
陶
淵
明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」

r連
雨
猫
飲
」
詩
の
理
解
の
た
め
に

三
　
枝
　
秀
　
子

は
じ
め
に

　
陶
淵
明
の
「
連
雨
濁
飲
」
詩
は
、
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
陶
淵
明
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
、
「
飲
酒
二
十
首
」
詩
と
併
稻
さ
れ
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ユ
　

作

品
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
陶
淵
明
詩
研
究
に
お
い
て
、
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
印
象
が
あ
る
。
敷
少
な
い
論
考
の
中
、
山

田
英
雄
氏
は
「
陶
淵
明
と
飲
酒
1
そ
の
特
色
と
意
義
」
に
お
い
て
、
「
連
雨
猫
飲
」
詩
を
取
り
上
げ
、
「
濁
酌
す
る
中
で
、
彼
の
精
禰
は
、
現

實

を
離
脱
し
雲
上
の
鶴
の
如
く
に
、
時
間
と
空
間
を
超
え
て
自
由
に
飛
翔
し
て
、
自
然
と
一
禮
化
し
た
自
己
を
感
得
す
る
の
で
あ
る
」
と
い

う
。
山
田
氏
の
こ
の
見
解
は
、
頷
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
、
「
時
間
と
空
聞
を
超
え
」
る
と
は
、
一
艘
何
を
根
握
に
述
べ
て
い
る
の
か

を
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
詩
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
天
」
の
検
讃
が
不
十
分
な
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　
「
連
雨
猫
飲
」
詩
に
は
二
つ
の
「
天
」
が
詠
ま
れ
る
。
一
つ
は
、
「
重
膓
忽
忘
天
（
膓
を
重
ぬ
れ
ば
忽
ち
天
を
忘
る
）
」
で
、
も
う
I
つ
は
「
天

豊
去
此
哉

（天
　
豊
に
此
を
去
ら
ん
や
）
」
で
あ
る
。
「
連
雨
猫
飲
」
詩
の
二
例
以
外
に
、
陶
淵
明
の
詩
文
に
は
、
四
二
例
も
の
「
天
」
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
陶
淵
明
の
全
作
品
藪
一
三
六
か
ら
す
る
と
、
こ
の
敷
は
決
し
て
少
な
く
な
く
、
陶
淵
明
詩
を
研
究
す
る
に
お
い
て
、
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「
天
」
は
重
要
な
言
葉
の
一
つ
と
し
て
藪
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
て
、
陶
淵
明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」
に
關
し
て
検

討
を
試
み
、
そ
の
理
解
を
通
し
て
こ
の
「
連
雨
凋
飲
」
詩
を
解
す
こ
と
と
し
た
。

　
陶
淵
明
の
「
天
」
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
中
國
に
お
け
る
「
天
」
の
概
念
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
「
天
」
に
纏
わ
る
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ザ

は

藪
多
く
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
一
讃
し
た
だ
け
で
は
、
直
ち
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
先
達
の
研
究
成
果
の
内
、
橋
本
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

司
氏
に
「
院
籍
の
天
と
空
間
」
と
い
う
論
考
が
あ
る
。
橋
本
氏
は
中
國
哲
學
の
専
門
性
を
基
に
、
玩
籍
の
「
詠
懐
詩
」
に
詠
ま
れ
る
「
天
」

に

つ
い

て
研
究

し
て
い
る
。
こ
の
橋
本
氏
の
玩
籍
の
「
天
」
に
封
す
る
研
究
成
果
を
参
考
に
す
れ
ば
、
陶
淵
明
の
「
天
」
に
つ
い
て
、
理
解

す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
光
明
を
見
出
し
た
。

　
よ
っ
て
、
拙
論
で
は
、
ま
ず
、
「
連
雨
猫
飲
」
詩
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
を
示
し
、
そ
の
後
、
橋
本
氏
の
論
考
を
参
照
し
、
「
天
」
に
纏
わ
る

理
解

を
深
め
る
。
次
に
陶
淵
明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
も
う
一
度
最
後
に
、
「
連
雨
猫
飲
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幻

詩
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
そ
れ
で

は
、
次
章
に
て
、
陶
淵
明
の
「
連
雨
猫
飲
」
詩
の
全
文
と
、
日
本
お
よ
び
中
國
に
お
け
る
こ
の
詩
の
解
繹
に
つ
い
て
示
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
い
。

二
　
「
蓮
雨
掲
飲
」
詩
に
つ
い
て

F連
雨
猫
飲
」
の
全
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

運
生
會
蹄
蓋
　
終
古
謂
之
然

　
　
　
　
か
な
ら

運
生
は
會
ず
蓋
く
る
に
蹄
す
、

終
古
　
之
を
然
り
と
謂
ふ



　
世

間
有
松
喬
　
於
今
定
何
聞

　
故
老
贈
余
酒
　
乃
言
飲
得
仙

試
酌
百
情
遠
　
重
膓
忽
忘
天

　
天
豊
去
此
哉
　
任
眞
無
所
先

　
雲
鶴
有
奇
翼
　
八
表
須
奥
還

自
我
抱
弦
猫
　
偲
挽
四
十
年

　
形
骸
久
已

化
　
心
在
復
何
言

こ
の
作
品
は
、
題
に
あ
る
よ
う
に
、

　
世
聞
に
松
喬
有
ら
ば
、
今
に
於
て
定
め
て
何
れ
の
間
に
か
あ
ら
ん

　
故
老
　
余
に

酒
を
贈
り
、
乃
ち
言
ふ
　
飲
ま
ば
仙
を
得
ん
と

　
試
み
に

酌

め
ば
百
情
遠
く
、
膓
を
重
ぬ
れ
ば
忽
ち
天
を
忘
る

　
　
　
　
　
こ
こ

　
天
　
宣
に
此
を
去
ら
ん
や
、
眞
に
任
せ
て
先
ん
ず
る
所
無
し

　
雲
鶴
　
奇
翼
有

り
、
八
表
を
も
須
奥
に
し
て
還
る

　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん
べ
ん

　
我

　
弦
の
猫
を
抱
き
て
よ
り
、
偲
挽
す
る
こ
と
四
十
年

　
形
骸
は
久

し
く
已
に
化
す
る
も
、
心
在
り
　
復
た
何
を
か
言
は
ん

「
連

日
雨
が
降
る
中
、
猫
り
酒
を
飲
む
」
、
そ
の
胸
の
内
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
全
艘
の
意

味
を
捉
え
る
た
め
に
一
海
知
義
氏
の
課
を
以
下
に
示
し
た
い
。

　
　
　
め

ぐ
り
ゆ
く
ひ
と
の
命
は
い
つ
か
は
蓋
き
る
　
む
か
し
か
ら
誰
も
が
み
と
め
て
來
た
こ
と
だ
　
世
聞
で
は
仙
人
赤
松
子
・
王
子
喬
が

　
　
い
た

と
い
う
が
　
い
ま
そ
の
消
息
を
き
い
た
人
が
は
た
し
て
あ
る
か
　
村
の
古
老
が
酒
を
く
れ
て
　
な
ん
と
こ
い
つ
で
仙
界
に
ゆ
け
る

　
　
と
　
た
め
し
に
の
む
と
浮
き
世
を
は
な
れ
　
盃
重
ね
て
い
る
中
に
ふ
と
天
に
昇
っ
た
心
地
　
天
も
遠
く
に
あ
る
わ
け
で
な
い
　
自
然
に

　
　
ま
か
せ
る
に
越
し
た
こ
と
な
し
　
雲
上
の
鶴
に
は
霊
妙
の
翼
　
世
界
の
は
て
を
た
ち
ま
ち
ひ
と
め
ぐ
り
　
こ
の
孤
猫
を
抱
き
し
め
て
か

　
　
ら
　
つ
か
の
間
に
　
四
十
年
　
髄
は
と
っ
く
に
お
と
ろ
え
は
て
た
が
　
心
は
健
在
　
い
う
こ
と
は
な
い

　
一
海
氏
は
、
二
つ
の
「
天
」
を
、
一
つ
は
、
「
天
に
昇
っ
た
心
地
」
と
課
し
、
も
う
一
つ
は
「
天
も
遠
く
に
」
と
詳
し
て
い
る
。
二
例
と
も
、

F
天
」
は
「
天
」
の
ま
ま
に
し
て
い
K
）
0
　
1
海
氏
は
語
繹
に
お
い
て
、
「
忘
天
」
を
「
忘
我
無
心
の
境
地
に
な
る
」
と
注
し
、
さ
ら
に
「
『
荘
子
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ア
ザ

天
地
篇
に

「
物
を
忘
れ
天
を
忘
る
。
其
の
名
を
己
を
忘
る
と
爲
す
。
己
を
忘
る
る
の
人
、
是
れ
を
こ
れ
天
に
入
る
と
謂
う
」
と
注
稗
し
て
い
る
。

　
陶
淵
明

の
詩
文
に

關
す
る
他
の
注
稗
書
で
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
「
天
」
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
凡
次
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ

（3）



と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
け

①

「
天
」
の
ま
ま
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鈴
木
虎
雄

『
陶
淵
明
詩
解
』

　
　
　

さ
か
づ
き
を
か
さ
ね
る
と
、
に
は
か
に
天
を
も
忘
れ
て
し
ま
ふ
。
い
や
、
天
と
い
ふ
も
の
も
こ
の
醇
ひ
心
地
か
ら
か
け
は
な
れ
た
も

　
　
の

で
は
な
い
、

　
　
　
鈴
木
氏

は
、
字
句
解
に
て
「
忘
天
」
を
「
天
は
天
地
の
天
な
り
、
天
の
こ
と
さ
へ
う
ち
忘
れ
る
、
況
や
人
間
界
の
事
を
や
」
と
注
を

　
　
施
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り
け

②

「
忘
我
の
境
地
」
と
し
て
の
F
天
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
『
陶
淵
明
全
集
』
上

　
　
　
さ
ら
に
杯
を
か
さ
ね
る
と
、
た
ち
ま
ち
陶
然
と
し
て
忘
我
の
境
地
に
な
っ
た
。

　
　
ど
へ
だ
た
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

い

や
、
仙
人
の
佳
む
天
界
も
、
こ
の
境
地
か
ら
さ
ほ

③

「
天
空
」
で
あ
り
「
忘
我
の
境
地
」
で
も
あ
る
「
天
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　

田
部
井
文
雄
・
上
田
武
『
陶
淵
明
集
全
繹
』

　
　
　
（
さ
ら
に
）
杯
を
重
ね
る
う
ち
に
、
早
く
も
天
空
の
存
在
す
ら
忘
れ
て
（
酔
っ
て
忘
我
の
境
地
に
至
っ
て
）
し
ま
う
。
ぴ
っ
た
り
一

　
　
致

し
た
天
は
、
こ
の
（
忘
我
の
）
醇
い
心
地
か
ら
、
ど
う
し
て
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
よ
う
か
。

（4）



　
　
ま
た
、
雨
氏
は
語
繹
に
お
い
て
「
忘
天
」
を
「
天
空
の
存
在
す
ら
忘
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
醇
っ
て
忘
我
無
心
の
境
地
に
至
る
こ
と
」
と

　
注
鐸

し
、
『
荘
子
』
の
「
天
地
」
篇
を
載
せ
て
い
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
．
F
天
」
を
「
天
」
「
忘
我
の
境
地
」
「
天
空
」
等
、
様
々
に
解
稗
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
で
は
、
中
國
に
お
け

る
理
解
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
ま
ず
、
古
直
『
陶
靖
節
詩
箋
』
に
「
荘
子
天
地
篇
忘
乎
物
忘
乎
天
其
名
爲
忘
己
」
、
と
『
荘
子
』
天
地
篇
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

最
近
の
注
鐸
書
で
あ
る
衰
行
需
『
陶
淵
明
集
箋
注
』
の
「
箋
注
」
に
お
い
て
も
『
荘
子
』
天
地
篇
が
引
か
れ
て
い
る
。
衰
氏
は
こ
れ
に
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
こ

て
、
引
用
文
の
後
に
、
「
此
所
謂
「
天
」
意
謂
超
於
物
之
上
而
接
近
自
然
」
二
天
」
と
は
物
を
超
え
自
然
に
近
い
物
）
と
解
し
て
い
る
。

　
紙
幅

の

關
係
上
、
解
繹
の
全
て
を
載
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
お
よ
び
中
國
に
お
い
て
は
、
概
ね
こ
の
よ
う
に
、
『
荘
子
』
天
地

篇
を
擦
り
所
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

　
日
本
お
よ
び
中
國
に
お
け
る
「
連
雨
濁
飲
」
詩
に
纏
わ
る
從
來
の
「
天
」
の
解
鐸
を
確
認
し
た
。
次
に
、
陶
淵
明
は
「
天
」
を
ど
の
よ
う

な
物
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
か
、
陶
淵
明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」
に
つ
い
て
次
章
に
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

111
陶
淵
明
の
「
天
」
に
つ
い
て
の
検
討

　
先

に
、
陶
淵
明
の
詩
文
中
に
お
い
て
、
「
天
」
の
用
例
を
都
合
四
四
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
「
天
」
　
1
文
字
の

場
合
も
あ
れ
ば
、
例
え
ば
「
天
命
」
の
よ
う
に
二
文
字
の
熟
語
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
以
下
、
陶
淵
明
の
「
天
」
に
つ
い
て
そ
の
特

色
を
見
出
し
て
い
v
こ
と
に
し
た
い
。

　
陶
淵
明
の
「
天
」
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
「
天
」
の
理
解
に
は
哲
學
的
考
察
が
不
可
訣
で
あ
る
と
考
え
、
｝
9
0
述
の
通
り
橋
本
氏
の
論
考

（5）



を
参
考
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
先
に
も
簡
軍
に
燭
れ
た
が
、
橋
本
氏
は
「
天
」
の
概
念
に
關
す
る
研
究
を
敷
多
く
行
い
、
そ
の
成
果
に
基
づ

き
、
院
籍
の
「
詠
懐
詩
」
を
分
析
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
橋
本
氏
の
「
天
」
に
關
す
る
研
究
お
よ
び
、
玩
籍
詩
を
分
析
す
る
た
め
に
用
い
た
三
つ
の
分
類
に
つ
い
て
次
に
示
し
た
い
。

　
橋
本
氏

は
、
歴
代
王
朝
に
見
え
る
天
観
の
愛
化
に
つ
い
て
、
周
か
ら
魏
に
か
け
て
徐
々
に
主
宰
性
や
絶
封
性
が
逓
減
し
、
空
間
と
し
て
の

把

握
へ
と
傾
い
て
い
き
、
さ
ら
に
、
「
天
」
を
自
然
法
則
や
形
象
と
し
て
捉
え
る
思
想
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
玩
籍
は
ま
さ
に
こ

の

よ
う
な
潮
流
の
最
先
端
に
い
た
、
と
氏
は
考
え
、
よ
っ
て
玩
籍
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
た
。
氏
は
玩
籍
の
詩
を
分
析
す
る
際
に
、
「
天
」
を
、

（
1
）
主
宰
的
「
天
」
、
（
2
）
運
命
的
「
天
」
、
（
3
）
空
間
と
時
聞
の
「
天
」
の
三
種
類
に
分
類
し
行
っ
た
。

　
以
上
が
橋
本
氏
の

「
天
」
の
理
解
と
、
玩
籍
詩
を
研
究
す
る
際
に
用
い
た
「
天
」
の
分
類
で
あ
る
。

　
拙
論
で
は

橋
本
氏
の
分
類
を
参
考
に
、
陶
淵
明
の
「
天
」
を
、
（
1
）
主
宰
的
「
天
」
、
（
2
）
運
命
的
「
天
」
、
　
（
e
o
）
空
聞
と
し
て
の
「
天
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6

の

三
種
類
に

大
別

し
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

（
1
）
主
宰
的
「
天
」
…
統
治
者
に
下
さ
れ
る
「
天
」
の
「
命
」

　
陶
淵

明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」
に
、
主
宰
的
な
存
在
と
し
て
詠
ま
れ
る
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
見
る
二
例
は
、
天
か
ら
命

が
下

る
こ
と
に
よ
り
王
や
皇
帝
の
統
治
者
が
代
わ
る
と
い
う
’
政
治
的
な
意
味
合
い
の
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
最
初
に
「
命
子
」
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
全
八
〇
句
に
及
ぶ
大
作
で
’
長
男
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
機
に
詠
ま
れ
た
も
の

で

あ
る
と
さ
れ
る
。
詩
は
、
先
祀
を
辿
り
詠
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
自
身
の
先
租
を
尭
に
結
び
付
け
詠
み
起
こ
し
、
夏
、
般
、
周
と
陶
一

族
の
歴
史
を
詠
う
。

　
F
命
子
」



　
　
紛
転
戦

國
　
　
漠
漠
衰
周
　
　
　
　
紛
転
た
る
戦
國
、
漠
漠
た
る
衰
周

　
　
鳳
隠

干
林
　
　
幽
人
在
丘
　
　
　
　
鳳
は
林
に
隠
れ
、
幽
人
　
丘
に
在
り

　
　
逸
軋
邊
雲

　
　
奔
鯨
骸
流

　
　
　

逸
軋

　
雲
を
遙
り
、
奔
鯨
　
流
を
骸
か
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん
こ
う

　
　
天
集
有

漢
　
　
春
余
感
侯
　
　
　
　
天
は
有
漢
に
集
ま
り
、
余
が
患
侯
を
春
み
る

　
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
は
作
品
の
第
二
節
目
に
あ
た
る
。
前
の
第
一
節
に
績
き
戦
國
時
代
か
ら
漢
ま
で
の
陶
一
族
の
様
子
を
詠
う
。
こ
こ

の

r
天
は

有
漢
に
集
ま
り
」
は
、
天
の
命
が
漠
に
下
っ
た
こ
と
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
古
直
の
注
に
、
『
詩
経
』
の
大
雅
の
「
天
監
在
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ほ
り

有
命
既
集
（
天
監
下
に
在
り
、
命
有
り
既
に
集
く
）
」
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
’
『
詩
経
』
に
基
づ
く
用
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ

し
て
こ
の
用
法
は
、
陶
淵
明
よ
り
も
少
し
前
の
時
代
の
孫
楚
（
？
～
二
九
三
）
の
「
爲
石
仲
容
與
孫
皓
書
」
に
「
協
建
霊
符
　
天
命
既
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
ほ
　

（震
符
を
協
建
し
、
天
命
既
に
集
る
）
」
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に

畢
げ
る
陶
淵
明
の
「
讃
史
述
」
は
、
主
宰
的
「
天
」
が
命
を
「
革
」
め
る
と
い
う
用
法
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
序
に
、
「
余
『
史
記
』

を
讃
み
、
感
ず
る
所
有
り
て
こ
れ
を
述
ぶ
」
と
あ
り
、
九
首
の
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
に
残
る
人
物
の
功
績
を
詠
う
。
「
天
」
の
例
は
、
そ
の
第

一
首

目
に
あ
た
る
「
夷
齊
」
の
前
牛
四
句
に
見
え
る
。
こ
の
詩
は
、
伯
夷
叔
齊
の
故
事
を
詠
う
も
の
で
、
夷
と
齊
が
首
陽
山
に
隠
れ
る
に
至
っ

た

の

は
、
周
の
武
王
が
天
命
に
順
っ
て
段
の
紺
王
を
討
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
詠
わ
れ
て
い
る
。

　
r
讃
史
述
　
夷
齊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
ひ
き

　
　
二
子
譲

國
　
　
相
將
海
隅
　
　
　
　
二
子
　
國
を
譲
り
、
海
隅
に
相
將
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
た

　
　
天
人

革
命
　
　
絶
景
窮
居
　
　
　
　
天
人
　
命
を
革
め
、
景
を
絶
ち
て
窮
居
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ
ソ

　

こ
こ
に
あ
る
「
天
人
革
命
」
は
、
王
珪
の
注
を
始
め
と
し
各
注
繹
書
に
、
『
易
経
』
革
卦
の
「
湯
武
革
命
、
順
乎
天
而
慮
乎
人
（
湯
武
命

を
革
め
て
、
天
に
順
ひ
人
に
雁
ず
」
が
引
か
れ
、
『
易
経
』
に
準
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
天
」
か
ら
の
「
命
」
に
よ
り
統
治
者

（7）



が

「革
」
わ
る
と
い
う
、
典
型
的
な
「
天
命
」
の
例
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
畢
げ
た
陶
淵
明
の
1
1
つ
の
用
例
は
、
王
朝
の
愛
革
を
「
天
」
の
「
命
」
が
「
集
」
ま
り
、
ま
た
は
「
革
」
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ザ

る
。
こ
れ
は
『
詩
経
』
か
ら
績
く
一
つ
の
典
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
後
の
唐
に
至
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
の
節
に

て
検
討
す

る
陶
淵
明
の
例
は
、
「
天
」
の
「
命
」
が
，
個
人
に
も
下
さ
れ
る
例
で
あ
る
。

（
2
）
蓮
命
的
「
天
」
…
個
に
下
さ
れ
る
「
天
」
の
「
命
」
と
「
罰
」

①

r天
」
の
「
命
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

　
次
の
作
品
は
、
陶
淵
明
の
子
供
た
ち
へ
の
遺
言
書
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
與
子
撮
等
疏
」

告
撮
侯
扮
侠
柊

天
地
賦
命

自
古
賢
聖

子
夏
有
言
日

死
生
有
命

四
友
之
人

褒
斯
談
者

生
必
有
死

誰
猫
能
免

富
貴
在
天

親
受
音
旨

將
非
窮
達
不
可
妄
求

壽
天
永
無
外
請
故
耶

そ

の

冒
頭
部
分
に
「
天
」
と
「
命
」
が
見
え
る
。

撮
、
侯
、
扮
、
侠
、
修
に
告
ぐ

天
地
の
命
を
賦
す
や
、
生
あ
れ
ば
必
ず
死
有
り

古

よ
り
賢
聖
も
、
誰
か
猫
り
能
く
免
れ
ん

子
夏
の
言
へ
る
有
り
、
曰
く

死
生
は

命
に

有

り
、
富
貴
は
天
に
在
り

四
友
の

人
、
親
し
く
音
旨
を
受
く

こ斯
の
談

を
嚢
す
る
者

は將
た

窮
達
は
妄
り
に
求
む
可
か
ら
ず

壽
天
は

永
く
外
に
請
ふ
こ
と
無
き
故
に
非
ず
や

（8）



　
こ
こ
に
、
「
命
」
と
「
天
」
が
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
1
つ
め
は
、
「
天
地
の
命
を
賦
す
や
、
生
あ
れ
ば
必
ず
死
有
り
」
、

「
天
と
地
」
に
よ
り
「
命
」
が
與
え
ら
れ
て
お
り
、
人
は
「
生
」
ま
れ
た
か
ら
に
は
必
ず
「
死
」
ぬ
運
命
に
あ
る
と
詠
む
。
そ
し
て
績
い
て
、
「
古

よ
り
賢
聖
も
、
誰
か
猫
り
能
く
冤
れ
ん
」
、
昔
か
ら
誰
に
で
も
等
し
く
同
じ
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
誰
一
人
死
な
ず
に
す
む
者

な
ど
い
な
い
、
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
陶
淵
明
の
「
天
地
の
命
」
は
、
統
治
者
に
與
え
ら
れ
て
い
た
「
命
」
で
は
な
く
、
人
々

に

普
遍
的
に

與
え
ら
れ
て
い
る
「
命
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ

し
て
l
1
つ
め
で
あ
る
が
、
「
子
夏
の
言
へ
る
有
り
曰
く
」
以
降
は
、
『
論
語
』
顔
淵
篇
の
「
死
生
有
命
　
富
貴
在
天
」
を
引
用
し
て
そ

の

ま
ま
詠
ま
れ
、
人
の
死
生
は
「
命
」
に
、
富
貴
は
「
天
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
前
節
で
述
べ
た
の
は
、
「
主
宰
」
的
「
天
」
が
統
治
者
に
下
す
「
命
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
統
治
者
に
限
ら
ず
、
個
人
に
も
「
天
」

か

ら
「
命
」
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
個
人
に
與
え
ら
れ
る
「
命
」
は
、
「
死
生
」
を
定
め
る
と
い
う
「
絶
封
」
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　
　
　

　

G

　
次
の

「
祭
程
氏
妹
文
」
は
、
陶
淵
明
の
實
母
と
纏
母
（
妹
の
母
）
の
死
を
「
天
罰
」
が
「
重
」
な
る
と
詠
む
。
こ
れ
も
個
人
に
下
る
「
天
」
　
V

の

r
罰
」
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
例
で
あ
る
。

②

「天
」
の
「
罰
」

　
題
に

「
祭
程
氏
妹
文
」
に
あ
る
よ
う
に
、
程
氏
に
嫁
し
た
妹
の
死
を
弔
う
祭
文
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
妹
の
死
か
ら
十
八
カ
月
が
経
ち
、

供
物

を
そ
な
え
る
所
か
ら
詠
い
始
め
ら
れ
て
い
る
。
績
い
て
妹
の
い
な
い
邸
宅
や
遺
見
の
様
子
、
妹
と
の
思
い
出
を
詠
み
、
そ
し
て
次
の
引

用
部
分
へ
と
績
く
。

　
「
祭
程
氏
妹
文
」

　
　
昔
在
江
陵
　
　
重
罹
天
罰
　
　
　
　
昔
、
江
陵
に
在
り
て
　
重
ね
て
天
罰
に
罹
り



　
　
兄
弟
索
居
　
　
乖
隔
楚
越
　
　
　
　
兄
弟
索
居
し
　
乖
隔
す
る
こ
と
楚
越
の
ご
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
妹
の
母
を
亡
く
し
、
そ
し
て
次
に
、
陶
淵
明
は
實
母
を
亡
く
し
た
。
そ
の
こ
と
を
「
重
ね
て
天
罰
に
罹
り
」
と
詠
う
。
「
天
罰
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ガ
ソ

元
來
、
天
子
に
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
天
」
の
罰
が
、
「
祭
程
氏
妹
文
」
で
は
、
「
天
子
」
で
は
な
く
、
一
個
人
に
下
さ
る
も
の

と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
以

上
、
「
與
子
撮
等
疏
」
及
び
「
祭
程
氏
妹
文
」
の
例
か
ら
は
、
統
治
者
に
下
さ
れ
て
い
た
「
天
命
」
や
「
天
罰
」
が
一
個
人
に
下
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
こ

の

よ
う
に
「
天
」
か
ら
「
命
」
や
「
罰
」
を
下
さ
れ
た
一
個
人
は
、
天
に
封
し
て
ど
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
「
怨
詩
楚

調
示
鹿
主
簿
郵
治
中
」
詩
に
は
、
「
天
を
怨
ま
な
い
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

③

「天
道
」
を
怨
ま
な
い

　
こ
の
作
品
は
、
主
簿
の
鹿
遵
に
宛
て
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
。
青
年
時
（
弱
冠
）
か
ら
五
四
歳
（
⊥
ハ
九
年
）
ま
で
の
藪
々
の
不
運
を
樂
府
（
楚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ロ

調
）
の
形
式
を
用
い
て
詠
む
。
ま
ず
は
こ
の
作
品
の
全
文
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
怨
詩
楚
調
示
鹿
主
簿
郵
治
中
」

天
道
幽
且
遠

結
髪
念
善
事

弱
冠
逢
世
阻

炎
火
屡
焚
如

風
雨
縦
横
至

鬼
沖
荘
昧
然

縄
挽
⊥
ハ
九
年

始
室
喪
其
偏

瞑
蛾
恣
中
田

牧
敏
不
盈
塵

天
道
は

幽
に
し
て
且
つ
遠
し
、
鬼
紳
は
荘
昧
然
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん
べ
ん

結
髪
よ
り
善
事
を
念
ひ
、
俺
挽
た
り
⊥
ハ
九
年

　
　
　
　
　
　
　
け
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

弱
冠
に

し
て
世
の
阻
し
き
に
逢
ひ
、
始
室
に
し
て
其
の
偏
を
喪
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
い
よ
く

炎
火
屡
く
焚
如
た
り
、
瞑
域
　
中
田
を
恣
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん

風
雨
　
縦
横
に

至
り
、
牧
敏
　
塵
に
も
盈
た
ず

（10）



　
　
夏
日
長
抱
飢

　
　
造
夕
思
難
鳴

　
　
在
己

何
怨
天

　
　
呼
嵯
身
後
名

　
　
慷
慨
濁
悲
歌

　
こ

こ
に
二
つ
の

　
一
句
目
に

倫
理
性
で

あ
L
o
8

る
ま
で
の
争
齪
、

寒
夜
無
被
眠

及
農
願
烏
遷

離
憂
懐
目
前

於
我
若
浮
煙

鍾
期
信
爲
賢

F天
」

　
　
　
　
つ
ね

夏

日
に
は
長
に
飢
を
抱
き
、
寒
夜
に
は
被
無
く
し
て
眠
る

　
　
い
た

夕
に
造
れ
ば
難
鳴
を
思
ひ
、
展
に
及
べ
ば
烏
の
遷
る
を
願
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

己

に

在

り
　
何
ぞ
天
を
怨
ま
ん
、
離
憂
　
目
前
に
懐
し

あ

　
あ

呼
嵯
身
後
の
名
、
我
に
於
て
浮
煙
の
若
し

慷
慨
し
て
猫
り
悲
歌
す
、
鍾
期
は
信
に
賢
な
り
と
爲
す

が

詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
「
天
道
は
幽
に
し
て
且
つ
遠
し
」
と
詠
わ
れ
る
。
「
天
道
」
と
は
、
「
四
時
の
循
環
と
し
て
規
則
正
し
く
愛
化
す
る
天
の
規
則
性
・

　
　
　
　
　
　
　
、
二
句
目
の
「
神
鬼
」
と
同
じ
く
人
事
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
績
け
て
青
年
か
ら
壮
年
に
至

　
　
　
　
　
　
　
妻
の
死
、
猛
暑
・
轟
害
等
の
藪
々
の
不
運
が
詠
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
「
己
に
在
り
何
ぞ
天
を
怨
ま
ん
」
の
よ
う
に
、
こ
れ

ら
の
不
運
の
原
因
は
自
分
に
あ
る
の
で
、
天
を
怨
む
も
の
で
は
な
い
と
詠
む
。

　
さ
ら
に
、
次
の
「
蹄
去
來
号
欝
」
に
は
、
「
天
」
の
「
命
」
を
樂
し
む
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

④

「天
」
の
「
命
」
「
分
」
「
蓮
」
を
樂
し
む

　
次
の

「
蹄
去
來
今
欝
」
は
、
士
官
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
、
役
人
を
酷
め
故
郷
に
ま
た
戻
る
ま
で
の
経
緯
を
、

で
あ
る
。
次
の
引
用
部
分
は
作
品
の
終
わ
り
の
部
分
で
あ
る
。

　
「
婦
去
來
号
欝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
懐
良
辰
以
孤
往
　
　
　
　
　
　
　
良
辰
を
懐
ひ
て
　
以
て
孤
り
往
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
う
ん
し

　
　
或
植
杖
而
転
粁
　
　
　
　
　
　
　

或
は

杖
を
植
て
て
転
好
す

序

と
併
せ
て
詠
ん
だ
作
品
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お
も
む
ろ

　
　
登
東

皐
以
野
哺
　
　
　
　
　
　
　
　
東
皐
に
登
り
　
以
て
野
に
囎
き

　
　
臨
清
流
而
賦
詩
　
　
　
　
　
　
　
清
流
に
臨
み
て
　
詩
を
賦
す

　
　
柳
乗

化
以
婦
蓋
　
　
　
　
　
　
　
　
柳
か
化
に
乗
じ
て
以
て
蓋
く
る
に
蹄
し

　
　
樂
夫
天
命
復
案
疑
　
　
　
　
　
　
　
夫
の
天
命
を
樂
し
み
て
復
た
案
を
か
疑
は
ん

　
晴
れ
た

日
に
田
を
耕
し
た
り
丘
に
登
り
口
笛
を
吹
い
た
り
、
清
き
流
れ
に
臨
ん
で
詩
を
詠
ん
だ
り
し
て
過
ご
し
な
が
ら
自
然
の
愛
化
に
委

ね
て
時

を
過
ご
す
o
こ
の
よ
う
な
生
活
を
「
天
命
」
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
「
樂
」
し
む
の
で
あ
る
な
ら
ば
も
は
や
何
も
疑
う
こ
と
な

ど
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
ソ

　

こ
こ
で
は
、
田
園
で
の
日
々
の
暮
ら
し
を
「
天
命
」
と
し
て
受
け
入
れ
樂
し
も
う
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
次
の

「
自
祭
文
」
で
は
自
己
の
一
生
を
振
り
返
り
そ
れ
を
「
樂
天
」
と
詠
ん
で
い
る
。

　
F
自
祭
文
」
は
、
自
身
の
死
と
葬
儀
の
様
子
か
ら
詠
い
だ
し
、
次
に
生
前
の
日
々
の
檬
子
、
そ
し
て
野
邊
途
り
の
様
子
、
最
後
に
埋
葬
さ

れ

る
墓
の
様
子
ま
で
を
詠
ん
で
い
る
。
引
用
し
た
こ
の
部
分
は
、
生
前
の
日
々
の
様
子
を
詠
む
部
分
で
あ
る
。

　
「
自
祭
文
」

春
秋
代
謝

載
転
載
粁

欣
以
素
績

冬
曝
其
日

勤
靡
鯨
努

樂
天
委
分

有
務
中
園

逼
育
酒
繁

和
以
七
弦

夏
濯
其
泉

心
有
常
閑

以
至
百
年

春
秋
代
謝
し
、
中
園
に
務
め
有
り

載
ち
転
り
載
ち
粁
へ
ば
、
酒
ち
育
ち
廼
ち
繁
る

欣
ぶ
に

素
績
を
以
て
し
、
和
む
に
七
弦
を
以
て
す

冬
に

は

其
の
日
に
曝
し
、
夏
に
は
其
の
泉
に
濯
ぐ

勤
め

て
は

勢
を
除
す
こ
と
靡
く
、
心
に
常
閑
有
り

天
を
樂
し
み
分
に
委
ね
、
以
て
百
年
に
至
る
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畑

を
耕
し
、
請
書
を
し
、
音
樂
を
奏
で
、
そ
し
て
冬
は
日
だ
ま
り
で
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
、
夏
は
泉
で
涼
む
と
い
う
日
常
の
さ
さ
や
か
な
生

活
、
そ
れ
を
「
天
」
か
ら
賦
與
さ
れ
た
「
分
」
と
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
「
樂
」
し
み
、
こ
の
檬
に
し
て
l
生
（
百
年
）
を
終
え
る
に
至
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　

た
、
と
こ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
次
の

「
責
子
」
に
は
「
天
運
」
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
は
、
陶
淵
明
の
子
ど
も
達
の
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
責
子
」

白
髪
被
雨
髪

錐
有
五
男
見

阿
野
已
二
八

阿
宣
行
志
學

雍
端
年
十
三

通
子
垂
九
齢

天
運
筍
如
此

肌
膚
不
復
實

線
不
好
紙
筆

癩
惰
故
無
匹

而
不
愛
文
術

不
識
六
與
七

但
爲
梨
與
栗

且
進
杯
中
物

白
髪
　
雨
髪
を
被
ひ
、
肌
膚
　
復
た
實
な
ら
ず

五
男
見
有

り
と
錐
も
、
線
て
紙
筆
を
好
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ

阿
辞
は

已
に
二
八
、
願
惰
　
故
よ
り
匹
ひ
無
し

阿
宣
は

　
行
く
く
志
學
な
る
に
’
而
も
文
術
を
愛
さ
ず

雍

と
端
は
年
十
三
に
し
て
、
六
と
七
と
を
識
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

通
子
は

　
九
齢
に

垂
ん

と
す
る
に
、
但
だ
　
梨
と
栗
と
を
寛
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら

天
蓮
荷

く
も
此
く
の
如
く
あ
れ
ぱ
、
且
く
杯
中
の
物
を
進
め
ん

　
怠
け
者
の
阿
静
、
勉
強
嫌
い
な
阿
宣
、
藪
を
間
違
え
る
雍
と
端
、
梨
と
栗
を
求
め
る
通
子
。
子
ど
も
達
の
様
子
を
見
な
が
ら
酒
を
飲
み
、
「
天
」

か

ら
與
え
ら
れ
た
「
運
」
と
し
て
受
け
入
れ
、
樂
し
ん
で
い
る
檬
子
が
見
て
取
れ
る
。

　
以
上
、
こ
の
節
を
ま
と
め
た
い
。

　
陶
淵
明
の
作
品
で
は
「
天
」
か
ら
與
え
ら
れ
る
「
命
」
を
、
「
分
」
や
「
運
」
と
も
表
現
し
て
い
る
。
「
天
の
命
」
も
「
天
の
分
」
も
「
天

の

運
」
も
全
て
を
受
け
入
れ
そ
れ
を
「
樂
」
し
む
と
詠
ま
れ
て
い
た
。

　
次
の

「
天
」
の
用
例
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
統
治
者
に
下
さ
れ
る
「
天
命
」
で
も
な
く
、
個
人
の
死
生
や
行
き
檬
を
定
め
る
も
の

日3）



で
も
な
い
。
空
聞
と
し
て
の
「
天
」
で
あ
る
。

（
3
）
空
間
と
し
て
の
r
天
」

　
次
の
陶
淵
明
の
「
九
日
閑
居
」

　
F
九
日
閑
居
」

世
短
意
恒
多

日
月
依
辰
至

露
凄
喧
風
息

往
燕
無
遺
影

酒
能
桂
百
慮

如
何
蓬
盧
士

斯
人
樂
久
生

畢
俗
愛
其
名

氣
激
天
象
明

來
雁
有
鹸
聲

菊
爲
制
頽
齢

空
覗
時
運
傾

は

序

と
詩
か
ら
な
る
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
詩
の
全
十
八
句
の
冒
頭
か
ら
十
二
句
ま
で
で
あ
る
。

　
人
は

こ
の
世
に
在
る
時
間
は
短
い
の
に
、

て
樂

し
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
だ
が
、

行
う
。
冷
た
い
露
が
降
り
、
温
か
い
風
も
吹
か
な
く
な
る
こ
の
時
分
、

影
も
な
く
、
飛
來
し
た
雁
の
鳴
く
聲
が
響
く
の
が
聞
こ
え
る
。

こ
の
草
庵
の
⊥
土
よ
、
な
ぜ
に
む
な
し
く
時
が
過
ぎ
ゆ
く
の
を
見
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

　
「
九
日
閑
居
」
詩
に
詠
ま
れ
る
「
天
」
と
は
、
「
氣
は
激
み
て
天
象
明
ら
か
な
り
」
の
よ
う
に
、
澄
ん
だ
空
氣
の
秋
の
空
を
い
う
。
そ
し
て
、

「
往
燕
遺
影
無
く
、
來
雁
除
聲
有
り
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
空
（
天
）
の
中
「
燕
」
は
飛
び
去
っ
て
往
き
、
飛
來
し
た
「
雁
」
の
鳴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ

世
短

く
し
て
　
意
は
恒
に
多
し
、
斯
の
人
　
久
生
を
樂
ぶ

　
　
　
と
き

日
月
　
辰
に
依
つ
て
至
る
に
、
俗
を
畢
げ
て
其
の
名
を
愛
す

　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
す

露
は
凄

と
し
て
喧
風
息
み
、
氣
は
激
み
て
天
象
明
ら
か
な
り

往
燕
遺
影
無
く
、
來
雁
鹸
聲
有
り

酒
は
能

く
百
慮
を
桂
ひ
、
菊
は
爲
に
頽
齢
を
制
す

如
何
ぞ
蓬
盧
の
士
、
空
し
く
時
運
の
傾
v
を
覗
る
や

　

こ
の
世
に
居
る
間
に
成
し
遂
げ
た
い
と
思
う
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
世
の
人
は
、
長
生
き
を
し

日
月
は
時
に
よ
っ
て
移
り
愛
わ
る
。
そ
れ
故
に
、
世
の
人
は
み
な
九
月
九
日
の
重
陽
節
を
好
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
氣
が
澄

み
、
空
（
天
）
も
晴
れ
わ
た
る
。
燕
は
飛
ん
で
往
き
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
酒
は

多
く
の
憂
い
を
彿
い
、
菊
は
年
を
取
る
の
を
止
め
て
く
れ
る
と
い
う
。
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く
聲
が
響
く
、
と
詠
む
。
こ
の
句
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
空
の
中
に
は
飛
ぶ
「
燕
」
の
姿
が
「
無
」
く
、
「
雁
」
の
「
鹸
聲
」
が
「
有
」

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
陶
淵
明
と
院
籍
の
「
天
」
の
中
を
飛
ぶ
鳥
に
封
す
る
認
識
の
違
い
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
橋
本
氏
の
論
考
で
は
、
玩
籍
「
詠
懐
詩
」
其
の
四
十
九
の
F
高
鳥
天
を
摩
し
て
飛
ぶ
」
の
句
の
r
天
」
を
「
空
聞
」
と
し
て
い

ハが
らる

。
さ
ら
に
橋
本
氏
は
、
こ
の
「
天
」
と
同
様
の
「
空
聞
」
で
あ
る
「
高
所
か
ら
眺
め
る
空
間
」
に
は
’
「
天
命
に
よ
る
拘
束
か
ら
解
き
放

た

れ
、
風
が
吹
き
大
鳥
が
飛
翔
す
る
空
聞
が
廣
が
」
り
、
F
自
由
な
る
自
己
と
無
限
に
廣
が
る
空
間
を
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」

　
　
　
ヨ
ガ
ザ

と
も
い
う
。

　
橋
本
氏
の

取
り
上
げ
た
院
籍
「
詠
懐
詩
」
其
の
四
十
九
を
も
う
一
度
こ
こ
で
検
証
す
る
と
、
三
同
鳥
摩
天
飛
、
凌
雲
共
遊
嬉
（
高
鳥
天
を

摩

し
て
飛
び
、
雲
を
凌
ぎ
て
共
に
遊
嬉
す
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
天
」
の
中
を
樂
し
氣
に
飛
ぶ
「
鳥
」
の
檬
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

封

し
、
陶
淵
明
の
「
九
日
閑
居
」
詩
は
、
「
天
」
の
中
に
飛
ぶ
鳥
の
姿
を
表
現
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
陶
淵
明
の
「
九
日
閑
居
」
詩
と
同
じ
く
、
陶
淵
明
の
「
己
酉
歳
九
月
九
日
」
詩
も
、
秋
の
清
ら
か
な
氣
が
澄
み
わ
た
り
、
果
て
し
な
く
高

い
空

の

中
に
（
清
氣
澄
除
津
、
杏
然
天
界
高
）
、
蝉
の
鳴
く
聲
が
無
く
な
り
、
群
れ
を
な
す
雁
の
鳴
く
聲
が
雲
間
か
ら
聞
こ
え
る
（
哀
蝉
無

留
響
、
叢
雁
鳴
雲
審
）
。
そ
し
て
濁
り
酒
を
飲
ん
で
た
の
し
み
（
濁
酒
且
自
陶
）
、
こ
の
一
日
を
過
ご
そ
う
（
柳
以
永
今
朝
）
、
と
詠
っ
て
い
る
。

こ
の
句
の
中
の
F
雁
」
も
雲
聞
に
「
鳴
」
く
だ
け
で
、
飛
ぶ
鳥
の
姿
は
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。

　
玩
籍
と
陶
淵
明
詩
の
「
天
」
と
「
鳥
」
の
違
い
は
、
一
つ
は
、
玩
籍
の
場
合
、
「
天
」
の
中
を
飛
ぶ
「
鳥
」
の
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、

1
方

の
、
陶
淵
明
の
場
合
は
「
天
」
の
中
を
飛
ぶ
鳥
で
は
な
く
、
飛
び
去
っ
た
後
の
風
景
や
鳥
の
鳴
く
聲
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と

考

え
る
。
さ
ら
に
も
う
1
つ
の
違
い
は
、
玩
籍
の
「
詠
懐
詩
」
の
場
合
、
「
天
」
や
三
同
所
か
ら
眺
め
る
空
間
」
の
中
を
飛
ぶ
鳥
に
よ
り
「
自

由
な
る
自
己
と
無
限
に
廣
が
る
空
間
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
の
に
封
し
、
陶
淵
明
の
場
合
、
そ
れ
が
「
酒
」
に
よ
り
行
わ
れ
る

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（15）



　
F
己
酉
歳
九
月
九
日
」

飲
」
詩
を
示
し
た
い
。

　
「
連
雨
猫
飲
」

　
運
生
會
婦
蓋

　
世
間
有
松
喬

　
故
老
贈
余
酒

　
試
酌
百
情
遠

　
天
宣
去
此
哉

　
雲
鶴
有
奇
翼

　
自
我
抱
薮
猫

　
形
骸
久
已

化

先
に
、

詩

と
同
じ
く
、
r
連
雨
猫
飲
」
も
「
天
」
と
「
鳥
」
と
「
酒
」
の
三
要
素
が
見
え
る
。
も
う
一
度
こ
こ
で
「
連
雨
猫

終
古
謂
之
然

於
今
定
何
聞

乃
言
飲
得
仙

重
膓
忽
忘
天

任
眞
無
所
先

八
表
須
奥
還

縄
挽
四
十
年

心
在
復
何
言

一
海
氏

の
課
を
引
い
た
が
、

　
人

と
い
う
も
の
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
死
ぬ
定
め
が
古
よ
り
決
ま
っ
て
い
る
。

も
な
い
。
昔
馴
染
み
が
酒
を
く
れ
た
。

た

ら
、
氣
持
ち
が
ゆ
っ
た
り
と
遠
く
な
り
、

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

遠

く
（
八
表
）
を
一
瞬
の
聞
に
飛
び
還
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
肉
饅
は
年
と
共
に
愛
わ
っ
て
い
v
け
れ
ど
も
、

運
生
は

會
ず
蓋
く
る
に
婦
す
、
終
古
　
之
を
然
り
と
謂
ふ

世

聞
に
松
喬
有
ら
ば
、
今
に
於
て
定
め
て
何
れ
の
間
に
か
あ
ら
ん

故
老

　
余
に

酒

を
贈
り
、
乃
ち
言
ふ
　
飲
ま
ば
仙
を
得
ん
と

　
試
み
に

酌
め

ば

百
情
遠
く
、
膓
を
重
ぬ
れ
ば
忽
ち
天
を
忘
る

　
　
　
　
　
こ
こ

　
天
　
豊
に
此
を
去
ら
ん
や
、
眞
に
任
せ
て
先
ん
ず
る
所
無
し

　
雲
鶴

　
奇
翼
有
り
、
八
表
を
も
須
実
に
し
て
還
る

　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん
ぺ
ん

我
　
弦
の
猫
を
抱
き
て
よ
り
、
偲
挽
す
る
こ
と
四
十
年

　
形
骸
は
久

し
く
已
に
化
す
る
も
、
心
在
り
　
復
た
何
を
か
言
は
ん

こ
こ
で
は
試
詳
を
示
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ
か
ら
こ
そ
、
仙
人
に
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
こ
と

こ
れ
を
飲
め
ば
「
仙
」
人
に
な
っ
た
よ
う
な
心
地
に
な
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
そ
の
酒
を
飲
ん
で
み

　
　
さ
ら
に
杯
を
重
ね
る
う
ち
に
、
ふ
と
「
天
を
忘
れ
る
」
よ
う
な
心
地
に
な
っ
た
。
「
天
」
と
は
、

「
眞
（
自
然
）
」
に
任
せ
て
い
け
ば
い
い
の
だ
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
珍
し
い
羽
根
を
持
つ
「
鶴
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は

こ
の
よ
う
に
し
て
、
す
で
に
四
十
年
も
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。

　
　
　
　
　
心
は
愛
わ
ら
ず
い
つ
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
だ
よ
。

（16）



　

こ
の
詩
の
内
容
を
、
簡
略
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
「
仙
を
得
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
飲
ん
だ
酒
は
、
「
天
を
忘
る
」
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

た
。
そ
し
て
そ
の
「
天
」
は
「
此
」
に
あ
り
、
「
眞
」
に
任
せ
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
の
「
天
を
忘
る
」

の

F
天
」
は
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
、
「
天
命
」
を
下
す
「
天
」
で
も
な
く
、
壽
命
を
定
め
る
「
天
」
で
も
な
い
。
で
は
、
こ
の
「
天
」

は
一
饅
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
「
雲
鶴
　
奇
翼
有
り
、
八
表
を
も
須
奥
に
し
て
還
る
」
の
句
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
F
雲
鶴
　
奇
翼
有
り
、
八
表
を
も
須
萸
に
し
て
還
る
」
の
、
「
鶴
」
は
、
遠
く
（
八
表
）
ま
で
飛
び
行
き
、
そ
し
て
戻
っ
て
（
還
）
く
る
と

詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
詠
ま
れ
る
「
鶴
」
は
、
先
に
見
た
「
九
日
閑
居
」
詩
や
「
己
酉
歳
九
月
九
日
」
詩
に
詠
ま
れ
る
飛
び
去
っ
て
行
っ

て

し
ま
っ
た
「
燕
」
で
も
な
く
、
聲
だ
け
の
「
雁
」
で
も
な
い
。
「
鶴
」
は
飛
び
行
き
そ
し
て
飛
び
還
っ
て
v
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
「
鶴
」
が
飛
ぶ
「
空
聞
」
と
は
、
無
限
に
廣
が
る
空
間
で
あ
る
の
だ
が
、
「
鶴
」
が
「
還
」
っ
て
v
る
と
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど
こ
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
　

F空
聞
」
と
し
て
の
限
り
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
空
間
」
を
「
鶴
」
は
、
「
須
萸
」
に
し
て
飛
び
「
還
」
る
。
こ
の
「
須
奥
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

G

は

短
い

「
時

聞
」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
鶴
」
が
飛
ぶ
空
聞
や
時
聞
に
は
「
限
り
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
　
ー

て

そ
れ
は
、
「
連
雨
猫
飲
」
詩
の
冒
頭
に
も
「
運
生
は
會
ず
蓋
く
る
に
婦
す
、
終
古
　
之
を
然
り
と
謂
ふ
」
と
「
限
り
」
あ
る
命
を
詠
う
こ

と
と
も
共
通
す
る
。

　
以

上

を
ま
と
め
る
と
、
「
連
雨
猫
飲
」
詩
に
は
、
人
が
生
き
て
い
る
一
生
の
聞
の
限
ら
れ
た
「
空
閲
」
と
「
時
聞
」
の
中
で
得
る
こ
と
の

で

き
る
自
由
な
境
地
を
「
酒
」
に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
の
境
地
を
「
天
を
忘
る
」
と
し
て
詩
に
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考

え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
天
」
と
は
「
空
間
」
と
「
時
聞
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
從

來
の
「
天
を
忘
る
」
に
纏
わ
る
解
繹
は
、
『
荘
子
』
天
地
篇
の
「
其
の
名
を
己
を
忘
る
」
に
よ
る
「
忘
我
」
や
「
自
然
」
の
境
地
が
表

現

さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ
う
解
鐸
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
こ
の
詩
は
題
に
「
連
雨
濁
飲
」
と
あ
る
よ
う
に
、

r
酒
」
を
「
飲
」
む
こ
と
に
よ
り
「
時
聞
と
空
聞
を
越
え
て
自
由
に
飛
翔
し
て
、
自
然
と
一
艘
化
し
た
自
己
を
感
得
す
る
」
こ
と
が
表
現
さ



れ
て
い

る
と
解
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
陶
淵
明
猫
自
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四

　
お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
、
陶
淵
明
の
「
連
雨
猫
飲
」
詩
を
理
解
す
る
た
め
に
、
「
天
］
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
「
連
雨
猫
飲
」
詩
に
つ
い
て
、
冒
頭
に
て
取
り
上
げ
た
山
田
氏
の
「
時
聞
と
空
間
を
超
え
て
自
由
に
飛
翔
し
て
、
自
然
と
一
饅
化
し
た
自

己

を
感
得
す
る
」
と
い
う
解
鐸
に
は
頷
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
根
擦
に
乏
し
い
と
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
橋
本
氏
の
論
考
よ
り
、
「
天
」

は

「
時
聞
」
と
「
空
聞
」
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
陶
淵
明
の
詩
文
に
見
え
る
「
天
」
を
検
討
し
、
そ
れ
を
基
に
「
連
雨

猫

飲
」
詩
の
「
天
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
そ

の

結
果
、
山
田
氏
の
い
う
「
時
聞
と
空
間
を
超
え
て
自
由
に
飛
翔
し
て
、
自
然
と
一
髄
化
し
た
自
己
」
と
は
、
「
鶴
」
が
飛
ぶ
「
空
聞
」

と
「
時
聞
」
に
喩
え
ら
れ
る
、
飲
酒
に
よ
り
得
ら
れ
る
境
地
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
今
同
は
橋
本
氏
の
見
解
に
則
り
、
玩
籍
の
「
天
」
に
纏
わ
る
作
品
を
理
解
し
、
そ
れ
と
陶
淵
明
と
を
比
較
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
玩
籍
に
限

ら
ず
、
他
の
詩
人
の
詠
む
「
天
」
と
比
較
し
、
陶
淵
明
の
「
天
」
の
特
徴
を
さ
ら
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

注（
1
）
　
「
連
雨
猫
飲
」
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
は
、
山
田
英
雄
「
陶
淵
明
と
飲
酒
ー
そ
の
特
色
と
意
義
」
（
『
高
知
大
國
文
』
一
四
w
s
’
　
1
九
八
三
年
）
、
伊
藤

　
　

直
哉
「
『
連
雨
猫
飲
』
そ
の
他
ー
陶
淵
明
詩
に
關
す
る
ノ
ー
ト
」
（
『
櫻
美
林
大
學
中
國
文
學
論
叢
』
一
八
g
e
’
　
1
九
九
三
年
。
こ
の
論
文
は
後
、
『
「
笑
い
」
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と
し
て
の
陶
淵
明
』
五
月
書
房
、
1
　
1
0
0
　
1
年
に
牧
録
さ
れ
る
）
が
あ
る
。

検
索
に

は
堀
江
忠
道
『
陶
淵
明
詩
文
綜
合
索
引
』
彙
文
堂
、
一
九
七
六
年
を
使
用
し
た
。

作

品
敷
に
つ
い
て
は
、
堀
江
忠
道
、
前
掲
注
（
2
）
に
記
さ
れ
て
い
る
作
品
篇
目
番
號
に
擦
っ
た
。

「
天
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
金
谷
治
『
中
國
思
想
を
考
え
る
　
未
來
を
開
く
傳
統
』
　
（
中
公
新
書
、
一
九
九
三
年
）
、
溝
口
雄
三
他
『
中
國
思
想
文
化

事
典
』
（
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
一
年
）
、
菅
本
大
二
「
「
五
十
而
知
天
命
」
小
考
」
（
『
中
國
文
化
ー
研
究
と
教
育
』
六
一
巻
、
二
〇
〇
三
年
）
、
湯

淺
邦
弘

『
概
説
中
國
思
想
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
1
1
0
1
0
年
∀
等
を
参
照
し
た
。

橋
本
敬

司
「
玩
籍
の
天
と
空
間
」
『
廣
島
大
學
大
學
院
文
學
研
究
科
論
集
』
六
八
巻
、
二
〇
〇
八
年
。

一
海
知
義
・
興
膳
宏
『
陶
淵
明
　
文
心
離
龍
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
五
三
～
五
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぜ
ん

金
谷

治
氏
は
こ
の
引
用
文
を
「
物
を
忘
れ
天
を
忘
れ
る
こ
と
、
そ
れ
を
名
づ
け
て
忘
我
と
い
う
が
、
忘
我
の
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、
天
の
境
地
に
入
っ

た

も
の
と
い
え
る
の
だ
。
〔
聖
人
と
は
こ
う
い
う
人
物
の
こ
と
だ
よ
〕
」
と
詳
し
て
い
る
。
『
荘
子
』
（
第
二
冊
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
1
1
六

－
”
　
1
　
1
八
頁
。
さ
ら
に
、
金
谷
氏
の
「
天
」
の
諜
も
「
天
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

他
、
「
天
」
を
「
天
」
と
解
す
る
も
の
と
し
て
以
下
の
書
が
あ
る
。
下
定
雅
弘
『
陶
淵
明
と
白
樂
天
』
（
角
川
選
“
q
m
、
　
i
1
0
1
1
I
年
）
九
1
～
九
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

G

鈴
木
虎
雄

『
陶
淵
明
詩
解
』
卒
凡
硅
、
　
一
九
九
1
年
、
　
1
四
o
頁
。
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
八
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

他
、
「
天
」
を
「
忘
我
の
境
地
」
と
解
す
も
の
と
し
て
以
下
の
書
が
あ
る
。
伊
藤
氏
、
前
掲
注
（
1
）
著
書
一
三
九
～
一
四
〇
頁
。

松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
『
陶
淵
明
全
集
』
上
　
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
六
～
一
二
八
頁
。

田

部
井
文

雄
・
上
田
武
『
陶
淵
明
集
全
稗
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
1
0
二
～
一
〇
四
頁
。

古
直
『
陶
靖
節
詩
箋
』
廣
文
書
局
、
一
九
七
八
年
（
一
九
七
四
年
）
、
五
二
～
五
三
頁
。

蓑
行
需
『
陶
淵
明
集
箋
注
』
中
華
書
局
出
版
、
二
〇
〇
1
1
1
u
r
、
　
1
二
八
頁
。
な
お
本
稿
は
當
書
を
底
本
と
し
た
。

古
直
、
前
掲
注
（
1
3
）
二
五
頁
で
は
「
既
」
を
「
已
」
に
し
て
い
る
。
『
詩
経
』
大
雅
、
大
明
「
天
監
在
下
　
有
命
既
集
（
天
監
下
に
在
り
、
命
有
り

既
に

集

く
）
こ
こ
に
引
く
『
詩
経
』
の
書
き
下
し
文
は
斯
波
⊥
ハ
郎
『
陶
淵
明
詩
諜
注
』
（
北
九
州
中
國
書
店
、
一
九
八
一
年
）
一
六
〇
頁
、
一
海
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
ざ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

前
掲
注

（
6
）
二
九
頁
に
よ
る
。
な
お
石
川
忠
久
『
詩
経
』
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
⊥
ハ
五
頁
で
は
、
「
天
下
を
監
在
し
、
命
既
に
集
く
有
り
」

と
訓
讃
し
て
い
る
。

『
文
選
』
巻
四
三
所
牧
。

王
珪

『
陶
淵
明

集
』
人
民
文
學
出
版
杜
、
一
九
八
三
年
（
一
九
五
六
年
第
一
版
）
、
1
1
七
頁
。
逮
欽
立
『
陶
淵
明
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
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一
八
〇

頁
。
蓑
行
需
、
前
掲
注
〔
1
4
）
五
一
四
頁
。
松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
、
前
掲
注
（
H
）
下
、
一
九
六
頁
。

例
え
ば
、
唐
の
張
九
齢
の
「
奉
和
聖
製
次
成
皐
先
聖
檎
建
徳
之
所
」
詩
に
「
天
命
誠
有
集
」
と
あ
る
。

松
枝
茂

夫
・
和
田
武
司
、
前
掲
注
（
H
）
下
．
ニ
l
二
頁
。

松

枝
茂
夫
・
和
田
武
司
、
前
掲
注
（
1
1
）
下
、
二
二
三
頁
に
は
妹
の
母
を
「
縫
母
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
逮
欽
立
、
前
掲
注
（
1
7
）
1
九
二
～

一
九
三

頁
、
蓑
行
需
、
前
掲
注
（
1
4
）
五
四
四
～
五
四
七
頁
に
も
「
庶
母
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
一
海
氏
、
前
掲
注
（
6
）
　
1
九
五
頁
に
は
「
同
じ

母
か
ら
生
ま
れ
た
子
」
と
し
、
異
母
で
あ
る
こ
と
を
一
説
と
し
て
い
る
。

橋
本
敬

司
、
前
掲
注
（
5
）
二
～
三
頁
に
、
「
賞
罰
を
下
す
天
、
圭
宰
者
で
あ
る
天
」
と
「
天
子
で
あ
る
皇
帝
と
の
聞
で
の
み
天
人
感
慮
が
起
こ
る
」

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

松
枝
茂

夫
・
和
田
武
司
、
前
掲
注
（
H
）
上
、
H
六
頁
。

橋
本
氏
の
論
考

に
、
「
春
秋
戦
國
時
代
に
説
か
れ
る
「
天
道
」
の
意
味
は
、
四
時
の
循
環
と
し
て
規
則
正
し
く
饗
化
す
る
天
の
規
則
性
・
倫
理
性
で
あ
る
」

と
い
う
。
前
掲
注
（
5
）
二
頁
。
蓑
行
需
氏
は
「
天
道
」
を
「
天
理
」
と
い
う
。
前
掲
注
（
1
4
）
一
一
二
頁
。

こ
の
「
天
命
を
樂
し
む
」
に
つ
い
て
は
’
三
枝
秀
子
『
た
の
し
み
を
詠
う
陶
淵
明
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
　
＝
二
九
頁
を
参
照
。
二
陶
淵
明
の
　
ω

詩
文
に

見

え
る
「
快
樂
」
表
現
に
つ
い
て
ー
「
樂
天
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
四
一
號
、
二
〇
〇
二
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
分
」
を
「
樂
」
し
む
に
つ
い
て
、
三
枝
秀
子
、
前
掲
注
〔
2
）
＝
二
六
頁
を
参
照
。

橋
本
敬
司
、
前
掲
注
（
5
）
七
頁
。

橋
本
敬

司
、
前
掲
注
（
5
）
九
～
十
一
頁
。

伊
藤
直

哉
、
前
掲
r
u
　
（
1
）
　
1
四
o
～
一
四
一
頁
に
て
氏
は
「
還
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
「
還
」
に
は
「
め
ぐ
る
、
露
る
」
の
「
両

義
性
」
が
あ
り
’
そ
れ
は
「
仙
界
を
め
ぐ
り
、
そ
し
て
婦
還
す
る
」
と
い
う
「
二
重
の
意
味
を
極
め
て
簡
潔
に
表
現
し
え
て
い
る
」
と
い
う
。


