
陶
淵
明
に
お
け
る
貧
窮
の
意
味

帰
間
後
の
陶
淵
明
の
詩
文
の
主
要
な
題
材
と
し
て
は
、
田
菌
の
隠

逸
生
活
と
そ
れ
に
伴
う
飲
酒
の
た
の
し
み
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
底
に

よ
こ
た
わ
る
死
へ
の
心
の
波
立
ち
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
生
活
の
貧
し

さ
に
対
す
る
感
慨
も
、
作
品
の
構
成
要
素
と
し
て
大
き
な
部
分
を
占

め
て
い
る
。
淵
切
の
百
三
十
五
篇
の
詩
文
に
お
い
て
、
間
隠
逸
生
活
の

静
識
さ
を
肯
定
的
に
う
た
っ
た
作
品
は
約
四
分
の
一
、
酒
に
つ
い
て

は
実
に
半
数
、
生
と
死
を
取
り
あ
げ
た
も
の
が
四
分
の
一
、
そ
し
て

貧
窮
の
問
題
に
触
れ
た
も
の
は
や
は
り
四
分
の
一
に
達
し
て
い
る
。

淵
明
の
作
品
に
お
い
て
、
貧
窮
に
開
削
す
る
題
材
が
こ
の
よ
う
に
大
き

な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
当
然
か
つ
自
明
の
事
柄
と
し
て
、

〈

1
)

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
は

彼
の
文
学
の
本
質
を
と
ら
え
る
う
え
で
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
ぬ

問
題
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

貧
し
さ
に
つ
い
て
触
れ
た
淵
明
の
詩
文
の
具
体
的
特
徴
に
つ
い
て

上

田

武

は
後
で
述
べ
る
が
、
最
初
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
そ
の
多
く
が
彼
自
身
の
実
生
活
と
何
ら
か
の
程
度
に
か
か
わ

り
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
文
学

の
次
元
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
生
活
に
根
ざ
し
て
貧
窮
を
表
現
す
る

こ
と
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
極
め
て
稀
有
な
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。

貧
困
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
に
と
っ
て
そ
の
発
生
か
ら
現
在
に
い

た
る
ま
で
の
根
本
的
な
課
題
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
は
ま
さ
に
貧
困

を
い
か
に
解
決
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
粁
余
曲
折
の
道
を
た
ど
り
続

け
て
き
た
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
、
き
る
。
と
こ
ろ

が
消
明
以
前
の
中
密
文
学
、
と
り
わ
け
韻
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
人

間
生
活
の
根
幹
に
か
か
わ
る
貧
困
の
体
験
を
主
題
と
す
る
作
品
は
極

め
て
僅
か
し
か
存
在
し
な
い
。
詩
に
限
っ
て
見
た
場
合
、
『
詩
経
」
一

に
お
い
て
は
、
部
分
的
に
で
も
生
活
の
貧
し
さ
に
つ
い
て
触
れ
た
作

品
と
し
て
、
部
風
の
「
谷
風
」
「
北
門
ー
一
、
一
衛
風
「
鼠
!
一
、
王
風
「
中

谷
有
翠
」
、
貌
嵐
「
碩
鼠
」
、
小
雅
「
琴
表
」
な
ど
を
挙
げ
て
ゆ
く
こ
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と
が
で
き
る
。
し
か
し
前
後
漢
で
は
辛
う
じ
て
古
詩
十
九
首
其
四
が

自
に
と
ま
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
三
国
貌
で
は
曹
操
、
曹
植
、
玩
璃
、

既
籍
、
密
康
に
一
貧
窮
に
触
れ
た
作
品
が
若
干
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
淵
拐
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
実
生
活
と
は
か
か
わ
り
の
な

〈

2
)

い
比
称
的
観
念
的
な
表
現
で
あ
る
。
貧
窮
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
た

当
時
の
詩
と
し
て
は
、
文
帝
欝
一
五
の
「
上
留
回
行
」
と
応
婆
な
る
人

物
の
「
雑
詩
」
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
楽
府
と
し
て

の
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
や
、
題
材
の
特
異
性
な
ど
に
重
き
を
置
い
た

遊
戯
的
な
こ
こ
ろ
み
の
枠
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
晋
に
入
っ

て
も
、
貧
窮
を
う
た
っ
た
詩
を
探
し
あ
て
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
『
芸
文
類
緊
』
巻
三
十
五
の
「
貧
」
の
部
の
詩
の
項
に
は
、
淵

明
の
「
詠
貧
土
」
七
首
の
其
一
、
其
問
、
江
遠
の
「
、
詠
貧
」
、
『
全
音

詩
』
に
採
録
さ
れ
ぬ
張
望
と
い
う
人
物
の
一
首
が
見
え
る
が
、
淵
明

の
も
の
を
除
く
な
ら
、
そ
れ
ら
が
普
代
の
貧
窮
詩
の
す
べ
て
だ
と
断

定
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
状
況
と
い
え
よ
う
。
な
お
「
貧
」
と
い

う
諾
を
用
い
た
詩
は
『
全
晋
詩
』
中
十
七
首
見
え
る
が
、
そ
の
う
ち

(
3
)
 

十
首
は
淵
明
の
作
で
あ
り
、
江
迫
の
「
一
詠
貧
」
を
除
い
た
待
玄
ら
の

六
首
は
、
や
は
り
い
ず
れ
も
実
生
活
と
は
無
縁
の
観
念
的
な
表
現
で

〈

4
)

あ
る
。と

こ
ろ
で
淵
切
の
詩
文
で
は
、
一
質
問
の
窮
ま
っ
た
状
態
と
し
て
、

更
に
飢
餓
の
苦
し
み
が
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
戦
乱
や
天
災

等
の
、
個
人
の
営
為
を
こ
え
た
巨
大
な
外
圧
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
飢
餓
は
、
疫
病
と
共
に
原
始
社
会
か
ら
人
間
存
在
を
脅
か
す
最
大

の
関
心
事
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
淵
明
以
前
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
を
主
題
と
す
る
文
学
作
品
は
や
は
り
極
め
て
乏
し
い
の
が
実
情
で

あ
る
。
『
詩
経
』
に
お
い
て
は
そ
れ
で
も
や
く
ざ
な
官
吏
の
横
暴
や
、

遠
征
あ
る
い
は
天
子
の
悪
政
に
基
づ
く
動
乱
、
更
に
日
照
り
な
ど
の

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
る
民
衆
の
飢
え
の
苦
し
み
を
う
た
っ
た
例
を

ハ
5
〉

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
時
代
が
下
が
っ
て
、
曹
操
の
「
藷
塁

舟

C
F
つ

行
」
の
「
白
骨
は
野
に
露
さ
れ
、
千
里
鶏
鳴
な
し
」
や
、
王
祭
の

も
の

「
七
哀
」
詩
の
「
門
を
出
づ
る
も
見
る
所
な
く
白
骨
平
原
を
薮
ふ

路
に
飢
ゑ
た
る
婦
人
有
り
子
を
抱
き
て
革
関
に
棄
つ
」
は
、
大
規

模
な
戦
乱
の
も
た
ら
し
た
す
さ
ま
じ
い
荒
廃
の
情
景
を
ま
の
あ
た
り

に
し
て
の
絶
唱
と
し
て
、
人
の
心
を
と
ら
え
ず
に
は
お
か
ぬ
迫
力
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
詩
経
』
と
建
安
詩
を
結
ぶ
九
百
年

の
長
い
時
の
流
れ
の
中
で
の
、
飢
餓
体
験
に
ま
つ
わ
る
詠
唱
は
全
く

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
後

の
消
拐
に
至
る
二
百
年
に
あ
っ
て
も
、
あ
る
か
な
き
か
の
ま
こ
と
に

家
々
た
る
状
況
で
あ
る
。
『
太
平
御
覧
』
巻
四
八
六
の
「
飢
」
の
項

に
は
、
西
晋
の
侍
玄
の
「
炎
皐
」
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
両
晋

の
問
、
淵
明
を
除
け
ば
「
飢
え
」
を
主
題
に
し
た
詩
は
こ
の
一
言
に
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尽
き
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
な
お
『
全
晋
詩
』
に
は
「
飢
」
と

い
う
詑
が
二
十
三
首
見
え
る
が
、
う
ち
十
六
普
は
淵
切
の
作
に
よ
っ

(
6
)
 

て
占
め
ら
れ
、
残
る
陸
機
ら
の
七
首
は
、
貧
の
場
合
と
向
様
、
飢
え

を
生
活
体
験
と
し
て
で
は
な
く
、
比
倫
的
一
般
的
な
事
例
と
し
て
扱

(
7
)
 

う
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
飢
と
同
一
識
の
「
候
」
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
四

(
8
)
 

例
中
の
三
例
は
淵
明
の
作
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
貧
」
「
飢
」
な
ど
の
キ
1

・
ワ
ー
ド
を
手
が
か

り
と
し
な
が
ら
、
先
秦
か
ら
両
普
に
及
ぶ
悠
遠
な
歴
史
の
中
で
、
前

代
及
び
同
時
代
の
文
人
た
ち
の
作
品
を
対
照
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
存
在
の
根
幹
を
左
右
す
る
貧
窮
と
飢
餓
の
問
題
に
思
い
き

っ
て
大
量
の
題
材
を
求
め
た
淵
明
の
詩
文
が
、
い
か
に
時
流
に
抜
き

ん
出
た
新
し
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

「
貧
ー
一
「
飢
」
「
倭
」
な
ど
の
限
ら
れ
た
用
語
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
内
容
に
即
し
て
陶
淵
明
の
貧
窮
に
か
か
わ
る
詩
文
を

眺
め
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
特
徴
点
を
導
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

そ
の
第
一
は
貧
窮
の
問
題
が
農
耕
労
働
、
彼
自
身
の
用
語
で
い
え

ば
「
弟
耕
」
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
義
照
十
二
年
(
四
一
六
)
、
五
十
二
歳
の
作
で
あ
る
「
丙
辰

蔵
八
月
中
、
於
下
渋
田
舎
穫
」
で
は
、
「
貧
居
依
稼
稽
勢
力
東
林

あ
は

隅
i

i
貧
居
稼
穣
に
依
る
力
を
勧
す
東
林
の
稿
」
、
田
畑
の
仕

事
が
貧
乏
暮
し
の
唯
一
の
支
え
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
る
が
、
こ
の
詩

や
「
祭
従
弟
敬
遠
し
又
」
に
お
け
る
、
舟
に
よ
っ
て
泊
り
が
け
で
稲
刈

り
に
出
か
け
る
情
景
の
生
き
生
き
と
し
た
鮮
明
な
描
写
は
、
そ
の
作

業
に
実
際
に
携
っ
た
体
験
が
あ
っ
て
始
め
て
可
能
な
も
の
と
い
え
よ

う
。
淵
拐
に
と
っ
て
、
農
耕
労
働
は
彼
の
生
活
全
体
を
左
右
す
る
核

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
後
に
触
れ
る
「
自
祭
文
」
の
自

缶
的
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
不
作
、
凶
作
で
飢
え
に
迫
ら
れ

た
時
の
、
「
怨
詩
楚
務
、
一
郡
鹿
主
簿
・
郵
治
中
」
や
「
有
会
荷
作
」

の
悲
痛
な
嘆
き
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
し
た
い
が
、
基
本
的
に
は
淵

拐
の
内
面
に
お
け
る
農
作
業
の
比
重
の
大
き
さ
を
前
提
に
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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貧
窮
に
関
す
る
詩
文
の
第
二
の
特
徴
は
、
貧
し
さ
や
飢
え
が
み
争
す

か
ら
の
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
淵
拐
の
敬
慕
私
淑
す
る
古
人
の
体
験

と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
飲

酒
ー
二
一
十
首
と
「
詠
貧
土
」
七
首
に
ほ
ぼ
集
中
す
る
佑
夷
、
叔
斉
、

栄
一
容
期
等
、
ハ
貧
窮
生
活
の
中
に
あ
っ
て
み
ず
か
ら
の
理
想
と
自
由
を

貫
い
た
十
余
人
の
古
人
は
、
淵
明
そ
の
人
の
分
身
と
し
て
位
置
づ
け



ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
構
成
詩
と
し
て
の
連
作
の
機
能
を
十
二
分

に
活
用
し
て
、
淵
間
的
は
俗
世
の
運
命
に
背
を
向
け
て
歩
ま
ね
ば
な
ら

な
い
隠
士
の
生
き
方
を
、
可
能
な
限
り
多
方
面
に
わ
た
っ
て
追
究
し

よ
う
と
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
、
き
ょ
う
。

第
三
の
特
徴
点
は
、
貧
窮
と
飢
餓
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
繰
り
返

し
自
身
の
生
き
方
が
問
い
直
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
信
念
を
貫
こ
う
と
い

う
決
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
官
僚
と
し
て
東
奔
西
走

の
生
活
の
中
に
あ
っ
た
当
時
の
淵
明
は
、
伝
統
的
な
「
真
ー
一
や
「
善
」

と
い
っ
た
生
活
理
念
へ
の
ひ
た
む
き
な
志
向
を
う
た
っ
て
い
る
が

ハ
「
始
作
鎮
軍
参
軍
、
経
由
何
作
」
「
辛
丑
歳
七
月
、
赴
仮
還
江
俊
、

夜
行
塗
口
」
な
ど
)
、
帰
国
以
後
の
作
品
か
ら
は
そ
れ
ら
の
理
念
語

が
次
第
に
影
を
潜
め
、
代
っ
て
「
盟
窮
節
」
と
い
う
気
概
が
諮
ら
れ

(

川

山

)

る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
「
間
窮
節
」
は
周
知
の
よ
う
に
『
論
語
』

術
翠
公
篇
の
「
君
子
も
回
よ
り
窮
す
」
と
い
う
孔
子
の
一
一
一
一
日
葉
に
基
づ

き
な
が
ら
、
「
貧
窮
の
中
に
あ
っ
て
も
節
操
を
貫
き
通
す
」
と
い
う

独
特
の
窓
味
の
こ
め
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
気
概
は
影
沢
令
に

就
任
す
る
以
前
の
「
葵
卯
歳
十
二
月
中
作
、
与
従
弟
敬
遠
」
に
は
じ

め
て
見
え
、
「
飲
酒
」
其
二
、
「
向
」
其
十
六
、
「
有
会
福
作
」
、
「
一
詠

貧
士
」
其
七
、
「
感
土
不
通
賦
」
等
を
点
綴
し
て
ゆ
く
が
、
六
十
歳

前
後
の
作
と
忠
わ
れ
る
「
有
会
市
作
」
に
お
い
て
最
も
激
越
な
響
き

を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

特
徴
点
の
第
四
は
、
右
の
第
三
点
と
表
一
義
一
体
の
精
神
的
い
と
な

み
と
い
え
る
が
、
貧
窮
や
飢
餓
を
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
み
ず
か
ら

の
生
涯
の
回
額
、
総
括
が
~
何
度
と
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
「
与
子
鍛
等
疏
し
に
お
い
て
も
「
五
回
年
退
五
十
。
少

雨
窮
苦
、
毎
以
家
弊
、
東
西
滋
走
。
性
問
才
拙
、
与
物
多
杵
。

i
i我

年
五
十
を
過
ぐ
。
少
く
し
て
窮
苦
、
毎
に
家
の
弊
せ
る
を
以
て
、
東

西
に
瀞
走
す
。
性
問
に
し
て
才
は
掛
、
物
と
杵
ふ
こ
と
多
し
。
」
と
い

う
回
顧
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
飲
酒
」
其
十
、
其
十
六
、
其
十
九
、

「
怨
詩
楚
誘
」
詩
、
「
擬
古
」
其
八
、
「
歳
暮
和
張
常
侍
」
、
「
有
会
市

作
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
中
で
、
内
容
も
次
第
に
深
ま
り
を
示
し
て
い

る
。
最
晩
年
期
の
「
自
祭
文
」
に
は
、
引
き
締
っ
た
美
し
い
文
章
に

よ
っ
て
、
二
十
余
年
間
の
懸
逸
生
活
に
対
す
る
自
伝
的
概
括
を
こ
こ

ろ
み
た
部
分
が
あ
る
。
い
わ
く
、
わ
が
人
生
は
「
箪
瓢
屡
撃
、
総
給

冬
棟
。

1

i
箪
瓢
援
し
ば
繋
き
、
続
絡
を
冬
に
陳
ぬ
」
る
よ
う
な
貧

し
さ
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
貧
窮
生
活
を
支
え
て
く
れ
た

も
の
こ
そ
、
た
ゆ
み
な
い
農
耕
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
「
合

歓
谷
汲
、
行
歌
負
薪
。
務
繋
柴
門
、
事
我
宵
愚
民
O
i
l
l
歓
び
を
含
み

て
谷
に
法
み
、
行
歌
し
つ
つ
薪
を
負
ふ
。
繋
務
た
る
柴
門
の
う
ち
、

よ

な

ベ

ゐ

さ

づ

く

つ

い

そ

し

殺
が
償
問
と
設
に
事
む
よ
労
働
の
か
た
わ
ら
に
楽
し
む
も
の
は
掛

物
と
琴
。
と
も
か
く
も
自
分
は
力
の
出
し
惜
し
み
は
し
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
穏
か
な
心
の
平
衡
を
か
ち
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
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「
勤
腕
余
労
、
心
有
常
問
。

l

i
勤
め
て
労
を
余
す
こ
と
麟
け
れ
ば
、

心
に
は
常
関
有
り
。
」
「
自
祭
文
」
に
は
こ
の
あ
と
次
の
一
節
が
続

く
。
「
嵯
、
我
独
遇
、
曾
走
兵
設
。
寵
非
己
栄
、
淫
輩
吾
絡
。
梓
冗

あ

あ

ゆ

っ

ひ

ニ

窮
臨
、
削
飲
賦
詩
o
i
l
-瑳
、
我
独
り
湛
き
、
曾
に
弦
れ
(
世
の
人

く

わ

ず

み

く

ろ

び
と
)
に
呉
れ
り
、
寵
は
己
れ
が
栄
に
は
非
ず
。
浬
も
輩
に
五
日
を
絡

め
ん
や
。
窮
臓
に
持
冗
と
し
て
、
酎
飲
し
て
詩
を
斌
す
。
」
世
俗
と

妥
協
せ
ず
、
あ
ば
ら
家
で
孤
高
を
守
り
通
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
も

の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
回
窮
の
気
概
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
自
祭
文
」
は
淵
明
が
貧
窮
に
か
か
わ
る
詩
文
に
お
い
て
、
長
年
に

わ
た
っ
て
表
白
し
続
け
て
き
た
も
ろ
も
ろ
の
内
容
を
、
鮮
か
に
集
約

し
尽
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

貧
窮
を
う
た
う
淵
明
の
詩
文
の
内
容
的
な
特
徴
は
以
上
の
通
り
で

あ
る
が
、
表
現
の
国
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
全
体
を
貫
く
の
は
強
い

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
た
と
え
ば
す
で
に
陶
溺
の
『
集
注
』
に
、

寓
意
か
事
実
か
に
つ
い
て
の
蘇
献
以
来
の
論
争
が
紹
介
さ
れ
、
百
本

に
お
い
て
は
淵
明
一
流
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
す
る
の
が
定
説
と
な

っ
て
い
る
「
乞
食
」
に
し
て
も
、
現
在
の
中
国
で
は
事
実
を
述
べ
た

(
日
)

も
の
だ
と
す
る
解
釈
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
の
は
、
冒
頭
部
を
中

心
と
し
た
前
半
部
分
の
イ
メ
ー
ジ
が
極
め
て
鮮
明
な
た
め
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
諾
作
の
中
で
、
と
り
わ
け
迫
真
力
に
富
む
の
は
、

し、2窮足。'--"!;._4-_ ;1、.
付-喬

誕禁
型巴

t詩
と

フ
今お ーI

'r有
a川、 A
-A.ヱミ

乞市
く作

し一

の
二
作
で
あ
ろ
う
。
淵
拐
の
貧

ま
ず
前
者
を
取
り
あ
げ
て
み
た

天
道
幽
旦
遠
鬼
神
正
味
然
結
髪
念
善
事
俺
俊
六
九
年
弱

冠
逢
位
阻
始
室
喪
其
偏
炎
火
屡
焚
如
銀
蚊
怒
中
田
風
雨

縦
横
至
収
数
不
盈
践
夏
日
長
抱
飢
寒
夜
無
被
眠
造
タ
思

鶏

鳴

及

長

瀬

烏

遼

在

己

何

怨

天

離

菱

棲

目

前

呼

瑳

身

後

名
於
我
若
浮
鹿
糠
慨
独
悲
歌
鐙
期
信
為
賢

1
1天
道
は
幽

か
に
し
て
且
つ
遠
く
，
鬼
神
は
延
味
然
た
り
結
髪
よ
り
善
事
を

け
は

念
ひ
偲
仇
た
り
六
九
年
弱
冠
に
し
て
世
の
但
し
き
に
逢
ひ

始
室
に
し
て
其
の
慌
を
喪
ふ
炎
火
屡
し
ば
焚
如
た
り
娯
蚊
中

田
に
恋
に
す
風
雨
縦
横
に
至
り
て
収
数
塵
に
も
盈
た
ず
夏

ふ
す
ま

白
に
は
お
に
飢
ゑ
を
抱
き
寒
夜
に
は
被
無
く
し
て
眠
る
タ
に

忘
れ
ば
鶏
鳴
を
思
ひ
長
に
及
べ
ば
腎
の
選
る
を
願
ふ
己
に
在

か

な

あ

あ

り
何
ぞ
天
を
怨
ま
ん
離
菱
自
前
に
棲
し
時
瑳
身
後
の
名
我

に
於
て
は
浮
煙
の
ご
と
し
様
慨
し
て
独
り
悲
歌
す
鎧
期
は
信

に
賢
な
り
と
為
す
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貧
窮
の
体
験
を
う
た
い
な
が
ら
、
自
身
の
生
涯
を
回
顧
す
る
楽
府

体
の
詩
で
あ
り
、
特
に
第
二
、
三
聯
は
淵
拐
の
伝
記
の
基
本
資
料
と



し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
リ
ア
リ
テ
ィ
i
の
急
所
は
第

七
聯
に
あ
り
、
飢
餓
体
験
の
な
い
者
に
は
思
い
も
か
け
ら
れ
な
い
よ

う
な
迫
真
力
に
満
ち
て
い
る
。
第
七
聯
の
存
在
に
よ
っ
て
前
半
の
伝

記
的
部
分
は
い
よ
い
よ
確
か
さ
を
増
し
、
後
半
の
一
詠
懐
は
更
に
痛
切

さ
を
深
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
ま
れ
ひ
た
す
ら
な
る
善
事
へ
の

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
挫
折
と
貧
苦
と
鋭
銭
に
さ
い
な
ま
れ
続
け

た
自
分
の
五
十
四
年
の
人
生
の
真
実
を
、
理
解
し
て
く
れ
る
者
の
誰

一
人
と
し
て
な
い
こ
と
へ
の
痛
恨
が
一
篇
の
主
題
で
あ
る
。

(
日
)

次
に
「
有
会
部
作
」
を
挑
め
て
み
た
い
。

〈
序
〉
侶
穀
既
没
、
新
穀
未
登
。
頗
為
老
農
、
市
値
年
災
。

尚
悠
、
為
患
未
己
。
登
歳
之
功
、
既
不
可
希
、
朝
夕
所
資
、
煙
火

裁
通
。
旬
日
以
来
、
始
念
飢
乏
。
歳
一
五
タ
失
、
慨
然
永
様
。
今
我

つ

主

の

不
述
、
後
生
何
関
哉
o
H
H
H
旧
穀
は
既
に
、
役
き
、
新
穀
は
未
だ
登

ら
ず
。
政
か
老
農
と
為
り
て
、
市
も
年
災
に
値
ふ
。
日
月
は
尚
ほ

ゆ

る

山

市

中

た

悠
か
に
し
て
、
患
を
為
す
こ
と
未
だ
己
ま
ず
。
登
か
な
る
歳
の
功

た

の

わ

づ

は
、
既
に
希
ふ
べ
か
ら
ず
、
朝
夕
資
む
所
、
煙
火
裁
か
に
通
ず
る

の
み
。
旬
日
以
来
、
始
め
て
飢
ゑ
乏
し
き
さ
ま
わ
が

F
o
歳
一
誌
に

タ
れ
ん
と
す
る
か
な
、
慨
然
と
し
て
永
く
懐
ふ
。
今
に
し
て
我
述

べ
ず
ん
ば
、
後
生
何
を
聞
か
ん
や
。

日
月

弱
年
逢
家
乏
老
至
更
長
飢
萩
麦
実
所
羨
敦
敢
慕
甘
詑
怒

如
亜
九
飯
当
暑
厭
寒
衣
歳
月
将
欲
暮
如
何
辛
苦
悲
常
千
五
ロ

粥
者
心
深
念
蒙
挟
非
裳
来
何
足
芸
徒
没
空
白
遺
斯
濫
宣

依
志
田
窮
夙
所
帰
鋲
也
己
怠
〈
夫
在
昔
余
多
師

1
1弱
年
よ

り
家
の
乏
し
き
に
逢
ひ
老
の
至
り
て
更
に
長
に
鋭
う
萩
と
麦

と
は
実
に
羨
む
所
敦
か
敢
へ
て
甘
く
肥
え
た
る
を
慕
は
ん
や

怒
如
た
る
は
九
飯
に
亜
ぎ
暑
に
当
り
て
寒
衣
に
厭
く
歳
月
は

将
に
暮
れ
ん
と
欲
す
る
に
如
何
ぞ
辛
苦
し
て
悲
し
む
を
常
に

--v司
V
F

善
し
と
す
る
は
粥
を
め
ぐ
む
者
の
心
、
深
く
念
ふ
は
扶
を
蒙
ふ
の

非
な
る
こ
と
「
瑳
来
」
何
ぞ
お
ジ
に
足
ら
ん
徒
ら
に
没
し
て

と
こ
る

空
し
く
自
ら
遺
せ
る
の
み
斯
に
濫
る
る
は
室
に
志
す
依
な
ら
ん

や
留
窮
は
夙
に
帰
す
る
所
な
り
鋲
う
る
も
出
己
ん
ぬ
る
か
な

在
昔
余
に
部
多
し
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こ
の
詩
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
支
え
る
も
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
序
文

の
抑
制
さ
れ
た
近
況
の
記
述
で
あ
り
、
第
二
は
詩
本
文
の
緊
迫
し
た

行
情
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
さ
し
迫
っ
た
飢
餓
体
験
の
表
現
に
は
虚
構

の
入
り
交
じ
わ
る
余
地
を
感
じ
さ
せ
な
い
切
実
さ
が
あ
る
。
「
常
議
問

粥
者
心
」
以
下
回
勾
の
逆
説
的
内
容
と
、
「
敦
敢
ー
-
「
何
」
「
如
何
」

「
量
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
反
語
や
疑
問
、
あ
る
い
は
「
己
失
夫
」
と

い
う
強
い
詠
嘆
に
よ
る
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
語
読
に
は
、
虚
構
の



設
定
と
い
っ
た
心
の
ゆ
と
り
か
ら
は
縁
遠
い
激
越
さ
が
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
の
激
し
さ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詩
人
の
「
困

窮
」
の
気
概
は
、
一
万
金
の
貫
一
さ
を
も
っ
て
人
の
心
に
迫
る
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。
飢
寒
に
満
た
さ
れ
た
生
涯
の
さ
い
は
て
で
直
面
し
た

窮
境
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
彼
は
な
お
よ
り
高
い
生
き
方
を
追
求
し

よ
う
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
は
無
礼
な
仕
う
ち
で
施
し
を
受
け
る
こ

と
な
ど
物
の
数
で
は
な
い
。
忌
む
べ
き
は
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
生
き

ざ
ま
に
そ
む
い
て
俗
世
間
に
迎
合
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に

は
志
を
と
も
に
で
き
る
知
己
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
、
自
分
に
は
さ

い
わ
い
に
も
貧
窮
に
徹
し
て
理
想
を
寅
い
た
、
部
と
仰
ぐ
べ
き
い
く

た
の
古
人
が
い
る
で
は
な
い
か
。

強
靭
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
貫
か
れ
た
「
怨
詩
楚
調
」
詩
と
「
有
会

一
間
作
」
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
ら
が
現
実
の
陶
淵
拐
の
生
活

を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
作
品
だ
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
古

く
か
ら
一
般
に
定
着
し
て
い
る
、
後
半
生
の
淵
拐
の
生
活
が
飢
え
と

背
中
合
わ
せ
の
、
極
度
の
貧
窮
状
態
の
中
に
あ
っ
た
と
す
る
認
識

は
、
基
本
的
に
は
こ
の
二
つ
の
詩
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
あ
ら
た
め
て
当
時
の
淵
拐
の
交
際

関
係
や
そ
の
交
際
の
過
程
で
作
ら
れ
た
彼
の
他
の
作
品
と
比
較
検
討

し
て
み
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
の
内
容
が
は
た
し
て
事
実
そ
の
ま
ま

を
う
た
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
こ
で
は
淵
明
の
五
十
歳
代
の
な

か
ば
以
後
、
制
作
の
時
期
を
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
三
つ
の
詩
を
取
り
あ

げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
一
つ
は
「
於
王
撫
寧
座
、
送
客
」
で

あ
る
。
王
撫
寧
と
は
、
撫
軍
将
軍
と
汀
一
州
刺
史
を
兼
任
す
る
玉
弘
を

指
す
。
『
宋
書
』
の
武
帝
紀
、
王
弘
伝
に
よ
れ
ば
、
玉
弘
が
右
の
両

織
に
就
い
て
い
た
の
は
、
東
晋
の
義
照
十
四
年
(
四
一
八
)
か
ら
、

江
州
刺
史
の
ま
ま
武
官
と
し
て
の
称
号
が
街
将
軍
に
進
ん
だ
劉
宋
王

朝
の
、
氷
初
三
年
(
四
二
二
)
正
月
ま
で
の
約
四
年
間
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
一
方
『
文
選
』
巻
二
十
に
は
、
謝
謄
の
「
王
撫
軍
・
慶
西
陽
集

別
。
時
為
予
章
太
守
。
慶
被
徴
還
。

i
i
王
撫
軍
・
慶
西
陽
と
の
集

ひ
に
て
別
る
。
時
に
子
章
太
守
た
り
。
庚
は
徴
さ
れ
て
還
る
。
」
が

載
せ
ら
れ
て
お
ワ
、
李
公
燥
の
『
築
注
』
以
来
の
「
於
王
撫
軍
座
」

詩
に
対
す
る
諸
注
釈
で
は
、
淵
明
と
謝
陪
の
詩
は
同
じ
席
で
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
謝
謄
は
陳

郡
湯
夏
(
今
の
河
南
省
太
康
県
)
の
諸
氏
と
い
う
、
両
晋
き
つ
て
の

名
族
の
出
身
で
あ
り
、
謝
長
一
辺
運
の
族
弟
で
も
あ
っ
た
。
認
躍
が
予
章

(
今
の
江
芭
省
南
昌
市
)
の
太
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
本
伝
に
よ

れ
ば
、
劉
宋
建
国
重
後
(
永
初
元
年
・
四
二

0
・
六
月
以
降
)
の
こ
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と
で
あ
り
、
永
初
二
年
に
は
任
地
で
病
没
し
て
い
る
。
庚
西
陽
と
は

庚
登
之
、
本
伝
に
年
時
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
東
晋
の
末
年
西
陽

(
今
の
湖
北
省
寅
問
県
)
太
守
と
な
り
、
宋
朝
に
入
っ
て
太
子
庶
子
、

尚
書
左
丞
と
し
て
建
康
に
召
還
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の

王
弘
の
主
催
す
る
庚
登
之
送
別
の
宴
に
淵
間
的
も
同
席
し
た
と
す
る
諸

家
の
解
釈
は
、
淵
現
お
よ
び
王
、
説
、
疾
の
四
名
が
宋
の
武
帝
劉
裕

の
東
晋
鎮
軍
将
軍
時
代
〈
元
興
三
年
・
四

O
四
・
正
月
J
義
照
元
年

・
問
。
五
・
三
月
〉
、
と
も
に
参
軍
と
し
て
そ
の
配
下
に
属
し
た
泊

(
M
H
〉

同
僚
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い

と
忠
わ
れ
る
。
た
だ
謝
絡
の
病
床
生
活
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て

い
る
こ
と
が
本
伝
に
記
さ
れ
、
し
か
も
淵
明
の
詩
の
季
節
が
晩
秋
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
こ
の
宴
席
は
通
説
に
い
わ
れ
る

よ
う
な
永
初
二
年
で
は
な
く
、
元
年
に
持
た
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
に
淵
明
は
五
十
六
歳
、
王
弘
四
十
二

歳
、
使
登
之
三
十
九
歳
、
謝
隠
は
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
「
怨
詩
楚

調
」
詩
の
制
作
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
で
あ
る
。
こ
の
折
の
淵
明
の
作

は
、
筏
め
て
沈
痛
、
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
と
情
感
に
満
ち
て
お
り
、
彼

が
そ
の
座
の
雰
囲
気
に
対
し
て
強
い
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
権

力
の
中
枢
に
、
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
、
江
州
地
方
の
最
高
級
の
官
僚

た
ち
の
公
的
な
宴
席
に
招
か
れ
て
同
座
す
る
こ
と
自
体
、
淵
明
が
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
名
声
と
当
路
の
要
人
た
ち
と
の
人
間
的
つ

な
が
り
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
方
名
士
と
し
て
、
費
を
尽
く
し

た
江
州
刺
史
王
弘
の
宴
に
席
を
占
め
て
い
る
現
実
の
淵
明
の
姿
と
比

較
し
た
時
、
痛
切
な
貧
困
と
飢
餓
の
苦
し
み
を
う
た
う
「
怨
詩
楚

謁
」
詩
の
内
容
は
、
余
り
に
か
け
離
れ
た
異
質
の
世
界
と
い
う
印
象

を
与
え
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
年
代
の
特
定
で
き
る
他
の
二
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
言
、
五

言
の
「
答
瀧
参
軍
」
で
あ
る
。
制
作
時
の
状
況
を
具
体
的
に
物
語
る

の
は
、
四
一
寸
一
口
詩
の
次
の
よ
う
な
序
で
あ
る
。
「
鹿
為
衛
軍
参
寧
。
従

江
陵
使
上
都
、
過
滞
揚
見
贈
。

!
l
i
腐
は
衛
軍
参
軍
た
り
。
江
陵
よ

よ
ぎ

り
上
都
に
使
し
、
津
間
慨
に
過
り
て
贈
ら
る
。
」
当
時
衛
軍
将
軍
の
称

号
を
も
っ
て
江
陵
に
幕
府
を
開
い
て
い
た
の
は
、
謝
踏
の
弟
の
悔
で

あ
る
。
司
宋
警
』
の
武
帝
紀
、
少
帝
紀
、
文
帝
紀
、
謝
晦
伝
等
に
よ
れ

ば
、
謝
砲
は
永
初
元
年
六
月
右
衛
将
軍
か
ら
中
領
将
軍
に
昇
任
し
、

元
嘉
元
年
(
回
二
回
)
八
月
に
は
、
即
位
し
て
文
帝
と
な
っ
た
宜
都

王
劉
義
経
の
あ
と
を
受
け
て
、
撫
軍
将
軍
兼
荊
州
刺
史
に
任
じ
、
更

に
八
月
中
に
称
号
を
街
寧
将
軍
に
進
め
て
い
る
。
一
二
十
五
歳
と
い
う

異
例
の
若
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
阿
武
帝
劉
裕
の
死
、
徐
一
一
夜
之
、
待
売
、

檀
道
済
、
そ
れ
に
部
晦
も
加
担
し
て
の
少
帝
劉
義
符
の
絞
殺
、
更
に

文
帝
の
却
位
と
い
う
よ
う
に
、
宋
朝
の
政
局
は
目
ま
ぐ
る
し
く
転
回
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し
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
は
文
帝
に
よ
っ
て
徐
羨
之
、
侍
亮
、
謝
悔

の
版
で
訣
滅
さ
れ
て
ゆ
く
結
末
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
。
五
言
詩
は

江
陵
に
赴
任
し
て
い
っ
た
腕
参
軍
へ
の
応
答
の
詩
、
四
ヰ
一
一
口
詩
は
半
蔵

余
を
隔
て
て
の
再
会
の
折
の
作
で
あ
る
。
謝
晦
が
檀
道
済
の
軍
に
よ

っ
て
討
伐
さ
れ
る
の
が
元
嘉
三
年
の
正
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
五
言

詩
は
問
中
川
一
千
二
年
日
元
嘉
元
年
か
も
し
く
は
そ
の
翌
年
の
春
、
四
言
詩

は
同
じ
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
冬
に
よ
ま
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
淵
明
に
あ
っ
て
は
六
十
歳
な
い
し
六
十
一
歳
の
年
、
「
有
会
而

作
」
も
一
般
に
は
こ
の
時
期
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
四
言
詩
で

は
そ
の
終
末
部
で
、
激
動
す
る
時
流
に
身
を
投
じ
て
ゆ
く
年
若
い
友

人
の
安
苔
に
対
す
る
し
み
じ
み
と
し
た
心
づ
か
い
が
う
た
わ
れ
、
淵

明
の
人
柄
の
あ
た
た
か
さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
二
つ
の
詩
の
次
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。

衡
門
之
下
有
一
琴
有
害
裁
弾
載
一
詠
委
得
我
娯
室
無
他
好

楽
是
陶
居
朝
為
様
閤
タ
短
蓬
底

1
1衡
門
の
下
琴
有
り

卦
一
回
有
り
載
ち
弾
じ
載
ち
一
詠
じ
愛
に
我
が
娯
し
み
を
得
た
り

量
に
他
の
好
き
も
の
無
か
ら
ん
や
楽
し
み
は
是
れ
幽
居
朝
に

は
為
に
園
に
濯
ぎ
タ
に
は
蓬
に
健
す
(
四
一
一
一
一

7
第
一

J
四

聯
)

伊
余
懐
人
欣
徳
孜
孜
我
有
旨
酒
与
汝
楽
之
乃
陳
好
一
一
一
一
口

乃
著
新
詩

1
1伊
れ
余
が
懐
ふ
人
徳
を
欣
ぶ
こ
と
孜
孜
た
り

我
に
旨
潜
有
れ
ば
乃
ち
好
言
を
棟
べ
乃
ち
新
詩
を
著
す
〈
向

・
第
九
J
十
一
聯
)

有
客
賞
我
趣
毎
毎
額
林
園
談
話
無
俗
調
所
説
聖
人
篇
或

有
数
民
酒
関
欽
自
歓
然

H
I客
有
り
我
が
趣
を
賞
し
毎
々
林

閣
を
顧
み
る
談
諮
ひ
て
俗
調
無
く
説
く
所
は
聖
人
の
篇
或

ひ
は
数
民
の
溜
有
れ
ば
関
飲
し
て
自
ら
歓
然
た
り
(
五
一
一
一
一
?
第

一
一
、
/
、
四
聯
)

こ
れ
ら
の
詩
句
に
あ
っ
て
は
、
数
回
の
酒
を
「
関
欽
」
で
き
る
だ

け
の
暮
し
の
ゆ
と
り
に
支
え
ら
れ
た
、
満
ち
た
り
た
超
俗
の
思
い
が

存
分
に
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
に
お
い
て
い
さ
さ

か
パ
タ
ー
ン
化
し
て
表
現
さ
れ
る
隠
士
の
閑
居
の
明
け
暮
れ
は
、

「
有
会
市
作
」
の
あ
の
厳
し
く
さ
し
迫
っ
た
飢
餓
の
状
況
の
描
写
に

比
べ
る
と
、
ま
さ
に
全
く
異
質
な
穏
か
な
明
る
さ
に
包
ま
れ
た
世
界

で
あ
る
。
両
者
を
比
べ
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
が
当
時
の
淵
明
の
生
活
の

実
際
を
ど
の
程
度
に
反
映
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
ど
れ
程

の
距
離
を
有
し
て
い
る
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
ぬ
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
比
較
対
照
の
過
程
で
問
題
点
と
し
て
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
「
怨
詩
楚
調
」
詩
や
「
有
会
部
作
」
な
ど
の

い
貧
窮
詩
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
実
は
虚
構
の
上
に
実
現
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
淵
拐
の
詩
文
に
お
い
て
大

き
な
比
重
一
を
占
め
る
表
現
技
法
と
し
て
の
虚
構
に
つ
い
て
見
る
な
ら

ば
、
「
桃
花
源
記
」
な
ど
本
来
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
作
品

ば
か
り
で
は
な
く
、
「
飲
酒
」
二
十
首
の
よ
う
に
実
生
活
に
取
材
し
、

そ
れ
に
郎
し
て
の
感
慨
を
う
た
お
う
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
中
か

ら
虚
構
を
踏
ま
え
た
詩
を
拾
い
出
す
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。

だ
が
更
に
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
支
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
「
怨
詩
楚

調
」
詩
、
「
有
会
而
作
」
に
あ
っ
て
さ
え
、
右
の
よ
う
に
「
於
王
撫

寧
座
」
詩
お
よ
び
「
答
焼
参
寧
」
二
首
と
比
較
対
照
し
た
時
に
、
作

品
の
虚
構
性
が
た
ち
表
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
戸
倉
英
美
氏
は
虚
構
を
操
る
天

才
淵
明
に
あ
っ
て
は
、
田
菌
生
活
を
描
く
際
に
も
、
こ
の
見
る
か
ら

に
何
で
も
な
い
日
常
生
活
の
描
写
が
一
つ
の
虚
構
だ
っ
た
の
で
は
な

(
日
)

い
か
と
い
う
見
方
を
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
文
人
が
ほ
と
ん

ど
顧
み
な
か
っ
た
貧
窮
や
飢
餓
と
い
っ
た
大
胆
な
題
材
を
繰
り
返
し

取
り
あ
げ
る
過
程
に
あ
っ
て
、
淵
明
が
自
身
の
実
生
活
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
人
間
存
在
の
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
で
あ
る
飢
餓
体
験
を
、
虚
構

を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
欲
を
抱
い
た
こ
と
は
充
分
に

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
詩
が
単
な
る
貧

窮
や
飢
餓
体
験
の
表
自
に
終
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
二
首
と
も
に

窮
極
の
自
標
は
、
精
神
の
深
み
に
根
ざ
し
た
鋲
餓
感
、
欠
亡
感
、
よ

り
具
体
的
に
は
、
み
ず
か
ら
の
真
実
を
理
解
し
て
く
れ
る
者
の
一
人

と
し
て
存
在
し
な
い
荒
涼
た
る
孤
独
感
を
う
た
い
あ
げ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
隠
逸
と
い
う
行
動
様
式
に
よ
っ
て
し

か
、
思
想
の
自
由
が
保
証
さ
れ
ぬ
、
た
と
え
よ
う
も
な
く
暗
く
関
さ

れ
た
時
代
に
生
き
る
、
知
性
あ
る
土
人
の
精
神
の
極
限
的
状
況
と
で

も
呼
び
得
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
二
つ
の
詩
の
終
末
部
か
ら
は
、
そ

の
時
の
淵
拐
の
患
い
の
陪
さ
が
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
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、王ハ
1
〉
管
見
の
限
り
で
は
、
淵
明
が
貧
窮
の
中
で
常
に
は
「
妾
如
」
と
し
て

過
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考
察
さ
れ
た
峯
吉
正
則
氏
の
「
陶
淵

明
と
貧
窮
」
(
国
学
院
大
学
『
漢
文
学
会
会
報
』
第
二
十
九
斡
・
八
六
〉

一
篇
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

(

2

)

暫
操
「
善
哉
行
」
曹
槌
「
霊
芝
篇
」
「
贈
徐
韓
ー
一
氏
現
「
隠
士
」
玩

籍
「
一
一
誠
領
詩
其
七
十
三
」
宮
康
「
秋
胡
行
其
ご
「
同
其
二
」

(

3

)

①
良
才
不
隠
世
江
湖
多
賎
貧
(
「
与
段
普
安
」
〉
②
騨
馬
無
貰
患

貧
賎
有
交
娯
(
「
贈
羊
長
史
」
)
③
先
師
有
遺
訓
愛
道
不
菱
貧
(
「
英
卯

議
始
春
、
楼
古
田
舎
」
)
④
貧
居
依
稼
穂
穀
力
東
林
隅
〈
「
丙
辰
歳
入



月
中
、
於
下
浜
田
舎
穫
」
〉
⑤
貧
居
乏
人
工
潜
木
荒
余
宅
(
「
飲
酒
其

十
五
」
)
⑥
子
雲
性
噌
酒
家
貧
無
自
得
」
(
「
同
其
十
八
」
〉
⑦
重
翠
去

我
久
貧
土
世
相
等
(
「
詠
貧
土
其
三
」
)
⑧
安
貧
守
践
者
自
古
有
常

道
(
「
同
其
凶
」
)
⑨
貧
寓
常
交
戦
道
勝
無
戚
顔
(
「
向
其
五
む
⑩
背

在
賀
子
脱
却
冠
佐
名
州
一
朝
辞
吏
帰
清
貧
略
難
欝
(
「
伺
其
七
」
)

(

4

)

侍
玄
「
脳
上
難
為
趨
」
「
雑
詩
其
二
」
市
情
緒
「
贈
韓
徳
真
」
「
感
旧
時
」

陸
機
「
擬
今
日
良
宴
会
」
王
淡
「
従
幸
洛
水
、
銭
王
公
帰
国
詩
」

(

5

)

中
間
風
「
候
人
」
小
雅
「
采
被
一
「
雨
紙
一
正
」
大
雅
「
雲
漢
」
「
長
天
」

な
ど
。

(
6
)
①
骸
石
不
儲
飢
a

娘
、
交
宝
(
「
劫
決
」
)
②
飢
来
駆
我
去
不
知
覚

何
之
(
「
乞
食
」
)
③
谷
風
転
法
滞
春
修
解
飢
励
(
「
和
劉
柴
桑
」
)
③

夏
日
長
抱
飢
来
、
夜
無
被
眠
(
「
怨
詩
楚
調
、
示
際
主
簿
、
部
治
中
」
)

⑤
飢
者
歓
初
飽
束
荷
候
鳴
鶏
(
「
丙
辰
歳
八
月
」
)
⑥
九
十
行
帯
索

飢
梨
、
況
当
年
(
「
飲
澗
其
二
」
)
⑦
此
行
誰
使
然
似
為
凱
所
駆
(
「
間
其

十
」
)
⑧
顔
生
称
為
仁
栄
公
一
士
一
口
有
道
底
空
不
獲
年
長
飢
至
於
老

(
「
同
其
十
一
」
)
⑨
党
抱
国
窮
節
飢
寒
飽
所
吏
(
「
向
其
十
六
」
)
也

鴎
昔
苦
長
飢
投
来
去
学
仕
(
「
同
其
十
九
1

一
)
⑬
弱
年
逢
家
乏
老
至

吏
一
長
飢
(
「
有
会
一
間
作
」
〉
⑫
飢
食
首
陽
萩
渇
飲
易
水
流
〈
「
擬
古
其

八
」
)
⑬
量
カ
守
故
轍
量
不
実
、
与
飢
(
「
一
詠
貧
士
其
一
」
)
@
量
不
実

辛
苦
所
耀
非
飢
寒
(
「
問
其
六
」
)
⑬
年
飢
感
仁
妻
泣
品
仰
向
我
流

(
「
同
其
七
」
〉
⑬
臨
没
告
飢
渇
当
復
何
及
哉
(
「
読
山
海
経
其
十
三
」
)

(
7
〉
際
機
「
苦
寒
行
」
「
東
武
吟
行
」
「
猛
虎
行
」
「
百
年
歌
一
陸
雲
「
答

兄
平
原
」
鄭
豊
「
答
陸
子
竜
其
田
」
蘇
伯
玉
妻
「
盤
中
詩
」

(
8
〉
①
鴎
昔
苦
長
飢
投
呆
去
学
仕
将
養
不
得
節
凍
倭
国
縫
己
(
「
飲

酒
其
十
九
」
)
②
態
也
己
失
夫
在
昔
余
多
師
(
「
有
会
部
作
」
〉

殺
未
曾
替
史
、
候
常
糟
糠
(
「
雑
詩
其
八
」
)

な
お
残
る
一
例
は
民
歌
で
あ
る
清
商
曲
辞
「
寅
生
出
其
二
」
の
次
に
示

す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
意
味
は
解
し
得
な
い
が
、
こ
の
「
倭
」
は
い
わ

ゆ
る
「
飢
え
」
で
は
な
く
、
何
か
別
な
言
葉
の
仮
借
文
字
で
あ
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
9
1
i
w佳
子
信
桑
条
鋲
去
多
慾
還
為
歓
復
措
折
命

生
糸
髪
問
。

〈
9
)

小
論
に
お
け
る
淵
明
の
生
卒
年
は
、
六
十
三
歳
亨
年
の
通
説
に
従

い
、
そ
の
年
諜
は
摩
仲
安
著
上
田
武
訳
注
『
陶
淵
明
伝
|
|
中
国
に
お
け

る
そ
の
人
間
像
の
形
成
過
程
』
八
七
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る
。

(
凶
)
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
陶
淵
明
の
生
活
理
念
」
(
『
日
本
中

国
学
会
報
』
第
四
十
二
集
、
九

O
)
を
参
照
。

(
日
)
王
渚
『
淘
淵
閉
山
集
』
五
六
、
楊
勇
『
陶
淵
明
集
校
築
』
七
一
、
朱
家

馳
「
乞
食
支
析
」
(
『
陶
淵
明
詩
文
賞
析
集
』
八
六
〉
、
侯
爵
良
、
彰
韮
十
生

『
甲
府
間
淵
明
名
儲
畑
山
長
析
』
八
九
な
ど
。

(
ロ
)
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
詳
密
な
分
析
と
し
て
、
一
海
知
義
「
淵
明
の
楽

府
!
一
(
『
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
』
七
回
)
が

ふ
の
す
心
。

(
日
)
前
掲
「
淘
淵
明
の
生
活
理
念
一
で
こ
の
詩
に
対
す
る
若
干
の
分
析
を

こ
こ
ろ
み
て
お
い
た
。

(
は
〉
玉
、
謡
、
庚
の
三
名
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
伝
に
記
載
が
見
え

る
。
潟
明
が
劉
硲
の
鎮
軍
参
富
十
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
陶
淵
明
日
始

作
鎮
軍
参
草
、
経
由
間
一
作
υ
詩
に
つ
い
て
ー
一
(
一
中
国
文
化
己
第
四
十
三
号
、

八
五
〉
を
参
照
。

③ 
郊
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ハ
日
〉
石
川
忠
久
「
陶
淵
拐
の
罷
逸
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
中
留
学
会
報
』
第

十
七
集
・
六
五
)
で
は
、
隠
土
淵
拐
の
生
活
の
輪
郭
が
的
確
に
跡
づ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
淵
明
が
周
続
之
な
ど
と
並
ん
で
簿
陽
周
辺
に
あ

っ
て
は
王
朝
公
認
の
著
名
な
穏
士
と
し
て
、
地
域
の
高
級
官
僚
と
も
深
く

交
わ
り
、
特
に
王
弘
、
顔
延
之
と
特
別
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
戸
倉
英
美
『
詩
人
た
ち
の
時
空
』

E
漢
貌
六
朝
詩
の
空
間
表
現

六
章
陶
淵
明
空
間
の
変
化
、
八
八
。

(
埼
玉
短
期
大
学
〉

告空
間マ
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