
沈
約
の

「
修
竹
弾
甘
蕉
文
」

は
じ
め
に

沈
約
と
「
隠
」
と
の
関
係
は
深
い
。
「
後
漢
書
」
逸
民
伝
の
後
を

う
け
て
「
宋
書
」
で
初
め
て
「
隠
逸
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
伝
を

た
て
た
し
、
「
郊
居
賦
」
「
八
一
一
路
詩
」
な
ど
は
、
隠
逸
へ
の
慢
僚
を
前

①
 

加
に
押
し
出
し
た
作
品
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
象
徴
的
な
の
は
、
梁

の
武
帝
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
読
ま
で
も
が
「
隠
」
だ
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

沈
約
独
特
の
懸
逸
論
は
、
「
宋
骨
一
日
」
穏
逸
伝
の
序
で
展
開
さ
れ
て

い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
沈
約
は
常
識
的
に
は
隠
者
の
典
型
と
さ
れ
る

許
白
や
巣
父
な
ど
の
在
り
方
を
「
荷
諜
之
穏
」
と
み
な
し
、
心
を
の

び
や
か
に
で
き
る
「
緊
人
之
隠
」
よ
り
も
劣
る
も
の
と
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
沈
約
に
と
っ
て
「
事
は
人
に
遼
ふ
に
止
ま
る
」
と

い
う
巣
父
や
許
由
の
よ
う
な
在
り
方
は
偽
善
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、

「
義
は
自
ら
を
晦
ま
す
を
深
し
と
す
」
と
い
う
在
り
方
こ
そ
が
理
想

②
 

と
す
べ
き
隠
者
で
あ
っ
た
。

に
つ
い
て

稀

代

麻

也

子

小
論
で
取
り
上
げ
る
「
修
竹
弾
甘
蕉
文
」
と
い
う
作
品
は
、
一
読

し
た
と
こ
ろ
沈
約
の
隠
逸
思
想
と
は
関
係
無
さ
そ
う
に
見
え
る
。
題

名
が
示
す
よ
う
に
滑
稽
味
を
帯
び
た
作
品
だ
し
、
話
の
大
筋
も
「
甘

蕉
が
伸
び
過
ぎ
た
か
ら
刈
る
べ
き
だ
」
と
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
文
の
後
半
部
分
に
は
、
話
の
流
れ
と
は
不
釣
り
合
い

な
内
容
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
。
雑
草
取
り
の
陳
情
書
に
、
鴻
街
・

替
康
・
厳
君
平
と
い
う
隠
逸
に
関
係
深
い
人
物
が
唐
突
に
登
場
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
は
単
純
明
快
な
論
出
向
の
文
章
た

り
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
文
の
流
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
停
滞
さ

せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
こ
の
部
分
に
こ
そ
、
沈
約
の
寓
意
が
隠
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
。

小
論
の
目
的
は
、
「
宋
書
」
を
始
め
と
し
て
色
々
な
作
品
で
沈
約

が
主
張
し
て
い
る
「
賢
人
之
隠
」
が
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
の
基
底
に

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
一
証
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

( 14 ) 
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先
ず
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
の
文
章
を
実
際
に
読
み
進
め
な
が
ら
考

え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
甘
蕉
の
実
態
を
訴
え
る

潟
川
長
兼
洪
菌
貞
幹
医
修
竹
稽
首
。
臣
関
、
菱
英
議
山
口
問
、
農
夫

之
普
法
、
無
使
滋
蔓
。
鶏
悪
之
良
図
、
未
有
議
苗
害
稼
、
不
加
窮

伐
者
也
。

切
尋
蘇
台
前
甘
茶
一
叢
、
宿
漸
雲
露
、
荏
再
歳
月
、
援
本
盈
尋
、

霊
蔭
合
丈
。
階
縁
寵
渥
鐙
衡
吉
升
。
荷
予
奪
話
爽
、
高
下
在
心
。

毎
切
天
功
、
以
為
己
力
。

風
間
籍
聴
、
非
復
一
塗
。
猶
謂
愛
憎
異
説
。
所
以
娃
乎
厳
綿
。

《
滑
川
の
長
官
に
し
て
洪
閣
の
貞
幹
を
兼
ね
て
い
る
私
、
修
竹
が

申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
雑
草
を
刈
り
と
っ
て
つ
み
あ
つ
め
る
の
は
忠
良

夫
の
よ
き
業
で
あ
り
、
雑
草
を
は
び
こ
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
よ
い

方
法
だ
と
開
い
て
お
り
ま
す
。
大
切
な
苗
を
駄
目
に
し
た
り
作
物
に

悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
徹
底
的
に
抜
い
て
し
ま
う

と
い
う
極
端
な
方
法
を
取
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

(
そ
の
よ
う
に
考
え
る
私
は
、
抜
く
べ
き
か
否
か
を
見
極
め
る
為

に
、
〉
自
ら
蘇
台
の
前
の
甘
茶
を
見
て
参
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
水

分
豊
富
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
上
に
長
い
間
ほ
う
っ
て
お
い
た
も
の
で
す

か
ら
、
根
本
か
ら
一
尋
(
入
尺
)
、
影
は
一
丈
(
十
尺
)
に
も
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
天
子
様
の
寵
愛
を
よ
い
こ
と
に
あ
ら
ゆ
る
草

に
対
し
て
評
価
を
下
し
、
ま
る
で
吏
部
郎
気
取
り
で
す
。
賞
罰
も
本

来
の
在
り
方
と
は
違
い
、
進
退
の
権
利
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
お
り

ま
す
。
天
の
采
配
で
物
事
が
進
ん
で
い
る
の
に
、
自
分
の
力
で
世
の

中
が
ま
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
勘
違
い
し
て
い
ま
す
。

官
吏
の
非
行
を
弾
劾
す
る
涯
名
の
風
間
仰
に
よ
っ
て
判
断
し
て
み
ま

す
と
、
甘
茶
が
も
は
や
私
達
と
は
途
を
異
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
や
は
り
思
い
ま
す
に
、
愛
憎
に
つ
い
て
の
主
張
が
私

達
と
は
違
う
の
で
す
。
こ
れ
が
厳
し
く
取
り
締
ま
る
べ
き
理
由
で

す。》文
中
の
「
風
間
」
と
は
、
御
史
中
丞
に
差
し
出
し
て
官
吏
の
非
行

@
 

を
弾
劾
す
る
書
の
こ
と
で
あ
り
、
匿
名
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
、
。

沈
約
は
「
文
選
」
李
養
注
に
よ
れ
ば
、
永
明
八
年
(
四
九
O
年
)
に
御

史
中
丞
に
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
官
に
あ
っ
た
時
に
「
奏
、
弾
王
源
」
を

書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
の
風
間
の
用
い
ら
れ
方
も
、
基
本
的
に

「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
と
同
じ
だ
。
王
源
に
関
す
る
「
風
間
」
が
あ
り
、

そ
こ
で
御
史
中
丞
が
調
査
に
乗
り
出
し
た
結
果
「
風
間
と
符
向
せ

り
」
、
だ
か
ら
奏
弾
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
。

「
滑
川
」
の
沿
岸
に
は
「
史
記
」
貨
殖
列
伝
に
「
滑
川
千
畝
竹
」

と
も
あ
る
よ
う
に
、
竹
を
多
く
産
す
る
所
が
あ
る
と
い
う
。
「
修
竹
」

を
擬
人
化
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
「
滑
川
長
」
で
あ
る
こ
と
は
、

極
め
て
自
然
だ
。
ま
た
、
こ
こ
は
太
公
望
呂
尚
が
釣
り
を
し
た
と
い
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う
「
史
一
記
」
斉
太
公
世
家
に
あ
る
話
で
も
有
名
で
、
こ
の
一
一
言
葉
を
使

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
修
竹
」
が
王
佐
の
才
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
密
か
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
。
勿
論
、
そ
こ
に
「
詩
経
」
都
風

・
谷
風
の
「
淫
は
沼
を
以
て
潟
る
」
と
い
う
滑
川
の
清
い
イ
メ
ー
ジ

を
加
味
す
れ
ば
更
に
こ
の
作
品
で
の
「
修
竹
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が

鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
最
J

初
の
部
分
を
福
井
佳
夫
氏
は
「
長

く
洪
菌
、
を
兼
ね
し
誠
一
幹
の
庄
一
修
竹
」
と
読
み
下
し
、
滑
川
の
問
題
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
殆
ど
の
テ
キ
ス
ト
は
「
長
兼
」

か
ら
始
ま
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
、
陳
慶
元
が
「
沈
約
集
校
婆
」

(
新
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
〉
一

O
七
頁
に
お
い
て
指
摘
す
る
よ

う
に
、
「
四
庫
全
書
」
所
収
の
「
漢
貌
六
朝
百
三
家
集
1

一
で
は
、
「
兼
」

の
前
に
「
滑
川
」
の
二
文
字
を
入
れ
て
い
る
。
「
四
庫
全
書
」
が
こ

の
二
文
字
を
加
え
る
立
場
を
と
っ
た
の
は
、
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
が

弾
文
と
い
う
公
式
の
文
書
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

妥
当
だ
と
い
え
る
。
「
J
の
長
官
と
ー
を
兼
任
す
る
」
と
し
た
方
が

⑤
 

「
長
」
が
浮
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
竹
の
ご
と
く
清
く
正
し
く
筋
の
通
っ
て
い

る
「
修
竹
」
が
弾
劾
す
る
相
手
は
、
浜
圏
に
は
び
こ
る
「
甘
茶
」
で

あ
る
。甘

茶
は
「
南
州
異
物
士
山
」
に
よ
れ
ば
「
草
類
な
れ
ど
も
之
を
詔
一
む

に
樹
の
如
く
、
株
の
大
な
る
者
は
一
四
余
り
、
葉
長
は
二
人
、
或
は

七
、
八
尺
余
り
、
:
:
:
、
此
の
蕉
に
三
種
有
り
。
」
ハ
「
芸
文
類
家
」
巻

八
十
七
菓
部
下
・
芭
蕉
)
と
い
う
大
き
く
育
つ
草
で
、
甘
い
の
を
特
徴

と
す
る
も
の
、
実
が
牛
乳
に
似
て
い
る
も
の
、
絞
に
な
る
も
の
、

の
三
種
類
に
わ
か
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
「
寒
け
れ
ば
毒
無
く
、

.. 

・
、
熱
け
れ
ば
毒
な
れ
ど
も
亦
効
あ
り
。
」
(
「
重
修
政
和
証
類
本

草
」
巻
十
一
甘
茶
根
注
引
唐
本
草
余
注
)
と
い
う
性
質
を
持
つ
薬
草
で
あ

る
と
も
い
う
。
沈
約
自
身
も
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
の
後
半
で
甘
蕉
が

も
と
も
と
は
薬
草
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
、
が
今
や
他
の
草

に
害
毒
を
な
す
よ
う
に
な
り
、
是
非
と
も
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
雑
草

に
堕
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
沈
約
が
「
一
詠
甘
茶
詩
」
ハ
「
芸
文
類
緊
」

巻
八
十
七
莱
部
下
・
芭
蕉
〉
で
描
写
す
る
の
は
、
鼻
つ
ま
み
も
の
と
み

な
す
状
態
の
甘
茶
で
あ
る
よ
う
だ
。

抽
葉
国
盈
丈
葉
を
拍
き
ん
づ
る
こ
と
配
U
丈
に
盈
ち
、

擢
本
信
兼
間
本
を
擢
き
ん
づ
る
こ
と
信
に
囲
を
兼
ぬ
。

お
ほ

流
甘
幹
部
実
流
甘
は
榔
突
を
排
ひ
、

弱
綾
冠
稀
衣
弱
緩
は
綿
衣
に
冠
た
り
。

馬
鹿
で
か
い
葉
、
一
抱
え
も
あ
る
茎
。
邦
子
の
実
よ
り
は
る
か
に
ど

ぎ
つ
い
臭
い
、
ば
さ
ば
さ
と
し
た
繊
維
は
宮
崎
の
衣
も
及
ば
な
い
。
勿

論
、
現
在
~
伝
わ
っ
て
い
る
こ
の
四
句
だ
け
で
は
「
一
詠
甘
茶
詩
」
の
制

作
意
図
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
詩
全
体
で
結
果
と
し
て
甘
茶
を
褒
め
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
甘
茶
の
香
り
を
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褒
め
、
首
相
よ
り
も
良
紫
の
繊
維
が
と
れ
る
甘
茶
を
称
え
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
に
お
い
て

は
、
芥
殺
た
る
香
り
を
放
っ
現
在
の
甘
茶
は
、
弾
劾
さ
れ
る
べ
き
対

象
で
あ
る
。

甘
茶
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
修
竹
弾
甘
蕉
文
」
と
最
も
近
い
の
は
、
庚

信
の
「
擬
連
珠
」
四
十
四
首
そ
の
三
十
八
に
登
場
す
る
も
の
だ
ろ

o
 

h

勺
/

巻
斑
不
死

誰
必
有
心

甘
茶
自
長

故
知
無
節

巻
施
の
死
せ
ざ
る
は
、

誰
か
必
ず
心
有
ら
ん
。

甘
茶
自
ら
長
じ
、

故
に
節
無
き
を
知
る
。

(
*
巻
施
↓
草
の
名
。
心
を
抜
い
て
も
枯
れ
な
い
と
い

う
。
)

甘
蕉
で
一
訴
さ
れ
る
の
が
作
者
自
身
で
あ
る
か
否
か
の
違
い
は
あ
る

が
、
節
操
な
く
蔓
延
る
者
に
対
す
る
嫌
悪
を
表
す
と
い
う
点
で
は
同

じ
で
あ
る
。

②
風
聞
の
具
体
例

今
月
某
呂
、
「
有
台
西
階
沢
蘭
萱
革
、
到
盟
問
訴
。
司
自
称
難
揃

紀
梓
、
頗
異
議
蓬
、
陽
景
所
臨
、
由
来
無
隈
。
』
」

今
月
某
日
、
「
一
必
拍
数
雲
、
秦
楼
関
照
。
乾
光
弘
普
、
間
幽
不

嘱
。
市
甘
茶
携
茎
布
影
、
独
見
障
蔽
、
離
処
ム
口
隅
、
遂
同
幽
谷
。
」

《
今
月
某
呂
、
私
修
竹
の
所
へ
次
の
よ
う
な
風
間
が
届
き
ま
し
た
。

「
台
の
西
の
踏
の
沢
粛
と
萱
草
が
や
っ
て
き
て
一
緒
に
な
っ
て
訴
え

る
に
は
、
『
私
た
ち
は
決
し
て
杷
梓
ほ
ど
良
材
で
有
能
な
存
在
で
は

な
い
け
れ
ど
、
普
通
の
雑
草
で
あ
る
議
蓬
と
は
違
う
ん
だ
か
ら
、
太

陽
が
射
し
て
い
る
時
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
光
を
浴
び
た
い
の
で
す
』
と

訴
え
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
」

今
月
某
日
、
ま
た
私
の
所
へ
次
の
よ
う
な
風
間
が
届
き
ま
し
た
。

「
亙
山
の
洞
穴
は
雲
を
お
さ
め
て
い
た
し
、
秦
楼
に
も
燦
々
と
光
が

注
い
で
い
ま
し
た
。
日
光
は
あ
ま
ね
く
行
き
豆
り
、
薄
暗
い
所
な
ん

で
あ
ろ
う
筈
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
な
の
に
甘
茶
が
茎
を
集

め
て
影
を
作
っ
た
為
に
台
全
体
が
す
っ
ぽ
り
覆
わ
れ
、
台
の
端
に
到

る
ま
で
す
べ
て
、
深
い
谷
に
い
る
様
に
薄
暗
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た

o
b

福
井
氏
は
二
回
目
の
「
今
月
某
日
」
を
沢
蘭
と
萱
草
の
言
葉
の
続

⑤
 

き
と
し
て
み
て
い
る
が
、
筆
者
は
風
聞
が
御
史
中
丞
の
伝
潟
、
と
い

う
匿
名
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
文
と
考
え
る
。

③
検
分
し
て
再
確
認

臣
謂
、
一
備
辞
難
信
。
敢
察
以
情
。
登
摂
甘
茶
左
近
杜
若
江
藤
、
依

源
弁
覆
。
両
草
各
処
、
異
列
向
款
。

既
有
証
拠
。
品
先
非
風
開
。

( 17 ) 



切
尋
。
甘
茶
出
自
薬
草
、
本
無
芥
緩
之
呑
、
拘
条
之
任
。
非
有
松

柏
後
彫
之
心
、
蓋
関
葵
葎
傾
陽
之
議
。

鴻
鶏
慶
会
、
稽
絶
倫
紘
一
寸
、
市
得
人
之
誉
擁
即
。

称
平
之
戸
寂
実
1

遂
使
言
樹
之
革
、
忘
憂
之
用
莫
施
。
無
絶
之
芳
、

当
門
之
弊
斯
在
。
'
妨
賢
敗
政
、
執
過
於
此
。
而
不
除
致
、
憲
章
安
用
。

請
以
見
事
、
従
根
貌
菜
、
斥
出
台
外
。
庶
懲
彼
将
来
。
謝
此
衆
屈
。

《
こ
れ
ら
の
風
間
は
、
一
方
の
側
に
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鵜
呑

み
に
す
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
事
実
に
基

づ
い
て
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
私
は
台
に
登
っ
て

甘
茶
の
近
く
の
杜
若
と
江
離
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
根
っ
こ
の
所
を
調
べ

て
み
ま
し
た
。
両
草
は
、
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
こ
そ
違
っ
て
い
ま
し

た
が
、
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
し
た
。

さ
あ
、
こ
れ
で
一
証
拠
も
そ
ろ
い
ま
し
た
。
う
わ
さ
だ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
す
。

申
し
上
げ
ま
す
。
甘
茶
は
薬
草
で
、
も
と
も
と
は
芳
し
い
香
り
も

な
く
、
校
を
張
っ
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
冬
で
も
緑
を
保
つ
松
柏

の
よ
う
な
士
山
も
、
太
陽
の
方
を
向
く
葵
饗
の
よ
う
な
見
識
も
あ
り
ま

せ
ト
ん
で
し
た
。

務
桁
は
忠
臣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
最
初

は
敢
え
て
光
武
帝
に
献
け
ら
れ
る
と
い
う
屈
痔
に
甘
ん
じ
て
人
々
の

称
賛
を
得
、
仕
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
愁
康
は
友
人
等
と
絶
交
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
の
称
賛
を
得
ー
仕
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
甘

蕉
も
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
)
厳
君
平
の
寂
実
を
よ
し
と
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
(
寂
実
と
い
う
雲
露
を
ふ
ん
だ
ん
に
吸
い
、
す
く
す
く
と

育
っ
た
〉
甘
茶
は
、
植
え
よ
う
も
の
な
ら
(
本
人
だ
け
で
な
く
周
囲

の
者
も
巻
き
込
ん
で
影
を
作
り
、
か
く
て
皆
の
)
憂
い
は
萱
草
を
も

っ
て
し
て
も
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
程
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

(
寂
実
を
声
高
に
叫
ん
で
し
た
り
顔
で
門
に
陣
取
ら
れ
た
上
、
)
ど
ぎ

つ
い
臭
い
を
門
に
充
満
さ
せ
る
と
い
う
害
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
他
の
賢
く
生
き
て
い
る
者
の
邪
魔
を
し
、
政
治
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
こ
れ
よ
り
ひ
ど
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
で
も
取
り
除
か
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
き
ま
り
が
何
の
た

め
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ど
う
か
事
実
を
直
視
し
て
植
え
か
え
努
定
し
て
、
台
か
ら
追
い
払

っ
て
し
ま
っ
て
下
さ
い
。
将
来
に
禍
根
を
残
さ
な
い
よ
う
に
懲
ら
し

め
て
下
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
述
べ
て
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
》

こ
の
段
落
が
一
番
わ
か
り
に
く
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
甘
茶
を

追
放
す
る
為
に
量
一
回
か
れ
た
は
ず
の
文
章
に
い
き
な
り
潟
桁
や
脅
康
や

厳
君
平
と
い
っ
た
、
隠
逸
と
関
係
深
い
人
物
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ

る。
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こ
の
部
分
を
抜
い
て
し
ま
え
ば
こ
の
段
落
も
す
っ
き
り
し
、

ま
た



「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
全
体
も
単
純
こ
の
上
な
い
作
品
と
な
る
。
し
か

し
、
筆
者
は
こ
の
部
分
に
こ
そ
沈
約
の
本
当
に
一
一
一
口
い
た
か
っ
た
こ
と

が
表
現
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
か
っ
'
て
こ
そ
初
め
で
こ
の
作
品
の
真
の
価

館
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
問
題
に
し
た
い
の
が
、
甘
茶
の
性
質

の
変
化
で
あ
る
。
本
来
は
薬
事
で
あ
る
は
ず
の
甘
茶
が
、
話
歳
を
は

じ
め
と
す
る
者
逮
の
感
化
を
う
け
る
と
「
遂
」
て
「
賢
を
妨
げ
政
を

敗
る
」
存
在
に
変
貌
を
と
げ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
潟
桁
・
哲
康
・
厳
君
平
に
は
そ
も
そ
も
ど
ん
な
共
通

点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
潟
街
は
「
後
漢
書
」
鴻
桁
伝
に
よ
れ
ば
、

政
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
「
門
を
閉
ざ
し
て
自
ら
保
ち
、
敢
へ
て
復
び

親
故
と
通
ぜ
ず
」
と
い
う
生
活
を
送
り
、
「
顕
志
賦
」
で
「
寂
実
を
守

り
て
神
を
荘
せ
り
」
と
い
う
心
境
を
吐
露
し
た
。
話
康
は
「
与
山
臣

源
絶
交
番
」
で
「
吾
、
項
ろ
養
生
の
術
を
学
ぶ
。
方
に
栄
華
を
外
に

し
、
滋
味
を
去
り
て
、
心
を
寂
実
に
決
ば
し
め
、
無
為
を
以
て
貴
し

と
為
す
」
と
一
一
一
一
口
い
、
山
一
得
と
絶
交
し
て
し
ま
っ
た
。
厳
君
乎
は
「
大

音
は
響
を
掩
ふ
こ
と
能
は
ず
」
(
「
座
右
銘
」
)
と
言
い
、
仕
え
た
こ
と

が
な
〈
、
最
低
限
の
生
活
費
を
稼
ぐ
と
「
擦
を
閉
ぢ
簾
を
下
し
て
老

子
を
授
く
」
(
「
漢
書
」
王
貢
両
襲
飽
伝
〉
と
い
う
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。

つ
ま
り
こ
の
三
人
は
、
い
き
さ
つ
は
ど
う
で
あ
れ
、
寂
実
を
求
め

門
を
閉
ざ
、
す
と
レ
う
「
荷
篠
之
隠
」
的
生
き
方
を
し
た
と
い
う
点
で

共
通
性
を
持
ち
、
甘
茶
は
彼
ら
の
生
き
方
を
よ
し
と
し
た
結
果
、

「
芥
一
般
之
香
」
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
利
条
之
任
」
に
あ
た
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
料
は
「
広
韻
」
に
よ
れ
ば
下
平
七

歌
穣
で
古
俄
切
。
荷
も
下
平
七
歌
韻
で
拐
寄
切
。
条
は
下
平
三
議
韻

で
徒
聯
切
。
篠
も
下
平
三
鷲
韻
で
吐
彫
切
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、

利
条
は
明
ら
か
に
荷
篠
の
音
調
を
意
識
し
た
も
の
で
、
一
種
の
錬
字

の
類
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
「
荷
篠
之
穏
」
を
よ
し
と
す
る
人
が
招
く
「
敗
政
」
、
「
妨

賢
」
と
い
っ
た
「
当
門
之
弊
」
と
は
具
体
的
に
は
何
を
さ
す
の
か
。

密
康
は
、
司
馬
招
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
処
刑
さ
れ
る

に
至
る
ほ
ど
時
の
政
治
権
力
者
た
ち
に
は
危
険
人
物
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
厳
君
平
は
、
「
未
だ
嘗
て
仕
え
ず
、
然
れ
ど
も
そ
の
風
声
は
以

て
貧
を
激
し
俗
を
腐
す
る
に
足
る
。
近
古
の
逸
民
な
り
」
(
「
漢
書
」

王
貢
雨
襲
飽
伝
)
と
い
う
人
物
で
、

口
舌
者
禍
福
之
内
、
滅
身
之
斧
。
言
語
者
天
命
之
属
、
形
骸
之

部
。
出
失
期
患
入
、
一
一
一
口
失
則
亡
身
。
是
以
聖
人
当
一
一
一
口
市
懐
、
発
言

荷
憂
o

Q
座
右
銘
」
)

と
、
失
言
が
招
く
憂
い
に
つ
い
で
述
べ
、
言
語
の
否
定
的
側
面
に
注

意
し
て
い
る
。
仕
官
し
な
か
っ
た
彼
も
、
政
治
を
妨
害
し
た
と
い
え

る。
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後
漢
時
代
、
潟
析
と
絶
永
と
は
更
始
帝
の
死
を
知
ら
な
か
っ
た
為



に
光
武
帝
に
降
る
の
が
遅
く
な
っ
た
。
飽
永
は
す
ぐ
に
功
績
を
立
て

て
埋
め
合
わ
せ
を
し
た
為
大
丈
夫
だ
っ
た
が
、
潟
街
は
難
け
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
飽
永
は
劉
邦
の
故
事
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
英
選
の

君
主
は
新
し
く
臣
下
に
な
る
者
が
以
前
仕
え
て
い
た
君
主
に
忠
節
を

尽
く
し
た
の
で
あ
れ
ば
用
い
て
く
れ
る
、
と
潟
街
を
説
得
し
よ
う
と

し
た
。
鴻
桁
は
、
楚
に
対
し
て
二
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
疑
わ
れ
た
燦
診
が
秦
王
に
諮
っ
た
替
え
話
を
引
き
合
い
に
だ
し

て
、
そ
れ
に
答
え
る
。

楚
人
有
両
妻
者
。
人
一
説
其
長
者
、
雪
之
、
説
其
少
者
、
少
者
許

之
。
居
無
幾
何
、
有
両
妻
者
死
。
客
謂
読
者
日
、
「
汝
取
長
者
乎
、

少
者
乎
。
」
「
取
長
者
。
」
客
回
、
「
長
者
四
百
汝
、
少
者
和
汝
。
汝
何

為
取
長
者
。
」
日
、
「
居
彼
人
之
所
、
則
欲
其
許
我
也
。
今
為
我

妻
、
別
欲
其
為
我
器
国
人
也
。
」
(
「
戦
国
策
」
秦
策
一
)

前
夫
の
生
前
貞
節
を
守
っ
た
妻
が
新
夫
の
信
用
を
得
て
再
嫁
し
た
と

い
う
話
で
、
陳
斡
は
秦
王
に
対
す
る
忠
義
が
確
固
と
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
自
分
が
楚
王
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
弁
明
し
て
い
る
。
潟

桁
が
こ
の
話
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
李
賢
ら
は
「
後
漢
書
」
に
次
の

よ
う
に
注
す
。

引
之
者
、
一
一
一
一
口
己
為
故
主
守
節
、
亦
巽
新
帝
重
之
也
。
(
添
折
伝

注
)

潟
祈
に
は
、
敢
え
て
身
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
武
帝
に
自
分
の

節
操
を
認
め
て
貰
お
う
と
い
う
下
心
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

潟
街
の
こ
の
よ
う
な
打
算
的
態
度
を
み
れ
ば
、
彼
が
後
に
つ
顕
士
山

賦
」
を
作
り
寂
実
を
標
務
し
て
い
る
の
が
職
を
得
る
為
だ
っ
た
こ
と

が
よ
り
一
一
層
は
っ
き
り
し
、
彼
の
似
非
昭
何
者
ぶ
り
が
鮮
明
に
な
る
。

な
お
、
慶
会
が
嘉
会
の
錬
字
だ
と
す
れ
ば
、
聖
主
と
賢
医
が
巡
り

⑦
 

会
う
得
難
い
機
会
の
こ
と
で
あ
る
。
潟
街
が
光
武
帝
の
時
代
に
い
き

あ
っ
て
外
戚
と
の
親
交
が
あ
つ
か
っ
た
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
彼
は
光
武
帝
に
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
外
戚
と
結
ん
で
政
治

を
乱
し
た
彼
も
、
や
は
り
「
当
門
之
弊
」
を
招
い
た
と
い
え
る
。

沈
約
は
「
宋
書
」
隠
逸
伝
序
で
、
実
淑
の
「
真
穏
伝
」
は
「
荷
穣

之
隠
」
を
目
指
し
た
人
を
収
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
沈
約
は
そ
う
い
っ
た
人
物
を
敬
慕
し
た
実
淑
自
身
を
も
「
荷

穣
之
憶
」
の
部
類
だ
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
実
淑
は
劉
義
康
側
の
勢

力
に
引
き
込
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
に
「
種
務
」
詩
を
作
り
、
そ
こ

で
「
衡
を
種
う
る
に
門
に
当
た
る
を
忌
む
」
と
言
い
「
門
は
粥
を
植

う
る
所
に
非
ず
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
健
康
上
の
理
由
を
つ
け
て
官

@
 

を
免
れ
た
。
彼
は
こ
の
詩
で
自
分
を
関
に
替
え
た
の
だ
が
、
沈
約
は

裳
淑
の
衿
侍
を
逆
手
に
と
っ
て
、
「
こ
う
い
う
人
種
が
こ
と
に
あ
た

る
と
弊
害
が
あ
る
」
と
言
い
換
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
弊
害

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
妨
賢
」
は
、
李
田
川
翰
が
「
賢
き
を
妨
ぐ

る
人
の
路
は
麗
汚
」
と
い
う
よ
う
に
(
顔
延
之
「
応
認
諜
曲
水
作
」
の
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「
一
一
?
妨
儲
隷
」
文
選
注
〉
、
賢
で
は
な
い
人
の
邪
魔
に
よ
っ
て
、
賢
人
が

行
く
手
を
阻
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

「
宋
室
ど
に
載
せ
る
亥
淑
に
関
わ
る
次
の
話
が
参
考
に
な
る
。

良
由
内
懐
歌
介
、
駿
節
不
可
軽
干
。
亥
淑
笑
譲
之
問
、
市
王
徴

弔
詞
連
綴
。
(
王
徴
伝
)

こ
れ
は
、
王
徴
が
求
職
の
文
章
を
書
い
た
と
言
っ
て
実
淑
が
か
ら
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
沈
約
が
「
王
徴
の
節
操
は
他
人
が
軽
似
し
く

お
か
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
非
難
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
王

徴
伝
に
は
、
実
淑
を
「
群
賢
を
塞
ぐ
人
物
」
で
あ
る
と
す
る
王
徴
自

身
の
書
簡
も
載
せ
て
い
る
。
理
想
は
立
派
だ
が
現
状
を
正
確
に
把
握

で
き
な
か
っ
た
実
淑
は
木
を
見
て
森
を
見
な
い
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ

る
。
「
洪
図
に
拠
れ
ど
も
天
下
を
軽
ん
ず
」
(
「
宋
害
」
実
淑
伝
)
る
の

は
駄
目
だ
。
彼
は
、
自
分
の
正
義
(
「
荷
諜
之
隠
」
的
発
想
〉
に
よ
っ

て
政
治
を
動
か
そ
う
と
し
、
賢
人
の
邪
魔
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

沈
約
は
「
保
身
の
路
、
未
だ
適
く
依
を
知
ら
ず
。
非
子
を
戒
む
る

に
、
慎
み
て
善
を
為
す
勿
か
れ
と
。
将
に
遠
く
以
ゐ
る
有
ら
ん
と

す
」
〈
「
宋
蓄
」
文
九
王
伝
)
と
、
注
意
深
く
あ
れ
と
善
を
な
す
こ
と
を

戒
め
、
さ
ら
に
、
左
の
よ
う
に
こ
れ
み
よ
が
し
に
「
穏
」
を
振
り
か

ざ
す
態
度
へ
の
嫌
悪
感
を
露
に
す
る
。

莫
不
激
貧
属
俗
、
乗
自
異
之
姿
、
猶
負
掲
日
月
、
鳴
建
鼓
市
趨

也
。
」
(
「
宋
蓄
」
隠
逸
伝
〉

彼
の
こ
う
し
た
「
荷
穣
之
隠
」
批
判
が
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
で
も

矛
盾
な
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
段
落
を
注
意
深
く
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

2
、
続
出
康
批
判

本
文
に
も
登
場
す
る
奮
康
は
、
沈
約
の
主
張
す
る
「
賢
人
之
穏
」

と
は
全
く
異
な
っ
た
生
き
方
を
し
た
人
物
で
あ
旬
。
沈
約
は
、
英
惑

を
隠
さ
な
か
っ
た
奮
康
を
「
七
賢
論
」
で
「
一
箆
衣
羽
帯
に
非
ざ
る
自

り
は
、
自
ら
全
う
す
る
に
用
無
し
」
と
仙
人
で
で
も
な
い
限
り
殺
さ

れ
て
し
ま
う
の
は
当
然
だ
っ
た
と
し
、
上
智
の
人
と
し
て
表
面
上
は

評
価
し
な
が
ら
、
範
と
す
る
に
足
り
な
い
と
の
結
論
を
事
実
上
く
だ

し
て
い
る
。
そ
し
て
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
で
こ
う
し
た
脅
康
流
の
生

真
面
目
な
考
え
方
を
笑
い
飛
ば
す
。

も
と
も
と
は
薬
草
だ
っ
た
は
ず
の
甘
蕉
が
、
「
寂
実
」
(
「
与
山
巨
源

絶
交
番
」
)
と
い
う
「
荷
篠
之
隠
」
的
在
り
方
を
慕
っ
た
結
果
、
鼻
持

ち
な
ら
な
い
臭
い
を
発
す
る
よ
う
に
な
っ
て
迷
惑
を
か
け
る
。
周
囲

の
者
は
と
う
と
う
我
慢
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
く
て
甘
茶
は

本
来
い
た
場
所
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。

「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
を
脅
康
の
「
養
生
論
」
の
内
容
と
比
較
し
て

み
る
と
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
。
「
養
生
論
」
に
も
「
修
竹
弾
甘

茶
文
」
に
も
、
作
物
の
植
え
方
の
警
え
が
で
て
く
る
が
、
「
養
生
論
」
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の
畑
は
乾
燥
し
き
っ
て
い
て
、
密
康
は
水
の
ひ
と
撒
き
の
大
切
さ
を

説
く
。
と
こ
ろ
が
、
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
で
は
湿
潤
こ
の
上
な
い
土

地
に
甘
茶
が
育
ち
過
ぎ
て
弊
害
を
招
く
。
強
康
が
「
心
を
安
ん
じ
て

以
て
身
を
全
う
す
。
愛
増
情
に
棲
ま
し
め
ず
、
:
・
:
:
:
、
体
気
和
平

な
り
」
と
精
神
を
平
静
に
保
つ
こ
と
に
よ
る
心
身
の
安
全
を
言
え

ば
、
「
猶
ほ
謂
へ
ら
く
、
愛
憎
説
を
異
に
す
。
厳
綿
に
接
く
べ
き
所

以
な
り
」
と
、
異
端
分
子
は
除
か
れ
る
べ
き
と
す
る
。
ま
る
で
そ
の

主
張
と
は
裏
腹
に
実
際
に
は
愛
憎
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
為
に
司
馬
昭

に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
強
康
の
こ
と
を
一
一
出
回
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
「
萱
草
の
菱
ひ
を
忘
れ
し
む
る
は
、
愚
智
の
共
に
知
る
所
な
り
」

と
密
康
が
言
え
ば
、
沈
約
は
「
一
愛
ひ
を
忘
れ
し
む
る
の
用
、
施
す
莫

し
」
と
萱
草
も
服
用
者
の
状
態
如
何
で
は
効
き
目
が
な
い
こ
と
を
い

う
し
、
強
康
一
が
「
十
A
W

の
呑
た
ら
し
め
て
、
延
さ
し
む
る
無
か
ら
ん

や
」
と
言
え
ば
、
沈
約
は
「
絶
す
る
無
き
の
芳
あ
り
、
当
門
の
弊
斯

に
在
り
」
と
、
香
り
が
強
す
ぎ
て
追
放
さ
れ
て
し
ま
う
甘
茶
の
運
命

を
用
意
す
る
。
「
多
を
以
て
自
ら
証
し
、
同
を
以
て
自
ら
慰
む
。
謂

へ
ら
く
、
天
地
の
理
、
此
に
尽
く
る
の
み
と
」
と
惣
康
が
多
数
意
見

に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
れ
ば
、
実
地
の
検
分
に
赴
い
て
「
既
に

す
な
は

証
拠
有
り
、
発
ち
風
間
に
非
ず
」
と
、
多
数
意
見
を
占
め
る
風
間
が

正
し
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
、
強
康
が
誇
ら
か
に
「
先
覚
を

以
て
将
来
の
党
者
に
語
げ
ん
い
(
「
答
向
子
期
難
誕
生
論
む
と
宣
言
す
れ

ば
、
「
庶
は
く
は
後
の
将
来
を
懲
ら
さ
ん
」
と
や
り
か
え
す
。

「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
で
は
「
稽
絶
倫
等
」
と
い
う
形
で
脅
康
が
出

て
く
る
。
そ
こ
で
「
与
山
巨
源
絶
交
番
」
を
見
て
み
る
と
「
吾
、
演

ろ
養
生
の
術
を
学
び
、

j
i
-
-
-
、
心
を
寂
実
に
瀞
ば
し
む
」
と
、
愁

康
が
寂
実
を
慕
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
寂
実
を
慕
う

脅
康
の
心
は
「
吾
閤
し
み
多
し
」
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
修
竹
弾
甘

茶
文
」
の
一
一
一
一
口
う
「
平
の
声
寂
実
た
る
を
称
し
、
・
:
:
:
:
、
忘
憂
の
用

施
す
莫
し
」
と
符
号
す
る
。
和
山
康
は
「
与
山
巨
源
絶
交
書
」
に
お
い

て
は
山
議
批
判
を
し
た
が
、
そ
の
鶴
康
を
沈
約
は
「
修
竹
弾
甘
茶

文
」
で
事
実
上
批
判
し
て
い
る
。
沈
約
が
脅
康
を
、
少
な
く
と
も
智

康
の
隠
逸
観
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
強
康
の
「
{
間
同
士

伝
」
を
み
る
と
よ
り
一
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
荷
篠
丈
人
・
巣
父
・
被

茶
公
・
漢
陰
丈
人
・
河
上
公
と
、
沈
約
が
「
宋
帯
十
一
面
」
隠
逸
伝
で
批
判

し
て
い
た
隠
者
の
殆
ど
が
、
脅
康
の
「
聖
賢
高
士
伝
ー
一
(
厳
可
均
輯

「
全
三
国
文
」
〉
に
も
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。

沈
約
が
怒
康
の
「
高
土
伝
」
を
、
ひ
い
て
は
智
康
の
隠
者
観
を
批

判
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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3
、
裳
淑
・
嚢
祭
批
判

沈
約
は
「
宋
蓄
」
亥
祭
伝
に
、
哲
康
の
「
高
土
伝
」
に
続
く
と
実

祭
が
自
ら
況
え
た
作
品
と
し
て
「
妙
徳
先
生
伝
」
を
挙
げ
て
い
る
。



そ
こ
で
諮
ら
れ
る
妙
徳
先
生
は
「
楊
子
の
寂
実
、
厳
受
の
沈
笠
〈
と
難

も
、
是
に
過
ぎ
ざ
る
」
人
物
で
あ
り
、
自
分
一
人
が
士
山
を
高
く
も
っ

て
い
る
が
為
に
「
以
て
独
立
し
難
」
き
苦
し
い
情
況
に
陥
っ
て
い

る。
一
方
、
実
祭
の
叔
父
の
実
淑
に
も
、
敬
慕
す
べ
き
隠
者
を
集
め
た

「
真
隠
伝
」
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
沈
約
は
「
宋
書
」
懸
逸
伝
に
お
い

て
、
実
淑
の
「
真
穏
伝
」
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
。
実
淑
が
選

ん
だ
人
物
は
隠
逸
者
と
し
て
名
前
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
真
を
去
る
こ
と
遠
し
」
、
つ
ま
り
沈
約
の
一
一
一
日
う
「
賢
人
之
偲
」
に
は

遠
く
及
ば
な
い
者
た
ち
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

実
淑
に
は
他
に
「
鶏
九
錫
文
」
「
騒
山
公
九
錫
文
」
「
大
蘭
王
九
錫

文
」
「
常
山
王
九
命
文
」
が
あ
り
べ
み
な
擬
人
化
に
よ
っ
て
滑
稽
味

を
出
し
て
い
る
。
松
浦
崇
氏
に
よ
れ
ば
、
実
淑
の
「
真
隠
伝
」
・
と

「
鶏
九
錫
文
」
を
は
じ
め

ιす
る
「
誹
諮
文
」
は
、
方
法
こ
そ
違
う

も
の
の
、
憂
国
の
士
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
価
値
観
の
も
と
に
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
で
は
植
物
が
人
間
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

が
べ
裳
淑
の
「
-
誹
諮
文
」
で
も
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

亥
祭
の
「
妙
徳
先
生
伝
」
も
筆
者
が
以
前
考
察
し
た
よ
う
に
、
作
者

が
妙
徳
先
生
す
な
わ
ち
文
殊
菩
薩
に
な
り
か
わ
っ
て
仏
典
出
来
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
じ
た
作
品
で
あ
り
、
こ
の
点
か
も
考
え
れ
ば
一
種

の
擬
人
法
を
用
い
て
い
る
と
い
え
旬
。

こ
の
よ
う
に
、
亥
淑
の
「
誹
諮
文
」
・
安
祭
の
「
妙
徳
先
生
伝
」

と
沈
約
の
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
と
は
と
も
に
表
現
の
方
法
と
し
て
擬

人
法
を
選
ん
だ
。
し
か
し
結
論
を
先
取
り
し
て
い
う
な
ら
、
出
来
上

が
っ
た
作
品
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
違
っ
て
い
た
。
実
淑
・
実

祭
が
「
荷
穣
之
隠
」
を
称
揚
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
沈
約
は
「
賢

人
之
偲
」
を
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。

沈
約
が
「
宋
室
田
」
に
お
い
て
「
一
巻
一
人
」
と
い
う
待
遇
を
与
え

ば
伝
を
た
て
て
い
る
の
は
(
聖
一
蓬
、
実
淑
、
顔
延
之
、
実
・
楽
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
、
文
学
者
と
し
て
の
謝
霊
運
・
顔
延
之
へ
の
評
価
は

さ
て
お
き
、
実
祭
と
亥
淑
へ
の
強
い
関
心
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の

二
人
の
生
き
方
を
沈
約
は
声
高
に
称
揚
す
る
。
、
し
か
し
、
一
見
そ
う

み
せ
な
が
ら
実
は
彼
ち
の
生
き
方
に
賛
成
し
で
い
る
わ
け
で
は
な

⑬
 

い
。
亥
祭
伝
で
、
ゆ
山
約
は
政
争
に
敗
れ
て
死
ん
だ
実
祭
に
対
し
て

「
量
に
所
謂
義
は
生
よ
り
重
か
ら
ん
や
」
と
い
い
、
や
は
り
政
争
に

巻
き
込
ま
れ
て
死
ん
だ
亥
淑
に
つ
い
て
も
「
乃
ち
義
は
生
よ
り
重
き

が
若
し
」
と
、
生
が
義
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
を
一
一
一
同
い
、
彼
ら
の
生

き
方
が
沈
約
の
白
か
ら
み
れ
ば
稚
拙
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
匂
わ

せ
て
い
る
。
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義
よ
り
も
生
を
重
ん
じ
る
沈
約
の
姿
勢
は
、
「
宋
書
」
隠
逸
伝
序

で
「
荷
諜
之
溶
」
よ
り
も
「
賢
人
之
隠
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に



通
じ
る
。
地
に
足
を
つ
け
て
現
実
生
活
を
営
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
心
は
人
知
れ
ず
自
由
の
境
地
を
さ
ま
よ
う
、
と
い
う
の
が
沈
約

の
求
め
る
「
賢
人
之
隠
」
だ
っ
た
。
実
際
に
は
官
僚
と
し
て
し
か
る

べ
き
地
位
を
保
持
し
た
ま
ま
天
寿
を
全
う
す
る
、
そ
れ
が
大
前
提
な

の
で
あ
る
。

実
淑
も
哀
祭
も
「
隠
」
に
憧
れ
て
そ
れ
を
喧
伝
し
た
が
、
結
局
彼

ら
が
求
め
た
の
は
「
荷
穣
之
隠
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
隠
」

を
声
高
に
襟
拐
し
た
時
点
で
既
に
沈
約
の
一
一
一
一
口
う
「
白
梅
」
か
ら
遊
離

し
て
し
ま
っ
た
し
、
事
実
「
自
晦
」
を
心
得
て
い
な
か
っ
た
為
に
、

あ
ま
り
に
率
直
に
忠
義
を
叫
ん
で
命
を
落
と
し
た
。

実
淑
や
案
一
条
は
「
誹
諮
文
」
や
「
妙
徳
先
生
伝
」
で
の
主
張
と
矛

盾
す
る
こ
と
な
く
、
誠
実
に
生
き
、
死
ん
で
い
っ
た
。
「
平
之
声
寂

実
」
た
る
を
称
し
た
二
人
は
、
「
憂
ひ
を
忘
る
る
の
用
施
す
莫
」
き

状
態
に
陥
り
「
誹
詩
文
」
や
「
妙
徳
先
生
伝
」
を
書
い
た
。
自
分
の

正
し
さ
を
声
高
に
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
敗
政
」
し
結
局
殺
毅

さ
れ
て
し
ま
う
姿
は
、
「
無
絶
之
芳
」
を
撤
き
散
ら
し
た
揚
げ
句
に

刈
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
の
甘
茶
に

重
な
る
も
の
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
実
淑
は
「
真
隠
伝
」
や

「
誹
諮
文
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
尚
之
を
代
表
と
す
る
似
非
隠

者
を
非
難
し
、
ま
た
実
祭
も
「
妙
徳
先
生
伝
」
で
志
の
低
い
者
を
非

難
し
た
の
だ
が
、
沈
約
は
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
に
お
い
て
、
何
尚
之

的
人
間
を
非
難
す
る
実
淑
・
十
夜
祭
的
人
間
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ

る。

お
わ
り
に

清
末
の
誇
献
は
「
修
竹
弾
甘
蕉
文
」
に
つ
い
て
、
「
寓
意
甚
だ
し

く
顕
る
る
は
、
権
要
開
く
を
楽
し
ま
ざ
る
所
な
り
。
然
ら
ば
亦
望
み

て
世
に
趨
く
の
土
た
る
を
知
る
。
有
道
者
の
一
一
一
一
口
に
非
ず
」
(
李
兆
洛

「
耕
体
文
紗
」
巻
一
ニ
十
一
雑
文
類
註
引
〉
と
、
沈
約
一
が
権
力
側
の
人
物
で

あ
り
、
「
修
竹
弾
甘
蒸
文
」
と
い
う
文
章
も
と
て
も
「
有
道
者
」
が

書
い
た
と
は
思
え
な
い
と
す
る
評
価
を
下
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

沈
約
は
宋
斉
梁
を
通
し
て
体
制
側
の
人
物
だ
っ
た
し
、
こ
の
作
品
も

道
教
の
服
薬
者
を
茶
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
政
界
に
お
い

て
ど
ん
な
生
き
方
を
し
た
か
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
作
品
の
価
値
ま
で

決
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
は
安
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
断
罪
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
深
い
読
み
の
可
能
性
の
芽
を
も
摘

み
取
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
大
切
な
の
は
、
沈
約
の
価

値
基
準
(
こ
こ
で
は
「
隠
」
に
対
す
る
考
え
方
)
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、

そ
し
て
そ
れ
が
文
学
作
品
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を

知
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
語
献
の
見
解
は
、
彼
自
身
の
姉
値
基

準
を
無
自
覚
に
沈
約
に
押
し
付
け
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
不
当
な

も
の
だ
と
い
え
る
。
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沈
約
に
と
っ
て
「
隠
」
と
は
「
賢
人
之
隠
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
仕
官
し
な
か
っ
た
厳
君
平
、
司
馬
昭
側
へ
取
り
込
ま
れ
る

こ
と
を
拒
ん
で
殺
さ
れ
た
脅
康
、
忠
義
の
為
に
死
ん
だ
亥
淑
と
実

築
、
光
武
帝
に
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
潟
街
。
そ
し
て
別
稿
で
論
じ
る

予
続
の
、
似
非
隠
者
を
弾
劾
し
た
が
自
ら
は
要
職
に
あ
り
続
け
た
孔

稚
珪
。
彼
ら
の
政
治
的
立
場
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
沈
約
に
と
っ
て

は
「
荷
篠
之
隠
」
を
慕
う
「
妨
賢
敗
政
」
の
人
と
し
て
向
列
の
存
在

だ
っ
た
。
沈
約
は
伝
統
的
な
「
荷
穣
之
隠
」
称
揚
に
対
抗
し
て
「
修

竹
弾
甘
茶
、
文
」
で
彼
ら
を
か
ら
か
い
、
否
定
的
評
価
を
与
え
ら
れ
が

ち
な
「
賢
人
之
穏
」
を
肯
定
的
に
捉
え
る
態
度
を
表
現
し
た
。
大
多

数
の
知
識
人
が
実
際
に
は
「
賢
人
之
隠
」
的
に
生
き
て
い
る
と
い
う

事
実
を
考
え
れ
ば
、
実
際
の
生
き
方
と
作
品
で
の
主
張
と
が
蹴
齢
を

来
し
て
い
な
い
沈
約
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
当
化
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ

が
、
彼
は
自
分
の
在
り
方
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
様
々
な
表
現
方
法
を

通
し
て
示
そ
う
と
し
続
け
た
。
そ
の
試
み
が
歴
史
著
述
の
方
法
を
用

い
た
「
宋
書
」
で
あ
り
、
論
の
形
式
を
用
い
た
「
七
賢
論
」
で
あ

り
、
擬
人
法
を
用
い
た
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
「
賢
人
之
総
」
の
正
当
性
を
、
堂
々
と
主
張
し
続
け
た
。
好
き
嫌

い
の
問
題
は
残
る
に
し
ろ
、
こ
の
点
で
沈
約
は
自
分
の
実
際
の
生
き

方
と
文
学
と
の
双
方
に
誠
実
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

注①
拙
稿
「
沈
約
の
『
八
一
詠
詩
』
に
つ
い
て
」
(
青
山
語
文
二
七
、

七
年
)

②
こ
の
よ
う
な
沈
約
の
穏
逸
論
に
つ
い
て
は
、
既
に
神
塚
淑
子
「
沈
約
の

隠
逸
思
想
」
〈
日
本
中
国
学
会
報
三
一
、
一
九
七
九
年
〉
と
安
田
二
郎
「
南

朝
貴
族
制
社
会
の
変
革
と
道
徳
・
倫
理
」
(
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報

三
四
、
一
九
八
五
年
〉
と
が
そ
れ
ぞ
れ
思
想
・
歴
史
の
方
面
か
ら
詳
述
し

て
い
る
。

③
「
御
史
許
風
間
論
事
、
相
承
有
此
一
一
一
口
、
市
不
究
所
従
来
。
以
予
考
之
、

蓋
自
菅
宋
以
下
如
此
。
斉
沈
約
為
御
史
中
丞
、
奏
弾
王
源
目
、
風
関
東
海

王
源
。
蘇
菟
会
要
云
、
故
事
御
史
台
無
受
詞
訟
之
例
、
有
詞
状
在
門
、
御

史
採
状
、
有
可
弾
者
、
郎
略
其
姓
名
、
皆
云
風
間
訪
知
。
」
(
宋
・
洪
遜

「
容
斎
四
筆
」
巻
十
一
御
史
風
間
)

④
福
井
佳
夫
「
孔
稚
珪
の
『
北
山
移
文
』
に
つ
い
て
」
(
中
京
大
学
文
学

部
紀
要
二
四
i

一
で
問
、
一
九
八
九
年
)

③
た
と
え
ば
沈
約
の
「
奏
弾
玉
源
」
の
冒
頭
は
「
給
事
黄
門
侍
郎
兼
御
史

中
丞
呉
輿
邑
中
正
臣
沈
約
稽
苦
」
で
あ
り
、
「
肩
書
・
兼
・
一
肩
書
」
と
い

う
構
造
が
「
修
竹
弾
甘
茶
文
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
奏
弾

秘
書
郎
議
蓮
昌
」
の
冒
頭
は
「
謹
按
、
兼
秘
書
郎
臣
粛
蓮
昌
」
と
い
き
な

り
「
兼
」
が
き
て
い
る
が
、
こ
れ
に
導
か
れ
る
人
物
は
、
弾
劾
さ
れ
る
側

で
あ
る
。
こ
の
例
を
引
い
て
た
だ
ち
に
「
兼
・
肩
書
」
と
い
う
書
式
が
弾

劾
さ
れ
る
側
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い
が
、
し

か
し
少
な
く
と
も
公
的
な
文
章
で
人
を
指
す
場
合
に
い
き
な
り
「
兼
」
か

ら
始
め
る
の
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

一
九
九
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筆
者
は
「
四
庫
全
書
」
所
収
の
文
章
が
「
兼
」
の
前
に
「
滑
川
」
の
二
文

字
を
入
れ
て
い
る
こ
と
を
支
持
す
る
。

⑥
注
④
論
文
。

⑦
潜
岳
「
西
征
賦
」
の
「
道
千
載
之
嘉
会
」
に
、
「
文
選
」
李
善
注
は
「
『
聖

主
得
賢
臣
煩
』
.
に
日
く
、
上
下
健
然
と
し
て
欣
を
交
ふ
は
、
千
載
に
一
会

の

み

」

を

引

く

。

'

⑧
寸
南
史
」
実
湛
伝
附
載
亥
淑
伝
。
な
お
、
「
太
平
御
覧
」
で
は
、
「
宋
書
」

か
ら
の
引
用
と
し
て
い
る
が
、
現
行
の
「
宋
書
」
に
は
見
え
な
い
。

⑨
な
お
、
実
淑
が
王
微
を
か
ら
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
沈
約
が
批
判
を
加

え
る
、
と
い
う
構
造
は
、
「
北
山
移
文
」
や
後
述
の
「
真
隠
伝
」
と
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
実
淑
が
何
尚
之
へ
の
か
ら
か
い
と
し
て
編
ん
だ
の
が

「
真
隠
伝
」
で
あ
り
、
沈
約
は
「
宋
書
」
隠
逸
伝
で
こ
れ
を
批
判
し
て
い

る
詮
⑬
参
照
。

⑮
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
沈
約
と
山
議
・
王
戎
i
l
『
竹
林
の
七
賢
』
評

を
め
ぐ
っ
て

i
i」
〈
青
山
一
詩
文
二
六
、
一
九
九
六
年
)
に
お
い
て
考
察

を
試
み
た
。

⑮
哲
氏
の
脅
は
も
と
も
と
稽
で
あ
っ
た
。
「
又
東
蓬
脅
山
北
、
禽
氏
故
居
。

密
康
本
姓
実
、
会
稽
人
也
。
先
人
自
会
稽
選
手
議
之
姪
県
、
改
為
替
氏
、

取
稽
字
之
上
以
為
姓
、
蓋
志
本
也
」
(
「
水
経
注
」
准
水
)

⑫
松
浦
山
中
間
「
哀
淑
の
『
誹
詩
文
』
に
つ
い
て
」
ハ
日
本
中
留
学
会
報
一
三
、

一
九
七
九
年
〉

⑬
拙
稿
「
実
柴
と
狂
泉
」
(
中
国
文
化
五
回
、
一
九
九
六
年
〉

。
こ
こ
で
は
、
謝
晦
伝
に
は
商
玄
石
伝
と
延
陵
蓋
伝
が
附
載
さ
れ
て
お

。
、
奈
郭
伝
に
は
察
興
宗
伝
が
附
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
中
華
書
局
標
点

本
の
見
解
に
従
う
。
王
鳴
盛
も
「
十
七
史
商
権
」
巻
五
十
九
の
「
沈
約
重

文
人
」
で
次
の
よ
う
に
一
吉
田
っ
て
い
る
。
「
一
部
宋
書
以
一
伝
独
為
一
巻
者
、

謝
霊
運
之
外
惟
顔
延
之
・
実
淑
・
実
条
市
己
」

⑬
沈
約
の
哀
祭
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
に
関
し
て
は
、
注
②
安
田

論
文
に
お
い
て
詳
し
く
論
証
さ
れ
て
い
る
。

⑬
孔
稚
珪
は
「
北
山
移
文
」
で
似
非
穏
者
た
る
周
顕
を
批
判
し
て
い
た

が
、
沈
約
の
「
奏
弾
孔
稚
珪
違
制
啓
仮
事
」
を
読
め
ば
、
沈
約
は
孔
稚
珪

を
「
開
を
干
め
て
」
隠
遁
し
よ
う
と
す
る
似
非
隠
者
と
み
な
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
稿
で
論
じ
る
。

(
青
山
学
院
大
学
大
学
院
)
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