
ヱ
木
意
同
』

隠
逸
伝
の
陶
淵
明

は
じ
め
に

沈
約
の
に
隠
逸
伝
(
巻
九
十
一
一
…
)
が
立
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
脳
出
土
が
宋
と
い
う
時
代
を
特
徴
づ
け
る
存
在
の
一
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
る
陶
淵
明
は
、

意
外
な
こ
と
に
吋
宋
奮
い
の
描
く
「
宋
の
時
代
の
際
土
」
の
典
型
か

ら
は
微
妙
に
、
ず
れ
て
い
る
。
陶
淵
明
以
外
の
一
六
名
は
名
山
に
熔
接

し
て
仕
官
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
む
姿
に
焦
点
を
絞
っ
て
捕
か
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
消
明
の
伝
は
彼
自
身
の
作
品
を
中
心
に
構
成
さ
れ

る
。
費
や
さ
れ
る
文
字
数
一
も
淵
明
が
格
段
に
多
い
。

本
稿
の
目
的
は
、
憶
十
一
と
し
て
の
言
動
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
第

一
に
問
題
と
し
て
い
る
筈
の
ご
木
霊
忍
隠
逸
伝
の
中
広
あ
っ
て
、
向

淵
明
に
限
っ
て
一
作
品
が
あ
ま
り
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
検
証
し
、
沈
約
が
陶
淵
明
を
何
故
そ
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
を
考

察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

稀

代

麻

也

子

一、は
、
劉
硲
の
即
位
以
前
に
没
し
て
い
る
人
物
を
一
五
名

載
せ
て
い
る
。
一
方
で
、
や
は
り
劉
裕
の
即
位
以
前
に
没
し
た
別
の

一
回
名
に
関
し
て
、
「
晋
に
帰
す
べ
き
人
物
だ
か
ら
載
せ
な
い
」
(
巻

二
自
由
序
)
と
わ
ざ
わ
ざ
断
り
、
以
下
の
理
由
を
挙
げ
て
除
外
し
て

いす心。

( 1 ) 

身
為
晋
械
、
非
関
後
代
。

身
は
晋
賊
為
り
、
後
代
に
関
す
る
に
非
、
ず
。

義
止
前
朝
、
不
宣
滋
入
朱
典
。

義
は
前
額
に
止
ま
れ
ば
、
宜
し
く
濫
り
に
宋
典
に
入
る
べ
か
ら

」弓ノ志
在
輿
復
、
情
非
造
宋
。

志
は
盤
(
復
に
在
り
て
、
情
は
宋
に
造
る
に
非
、
ず
。

以

上

の

三

か

ら

、

に

載

せ

る

か

ど

う

か

の

基

準

は

そ

の



人
物
が
宋
朝
を
是
と
し
て
い
た
か
否
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
ミ
劉
絡

の
郎
位
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る

9

こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
た
よ
で
、
陶
撚
明
の
卒
年
以
前
に
没
し
て
吋
宋
帯
一
一
聞
い
に
立
伝
さ

伶

れ
て
い
る
四
一
名
(
劉
裕
即
位
以
前
に
没
し
た
一
五
名
を
含
む
)
を
検

し
て
み
る
と
、
殆
ど
全
て
が
劉
裕
の
も
と
で
活
躍
し
て
建
国
に
協
力

し
た
人
物
か
、
建
国
後
に
出
仕
す
る
な
り
、
劉
裕
と
密
接
に
関
わ
り

を
持
つ
な
り
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、

向
淵
明
の
場
合
は
違
う
。
後
に
詳
し
く
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
曾
恒
父

の
拘
侃
が
習
の
宰
椅
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
劉
硲
の
宋
朝
建
国
に
協
力

せ
ず
、
そ
の
志
を
詩
文
中
に
お
い
て
宋
の
年
号
を
用
い
な
い
こ
と
に

@
 

よ
っ
て
示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
を
載
せ
た
沈
約
は
淵

明
の
「
義
」
が
「
前
朝
に
止
」
ま
っ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
筈
で

あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
顔
延
之
の
「
陶
徴
士
謀
」
の
よ
う
に
「
有
警
の

徴
士
」
と
認
定
し
て
沼
木
書
い
に
は
載
せ
な
い
方
が
自
然
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
沈
約
は
陶
淵
明
を
敢
え
て
吋
宋
警
い

め

で
捕
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
隠
逸
伝
に

載
せ
ら
れ
る
淵
明
が
実
は
隠
士
と
し
て
の
類
型
化
か
ら
逸
脱
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以

下
、
淵
明
の
伝
が
綴
逸
伝
の
中
で
例
外
的
に
作
品
を
主
体
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
最
初
は
穏
士
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て

い
た
淵
明
の
姿
が
途
中
で
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
す

る
。
こ
れ
ら
の
問
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
誠
明
が
沈
約
に

よ
っ
て
宋
籍
に
嬉
せ
し
め
ち
れ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
。

一一、に
お
い
て
、
淘
説
明
と
彼
以
外
の
穏
士
の
記
述
で
大
き

く
異
な
る
の
は
、
引
用
の
仕
方
で
あ
る
。
淵
明
以
外
の
隠
士
の
場
合

に
は
、
雷
次
宗
の
伝
に
次
宗
の
書
い
た
一
篇
を
載
せ
る
の
が
辛
う
じ

て
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、
残
り
の
人
物
の
伝
で
は
断
片
的
な
言

葉
や
伝
主
以
外
の
書
い
た
文
章
を
引
く
に
止
ま
る
。
巻
九
十
一

i
九

十
四
に
お
け
る
孝
義
・
良
吏
・
隠
逸
・
窓
倖
の
各
伝
に
範
囲
を
拡
げ

て
み
て
も
、
長
篇
の
引
用
は
わ
ず
か
に
恩
倖
伝
の
徐
愛
に
三
篇
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
一
篇
は
諮
で
あ
り
、
徐
愛
自
身
の

書
い
た
こ
篇
も
事
実
関
係
を
示
す
為
に
引
か
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
沈
約
は
徐
愛
を
継
い
で
ヱ
ポ
室
闘
い
を
完
成
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ

の
徐
愛
は
あ
く
ま
で
も
怒
倖
と
い
う
枠
内
で
窓
倖
た
る
姿
に
比
重
を

お
い
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陶
淵
明
の
場
合

に
は
欝
土
と
し
て
の
姿
が
彼
自
身
の
作
品
ニ
篇
を
交
え
て
一
諮
問
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、
さ
ち
に
欝
逸
を
強
調
し
て
い
る
と
は
一
一
言
え
な
い

7
7

子
燃
は
」
・
「
命
子
詩
い
の
ニ
篇
が
引
か
れ
、
あ
わ
せ
て
部
第
も
の
作
品

に
よ
っ
て
掛
坊
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
に
加
え
、
て
の
記
述
の
さ
れ
方
自
体
も
陶
淵
明
と

( 2 ) 



他
の
人
々
と
で
は
違
っ
て
い
る
。
総
明
以
外
の
場
合
は
、
名
山
に
綴

楼
し
た
こ
と
や
繰
り
返
し
徴
せ
ら
れ
で
も
出
仕
し
な
か
っ
た
と
い
う

隠
士
ら
し
い
行
動
を
描
く
こ
と
に
主
限
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
読
み
と
れ
る
の
は
「
事
止
於
違
人
(
事
は
人
に
違
ふ
に
止
ま
る
と

(
隠
逸
伝
序
〉
関
士
の
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
淵
明
の
場
合
に
は
、

隠
逸
と
い
う
ポ

i
ズ
を
と
る
為
に
名
山
や
有
力
者
に
対
す
る
抵
抗
が

必
須
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
主
眼
は
陶
淵
明
の
心
の
状
態
が

「
欣
」
(
吋
五
柳
先
生
伝
ご
「
帰
去
来

T
7
4
J子
書
」
及
び
有
力
者
五
弘
の

窓
を
受
け
た
友
人
路
通
之
と
の
や
り
と
り
)
で
あ
る
こ
と
に
こ
そ
あ

り
、
そ
う
で
さ
え
あ
れ
ば
、
た
と
え
五
弘
が
や
っ
て
き
た
と
し
て
も

「
亦
無
杵
也
(
亦
件
ふ
無
き
也
ご
で
あ
っ
た
姿
の
方
を
こ
そ
写
し
取

ろ
う
と
し
て
い
る
。
「
不
仕
」
と
い
う
行
為
に
関
し
て
は
ま
た
、
後

に
触
れ
る
よ
う
に
「
曾
祖
父
が
習
の
霊
毘
だ
っ
た
か
ら
」
だ
と
い
う

「
孝
」
の
思
想
に
連
な
る
理
由
付
け
が
わ
ざ
わ
ざ
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
沈
約
が
陶
淵
明
を
必
ず
し
も
典
型
的
な
隠
士
と
し
て
描

こ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
側
面
か
ら
示
す
と
思
わ
れ

る
の
は
、
「
尋
問
問
三
隠
」
に
関
す
る
記
述
の
問
題
で
あ
る
。
淘
淵
明

が
尋
問
問
一
一
一
憾
の
一
で
あ
る
こ
と
を
、
コ
木
室
田
い
で
は
悶
じ
穏
逸
伝
の

潟
続
之
伝
に
載
せ
る
。
「
周
続
之
が
鶴
一
部
遠
に
仕
え
」
「
精
進
し
た
」
と

い
う
記
事
の
関
に
、
次
の
文
章
が
挟
ま
れ
て
い
る
。

時
影
城
劉
選
民
遁
迩
嵐
山
、
陶
淵
明
亦
不
応
徴
命
、
諮
之
尋
陽

に
彰
城
の
例
制
選
民
雄
山
に
遁
迩
し
、
絢
撚
明
も
亦
徴
命
に
拡

ぜ
ず
、
之
を
尋
陽
三
幅
削
と
諮
ふ
。

一
方
、
吋
蓮
社
高
賢
山
知
い
中
の
湾
統
之
の
伝
で
は
「
局
続
之
が
慧
遠

に
仕
え
て
精
進
し
た
」
と
ひ
と
連
な
り
に
書
く
だ
け
で
…
一
一
隠
の
こ
と

に
は
触
れ
ず
、
最
後
に
附
載
す
る
淵
明
伝
(
「
不
入
社
諮
緊
伝
」
)
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
}
記
さ
れ
る
。

及
宋
受
禅
、
自
以
晋
没
宰
輔
之
後
、
恥
復
感
身
異
代
、
居
海
陽

柴
桑
、
与
局
続
之
・
劉
遺
民
並
不
応
辞
命
。
世
号
濡
陽
三
隠
。

宋
受
神
す
る
に
及
び
、
自
ら
晋
世
宰
輔
の
後
た
る
を
以
て
、
復

た
身
を
間
決
代
に
屈
す
る
を
恥
ぢ
、
薄
陽
柴
桑
に
居
り
、
周
続

之
・
側
部
遺
民
と
並
び
に
辞
命
に
応
ぜ
ず
。
世
溝
陽
三
憶
と
号

す。

陶
侃
の
後
喬
で
あ
る
自
分
が
別
の
主
務
に
身
を
屈
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
出
仕
せ
ず
、
間
四
続
之
ら
と
共
に
浮
揚
柴
桑
に
い
た
た
め

溝
陽
一
ニ
隠
と
一
一
言
わ
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
蓮
社
高
賢
伝
』
の

こ
の
後
の
記
述
は
、
「
与
子
室
田
」
中
の
一
一
言
葉
と
「
宋
書
』
で
義
照
末

の
こ
と
と
し
て
一
記
さ
れ
る
記
事
と
を
混
在
さ
せ
て
お
り
、
関
士
と
し

@
 

て
の
灘
間
引
を
更
に
印
象
深
く
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

立
連
社
高
賢
伝
』
の
一
編
者
が
「
穏
」
を
鮮
明
に
印
象
づ
け
る
「
簿

陽
三
回
帰
」
の
記
事
を
入
れ
た
部
分
に
、
「
宋
霊
と
は
「
所
著
文
章
、

( 3 ) 



(
こ
の
前
後
を
含
め
、
一
一
一
章
一
一
節
に
引
用
す
る
)
と
前

で
年
号
に
関
す
る
記
事
を
寵
く
。
普
宋
革
命
で
遺
患
の

立
場
を
と
っ
た
と
い
う
重
大
な
「
事
実
」
に
読
者
が
注
意
を
向
け
た

ま
さ
に
そ
の
時
、
混
迷
社
一
品
賢
伝
」
は
畳
み
か
け
る
よ
う
に
淵
明
の

隠
を
世
評
に
よ
っ
て
権
威
付
け
よ
う
と
し
た
。
吋
蓮
社
一
品
賢
伝
い
は

「
総
」
と
い
う
文
字
を
、
撚
明
の
行
動
に
対
す
る
「
客
観
的
評
価
」

と
し
て
有
効
に
使
お
う
と
し
た
と
い
え
る
。
一
方
、
ご
木
一
審
」
は
こ

こ
で
は
ぺ
隠
」
と
い
う
文
字
を
使
わ
ず
、
「
所
著
文
章
云
々
」
と
い

う
一
一
言
葉
を
持
ち
出
し
て
、
自
分
の
文
章
を
宋
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
し

な
か
っ
た
桝
明
白
身
の
決
意
を
示
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
沈
約
の
興

味
が
、
「
潜
問
問
柴
桑
に
庶
」
た
綿
明
の
「
身
穏
」
(
隠
逸
伝
序
)
的
な

行
動
を
読
者
に
再
確
認
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
文
章
に
書
き

添
え
る
年
号
に
拘
っ
た
、
制
明
の
、
声
高
で
は
な
い
が
断
思
た
る
姿
勢

を
読
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
の
方
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
傍
証
の
一

つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
沈
約
は
隠
逸
伝
の
序
で
、
模
範
的
と
さ
れ
る
隠
士
を

は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

失
隠
之
為
一
一
一
一
向
、
迩
不
外
見
、
道
不
可
知
之
謂
也
。

る
お
は

夫
れ
隠
の
一
一
一
一
向
為
る
、
法
は
外
に
見
れ
ず
、
道
は
知
る
可
か
ら
ざ

る
の
制
約
也
。

道
と
い
う
も
の
が
自
に
見
え
る
形
で
行
動
と
し
て
表
現
で
き
る
も
の

な
ら
ば
わ
か
り
や
す
い
が
、
「
隠
」
と
は
本
来
そ
う
い
う
性
質
の
も

の
で
は
な
い
。

山
一
差
問
洗
耳
頴
浜
、
敬
激
然
顕
出
俗
之
志
乎
。

山
互
に
背
へ
て
耳
を
穎
浜
に
洗
ひ
、
敏
轍
然
と
し
て
出
俗
の
志
を

顕
か
に
せ
ん
や
。

本
当
の
「
際
」
は
客
観
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か

ら
、
本
物
で
あ
れ
ば
、
あ
の
許
自
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
川
の
水
で
耳

を
洗
っ
て
殊
更
に
出
俗
の
志
を
人
に
見
せ
つ
け
よ
う
と
は
し
な
い
。

沈
約
は
真
の
隠
士
の
伝
な
ど
書
き
ょ
う
が
な
い
と
し
て
、
『
宋
室
田
」

で
は
と
り
あ
え
ず
許
自
の
よ
う
な
人
物
を
と
り
あ
げ
る
だ
け
だ
と
い

う
の
で
あ

h
o
序
の
一
一
言
葉
を
信
じ
る
限
り
で
は
、
沈
約
は
宗
主

の
隠
逸
伝
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
人
物
を
真
の
穏
士
と
し
て
顕
彰
す
る

気
な
ど
、
最
初
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
句
。
こ
の
こ
と
を

裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
総
士
と
し
て
の
言
動
に
重
き
を
お
い
た
、
掛

明
以
外
の
二
ハ
名
の
記
述
は
短
く
、
百
柄
本
に
よ
り
確
認
し
て
み
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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げ
関
康
之
一
二
一
八

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
淵
明
と
そ
の
他
の
一
六
名
と
の
間
に

は
、
文
字
数
に
お
い
て
顕
著
な
差
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
淵
明
の
伝

が
長
い
の
は
、
実
は
ヱ
木
官
官
い
が
彼
を
組
問
士
ら
し
い
隠
士
と
し
て
の

み
描
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
章

で
具
体
的
に
検
証
し
て
ゆ
く
。

三一一二ハ

一、陶
潜
伝
を
そ
の
構
成
に
着
目
し
て
図
式
化
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

A
淵
明
の
紹
介

:
「
五
柳
先
生
伝
」

B
出
仕
と
辞
職
の
間
の
事
清
説
明

日
「
婦
去
来
」

C
義
熊
年
間
の
事
情
説
明

D
淵
明
が
普
の
人
で
あ
り
、
宋
の
作
品
は
甲
子
で
示
し
た
こ
と

国
「
与
子
世
帯
」

同
「
命
子
詩
」

E
卒

先
ず
、

A
で
簡
単
な
紹
介
が
さ
れ
、
ー
が
引
か
れ
る
。
ー
に
は
い

か
に
も
撫
々
と
し
た
人
物
と
し
て
五
柳
先
生
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
少
省
高
魅
(
少
さ
よ
り
高
趣
有
こ
っ
た
陶
淵
明
が
自
身
の

姿
を
諮
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
沈
約
は
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は

引
用
前
に
「
嘗
著
五
榔
先
生
伝
以
自
況
(
嘗
て
五
柳
先
生
伝
を
著
し

以
て
自
ら
況
ふ
と
と
記
し
、
さ
ら
に
引
用
後
に
「
其
自
序
如
此
、

時
人
謂
之
実
録
(
其
の
自
序
此
く
の
如
し
、
時
人
之
を
実
録
と
謂
へ

り
ご
と
念
を
押
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
苫
木
設
と
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
脈
に
の
っ
と
る
限
り
に
お
い

て
は
、
五
椀
先
生
は
淘
淵
明
そ
の
人
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
従
っ
て
語
り
手
や
登
場
人
物
と
作
者
と
の
間
の
棺
違
を
考

慮
す
る
必
要
は
な
い
口
五
榔
先
生
が
「
著
文
章
自
娯
、
頗
示
己
志

(
文
章
を
著
し
て
自
ら
娯
し
み
、
頗
か
己
が
志
を
示
こ
し
た
よ
う
に
、

消
明
も
文
章
を
著
し
て
「
一
一
一
一
回
其
志
(
其
の
志
を
言
こ
っ
た
。

B
で

は
必
要
に
迫
ら
れ
て
出
仕
し
て
は
帰
照
応
す
る
淵
明
の
姿
が
、
潜
に
ま

つ
わ
る
挿
話
を
交
え
て
描
か
れ
、
さ
ら
に
「
我
不
能
為
五
斗
米
折
腰

向
郷
翠
小
人
(
我
五
斗
米
の
為
に
膝
を
折
り
て
郷
里
の
小
人
に
向
か
ふ

能
は
ず
こ
と
駿
昭
を
切
っ
た
淵
明
が
職
を
去
る
に
あ
た
っ
て
賦
し

た
作
品
と
し
て
立
が
引
か
れ
て
い
る
。
日
の
「
以
心
為
形
役
(
心
を

以
て
形
の
役
ご
と
し
て
い
た
自
分
の
官
吏
生
活
を
き
っ
ぱ
り
捨
て

去
る
の
だ
と
い
う
言
葉
誌
、
こ
の
引
用
の
前
後
で

B・

C
と
説
明
さ

れ
る
郡
明
の
姿
と
見
事
に
一
致
し
て
い
る
。

C
で
は
義
照
末
の
こ
と

と
し
て
王
弘
や
顔
延
之
を
始
め
と
し
て
雷
(
賎
と
交
わ
り
が
あ
っ
た
こ

( 5 ) 



と
を
、
結
や
無
絃
琴
に
関
連
づ
け
て
述
べ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う

に、

A
'
I
-
B
-
H
-
C
ま
で
は
淵
明
の
一
一
一
一
向
動
に
重
点
を
撞
い
て

彼
の
隠
士
と
し
て
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
際
逸
伝
に
ふ
さ
わ
し
い
記

述
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

D
で
少
し
様
子
が
変
わ
る
。

潜
弱
年
薄
箆
、
不
潔
去
就
之
迩
。
畠
以
曾
祖
管
世
宰
輔
、
恥
復

脂
身
後
代
、
自
高
祖
王
業
漸
峰
、
不
復
常
仕
。
一
所
著
文
章
、
比
由

題
其
年
丹
、
義
照
以
前
、
別
骨
一
一
塁
間
氏
年
号
、
自
永
初
以
来
唯
一
玄

甲
子
市
日
。

潜
は
弱
年
よ
り
薄
震
に
し
て
、
去
就
の
迩
を
潔
く
せ
ず
。
自
ら

曾
槌
晋
世
の
宰
締
た
る
を
以
て
、
復
た
後
代
に
屈
身
す
る
を
恥

ぢ
、
高
祖
の
ま
業
漸
く
隆
ん
な
り
し
よ
り
、
復
た
仕
ふ
る
を
肯

ん
ぜ
ず
。
著
す
所
の
文
章
、
皆
其
の
年
月
を
題
す
る
に
、
義
照

こ
の
か
た

以
前
は
、
別
ち
晋
氏
の
年
号
を
晶
一
一
間
し
、
永
初
よ
り
以
て
来
唯

だ
甲
子
を
去
ふ
の
み
。

ま
ず
、
「
若
い
頃
か
ら
宮
途
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
陶
侃
が
晋
の
震

回
だ
っ
た
こ
と
か
ら
宋
に
仕
え
る
こ
と
を
恥
じ
、
劉
裕
が
台
頭
し
て

品
市

か
ら
は
二
度
と
出
仕
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
、
淵
明
が
宋
朝
に

仕
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
理
由
が
諮
ら
れ
る
ο

淵
明
の
伝
を
吋
宋

熱
闘
い
に
載
せ
た
こ
と
と
、
前
二
篇
を
引
用
し
た
時
点
で
陶
淵
明
の
伝

が
既
に
鯨
逸
伝
内
の
他
の
一
六
人
の
誰
よ
り
も
長
く
な
る
こ
と
と
を

考
え
あ
わ
せ
る
と
、

D
を
わ
ざ
わ
ざ
挿
入
す
る
必
然
性
、
が
乏
し
い
。

豆
皐
き
で
は
掬
瀦
明
を
晋
の
人
と
す
る
為
に
好
都
合
な
こ
の
記
述

。

が
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
不
'
自
然
さ
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
会
木
室
之

の
場
合
は
こ
れ
と
は
逆
に
、

D
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
自
然
さ
が

生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
文
章
に
は
必
ず
年
月
を
添
え
た
が
、
義

熊
ま
で
は
晋
の
年
号
を
使
っ
て
い
た
の
に
、
永
初
か
ら
は
甲
子
で
年

を
示
す
だ
け
に
な
っ
た
」
と
い
う
話
を
持
ち
出
し
て
、
淵
明
の
決
意

の
竪
さ
を
「
文
章
」
と
間
関
連
づ
け
て
具
体
的
に
示
す
。
そ
し
て
自
身

の
「
官
邸
」
を
伝
え
よ
う
と
し
て
子
に
書
を
与
え
た
と
し
、
内
容
的
に

は
極
め
て
鑓
人
的
な
文
章
を
引
用
す
る
。
そ
れ
も
聞
の
一
篇
だ
け
で

は
な
く
、
だ
め
押
し
の
よ
う
に

W
も
引
く
の
で
あ
る
。
伝
を
長
く
し

た
い
だ
け
な
ら
ば
、
淵
明
に
は
「
読
山
海
経
」
や
「
擬
古
」
な
ど
を

は
じ
め
と
し
て
、
際
士
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
が
い
く
ら
で
も
あ

る
。
そ
れ
妃
も
拘
わ
ら
ず
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
こ
篇
が
後

半
部
分
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隠
土
と
し
て
の
淵
明
の

像
は
不
明
瞭
に
な
る
。
前
半
に
描
か
れ
た
淵
明
の
生
き
方
が
も
っ
魅

力
は
、
淵
明
を
安
易
に
既
存
の
枠
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
危
険
性
を

内
包
す
る
。
沈
約
は
、
「
事
は
人
に
違
ふ
に
止
ま
る
」
隠
士
と
純
明

と
の
質
的
差
異
を
見
抜
き
、
陶
掛
明
を
慾
小
化
し
て
し
ま
う
そ
う
し

た
解
釈
の
方
向
を
あ
る
程
度
鯵
正
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

( 6 ) 



一、

(
2
)
 

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
沈
約
は
の
前
半
に
描
い
て

き
た
淵
明
の
隠
士
と
し
て
の
姿
を
、
更
に
引
用
を
重
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
暖
昧
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
吋
宋
識
と
以
外
の
郡

明
伝
の
記
載
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
は
っ
き
り
す

す。。(
O
H
引
用
/
O
H
H
題
名
の
み
/
×
H
作
品
と
し
て
言
及
な
し
)

「
帰
去
来
」

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

「与子畳一間」

V
 

「
命
子
詩
」

「
五
榔
先
生
伝
」

「
陶
徴
土
謀
」

「
淘
綿
明
伝
」

× 

× 

× 

O (Q)(Q)O 

× 

× 

。

。

× 

× 

× 

× 

大
部
分
の
淵
明
伝
は
後
二
篇
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、

に
は
こ
れ
ら
が
あ
る

o
mで
は
、
我
が
子
に
対
す
る
一
一
一
一
口
葉
を
通
し
て

父
親
の
淵
明
自
身
が
「
欣
」
び
「
歓
」
び
「
置
と
ぶ
議
皐
上
の
人
に

他
な
ら
な
い
こ
と
を
誇
り
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
孝
が
単
な
る
教
説
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

味
に
お
い
て
も
、
国
は
「
拘
潟
明
の
ト
ー
タ
ル
な
生
の
あ
り
ょ
う
」

が
「
語
り
尽
く
さ
白
川
」
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
続
く
W
で
、
読
者
は

淵
明
が
「
新
情
鎮
仮
(
斯
の
情
仮
無
し
こ
と
世
の
親
に
深
い
共
感

を
抱
い
て
い
る
こ
と
、
「
溺
一
之
不
才
、
亦
己
荒
哉
(
爾
の
不
才
な
る

も
、
亦
己
ん
ぬ
る
か
な
こ
と
綴
に
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を

感
じ
と
り
、
速
い
先
揺
か
ら
我
が
子
へ
と
脈
々
と
続
い
て
い
く
陶
氏

の
流
れ
を
、
淵
明
の
感
情
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

白
木
謹
問
い
が
前
半
と
後
半
と
で
一
質
を
変
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
引
用
作
品
の
あ
り
方
自
体
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
想
定
さ
れ
た
読
者
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
前
二
篇
で

は
読
者
は
世
間
一
般
で
あ
り
、
後
二
篇
の
読
者
は
異
体
的
に
我
が
子

と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
視
野
に
入
っ
て
く
る
人
物
と
い
う

点
か
ら
み
る
と
、
ー
は
五
椋
先
生
の
一
人
称
の
世
界
で
あ
り
、
日
は

稚
子
な
ど
家
の
者
を
加
え
て
三
人
称
の
世
界
も
想
定
さ
れ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
前
二
篇
は
独
自
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
二
篇
に
お

い
て
は
、
慌
の
「
五
三
と
「
汝
」
、
刊
の
「
我
」
と
「
一
繍
」
と
い
う

二
人
称
の
世
界
が
展
開
関
さ
れ
て
お
り
、
語
り
か
け
る
相
手
が
出
現
し

て
い
る
。
百
で
は
さ
ら
に
「
我
祖
」
か
ら
「
我
」
を
経
由
し
て

「
額
」
へ
、
と
い
う
流
れ
す
ら
で
き
て
い
る
。

ま
た
、
前
二
篇
は

B
や

C
と
い
っ
た
淵
明
の
実
際
の
言
動
に
補
助

こ
う
い
う
意

( 7 ) 



さ
れ
る
形
で
引
か
れ
、
後
二
篇
は

D
に
接
続
さ
れ
て
作
品
の
み
が
置

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
引
用
の
さ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ヱ
木
帯
一
一
間
い
の
構
成
に
従
う
mm
り
に
お
い
て
、
引
用
作
品

の
世
界
は
隠
士
と
し
て
模
範
的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
故
に
動
き

が
な
く
自
己
完
結
的
で
あ
る
も
の
か
ら
、
現
在
の
自
分
の
感
慨
を
で

き
る
だ
け
正
確
に
伝
え
た
い
と
試
行
錯
誤
し
て
い
る
が
故
に
常
に
動

き
続
け
る
余
絡
の
あ
る
も
の
へ
と
確
実
に
深
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
作
品
を
並
べ
、
補
助
的
な
一
一
一
一
同
業
を
補
う
だ
け
で
擁
か
に
生
き
て

い
る
人
物
の
姿
を
沈
約
が
摘
さ
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
陶

淵
明
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
期
に
そ
の
時
の
自
分
を
正
確
に
表
現
す
る
だ

け
の
カ
を
'
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
吋
宋

害
い
は
、
こ
の
間
篇
の
作
品
の
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
淵
明
自
身
の

一
言
葉
に
よ
る
淵
明
の
伝
と
な
り
得
る
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
と
い
え

ぬる。
D
に
よ
っ
て
淵
明
が
晋
の
遺
箆
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
い
た
と

し
た
よ
で
宋
代
に

m
wを
書
い
た
か
の
よ
う
に
作
品
を
並
べ
て
い
る

こ
と
は
、
沈
約
が
淵
明
を
前
半
の
記
述
か
ら
容
易
に
類
推
さ
れ
る
よ

う
な
際
士
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ロ
ポ

知
ぱ
い
の
淵
明
は
、
五
郎
例
先
生
と
い
う
理
惣
的
人
物
と
未
分
化
な
状
態

で
登
場
し
、
期
化
想
通
り
に
生
き
ら
れ
な
い
現
実
を
知
っ
て
溜
に
象
徴

さ
れ
る
隠
士
風
の
生
き
方
を
実
践
す
る
。
そ
し
て
鍛
硲
が
即
位
し
て

か
ら
は
自
分
の
人
生
が
決
し
て
理
想
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も

拘
わ
ら
ず
静
か
な
よ
ろ
こ
び
と
共
に
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
を
表
明

し
た
。
脈
々
と
続
く
流
れ
の
中
に
あ
る
自
分
の
確
か
さ
を
語
り
伝
え

よ
う
と
す
る
淵
明
は
既
に
五
柳
先
生
か
ら
自
立
し
て
、
自
分
自
身
の

「
忘
嬢
得
失
(
壌
を
得
失
に
忘
る
)
」
(
「
五
柳
先
生
伝
」
)
の
境
地
に
達

し
得
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
の
蔀
に
は
、
自
分
の
生
活
を
窮

極
の
所
で
肯
定
し
そ
れ
を
常
に
誰
か
に
伝
え
よ
う
と
し
続
け
た
誠
実

な
人
間
と
し
て
の
淵
明
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
た
、

D
に
従
え
ば
説
明
の
作
品
は
附
さ
れ
る
年
が
年
間
す
か
ら
甲

子
に
変
化
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
町
市
木
室
田
い
は
そ
の
前
後
に

お
け
る
淵
明
の
成
長
の
迩
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
共
に
、
引
用
作
品

も
淵
明
の
実
際
の
一
一
一
一
口
動
と
い
う
解
説
を
必
須
と
し
な
い
向
出
立
し
た
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
存
在
に
よ
っ
て
隠
逸
伝
と
い
う
枠
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
危

険
を
回
向
し
て
ま
で
灘
明
の
訟
に
後
二
篤
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
、
本

来
晋
に
列
す
べ
き
淵
明
を
ヱ
木
骨
一
回
い
に
載
せ
た
こ
と
と
の
意
味
は
ま

さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
拘
淵
明
は
隠
逸
伝
を
始
め
と
す
る
類
伝

に
お
い
て
例
外
的
措
写
の
き
れ
方
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
帯
叙

@
 

法
」
に
お
い
て
例
外
的
措
写
の
さ
れ
方
を
し
て
い
る
飽
照
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
。
線
照
が
自
分
の
現
在
の
生
活
を
大
切
に
し
て
そ
れ
に
郎

( 8 ) 



し
た
作
品
を
響
い
て
い
た
こ
と
を
、
で
は
彼
の
言
動
を
通

し
て
で
は
な
く
作
品
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

飽
照
伝
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
作
品
引
用
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
得

な
い
淵
明
の
伝
も
、
目
立
つ
一
一
言
動
に
よ
っ
て
安
易
に
形
作
ら
れ
て
ゆ

く
像
の
方
に
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
一
一
言
葉
を
作
品
に
来
せ
よ
う
と

し
続
け
た
文
学
者
淵
明
の
方
に
こ
そ
沈
約
が
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
に
描
か
れ
る
絢
淵
明
像
の
も
つ
不
自
然
さ

を
検
証
し
て
き
た
。
ま
ず
、
な
ぜ
沈
約
は
晋
で
は
な
く
宋
の
援
史
書

に
彼
を
記
し
た
の
か
と
い
う
、
時
代
か
ら
の
逸
脱
の
問
題
。
次
に
孝

義
・
良
吏
・
隠
逸
・
恩
倖
と
類
型
化
さ
れ
て
立
伝
さ
れ
る
人
物
に
対

す
る
記
述
が
概
ね
ご
く
簡
単
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
中
で
、
陶
淵
明
の

伝
は
な
ぜ
そ
の
類
型
化
か
ら
逸
脱
し
て
丁
寧
に
官
官
か
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
。
最
後
記
、
孝
の
体
現
者
と
し
て
の
姿
ま
で
描
き
出
さ

れ
て
い
る
為
に
偲
士
と
し
て
の
姿
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
、
一
般
に
要
請
さ
れ
る
隠
士
像
か
ら
の
逸
脱
の
問
題
。
晋

と
い
う
時
代
・
隠
士
と
い
う
類
型
化
・
記
述
に
お
け
る
簡
潔
性
と
い

う
、
そ
れ
に
従
っ
て
さ
え
い
れ
ば
伺
ら
不
自
然
さ
を
生
じ
な
い
枠

を
、
沈
約
は
な
、
ぜ
敢
え
て
踏
み
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

〉

O
4u 沈

約
の
叙
述
に
お
け
る
逸
脱
の
果
て
に
見
え
て
き
た
の
は
、
常
に

現
在
を
真
剣
に
生
き
、
そ
の
充
実
感
を
何
と
か
人
に
伝
え
よ
う
と
し

続
け
た
陶
開
明
の
姿
に
地
な
ら
な
か
っ
た
。
向
淵
明
の
本
質
を
、
前

朝
の
遠
距
と
し
て
帰
憾
の
道
を
選
ん
だ
行
動
に
で
は
な
く
、
帰
穏
後

も
静
か
に
諮
り
続
け
よ
う
と
し
た
こ
と
の
方
に
認
め
た
か
ら
こ
そ
、

沈
約
は
陶
淵
明
を
宋
に
帰
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
の
生
活

を
自
分
の
一
一
一
一
口
葉
で
正
確
に
伝
え
よ
う
と
し
続
け
た
人
物
と
し
て
の
瀦

明
を
播
き
た
い
と
い
う
沈
約
の
思
い
入
れ
が
様
々
に
存
在
す
る
枠
を

踏
み
越
え
さ
せ
た
結
果
、
偶
像
化
さ
れ
た
隠
士
で
は
な
く
、
人
時
と

し
て
の
深
み
を
増
し
て
ゆ
く
「
宋
書
』
の
淵
明
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

。
る

( 9 ) 

、支①
四
一
名
は
次
の
基
準
で
選
ん
だ
。

i

p
木
建
国
」
の
伝
の
う
ち
、
宗
室
関
係
者
と
し
て
ま
と
め
て
立
伝
さ
れ
て
い

る
人
物
(
巻
四
十
一
/
五
十
一
/
六
十
一
/
六
十
八
/
七
十
二
/
七
十

九
/
八
十
/
九
十
)
と
、
巻
九
十
五
!
一
吉
を
除
く
。

川
口
百
納
本
の
各
巻
内
題
に
大
字
で
記
さ
れ
る
人
物
、
巻
九
十
一
!
九
十
四
に

関
し
て
は
本
文
で
改
行
さ
れ
て
い
る
人
物
を
全
て
挙
げ
る
。



全
体
の

わ
か
ら
な
い

、
雑
定
で
き
な
い
二
ハ

w以
上
に
よ
り
得
た
九
名
を
卒
般
に
並
べ
た
結
果
、
陶
淵
明
の
卒
年
で

あ
る
一
兆
嘉
四
年
(
四
一
一
七
)
以
前
に
死
ん
だ
人
物
は
四
一
名
と
な
っ
た
。

本
年
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
卒
年
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
そ

の
前
後
に
死
ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
名
前
の
み
を

王
弘
之

例
外
の
劉
瑞
(
七
一
字
)
、
賀
窓
(
八
四
字
)
、
張
進
之
(
一
二
六
字
)

は
い
ず
れ
も
孝
義
伝
に
載
せ
ら
れ
、
告
自
体
が
極
端
に
趨
い
(
百
袖
本
に

よ
る
)
。

③
本
稿
の
目
的
は
掬
細
川
明
の
実
像
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、

rl木
叢
聞
い
で
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
陶
綿
明
の
作
品

が
事
実
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
朱

自
清
「
陶
概
明
年
譜
中
之
問
題
」
(
吋
朱
自
清
古
典
文
学
論
文
集
い
問
中
ハ

O

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
七
月
)
な
ど
が
問
題
に
し
て

い
る
。

③
陶
綿
明
が
本
来
吋
皆
殺
ど
に
列
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
越
翼

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
一
階
潜
隠
居
完
節
、
卒
於
宋
代
。
故
宋
審
以
為

隠
逸
之
首
、
然
潜
以
家
世
晋
臣
、
不
復
仕
宋
、
始
終
為
皆
完
入
、
自
応
入

管
議
内
。
故
修
習
護
者
特
伝
於
普
隠
逸
之
末
。
一
一
史
遂
披
有
伝
、
此
宋
書

之
借
、
部
非
皆
世
間
之
容
世
(
開
潜
は
隠
居
し
て
節
を
完
う
し
、
宋
代
に
卒

い
あ
十
h

す
。
故
に
宋
需
は
以
て
際
逸
の
首
と
為
一
す
。
然
れ
ど
も
潜
は
家
世
晋
慌
た

る
を
以
て
、
後
た
ん
木
に
仕
へ
ず
、
始
終
晋
の
克
人
為
れ
ば
、
自
ら
応
に
皆

柄
拘
の
内
に
入
る
べ
し
。
設
に
背
番
を
修
す
る
者
特
に
習
の
隠
逸
の
来
に
伝

す
の
一
一
史
遂
に
並
び
に
伝
も
、
此
れ
宋
書
の
借
に
し
て
、
皆
無
…
閣
の
奪

に
非
ざ
る
也
ご
(
ベ
サ
ニ
白
出
巻
七
コ
人
二
史
各
伝
」
)
。

@
清
の
王
議
輯
話
語
…
ω
磁
器
産
に
よ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
晋
人
撰

と
さ
れ
る
斑
辺
境
技
高
野
で
は
な
く
、
そ
の
後
に

に
手
を
入
れ
て
き
た
人
々

a
u
γ

十
品
、

行
収
、

p
t

(10 ) 



の
記
事
、
義
照
末
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
る
無
絃
一
時
の
話
と
践
山
諮
問
の

こ
と
を
記
す
。
さ
ら
に
山
本
書
い
の
淵
明
伝
に
は
な
い
慧
速
と
の
掃
一
誌
が

続
き
、
隠
士
と
し
て
の
綿
拐
の
一
一
汚
動
が
強
制
さ
れ
た
記
述
と
な
っ
て
い

久
九

⑦
吋
宋
漁
民
隠
逸
伝
序
に
関
し
て
は
、
古
川
忠
夫
吋
六
朝
精
神
史
研
究
い

(
間
間
合
、
…
九
八
開
年
二
月
)
、
神
塚
淑
子
「
沈
約
の
隠
逸
思
想
い
(
吋
日

本
中
隠
学
会
報
い
三
一
判
明
、
一
九
七
九
年
一

O
月
〉
、
川
合
安
「
沈
約

の

史

論

(

四

)

」

(

北

大

文

四

回

l
一
連
巻
八
五
、

な
ど
を
参
照
。

③

こ

の

こ

と

は

、

・

恩

倖

伝

に

つ

い

て

も

い

え

る

。

孝

義
伝
序
で
は
「
可
以
昭
被
臨
家
、
不
一
駕
。
今
釆
綴
漉
落
、
以
儲
際
文

(
附
を
以
て
図
家
せ
ら
る
可
き
は
、
百
に
一
も
あ
ら
ず
。
今
一
雄
落
を
釆
綴

し
、
以
て
閥
文
に
備
ふ
と
と
、
記
す
べ
き
事
柄
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
、
断
片
的
な
話
を
拾
い
集
め
る
と
断
勺
た
上
で
孝
義
伝
の
人
物
を

並
べ
る
。
良
吏
伝
で
も
「
(
立
派
な
教
化
は
胡
一
m
む
べ
く
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
)
採
其
風
波
粗
著
者
(
其
の
風
波
総
ぽ
著
る
る
者
を
採
り
で
ご

良
吏
錦
と
し
た
と
い
う
。
恩
倖
伝
が
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
に
基
づ
い
て
立
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
に
関
す
る
記
述
自

体
も
断
片
的
で
あ
っ
た
り
、
、
略
肢
を
事
務
的
に
切
り
貼
り
し
た
か
の
よ
う

で
あ
っ
た
り
し
、
協
い
も
の
が
多
い
こ
と
も
隠
逸
伝
と
同
様
で
あ
る
。

⑨
ユ
少
有
一
品
趣
い
と
い
う
間
文
字
の
刊
少
い
と
門
高
趣
い
と
は
、
吋
五
抑
先

生
伝
い
制
作
の
時
期
と
内
容
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
読
め
る
」
(
一
海
知

義
「
拘
淵
明
の
密
酪
儀
1

1
五
柳
先
生
伝
小
考

i
l」
門
岡
村
繁
教
授
退

中

臨

詩

人

論

い

一

九

八

六

年

一

O
月)。

⑬
こ
の
部
分
も
含
め
、
本
稿
で
は
、
史
的
事
実
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
で
は

な
く
、
吋
末
端
一
引
い
の
措
き
出
す
「
事
実
」
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
続

出
川
か
ら
諮
問
じ
て
い
る
。

@
清
水
凱
夫
氏
は
、
川
越
間
込
町
い
に

D
-
m
-
W
の
記
述
が
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
辺
嘉
ど
編
纂
当
時
の
状
況
を
確
認
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
陶
淵

明
を
皆
の
人
と
す
る
に
は
不
可
欠
の
記
述
を
省
い
た
の
は
、
不
幸
な
家
族

関
係
を
も
っ
て
い
た
李
枇
民
に
拘
っ
た
結
果
の
曲
筆
で
あ
る
」
と
い
う
趣

皆
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
「
協
同
修
豆
沼
奮
い
の
性
禦
に
つ
い
て
(
上
)
」

…
九
九
五
年
七
月
)
。

・
駒
山
康
の
文
学
い
(
創
文
社
、
ニ

0
0
0年
二
月
〉
一
一
一

⑫
 五

一
一
良
参
照
。

⑬
当
時
の
脅
や
詩
が
持
っ
て
い
た
公
的
性
格
や
幼
子
の
識
字
不
可
能
性
な

ど
は
、
陶
淵
明
の
作
品
を
考
え
る
場
合
に
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か

な
づ

し
本
稿
は
、
「
子
に
書
を
」
ー
さ
え
た
と
し
「
子
に
命
く
る
詩
を
為
り
て
以

て
之
に
胎
」
っ
た
と
し
て
、
陶
蹴
明
が
諮
り
か
け
た
読
者
が
我
が
子
で
あ

っ
た
の
だ
と
す
る
ぺ
宋
警
い
の
見
解
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る。

⑬
出
合
康
三
氏
は
「
五
榔
先
生
伝
」
に
つ
い
て
、
「
中
国
的
自
伝
の
一
つ
の

裂
を
創
始
し
た
も
の
」
(
七
七
頁
)
と
す
る
(
吋
中
国
の
自
伝
文
学
い
創
文

社
、
一
九
九
六
年
一
月
)
。

⑬
拙
稿
「
沈
約
ヱ
李
一
一
日
い
の
八
帯
叙
法
〉
と
飽
照
伝
」
(
吋
大
久
保
隆
郎
教

授
退
官
記
念
論
文
集
刊
一
一

O
O
一
年
六
月
刊
行
予
定
〉
参
照
。

(
青
山
学
院
大
学
大
学
院
)
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