
「
飲
、
酒
二
十
首
井
序
」

の
陶
淵
明

は
じ
め
に
i
i
i
衰
栄
無
定
在

優
れ
た
文
学
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
具
体
的
に

論
じ
る
こ
と
は
国
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
し
ば

し
ば
特
定
の
作
品
に
感
動
し
、
心
に
留
め
、
時
に
身
近
と
感
じ
る
誰

か
に
い
か
に
素
晴
ら
し
い
作
品
に
出
会
っ
た
か
を
語
る
。
そ
の
熱
は

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
本
稿
で
は
向

(
l〉

(2)

淵
明
の
「
飲
酒
二
十
首
井
序
」
を
題
材
に
、
文
学
が
ど
の
よ
う
に
成

立
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
少
し
で
も
明
ら
か
に

(3) 

し
て
み
た
い
。
「
飲
酒
二
十
首
弁
序
」
全
体
を
相
互
に
結
び
つ
い
た

ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
見
解
が
分
か
れ
る
。
本
稿
で
は
、
現
在
伝
え
ら
れ
る
陶
集
の
い
ず

(
4
)
 

れ
も
こ
の
作
品
を
ま
る
ご
と
掲
出
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
少
な

く
と
も
南
宋
以
降
は
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
、
そ
の
結
果
多
く
の
読
者

が
二
十
首
と
序
と
を
ひ
と
つ
ら
な
り
に
読
み
得
た
こ
と
を
霊
視
し
、

稀

代

麻
也
子

全
体
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と
し
て
扱
う
。

「
飲
酒
二
十
ι福
井
序
」
の
其
一
(
全

ω句
)
は
、
不
安
定
な
現
実
、

と
い
う
認
識
を
も
っ
て
う
た
い
起
こ
さ
れ
る
。

ー
衰
栄
無
定
在
衰
栄
定
在
無
く

2
彼
此
更
北
ハ
之
彼
此
一
更
ご
も
之
を
共
に
す

世
界
は
不
安
定
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
生
き
て
い
く

存
在
で
あ
る
と
始
ま
り
、
其
ニ
(
全
8
句
)
は
、

ー
積
善
云
有
報
積
善
報
い
有
り
と
云
ふ
に

2
夷
叔
在
西
山
夷
叔
は
西
山
に
在
り

と
、
養
を
積
め
ば
報
わ
れ
る
(
『
易
』
坤
、
文
一
一
一
口
伝
)
と
い
う
が
そ

れ
は
嘘
で
は
な
い
か
、
侶
夷
・
叔
斉
は
首
陽
山
で
餓
死
し
た
(
『
史

記
』
伯
夷
伝
)
で
は
な
い
か
と
憤
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ひ
ど

い
世
の
中
に
あ
っ
て
も
自
分
は
自
分
の
思
う
ま
ま
に
生
き
る
の
だ
、

栄
啓
期
が
九
十
の
老
人
に
な
っ
て
も
自
由
に
生
き
た
よ
う
に
(
『
列

(5) 

子
』
天
瑞
)
自
分
も
生
き
る
の
だ
、
と
意
気
込
み
を
語
る
。
さ
ら
に

(41) 



(
全
一
山
勾
)
は
、
ひ
ど
い
世
の
中
で
世
間
の
人
々
が
不
自
由
に

生
き
て
い
る
と
い
う
現
実
か
ら
う
た
い
起
こ
し
、
限
ら
れ
た
生
を
鐘

観
と
過
ご
す
こ
と
の
無
意
味
を
嘆
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
露
頭
三
首
で
は
、
現
実
に
対
す
る
漠
娯
と
し
た
不

安
感
と
一
言
葉
の
無
意
味
さ
、
世
間
的
価
舘
観
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
無

意
味
さ
な
ど
が
生
硬
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
首
に
限
ら
ず
、

二
十
首
の
ほ
と
ん
ど
は
重
苦
し
い
気
分
に
お
お
わ
れ
た
作
と
言
っ
て

よ
い
。
例
外
は
其
五
・
其
七
だ
け
で
あ
る
が
、
二
十
首
の
中
で
は
異

質
に
み
え
る
こ
の
ご
首
が
説
明
の
代
表
作
と
し
て
よ
り
多
く
の
読
者

を
魅
了
し
て
き
た
。
鼠
(
五
・
其
七
と
他
の
十
八
首
と
の
間
に
質
的
差

異
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
こ
の
差
は
「
飲
酒
二
十
首

弁
序
」
を
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠

と
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
逆
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
下
に
論
じ
て
い
く
。

一
、
悠
然
見
南
山
i
i
i確
平
た
る
姿

陶
制
明
の
詩
文
を
通
じ
て
最
も
人
口
に
勝
災
し
て
い
る
も
の
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
其
五
(
会

ω旬
)
の
次
の
二
匂
が
あ
る
。

5
採
菊
東
紘
一
ト
菊
を
採
る
東
雛
の
一
ト

6
悠
然
毘
南
山
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る

東
に
あ
る
離
に
沿
っ
て
揃
え
ら
れ
て
い
る
菊
、
生
命
力
豊
か
に
美
し

く
咲
き
務
る
そ
の
英
を
摘
ん
で
い
る
限
に
、
ふ
と
悠
久
の
時
を
越
え

て
存
在
す
る
高
山
の
姿
、
が
映
じ
た
、
と
い
う
こ
の
二
句
に
導
か
れ
て

拘
淵
明
の
魅
力
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
フ
ァ
ン
は
ど
れ
ほ
ど
い

る
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
句
に
使
わ
れ
て
い
る
文
字
に
は

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
向
が
あ
る
。
今
あ
げ
た
十
文
字
と
陶
淵
明
、
が

こ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
瞬
間
に
文
字
に
定
着
さ
せ
た
十
文
字
と
が

完
全
に
間
同
じ
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
実
は
ど
こ
に
も
な
い
。
「
悠
然
」

は
「
一
に
時
時
に
作
る
」
し
、
「
見
」
は
「
一
に
望
に
作
る
」
の
で

あ
る
(
汲
古
関
氾
蔵
本
・
曾
集
本
)
。
ま
た
、
「
採
」
が
「
荷
台
に
な

(6) 

っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
(
陶
樹
本
・
黄
州
刊
本
)
。
司
襲
、
文
類
緊
』

で
は
「
見
」
を

3
5
に
作
る
し
、
『
文
選
』
で
は
「
採
」
が
「
采
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
見
」
、
が
本
文
で
「
望
」
に
な
っ
て
い
る
。
多
く

の
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
「
飲
酒
其
五
」
で
す
ら
、
用
字

と
い
う
点
で
こ
れ
ほ
ど
に
不
安
定
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

句
の
詩
と
し
て
の
安
定
は
用
字
の
不
安
定
さ
を
も
武
器
と
し
た
。
作

品
を
更
に
深
く
、
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
研
究
者
た
ち
の
意
欲

(7) 

を
か
き
た
て
た
の
で
あ
る
。
「
見
」
と
「
望
」
の
ど
ち
ら
が
「
正
し
い
」

か
と
い
う
議
論
は
、
蘇
戦
以
来
多
く
の
文
人
に
よ
っ
て
取
り
沙
汰
さ

ha} 

れ
て
き
た
。
こ
の
篇
だ
け
を
取
り
上
げ
て
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
論

文
が
警
か
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
論
ず
る
側
、
が
こ
の
篇
に
向
淵
明

の
精
髄
を
み
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
ず
か
十
匂

し
か
な
く
、
し
か
も
そ
の
五
十
文
字
が
す
べ
て
確
乎
と
し
て
い
る
わ

(42) 



け
で
も
な
い
こ
の
不
安
定
な
其
五
に
作
品
論
を
呼
び
込
む
ほ
ど
の
吸

引
力
が
あ
る
こ
と
は
、
篤
く
べ
き
こ
と
と
い
え
る
。
「
飲
潤
」
は
、

不
安
定
な
世
の
中
に
不
安
定
な
心
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
こ
と
を
其

一
か
ら
其
三
の
よ
う
に
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
に
、
英
五
は
な
ぜ
こ

う
も
確
乎
と
し
て
い
る
の
か
。
取
り
替
え
が
き
か
な
い
よ
う
な
、
作

品
と
し
て
確
か
な
感
じ
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
感
覚
を
多
く
の
人
が
漠
然
と
で
は
あ
れ
抱
く
の
か
。
「
飲
溜
」

が
絢
淵
明
の
代
表
作
で
あ
る
と
い
う
感
覚
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ

を
以
下
に
探
っ
て
い
く
。

二
、
秋
菊
害
佳
色
i
i
i人
物
に
支
え
ら
れ
た
作
品

其
五
と
と
も
に
「
雑
詩
」
と
し
て
『
文
選
』
に
と
ら
れ
、
人
口
に

檎
災
し
て
い
る
の
が
其
七
(
全
叩
匂
)
で
あ
る
。

]
秋
菊
有
佳
色
秋
菊
住
色
有
り

2
褒
露
擬
其
英
露
を
一
襲
ふ
其
の
英
を
綴
る

3
汎
此
忘
憂
物
此
の
忘
一
愛
の
物
に
汎
か
べ

4
遠
我
遺
世
情
我
が
世
を
選
る
る
の
矯
を
遠
く
す

5
一
線
難
独
進
一
鱗
雄
一
だ
独
り
進
め

6
杯
尽
蚤
白
傾
杯
尽
き
霊
自
ら
傾
く

7
B入
群
動
息
日
入
り
て
群
動
息
み

8
帰
鳥
趣
林
鳴
帰
鳥
林
に
趣
き
て
鳴
く

9
崎
明
倣
東
軒
下
鴨
倣
す
東
軒
の
下

印
聯
復
得
此
生
柳
か
復
た
此
の
生
を
得
た
り

露
に
ぬ
れ
た
菊
の
美
し
い
英
を
摘
み
取
っ
て
酒
に
浮
か
べ
心
静
か
に

一
人
杯
を
す
す
め
る
う
ち
に
、
ふ
と
気
づ
け
ば
自
が
沈
ん
で
い
て
、

た
だ
我
が
家
に
帰
る
鳥
の
声
、
が
静
寂
を
際
だ
た
せ
て
い
る
。
東
の
窓

辺
で
思
う
さ
ま
鳴
け
ば
、
と
も
か
く
も
生
き
返
っ
た
気
分
に
な
る
。

こ
の
篇
の
堪
え
る
趣
も
ま
た
、
い
か
に
も
陶
淵
明
的
で
あ
る
が
、

注
意
す
べ
き
は
、
其
七
の
癌
・
菊
・
静
寂
・
鳥
・
繍
倣
な
ど
の
要
素

(9) 

が
、
伝
記
に
描
か
れ
る
向
淵
明
像
と
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
『
宋
書
』

(
巻
九
十
一
一
一
)
隠
逸
伝
に
陶
淵
明
の
自
序
と
位
置
づ
け
て
引
か
れ
る

「
五
榔
先
生
伝
」
に
は
物
静
か
で
(
「
関
静
少
一
一
=
口
」
)
酒
好
き
(
「
性
晴

酒
」
)
な
先
生
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
5
・
6
句
お
よ

び
第
7
句
の
イ
メ

i
ジ
と
重
な
る
。
陶
淵
明
が
郷
里
に
帰
る
際
に
斌

し
た
と
し
て
引
か
れ
る
「
帰
去
来
今
辞
」
は
本
来
の
自
分
に
戻
れ
る

喜
び
を
存
分
に
表
現
し
た
作
品
で
、
そ
こ
に
は
窓
辺
で
気
ま
ま
に
振

る
舞
い
(
「
侍
南
窓
市
寄
倣
」
)
、
鳴
き
(
「
，
登
東
皐
以
辞
晴
」
)
、
鳥
が

巣
に
帰
っ
て
行
く
(
「
鳥
倦
飛
市
知
還
」
)
夕
方
の
風
景
の
中
で
、
世

の
中
と
縞
絶
し
た
自
分
(
「
世
与
我
以
相
遺
」
)
に
満
足
し
、
与
え
ら

れ
た
生
を
存
分
に
楽
し
も
う
と
す
る
(
「
楽
夫
天
命
復
薬
疑
」
)
陶
淵

明
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
て
、
第
4
匂
や
第
7
か
ら
印
句
と
重
な

る
。
義
照
末
の
記
述
の
後
に
た
た
み
込
む
よ
う
に
連
続
し
て
記
さ
れ

(43) 



る
絢
淵
明
が
い
か
に
酒
好
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
話
の
中
に
、
菊
叢

の
中
に
ぼ
ん
や
り
と
鹿
り
込
む
姿
も
挟
み
込
ま
れ
て
い
て
(
「
嘗
九

月
九
日
無
沼
、
山
山
宅
辺
菊
叢
中
坐
久
」
)
、
第
ー
か
ら

3
句
と
素
材
と

し
て
共
通
性
を
も
っ
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
陶
淵
明
と
い
う
人
物
が
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
と
、
飲
酒
其
七
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
観
樹
な
く
重
な
り
合
う
。
そ

し
て
ま
た
、
拘
淵
明
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
る
溜
・
菊
・
静

寂
・
鳥
と
い
っ
た
素
材
は
、
其
五
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
向
淵
明
の
代
表
作
と
し
て
多
く
の
読
者
を
得
て
い
る
其

五
と
其
七
を
支
え
て
い
る
の
は
、
と
も
に
陶
淵
明
そ
の
人
に
与
え
ら

れ
て
い
る
イ
メ

i
ジ
の
断
片
の
数
々
な
の
で
あ
る
。

陶
淵
明
の
作
品
を
論
じ
る
も
の
に
は
、
作
品
そ
の
も
の
を
読
む
枠

を
遥
か
に
越
え
て
作
者
論
に
傾
く
論
文
も
多
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

中
国
の
古
典
を
読
む
態
度
と
し
て
正
統
な
も
の
な
の
だ
け
れ
ど
、
そ

(
M
W
)
 

れ
を
考
慮
し
て
も
な
お
過
度
な
ほ
ど
に
作
者
向
綿
明
そ
の
人
に
関
心

が
向
か
う
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
の
こ
の
傾
き
は
陶
制
明
の
作
品
自

体
が
招
き
寄
せ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
、
弦
(
五
・
其
七
と
彼

の
伝
記
と
を
あ
わ
せ
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
し
、
陶

淵
明
を
深
く
読
ん
で
い
く
た
め
に
陶
淵
明
そ
の
人
や
彼
が
身
を
お
い

た
時
代
に
つ
い
て
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
一
一
一
一
口

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
陶
淵
明
は
研
究
対
象
と
し
て

し
か
楽
し
む
余
地
が
な
い
も
の
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

其
五
を
愛
す
る
読
者
、
が
多
い
中
に
は
、
其
五
だ
け
を
通
し
て
拘
淵
明

を
知
っ
て
い
る
人
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
人
が
其
五
と
い
う
作
品
を

文
学
と
し
て
受
け
入
れ
る
深
さ
が
研
究
者
よ
り
も
確
実
に
浅
い
と
言

い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
陶
調
明
と
い
う
人
物
の
伝
記
も
時
代
背

景
も
、
ま
し
て
や
当
時
の
知
識
人
一
般
が
身
に
つ
け
て
い
た
教
養
も
、

何
一
つ
知
ら
な
い
人
を
感
動
さ
せ
、
其
五
を
心
の
奥
ふ
か
く
ま
で
浸

透
さ
せ
る
よ
う
な
原
動
力
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。

こ
の
よ
う
な
反
省
を
常
に
も
た
な
い
限
り
、
作
者
や
時
代
を
知
ろ
う

と
す
る
努
力
は
パ
ズ
ル
の
楽
し
み
と
同
質
の
も
の
に
と
ど
ま
る
か
も

し
れ
な
い
。

其
五
と
其
七
は
ど
ち
ら
も
静
寂
に
包
ま
れ
た
美
し
い
篇
で
あ
り
、

問
潟
明
的
作
品
と
し
て
安
定
し
た
完
成
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
篇
の
前
後
の
作
は
趣
を
異
に
す
る
。
ゆ
っ
た
り
と

し
た
境
地
を
見
事
に
う
た
い
あ
げ
て
い
る
其
五
の
霊
前
に
位
霞
す
る

其
四
(
全
臼
匂
)
は
、
「
帰
去
来
今
辞
」
に
も
う
た
い
こ
ま
れ
、
「
飲

酒
二
十
首
」
の
五
首
に
登
場
す
る
鳥
か
ら
う
た
い
起
こ
さ
れ
る
。
群

か
ら
は
ぐ
れ
て
不
安
げ
に
飛
ぶ
鳥
に
自
ら
の
姿
を
重
ね
、
漸
く
出
会

っ
た
孤
高
の
松
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
ず
っ
と
大
切
に
し
よ
う
、

と
結
ぶ
。
や
っ
と
克
つ
け
た
大
切
な
場
所
に
す
が
り
つ
く
か
の
よ
う

な
結
句
に
よ
っ
て
、
郡
山
高
の
精
神
を
貿
き
た
い
気
持
ち
の
強
さ
と
寄

、l
J

d
叫
A4A 
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る
辺
な
さ
の
陪
で
揺
れ
る
心
、
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。

英
五
の
安
定
と
其
ム
ハ
(
全
8
匂
)
の
激
し
さ
と
の
間
に
も
大
き
な

落
差
、
が
あ
る
。
今
の
世
界
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
信
念
の
か
け
ら
も

な
い
よ
う
な
者
が
の
さ
ば
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
ラ
え
で
、

7
拙
附
俗
中
恕
附
附
た
り
俗
中
の
態

8
立
当
従
昔
(
締
旦
く
当
に
黄
締
に
従
ふ
べ
し

な
ん
て
こ
と
だ
い
、
俗
世
間
附
の
ひ
ど
さ
と
い
っ
た
ら
、
と
嘆
じ
、
仕

方
な
い
か
ら
ま
あ
古
の
黄
締
(
秦
末
の
混
乱
を
避
け
て
高
山
に
揺
れ

た
四
階
の
夏
黄
公
と
締
盟
季
。
『
史
記
』
印
間
侯
世
家
、
『
漢
霊
園
』
王
貢

雨
護
施
伝
)
の
よ
う
な
生
き
方
を
間
指
し
て
お
こ
う
か
と
結
ぶ
こ
の

篇
は
、
俗
へ
の
嫌
悪
感
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
激
し
さ
は
、

r木
富
田
』
に
陶
淵
明
の
こ
と
と
し
て
引
か
れ
る
、
つ
ま
ら
な
い
奴
に

ペ
こ
ペ
こ
で
き
る
か
と
政
府
を
切
っ
て
知
呂
寓
を
辞
し
た
と
い
う

(
「
我
不
能
為
五
斗
米
、
折
腰
向
郷
里
小
人
。
即
日
解
印
綬
去
職
」
)
、

陶
淵
明
が
俗
世
の
慣
習
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
よ

う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
り
、
英
五
や
其
七
と
全
く

印
象
が
違
う
其
六
も
ま
た
、
陶
相
側
明
そ
の
人
の
伝
記
と
重
な
り
あ
う

こ
と
が
わ
か
る
。
其
六
に
お
け
る
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
も
の
の
、
其

八
(
全

ω匂
)
と
其
七
と
の
間
に
も
趣
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
其
七

で
は
本
来
の
自
己
を
取
り
戻
し
て
満
足
し
て
い
る
の
に
対
し
、
其
八

で
は
迷
い
の
中
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
う
た
い
だ
し
に
は
、

「
帰
去
来
守
辞
」
に
も
親
し
み
と
尊
敬
を
こ
め
て
う
た
い
こ
ま
れ
て

い
る
松
が
使
わ
れ
て
い
る
。
夏
の
隠
は
他
の
植
物
の
緑
と
混
じ
り
合

っ
て
そ
の
姿
が
し
か
と
は
自
に
入
っ
て
こ
な
い
松
の
、
一
一
一
同
々
と
し
た

気
高
い
奨
し
さ
が
秋
に
な
っ
た
今
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
、

愛
で
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
我
が
姿
と
重
な
り
合
っ
て
い
く
な
か
で
、
我

が
人
生
な
ど
は
か
な
く
過
ぎ
去
る
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し

て
下
ら
な
い
こ
と
を
気
に
し
て
し
ま
う
の
だ
、
と
、
青
松
の
よ
う
に

す
っ
き
り
と
志
を
あ
ら
わ
す
こ
と
の
国
難
を
か
み
し
め
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
寄
る
辺
な
さ
、
俗
に
対
す
る
激
し
い
嫌

悪
、
志
を
貫
く
こ
と
の
関
難
の
自
覚
、
と
い
う
振
幅
の
狭
間
で
英
五

と
其
七
は
詠
ま
れ
て
い
る
。
陶
淵
明
と
い
う
人
物
の
伝
記
と
共
通
す

る
素
材
、
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
た
る
作
品
世
界
を
つ

く
り
だ
し
て
い
る
其
五
と
其
七
が
、
実
は
安
定
の
中
で
で
は
な
く
揺

れ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
其
五
と
其
七
の
魅

力
を
さ
ら
に
考
え
て
い
く
際
に
も
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
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、
顔
生
称
為
仁
f
i
l
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
作
品

其
五
・
其
七
は
用
い
ら
れ
る
素
材
が
肉
細
川
明
の
伝
記
と
多
く
符
合

し
て
い
て
、
作
品
と
し
て
も
高
度
に
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き

た
。
そ
れ
で
は
、
伝
記
に
描
か
れ
る
陶
淵
明
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
な

い
、
或
い
は
矛
属
す
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
に
み
え
る
他
の
篇
は
、



な
ぜ
そ
れ
で
も
存
在
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

其
十
一
(
全
印
匂
)
に
は
陶
淵
明
に
と
っ
て
歴
史
上
の
人
物
で
あ

る
顔
回
・
栄
啓
期
が
登
場
し
、
揚
玉
孫
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。

ー
顔
生
称
為
仁
顔
生
は
仁
を
為
す
と
称
せ
ら
る
る
に

2
栄
公
一
一
一
一
口
有
道
栄
公
は
道
有
り
と
言
は
る
る
に

3
屡
空
不
獲
年
屡
空
し
く
し
て
年
を
獲
ず

4
長
飢
一
会
子
老
長
く
飢
ゑ
て
老
に
至
る

顔
回
は
仁
の
人
で
あ
る
と
孔
子
に
称
さ
れ
た
(
明
論
一
訪
問
』
確
也
〉
が
、

そ
の
一
生
は
貧
窮
の
連
続
で
天
折
し
た
(
『
論
語
』
先
進
)
。
栄
啓
期

は
隠
者
と
し
て
孔
子
に
認
め
ら
れ
た
が
、
貧
乏
な
ま
ま
歳
を
と
っ
た

〈
『
列
子
』
天
端
)
。
彼
ら
は
死
後
に
名
声
を
残
し
は
し
た
が
、
生
き

て
い
る
間
は
屈
岡
山
の
よ
う
に
や
せ
衰
え
て
い
た
。
自
分
は
生
き
て
い

る
今
を
大
切
に
し
て
、
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
自
由
で
い
た
い
。

日
裸
葬
何
必
恕
裸
葬
何
ぞ
必
ず
し
も
悪
し
か
ら
ん

山
人
当
解
其
表
人
当
に
其
の
表
た
る
を
解
す
べ
し

体
が
貴
重
な
の
は
生
き
て
い
る
関
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
た
と
え
裸
葬

を
望
ん
だ
っ
て
非
難
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
真
に
反
る
の
だ
と
い

っ
て
裸
葬
を
選
ん
だ
楊
王
孫
は
周
囲
か
ら
と
や
か
く
一
一
一
一
口
わ
れ
た
が

(
『
漢
書
h

楊
王
孫
伝
)
、
難
し
い
議
論
は
さ
て
お
き
、
白
血
を
震
い

(
H
H
)
 

た
と
い
う
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
彼
一
は
我
々
の
手
本
に
な
る
こ
と
を

知
っ
て
お
く
べ
き
だ
。
続
く
其
十
二
(
全
臼
匂
)
で
も
、
張
肇
(
『
史

記
』
張
釈
之
伝
約
載
)
・
楊
倫
(
『
後
漢
書
』
嬬
林
伝
)
と
い
っ
た
歴

史
上
の
人
物
を
出
し
て
お
い
て
か
ら
、
自
分
が
ど
う
し
た
い
の
か
を

述
べ
る
。
世
俗
に
お
け
る
真
実
か
ら
か
け
離
れ
た
ば
か
ら
し
い
噂
話

な
ど
払
い
落
と
し
て
、
ど
う
か
私
よ
、
自
分
が
患
い
定
め
た
道
を
忠

実
に
進
ん
で
く
れ
、
と
、
世
俗
へ
の
嫌
悪
を
あ
ら
わ
に
し
、
そ
の
中

で
自
分
、
が
進
む
べ
き
道
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
る
。

其
九
(
全
国
句
)
は
、
『
楚
辞
』
(
漁
父
)
を
思
わ
せ
る
一
一
一
一
口
葉
を
使

い
、
問
答
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
登
場
す
る
の
は
自
分
に
好
意
を

寄
せ
て
く
れ
て
い
る
出
父
で
、
こ
の
人
物
と
親
し
く
酌
み
交
わ
す
そ

の
態
度
は
崩
さ
な
い
ま
ま
国
父
と
自
分
と
の
考
え
方
の
違
い
を
明

躍
に
し
て
い
く
。
註
回
す
べ
き
は
、
回
父
に
違
和
を
覚
え
、
自
分
は

自
分
と
し
て
の
確
乎
た
る
気
持
ち
に
従
う
と
し
な
が
ら
、
こ
ち
ら
も

好
意
を
寄
せ
て
い
る
間
父
の
存
在
を
決
し
て
否
定
し
去
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
あ
と
り
あ
え
ず
は
楽
し
く
飲
も
う
じ
ゃ

な
い
か
、
だ
け
ど
僕
は
自
分
の
考
え
を
曲
げ
な
い
よ
、
と
結
ぶ
。
自

分
は
自
分
の
自
由
を
大
切
に
す
る
け
れ
ど
も
、
自
分
を
心
配
し
て
く

れ
て
い
る
出
父
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
絡
に
生
き
る

為
に
は
当
然
そ
う
あ
っ
た
方
が
便
利
で
あ
る
は
ず
の
考
え
方
を
十
分

に
理
解
し
つ
つ
、
し
か
し
違
和
感
を
ご
ま
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
、
自
分
に
対
す
る
立
ち
位
震
を
示
し
た
う
え
で
、
其
十
(
全
叩

(46) 



匂
)
で
は
、
古
詩
の
イ
メ
!
ジ
を
交
え
な
が
ら
過
去
の
自
分
に
つ
い

て
分
析
し
、
棄
の
生
き
方
か
ら
は
そ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
確
認
し
、

生
活
の
た
め
に
暫
く
の
辛
抱
だ
と
我
慢
し
て
い
た
の
は
際
違
い
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
職
を
辞
し
て
帰
穏
し
た
い
と
う
た
う
。

其
九
か
ら
其
十
二
に
は
、
世
間
と
い
う
も
の
に
対
す
る
違
和
感
の

な
か
で
自
分
の
本
当
の
気
持
ち
を
確
認
し
て
い
く
心
の
揺
れ
が
、

明
楚
辞
h

や
「
吉
詩
」
や
顔
昭
な
ど
と
い
っ
た
知
識
人
共
通
の
基
盤

を
支
え
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
。

其
十
一
ニ
(
全
日
句
)
に
は
二
人
の
登
場
人
物
と
解
説
者
と
が
登
場

す
る
。3

一
士
長
独
酔
一
士
は
長
く
独
り
酔
ひ

4
一
夫
終
年
程
二
六
は
終
年
程
め
た
り

片
方
は
ず
っ
と
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
ま
ま
で
、
片
方
は
い
つ
だ
っ
て
索
前
。

(
は
}

こ
の
前
者
の
あ
り
方
に
対
し
て
、

7
規
規
一
何
愚
規
規
た
る
は
一
に
何
ぞ
愚
な
る

8
冗
倣
差
若
穎
冗
倣
た
る
は
差
穎
れ
る
が
若
し

(
日
)

素
面
の
こ
せ
こ
せ
し
た
先
生
み
た
い
な
方
は
馬
鹿
な
だ
け
で
、
況
籍

の
よ
う
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
好
き
な
よ
う
に
し
て
い
る
方
が
ま
あ
少
し

は
ま
し
だ
、
と
判
定
を
下
し
た
上
で
、
一
だ
か
ら
思
う
存
分
今
を
楽
し

も
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
十
日
詩
的
享
楽
主
義
を
も
っ
て
こ
の
篇
を
結
ぶ
。

其
十
四
(
全

ω句
)
は
、
そ
の
宣
言
の
通
り
の
ふ
る
ま
い
が
記
さ
れ

て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
と
っ
く
り
片
手
に
た
ず
ね
て
く
れ
た

客
と
さ
さ
や
か
な
潜
宴
が
は
じ
ま
り
、
す
っ
か
り
い
い
気
持
ち
に
な

っ
て
な
ん
で
も
か
ん
で
も
自
由
に
言
い
合
う
。
気
の
合
う
仲
間
と
お

互
い
を
雄
認
し
あ
う
場
、
俗
世
間
か
ら
逃
れ
る
場
、
が
描
か
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
焦
り
の
裏
返
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
次
の
其

十
五
(
全
叩
句
)
に
よ
っ
て
露
呈
す
る
。
荒
れ
果
て
た
我
が
家
の
も

の
さ
び
し
さ
か
ら
う
た
い
だ
し
、
古
詩
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
時
間
が

な
い
こ
と
を
実
感
し
、
も
し
こ
こ
で
俗
世
に
対
す
る
未
練
を
断
ち
切

ら
な
け
れ
ば
、
自
分
は
自
分
の
本
来
の
心
に
照
ら
し
て
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
結
ぶ
。
今
の
状
態
を
こ
の
よ
う

に
認
識
し
、
昔
抱
い
て
い
た
理
想
と
今
の
現
実
と
の
落
差
を
苦
く
か

み
し
め
る
の
が
、
其
十
六
で
あ
る
。
志
に
燃
え
て
い
た
少
年
の
頃
か

ら
う
た
い
起
こ
し
、
そ
の
志
と
は
か
け
離
れ
た
現
在
の
み
じ
め
な
姿

を
、
「
飢
紫
よ
・
「
献
立
騒
」
・
「
悲
嵐
」
・
「
荒
草
」
と
い
っ
た
言
葉
を
使

っ
て
書
き
連
ね
る
。

9
披
褐
守
長
夜
褐
を
披
て
長
夜
を
守
る
も

印
農
難
不
背
鳴
由
民
難
肯
へ
て
鳴
か
ず

苦
し
さ
に
耐
え
な
が
ら
夜
明
け
を
待
つ
の
に
、
一
番
鶏
は
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
鳴
い
て
く
れ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
に
は
孟
公

(
後
漢
の
劉
襲
。
張
仲
蔚
を
た
だ
一
人
理
解
し
認
め
た
人
)
の
よ
う

な
理
解
者
す
ら
い
な
い
と
い
う
現
実
が
、
「
吾
情
」
を
「
臨
調
」
い
つ

(47) 



く
す
の
で
あ
る
。

分
裂
し
た
自
己
を
其
十
三
で
作
品
と
し
て
書
き
付
け
た
あ
と
、
故

人
と
の
酒
宴
に
不
安
を
ご
ま
か
し
、
今
の
状
態
に
焦
り
、
救
い
よ
う

の
な
い
絶
望
感
に
お
お
わ
れ
る
其
十
六
ま
で
、
内
に
向
か
う
激
し
い

振
一
腕
が
誠
実
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

投
八
十
七
か
ら
其
二
十
に
か
け
て
、
そ
の
よ
う
な
絶
望
の
中
で
生
き

抜
く
決
意
を
し
て
い
く
が
、
其
十
七
(
全
8
句
)
は
、
其
十
六
と
は

打
っ
て
変
わ
っ
て
爽
や
か
な
、
希
望
に
満
ち
た
描
写
で
は
じ
ま
る
。

ー
胸
蘭
生
前
庭
幽
関
前
庭
に
生
じ

2
含
窯
待
清
風
薫
を
含
み
て
清
風
を
待
つ

3
清
風
脱
然
主
清
風
説
然
と
し
て
歪
ら
は

4
兇
別
璃
文
中
稿
文
の
中
よ
り
別
た
る

気
高
く
か
ぐ
わ
し
い
臨
閥
、
が
な
ん
と
我
が
庭
に
咲
い
た
。
今
は
雑
草

に
紛
れ
て
い
る
が
、
も
し
も
清
ら
か
な
崩

J

が
さ
つ
と
吹
け
ば
匂
い
た

つ
拠
調
は
た
ち
ま
ち
他
か
ら
反
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
を
幽
欝

に
重
ね
合
わ
せ
、
わ
ず
か
な
可
能
性
に
か
け
る
決
意
を
す
る
。
其

十
八
(
金
山
勾
)
で
は
、
酒
好
き
で
貧
乏
だ
っ
た
揚
雄
(
『
漢
書
b

揚
雄
伝
)
に
自
分
を
章
一
ね
つ
つ
、
い
く
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
て
も

政
治
的
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
事
柄
に
関
し
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
こ
と

を
、
仁
者
に
は
伐
閣
に
か
か
わ
る
こ
と
は
関
わ
な
い
も
の
だ
と
一
一
出
回
っ

た
柳
下
恵
(
明
漢
叢
』
輩
仲
好
伝
)
を
連
想
さ
せ
る
措
辞
で
述
べ
る
。

其
十
九
(
全
は
勾
)
と
英
二
十
(
全
初
旬
)
は
、
と
も
に
逃
避
と
し

て
の
酒
を
う
た
う
。
其
十
九
は
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
り
、
口
過

ぎ
の
た
め
に
か
り
そ
め
に
出
仕
し
た
つ
も
り
が
、
ふ
と
気
づ
け
ば
取

り
返
し
が
き
か
な
い
ほ
ど
に
時
間
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と

嘆
く
。
情
況
に
流
さ
れ
る
が
ま
ま
に
生
き
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い

世
の
中
の
国
難
さ
を
、
揚
朱
の
嘆
(
『
准
高
子
』
説
林
訓
)
に
託
し

て
述
べ
、
こ
う
、
な
っ
た
ら

日
銭
無
揮
金
事
金
を
揮
ふ
事
無
し
と
躍
も

は
濁
酒
聯
可
侍
濁
酒
柳
か
侍
む
べ
し

疏
広
(
『
漢
盟
国
b

疏
広
伝
)
ほ
ど
に
派
手
に
飲
む
こ
と
は
で
き
な
く

て
も
、
こ
の
濁
酒
を
ひ
と
ま
ず
頼
り
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
と
、
自
分
の
不
甲
斐
な
さ
か
ら
の
逃
避
と
し
て
酒
を
手
に
す
る
。

其
二
十
は
、
伏
議
や
神
農
の
時
代
を
懐
か
し
ん
で
は
じ
ま
り
、
「
魯

中
受
」
・
「
鳳
鳥
」
・
「
礼
楽
」
・
「
抹
湖
」
・
「
詩
書
」
・
「
六
籍
」
な
ど
、

儒
学
に
直
結
す
る
一
訟
が
次
々
使
わ
れ
て
、
理
想
と
は
か
け
離
れ
て
し

ま
っ
た
現
疫
を
嘆
き
、
こ
う
な
っ
た
ら
思
う
存
分
飲
も
う
、
と
、
世

界
か
ら
逃
避
す
る
手
段
と
し
て
潜
を
手
に
す
る
。

(
は
}

「
飲
酒
二
十
首
井
序
」
に
は
、
多
く
の
典
故
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

知
識
豊
富
な
読
者
ほ
ど
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
間
淵
明
の
作
品
に
確

か
さ
を
感
じ
取
っ
た
答
で
あ
る
。
共
通
の
基
盤
に
た
つ
教
養
に
よ
っ

て
、
作
品
に
用
い
ら
れ
た
典
故
の
う
ち
の
い
く
つ
か
が
拾
い
出
さ
れ
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
が
読
ま
れ
て
い
く
。
社
ハ
五
や
其
七
の
よ
う
に
は

陶
淵
明
の
伝
記
に
直
結
し
な
い
作
品
も
、
伝
統
に
支
え
ら
れ
て
、
そ

こ
か
ら
取
り
山
則
さ
れ
る
無
数
の
素
材
に
よ
っ
て
そ
の
時
々
に
読
ま
れ
、

そ
こ
に
淵
明
的
な
る
も
の
が
一
瞬
ご
と
に
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は

伝
統
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
の
強
さ
と
い
っ
て
よ
い
が
、
伝
統

〔
日
}

に
支
え
ら
れ
る
が
故
の
弱
さ
も
あ
る
。
六
朝
持
代
に
総
じ
て
陶
淵
明

の
評
側
、
が
低
か
っ
た
原
閣
の
一
つ
と
し
て
玄
一
一
一
一
口
詩
と
の
類
似
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
用
い
る
山
内
故
の
種
類
に
よ
っ
て
評
価
が
大
き
く
変
わ

る
と
い
う
意
味
で
、
作
品
の
弱
さ
の
端
的
な
例
と
な
る
。
或
い
は
こ

れ
は
、
読
者
の
側
の
限
界
と
一
言
っ
た
方
、
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

読
者
は
つ
い
に
そ
の
読
者
の
属
す
る
世
界
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
る

こ
と
は
で
き
ず
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
の
時
空

に
い
く
ば
く
か
は
影
響
さ
れ
て
読
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。

そ
れ
は
作
品
を
読
む
こ
と
の
限
界
を
示
し
も
す
る
が
、
同
時
に
読
書

と
い
う
も
の
が
存
在
し
続
け
て
い
る
こ
と
の
根
幹
に
か
か
わ
る
大
切

な
点
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

問
、
偶
有
名
潜
i
i
i融
合
し
強
化
し
あ
う
姿

「
飲
酒
二
十
首
」
は
、
其
五
と
其
七
を
除
き
、
一
体
腕
一
篇
を
み
る

限
り
で
は
全
体
と
し
て
重
苦
し
い
気
分
に
包
ま
れ
て
い
る
。
其
一
か

一
で
は
不
安
定
な
現
実
の
姿
が
描
出
さ
れ
、
投
(
侶
か
ら
其
八
の

感
情
の
激
し
い
振
幅
の
中
で
其
五
と
其
七
に
極
め
て
絢
淵
明
的
な
静

か
な
境
地
を
結
晶
さ
せ
て
い
る
。
不
安
定
な
現
実
と
確
乎
た
る
作
品

と
い
う
対
比
を
鮮
や
か
に
提
出
し
た
あ
と
、
確
乎
た
る
作
品
が
生
み

出
さ
れ
た
現
場
に
お
け
る
激
し
い
振
幅
を
、
其
九
か
ら
其
十
六
で
誠

(
日
山
)

実
に
描
き
出
し
て
い
く
。
其
九
で
は
出
父
と
の
対
話
と
い
う
形
で
世

界
に
対
す
る
違
和
感
を
、
其
十
三
で
は
一
土
と
一
夫
に
分
裂
し
て
登

場
さ
せ
る
形
で
自
己
内
部
の
揺
れ
を
示
す
。
其
九
か
ら
其
十
二
は
こ

の
世
界
の
不
条
理
に
対
す
る
違
和
感
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
自
分
の
思
い

を
確
認
し
て
い
き
、
其
十
三
か
ら
其
十
六
は
J

凶
分
自
身
が
分
裂
し
て

い
る
こ
と
の
自
覚
と
そ
の
中
で
右
往
左
往
す
る
姿
が
描
出
さ
れ
る
。

其
十
七
と
其
十
八
で
は
そ
れ
で
も
そ
の
よ
う
な
世
の
中
老
生
き
抜
く

決
意
と
覚
悟
が
述
べ
ら
れ
、
其
十
九
と
其
二
十
は
、
右
住
左
往
す
る

自
分
や
不
安
定
な
現
実
に
対
処
す
る
為
に
酒
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ

と
し
て
結
ぼ
れ
る
。

不
安
定
な
こ
の
世
界
で
不
安
定
な
心
を
も
て
あ
ま
し
て
遼
巡
す
る

姿
が
く
ど
い
く
ら
い
に
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

は
序
に
よ
っ
て
読
者
に
予
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。

余
関
底
寡
歓
、
兼
比
夜
己
長
。
偶
有
名
一
曲
、
無
タ
不
飲
。
(
余
閑

居
し
て
歓
び
寡
く
、
兼
ね
て
比
夜
己
に
長
し
。
偶
名
酒
有
り
、
タ

と
し
て
飲
ま
ざ
る
は
無
し
。
)

た
る
閑
居
生
活
、
し
か
も
最
近
は
め
っ
き
り
夜
が
長
く
な
っ
た
。
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た
ま
た
ま
い
い
酒
、
が
手
に
入
れ
ば
夜
ご
と
飲
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

浮
か
な
い
気
分
を
紛
ら
せ
る
た
め
に
語
、
が
あ
れ
ば
飲
ん
で
し
ま
う
、

と
、
糠
を
飲
む
に
至
っ
た
事
情
、
が
記
さ
れ
た
あ
と
、

一
殿
影
独
尽
、
忽
駕
復
酔
。
既
酔
之
後
、
親
題
数
句
自
娯
。
(
影

を
顧
み
て
独
り
尽
く
し
、
忽
駕
と
し
て
復
た
酔
ふ
。
既
に
酔
ふ
の
後
、

戦
ち
数
句
を
題
し
て
自
ら
娯
し
む
。
)

自
分
の
影
だ
け
を
友
と
し
た
孤
独
な
酒
に
酔
う
た
び
に
、
数
句
ず
つ

設
聞
き
つ
け
て
ひ
と
り
悦
に
い
る
。
一
人
で
飲
ん
で
気
分
の
ま
ま
に
詩

を
書
き
付
け
た
の
が
こ
の
連
作
の
も
と
で
あ
る
、
と
、
詩
の
生
ま
れ

た
現
場
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、

紙
翠
遂
多
、
辞
無
詮
次
。
聯
命
故
人
審
之
、
以
為
歓
笑
爾
。

(
紙
嬰
遂
に
多
く
、
辞
に
詮
次
無
し
。
聯
か
故
人
に
命
じ
て
之
を
書

せ
し
め
、
以
て
歓
笑
と
為
さ
ん
の
み
。
)

ば
ら
ば
ら
な
言
葉
が
随
分
た
ま
っ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
友
人
に
清

書
し
て
も
ら
っ
て
溜
の
つ
ま
み
に
で
も
と
思
う
次
第
。
そ
れ
を
と
り

ま
と
め
て
以
下
の
作
品
が
出
来
上
が
っ
た
、
と
す
る
。

た
ま
た
ま
い
い
摺
が
手
に
入
っ
た
か
ら
、
塞
い
だ
気
分
を
な
ん
と

か
し
よ
う
と
飲
み
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
結
果
で
き
あ
が
っ
た
作
品
。
な

ん
と
も
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
あ
る
。
酔
っ
ぱ
ら
い
の
手
す
さ
び

で
あ
れ
ば
、
く
ど
く
と
り
と
め
が
な
く
て
当
然
で
あ
る
。
詩
で
延
々

と
重
ね
ら
れ
る
気
分
の
遍
歴
は
、
序
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歓
笑

の
種
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
軽
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
得
る
も
の
に

変
わ
る
。

「
飲
酒
二
十
菖
」
の
序
は
、
極
め
て
冷
静
で
あ
る
。
詩
の
本
文
が

現
実
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
安
感
を
書
き
連
ね
る
こ
と
を
、

酔
っ
ぱ
ら
い
の
戯
れ
言
と
位
置
づ
け
る
。
酔
っ
ぱ
ら
い
だ
か
ら
こ
そ

く
ど
く
ど
と
と
り
と
め
な
い
言
葉
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
照

れ
癒
し
の
言
葉
、
が
、
本
文
に
お
け
る
遼
巡
の
重
さ
を
緩
和
す
る
。
そ

し
て
ま
た
、
こ
の
二
十
首
の
連
作
が
「
故
人
」
に
よ
っ
て
編
集
し
な

お
さ
れ
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
連
作
と
し
て
清
書
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
暗
い
気
分
も
、
そ
の
中
で
一
瞬
得
ら
れ
た
満

足
も
、
飲
酒
す
る
陶
淵
明
の
世
界
と
し
て
把
捉
可
能
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
序
は
本
文
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
関

係
は
「
帰
去
来
守
辞
」
の
場
合
と
は
逆
で
、
序
に
た
ど
り
つ
く
ま
で

の
遼
巡
が
本
文
を
形
作
っ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

i
i君
当
恕
酔
人

「
飲
酒
二
十
首
井
序
」
は
、
完
成
さ
れ
た
陶
淵
明
的
世
界
で
あ
る

其
五
と
其
七
と
を
全
体
の
構
成
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
末
尾

に
震
か
な
い
。
其
五
と
其
七
は
、
不
安
定
な
現
実
を
前
に
心
が
激
し

く
動
揺
す
る
、
そ
の
狭
間
で
得
ら
れ
た
奇
跡
の
よ
う
な
一
瞬
に
う
た

わ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
不
安
定
で
暗
い
気
分



が
そ
の
後
に
延
々
と
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
茸
ハ
五
や
其
七
の
よ
う
な

境
地
が
結
論
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
悩
み
惑
う
ま
さ
に

そ
の
現
場
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
一
瞬
得
ら
れ
た
高

い
境
地
は
永
遠
に
続
か
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「
飲
酒
二
十
首
井

序
」
全
体
を
通
し
て
読
む
こ
と
と
其
五
・
其
七
だ
け
を
・
取
り
出
し
て

読
む
こ
と
と
、
二
週
り
の
読
み
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
不

安
定
と
作
品
の
安
定
と
が
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
「
飲
酒
二
十
苗
井
序
」
の
大
半
は
懐
悩
す
る
詩
人
の
現
実
を

見
せ
て
い
る
が
、
大
真
部
国
に
悩
む
中
で
、
其
二
十
の
末
尾
は
序
に

呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
そ
の
真
面
白
さ
を
茶
化
し
て
い
る
。
其
二
十

は
全
初
旬
あ
り
、
二
十
首
の
中
で
飛
び
抜
け
て
長
い
。
儒
学
の
衰
え

を
時
代
を
追
っ
て
述
べ
て
い
く
こ
の
篇
を
は
句
ま
で
で
収
束
可
能
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

日
如
何
絶
世
下
如
何
ぞ
絶
世
の
下

日
六
籍
無
一
殺
六
籍
一
と
し
て
親
し
む
無
し

今
の
世
で
儒
学
、
が
衰
え
き
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く
こ
の
部
分
ま

で
で
終
わ
っ
て
も
、
十
分
に
意
は
伝
わ
る
。

日
終
日
殺
事
走
終
日
馳
車
し
て
走
る
も

は
山
不
見
所
開
津
間
ふ
所
の
津
を
見
ず

様
観
と
走
り
由
る
人
は
い
て
も
真
撃
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
は
い
な

い
と
い
う
こ
の
部
分
ま
で
加
え
れ
ば
、
ひ
ど
い
世
の
中
に
対
す
る
批

判
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
。

げ
若
復
不
快
飲
若
し
復
た
快
飲
せ
ず
ん
ば

同
空
負
一
頭
上
巾
空
し
く
頭
上
の
巾
に
負
く

こ
こ
で
飲
ま
な
け
れ
ば
酒
飲
み
の
名
に
恥
じ
る
、
と
い
う
こ
の
二
句

、
が
加
わ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
傑
慨
の
口
調
、
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
に

み
え
る
こ
と
に
な
る
。

ゆ
但
恨
多
謬
誤
侶
だ
恨
む
ら
く
は
謬
誤
多
し

お
君
当
恕
酔
人
君
当
に
酔
人
を
恕
す
べ
し

酔
っ
ぱ
ら
い
の
言
う
こ
と
だ
か
ら
間
違
い
だ
ら
け
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
ど
う
か
ご
寛
恕
の
ほ
ど
を
、
と
い
う
最
後
の
二
句
に
よ
っ
て
、

其
二
十
は
酔
っ
ぱ
ら
い
の
愚
痴
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
句

は
其
二
十
だ
け
と
い
う
よ
り
も
二
十
首
全
体
に
か
か
っ
て
い
て
、
大

真
面
白
に
う
た
っ
て
い
る
か
に
見
え
た
こ
十
首
が
実
は
単
な
る
愚
痴

だ
っ
た
の
だ
と
規
定
さ
れ
る
。

「
飲
酒
」
と
い
う
題
と
「
序
」
と
「
君
当
恕
酔
人
」
の
旬
に
よ
っ

て
「
飲
酒
」
本
文
は
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
慎
悩
は
救
わ
れ
、

悩
み
抜
く
中
で
一
鱗
す
く
い
取
ら
れ
た
上
澄
み
の
よ
う
な
作
と
し
て

其
五
と
其
七
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
篇
に
読
み
手
が
豊
鏡
を

患
い
晃
て
し
ま
う
の
は
、
実
際
に
も
「
飲
酒
二
十
首
」
と
し
て
組
織

さ
れ
た
よ
う
な
遼
巡
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
作
だ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
其
五
し
か
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
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が
感
じ
取
る
作
品
と
し
て
の
魅
力
は
、
上
澄
み
と
し
て
す
く
い
と
ら

れ
た
部
分
以
外
の
、
実
際
に
は
読
ん
で
い
な
い
作
品
に
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
そ
れ
ら
の
作
を
読
ん
で
い
る
側
か
ら
す

れ
ば
、
二
十
普
で
繰
り
返
さ
れ
る
陶
淵
明
そ
の
人
の
イ
メ

i
ジ
、
歴

史
上
の
人
物
や
出
来
事
の
イ
メ
ー
ジ
、
一
句
一
旬
や
一
篇
一
篇
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
序
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
り
醸
し
出
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
陶
淵
明
的
な

る
も
の
の
素
材
と
し
て
提
出
さ
れ
、
そ
の
な
か
か
ら
読
者
が
そ
の

時
々
に
任
意
の
も
の
を
す
く
い
取
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
り
続
け
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
は
互
い
に
融
合
し
強
化
し
あ
い
、
分

裂
し
て
い
く
。
作
品
と
し
て
の
魅
力
は
、
そ
の
よ
う
な
中
で
い
れ
か

わ
り
つ
つ
し
か
し
確
か
な
も
の
と
し
て
克
い
だ
さ
れ
て
い
く
も
の
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

注(
1
)
本
橋
で
は
汲
省
関
関
取
本
(
明
中
華
一
向
造
善
本
』
所
収
)
を
患
本

と
し
、
適
箆
、
曾
集
本
・
湯
漢
本
・
李
公
燥
本
(
以
上
、
『
中
華
一
再
造

善
本
』
所
収
)
、
七
十

s

一
家
集
本
・
陶
制
本
(
以
上
、
明
続
修
部
庫
全
書
』

所
収
)
、
利
陶
詩
本
(
『
中
国
害
賠
蔵
版
古
籍
叢
刊
』
所
収
『
東
城
先

生
和
陶
淵
明
日
間
』
)
を
参
照
し
た
。

(
2
)
向
築
歳
入
の
枇
討
を
題
材
と
し
て
、
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

(3)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
下
定
雅
弘
「
拘
淵
明
『
飲
酒
一
一
十
蕎
』
を

ど
う
読
む
か
つ
・
」
(
陪
山
大
学
文
学
部
『
中
国
文
史
論
叢
』

問
、
ニ

O
O八
年
三
月
)
が
、
詳
細
に
か
つ
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

(
4
〉
石
田
公
道
「
掬
淵
明
司
飲
酒
、
二
十
菖
』
に
つ
い
て
」
(
北
海
道

教
膏
大
学
語
学
文
学
会
『
語
学
文
学
』
七
、
一
九
六
九
年
三
月
)
は
、
明
文

選
?
が
其
五
と
其
七
の
二
首
を
「
雑
詩
」
と
し
て
抜
き
出
し
た
こ
と
は
、

そ
れ
自
体
二
十
首
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
連
作
と
し
て
評
備
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
、
と
す
る
。

(5)
其
こ
に
「
不
頼
留
窮
節
、
百
世
当
誰
伝
」
と
あ
る
が
、
陶
淵
明
の

「
器
窮
の
節
」
と
は
「
問
問
窮
を
も
当
然
担
し
得
る
信
念
を
、
自
己
の
不

変
の
原
理
(
節
義
)
と
す
る
生
き
か
た
」
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、

松
浦
友
久
「
「
不
嬬
」
の
詩
人
i
l
l
-も
う
一
つ
の
陶
淵
明
像
」
(
早
稲

田
大
学
文
学
部
中
菌
文
学
研
究
室
『
中
間
詩
文
論
議
』

二
十
一
、
ニ

O
O
二
年
十
二
月
)
で
あ
る
。

(
6
)
同
じ
拘
留
本
の
簡
で
す
ら
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
武
井
議
幹
「
『
靖

節
先
生
集
』
に
つ
い
て
」
(
『
下
関
市
立
大
学
創
立
五
十
関
年
記
念
論

文
集
』
二

O
O七
年
一
一
一
月
)
の
調
査
に
よ
っ
て
端
的
に
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

(
7
)
『
拘
淵
明
資
料
畿
一
編
』
(
中
華
書
局
、
二

O
O四
年
再
版
)
で
概
観

で
き
る

9

(8)
大
た
正
美
「
「
欽
瀦
其
五
」
試
解
」
(
司
院
籍
・
愁
康
の
文
学
』
創

文
社
、
一
一

0
0
0年
)
な
ど
。

(9)
陶
淵
明
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
上
田
武
『
拘
掛
明
像
の
生
成
i
1
8

ど
の
よ
う
に
伝
記
は
作
ら
れ
た
か
』
(
笠
間
警
焼
、
二

O
O七
年
)
が

摺
引
に
分
析
す
る
。
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(
ぬ
)
た
と
え
ば
襲
斌
「
試
論
的
淵
明
「
飲
酒
」
二
十
首
」
(
『
諜
東
師
範

大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
、
一
九
八
六
年
第
四
期
)
、
張
志
岳
「
誤

論
的
川
淵
明
的
「
飲
酒
」
詩
」
(
恰
欝
浜
師
範
大
学
『
北
方
論
叢
』

刊
九
九
一
一
一
年
第
一
二
期
)
な
ど
。

(
日
)
第
は
句
を
「
人
当
解
意
表
」
に
作
る
の
は
李
公
燥
本
・
七
十
二
家

集
本
・
陶
樹
本
で
あ
る
。
拘
制
本
を
鹿
本
と
し
て
「
意
表
」
を
「
意

の
外
口
一
一
一
一
口
外
の
注
意
、
真
意
」
と
す
る
解
釈
は
、
楊
一
土
孫
伝
に
「
必
亡

易
吾
意
(
必
ず
苦
が
意
を
易
ふ
る
亡
か
れ
)
」
(
『
漢
書
』
巻
六
十
七
)

と
「
窓
」
の
文
字
、
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
妥
当
で
あ

る
よ
う
だ
。
設
行
需
『
陶
税
関
築
護
注
』
(
中
華
警
局
、
二

O
O一
ニ
年
)

は
汲
十
um附
泊
版
本
を
底
本
と
し
て
い
る
た
め
本
文
を
「
其
表
」
に
作

る
が
、
♂
壮
子
h

天
道
の
郭
象
注
に
「
其
寅
恒
復
意
一
一
一
一
口
之
表
(
其
の
賛

は
一
畑
一
に
謹
一
一
一
一
口
の
表
に
在
り
ご
と
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
「
其
表
、
指

楊
王
孫
之
一
一
一
一
口
外
意
」
と
、
「
意
表
」
に
作
る
場
合
と
同
じ
解
釈
を
施
し

て
い
る
。
た
し
か
に
其
十
一
は
玄
一
一
一
一
間
詩
と
共
通
す
る
一
一
言
葉
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
結
句
を
も
そ
の
方
向
で
解
釈
し
て
楊
王
孫
の
一
一
一
一
口

外
の
態
と
す
る
と
、
第
7
か
ら

ω匂
の
、
生
に
拠
点
を
お
い
た
自
一
出

の
追
究
と
の
関
に
抑
制
離
を
き
た
す
。
こ
の
部
分
は
事
ろ
よ
り
十
日
い
由

来
を
も
っ
と
忠
わ
れ
る
版
本
に
従
い
「
其
表
」
に
作
り
、
「
表
」
を
哲

学
的
意
味
で
は
な
く
「
標
準
・
手
本
」
(
「
一
一
一
老
、
衆
民
之
郁
也
。
廉
更
、

良
之
表
也
」
、
門
部
率
的
』
文
靖
紀
)
と
単
純
に
と
り
、
(
生
死
一
に
関
す
る

専
門
的
な
哲
学
論
議
は
さ
て
お
き
)
「
自
由
な
あ
り
方
の
手
本
に
な

る
」
と
解
釈
し
た
方
が
其
十
一
の
結
'
匂
と
し
て
は
よ
り
妥
当
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

(
ロ
)
「
形
影
神
」
と
同
じ
く
、
掬
淵
明
の
分
身
と
み
る
。
山
菜
嘉
埜
同
業

嘉
禁
説
陶
淵
明
飲
酒
及
擬
十
μ
詩
』
(
中
華
書
局
、
二

O
O七
年
版
、

一
四
七
寅
)
参
照
。

(
日
)
規
授
は
孔
子
を
抑
撤
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
思
わ
せ
る
語
(
『
荘
子
』

秋
水
)
、
冗
倣
は
院
籍
を
思
わ
せ
る
語
(
古
車
『
陶
靖
節
詩
護
』
に
「
拒

婚
以
酔
、
誠
冗
倣
若
穎
裁
(
婚
を
拒
む
に
酔
を
以
て
す
、
誠
に
冗
倣

穎
の
若
き
哉
)
」
と
、
既
籍
が
六
十
日
間
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
政
略
結
婚
を

免
れ
た
こ
と
と
第

8
句
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
の
に
よ

る)。

(
M
)
知
識
人
が
共
有
で
き
る
知
識
を
基
盤
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
陶
淵
間
的
が
十
分
に
組
楠
し
た
う
え
で
使
う
が
故
に
生
ま
れ
る
般

か
な
感
じ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
津
下
一
止
輩
「
陶
淵
明
の
飲
酒
詩
に
つ
い

て
」
(
『
熊
本
大
学
教
青
学
部
紀
要
』
十
二
、
一
九
六
四
年
一
一
一
月
)
。

(
日
)
釜
谷
武
士
心
「
ム
ハ
朝
に
お
け
る
拘
淵
明
評
舗
を
め
ぐ
っ
て
」
(
神
戸

大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室
『
未
名
』
二
、
一
九
八
二
年
九
月
)
参

日夜。

(
同
)
其
十
一
一
一
だ
け
で
な
く
其
九
も
自
己
の
分
裂
を
示
す
と
す
る
見
解
も

あ
る
(
祝
菊
賢
「
生
命
自
我
与
一
現
実
自
我
的
糾
葛
与
幻
化
1
1
1
陶
淵

明
「
飲
瀧
」
詩
七
首
意
象
結
構
探
索
」
『
西
北
大
学
学
報
』
哲
学
社
会

科
学
版
、
一
九
九
七
年
第
二
期
)
。
確
か
に
そ
の
宿
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
国
父
は
自
己
内
部
の
能
者
と
し
て
よ
り
も
、
よ
り
多
く
外

部
の
他
者
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
外
部

の
能
者
と
の
対
話
を
自
己
の
内
部
で
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
窮
極

で
指
容
れ
な
い
他
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
揺
が
こ
の
篇
に
お
け
る
酒
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で
あ
る
と
み
る
。

(
げ
)
「
帰
去
来
守
辞
」
の
「
序
」
は
、
「
辞
」
に
た
ど
り
つ
く
前
の
右
往

注
往
す
る
無
用
者
と
し
て
自
分
を
描
い
て
い
る
、
と
い
う
川
合
康
三

「
陶
淵
明
司
帰
去
来
今
辞
井
序
』
の
『
序
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
六
朝
学

術
学
会
報
』
九
、
二

O
O八
年
三
月
)
の
解
釈
に
よ
る
。

(
筑
波
大
学
)
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