
陶
淵
明

は
じ
め
に

「
刊
誌
貧
士
七
首
」

小
主ム
言問

「
詠
貧
土
七
首
」
は
、
陶
綿
明
の
帰
結
後
の
心
境
を
表
す
作
品
と

し
て
位
讃
づ
け
ら
れ
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
貧
士
像
は
、
掬
掛
川
明
像
の

形
成
に
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
る
。

一
詠
貧
十
一
七
首
英
一

万
族
各
有
託
万
族
各
託
す
る
有
る
に

孤
雷
同
独
無
依
孤
雲
独
り
依
る
無
し

暖
暖
空
中
滅
唆
綾
と
し
て
空
中
に
滅
し

何
時
党
余
隙
仰
れ
の
時
に
か
余
締
を
見
ん

朝
霞
徳
一
務
を
開
き

衆
鳥
相
与
に
飛
ぶ

遅
遅
と
し
て
林
を
出
づ
る
翻

未
だ
夕
べ
な
ら
ず
し
て
復
た
来
帰
す

カ
を
量
り
て
古
轍
を
守
る

衆
鼠
内
相
与
飛

避
選
出
林
誠

未
タ
復
来
帰

霊
力
守
古
轍

方自

藤

敏

出
器
不
謀
、
比
一

J

飢
室
に
寒
と
飢
と
あ
ら
ざ
ら
ん
や

知
音
仲
間
三
不
存
知
音
荷
く
も
存
せ
ず
ん
ば

己
失
何
所
悲
己
ん
ぬ
る
か
な
何
の
悲
し
む
所
、
ぞ

よ
る
べ
な
く
大
空
に
浮
か
び
、
夕
陽
の
輝
き
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
、
あ
え
か
に
消
え
て
行
く
孤
雲
。
こ
の
孤
雲
の
形
象
は
、
興

と
し
て
、
あ
る
い
は
単
な
る
穏
識
の
表
現
と
し
て
関
灘
明
が
自
ら
を

た
と
え
た
も
の
と
も
、
貧
土
の
孤
独
を
た
と
え
た
も
の
と
も
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
四
匂
の
表
現
か
ら
は
孤
雲
の

形
象
が
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
諮
り
手

の
視
線
は
、
空
に
浮
か
ぶ
震
を
見
つ
め
、
そ
れ
を
よ
る
べ
な
き
孤
雲

と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
空
中
に
治
え
て
ゆ
く
孤
雲
を
追
い
、
夕
日

の
輝
き
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
と
つ
ぶ
や
く
。
視
線
の
先

の
一
一
一
告
は
く
っ
き
り
と
し
た
形
象
と
し
て
語
り
手
に
と
ら
え
ら
れ
、
そ

の
リ
ア
ワ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
て
、
自
ら
が
よ
る
ぺ
な
き
者
で
あ
り
、

な
ん
ら
評
倍
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
孤
独
の
ま
ま
に
生
を
終
え
て
ゆ
く

(42) 



存
姦
で
あ
る
と
い
う
想
念
が
明
確
な
形
を
と
っ
て
、
語
り
手
自
身
の

姿
が
抱
擁
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
か
じ
め

明
機
な
自
己
の
認
識
が
あ
っ
て
そ
れ
が
孤
裳
の
形
象
に
託
さ
れ
て
い

る
と
い
う
単
純
な
表
現
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

朝
の
光
の
中
に
一
斉
に
飛
び
立
つ
衆
鳥
、
そ
し
て
遅
れ
て
林
を
出
、

夕
暮
れ
前
に
帰
り
来
る

J

馬
の
形
象
も
、
や
は
り
生
き
生
き
と
し
た
実

感
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
こ
に
明
る
さ
に
満
ち
た
世
界
と
自
ら

の
生
の
あ
り
方
と
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
明
確

な
自
己
認
識
が
、
自
ら
を
貧
土
で
あ
る
と
し
て
、
飢
寒
に
お
の
の
き
、

知
音
も
な
い
孤
独
の
う
ち
に
生
き
て
行
く
こ
と
な
受
け
入
れ
る
と
い

う
思
索
を
可
能
に
し
て
い
る
。

(
1〉

上
田
武
氏
、
が
、
関
淵
問
問
の
貧
窮
を

h

詠
じ
た
詩
に
つ
い
て
「
表
現
の

短
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
全
体
を
寅
く
の
は
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で

あ
る
J

と
指
檎
す
る
と
お
り
、
「
一
詠
策
士
七
首
」
も
全
体
に
わ
た
っ

て
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
、
が
横
山
癒
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
諮
り
手
の
内
な

る
未
だ
明
確
な
形
を
も
た
な
い
、
あ
る
い
は
実
感
を
有
し
な
い
意
識

や
認
識
が
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
実
感
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
志
向
し
て

明
確
な
形
を
と
ろ
う
と
し
、
世
界
が
リ
ア
リ
テ
ィ
の
層
で
構
成
さ
れ

て
ゆ
く
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
営
み
は
ま
た
語
り
手
に
意
識
や
認

識
の
明
確
化
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
な
る
展
開
を
促
し
て
ゆ
く
。
そ
う

し
た
表
現
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
作
品
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
附
例
制
問
問
の
表
現
の
つ
の
特
色
、
が
あ
る
。

月

2
)

鈴
木
修
次
氏
は
、
駒
内
灘
間
制
の
「
自
祭
文
」
に
お
い
て
、
死
を
達
観

し
て
い
な
が
ら
、
最
後
に
「
人
生
は
実
に
難
し
、
死
は
こ
れ
を
如
何

ん
せ
ん
、
あ
あ
哀
し
い
か
な
J

と
い
う
絶
望
の
表
現
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
「
観
念
と
現
実
と
の
本
質
的
矛
盾
感
情
が
、
や
は
り
示

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
自
祭

文
」
に
は
こ
の
絶
望
の
表
出
の
直
前
に
、
自
ら
の
死
の
場
額
と
、
死

に
よ
る
自
己
の
永
遠
の
消
滅
と
を
実
感
を
伴
っ
て
語
る
簡
所
が
挿
入

(3) 

さ
れ
て
い
る
の
こ
れ
は
、
死
の
遠
鏡
と
い
う
認
識
が
、
実
感
を
求
め

て
自
ら
の
死
を
検
証
し
、
そ
の
営
み
に
よ
っ
て
死
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と

と
も
に
実
存
的
な
恐
怖
感
が
立
ち
上
が
り
、
達
観
を
あ
っ
け
な
く
否

定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ニ
と
を
表
し
て
い
る
。

「
詠
貧
土
七
首
」
其
一
一
は
、
貧
土
の
こ
と
を
詠
じ
た
の
で
あ
る
と

も
読
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現

の
構
造
に
お
い
て
、
自
ら
を
貧
土
と
し
て
形
象
し
て
ゆ
く
真
撃
な
営

み
が
思
索
と
現
実
と
の
狭
間
に
鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
釈

す
る
つ
つ
ね
に
時
代
の
現
実
に
向
き
合
い
、
あ
る
い
は
対
峠
す
る
視

点
を
持
ち
、
自
ら
を
見
つ
め
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な

表
現
者
は
、
自
ら
の
視
産
を
明
確
に
し
、
時
に
実
感
を
と
も
な
っ
て

自
ら
を
形
象
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
絢
潟
明
の
文
学
も
ま
た
例
外
で

は
な
く
、
自
ら
を
貧
土
と
し
て
明
確
に
形
象
化
す
る
こ
と
は
、
不
可

(43) 



避
の
営
み
で
あ
っ
て
、
第
一
首
に
は
そ
の
過
程
が
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
の
現
実
も
は
じ
め
よ
り
客
観
的
に
存
在
し
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
と
と
も
に
明
穫
化

さ
れ
、
深
化
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
陶
端
明
が
議
士
と
し
て
極

め
て
明
確
に
自
ら
を
形
象
化
し
た
こ
と
は
、
対
極
に
時
代
の
現
実
が

間
じ
重
み
で
問
問
機
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
詠
貧
士
七
蔭
」
は
、
緊
密
な
構
成
を
持
つ
連
作
詩
と
し
て
読
ま
れ
、

第
一
世
間
は
総
序
、
第
二
首
は
作
者
自
ら
の
こ
と
を
描
い
た
も
の
と
さ

れ
、
第
三
首
以
下
が
杏
の
対
照
土
を
詠
じ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例

(
4
)
 

え
ば
、
王
璃
氏
は
、
こ
の
構
成
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
七
首
中
一
第
一

首
叙
述
貧
土
的
高
潔
与
孤
独
、
第
二
首
叙
述
自
己
的
貧
状
与
懐
抱
、

市
結
以
『
何
以
慰
吾
懐
、
頼
十
日
多
此
賢
』
。
以
下
五
一
首
寵
承
此
分
誌

十
日
代
著
名
貧
土
的
行
逃
品
徳
、
市
倍
以
搾
情
述
様
。
第
七
首
最
后
二

旬
結
以
『
誰
云
顕
窮
難
、
議
哉
此
前
修
知
、
総
結
本
詩
、
也
総
括
以

上
各
篇
要
話
。
(
七
首
の
う
ち
の
第
二
百
は
策
士
の
高
潔
さ
と
孤
独

を
述
べ
、
第
二
首
は
自
己
の
貧
窮
の
さ
ま
と
思
い
を
叙
述
し
て
「
侍

を
以
て
吾
が
懐
を
慰
め
ん
、
頼
ひ
に
古
よ
り
批
の
緊
多
し
」
と
結
ん

で
い
る
。
以
下
の
五
首
は
こ
れ
を
受
け
て
古
代
の
有
名
な
貧
土
の
行

動
と
入
品
と
を
分
け
て
諒
じ
、
そ
れ
仁
借
り
て
心
情
を
吐
露
し
思
い

を
述
べ
て
い
る
。
第
七
蓄
の
最
後
の
二
匂
は
「
誰
か
一
五
は
ん
思
窮
難

し
と
、
滋
な
る
か
な
此
の
前
修
」
と
結
び
、
こ
の
詩
を
締
め
く
く
る

と
と
も
に
諮
の
各
一
織
の
要
旨
を
総
括
し
て
い
る
。
ご
と
、
の

「
何
以
慰
吾
壊
、
頼
古
多
此
賢
」
の
勾
を
承
け
て
古
の
貧
土
の
行
動

と
品
径
と
が
一
詠
わ
れ
、
そ
こ
に
自
ら
の
患
い
を
託
し
て
い
る
と
し
、

第
七
蓄
を
全
体
の
総
結
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

「
一
詠
貧
土
七
首
」
が
、
表
面
的
に
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
な
、
ぜ
第
二
首
法

貧
土
と
し
て
の
臼
々
を
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
「
詠
貧
土
」
詩
が
二
首
で
完
結
せ
ず
、
古
の
貧
土
た
ち
を

一
詠
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
さ
ら
に
、
描
か
れ
た

貧
土
た
ち
は
、
単
に
貧
土
の
多
様
な
あ
り
方
と
し
て
羅
列
さ
れ
た
、
も

の
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
内
的
な
一
関
連
を
持
ち
つ
つ
詠
じ
ら
れ
て

い
る
の
か
。
「
一
詠
貧
土
七
首
」
を
遺
作
詩
と
し
て
読
む
場
合
に
は
、

少
な
く
と
も
以
上
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で

あ
ろ
う
っ

(44) 

拙

稿

は

、

を

拘

淵

明

が

自

ら

を

貧

土

と

し

て

形

象
化
し
て
ゆ
く
思
索
の
過
程
を
描
い
た
連
作
詩
と
解
し
、
そ
の
内
的

な
展
開
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
思
索
と
リ
ア
リ
テ
ィ

の
形
象
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ

の
孤
独
な
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

を
持
ち
つ
つ
、



ま
た
第
五
匂
か
ら
第
八
句
仁
描
か
れ
た
、
故
林
へ
の
思
い
を
い
だ
き

つ
つ
林
を
出
、
自
ら
の
カ
を
お
し
は
か
つ
て
夕
暮
れ
と
な
る
前
に
帰

り
来
る
鳥
の
形
象
か
ら
、
自
ら
の
力
を
は
か
つ
て
出
歯
に
帰
り
、
故

轍
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
が
立
ち
上
が
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い

も
の
と
し
て
飢
え
と
寒
さ
を
受
け
入
れ
て
生
き
る
貧
土
と
し
て
の
自

身
の
姿
、
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
貧
土
に
は
必
ず
つ
き
ま
と

う
で
あ
ろ
う
、
知
音
の
い
な
い
孤
独
を
も
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
意

芯
を
吐
露
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。

陶
淵
明
は
表
現
者
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
歎
き
の
葉
土
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
、
強
い
意
志
を
も
?
で
自
ら
を
嘆
か
ぬ
貧
土

(5) 

と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
大
上
正
美
氏
は
、
「
細
川
明
の

深
さ
は
、
自
己
の
種
々
相
や
自
己
を
と
り
ま
く
関
難
な
時
代
に
目
配

り
し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
(
哲
学
)
を
実
生

活
と
表
現
の
場
と
に
求
め
て
生
き
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
と
一
一
一
一
向
う
。

「
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
し
て
「
表
現
の
場
」
に
形
象
化
さ
れ
た

貧
土
の
観
念
は
、
し
か
し
、
貧
土
と
し
て
の
現
実
を
生
き
る
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
実
感
を
伴
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
実
感
は
、
現
実
の
生
の
営
み
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
伴
っ
た
思

索
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
第
…
は
貧
土
と
し
て
の
日
々
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
。

一
詠
貧
土
七
首

棲
属
と
し
て
歳
云
に
暮
れ

擁
褐
藤
前
軒
掲
を
擁
し
て
前
軒
に
曝
す

南
翻
無
選
秀
南
関
に
遺
秀
無
く

枯
篠
盈
北
鶴
枯
繰
北
爵
に
盈
つ

傾
讃
絶
余
纏
震
を
傾
く
る
も
余
漉
絶
え

鶴
議
不
見
煙
寵
を
鶴
ふ
も
壊
を
見
ず

詩
書
塞
底
外
詩
書
感
外
を
塞
ぎ

呂
田
照
不
謹
研
母
国
民
く
も
研
す
る
に
建
あ
ら
ず

関
盾
非
陳
舵
閑
居
は
陳
搬
に
非
ざ
る
も

窃
有
憧
見
一
一
一
一
口
窃
か
に
協
同
ん
の
一
一
一
一
口
有
り

向
以
慰
一
札
口
壊
何
を
以
て
一
札
口
が
壌
を
慰
め
ん

頼
古
多
此
緊
頼
ひ
に
古
よ
り
此
の
緊
多
し

吹
き
す
さ
ぶ
鼠
の
な
か
、
衣
を
抱
え
込
む
よ
う
に
し
て
背
を
臼
に

曝
す
姿
、
冬
枯
れ
の
沼
地
、
食
料
の
尽
き
た
室
内
、
日
が
傾
い
て
も

詩
憲
一
闘
を
開
く
語
り
手
の
形
象
か
ら
、
読
書
に
い
そ
し
む
貧
土
の
姿
、
が

寒
さ
と
飢
え
の
実
惑
を
と
も
な
っ
て
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
貧
土
と

し
て
の
現
実
、
生
々
し
い
実
感
、
が
、
思
索
を
促
し
て
ゆ
く
。
語
り
手

は
、
寒
さ
と
飢
え
に
迫
ら
れ
、
知
音
も
無
く
過
ご
す
日
々
を
、
孔
子

の
陳
に
お
け
る
災
難
に
較
べ
、
間
耐
震
で
し
か
な
い
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
耳
に
ふ
と
「
趨
晃
一
一
一
一
口
」
が
開
聞
こ
え
て
く
る
。
「
協
見
ニ
一
一
口
」
は
、

『
論
語
』
籍
霊
公
に
「
在
練
絶
糧
。
従
者
病
、
莫
能
興
。
子
路
溜
克
臼
、
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君
子
亦
有
窮
乎
。
君
子
閤
窮
。
小
人
窮
斯
濫
突
っ
(
陳
に
在

り
て
穫
を
絶
つ
。
従
者
病
み
て
、
能
く
興
つ
莫
し
。
子
路
協
み
見
え

て
日
は
く
、
君
子
も
亦
た
窮
す
る
こ
と
有
る
か
、
と
。
子
日
は
く
、

君
子
部
よ
り
窮
す
。
小
人
は
窮
す
れ
ば
斯
に
盤
る
、
と
。
)
」
と
あ
る

の
に
基
づ
き
、
「
君
子
亦
有
窮
乎
。
」
と
い
う
子
路
の
言
葉
を
指
す
。

多
〈
の
註
釈
が
こ
れ
を
妻
子
の
不
満
の
言
葉
と
解
し
て
い
る
。
例
え

(6) 

ば
、
鍵
斌
氏
は
、
「
与
子
機
等
疏
」
に
「
侶
侵
郡
鹿
二
伸
、
室
無
莱
婦
。

(
俗
だ
恨
む
ら
く
は
郷
に
二
伸
一
焼
く
、
室
に
茶
婦
無
き
を
。
ご
と
あ

る
の
を
挙
げ
、
「
淵
明
安
貧
楽
遊
間
無
焼
色
、
侶
妻
児
機
有
可
能
回
出

掛
明
辞
宮
部
導
致
的
厳
重
貧
器
発
過
怨
一
一
一
一
口
、
:
:
:
(
淵
明
は
貧
に
安

ん
じ
道
を
楽
し
み
恥
じ
る
様
子
も
な
い
が
、
妻
子
は
ま
ち
が
い
な
く

梢
明
が
宮
を
辞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ひ
ど
い
貧
弱
の

た
め
に
怨
み
の
こ
と
ば
を
発
し
た
に
ち
が
い
な
い
、
:
:
:
ご
と
在

し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
憧
克
一
一
一
一
口
」
す
な
わ
ち
「
君
子
亦
有
窮
乎
。
」

と
は
、
立
川
町
詩
』
に
お
い
て
は
孔
子
に
対
す
る
、
こ
こ
で
は
貧
土
と

し
て
の
語
り
手
に
対
す
る
、
存
在
の
娘
祇
に
か
か
わ
る
問
問
い
か
け
な

の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
語
り
手
の
内
な
る
他
者
の
声
と
解
釈
す
る
の

(
7〕

が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
裳
行
需
氏
が
、
「
靖
形
不
問
問
於
孔
子
在

陳
之
厄
、
侶
私
自
亦
有
子
路
慌
克
之
一
一
一
一
口
也
。
(
情
況
は
孔
子
が
練
で

進
退
に
窮
し
た
こ
と
と
は
異
な
る
が
、
ひ
そ
か
に
子
路
が
う
ら
ん
で

ま
み
え
た
持
の
一
言
葉
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
ご
と
解
す
る
の
に
従
う
。

(8) 

ま
た
、
襲
斌
氏
は
「
不
通
、
在
作
者
看
来
、
這
一
切
都
可
以
忍
受
、

思
為
古
代
国
窮
守
道
的
資
土
、
成
了
他
堅
持
隠
居
的
精
神
支
柱
。

{
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
一
切
は
壌
え
忍

ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
在
代
の
、
思
よ
り
窮
す
と
し
て
道
を

守
っ
た
賢
土
た
ち
が
、
彼
が
懸
楼
を
守
り
続
け
る
精
神
的
な
支
柱
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
)
」
と
指
摘
す
る
。
氏
の
指
摘
法
結
果
と
し
て

は
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
が
、
貧
土
の
現
実
を
諮
る
其
一
一
に
お
い
て

は
、
寒
さ
と
飢
え
、
そ
し
て
孤
独
と
い
う
現
実
が
、
生
々
し
い
実
感

を
伴
っ
て
貧
土
と
し
て
の
生
き
方
に
対
す
る
問
い
か
け
を
促
し
、
心

を
波
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
協
晃
一
一
一
一
口
」
に
対
す
る
答
え
は
観
念
の
よ
で
は
す
で
に
用
意
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
「
君
子
爵
窮
。
小
人
窮
賠
濫
実
。
い
と
答
え
れ
ば
よ

い
だ
け
な
の
で
あ
る
の
し
か
し
陶
灘
明
は
語
り
手
に
そ
の
よ
う
に
語

ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
現
実
に
対
峠
す
る
に
は
、
寒
さ
と

飢
え
、
知
音
の
無
い
孤
独
の
問
題
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
と
貧
土
を
支

え
る
道
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
か
な
実
惑
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
…
一
一
回
え
法
、
「
君
子
留
窮
」
と
い
う
一
観
念
が
生
き
生
き
と

し
た
実
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

り
一
千
は
、

(46) 

の
知
膏
と
し
て
、
彼
ら
を
詠
ず
る

こ
と
を
通
し
て
実
感
を
得
ょ
う
と
す
る
。



二
、
貧
土
の
形
象

「
詠
貧
土
七
一
首
」
に
登
場
す
る
貧
土
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
陶

淵
明
が
敬
慕
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
特
に
院
公
、
張
仲
軒
、
黄

子
廉
に
は
陶
淵
明
白
身
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
明
・
黄
文
燥
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

策
士
多
列
古
人
、
初
首
歎
今
世
之
無
知
音
、
後
六
首
追
古
人
之

有
開
調
。
志
趣
所
宗
、
以
受
厄
陳
禁
之
孔
氏
、
耕
稼
陶
漁
之
震
議
、

立
貧
土
間
大
梼
様
、
批
是
何
等
地
歩
。
就
中
枯
出
撃
門
誌
高
足
子

路
、
療
態
、
子
黄
、
作
一
斑
人
物
、
供
我
本
八
一
取
、
拾
出
草
野
諸
高

人
栄
由
良
、
斡
襲
、
裳
安
、
仲
蔚
、
作
一
斑
人
物
、
供
我
比
並
、
雑

之
以
阪
公
之
去
官
、
子
廉
之
辞
吏
、
荷
作
一
一
地
人
物
、
供
我
推
勘
。

(
『
陶
詩
析
義
』
巻
四
)

貧
土
は
多
く
古
人
を
列
し
、
初
首
は
今
世
の
知
苦
無
き
を
歎
じ
、

後
六
首
は
古
人
の
向
調
有
る
を
追
す
。
志
趣
の
宗
と
す
る
所
は
、

一
泊
を
陳
察
に
受
く
る
の
孔
氏
、
耕
稼
拘
漁
の
章
一
華
を
以
て
、
葉
土

の
両
大
梼
様
を
立
つ
。
此
は
是
れ
何
等
の
地
歩
、
ぞ
。
就
中
翠
門
の

諸
高
足
子
路
、
原
憲
、
子
寅
を
拾
出
し
、
一
斑
の
人
物
と
作
し
、

我
、
が
去
取
に
供
し
、
草
野
の
諸
高
人
栄
盟
、
斡
婁
、
震
安
、
仲
欝

を
枯
出
し
、
一
斑
の
人
物
と
作
し
、
我
が
比
並
に
供
し
、
之
に
雑

ふ
る
に
院
公
官
を
去
り
、
子
擦
の
吏
を
辞
す
る
を
以
て
、
再
び
一

班
の
人
物
と
作
し
、
我
が
推
勘
に
供
す
。

「
孔
子
・
舜
帝
」
を
築
士
の
模
範
と
し
、
コ
ナ
路
・
原
慈
・

を
挙
げ
て
自
ら
が
取
捨
す
る
と
こ
ろ
を
示
し
、
ま
た
「
栄
髪
、
斡
婁
、

裳
安
、
仲
約
制
」
を
、
挙
げ
て
自
ら
と
比
較
し
、
自
ら
に
つ
い
て
考
え
る

た
め
に
「
統
公
・
黄
子
廉
」
を
取
り
上
げ
た
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
貧
土
と
い
う
存
在
へ
の
真
撃
な
問
問
い
か

け
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
第
一
一
一
普
か
ら
第
七
首
ま
で
の
栄
愛
・
原
生

(
其
一
一
一
)
、
斡
婁
(
禁
問
)
、
衰
安
・
阪
一
公
(
其
五
)
、
張
仲
蔚
(
其

六
)
、
黄
子
簾
(
其
七
)
の
七
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
い
か
け
に
応
じ

て
こ
の
織
で
登
場
し
て
き
で
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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(
一
)
貧
賎
に
安
ん
ず
る
貧
土
i

詠
貧
土
七
首

其
一
ニ
!

栄
受
老
帯
索

欣
然
方
弾
琴

原
生
納
決
履

清
歌
暢
商
立
国

重
華
去
我
久

貧
土
世
相
尋

弊
襟
不
掩
肘

栄
愛
老
い
て
索
を
帯
び

欣
然
と
し
て
方
に
琴
を
弾
ず

原
生
一
決
一
躍
を
純
れ

清
歌
し
て
高
昔
を
暢
ぶ

重
華
我
を
去
る
こ
と
久
し
く

貧

土

世

棺

尋

ぐ

弊
襟
射
を
掩
は
ず



常
に
臨
む
に
乏
し

に
軽
哀
を
襲
ふ
を
忘
れ
ん
や

荷
く
も
得
る
は
欽
ぶ
所
に
非
ず

賜
や
徒
ら
に
能
く
弁
明
す

乃
ち
吾
、
が
心
を
兎
ず

「
此
賢
」
と
し
て
先
ず
登
場
す
る
の
は
栄
啓
期
と
原
震
で
あ
る
つ

り
子
は
栄
幣
期
や
藤
議
の
知
者
と
し
て
彼
ら
の
心
を
・
生
き
生
き
と

描
き
出
す
。
栄
啓
期
は
、
「
飲
酒
一
一
十
首
」
其
二
に
「
九
十
行
帯
索
、

飢
寒
況
当
年
(
九
十
行
ゆ
く
索
を
帯
び
、
飢
寒
況
や
当
年
を
や
ご
と
、

ま
た
其
十
一
に
は
「
栄
公
一
一
一
一
口
有
道
。
:
・
:
長
飢
歪
於
老
。
難
印
間
身
後

名
、
…
生
亦
枯
楠
。
(
栄
公
有
道
と
一
一
一
一
悶
は
る
。
:
:
:
長
飢
老
に
至
る
の

身
後
の
名
を
欝
む
と
雌
も
、
…
生
亦
た
枯
橋
す
。
)
」
と
克
え
、
飢
紫
、

の
中
で
老
い
た
人
物
、
名
を
残
し
た
も
の
の
一
生
や
つ
れ
は
て
て
い

た
者
と
し
て
掛
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
其
三
の
栄
啓
期
は
、

『
列
子
』
天
瑞
に
「
孔
子
遊
於
太
山
、
見
栄
限
切
期
行
乎
蝉
之
野
。
鹿

袋
帯
索
、
鼓
琴
而
歌
。
(
孔
子
太
山
に
遊
び
、
栄
啓
期
の
搬
の
野
を

行
く
を
見
る
。
鹿
諜
に
し
て
索
を
帯
び
、
琴
を
鼓
し
て
歌
ふ
。
ご
と

あ
る
の
を
踏
ま
え
、
貧
窮
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
欣
然
と
貧
賎
に
安
ん

ず
る
貧
土
と
し
て
描
か
れ
、
飢
寒
、
枯
椅
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
一

切
無
い
。
原
窓
も
ま
た
破
れ
た
履
き
物
で
、
の
び
の
び
と
高
頒
を
歌

っ
て
お
り
、
や
は
り
貧
賎
に
安
ん
ず
る
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
つ

待
得
非
所
欽

賜
也
徒
能
弁

に
展
開
さ
れ
て
い
た
寒
さ
と
飢
え
は
、
こ
の
其
一
一
一
で

は
直
接
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
っ
「
弊
諜
不
掩
肘
、
繋
薬
常
乏
掛
(
弊

襟
射
を
掩
は
ず
、
繋
畿
内
常
に
酪
む
に
乏
し
ご
の
二
匂
は
寒
さ
と
訟

え
の
存
在
を
積
一
不
す
る
が
、
直
接
「
鋲
寒
」
を
指
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
貧
窮
の
意
味
合
い
が
強
い
。

其
三
に
は
、
「
重
翠
去
我
久
(
重
華
我
を
去
る
こ
と
久
し
ご
、
「
乃

不
見
吾
心
(
乃
ち
寄
が
心
を
晃
ず
)
の
二
匂
に
一
人
称
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
拘
税
関
の
こ
う
し
た
一
人
称
の
使
用
に
つ
い
て
は
大
立
智

砂
子
雨
が
、
「
作
中
人
物
の
視
点
か
ら
そ
の
人
の
感
情
ま
で
を
も
詠

じ
る
こ
と
に
よ
号
、
人
物
の
感
情
を
よ
り
リ
ア
ル
に
措
き
だ
し
た
詩

と
な
っ
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
語
り
手
は
知

音
と
し
て
貧
土
の
心
を
諮
り
、
貧
に
安
ん
ず
る
彼
ら
の
姿
、
が
実
惑
を

伴
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
つ
そ
し
て
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
が
諮
り
手
に
新

た
な
思
索
を
促
し
、
栄
啓
期
、
原
憲
と
い
う
貧
に
安
ん
じ
た
貧
土
を

支
え
て
い
る
錨
儲
観
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
を
可
能
に
し
て
い
る
。

貧
窮
の
う
ち
に
あ
っ
て
欣
然
と
し
て
い
る
栄
啓
態
と
原
慈
の
心
を

向
が
支
え
て
い
る
の
か
。
彼
ら
は
、
「
山
一
塁
お
襲
軽
装
、
笥
得
非
所
欽

(
設
に
軽
装
を
襲
ふ
を
忘
れ
ん
や
、
荷
く
も
縛
る
は
欽
ぶ
所
に
非

す
ご
と
述
べ
る
つ
し
か
し
、
上
等
な
衣
服
を
着
た
い
と
は
思
う
も

の
の
、
正
し
く
な
い
や
り
か
た
で
手
に
入
れ
る
こ
と
を
求
め
な
い
と

い
う
こ
と
と
、
の
う
ち
に
あ
り
怠
が
ら
の
び
の
び
と
高
額
を
歌

ま
た

(48) 



う
姿
と
の
簡
に
は
径
庭
、
が
あ
る
。
路
震
は
「
賜
也
徒
能
弁
、
乃
不
見

苦
心
(
賜
や
徒
ら
に
能
く
弁
、
す
、
乃
ち
吾
、
が
心
を
見
ず
)
」

の
み
で
、
そ
れ
以
上
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。

(
二
)
道
義

i
詠
貧
土
七
首

其
四

i

貧
に
安
ん
じ
て
賎
を
守
る
者

十
は
よ
り
斡
婁
有
り

好
爵
一
五
山
は
栄
と
せ
ず

厚
鍛
一
告
は
酷
い
ず

二
同
一
寿
命
尽
き

弊
服
仇
ほ
周
ね
か
ら
ず

出
認
に
其
の
様
を
知
ら
ざ
ら
ん
や

道
に
非
、
ず
放
に
憂
ひ
無
し

従
来
将
に
千
載
な
ら
ん
と
す
る
も

未
だ
復
た
斯
の
俸
を
克
ず

朝
に
仁
義
と
与
に
生
く
れ
ば

タ
ベ
に
死
す
と
も
借
慌
た
何
を
か
求
め
ん

(
葉
自
)

に
登
場
し
た
栄
一
野
期
と
原
憲
は
、
「
安
貧
…
守
綾
者
」
で
あ
っ
た
。

一
語
り
手
は
其
問
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
彼
ら
と
向
じ
く
貧
賎
に
安
ん

じ
た
貧
十
日
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。
貧
践
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
可
能

弊 一
m~ 
{J'J 

j脅

非
道
故
無
愛

従
来
将
千
載

タ
死
復
何
求

に
す
る
も
の
へ
の
問
問
い
か
け
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

斡
饗
は
そ
の
問
い
か
け
に
応
じ
て
登
場
し
、
生
き
生
き
と
・
自
ら
を

諮
る
。
「
五
榔
先
生
伝
」
諮
問
に
「
斡
婁
有
}
一
一
一
問
。
不
成
威
子
貧
賎
、
不

汲
汲
子
憲
賞
。
其
一
一
一
一
口
滋
若
人
之
儒
乎
。
(
斡
婁
に
一
一
一
一
口
有
り
。
貧
賎
に

か
く
の
ご
と

戚
戚
た
ら
ず
、
富
震
に
汲
汲
た
ら
ず
、
と
。
其
れ
弦
れ
若
き
人

の
俸
を
一
世
間
ふ
か
。
ご
と
あ
る
。
ま
た
、
明
列
女
伝
』
巻
二
に
は
、
料
約

婁
の
妻
が
曾
子
に
答
え
た
「
抵
ハ
妻
臼
、
替
先
生
君
営
問
欲
授
之
政
、
以

為
留
相
、
辞
部
不
為
、
回
定
有
余
賓
也
。
君
嘗
…
賜
之
葉
一
一
…
十
鍾
、
先
生

辞
部
不
受
、
建
有
余
富
也
。
彼
先
生
者
、
甘
天
下
之
淡
妹
、
安
天
下

之
卑
位
。
不
滅
成
於
貧
賎
、
不
併
析
於
{
高
費
。
求
仁
市
得
仁
、
求
義

部
得
議
。
其
謡
為
康
、
不
亦
宣
乎
。
(
其
の
妻
臼
は
く
、
北
問
先
生
君

嘗
て
之
に
政
を
授
け
て
、
以
て
極
相
と
為
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
辞
し

て
為
ら
ざ
る
は
、
是
れ
余
賓
有
れ
ば
な
り
。
君
嘗
て
之
に
葉
一
一
一
十
鍾

を
賜
は
ら
ん
と
す
る
も
、
先
生
辞
し
て
受
け
ざ
る
は
、
是
れ
余
富
有

れ
ば
な
り
。
後
の
先
生
は
、
天
下
の
淡
昧
を
甘
し
と
し
、
天
下
の
卑

位
に
安
ん
ず
。
貧
賎
に
戚
戚
た
ら
ず
、
富
貴
に
折
折
た
ら
ず
。
仁
を

求
め
て
仁
を
得
、
義
を
求
め
て
義
を
得
た
り
。
茸
ハ
の
認
し
て
康
と
為

す
は
、
亦
た
宜
し
か
ら
ず
や
、
と
。
ご
と
い
う
一
言
葉
を
載
せ
て
い
る
。

「
安
貧
守
践
者
(
貧
に
安
ん
じ
賎
を
守
る
者
)
」
と
は
、
こ
の
「
不
威

威
子
貧
賎
(
貧
賎
に
域
威
た
ら
ず
)
」
を
指
し
、
「
好
爵
吾
不
栄
、
厚

鎮
五
口
不
醗
(
好
爵
五
回
は
栄
と
せ
ず
、
厚
鎖
五
口
は
酬
い
ず
)
」
は
、
鮎
灼

(49) 



婁
が
間
相
を
辞
し
た
こ
と
、
一
十
鍾
を
辞
退
し
た
こ
と
を
い
う
。

爵
位
も
食
物
の
贈
り
物
も
辞
退
し
、
貧
賎
に
安
ん
じ
た
人
生
の
行

き
着
く
先
、
が
遺
体
を
覆
う
満
足
な
布
も
な
い
憐
れ
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
は
貧
賎
に
安
ん
ず
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
語
り
手
は
勲
婁
の
迎
え
た
死
の
姿
を
実
感
し
つ
つ
、

彼
の
心
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
「
非
道

(
道
に
非
ず
ご
、
す
な
わ
ち
貧
賎
は
時
の
否
泰
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
自
ら
仁
と
義
を
守
り
行
う
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
で

(
山

W
V

あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
仁
を
求
め
て
仁
を
得
、
義
を
求
め
て
義
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
貧
賎
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ

る
、
と
粉
饗
は
一
一
一
一
日
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
栄
啓
期
、
原
慈
、
治
婁
が

貧
賎
に
安
ん
じ
て
い
た
所
以
、
策
士
を
支
え
て
い
る
道
義
が
、
実
感

を
伴
っ
て
明
か
さ
れ
て
ゆ
く
。
「
朝
与
仁
義
生
、
タ
死
復
何
求
」
と

い
う
高
ら
か
な
笈
一
一
一
一
口
の
ご
句
に
は
、
語
り
手
の
確
信
と
そ
れ
を
得
た

喜
び
が
確
か
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

道
義
そ
守
り
、
貧
賎
に
安
ん
じ
て
死
ん
で
い
っ
た
斡
婁
の
生
き
生

き
と
し
た
形
象
に
よ
っ
て
、
一
訪
問
り
手
は
ま
た
思
索
を
促
さ
れ
、
自
ら

が
菌
閉
し
て
い
る
如
何
と
も
し
が
た
い
飢
寒
と
道
義
と
の
関
係
に
対

す
る
問
問
い
か
け
を
発
す
る
こ
と
と
な
る
の

(
一
一
一
)
飢
寒
と
道
義

i
一
詠
黄
土
七
首

其
五

i

こ
れ
ま
で
に
登
場
し
た
栄
警
器
、
療
憲
、
数
婁
誌
、
貧
ト
ナ
ム
が
遊
ぜ

る
こ
と
の
で
き
な
い
寒
さ
と
相
飢
え
の
現
実
と
道
義
と
の
開
術
館
乙
つ
い

て
は
一
言
も
語
つ
て
は
い
な
い
。
古
お
貧
土
誌
い
か
に
凱
寒
に
対
し

た
の
か
っ
道
義
と
の
関
係
法
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ

の
問
問
い
か
け
に
応
じ
て
登
場
す
る
の
が
裳
安
と
託
公
で
あ
る
。

震
安
門
積
雪
蓑
安
開
け
に
覆
雪
あ
る
も

議

然

不

可

子

濯

然

と

し

べ

か

ら

ず

と

す

院
公
見
銭
入
院
公

郎
日
棄
放
ハ
{
関
節
目

努
麓
有
常
損

採
笠
口
足
朝
餐

所
懐
非
飢
謀
、

選
勝
無
威
顔

銭
の
入
る
を
見

其
の
{
呂
を
棄
つ

も
常
議
寄
れ
ノ

採
宮
も
朝
餐
に
定
る

(50) 
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家
皆
捻
雪
出
、
有
乞
食
者
。
一
宇
一
裳
安
門
、
無
有
行
路
。
謂
安
己
死
、

令
人
除
雪
入
戸
、
見
安
一
櫨
臥
。
間
侍
以
不
出
。
安
田
、
大
雪
人
皆
餓
、

一
小
笠
千
人
。
令
以
為
賢
、
挙
為
孝
療
。
(
時
に
大
い
に
雪
ふ
り
、
地

に
積
も
る
こ
と
丈
余
な
り
。
洛
陽
の
令
身
ら
出
で
て
案
行
し
、
人
家

山
首
雪
を
斡
き
て
出
で
、
食
を
乞
ふ
者
有
る
を
見
る
。
襲
安
の
門
に
至

れ
ば
、
行
路
脊
る
こ
と
無
し
。
安
己
に
死
す
と
謂
ひ
、
人
を
し
て
雪

を
除
き
て
戸
に
入
ら
し
む
れ
ば
、
安
の
僅
臥
す
る
を
見
る
の
問
ふ
、

何
を
以
て
出
で
ざ
る
、
と
。
安
臼
は
く
、
大
い
に
雪
ふ
り
人
皆
餓
ャ
つ

れ
ば
、
宜
し
く
人
に
千
む
べ
か
ら
ず
、
と
。
令
以
て
緊
と
為
し
、
挙

げ
て
孝
廉
と
為
す
。
)
」
と
あ
る
褒
安
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
。

こ
の
一
一
旬
は
、
襲
安
が
自
ら
飢
え
と
寒
さ
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
食

糧
を
入
に
求
め
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
。
「
遊
然
」
は
、
生
死
を
超

越
し
て
平
然
と
し
て
い
る
様
子
を
表
す
と
解
釈
す
る
。
彼
は
入
、
が
皆

飢
え
て
い
る
と
き
に
自
ら
が
食
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
寒

さ
と
飢
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
一
死
を
も
受
け
入
れ
平
然
と
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
限
公
は
、
一
道
な
ら
ぬ
銭
、
が
入
っ
て
く
る
の
を

見
る
と
、
郎
日
d

憶
を
捨
て
て
去
り
、
あ
っ
さ
り
と
飢
寒
の
生
活
を
受

け
入
れ
た
。
二
人
は
た
だ
道
義
を
守
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
飢

寒
を
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
死
を
も
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

第
五
匂
か
ら
第
十
句
は
、
語
り
手
の
知
音
と
し
て
の
一
一
一
一
回
葉
と
も
、

裳
安
あ
る
い
は
限
公
の
一
一
言
葉
と
も
読
め
る
。
語
り
手
、
が
知
音
と
し
て

彼
ら
の
心
を
諮
り
、
披
我
の
区
別
、
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

其
五
で
は
、
飢
謀
、
と
道
義
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

第
五
句
か
ら
第
十
匂
の
貧
富
と
道
義
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
飢
寒
と

の
関
係
を
本
に
し
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
如
何
と

も
し
、
が
た
い
飢
寒
に
駆
ら
れ
て
富
貴
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
直
ち

に
権
力
や
欲
望
の
連
鎖
の
構
造
の
う
ち
に
身
を
霞
く
こ
と
に
な
り
、

飢
寒
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
人
と
し
て
守
る
べ
き
道
義
も

時
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
丸
道
義
を
守
り
貧
践
に

甘
ん
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
道
義
は
守
れ
る
に
し
て
も
如
何
と
も
し
、
が

た
い
飢
寒
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
貧
富
常
交
戦

(
貧
富
常
に
交
ご
も
戦
ふ
ご
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
単
に
貧
賎
と

富
賓
と
が
心
の
中
で
常
に
争
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

飢
寒
を
懐
れ
る
閉
山
り
、
こ
の
対
立
の
構
造
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
襲
安
と
院
公
は
、
飢
寒
で
は
な
く
道
義
を
守
れ
な
く
な
る
こ

と
を
健
れ
、
飢
寒
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
死
も
自
ら
の
う
ち
に
受
け

入
れ
て
平
然
と
貧
賎
に
安
ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
量
力
守
合
轍
、

山
一
丘
一
小
寒
与
飢
(
カ
を
量
り
て
古
轍
を
守
る
、
山
一
旦
に
寒
と
飢
と
あ
ら
ざ

ら
ん
や
)
」
(
其
二
と
い
う
観
念
、
が
、
衰
安
と
続
公
の
形
象
に
よ
っ

て
実
感
を
も
っ
て
己
の
う
ち
に
自
覚
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
英
五
で
あ
る
。
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(
四
〉
知
立
田

i
一
詠
貧
士
七
首

其

設
(
一
に
お
い
て
、
「
知
音
荷
不
存
、
己
会
何
一
昨
悲
(
知
音
荷
く
も

存
せ
ず
ん
ば
、
己
ん
ぬ
る
か
な
何
の
悲
し
む
所
、
ぞ
)
」
と
、
貧
土

に
知
音
は
い
な
い
も
の
と
諦
め
、
悲
し
む
ま
い
と
し
て
い
た
語
り
手

は
、
自
ら
の
ご
と
き
貧
土
に
お
け
る
知
音
の
存
在
の
可
能
性
に
つ
い

て
問
い
か
け
る
。
張
仲
蔚
は
、
こ
の
問
い
か
け
に
応
じ
て
登
場
す
る
。

仲
蔚
愛
窮
印
刷
仲
蔚
窮
居
を
愛
し

繰
宅
宇
一
語
蓬
宅
を
繰
り
て
蕎
蓬
を
生
ず

騒
然
絶
交
遊
齢
制
然
と
し
て
交
遊
を
絶
ち

賦
詩
頗
能
主
詩
を
賦
す
る
こ
と
頗
る
能
く
工
な
り

挙
世
無
知
者
世
を
挙
げ
て
知
る
者
無
く

止
有
一
劉
襲
、
止
だ
一
例
制
襲
有
り

此
土
胡
独
然
此
の
士
拐
ぞ
独
り
然
る

突
出
竿
所
問
実
に
同
じ
く
す
る
所
平
な
る
に
出
る

介
一
場
安
其
業
介
震
と
し
て
其
の
業
に
安
ん
じ

所
楽
非
窮
通
楽
し
む
所
は
窮
過
に
非
ず

人
事
間
以
拙
人
事
臨
よ
り
以
て
拙
な
る
も

聯

得

長

相

従

柳

か

長

く

相

従

ふ

を

得

ん

(

其

六

)

劉
一
畿
に
つ
い
て
は
、
「
飲
酒
二
十
蕗
」
其
十
六
に
お
い
て
「
益
公

不
在
弦
、
終
以
臨
綿
密
情
(
孟
公
弦
に
在
ら
ず
、
終
に
以
て
五
日
が
情
を

臨
調
ふ
ご
と
詠
じ
、
自
ら
を
張
仲
蔚
に
な
ぞ
ら
え
、
孟
公
(
劉
襲
V

の
ご
と
き
知
音
、
が
い
な
い
悲
し
み
を
吐
露
し
て
い
る
。

両
詩
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
自
ら
の
住
居
(
「
窮
態
」

l
「
鯨
躍
己
、

局
踏
を
覆
う
雑
草
(
「
繰
宅
生
麓
蓬
」
j
「
荒
革
、
投
前
庭
」
V

、
世
と

交
わ
り
を
絶
っ
て
い
る
こ
と
(
「
磐
然
絶
交
遊
」

i

「
家
人
事
」
)
、

好
む
も
の
(
「
八
パ
駕
安
其
業
」

i
「
瀞
好
在
六
経
」
)
と
い
っ
た
共
通

の
部
分
を
持
つ
つ
一
諮
り
手
は
、
張
伸
蔚
の
世
界
を
自
ら
の
世
界
に
一
重

ね
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
欽
瀦
二
十
首
」
其
十
六
に
は
、
「
飢
寒
飽
所
経
(
飢
寒
経
し
所
に
飽

く
ご
と
、
絶
え
間
な
い
鋲
え
と
寒
さ
の
描
写
と
一
知
者
が
存
在
し
な

い
こ
と
へ
の
歎
き
が
表
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
其
六
に
は
す

で
に
解
決
さ
れ
て
い
る
飢
寒
に
関
す
る
表
現
は
な
く
、
た
だ
知
音
で

あ
る
劉
襲
、
の
存
寵
が
諮
ら
れ
て
い
る
。

世
俗
と
の
交
り
を
絶
ち
主
が
ら
も
知
音
が
存
在
し
、
貧
賎
に
安
ん

じ
て
詩
を
賦
す
る
こ
と
を
楽
し
み
と
し
て
生
き
る
張
伸
蔚
の
姿
誌
、

諮
り
手
自
身
と
重
ね
ら
れ
そ
の
理
想
の
姿
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
つ
「
聯
得
一
長
抑
制
従
(
聯
か
長
く
楕
従
ふ
を
得
ん
ど
の
句
法
、
張

伸
節
へ
の
深
い
敬
慕
の
憶
と
と
も
に
、
貧
土
に
お
け
る
知
者
の
符
在

の
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
よ
ろ
こ
び
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ
る
。
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(
五
)
罰
窮
の
節

ー
詠
貧
土
七
首

其
七

i

黄
土
を
支
え
る
道
義
、
如
何
と
も
し
、
が
た
い
飢
寒
、
知
昔
、
心
を

波
立
た
せ
て
い
た
問
題
は
、
お
の
策
士
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
形

象
と
自
ら
の
思
索
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
最
後

に
語
り
手
は
「
協
児
一
一
一
一
口
」
に
対
す
る
「
君
手
間
よ
り
窮
す
」
と
い
う

観
念
の
実
感
を
得
よ
う
と
し
て
、
諮
り
手
自
ら
の
分
身
の
ご
と
き
貧

で
あ
る
黄
子
廉
を
登
場
さ
せ
る

Q

昔
在
黄
子
簾
北
田
在
黄
子
廉

弾
冠
佐
名
州
廷
を
弾
き
て
名
州
に
佐
た
り

…
朝
辞
吏
帰
一
朝
吏
を
辞
し
て
帰
り

清
貧
略
難
儀
清
貧
略
ぼ
傍
ひ
難
し

年
飢
感
仁
妻
年
飢
ゑ
て
感
ず
仁
妻
の

泣
沸
向
我
流
泣
悌
我
に
向
か
ひ
て
流
す
に

丈
夫
縦
有
志
丈
夫
志
有
り
と
縦
も

間
為
児
女
憂
悶
よ
り
児
女
の
為
に
憂
ふ

恵
孫
二
階
歎
恵
孫
一
た
び
寝
歎
し

供
贈
寛
莫
鱗
娯
贈
寛
に
掛
ゆ
る
莫
し

誰
云
出
窮
難
誰
か
云
ふ
間
関
窮
難
し
と

遊

哉

此

前

情

逝

な

る

か

な

此

の

前

椅

(

其

七

)

黄
子
廉
は
、
名
高
い
州
の
補
佐
官
と
な
っ
た
が
、
朝
、
官
を
辞

し
、
類
な
き
赤
貧
の
生
活
を
送
り
飢
え
に
迫
ら
れ
も
一
授
を
流
す
妻
一

に
心
動
か
し
、
児
女
の
た
め
に
憂
え
て
い
た
、
と
い
う
。
「
験
矯
寛

莫
醗
(
腕
贈
必
死
に
麟
ゆ
る
莫
し
)
」
の
匂
は
、
手
厚
い
贈
り
物
に
そ

っ
ぽ
を
、
向
い
て
拒
絶
し
た
と
も
解
釈
さ
れ
る
が
、
「
有
会
市
作
」
に

お
い
て
、
礎
来
の
食
の
故
事
を
引
き
、
「
常
盤
悶
粥
者
心
、
深
念
蒙
挟

非
。
嵯
来
何
足
存
、
徒
没
空
自
選
(
常
に
粥
者
の
心
を
善
し
と
し
、

深
く
蒙
挟
の
非
を
念
ふ
。
犠
来
侍
ぞ
荏
し
む
に
足
ら
ん
、
徒
ら
に
没

し
て
空
し
く
自
ら
還
す
の
み
ご
と
詠
じ
、
粥
を
惑
も
う
と
し
た
賠

数
の
心
を
嘉
し
、
非
礼
な
「
暖
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
許
さ
ず
施
し

を
拒
絶
し
て
死
を
選
ん
だ
蒙
挟
者
を
非
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺

わ
れ
る
よ
う
に
、
黄
子
廉
は
手
厚
い
贈
り
物
を
す
る
者
の
心
を
嘉
し
、

(
日
}

感
謝
し
つ
つ
も
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

黄
子
廉
は
、
飢
寒
の
な
か
で
苦
し
む
妻
子
に
心
を
動
か
し
憂
え
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
厚
い
贈
り
物
に
対
し
て
は
、
贈
る
棺
手

に
感
謝
し
つ
つ
も
あ
く
ま
で
受
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
語
り
手

自
ら
の
分
身
の
よ
う
な
そ
の
姿
、
が
、
極
貧
の
う
ち
に
あ
っ
て
飢
寒
に

苦
し
み
、
ま
た
妻
子
の
こ
と
に
心
を
動
か
し
、
あ
る
い
は
憂
え
つ
つ
、

道
義
を
守
り
続
け
て
い
こ
う
と
す
る
、
そ
の
一
切
を
自
ら
の
あ
り
よ

う
と
し
て
お
の
れ
の
う
ち
に
受
け
入
れ
た
生
き
方
を
強
い
け
ソ
ア
ワ
テ

ィ
と
と
も
に
現
前
さ
せ
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
れ
を
国
窮
の
節
と
呼

び
、
吉
の
貧
土
た
ち
は
そ
れ
を
誰
も
難
し
い
こ
と
と
は
一
一
一
一
口
わ
な
か
っ

(53) 



た
、
と
諮
り
、
貧
土
で
あ
る
自
ら
の
あ
り
方
と
し
て
実
感
を
伴
っ
て

自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
一
詠
貧
土
七
普
」
は
、
部
窮
の
節
、
が
ど
の
よ
う
に
実
感
を
伴
っ
て

獲
得
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
ま
た
鮮
や
か
に
示
し
た

連
作
詩
で
あ
る
。

訪
問
り
手
は
、
飢
寒
と
知
音
の
な
い
孤
独
の
中
で
道
義
を
守
る
、
悲

し
ま
ぬ
貧
土
と
し
て
自
ら
を
形
象
化
し
、
貧
土
と
し
て
の
日
々
を
諮

る
。
す
る
と
そ
の
現
実
が
自
ら
の
あ
り
方
に
対
す
る
懐
疑
を
抱
か
せ
、

七
人
の
貧
土
た
ち
が
懐
疑
に
応
じ
る
よ
う
に
生
き
生
き
と
し
た
形
象

を
伴
っ
て
登
場
し
、
貧
践
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
支
え
る
道
義
、
部
川
寒

と
道
義
、
知
音
の
存
在
に
つ
い
て
諮
っ
て
ゆ
く
。
其
七
の
黄
子
療
は

陶
郡
明
の
分
身
と
し
て
登
場
し
、
飢
寒
に
苦
し
み
、
妻
子
を
憂
い
つ

つ
道
義
を
守
り
続
け
る
こ
と
を
自
ら
の
あ
り
よ
う
と
し
て
、
一
切
を

受
け
入
れ
た
生
き
方
を
現
前
さ
せ
て
お
り
、
語
り
手
は
そ
れ
を
溜
窮

の
節
と
し
て
自
覚
し
、
自
ら
を
捉
え
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

陶
判
例
明
は
、
常
に
時
代
の
現
実
に
向
き
合
い
、
対
峠
し
、
自
ら
を

見
つ
め
て
位
置
づ
け
、
そ
し
て
保
ち
続
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
詩
人
で

あ
る
。
「
一
称
策
士
七
首
」
に
お
い
て
も
、
自
ら
を
貧
土
と
し
て
明
確

に
形
象
化
し
て
佼
震
づ
け
、
保
ち
続
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
過
程
が
、

観
念
、
が
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
、
リ
ア
リ
テ

ィ
が
思
索
を
促
す
と
い
う
構
造
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
観
念
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
に
お
い

て
、
自
ら
の
あ
り
方
あ
る
い
は
社
会
に
対
す
る
態
度
を
明
確
化
し
て

ゆ
く
と
い
う
表
現
の
営
み
は
、
陶
判
例
間
約
の
作
品
の
多
く
に
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
彼
の
表
現
を
根
抵
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
拙
議
で

は
、
「
詠
貧
士
七
首
」
を
一
取
り
上
げ
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。

注
(1)
上
回
以
武
「
掬
説
明
に
お
け
る
貧
窮
の
意
味
」
右
中
間
関
文
化
b

五
閉

一
九
九
二
)

(
2
)
鈴
木
修
次
「
脅
威
・
況
籍
か
ら
蹄
潟
明
へ
i

矛
庸
感
矯
の
文
学
的
処

理
に
お
け
る
三
つ
の
翠
l
」
(
時
中
国
文
学
報
』
一
八
一
九
六
三
)

(3)
「
自
祭
文
」
に
「
廓
今
己
減
、
慨
一
品
一
周
己
、
超
。
不
封
不
樹
、
門
口
月
遂
議
。
」

と
あ
る
。

(
4
)
王
瑠
編
注
明
陶
淵
明
襲
h

(

作
家
出
版
社
…
九
五
六
)
八
七
員

(
5
)
大
上
正
英
著
明
続
鱗
・
欝
療
の
文
学
』
(
創
文
社
二

ooov

一一一二七一興

(
6
)
饗
斌
欝
ぷ
例
制
州
問
問
築
校
一
議
』
(
上
海
古
一
籍
出
版
社
一
九
九
六
)

一
一
二
五
一
員

(
7
)
裳
行
需
蕃
嘉
一
細
川
明
築
謹
一
注
h

(

中
薬
害
周
二

O
O
一一一)一三ハ

(8)
饗
斌
著
吋
隣
灘
明
転
論
』
(
華
東
師
範
大
学
出
版
社
二

0
0

(54) 



一
八
一
一
員

(
9
)
大
立
智
砂
子
「
絢
制
明
の
奴
託
詩
に
お
け
る
一
人
称
表
現
i

詠
史
詩

お
よ
び
『
形
影
神
』
を
中
心
と
し
て
!
」
(
明
中
間
文
学
研
究
』
三
三

二
O
O七
)

(
玲
)
『
論
一
語
』
良
仁
「
貧
与
段
差
人
之
一
昨
恕
也
。
不
以
其
道
得
之
、
不
去

也
。
」
の
何
嬰
の
注
に
「
時
有
一
台
泰
、
故
君
子
履
道
部
反
貧
践
、
此
別
問
不

以
其
道
部
得
之
。
縦
走
人
之
所
怒
、
不
可
遣
部
去
之
也
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
田
部
井
文
雄
・
上
関
武
著
明
胸
綿
明
集
金
釈
』
(
明
治
灘
間
院

二
O
O
一
二
四
六
一
員
)
は
、
「
手
厚
い
贈
り
物
に
は
、
謝
意
を
表
し
つ

つ
、
け
っ
き
ょ
く
は
受
け

e

取
ら
な
か
っ
た
J

と
解
釈
し
て
い
る
。

(
千
葉
大
学
)

(55) 


