
初
唐
の
王
績
は、
主
に
陶
淵
明
に
あ
や
か
っ
て
詩
文
を
制
作
し
た

と
さ
れ
て
い
る
が、

王
練
の
詩
文
に
対
す
る
評
価
は、

王
績
詩
は
淵

明
詩
に
は
及
ば
な
い、
と
い
う
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
る。

例
え

(

l
)
 

ば
眉
鋏
氏
は
「

咀
為
他
過
的
是
比
較
宮
裕
的
生
活 、

封
子
現
賓
的
態

度
是
消
極
的
成
分
居
多、

鋏
乏
陶
詩
積
極
的
理
想
和
熱
情 。

所
謂
成

就
不
高
（
彼
は
比
較
的
裕
福
な
生
活
を
送
っ
た
の
で、

現
実
に
対
す

る
態
度
に
は
消
極
的
部
分
が
多
く、

淵
明
詩
の
よ
う
な
理
想
や
熱
情

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
詩
文
の
成
果
は
高
い
も

の
で
は
な
い）」
と
述
べ
て
い
る。

確
か
に
王
績
の
境
遇
は
淵
明
の

(

2
)
 

そ
れ
と
は
異
な
り
「

奴
婢
敷
人、

足
以
應
役
（
奴
婢
敷
人
に
し
て、

以
て
役
に
應
ず
る
に
足
る）」
と
あ
る
よ
う
な、

一
定
の
裕
福
さ
の

中
に
あ
っ
た。

し
か
し、

彼
が
裕
福
で
あ
る
が
故
に
現
実
に
対
す
る

理
想
が
な
い、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
彼
の
詩
文
が
淵
明
ほ
ど
の
切

は
じ
め
に

王
績
「
古
意」

六
首
考

実
さ
を
有
し
て
い
な
い
と
み
る
な
ら
ば、
そ
れ
は
早
急
な
見
解
で
あ

(3)
 

ろ
う。
実
際
に
王
績
の
詩
中
に
は
「

明
網
思
侍
詔 、

學
剣
見
封
侯

（純

も
と

を
明
ら
か
に
し
て
侍
詔
を
思
い、

剣
を
學
び
て
封
侯
を
覚
む）」
と

あ
る
よ
う
に、

彼
の
眼
前
に
あ
る
現
実 、

す
な
わ
ち
官
僚
世
界
に
対

す
る
視
座
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る。

本
稿
は
王
練
の
そ
の
よ
う
な

現
実
に
対
す
る
認
識
を
起
点
と
し
て、

隠
遁
者
と
し
て
の
自
己

I

対
社
会
的
な
自
己

ー
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
過
程
を
「

古
意」
六
首

(4)
 

の
連
作
構
造
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。

王
績
「

古
意」
六
首
を
解
釈
す
る
上
で、

ま
ず
は
詩
題
の
「

古
意」

(

5
)
 

に
つ
い
て
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い。
「

古
意」
と
題
さ
れ
た
詩
は

す
で
に
劉
宋
期
か
ら
見
ら
れ、
『

文
選』
に
も
徐
俳
□
出鵬
酬
到
長

史
朱
登
浪
邪
城
詩」 、
サ氾
雲
旦
辺嬰
贈
王
中
書」
等
の
詩
が
採
ら
れ

て
い
る。

徐
俳
詩
の
題
下
注
で
呂
向
は
「

古
意
作
古
詩
之
意
也
（
古

加

藤

文

彬

(57) 



幽
人
在
何
所

紫
巖
有
仙
躙

月
下
横
賓
琴

此
外
将
安
欲

05
材
抽
繹
山
幹

意
は
古
詩
の
意
を
作
す
な
り）」
と
す
る
様
に、
「

古
意」
と
は
古
詩

の
意
図
を
そ
の
詩
的
世
界
に
あ
ら
た
め
て
示
す
営
み
の
こ
と
で
あ
る。

康
金
聟
・

夏
連
保
氏
『

王
績
集
編
年
校
注』
（
山
西
人
民
出
版
社 、

一
九
九
二。

以
下
『

編
年
校
注』
と
略
す）
も
詩
題
の
「

古
意」
を

「
内
容
較
為
廣
迂 、

率
多
託
古
喩
今
之
作
（
内
容
は
い
さ
さ
か
広
汎

で
あ
っ
て、
そ
の
大
部
分
は
古
に
託
し
て
今
現
在
を
喩
え
る
も
の
で

あ
る）」
と
す
る。

た
だ
し
王
練
「

古
意」
詩
の
「

古」
が
具
体
的

に
何
を
指
し
て
い
る
の
か、
そ
し
て
「

古」
に
対
し
て
彼
が
ど
の
よ

う
な
視
座
を
有
し
て
い
た
か
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い。

「
古
意」
其
一
は
「

幽
人
在
何
所
（
幽
人
何
れ
の
所
に
か
在
ら
ん）」

と
詠
い
始
め
る
の
で
あ
る
が、
そ
も
そ
も
「

古
意」
を
詠
じ
る
際
に

何
故
「

幽
人」
の
語
か
ら
詠
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か。
そ
こ
で

本
節
で
は
「

幽
人」
が
如
何
な
る
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か、

そ
し
て
そ
れ
が
其
一
に
於
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
二
点
を
中
心
に
考
察
す
る。

幽
人

何
れ
の
所
に
か
在
ら
ん

紫
巖

仙
躙
有
り

月
下
に
賓
琴
を
横
た
う

は
た

此
の
外
に
将
安
れ
を
か
欲
せ
ん

材
は
應
山
の
幹
を
抽
き

徽
貼
崖
丘
至

漆
抱
蚊
龍
唇

絲
纏
鳳
凰
足

前
弾
廣
陵
罷

10
後
以
明
光
績

百
金
買
一
聟

千
金
博
一
曲

世
無
鍾
子
期

誰
知
心
所
闊

徽
は
真
丘
の
玉
を
貼
す

漆
は
鮫
龍
の
唇
を
抱
き

絲
は
鳳
凰
の
足
を
纏
う

前
に
廣
陵
を
弾
き
て
罷
め

後
に
明
光
を
以
て
績
ぐ

百
金

一
磐
を
買
い

千
金

一
曲
を
博
う

世
に
鍾
子
期
無
く
し
て

誰
か
知
ら
ん
心
の
陽
す
る
所
を〈

「
古
意」
其
一〉

第
一
旬
「

幽
人」
に
つ
い
て
は
今
場
正
芙
氏
が
指
摘
す
る
様
に、

(6)
 

王
績
自
身
の
仮
託
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

た
だ
し、

王
績
の
語
る
自
己
は
よ
り
い
っ
そ
う
複
雑
性
を
帯
び
て
い
る。(

7
)
 

そ
も
そ
も
「

幽
人」
の
語
は
『

易
純』
に
基
づ
く
語
で
あ
り、

六

朝
期
に
於
い
て
は
隠
遁
者
の
理
想
像
と
し
て
詠
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

(8)
 

っ
た。
「

古
意」
其
一
初
旬
の
発
間
「

幽
人
在
何
所」
に
対
し
て
は、

「
紫
巖
有
仙
躙」
と
し
て、

幽
人
の
痕
跡
を
述
べ
る
こ
と
で
そ
の
存

在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る。
で
は
そ
の
様
な
「

幽
人」
を
「

幽
人」
た

ら
し
め
る
も
の
は
何
か。
そ
れ
は
第
三
旬
に
詠
出
さ
れ
る
「

賓
琴」

で
あ
る。
「

賓
琴」
は
繹
山
の
幹
を
材
と
し、

琴
節
に
罠
裔
の
玉
を

(58) 



用
い
て
き
ら
び
や
か
に
装
飾
さ
れ
て
お
り、

廣
陵
散、

楚
明
光
と
い

う
琴
曲
の
演
奏
に
用
い
ら
れ
る。

廣
陵
散
は
岱
康
が
処
刑
の
寸
前
に

(9)
 

弾
い
た
と
さ
れ
る
曲
で
あ
り、

楚
明
光
も
同
じ
く
愁
康
の
弾
い
た
と

(10)
 

さ
れ
る
琴
曲
で
あ
る。

こ
こ
に
於
い
て、

廣
陵
散
・

楚
明
光
を
弾
く

「
幽
人」
の
姿
は
「

古」

の
愁
康
の
イ
メ
ー

ジ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て、

す
な
わ
ち
愁
康
を
媒
介
と
し
た
自
己
の
仮
託
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る。

ま
た
終
聯
に
於
い
て
「

世
無
鍾
子
期」

と
鍾
子
期
の

様
な
知
音
の
不
在、

す
な
わ
ち
「

心
所
圏」
と
い
う
内
に
秘
め
ら
れ

た
感
懐
が
誰
に
も
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
歎
き
が
提
示
さ
れ
る。

こ
の
「

心
所
闊」
は、

岱
康
の
イ
メ
ー

ジ
を
媒
介
と
し
た
「

幽
人」

の
感
懐
で
あ
り、

そ
れ
こ
そ
が
「

古
意」

六
首
の
主
題
で
あ
る。

こ

の
感
懐
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
其
二
以
下
の
詩
群
で
詠
出
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か。

王
績
は
隋
の
燭
帝
の
大
業
中
に
揚
州
六
合
縣
丞
の
瞭
を
辞
し
て
い

(11)
 

る。

恐
ら
く
は
前
年
に、

煽
帝
の
高
旬
麗
遠
征
に
対
抗
し
て
楊
玄
感

が
挙
兵
し、

後
に
各
地
で
反
乱
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
ろ
う。
『

編
年
校
注』

が
本
詩
の
製
作
年
を
大
業
十
（
六
一
四）

年
と
指
摘
す
る
よ
う
に、
「

古
意」

六
首
に
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
て
離
職
し、

隠
遁
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
境
遇
に
対
す
る
感
懐
が
表
現

01
賓
亀
尺
二
寸

賓
亀

尺
二
寸

由
来
宅
深
水

由
来

深
水
に
宅
す

刀
斧
俄
見
尋

10
根
株
坐
相
失

裁
為
十
二
管

吹
作
雄
雌
律

さ
れ
て
い
る。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
感
懐
を
連
作
に
よ
っ
て
示
さ
ん

と
し
た
時、

そ
こ
に
は
あ
る
一
貫
し
た
テ
ー

マ
が
自
ず
と
立
ち
現
れ

て
く
る。

一
貫
す
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て、

今
場
正
美
氏
は
「

運
命
に

対
す
る
懐
疑」

と
位
置
づ
け、

其
二
以
下
で
詠
わ
れ
る
「

竹」
「

賓

饂」
「

松」
「

桂
樹」
が
そ
れ
ぞ
れ
王
績
の
分
身
で
あ
り、
「

何
者
か

に
よ
っ
て
切
ら
れ
る」

と
い
う
被
害
者
意
識
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い

る
と
す
る。

確
か
に
其
二
か
ら
其
五
に
は
斧
や
刀
が
繰
り
返
し
詠
出

さ
れ
て
い
る。

刀
斧

俄
か
に
尋
ね
ら
れ

そ
ぞ
ろ

根
株

坐
に
相
い
失
う

裁
た
れ
て
十
二
の
管
と
為
り

吹
か
れ
て
雄
雌
の
律
を
作
す〈「

古
意」

01
竹
生
大
夏
深

竹
は
大
夏
の
漢
に
生
じ

蒼
蒼
宮
奇
質

苔
蒼
と
し
て
奇
質
に
富
む

其―-〉

(59) 



其
一、

其一
一で
は
「

竹」
「

賓
饂」
が
断
た
れ、
「

竹」
は
笛
と
な

13
榮
蔭
誠
不
厚

榮
蔭

誠
に
厚
か
ら
ず

斤
斧
亦
勿
傷

斤
斧
も
亦
た
僭
な
う
勿
し

〈「
古
意」
其
五〉

01
桂
樹
何
蒼
蒼

桂
樹

何
ぞ
着
蒼
た
る

秋
来
花
更
芳

秋
来
り
て

花
更
に
芳
し

〈「
古
意」
其
四〉

07
何
時
畏
斤
斧

何
れ
の
時
に
か

斤
斧
を
畏
れ
ん

幾
度
純
霜
雪

幾
度
か
霜
雪
を
純
た
り

01
籾
生
北
巖
下

松

北
巖
の
下
に
生
じ

由
来
人
符
絶

由
来

人
樫
絶
ゆ

漁
人
蓮
往
還

10
網
筈
相
榮
篇

一
朝
失
運
會

剖
腸
血
流
死

漁
人

遁
い
に
往
還
し

網
苦

相
い
榮
謳
す

一
朝
に
し
て
運
の
會
す
る
を
失
い

剖
腸
せ
ら
れ

血
流
れ
て
死
す〈「

古
意」
其
三〉

有
用
雖
自
傷

無
心
復
招
疾

15
不
如
山
上
草

離
離
保
終
吉

り、
「

賓
亀」
は
卜
占
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る。

そ
の
一
方
で

其
四、

其
五
で
は
「

松」
も
「

桂
樹」
も、
「

斤
斧」
に
よ
っ
て
断

た
れ
る
こ
と
は
な
い。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
其―
一で
語
り
手
の
態

度
が
示
さ
れ
て
い
る。

其
二
は
「

竹」
に
つ
い
て
詠
う
も
の
で
あ
り、

こ
の
「

竹」
は
「

大
夏」
の
漢
谷
に
生
え、
そ
の
薬
や
茎
は
青
々
と

繁
茂
し、

第
六
旬
に
「

鶉
鸞
食
其
賓
（
鶉
鸞
其
の
責
を
食
ら
う）」

と
あ
る
よ
う
に、

俗
世
か
ら
断
絶
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
詠
じ

ら
れ
て
い
る。
だ
が
そ
の
よ
う
な
竹
は
第
九
旬
に
於
い
て
「

刀
斧」

に
よ
っ
て
断
た
れ
て
し
ま
う。
そ
も
そ
も
「

大
夏」
に
生
じ
た
竹
は

何
故
断
た
れ
る
の
か。
そ
れ
に
つ
い
て
王
績
は
以
下
の
様
に
述
べ
る。

有
用

自
ら
傷
う
と
雖
も

無
心

復
た
疾
を
招
く

如
か
ず

山
上
の
草
の

離
離
と
し
て
終
吉
を
保
つ
に〈「

古
意」
其―-〉

こ
こ
で
い
う
「

有
用」
は、

律
を
作
す
と
い
う
笛
と
し
て
の
「

有

用」
で
あ
っ
て、
「

竹」
は
「

有
用」
で
あ
る
が
故
に、

第
七
・

八

旬
に
於
い
て
「

寧
知
軒
戟
後、

更
有
伶
倫
出
（
寧
ぞ
知
ら
ん
軒
棘
の

後
に、

更
に
伶
倫
の
出
づ
る
有
る
を）」
と
詠
わ
れ
る
よ
う
に、

大

(60) 



夏
ま
で
や
っ
て
き
た
伶
倫
に
よ
っ
て
伐
ら
れ
て
し
ま
う。

社
会
か
ら

離
れ
た
場
所
に
自
生
し
て
い
た
「

竹」

は、

社
会
的
に
「

有
用」
で

あ
る
た
め
に
社
会
と
い
う
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る。

ま
た、

其
三
で
は
「

賓
鑑」

が
「

網
習」

に
捕
ら
え
ら
れ、
「

剖
腸

血
流
死」

す
る
存
在
と
し
て
詠
出
さ
れ
て
い
る。
「

賓
饂」

は
卜

占

(

12
)
 

の
道
具
と
し
て
「

有
用」
で
あ
る
が
故
に
断
た
れ
る
の
で
あ
る。
「

有

用」
な
る
も
の
が
断
た
れ
る
と
い
う
こ
と
は
『

荘
子』

等
に
散
見
さ

れ
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が、

王
績
は
次
旬
で
「

無
心
復
招
疾」

と、

「
無
心」
で
あ
っ
て
も
「

疾
を
招
く」
と
し、

否
定
的
に
捉
え
て
い
る。

こ
の
「

無
心」

は
ど
の
様
な
内
実
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か。
「

無

(

13
)
 

心」
の
語
は
『

荘
子』

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る。

竹
を
「

無
心」

と

す
る
先
行
例
に
は、

庚
信
「

耶
竹
杖
賦」
の
「

汎
冥
子
遊
於
巴
山
之

苓 、

取
竹
於
北
陰 。

洪
姐
高
節、

寂
歴
無
心
（
汎
冥
子
巴
山
の
容
に

遊
び、

竹
を
北
除
に
取
る。

洪
姐
と
し
て
高
節、

寂
歴
と
し
て
無

心）」

が
あ
る。
「

耶
竹
杖
賦」

に
於
け
る
「

無
心」

は
中
が
空
洞
で

あ
る
と
い
う
竹
の
性
質
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が、

「
古
意」
其―一
に
於
い
て
は
「

有
用」

の
対
立
概
念
と
し
て
解
釈
せ

ね
ば
な
ら
な
い。

す
な
わ
ち、

其一
で
愁
康
を
想
起
さ
せ
た
語
り
手

は、

其
二
に
於
い
て
も
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
継
続
し
て
用
い
詠
出
し
て

い
る
の
で
あ
る。

実
際
に
岱
康
は
「

家
誡」
に
於
い
て
「

人
無
志 、

非
人
也。

但
君
子
用
心
所
欲
準
行。

自
嘗
量
其
善
者、

必
擬
議
而
後

動 。

…
…

若
夫
申
肖
之
長
吟 、

夷
齊
之
全
潔 、

展
季
之
執
信、

蘇
武

之
守
節、

可
謂
固
尖 。

故
以
無
心
守
之、

安
而
髄
之、

若
自
然
也、

乃
是
守
志
之
盛
者
可
耳
（
人
志
無
く
ん
ば、

人
に
非
ざ
る
な
り。

但

だ
君
子
の
み
心
を
準
行
せ
ん
と
欲
す
る
所
に
用
う。

自
ら
常
に
其
の

善
な
る
者
を
量
り、

必
ず
擬
議
し
て
後
動
く
べ
し。

…
…

夫
の
申
肯

の
長
吟 、

夷
齊
の
全
潔 、

展
季
の
執
信、

蘇
武
の
守
節
の
若
き
は、

固
し
と
謂
う
べ
き
な
り。

故
に
無
心
を
以
て
之
を
守
り、

安
じ
て
之

を
櫃
し、

自
ず
か
ら
然
る
が
若
き
は、

乃
ち
是
れ
志
を
守
る
の
器
ん

な
る
者
可
な
る
の
み）」

と
述
べ、
「

無
心」

を
以
て
自
己
の
志
を
守

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る。

こ
こ
に
は
愁
康
の
社
会
に
対

す
る
態
度
が
表
明
さ
れ
て
お
り、
「

古
意」

其
二
の
「

無
心
復
招
疾」

に
は、
「

無
心」

を
保
ち
志
を
守
っ
て
社
会
と
対
峙
し
つ
づ
け
た
岱

康
の
イ
メ
ー

ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

た
だ、
「

竹」

の
も
つ
「

有
用」
「

無
心」
と
い
う
両
側
面
は、

ど

ち
ら
も
社
会
と
関
係
を
築
い
て
い
る
と
い
う
点
に
於
い
て
は
同
列
で

あ
る。

す
な
わ
ち
社
会
的
栄
達
と
し
て
の
「

有
用」 、

反
社
会
的
態

度
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「

無
心」
の
い
ず
れ
も、

社
会
と
い
う
前

提
の
上
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て、

王
績
は
そ
れ
ら
を
「
自
傷」
「

招

疾」

と
し
て、

あ
く
ま
で
否
定
的
に
捉
え
て
い
る。

そ
し
て
そ
の
よ

う
な
「

有
用」
「

無
心」
の
地
平
を
超
え
た
も
の
と
し
て
終
聯
の
「
山

•
•
•
•
•

 

上
草」

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る。
「
山
上
草」

は
あ
ら
か
じ
め
社
会

(61) 



何
時
畏
斤
斧

幾
度
純
霜
雪

風
驚
西
北
枝

10
雹
損
東
南
節

不
知
歳
月
久

梢
覺
條
枝
折

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
て、

王
績
は
自
己
の
隠
遁
の
理
想

を、

そ
の
よ
う
な
孤
絶
し
た
境
涯
に
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
「
山
上
草」

の
境
涯
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
る

の
が
其
四
の
「

松」

で
あ
る。

何
れ
の
時
に
か

斤
斧
を
畏
れ
ん

幾
度
か
霜
雪
を
純
た
り

風
は
西
北
の
枝
を
驚
か
せ

雹
は
東
南
の
節
を
損
な
う

知
ら
ず
歳
月
の
久
し
き
を

梢
＜

覺
ゆ

條
枝
の
折
れ
た
る
を

〈「
古
意」

其
四〉

「
北
巖」

の
下
に
生
じ
た
「

松」
は
「

由
来
人
径
絶」

と
い
う
あ

ら
か
じ
め
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
所
に
存
在
し
て
お
り、

そ
の

点
に
於
い
て
社
会
と
の
関
わ
り
を
も
つ
「

有
用」
「

無
心」

の
次
元

と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
詠
出
さ
れ
て
い
る。

つ
ま
り
「

松」
は、

社
会
的
次
元
を
空
間
的
に
超
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

第
七
旬
「

何

01
松
生
北
巖
下

松

北
巖
の
下
に
生
じ

由
来
人
符
絶

由
来

人
樫
絶
ゆ

01
桂
樹
何
蒼
蒼

秋
来
花
更
芳

桂
樹

秋
来
り
て 何

ぞ
蒼
蒼
た
る

花
更
に
芳
し

時
畏
斤
斧」
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
指
し
示
し
て
い
る。

ま
た
第
十

三
句
以
降、
「

藤
羅
上
下
悴 、

枝
幹
縦
横
裂 。

行
常
凜
爛
壷 、

坐
共

灰
塵
滅
（
藤
耀
上
下
に
砕
け、

枝
幹
縦
横
に
裂
く。

行
く
ゆ
く
嘗
に

康
爛
し
て
證
く
べ
く、

坐
し
て
灰
塵
と
共
に
滅
び
ん）」

と
詠
い、

何
年
も
経
て
よ
う
や
く
枝
や
幹
が
朽
ち
果
て
て
い
く

様
が
詠
わ
れ
る。

空
間
的
に
断
絶
さ
れ
た
「

松」
は、

歳
月
の
流
れ
に
よ
っ
て
朽
廃
し

て
い
き、

む
し
ろ
そ
う
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
次
元
に
時
間
的

に
超
克
す
る
の
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
境
涯
は
第
十
七
・

十
八
旬
に

於
い
て
―

寧
閣
匠
石
顧 ‘
i豆
為
王
孫
折
（
寧
ぞ
匠
石
の
顧
に
闊
ら
わ

ん、

豊
に
王
孫
の
折
る
と
こ
ろ
と
為
ら
ん）」

と
詠
う
こ
と
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
て
い
く。
「

松」

は、

社
会
的
次
元
を
空
間
・

時
間
的

に
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「

有
用」
「

無
心」

の
次
元
に
あ
る
「
匠

石
卿」

か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
の
で
あ
る。

す
な
わ
ち
其
四
に

詠
わ
れ
る
「

松」
は、

其
二
で
設
定
し
た、
「

不
如
山
上
草 、

離
離

保
終
吉」
と
い
う
自
己
の
隠
遁
の
理
想
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
る。

其
五
で
も
「

斤
斧」

に
切
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「

桂
樹」

が
詠
わ

れ
る。
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11
去
来
雙
鴻
鵠

棲
息
雨
鴛
鴬

榮
蔭
誠
不
厚

斤
斧
亦
勿
傷

自
言
歳
寒
性

不
知
露
典
霜

05
幽
人
重
其
徳

徒
植
臨
前
堂

自
ら
言
う

歳
寒
の
性
あ
り
て

知
ら
ず

露
と
霜
と
を

幽
人

其
の
徳
を
重
ん
じ

徒
し
植
え
て
前
堂
に
臨
ま
し
む

去
来
す

雙
鴻
鵠

棲
息
す

雨
鴛
鴬

榮
蔭

誠
に
厚
か
ら
ず

斤
斧
も
亦
た
傷
な
う
勿
し

(

15
)
 

青
々
と
茂
る
桂
樹
は
秋
に
な
っ
て
花
開
く。

そ
し
て
そ
の
桂
樹
は

(

16
)
 

「
歳
寒
性」

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て、
「

幽
人」
は
そ
れ
を
重
ん
じ
て

庭
に
移
し
植
え
る
の
で
あ
る。

こ
の
樹
を
移
し
植
え
る
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
は
『

荘
子』

逍
箔
遊
の
「

恵
子
謂
荘
子
曰、

吾
有
大
樹 、

人
謂

之
樗 ゜

其
大
本
擁
腫
而
不
中
縄
墨 ゜

其
小
枝
巻
曲
而
不
中
規
矩 。

立

之
塗 、

匠
者
不
顧 。

…
…

（
荘
子
曰）

今
子
有
大
樹 、

患
其
無
用。

何
不
樹
之
於
無
何
有
之
郷
・

廣
莫
之
野 、

紡
佳
乎
無
為
其
側 、

逍
遥

乎
寝
臥
其
下。

不
夭
斤
斧 、

物
無
害
者。

無
所
可
用、

安
所
困
苦
哉

（
恵
子
荘
子
に
謂
い
て
曰
く、

吾
に
大
樹
有
り、

人
之
を
樗
と
謂
う。

あ
た

其
の
大
本
は
擁
腫
し
て
縄
墨
に
中
ら
ず。

其
の
小
枝
は
巻
曲
し
て
規

〈「
古
意」
其
五〉

矩
に
中
わ
ず。

之
を
塗
に
立
つ
る
も、

匠
者
顧
り
み
ず。

…
…

（
旺

子
曰
く）

今
子
に
大
樹
有
り
て、

其
の
無
用
を
患
う。

何
ぞ
之
を
無

何
有
の
郷
·

廣
奥
の
野
に
樹
え、

侑
裡
乎
と
し
て
其
の
側
に
無
為
に

し、

逍
遥
乎
と
し
て
其
の
下
に
寝
臥
せ
ざ
る。

斤
斧
に
夭
せ
ら
れ
ず、

物
も
害
す
る
者
無
し。

用
う
べ
き
所
無
き
も、

安
ぞ
困
苦
す
る
所
あ

ら
ん
や
と）」

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る。

こ
れ
に
依
れ
ば
「

樗」
は
も
と
も
と
「

無
用」
の
も
の
で
あ
る
の

だ
が、
「

無
何
有
之
郷·
廣
葵
之
野」

に
移
し
植
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て、

斤
斧
か
ら
完
全
に
脱
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る。

其
五
の
「

桂
樹」
も
「

歳
寒
性」
と
い
う
有
徳
た
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に、
「

榮
蔭
誠
不
厚」

と
詠
わ
れ
る
様
に、
「

無
用」
な
も
の
で

あ
る。

だ
か
ら
こ
そ
語
り
手
で
あ
る
「

幽
人」
は
「

桂
樹」
を
前
堂

に
移
し
植
え、
「

斤
斧
亦
勿
傷」
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
て、
「

無
用」

で
あ
っ
た
「

桂
樹」

は、
「

幽
人」

に
よ
っ
て
移
し
替
え
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て、
「

樗」

や
其
四
の
「

松」

の
境
涯
に
至
る
の
で
あ
る。

其
一で
は
「
山
上
草」

と
い
う
社
会
か
ら
元
来
切
り
離
さ
れ
た
所

に
あ
る
自
己
の
（
理
想
と
し
て
の）

脱
俗
を
示
し、

其
三
で
は
「

賓

饂」
が
「

有
用」
で
あ
る
が
故
に
殺
さ
れ、

其
四
に
於
い
て
は
「

松」

の
時
間
・

空
間
的
な
社
会
と
の
断
絶
を
詠
う。

其
五
で
は
「

無
用」

な
「

桂
樹」

が
「

幽
人」
の
手
に
よ
っ
て
移
し
植
え
ら
れ、

斤
斧
か

ら
の
完
全
な
脱
却
が
提
示
さ
れ
て
い
た。

其
二
か
ら
其
五
ま
で
一
貫

(63) 



時
天
下
胤 、

藩
部
法
厳 、

屡
被
勘
劾 。

君
歎
日、

羅
網
高
懸 、

去

す
る
テ
ー

マ
は
「

有
用」
た
る
も
の
が
切
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
が、

こ
の
イ
メ
ー

ジ
は
一
体
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。

先
に
述
べ
た
様
に、

本
詩
に
は
意
図
せ
ず
離
職
を
迫
ら
れ
る
境
遇
に

対
す
る
感
懐
が
底
流
し
て
い
る。

そ
の
よ
う
な
感
懐
を
示
さ
ん
と
し

た
と
き、

彼
は
詩
作
の
中
で
「

有
用」

が
断
た
れ
て
社
会
へ
と
組
み

込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
其
二
以
降
連
続
し
て
用
い、
「

幽
人」

に
仮

託
し
て
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
と
対
峙
し
て
い
く。

自
己
が
有
用
で

あ
る
が
故
に
社
会
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う、

い
わ
ば
自

負
と
し
て
の
「

有
用」
が
其
二
以
下
の
詩
作
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ、

そ
の
結
果
と
し
て
自
己
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る。

以
上
の
よ
う
に
其
五
ま
で
は、

大
部
分
が
『

荘
子』
を
典
故
と
し

な
が
ら、

語
り
手
の
仮
託
と
し
て
の
「

幽
人」

を
媒
介
と
し
て
展
開

し
て
い
た。

そ
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
た
「

古
意」

の
詩
的
世
界
は
其

六
に
於
い
て
ど
の
よ
う
に
集
約
す
る
の
か。

王
績
が
大
業
中
に
職
を
辞
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る。

王
績
と
莫
逆
の
契
り
を
交
わ
し
た
と
い
う
呂
オ
は
そ
の
際
の
こ
と
を

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る。

胃 ゜

遂
出
所
受
俸
錢 、

積
子
縣
城
門
前、

託
以
風
疾 、

軽
舟
夜

遁
（
時
に
天
下
胤
れ、

藩
部
法
厳
し
く、

屡
し
ば
勘
劾
せ
ら
る。

君

歎
き
て
曰
く、

羅
網
高
く
懸
か
る、

去
ら
ん
と
て
将
た
安
こ
の
所
ぞ

と。

遂
に
受
く
る
所
の
俸
錢
を
出
だ
し、

縣
城
の
門
前
に
積
み、

託

す
る
に
風
疾
を
以
て
し、

軽
舟
に
て
夜
遁
る）

王
績
が
帰
隠
の
際
に
発
し
た
と
さ
れ
る
「

羅
網
高
懸 、

去
将
安

所」

と
い
う
言
葉
は
『

後
漢
書』

逸
民
博
の
「（

張）

升
日、

吾
聞

趙
殺
鳴
犠 、

仲
尼
臨
河
而
反。

覆
巣
娼
淵、

龍
・

鳳
逝
而
不
至。

…

老
父
趨
而
過
之、

植
其
杖 、

太
息
言
曰、

旺 、

二
大
夫
何
泣
之
悲
也。

夫
龍
不
隠
鱗 、

鳳
不
蔵
羽 ゜

網
羅
高
縣 、

去
将
安
所
（
升
日
く、

吾

か
え

聞
く
に
趙
の
鳴
憤
を
殺
す
や、

仲
尼
は
河
に
臨
み
て
反
る。

巣
を
覆

し
淵
を
娼
く
せ
ば、

寵
・

鳳
は
逝
っ
て
至
ら
ず
と。

…
老
父
趨
り
て

之
を
過
ぎ、

其
の
杖
を
植
て、

太
息
し
て
言
い
て
日
く、

叶 、

二
大

夫
何
ぞ
泣
く
こ
と
の
悲
し
き
や。

夫
れ
龍
は
鱗
を
隠
さ
ず、

鳳
は
利

か

い
ず

を
蔵
さ
ず。

羅
網
高
く
縣
か
る、

去
ら
ん
と
て
将
た
安
こ
の
所
ぞ）」

に
よ
っ
た
言
葉
で
あ
る。
『

後
漢
書』

に
よ
れ
ば、

龍
や
鳳
は
己
の

オ
を
隠
す
こ
と
が
な
い
た
め、

天
に
掛
か
っ
た
網
羅
か
ら
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る。

王
績
が
こ
れ
に
よ
っ
て
「

羅
網
高
懸 、

去
将
安
所」
と
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は、

天
下
の
乱
れ
に
よ
っ
て
離

瞳
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
境
遇
に
於
い
て
は、

ど
こ
に
も
逃
れ
る
こ
と
が
で

(64) 



彩
欲
将
蹄

提
羅
出
郊
訪

羅
張
大
澤
已

鳳
入
重
雲
蝿

05
朝
棲
毘
閻
木

夕
飲
蓬
壺
派

問
鳳
那
遠
飛

賢
君
坐
相
望

鳳
言
何
深
徳

10
微
禽
安
足
尚

但
使
雛
卵
全

無
令
短
檄
放

皇
臣
力
牧
奉

帝
築
箭
詔
暢

15
自
有
来
巣
時

明
年
阿
閣
上

〈「
古
意」

其
六〉

き
な
い
と
い
う、

社
会
に
対
す
る
閉
塞
感
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

其
六
で
は
飛
翔
す
る
「

鳳」

と、

閉
塞
感
を

も
た
ら
す
「

羅」

が
詠
出
さ
れ
て
い
る。

彩
鳳

照
に
婦
ら
ん
と
欲
し

羅
を
提
げ
て

郊
を
出
で
て
訪
う

羅
大
澤
に
張
り
て
已
み

鳳
重
雲
に
入
り
て
闊
る

朝
に
真
閻
の
木
に
棲
み

タ
に
蓬
壺
の
派
に
飲
む

鳳
に
問
う
那
ぞ
遠
く
飛
ば
ん
や

賢
君

坐
し
て
相
い
望
む
と

鳳
百
う

何
ぞ
深
徳
あ
ら
ん

微
禽

安
ん
ぞ
尚
ぶ
に
足
ら
ん
や

但
だ

雛
卵
を
し
て
全
か
ら
し
め

贈
檄
を
し
て
放
た
し
む
る
こ
と
無
か
れ
と

皇
臣

力
牧
畢
げ

い
た

帝
築

箇
詔
暢
る

自
ず
か
ら
有
り
来
巣
の
時

明
年

阿
閣
の
上

其
六
に
於
け
る
「

鳳」

も、
「

竹」

や
「

松」

の
よ
う
に
社
会
に

よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
ん
と
す
る
存
在
と
し
て
詠
出
さ
れ
る。

飛
翔
せ

ん
と
す
る
も
の
を
「

羅」

が
妨
げ
る
と
い
う
表
現
は
魏
晋
期 、

特
に

(

18
)
 

岱
康
の
詩
中
に
多
く
詠
じ
ら
れ
て
お
り、

こ
こ
に
も
や
は
り
愁
康
の

イ
メ
ー

ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

し
か
し、
「

古
意」

其

六
に
於
い
て
「

鳳」

は、
「

羅」
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
高
く
飛

翔
し
て
い
く。

つ
ま
り
「

羅
網
高
懸 、

去
将
安
所」
と
い
う
現
実
の

社
会
に
対
す
る
閉
塞
感
を、

詩
作
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
突
破
し
て

い
る
の
で
あ
る。

そ
の
意
味
に
於
い
て
「

鳳」
は、
「

有
用」
「

無
心」

を
超
え
た、

其
二
の
「
山
上
草」

や
其
四
の
「

松」

と
同
等
の
次
元

に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が、

そ
の
上
で
「

皇
臣
力
牧
奉 、

帝

槃
筒
詔
暢」

と、

治
世
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
「
自
有
来
巣
時、

明
年
阿
閣
上」

と
朝
廷
に
戻
る
と
し
て
い
る。

こ
の
一
見
矛
盾
す
る

か
に
見
え
る
態
度
こ
そ、
「

古
意」

六
首
と
い
う
連
作
の
詩
作
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
視
座
で
あ
る。

「
古
意」

六
首
に
は、
「

有
用」
な
る
も
の
が
断
た
れ
る
と
い
う
こ

と
が
繰
り
返
し
詠
じ
ら
れ
て
い
た。

そ
れ
は
社
会
の
乱
れ
に
よ
っ
て

隠
遁
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
対
す
る
感
懐
が
起
因
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る。

そ
し
て
そ
の
感
懐
を
連
作
と
し

て
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て、

自
己
が
「

有
用」
で
あ
る
た
め
に
社
会

(65) 



其
一
は
自
己
と
愁
康
と
を
重
ね
あ
わ
せ
て
詠
出
し、

其
二
に
於
い

て
は
「

無
心
復
招
疾」

と
岱
康
の
生
き
方
す
ら
否
定
的
に
捉
え
て
い

た。

ま
た
其
六
に
於
い
て
も
飛
翔
と
「

羅」

と
い
う
岱
康
を
想
起
さ

せ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た。

以
上
の
点
か
ら、

「
古
意」

の
「

古」

の
視
座
が
愁
康
に
向
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た。

社
会
の
趨
勢
に
巻
き
込
ま
れ
離
識
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

結

に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う、

自
負
と
し
て
の
「

有
用」

が

確
認
さ
れ
て
い
く。

だ
が
そ
の
自
負
は
現
実
次
元
の
社
会
の
大
乱
に

よ
っ
て
常
に
打
ち
砕
か
れ
る。

そ
の
時
に
王
績
は
詩
文
の
中
で、

自

慰
と
し
て
の
「
山
上
草」

と
い
う、

完
全
に
社
会
と
切
り
離
さ
れ
た

意
境
を
設
定
す
る
の
で
あ
る。

が
し
か
し、

結
局
詩
作
に
よ
る
自
慰

で
は
満
た
さ
れ
な
い
現
実
的
な
問
題
が
あ
っ
た。

そ
の
満
た
さ
れ
な

い
仕
官
の
望
み
の
生
々
し
さ

1
現
実
と
の
ぶ
つ
か
り
か
た
の
き
わ

ど
さ

ー
が
其
六
の
「

鳳」

に
託
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

そ
し
て
そ
れ
は、
「
山
上
草」
と
い
う
境
地
で
は
な
く、

か
と
い
っ

て
社
会
に
人
り
込
む
の
で
も
な
い。

身
は
隠
逸
者
と
し
て
あ
り
な
が

ら
も、

社
会
へ
の
関
心
が
棄
て
き
れ
な
い、

そ
の
よ
う
な
対
社
会
的

視
座
を
持
つ
自
己
が
詩
作
行
為
の
中
で
明
確
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る。

現
実
か
ら
は
じ
か
れ
た

境
遇
に
あ
っ
て、

王
績
は
そ
の
感
懐
の

解
決
を
詩
作
の
中
に
求
め
た。

そ
の
中
で
も
特
に
拠
り
所
と
し
た
の

は
「

古」

の
愁
康
の
対
社
会
的
な
態
度
で
あ
っ
た。

た
だ、

王
績
の

「
古
意」

詩
は、
「

擬
古」

詩
の
よ
う
に
古
の
視
点
を
獲
得、

あ
る
い

は
対
峙
す
る
に
留
ま
る
の
で
は
な
く、
「

古」

の
愁
康
の
生
き
方
を

す
ら
「

無
心
復
招
疾」

と
し
て
否
定
的
に
捉
え、

そ
の
先
の
次
元 、

．
．
．
．
．

 

す
な
わ
ち
「
山
上
草」

と
い
う
あ
ら
か
じ
め
孤
絶
し
た
境
涯
を
設
定

す
る。

が
し
か
し、

そ
の
一
方
に
は
現
実
的
問
題
と
し
て、

王
氏
一

族
た
る
自
己
の、

仕
官
に
対
す
る
衿
持
が
存
在
し
て
い
た。
「

古
意」

詩
に
於
い
て
「

有
用」

な
も
の
が
社
会
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ

と
が
其
二
以
後
連
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は、

自
己
が
社
会
的

⑮

に
「

有
用」
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
獲
得
し
て
い
く

過
程
で
あ
っ
た。

そ
の
よ
う
な
自
負
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
て
い
く
自
己
は
其
六
に
於

い
て
「

羅」

に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
「

鳳」

と
し
て
詠
出
さ
れ

て
い
た。

そ
の
「

鳳」

は、
「
山
上
草」

と
い
う
境
地
に
埋
没
す
る
の
で
も

な
く、
「

有
用」

と
し
て
社
会
に
入
り
込
む
の
で
も
な
い。

社
会
と

断
絶
し
た
次
元
に
あ
り
な
が
ら
も、

社
会
へ
の
関
心
が
棄
て
き
れ
な

い
の
で
あ
る。

そ
れ
は
其
三
の
「

賓
維」

の
様
に、

悲
劇
的
な
結
末

に
至
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も、

社
会
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り

自
負
と
し
て
の
「

有
用」

に
裏
付
け
さ
れ
た
対
社
会
的
視
点

に



執
着
し
て
い
る、

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

そ
の
よ
う
な
自
己
こ
そ
が

「
古
意」

六
首
と
い
う
連
作
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ

っ
た。注

(
l)
『

唐
詩』
（
中
国
古
典
文
学
基
本
知
識
叢
書 、

上
海
古
籍
出
版
社 、

一
九
七
九）

(

2
)

「
答
潟
子
華
虞
士
書」 。

な
お
本
論
文
中
に
引
用
す
る
王
績
詩
文
に

つ
い
て
は 、

韓
理
洲
校
貼
『

王
無
功
文
集
五
巻
本
會
校』
（
上
海
古

籍
出
版
社 、
一
九
八
七）
を
底
本
と
し
た 。

(

3
)

「
晩
年
叙
志
示
租
虚
士
正
師」

(
4)
王
績
に
つ
い
て
高
木
重
俊
氏
は
「

寒
郷
の
春

ー
王
績
の
文
学」

（『
人
文
論
究』

第
五
十
号 、
一
九
九
0)

中
で 、
「

隠
者
王
績
の
胸

中
に
は 、

繁
華
へ
の
未
練
と、

そ
れ
に
関
わ
り
得
な
い
不
遇
の
思
い

が
ひ
っ
そ
り
と
横
た
わ
っ
て
い
た」
と
述
べ 、

ま
た
「

太
平
の
世
に

疎
外
さ
れ
隠
士
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
実
に
対
し
て
は 、

屈
折
し
た

思
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う」
と
す
る。

本
稿
の
目
指
す
所
は 、

そ
の

よ
う
な
視
座
が
詩
作
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
確
認
さ
れ 、

ま
た
連
作

と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
如
何
に
し
て
自
己
が
深
化
さ
れ 、

獲
得
さ
れ

て
い
く
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る。

(

5
)

六
朝
期
の
「

古
意」

詩
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
文
は
住
吉
孝
之

「
六
朝
期
に
お
け
る
「

古
意」

詩
の
成
立
と
婁
容」
（『
中
国
文
学
研

究』
32 、

二
0
0
六）

が
あ
り、

唐
代
の
「

古
意」

詩
に
つ
い
て
は

中
野
将・
吉
原
英
夫
「「

古
意
詩」
に
つ
い
て

そ
の
特
色
と
文
学

史
的
位
置」
（『
東
京
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
書』
20 、
一
九

八
八）

に
言
及
が
あ
る。

(

6
)

今
場
正
美
「

王
績
「

古
意」
六
首
に
つ
い
て」
（「
学
林」
第
十一
琥 、

一
九
八
八 。

後
に
『

隠
逸
と
文
学』
（
中
国
芸
文
研
究
会 、

二
0
0

三）
に
所
収）

(
7)
『

易
経』

履
に
「

九
二 、

履
道
坦
坦 、

幽
人
貞
吉 。

象
日 、

幽
人

貞
吉 、

中
不
自
胤
也
（
九
二 、

道
を
履
む
こ
と
坦
坦
た
り、

幽
人
な

れ
ば
貞
に
し
て
吉 。

象
に
日
く 、

幽
人
な
れ
ば
貞
に
し
て
吉
と
は 、

中
に
し
て
自
ら
乱
れ
ざ
れ
ば
な
り）」
と
あ
る。

(
8)

陶
淵
明
「

命
子」
に
は
「

紛
紛
戦
國 、

漠
漠
衰
周 。

副
隠
於
林 、

幽
凡
在
丘
（
紛
紛
た
る
戦
國 、

漢
漠
た
る
衰
周 。

鳳
は
林
に
隠
れ 、

幽
人
は
丘
に
在
り）」

と
あ
り、

天
下
が
荒
廃
し
道
無
き
時
に
は

「
鳳」
は
林
深
く
に
隠
れ
て
現
れ
ず 、
「

幽
人」
も
山
林
へ
と
隠
遁
す

る
と
す
る。

こ
の
「

幽
人」
は 、
『

論
語』
泰
伯
の
「

天
下
有
道
則
見 、

無
道
則
隠
（
天
下
に
道
有
れ
ば
則
ち
見
れ 、

道
無
け
れ
ば
則
ち
隠

る）」
と
い
う
儒
教
的
規
範
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
る。

な
お、

王
績
「

古
意」

六
首
中
に
も
其一
で
「

幽
人」 、

其
六
で
「

鳳」

が

対
応
し
て
詠
出
さ
れ
て
い
る。

(
9)
『

世
説
新
語』

雅
量
篇
に
「

岱
中
散
臨
刑
東
市 、

神
氣
不
嬰 ゜

索

琴
弾
之 、

奏
廣
陵
散 。

曲
終
曰 、

哀
孝
尼
嘗
請
學
此
散 。

吾
斬
固
未

興 。

廣
陵
散
於
今
絶
芙
（
岱
中
散
刑
に
東
市
に
臨
み 、

神
氣
愛
ぜ
ず 。

琴
を
索
め
て
之
を
弾
き 、

廣
陵
散
を
奏
す 。

曲
終
り
て
曰
く 、

哀
孝

(67) 



尼
嘗
て
此
の
散
を
學
ば
ん
と
請
う。

吾
斬
固
し
て
未
だ
典
え
ず。

廣

陵
散
今
に
於
い
て
絶
え
ん
と
）

」

と
あ
る。

(
10)
『
太
平
御
覧』

巻
五
百
七
十
九
の
引
く
呉
均
『
績
齊
諧
記』

に
「
女

子
曰、

子
識
此
贅
否。

彦
伯
日、

所
未
曽
聞。

女
日、

此
曲
所
謂
剣

明
光
者
也。

唯
裕
叔
夜
能
為
此
贅
（
女
子
日
く、

子
此
の
贅
を
識
る

や
否
や
と。

彦
伯
日
く、

未
だ
曽
て
聞
か
ざ
る
所
な
り
と。

女
日
＜、

此
の
曲
所
謂
楚
明
光
な
り。

唯
だ
岱
叔
夜
能
＜
此
の
聟
を
為
す
）

」

と
あ
る。

(
11)
『
新
唐
書』

隠
逸
偉
「
大
業
中、

奉
孝
悌
廉
緊、

授
秘
書
省
正
字。

不
築
在
朝、

求
為
六
合
丞、

以
嗜
酒
不
任
事、

時
天
下
亦
胤、

因
劾、

遂
解
去
（
大
業
中、

孝
悌
廉
緊
に
墾
げ
ら
れ、

秘
書
省
正
字
を
授
か

る。

朝
に
在
る
を
築
ま
ず
し
て、

求
め
て
六
合
丞
と
為
り、

以
て
酒

を
嗜
み
て
任
事
せ
ず、

時
に
天
下
亦
た
胤
れ、

劾
に
因
り
て、

遂
に

解
き
て
去
る
）」

(
12)
『
荘
子』

外
物
に
「
君
日、

漁
何
得。

劉
日、

且
之
網
得
白
亀
焉。

其
回
五
尺。

君
日、

献
若
之
龍。

亀
至。

君
再
欲
殺
之、

再
欲
活
之。

心
疑
卜
之
日、

殺
饂
以
卜
吉。

乃
剖
維、

七
十
二
鑽
而
無
遺
英。

【

余
且
（
人
名）
】

（
君
曰
く、

漁
し
て
何
を
か
得
た
る
と。

酎
え
て
日
く、

且

の

網
白
亀
を
得
た
り。

其
の
園
五
尺
と。

君
日
く、

若
の
亀
を
戯
ぜ
よ

と。

饂
至
る。

君
再
び
之
を
殺
さ
ん
と
欲
し、

再
び
之
を
活
か
さ
ん

と
欲
す。

心
に
疑
い
て
之
を
卜
し
て
曰
く、

饂
を
殺
し
て
以
て
卜
す

れ
ば
吉
な
り
と。

乃
ち
饂
を
剖
り、

七
十
二
鑽
に
し
て
遺
笑
無
し
）」

と
あ
る。
「
古
意」

其
三
は
こ
れ
に
基
づ
く。

(
13)
『
荘
子』

知
北
遊
に
「
言
未
卒、

醤
鋏
睡
痣。

被
衣
大
悦、

行
歌

而
去
之
曰、

形
若
稿
骸、

心
若
死
灰。

真
其
寅
知、

不
以
故
自
持。

媒
媒
晦
晦、

無
心
而
不
可
興
謀。

彼
何
人
哉
（
言
未
だ
卒
ら
ざ
る
に、

誓
鋏
睡
麻
す。

被
衣
大
い
に
悦
び、

行
歌
し
て
之
を
去
り
て
曰
く、

形
は
稿
骸
の
若
く、

心
は
死
灰
の
若
し。

其
の
賓
知
を
真
に
し
て、

故
を
以
て
自
ら
持
せ
ず。

媒
媒
晦
晦、

無
心
に
し
て
興
に
謀
る
べ
か

ら
ず。

彼
何
人
や
と
）」

と
あ
る。

(
14)
「
匠
石
顧」

は
『
荘
子』

人
間
世
に
「
匠
石
之
齊、

至
於
曲
轄、

見
榛
社
樹。

…
…
観
者
如
市。

匠
伯
不
顧、

遂
行
不
畷。

弟
子
厭
観

之、

走
及
匠
石
日、

自
吾
執
斧
斤
以
随
夫
子、

未
嘗
見
材
如
此
其
美

也。

先
生
不
肯
視、

行
不
轍、

何
邪。

日、

已
尖。

勿
言
之
芙。

散

木
也。

以
為
舟
則
汎、

以
為
棺
椰
則
速
腐、

以
為
器
則
速
毀、

以
為

門
戸
則
液
構、

以
為
柱
則
猛。

是
不
材
之
木
也、

無
所
可
用、

故
能

若
是
之
壽
（
匠
石
齊
に
之
き、

曲
棘
に
至
り、

榛
社
の
樹
を
見
る。

…
…
観
る
者
市
の
如
し。

匠
伯
顧
み
ず、

遂
に
行
き
て
綴
め
ず。

弟

子
之
を
厭
観
し、

走
り
て
匠
石
に
及
び
て
日
く、

吾
れ
斧
斤
を
執
り

て
以
て
夫
子
に
随
い
し
よ
り、

未
だ
嘗
て
材
の
此
の
如
く
其
の
美
な

る
を
見
ざ
る
な
り。

先
生
肯
え
て
視
ず、

行
き
て
綴
め
ず、

何
ぞ
や

と。

曰
く、

已
め
よ。

之
を
言
う
こ
と
勿
か
れ。

散
木
な
り。

以
て

舟
を
為
れ
ば
則
ち
況
み、

以
て
棺
椰
を
為
れ
ば
則
ち
速
や
か
に
腐
り、

以
て
器
を
為
れ
ば
則
ち
速
や
か
に
毀
れ、

以
て
門
戸
を
為
れ
ば
則
ち

液
楠
し、

以
て
柱
を
為
れ
ば
則
ち
嚢
あ
り。

是
れ
不
材
の
木
な
り、

用
う
べ
き
所
無
し、

故
に
能
＜
是
の
若
く
之
れ
壽
な
り
と
）

」

と
あ

る
の
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る。

(
15)

其
五
の
第
三
句
「
自
言
歳
寒
性」

は
三
巻
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
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り、

底
本
と
し
た
五
巻
本
で
は

国
屈狐
歳
寒
性」
に
作
る 。

其
四
で

は
「

松」
に
つ
い
て

晶
国司
生
得
地」

と
あ
り、

其
六
で
は

面
コ
i

何
深
徳」

と
あ
る
よ
う
に 、
「

古
意」

六
首
に
於
い
て
は
「

斤
斧」

か
ら
逃
れ
た
存
在
が
自
ら
語
る
と
い
う
こ
と
が一
貫
し
て
い
る 。

ま

た 、

王
績
に
は
「

春
桂
間
答」
と
題
さ
れ
た
詩
が
存
在
し 、

語
り
手
と

桂
樹
と
の
対
話
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら、

こ
こ
で
は
三
巻
本
の

「
自
百
歳
寒
性」
に
従
っ
た。
な
お、

三
巻
本
と
五
巻
本
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
張
錫
厚
「

闊
於
《
王
績
集》
的
流
側
典
五
巻
本
的
登
現」
（「
中

国
古
典
文
学
論
叢」
人
民
文
学
出
版
社、

一
九
八
四）
に
詳
し
い。

(
16)
『

論
語』
子
竿
に
「

子
日 、

歳
寒 、

然
後
知
松
柏
之
後
彫
也
（
子
曰
く、

し
ぼ

歳
寒
く
し
て、

然
る
後
に
松
柏
の
彫
む
に
後
る
こ
と
を
知
る）」
と
あ
る。

(
17)
呂
オ
「

東
皐
子
集
序」 。
な
お、
『

新
唐
書』
隠
逸
傭
で
は
「

歎
日」

以
下
を
＿

網
羅
在
天 、

吾
且
安
之
（
網
羅
天
に
在
り、

吾
且
く
安
に
か

之
か
ん）」
に
作
る。

(
18)

愁
康
詩
中
に
見
え
る
飛
翔
と
網
羅
に
つ
い
て
は 、

巽
膳
宏
「

愁
康

の
飛
翔」
（『
中
国
文
学
報』
一
六、

1
9
6
2 。

後
に
『

乱
世
を
生

き
る
詩
人
た
ち
ー

六
朝
詩
人
論
ー』

研
文
出
版 、
―1
0
0一
に
所
収）

に
詳
細
な
論
究
が
あ
る 。

興
膳
氏
は
そ
の
中
で
「

五
言
贈
秀
才
詩」

の
＿

雲
網
塞
四
厘 、

高
羅
正
参
差
c

奮
迅
勢
不
便 、

六
翻
無
所
施 。

隠
姿
就
長
線 、

卒
為
時
所
覇 。

軍
雄
翻
獨
逝 、

哀
吟
傷
生
離
（
傍
線

部
箪
者
補
う 。

以
下
同
じ）」 、

な
ら
び
に
「

述
志
詩
二
首
其一
」
の

＿
焦
鵬
振
六
吼 、

羅
者
安
所
覇 。

浮
遊
太
消
中、

更
求
新
相
知 。

比

翼
翔
雲
漠 、

飲
露
餐
遵
枝」

等
の
詩
を
取
り
上
げ 、
「

隻
鷺
の
飛
翔

に
み
ら
れ
る
園
外
に
遊
ぼ
う
と
す
る
志
向
は 、

人
間
の
悪
意
か
ら
逃

避
し
よ
う
と
す
る
志
向
と
常
に
う
ら
は
ら
で
あ
り、

網
羅
の
イ
メ
ー

ジ
に
は
人
間
の
悪
意
へ
の
深
刻
な
恐
れ
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る 。

高
翔
す
る
精
神
と、

そ
れ
を
遮
ろ
う
と
す
る
網
羅
ー

こ
の
唆

想
上
の
二
重
構
造
は 、

愁
康
の
詩
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る」
(1
0
四
頁）
と
す
る 。

（
筑
波
大
学
大
学
院）

(69) 




