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一
、
は
じ
め
に

　

以
前
私
は
「「
雑
説
」
が
書
か
れ
る
ま
で
」（『
京
都
教
育
大
学
国

文
学
会
誌
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
六
年
）
と
題
す
る
拙
論
（
以
下

「
前
論
」
と
略
す
）
で
、
唐
の
散
文
家
韓
愈
が
「
雑
説
」
を
書
く
に

至
る
ま
で
の
過
程
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
韓
愈
の
「
雑
説
」
は
四

篇
あ
る
が
、
私
が
と
り
上
げ
た
の
は
そ
の
第
四
、「
世
に
伯
楽
有
り

て
然
る
後
に
千
里
の
馬
有
り
」
の
名
句
で
始
ま
る
、
伯
楽
と
名
馬
の

関
係
を
論
じ
た
一
篇
で
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
を
指
し
て
「
雑
説
」

と
称
す
る
。

　
「
雑
説
」
が
誕
生
す
る
以
前
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伯
楽
と
名
馬

の
話
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
雑
説
」
が
強
く
影
響
を
受
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
戦
国
策
』
楚
策
四
（
三
十
三
巻
本
に

よ
る
。
以
下
「
楚
策
」
と
略
す
）
で
汗
明
が
春
申
君
に
語
っ
た
故
事

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
不
遇
な
名
馬
と
伯
楽
と
の
出
会
い
が
才
能
あ
る

自
分
と
上
位
者
の
遭
遇
の
喩
え
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
い
わ
ば
「
雑

説
」
の
原
型
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
「
楚
策
」
は
下
位
者
が

上
位
者
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
弁
論
の
「
説
」
だ
が
、
漢
代
以
降
、

文
人
に
よ
っ
て
独
立
し
た
散
文
作
品
が
書
か
れ
る
中
で
、
そ
れ
ら
に

も
影
響
を
与
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
前
論
」
を
補
訂
し
つ
つ
述
べ

る
と
、
前
漢
で
は
枚
乗
の
「
七
発
」（『
文
選
』
巻
三
四
）、
東
方
朔

の
「
七
諫
」
怨
世
（『
楚
辞
』）、
賈
誼
の
「
屈
原
を
弔
う
文
」（『
文

選
』
巻
六
〇
）、
後
漢
で
は
張
衡
の
「
思
玄
の
賦
」（『
文
選
』
巻
三

七
）、
東
晋
で
は
劉
琨
の
「
盧
諶
に
答
う
る
詩
幷
び
に
書
」（『
文

選
』
巻
二
五
）、
西
晋
で
は
袁
宏
の
「
三
国
名
臣
の
序
賛
」（『
文

選
』
巻
四
七
）
な
ど
、
各
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
「
楚

策
」
を
意
識
し
た
不
遇
な
名
馬
が
登
場
し
て
い
る
。

　

盛
唐
に
な
る
と
杜
甫
が
「
天
育
驃
騎
図
の
歌
」（『
杜
詩
詳
注
』
巻

四
）
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
七
言
古
詩
の
形
式
で
名
馬
は
い
て
も
伯
楽

が
い
な
い
現
状
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。『
九
家
集
注
杜
詩
』
で
は
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注
に
「
楚
策
」
を
引
き
、
や
は
り
汗
明
が
語
っ
た
故
事
に
繫
が
る
作

品
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
「
雑
説
」
は
書
か
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
も
と
も
と
弁
論
の
「
説
」
だ
っ
た
「
楚
策
」
は
、
そ
の
後
、

歴
代
の
文
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
の
中
に
展
開
し
、
杜

甫
の
詩
を
経
由
し
て
「
雑
説
」
と
い
う
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
南
朝
宋
の
顔
延
之
が
「
赭
白
馬
の
賦
」（『
文
選
』
巻
一

四
、
以
下
「
赭
白
馬
賦
」）
と
い
う
作
品
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は

馬
を
題
材
と
し
た
代
表
的
な
「
賦
」
で
あ
る
が
、
修
辞
を
追
求
し
た

応
制
の
作
で
あ
り
、
明
確
な
主
張
を
も
っ
て
書
か
れ
た
古
文
の
「
雑

説
」
と
は
対
極
の
位
置
に
あ
る
。
今
、
こ
の
作
品
を
と
り
上
げ
る
の

は
、
馬
と
い
う
題
材
を
用
い
な
が
ら
「
楚
策
」
以
来
の
不
遇
な
名
馬

を
テ
ー
マ
と
す
る
系
譜
と
ど
う
関
わ
ら
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
改
め
て
「
雑
説
」
と
い
う
「
説
」
ジ
ャ
ン
ル
作
品
の
意
義
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
は
顔
延
之
の
「
赭
白
馬

賦
」
が
い
か
な
る
作
品
で
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
か
を
概
観
し
て

お
き
た
い
。

二
、「
赭
白
馬
賦
」
の
内
容
と
評
価

　

顔
延
之
は
東
晋
孝
武
帝
の
大
元
元
年
（
三
八
四
）
に
生
ま
れ
、
南

朝
宋
孝
武
帝
の
孝
建
三
年
（
四
五
六
）
に
没
し
た
。
そ
の
性
格
は

「
褊
激
」（『
宋
書
』
顔
延
之
伝
）
と
評
さ
れ
、
直
言
し
て
は
ば
か
る

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
、
名
利
に
対
し
て
は
恬
淡
と
し
て
お
り
、
過

酷
な
権
力
闘
争
の
世
に
あ
っ
て
も
刑
死
す
る
こ
と
な
く
、
免
官
や
左

遷
を
三
度
経
な
が
ら
も
最
後
は
金
紫
光
禄
大
夫
に
ま
で
昇
進
し
た
。

そ
の
文
士
と
し
て
の
名
声
は
当
時
に
あ
っ
て
は
謝
霊
運
と
並
び
称
せ

ら
れ
、『
文
選
』
に
収
め
ら
れ
る
詩
文
も
二
十
二
篇
に
及
ぶ
が
、
彫

琢
の
美
を
追
求
し
た
修
辞
至
上
主
義
的
な
作
品
に
は
彼
が
生
き
た
現

実
の
反
映
は
見
ら
れ
ず
、
一
部
を
除
い
て
今
日
で
は
さ
ほ
ど
評
価
さ

れ
て
い
な
い
。

　
「
赭
白
馬
賦
」
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
元
嘉
十
八
年
（
四
四
一
）、
宋

の
第
三
代
の
文
帝
に
仕
え
て
い
た
五
十
八
歳
の
時
の
作
で
あ
る
こ
と

が
「
惟
れ
宋
の
二
十
有
二
載
」
と
本
文
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

『
文
選
』
李
善
注
に
は
「
宋
の
文
帝
の
十
七
年
な
り
」
と
注
す
る
が
、

宋
が
建
国
さ
れ
た
永
初
元
年
（
四
二
〇
）
か
ら
二
十
二
年
め
は
元
嘉

十
八
年
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
繆
鉞
「
顔
延
之
年
譜
」（『
繆
鉞
全
集

　

第
一
巻
（
下
）
氷
繭
庵
読
史
存
稿
』
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇

四
年
）
に
従
う
。
な
お
李
佳
『
顔
延
之
詩
文
選
注
』（
黄
山
書
社
、

二
〇
一
二
年
）
で
も
元
嘉
十
八
年
と
す
る
。
元
嘉
十
一
年
に
永
嘉
太

守
に
出
さ
れ
た
時
、「
五
君
詠
」
を
作
っ
て
実
力
者
た
ち
の
怒
り
を

買
い
、
七
年
間
世
間
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
た
後
に
、
文
帝
の
第
二
子
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始
興
王
濬
の
後
軍
諮
議
参
軍
と
し
て
復
帰
し
た
頃
の
作
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
「
赭
白
馬
賦
」
は
そ
の
序
に
「
末
臣
庸
蔽
な
る

も
、
敢
え
て
同と
も
に
賦
を
献
ず（
１
）」
と
あ
っ
て
、
時
の
天
子
文
帝
に
献
上

さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
帝
の
愛
馬
で
あ
る
赤
白
ま
だ
ら

の
駿
馬
―
―
赭
白
馬
の
死
を
悼
ん
だ
応
制
の
賦
で
あ
る
。
作
品
の
概

要
を
中
国
古
典
文
学
叢
書
排
印
本
『
文
選
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）
の
分
段
に
従
っ
て
、
序
、
第
一
段
～
第
四
段
、
乱
の

六
つ
の
部
分
に
分
け
て
見
て
お
こ
う
。

　

序
は
作
品
全
体
の
序
文
で
あ
っ
て
、
宋
の
天
子
の
力
が
四
方
に
及

び
赭
白
馬
が
得
ら
れ
た
こ
と
（　

ａ
）、
赭
白
馬
は
才
能
を
発
揮
し

た
が
老
死
し
て
天
子
を
悲
し
ま
せ
た
ゆ
え
賦
を
献
じ
る
こ
と
（　

ｂ
）
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

そ
れ
を
受
け
て
賦
の
本
文
に
入
る
。
そ
の
第
一
段
は
宋
王
朝
の
隆

盛
と
赭
白
馬
の
獲
得
を
内
容
と
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
宋
の
武
帝
・

文
帝
の
治
世
は
国
力
が
大
変
盛
ん
で
あ
る
こ
と
（　

ａ
）、
歴
代
の

す
ぐ
れ
た
帝
王
の
時
代
に
神
馬
が
現
れ
た
こ
と
（　

ｂ
）、
宋
王
朝

の
場
合
も
各
地
に
勢
力
が
及
ん
で
駿
馬
（
赭
白
馬
）
を
得
た
こ
と

（　

ｃ
）
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

第
二
段
は
赭
白
馬
の
優
れ
た
資
質
を
記
述
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、

赭
白
馬
は
並
外
れ
た
外
見
・
体
格
を
し
て
い
る
こ
と
（　

ａ
）、
そ

の
足
の
速
さ
は
尋
常
で
は
な
い
こ
と
（　

ｂ
）、
天
子
へ
の
恭
順
を

序

序

一一

一

二

二

教
育
さ
れ
、
美
し
い
飾
り
を
つ
け
て
巡
幸
に
従
う
こ
と
（　

ｃ
）

が
述
べ
ら
れ
る
。

　

第
三
段
は
疾
走
す
る
赭
白
馬
の
姿
を
描
写
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、

秋
に
な
る
と
天
子
は
士
卒
の
武
芸
を
試
験
し
馬
を
品
評
す
る
こ
と

（　

ａ
）、
赭
白
馬
は
嘶
い
て
疾
走
し
、
姿
態
を
美
し
く
変
化
さ
せ

る
こ
と
（　

ｂ
）、
天
子
は
赭
白
馬
に
乗
っ
て
仙
界
を
訪
ね
よ
う
と

す
る
こ
と
（　

ｃ
）
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

第
四
段
は
天
子
の
徳
と
赭
白
馬
の
死
を
記
す
部
分
で
あ
っ
て
、
仙

界
を
訪
ね
よ
う
と
し
た
天
子
は
歴
代
の
王
の
正
し
い
道
に
鑑
み
、
車

を
止
め
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
（　

ａ
）、
赭
白
馬
を
馬
小
屋
に

置
い
て
老
死
す
る
ま
で
よ
く
養
っ
て
や
る
こ
と
（　

ｂ
）
が
述
べ

ら
れ
る
。

　

以
上
の
本
文
の
あ
と
に
最
後
の
ま
と
め
で
あ
る
乱
が
置
か
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
天
子
の
徳
に
呼
応
し
て
駿
馬
が
現
れ
た
こ
と
（　

ａ
）、

馬
は
非
凡
で
よ
く
天
子
の
た
め
に
身
を
捧
げ
た
こ
と
（　

ｂ
）
が

述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
赭
白
馬
賦
」
は
名
馬
と
し
て
の
赭
白
馬
を
描
く
と

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
馬
が
現
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
宋
王
朝
の

国
力
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
よ
く
養
っ
た
文
帝
を
称
え
た
作
品
と
い
え

る
。
し
た
が
っ
て
内
容
的
に
は
応
制
の
賦
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
と

り
た
て
て
目
を
引
く
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
賦
が
従
来
注
目
さ
れ
て

二

三

三
三

四

四

乱
乱
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き
た
の
は
、
そ
の
修
辞
的
な
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
馬
を
描
写
し

た
代
表
的
な
位
置
に
あ
る
と
同
時
に
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
、
後
世

の
馬
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
に
も
影
響
を
与
え
た
。

　

た
と
え
ば
、
赭
白
馬
の
尋
常
で
な
い
足
の
速
さ
を
述
べ
た　

ｂ

に
は
、

　
　

旦
に
は
幽
燕
に
刷ぬ
ぐ

い
、
昼
に
は
荊
越
に
秣

ま
ぐ
さ
かう（
２
）。

と
あ
る
。
こ
こ
に
夜
明
け
に
は
北
方
の
燕
国
で
体
を
洗
っ
て
い
た
か

と
思
え
ば
、
日
中
に
は
南
方
の
越
国
で
ま
ぐ
さ
を
食
べ
て
い
る
と
い

う
の
は
、
そ
の
並
外
れ
た
足
の
速
さ
を
誇
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

杜
甫
の
詩
「
驄
馬
行
」（『
杜
詩
詳
注
』
巻
四
）
は
こ
れ
を
踏
ま
え

て
、

昼
洗
は
須す

べ
から

く
涇
渭
の
深
き
に
騰あ

が
る
べ
く
、

朝
趨
は
幽
幷
の
夜
に
刷ぬ

ぐ

う
べ
し（３
）。

と
歌
う
。
杜
甫
の
場
合
は
昼
間
、
涇
水
・
渭
水
の
深
み
を
飛
び
跳
ね

て
足
を
濯
い
で
い
た
の
が
、
朝
の
走
り
は
夜
に
は
幽
州
・
幷
州
で
体

を
洗
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
、
方
向
は
南
か
ら
北
へ
と
逆
だ

が
、「
赭
白
馬
賦
」
の
発
想
と
語
彙
を
用
い
つ
つ
、
馬
の
疾
走
を
表

現
す
る
。

　

ま
た
、
李
白
の
詩
「
天
馬
の
歌
」（『
李
太
白
全
集
』
巻
三
）
に
、

鶏
鳴
に
燕
に
刷ぬ

ぐ

い
晡ひ

ぐ
れに

越
に
秣

ま
ぐ
さ
かう（
４
）。

と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

二

　

以
上
を
指
摘
す
る
の
は
、
宋
・
王
得
臣
の
『
麈
史
』
で
あ
っ
て
、

そ
の
巻
二
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

古
え
の
詩
を
善
く
す
る
者
、
善
く
人
の
語
を
用
う
る
こ
と
、
渾

然
と
し
て
己
れ
よ
り
出い

ず
る
が
若
き
は
、
唯
だ
李
・
杜
の
み
。

顔
延
年
の
「
赭
白
馬
の
賦
」
に
云
う
、「
旦
に
は
幽
燕
に
刷
い
、

昼
に
は
荊
越
に
秣
う
」
と
。
子
美
の
「
驄
馬
行
」
に
「
昼
洗
は

須
ら
く
涇
渭
の
深
き
に
騰
が
る
べ
く
、
夕
趨
は
幽
幷
の
夜
に
刷

う
べ
し
」
と
曰
い
、
太
白
の
「
天
馬
の
歌
」
に
「
鶏
鳴
に
燕
に

刷
い
晡
に
越
に
秣
う
」
と
曰
う
は
、
蓋
し
皆
な
顔
の
賦
よ
り
出

ず
る
な
り
。
退
之
の
「
李
杜
文
章
在
り
、
光
焰
万
丈
長
し
」
と

曰
う
は
、
信
な
る
か
な（５
）。

　

こ
こ
で
は
「
赭
白
馬
賦
」
に
出
る
語
を
、
李
・
杜
が
あ
た
か
も
自

分
が
生
み
だ
し
た
か
の
よ
う
に
自
在
に
用
い
て
い
る
こ
と
を
、
韓
愈

の
「
張
籍
を
調あ

ざ
ける

」
詩
も
引
き
な
が
ら
称
賛
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

見
方
を
変
え
れ
ば
、「
赭
白
馬
賦
」
が
そ
れ
だ
け
大
き
な
影
響
力
を

も
っ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　

た
だ
上
述
し
た
と
お
り
、
そ
の
影
響
は
あ
く
ま
で
も
表
現
上
に
と

ど
ま
る
。
内
容
上
の
価
値
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
評
価
が
一
般
的
で

あ
る
。
た
と
え
ば
高
橋
和
巳
「
顔
延
之
の
文
学
」
で
は
、「
赭
白
馬

賦
」
を
「
賦
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
顔
延
之
の
代
表
作
」
と
し
な
が

ら
も
、
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意
味
的
内
容
は
実
は
ま
こ
と
に
つ
ま
ら
な
い
。
顔
延
之
自
身
の

愛
玩
動
物
で
で
も
あ
っ
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
帝
に
命
じ
ら
れ

て
古
事
を
つ
ら
ね
想
像
を
か
き
立
て
て
書
い
た
美
辞
麗
句
に
感

情
の
こ
も
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
初
源
か
ら
幾

分
そ
う
し
た
傾
向
は
内
包
し
て
い
た
と
は
い
え
賦
は
劉
宋
時
代

に
は
ま
さ
し
く
こ
の
顔
延
之
の
作
品
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
し
て
以
後
は
江
淹
や
庾ゆ

信し
ん

な
ど
な
に
ほ
ど
か
の
新

味
を
出
す
作
者
が
あ
ら
わ
れ
は
し
た
が
、
こ
の
「
赭
白
馬
の

賦
」
が
示
す
方
向
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
は
な
お

唐
初
ま
で
第
一
級
文
学
の
位
置
を
保
ち
つ
つ
、
以
後
文
学
的
生

命
を
急
速
に
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（６
）。

と
、
こ
の
時
代
の
極
度
に
修
辞
主
義
に
傾
斜
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
後
世

ふ
り
返
ら
れ
な
く
な
る
作
品
の
代
表
に
据
え
る
。

　

ま
た
馬
積
高
『
賦
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
で

も
、
謝
霊
運
と
の
比
較
に
お
い
て
、

顔
延
之
の
詩
文
は
時
に
過
度
に
彫
琢
が
施
さ
れ
て
、
生
き
生
き

と
し
た
情
趣
に
は
や
や
欠
け
、
彼
の
「
赭
白
馬
賦
」
に
は
そ
う

し
た
欠
点
が
見
ら
れ
る
が
（
顔
の
賦
で
は
こ
の
一
篇
の
み
が
完

全
な
作
品
で
、
そ
の
他
は
み
な
断
片
で
あ
る
）、
謝
霊
運
の
方

は
洗
練
さ
れ
た
表
現
の
中
に
自
然
な
味
を
出
せ
て
お
り
、
そ
の

完
成
度
は
顔
延
之
に
ま
さ
っ
て
い
る
。（
同
書
二
〇
〇
頁
）

と
述
べ
、「
赭
白
馬
賦
」
は
修
辞
本
意
で
情
趣
に
乏
し
い
作
品
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。

　

大
上
正
美
「
顔
延
之
論
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
形
式
と
し
て
宋

室
賛
美
と
自
己
卑
下
が
先
験
的
に
存
在
」
し
、「
現
実
と
自
己
と
の

関
係
を
問
う
構
造
を
欠
い
た
作
品
群
」
の
一
つ
と
い
え
よ
う（７
）。

三
、「
赭
白
馬
賦
」
と
「
雑
説
」
の
関
係
（
一
）

　
「
赭
白
馬
賦
」
の
特
色
を
以
上
の
よ
う
に
お
さ
え
た
上
で
、
そ
の

対
極
に
あ
る
「
雑
説
」
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　
「
雑
説
」
は
有
能
な
人
材
が
登
用
さ
れ
な
い
現
実
を
伯
楽
に
見
出

さ
れ
な
い
不
遇
な
名
馬
に
喩
え
て
訴
え
た
散
文
で
あ
る
。
短
い
作
品

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
文
を
訓
読
で
示
し
て
お
こ
う
。

世
に
伯
楽
有
り
て
然
る
後
に
千
里
の
馬
有
り
。
千
里
の
馬
は
常

に
有
り
、
而
れ
ど
も
伯
楽
は
常
に
は
有
ら
ず
。
故
に
名
馬
有
り

と
雖
も
、
秖た

だ
奴
隷
人
の
手
に
辱
め
ら
れ
、
槽
櫪
の
間
に
騈
死

し
、
千
里
を
以
っ
て
称
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
。
馬
の
千
里
な
る
者
、

一
食
或
い
は
粟
一
石
を
尽
す
。
馬
を
食や

し
なう
者
、
そ
の
能
千
里
な

る
を
知
っ
て
食
わ
ざ
る
な
り
。
こ
の
馬
や
、
千
里
の
能
有
り
と

雖
も
、
食
飽
か
ず
、
力
足
ら
ず
、
才
の
美
外そ

と

に
見あ

ら

わ
れ
ず
、
且

つ
常
の
馬
と
等
し
か
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
得
べ
か
ら
ず
。
安

い
ず
く

ん
ぞ
そ
の
能
千
里
な
る
を
求
め
ん
や
。
之
に
策む

ち
うつ

に
そ
の
道
を
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以
っ
て
せ
ず
、
之
を
食や

し
なう
に
そ
の
材
を
尽
す
能
わ
ず
、
之
に
鳴

け
ど
も
そ
の
意
に
通
ず
る
能
わ
ず
、
策む

ち

を
執
っ
て
之
に
臨
ん
で

曰
く
、
天
下
に
馬
無
し
と
。
あ
あ
、
そ
れ
真
に
馬
な
き
か
。
そ

れ
真
に
馬
を
知
ら
ざ
る
か（８
）。

　

先
に
、
不
遇
な
名
馬
と
伯
楽
と
の
出
会
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
か
ら

「
楚
策
」
が
「
雑
説
」
の
原
型
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の

影
響
関
係
が
最
も
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
之
に
鳴
け
ど
も
そ
の
意
に

通
ず
る
能
わ
ず
」
の
部
分
で
あ
る
。

　
『
詩
経
』
小
雅
・「
車
攻
」
に
狩
り
を
終
え
た
馬
の
和
ら
い
だ
様
子

を
「
蕭
蕭
と
し
て
馬
鳴い

な
なく
」
と
歌
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
馬
の
嘶
き

は
伯
楽
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
楚
策
」
は
こ
れ
を
伯

楽
と
結
び
つ
け
て
、
伯
楽
と
出
会
っ
た
名
馬
（
驥
）
が
喜
ぶ
さ
ま
を

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

驥
是こ

こ

に
於
い
て
俛ふ

し
て
噴
し
、
仰
い
で
鳴
き
、
声
、
天
に
達
し
、

金
石
よ
り
出
ず
る
が
ご
と
き
者
は
何
ぞ
や
。
伯
楽
の
己
れ
を
知

る
を
見
て
欣よ

ろ
こべ
ば
な
り（９
）。

　

名
馬
は
う
つ
む
い
て
た
め
息
を
つ
い
た
後
、
仰
ぎ
見
て
、
天
に
届

く
ほ
ど
の
、
鐘
や
磬
を
鳴
ら
し
た
か
の
よ
う
な
声
で
、
高
く
嘶
く
。

こ
れ
を
受
け
て
、
三
国
魏
の
曹
植
の
自
己
推
薦
文
「
自
試
を
求
む
る

表
」（『
文
選
』
巻
三
七
）
で
は
「
臣
聞
く
騏
驥
長
く
鳴い

な
ない

て
、
伯
楽

そ
の
能
を
昭
ら
か
に
す
と
）
（1
（

」
と
い
い
、
東
晋
の
劉
琨
は
部
下
の
就
職

を
励
ま
し
た
「
盧
諶
に
答
う
る
詩
幷
び
に
書
」
に
「
昔
、
騄
騏
、
輈
な
が
え

に
呉
坂
に
倚
り
て
、
良
・
楽
に
長
く
鳴い

な
なけ

る
は
、
知
る
と
知
ら
ざ
る

と
な
り
）
（（
（

」
と
い
う
。「
騏
驥
」
も
「
騄
騏
」
も
名
馬
を
い
う
。
劉
琨

の
方
は
や
や
意
味
が
と
り
に
く
い
が
、
塩
車
を
引
い
て
呉
坂
を
上
る

と
轅な

が
えに

寄
り
か
か
っ
て
進
め
な
か
っ
た
の
が
、
王
良
・
伯
楽
に
出
会

っ
て
ひ
と
し
き
り
嘶
い
た
の
は
、
お
の
れ
の
価
値
を
知
る
者
に
出
会

う
の
と
知
ら
れ
な
い
ま
ま
と
で
は
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ

れ
は
現
行
の
「
楚
策
」
に
は
な
い
「
呉
坂
」
や
「
王
良
」
が
見
え
る

も
の
の
、
や
は
り
「
楚
策
」
の
故
事
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
雑
説
」
に
登
場
す
る
「
千
里
の
馬
」
が
「
之
に
鳴

け
ど
も
そ
の
意
に
通
ず
る
能
わ
ず
」
と
い
う
の
は
、「
楚
策
」
を
逆

に
用
い
て
、
本
来
、
伯
楽
が
名
馬
の
価
値
を
見
抜
き
、
気
持
ち
が
通

じ
あ
っ
た
場
合
に
馬
が
嘶
く
は
ず
な
の
に
、
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
に
空
し
く
嘶
い
て
い
る
名
馬
の
苦
境
が
強

調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
赭
白
馬
賦
」
で
は
ど
う
か
。　

ｂ
、
嘶
い
て
疾
走
す
る
赭
白
馬

を
描
写
し
た
部
分
に
、

影
を
睨
ん
で
高
く
鳴い

な
なき

、
将
に
超
え
ん
と
し
て
中
ご
ろ
折と

ど

ま
る
）
（1
（

。

と
い
う
描
写
が
出
て
く
る
。
秋
に
天
子
が
士
卒
の
武
芸
を
試
す
た
め

に
馬
を
競
争
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
馬
は
自
分
の
影
を
横
目
で
見
て

ひ
と
き
わ
高
く
嘶
き
、
そ
の
影
を
飛
び
越
え
よ
う
と
す
る
が
途
中
で

三
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や
め
る
。
も
し
こ
れ
が
「
楚
策
」
を
踏
ま
え
た
表
現
な
ら
「
高
く

鳴
」
く
と
は
伯
楽
に
気
持
ち
が
通
じ
た
喜
び
を
表
す
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
李
善
は
「
影
を
睨
」

む
こ
と
に
関
し
て
は
『
相
馬
経
』
よ
り
「
馬
、
影
を
眄に

ら

ん
で
視
る
者

有
り
」
と
い
う
一
節
を
引
く
が
、「
高
鳴
」
に
は
注
を
つ
け
な
い
。

五
臣
注
（
李
周
翰
）
に
は
「
馬
、
影
を
視
て
高
く
鳴
く
有
れ
ば
良
馬

な
り
」
と
あ
る
が
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
な
い
。
あ
る

い
は
「
楚
策
」
の
文
脈
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
苦

し
い
説
明
を
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な
事
柄
を
述
べ
な
が
ら
、「
雑
説
」
と

「
赭
白
馬
賦
」
で
は
そ
れ
が
踏
ま
え
る
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
を
さ
ら
に
み
て
み
た
い
。

四
、「
赭
白
馬
賦
」
と
「
雑
説
」
の
関
係
（
二
）

　
「
赭
白
馬
賦
」
の　

ｂ
で
は
「
賦
」
が
書
か
れ
る
に
至
る
事
情
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
赭
白
馬
が
年
老
い
て
馬
小
屋
の
中
で
死
に
、

若
い
時
に
は
天
子
の
た
め
に
力
を
つ
く
し
、
今
は
天
子
を
悲
し
ま
せ

て
い
る
こ
と
を
、

歳
老
い
気
殫つ

き
て
、
内
桟
に
斃た

お

る
。
少わ

か

く
し
て
そ
の
力
を
尽
し
、

上
仁
を
惻い

た

ま
し
む
る
有
り
）
（1
（

。

と
い
う
。

序

　

こ
の
中
で
ま
ず
「
内
桟
に
斃
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
。
こ
れ
は
普
通
に
は
『
荘
子
』
馬
蹄
篇
の
次
の
部
分
を
踏
ま
え

る
。
す
な
わ
ち
人
為
を
加
え
な
い
野
性
の
馬
こ
そ
馬
の
本
来
の
姿
で

あ
る
と
い
う
文
脈
を
受
け
て
こ
の
よ
う
に
い
う
。

伯
楽
に
至
る
に
及
ん
で
曰
く
、「
我
れ
善
く
馬
を
治
む
」
と
。

之
を
焼
き
、
之
を
剔そ

り
、
之
を
刻け

ず

り
、
之
を
雒ら

く

し
、
之
を
連
ぬ

る
に
羈き

馽ち
ゅ
うを

以
っ
て
し
、
之
を
編
む
に
皁そ

う

桟さ
ん

を
以
っ
て
し
て
、

馬
の
死
す
る
者
十
に
二
三
）
（1
（

。

　

こ
れ
は
伯
楽
が
馬
を
よ
く
養
う
と
称
し
て
、
そ
の
皮
を
焼
き
、
毛

を
剃
り
、
蹄
を
削
り
、
烙
印
を
押
し
、
た
づ
な
で
繫
ぎ
、
馬
小
屋
に

並
べ
、
十
頭
の
う
ち
二
三
頭
は
死
な
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。「
皁
」
は
陸
徳
明
の
『
荘
子
音
義
』
に
よ
れ
ば
「
櫪
な
り
。
一

に
云
う
、
槽
な
り
」
と
あ
る
か
ら
飼
い
葉
お
け
の
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
崔
譔
の
注
を
引
い
て
「
馬
閑
な
り
」
と
あ
り
、
馬
小
屋
を
い
う
。

ま
た
「
桟
」
は
「
木
を
編
ん
で
作
り
、
霊
牀
の
似ご

と

き
を
桟
と
曰
う
。

以
っ
て
湿
を
禦ふ

せ

ぐ
な
り
」
と
あ
り
、
屍
を
の
せ
る
牀
の
よ
う
に
木
を

組
ん
で
あ
げ
床
に
し
、
湿
気
を
防
い
だ
も
の
で
、
崔
譔
の
注
に
は

「
木
棚
な
り
」
と
あ
る
の
も
併
せ
考
え
る
と
、
要
す
る
に
床
部
分
に

板
を
わ
た
し
て
あ
る
馬
小
屋
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
『
荘
子
』
を
踏
ま
え
る
と
、
馬
小
屋
に
繫
い
で

十
頭
中
、
二
三
頭
が
死
ぬ
と
い
う
否
定
的
文
脈
に
な
る
は
ず
だ
が
、



 
（8）

「
赭
白
馬
賦
」
の
「
内
桟
に
斃
る
」
は
、
終
生
馬
小
屋
で
養
わ
れ
棄

て
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
肯
定
的
文
脈
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
よ
っ
て
李
善
は
典
拠
と
し
て
『
荘
子
』
を
出
し
な
が
ら
も
、
た

だ
「
伯
楽
曰
く
、『
我
れ
善
く
馬
を
治
む
』
と
。
之
を
編
む
に
皁
桟

を
以
っ
て
す
」
と
の
み
本
文
を
引
き
、「
馬
の
死
す
る
者
十
に
二

三
」
の
部
分
は
割
愛
す
る
。
さ
ら
に
「
桟
は
櫺
牀
の
若
し
。
之
を
湿

地
に
施
す
な
り
」
と
司
馬
彪
の
注
を
添
え
る
。「
櫺
牀
」
は
欄
干
の

あ
る
寝
台
で
あ
っ
て
、
湿
気
を
防
い
だ
馬
小
屋
で
大
切
に
養
わ
れ
て

い
た
方
向
で
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
に
じ
む
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
雑
説
」
で
「
槽
櫪
の
間
に
騈
死
」
す
る
の
は
、

「
奴
隷
人
の
手
に
辱
め
ら
れ
」
た
結
果
だ
か
ら
、
同
じ
馬
小
屋
で
も

悲
惨
な
死
を
意
味
し
、
肯
定
的
文
脈
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
そ

の
「
槽
櫪
」
と
い
う
場
所
が
、
活
躍
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
不
遇
な

雌
伏
の
場
と
意
識
さ
れ
、「
雑
説
」
が
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と

は
「
前
論
」
で
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

続
い
て
「
少
く
し
て
そ
の
力
を
尽
し
、
上
仁
を
惻
ま
し
む
る
有

り
」
の
方
も
検
討
し
よ
う
。
こ
こ
は
『
韓
詩
外
伝
』
巻
八
に
見
え
る

田
子
方
の
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
る
。

昔む
か
し者

田
子
方
出
で
て
、
老
馬
を
道
に
見
る
。…
…
御ぎ

ょ

曰
く
、「
も

と
公
家
の
畜
な
り
。
罷つ

か

れ
て
用
を
為
さ
ず
、
故
に
出
だ
し
て
之

を
放
つ
な
り
」
と
。
田
子
方
曰
く
、「
少わ

か

く
し
て
そ
の
力
を
尽

し
、
老
い
て
そ
の
身
を
棄
つ
る
は
、
仁
者
は
為
さ
ざ
る
な
り
」

と
。
束
帛
も
て
し
て
之
を
贖あ
が
なう
）
（1
（

。

　

疲
れ
て
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
に
道
に
棄
て
ら
れ
た
王
室
の

老
馬
を
、「
若
い
時
に
力
を
つ
く
し
た
者
を
老
い
た
か
ら
と
い
っ
て

棄
て
る
こ
と
は
、
仁
者
は
し
な
い
」
と
言
っ
て
田
子
方
が
絹
五
匹
で

購
っ
て
や
る
故
事
で
あ
る
。「
赭
白
馬
賦
」
で
天
子
を
指
し
て
「
上

仁
」、
最
上
の
仁
者
と
称
し
た
の
は
田
子
方
の
言
葉
を
響
か
せ
る
た

め
で
あ
る
。
田
子
方
の
よ
う
に
か
つ
て
力
を
尽
し
た
老
馬
を
最
後
ま

で
棄
て
ず
に
養
う
と
、
天
子
を
称
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
李
善
注

も
多
少
の
異
同
は
あ
り
つ
つ
も
、『
韓
詩
外
伝
』
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

引
い
て
い
る
。

　

一
方
「
雑
説
」
で
は
そ
も
そ
も
「
力
足
ら
ず
」、
よ
っ
て
「
そ
の

材
を
尽0

す
能
わ
ず
」
と
い
う
悲
惨
な
名
馬
の
現
状
を
描
く
の
に
終
始

し
て
い
る
。
従
っ
て
田
子
方
の
故
事
が
こ
こ
に
入
る
余
地
は
な
く
、

「
赭
白
馬
賦
」
と
比
べ
る
と
、
天
子
に
養
わ
れ
る
老
馬
か
ら
「
楚

策
」
に
依
拠
す
る
不
遇
な
名
馬
の
方
向
へ
戻
し
た
と
い
え
よ
う
。

五
、
天
馬
の
到
来
と
「
天
馬
歌
」
の
影
響

　

こ
の
よ
う
に
「
赭
白
馬
賦
」
と
「
雑
説
」
と
い
う
二
つ
の
作
品
は

そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
制
作
の
背
景
や
意
図

も
全
く
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
馬
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
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も
そ
こ
に
描
か
れ
る
馬
の
像
は
全
く
重
な
ら
な
い
。
こ
と
に
名
馬
が

題
材
と
な
る
時
、
そ
こ
に
は
伯
楽
と
不
遇
の
影
が
ま
と
わ
り
つ
き
、

「
楚
策
」
か
ら
「
雑
説
」
に
至
る
一
連
の
系
譜
の
作
品
が
書
か
れ
た

が
、「
赭
白
馬
賦
」
は
そ
の
系
譜
に
は
収
ま
ら
な
い
。
表
現
と
し
て

な
ぜ
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
か
を
考
え
る
時
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の

が
、
漢
の
武
帝
の
時
代
に
お
け
る
天
馬
の
獲
得
で
あ
る
。

　

武
帝
が
『
易
』
に
よ
っ
て
占
っ
た
と
こ
ろ
、
神
馬
が
西
北
か
ら
来

る
と
あ
り
、
果
た
し
て
の
ち
に
張
騫
を
烏
孫
に
派
遣
し
て
良
馬
を
得

て
「
天
馬
」
と
名
づ
け
た
。
さ
ら
に
は
大
宛
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
汗
血

馬
が
得
ら
れ
た
た
め
、
烏
孫
の
馬
は
「
西
極
」
と
改
名
し
、
大
宛
の

馬
を
「
天
馬
」
と
称
し
た
と
い
う
）
（1
（

。

　
『
漢
書
』
礼
楽
志
に
は
武
帝
が
郊
祀
の
礼
を
定
め
、
楽
府
を
立
て
、

李
延
年
を
協
律
都
尉
と
し
て
、
司
馬
相
如
ら
の
詩
賦
を
も
と
に
音
階

を
調
和
さ
せ
て
、
十
九
章
か
ら
な
る
「
郊
祀
の
歌
」
が
作
ら
れ
た
と

あ
る
）
（1
（

。
そ
の
第
十
章
は
「
天
馬
」（
以
下
、「
天
馬
歌
」
と
称
す
）
で

あ
っ
て
、
天
馬
の
美
し
い
肢
体
や
す
ぐ
れ
た
能
力
、
天
馬
が
ど
の
よ

う
に
得
ら
れ
た
か
な
ど
を
歌
っ
て
い
る
。

　

西
域
か
ら
到
来
し
た
天
馬
は
馬
に
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る

と
と
も
に
、
馬
と
皇
帝
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
た
。「
赭
白
馬
賦
」

は
馬
を
通
じ
て
天
子
を
賛
美
す
る
作
品
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
天
馬

歌
」
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

歴
代
の
す
ぐ
れ
た
天
子
の
世
に
神
馬
が
出
現
し
た
こ
と
を
述
べ
た

　

ｂ
に
、

　
　

漢
の
道
亨と
お

り
て
天
驥 

才
を
呈あ

ら

わ
す
）
（1
（

。

と
あ
る
の
は
、
武
帝
の
徳
が
西
域
に
達
し
て
得
た
天
馬
が
才
能
を
発

揮
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
李
善
は
こ
の
部
分
の
注
に
「
天
馬

歌
」
よ
り
「
天
馬
来
た
る
こ
と
、
西
極
従よ

り
す
）
（1
（

」
の
一
節
を
引
く
。

　

天
馬
は
西
域
か
ら
や
っ
て
来
て
漢
の
天
子
に
出
会
い
、
そ
の
才
能

を
い
よ
い
よ
現
わ
す
。
他
方
、
伯
楽
に
出
会
え
ず
、
不
当
な
扱
い
を

受
け
た
「
雑
説
」
の
名
馬
は
、「
才
の
美
外
に
見あ

ら

わ
れ
ず
」、
活
躍
の

機
会
は
訪
れ
な
い
。

　

ま
た
疾
走
す
る
赭
白
馬
を
描
写
し
た　

ｂ
に
、

　
　

膺
門
沬あ

ら

う
こ
と
赭あ

か

く
、
汗
溝
に
血
を
走
ら
し
む
）
11
（

。

と
、
そ
の
肢
体
の
変
化
を
述
べ
て
い
る
。「
膺
門
」
は
馬
の
胸
、

「
沬
」
は
本
来
は
顔
を
洗
う
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
汗
が
流
れ
る
意
か
。

「
汗
溝
」
は
馬
の
前
方
の
腋
、
そ
こ
に
血
の
よ
う
な
赤
い
汗
を
流
す

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
馬
、
血
を
汗
に
す
）
1（
（

」
と
い
う
大
宛
の
汗
血
馬

か
ら
来
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
よ
り
直
接
に
は
、
や
は
り

李
善
注
が
引
く
「
天
馬
歌
」
の
一
節
「
霑う

る
おえ

る
赤
き
汗
、
沬あ

ら

い
流
る

る
こ
と
赭あ

か

し
）
11
（

」
を
受
け
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
「
雑
説
」
が
依
拠
す
る
「
楚
策
」
で
は
塩
車
を
引
い
て

太
行
山
を
上
る
馬
の
苦
し
げ
な
様
子
を
「
蹄
申の

び
膝
折
れ
、
尾
湛た

た

え

一

三
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胕
潰た

だ

れ
、
汁
を
漉こ

し
地
に
灑そ

そ

ぎ
、
白
汗
交こ

も
ごも
流
る
）
11
（

」
と
述
べ
て
い
た
。

汗
の
た
め
に
尾
は
湿
っ
て
皮
膚
は
た
だ
れ
、
噴
き
出
た
汗
の
泡
は
地

面
に
こ
ぼ
れ
、
体
じ
ゅ
う
に
白
く
濁
っ
た
汗
が
流
れ
る
。
こ
の
「
白

汗
」
は
分
不
相
応
な
労
役
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
。「
赭
白
馬
賦
」
は

汗
の
色
を
赤
く
変
え
た
だ
け
で
な
く
、「
天
馬
歌
」
を
踏
ま
え
、
汗

が
持
つ
意
味
も
美
し
く
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。

六
、
漢
代
の
「
賦
」
と
の
関
係

　

最
後
に
漢
代
の
「
賦
」
の
影
響
に
つ
い
て
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き

た
い
。

　
「
赭
白
馬
賦
」
の　

ａ
に
、
赭
白
馬
に
乗
っ
て
仙
界
を
訪
ね
よ
う

と
し
た
天
子
が
、
歴
代
の
王
に
思
い
を
致
し
て
車
を
止
め
、
思
い
と

ど
ま
る
描
写
が
あ
る
。

然
れ
ど
も
遊
畋
を
般た

の

し
ん
で
、
前
王
に
鏡か

ん
がみ

る
を
作な

す
。
人
上

に
肆

ほ
し
い
ま
まに
し
て
、
悔
い
を
義
方
に
取
る
。
天
子
は
乃
ち
駕
を
輟と

ど

め

て
慮

お
も
ん
ぱ
かり
を
廻め

ぐ

ら
し
、
徒
を
息や

す

ま
せ
装
い
を
解
く
）
11
（

。

　

狩
猟
を
楽
し
み
つ
つ
も
、
前
代
の
王
者
を
鑑
と
し
、
民
の
上
で
は

ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
一
方
で
、
正
し
い
道
に
従
っ
て
反
省
す
る
。

そ
こ
で
車
を
止
め
て
前
の
王
が
遊
楽
に
よ
り
国
を
亡
ぼ
し
た
教
訓
を

回
想
し
、
随
行
の
者
を
休
ま
せ
、
旅
支
度
を
解
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
発
想
は
狩
り
を
主
題
と
し
な
が
ら
そ
の
贅
沢
を
戒
め
る

四

漢
賦
、
具
体
的
に
は
司
馬
相
如
の
「
子
虚
の
賦
」（『
文
選
』
巻
七
）

や
「
上
林
の
賦
」（『
文
選
』
巻
八
）
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
天
子

に
対
し
て
遊
興
に
溺
れ
ず
、
道
徳
を
保
持
す
る
べ
き
だ
と
暗
に
諭
し

て
い
る
の
は
、
揚
雄
の
「
甘
泉
の
賦
」（『
文
選
』
巻
七
）
な
ど
と
も

軌
を
一
に
す
る
。
と
は
い
え
、
司
馬
遷
が
「
此
れ
詩
の
風
諫
と
何
ぞ

異
な
ら
ん
」（『
史
記
』
司
馬
相
如
列
伝
論
賛
）
と
司
馬
相
如
を
称
賛

し
た
よ
う
な
、『
詩
経
』
以
来
の
諷
諭
性
は
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
な

い
。「
赭
白
馬
賦
」
の
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
天
子
の
盛
徳
を

賛
美
す
る
た
め
の
描
写
に
す
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
「
賦
」
と
「
説
」
と
は
ジ
ャ
ン
ル
を
異
に
し
な
が
ら
も

実
は
深
い
関
係
を
有
す
る
。
戦
国
時
代
の
「
説
」
は
相
手
を
説
き
伏

せ
る
弁
論
の
技
術
と
い
え
る
が
、
そ
れ
が
次
第
に
定
型
化
し
、
表
現

を
洗
練
す
る
文
芸
と
し
て
の
面
に
意
識
が
向
か
う
と
、
漢
代
の

「
賦
」
へ
も
連
な
っ
て
い
く
）
11
（

。
背
景
に
は
秦
漢
に
お
け
る
統
一
王
朝

の
出
現
と
と
も
に
遊
説
の
必
要
性
を
失
っ
た
弁
論
家
た
ち
が
、
そ
の

文
辞
に
よ
っ
て
権
力
者
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
宮
廷
文
人
と
し
て
新
た

な
活
躍
の
場
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
）
11
（

。
そ
こ
で
献
じ
ら
れ
る

文
芸
が
「
賦
」
で
あ
る
。

　

先
秦
に
お
け
る
弁
論
の
「
説
」
は
一
つ
の
方
向
と
し
て
は
唐
代
ま

で
に
一
旦
途
絶
え
た
後
、
韓
愈
や
柳
宗
元
に
よ
っ
て
古
文
体
の

「
説
」
と
し
て
再
生
さ
れ
る
が
、
も
う
一
つ
の
方
向
は
「
賦
」
と
い
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う
別
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
発
展
を
と
げ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
「
楚

策
」
は
「
雑
説
」
の
原
型
で
あ
る
と
と
も
に
、
血
筋
か
ら
い
え
ば

「
赭
白
馬
賦
」
の
遠
い
起
源
で
あ
る
。
し
か
し
「
赭
白
馬
賦
」
が
結

果
的
に
全
く
異
な
る
表
現
と
し
て
「
楚
策
」
の
影
を
と
ど
め
ぬ
も
の

に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
、
む
す
び
に
代
え
て

　
「
赭
白
馬
賦
」
は
汗
血
馬
の
到
来
や
そ
れ
を
賛
美
し
た
「
天
馬

歌
」
に
着
想
し
、
ま
た
『
荘
子
』
馬
蹄
篇
な
ど
旧
来
の
典
故
の
一
部

を
巧
み
に
読
み
か
え
る
こ
と
で
、『
戦
国
策
』
楚
策
以
来
の
「
不
遇

な
名
馬
」
の
文
脈
を
払
拭
し
た
。
こ
れ
は
先
秦
に
起
こ
っ
た
弁
論
の

「
説
」
が
発
展
、
分
化
し
た
流
れ
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
そ
の
句
表
現
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
「
不
遇
」
の
文
脈
に
戻

し
た
人
は
杜
甫
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
吉
川
幸
次
郎
氏
が
す
で
に
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

杜
の
馬
の
詩
の
い
く
つ
か
に
つ
き
、
注
意
す
べ
き
こ
と
二
つ
。

一
つ
は
し
ば
し
ば
「
士
不
遇
」
の
比
喩
と
す
る
。
…
…
二
つ
は

そ
の
語
彙
が
、
し
ば
し
ば
「
文
選
」
に
由
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
と
に
…
…
宋
の
顔
延
之
の
「
赭
白
馬
の
賦
」、
…
…
更
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
、
漢
の
「
天
馬
の
歌
」、
ま
た
「
荘
子
」
の
「
馬

蹄
」
篇
な
ど
。
し
か
し
い
ず
れ
も
単
な
る
継
承
で
な
く
、
早
く

か
ら
あ
る
語
な
り
発
想
が
、
杜
に
独
自
な
も
の
と
し
て
充
実
し
、

生
ま
れ
か
わ
る
）
11
（

。

　

韓
愈
の
「
雑
説
」
も
そ
れ
に
続
い
て
『
荘
子
』
馬
蹄
篇
や
「
楚

策
」
を
踏
ま
え
、
本
来
の
「
不
遇
な
名
馬
」
の
文
脈
に
戻
し
た
。

「
雑
説
」
は
杜
詩
と
異
な
り
、「
赭
白
馬
賦
」
と
は
語
彙
の
上
で
の
影

響
も
な
い
こ
と
か
ら
、
名
馬
と
い
う
似
た
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
互

い
に
交
わ
ら
な
い
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

　

先
秦
諸
子
に
よ
る
弁
論
の
「
説
」
は
、
曹
植
ら
に
よ
っ
て
単
独
の

散
文
作
品
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
と
展
開
し
た
が
、『
文
選
』
に
収

め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
一
度
断
絶
し
た
）
11
（

。
そ
の
間
に
発
展
し
た
一
つ

の
ジ
ャ
ン
ル
は
「
賦
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
赭
白
馬
賦
」
で

あ
る
。「
雑
説
」
は
杜
甫
の
詩
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
散
文
体
に
よ
っ

て
先
秦
の
「
説
」
に
お
け
る
「
不
遇
」
の
文
脈
を
復
活
さ
せ
た
。

　

唐
代
の
古
文
は
、
ま
ず
形
式
の
面
か
ら
そ
れ
以
前
の
騈
文
と
い
う

文
体
の
転
換
を
図
り
、
さ
ら
に
新
ジ
ャ
ン
ル
の
開
拓
を
行
っ
て
散
文

で
書
け
る
内
容
を
広
げ
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
作
品
の
主
題
・
文
脈
の
上
に
お
い
て
先
秦
の
諸
子
・
説
客
の
志

を
回
復
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
様
相
の

一
端
を
、
馬
を
テ
ー
マ
と
し
て
窺
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）
末
臣
庸
蔽
、
敢
同
献
賦
。
以
下
、『
文
選
』
の
引
用
は
胡
刻
本
に
よ
る
。

（
2
）
旦
刷
幽
燕
、
昼
秣
荊
越
。

（
3
）
昼
洗
須
騰
涇
渭
深
、
朝
趨
可
刷
幽
幷
夜
。
な
お
『
詳
注
』
は
「
朝
」

を
「
夕
」
に
作
る
が
、
宋
本
『
杜
工
部
集
』
に
よ
っ
て
改
め
る
。

（
4
）
鶏
鳴
刷
燕
晡
秣
越
。

（
5
）
古
善
詩
者
、
善
用
人
語
、
渾
然
若
己
出
、
唯
李
杜
。
顔
延
年
赭
白
馬

賦
云
、
旦
刷
幽
燕
、
昼
秣
荊
越
。
子
美
驄
馬
行
曰
、
昼
洗
須
騰
涇
渭
深
、

夕
趨
可
刷
幽
幷
夜
。
太
白
天
馬
歌
曰
、
鶏
鳴
刷
燕
晡
秣
越
。
蓋
皆
出
於

顔
賦
也
。
退
之
曰
、
李
杜
文
章
在
、
光
焰
万
丈
長
、
信
哉
。
こ
こ
で
の

杜
詩
は
「
朝
」
を
「
夕
」
に
作
る
。
引
用
は
四
庫
全
書
本
に
よ
る
。

（
6
）
引
用
は
『
高
橋
和
巳
作
品
集
９　

中
国
文
学
論
集
』（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
七
二
年
）
三
九
二
～
三
九
三
頁
に
よ
る
。

（
7
）『
阮
籍
・
嵇
康
の
文
学
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
〇
九
頁
。

（
8
）
世
有
伯
楽
然
後
有
千
里
馬
。
千
里
馬
常
有
、
而
伯
楽
不
常
有
。
故
雖

有
名
馬
、
秖
辱
於
奴
隷
人
之
手
、
騈
死
於
槽
櫪
之
間
、
不
以
千
里
称
也
。

馬
之
千
里
者
、
一
食
或
尽
粟
一
石
。
食
馬
者
、
不
知
其
能
千
里
而
食
也
。

是
馬
也
、
雖
有
千
里
之
能
、
食
不
飽
、
力
不
足
、
才
美
不
外
見
、
且
欲

与
常
馬
等
、
不
可
得
、
安
求
其
能
千
里
也
。
策
之
不
以
其
道
、
食
之
不

能
尽
其
材
、
鳴
之
而
不
能
通
其
意
、
執
策
而
臨
之
曰
、
天
下
無
馬
。
嗚

呼
、
其
真
無
馬
邪
。
其
真
不
知
馬
也
。
引
用
は
東
雅
堂
本
に
よ
る
。

（
9
）
驥
於
是
俛
而
噴
、
仰
而
鳴
、
声
達
於
天
、
若
出
金
石
者
何
也
。
欣
見

伯
楽
之
知
己
也
。

（
10
）
臣
聞
騏
驥
長
鳴
、
伯
楽
昭
其
能
。

（
11
）
昔
騄
騏
倚
輈
於
呉
坂
、
長
鳴
於
良
楽
、
知
与
不
知
也
。

（
12
）
睨
影
高
鳴
、
将
超
中
折
。

（
13
）
歳
老
気
殫
、
斃
于
内
桟
。
少
尽
其
力
、
有
惻
上
仁
。

（
14
）
及
至
伯
楽
曰
、
我
善
治
馬
。
焼
之
、
剔
之
、
刻
之
、
雒
之
、
連
之
以

羈
馽
、
編
之
以
皁
桟
、
馬
之
死
者
十
二
三
矣
。

（
15
）
昔
者
田
子
方
出
、
見
老
馬
於
道
。
…
…
御
曰
、
故
公
家
畜
也
。
罷
而

不
為
用
、
故
出
放
之
也
。
田
子
方
曰
、
少
尽
其
力
、
而
老
棄
其
身
、
仁

者
不
為
也
。
束
帛
而
贖
之
。
以
上
、
引
用
は
許
維
遹
『
韓
詩
外
伝
集

釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
16
）『
史
記
』
大
宛
列
伝
に
「
初
、
天
子
発
書
易
、
云
神
馬
当
従
西
北
来
。

得
烏
孫
馬
好
、
名
曰
天
馬
。
及
得
大
宛
汗
血
馬
、
益
壮
、
更
名
烏
孫
馬

曰
西
極
、
名
大
宛
馬
曰
天
馬
云
」
と
あ
り
、『
漢
書
』
張
騫
伝
に
も
同
様

の
記
述
が
見
え
る
。

（
17
）
至
武
帝
定
郊
祀
之
礼
、
…
…
乃
立
楽
府
、
…
…
以
李
延
年
為
協
律
都
尉
、

多
挙
司
馬
相
如
等
数
十
人
造
為
詩
賦
、
略
論
律
呂
、
以
合
八
音
之
調
、

作
十
九
章
之
歌
。『
漢
書
』
武
帝
紀
に
は
、
太
初
四
年
に
李
広
利
が
汗
血

馬
を
得
た
時
に
「
西
極
天
馬
之
歌
」
が
作
ら
れ
た
と
あ
る
。

（
18
）
漢
道
亨
而
天
驥
呈
才
。

（
19
）
天
馬
来
、
従
西
極
。

（
20
）
膺
門
沬
赭
、
汗
溝
走
血
。

（
21
）「
大
宛
列
伝
」
に
「
大
宛
…
…
多
善
馬
、
馬
汗
血
、
其
先
天
馬
子
也
」

と
あ
る
。

（
22
）
霑
赤
汗
、
沬
流
赭
。

（
23
）
蹄
申
膝
折
、
尾
湛
胕
潰
、
漉
汁
灑
地
、
白
汗
交
流
。
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（
24
）
然
而
般
于
遊
畋
、
作
鏡
前
王
。
肆
於
人
上
、
取
悔
義
方
。
天
子
乃
輟

駕
迴
慮
、
息
徒
解
装
。

（
25
）
小
南
一
郎
「
語
か
ら
説
へ
―
―
中
国
に
お
け
る
「
小
説
」
の
起
源
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
中
国
文
学
報
』
第
五
〇
冊
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
26
）
馬
積
高
『
賦
史
』
五
四
～
五
五
頁
参
照
。

（
27
）
吉
川
幸
次
郎
著
・
興
膳
宏
編
『
杜
甫
詩
注　

第
一
冊
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
）「
高
都
護
驄
馬
行
」
一
三
三
頁
。

（
28
）
曹
植
の
「
説
」
に
つ
い
て
は
、
谷
口
匡
「
曹
植
の
「
説
」
に
つ
い

て
」（『
中
国
文
化
』
第
六
八
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

　

�

（
京
都
教
育
大
学
）


