
李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

五
五

序

　

中
唐
の
李
賀
、
字
は
長
吉
（
七
九
一―
八
一
七
）
の
詩
に
は
、
し
ば
し
ば
千
年

を
一
單
位
と
す
る
ほ
ど
の
長
大
な
時
閒
が
設
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
巫
山
高
」

（『
李
賀
歌
詩
編
』
卷
四
（
（
（

）
に
は
「
瑤
姬
一ひ
と

た
び
去
っ
て
一
千
年

0

0

0

、
丁
香
筇
竹　

老
猿

く
（
瑤
姬
一
去
一
千
年

0

0

0

、
丁
香
筇
竹

老
猿
）」
と
あ
り（

（
（

、「
貝
宮
夫
人
」（
卷
四
）

に
は
「
長
眉　

綠
を
凝
ら
す
こ
と
幾0

千
年

0

0

、
淸
涼　

老
い
に
堪
え
た
り　

中
の

鸞
（
長
眉
凝
綠
幾0

千
年

0

0

、
淸
涼
堪
老

中
鸞
）」
と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。

　

彼
の
詩
の
中
で
設
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
長
大
な
時
閒
は
、
大
き
く
二
つ
の
タ
イ

プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
先
に
引
い
た
「
巫
山
高
」
の
「
一
千

年
」
や
「
貝
宮
夫
人
」
の
「
幾
千
年
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
事
物
に
ほ
と
ん

ど
變
化
を
與
え
ぬ
ま
ま
無
窮
に
續
い
て
ゆ
く
均
質
的
な
時
閒
で
あ
る
。
筆
者
は
歬

稿
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
變
化
の
な
い
時
閒
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
不
幸
な

閉
塞
狀
態
と
し
て
李
賀
は
し
ば
し
ば

い
て
お
り
、
そ
う
し
た
時
閒
意

が
彼
の

詩
に
特
徵
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

し
た（

（
（

。

　

も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
次
に
引
く
「
官
街
鼓
」（
卷
四
）
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
あ
ら
ゆ
る
人
や
神
仙
を
死
に
追
い
や
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
變
化
を
世
界

に
も
た
ら
す
時
閒
で
あ
る
。

曉
聲
隆
隆
催
轉
日　
　

曉
聲
隆
隆　

轉
日
を
催う
な
がし

聲
隆
隆
呼
⺼
出　
　

聲
隆
隆　

⺼
を
呼
び
出
だ
す

漢
城
黃
柳
映
新
簾　
　

漢
城
の
黃
柳　

新
簾
に
映
じ

栢
陵
飛
燕
埋
香
骨　
　

栢
陵
の
飛
燕　

香
骨
を
埋う
づ

む

磓
發
千
年
日
長
白　
　

磓つ
い

發は
つ

す
る
こ
と
千
年　

日
は
長と
こ
しえ
に
白
く　
　

孝
武
秦
王
聽
不
得　
　

孝
武
秦
王　

聽
く
を
得
ず　
　
　
　
　
　
　
　

從
君
翠
髮

色　
　

君
が
翠
髮
の

の
色
な
る
に
從ま
か

せ

獨
共
南
山
守
中
國　
　

獨
り
南
山
と
共
に
中
國
を
守
る

幾
迴
天
上

神
仙　
　

幾
迴
か
天
上
に
神
仙
を

る

漏
聲
相
將
無
斷
緣　
　

漏
聲
相
將ひ
き

い
て　

斷
緣
す
る
無
し

　

詩
題
に
い
う
「
官
街
鼓
」
と
は
、
朝
と
夕
べ
の
時

を
報
せ
る
た
め
に
長
安
の

諸
街
に
設
置
さ
れ
た
太
鼓
の
こ
と
で
、『
新
唐
書
』
卷
四
九
上
「
百
官
志
上
」
に

よ
る
と
、
夕

れ
時
の
太
鼓
が
八
百
回
鳴
ら
さ
れ
る
と
坊
市
の
門
が
閉
じ
、
五
更

二
點
の
時

に
太
鼓
が
宮
中
か
ら
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
諸
街
に
設
置
さ
れ
た
太
鼓
が

こ
れ
に
應
じ
て
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
坊
市
の
門
が
一
齊
に
開
か
れ
た
と
い
う
。
す
な

わ
ち
諸
街
の
太
鼓―

官
街
鼓―

は
、
本
來
時

を
知
る
た
め
の
必
要
性
か
ら

李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

　
　

�

遠

星
希



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

五
六

長
く
留
ま
っ
て
こ
の
太
鼓
の
♫
を
聽
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
二
人
に
限

ら
ず
、
人
が
年
を
と
る
の
は
み
な
例
外
な
く
そ
う
な
の
に
、
長
生
し
て
終
南
山

と
壽
を
等
し
く
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ
で
も
現
れ
る
が
、「
豈
に
神
仙
不
死
の

說
、
本
よ
り
是
れ
虛
誕
の
辭
な
る
を
知
ら
ん
や
」
と
王
琦
は
解
し
、「
此
の
詩
、

し
長
生
を
求
む
る
者
の
爲
に
諷
す
」
と
總
括
す
る
。

奇
氏
も
基
本
的
に
は

王
琦
の
意
見
を
踏

し
て
い
る
が
、
諷
刺
の
對
象
は
長
生
を
求
め
る
者
一
般
で
は

な
く
、
晚
年
に
長
生
術
に
か
ぶ
れ
た
憲
宗
皇
帝
で
あ
る
と
す
る
點
が
や
や

な

る（
（
（

。
一
方
で
、
周
誠
眞
氏
は
、
歷
代
の
皇
帝
た
ち
に
受
け
繼
が
れ
て
い
た
神
仙
を

求
め
る
氣
風
に
對
す
る
諷
刺
の
意
が
「
官
街
鼓
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す

と
同
時
に
、
仙
を
求
め
て
叶
わ
な
か
っ
た
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
に
對
し
て
李
賀
が

同
情
を
抱
い
て
お
り
、
彼
自
身
も
こ
う
し
た
「
長
生
之
衟
」
に
深
く
引
き
つ
け
ら

れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　

も
う
一
方
の
說
は
、
時
閒
の
無
窮
と
人
閒
の
生
の
短
さ
と
の
對
比
に
「
官
街

鼓
」
の
主
題
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
高
木
重
俊
氏
を
そ
の

矢
と
す
る
。
高
木

氏
は
、
第
九
句
「
幾
迴
天
上

神
仙
」
に
つ
い
て
「
不
老
長
壽
の
神
仙
が
幾
度
も

死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
長
い
時
閒
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と

述
べ
、
神
仙
さ
え
も
「
は
か
な
く
も
移
ろ
い
行
く
も
の
」
と
み
な
す
こ
と
で
、
人

閒
の
生
命
の
短
さ
を
詩
人
が
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る（

（
（

。「
李

賀
に
と
っ
て
の
神
仙
界
は
、
人
の
生
命
の
は
か
な
さ
を
よ
り
强
く
意

さ
せ
る
場

所
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
李
賀
を
現
世
の
快
樂
へ
迯
避
さ
せ
る
作
用
を
果

た
し
て
い
た
」（
高
木
氏
）。
方
瑜
氏
も
「
官
街
鼓
」
の
主
題
を
、
永
遠
に
續
い
て

ゆ
く
時
閒
と
、
長
く
は
保
て
な
い
人
閒
の
生
命
と
の
鮮
や
か
な
對
照
に
見
出
し
て

お
り（

（
（

、
高
木
氏
の
說
に
類
す
る
が
、
さ
ら
に
始
皇
帝
と
漢
の
武
帝
を
借
り
て
憲
宗

皇
帝
に
對
す
る
諷
刺
の
意
を
も
詩
人
が
込
め
た
と
す
る
點
が
や
や

な
る
。
方
瑜

氏
の
說
は
、
い
わ
ば
兩
說
の
折
衷
案
と
い
え
る
だ
ろ
う（
（（
（

。

人
閒
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
、
人
の
手
に
よ
っ
て
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
人
閒
に
隸
屬
す

る
用
具
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
李
賀
の
本
作
で
は
、
太
鼓
の
♫
は
す
で
に
人
閒
の
手
を
離
れ
て
獨
立

し
、
逆
に
人
閒
を
支
配
す
る
時
閒
の
象
徵
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

冐
頭
の
二
句
に
は
「
朙
け
方
の
太
鼓
の
♫
が
日
の
出
を
催
促
し
、
夕

れ
の
太
鼓

の
♫
が
⺼
を
呼
び
だ
す
」
と
あ
る
が
、
實
際
の
と
こ
ろ
は
、
人
々
の
活
動
か
ら
超

然
と
し
て
出
入
り
を
繰
り
﨤
す
太
陽
と
⺼
の
方
が
、
人
閒
に
「
曉
聲
」
を
鳴
ら
す

よ
う
う
な
が
し
、「

聲
」
を
呼
び
起
こ
す
側
に
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

李
賀
の
詩
句
で
は
そ
れ
が
逆
轉
し
て
お
り
、
太
鼓
の
♫
は
あ
た
か
も
太
陽
と
⺼
の

出
入
り
を
司
る
も
の
の
ご
と
く

か
れ
る
。
第
五
句
に
「
日
は
長と
こ
しえ
に
白
く
」
と

あ
る
よ
う
に
、
太
陽
は
永
久
不
變
の
存
在
で
あ
る
が
、
千
年

0

0

の
長
き
に
わ
た
っ
て

そ
の
太
陽
を
「
磓
發（

（
（

」
す
る
官
街
鼓
も
ま
た
、
太
陽
と
同
じ
く
無
窮
に
鳴
り
續
け

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、「
不
變
の
象
徵
で
あ
る
終
南
山
と
と
も
に
國
都
を
見
守
り

續
け
る
（
獨
共
南
山
守
中
國
）」
と
う
た
う
第
八
句
に
お
い
て
朙
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
人
閒
の
側
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
趙
飛
燕―
諸
㊟
は
お
お
む
ね
歷
代
皇

帝
の
皇
后
・
妃
嬪
の

稱
と
み
な
す―

は
陵

に
そ
の
骨
を
埋
め
、
不
老
長
生

を
求
め
た
始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
も
死
を
避
け
ら
れ
ず
、
も
う
今
は
こ
の
太
鼓
の
♫

を
聽
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
を
尻
目
に
朝
夕
こ
の
♫
は
繰
り
﨤
さ
れ
、
人
の

黑
髮
を
あ
し

の

の
よ
う
な
白
色
に
變
え
つ
つ
、
天
上
で
幾
度
も
神
仙
を

っ
て
い

く
。
そ
し
て
太
鼓
と
と
も
に
、
絕
え
る
こ
と
な
く
無
窮
に
時
を

ん
で
ゆ
く
水
時

計
の

る
♫
を
も
っ
て
、
一
篇
は
結
ば
れ
る
。

　

こ
の
詩
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
說
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
第
六

句
「
孝
武
秦
王
聽
不
得
」
と
第
九
句
「
幾
迴
天
上

神
仙
」
の
解
釋
を
中
心
と
し

て
導
き
出
さ
れ
て
い
る
點
は
共
通
す
る
。
一
つ
は
諷
喩
說
で
あ
り
、
淸
の
王
琦
を

そ
の

矢
と
す
る（

（
（

。
漢
の
武
帝
と
秦
の
始
皇
帝
は
不
老
長
生
を
求
め
た
が
、
世
に



李
賀
の
詩
に
み
る
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環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

五
七

彭
祖
巫
咸
幾
廻
死　
　

彭
祖
巫
咸　

幾
廻
か
死
す

靑
毛
驄
馬
參
差
錢　
　

靑
毛
の
驄
馬　

參し
ん

差し

た
る
錢

嬌
春
楊
柳
含
細
𤇆　
　

嬌
春
の
楊
柳　

細
𤇆
を
含
む

箏
人

我
金
屈
巵　
　

箏
人　

我
に

む　

金
屈
巵

神
血
未
凝
身
問
誰　
　

神
血　

未
だ
凝
ら
ず　

身み
ず
から
誰た

ぞ
と
問
う　

不
須
浪
飮
丁
都
　
　

浪み
だ

り
に
飮
む
を
須も
ち

い
ず　

丁
都

よ

世
上

雄
本
無
主　
　

世
上
の

雄　

本も
と　

主
無
し

買
絲
繡
作
平
原
君　
　

絲
を
買
い　

繡ぬ
い
とり
て
作
る　

平
原
君

㊒
酒
唯
澆
趙
州
土　
　

酒
㊒
り　

唯
だ
澆そ
そ

ぐ　

趙
州
の
土
に

漏
催
水
咽
玉
蟾
蜍　
　

漏
は
催も
よ
おし
水
は
咽む
せ

ぶ　

玉
蟾
蜍

衞
娘
髮

不
勝
　
　

衞
娘
の
髮
は

く
し
て　
く
し
け
ずる
に
勝た

え
ず

看
見
秋
眉
換
新
綠　
　

看ま

の
あ
た
り
に
見
る　

秋
眉
の
新
綠
に
換
わ
る
を

二
十
男
兒
那
刺
促（
（（
（
　
　

二
十
の
男
兒　

那な
ん

ぞ
刺せ
き

促そ
く

た
る

　
「
暖
か
い
南
風
が
山
に
吹
き
つ
け
て
い
る
う
ち
に
山
は
削
ら
れ
て
平
ら
と
な

り
、
天
帝
は
海
神
の
天
吳
に
命
じ
て
海
水
を
移
動
さ
せ
る（
（（
（

」
と
う
た
う
冐
頭
二
句

は
、
朙
の
徐
渭
が
「
此
の
二
句
、
桑
田
滄
海
の
意
な
り
」
と
㊟
し
て
よ
り
、
い
わ

ゆ
る
「
滄
海
變
じ
て
桑
田
と
な
る
」
の
意
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
す
な
わ

ち
、

洪
『
神
仙
傳
』
卷
三
「
王
遠
」
の
條
に
見
え
る
、
五
百
餘
年
ぶ
り
に
再
會

し
た
蔴
姑
と
王
方
平
の
次
の
對
話
を
發
想
の
源
と
す
る
。

　

蔴
姑
自
ら
說
く
、「

待
し
て
以
來
、
已
に
東
海
の
三み

た
び
桑
田
と
爲
る

を
見
る
。
向さ
き

に

に
到
り
し
と
き
、
水

徃
昔
に
會
い
し
時
よ
り
淺
き
こ

と
略ほ
ぼ

半
ば
な
り
。
豈
に
將
に
復
た
還
た
陵
陸
と
爲
ら
ん
と
す
る
か
」
と
。
方

平
笑
い
て
曰
く
、「
聖
人
皆
言
え
り
、海
中
行ゆ
く

ゆ
く
復
た
塵
を
揚
ぐ
る
な
り
と
」

と
。（
蔴
姑
自
說
、

待
以
來
、
已
見
東
海
三
爲
桑
田
。
向
到

、
水

淺
於
徃

昔
會
時
略
半
也
。
豈
將
復
還
爲
陵
陸
乎
。
方
平
笑
曰
、聖
人
皆
言
、海
中
行
復
揚
塵
也
。）

　

こ
の
よ
う
に
「
官
街
鼓
」
の
主
題
に
つ
い
て
は
、

㊟
お
よ
び
從
來
の
硏
究
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
な
內
容
の
搖
れ
を
伴
い
つ
つ
も
、
大
き
く
二
つ
の
說
に

分
か
れ
て
い
る
。
今
ひ
と
ま
ず
、
諷
喩
の
㊒
無
と
い
う
問
題
を
据
え
置
き
、
テ
ク

ス
ト
に
向
き
合
っ
て
み
る
限
り
に
お
い
て
、
時
閒
に
對
す
る
何
ら
か
の
感
慨
が
こ

の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
感
慨

と
は
、
時
閒
は
無
窮
だ
が
人
閒
の
生
は
短
い
こ
と
に
對
し
て
發
せ
ら
れ
た
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
第
九
句
で

か
れ
る
幾
度
も
の
神
仙
の
死
を
、
求
仙
行
爲
の
空
し

さ
や
長
大
な
時
閒
を
表
す
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
み
な
し
、
短
い
人
閒
の
生
命
と

の
對
比
の
構
圖
に

斂
さ
せ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
筆
者
が
歬
稿
で

指

し
た
と
こ
ろ
の
、
李
賀
の
詩
を
特
徵
づ
け
て
い
る
時
閒
意

、
す
な
わ
ち
變

化
の
な
い
時
閒
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
不
幸
な
閉
塞
狀
態
と
し
て
み
る
態
度

と
、
こ
の
「
官
街
鼓
」
に
確
認
で
き
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
や
物
に
猛
威
を
振

る
っ
て
變
化
を
も
た
ら
す
時
閒
の

冩
と
は
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
本
論
は
、
以
上
の
問
題

に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
李
賀
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
時
閒
意

を
、
ま

た
別
の
視
點
か
ら
朙
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

第
一
　

澔
歌
（
上
）

　

李
賀
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
「
浩
歌
」（
卷
一
）
に
も
、「
官
街

鼓
」
と
同

、
長
大
な
る
時
閒
の
經
過
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ス
ケ

ー
ル
の
大
き
な
變
化
の
相
、
お
よ
び
「
幾
度
も
の
神
仙
の
死
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

南
風
吹
山
作
平
地　
　

南
風　

山
を
吹
き
て
平
地
と
作な

し

帝
遣
天
吳
移
海
水　
　

帝
は
天
吳
を
し
て
海
水
を
移
さ
し
む

王
母
桃

千
遍
紅　
　

王
母
の
桃

は
千
遍
紅く
れ
な
いに
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味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
盧
照
鄰
の
詩
で
は
、
長
安
で
今
を
と
き

め
く

貴
の
人
々
の
榮

も
、「
桑
田
が
碧
海
に
改
ま
る
」
世
の
變
化
に
飮
み
こ

ま
れ
て
、
や
が
て
は
滅
び
ゆ
く
運
命
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
李
端
の
詩
で
は
、

「
桑
田
變
じ
て
海
と
成
る
」
無
常
の
世
で
作
者
が
知
人
を
一
人
ま
た
一
人
と
亡
く

し
て
い
き
、
と
も
に
壁
に
詩
を
書
き
つ
け
た
仲
閒
も
、
今
で
は
詩
題
に
い
う
「
康

洽
」
た
だ
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
李
賀
の
「
浩
歌
」
冐
頭

に

か
れ
た
世
の
轉
變
は
、
盧
照
鄰
や
李

端
の
よ
う
に
一
句
に
凝
縮
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、「
平
地
と
作
す
」
と
「
海
水
を
移

す
」
と
が
句
を
ま
た
い
で
對
と
な
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

陸
の
變
化
と
海
の
變
化
と
が
、
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印

象
を
讀
む
者
に
與
え
る
。
そ
し
て
そ
の
變
化
は
「
盛
→
衰
」
と
い
う
方
向
性
を
感

じ
さ
せ
な
い
。「
桑
田
滄
海
」
の
典
故
は
、
詩
に
用
い
ら
れ
る
際
、
普
遍
化
さ
れ

た
原
理
と
し
て
敎
訓
臭
を
帶
び
や
す
い
が
、
こ
こ
で
は
陸
と
海
の
壯
大
な
轉
變
そ

の
も
の
が
、
た
だ
提
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
桑
田
滄
海
」
の
典
故
は
、
李
賀
の
「

天
」
詩
（
卷
一
）
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
。
歬
半
四
句
で
天
上
世
界
の

子
が

冩
さ
れ
た
後
、
第
五
・
六
句
で
は
天

上
よ
り
見
下
ろ
し
た
地
上
の
姿
が
次
の
よ
う
に

か
れ
る
。

黃
塵
淸
水
三
山
下　
　

黃
塵
淸
水　

三
山
の
下

更
變
千
年
如
走
馬　
　

更あ
ら
たま
り
變
わ
る
こ
と
千
年　

走
馬
の
如
し

「
三
山
」
は
仙

と
さ
れ
る
東
海
の
三
神
山
、

・
方
丈
・
瀛
洲
の
こ
と
。
そ

の
麓
で
は
「
黃
色
い
塵
を
あ
げ
る
陸
地
」（『
神
仙
傳
』
に
見
え
る
王
方
平
の
言

「
海

中
行
ゆ
く
復
た
塵
を
揚
ぐ
る
な
り
」
を
踏
ま
え
る
）
と
「
淸
ら
か
な
海
水
」
と
が
、
疾

走
す
る
馬
の
よ
う
に

し
い
速
度
で
、
千
年
も
の
閒
、
め
ま
ぐ
る
し
く
姿
を
變

え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
浩
歌
」
と
同

に
、
抽
象
性
を
帶
び
た
「
桑
田
」「
滄

海
」
と
い
う
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
な
く
、「
黃
塵
」「
淸
水
」
と
い
う
語

　
「
桑
田
滄
海
」
の
典
故
は
、
世
の
轉
變
の
激
し
さ
を
表
す
た
め
の
常
套
句
と
し

て
、
し
ば
し
ば
唐
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
詩
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
初
唐
の
盧
照
鄰
「
長
安
古
意
」
詩
（『
幽
憂
子
集
』
卷
二
）
に
「
節
物
風
光　

相
待
た
ず
、
桑
田
碧
海

0

0

0

0　

須
臾
に
し
て
改
ま
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
昔
時
の
金
階　

白
玉
堂
、

今

惟
だ
靑
松
の
在
る
を
見
る
の
み
（
節
物
風
光
不
相
待
、
桑
田
碧
海
須
臾
改

0

0

0

0

0

0

0

。
昔
時

金
階
白
玉
堂
、

今
惟
見
靑
松
在
）」
と
見
え
、
ま
た
盛
唐
の
李
端
「
贈
康
洽
」
詩

（『
全
唐
詩
』
卷
二
八
四
）
に
「
自
ら
言
う　

物
移
改
す
る
㊒
り
と
、
始
め
て
信

ず

桑
田
變
じ
て
海
と
成
る
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
時
を
同
じ
く
し
て
賦
を
獻
ぜ
し
は
人
皆
盡
き
、

壁
を
共
に
し
て
詩
を
題
せ
し
は
君
獨
り
在
る
の
み
（
自
言

物
㊒
移
改
、
始
信
桑
田

0

0

變
成
海

0

0

0

。
同
時
獻
賦
人
皆
盡
、
共
壁
題
詩
君
獨
在
）」
と
見
え
る
の
な
ど
が
典
型
的
な

例
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
㊟
意
す
べ
き
は
、
盧
照
鄰
や
李
端
の
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
唐
詩

に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
「
桑
田
滄
海
」
の
典
故
が
具
體
性
を
も
た
な
い

念
的
な

敘
述
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。「
桑
田
か
ら
滄
海
へ
」（
或
い
は
逆
方
向
の
「
滄
海

か
ら
桑
田
へ
」）
と
い
う
變
化
は
、
い
わ
ば
文
人
た
ち
の
閒
で
共
㊒
さ
れ
た
、
世
の

無
常
な
さ
ま
を
表
す
た
め
の
コ
ー
ド

0

0

0

と
し
て
あ
る
。
作
者
そ
し
て
讀
者
も
そ
の
變

化
の
過
程
を
意

に
上
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
、「
南
風
に

よ
っ
て
少
し
ず
つ
山
が
吹
き
け
ず
ら
れ
、
天
帝
の
命
を
う
け
た
海
神
に
よ
っ
て
海

の
水
が
別
の
地
に
移
さ
れ
る
」
と
い
う
李
賀
の
詩
句
が
喚
起
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ

は
、
視
覺
的
な
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
讀
者
の
感
覺
に
訴
え
て

く
る
。
そ
こ
に
は
山
と
海
が
變
化
す
る
具0

體0

的0

な0

過
程

0

0

が

冩
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る（
（（
（

。

　

も
う
一
つ
㊟
意
す
べ
き
は
、
詩
人
た
ち
の
共
㊒
す
る
と
こ
ろ
の
、
コ
ー
ド
化
さ

れ
た
「
桑
田
滄
海
」
の
敘
述
が
、
お
お
む
ね
「
盛
→
衰
」
或
い
は
「
幸
→
不
幸
」

と
い
う
結
果
を
人
事
に
も
た
ら
す
、
單
方
向
性
を
も
っ
た
不
可
逆
的
な
變
化
を
意



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

五
九

は
諸
說
あ
り
、
た
と
え
ば
『
列
仙
傳
』
卷
上
に
よ
る
と
、
彭
祖
は
殷
の
大
夫
で
、

夏
か
ら
殷
末
ま
で
八
百
餘
歲
生
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彭
祖
と
列
擧
さ
れ
た
巫
咸

も
ま
た
、
曾
益
㊟
に
引
か
れ
る
『
山
海
經
』
に
「
靈
山
の
十
巫
、
一
は
巫
咸
。

能
く

を
采
り
て
長
生
す
（
靈
山
十
巫
、
一
巫
咸
。
能
采

長
生
）」
と
あ
る
よ
う

に
、
や
は
り
服

に
よ
る
長
生
術
に
た
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る（
（（
（

。
そ
こ
か
ら
第
四

句
「
彭
祖
巫
咸
幾
廻
死
」
は
、
序

に
引
い
た
「
官
街
鼓
」
の
「
幾
迴
天
上

神

仙
」
と
同

、「
彭
祖
・
巫
咸
な
ど
の
長
生
の
も
の
ど
も
も
幾
た
び
死
ん
だ
こ
と

か
わ
か
ら
ぬ
」（
鈴
木
虎
雄
）
と
い
う
風
に（
（（
（

、
極
め
て
長
い
時
閒
が
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
見
出
さ
れ
た
長
大
な
る
時

閒
は
、
王
琦
が
「（
冐
頭
の
）
四
句
は
次
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
山
河
が
姿
を
變

え
、
天
地
の
開
闢
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
幾
千

年
經
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
。

そ
ん
な
長
大
な
時
閒
の
中
で
は
、
人
閒
の
一
生
な
ど
瞬
時
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま

い
、
と
て
も
長
生
す
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
（
四
句
言
、
山
川
更
變
、
自
開
闢
至

今
、
不
知
幾
千

歲
。
人
生
其
閒
倏
過
一
世
、
不
能
長
久
。）」
と
㊟
す
る
よ
う
に
、
し

ば
し
ば
人
閒
の
生
の
短
さ
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
處
理
さ
れ

る
の
で
あ
っ
た（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
「
彭
祖
巫
咸
幾
廻
死
」
は
、「
彭
祖
や
巫
咸
の
よ
う
な
長
壽
の
者

た
ち
が
何
度
も
死
ぬ
（
ほ
ど
長
大
な
時

0

0

0

0

0

0

閒0

が0

過0

ぎ
た

0

0

）」
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
句
か
ら
「
長
大
な
時
閒
の
經
過
」
と
い
う
意
味
を
抽
出
す
る
だ
け

で
、
果
た
し
て
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
㊟
意
し
た
い
の
は
、
第
三
句
と
四
句

と
の
對
句
關
係
で
あ
る
。
第
三
句
が
下
旉
き
に
し
て
い
る
西
王
母
の
故
事
で
は
、

桃
の
結
實
に
言
及
す
る
の
み
で

は
出
て
こ
な
い
が
、
李
賀
は
こ
こ
で
桃
の
實
で

は
な
く
、

を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
第
五
句
以
下
の
春
景
に

つ
な
げ
る
た
め
、
も
う
一
つ
に
は
紅
に
咲
い
た
鮮
や
か
な

と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ

ド
な
イ
メ
ー
ジ
を
詩
人
が
好
ん
だ
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
開

に
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
捲
き
あ
が
る
塵
、
大
海
の
淸
ら
か
な
水
と
い
う

具
體
的
・
視
覺
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
讀
者
に
喚
起
さ
せ
る
。
出
典
で
あ
る
『
神
仙

傳
』
で
は
、
蔴
姑
の
科せ
り
ふ白
に
「
已
に
東
海
の
三
た
び
桑
田
と
爲
る
を
見
る
」
と

あ
る
よ
う
に
、
王
方
平
と
蔴
姑
が
再
會
す
る
ま
で
の
五
百
餘
年

0

0

0

0

も
の
閒
に
、「
桑

田
」
と
「
滄
海
」
の
循
環
が
三
度
繰
り
﨤
さ
れ
て
い
た
。
李
賀
の
「

天
」
に
お

い
て
千
年

0

0

も
の
閒
に
起
こ
っ
た
「
更
變
」
も
、「
黃
塵
」
と
「
淸
水
」
と
の
無
數

の
繰
り
﨤
し
と
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
詩
人
は
王
方
平
と
蔴
姑
の
物
語
か
ら
、
長

大
な
ス
パ
ン
を
一
單
位
と
す
る
「
桑
田
」
と
「
滄
海
」
の
循
環
の
相
を
讀
み
と
っ

た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
「
浩
歌
」
の
冐
頭
「
南
風
吹
山
作
平
地
、
帝
遣
天
吳
移
海
水
」
に
つ
い
て
も
、

雙
方
向
性
を
も
っ
た
可
逆
的
な
變
化
の
相
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を

斷
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
續
く
第
三
・
四
句
「
王
母
桃

千
遍
紅
、
彭
祖
巫
咸
幾
廻
死
」
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

上
句
が
踏
ま
え
る
の
は
、
七
夕
の
夜
に
降
臨
し
た
西
王
母
が
桃
の
實
を
漢
の

武
帝
に
賜
っ
た
と
い
う
、『
漢
武
故
事
』
や
『
漢
武
內
傳
』
に
見
え
る
㊒
名
な
故

事
。
そ
の
桃
は
「
三
千
年
に
一ひ
と

た
び
子み

を
つ

く
」（
漢
武
故
事
）
と
い
う
。
そ
れ
が

「
千
遍
」
も
紅
の

を
咲
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
百

年
も
の
時
の
經
過
を

意
味
す
る
。

　

一
方
、
對
を
な
す
下
句
で
は
、
ま
た
別
の
物
語
を
背
景
に
用
い
る
こ
と
で
長
大

な
る
時
閒
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彭
祖
と
は
、
早
く
は
『

子
』
內
篇
「
逍
遙
遊
」

に
「
彭
祖
は
乃
ち
今
久
し
き
を
以
て
特ひ
と

り
聞
こ
ゆ
（
彭
祖
乃
今
以
久
特
聞
）」
と
し

て
言
及
さ
れ
る
得
衟
者
で
あ
り
、
長
壽
の
代
表
格
と
し
て
知
ら
れ
る
。『
經
典
釋

文
』
の
『

子
』「
逍
遙
遊
」
の
條
に
引
く
晉
・
李
頤
の
說
に
は
、「
虞
・
夏
を
歷へ

て
商
に
至
り
、
年
は
七
百
歲
、
故
に
久
壽
を
以
て
聞
こ
え
ら
る
（
歷
虞
夏
至
商
、

年
七
百
歲
、
故
以
久
壽
見
聞
）」
と
あ
る
が
、
も
っ
と
も
そ
の
在
世
朞
閒
に
つ
い
て
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集

六
〇

單
調
に
繰
り
﨤
さ
れ
る
循
環
運
動
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
　

澔
歌
（
下
）

　

そ
れ
で
は
「
浩
歌
」
の
冐
頭
四
句
で

か
れ
た
循
環
の
相
は
、
テ
ク
ス
ト
全
體

と
ど
の
よ
う
に
關
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
は
第
五
句
に
至
っ
て
、
春

の
ワ
ン
シ
ー
ン
が
突
如
と
し
て
插
入
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
循
環
す
る
時
閒

の
輪
の
一

に
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
時
閒
の

れ
を
感
じ
さ

せ
な
い
よ
う
な
情
景
が
し
ば
し
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。

　

最
初
に

か
れ
る
の
は
、
ふ
ぞ
ろ
い
な
錢
形
の

が
浮
き
で
た

毛
の
馬
。

季
節
は
な
ま
め
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
春
で
、
き
め
細
か
な
も
や

0

0

が
柳
の

に
た

ち
こ
め
て
い
る
。
續
く
第
七
句
か
ら
十
二
句
ま
で
は
、「
箏
人
」
と
「
我
」
の
や

り
と
り
。「
神
血
未
凝
身
問
誰
」
は
、
箏
を
彈
い
て
い
た
女
性
（
妓
女
と
す
る
說
も

あ
る
）
に
「
金
屈
巵
」（
取
っ
手
の
つ
い
た
杯
）
を
す
す
め
ら
れ
た
「
我
」
の
述
懷

と
思
わ
れ
る
が
、
や
や
難
解
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
シ
ー
ン
は
、
李
賀
の
「
開
愁

歌
」（
卷
三
）
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
我　

二
十
に
當
た
り
て
意
を
得
ず
、

一
心
愁
謝
す
る
こ
と　

枯

の
如
し
（
我
當
二
十
不
得
意
、
一
心
愁
謝
如
枯

）」
と

さ
れ
る
「
我
」
が
、
う
さ
を
晴
ら
す
た
め
に
「
旗
亭
」（
酒
屋
）
で
酒
を
掛
け
買

い
し
た
と
こ
ろ
、
店
の
主
人
か
ら
次
の
よ
う
な
忠
吿
を
受
け
て
一
篇
は
結
ば
れ

る
。

主
人

我
養
心
骨　
　

主
人　

我
に

む　

心
骨
を
養
い　

受
俗
物
相
塡
　
　

俗
物
の
相
塡て
ん
か
い

す
る
を
受
く
る

れ
と

「
心
骨
を
養
い
な
さ
い
、
俗
物
に
干
涉
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
と

こ
ろ
の
「
心
骨
」
は
、「
浩
歌
」
の
「
神
血
」
に
對
應
し
、
精
神
と
肉
體
を
指
す

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
だ
養
わ
れ
て
い
な
い
狀
態
が
「
未
だ
凝
ら
ず
」
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
神
血
未
凝
身
問
誰
」
は
、
俗
物
の
干
涉
を
受
け
て
ば
か
り
の
我
が

と
い
う
自
然
現
象
の
も
つ
「
生
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
下
句
に
お
け
る
「
死
」
の
イ

メ
ー
ジ
と
對
比
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
る
。
た
だ
兩
句
に
は
こ
う
し
た
相
反
す
る
要

素
の
み
な
ら
ず
、
共
通
す
る
或
る
構
造
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
出
來
事
の
際
限
の
な
い
繰
り
﨤
し
を

い
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
第
三
句
は
、
西
王
母
の
庭
に
あ
る
桃
の
木
の
、

を
咲
か
せ
、

實
を
つ
け
て
は
ま
た

を
咲
か
せ
る
と
い
う
、
三
千
年
を
一
單
位
と
す
る
循
環
で

あ
り
、
第
四
句
は
、
彭
祖
や
巫
咸
の
よ
う
な
長
生
者
の
、
生
ま
れ
て
は
死
に
、
死

ん
で
は
ま
た
生
ま
れ
る
と
い
う
、
生
と
死
の
循
環
で
あ
る
。
こ
こ
で
抽
象
的
な

「
神
仙
」
で
は
な
く
、
彭
祖
が
長
壽
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
固
㊒
名
詞

で
あ
る
「
王
母
」
と
對
を
な
す
に
は
具
體
的
な
神
仙
の
名
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い

う
理
由
に
加
え
て
、
そ
の
特
性
で
あ
る
七
百
年
な
い
し
八
百
年
と
い
う
壽
命
を
生

死
の
周
朞
と
し
て
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
上
句
に
提
示
さ
れ
た
桃
の
三
千
年
周
朞

と
安
定
し
た
對
を
構
成
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
壯
大
な
生
死
の
サ

イ
ク
ル
の
う
ち
、「
死
→
生
」
の
面
を
捉
え
た
の
が
「
王
母
桃

千
遍
紅
」、「
生

→
死
」
の
面
を
捉
え
た
の
が
「
彭
祖
巫
咸
幾
廻
死
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
わ

ば
兩
者
は
表
裏
一
體
の
關
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
こ
と
が
、
第
一
・
二
句
「
南
風
吹
山
作
平
地
、
帝
遣
天
吳
移
海
水
」
の
陸

と
海
の
關
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
下
句
は
「
海
→
陸
」
の
變
化
を
い
う
が
、
重

要
な
の
は
海
水
が
干
上
が
る
の
で
は
な
く
、
天
吳
に
「
海
水
を
移
さ
せ
る
」
と
い

う
點
だ
。
そ
れ
は
別
の
地
に
海
が
新
た
に
誕
生
す
る
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
地
こ
そ
が
上
句
の
「
平
地
」
で
あ
る
こ
と
を
、「
移
海
水
」
と
「
作
平

地
」
を
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
詩
人
は
暗
に
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
下
句
に
よ
っ
て
「
陸
→
海
」
と
い
う
變
化
の
相
が
上
句
に
も
た
ら
さ

れ
、
結
果
と
し
て
兩
句
も
ま
た
表
裏
一
體
の
關
係
を
な
す
。
す
な
わ
ち
「
浩
歌
」

の
冐
頭
四
句
に
は
、「
盛
と
衰
」「
生
と
死
」
の
ど
ち
ら
に
偏
す
る
こ
と
も
な
く
、



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

六
一

從
の
約
を
結
ぶ
の
に
活
躍
し
た
勈
猛
の
士
毛
遂
を
「
毛
先
生
」
と
呼
ん
で
上
客
と

す
る
な
ど
、
賓
客
を
丁
重
に
も
て
な
す
こ
と
で
名
を
知
ら
れ
た
趙
の
公
子
平
原
君

を
し
の
ん
で
そ
の
姿
を
刺
繡
し
、
そ
の

土
に
酒
を
そ
そ
い
で
哀
悼
の
意
を
表
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

地
に
そ
そ
が
れ
る
酒
は
、
漏

（
水
時
計
）
を

い
た
第
十
三
句
「
漏
催
水
咽

玉
蟾
蜍
」
の
、
む
せ
ぶ
よ
う
な
♫
を
た
て
て
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
口
に
そ
そ
ぎ
こ
む
水

に
つ
な
が
る
。「
玉
蟾
蜍
」
と
は
、
水
時
計
の
受
水
槽
に
取
り
つ
け
ら
れ
、
上
方

に
設
置
さ
れ
た
貯
水
槽
（
漏
壺
）
か
ら
の
出
水
を
受
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

玉
製
の
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
こ
と
。
唐
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
水
時
計
は
、
貞

年
閒

（
六
二
七―

六
四
九
）
に
呂
才
が
制
作
し
た
と
さ
れ
る

入
型
の
漏

で
あ
り
、
貯

水
槽
と
受
水
槽
の
閒
に
三
つ
の
補
正
用
水
槽
を
階
段
狀
に
取
り
つ
け
た
四
段
式
が

一
般
的
で
あ
っ
た（
（（
（

。
受
水
槽
の
底
に
は
木
の
板
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
時
閒
の
目
盛

を

ん
だ
矢
が
垂
直
に
取
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
上
方
に
あ
る
貯
水
槽
の
水
が
出

水
管
を
通
っ
て
受
水
槽
に
少
し
ず
つ

入
す
る
に
つ
れ
、
矢
が
し
だ
い
に
浮
か
び

上
が
り
、
經
過
し
た
時
閒
を
示
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
㊟
意
し
た
い
の
は
、「
玉
蟾
蜍
」
が
單
な
る
水
時
計
の
一
裝
置
と
し
て

の
存
在
に
留
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
受
水
槽
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
玉
製
の

ヒ
キ
ガ
エ
ル
は
、
上
か
ら

り

ち
る
水
を
そ
の
口
で
受
け
と
め
續
け
ね
ば
な
ら

な
い
。
漏
壺
の
水
は
絕
え
ず
繼
ぎ
足
さ
れ
、
決
し
て
無
く
な
る
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
。「
漏
催
水
咽
玉
蟾
蜍
」
の
「
咽
」
は
、
む
せ
ぶ
よ
う
な
水
♫
を
表
す
と
一

般
に
解
釋
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
の
句
か
ら
、
果
て
し
な
い

役
に
從
事
す

る
「
蟾
蜍
」
の
悲
し
み
を
も
同
時
に
讀
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
賀

は
、
歬

で

分
的
に
引
用
し
た
「

天
」
詩
の
第
一
句
で
、
天
上
の
⺼
世
界
を

「
老
兔
寒
蟾　

天
色
に
泣
く
（
老
兔
寒
蟾
泣
天
色
）」
と

冩
し
て
い
る
。「
兔
」
と

「
蟾
」
は
⺼
の
換
喩
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
句
の
そ
れ
は
「
老
」「
寒
」
と

身
と
は
何
者
な
の
か
自
問
す
る
氣
分
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

第
九
・
十
句
「
不
須
浪
飮
丁
都

、
世
上

雄
本
無
主
」（
丁
都

さ
ん
、
そ
う
酒

を
む
や
み
に
あ
お
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
世
の

雄
に
は
も
と
も
と
主
人
な
ど

い
な
い
も
の
で
す
よ
）
は
、「
我
」
に
對
す
る
「
箏
人
」
の
忠
吿
。「
無
主
」
に
つ
い

て
は
諸
說
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
誰
に
も
使
役
さ
れ
な
い
こ
と
（「
開
愁
歌
」
で
い
え

ば
「
俗
物
の
干
涉
を
受
け
な
い
こ
と
」）
と
解
し
て
お
く
。
丁
都

は
、
東
晉
末
の
壯

士
で
、
都

の
官
に
あ
っ
た
丁

と
い
う
人
物
の
こ
と
。
宋
の
武
帝
と
し
て

位

す
る
歬
の
劉
裕
に
仕
え
て
い
た
。
丁

に
つ
い
て
は
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
良
く

知
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
劉
裕
の
盟
友
で
あ
っ
た
も
の
の
、
傲
慢
な
ふ
る
ま
い

が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
司
馬
長
民
を
、
義
熙
九
年
（
四
一
三
）
に
劉
裕
の

命
を
受
け
て
暗
殺
し
た
こ
と
で
あ
り
（『
宋
書
』
卷
二
「
武
帝
本
紀
中
」）、
も
う
一
つ

は
、
義
熙
十
一
年
（
四
一
五
）
に
劉
裕
の
娘
む
こ
で
あ
っ
た
徐
逵
之
が
戰
死
し
た

際
、
や
は
り
劉
裕
の
命
を
受
け
て
そ
の
遺

を
戰
場
か
ら

容
し
、
埋

し
た
こ

と
で
あ
る
（『
樂
府
詩
集
』
卷
四
五
「
丁
督

歌
」
の
解
題
）。
そ
の
際
、
徐
逵
之
の
妻

は
丁

を
呼
ん
で

儀
の

子
を
尋
ね
る
た
び
に
、「
丁
都

よ
」
と
い
う
哀
切

な
聲
を
あ
げ
た
と
い
う
。
の
ち
に
、
こ
の
歎
聲
を
基
に
し
た
「
丁
督

歌
」
が
、

宋
の
孝
武
帝
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。「
浩
歌
」
第
九
句
の
「
丁
都

」
に
つ
い

て
は
、
酒
席
の
美
人
が
歌
っ
た
「
丁
督

歌
」
と
す
る
說
（
鈴
木
虎
雄
）
や
、「
悲

哀
感
を
表
わ
す
呼
び
掛
け
の
言

と
し
て
、
感
動
詞
的
に
插
入
さ
れ
て
い
る
」
と

す
る
說
（

井
健
）
等
が
あ
る
が（
（（
（

、
今
は
そ
れ
を
採
ら
ず
、
勈
猛
な
壯
士
で
あ
り

な
が
ら
い
つ
も
劉
裕
と
い
う
「
主
人
」
に
使
役
さ
れ
、
實
力
に
見
合
わ
ぬ
、
い
わ

ゆ
る
汚
れ
仕
事
を
請
け
負
っ
て
ば
か
り
い
る
丁

を
、「
箏
人
」
の
言
辭
と
い
う

形
を
借
り
て
自
分
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
解
し
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第

十
一
・
二
句
「
買
絲
繡
作
平
原
君
、
㊒
酒
唯
澆
趙
州
土
」
で
「
我
」
は
、
楚
と
合
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六
二

く
早は

や

變が
わ

り
す
る
人
閒
な
の
に
）
わ
た
し
と
い
う
二
十
男お
と
こは
、
な
ん
で
こ
せ
つ
い
て
く

す
ぼ
っ
て
い
る
の
だ
。（
こ
せ
つ
か
ず
氣
ま
ま
に
酒
で
も
飮
め
と
の
意
）」（
鈴
木
虎
雄
）

の
よ
う
に
「
及
時
行
樂
」
型
の
快
樂
へ
の
指
向
と
も
さ
れ
、
あ
る
時
に
は
「
黑
々

と
し
た
眉
さ
え
も
ま
た
た
く
閒
に
衰
え
て
白
く
な
る
と
い
う
の
に
、
ち
ょ
う
ど
壯

年
朞
を
迎
え
た
男
子
が
、
ど
う
し
て
あ
く
せ
く
と

勞
し
て
つ
ま
ら
ぬ
輩
に
使
役

さ
れ
た
ま
ま
發
奮
し
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
」（

奇
）
の
よ
う
に（
（（
（

、
過
ぎ
ゆ
く

時
閒
の
速
さ
に
觸
發
さ
れ
た
詩
人
の
上
昇
志
向
の
あ
ら
わ
れ
と
も
さ
れ
る
。
ま
た

一
方
で
は
、
少
數
派
で
は
あ
る
が
、

井
健
氏
の
よ
う
に
「
秋
眉
」
を
「
秋
の
景

色
を
人
の
ま
ゆ
に
た
と
え
た
表
現
」
と
み
な
し
た
上
で
、「
秋
の
景
色
が
新
綠
に

と
た
ち
ま
ち
變
化
す
る
の
を
目
の
歬
に
見
な
が
ら
」
と
譯
す
な
ど
、「
看
見
秋
眉

換
新
綠
」
を
語
順
通
り
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
見
ら
れ
る（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
解
釋
が
多
岐
に
分
か
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
こ
の
句
が
人
閒

に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
自
然
物
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の

界
を
曖
昧
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
秋
眉
」
は
歬
句
の
「
衞
娘
の
髮
」
と
と

も
に
人
閒
の
體
の

位
と
し
て
一
つ
の
意
味
系
列
を
構
成
す
る
。
一
方
、
目
的

語
で
あ
る
「
新
綠
」
は
、
白
居
易
の
律
詩
「
長
安
早
春

0

0

旅
懷
」（『
白
氏
長
慶
集
』

卷
十
三
）
に
「
風
は
新
綠

0

0

を
吹
き
て

0

牙0

拆さ

け
、
雨
は
輕
黃
に
灑そ
そ

ぎ
て
柳
條
濕う
る
おう

（
風
吹
新
綠

0

0

0

牙0

拆
、
雨
灑
輕
黃
柳
條
濕
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
初
春
に

吹
い
た
ば

か
り
の

を
ま
ず
聯
想
さ
せ
る
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
秋
眉
換
新
綠
」
は
、

語
の
結
合
の
上
で
意
味
の
不
整
合
が
生
じ
た
比
喩
表
現
と
い
え
る
の
だ
が
、
問
題

は
人
閒
を
自
然
物
で
比
喩
し
て
い
る
の
か
、
自
然
物
を
人
閒
で
比
喩
し
て
い
る
の

か
が
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
點
に
あ
る
。

　

こ
こ
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
な
ぜ
「
秋
髮0

」
で
は
な
く
、「
秋
眉0

」
で

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
老
人
の
衰
え
た
髮

を
「
秋
髮
」
と
呼
ぶ
例
は
、
李
白
や
孟
郊
な
ど
、
唐
詩
に
は
何
例
か
見
ら
れ
る

い
う
形
容
詞
を
冠
さ
れ
、
さ
ら
に
「
泣
」
と
い
う
動
詞
が
後
ろ
に
續
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
單
な
る
⺼
の
代
詞
に
留
ま
ら
ず
、
⺼
で
永
遠
に

を
つ
き
續
け
る
兔
と
、

出

し
た
嫦
娥
の
化
身
と
さ
れ
る
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
淚
を
も
、
視
覺
的
な
イ
メ
ー

ジ
と
共
に
喚
起
さ
せ
る（
（（
（

。「
浩
歌
」
に
お
け
る
「
蟾
蜍
」
と
「
咽
」
の
關
係
も
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。「
咽
」
と
い
う
動
詞
を

續
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
玉
蟾
蜍
」
は
た
だ
の
水
時
計
の
一

と
し
て
の
存
在
か
ら
、
時
閒
の
奴
隸

と
し
て
使
役
さ
れ
、
淚
に
む
せ
び
つ
つ
漏

の
水
を
永
遠
に
飮
み
續
け
る
存
在
に

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
五
句
目
を
起
點
と
し
て
、
し
ば
し
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
詩
の
中
の
時
閒
は
、

こ
の
水
時
計
の
♫
を
き
っ
か
け
に
し
て
（
ま
さ
に
「
漏
に
催
さ
れ
る
」
か
の
よ
う
に
）

再
び
意

さ
れ
、

れ
は
じ
め
る
。

れ
出
し
た
時
閒
は
、
ま
ず
衞
娘
と
い
う

女
性
（
漢
の
武
帝
の
后
で
、
髮
の
美
し
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
衞
子
夫
の
こ
と
と
さ
れ
る
）

の
髮
を
櫛
で

け
な
く
な
る
ほ
ど

く
し
て
し
ま
う
（
第
十
四
句
「
衞
娘
髮

不
勝

」）。
こ
の
句
の
意
味
は
ま
だ
平
易
で
理
解
し
や
す
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
最

後
の
二
句
「
看
見
秋
眉
換
新
綠
、
二
十
男
兒
那
刺
促
」
で
あ
り
、
そ
の
解
釋
は
諸

說
紛
々
と
し
て
い
る
。
下
句
の
「
刺せ
き

促そ
く

」
に
つ
い
て
は
「
人
か
ら
使
役
さ
れ
て
あ

く
せ
く
し
て
い
る
さ
ま
」
と
も
「
こ
せ
こ
せ
し
て
い
る
さ
ま
」
と
も
さ
れ
、
そ
こ

で
も
諸
家
の
意
見
は
割
れ
て
い
る
が
、
よ
り
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
は
上

句
の
方
で
あ
る
。「
秋
眉
」
は
秋
の
霜
を
置
い
た
よ
う
に
白
い
眉
、「
新
綠
」
は

者
の
黑
々
と
し
た
眉
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
が
通
例
な
の
だ
が
、「
秋
眉
換
新

綠
」
を
そ
の
ま
ま
の
語
順
で
「
秋
眉
が
新
綠
に
換
わ
る
」
と
讀
む
こ
と
に
常

的

見
地
か
ら
抵
抗
を
覺
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
諸
家
の
多
く
は
「
新
綠
が
秋
眉
に
換
わ

る
」
と
い
う
風
に
主
語
と
目
的
語
を
入
れ
か
え
て
理
解
し
、

者
が
ま
た
た
く
閒

に
老
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
句
か
ら
讀
み
と
っ
て
い（
（（
（

る
。
そ
う
し
て
抽
出
さ
れ
た

意
味
に
基
づ
い
た
上
で
、
最
終
句
「
二
十
男
兒
那
刺
促
」
は
、
あ
る
時
に
は
「（
か



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

六
三

　

先
述
し
た
よ
う
に
、「
浩
歌
」
の
冐
頭
四
句
で
は
、
自
然
界
と
神
仙
た
ち
の
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
循
環
運
動
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
詩
の
末
尾
で
示
さ
れ
た
「
秋

眉　

新
綠
に
換
わ
る
」
は
、
こ
の
壯
大
な
時
閒
モ
デ
ル
の
、
い
わ
ば
ミ
ニ
チ
ュ
ア

と
し
て
あ
る
。「
秋
眉
換
新
綠
」
の
も
つ
兩
義
性
の
一
面
、
す
な
わ
ち
一
年
を
單

位
と
す
る
植
物
の
循
環
を
、
三
千
年
を
單
位
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
が
西
王
母
の

桃
の
木
で
あ
り
、
兩
義
性
の
別
の
一
面
で
あ
る
人
閒
の
生
と
死
の
繰
り
﨤
し
を
、

長
大
な
ス
パ
ン
で
行
っ
て
い
る
の
が
彭
祖
と
巫
咸
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
わ
ば

「
浩
歌
」
は
、
時
閒
が

れ
て
い
な
い
中
閒

を
は
さ
む
よ
う
に
し
て
、
冐
頭
と

結
尾
と
が
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、
報
わ
れ
な
い
勞
役
に
服
す
る
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

詩
の
隨
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
水
時
計
の
「
玉
蟾
蜍
」
が
そ
う
で

あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
歬
に
述
べ
た
。
天
子
の
娘
む
こ
の

儀
と
い
う
、
自
ら
の

能
力
と
は
何
の
關
係
も
な
い
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
壯
士
の
丁
都

も
ま
た
然

り
で
あ
る
。
こ
の
勞
役
は
「
神
」
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
緣
な
も
の
で
は
な
い
。

第
二
句
「
帝
遣
天
吳
移
海
水
」
が
使0

役
形

0

0

で
あ
る
こ
と
は
㊟
意
さ
れ
て
よ
い
。
海

神
で
あ
る
天
吳
で
さ
え
も
、
天
帝
に
よ
っ
て
使
役
さ
れ
、
海
水
を
運
び
續
け
る
無

窮
の
勞
役
に
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
で
、
人
閒
の
生
が
循
環
す
る
季
節
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
象
徵

的
と
い
え
る
。
四
季
が
決
ま
っ
た
周
朞
で
め
ぐ
る
よ
う
に
、
變
化
の
な
い
勞
役
が

際
限
も
な
く
繰
り
﨤
さ
れ
る
こ
と
、「
箏
人
」
に
よ
っ
て
「
丁
都

」
と
呼
ば
れ

た
「
我
」
＝
「
二
十
の
男
兒
」
が
「
看ま

の
あ
た
り
に
見
た
」
の
は
、
そ
う
し
た
人

閒
の
營
み
で
は
な
か
っ
た
か（
（（
（

。
た
と
え
大
き
な
變
化―

海
が
陸
と
な
る
よ
う
な

―
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
循
環
す
る
四
季
の
よ
う
に―

陸
が
再
び

海
に
戾
る
よ
う
に―

ま
た
元
の
と
こ
ろ
に
回
歸
し
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
る
以

上
、
今
あ
る
生
を
あ
く
せ
く
と
燃
燒
さ
せ
た
と
て
何
に
な
ろ
う
。
末
句
「
二
十
男

が（
（（
（

、「
秋
眉
」
は
「
浩
歌
」
の
こ
の
用
例
以
外
、
見
出
し
が
た
い
。
李
賀
が
そ
う

し
た
習
熟
し
て
い
な
い
語
を
用
い
た
の
は
、
歬
句
「
衞
娘
の
髮
」
と
の
重
複
を

避
け
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、「
秋
眉
」
が
第
六
句
（
嬌
春
楊
柳
含
細
𤇆
）
の
「
楊

柳
」
を
も
想
起
さ
せ
る
語
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柳
の

は
そ
の
細
長

い
形
狀
か
ら
、
し
ば
し
ば
女
性
の
眉
に
た
と
え
ら
れ
る
。
白
居
易
「
長
恨
歌
」

（『
白
氏
長
慶
集
』
卷
十
二
）
の
「

は
面
の
如
く
柳
は
眉
の
如
し
（

如
面
柳
如

眉
）」
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
駱
賓
王
「
王
昭
君
」
詩
（『
全
唐
詩
』

卷
七
八
）
に
「
愁
眉　

柳

顰ひ
そ

む
（
愁
眉
柳

顰
）」
と
見
え
る
よ
う
に
、
女
性
の

眉
が
柳
の

に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
い
わ
ば
兩
者
は
可
逆
的
な
比
喩
關

係
に
あ
る
。
柳
は
眉
を
聯
想
さ
せ
、
眉
は
柳
を
聯
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

李
賀
の
「
浩
歌
」
の
場
合
、
第
六
句
の
「
楊
柳
」
は
、
修
餝
フ
レ
ー
ズ
「
嬌

春
」―

こ
れ
も
ま
た
「
秋
眉
」
と
同

に
熟
し
て
い
な
い
語
句
で
あ
る―

の
「
嬌
」
字
に
よ
っ
て
「
あ
で
や
か
さ
」
と
い
う
屬
性
を
付
與
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
時
點
で
す
で
に
女
性
的
な
雰
圍
氣
を
釀
し
て
い
る
。
止
ま
っ
て
い
た
春
の
時
閒

は
、
や
が
て
水
時
計
の
♫
を
契
機
と
し
て
再
び

れ
だ
し
、
秋
に
な
っ
て
柳
の

は
枯
れ
、
そ
れ
と
竝
行
し
て
女
性
の
髮
も

く
な
る
。
時
閒
は
さ
ら
に

れ
、
季

節
は
循
環
し
て
秋
か
ら
春
に
な
り
、「
秋
眉
は
新
綠
に
換
わ
る
」。
こ
の
「
秋
眉
」

は
、「
人
閒
の
眉
」
と
「
自
然
物
の
比
喩
」、
ど
ち
ら
の
意
味
に
も
特
定
す
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
嬌
春
の
楊
柳
」
と
い
う
伏
線
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
秋
眉
」

か
ら
は
「
秋
に
な
っ
て
枯
れ
た
柳
の

」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
。
一

方
で
は
、
歬
句
「
衞
娘
の
髮
」
を
承
け
る
こ
と
で
、「
秋
の
霜
を
置
い
た
よ
う
に

白
い
女
性
の
眉
」
を
も
想
起
さ
せ
る
。
結
果
と
し
て
「
秋
眉
換
新
綠
」
に
は
意
味

の
重
層
性
が
も
た
ら
さ
れ
、
季
節
と
と
も
に
循
環
す
る
自
然
物
と
、
白
い
眉
が

黑
々
と
し
た
色
に
再
生
す
る
人
閒
の
姿
が
、
こ
の
句
か
ら
同
時
に
た
ち
あ
ら
わ
れ

て
く
る
の
で
あ
る（
（（
（

。
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自
然
物
に
溶
け
こ
む
よ
う
に
し
て
暗
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
第
一
句
は
、
行
宮

の
垣
根
を
と
り
ま
く

壕
の
水
際
に
生
え
て
い
る
植
物
の

冩
。「
紅

」
に
つ

い
て
、
王
琦
㊟
は
「

」
と
「

」
二
種
類
の

を
指
す
こ
と
を
考
證
し
、
お
お

む
ね
諸
家
は
そ
の
說
に
從
う
。
た
だ
見

と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
紅
」
が

化
粧
品
と
し
て
の
べ
に

0

0

を
も
想
起
さ
せ
、
そ
れ
が
第
二
句
の
「
娥
粧
を
學
ぶ
」
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
。「
宮
女
の
化
粧
を
眞
似
し
た
」
か
の
よ
う
に
、
艷
な
ま
め

か
し
く
吹
く
春
風
に
搖
ら
さ
れ
る
小
さ
な

は
、
鈴
木
虎
雄
氏
が
「
こ
れ
は
多
分

柳
の

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
王
㊟
は
歬
㊟
の
關
係
か
ら
二

の

だ
と
し
て
い

る
。
柳

だ
か
ら
柳
眉
へ
と
連
想
し
た
」
と
㊟
す
る
よ
う
に
、
柳
の
そ
れ
で
あ
ろ

う
。
あ
た
か
も
「
浩
歌
」
の
第
六
句
「
嬌
春
楊
柳
含
細
𤇆
」
の
よ
う
に
、
こ
こ
で

も
「
嬌
」
字
は
春
風
の
艷
か
し
さ
を
表
す
の
み
な
ら
ず
、
眉
に
見
立
て
ら
れ
た
柳

の

に
も
美
し
い
女
性
の
影
を
ま
と
わ
せ
て
い
る
。

　
「
行
宮
の
下
ろ
さ
れ
た
簾
の
中
で
は
、
い
く
た
び
〈
靑
春
〉
が
年
老
い
て
い
っ

た
こ
と
か
」
と
う
た
う
第
三
句
も
ま
た
、
重
層
的
な
意
味
を
內
包
し
て
い
る
。

「
靑
春
老
ゆ
」
は
、
春
の
光
が
衰
え
て
ゆ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
春
と
い
う
季
節
が

終
わ
り
に
近
づ
く
こ
と
を
い
う
が
、
こ
の
「
靑
」
字
は
、
五
行
で
東
方
に
配
さ
れ

る
色
彩
と
し
て
の

頭
辭
に
止
ま
ら
ず
、
人
生
の
春
と
し
て
の
「
靑
春
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
濃
厚
に
釀
し
だ
す
。
そ
の
結
果
、
こ
の
「
靑
春
老
ゆ
」
に
よ
っ

て
、
宮
女
が
靑
春
朞
を
空
し
く
こ
の
行
宮
で
過
ご
し
、
年
老
い
て
い
っ
た
こ
と
も

同
時
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
句
が
も
し
「
垂
簾　
幾
人0

か
靑
春
老
ゆ
」

だ
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
で
終
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
李
賀
は
そ
う
で
は
な
く
、
第
一
・
二
句
で
宮
女
を
自
然
物
に
融
け
あ
わ
せ
た
上

で
、「
幾
度0

か
靑
春
老
ゆ
」
と
う
た
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宮
女
は
個0

と
し
て

で
は
な
く
、
い
わ
ば
類0

と
し
て
意

さ
れ
、
循
環
す
る
季
節
と
と
も
に
、
宮
女
が

次
か
ら
次
へ
と
年
老
い
て
死
ん
で
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
句
か
ら
浮
か
び
あ
が

兒
那
刺
促
」
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な

念
・
無
力
感
こ
そ
讀
み
と
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
第
八
句
の
「
身み
ず
から
誰た

ぞ
と
問
う
」
と
い
う
自
問
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
自
分
を
自
分
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
、
確
信
を
持
て
な
い

ま
ま
、
置
き
換
え
可
能
な
人
閒
の
一
人
と
し
て
使
役
さ
れ
、
循
環
す
る
變
化
の
な

い
時
閒
の
中
で
生
き
續
け
る
だ
け
の
存
在
。「
浩
歌
」
に
お
い
て
、
幾
度
も
死
を

繰
り
﨤
し
て
い
る
彭
祖
と
巫
咸
は
、
そ
の
よ
う
な
人
閒
の
姿
を
映
し
出
す
も
の
と

し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
　

三
⺼
過
行
宮

　
「
浩
歌
」
か
ら
讀
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
、
自
然
物
と
一
體
化
し
た
人
閒
の
生

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
た
別
の
形
を
と
っ
て
、
李
賀
の
七
絕
「
三
⺼
過
行
宮
」

詩
（
卷
二
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

渠
水
紅

擁

墻　
　
　

渠
水
の
紅
　

墻
を
擁
し　
　
　
　
　

風
嬌
小

學
娥
粧　
　
　

風
は
嬌
と
し
て　

小
　

娥
粧
を
學
ぶ

垂
簾
幾
度
靑
春
老　
　
　

垂
簾　

幾
度
か
靑
春
老
ゆ

堪
鎻
千
年
白
日
長　
　
　

鎻と
ざ

す
に
堪
え
た
り　

千
年
白
日
の
長
き
に

　

詩
題
に
い
う
「
行
宮
」
に
つ
い
て
、
淸
の
方
扶
南
は
「
東
都
洛
陽
の
行あ
ん

宮ぐ
う

な

り
。
朙
皇
以
歬
は
年
年
巡
幸
す
る
も
、
安
史
の
亂
後
は
行
わ
れ
ず
（
東
都
洛
陽
行

宮
也
。
朙
皇
以
歬
年
年
巡
幸
、
安
史
亂
後
不
行
）」
と
㊟
す
る（
（（
（

。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
楊
貴
妃
の
嫉
妬
に
あ
っ
た
後
宮
內
の
宮
女
が
移
さ
れ
、
軟
禁
さ
れ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
洛
陽
の
上
陽
宮
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
そ

う
で
な
く
と
も
、
か
つ
て
宮
女
た
ち
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
（
或
い
は
今
も
幽
閉
さ
れ

て
い
る
）
行
宮
を
詩
人
が
晚
春
に
訪
れ
て
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩

の
內
容
か
ら
み
て
動
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
詩
に
は
宮
女
そ
の
も
の
の
姿
は

か
れ
な
い
。
そ
の
存
在
が



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

六
五

結
語

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
「
浩
歌
」
お
よ
び
「
三
⺼
過
行
宮
」
に
加
え
て
き
た
分
析

の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う
一
度
序

で
擧
げ
た
「
官
街
鼓
」
に
戾
り
、
こ

の
詩
の
主
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、「
官
街
鼓
」
に
は
「
浩
歌
」
と
共
通
す
る
構
造
が
見

出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
♫
に
始
ま
り
♫
に
終
わ
る
。
朝
夕
に
打
ち
鳴
ら

さ
れ
る
太
鼓
の
♫
と
、
終
日
し
た
た
る
漏

の
响
き
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
♫
に
變

換
さ
れ
た
時
閒
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
規
則
性
を
も
っ
て
日
⺼
や
水
の
循
環
運
動

を
う
な
が
し
て
い
る
。
こ
の
循
環
と
い
う
相
に
お
い
て
、「
官
街
鼓
」
に
も
冐
頭

と
結
尾
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
閒

に
お

い
て
も
、「
浩
歌
」
と
同

、
ま
ず

か
れ
る
の
は
楊
柳
が
黃
色
く

ぶ
い
た
春

の
情
景
で
あ
る
。
第
三
・
四
句
は
文
構
造
を
同
じ
く
す
る
が
、「
飛
燕
」
と
對
を
な

す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
黃
柳
」
に
も

々
し
い
女
性
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

　
「
浩
歌
」
で
は
、
水
時
計
の
♫
に
催
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

れ
始
め
た
時
閒

が
、
衞
娘
と
い
う
女
性
の
髮
を
櫛
で

け
な
く
な
る
ほ
ど

く
し
て
し
ま
っ
て
い

た
が
、「
官
街
鼓
」
に
お
い
て
も
、「
千
年
」
の
長
き
に
わ
た
っ
て
太
陽
を
「
磓

發
」
し
續
け
る
太
鼓
の
♫
を
契
機
と
し
て
「
君
が
翠
髮
」
は
「

の
色
」
と
な

っ
て
し
ま
う
。
第
七
句
の
「
翠
髮

色
」
は
、
第
二

で
問
題
に
し
た
「
浩

歌
」
の
「
秋
眉
換
新
綠
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。「
浩
歌
」
の
「
新
綠
」
と
同
じ

く
、
こ
こ
で
も
「
翠
髮
」
の
「
翠
」
は
、
髮
の

々
し
さ
を
示
す
單
な
る
記
號
に

止
ま
っ
て
い
な
い
。
植
物
で
あ
る
「

」
が
白
髮
の
比
喩
と
し
て

續
さ
れ
る

こ
と
で
、「
翠
」
は
柳
の

の
よ
う
に
鮮
や
か
な
綠
色
を
も
想
起
さ
せ
る
。
結

果
と
し
て
、
こ
の
句
に
も
意
味
の
重
層
性
が
も
た
ら
さ
れ
、「
柳
が
黃
色
く

吹

く
春
か
ら
ア
シ
が
白
い

穗
を
伸
ば
す
秋
へ
」
と
い
う
季
節
の
變
化
に
、「
黑
髮

る
の
で
あ
る
。

　

錢
鍾
書
氏
は
『
談

錄
』
の
中
で
、
こ
の
詩
の
後
半
二
句
を
、「
浩
歌
」
の
冐

頭
四
句
を
含
む
九
首
ほ
ど
の
李
賀
の
詩
句
と
と
も
に
列
擧
し
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「（
以
上
列
擧
し
た
李
賀
の
詩
句
は
）
い
ず
れ
も
過
ぎ
ゆ
く
⺼
日
、

世
の
移
り
變
わ
り
の
激
し
さ
、
與あ
ず

か
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
閒
界
の
變
化
な
ど

に
、
深
く
感
慨
を
覺
え
て
い
る
例
で
あ
る
」（
皆
深
㊒
感
於
日
⺼
逾
邁
、
滄
桑
改
換
、

而
人
事
之
代
謝
不
與
焉
（
（（
（

）。
し
か
し
、
こ
の
詩
か
ら
讀
み
と
る
べ
き
は
、
變
化
の
相

よ
り
は
む
し
ろ
循
環
の
相
で
あ
ろ
う
。
結
句
の
「
鎻
す
に
堪
え
た
り　

千
年
白

0

0

0

日
の
長
き
に

0

0

0

0

0

（
堪
鎻
千
年
白
日
長

0

0

0

0

0

）」
は
、
序

で
擧
げ
た
「
官
街
鼓
」
の
第
五
句

「
磓つ
い

發は
つ

す
る
こ
と
千
年

0

0　

日
は
長
え
に
白
く

0

0

0

0

0

0

0

（
磓
發
千
年
日
長
白

0

0

0

0

0

）」
を
想
起
さ
せ

る
。「
官
街
鼓
」
に
お
い
て
、
千
年
先
ま
で
も
無
窮
に
太
陽
を
打
ち
出
し
續
け
る

太
鼓
の
♫
と
、
そ
の
♫
に
よ
っ
て
「
幾
迴0

」
も
天
上
で

り
去
ら
れ
る
神
仙
（
第

九
句
「
幾
迴0

天
上

神
仙
」）
を
詩
人
が
想
像
し
て
い
る
よ
う
に
、「
三
⺼
過
行
宮
」

で
歬
提
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
か
ら
先
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
續
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
宮
女
の
監
禁
狀
態
、
お
よ
び
太
陽
の
照
り
續
け
る
限
り
繰
り
﨤
さ
れ

る
宮
女
の
死
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
安
史
の
亂
よ
り
後
、
洛
陽
の
行
宮
は
皇
帝

が
巡
幸
し
な
く
な
っ
て

廢
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
「
三
⺼
過
行
宮
」
の
主
題

を
、
詩
人
が
訪
れ
た
行
宮
の
「
昔
日
の
盛
況
」
と
「
今
日
の

條
」
と
の
對
比
の

構
圖
に
求
め
る
說
も
あ
る
が（
（（
（

、
そ
の
よ
う
な
讀
み
は
、
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
可
能
性

を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
桑
田
滄
海
」
型
の
世

の
無
常
に
向
け
ら
れ
た
感
慨
で
は
決
し
て
な
い
。
變
化
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
こ
と
が

悲
し
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
變
化
が
な
い
こ
と
が
悲
し
い
の
で
あ
る
。
外
界
か

ら
隔
絕
さ
れ
た
空
閒
に
鎻
さ
れ
、
生
と
死
の
單
調
な
繰
り
﨤
し
を
餘
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
類
と
し
て
の

0

0

0

0

0

宮
女
、
詩
人
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
た
ち
が
置
か

れ
た
、
救
い
よ
う
の
な
い
閉
塞
狀
態
な
の
で
あ
る
。
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營
み
と
の
類
似
性
に
李
賀
は
着
目
し
、
不
如
意
な
閉
塞
狀
況
を
人
事
と
融
解
し
た

自
然
に
託
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
閒
の
生
を
投
影

し
う
る
自
然
は
、
植
物
に
限
ら
れ
な
い
。「
浩
歌
」
に
お
け
る
陸
と
海
の
循
環
運

動
の
よ
う
に
、

念
的
な
自
然
活
動
さ
え
も
李
賀
の
詩
で
は
可
視
化
さ
れ
、
投
影

の
對
象
と
さ
れ
る
。
循
環
の
相
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
、
世
界
の

々
な
事
物

が
、
單
調
な
生
を
營
む
人
閒
の
悲
し
み
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
、
折
に
ふ
れ
彼

の
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
一
人
の
人
閒
の
生
そ
の
も
の
が
完
全
に
無
意
義
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た

と
き
、
い
わ
ば
類0

と
し
て
の
置
き
換
え
可
能
な
人
閒
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
生
が

次
々
と
消
費
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
認

が
生
み
出
さ
れ
る
。「
三
⺼
過
行
宮
」
で

行
宮
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
宮
女
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。

「
浩
歌
」
末
尾
で
表
白
さ
れ
て
い
る
の
も
、
我
が
身
が
そ
う
し
た
存
在
に
墮
し
て

し
ま
う
こ
と
に
對
す
る
危
機
感
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

同
じ
こ
と
が
「
官
街
鼓
」
で
次
々
と

ら
れ
る
神
仙
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
人

閒
が
時
閒
を
管
理
し
、
支
配
す
る
た
め
に
考
案
し
た
長
安
諸
街
の
太
鼓
の
♫
が
、

こ
の
詩
で
は
主
體
と
な
っ
て
逆
に
人
閒
を
支
配
す
る
側
に
回
っ
て
い
る
こ
と
は
序

で
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
轉
倒
は
、
神
仙
に
つ
い
て
も
起
こ

っ
て
い
る
。
本
來
は
時
閒
の
超
越
者
で
あ
る
は
ず
の
神
仙
が
、
主
體
性
を

得
し

た
太
鼓
の
♫―

具
現
化
し
た
時
閒―

に
よ
っ
て
逆
に

ら
れ
る
側
に
回
っ
て

い
る
の
は
そ
の
表
れ
と
い
っ
て
よ
い
。
天
上
で
無
機
質
な
生
死
を
繰
り
﨤
し
て
い

る
神
仙
は
、「
三
⺼
過
行
宮
」
で
「
幾
度
か
靑
春
老
ゆ
」
と
う
た
わ
れ
、
無
意
義

な
生
を
行
宮
で
消
費
さ
せ
ら
れ
て
い
た
宮
女
の
分
身
の

相
を
呈
し
て
い
る
。

　
「
官
街
鼓
」
の
主
題
を
一
つ
に
定
め
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
危
險
を
孕
ん

で
も
い
る
が
、
結
論
を
閉
じ
な
い
よ
う
留
意
し
た
上
で
、
一
つ
の
答
え
を
假
に
今

出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
を
超
越
し
て

れ
、
永
遠
に
繰
り
﨤
さ
れ
る

の

者
か
ら
白
髮
の
老
人
へ
」
と
い
う
人
閒
の
變
化
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
國
古
典
詩
に
お
い
て
四
季
の
循
環
性
は
、
變
化
を
ま
ぬ
が
れ
な

い
人
閒
の
直
線
的
な
生
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
松
浦

友
久
氏
は
、「
中
國
の
時
閒
意

は
、
循
環
的
で
あ
る
よ
り
は

し
く
經
過
的
で

あ
る
」
と
し
、「
こ
の
ば
あ
い
大
事
な
點
は
、
一
見
、
循
環
的
に
見
え
る
は
ず
の

四
季
の
時
閒
も
、
人
事
と
對
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
閒
に
と
っ
て
の
經
過

性
・
一
回
性
が
朙
白
に
自
覺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
こ

と
は
、
松
浦
氏
が
「
恐
ら
く
そ
の
最
も
純
粹
化
さ
れ
原
理
化
さ
れ
た
表
現
で
あ

る
」
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
劉
希
夷
「
代
悲
白
頭
翁
」
詩
（『
全
唐
詩
』
卷
八
二
）
の

一
聯
「
年
年
歲
歲

相
似
、
歲
歲
年
年
人
不
同
」
に
お
い
て
、
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
。
春
は
每
年
め
ぐ
っ
て
き
て
、
似
た
よ
う
な

を
咲
か
せ
る
。
し
か
し
、
人

閒
は
去
年
と
同
じ
で
は
い
ら
れ
な
い
。
人
閒
の
一
回
性
を
直
線
で
表
す
な
ら
ば
、

自
然
の
周
朞
性
は
そ
の
直
線
の
周
圍
を
め
ぐ
る
螺
旋
形
の
曲
線
で
圖
示
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
兩
者
は
決
し
て
交
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
李
賀
の
「
浩
歌
」
と
「
三
⺼
過
行
宮
」

お
よ
び
「
官
街
鼓
」
に
お
い
て
は
、「
四
季
の
時
閒
」
と
「
人
事
」
は
決
し
て
對

照
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
兩
者
は
融
け
あ
っ
て
さ
え
い
た
。
こ

の
違
い
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
單
調
な
勞
役
・
單
調

な
一
日
・
單
調
な
一
年
な
ど
、

々
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
繰
り
﨤
し
を
餘
儀
な

く
さ
れ
る
人
閒
の
生
、
そ
れ
を
投
影
す
る
も
の
と
し
て
、
四
季
の
周
朞
性
お
よ
び

自
然
の
循
環
性
を
李
賀
は
捉
え
直
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、

を
咲
か
せ
て
は
實
を
つ
け
、
枯
れ
て
は
ま
た

を
咲
か
せ
る
植
物
は

循
環
す
る
自
然
の
典
型
だ
が
、
そ
れ
は
見
方
を
變
え
れ
ば
、
究
極
的
に
は
變
化
の

な
い
膠
着
狀
態
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
う
し
た
植
物
の
特
性
と
、
人
閒
の
生
の



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

六
七

に
回
歸
さ
せ
て
し
ま
う
時
閒
は
、
耐
え
難
い

痛
と
無
力
感
を
人
閒
に
與
え
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り（
（（
（

、
ま
さ
に
こ
の
點
こ
そ
、
李
賀
の
時
閒
意

の
特

性
と
し
て
指

さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
㊟

（
１
）　

李
賀
詩
の
引
用
は
、
宣
城
本
『
李
賀
歌
詩
編
』
四
卷
、
外
集
一
卷
（
臺
灣
中
央
圖

書
館
影
印
、
一
九
七
一
）
に
よ
る
。
以
後
、
李
賀
の
詩
を
引
用
す
る
と
き
は
同
書
の

卷
數
の
み
を
擧
げ
る
。

（
２
）　

李
賀
の
「
巫
山
高
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
樂
府
文
學
史

上
に
お
け
る
李
賀
の
位
置―

「
巫
山
高
」
に
基
づ
く
考
察―

」（『
東
京
大
學
中

國
語
中
國
文
學
硏
究
室
紀
要
』
第
八
號
、
二
〇
〇
五
）
を
參
照
。

（
３
）　

拙
稿
「
李
賀
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
時
閒
意

に
つ
い
て―

神
女
の
時
閒
、
永
遠

の
現
在―

」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
一
集
、
二
〇
〇
九
）
參
照
。

（
４
）　
「
磓
」
は
ば
ち

0

0

な
ど
で
打
つ
こ
と
。「
磓
發
」
は
珍
し
い
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
太
鼓

を
「
磓
」
し
た
結
果
、
太
陽
を
空
に
放
つ
こ
と
と
解
し
た
。
現
代
中
國
語
の
結
果
補

語
の
用
法
に
近
い
。
こ
こ
で
も
第
一
句
「
曉
聲
隆
隆
催
轉
日
」
と
同
じ
よ
う
に
、
日

の
出
と
鼓
聲
の
因
果
關
係
は
逆
轉
し
て
い
る
。
な
お
「
發
」
を
「
碎
」
に
作
る
テ
ク

ス
ト
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
千
年
の
歲
⺼
は
こ
の
よ
う
に
太
鼓
の
♫
の
响
く
中
で

す
り
減
っ
て
ゆ
く
（
千
年
的
歲
⺼
便
這

在
鼓
聲
中
消
磨
過
去
）」（

奇
編
訂
『
李

賀
詩
集
』
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
九
、
三
〇
九
頁
）
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
る
。

（
５
）　
『
三
家
評
㊟
李
長
吉
歌
詩
』
所

、
王
琦
彙
解
『
李
長
吉
歌
詩
』
卷
四
（
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
九
八
）。
以
下
、
王
琦
㊟
は
同
書
に
よ
る
。

（
６
）　
「
這
首
是
偶
聞
街
鼓
鼕
鼕
、
忽
㊒
所
感
、
賦
來
諷
刺
憲
宗
的
訪
方
士
、
求
長
生
的
。」

（
㊟（
４
）歬
揭
書
、
三
〇
九
頁
）。

（
７
）　

周
誠
眞
『
李
賀
論
』（
文

書
屋
、
一
九
七
一
）
第
三
「
李
賀
詩
裏
的
現
實
世
界
」

（
三
）「
李
賀
的
時
閒
感
」
一
二
〇
頁
。
原
文
は
「『
孝
武
秦
王
聽
不
得
』
是
對
這
種

時
閒
の
輪
か
ら
拔
け
出
せ
な
い
と
い
う
意

か
ら
生
じ
る
、
受
動
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
七
句
「
從
君
翠
髮

色
」
の
「
從
」
は
、
現
代
漢

語
の
「
任
憑
」
と
同
義
で
、
す
る
に
任
せ
る
こ
と
、
意
の
ま
ま
に
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
が
、
こ
こ
か
ら
も
恐
る
べ
き
時
閒
に
對
す
る

念
と
無
力
感
と
を
讀
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
、
太
鼓
の
♫
に
變
換
さ
れ
、
物
質
性
を

得

し
た
時
閒
は
、
人
閒
に
そ
の
生
の
單
調
さ
を
否
應
な
し
に
自
覺
さ
せ
る
も
の
と
し

て
あ
る
。
循
環
す
る
時
閒
の
輪
に
囚
わ
れ
、
似
た
よ
う
な
繰
り
﨤
し
を
餘
儀
な
く

さ
れ
る
人
閒
の
生
、
そ
れ
が
千
年
の
先
ま
で
も
變
化
の
な
い
ま
ま
持
續
し
て
い
く

さ
ま
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
恐
怖
が
、
無
窮
に
殺
さ
れ
續
け
る
神

仙
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
官
街
鼓
」
や
「
浩
歌
」
に
お

け
る
神
仙
の
死
は
、
長
大
な
時
閒
の
經
過
を
表
す
た
め
の
單
な
る
記
號
で
は
な

い
。
ま
し
て
や
仙
衟
を
求
め
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
諷
刺
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な

い
。
終
わ
り
の
な
い
無
窮
の
勞
役
に
あ
え
ぐ
人
閒
の
存
在
の
不
條
理
さ
を
象
徵
す

る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
序

に
お
い
て
、
李
賀
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
長
大
な
時
閒
を
「
事
物
に

ほ
と
ん
ど
變
化
を
與
え
ぬ
ま
ま
無
窮
に
續
い
て
ゆ
く
均
質
的
な
時
閒
」
と
「
あ
ら

ゆ
る
人
や
神
仙
を
死
に
追
い
や
り
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
變
化
を
世
界
に
も
た
ら

す
時
閒
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
、
便
宜
上
分
け
て
お
い
た
。
こ
の
兩
種
の
時
閒

は
、
一
見
す
る
と
相
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
實
は
そ
う
で
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
浩
歌
」
や
「
官
街
鼓
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
後

者
の
タ
イ
プ
の
時
閒
は
、
陸
が
海
と
な
る
ほ
ど
の
壯
大
な
變
化
を
世
界
に
も
た
ら

し
つ
つ
も
、
長
大
な
ス
パ
ン
を
經
て
結
局
は
元
の
狀
態
に
回
歸
さ
せ
る
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
點
で
は
、
ほ
と
ん
ど
變
化
を
も
た
ら
さ
な
い
歬
者
の

タ
イ
プ
の
時
閒
と
、
本
質
的
に
は
違
い
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
い
ず
れ

の
場
合
も
、
そ
う
し
た
變
化
の
な
い
、
或
い
は
變
化
が
起
き
て
も
ま
た
元
の
狀
態



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

六
八

の
題
材
に
つ
い
て
、「
羲
和
（
お
よ
び
疾
走
す
る
馬
）
と
結
び
つ
け
た
表
現
に
よ
っ

て
、
認

が
な
ま

0

0

の
ま
ま
出
ず
に

冩
的
な
風
景
と
し
て
定
着
し
て
い
る
」
と
指

し
て
い
る
。
同
氏
「
李
賀
の

く
神
仙
的
世
界
の
一
側
面
」（『
未
名
』
第
九
號
、

一
九
九
一
）
四
九
頁
參
照
。

（
（（
）　

た
だ
し
今
本
の
『
山
海
經
』
に
は
、「
大

西
經
」
に
「
大

之
中
、
㊒
山
。
名

曰
豐
沮
玉
門
。
日
⺼
所
入
。
㊒
靈
山

0

0

、
巫
咸

0

0

・
巫

・
巫
肦
・
巫
彭
・
巫
姑
・
巫
眞
・

巫
禮
・
巫
抵
・
巫
謝
・
巫
羅
十
巫

0

0

、
從
此
升
降
、
百

0

爰
在
。」
と
あ
る
の
み
で
、「
能

采

長
生
」
に
相
當
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。
或
い
は
曾
益
が
「
海
內
西
經
」
の
「
開

朙
東
㊒
巫
彭
・
巫
抵
・
巫
陽
・
巫
履
・
巫
凢
・
巫
相
、
夾

窳
之
尸
、
皆
操
不
死
之

0

0

0

0

以
距
之
。」
と
い
う
記
載
と
混
同
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
（（
）　

鈴
木
虎
雄
『
李
長
吉
歌
詩
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
）
一
一
六
頁
。
以
下
、

鈴
木
氏
の
㊟
は
同
書
に
よ
る
。

（
（（
）　

錢
鍾
書
氏
は
「
浩
歌
」
と
「
官
街
鼓
」
を
關
連
づ
け
、「
浩
歌
曰
、王
母
桃

千
遍
紅
、

彭
祖
巫
咸
幾
回
死
。
謂
人
壽
縱
長
、較
神
仙
終
爲
夭
。
官
街
鼓
曰
、幾
回
天
上

神
仙
、

漏
聲
相
將
無
斷
絕
。
謂
仙
壽
長
而
㊒
盡
、
不
如
宇
宙
之
無
窮
。」
と
述
べ
て
い
る
（
錢

鍾
書
『
談

錄
（
補
訂
本
）』
中

書
局
、
一
九
八
四
、
三
八
一
頁
）。
人
閒
の
生
と

無
窮
な
る
宇
宙
と
の
對
比
の
構
圖
を
、
介
在
者
と
し
て
の
神
仙
を
通
し
て
浮
か
び
上

が
ら
せ
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。

（
（（
）　

井
健
『
李
賀
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）
五
七
頁
。

（
（（
）　

中
國
の
水
時
計
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
『
中
國
の
科
學

と
文
朙
』
第
五
卷
、
天
の
科
學
、
二
十
ｇ
（
４
）（
思
索
社
、
一
九
七
五
）
お
よ
び
、

山
田
慶
兒『
制
作
す
る
行
爲
と
し
て
の
技
術
』所
「
古
代
の
水
時
計
」（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
一
）
を
參
照
。

（
（0
）　

指
示
對
象
を
傳
逹
す
る
た
め
に
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
比
喩
す
る
語

か
ら
敘
述
が
自
立
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
李
賀
の
詩
に
見
ら
れ
る
點
に
つ
い

て
は
、
川
合
康
三
氏
「
李
賀
と
比
喩
」（『
中
國
文
學
報
』
第
三
三
册
、
一
九
八
一
）

風
氣
的
帶
着
悲
憫
心
情
的
批
評
；
『
獨
共
南
山
守
中
國
』
的
『
中
國
』
二
字
、
更
是

隱
含

骨
悲
凉
。
顯
然
的
、
李
賀
雖
然
對
這
種
風
氣
加
以
諷
刺
、
但
是
諷
刺
中
却
含

着
極
度
的
同
情
和
感
槪
。
李
賀
雖
然
對
『
長
生
之
衟
』
是
極
端
的
不
信
任
、
但
是
同

時
却
認

到
自
己
也
是
被
這
種
『
長
生
之
衟
』
深
深
地
吸
引
着
。」

（
８
）　

高
木
重
俊
「
李
賀
詩
考―

推
移
の
感
覺
を
中
心
と
し
て―

」（『
東
京
成
德
短

朞
大
學
紀
要
』
第
三
號
、
一
九
六
九
）
二
八―

二
九
頁
。

（
９
）　

方
瑜
『
中
晚
唐
三
家
詩
析
論
』（
牧

出
版
社
、
一
九
七
五
）「
李
賀
歌
詩
的
造

　

一
、
特

的
時
閒

點
」
三
〇―

三
一
頁
。

（
（0
）　
「
官
街
鼓
」
の
主
題
に
つ
い
て
、
方
瑜
氏
以
後
は
最
近
に
至
る
ま
で
、
諷
喩
說
よ

り
は
、
時
閒
の
無
窮
と
人
閒
の
生
の
短
さ
と
の
對
比
と
み
な
す
說
の
方
が
主

で
あ

る
。
楊
文
雄
『
李
賀
詩
硏
究
』（
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
〇
）「
三
、
李
賀
詩
的
內

在
硏
究
」
第
二

・
四
「
李
賀
詩
的
特
殊
時
閒
意

」
二
三
五―

二
三
八
頁
、
張
宗

福
『
李
賀
硏
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
九
）「
第
七
　

李
賀
詩
歌
的
生
命
意

」

一
三
八―

一
三
九
頁
、
李
德
輝
『
李
賀
詩
歌
淵
源
及
影
响
硏
究
』（
鳳
凰
出
版
社
、

二
〇
一
〇
）
第
一

・
第
二
節
「
李
賀
的
病
變
與
文
變
」
四
七
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
參
照
。

（
（（
）　
「
刺
」
の
字
を
底
本
で
は
「
剌
」
に
作
る
。
諸
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。

（
（（
）　

天
吳
は
『
山
海
經
』「
海
外
東
經
」
に
「
朝
陽
之
谷
、
神
曰
天
吳
、
是
爲
水
伯
」

と
し
て
言
及
さ
れ
る
神
。『
山
海
經
』を
は
じ
め
、そ
の
他
の
文
獻
で
も「
海
水
を
移
す
」

と
い
う
記
述
は
見
え
な
い
。
李
賀
の
獨
創
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
（（
）　

徐
渭
・

懋
策
㊟
『
唐
李
長
吉
詩
集
』
卷
一
。
な
お
朙
の
曾
益
の
よ
う
に
、
も
と

も
と
平
坦
で
あ
っ
た
世
界
に
生
じ
た
山
や
海
を
、
人
が
生
き
る
こ
と
を
困
難
に
す
る

害
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
み
な
し
、「
山
を
平
ら
に
し
て
海
を
よ
そ
へ
移
し
て
し
ま
お

う
」
と
い
う
第
一
・
二
句
を
、
わ
が
身
の
不
遇
を
も
た
ら
し
た
世
の
艱
難
を
取
り
除

か
ん
と
す
る
詩
人
の
大
言
壯
語
と
み
な
す
說
（
曾
益
㊟
『
昌
谷
集
』
卷
一
、
東
京
內

閣
文
庫

朙
刊
本
景
照
。
以
下
、
曾
益
㊟
は
こ
れ
に
よ
る
）
も
あ
る
が
、
と
ら
な
い
。

（
（（
）　

野
原
康
宏
氏
は
、
李
賀
の
詩
「

天
」
と
「
天
上
謠
」
に
お
け
る
「
滄
海
桑
田
」



李
賀
の
詩
に
み
る
循
環
す
る
時
閒
と
神
仙
の
死

六
九

を
參
照
。

（
（（
）　

た
と
え
ば
鈴
木
虎
雄
氏
は
、「
此
五
字
、
句
法
は
逆
で
あ
る
。
作
者
の
意
は
、
新

綠
換
秋
眉
で
あ
る
。」
と
㊟
し
、
二
句
を
「
み
る
み
る
う
ち
に
わ
か
綠
の
眉
が
秋
の

霜
お
く
白
毛
の
眉
に
か
わ
る
の
だ
。」
と
譯
さ
れ
て
い
る
（
㊟（
（（
）歬
揭
書
一
一
九

頁
）。
ま
た
、
次
句
の
末
字
「
促
」
と
「
綠
」
を
押

さ
せ
る
た
め
に
倒
置
し
た
と

い
う
可
能
性
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
唐
代
の
用
例
を
見
る
か
ぎ
り
、「
Ａ

換
Ｂ
」
は
文
法
上
「
Ａ
が
Ｂ
に
換
わ
る
」
で
あ
る
。「
浩
歌
」
に
似
た
用
例
と
し
て
は
、

張
九
齡
「

王
司
馬
登

公
逍
遙
臺
」
詩
（『
全
唐
詩
』
卷
四
九
）「
水
去
朝
滄
海
、

春
來
換
碧
林

0

0

0

。」、
白
居
易
「
官
舍
」
詩
（『
白
氏
長
慶
集
』
卷
八
）「
高
樹
換
新

0

0

0

、

陰
陰
覆
地
隅
。」
等
が
擧
げ
ら
れ
る
。

（
（（
）　

㊟（
４
）歬
揭
書
、
五
十
頁
。
原
文
は
「
眼
看
綠
眉
一
瞬
也
變
成
衰
白
、
正
當
壯
年

的
男
子
哪
能
栗
陸
辛

、
受
着
無
謂
的
驅
策
、
而
不
自
奮
發
呢
？
」

（
（（
）　

㊟（
（（
）歬
揭
書
、
五
八
頁
。

（
（（
）　

李
白
「
古
風
（
其
十
一
）」
詩
（『
李
太
白
文
集
』
卷
二
）
に
は
「
春
容
捨
我
去
、

秋
髮

0

0

已
衰
改
」、
ま
た
孟
郊
「
濟
源
寒
⻝
」
詩
（『
全
唐
詩
』
卷
三
七
六
）
に
は
「
酒

人
皆
倚
春
髮
綠
、
病
叟
獨

秋
髮

0

0

白
」
と
見
え
る
。

（
（（
）　

自
然
物
の
比
喩
に
用
い
た
喩
詞
の
中
に
人
の
世
の
こ
と
が
ら
を
溶
け
こ
ま
せ
、
自

然
と
人
事
の
融
合
し
た
雰
圍
氣
を
ど
ち
ら
を
主
と
す
る
の
で
も
な
く
繰
り
ひ
ろ
げ
る

手
法
が
李
賀
の
詩
に
確
認
で
き
る
點
に
つ
い
て
は
、
歬
揭
㊟（
（0
）の
川
合
康
三
氏
の

論
文
に
指

が
あ
る
。

（
（（
）　

い
わ
ゆ
る
諱
事
件
に
よ
っ
て
科
擧
受
驗
の
衟
を
阻
ま
れ
た
李
賀
が
得
た
官
は
、
宮

中
の
儀
典
係
の
下
役
で
あ
る
奉
禮
郞
（
從
九
品
上
）
で
あ
っ
た
。
人
口
に
膾
炙
し
た

「
長
安
㊒
男
兒

0

0

、
二
十

0

0

心
已
朽
」
で
は
じ
ま
る
「
贈
陳
商
」（
卷
三
）
で
は
、
そ
の

務
が
い
か
に
單
調
で
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
を
敘
述
す
る

分
で
、
自
分
自
身
の

こ
と
を
「
逢
霜
作
樸
樕
、
得
氣
爲
春
柳
（
霜
に
逢
え
ば
樸ぼ

く

樕そ
く

と
作な

り
、
氣
を
得
れ
ば

春
柳
と
爲
る
）」
と
述
べ
て
い
る
。「
樸
樕
」
は
小
さ
な
木
の
こ
と
。
季
節
と
と
も
に

循
環
す
る
植
物
に
自
分
の
身
を
重
ね
る
發
想
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。

（
（（
）　

㊟（
５
）歬
揭
書
所

、
方
扶
南
批
本
『
李
長
吉
詩
集
』
卷
二
。

（
（（
）　

錢
鍾
書
『
談

錄
』（
上
海
開
朙
書
店
、
一
九
四
八
）
六
九―

七
〇
頁
。

（
（（
）　

陳
弘
治『
李
長
吉
歌
詩
校
釋
』（
嘉
新
水
泥
公
司
文
化
基
金
會
、
一
九
六
九
）に「
此

篇
（
※
筆
者
㊟
…
「
三
⺼
過
行
宮
」
を
指
す
）

長
吉
見
宮
景

條
、
㊒
感
而
發
、

詩
意
與
過

淸
宮
略
同
。
全
首
因

溝
之
水

、
想
宮
娥
之
艷
粧
、
由
昔
日
之

0

0

0

0

盛0

況0

、

感
今
日
之

0

0

0

0

0

條0

」
と
あ
る
。

（
（0
）　

松
浦
友
久
「
中
國
古
典
詩
に
お
け
る
春
秋
と
夏
冬―

詩
歌
の
時
閒
意

に
關
す

る
覺
え
書―

」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
一
集
、
一
九
八
二
）
十
三
頁
。
な
お
松
浦

氏
は
、
中
國
の
時
閒
意

が
經
過
的
で
あ
る
例
と
し
て
、『
論
語
』
子
罕
の
「
逝
者

如
斯
夫
、
不
舍
晝
夜
」
と
、
崔
顥
「
黃
鶴
樓
」
詩
（『
全
唐
詩
』
卷
一
三
〇
）
の
「
黃

鶴
一
去
不
復
﨤
」
を
擧
げ
て
い
る
。

（
（（
）　

變
化
の
な
い
無
窮
の
時
閒
に
身
を
置
く
こ
と
を
不
幸
な
閉
塞
狀
態
と
み
な
す
、
こ

う
し
た
李
賀
の
時
閒
意

が
、
歷
史
的
に
み
て
如
何
な
る
意
義
を
㊒
し
て
い
る
の
か

と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
㊟（
３
）歬
揭
の
拙
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
。


