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論
賛
と
随
想

流

れ

の

藤

結

賢

田

芥
川
龍
之
介
は
、
そ
の
短
篇
小
説
「
酒
轟
」
の
終
り
に
、
な
ぜ
主
人
公
劉
が
酒
虫
を
吐
い
て
以
来
、
そ
の
健
康
が
衰
え
家
産
が
傾
い
た
か
、
に
つ
い
て
、
代

表
的
な
三
つ
の
答
な
る
も
の
を
掲
げ
、
『
こ
れ
ら
の
答
の
中
で
、
ど
れ
が
、
最
よ
く
、
嘗
を
得
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
は
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
は
、
唯
、
支

那
の
小
説
家
の
巴
e
a
E

即
日
に
倣
っ
て
、
か
う
云
ふ
道
徳
的
な
判
断
を
、
こ
の
話
の
最
後
に
、
列
奉
し
て
み
た
ま
で
〉
あ
る
。
』
と
結
ん
で
い
る
。
乙
乙
で
中

国
小
説
家
の
道
徳
的
判
断
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
唐
の
伝
奇
以
来
、
し
ば
し
ば
文
言
小
説
の
末
尾
ー

l
i

き
わ
め
て
稀
に
は
冒
頭
ー
ー
に
、
そ
の
小
説
の
著

者
自
身
に
よ
っ
て
附
記
さ
れ
て
き
た
論
賛
形
式
の
文
章
で
あ
る
。
芥
川
の
「
酒
晶
」
の
取
材
源
と
な
っ
た
清
の
蒲
松
齢
の
「
柳
斎
志
異
」
で
は
、
「
異
史
氏
日
」

に
は
じ
ま
る
文
が
そ
れ
に
当
る
。
乙
の
類
の
文
章
の
内
容
は
、
そ
の
小
説
に
対
す
る
著
者
自
身
の
批
評
、
感
想
、
執
筆
の
動
機
、
経
過
な
ど
を
述
べ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
概
し
て
そ
乙
に
多
く
み
ら
れ
る
の
は
、
儒
教
道
徳
的
な
ポ

l

ズ
で
あ
り
色
彩
で
あ
る
。
芥
川
が
M

道
徳
的
な
判
断
d
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
乙

の
傾
向
を
と
ら
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
「
異
史
氏
日
」
な
ど
は
そ
の
好
例
と
思
わ
れ
る
。
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余
於
孔
生
不
羨
其
得
艶
妻
、
而
羨
其
得
賦
友
也
。
観
其
容
可
以
忘
飢
、
聴
其
声
可
以
解
顔
。
得
此
良
友
、
時
談
宴
、則
色
授
魂
興
、
尤
勝
於
顛
倒
衣
裳

失
。
（
「
矯
郷
」
）

私
は
孔
生
に
対
し
て
、
彼
が
美
し
い
妻
を
得
た
こ
と
を
羨
ま
し
い
と
は
息
わ
な
い
が
、
彼
が
親
し
い
友
を
得
た
こ
と
を
羨
ま
し
く
思
う
。
そ
の
友
の
容
貌

を
見
れ
ば
飢
を
忘
れ
ら
れ
る
し
、
そ
の
声
を
き
け
ば
お
と
が
い
を
解
く
乙
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
よ
い
友
を
得
て
、
時
に
酒
を
く
み
か
わ
し
て
語
り
あ

う
な
ら
ば
、
肝
胆
照
し
あ
っ
て
、
女
色
を
ほ
し
い
ま
〉
に
す
る
よ
り
、
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
。

こ
の
文
の
つ
い
て
い
る
篇
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
登
場
す
る
狐
の
女
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
る
書
生
の
物
語
で
あ
る
が
、
美
し
い
ロ
マ
ン
の
世
界
に
酔
い
つ
〉
楽

そ

し
く
一
篇
を
読
み
終
っ
た
後
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
読
ま
さ
れ
て
は
、
ま
る
で
お
説
教
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
折
角
の
興
を
殺
が
れ
る
こ
と
、
ま

乙
と
に
は
な
は
だ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
乙
ろ
が
次
の
よ
う
な
の
に
な
る
と
、
単
な
る
訓
戒
と
は
、
た
い
ぷ
異
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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性
嬢
其
志
凝
。
故
書
療
者
文
必
工
、
事
療
者
技
必
良
。
世
之
落
拓
而
無
成
者
、
皆
自
謂
不
療
者
也
。
且
如
粉
花
蕩
産
虚
娃
傾
家
、
顧
療
人
事
哉
。
以
是
知

慧
賠
而
過
乃
虞
嬢
。
彼
孫
子
何
療
乎
。
（
「
阿
宝
」
）

生
来
の
療
人
は
、
な
に
か
一
つ
の
と
と
に
一
念
が
凝
る
。
だ
か
ら
、

グ
本
の
虫d

の
文
章
は
、
き
ま
っ
て
巧
み
な
・
も
の
で
あ
る
し
、
グ
事
の
虫d
の
技

は
、
か
な
ら
ず
や
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
の
ふ
ら
ふ
ら
し
て
な
に
も
な
し
と
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
た
ち
は
、
み
な
自
分
で
は
馬
鹿
で
も
気
ち
が

い
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
し
て
や
女
遊
び
を
し
て
家
産
を
傾
け
る
よ
う
な
乙
と
は
、
ま
っ
た
く
馬
鹿
者
の
や
る
こ
と
で
は
な
い
か
！
し
て
み
れ

ば
、
利
口
す
ぎ
る
も
の
こ
そ
、
本
当
の
馬
鹿
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
か
の
孫
子
（
小
説
の
主
人
公
の
名
）
が
な
ん
で
馬
鹿
な
乙
と
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
人
閣
の
愚
か
さ
に
対
し
て
発
し
た
蒲
松
齢
の
随
想
で
あ
り
、
現
代
の
鑑
賞
に
も
た
え
る
立
派
な
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

「
異
史
氏
日
」
の
な
か
に
は
、

こ
の
ほ
か
に
も
、

伝
統
的
な
道
徳
的
訓
戒
的
な
ポ
！
ズ
を
と
っ
て
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
で
形
式
的
に
附
加
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、内
側
に
向
っ
た
人



間
的
興
味
が
に
じ
み
だ
し
、
悔
情
の
精
神
に
導
び
か
れ
て
、
人
聞
に
対
す
る
静
か
な
観
照
の
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
相
当
数
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
十
七
世
紀
末
の
小
説
集
「
柳
斎
志
異
」
の
中
だ
け
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
古
く
は
、
す
ぐ
れ
た
伝
記
文
学
「
史
記
」
に
見
ら
れ
る
と
乙
ろ

註
仙

の
通
常
「
論
賛
」
と
呼
ば
れ
る
文
体
に
属
す
る
「
太
史
公
日
」
の
中
に
も
、
数
こ
そ
少
い
が
、
す
で
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
前
に
、

文
言
小
説
に
附
せ
ら
れ
た
短
文
を
μ

論
賛
形
式
d

と
い
う
言
葉
で
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
元
来
歴
史
文
学
の
領
域
に
生
れ
た
「
論
賛
」
と

い
う
ス
タ
イ
ル
に
倣
っ
て
う
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
形
式
の
模
倣
だ
け
に
は
終
ら
な
か
っ
た
。
論
賛
の
中
に
存
在
す

る
エ
ッ
セ
イ
の
世
界
が
、
そ
の
流
れ
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
後
世
の
、
正
統
の
文
学
と
は
目
さ
れ
な
か
っ
た
小
説
の
、
附
随
的
な
文
章
の
中
に
流
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
文
言
小
説
に
つ
け
ら
れ
た
論
賛
形
式
の
文
が
人
間
観
照
の
随
想
の
吐
か
れ
る
一
つ
の
場
と
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
歴
史
的

に
見
る
と
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
随
想
の
世
界
の
あ
ら
わ
れ
た
論
賛
形
式
の
文
の
数
は
少
く
、
そ
の
篇
幅
も
大
部

分
は
極
め
て
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
の
エ
ッ
セ
イ
文
学
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
文
章
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

、
，
－
a
l
l
h
h、B

《v

p
d
た
し

し
か
し
従
来
は
こ
の
分
野
に
眼
の
む
け
ら
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
絶
無
に
近
か
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
小
説
に
附
け
ら
れ
た
論
賛
形
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式
の
文
は
、
十
把
一
か
ら
げ
的
に
、
道
学
者
的
臭
み
を
も
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
毛
嫌
い
さ
れ
無
用
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
わ
が
国
の
翻
訳

者
、
読
者
に
は
こ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
の
原
文
は
、
技
術
的
に
相
当
に
こ
っ
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
が
ま
た
そ
の
文
章
に

芸
術
的
ま
と
ま
り
を
与
え
て
い
る
一
つ
の
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
が
、
醗
訳
者
や
読
者
に
と
っ
て
は
、
難
解
な
点
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
見
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
国
の
、
人
聞
の
心
境
の
記
録
で
あ
る
好
箇
の
エ
ッ
セ
イ
が
、
そ
こ
に
存
在

す
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

な
お
、
最
初
に
触
れ
た
芥
川
の
三
つ
の
答
に
関
係
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
の
『
酒
轟
は
、
劉
の
福
で
あ
っ
て
、
劉
の
病
で
は
な
い
。
：
：
：
』
と
第
二
の

『
酒
轟
は
、
劉
の
病
で
あ
っ
て
、
劉
の
福
で
は
な
い
。
：
：
：
』
と
い
う
二
つ
は
、「
異
史
氏
日
」
中
の
一
句
を
応
用
し
て
作
つ
で
あ
る
。
し
か
し
第
三
の
『
酒

轟
は
、
劉
の
病
で
も
な
け
れ
ば
、
劉
の
福
で
も
な
い
。
：
：
：
劉
は
即
酒
晶
、
酒
轟
は
即
劉
で
あ
る
。
：
：
：
つ
ま
り
、
酒
が
飲
め
な
く
な
っ
た
日
か
ら
、
劉
は
劉

に
し
て
、
劉
で
は
な
い
。
劉
自
身
が
既
に
な
く
な
っ
て
ゐ
た
と
し
た
ら
、
昔
日
の
劉
の
健
康
な
り
家
産
な
り
が
、
失
は
れ
た
の
も
、
至
極
、
嘗
然
な
話
で
あ
ら

う
。
』
と
い
う
の
は
、
芥
川
自
身
の
観
察
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
酒
晶
」
は
た
だ
文
章
の
面
白
さ
、
話
の
奇
異
を
ね
ら
っ
た
作
品
で
、
こ
の
第
三
の
答
が
こ
の



小
説
の
テ
l

マ
で
あ
る
と
か
、
芥
川
の
人
生
観
と
い
う
よ
う
な
重
要
な
い
み
を
も
？
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
若
い
芥
川
ら
し
い

才
気
で
あ
る
が
、
た
だ
第
一
、
第
二
の
答
が
、
彼
の
言
う
道
徳
的
判
断
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、
気
軽
な
随
想
と
呼
ん
だ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ

り
、
書
き
ぶ
り
で
も
あ
る
。
芥
川
が
中
国
小
説
の
論
賛
形
式
の
文
に
見
ら
れ
る
随
想
の
流
れ
を
意
識
し
て
、
同
じ
く
随
想
的
な
文
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
か
、
ど

う
な
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
し
、
ま
た
わ
か
る
必
要
も
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
少
し
ば
か
り
興
味
を
引
か
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。

本
紀
十
二
章
、
表
十
章
、
書
八
章
、
世
家
三
十
章
、
列
伝
七
十
章
の
全
章
の
中
に
、

中
国
の
歴
史
書
で
、
体
例
を
樹
立
し
て
史
実
を
分
類
し
、
条
理
を
ふ
ん
で
表
現
す
る
方
法
を
作
り
出
し
た
の
は
、
漢
の
司
馬
遷
の
「
史
記
」
で
あ
る
。
そ
の

註
凶

「
太
史
公
日
」
で
始
ま
る
一
文
が
見
ら
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
史
官
と

し
て
の
司
馬
選
の
段
誉
褒
毘
の
論
と
し
て
、
一
般
的
に
は
受
取
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
う
受
取
っ
て
い
て
も
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
多
く
が

個
人
的
な
人
聞
に
対
す
る
形
で
批
評
を
行
な
い
感
想
を
述
べ
て
い
る
と
と
に
、
と
く
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
彼
の
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
は
儒
教
思
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想
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
太
史
公
日
」
の
批
評
や
感
想
に
は
儒
教
的
色
彩
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
は
道
学
者
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
表

面
だ
け
の
道
徳
的
訓
戒
の
よ
う
な
い
や
ら
し
さ
な
ど
、
読
者
に
少
し
も
感
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
史
官
と
し
て
の
司
馬
遷
以
外
に
、
個
人
と
し
て

の
司
馬
遷
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
「
太
史
公
日
」
も
あ
る
。

事
者
多
言
無
鬼
神
。
然
言
有
物
。
至
如
留
侯
所
見
老
父
予
書
、
亦
可
健
失
。
高
祖
離
困
者
敷
失
。
市
留
侯
常
有
功
力
鷺
。
宣
可
謂
非
天
乎
。
上
目
、
夫
運

欝
焚
惟
帳
之
中
、
決
勝
千
里
外
、
主
ロ
不
如
子
房
。
余
以
為
其
人
計
魁
梧
奇
偉
。
至
見
其
圏
、
朕
貌
如
婦
人
好
女
。
蓋
孔
子
日
、
以
貌
取
人
、
失
之
子
羽
。
留

侯
亦
云
。

（
「
留
侯
世
家
」
）

と
し
よ
り

学
者
の
多
く
は
、
鬼
神
は
存
在
し
な
い
が
、
怪
物
は
存
在
す
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
留
候
が
老
父
に
で
あ
っ
て
書
巻
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
乙
と
も
ふ
し

ぎ
な
乙
と
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
高
祖
は
困
厄
に
で
あ
っ
た
乙
と
が
な
ん
度
か
あ
っ
た
。
し
か
る
に
留
侯
は
、
そ
の
都
度
、
功
力
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
な

ん
と
天
の
な
せ
る
わ
ざ
で
な
い
と
言
え
よ
う
か
！
上
は
、
「
か
の
は
か
り
事
を
惟
握
の
中
に
め
ぐ
ら
し
、
勝
を
千
里
の
外
に
決
す
る
乙
と
は
、
自
分
も
子
房



に
は
及
ば
な
い
こ
と
言
わ
れ
た
。

わ
た
く
し
は
そ
の
人
を
、
壮
大
魁
偉
な
人
物
と
想
像
し
て
い
た
。
し
か
し
か
れ
の
画
像
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
風
貌
は

婦
人
美
女
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
思
う
に
孔
子
は
、
「
容
貌
を
も
っ
て
人
物
を
判
断
す
る
こ
と
で
は
、
子
羽
（
潜
台
減
明
の
字
）
で
失
敗
し
た
。
」
と
言
わ
れ

た
が
、
留
侯
の
場
合
も
そ
う
言
え
よ
う
。

乙
れ
は
、
人
間
は
顔
で
は
判
断
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
も
の
で
、
二
十
世
紀
の
今
日
で
も
十
分
に
味
わ
い
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
次
の
も

好
箇
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

女
無
美
悪
居
宮
、
見
妬
。
士
無
賢
不
肖
入
朝
、
見
疑
。
故
扇
鵠
以
其
伎
見
挟
、
倉
公
乃
匿
迩
自
隠
而
嘗
刑
。
提
柴
通
尺
属
、
父
得
以
後
寧
。
故
老
子
日
、

美
好
者
不
祥
之
器
。
宣
謂
扇
鵠
等
邪
。
倉
公
者
可
調
近
之
失
。
（
「
属
鵠
倉
公
列
伝
」
）

女
子
は
そ
の
美
醜
に
か
か
わ
ら
ず
、
宮
中
に
入
れ
ば
嫉
ま
れ
、
士
は
賢
不
肖
に
か
か
わ
ら
ず
、
朝
廷
に
入
れ
ば
疑
わ
れ
る
。
だ
か
ら
扇
鵠
は
そ
の
神
技
の

た
め
に
禍
に
あ
い
、
倉
公
は
雌
迩
を
く
ら
ま
し
て
み
ず
か
ら
隠
れ
な
が
ら
、
し
か
も
刑
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
綻
栄
は
帝
に
上
書
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ- 82 -

て
父
に
晩
年
の
安
楽
を
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
老
子
が
、

「
美
し
く
好
き
も
の
は
、
不
吉
の
器
で
あ
る
こ
と
言
っ
た
の
は
、扇
鵠
た
ち
の
よ
う
な

も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
倉
公
な
ど
は
と
れ
に
近
い
も
の
と
一
宮
守
え
よ
う
。

司
馬
遷
の
こ
の
よ
う
な
評
論
の
態
度
は
、

「
史
記
」
に
つ
づ
く
「
漢
書
」
の
「
賛
日
」
の
中
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
後
に
な
る
と
、
散
文

で
は
な
く
韻
文
で
書
か
れ
た
り
、
散
文
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
も
っ
ぱ
ら
史
官
的
態
度
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
に
変
っ
て
ゆ
き
、
そ
れ
ら
に
は

も
は
や
司
馬
遷
が
書
い
た
よ
う
な
随
想
的
な
も
の
は
影
を
ひ
そ
め
る
。
と
こ
ろ
が
唐
代
に
な
る
と
、
韓
愈
、
柳
宗
元
の
古
文
の
中
の
、
歴
史
書
の
ス
タ
イ
ル
に

倣
っ
た
P

伝
d

と
称
す
る
散
文
の
中
に
再
び
姿
を
み
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。



ー「

童韓
直す愈
寄に
伝は
'-- ー寸

太
学
生
何
蕃
伝

』V
「
巧
者
王
承
福
伝
」
「
毛
頴
伝
」
「
下
獄
侯
革
華
伝
」
な
ど
、
柳
宗
元
に
は
「
梓
人
伝
」

「
種
樹
郭
棄
舵
伝
」「
宋
清
伝
「

「
河
間
伝
」
な
ど
の
伝
記
文
が
あ
る
。
乙
れ
ら
は
歴
史
散
文
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
、
伝
記
と
論
賛
的
な
部
分
と
の
二
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
論
賛
的
な
部
分
は
、
論
賛
に
な
ら
っ
て
、
た
と
え
ば
「
毛
頴
伝
」
で
は
「
太
史
公
日
」
で
、「
宋
清
伝
」
で
は
「
柳
先
生
日
」
で
は
じ
ま
る
と
い
う
よ

う
な
体
裁
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
、

そ
の
よ
う
な
乙
と
わ
り
書
き
な
し
に
伝
記
の
文
末
に
直
接
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
l
l

「
太
学
生
何
蕃
伝
」
や
「
梓
人

伝
」
の
よ
う
に
ー
ー
と
の
二
様
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
韓
愈
の
提
唱
し
て
い
る
古
道
、
す
な
わ
ち
儒
教
的
な
道
を
あ
き
ら
か
に
打
ち
出
し
て
評
論

を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
儒
教
的
な
色
彩
が
濃
厚
な
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
柳
宗
元
が
、
貞
婦
か
ら
淫
婦
に
急
変
し
た
婦
人
を

書
い
た
「
河
間
伝
」
の
「
柳
先
生
日
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

天
下
之
士
為
修
潔
者
、
有
知
河
間
之
始
為
妻
婦
者
乎
。
天
下
之
言
朋
友
相
慕
望
、
有
如
河
間
輿
其
夫
之
切
密
者
乎
。
一
自
敗
於
強
暴
、
誠
服
其
利
。
揖
敵

其
夫
、
猶
盗
賊
仇
齢
、
不
忍
一
視
其
面
、
卒
計
以
殺
之
、
無
須
曳
之
戚
。
則
凡
以
情
愛
相
懸
結
者
、
得
不
有
邪
利
之
猪
其
中
耶
。
亦
足
以
知
恩
之
難
侍
失
。
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朋
友
固
如
此
、
況
君
臣
之
際
、
尤
可
畏
哉
。
余
故
私
自
列
云
。

天
下
の
、
わ
が
身
の
行
な
い
を
清
く
保
っ
て
い
る
人
た
ち
の
な
か
に
も
、
河
閣
の
よ
う
な
立
派
な
家
婦
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
下
の
、
お
互
い
に
相
手

を
信
じ
慕
っ
て
い
る
朋
友
同
志
の
な
か
に
も
、
河
聞
と
そ
の
夫
ほ
ど
に
親
密
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
河

聞
も
、
ひ
と
た
び
暴
力
に
屈
し
て
し
ま
う
と
、
心
か
ら
そ
の
快
楽
に
服
従
し
て
し
ま
い
、
夫
を
あ
た
か
も
盗
賊
か
仇
の
よ
う
に
敵
視
し
、
一
度
で
も
そ
の
顔

を
み
る
こ
と
に
堪
え
ら
れ
ず
、
つ
い
に
計
略
を
も
っ
て
こ
れ
を
殺
し
、
し
か
も
少
し
も
悲
し
み
悼
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
愛
情
で
結
ぼ
れ
た

も
の
に
も
、
邪
や
利
の
し
の
び
込
む
隙
が
な
い
と
は
き
守
え
な
い
。
思
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
た
の
み
に
な
ら
な
い
。
朋
友
だ
っ
て
と

君
臣
の
間
柄
な
ら
な
お
さ
ら
の
乙
と
で
あ
る
。
ま
と
と
に
畏
れ
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
で
は
な
い
か
。
自
分

ん
な
あ
り
さ
ま
な
の
だ
か
ら
、

は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
乙
の
よ
う
な
伝
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
の
終
り
の
方
は
あ
き
ら
か
に
訓
戒
め
い
た
色
合
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
夫
婦
愛
の
絶
体
性
に
対
し
て
疑
い
を
発
し
て
い
る
あ
た
り
は
、
今
日
読
ん



で
も
な
か
／
＼
に
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
る
。
韓
愈
の
「
巧
者
王
承
福
伝
」
の
論
賛
的
な
部
分
｜
｜
長
く
な
る
の
で
引
用
を
さ
け
る
が
ー
ー
も
、
や
は
り
儒
教

的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
興
味
ぷ
か
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
毛
頴
伝
」
で
は
、
本
伝
が
仮
託
の
伝
で
、
筆
を
擬
人
化
し
て
書
い
た
ユ
l

モ

ラ
ス
な
内
容
で
あ
る
た
め
か
、

「
太
史
公
日
」
の
方
に
も
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
味
が
で
て
い
る
。
乙
の
よ
う
に
、
韓
愈
や
柳
宗
元
の
書
い
た
論
賛
形
式
の
文
は
、

儒
教
的
な
色
彩
を
呈
し
て
い
な
が
ら
も
、
立
派
に
エ
ッ
セ
イ
と
見
な
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
歴
史
散
文
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
書
か
れ
て
い
る
唐

の
小
説
、
い
わ
ゆ
る
伝
奇
に
な
る
と
、
だ
い
ぶ
異
っ
た
様
相
を
示
し
て
く
る
。

伝
奇
の
中
に
も
し
ば
し
ば
論
賛
形
式
の
文
を
附
記
し
て
あ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
元
槙
の
「
鷺
鴛
伝
」（
会
真
記
）
の
も
の
な
ど
は
と
く
に
有
名l
l

あ
ま

り
に
も
儒
教
的
道
徳
的
で
あ
る
た
め
に
有
名
な
の
で
あ
る
が
ー
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
大
部
分
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
濃
厚
な
儒
教
的
道
徳
的
な
色
彩

で
あ
り
、
言
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
韓
愈
や
柳
宗
元
の
も
の
の
よ
う
な
深
い
味
わ
い
が
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
口
先
だ
け
で
陳
腐
な
儒
教
的
訓
戒
を
し
て
い
る

「
誓
志
捨
て
ず
、
父
夫
の
雛
を
復
せ
し
は
節
な
り
。
傭
保
雑
処

し
、
女
人
た
る
を
知
ら
れ
ざ
る
は
貞
な
り
。
女
子
の
行
は
、
唯
貞
と
節
と
も
て
能
く
終
始
乙
れ
を
全
う
せ
ば
巳
む
。
：
：
：
善
を
知
り
て
録
せ
ざ
る
は
春
秋
の
義

人
間
そ
の
も
の
に
対
す
る
深
い
洞
察
力
な
ど
、
少
し
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
ら
で
、

に
非
ず
。
故
に
伝
を
作
り
て
以
て
こ
れ
を
旋
表
す
」
（
李
公
佐
「
謝
小
城
伝
」
〉
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
、
道
学
者
的
臭
気
の
こ
も
っ
た
し
ろ
も
の
と
し
て

設
問
註
凶
＼

歓
迎
さ
れ
な
い
の
も
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
白
居
易
の
「
与
元
九
書
」
と
宋
の
趨
彦
衛
の
「
雲
麓
漫
紗I「
と
の
記
録
を
合
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
当
時
の
官
吏
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試
験
の
予
備
の
挙
選
に
は
、
受
験
者
が
史
才
と
詩
筆
と
議
論
の
三
つ
の
能
力
を
見
て
も
ら
う
た
め
に
、
と
の
三
要
素
を
ふ
く
む
伝
奇
文
を
作
っ
て
主
司
に
投
献

註
附

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
伝
記
文
の
末
段
に
調
刺
や
議
論
を
取
り
入
れ
て
史
才
と
議
論
と
を
見
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
考
え
が
な
さ
れ
る
の
は
、
き

わ
め
て
自
然
の
す
じ
み
ち
で
あ
る
。
伝
奇
文
を
考
査
す
る
役
人
が
韓
柳
派
に
属
し
、
復
古
文
の
運
動
に
共
鳴
す
る
人
々
で
あ
る
時
に
は
、

註
附

し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
伝
奇
文
に
み
ら
れ
る
論
賛
形
式
の
文
の
儒
教
的
色
彩
の
濃
厚
さ
と
の
聞
に

一
層
そ
の
傾
向
が
著

は
、
な
ん
ら
か
関
係
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
わ
た
く
し
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
伝
奇
に
つ
け
ら
れ
た
論
賛
形
式
の
文
が
、
今

日
か
ら
見
て
、
到
底
エ
ッ
セ
イ
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
と
思
う
。
宋
の
伝
奇
に
み
ら
れ
る
も
の
も
、
唐
伝
奇
ほ
ど
で
は
な
い
に
し

ろ
、
儒
教
的
な
陳
腐
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
を
経
て
清
に
入
る
と
、
乙
の
類
の
文
の
領
域
に
、
西
欧
の
エ
ッ
セ
イ
に
通
ず
る
も
の
を
も
っ
エ
ッ
セ
イ
が

生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
最
初
に
触
れ
た
「
明
斎
志
異
」
の
「
異
史
氏
自
」
な
の
で
あ
る
。
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「
異
史
氏
自
」
は
、
「
明
斎
志
異
」
の
最
初
の
刊
本
の
越
本
で
は
、一八
八
篇
の
小
説
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
れ
ら
に
、
「
異
史
氏
日
」
と
は
な
っ
て
い
な

く
と
も
、
小
説
の
文
末
に
直
接
つ
け
ら
れ
て
い
る
論
賛
的
性
質
の
文
の
あ
る
三
九
篇
を
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
か
な
り
な
も
の
に
な
る
。「
柳
斎
志
異
」
以
前

に
は
、
個
人
の
怪
異
小
説
集
で
と
れ
ほ
ど
の
数
の
論
賛
形
式
の
文
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
は
、
ほ
か
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
乙
の
数
の
多
い
と
い
う
乙
と
よ
り

も
、
今
日
の
眼
か
ら
み
て
、
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
充
分
に
鑑
賞
に
た
え
る
文
や
語
句
が
ふ
ん
だ
ん
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
、注
目
す
べ
き
特
色
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
「
異
史
氏
自
」
を
執
筆
し
た
際
の
蒲
松
齢
の
態
度
は
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
時
に
は
唐
の
伝
奇
の
そ
れ
の
よ
う
に
、

道
徳
的
も
し
く
は
訓
戒
的
な
か
た
い
ポ
l

ズ
を
と
っ
て
形
式
的
に
書
い
た
り
、
ま
た
時
に
は
、
同
じ
よ
う
な
か
た
い
態
度
を
と
っ
て
小
説
中
の
登
場
人
物
を
批

評
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
人
間
の
本
質
、
も
し
く
は
行
動
に
対
す
る
彼
自
身
の
関
心
や
静
か
な
観
照
を
示
し
た
り
す
る
。
あ
る
時
に
は
、
感
情
に

の
湧
く
ま
ま
に
彼
の
得
意
と
す
る
耕
体
文
を
作
っ
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
異
史
氏
日
」
の
様
相
は
実
に
多
彩
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
文
藻
に民
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駆
り
た
て
ら
れ
て
憤
讃
を
ぶ
ち
ま
け
た
り
、
す
と
ぷ
る
気
楽
な
態
度
で
筆
を
走
ら
せ
て
同
類
の
話
を
取
り
あ
げ
た
り
、
機
智
に
富
ん
だ
警
句
を
吐
い
た
り
、
興

も
カ
が
そ
そ
が
れ
て
い
て
、
蒲
松
齢
独
特
の
、
典
故
の
あ
る
語
句
を
使
っ
て
、
簡
潔
な
美
し
い
表
現
を
し
、
芸
術
的
な
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。

エ
ッ
セ
イ
と
し
て
の
「
異
史
氏
日
」
の
内
容
も
多
種
多
様
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
乙
乙
に
原
文
と
訳
と
で
示
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
紙
面
の
関
係
上
到
底
不
可

能
で
あ
る
の
で
、
と
く
に
目
ぼ
し
い
も
の
だ
け
に
触
れ
て
み
る
乙
と
に
す
る
。
エ
ッ
セ
イ
的
な
「
異
史
氏
日
」
の
中
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
随
想
は
、
当
時
の

役
人
の
不
正
不
当
な
行
為
行
動
に
関
し
て
発
せ
ら
れ
た
感
想
、
批
評
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
離
水
狐
」
の
批
語
で
は
、
役
人
を
瞳
馬
に
た
と
え
、
怒
る
と
荒
々

し
く
て
、
な
に
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
、
ま
た
な
に
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
ぐ
さ
で
誘
え
ば
、
首
を
す
く
め
て
嬉
々
と
し
て
繋
が

れ
て
し
ま
う
の
だ
と
調
刺
し
、
「
酪
令
」
で
は
、
官
吏
た
る
も
の
は
す
べ
て
任
に
つ
け
ば
、
汚
職
官
更
で
あ
る
と
清
廉
な
官
吏
で
あ
る
と
を
間
わ
ず
、
は
ぷ
り
の

ょ
い
と
き
に
は
人
民
の
膏
血
を
し
ぼ
り
あ
げ
て
賞
沢
三
昧
な
生
活
を
し
、
は
ぶ
り
が
衰
え
て
く
れ
ば
、
殺
し
き
ら
ぬ
人
民
を
殺
し
つ
く
し
て
で
も
自
分
の
地
位

を
保
と
う
と
、
す
る
乙
の
両
面
を
も
つ
も
の
だ
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
役
人
の
横
暴
ぷ
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
小
説
の
後
に
は
、
か
な
ら
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
「
異
史
氏
日
」
で
役
人
を
槍
玉
に
あ
げ
て
、
欝
憤
を
は
冒
り
し
て
い
る
。
と
く
に
下
役
人
に
対
す
る
批
評
に
は
で
き
び
し
い
も
の
が
あ
り
、



『
役
所
の
下
役
人
を
殺
し
た
場
合
に
は
、
平
民
を
殺
し
た
場
合
よ
り
罪
三
等
を
軽
減
す
る
よ
う
法
律
で
き
め
て
ほ
し
い
。
下
役
人
ど
も
を
手
ひ
ど
い
自
に
あ
わ

ゃ
か
ら

せ
る
の
は
、
け
っ
し
て
暴
虐
な
行
為
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
乙
う
い
う
輩
に
は
、
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
奴
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
』
（
「
伍

秋
月
」
）
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
蒲
松
齢
の
乙
の
よ
う
な
批
評
は
、
庶
民
的
な
反
抗
感
情
を
代
弁
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
強
い
社
会
的
な
主
張
と
い

注
問

っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
い
。
増
田
渉
先
生
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
蒲
松
齢
の
文
人
的
な
鋭
敏
な
人
間
的
感
受
性
や
正
義
感
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
聞
の
愚
か
さ
に
関
す
る
随
想
は
、
女
性
に
関
す
る
も
の
と
と
も
に
、

「
異
史
氏
自
」
の
注
目
す
べ
き
特
色
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
阿
宝
」
に
つ
け
ら
れ
て

（
「
花
姑
子
」
）
と
言
っ
た
り
、

す
で
に
全
文
と
訳
と
に
よ
っ
て
示
し
た
が
、
そ
の
外
に
『
愚
か
と
は
聴
明
の
極
み
で
あ
り
、
無
思
無
愁
は
愛
情
の
至
れ
る
も
の
』

お
ろ
か
さ

『
昔
か
ら
庸
は
人
に
福
を
与
え
る
と
言
う
が
、
か
な
ら
ず
、
鼻
、
口
、
眉
、
目
の
あ
た
り
に
少
し
お
ろ
か
な
と
乙
ろ
を
そ
な
え

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

て
い
て
乙
そ
、

福
が
随
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
目
か
ら
鼻
に
ぬ
け
る
よ
う
な
利
巧
者
は
、
幽
霊
に
見
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
お
ろ
か
さ
の
あ
る
所
に

る
。
乙
れ
ら
を
読
む
と
、
蒲
松
齢
が
人
閣
の
も
つ
愚
か
さ
を
い
つ
く
し
ん
で
い
る
と
と
が
感
じ
ら
と
れ
、

ラ
ム
の
阿
部
品
由
。
同
国
首
の
中
の
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は
、
科
挙
合
格
な
ぞ
、
科
場
に
入
ら
な
い
う
ち
に
得
て
し
ま
う
し
、
美
人
も
親
迎
し
な
い
で
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
』
（
「
周
克
昌
」
）
と
述
べ
た
り
し
て
い

ロ
ミ
：
に
似
た
味
わ
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

女
性
に
関
す
る
随
想
に
も
面
白
い
も
の
が
あ
る
。

『
わ
た
し
が
い
つ
も
言
う
と
と
だ
が
、
先
祖
代
々
功
徳
を
積
ま
な
け
れ
ば
高
い
官
位
に
つ
く
こ
と
は
で
き

ぬ
し
、
本
人
自
身
が
数
世
に
わ
た
っ
て
功
徳
を
つ
ま
な
け
れ
ば
美
人
を
手
に
い
れ
る
と
と
は
で
き
な
い
。
因
果
応
報
の
道
理
を
信
ず
る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
や

わ
た
し
の
言
葉
を
で
た
ら
め
だ
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
』
（
「
毛
狐
」
）
と
言
い
、
さ
ら
に
『
美
人
を
得
て
一
つ
家
に
住
む
と
い
う
乙
と
は
、
天
子
の
位
を
く

れ
た
っ
て
、
取
り
換
え
っ
こ
な
ん
か
で
き
は
し
な
い
。
』
（
「
雲
翠
仙
」
）
と
か
、『
わ
た
し
は
願
う
、
ガ
ン
ジ
ス
河
畔
の
砂
の
よ
う
に
数
あ
る
仙
人
た
ち
が
、
そ

ろ
っ
て
な
ま
め
か
し
い
女
を
お
く
つ
て
よ
こ
し
、
人
聞
に
婚
姻
せ
し
め
る
こ
と
を
。

き
す
れ
ば
浮
世
に
貧
窮
す
る
と
も
、
衆
生
は
苦
し
み
を
ま
ぬ
が
れ
る
。
』

（
「
鳳
仙
」
）
と
か
言
っ
て
、
男
の
慾
望
の
最
た
る
も
の
を
肯
定
し
た
蒲
松
齢
は
、
女
の
美
し
さ
の
前
に
は
、
そ
れ
が
姦
通
を
し
た
女
房
で
あ
っ
て
も
許
し
て
し

ま
っ
た
亭
主
の
例
を
あ
げ
て
男
の
弱
点
を
認
め
て
い
る
（
「
修
客
」
）
。
し
か
し
さ
す
が
に
女
房
族
の
嫉
妬
や
わ
が
ま
ま
に
は
し
り
ご
み
の
態
度
を
み
せ
、

『
女

が
ず
る
く
て
嫉
妬
ぷ
か
い
乙
と
は
天
性
で
あ
る
。
』
（
「
部
女
」
〉
と
断
じ
、
『
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
天
下
の
婦
人
の
う
ち
、
賢
妻
は
せ
い
ぜ
い
十
人
の



う
ち
一
人
で
、
十
中
の
九
人
ま
で
は
惇
馬
で
あ
る
。
』（
「
江
城
」
）
と
嘆
じ
、『
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
や
焼
餅
や
き
の
女
房
は
、
そ
れ
と
め
ぐ
り
あ
っ
た
男
に
と
っ
て

は
、
い
わ
ば
骨
に
つ
い
た
漬
療
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
こ
そ
死
な
な
き
ゃ
な
お
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
』
（
「
雲
羅
公
主
」
）
と
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
。
か
く

て
、

「
ど
乙
の
家
の
寝
台
に
も
、
み
な
一
匹
の
夜
文
が
い
る
で
は
な
い
か
！
」
（
「
夜
文
国
」
）
と
か
、
「
恐
妻
は
天
下
の
通
病
で
あ
る
こ
（
「
馬
介
甫
」
）
と
か
い

っ
た
言
葉
が
吐
か
れ
る
。
蒲
松
齢
の
妻
劉
氏
が
美
人
で
、
松
齢
が
彼
女
を
愛
し
て
い
る
ゆ
え
に
乙
そ
彼
女
を
悟
れ
て
い
た
ら
し
い
様
子
が
彼
の
「
元
配
劉
帝
人

行
実
」
と
い
う
妻
の
乙
と
を
書
い
た
一
文
か
ら
察
せ
ら
れ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
こ
れ
ら
の
随
想
文
は
一
層
興
味
を
増
す
も
の
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

「
異
史
氏
日
」
に
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
人
間
の
も
つ
い
や
ら
し
い
面
や
美
わ
し
い
面
に
対
す
る
随
想
、
人
情
の
機
微
を
追
求
し
た
随
想
、
宗
教
的
な
面

に
対
す
る
随
想
等
々
、
い
ろ
／
＼
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
蒲
桧
齢
の
内
側
に
向
っ
た
人
間
的
興
味
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
心
境
の
記
録
な
の
で
あ
る
。
乙

「
珊
斎
志
異
」
を
模
倣
し
た
数
多
い
続
撰
の
怪
異
小
説
集
の
通
例
と
な
っ
て
い
る
論
賛
形
式
の
文
に
な
る
と
、
ま
た
も
や
姿
を
消
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
終
り
に
是
非
と
も
つ
け
加
え
て
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
珊
斎
志
異
」
を
意
識
し
な
が
ら
、
乙
れ
と

の
よ
う
な
随
想
は
、

は
、
宋
儒
の
苛
酷
な
人
間
批
評
の
態
度
に
対
す
る
批
判
の
態
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
批
評
の
文
に
は
、
蒲
松
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対
抗
す
る
立
場
で
書
か
れ
た
「
閲
徴
草
堂
筆
記
」
に
見
ら
れ
る
著
者
紀
向
の
批
語
に
関
し
た
乙
と
で
あ
る
。
紀
陶
の
批
語
の
中
で
普
通
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の

齢
に
は
見
ら
れ
な
い
洗
練
さ
れ
た
都
会
人
的
な
セ
ン
ス
が
あ
ふ
れ
、
そ
れ
の
つ
け
ら
れ
て
い
る
小
説
の
全
体
と
あ
い
ま
っ
て
、一
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
エ
ッ
セ
イ

文
学
を
形
造
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
幸
田
露
伴
は
「
閲
徴
草
堂
筆
記
」
を
「
柳
斎
志
異
」
よ
り
も
文
学
と
し
て
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
、

註
附

『
イ
ヤ
に
気
取
っ
た
評
論
』
と
く
さ
し
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
両
方
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
好
さ
が
あ
り
、
両
方
と
も
ど
も

「
異
史
氏
日
」
の
こ
と
を
、

に
、
中
国
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
お
け
る
、
味
わ
い
深
い
、
価
値
あ
る
存
在
だ
と
思
っ
て
い
る
。

（連）

論
賛
と
い
う
呼
称
は
唐
の
劉
知
幾
の
「
史
通
」
に
始
ま
る
。

正
確
に
言
え
ば
、
現
在
の
「
史
記
」
で
は
、
「
外
戚
世
家
」
「
日
者
列
伝
」
な
ど
「
太
史
公
日
」
の
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
も
と
は
つ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

「
白
氏
文
集
」
巻
第
二
八
所
収
。

日
者
又
問
、
親
友
問
、
説
、
礼
吏
部
畢
選
人
、
多
以
僕
私
試
賦
判
停
為
準
的
。

商
務
印
書
館
「
叢
書
集
成
」
初
編
所
収
・
巻
八
（
二
二
二
頁
）

唐
之
畢
人
、
先
籍
嘗
世
額
人
、
以
姓
名
達
之
主
司
。
然
後
以
所
業
投
献
。
輪
教
目
、
又
投
。
謂
之
温
巻
。
如
幽
怪
録
樽
奇
等
皆
是
也
。
蓋
此
等
文
、
備
衆
瞳
、
可
以
史

才
・
詩
筆
・
議
論
。
至
進
士
、
則
多
以
詩
為
賛
。

注
(3) (2) (1) 



同
・
制
大
矢
根
文
次
郎
「
史
記
列
伝
と
唐
の
伝
奇
に
つ
い
て
」
（
「
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
」
第
六
号
所
収
〉

例
平
凡
社
「
中
国
古
典
文
学
全
集
」
幻
「
明
斎
志
異
」
（
下
）
の
，
訳
者
あ
と
が
き
4

ω

幸
田
露
伴
「
怪
談
」
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