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克
陵
派
の
文
学
理
論

l
i公
安
派
と
の
差
異
点
に
重
点
を
お
い
て
｜
｜

仁1

I司

徳

お
も
に
明
末
の
万
暦
年
間
に
活
動
し
た
一
一
陵
派
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
説
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

そ
の
前
に
活
動
し
た
公
安
派
の
弊

を
直
す
た
め
に
起
っ
た
と
す
る
、
清
初
の
銭
謙
益
か
ら
始
ま
っ
て
（
1
）
以
来
中
国
文
学
史
の
中
で
通
説
に
な
っ
て
い
る
説
と
、
寛
陵
派
を
公

安
派
の
亜
流
と
し
て
見
倣
す
劉
大
木
氏
の
説
な
ど
で
あ
る
（
守
中
国
文
学
発
展
史
、
）
。

」
こ
で
公
安
派
と
寛
陵
派
の
聞
に
は
、

か
な
り
同
質
的

な
要
素
と
異
な
る
面
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
自
ず
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
克
陵
派
を
研
究
す
る
の
に

お
い
て
公
安
派
と
の
関
係
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
か
は
、
重
要
な
研
究
テ
l
マ
の
一
つ
だ
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
一
寛
陵
派
に
つ
い

て
の
研
究
は
、
公
安
派
に
比
べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
公
安
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
お
も
に
公
安
派
の
立
場
か
ら

で
あ
る
（
入
矢
義
高
氏
「
公
安
か
ら
ま
見
陵
へ
、

1
哀
小
修
を
中
心
と
し
て

l
L
・
「
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
第
十
四
冊
、
創
立
二

十
五
年
周
年
紀
念
論
文
集
所
収
）
。
最
近
に
な
っ
て
中
国
で

「
一
一
陵
派
文
学
研
究
会
L

が
で
き
て
か
ら
は
（
一
九
八
四
年
）
（
2
）
、
一
一
陵
派
の
評

選
集
『
詩
帰
』
な
ど
が
出
版
さ
れ
、
責
陵
派
に
つ
い
て
も
活
発
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
寛
陵
派
が
い
ま
ま
で
公
安
派
に
比
べ
て
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低
く
評
価
さ
れ
て
来
た
の
に
反
し
て
、
公
安
派
の
継
承
発
展
者
と
し
て
新
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
行
く
傾
向
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
異
な
る
見
解

も
あ
る
が
）
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

」
こ
で
あ
え
て
結
論
を
出
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。

た
だ
い
ま
ま
で
公
安
派
と
一
寛
陵
派
の
文
章

を
読
む
う
ち
に
考
え
た
こ
と
を
す
こ
し
述
べ
た
い
。

つ
ま
り
、
責
陵
派
の
文
学
理
論
及
び
創
作
態
度
に
つ
い
て
、
責
陵
派
の
立
場
か
ら
公
安

派
と
の
差
異
点
に
重
点
を
お
き
な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。
ま
た
そ
の
差
異
点
の
中
で
も
、
比
較
的
理
解
が
混
乱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
両
派

の
「
古
L

に
対
す
る
態
度
、

つ
ま
り
復
古
観
の
差
異
点
と
、
両
派
が
目
指
し
た
詩
境
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

そ
し
て
、
お
も
に
創
作
者
の
立

場
か
ら
文
学
を
論
じ
た
衰
宏
道
に
比
べ
て
、

そ
う
と
う
鮮
明
な
批
評
家
意
識
も
見
せ
て
い
る
鍾
慢
の
批
評
家
意
識
を
、
彼
の
「
選
」
に
つ
い

て
の
認
識
を
通
じ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
鍾
慢
の
批
評
家
意
識
は
い
ま
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
鍾
慢
を
評
価
す
る
の
に

欠
せ
な
い
重
要
な
一
面
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
寛
陵
派
に
お
い
て
は
お
も
に
そ
の
代
表
的
人
物
の
鍾
慢
、
公
安
派
に
お
い
て
は
そ
の
中
心
人
物
の

研
究
成
果
を
参
考
し
た
こ
と
も
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
（
3
2
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京
宏
道
を
対
象
に
す
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
小
論
を
書
く
た
め
に
、
前
記
の
入
矢
義
高
氏
の
論
文
を
初
め
と
す
る
既
存
の

（一）

擬
古
主
義
批
判
と
「
真
詩
し

公
安
派
と
莞
陵
派
の
文
学
理
論
に
お
い
て
の
類
似
点
は
、

お
お
む
ね
後
七
子
ら
の
擬
古
主
義
を
激
し
く
非
難
し
た
点
と
、
文
学
作
品
に
は

作
者
の
性
霊
、
す
な
わ
ち
個
性
が
表
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
主
張
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ

の
点
に
関
し
て
簡
単
に
述
べ
た
い
。

公
安
派
の
文
学
理
論
の
基
礎
が
後
七
子
ら
の
擬
古
主
義
に
反
対
す
る
所
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
で
の
紹
介
は
省
略
す
る
。
後
七
子
の
巨
頭
王
世
貞
が
死
ん
だ
の
は
李
磐
竜
の
死
よ
り
二
十
年
後
の
万
暦
十
八
年
（
一
五
九

O
）
で
あ
り
、

そ



の
時
鍾
催
（
一
五
七
四

t
一
六
二
五
）
は
ま
だ
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
擬
古
主
義
の
余
風
は
な
お
明
末
ま
で
続
き
、
鍾
慢
の
文
学
活
動

は
常
に
李
・
王
の
擬
古
主
義
者
ら
と
そ
の
追
従
者
に
対
す
る
強
い
批
判
意
識
を
伴
っ
て
い
た
。
次
に
鍾
僅
の
擬
古
主
義
者
に
対
す
る
態
度
を

示
し
て
い
る
一
節
を
引
用
し
て
み
る
。

詩
錦
一
世
一
回
、
自
是
文
人
奉
止
、
何
敢
遂
言
仙
悌
！
然
其
理
亦
自
深
。
常
憤
嘉
隆
同
名
人
、
自
謂
皐
古
、
徒
取
古
人
極
膚
、
極
狭
、

極
套
者
、
利
其
便
於
手
口
、
遂
以
矯
得
古
人
之
精
神
、
且
無
古
人
失
。

（
『
詩
帰
』
は
文
人
の
本
で
あ
り
、
ど
う
し
て
あ
え
て
仙
人
、
仏
家
の
事
ま
で
言
う
だ
ろ
う
か
！
し
か
し
こ
の
本
の
理
は
深
い
。
常
に

憤
慨
し
た
こ
と
は
、
嘉
靖
隆
慶
年
間
の
名
人
が
自
ら
「
学
古
」
を
言
い
な
が
ら
、
徒
ら
に
古
人
の
極
め
て
「
膚
」
で
、
極
め
て
「
狭
L

で
、
極
め
て
「
套
」
の
も
の
を
取
り
、
書
く
の
と
言
う
の
に
楽
な
こ
と
を
い
い
事
に
し
て
、
つ
い
に
は
古
人
の
「
精
神
」
を
得
た
と
思

い
、
古
人
を
無
視
す
る
事
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
再
報
茶
敬
夫
L

嘉
隆
間
の
名
人
と
は
李
肇
竜
・
王
世
貞
の
後
七
子
ら
で
あ
る
。

『
詩
帰
』
を
選
定
し
た
理
由
を
説
明
す
る
の
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
李
・
王
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ら
が
徒
ら
に
古
人
の

「
膚
」
・
「
狭
」
・
「
套
L

な
る
者
を
取
っ
て
古
人
の

「
精
神
L

を
得
た
と
す
る
の
に
憤
激
し
た
事
を
あ
げ
て
い
る
。
『
詩

帰
』
の
共
選
者
の
語
元
春
も
寸
詩
帰
序
」
の
中
で
こ
れ
と
似
た
事
を
4

一
日
う
。
す
な
わ
ち
、
古
人
の
「
滞
L

・
「
熟
」
・
「
木
L

・
「
陪
」
な
る
も
の

を
得
て
寸
学
古
し
を
標
梼
す
る
「
妄
者
の
一
マ
一
口
」
を
批
判
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
後
七
子
ら
の
事
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
鍾
慢
が
心
血
を

傾
け
て
評
選
し
た

『
古
詩
帰
』
・
『
唐
詩
帰
』
、

つ
ま
り
『
詩
帰
』
を
選
定
し
た
大
き
い
動
機
の
一
が
擬
古
主
義
者
に
対
す
る
不
満
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
李
馨
竜
に
は
、
李
夢
陽
の
寸
詩
必
盛
唐
」
を
忠
実
に
反
映
し
た
詩
選
集
『
古
今
詩
棚
』
が
あ
っ
た
の
で
そ
れ
も
強
く
意
識

し
た
に
違
い
な
い
。
結
果
的
に
司
詩
帰
』
は
、
当
時
一
寛
陵
派
を
激
し
く
批
判
し
た
銭
謙
益
も
守
列
朝
詩
集
小
惇
』
・
「
鍾
提
学
僅
」
条
の
中
で

「
承
皐
之
士
、

家
置
一
一
編
、
奉
之
如
尼
丘
之
鵬
定
」
と
記
録
し
て
い
る
程
、
当
時
は
や
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
次
の
清
初
に
は
擬
古



派
打
倒
の
第
一
の
功
労
者
と
し
て
、

公
安
派
よ
り
も
寛
陵
派
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

可
列
朝
詩
集
小
惇
』
・
「
語
解
元
元
春
」
条

に
は
「
世
之
論
子
日

：
鍾
・
謂
一
出
、
海
内
始
知
性
霊
二
字
L

と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
当
時
に
『
詩
帰
』
が

果
し
た
役
割
及
び
経
過
に
関
し
て
は
入
矢
義
高
氏
の
論
文
「
詩
帰
に
つ
い
て
へ
東
方
学
報
京
都
第
十
六
号
昭
和
二
十
三
年
・
京
都
大
学
）
」
に

詳
細
に
論
議
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
鍾
慢
が
非
難
し
た
の
は
後
七
子
と
そ
の
追
従
者
ら
だ
け
で
は
な
い
。
公
安
派
末
流
の
弊
害
に
対
し
て
も
、
し
き
り
に
批
判
的
論

説
を
表
わ
し
て
い
る
。
次
に
一
節
を
引
用
し
て
み
る
。

今
稽
詩
不
排
撃
李
子
鱗
、
則
人
争
異
之
、
猶
之
嘉
隆
間
不
歩
趨
子
鱗
者
、
人
争
異
之
也

O
i
－
－
－
勢
有
窮
而
必
嬰
、
物
有
孤
而
矯
奇
、

石
公
悪
世
之
群
魚
子
鱗
者
、
使
子
鱗
之
精
神
光
談
不
復
見
子
世
、
李
氏
功
臣
、
執
有
如
石
公
者
？
今
稽
詩
者
、
遍
満
世
界
、
化
而
矯
石

公
央
、
是
宣
石
公
意
哉
p
－

（
い
ま
詩
を
称
す
る
の
に
、
李
馨
竜
i
子
鱗
を
排
撃
し
な
け
れ
ば
、
人
々
は
争
っ
て
こ
れ
を
あ
や
し
む
。
こ
れ
は
嘉
靖
・
隆
慶
年
間

に
李
馨
竜
を
模
倣
し
な
け
れ
ば
あ
や
し
ん
だ
事
と
同
じ
で
あ
る
。
：
：
：
勢
は
極
ま
れ
ば
必
ず
っ
変
」
を
為
し
、
物
は
ひ
と
り
で
あ
れ

ば
「
奇
」
を
為
す
。
哀
宏
道

l
石
公

l
が
世
の
人
々
の
群
が
っ
て
李
肇
竜
を
模
倣
す
る
の
を
悪
ん
だ
の
は
、
李
肇
竜
の
「
精
神
」
の
光

談
が
世
に
表
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
李
氏
の
功
臣
で
、
玄
宏
道
の
よ
う
な
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
？
い
ま
詩
を
称
す
る
者
、
世
界
に

遍
満
し
て
哀
宏
道
を
模
倣
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
哀
宏
道
が
願
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
間
山
亭

詩
序
」

後
七
子
ら
を
追
従
す
る
風
潮
が
排
撃
す
る
風
潮
に
変
っ
た
事
に
、

客
観
的
で
か
つ
批
判
的
な
視
線
を
向
け
て
い
る
。

こ
こ
で
も
鍾
慢
は

「
勢
有
窮
市
必
嬰
」
の
原
理
を
見
出
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
哀
宏
道
が
世
の
人
々
の
李
馨
竜
を
模
倣
す
る
の
を
悪
ん
だ
の
は
李
馨
竜
の

た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
衰
宏
道
は
李
馨
竜
の
功
臣
で
あ
る
と
4

＝守内ノ。

つ
ま
り
、

い
ま
衰
宏
道
を
変
え
る
の
は
、
実
宏
道
の
功
臣
に
な
る
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の
で
あ
る
。
鍾
慢
の
寸
変
」
に
対
し
て
の
認
識
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
「
奇
」
は
寸
正
」
に
対
し
て
寸
異
」
で
あ
り
、
「
変
」
の
意
味
も
含

め
て
い
る
。

そ
し
て
「
奇
」
を
為
す
の
は
「
孤
L

で
あ
る
と
号
早
つ
。
「
孤
」
、

つ
ま
り
「
個
」
で
あ
る
事
を
願
っ
た
実
宏
道
と
鍾
慢
が
、
人
を

模
倣
す
る
こ
と
を
悪
ん
だ
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
に
模
倣
さ
れ
る
こ
と
も
好
ま
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
事
だ
と
い
え
よ
う
。
鍾
慢
が
名

を
成
す
に
つ
れ
て
、

ま
た
鍾
慢
に
従
う
人
々
が
増
え
始
め
た
。

そ
の
事
を
初
め
て
聞
い
て
、
鍾
慢
は
驚
い
て
反
省
し
た
と
い
う
記
録
が
鍾
僅

の
文
集
の
中
に
あ
る
（
4
3

要
す
る
に

鍾
埋
も
衰
宏
道
と
同
じ
く
自
分
の
円
戸
を
立
て
よ
う
と
し
た
意
識
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る

こ
の
よ
う
に
亥
宏
道
と
鍾
慢
の

「個
L

を
重
視
す
る
態
度
と
、
彼
ら
の
文
学
観
と
は
深
く
関
連
し
て
い
る
。
実
宏
道
は
、

あ
の
有
名
な

「
濁
行
性
霊
、

不
拘
格
套
」
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
の
個
性
が
形
式
的
な
き
ま
り
に
こ
だ
わ
り
な
く
発
露
さ
れ
て
い
る
文

- 56 -

学
作
品
を
主
張
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
鍾
慢
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
。
た
だ
そ
う
と
う
体
系
的
で
め
い
せ
き
な
論
理
を
持
っ
て
い
る
哀

宏
道
の
文
学
論
に
比
べ
れ
ば
、
鍾
慢
の
方
は
実
際
批
評
の
必
要
に
応
じ
て
す
こ
し
ず
つ
発
言
し
た
形
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
や
や
断
片
的
で

体
系
に
欠
け
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
鍾
慢
の
『
隠
秀
軒
集
』
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
論
・
序
・
記
・
書
慣
な
ど
を
読
め
ば
、

そ

れ
な
り
に
彼
が
持
っ
て
い
る
文
学
像
が
つ
か
ま
え
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
作
品
の
内
容
を
重
視
し
て
お
り
、
形
式
に
関
し
て
の
論
議
は
見
ら

れ
な
い
が
、
こ
の
点
は
実
宏
道
も
同
じ
で
あ
る
。

次
に
鍾
慢
の
詩
観
を
表
わ
す
一
節
を
引
用
し
て
み
る
。

夫
詩
、
道
性
情
者
也
、
渡
而
矯
午
一
一
口
、
一
百
其
心
之
所
不
能
不
有
、
非
謂
其
事
之
所
不
可
無
而
必
欲
有
言
也
。
以
震
事
之
所
不
可
無
而
必

欲
有
言
者
、
聾
春
之
言
也
。
不
得
巳
而
有
言
、
言
其
心
之
所
不
能
不
有
者
、
性
情
之
言
也
。

（
詩
は
性
情
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
発
し
て
言
に
す
る
の
に
、
そ
の
心
の
中
の
有
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
を
言
う
の
で
あ
り
、
そ
の
事
の



中
で
な
く
す
の
が
で
き
な
く
て
必
ず
言
お
う
と
す
る
所
を
言
う
の
で
は
な
い
。
お
も
う
の
に
は
、
事
の
中
で
な
く
す
の
が
で
き
な
く

て
、
必
ず
言
お
う
と
す
る
所
の
も
の
は
声
誉
の
言
で
あ
る
。
や
む
を
え
ず
言
い
、
そ
の
心
の
中
の
有
ら
ざ
る
を
得
な
い
所
を
言
う
の
は

性
情
の
言
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
陪
郎
草
序
L

で

「

’性
’情
」

は

そ
の
人
だ
け
が
持
っ
て
い
る
本
性
、

つ
ま
り
個
性
の
意
味
で
あ
り
、
衰
宏
道
に
お
い
て
の
「
性
霊
」
と
同
じ
意
味

で
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
声
挙
口
」
は
よ
い
評
判
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
「
声
誉
の
吾
一
口
」
と
は
よ
い
評
判
を
得
る
た
め
に
言
う
言
葉
に

な
る
だ
ろ
う
。
詩
と
は
、
心
の
働
き
に
よ
っ
て
や
む
を
え
ず
発
す
る
個
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
よ
い
評
判
を
得
る
た
め
に
言
う

も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。

語
元
春
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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夫
作
詩
者
一
情
濁
往
、
高
象
倶
開
、

之
所
止
、
胸
中
不
可
強
。

（
詩
を
作
る
人
の
感
情
が
ひ
と
り
動
け
ば
、
万
象
が
み
な
聞
き
、
口
は
た
ち
ま
ち
う
た
い
、
手
は
た
ち
ま
ち
書
く
。
す
な
わ
ち
、
手
と

口
を
も
と
も
と
心
か
ら
流
れ
て
来
る
も
の
に
任
せ
て
、
手
と
口
は
測
る
事
が
で
き
な
い
｜
｜
何
を
う
た
い
、
何
を
書
く
か
を

l
l。
心

は
も
と
も
と
我
が
手
と
口
が
止
る
所
に
任
せ
て
、
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ー
ー
ー
い
っ
止
る
か
を
｜
｜
。
）

『
語
友
夏
合
集
』
・
巻
九
・
「
託
子
戊
巳
詩
序
L

口
忽
然
吟
、

手
忽
然
書
、

即
手
口
原
聴
我
胸
中
之
所
流
、

手
口
不
能
測
、

即
胸
中
原
聴
我
手
口

上
の
語
元
春
の
一
節
は
、
詩
と
は
あ
る
時
客
観
的
対
象
、

つ
ま
り
境
に
触
発
さ
れ
、
作
者
の
心
か
ら
自
の
ず
か
ら
あ
ふ
れ
で
来
る
情
を
書

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ま
さ
に
哀
宏
道
の



非
徒
自
己
胸
臆
流
出
、
不
肯
下
筆
、
有
時
情
血
〈
境
命
日
、
頃
刻
千
言
、
如
水
東
注
、
令
人
奪
魂
。

（
自
分
の
心
か
ら
流
れ
て
来
る
も
の
で
は
な
け
れ
ば
あ
え
て
筆
を
取
ら
ず
、
あ
る
時
情
と
境
が
会
え
ば
た
ち
ま
ち
千
言
を
為
し
て
水
が

東
の
方
に
流
れ
る
よ
う
で
、
人
の
魂
を
奪
う
。
）
『
錦
帆
集
』
・
っ
紋
小
修
詩
」

と
軌
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
鍾
慢
の
詩
論
の
中
で
は

「
真
詩
」
と
い
う
概
念
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
鍾
慢
は
『
詩
帰
』

を
選
し
た
の
は
、
古
人
の
「
真
詩
」
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
と
「
詩
帰
序
」
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
彼
は
「
真
詩
L

を、

「
精
神
所
矯
也
L

と
定
義
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
真
詩
」
と
は
作
者
の

「
精
神

L｜
「
性
霊
」
・
「
性
情

L
lが
発
露
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
古
人
の
「
真
詩
」
を
見
れ
ば
、
古
人
の
「
精
神
L

と
接
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
真
L

の
概
念
は
郭
紹
虞
氏
が
『
中

国
文
学
批
評
史
』
の
中
で
言
う
ど
お
り
、
哀
宏
道
の
詩
論
に
お
い
て
も
「
変
L

の
概
念
と
と
も
に
核
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
実
宏
道

は
「
叙
小
修
詩
L

（

5

の
中
で
当
時
の
詩
を
批
判
し
て
、

雷
同
の
も
の
が
多
く
て
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
も
し
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伝
わ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
民
間
の
婦
人
と
児
童
が
う
た
う
撃
破
玉
、
打
草
竿
の
類
の
民
謡
で
あ
っ
て
、

そ
の
理
由
は

っ佐川

開
」
・
「
無
識
L

の
「
真
人
」
が
作
っ
た
っ
真
声
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
哀
宏
道
の
こ
の
よ
う
な
「
真
」
に
対
し
て
の
認
識
の
中
に

は
、
李
賢
か
ら
の
強
い
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
真
詩
」

の
意
が

「
作
者
の
自
然
の
本
性
が
発
露
さ
れ
た
詩
」
で
と

ら
え
ら
れ
る
の
は
、
衰
宏
道
と
鍾
僅
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
鍾
慢
に
お
い
て
は
学
問
一
般
が
「
真
詩
」
を
作
る
の
に
障

害
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
ふ
し
は
見
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
質
の
高
い
詩
を
作
る
た
め
に
「
読
書
養
気
L

を
積
極
的
に
す
す
め
て
い
る
。

こ
の
点
は
哀
宏
道
と
鍾
慢
の
詩
論
に
お
い
て
大
き
い
差
異
点
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
は
裳
宏
道
と
鍾
慢
が
理
想
と
す
る
詩
境

と
も
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
後
で
も
う
す
こ
し
く
わ
し
く
ふ
れ
た
い
と
思
う
。



μ 

公
安
派
批
判
と
「
学
古
」

鍾
僅
が
公
安
派
を
盲
目
的
に
追
従
す
る
公
安
派
の
末
流
を
批
判
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
公
安
派
に
対
す
る
態
度
は
ど
う
だ
つ
た

ろ
う
か
。
鍾
慢
の
師
、
雷
思
需
は
公
安
派
の
門
人
で
あ
っ
た
し
、
鍾
埋
も
哀
氏
兄
弟
と
交
際
が
あ
り
、
哀
宏
道
の
死
後
三
昼
中
郎
全
集
』
を

撰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
参
酌
す
れ
ば
、
一
寛
陵
派
が
公
安
派
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
響
を
う
け
た
事
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
何
よ
り
も
前
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
擬
古
主
義
批
判
と
、

い
わ
ば
寸
真
詩
」
を
主
張
し
た
点
で
大
い
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て

鍾
慢
が
衰
宏
道
個
人
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
尊
敬
心
を
持
っ
て
認
め
て
い
た
こ
と
は
鍾
慢
の
文
集
を
読
ん
で
み
れ
ば
感
じ
と
ら
れ
る
。
し
か

し
一
方
、
公
安
派
の
文
学
観
及
び
作
品
に
対
し
て
常
に
距
離
を
お
い
て
、
冷
静
で
か
つ
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
た
事
も
読
み
取
ら
れ
る
。
こ

次
は
万
暦
二
十
九
年
ご
六

O
一
）
、
鍾
慢
二
十
八
歳
、

ま
だ
諸
生
の
時
に
書
い
た
文
章
で
、
彼
の
文
集
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
公
安
派
に
対
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こ
で
ま
ず
鍾
僅
の
公
安
派
に
対
し
て
の
態
度
を
考
察
し
て
み
た
い
。

す
る
批
判
の
中
で
一
番
初
め
の
も
の
で
あ
る
。

H

明
詩
無
口
県
初
盛
、
而
有
国
県
中
晩
、
員
宋
元
μ
。
又
日
：
：
：
H

近
日
戸
祝
清
南
諸
公
、
親
蓋
且
桃
。
稀
能
自
出
語
、
轍
詫
奇
除
、
自
我

作
組
、
前
古
所
無
、
市
不
知
己
居
胸
中
晩
人
道
破
。
由
其
眼
中
見
大
暦
前
語
多
、
長
慶
後
語
少
、
忘
其
偶
合
、
以
矯
濁
創
。
然
其
入
賞
可

奥
言
詩
μ

。

（

H

明
の
詩
に
は
真
の
初
・
盛
唐
は
な
い
が
、
真
の
中
・
晩
唐
、
真
の
宋
元
は
あ
る
μ
。
ま
た
言
う
o

H

最
近
済
南
の
諸
公

l
l李
桝
帯
電
ら

ー
ー
ー
を
崇
拝
す
る
風
潮
は
す
こ
し
遠
く
な
っ
た
。
や
や
自
ら
の
詩
を
作
る
事
が
で
き
て
、
そ
の
た
び
に
「
奇
」
・
「
険
」
を
ほ
こ
り
、
自

分
を
祖
と
み
な
し
て
、
前
に
古
人
も
な
く
、
す
で
に
中
・
晩
唐
の
人
が
言
い
つ
く
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
の
限
の
中
に
は
、
大
暦



－

1
唐
の
代
宗
の
年
号
H
七
六
六

i
七
七
九
ー
ー
ー
の
前
の
言
が
多
く
、
長
慶
l

i唐
の
穆
宗
の
年
号
U
八
一
一
一

t
八
二
四
ー
ー
ー
の
後
の

言
が
少
な
い
か
ら
、
そ
の
一
致
す
る
こ
と
に
気
づ
か
な
く
て
独
創
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
人
は
と
も
に
詩
を
語
る
に
さ

し
っ
か
え
な
い
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
蔵
集
・
「
明
茂
才
私
益
文
穆
相
班
長
公
太
易
墓
志
銘
」

明
詩
に
は
真
の
初
・
盛
唐
は
な
い
と
い
う
の
は
当
時
初
・
盛
唐
の
詩
を
模
倣
し
た
前
後
七
子
ら
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
真
の

中
晩
唐
、
真
の
宋
元
は
あ
る
と
い
う
の
は
、
公
安
派
ら
の
作
品
を
す
で
に
古
人
の
中
に
あ
る
も
の
と
言
い
な
が
ら
も
、

そ
れ
な
り
に
仮
の
も

の
で
は
な
い
と
一
応
認
め
て
い
る
。
ま
た
李
馨
竜
ら
を
崇
拝
す
る
風
潮
が
す
こ
し
遠
く
な
っ
た
と
言
う
こ
と
か
ら
、
後
七
子
を
模
倣
す
る
事

に
対
し
て
の
傍
観
的
で
批
判
的
態
度
が
う
か
が
え
る
。
鍾
慢
の
公
安
派
に
対
す
る
批
判
は
後
に
な
っ
て
も
そ
の
内
容
が
そ
れ
ほ
ど
変
ら
な
い

が
、
上
文
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
公
安
派
の
詩
風
を
「
奇
」
・
「
険
」
で
評
し
て
い
る
が
、
「
奇
L

・
「
険
」
そ
れ
自

体
は
鍾
慢
に
お
い
て
必
ず
し
も
否
定
的
評
価
だ
と
は
い
え
な
い
。

む
し
ろ

「
式
可
L

i土

「
変
」
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
「
変
」
は
鍾
慢
も
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求
め
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
注
音
叫
す
べ
き
事
は
鍾
慢
は
「
変
し
の
た
め
の
「
変
L

は
高
く
評
価
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後

で
ま
た
考
察
す
る
事
に
す
る
。

け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
否
定
的
評
価
に
近
い
と
思
わ
れ
る
（
「
奇
L

・
「
険
L

だ
け
で
は
ほ
こ
る
も
の
に
足
り
な

そ
れ
は
後
の
公
安
派
に
対
す
る
批
判
を
見
れ
ば
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

次
は

鍾
慢
は
公
安
派
が
古
人
を
無
視
す
る
こ
と
に
対
し
て

常
に
不
満
で
あ
る
。
公
安
派
の
作
品
と
同
じ
風
格
の
作
品
が
す
で
に
古
典
の
中
に
あ
る
事
を
強
調
し
て
（
望
ま
し
い

「
変
」
か
ら
遠
い
）
、

そ

の
原
因
は
公
安
派
が
古
人
の
「
精
神
L

を
学
ん
で
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
最
後
に
、

と
も
に
詩
を
論
ず
る
に
足
り
る
と
し
た
人
が
誰
を
指

す
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
文
章
の
内
容
か
ら
み
て
（
こ
の
文
章
の
内
容
と
似
て
い
る
文
章
が
ま
た
二
個
所
出
る
の
で
次
に
引
用
す
る
。
）
、

公
安
派
の
土
泉
氏
兄
弟
で
あ
る
事
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
公
安
派
と
一
寛
陵
派
の
文
学
観
に
は
通
じ
合
え
る
余
地
が
あ
る
の

を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



と
こ
ろ
で
鍾
慢
は
万
暦
三
十
八
年
、

三
十
七
歳
の
時
進
士
に
合
格
し
た
年
に
あ
ら
た
め
て
「
平
気
精
心
」
を
も
っ
て
、

「
古
人
精
神
」
の

所
在
を
追
求
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
と

「
隠
秀
軒
集
自
序
L

の
中
で
明
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
時
ま
で
の
詩
を
ほ
と
ん
ど
削
除
し

て
、
百
の
う
ち
の
一
つ
の
詩
さ
え
も
残
し
て
い
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
鍾
慢
の
そ
の
時
ま
で
の
古
典
に
対
す
る
認
識
が
、

そ
の
聞
の
文
学

活
動
を
通
じ
て
も
っ
と
深
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
進
士
合
格
（
こ
の
年
に
衰
宏
道
が
死
ん
だ
。
）
を
新
し
い
創
作
活
動
の
出
発
点
に

し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
そ
の
時
ま
で
の
擬
古
主
義
者
及
び
公
安
派
の
「
古
L

を
無
視
す
る
態
度
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
批

判
意
識
を
も
っ
と
高
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
時
点
ま
で
の
公
安
派
と
の
接
触
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
影
響
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
の
も
の
な
の
か
を
い
う
の
は
難
し
い
。
た
だ
鍾
慢
が
た
と
え
擬
古
主
義
に
対
し
て
終
始
批
判
的
態
度
を
取
っ
て
い

た
と
し
て
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
間
た
ち
ま
ち
公
安
派
の
い
わ
ゆ
る
反
古
的
態
度
に
同
調
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

そ
れ
は
前
で
引
用
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し
た
諸
生
の
時
に
書
い
た
公
安
派
に
対
す
る
批
判
の
文
章
の
内
容
と
、
鍾
慢
の
文
学
観
が
確
立
さ
れ
た
後
書
か
れ
た
次
の
文
章
の
内
容
が
、

同
じ
パ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

近
時
聴
明
者
矯
之
日
o

w
何
古
之
法
？
須
自
出
眼
光
μ

。
不
知
其
至
慮
、
又
不
過
玉
川
・
玉
蛤
之
唾
徐
耳
。

（
近
来
の
聡
明
な
人
が
出
て
こ
れ

l
l擬
古
主
義
者
ー
ー
を
矯
め
て
い
う
の
に
：
：
：
H

何
の
古
の
法
で
あ
る
か
？
自
ら
真
相
を
見
ぬ

く
力
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
μ

と
。
け
れ
ど
も
そ
の
す
ぐ
れ
て
い
る
処
が
ど
こ
か
知
ら
な
い
。
ま
た
玉
川
・
玉
柏
崎
の
言
説
の
余
端

に
す
ぎ
な
い
。
）
『
隠
秀
軒
集
・
往
集
・
『
再
報
茶
敬
夫
」

聡
明
な
人
と
は
も
ち
ろ
ん
公
安
派
の
こ
と
を
い
う
が
前
の
批
判
よ
り
語
調
が
も
っ
と
辛
裁
に
な
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
玉
川
は
中
唐
の

直
人
エ
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
詩
は
一
般
的
に
「
奇
険
怪
僻
」
と
評
さ
れ
て
い
る
韓
愈
の
詩
と
同
じ
風
格
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
宜



人
エ
の
詩
は
『
詩
帰
』
に
は
た
だ
二
首
し
か
の
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
鍾
慢
の
公
安
派
の
作
品
に
対
す
る
評
価
が
う
か
が
え
る
。
玉
蛤

は
宋
の
道
士
、
葛
長
庚
の
名
で
あ
り
、
詩
人
と
し
て
の
彼
の
名
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
や
は
り
公
安
派
の
詩
を
低
く
評
価
し
て
い

る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
鐘
慢
は
「
詩
帰
序
」
の
中
で
も
ま
た
類
似
し
た
内
容
の
事
を
書
い
て
い
る
。

今
非
無
皐
古
者
、
大
要
取
古
人
之
極
膚
極
狭
極
熟
便
子
口
手
者
、
以
魚
古
人
在
是
。
使
捷
者
矯
之
、
必
子
古
人
之
外
自
負
一
人
之
詩

以
魚
具
。
要
其
異
又
皆
同
平
古
人
之
除
且
僻
者
、
不
則
其
但
者
也
。
則
何
以
服
皐
古
者
之
心
？

（
い
ま
「
古
」
を
学
ぶ
人
が
い
な
い
と
い
う
わ
け
は
な
い
が
、
そ
の
要
と
す
る
所
は
古
人
の
極
め
て
「
膚
」
で
、
極
め
て
「
狭
」
で
、

極
め
て
「
熟
」
の
、
口
と
手
に
つ
ご
う
が
よ
い
の
を
取
っ
て
古
人
が
こ
こ
に
い
る
と
思
う
。
さ
と
い
人
に
こ
れ
を
矯
め
さ
せ
れ
ば
、
か

な
ら
ず
古
人
の
外
で
自
ら
ひ
と
り
の
詩
を
作
り
、
っ
異
」
の
も
の
だ
と
思
う
。
要
す
る
に
そ
の
「
異
」
の
も
の
と
は
ま
た
み
ん
な
古
人

の
「
険
」
で
あ
り
、
か
つ
「
僻
L

の
も
の
で
な
け
れ
ば
す
な
わ
ち
そ
の
「
但
」
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ど
う
や
っ
て
「
古
」
を
学

ぶ
人
の
心
を
し
た
が
わ
せ
る
か
？
）
吋
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
詩
帰
序
」
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結
局
、
公
安
派
に
対
す
る
批
判
の
内
容
が
諸
生
の
時
期
か
ら
文
学
観
が
確
立
さ
れ
た
後
で
あ
る
「
詩
帰
序
L

を
書
く
時
期
ま
で
一
貫
性
を

保
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
鍾
慢
が
常
に
公
安
派
の

「
古
し
を
無
視
す
る
態
度
を
批
判
し
て
い
る
の
は
、

鍾
慢
と
公
安
派
の

「
古
し
に
対
す
る
態
度
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
公
安
派
と
一
寛
陵
派
は
「
古
」
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
公
安
派
の
文
学
史
観
の
根
本
を
為

す
「
変
」
の
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
て
み
る
事
に
す
る
。
公
安
派
の
「
変
」
は
、
公
安
派
文
学
論
の
も
う
一
つ
の
概
念
「
真
L

と
密

接
な
関
係
が
あ
る
。
亥
宏
道
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
抵
物
異
則
貴
、
異
則
我
面
不
能
同
君
面
、
而
況
古
人
の
面
貌
乎
？



（
お
お
よ
そ
物
は
「
真
」
で
あ
れ
ば
だ
っ
と
い
、
「
真
」
で
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
我
の
面
と
君
の
面
は
同
じ
に
な
れ
な
い
。

面
に
い
た
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
）
『
錦
帆
集
』
・
「
興
丘
長
掃
書
し

ま
し
て
古
人
の

「真
L

で
あ
れ
ば
自
ず
か
ら
異
な
る
事
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
文
学
作
品
に
お
い
て
も
「
真
L

の
も
の
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の

で
あ
る
し
、
人
に
よ
っ
て
も
各
々
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。

唯
夫
代
有
升
降
、
市
法
不
相
沿
、
各
極
其
偽
記
、
各
窮
其
趣
、
所
以
可
貴
。
原
不
可
以
優
劣
論
也
。

（
時
勢
に
は
升
降
が
あ
る
が
、
法
は
沿
わ
な
く
、
お
の
お
の
そ
の
変
化
を
極
ま
り
、
お
の
お
の
そ
の
趣
を
窮
る
か
ら
貴
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

も
と
も
と
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
優
劣
を
論
ず
る
の
は
不
可
で
あ
る
。
）
『
錦
帆
集
』
・
「
紋
小
修
詩
L
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つ
ま
り
、

「法」

は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
点
こ
そ
が
貴
ぶ
所
以
に
な
り
、
従
っ
て
時
代
を
も
っ
て
優
劣
を
論
ず

る
事
は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
上
で
引
用
し
た
二
つ
の
文
の
内
容
を
合
わ
せ
れ
ば
、
「
真
L

の
も
の
は
貴
ぶ
べ
き
も
の
で
変
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
逆
に
変
化
す
る
も
の
も
貴
ぶ
べ
き
も
の
に
な
る
。

そ
し
て
亥
宏
道
は
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。

善
童
者
、
師
物
不
師
人
。
善
皐
者
、
師
心
不
師
道
。
善
局
詩
者
、
師
森
羅
高
象
、

哉
？
法
其
不
屈
服
漢
、
不
矯
親
、
不
矯
六
朝
之
心
而
巳
。
是
民
法
者
也
。

（
絵
を
よ
く
書
く
人
は
、
物
を
師
と
し
、
人
を
師
と
し
な
い
。
よ
く
学
ぶ
人
は
、
心
を
師
と
し
、
道
を
師
に
し
な
い
。
詩
を
よ
く
作
る

人
は
森
羅
万
象
を
師
と
し
、
先
輩
を
師
に
し
な
い
。
唐
を
法
る
人
は
ど
う
し
て
機
格
と
字
句
を
い
う
の
か
？
唐
の
人
が
漢
を
作
ら

ず
、
貌
の
詩
を
作
ら
ず
、
六
朝
の
詩
を
作
ら
な
か
っ
た
そ
の
心
を
法
る
事
が
真
に
法
る
事
で
あ
る
c
）
吋
瓶
花
粛
集
』
・
「
紋
竹
林
集
L

不
自市
先
輩

法
李
唐
者
、
畳
謂
其
機
格
輿
字
句



真
に
唐
の
詩
を
法
る
の
は
、
唐
の
詩
人
が
漢
、
親
、
六
朝
の
詩
を
作
ら
な
か
っ
た
そ
の
心
を
法
る
事
で
あ
る
。

そ
の
事
は
結
局
既
存
の
詩

を
変
化
す
る
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
森
羅
万
象
を
師
と
し
て
自
分
の
性
情
が
発
露
さ
れ
た
詩
を
作
る
事
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
創
作
者
に
お

い
て
真
情
の
発
露
で
あ
る
か
ど
う
か
は
創
作
者
の
主
観
的
体
験
に
属
す
る
事
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
う
い
う
「
真
」
は
寸
変
L

で
あ
り
、

「
変
」
は
「
真
L

で
あ
る
と
い
う
観
念
の
下
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
「
変
」
だ
け
に
走
る
結
果
を
招
き
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
哀
宏
道
が
た
と

え
観
念
の
上
で
は
「
真
に
古
を
法
る
事
」
、
す
な
わ
ち
「
真
の
復
古
」
を
認
め
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
「
変
」
の
た
め
の
「
変
し
を
追
求
す

る
事
に
な
り
や
す
い
と
い
え
よ
う
。
哀
宏
道
が

「
時
文
L

、
す
な
わ
ち
っ
八
股
文
L

の
内
容
と
形
式
に
お
い
て
の
き
び
し
い
制
約
に
も
か
か

わ
ら
ず
っ
八
股
文
」
を
詩
・
詞
・
曲
と
同
じ
く
位
置
づ
け
高
く
評
価
し
た
の
も
、

そ
の
時
代
性
の
た
め
だ
と
い
う
見
解
に
は
同
意
す
る
の
で

あ
る
（
6
3

ま
た
作
者
が
真
情
を
作
品
化
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
言
葉
を
媒
介
体
と
す
る
い
い
表
現
を
得
て
読
者
に
う
ま
く
伝
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わ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
「
変
」
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
そ
の
作
品
の
質
が
落
る
の
は
当
然
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
が
衰
宏
道
の
詩

論
の
弱
点
で
あ
り
、
鍾
埋
か
ら
「
古
を
無
視
す
る
」
と
批
判
さ
れ
た
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

で
は
鍾
慢
の
つ
変
」
に
対
す
る
認
識
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
？

鍾
埋
も
詩
文
に
お
い
て
の
時
勢
の
変
化
を
認
め
て
い
た
。

そ
し
て
そ
の

認
識
は
前
で
も
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

お
も
に
後
七
子
ら
に
従
う
風
潮
が
公
安
派
に
従
う
風
潮
に
変
わ
る
の
を
目
撃
す
る
事
に
よ
っ
て
確

却
曲
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
次
の
一
節
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

大
凡
詩
文
、
因
襲
有
因
襲
之
流
弊
、
矯
柾
有
矯
桂
之
流
弊
。
前
之
共
趨
、
即
今
之
偏
廃
、
今
之
濁
響
、
印
後
之
同
撃
。

（
お
よ
そ
詩
文
は
、
因
襲
に
従
え
ば
因
襲
に
よ
る
弊
害
が
お
こ
り
、
そ
れ
を
矯
め
れ
ば
そ
こ
か
ら
ま
た
弊
害
が
生
じ
る
。
前
に
い
っ
し

ょ
に
追
っ
た
も
の
が
す
な
わ
ち
今
は
す
た
れ
、
今
ひ
と
り
ひ
び
く
も
の
が
す
な
わ
ち
後
に
は
み
ん
な
の
意
見
に
な
る
。
）

『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
血
〈
王
拝
恭
兄
弟
」



上
文
で
の
「
因
襲
」
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
後
七
子
ら
で
あ
り
、
「
矯
在
」
は
公
安
派
、
「
濁
響
」
は
鍾
僅
自
身
を
指
す
と
い
え
よ
う
。

鍾
慢
は
ま
た
詩
人
の
「
変
」
を
求
め
る
理
想
的
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

詩
文
年
運
不
随
不
代
趨
市
下
。
市
作
詩
者
之
意
興
、
慮
無
不
代
求
其
高
、
高
者
取
異
於
途
径
耳
。
夫
途
径
者
、
不
能
不
異
者
也
、
然

其
嬰
有
窮
也
。
精
紳
者
不
能
不
向
者
也
、
然
其
嬰
無
窮
也
。
操
其
有
窮
者
以
求
嬰
、
市
欲
以
其
異
血
〈
気
運
争
、
五
日
以
矯
能
矯
異
市
終
不

能
魚
台
向
。
其
究
途
径
窮
而
具
者
血
〈
之
倶
窮
、
不
亦
愈
勢
市
愈
遠
乎
p
・
此
不
求
古
人
民
詩
之
過
也
。

（
詩
文
の
時
勢
は
よ
よ
追
っ
て
下
っ
て
行
く
。
詩
を
作
る
人
の
意
興
は
お
お
む
ね
よ
よ
そ
の
高
い
と
こ
ろ
を
求
め
、
高
い
と
こ
ろ
は
っ
途

径
」
に
お
い
て
「
具
」
を
取
る
の
み
で
あ
る
。
っ
途
径
L

と
は
っ
異
し
で
は
な
い
も
の
が
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
の
「
変
L

に
は
き
わ
ま
り

が
あ
る
。
精
神
と
は
同
じ
で
は
な
い
も
の
が
な
い
が
、
そ
の
「
変
」
は
き
わ
ま
り
な
い
。
き
わ
ま
り
が
あ
る
も
の
を
も
っ
て
「
変
」
を

求
め
、
そ
の
「
異
」
を
も
っ
て
時
勢
と
争
お
う
と
す
れ
ば
、
私
お
も
う
の
に
「
異
」
を
為
す
事
が
で
き
て
も
、
つ
い
に
高
い
と
こ
ろ
に

至
ら
な
い
。
途
径
を
追
究
す
る
こ
と
が
き
わ
ま
れ
ば
、
寸
具
」
も
そ
れ
と
と
も
に
き
わ
ま
り
、
苦
労
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
遠
ざ
か
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
古
人
の
真
詩
を
求
め
な
い
か
ら
生
ず
る
あ
や
ま
ち
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
詩
帰
序
L
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鍾
慢
は
こ
こ
に
お
い
て
、

ま
ず
詩
文
の
時
勢
は
よ
よ
下
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
詩
創
作
の
「
精
神
」
と
、

そ
れ
を
表
現
す
る
手

段
、
す
な
わ
ち
「
徐
径
L

に
分
け
て
「
変
し
を
論
ず
る
。
詩
創
作
の
「
精
神
」
は
古
今
同
じ
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
変
化
は
無
窮
で
、

「
精
神
L

が
表
わ
れ
て
い
る
「
真
詩
」
か
ら
得
る
感
動
は
時
代
に
よ
っ
て
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。

一
方
、
「
途
径
L

は
時
代
に
よ
っ
て
人
に
よ

っ
て
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
変
化
に
は
き
わ
ま
り
が
あ
る
。
ま
た
「
途
径
」
だ
け
の
変
化
か
ら
生
れ
た
作
品
は
高
い

水
準
に
至
ら
な
い
し
、
変
化
自
体
も
す
ぐ
行
き
づ
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
か
ら
み
れ
ば
古
今
の
「
変
」
も
認
識
せ
ず
古
の
「
途
径
」
だ
け
を

模
倣
す
る
擬
古
主
義
者
ら
は
い
う
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
公
安
派
の

「
ホ
久
L

を
強
調
す
る
文
学
観
は
、

「
途
径
L

だ
け
を
も
っ
て

「変
L

を
求
め
る
事
に
な
り
や
す
く
、
作
品
も
す
で
に
古
人
の
中
に
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

よ

』

、

、
J

L
T
J

，
刀
「



鍾
慢
は
、
古
人
の

「
真
詩
」

の
中
で

「
精
神
」
を
見
出
し
て
自
ら
の

「
精
神
」
と
接
触
さ
せ
、
新
し
い
変
化
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る。

鍾
慢
に
お
い
て
も

学
古

古
人
の

「
真
詩
」

を
学
ぶ
事
｜
の
目
的
は
変
化
を
求
め
る
た
め
で
あ
り
、
学
ぶ
対
象
も
古
詩
の

「
生
A
L

で
は
な
く
詩
に
表
わ
れ
て
い
る
古
人
の
心
、

つ
ま
り
「
精
神
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
古
人
の
心
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
士
長
宏
道
に
お
い
て

は
結
果
的
に
衰
宏
道
自
身
の
心
の
動
き
に
従
う
事
を
意
味
す
る
が
、

鍾
慢
に
お
い
て
は
常
に
古
人
の

「
真
詩
」
を
読
ん
で
古
人
の

「
精
神
」

と
接
触
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
差
異
点
の
故
一
に
鍾
慢
は
公
安
派
に
対
し
て
常
に
批
判
的
態
度
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
差
異
点

の
故
に
後
の
公
安
派
と
一
寛
陵
派
に
対
す
る
評
判
が
分
れ
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
両
派
と
も
に
擬
古
主
義
に
反
対
し
て
変
化
を
求
め
た
点

だ
け
に
視
点
を
お
け
ば
両
派
と
も
に
「
反
古
」
に
な
る
。
ま
た
両
派
と
も
に
古
人
の
心
を
学
ぶ
こ
と
を
主
張
し
た
点
に
視
点
を
お
け
ば
両
派

と
も
に
「
真
L

の
復
古
主
義
者
に
な
る
。

し
か
し
古
人
の
心
を
学
ぶ
具
体
的
な
方
法
の
差
異
点
に
視
点
を
お
け
ば
、
白
分
の
心
に
従
う
公
安
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派
は
「
反
古
」
、
古
人
の
「
真
詩
」
か
ら
古
人
の
「
精
神
L

を
求
め
る
一
寛
陵
派
は
ま
た
「
復
古
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

日

っ
智
正
L

・
「
厚
」
・
寸
深
幽
孤
蛸
L

で
は
哀
宏
道
と
鍾
慢
が
目
指
し
た
詩
境
は
何
だ
っ
た
ろ
う
か
。
友
宏
道
は
た
と
え
作
品
に
「
庇
慮
L

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
作
者
の
個
性

を
表
現
し
て
い
る
の
な
ら
よ
し
と
す
る
文
学
観
を
持
っ
て
い
た
の
で
（

Z
、

で
き
あ
が
っ
た
作
品
の
評
価
に
つ
い
て
は
多
く
を
論
じ
て
い
な

い
。
裳
宏
道
は
「
夫
詩
以
趣
局
主
」
（
8
）
と
い
う
。
「
趣
」
を
定
義
す
れ
ば
「
性
霊
が
発
露
さ
れ
て
い
る
作
品
な
ら
自
ず
か
ら
で
て
来
る
自
然

な
お
も
む
き
」
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
趣
」
の
中
に
は
「
清
L

・
「
遠
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
り
え
る
し
（
9
1

「
趣
」
が
な

い
作
品
は
芸
術
作
品
だ
と
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
は
、
土
足
宏
道
は
「
夫
趣
得
之
自
然
者
深
、
得
之
学
問
者
浅
」
（
印
）
と

い
い
、
「
趣
」
を
得
る
の
に
学
問
の
役
割
を
全
面
否
定
こ
そ
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
消
極
的
に
し
か
認
め
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ



れ
は
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
「
無
間
」
、
「
無
識
」
の
「
真
人
」
が
作
っ
た
「
真
整
」
だ
け
が
後
世
に
伝
わ
る
と
し
た
の

と
同
じ
発
想
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一
方
、
鍾
慢
は
亥
宏
道
が
詩
文
に
お
い
て
「
趣
し
を
強
調
し
た
の
と
す
こ
し
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
鍾
慢
は
自
身
が
編
し
た
『
束

坂
文
選
』
の
序
文
の
中
で
、
当
時
李
卓
吾
の
よ
う
に
心
眼
を
持
っ
て
い
る
人
ま
で
も
含
め
て
お
お
ぜ
い
の
人
が
、
蘇
東
坂
の
文
章
の
「
本
末
L

を
察
せ
ず
に
、
漫
然
と
し
て
た
だ
「
趣
L

と
い
う
一
宇
で
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
趣
し
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
払
師
じ
て
い
る
。

夫
文
之
於
趣
、
無
之
而
無
之
者
也
。
墨
田
之
人
、
趣
其
所
以
生
也
、
越
死
則
死
。
人
之
能
知
費
運
動
以
生
者
、
趣
所
震
也
。
能
知
覚
運

動
以
生
而
矯
聖
賢
震
豪
傑
者
、
非
蓋
趣
所
矯
也
。
故
趣
者
止
於
其
足
以
生
市
巳
。
今
取
其
止
子
足
以
生
者
以
壷
東
坂
之
文
、
可
乎
哉
？

（
文
に
お
い
て
「
趣
」
と
は
、
「
趣
」
が
な
け
れ
ば
文
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
に
た
と
え
れ
ば
「
趣
」
の
故
に
人
は
生
き
る
の
で
、

「
趣
」
が
死
ね
ば
人
も
死
ぬ
。
人
が
物
事
を
判
別
し
、
体
を
動
か
し
て
生
き
る
の
は
「
趣
L

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
事
を
判
別
し
、

体
を
動
か
し
生
き
る
上
に
、
聖
賢
に
な
り
豪
傑
に
な
る
の
ま
で
を
み
ん
な
趣
が
す
る
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
「
趣
L

と
は
生
き
る
事
で

足
り
る
の
で
あ
る
。
い
ま
生
き
る
事
で
足
り
る
に
止
ま
る
も
の
を
も
っ
て
東
城
の
文
を
尽
す
の
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
？
）

『
隠
秀
軒
集
』
・
旦
灰
集
・
「
東
坂
文
選
序
」
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と
い
う
の
は
、
東
坂
の
文
は
戦
国
の
文
の

「
雄
博
高
逸
之
気
」

と

「
粁
同
蛸
抜
之
情
L

を
保
っ
た
上
に
、

「
仁
義
道
徳
雄
柴
刑
政
之
中
L

に
出
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
鍾
但
に
お
い
て
理
想
的
文
章
に
近
い
東
坂
の
文
章
は
ど
う
い
う
風
格
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
れ
ば
い
い
だ
ろ

う
か
。
鍾
但
に
お
い
て
そ
れ
は
「
厚
L

だ
と
思
わ
れ
る
。
哀
宏
道
の
強
調
す
る
「
趣
L

は
鍾
慢
に
お
い
て
は
「
霊
」
に
お
き
変
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
霊
」
は
作
品
を
作
り
出
す
の
に
欠
か
せ
な
い
霊
感
に
止
ま
る
。
「
厚
」
は
そ
の
「
霊
」
を
根
底
に
し
て
さ
ら
に
「
あ
つ
み
し
を
加



え
た
理
想
的
風
格
だ
と
思
わ
れ
る
。
鍾
慢
は
「
霊
」
と
「
厚
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
克
明
に
説
明
す
る
。

詩
至
於
厚
市
無
銭
事
実
。
然
従
古
未
有
無
量
心
而
能
魚
詩
者
。
厚
出
於
霊
、
而
霊
者
不
印
能
厚
。

（
詩
は
「
厚
」
に
至
れ
ば
も
う
余
事
が
な
い
。
け
れ
ど
も
古
か
ら
っ
霊
心
」
を
持
っ
た
な
く
て
詩
を
作
っ
た
人
は
い
な
い
。
「
厚
」
は

「
霊
」
か
ら
出
る
。
け
れ
ど
も
っ
霊
」
が
た
だ
ち
に
「
厚
」
に
な
る
の
で
は
な
い
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
輿
高
抜
之
観
察
L

詩
は
っ
厚
L

に
至
れ
ば
外
に
気
に
か
け
る
事
は
な
い
。
し
か
し
「
厚
」
は
っ
霊
」
か
ら
出
る
け
れ
ど
も
「
霊
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
み
ん
な

「厚
L

に
は
な
れ
な
い
。

で
は
ど
う
す
れ
ば

「厚
L

に
至
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
鍾
慢
は

「
必
保
比
重
心
、
方
可
讃

主
日
養
気
以
求
其
厚
L

と
い
う
。

つ
ま
り
、
「
霊
心
」
を
保
っ
た
上
に
」
調
書
養
気
」
で
「
厚
」
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
哀
宏
道
の
討
論
の
中
で

役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
は
ま
た
次
の
一
節
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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は
、
学
問
一
般
が
疎
外
さ
れ
、

ひ
い
て
は
「
真
詩
し
を
作
る
の
に
障
害
物
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
鍾
慢
に
お
い
て
は
「
讃
書
」
が
重
要
な

人
之
矯
詩
、
所
入
不
同
、
市
其
所
成
亦
具
。
従
名
入
、
才
入
、
興
入
者
、
心
繰
雨
気
浮
。

也
。
従
畢
入
者
、
心
平
市
気
賞
、
平
之
不
復
燥
、
貫
之
不
復
浮
、
不
得
年
市
成
者
也
。

（
人
が
詩
を
作
る
の
に
は
入
る
一
昨
が
異
な
り
、
成
す
所
も
ま
た
異
な
る
。
「
名
L

、
「
才
し
、
「
興
」
か
ら
入
る
人
は
、
心
が
あ
わ
た
だ
し
く

気
が
浮
ん
で
い
て
、
あ
わ
た
だ
し
い
も
の
が
し
ず
ま
り
、
浮
ん
だ
も
の
が
み
ち
る
の
に
は
年
を
必
要
と
し
、
そ
の
後
詩
を
成
す
。
寸
学
」

か
ら
入
る
も
の
は
、
心
が
し
ず
か
で
気
が
み
ち
て
い
て
、
し
ず
か
な
も
の
が
ま
た
あ
わ
た
だ
し
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
み
ち
た
も
の
が

ま
た
浮
ぶ
こ
と
も
な
く
、
年
を
待
っ
た
な
く
て
も
詩
を
成
す
。
）
司
隠
秀
軒
集
コ
長
集
・
寸
孫
曇
生
詩
序
L

操
之
就
干
、

浮
之
就
賞
、
待
年
而
成
者

学
聞
が
詩
を
作
る
入
り
口
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
上
、
「
名
L

、
「
才
」
、
「
興
L

か
ら
入
る
人
が
必
ず
年
を
取
っ
た
後
、



詩
を
成
す
の
に
比
べ
て
、

「学
L

か
ら
入
る
人
は
年
を
取
ら
な
く
て
も
そ
れ
な
り
に
詩
を
成
す
事
が
で
き
る
。

ま
た
年
を
取
る
に
つ
れ
て
も

っ
と
発
展
し
て
行
く
の
で
、
も
っ
と
も
安
定
し
た
入
り
口
だ
と
い
え
よ
う
。
鍾
慢
が
こ
こ
で
い
う
「
学
」
と
は
知
識
の
蓄
積
で
は
な
く
、
人

格
修
養
に
近
い
音
ゆ
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
鍾
慢
が
、
古
人
の
「
真
詩
」
を
学
ぶ
事
に
お
い
て
、
古
人
の
「
精
神
」
に
合
う
事

を
目
的
に
し
た
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

結
局

公
安
派
が
詩
を
通
じ
て
う
ま
れ
つ
き
の
性
霊
を
発
露
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
た
の
に
比
べ

て
、
一
寛
陵
派
は
「
讃
書
養
気
L

と
い
う
工
夫
を
通
じ
て
よ
り
高
い
次
元
の
詩
境
、

つ
ま
り
「
厚
」
を
目
指
し
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
一
般
文
学
史
と
文
学
批
評
史
の
中
で
莞
陵
派
の
詩
論
及
び
作
品
は
、

「
深
幽
孤
蛸
」

と
い
う
一
言
葉
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
深
幽
孤
蛸
」
と
は
、
銭
謙
益
の
『
列
朝
詩
集
小
停
』
・
「
鍾
提
学
健
」
条
か
ら
由
来
す
る
。

つ
ま
り
、
銭
謙
益
は
鍾
慢
に
つ
い
て
「
擢
第
之

後
、
思
別
出
手
限
、
男
立
深
幽
孤
蛸
之
宗
、
以
掘
駕
古
人
之
上
。
」
と
い
う
。
鍾
慢
の
詩
論
の
中
で
直
接
「
深
幽
孤
蛸
L

と
い
う
言
葉
は
見

イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
深
幽
孤
蛸
L

を
訳
し
て
み
れ
ば
、
「
静
か
で
奥
深
く
、

か
つ
ひ
と
り
で
超
然
と
し
て
い
る
。
L

の
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あ
た
ら
な
い
が
、
詩
に
関
し
て
の
彼
の
い
ろ
い
ろ
な
言
説
を
総
合
し
て
み
れ
ば
彼
が
想
定
し
て
い
る
詩
境
は
、
た
し
か
に
「
深
幽
孤
蛸
」
の

意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
現
実
世
界
か
ら
の
距
離
感
及
び
孤
立
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
鍾
慢

が
常
に
「
孤
L

・
「
独
」
な
ど
の
字
を
も
っ
て
作
者
の
個
別
性
を
強
調
し
、
詩
を
作
る
た
め
に
は
わ
ず
ら
わ
し
い
俗
事
か
ら
離
れ
て
「
索
居
自

全
L

す
る
必
要
が
あ
る
の
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
白
）
関
係
が
ふ
か
い
と
思
わ
れ
る
。
結
局
鍾
慢
は
「
厚
し
と
、
「
深
幽
孤
蛸
」
と
い
う
言

葉
が
象
徴
す
る
詩
境
と
の
こ
つ
の
詩
境
を
目
指
し
た
と
い
え
よ
う
。

一
見
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の
詩
境
が
鍾
慢
の
中
で
ど
う
い

う
ふ
う
に
調
和
さ
れ
て
い
た
か
を
言
う
の
は
難
し
い
。
た
だ
「
厚
L

は
鍾
慢
が
目
指
し
た
理
想
的
詩
境
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
深
幽
孤
蛸
し
は

鍾
慢
の
実
際
の
作
風
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
は
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
鍾
慢
と
い
う
人
間
に
よ
り
近
い
詩
境
は
「
深
幽
孤
蛸
」

だ
と
い
え
よ
う
。



個）

「
選
」
に
対
し
て
の
認
識

鍾
慢
の
文
学
活
動
の
中
で
友
宏
道
に
比
べ
て
目
立
つ
点
は
「
選
」
活
動
で
あ
る
。

実
宏
道
も
評
選
活
動
に
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
と
は

い
え
な
い
が
鍾
但
ほ
ど
の
情
熱
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
諒
元
春
は
「
東
城
詩
選
序
」
の
中
で
、
彼
が
「
選
」
し
た
「
東
城
詩
選
」

は
、
実
宏
道
が
寸
選
」
し
て
家
に
残
し
た
東
坂
の
詩
を
得
て
、
自
分
が
増
減
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
い
ま
伝
え
ら
れ
て
は

い
な
い
が
麦
宏
道
が
持
・
柳
・
欧
・
蘇
四
大
家
文
に
批
点
を
加
え
た
と
い
う
記
録
も
見
え
る
（
口
）

O

し
か
し
衰
宏
道
が
こ
れ
ら
の
本
に
関
心

を
見
せ
た
の
は
そ
の
作
者
ら
が
哀
宏
道
の
も
っ
と
も
好
む
作
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
鍾
慢
の
よ
う
に
「
選
」
自
体
に
つ
い
て
使
命
感
を
も
っ
て

い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
哀
宏
道
と
鍾
慢
の
創
作
態
度
に
も
か
か
わ
り
が
あ
り
、
彼
ら
の
文
学
活
動
を
特
徴
寺
つ
け
る
重
要
点
の
一

品
の
で
き
の
よ
し
あ
し
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
古
人
の
作
品
に
対
し
て
も
、
変
え
る
の
が
法
る
こ
と
だ
と
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つ
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
土
足
宏
道
は
お
も
に
創
作
者
の
立
場
で
あ
り
、
作
品
に
作
者
の
性
霊
さ
え
表
わ
れ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
、
作

い
う
観
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
古
人
の
作
品
の
中
で
典
範
を
求
め
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
鍾

僅
は
、
や
は
り
お
も
に
創
作
者
の
立
場
か
ら
詩
を
論
じ
て
い
る
点
で
は
変
り
が
な
い
が
、
古
人
の
寸
真
詩
」
を
求
め
る
寸
学
古
」
を
主
張
す

る
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
ら
古
人
の
「
真
詩
」
を
「
選
」
し
て
当
時
の
人
々
に
見
せ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
選
」
と
い
う
事
は
、

す
で
に
完
成
さ
れ
た
作
品
を
対
象
に
す
る
、
自
分
な
り
の
鑑
識
眼
を
必
要
と
す
る
批
評
家
の
仕
事
で
あ
る
。
長
い
歴
史
に
も
か
か
わ
ら
ず
文

学
批
評
の
分
野
で
は
あ
ま
り
理
論
の
発
展
を
見
せ
て
い
な
い
中
国
文
学
史
の
中
で
、

「選」

は
実
際
的
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
来
た
。

そ
れ
は
孔
子
が
「
選
」
し
た
と
い
わ
れ
る
吋
詩
経
』
と
昭
明
太
子
の
『
文
選
』
が
、
中
国
文
学
史
で
は
た
し
た
役
割
を
み
れ
ば
す
ぐ
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
い
た
い
明
末
と
い
う
時
期
に
は
「
選
」
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
経
済
発



展
に
よ
る
市
民
層
の
拡
大
に
伴
っ
て
読
者
層
も
ふ
え
、
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
文
学
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
た
印
刷
技
術
が
発
達
し
て
、
印
刷
の
た
め
「
選
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
事
、

そ
の
時
点
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
来
た
膨
大
な

量
の
作
品
か
ら
来
る
「
選
」
の
必
要
性
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
鍾
慢
の
「
選
」
活
動
が
こ
う
し
た
背
景
を
後
に
し
て
い
る
事

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
鍾
慢
の
「
選
」
活
動
に
は
、
当
時
の
外
の
選
家
に
比
べ
て
目
立
つ
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
外
の
選

家
が
必
要
に
応
じ
て
「
選
」
を
行
い
な
が
ら
も
、
「
選
L

の
重
要
性
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
を
見
せ
て
い
な
い
の
に
比
べ
て
（
彼
ら
の
文
集
の

中
で
「
選
」
に
対
す
る
言
説
が
見
ら
れ
な
い
）
、
鍾
慢
は
「
選
し
そ
の
自
体
を
非
常
に
重
視
し
て
、
は
っ
き
り
し
た
認
識
を
持
っ
て
「
選
L

を

行
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
彼
が
『
詩
帰
』
の
評
選
に
傾
け
た
情
熱
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

つ
ま
り
、
鍾
慢
は
中
国
の
古
典
の
文

人
の
中
で
珍
し
く
「
選
」
の
批
評
的
役
割
を
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

次

「
選
」
に
対
す
る
認
ー
誠
を
始
め
と
す
る
鍾
慢
が
持
っ
て
い
た
批
評
家
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

鍾
慢
は
冷
厳
な
性
格
の
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人
で
自
身
の
詩
作
品
の
短
所
に
つ
い
て
も
よ
く
気
づ
い
て
い
た
。

そ
し
て
自
身
の
作
品
に
「
痕
L

が
あ
る
事
を
認
め
る
言
説
が
彼
の
文
集
の

中
に
何
回
か
出
る
。

夫
所
謂
反
覆
於
厚
之
一
宇
者
、

也。（
い
わ
ゆ
る
「
厚
」
の
一
宇
を
反
覆
す
る
の
は
、
心
で
は
詩
に
は
実
に
こ
う
い
う
境
界
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
を

取
っ
た
時
こ
の
境
界
に
至
る
事
が
で
き
な
い
の
は
、
す
な
わ
ち
知
っ
て
い
る
が
実
行
で
き
な
く
、
待
っ
て
い
る
が
至
ら
な
く
、
望
ん
で

い
る
が
見
え
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
「
奥
高
該
之
観
察
」

心
知
詩
中
賓
有
比
境
也
、

其
下
筆
未
能
如
此
者
、

則
所
謂
知
市
末
路
、

期
而
未
至
、
望
而
未
之
見

こ
の
文
は
、
『
】
詩
帰
』
が

「厚
L

を
反
覆
し
て
い
る
と
い
い
な
が
ら
鍾
慢
の
詩
文
は

「
厚
」
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
友
人
の
評
に
対
し



て
の
答
え
で
あ
る
。
鍾
慢
の
批
評
家
と
創
作
者
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
の
認
識
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
鐘
慢
は
ま
た
次
の
よ
う
に
い

v
qノ
0

夫
錦
繍
千
尺
、
善
作
者
不
必
善
裁
、
善
裁
者
、
不
必
善
作
、
世
固
有
不
能
詩
而
知
詩
者
、
予
所
裁
決
、
或
亦
有
以
相
中
平
！

（
千
尺
の
に
し
き
を
よ
く
作
る
人
が
必
ず
し
も
よ
く
た
つ
の
で
は
な
く
、
よ
く
た
っ
人
が
必
ず
し
も
よ
く
作
る
の
で
は
な
い
。
世
に
は

ま
こ
と
に
詩
を
作
る
事
は
で
き
な
い
が
知
る
事
は
で
き
る
人
が
い
る
。
私
が
詩
を
評
す
る
の
に
も
、
あ
る
い
は
ま
た
あ
た
る
と
こ
ろ
が

あ
る
で
し
ょ
う
！
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
簡
遠
堂
近
詩
序
」

鍾
慢
は
自
分
自
身
を
た
と
え
て
、
世
に
は
詩
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
知
る
こ
と
は
で
き
る
人
が
い
る
と
い
う
。
謙
遜
の
言
葉
で
あ
り

な
が
ら
も
、
創
作
の
方
よ
り
批
評
の
方
に
自
身
を
も
っ
て
い
る
事
が
う
か
が
え
る
。

で
は
こ
う
い
う
批
評
家
音
山
識
の
発
露
か
ら
始
ま
る
と
い

鍾
慢
の
い
う
「
選
L

の
対
象
は
大
き
く
分
け
れ
ば
古
人
、
当
時
の
詩
人
、
選
者
自
身
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
も
選
者
の
批
評
眼
を
必

一立ー

え
る
「
選
L

に
対
し
て
鍾
慢
は
ど
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

要
と
す
る
事
は
変
わ
ら
な
い
が
、

そ
の
対
象
に
よ
っ
て
「
選
」
の
意
味
が
す
こ
し
ず
つ
異
な
る
。
鍾
慢
に
お
い
て
古
典
作
品
は
理
想
と
す
る

ベ
き
典
範
で
あ
る
。

そ
れ
は
古
典
作
品
は
長
い
間
伝
わ
っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
然
淘
汰
を
耐
え
ぬ
い
て
、
作
品
と
し
て
そ
の

価
値
を
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
古
典
詩
を
対
象
に
し
て
「
選
L

す
る
こ
と
は
、
作
品
の
価
値
の
高
低
に
も
関
係
が
あ
る

が
選
者
の
好
み
に
も
っ
と
か
か
わ
り
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
多
い
肯
典
の
中
で
、
選
者
の
心
目
に
合
う
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
「
選
L

し
て
編

す
る
。
結
果
的
に
、

そ
の
選
書
は
、
古
人
の
「
精
神
」
が
表
わ
れ
て
い
る
古
人
の
著
書
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
選
者
の
性
情
も
含
め
て
い

る
選
者
の
著
書
で
も
あ
る
。
鍾
僅
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
『
詩
帰
』
に
つ
い
て
「
此
雄
選
古
人
詩
、
賞
自
著
一
幸
一
日
」
（
日
）
と
い
っ
た
こ
と
に

も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
鍾
慢
の
い
う
「
学
古
L

と
は
、
こ
の
よ
う
な
っ
合
述
作
震
一
心
、
聯
古
今
矯
一
人
者
L

（
叫
）
の
こ
と
を
意
味
す
る
。



そ
し
て
、
古
人
の
寸
精
神
」
と
選
者
の
性
情
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
選
書
を
今
の
読
者
が
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
古
人
の
「
精
神
」

と
今
の
読
者
の
「
精
神
」
が
接
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
古
人
の
精
神
」
を
「
後
人
の
心
目
」
に
合
わ
せ
る
事
が
古
典
を
「
選
」
す
る
こ
と
の

目
的
で
あ
り
、

ま
た
選
者
の
権
力
で
あ
る
白
石

次
に
近
人
の
詩
及
び
当
時
人
の
詩
を
「
選
し
す
る
こ
と
は
、

お
お
む
ね
無
駄
な
作
品
を
「
耐
」
し
て
後
世
ま
で
伝
わ
る
作
品
を
「
選
し
す

る
こ
と
で
あ
る
。

」
の
場
合
に
は

「選
L

す
る
こ
と
に
も
っ
と
価
値
概
念
が
入
る
。

つ
ま
り
、
性
情
が
発
露
さ
れ
て
い
る
「
真
詩
ヘ

さ
ら

「厚」

の
境
界
の
作
品
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
、
世
の
中
の
選
者
と
し
て
の
鍾
慢
に
対
す
る
評
判
は

「苛」

で
あ
っ
た
品
J
o

哀
中
道
に
も
、

鍾
慢
が
雷
何
思
の
詩
を

「
選
」
す
る
の
に
お
い
て
「
精
」
を
求
め
、

だ
っ
た
二
冊
し
か
残
し
て
い
な
い
の

に
対
し
て
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
記
録
が
あ
る
（
η）

O

こ
こ
か
ら
も
鍾
慢
の
「
選
」
に
対
す
る
情
熱
が
う
か
が
え
る
。

最
後
に
、
「
選
」
の
対
象
が
選
者
自
身
で
あ
る
場
合
は
、
創
作
態
度
と
深
く
関
係
す
る
。
鍾
慢
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
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選
而
後
作
者
上
也
、
作
市
自
選
者
次
也
、
作
市
待
人
選
者
又
次
也
。

（
選
ん
だ
後
作
る
の
が
も
っ
と
も
い
い
、
作
っ
た
後
自
ら
選
ぶ
の
は
そ
の
次
で
あ
り
、

で
あ
る
。
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
飴
集
・
「
題
魯
文
俗
詩
選
後
L

作
っ
た
後
、

人
が
選
ぶ
の
を
待
つ
の
は
そ
の
次

つ
ま
り
、
作
っ
た
後
「
澗
L

さ
れ
る
よ
り
は
、
作
る
前
に
作
者
が
自
ら
選
ん
で
伝
わ
る
も
の
を
作
る
の
が
一
番
望
し
い
と
い
う
。
創
作
者

に
は
誰
に
も
習
作
期
が
必
要
で
、

ま
た
傑
作
を
生
む
た
め
に
は
だ
さ
く
も
必
要
で
あ
る
の
は
当
然
だ
が
、
こ
こ
で
鍾
慢
が
言
い
た
い
の
は
創

作
態
度
の
慎
重
性
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
こ
う
い
う
慎
重
な
創
作
態
度
の
強
調
か
ら
も
、
作
品
の
で
き
に
し
ん
け
い
を
使
う
、
創
作
者
の
中

に
潜
ん
で
い
る
批
評
家
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
慎
重
な
創
作
態
度
は
た
し
か
に
公
安
派
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
点
で
あ



る。
結
局
、
鍾
慢
は
衰
宏
道
が
お
も
に
創
作
者
の
立
場
に
止
ま
っ
た
の
に
比
べ
て
、

そ
こ
か
ら
一
歩
進
み
、
批
評
家
の
立
場
か
ら
も
文
学
を
論

じ
る
余
裕
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
原
因
は
鍾
慢
の
う
ま
れ
つ
き
の
冷
静
な
性
格
及
び

「
学
古
L

の
主
張
に
よ
る

「選
L

の
必
要
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

国

お

わ

り

に

も
と
も
と
文
人
ら
の
影
響
関
係
を
正
確
に
い
う
の
は
難
し
い
。
小
論
で
は
一
寛
陵
派
と
公
安
派
の
文
学
作
品
は
論
議
の
対
象
に
し
て
い
な
い

の
で
一
寛
陵
派
を
公
安
派
の
継
承
発
展
者
に
み
る
か
、
別
の
文
学
流
派
に
み
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
え
て
結
論
を
出
さ
な
い
。
た
だ
一
寛
陵

鍾
慢
は
公
安
派
と
の
交
際
か
ら
多
く
を
得
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

一
方
公
安
派
の

「
古
」
に
対
す
る
態
度
及
び
そ
の
作
品
が
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派
の
文
学
理
論
及
び
そ
の
創
作
態
度
を
、
公
安
派
と
比
べ
て
考
察
し
て
み
た
ら
、
以
下
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
。

中
・
晩
唐
の
風
格
と
似
て
い
る
事
に
対
し
て
、

一
貫
し
て
批
判
的
態
度
を
保
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
両
派
の
復
古
観
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
事
を

示
し
て
い
る
。
小
論
で
は
こ
の
部
分
を
少
し
明
か
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
哀
宏
道
は
詩
創
作
に
お
い
て
性
霊
が
発
露
さ
れ
た
作
品
を
強

調
す
る
の
に
止
ま
っ
た
が
、
鍾
僅
は
も
っ
と
質
の
高
い
作
品
を
目
指
し
、

そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
つ
讃
書
養
気
」
を
主
張
し
た
。
こ
の
点

は
両
派
の
「
古
」
に
対
す
る
態
度
と
も
あ
る
程
度
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
鍾
慢
は
「
古
人
L

の
「
真
詩
」
を
つ
読
む
こ
と
」
を

主
張
し
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
哀
宏
道
が
お
も
に
創
作
者
の
立
場
に
止
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
鍾
慢
は
そ
こ
か
ら
一
歩
す
す
み
、

か
な
り

明
確
な
批
評
家
意
識
を
見
せ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
批
評
家
意
識
は
お
も
に
「
選
」
活
動
及
び
「
選
」
に
対
す
る
認
識
を
通
じ
て
表
わ
れ
た
。

こ
の
点
は
鍾
僅
の
冷
静
な
性
格
及
び
彼
が
「
学
古
L

を
主
張
し
た
こ
と
と
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
う
い
う
で
き
あ
が
っ
た
作
品



の
完
成
度
に
気
を
配
る
批
評
家
意
識
の
発
露
か
ら
、
鍾
慢
は
慎
重
な
創
作
態
度
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
両
派
の
文
学
理
論
及
び
創

作
態
度
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
か
な
り
多
く
の
差
異
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
し
て
時
期
的
に
後
に
来
る
一
寛
陵
派
の
方
が
、

公
安
派
の
方
を
あ
る
程
度
補
完
し
て
い
る
役
割
を
担
当
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

［注］

（1
）
『
列
朝
詩
集
小
惇
』
・
丁
集
中
・
「
実
稽
勲
宏
道
」

（2
）
研
究
論
文
集
で
『
一
一
陵
派
与
晩
明
文
学
革
新
思
潮
』
が
あ
る
（
一
九
八
七
年
・
武
漢
大
学
出
版
社
）
。

（3
）
入
矢
義
高
氏
「
真
詩
」
（
『
古
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
）
。
阿
部
兼
也
氏
「
唐
詩
帰
詩
評
用
語
試
探
l
H説
不
出
μ

と

H深
H
1
L
（
『
集
刊

東
洋
学
』
二
十
九
号
、
一
九
七
三
年
六
月
）
。
「
詩
評
に
お
け
る
逆
説
的
表
現
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て

l
H唐
詩
帰
μ

の

H静
ヘ

H深
ヘ

H幽
H
な
ど
を

め
ぐ
っ
て

l
L
（
『
教
養
部
紀
要
』
十
九
号
、
一
九
七
四
年
三
月
、
東
北
大
）
。
曲
目
淑
娼
氏
『
晩
明
性
霊
小
品
研
究
』
（
文
津
出
版
社
・
一
九
八
八
年
・

台
北
）

（4
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
口
氏
集
・
「
潜
梶
恭
詩
序
L

（5
）
『
錦
帆
集
』

6
）
『
中
国
文
学
批
評
史
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
復
旦
大
学
・
一
九
八
一
年
）

（7
）
『
錦
帆
集
』
・
「
叙
小
修
詩
」

（8
）
『
華
嵩
遊
草
』
・
「
西
京
稿
序
」

（9
）
『
解
脱
集
』
・
「
絞
陳
正
甫
曾
心
集
」

（
ω）
『
解
脱
集
』
・
「
殺
陳
正
甫
曾
心
集
」

（
日
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
簡
遠
堂
近
詩
序
」

（
ロ
）
入
矢
義
高
氏
「
公
安
三
著
作
表
実
」
（
『
支
那
学
』
十
巻
一
号
・
一
九
四

O
年
十
二
月
）

（
日
）
『
隠
秀
軒
集
』
・
往
集
・
寸
輿
察
敬
夫
」
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（
い
け
）

（
日
）

（
胎
）

（
口
）

『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
二
十
一
史
撮
奇
序
L

『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
詩
蹄
序
L

『
隠
秀
軒
集
』
・
長
集
・
「
徐
元
歎
詩
叙
」

『
瀞
居
柿
録
』
巻
十
一
・
九
一
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