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李
笠
翁
と
日
本
の
戯
作
者

岡

晴

夫

李
漁
（
笠
翁
、

と
い
う
文
人
・
作
家
の
実
像
を
把
握
す
る
う
え
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
ポ
イ
ン
ト

一
六
二
ー
一
六
八

O
）

は
、
彼
が
い
わ
ゆ
る
〈
戯
作
者
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
作
品
に
対
す
る
見
方
や
評
価
は
、
ご
く
一
般
通
常
の
文
芸

と
し
て
で
は
な
く
、
〈
戯
作
〉
と
い
う
特
異
な
視
点
か
ら
成
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
笠
翁
の
戯
曲
お
よ
び
小
説
は
、

わ
が
江
戸
期
に
生
ま
れ
た
一
種
の
「
娯
楽
文
芸
・
遊
び
の
文
芸
」
で
あ

そ
の
内
容
や
性
格
か
ら
見
て
〈
戯
作
〉
と
同
一
視
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

〈
戯
作
〉
と
は
何
か
、
こ
れ
を
ご
く
簡
略
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、

笠
翁
の
友
人
尤
伺
（
展
成
）
は
、
彼
の
文
芸
を
評
し
て
「
狭
拾
の
伎
偏
を
用
っ
て
瀞
戯
の
神
道
を
作
す
」
と
調
っ
た
（
『
閑
情
偶
寄
』
序

文
）
。
ま
さ
し
く
笠
翁
文
芸
の
本
質
本
領
に
ふ
れ
て
核
心
を
衝
い
た
、
非
常
に
重
要
な
発
言
で
あ
る
と
し
て
注
目
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ

ち

つ
ね
に
ぷ
彼
猪
の
伎
倒
。
を
発
揮
し
駆
便
し
よ
う
と
す
る
笠
翁
な
る
戯
作
者
は
、
実
に
し
た
た
か
な
曲
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
す
が
た

を
容
易
に
は
捉
え
に
く
い
、
複
雑
に
入
り
組
み
屈
折
し
た
精
神
構
造
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
か
と
い
え

ば
、
結
局
は
〈
卑
下
慢
〉
と
い
う
気
分
・
気
質
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
ら
の
才
能
や
学
識
に
対
し
て
は
人
一
倍
強
烈
な
自
信
と
自
負
心

-586-



を
も
ち
な
が
ら

一
方
に
お
い
て
は
、
ぬ
ぐ
い
去
り
が
た
い
自
卑
の
心
・
自
噸
心
が
あ
る
。
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
〈
戯
作
者
〉
で
あ
る
こ

と
に
、
負
い
目
や
引
け
目
・
不
面
目
を
感
じ
背
負
い
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
科
挙
に
挫
折
し
、
文
人
と
し
て
は
完
全
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
生
き
て
、

ろ
わ
ら
い

い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
好
色
と
滑
稽
を
特
徴
と
す
る
、

つ
ま
り
、

き
わ
め
て
通
俗
卑
俗
な
小
説
戯
曲
を
書

い
わ
ば
位
取
り
の
点
で
一
段
と
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。と
く
に
建
前
原
則

の
強
固
な
中
国
に
お
い
て
は
蔑
ま
れ
、
尚
雅
の
精
神
を
基
底
と
す
る
正
統
派
文
人
の
伝
統
的
感
覚
か
ら
は
、
当
然
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
説
戯
曲
で
有
名
人
に
な
っ
た
彼
は
、

ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
特
技
や
才
能
が
あ
っ
た
か
ら
、
全
国
各
地
の
名
士
富
豪
の
招
き

に
応
じ
て
、
彼
ら
の
聞
を
食
客
と
し
て
渡
り
歩
い
た
。

み
ず
か
ら
こ
れ
を
グ
托
鉢
。
と
称
し
て
、
た
か
り
生
活
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
折

に
は
、
若
い
妾
た
ち
に
芝
居
を
仕
込
ん
で

こ
れ
を
ひ
き
連
れ
て
行
っ
て
自
作
の
戯
曲
を
演
じ
さ
せ
、
パ
ト
ロ
ン
の
ご
機
嫌
を
う
か
が
う
と

い
っ
た
行
い
を
し

い
わ
ば
文
人
く
ず
れ
の
グ
高
等
需
問
。
と
し
て
世
過
ぎ
し
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
グ
托
鉢
。
だ
け
で
は
生
活

し
て
い
け
な
か
っ
た
か
ら
、
出
版
販
売
業
を
も
営
ん
だ
。
目
端
の
利
く
商
売
人
と
し
て
商
才
に
も
た
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
笠
翁

の
手
に
成
る
小
説
戯
曲
は
、
読
者
観
衆
に
娼
ぴ
た
卑
俗
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
彼
の
生
業
や
生
き
方
も
、
グ
高
等
封
巾
問
。
と
し
て
た

か
り
生
活
を
す
る
、

そ
し
て
同
時
に
商
売
人
で
も
あ
る
と
い
う
、

文
人
と
し
て
は
真
当
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
生
き
方
が
、

明
末
清
初
と
い
う
時
代
に
は
大
幅
に
許
容
さ
れ
容
認
さ
れ
た
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
や
は
り
文
人
と

し
て
普
通
・
尋
常
・
真
当
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
な
り
自
意
識
が
、
彼
自
身
の
心
中
に
潜
在
し
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
彼
が
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
を
指
し
て
「
賎
者
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
最
も
端
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

笠
翁
が
み
ず
か
ら
払
拭
し
き
れ
ぬ
負
い
目
や
不
面
目
を
背
負
っ
て
い
る
に
つ
い
て
は
、

そ
の
証
左
と
な
る
事
柄
を
他
に
何
点
か
指
摘
で
き



る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
か
ら
も
彼
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
笠
翁
に
は
歴
史
を
論
じ
た
「
論
古
』
（
『
笠
翁
別
集
』
巻
ご
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
か
の
東
方
朔
が
『
史
記
・
滑
稽
列

伝
』
で
は
か
滑
稽
。
と
し
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
大
層
ム
キ
に
な
っ
て
怒
り
憤
り
、
作
者
の
司
馬
遷
を
「
腐
史
」
と
罵
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

人
謂
へ
ら
く
、
武
帝
の
名
臣
は
ま
き
に
首
に
董
仲
箭
・
汲
賠
を
推
す
べ
し
と
。
予
謂
へ
ら
く
、
東
方
朔
立
朝
す
る
に
、
風
采
二
臣
の
下

に
在
ら
ず
。
史
氏
察
せ
ず
、
乃
ち
滑
稽
を
以
て
之
を
軽
ん
じ
、
優
孟
諸
人
と
併
歯
す
、
菟
な
る
哉
。
：
：
：
朔
は
又
一
代
の
通
儒
に
て
其

の
学
術
は
董
仲
箭
の
下
に
在
ら
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
失
。
：
：
：
吾
、
朔
は
腐
史
と
何
の
讐
あ
り
て
、
遂
に
其
の
凌
り
賎
し
め
に
遭
ふ
こ
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と
此
の
若
き
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
也
。
宣
に
千
古
不
決
の
疑
案
に
非
ず
や
。
（
「
論
東
方
朔
諌
内
董
僅
置
酒
宣
室
」
）

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
滑
稽
」
と
し
て
凌
り
賎
し
ま
れ
て
い
た
東
方
朔
に
、
笠
翁
が
自
分
自
身
の
す
が
た
を
完
全
に
重
ね
合
せ
て

憤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
笠
翁
の
屈
折
し
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
、

笠
翁
は
、

こ
こ
に
明
ら
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

そ
も
そ
も
激
昂
し
た
り
悲
憤
懐
慨
し
た
り
は
し
な
い
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
る
。
「
不
肖
硯
田
に
糊
口
し
、
原
憤
を
発
し
て
書
を

著
は
す
に
非
ず
」
（
「
曲
部
誓
詞
」
）と
み
ず
か
ら
も
言
う
よ
う
に
、
平
素
は
表
面
上
あ
く
ま
で
も
穏
や
か
で
、
ひ
た
す
ら
低
姿
勢
を
示
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
舌
鋒
の
鋭
さ
と
か
辛
棟
き
と
い
っ
た
も
の
を
い
っ
さ
い
持
た
ず
、
決
し
て
攻
撃
的
で
は
な
く
、ま
し
て
や

ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
で
は
な
い
。
可
能
な
限
り
柔
軟
な
軽
い
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
姑
息
に
行
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
む
し
ろ
笠
翁
に
つ
い
て

言
え
る
大
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ほ
と
ん
ど
他
に
は
例
を
見
る
こ
と
な
く
東
方
朔
の
扱
い
に
つ
い
て
の
み
こ
こ
で
猛
然
と
憤



を
発
し
激
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
心
理
的
背
景
に
は
当
然
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
東
方
朔
よ
り
も
ず
っ
と
先
輩
に
あ

た
る
か
滑
稽
の
雄
。
に
淳
子
売
が
い
る
。
笠
翁
自
身
が
こ
の
淳
子
売
に
ま
さ
る
滑
稽
で
あ
る
こ
と
が
呉
偉
業
に
よ
っ
て
詩
に
詠
ま
れ
、

(2
) 

が
尤
展
成
に
よ
っ
て
一
層
強
調
き
れ
た
こ
と
を
、
併
せ
て
ぜ
ひ
想
起
し
た
い
と
思
う
。

そ
れ

第
二
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
当
時
説
書
家
と
し
て
赫
赫
た
る
名
声
を
馳
せ
た
柳
敬
亭
（
一
五
八
七l
約
一
六
七
O
）
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

の
非
常
に
大
勢
の
詩
人
文
人
た
ち
が
、

い
わ
ゆ
る
ぷ
一
五
人
。
で
こ
れ
ほ
ど
の
著
名
人
は
他
に
い
な
い
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
末
清
初
期

(3
) 

さ
ま
ざ
ま
に
取
り
あ
げ
て
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
呉
偉
業
・
黄
宗
義
・
周
容
・
沈
龍

る
。
彼
に
つ
い
て
い
え
ば

期
等
は
彼
の
た
め
に
伝
記
を
書
き
、
銭
謙
益
・
襲
鼎
撃
・
余
懐
・
杜
溶
・
張
岱
・
冒
裏
・
毛
奇
齢
・
閣
爾
梅
そ
の
他
、
詩
文
に
讃
辞
を
寄
せ

た
文
士
諸
大
家
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
妻
子
令
『
双
鴬
伝
』
・
孔
尚
任
『
桃
花
扇
』
等
の
よ
う
に
、
彼
を
劇
中
に
扱
っ
た
戯
曲
作
品
も
あ
る
。

「
凡
そ
明
末
清
初
の
著
名
な
詩
人
で
彼
に
言
及
し
な
い
も
の
は
少
い
、

と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
」
（
福
本
雅
一
氏
『
明
末
清
初
』
）ほ
ど
な
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の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
李
笠
翁
に
は
一
言
も
彼
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
が
な
い
。

口
舌
の
面
白
き
で
聴
衆
を
釣
ろ
う
と
す
る
の
が
説
書
家
で
あ
る

が
、
同
様
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
き
と
そ
の
組
み
立
て
方
に
心
を
く
だ
い
た
笠
翁
が
、
そ
う
し
た
話
芸
の
名
人
と
誕
わ
れ
た
柳
敬
亭
に
全
く

興
味
を
一
不
き
な
か
っ
た
は
ず
は
な
く
、そ
れ
は
む
し
ろ
非
常
に
考
え
に
く
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、

こ
の
場
合
笠
翁
の
彼
に
対
す
る
心
情
心
理
に
は
、
か
な
り
複
雑
な
屈
折
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
笠
翁
自
身
が
4
E
人
。
に
等
し
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
文
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
し
、
事
実
「
人
以

俳
優
目
之
」
（
「
曲
海
総
目
提
要
』
）と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
芸
人
ま
が
い
、
芸
人
ふ
ぜ
い
の
生
業
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ

と

い
わ
ば
柳
敬
亭
と
同
じ
ぷ
百
人
。
仲
間
の
同
業
者
で
あ
る
と
い
う
負
い
目
を
深
く
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
が
、
一
方
に
お
い
て



は
、
文
人
知
識
人
と
し
て
の
強
固
な
ブ
ラ
イ
ド
・
自
負
心
が
あ
っ
た
。
そ
の
ブ
ラ
イ
ド
や
自
負
心
が
敢
え
て
完
全
に
柳
敬
亭
を
無
視
さ
せ
る

」
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

他
の
ご
く
一
般
通
常
の
文
人
知
識
人
た
ち
に
は
、
当
然
な
が
ら
笠
翁
の
よ
う
な
負
い
目
や
引
け
目
は
な
か
っ
た
か
ら
、
何
の
わ
だ
か
ま
り

や
抵
抗
も
な
く
柳
敬
亭
に
あ
い
対
し

こ
れ
を
筆
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
心
中
に
卑
下
と
倍
倣
が
同
居
し
錯
綜
し
て
、
得
て

し
て
奇
妙
な
こ
だ
わ
り
や
わ
だ
か
ま
り
の
気
分
を
も
つ
の
が

い
わ
ゆ
る
〈
戯
作
者
〉
の
精
神
構
造
で
あ
る
。
笠
翁
の
場
合
も
ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
、
柳
敬
亭
に
対
し
て
は
殊
さ
ら
に
こ
れ
を
無
視
し
て
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

李
笠
翁
と
他
の
一
般
文
人
と
の
聞
に
は

こ
の
よ
う
に
心
の
奥
底
に
深
い
負
い
目
や
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、

明
ら
か
に
異
な
り
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
ち
が
い
は
例
え
ば
、

文
集
に
収
録
さ
れ
残
さ
れ
て
い
る
尺
臆
に
よ
っ

て
み
て
も
、
あ
る
程
度
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

笠
翁
は
当
時
の
名
だ
た
る
文
人
た
ち
と
た
い
へ
ん
幅
広
く
交
際
し
て
い
た
。
『
笠
翁
一
家
言
』
に
は
そ
う
し
た
交
遊
を
示
す
尺
蹟
文
が
百

篇
以
上
も
収
録
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
一
斑
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
自
分
が
い
か
に
多
く
の
文
人
名
士
た
ち
と
親
し
く
交
際
し

て
い
た
か
、
彼
ら
に
与
え
た
尺
臆
の
内
容
を
細
大
も
ら
さ
ず
伝
え
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、文
人
名
士
た
ち
の
側
に
も
笠
翁
に
与

え
た
書
簡
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
己
の
文
集
に
は
そ
れ
ら
を
い
っ
さ
い
残
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
笠
翁
と
特
に
深
い
交
遊
関

係
に
あ
っ
た
尤
伺
（
展
成

σ3 

「
西
堂
雑
組
』
、
あ
る
い
は
杜
溶
（
子
皇
σ〉

『
変
雅
堂
遺
集
』
に
は
、
笠
翁
宛
て
の
尺
膿
を
一
通
も
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

笠
翁
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
が
い
か
に
時
の
多
く
の
名
士
た
ち
と
交
際
し
て
い
た
か
を
誇
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、そ
れ
は
彼
に
と
っ

て
も
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
、
時
の
名
士
た
ち
に
し
て
み
れ
ば

い
わ
ば
汐
芸
人
。
ふ
ぜ
い
の
笠
翁
と
つ
き
合
っ
た
と
し
て



も
、
そ
れ
は
決
し
て
別
に
名
誉
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
し
、
後
世
に
残
そ
う
な
ど
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む

し
ろ
隠
蔽
し
て
お
き
い
ほ
ど
の
こ
と
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
笠
翁
あ
て
の
尺
膿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
意
識
的
に

み
ず
か
ら
の
文
集
に
収
録
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
よ
り
は
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
笠
翁
の
心
中
に
は
、
拭
い
去
り
が
た
い
負
い
目
が
あ
り
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
。
文
士
と
し
て
の
位
取
り
の
高
さ
と

い
う
点
で
、
自
分
が
一
段
と
低
い
者
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
て
、
強
く
こ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
き
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

次
に
注
目
し
指
摘
し
た
い
の
は
、
笠
翁
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
口
に
す
る
「
噌
痴
（
偏
好
）
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
り
、
」
れ
は
そ
の
ま
ま

笠
翁
の
文
芸
の
性
格
を
示
す
キ
イ
ワ
l

ド
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
っ

：
：
：
凡
そ
余
の
生
平
の
著
作
、
皆
此
に
葦
む
。
噌
痴
の
癖
有
る
者
、
此
を
貿
ひ
て
以
て
去
ら
ば
、
笠
翁
を
借
に
し
て
帰
る
が
如
く
な
ら

ん

（
『
閑
情
偶
寄
』
器
玩
部
）

晴
、
五
ロ
老
い
た
り
失
、
用
ふ
る
に
足
ら
ざ
る
也
。
請
ふ
、
崖
略
を
以
て
之
を
簡
篇
に
付
し
、
噌
痴
の
者
の
采
揮
に
供
さ
ん
こ
と
を
。

（
問
、
居
室
部
）

こ
れ
ら
が
彼
一
流
の
戯
諺
の
口
調
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

み
ず
か
ら
の
作
品
を
も
っ
て
風
変
り
な
お
も
む
き
の
も
の
、

物
あ
じ
の
も
の
だ
と
謂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た

こ
の
よ
う
に
も
い
う
。

下
手



晴
、
李
子
一
生
、
著
書
千
巻
、
有
く
も
炉
婦
の
口
に
非
ざ
る
も
、
噌
む
に
以
て
痴
と
局
き
ざ
る
無
し
。
（
「
輿
陳
学
山
少
宰
」
）

こ
れ
は
笠
翁
自
身
の
文
筆
著
書
の
本
質
を
、
か
な
り
率
直
に
表
白
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
自
分
が
一
生
の
う
ち
に
も
の
し
た

「
著
書
千
巻
」
は
、
真
当
な
味
わ
い
の
も
の
で
は
な
い
風
変
り
な
お
も
む
き
の
も
の
な
の
だ
と
殊
さ
ら
に
言
っ
て
み
せ
、そ
こ
に
倣
慢
に
居

直
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
変
り
な
面
白
い
も
の
が

い
っ
た
い
自
分
以
外
の
誰
に
書
け
る
か
、
こ
れ
ら
は
天
下
一
品
で
あ
る
と

い
う
し
た
た
か
な
自
信
を
ウ
ラ
に
秘
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
た
し
か
に
そ
の
通
り
な
の
で
あ
っ
て
、
『
閑
情
偶
寄
』
も
ま
た
然
り
、

戯
曲
も
小
説
も
捻
り
に
捻
っ
た
趣
向
に
よ
る
ま
こ
と
に
面
白
い
風
味
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
作
者
特
有
の
個
性
、
他
に
比
類
な
い
独

自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
を
こ
そ
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
笠
翁
は
ま
た
得
意
気
に
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

漁
自
ら
甘
泉
に
抵
り
、
大
将
軍
の
揖
客
と
潟
り
て
、
刑
訊
の
迂
談
を
障
に
し
、
噌
痴
の
偏
聴
を
釜
た
し
む
。

（
「
寄
謝
劉
耀
破
大
中
丞
」
）

恐
ら
く
こ
れ
は
笠
翁
の
弁
舌
に
長
け
た
グ
高
等
帯
閑
。
ぶ
り
を
十
分
窺
わ
す
に
足
る
言
い
草
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ま
た
ヌ
ケ
ヌ
ケ
得
得
と

し
て
述
べ
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
笠
翁
ら
し
い
と
い
え
る
。
彼
の
滑
稽
の
才
の
う
ち
で
一
つ
の
特
徴
は
、
自
分
自
身
を
庇
し
め
て

み
せ
る

コ
ケ
に
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
誰
も
傷
け
な
い
最
も
危
険
の
な
い
安
全
な
笑
い
で
あ
る
が
、

」
の
コ
ケ
に
し

て
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
実
は
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
強
い
自
信
と
自
負
心
の
ウ
ラ
返

し
な
の
で
あ
っ
て
、

オ
モ
テ
か
と
思
う
と
ウ
ラ
が
ひ
そ
ん
で
い
る
、

そ
の
あ
た
り
の
底
意
と
い
う
も
の
を
ぜ
ひ
と
も
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



こ
の
「
噌
痴
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
笠
翁
に
の
み
限
ら
ず
明
末
清
初
期
の
文
人
の
著
作
中
に
少
な
か
ら
ず
そ
の
用
例

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
風
変
っ
た
も
の
個
性
的
な
も
の
の
な
か
に
独
自
の
価
値
を
見
出
し
喜
ぶ
と
い
う
風
潮
が
、こ
の
時
期
に
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
渇
夢
龍
や
尤
展
成
・
張
潮
等
々
の
文
章
の
な
か
に
も
散
見
す
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
場
合
も
自
己

の
作
品
に
つ
い
て
P

風
変
り
な
も
の
。
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
が
実
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
笠
翁
は
右
に
示
し
た

数
例
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
自
己
の
著
述
・
言
説
に
向
け
て
こ
の
語
を
用
い
、
そ
れ
ら
が
「
噌
痴
者
」
を
喜
ば
す
風
変
り
な
も
の
だ
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
「
噌
痴
者
」
好
み
と
も
言
い
う
る
一
風
異
な
っ
た
独
自
の
味
わ
い
を
帯
ぴ
て
い
る
の
が
、ほ
か

な
ら
ぬ
李
笠
翁
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

腫
言
え
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
表
通
り
に
あ
る
然
る
べ
き
構
え
の
立
派
な
レ
ス
ト
ラ
ン
、

そ
こ
で
出
さ
れ
る
正
式
真
当
の
料
理
で

者
は
、
格
調
の
高
き
と
い
う
点
で
は
大
き
な
聞
き
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
メ
ジ
ャ
ー
と
マ
イ
ナ
ー
の
差
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
笠
翁

は
な
い
。

む
し
ろ
路
地
裏
に
あ
る
赤
提
灯
風
の
一
杯
呑
み
屋
、

そ
こ
で
出
さ
れ
る
下
手
物
風
味
の
珍
妙
な
る
味
わ
い
の
小
料
理
で
あ
る
。
両

は
、
往
々
に
し
て
そ
の
赤
提
灯
風
の
店
を
も
っ
と
も
ら
し
い
構
え
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ご
と
く
に
装
い
、
然
る
べ
き
料
理
の
よ
う
に
も
見
せ
か

け
て
き
し
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
る
。
眉
唾
な
胡
散
く
さ
い
表
現
を
し
て
み
せ
る
の
が
い
わ
ば
戯
作
者
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
あ

る
か
ら
、

そ
う
し
た
「
狭
槍
伎
偏
」
に
よ
る
煙
幕
に
ま
か
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
ま
ん
ま
と
そ
の
手
の
中
に
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
で
〈
戯
作
〉
な
る
も
の
は
、
と
く
に
思
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
も
た
ず
、

と
り
立
て
て
何
も
主
張
し
な
い
、
従
っ
て
い
わ
ば
気

分
本
位
の
ム
ダ
な
文
学
、
F

無
用
の
文
学
。
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

マ
イ
ナ
ー
の
文
芸
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
グ
無
用
の

用
。
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
戯
作
の
よ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
と
も
あ
れ
グ
有
用
の
文
学
。
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の

作
者
（
戯
作
者
）
は
や
や
も
す
れ
ば
心
中
に
あ
る
種
の
後
ろ
め
た
き
ゃ
負
い
目
引
け
目
を
抱
く
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
創
作
す
る
に
あ



た
っ
て
は
懸
命
に
努
力
し
苦
労
し
な
が
ら
も
、

そ
の
す
え
に
で
き
た
作
品
が
読
者
に
単
な
る
慰
み
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
と
く
に
学
識
に
富
み
醒
め
た
眼
を
も
っ
戯
作
者
た
ち
に
は
、
空
し
さ
に
も
似
た
感
情
を
抱
か
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が

無
用
の
文
学
に
た
ず
き
わ
る
無
用
者
だ
と
い
う
意
識
で
も
あ
る
。

ヤ
ム

例
え
ば
、
戯
作
界
の
ボ
ス
的
存
在
で
あ
る
平
賀
源
内
は
、
み
ず
か
ら
の
著
作
が
徒
労
で
あ
る
こ
と
を
自
嚇
し
て
そ
こ
に
居
直
り
、
「
巳
に

7
サ
ガ
キ

賢
る
の
む
だ
書
」
（
『
放
庇
論
後
編
追
加
』
）
と
噺
き
、
ま
た
最
晩
年
に
は
、
「
功
な
ら
ず
名
ば
か
り
遂
て

年
暮
ぬ
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で

い
る
。
こ
こ
に
は
、

み
ず
か
ら
ふ
り
返
っ
て
み
て
実
の
な
い
虚
な
る
人
生
で
あ
っ
た
と
い
う
、

言
い
知
れ
ぬ
空
し
き
苦
々
し
き
を
伴
な
っ
た

感
懐
詠
嘆
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
東
京
伝
で
あ
っ
た
。
彼
に
は
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
穆
屈
や
屈
折
が
な
い

へ
ち
ま

は
ず
で
あ
る
が
、
自
作
黄
表
紙
の
な
か
で
「
戯
作
者
ば
か
り
羨
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
。
人
に
は
糸
瓜
の
皮
の
よ
う
に
思
は
る
る
よ
。

一
言
も
流
し
に
い
ず
る
と
ぶ
鼠
の
ご
と
く
、
尻
尾
を
ま
い
て
逃
げ
つ
べ
し
」
（
『
作
者
胎
内
十
月
図
』
）
と
言

初
め
か
ら
戯
作
者
た
ら
ん
こ
と
を
目
指
し
て
励
ん
だ
大
立
者
が
、

実
学
者
に
出
あ
ひ
て
は

っ
て
い
る
。
自
分
が
戯
作
者
で
虚
名
を
食
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
筆
禍
に
遭
っ
た
こ
と
を
、
後
に
国
学
者
と
な
っ
た
若
き
友
人
の
黒
沢
翁

麿
宛
て
書
簡
の
な
か
で
し
き
り
に
後
悔
し
て
お
り
、
戯
作
は
渡
世
の
た
め
に
や
む
な
く
や
っ
て
い
る
こ
と
を
切
々
と
訴
え
、
和
学
に
志
す
の

が
第
一
だ
と
勧
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
に
は
国
学
の
研
究
考
証
に
執
着
し
て
そ
の
方
を
主
と
し
、
戯
作
の
方
は
従
に
し
て
い

る

つ
ま
り
戯
作
か
ら
学
問
研
究
の
実
学
へ
と
転
向
し
て
い
る
わ
け
で
、

そ
の
温
和
で
誠
実
な
人
柄
ゆ
え
の
心
情
の
変
化
が
注
目
さ
れ
る
。

結
局
戯
作
者
と
し
て
の
負
い
目
や
無
用
者
意
識
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
戯
作
界
の
巨
匠
・
曲
亭
馬
琴
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
彼
は
「
稗
官
小
説
は
部
事
也
」
（
『
作
者
部
類
』
）
と
論
断
し
、
「
い
は
で

も
し
る
き
架
空
の
言
、
畢
寛
、
遊
戯
三
昧
に
て
、
十
月
宅
も
世
に
稗
益
な
し
」
（
『
八
犬
伝
』
「
九
輯
」
巻
三
十
三
簡
端
付
録
作
者
総
自
評
）
と
開



き
直
っ
た
。

と
同
時
に
、
「
大
約
小
説
は
、
勧
懲
を
宗
と
せ
し
も
の
な
ら
ざ
れ
ば
、
弄
ぶ
に
足
ら
ず
」
（
「
詰
金
聖
嘆
」
）
と
し
、
ま
た
、
「
勧

懲
を
手
づ
よ
く
示
し
候
が
拙
者
癖
に
御
座
候
」
（
『
曲
亭
書
簡
集
』
）
と
言
っ
て
、

み
ず
か
ら
勧
善
懲
悪
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
だ
っ
た
。
馬

琴
が
一
貫
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
勧
懲
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
性
格
的
に
き
ま
じ
め
だ
っ
た
彼
は
、
せ
め
て
こ
れ
に
す
が
り
つ
く
よ
り
ほ
か

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
は
結
局
、
戯
作
者
と
し
て
の
無
用
者
意
識
、

そ
の
屈
折
し
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
級
の
力
作
と
い
わ
れ
る
『
江
戸
繁
昌
記
』

ま
た
、
学
才
に
恵
ま
れ
な
が
ら
も
仕
官
運
動
に
失
敗
し
、
市
井
の
浪
人
儒
者
と
し
て
生
き
た
の
が
寺
門
静
軒
だ
っ
た
。
彼
は
漢
文
戯
作
中

あ
あ

の
冒
頭
で
、
「
嵯
、
斯
の
無
用
の
人
に
し
て
、
斯
の
無
用
の
事
を
録
す
」
と
述
べ
た
。
そ
し

て
、
静
軒
が
「
無
用
之
人
」
を
標
楊
し
な
が
ら
実
は
有
用
の
世
界
に
未
練
を
残
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
掛
け
値
な
し
に
「
無
用
之
人
」
と

ま
ず
」
と
言
い
、
「
吾
は
固
よ
り
無
用
の
人
な
り
、
何
の
暇
か
能
く
有
用
の
事
を
震
き
ん
」
（
『
柳
橋
新
誌
』
）
と
述
べ
て
、
強
く
開
き
直
っ
て

-577-

自
己
規
定
し
て
野
に
か
く
れ
た
の
が
成
島
柳
北
で
あ
る
。
彼
は
、
「
真
に
天
地
間
無
用
の
人
と
潟
れ
り
、
故
に
世
間
有
用
の
事
を
属
す
を
好

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
日
本
の
戯
作
者
た
ち
の
白
噸
・
卑
下
・
負
い
目
・
不
面
目
と
い
っ
た
感
情
あ
る
い
は
グ
無
用
者
意
識
。
に
つ
い
て
は
、
右
に
あ
げ

し
て
李
笠
翁
の
場
合
に
は
、

た
数
例
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
総
じ
て
た
い
へ
ん
単
純
ス
ト
レ
ー
ト
に
吐
露
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

(4
) 

日
本
の
戯
作
者
た
ち
は
ど
単
純
明
瞭
で
は
な
く
、
隠
微
に
し
て
か
っ
し
た
た
か
な
表
現
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
結
局
は
や
は
り
同
じ
戯
作
者
と
し
て
共
通
す
る
感
慨
を
洩
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

ぜ
ひ
と
も
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
「
過
子
陵
釣
台
」
と
題
す
る
詞
が
あ
る
。
後
漢
の
光
武
帝
に
招
か
れ
た
が
応
ぜ
ず
、
隠
者
で
通
し
た
と
い
う
高
潔
の
土
・
厳
子

(5
) 

陵
、
彼
が
釣
り
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
台
を
通
っ
た
と
き
の
感
慨
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
厳
陵
を
過
れ
ば
釣
台
は
照
尺
な
る
も
登
り



難
し
」
の
初
二
句
か
ら
し
て
す
で
に
、
自
分
に
ひ
き
く
ら
べ
て
子
陵
が
到
底
手
の
届
か
な
い
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

ま
ず
は
己
れ
の
す
が
た
容
貌
の
醜
き
を
の
べ
、
「
同
に
論
竿
を
執
り

共
に
蓑
笠
を
披
る
も

君
の
名
は
何
ぞ
重
く
我
は
何
ぞ
軽
き
」
と
言

い
、
「
相
い
去
る
こ
と
遠
し

君
は
厚
禄
を
辞
し

我
は
虚
名
を
釣
り
ぬ
」
と
嘆
ず
る
。
後
関
で
は
自
卑
自
噸
の
念
を
一
段
と
強
め
、
fこ
か

り
生
活
を
し
手
ぶ
ら
で
帰
る
の
を
愁
え
る
よ
う
な
自
分
で
あ
る
か
ら
、
天
文
官
の
誰
が
客
星
が
現
れ
た
な
ど
と
帝
に
奏
上
し
た
り
し
よ
う
か

と

（
子
陵
が
帝
に
鴨
せ
ら
れ
て
共
に
偲
臥
し
た
と
き
帝
の
腹
に
足
を
の
せ
た
故
事
「
客
星
犯
帝
座
」
を
踏
ま
え
て
）
自
嚇
す
る
。そ
し
て
、

他
日
ま
た
こ
の
地
を
過
る
と
き
に
は
、
差
ず
か
し
さ
に
目
を
見
開
く
こ
と
も
で
き
ま
い
、
と
言
っ
て
一
篇
を
結
ん
で
い
る
。
｜
｜
こ
の
詞
に

見
ら
れ
る
徹
底
し
た
自
噸
自
卑
の
口
吻
と
、
逆
に
そ
れ
を
表
出
せ
し
め
る
開
き
直
り
の
情
の
強
靭
き
に
、

ぜ
ひ
と
も
注
目
し
た
い
と
お
も

、
寸
ノ
。

呂
祖
は
瀞
戯
の
仙

弥
勅
は
歓
喜
の
悌
」
と
詠
い
お
こ
し
て

い
か
に
も
喜
劇
作
家
ら
し
く
「
我
は
併
に
非
ず
仙
に
非
ざ
る
も

く
ら
ま幻

し
篤
せ
り
瀞
戯
の
筆

併

を,ill与
寸a

び、

て
は
弥

鏡2 革力
かを
に学
有ぶ

(6
) 

も
う
一
つ
取
り
あ
げ
た
い
の
は
、
「
偶
輿
」
と
題
す
る
五
言
古
詩
で
あ
る
。
「
仙
を
学
び
て
は
呂
祖
を
学
び

す
二
公
の
癖
」
と
言
い
、
続
け
て
「
嘗
て
歓
喜
の
心
を
以
て

書
を
著
は
す
三
十
年
な
る
も

世
に
子
て
損
益
す

る
無
し
」
と
詠
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
先
に
示
し
た
曲
亭
馬
琴
の
発
言
「
畢
境
、
瀞
戯
三
昧
に
て
、
毒
も
世
に
稗
益
な
し
」
と
、

結
局
同
一
趣
旨
を
の
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
さ
ら
に
笠
翁
は
、
「
但
願
は
く
は
世
間
の
人
斉
し
く
極
楽
の
国
に
登
ら
ん
こ
と
を

縦
使
長
久
な
り
難
し
と
も

亦
且
く
朝
夕
娯

し
ま
ん

一
刻
苦
悩
を
離
る
れ
ば

吾
が
責
は
亦
塞
が
る
と
云
は
ん
」
と
も
い
う
。
そ
れ
ら
に
は
、
自
己
満
足
と
サ
ー
ビ
ス
精
神
に
生
き
た

グ
戯
作
者4
の
、
自
負
と
孤
独
、
自
己
主
張
と
自
噸
の
心
の
双
方
が
、
同
時
に
混
在
し
錯
綜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
詩
詞
に
見
ら
れ
る
李
笠
翁
の
こ
こ
ろ
は
、
「
功
な
ら
ず
名
ば
か
り
遂
て

年
暮
ぬ
」
と
詠
じ
た

か
の
平
賀
源
内
の
心
境
と



も

一
脈
通
じ
合
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、

い
ま
一
度
く
り
返
す
な
ら
ば
、
「
君
名
何
重
我
何
軽
」
と
い
い
、
ま
た
「
我
釣
虚
名
」
と
い
う
、
さ
ら
に
「
著
書
三
十
年

子
世
無
損
益
」
と
の
べ
る
笠
翁
の
感
懐
、
こ
れ
こ
そ
日
本
の
戯
作
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
通
有
す
る
ぷ
一
小
用
者
意
識
。
に
も
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
戯
作
者
と
し
て
生
き
た
お
の
れ
の
人
生
を
ふ
り
返
り
み
て
、
実
の
な
い
虚
名
を
の
み
馳
せ
た
と
い
う
、
佑
ぴ
し
い
空
し
い

念
い
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
念
い
や
感
懐
が
あ
つ
だ
か
ら
こ
そ
、
笠
翁
に
は
み
ず
か
ら
の
全
著
述
を
集
め
て
『
一
家
言
』
と
し
て
ま
と
め
、

後
世
に
名
を
残
し
た
い
と
い
う
願
望
も
、
ま
た
ひ
と
一
倍
強
固
だ
っ
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
笠
翁
は
、
そ
の
異
才
に
よ
っ
て
た
し
か
に
後
世
に
名
を
残
す
ほ
ど
の
著
名
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
よ
う
な
戯
作
者
タ

イ
プ
の
文
人
は
、
中
国
文
学
史
上
お
よ
そ
他
に
類
を
見
ず
、
ひ
と
り
突
出
し
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
中
国
文
学
と
い
う

汐
一
大
レ
ス
ト
ラ
ン
。
の
な
か
に
あ
っ
て
提
供
さ
れ
る
、
ま
さ
に
比
類
な
い
独
特
の
風
味
、
珍
妙
な
る
味
わ
い
の
一
品
な
の
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、
迂

(1 

〈
戯
作
〉
の
特
性
と
し
て
は
以
下
の
四
点
を
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
｜
｜
け
い
わ
ゆ
る
正
統
派
・
本
格
派
の
メ
ジ
ャ
ー
の
文
芸
と
は
あ
い

対
置
す
る
、
非
正
統
派
の
マ
イ
ナ
ー
の
文
芸
で
あ
る
こ
と
。
口
作
者
み
ず
か
ら
が
慰
み
戯
れ
に
筆
を
と
り
、
遊
戯
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
こ

と
。
日
読
者
に
慰
み
を
提
供
す
る
と
い
う
姿
勢
か
ら
、
俗
に
居
直
り
娯
楽
性
を
こ
そ
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
四
そ
の
た
め
に
さ
ま
ざ

ま
な
趣
向
を
こ
ら
し
て
創
作
す
る
、
趣
向
重
視
の
文
芸
で
あ
る
こ
と
。

尤
展
成
は
言
う
｜
｜
「
武
林
李
子
笠
翁
、
能
矯
唐
人
小
説
、
尤
善
金
元
戯
曲
。
呉
梅
村
祭
酒
嘗
贈
詩
云
『
江
湖
笑
倣
誇
斉
賛
、
雲
雨
荒
唐
憶

楚
蛾
』
、
蓋
実
録
也
」
（
『
名
詞
選
勝
』
序
）
。
詳
く
は
拙
稿
「
李
漁
評
価
に
関
す
る
考
察
」
（
『
芸
文
研
究
』
第
五
十
四
号
）
第
五
章
参
照
。

2 



(3
) 

(4
) 

(5
) 

『
説
書
芸
人
柳
敬
亭
』
（
上
海
文
芸
出
版
）
、
「
説
書
史
話
』
（
人
民
文
学
出
版
）
、
『
揚
州
曲
芸
史
話
』
（
中
国
曲
芸
出
版
）
他
参
照
。

拙
稿
「
戯
作
者
気
質
i
l

李
笠
翁
と
わ
が
国
と
｜
｜
」
（
『
新
日
本
文
学
大
系
』
第
八
十
巻
・
月
報
お
、
岩
波
書
店
）
参
照
。

原
調
・
・
「
過
厳
陵
、
釣
台
即
応
尺
難
登
。
為
舟
師
、
計
程
進
発
、
不
容
先
輩
留
行
。
仰
高
山
、
形
容
白
塊
、
僻
流
水
、
面
白
堪
憎
。
同
執
論
竿
、

共
披
蓑
笠
、
君
名
何
重
我
何
軽
。
不
自
量
、
特
見
高
比
、
議
識
敬
先
生
。
相
去
遠
、
君
辞
厚
禄
、
我
釣
虚
名
。
再
批
評
、
一
生
友
道
、
高

卑
己
隔
千
層
。
君
全
交
未
肇
衰
完
、
我
累
友
不
恕
箸
鰻
。
終
日
抽
風
、
只
愁
戴
月
、
司
天
誰
奏
客
為
星
。
羨
爾
足
加
帝
腹
、
太
史
受
虚
驚
。

知
他
日
、
再
過
此
地
、
有
目
差
睦
。
」

原
詩
・
・
「
学
仙
学
呂
祖
、
学
悌
学
弥
勅
。
日
祖
瀞
戯
仙
、
弥
勅
歓
喜
悌
。
神
仙
貴
酒
落
、
胡
為
尚
拘
執
。
悌
度
苦
悩
人
、
宣
可
自
慢
欝
。
我

非
悌
非
仙
、
儀
有
二
公
癖
。
嘗
以
歓
喜
心
、
幻
為
瀞
戯
筆
。
著
書
三
十
年
、
子
世
無
損
益
。
但
願
世
間
人
、
斉
登
極
楽
因
。
縦
使
難
久
長
、

亦
且
娯
朝
夕
。
一
刻
難
苦
悩
、
吾
責
亦
云
塞
。
還
期
同
心
人
、
種
萱
勿
種
果
。
」

6 

本
稿
は
、
一
九
九
五
年
三
月
二
十
七
日
、
北
京
大
学
古
文
献
研
究
所
お
よ
び
中
文
系
の
要
請
に
応
じ
て
講
演
し
た
と
き
の
筆
録
（
『
中
園

典
籍
輿
文
化
』
同
年
第
三
期
掲
載
）
に
基
づ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。


