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﹁
身
世
﹂
と
﹁
掩
關
﹂
︱
秦
觀
の
閑
居
を
め
ぐ
っ
て
︱

湯

浅

陽

子

︻
要
旨
︼

北
宋
の
﹁
蘇
門
四
学
士
﹂
の
一
人
で
あ
る
秦
觀
の
︑
比
較
的
若
年
期
に
当
た
る
故
郷

の
高
郵
で
閑
居
し
て
い
た
元
豐
元
年
︵
一
〇
七
八
︶
か
ら
七
年
︵
一
〇
八
四
︶
頃
の
詩

文
を
主
な
対
象
と
し
て
︑
自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
考
を
︑

日
常
に
お
け
る
閑
居
を
め
ぐ
る
作
品
に
現
れ
る
﹁
身
世
﹂
﹁
掩
關
﹂
の
二
つ
の
語
に
着
目

し
て
検
討
す
る
︒

﹁
身
世
﹂
は
普
通
︑﹁
自
分
の
一
生
﹂
︑﹁
人
生
の
な
か
で
経
験
し
て
き
た
こ
と
の
す
べ
て
﹂

の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
ま
た
地
位
や
名
声
の
意
で
も
用
い
ら
れ
る
︒
す
で
に
先
人
の

研
究
に
よ
っ
て
︑
盛
唐
期
の
杜
甫
詩
に
は
﹁
身
﹂
︵
彼
自
身
︶
と
﹁
世
﹂
︵
彼
を
取
り
巻

く
社
会
︶
と
の
間
の
齟
齬
に
苦
し
む
様
が
描
か
れ
︑
中
唐
期
の
白
居
易
詩
に
お
け
る
﹁
身

世
兩
相
棄
﹂
か
ら
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
へ
の
表
現
の
変
化
を
経
て
︑
北
宋
期
の
蘇
軾
詩
の

表
現
に
お
い
て
は
︑
自
身
と
世
の
中
と
が
か
け
離
れ
て
い
る
状
態
を
了
解
す
る
こ
と
に

よ
り
︑
精
神
的
な
安
定
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑

秦
觀
詩
に
お
け
る
﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
は
︑
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
眠
り
の
中
で
﹁
失
﹂

わ
れ
︑
ま
た
眠
り
か
ら
覚
め
た
時
に
﹁
渺
茫
﹂
と
し
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
と
描
か
れ
︑

見
通
し
の
き
か
な
い
頼
り
な
さ
や
不
安
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
︒

ま
た
︑
元
豐
元
年
秋
の
貢
舉
進
士
科
に
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
郷
里
の
高
郵
に

引
き
こ
も
っ
た
秦
觀
は
同
年
に
﹁
掩
關
銘
﹂
幷
序
を
制
作
し
て
い
る
が
︑
﹁
掩
關
﹂
は
︑

門
を
ふ
さ
い
で
世
間
と
の
交
わ
り
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
意
味
し
︑
こ
こ
に
は
当
時
の
秦

觀
の
鬱
屈
や
絶
望
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
は
︑
六
朝
期
以
来
︑

あ
る
場
所
が
扉
を
閉
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表

現
し
︑
特
に
東
晉
の
陶
淵
明
以
降
は
世
の
中
と
の
応
接
を
避
け
る
隠
者
の
閑
居
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
中
唐
期
の
白
居
易
が
そ
れ
を
自
己
の
所
謂
﹁
中
隠
﹂

の
状
況
を
示
す
表
現
に
用
い
︑
知
識
人
の
閑
居
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒

秦
觀
﹁
掩
關
銘
﹂
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
継
承
を
踏
ま
え
て
︑
当
時
の

自
己
の
思
い
を
寓
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
︑

こ
こ
で
描
か
れ
る
﹁
掩
關
﹂
は
︑
こ
の
語
が
従
来
持
っ
て
い
た
社
会
と
の
応
接
を
拒
絶

す
る
隠
者
の
態
度
に
倣
う
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
自
分
を
こ
の
よ
う
な

状
況
に
置
く
現
実
社
会
へ
の
批
判
を
含
み
な
が
ら
︑
社
会
と
の
応
接
を
拒
ん
だ
個
人
的

空
間
で
の
生
活
や
読
書
を
楽
し
も
う
と
す
る
も
の
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
︒

﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
の
両
方
に
つ
い
て
︑
見
通
し
の
き
か
な
い
頼
り
な
さ
や
不
安
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
秦
觀
に
と
っ
て
︑
閉
ざ
し
た
扉
の
内
側
は
︑
社
会
か
ら
︑

ま
た
そ
れ
と
対
比
し
て
意
識
さ
れ
る
自
分
自
身
の
現
実
か
ら
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る

安
心
で
き
る
場
所
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
世
﹂
か
ら
も
﹁
身
﹂
か
ら
も
解
放
さ
れ
る

場
所
で
︑
彼
は
精
神
的
に
自
由
な
状
態
を
得
︑
古
今
の
書
物
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
秦
觀
ら
の
世
代
の
詩
文
に
表
現
さ
れ
る
閑
居
は
︑
修
養
と

し
て
の
色
合
い
を
強
め
る
と
と
も
に
︑
生
き
生
き
と
し
た
楽
し
さ
を
陰
ら
せ
て
い
く
が
︑

こ
れ
に
は
彼
ら
の
世
代
が
政
府
内
の
党
派
対
立
の
影
響
を
前
の
世
代
よ
り
も
若
年
か
ら

被
り
︑
自
己
実
現
が
難
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

は
じ
め
に

自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
社
会
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
思

考
す
る
こ
と
は
︑
儒
教
の
倫
理
に
よ
っ
て
社
会
へ
の
参
画
が
要
請
さ
れ
た
伝
統
的
な
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中
国
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
︑
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
知

識
人
た
ち
を
主
要
な
作
者
な
ら
び
に
享
受
者
と
す
る
中
国
の
伝
統
的
な
詩
文
に
お
い

て
は
︑
長
大
な
時
間
の
中
で
︑
そ
の
よ
う
な
思
考
は
様
々
な
形
で
表
現
さ
れ
続
け
て

き
た
︒
そ
れ
ら
の
表
現
に
は
︑
済
世
へ
の
積
極
的
な
意
志
や
理
想
も
あ
る
が
︑
挫
折

に
よ
り
そ
の
実
現
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
鬱
屈
や
悲
嘆
︑
ま
た
個
人
的
生
活
で
の
自

由
な
自
分
ら
し
さ
の
希
求
等
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

本
稿
は
︑
北
宋
の
﹁
蘇
門
四
学
士
﹂
の
一
人
で
あ
る
秦
觀
︵
字
少
游
︒
一
〇
四
九

︱
一
一
〇
〇
︶
の
︑
比
較
的
若
年
期
に
当
た
る
︑
故
郷
の
高
郵
で
閑
居
し
て
い
た
元

豐
元
年
︵
一
〇
七
八
︶
か
ら
七
年
︵
一
〇
八
四
︶
頃
の
詩
文
を
主
な
対
象
と
し
て
︑

自
己
と
自
己
を
取
り
巻
く
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
考
を
︑
日
常
に
お
け
る
閑
居

を
め
ぐ
る
作
品
に
現
れ
る
﹁
身
世
﹂
﹁
掩
關
﹂
の
二
つ
の
語
に
着
目
し
て
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
秦
觀
の
詩
文
に
は
先
駆
け
と
な
る
世
代
の
思
考
︑
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
の
長
い
時
間
の
中
で
継
承
さ
れ
て
き
た
思
考
の
継
承
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
が
︑
さ
ら
に
彼
の
独
自
の
思
考
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
︑
ま
た
そ
れ
が
何
を
意

味
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

一
︑
﹁
身
世
﹂

︵
一
︶
﹁
身
世
﹂
と
は

ま
ず
︑
取
り
上
げ
る
の
は
﹁
身
世
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
︒
主
な
工
具
書
の
類
で
は
︑

﹁
身
世
﹂
と
い
う
語
は
普
通
︑
ま
ず
﹁
自
分
の
一
生
﹂
︑
﹁
人
生
の
な
か
で
経
験
し
て

き
た
こ
と
の
す
べ
て
﹂
の
意
と
し
て
説
明
さ
れ
︑
し
ば
し
ば
用
例
と
し
て
北
周
・
庾

信
﹁
哀
江
南
賦
﹂
序
︵
﹃
庾
子
山
集
注
︵
１
︶

﹄
巻
二
︶
の
﹁
傅
燮
之
但
悲
身
世
︑
無
處

求
生
︒
﹂
︵
傅
燮
の
但
だ
身
世
を
悲
し
む
の
み
に
し
て
︑
生
を
求
む
る
處
無
し
︒
︶
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
語
を
同
様
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
宋
代
の
例
と
し
て

は
︑
王
安
石
﹁
寄
王
回
深
甫
﹂
詩
︵
︵
﹃
王
荊
文
公
詩
李
壁
注
︵
２
︶

﹄
巻
三
十
六
︶
﹁
顧

我
面
顔
衰
更
早
︑
怜
君
身
世
病
還
多
︒
﹂
︵
我
が
面
顔
の
衰
ふ
る
こ
と
更
に
早
き
を
顧

み
︑
君
の
身
世
の
病
む
こ
と
還
た
多
き
を
怜
れ
む
︒
︶
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒
ま
た
︑
南
宋
・
范
成
大
﹁
淨
光
軒
﹂
詩
︵
︵
﹃
范
石
湖
集
︵
３
︶

﹄
巻
十
八
︶
の
﹁
身

世
只
今
高
幾
許
︑
北
峯
渾
共
倚
闌
平
︒
﹂
︵
身
世

只
今

高
き
こ
と
幾
許
ぞ
︑
北
峯

渾
て
共
に
闌
の
平
ら
か
な
る
に
倚
る
︒
︶
の
よ
う
に
︑
こ
の
語
は
地
位
や
名
声
の
意

で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

蘇
軾
の
詩
に
し
ば
し
ば
﹁
身
世
悠
悠
﹂
と
い
う
語
句
が
表
れ
る
こ
と
は
︑
夙
に
山

本
和
義
氏
﹁
﹃
身
世
悠
悠
﹄
の
う
た
︵
４
︶

﹂
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
論
文
︵
二

百
四
十
三
頁
︶
で
山
本
氏
は
︑
蘇
軾
の
表
現
か
ら
溯
っ
た
﹁
﹃
身
﹄
と
﹃
世
﹄
と
の

齟
齬
を
詩
に
詠
じ
た
も
っ
と
も
早
い
例
﹂
と
し
て
︑
劉
宋
・
鮑
照
﹁
詠
史
﹂
詩
︵
﹃
文

選
︵
５
︶

﹄
巻
二
十
一
︶
の
﹁
君
平
獨
寂
漠
︑
身
世
兩
相
棄
︒
﹂
︵
君
平

獨
り
寂
漠
に
し

て
︑
身
世

兩
つ
な
が
ら
相
ひ
棄
つ
︒
︶
を
︑
李
善
注
の
﹁
言
身
棄
世
而
不
仕
︑
世

棄
身
而
不
任
︒
﹂
︵
言
ふ
こ
こ
ろ
は

身
は
世
を
棄
て
て
仕
へ
ず
︑
世
は
身
を
棄
て
て

任
ぜ
ず
︒
︶
と
併
せ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
鮑
照
﹁
詠
史
﹂

で
嚴
君
平
の
生
き
方
を
言
う
﹁
身
世
兩
相
棄
﹂
は
︑
李
善
の
解
釈
に
従
う
な
ら
ば
︑

嚴
君
平
が
世
を
捨
て
︑
世
の
方
で
も
彼
を
棄
て
て
官
職
に
任
命
し
な
い
と
い
う
意
味

と
な
り
︑
こ
の
詩
句
を
継
承
す
る
蘇
軾
ら
の
詩
に
現
れ
る
﹁
身
世
﹂
も
概
ね
同
じ
意

味
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
山
本
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
唐
・
杜
甫
詩
の
四
例
を
検
討
し
て
︑
杜
甫
が

﹁
﹃
身
﹄
と
﹃
世
﹄
と
の
軋
轢
﹂︵
二
百
四
十
五
頁
︶
に
苦
し
み
︑﹁
生
涯
を
通
じ
て
︑﹃
身

世
の
拙
な
る
﹄
こ
と
を
嘆
い
た
詩
人
で
あ
る
︒
﹂
と
説
明
さ
れ
︑
そ
の
上
で
杜
甫
の

場
合
と
比
較
す
る
形
で
︑
蘇
軾
詩
の
﹁
身
世
悠
悠
﹂
を
︑
杜
甫
の
よ
う
な
﹁
﹃
身
﹄

と
﹃
世
﹄
と
の
軋
轢
﹂
に
苦
し
む
こ
と
は
な
く
︑
﹁
﹃
身
﹄
と
﹃
世
﹄
と
を
努
め
て
懸

隔
し
た
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
こ
こ
ろ
を
平
穏
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
﹂

︵
二
百
四
十
九
頁
︶
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
盛
唐
期
の
杜
甫
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は
そ
の
詩
に
︑
彼
自
身
と
彼
を
取
り
巻
く
社
会
と
の
間
の
齟
齬
に
苦
し
む
さ
ま
を
描

い
た
が
︑
北
宋
期
の
蘇
軾
に
お
い
て
は
︑
自
身
と
世
の
中
と
が
か
け
離
れ
て
い
る
と

い
う
状
態
を
了
解
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
精
神
的
な
安
定
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
︑
と
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
山
本
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
︑
﹁
﹃
身
世
悠
悠
た
り
﹄
と
ほ
ぼ
等
し
い
意
味

で
﹃
身
世
相
忘
る
﹄
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
﹂
︵
同
︶
と
指
摘
さ
れ
︑
さ
ら

に
こ
れ
に
関
わ
っ
て
︑
川
合
康
三
氏
が
﹁
韓
愈
と
白
居
易
︱
対
立
と
融
和
︱
︵
６
︶

﹂︵
三

百
九
頁
︶
に
お
い
て
︑
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
﹁
身
世
兩
相
棄
﹂
か
ら
﹁
身
世
兩
相

忘
﹂
へ
の
表
現
の
変
化
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
さ
れ
て
い
る
︒
川
合

氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
白
居
易
の
詩
の
表
現
に
見
ら
れ
る
変
化
に
つ
い
て
︑
﹁
﹃
忘
﹄

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
一
人
の
人
間
と
周
り
の
社
会
と
の
対
立
関
係
が
消
え
︑
自
分

一
人
の
内
部
に
生
じ
る
自
足
の
歓
び
を
う
た
う
文
学
を
白
居
易
が
創
り
出
し
た
﹂
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
白
居
易
に
お
け
る
発
想
と
表
現
の
変
化
を
間
に
挟
む
こ
と
に
よ

り
︑
苦
痛
に
満
ち
た
杜
甫
詩
の
﹁
身
世
﹂
か
ら
穏
や
か
な
諦
観
を
含
ん
だ
蘇
軾
詩
の

﹁
身
世
﹂
へ
の
変
化
は
︑
よ
り
説
明
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒

︵
二
︶
秦
觀
の
﹁
身
世
﹂

で
は
︑
秦
觀
詩
に
お
い
て
﹁
身
世
﹂
の
語
を
用
い
た
類
似
の
表
現
は
ど
の
よ
う
に

現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
秦
觀
詩
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
早
期
の
例
は
︑
元

豐
二
年
︵
一
〇
七
九
︶
三
月
に
︑
そ
れ
ま
で
知
州
事
と
し
て
徐
州
に
在
任
し
て
い
た

蘇
軾
が
知
湖
州
に
移
る
旅
に
同
行
し
て
金
山
寺
を
訪
れ
た
際
に
制
作
さ
れ
た
︑
次
に

挙
げ
る
﹁
次
韻
子
瞻
贈
金
山
寶
覺
大
師
﹂
詩
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
︵
７
︶

﹄
巻
八
︶
で
あ
る
︒

雲
峯
一
變
隔
炎
涼

雲
峯

一
變
し
て

炎
涼
を
隔
て

猶
喜
重
來
飯
積
香

猶
ほ
喜
ぶ

重
ね
て
來
た
り
積
香
を
飯
す
る
を

宿
鳥
水
干
迎
曉
鬧

宿
鳥

水
干
に
曉
を
迎
へ
て
鬧

さ
わ
が

し
く

亂
帆
天
際
受
風
忙

亂
帆

天
際
に
風
を
受
け
て
忙
し

青
鞋
踏
雨
尋
幽
徑

青
鞋

雨
を
踏
み
て

幽
徑
を
尋
ね

朱
火
籠
紗
語
上
方

朱
火
も
て

紗
に
籠
め

上
方
に
語
る

珍
重
故
人
敦
妙
契

珍
重
す

故
人

妙
契
に
敦
き
を

自
憐
身
世
兩
微
茫

自
ら
憐
む

身
世
の
兩
つ
な
が
ら
微
茫
た
る
を

こ
こ
で
秦
觀
は
︑
食
事
の
ふ
る
ま
い
︑
水
上
の
眺
め
︑
以
前
の
題
壁
詩
を
大
切
に

保
存
し
て
い
る
様
子
な
ど
の
︑
金
山
寺
で
実
際
に
見
た
も
の
や
体
験
し
た
こ
と
を
詩

中
に
読
み
入
れ
︑
そ
れ
ら
か
ら
得
た
感
慨
と
し
て
︑﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
と
が
互
い
に
﹁
微

茫
﹂
で
あ
る
こ
と
に
心
を
ひ
か
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
微
茫
﹂
は
︑
か
す
か
で
は
っ
き
り
し
な
い
︑
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
さ
ま
を

言
う
語
で
あ
り
︑
例
え
ば
陳
子
昂
﹁
感
遇
詩
﹂
其
二
十
六
︵
︵
﹃
陳
子
昂
集
﹄
修
訂

本
︵
８
︶

巻
一
︶
﹁
巫
山
綵
雲
没
︑
高
丘
正
微
茫
︒
﹂
︵
巫
山

綵
雲
没
し
︑
高
丘

正

に
微
茫
た
り
︒
︶
︑
李
白
﹁
惜
餘
春
賦
﹂
︵
︵
﹃
李
太
白
全
集
︵
９
︶

﹄
巻
一
︶
﹁
試
登
高
而
望

遠
︑
極
雲
海
之
微
茫
︒
﹂
︵
試
み
に
高
き
に
登
り
て
遠
き
を
望
み
︑
極
雲
海
の
微
茫
た

る
を
極
む
︒
︶
で
は
︑
雲
に
包
ま
れ
た
高
い
山
や
雲
海
が
広
が
る
様
子
の
表
現
に
用

い
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
こ
の
語
を
︑
脱
俗
の
場
で
あ
る
金
山
寺
に
お
い
て
︑

﹁
身
﹂
︵
自
分
︶
と
﹁
世
﹂
と
が
遠
く
離
れ
︑
互
い
の
存
在
が
ぼ
ん
や
り
と
し
た
も
の

と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
に
用
い
て
い
る
︒

詩
題
に
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
詩
は
蘇
軾
の
作
に
次
韻
し
た
も
の
だ
が
︑
次
に
示
す

こ
の
時
の
蘇
軾
の
作
﹁
余
去
金
山
五
年
而
復
至
︑
次
舊
詩
韻
贈
寶
覺
長
老
﹂
詩
︵
﹃
蘇

文
忠
公
詩
合
註
︵
10

︶

﹄
巻
十
八

以
下
で
は
﹃
合
註
﹄
と
略
称
す
る
︒
︶
に
は
︑﹁
身
世
﹂

の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒

誰
能
斗
酒
博
西
涼

誰
か
能
く
斗
酒
し
て
西
涼
を
博
く
せ
ん

但
愛
齋
廚
法
豉
香

但
だ

齋
廚

法
豉
の
香
し
き
を
愛
づ
る
の
み

舊
事
眞
成
一
夢
過

舊
事

眞
に
一
夢
の
過
ぐ
る
を
成
し

高
談
爲
洗
五
年
忙

高
談

爲
に
五
年
の
忙
し
き
を
洗
ふ

湯浅陽子 「身世」と「掩關」―秦觀の閑居をめぐって―
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清
風
偶
與
山
阿
曲

清
風

偶
た
ま
た
ま

山
阿
の
曲
に
與
に
し

明
月
聊
隨
屋
角
方

明
月

聊
か
屋
角
の
方
に
隨
ふ

稽
首
願
師
憐
久
客

稽
首
し
て
師
に
願
ふ

久
客
を
憐
れ
み

直
將
歸
路
指
茫
茫

直
ち
に
歸
路
を
將
て
茫
茫
た
る
に
指
さ
ん
こ
と
を

こ
こ
で
の
蘇
軾
は
︑
過
去
に
お
け
る
訪
問
を
一
時
の
夢
の
よ
う
だ
と
振
り
返
り
︑

そ
れ
か
ら
五
年
間
の
忙
し
さ
が
︑
今
回
こ
こ
を
再
び
訪
れ
て
寶
覺
長
老
と
語
る
こ
と

で
洗
い
流
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
五
︑
六
句
目
で
は
金
山
寺
の
清
風
と
名

月
を
愛
で
︑
末
尾
の
句
の
﹁
茫
茫
﹂
に
つ
い
て
︑
南
宋
・
施
元
之
が
注
す
る
よ
う
に

韓
愈
﹁
游
靑
龍
寺
贈
崔
大
補
闕
﹂
詩
︵
﹃
韓
昌
黎
詩
繫
年
集
釋
︵
11

︶

﹄
巻
五
︶
の
﹁
桃

源
迷
路
竟
茫
茫
﹂︵
桃
源
の
迷
路

遂
に
茫
茫
た
り
︶
を
踏
ま
え
る
と
解
す
る
な
ら
ば
︑

寶
覺
長
老
に
対
し
て
︑
自
己
が
長
ら
く
旅
人
で
あ
る
こ
と
を
思
い
や
り
︑
迷
路
の
よ

う
に
判
然
と
し
な
い
路
程
を
す
ぐ
に
う
ま
く
通
り
抜
け
て
い
く
帰
り
道
を
示
し
て
く

れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
で
の
蘇
軾
の
感
慨
は
︑
俗
界
を

ぼ
ん
や
り
と
し
た
路
程
の
彼
方
に
あ
る
場
所
と
し
て
感
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
︑
秦

觀
の
﹁
身
世
兩
微
茫
﹂
の
表
現
す
る
も
の
に
近
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
蘇
軾
は
俗
界

を
自
分
が
最
終
的
に
は
帰
っ
て
行
く
場
所
と
し
て
意
識
し
て
い
る
が
︑
秦
觀
の
意
識

は
﹁
身
﹂
︵
自
分
︶
と
﹁
世
﹂
︵
俗
界
︶
と
が
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て

お
り
︑
両
者
の
意
識
に
は
異
な
る
点
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

秦
觀
が
こ
の
詩
で
﹁
身
﹂
︵
自
分
︶
と
﹁
世
﹂
︵
俗
界
︶
と
が
遠
く
離
れ
て
い
る
と

い
う
感
覚
に
言
及
し
て
い
る
の
は
︑
こ
の
感
覚
が
蘇
軾
詩
に
特
徴
的
な
﹁
身
世
悠
悠
﹂

と
い
う
表
現
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
次
韻
の
原
詩
で

あ
る
蘇
軾
の
作
品
に
は
直
接
﹁
身
世
悠
悠
﹂
と
い
う
語
句
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

秦
觀
は
こ
の
語
句
が
彼
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
こ

で
﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
の
乖
離
に
言
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
山
本
氏
の
論
文
で
は
︑
蘇
軾
が
﹁
﹃
身
世
悠
悠
た
り
﹄
と

ほ
ぼ
等
し
い
意
味
で
﹃
身
世
相
忘
る
﹄
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
﹂
︵
同
︶
と

も
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
川
合
氏
の
論
文
で
は
︑
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
﹁
身

世
兩
相
棄
﹂
か
ら
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
へ
の
表
現
の
変
化
に
つ
い
て
︑
﹁
﹃
忘
﹄
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
一
人
の
人
間
と
周
り
の
社
会
と
の
対
立
関
係
が
消
え
︑
自
分
一
人
の

内
部
に
生
じ
る
自
足
の
歓
び
を
う
た
う
文
学
を
白
居
易
が
創
り
出
し
た
﹂
︵
三
百
九

頁
︶
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
は
︑
川
合
氏
の
論
文
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い

白
居
易
﹁
詠
興
五
首
﹂
池
上
有
小
舟
︵
﹃
白
氏
文
集
︵
12

︶

﹄
巻
六
十
二
︶
の
一
部
分
を

一
例
と
し
て
挙
げ
︑
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
な
お
︑
朱
金
城
箋
校
﹃
白

居
易
集
箋
校
︵
13

︶

﹄
巻
二
十
九
︵
千
九
百
九
十
九
頁
︶
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
作
品
は
大
和

七
年
︵
八
三
三
︶
︑
太
子
賓
客
分
司
と
し
て
洛
陽
履
道
里
に
居
住
し
て
い
た
六
十
二

歳
の
時
の
作
と
さ
れ
る
︒
こ
の
詩
の
前
半
で
は
︑
洛
陽
履
道
宅
の
庭
園
を
構
成
す
る

様
々
な
も
の
が
齎
す
心
地
よ
さ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
具
体
的
に
列
挙
し
︑
詩
の
後
半
で

は
︑
そ
の
中
に
在
る
自
分
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

身
閑
心
無
事

身
は
閑
に

心
は
無
事
に
し
て

白
日
爲
我
長

白
日

我
が
爲
に
長
し

我
若
未
忘
世

我

若
し
未
だ
世
を
忘
れ
ざ
れ
ば

雖
閑
心
亦
忙

閑
な
る
と
雖
も

心
は

亦

忙
な
ら
ん

世
若
未
忘
我

世

若
し
未
だ
我
を
忘
れ
ざ
れ
ば

雖
退
身
難
藏

退
く
と
雖
も
身
は
藏
る
る
こ
と
難
か
ら
ん

我
今
異
於
是

我

今

是
に
異
な
り

身
世
交
相
忘

身

世

交
こ
も
ご
も

相
ひ
忘
る

快
適
な
我
が
家
で
心
身
は
く
つ
ろ
い
だ
状
態
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ

て
も
︑
も
し
も
自
分
が
﹁
世
﹂
を
忘
れ
な
い
な
ら
心
は
や
は
り
忙
し
く
な
っ
て
し
ま

い
︑
﹁
世
﹂
が
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
な
ら
︑
世
の
中
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
て

も
隠
れ
て
い
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︑
し
か
し
︑
今
の
自
分
は
そ
う
で
は
な
く
︑
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﹁
身
﹂
︵
自
分
自
身
︶
と
﹁
世
﹂
と
が
と
も
に
忘
れ
あ
っ
て
い
る
︑
だ
か
ら
こ
そ
こ
の

よ
う
な
状
態
が
可
能
な
の
だ
︑
と
白
居
易
は
述
べ
て
い
る
︒

白
居
易
以
降
の
唐
詩
か
ら
﹁
身
と
世
と
が
と
も
に
忘
れ
あ
う
﹂
と
い
う
意
味
の
詩

句
を
拾
い
出
す
と
︑
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
從
身
世
兩
相
遺

一
た
び

身
世

兩
つ
な
が
ら
相
ひ
遺わ

す

れ
し
よ
り

往
往
關
門
到
午
時

往
往
に
し
て
門
を
關
ぢ
て
午
時
に
到
る

想
得
俗
流
應
大
笑

想
ひ
得
た
り

俗
流

應
に
大
笑
す
べ
し

不
知
年
老
識
便
宜

年
老
を
知
ら
ず
し
て
便
宜
を
識
る
と

︵
李
涉
﹁
山
居
﹂
詩
︵
﹃
全
唐
詩
﹄
巻
四
百
七
十
七
︶
︶

陵
陽
北
郭
隱

陵
陽

北
郭
の
隱

身
世
兩
忘
者

身
世

兩
つ
な
が
ら
忘
る
る
者
な
り

蓬
蒿
三
畝
居

蓬
蒿

三
畝
の
居

寬
於
一
天
下

一
天
下
よ
り
も
寬
し

︵
杜
牧
﹁
贈
宣
州
元
處
士
﹂
詩
︵
﹃
同
﹄
巻
五
百
二
十
︶
︶

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
界
を
離
れ
て
暮
ら
す
隠
者
の
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ

り
︑
ま
た
杜
牧
﹁
題
桐
葉
﹂
詩
︵
﹃
同
﹄
巻
五
百
二
十
一
︶
﹁
莊
叟
彭
殤
同
在
夢
︑
陶

潛
身
世
兩
相
遺
︒
﹂
︵
莊
叟

彭
殤

同
し
く
夢
に
在
り
︑
陶
潛

身
世

兩
つ
な
が

ら
相
ひ
遺
る
︒
︶
は
︑
陶
淵
明
を
﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
と
を
ど
ち
ら
も
忘
れ
た
状
態
に

あ
る
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
は
︑
隠

逸
者
が
社
会
と
自
己
と
に
対
す
る
際
の
態
度
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
白
居
易
の
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
及
び
そ
れ
に
類
す
る
表
現
は
︑
そ
の
後
の
北

宋
期
に
お
け
る
白
居
易
と
い
う
人
物
と
そ
の
詩
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
︑
詩

句
の
中
に
現
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
宋
初
に
お
け
る
白
体
詩
の
流
行
の
中
心
的
な
人

物
で
あ
る
王
禹
偁
︵
九
五
四

－

一
〇
〇
一
︶
の
﹁
聞
鴞
﹂
詩
︵
﹃
王
黄
州
小
畜
集
︵
14

︶

﹄

巻
五
︶
に
は
︑

鳳
來
非
我
慶

鳳
來
た
る
も
我
が
慶
び
に
非
ず

鴞
集
非
吾
殃

鴞
集
ふ
も
吾
が
殃
ひ
に
非
ず

優
游
盡
天
年

優
游
と
し
て
天
年
を
盡
く
し

身
世
倶
可
忘

身
世

倶
に
忘
る
べ
し

と
︑
わ
が
身
の
こ
と
も
世
の
中
の
こ
と
も
忘
れ
︑
ゆ
っ
た
り
と
天
寿
を
全
う
し
た
い

と
い
う
願
い
が
表
現
さ
れ
︑
ま
た
︑
蘇
舜
欽
︵
一
〇
〇
八

－

一
〇
四
八
︶
﹁
夏
中
﹂

詩
︵
﹃
蘇
舜
欽
集
編
年
校
注
︵
15

︶

﹄
巻
四
︶
に
は
︑

雨
後
看
兒
争
墜
果

雨
後

兒
の
争
ひ
て
果
を
墜
と
す
を
看

天
晴
同
客
曝
殘
書

天
晴
れ

客
と
同
に
殘
書
を
曝
す

幽
棲
未
免
牽
塵
事

幽
棲

未
だ
塵
事
に
牽
か
る
る
を
免
れ
ず

身
世
相
忘
在
酒
壺

身
世

相
ひ
忘
る
る
は
酒
壺
に
在
り

と
︑
﹁
身
世
相
忘
﹂
の
状
態
に
な
れ
る
の
は
酔
中
の
み
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
北
宋
中
期
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
も
︑
白
居
易
の
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂

と
い
う
発
想
と
詩
句
と
は
知
識
人
た
ち
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
が
︑
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
秦
觀
の
詩
に
お
い
て
も
︑
や
は
り
こ
れ
に

類
す
る
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
す
で
に
挙
げ
た
﹁
次
韻
子
瞻
贈
金

山
寶
覺
大
師
﹂
詩
の
後
で
秦
觀
が
制
作
し
た
﹁
同
子
瞻
參
寥
游
惠
山
三
首
﹂
詩
︵
﹃
淮

海
集
箋
注
﹄
巻
四
︶
は
︑
先
の
詩
と
同
様
に
蘇
軾
と
と
も
に
惠
山
を
訪
れ
た
際
に
蘇

軾
の
作
に
次
韻
し
た
も
の
だ
が
︑
次
に
示
す
其
一
﹁
王
武
陵
韻
﹂
に
﹁
身
世
﹂
﹁
忘
﹂

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

輟
櫂
縱
幽
討

輟
櫂

幽
討
を

縱

ほ
し
ひ
ま
まに
し

籃
輿
入
青
蒼

籃
輿

青
蒼
に
入
る

圓
頂
相
邀
迓

圓
頂

相
ひ
邀
迓
し

旃
檀
燎
深
堂

旃
檀

深
堂
に
燎
た
り

湯浅陽子 「身世」と「掩關」―秦觀の閑居をめぐって―
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層
巒
淡
如
洗

層
巒

淡
く
し
て
洗
ふ
が
如
く

傑
閣
森
欲
翔

傑
閣

森
た
り
て
翔
ば
ん
と
欲
す

林
芳
含
雨
滋

林
芳

雨
を
含
み
て
滋
く

岫
日
隔
林
光

岫
日

林
を
隔
て
て
光
あ
り

涓
涓
續
清
溜

涓
涓
と
し
て
清
溜
を
續
け

靡
靡
傳
幽
香

靡
靡
と
し
て
幽
香
を
傳
ふ

俯
仰
佳
覽
眺

俯
仰
す

佳
き
覽
眺

悠
哉
身
世
忘

悠
な
る
か
な

身
世
忘
る

舟
と
駕
籠
と
を
乗
り
継
い
で
惠
山
の
緑
に
分
け
入
り
︑
燈
明
の
灯
っ
た
僧
堂
に
至

る
︒
建
物
は
か
す
む
峰
々
か
ら
飛
び
立
つ
か
の
よ
う
に
聳
え
︑
雨
上
が
り
の
花
々
は

ひ
と
き
わ
香
り
︑
山
の
端
の
夕
日
は
林
の
む
こ
う
か
ら
光
を
放
ち
︑
澄
ん
だ
水
は
滴

り
︑
花
の
香
り
が
ま
た
も
漂
う
︒
こ
こ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
眺
め
を
見

回
し
︑
﹁
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
だ
︒
自
分
自
身
も
世
の
中
も
忘
れ
て
し
ま
う
﹂
と

感
興
を
表
し
て
篇
を
閉
じ
て
い
る
︒
こ
こ
で
秦
觀
は
︑
わ
が
身
と
世
の
中
の
両
方
の

存
在
を
忘
却
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
が
︑
先
に
見
た
詩
と
同
様
に
︑
こ
れ
も
や

は
り
︑
次
に
示
す
蘇
軾
の
原
作
﹁
遊
惠
山
﹂
詩
︵
﹃
合
註
﹄
巻
十
八

元
豊
二
年
︶

の
末
尾
の
表
現
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

夢
裏
五
年
過

夢
裏
に
五
年
過
ぎ

覺
來
雙
鬢
蒼

覺
め
來
た
る
に
雙
鬢
蒼
し

還
將
塵
土
足

還
た
塵
土
の
足
を
將
て

一
歩
漪
瀾
堂

一
た
び
漪
瀾
堂
に
歩
む

俯
窺
松
桂
影

俯
き
て
松
桂
の
影
を
窺
ひ

仰
見
鴻
鶴
翔

仰
ぎ
て
鴻
鶴
の
翔
ぶ
を
見
る

炯
然
肝
肺
間

炯
然
た
り
肝
肺
の
間

已
作
冰
玉
光

已
に
冰
玉
の
光
る
を
作
す

虚
明
中
有
色

虚
明
に
し
て
中
に
色
有
あ
り

清
淨
自
生
香

清
淨
に
し
て
自
ら
香
を
生
ず

還
從
世
俗
去

還
た
世
俗
よ
り
去
り

永
與
世
俗
忘

永
く
世
俗
と
忘
れ
ん

こ
こ
で
も
蘇
軾
は
︑
既
に
見
た
彼
の
詩
と
同
様
に
︑
杭
州
通
判
を
離
職
し
て
か
ら

の
五
年
間
は
さ
な
が
ら
夢
の
中
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
た
上
で
︑
白
髪
頭
に
な
っ
た

今
︑
塵
芥
に
ま
み
れ
た
地
を
歩
き
ま
わ
っ
た
足
で
︑
前
に
は
来
な
か
っ
た
惠
山
を
訪

れ
て
︑
地
上
の
松
桂
の
影
︑
空
を
飛
ぶ
鴻
鶴
の
姿
を
目
に
し
て
心
の
中
が
明
る
く
な

り
︑
氷
や
玉
の
よ
う
に
清
ら
か
な
潤
い
の
あ
る
光
に
満
ち
︑
そ
の
明
る
い
空
虚
の
中

に
清
浄
で
香
り
高
い
形
と
色
彩
が
あ
る
と
い
う
境
地
を
得
た
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら

に
︑
末
尾
で
は
こ
の
よ
う
な
境
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
︑
こ
の
上
は
世

俗
か
ら
離
れ
て
永
遠
に
世
俗
を
忘
れ
︑
世
俗
か
ら
も
忘
れ
ら
れ
た
い
と
い
う
願
望
を

述
べ
る
︒
白
居
易
詩
に
お
い
て
特
徴
的
な
﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
は
︑
こ
の
蘇
軾
︑
秦
觀

の
応
酬
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

秦
觀
詩
で
の
﹁
身
世
﹂
に
関
わ
る
表
現
で
は
︑
こ
の
﹁
同
子
瞻
參
寥
游
惠
山
三
首
﹂

詩

其
一
﹁
王
武
陵
韻
﹂
の
﹁
悠
哉
身
世
忘
﹂
の
他
に
﹁
忘
﹂
字
を
用
い
る
例
は
な
く
︑

こ
れ
に
類
す
る
表
現
と
し
て
︑
既
に
見
た
﹁
次
韻
子
瞻
贈
金
山
寶
覺
大
師
﹂
詩
末
尾

の
﹁
自
憐
身
世
兩
微
茫
﹂
に
類
似
し
た
次
の
二
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

醉
來
豐
瘁
同

醉
ひ
來
た
れ
ば

豐
瘁

同
じ
く

眠
去
身
世
失

眠
り
去
れ
ば

身
世

失
は
る

二
樂
擅
一
亭

二
樂

一
亭
に
擅
に
し

夫
子
信
超
逸

夫
子

信
に
超
逸
た
り

︵
﹁
李
行
中
秀
才
醉
眠
亭
﹂
詩
︵
﹃
雲
間
志
︵
16

︶

﹄
巻
下
︒
﹃
淮
海
集
﹄
に
未
収
︒
﹃
秦

少
游
年
譜
長
編
﹄
巻
一

煕
寧
九
年
︵
一
〇
七
六
︶
五
十
頁
に
言
及
あ
り
︒
︶

北
風
吹
老
槐

北
風

老
槐
に
吹
き
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白
日
轉
紙
窗

白
日

紙
窗
に
轉
ず

布
衾
一
覺
睡

布
衾

一
た
び
睡
り
よ
り
覺
む
る
に

身
世
成
渺
茫

身
世

渺
茫
た
る
を
成
す

︵
﹁
幽
眠
﹂
詩
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
後
集
巻
一

﹃
秦
觀
集
編
年
校
注
﹄
巻
七

百
四
十
四
頁
は
元
豊
年
間
の
﹁
郷
居
期
間
﹂
の
作
と
す
る
︒
︶
︶

そ
の
他
︑
﹁
送
李
端
叔
從
辟
中
山
﹂
詩
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
巻
四
︶
に
︑
﹁
與
君
英

妙
時
︑
俠
氣
上
參
天
︒
孰
云
行
半
百
︑
身
世
各
茫
然
︒
﹂
︵
君
と
與
に
す
英
妙
の
時
︑

俠
氣

上
り
て
天
に
參
ず
︒
孰
か
云
は
ん

行
ゆ
く
ゆ
く

半
百
な
ら
ん
と
し
て
︑
身
世

各

茫
然
た
り
と
︒
︶
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
の
﹁
身
世
﹂
は
李
端
叔
と
自
分
の
各
々
の
人

生
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒

秦
觀
詩
の
﹁
身
﹂
と
﹁
世
﹂
は
︑
白
居
易
の
よ
う
に
心
地
よ
い
閑
居
に
お
い
て
﹁
忘
﹂

れ
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
眠
り
の
中
で
﹁
失
﹂
わ
れ
︑
眠
り
か
ら
覚
め
た
時
に

﹁
渺
茫
﹂
つ
ま
り
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
感
じ
ら
れ
る
と
描
か
れ

て
い
る
︒
白
居
易
が
﹁
棄
﹂
を
﹁
忘
﹂
に
改
め
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
川
合
氏
は
︑﹁
不

遇
の
恨
み
も
消
失
し
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
世
と
は
無
関
係
に
︑
相
互
に
無
関
心
に
あ

る
と
こ
ろ
の
自
分
自
身
に
満
足
す
る
と
い
う
別
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
﹂

︵
三
百
九
頁
︶
と
考
察
さ
れ
て
い
る
が
︑
秦
觀
の
﹁
失
﹂
﹁
渺
茫
﹂
か
ら
は
︑
白
居
易

の
よ
う
な
満
足
感
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
む
し
ろ
ぼ
ん
や
り
と
し
て
見
通
し

の
き
か
な
い
頼
り
な
さ
や
不
安
感
を
漂
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
次
章

で
は
︑
﹁
身
世
﹂
と
は
異
な
る
語
に
着
目
し
︑
秦
觀
の
自
身
と
世
と
の
関
係
に
つ
い

て
別
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
︒

二
︑
﹁
掩
關
﹂

︵
一
︶
﹁
掩
關
銘
﹂
制
作
の
経
緯

秦
觀
は
元
豐
元
年
︵
一
〇
七
八
︶
に
﹁
掩
關
銘
﹂
幷
序
を
制
作
し
て
い
る
︒
以
下

で
は
こ
の
作
品
の
内
容
と
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
に
注
目
し
︑
秦
觀
の
自
身
と
世
と
の

関
係
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
た
い
︒

元
豐
元
年
四
月
︵
﹃
秦
少
游
年
譜
長
編
﹄
巻
二
に
拠
る
︒
︶
︑
貢
舉
の
受
験
の
た
め

汴
京
へ
向
か
っ
て
い
た
秦
觀
は
︑
そ
の
途
上
で
︑
血
縁
関
係
に
あ
る
孫
覺
︵
字
莘
老

一
〇
二
八

－

一
〇
九
〇
︶
と
李
常
︵
字
公
擇

一
〇
二
七

－

一
〇
九
〇
︶
か
ら
の
紹

介
を
得
て
︑
徐
州
︵
現
江
蘇
省
徐
州
市
︶
に
立
ち
寄
っ
て
当
時
知
州
事
と
し
て
当
地

に
在
任
中
の
蘇
軾
に
初
め
て
面
会
し
た
︒
辞
去
す
る
際
︑
秦
觀
は
﹁
別
子
瞻
學
士
﹂

詩
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
巻
四
︶
を
蘇
軾
に
贈
り
︑
こ
れ
に
応
え
て
蘇
軾
は
﹁
次
韻
秦

觀
秀
才
見
贈
︑
秦
與
孫
莘
老
・
李
公
擇
甚
熟
︑
將
入
京
應
舉
﹂
詩
︵
﹃
合
註
﹄
巻
十
六
︶
︶

を
制
作
し
た
︒
蘇
軾
の
も
と
を
発
っ
た
秦
觀
は
︑
さ
ら
に
当
時
︑
簽
書
判
官
事
と
し

て
南
京
應
天
府
︵
現
河
南
省
商
邱
市
︶
に
在
任
し
て
い
た
蘇
轍
︵
一
〇
三
九

－

一
一

一
二

蘇
軾
の
弟
︶
を
訪
ね
︑
李
常
の
書
簡
と
自
作
の
﹁
泗
州
東
城
晩
望
﹂
詩
︵
﹃
淮

海
集
箋
注
﹄
巻
十
︶
を
贈
り
︑
こ
れ
に
対
し
て
蘇
轍
は
﹁
次
韻
秦
觀
秀
才
攜
李
公
擇

書
相
訪
﹂
詩
︵
﹃
欒
城
集
﹄
巻
八
︶
を
制
作
し
て
応
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
行
動

は
秦
觀
の
み
に
特
異
な
も
の
で
は
な
く
︑
当
時
の
貢
舉
受
験
者
に
習
慣
的
に
行
わ
れ

て
い
た
︑
受
験
前
に
有
力
者
の
推
挽
を
求
め
る
行
動
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
時
の
秦
觀
の
場
合
︑
そ
れ
ら
は
よ
い
結
果
に
結
び
つ
か
ず
︑
彼
は

元
豐
元
年
秋
の
貢
舉
進
士
科
に
及
第
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
不
首
尾
を

受
け
て
︑
秦
觀
は
こ
の
後
︑
元
豐
八
年
︵
一
〇
八
五
︶
五
月
の
進
士
及
第
を
経
て
︑

同
年
末
に
蔡
州
教
授
と
し
て
赴
任
す
る
ま
で
の
約
七
年
間
の
う
ち
の
多
く
の
時
間
を

郷
里
の
高
郵
︵
現
江
蘇
省
高
郵
縣
︶
に
引
き
こ
も
っ
て
過
ご
す
こ
と
に
な
る
︒
も
っ

と
も
こ
の
よ
う
な
彼
の
状
況
を
心
配
し
た
蘇
軾
ら
か
ら
は
︑
﹁
次
韻
參
寥
師
寄
秦
太

虚
三
絶
句
時
秦
君
舉
進
士
不
得
﹂
詩
︵
﹃
合
註
﹄
巻
十
七
︶
や
書
簡
が
送
ら
れ
て
お
り
︑

ま
た
前
章
で
見
た
よ
う
に
︑
蘇
軾
は
知
湖
州
赴
任
の
旅
に
秦
觀
を
同
行
さ
せ
︑
一
緒

に
い
く
つ
か
の
仏
教
寺
院
を
尋
ね
て
詩
の
応
酬
を
行
っ
て
い
る
︒
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高
郵
に
引
き
こ
も
っ
た
後
の
早
い
時
期
︵
清
・
秦
鏞
編
︑
秦
瀛
重
編
﹃
淮
海
先
生

年
譜
︵
17

︶

﹄
は
元
豐
元
年
の
記
事
に
︑
﹁
先
生
退
居
高
郵
︑
杜
門
却
掃
︑
以
詩
書
自
娯
︑

乃
作
﹃
掩
關
﹄
之
銘
︒
﹂
と
記
す
︒
﹃
秦
觀
集
編
年
校
注
﹄
巻
三
十
六
は
元
豐
二
年
の

作
と
す
る
︒
︶
に
︑
秦
觀
は
﹁
掩
關
銘
﹂
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
巻
三
十
三
︶
を
作
成
し

て
い
る
︒
題
名
の
﹁
掩
關
﹂
は
︑
門
を
ふ
さ
い
で
世
間
と
の
交
わ
り
を
拒
絶
す
る
こ

と
を
意
味
し
︑
こ
こ
に
は
当
時
の
秦
觀
の
鬱
屈
や
絶
望
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒

︵
二
︶
﹁
掩
關
﹂
と
は

こ
こ
で
題
名
と
さ
れ
て
い
る
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
は
﹃
文
選
﹄
に
は
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
が
︑
類
似
の
表
現
の
例
と
し
て
は
︑
梁
・
沈
約
﹁
學
省
愁
臥
﹂
詩
︵
巻
三
十
︶

の
﹁
秋
風
吹
廣
陌
︑
蕭
瑟
入
南
闈
︒
愁
人
掩
軒
臥
︑
髙
牎
時
動
扉
︒
﹂
︵
秋
風

廣
陌

に
吹
き
︑
蕭
瑟
と
し
て
南
闈
に
入
る
︒
愁
人

軒
を
掩
ひ
て
臥
す
に
︑
髙
牎

時
に

扉
を
動
か
す
︒
︶
の
︑
憂
い
に
沈
む
人
物
が
﹁
軒
﹂
︵
李
善
注
：
長
廊
也
︒
︶
を
﹁
掩
﹂

︵
同
：
猶
閉
也
︒
︶
い
︑
居
所
を
と
ざ
し
て
閉
じ
こ
も
る
と
表
現
す
る
も
の
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑﹃
文
選
﹄
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
東
晉
・
陶
淵
明
﹁
歸
園
田
居
五
首
﹂

其
二
︵
﹃
陶
淵
明
集
︵
18

︶

﹄
巻
二
︶
に
は
︑
故
郷
の
田
園
に
帰
還
し
た
後
の
日
常
生
活

を
言
う
﹁
野
外
罕
人
事
︑
窮
巷
寡
輪
鞅
︒
白
日
掩
荊
扉
︑
虚
室
絶
塵
想
︒
﹂
︵
野
外

人
事
罕
に
し
て
︑
窮
巷

輪
鞅
寡
な
し
︒
白
日
に
荊
扉
を
掩
ひ
︑
虚
室
に
塵
想
を
絶

す
︒
︶
が
あ
り
︑
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
仕
官
生
活
か
ら
離
れ
て
昼
日
中
か
ら
自
宅

の
扉
を
閉
ざ
し
て
い
る
状
態
が
︑
閑
居
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
︑
後
世
の
意
識
に

影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
︒

唐
詩
に
お
け
る
﹁
掩
關
﹂
の
語
の
早
い
例
と
し
て
︑
吳
少
微
﹁
怨
歌
行
﹂
︵
︵
﹃
全

唐
詩
﹄
巻
九
十
四
︶
の
︑

是
時
別
君
不
再
見

是
の
時

君
に
別
れ

再
び
見
え
ず

三
十
三
春
長
信
殿

三
十
三
春

長
信
殿

長
信
重
門
晝
掩
關

長
信
の
重
門

晝

關
を
掩
ひ

清
房
曉
帳
幽
且
閑

清
房
の
曉
帳

幽
に
し
て
且
つ
閑
な
り

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
れ
は
寵
愛
を
失
っ
た
宮
女
た
ち
を
住
ま
わ
せ
た
漢

の
長
信
宮
が
︑
皇
帝
の
住
む
宮
殿
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
︒

外
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
を
表
す
こ
の
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
を
︑
陶
淵
明
の
﹁
掩

荊
扉
﹂
と
類
似
の
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
場
所
の
表
現
に
用
い
た
早
い
例
と
し
て
は
︑

次
の
錢
起
﹁
歲
初
歸
舊
山
﹂
詩
︵
﹃
全
唐
詩
﹄
巻
二
百
三
十
七
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
︒

欲
知
愚
谷
好

知
ら
ん
と
欲
す

愚
谷
の
好
き
を

久
別
與
春
還

久
し
く
別
る
る
も
春
と
與
に
還
ら
ん

鶯
暖
初
歸
樹

鶯
は
暖
か
に
し
て
初
め
て
樹
に
歸
り

雲
晴
却
戀
山

雲
は
晴
れ
て
却
つ
て
山
を
戀
ふ

石
田
耕
種
少

石
田

耕
種
少
な
く

野
客
性
情
閑

野
客

性
情
閑
か
な
り

求
仲
應
難
見

仲
を
求
む
る
も
應
に
見
ゆ
る
こ
と
難
か
る
べ
し

殘
陽
且
掩
關

殘
陽

且
く
關
を
掩
は
ん

春
の
初
め
に
帰
郷
し
た
作
者
は
︑
仲
間
を
求
め
て
も
会
う
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う

と
考
え
︑
黄
昏
時
の
光
の
中
で
門
口
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹁
掩
關
﹂

が
行
わ
れ
る
の
は
︑
同
じ
く
世
の
中
か
ら
隔
絶
し
た
場
所
で
は
あ
っ
て
も
︑
宮
中
と

い
う
特
別
な
場
所
の
宿
直
の
場
や
宮
女
た
ち
の
居
所
で
は
な
く
︑
江
湖
の
人
で
あ
る

﹁
野
客
﹂
が
故
郷
に
営
む
個
人
的
な
住
居
で
あ
る
︒

ま
た
︑
中
唐
期
の
盧
仝
に
は
﹁
掩
關
銘
﹂
︵
﹃
同
﹄
巻
三
百
八
十
九
︶
の
先
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
︒
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蛇
毒
毒
有
形

蛇
毒

毒
に
形
有
り

藥
毒
毒
有
名

藥
毒

毒
に
名
有
り

人
毒
毒
在
心

人
毒

毒
は
心
に
在
り

對
面
如
弟
兄

對
面
す
る
こ
と
弟
兄
の
如
し

美
言
不
可
聽

美
言

聽
く
べ
か
ら
ず

深
於
千
丈
坑

千
丈
の
坑
よ
り
深
し

不
如
掩
關
坐

如
か
ず
關
を
掩
ひ
て
坐
し

幽
鳥
時
一
聲

幽
鳥

時
に
一
聲
あ
る
に

蛇
毒
に
は
形
が
︑
藥
毒
に
は
名
前
が
あ
る
が
︑
人
毒
は
心
の
中
に
あ
り
︑
そ
れ
と

兄
弟
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
︒
美
辞
麗
句
は
実
は
千
丈
の
穴
よ
り
も
深
い
も

の
だ
か
ら
聞
く
な
︑
そ
れ
よ
り
も
門
を
閉
ざ
し
て
座
り
︑
物
陰
に
身
を
潜
め
た
鳥
が

ふ
と
一
声
あ
げ
る
の
を
聞
く
方
が
よ
い
と
︑
盧
仝
は
社
会
と
の
応
接
を
拒
ん
で
﹁
掩

關
﹂
を
実
行
す
る
よ
う
勧
め
て
い
る
︒
こ
の
作
品
の
他
に
は
﹁
掩
關
銘
﹂
の
現
存
す

る
作
例
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
秦
觀
が
こ
の
作
品
か
ら
触
発
さ
れ
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

な
お
︑
本
稿
の
前
半
で
検
討
し
た
﹁
身
世
﹂
を
め
ぐ
る
表
現
で
も
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
︑
閑
居
に
関
わ
る
白
居
易
の
思
考
が
北
宋
期
の
文
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
白
居
易
も
ま
た
詩
の
中
で
﹁
掩
關
﹂
と
い
う

語
を
何
度
も
使
用
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
白
居
易
に
お
け
る
﹁
掩
關
﹂
に
つ
い
て
考
え

る
手
が
か
り
と
し
て
︑
﹁
閉
關
﹂
詩
︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
七
︶
を
概
観
し
て
み
た
い
︒

な
お
︑
汪
立
名
本
巻
七
所
収
の
こ
の
作
品
は
︑
詩
題
の
﹁
閉
﹂
を
﹁
掩
﹂
に
作
り
︑﹃
全

唐
詩
﹄
巻
四
百
三
十
所
収
の
テ
ク
ス
ト
で
は
﹁
閉
﹂
の
下
に
﹁
一
作
﹃
掩
﹄
︒
﹂
と
注

し
て
い
る
︒

我
心
忘
世
久

我
が
心

世
を
忘
れ
て
久
し
く

世
亦
不
我
干

世

亦

我
に
干
め
ず

遂
成
一
無
事

遂
に
一
も
事
無
き
を
成
し

因
得
常
掩
關

因
り
て
常
に
關
を
掩
ふ
を
得

掩
關
來
幾
時

關
を
掩
ひ
來
る
こ
と
幾
時
な
ら
ん

髣
髴
二
三
年

髣
髴
た
り
二
三
年

著
書
已
盈
帙

著
書

已
に
帙
に
盈
ち

生
子
欲
能
言

生
子

能
く
言
は
ん
と
欲
す

始
悟
身
向
老

始
め
て
身
の
老
い
に
向
か
ふ
を
悟
り

復
悲
世
多
艱

復
た
世
の
艱
き
こ
と
多
き
を
悲
し
む

迴
顧
趨
時
者

迴
顧
す

時
に
趨
る
者
の

役
役
塵
壤
間

塵
壤
の
間
に
役
役
た
る
を

歲
暮
竟
何
得

歲
暮

竟
に
何
を
か
得
ん

不
如
且
安
閑

且
く
安
く
閑
か
な
る
に
如
か
ず

こ
の
詩
は
︑
江
州
司
馬
に
左
遷
中
の
元
和
十
二
年
︵
八
一
七
︶
の
作
と
さ
れ
る
︵
朱

金
城
﹃
白
居
易
集
箋
校
﹄
巻
七
に
拠
る
︒
︶
が
︑
当
時
の
白
居
易
が
自
己
と
世
の
中

の
間
に
感
じ
て
い
た
距
た
り
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
冒
頭
で
は
前
章
で
見
た

﹁
身
世
兩
相
忘
﹂
に
類
す
る
内
容
が
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
語
句
の
表
現
す

る
内
容
が
互
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
二
︑
三
年
の
﹁
閉
關
﹂

生
活
の
間
に
白
居
易
は
著
作
に
励
み
︑
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
︑
そ
の
一
方
で
彼
は
自
ら
に
老
い
が
迫
り
来
る
こ
と
を
実
感
し
︑
世
塵
の
中
に
奔

走
す
る
人
の
姿
に
む
な
し
さ
を
感
じ
て
︑
現
在
の
自
己
の
閉
鎖
的
な
状
況
を
肯
定
し

よ
う
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
白
居
易
の
﹁
閉
關
﹂
生
活
は
︑
彼
に
世
の
中
と
の
乖

離
や
孤
独
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
自
己
の
中
に
安
ら
か

に
沈
潜
し
︑
一
歩
引
い
た
視
点
か
ら
世
の
中
を
見
渡
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と

で
︑
著
作
等
の
豊
か
な
実
り
を
生
み
出
す
機
会
と
も
な
り
得
た
と
感
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
白
居
易
の
詩
に
は
こ
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

欹
枕
不
視
事

枕
を
欹
て
て
事
を
視
ず

兩
日
門
掩
關

兩
日

門

關
を
掩
ふ

始
知
吏
役
身

始
め
て
知
る

吏
役
の
身
の

不
病
不
得
閑

病
ま
ざ
れ
ば
閑
を
得
ざ
る
を

︵
﹁
病
假
中
南
亭
閑
望
﹂
詩
︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
︶
︶

平
旦
起
視
事

平
旦

起
き
て

事
を
視

亭
午
臥
掩
關

亭
午

臥
し
て

關
を
掩
ふ

除
親
薄
領
外

薄
領
に
親
し
む
を
除
く
外

多
在
琴
書
前

多
く
は
琴
書
の
前
に
在
り

︵
﹁
郡
亭
﹂
詩
︵
﹃
同
﹄
巻
八
︶
︶

君
若
欲
高
臥

君

若
し
高
臥
せ
ん
と
欲
せ
ば

但
自
深
掩
關

但
だ
自
ら
深
く
關
を
掩
ふ
の
み

亦
無
車
馬
客

亦

車
馬
の
客
の

造
次
到
門
前

造
次

門
前
に
到
る
無
し

︵
﹁
中
隱
﹂
詩
︵
﹃
同
﹄
巻
五
十
二
︶
︶

こ
れ
ら
の
詩
句
に
お
い
て
は
︑
門
を
閉
ざ
す
こ
と
に
よ
り
世
の
中
の
喧
騒
か
ら
離

れ
︑
閑
な
る
状
態
を
得
る
こ
と
の
喜
び
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
白
居
易
が
門
を
閉
ざ

す
契
機
と
な
る
の
は
病
気
で
あ
っ
た
り
︑
ま
た
そ
の
日
の
業
務
の
終
了
で
あ
っ
た
り

す
る
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
︑
閉
ざ
さ
れ
た
私
的
空
間
の
内
部
に
引
き
こ

も
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
世
の
中
の
煩
瑣
や
彼
に
求
め
ら
れ
る
立
場
か
ら
解
放
さ

れ
︑
自
由
を
得
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
私
的
空
間
に
お
い
て
︑
彼
は
穏
や
か
に

横
た
わ
り
︑
琴
や
書
物
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
︑
彼
は
そ
こ
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

白
居
易
以
降
の
時
期
の
唐
詩
に
も
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
お
り
︑
社

会
と
の
応
接
を
拒
み
隠
逸
を
志
向
す
る
人
の
行
動
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
に
は
大

き
な
変
化
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
姚
合
︵
七
七
九
頃

－

八
四
六
頃
︶
﹁
閑
居
遣
懷
十
首
﹂

其
十
︵
﹃
全
唐
詩
﹄
巻
四
百
九
十
八
︶
で
は
︑
﹁
拙
直
難
和
洽
︑
從
人
笑
掩
關
︒
不
能

行
戶
外
︑
寧
解
走
塵
間
︒
﹂
︵
拙
直
に
し
て
和
洽
す
る
こ
と
難
く
︑
人
よ
り
關
を
掩
ふ

を
笑
は
る
︒
戶
外
に
行
く
能
は
ざ
る
に
︑
寧
く
ん
ぞ
解
く
塵
間
に
走
ら
ん
や
︒
︶
と
︑

人
と
な
じ
め
な
い
自
分
は
︑
扉
を
閉
ざ
し
た
生
活
を
他
人
か
ら
笑
わ
れ
る
が
︑
外
出

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
︑
ま
し
て
や
世
間
と
交
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ

て
い
る
︒

︵
三
︶
秦
觀
の
﹁
掩
關
﹂

こ
の
よ
う
に
︑
﹁
掩
關
﹂
と
い
う
語
は
︑
六
朝
期
以
来
︑
あ
る
場
所
が
扉
を
閉
ざ

す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
か
ら
隔
絶
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
現
し
︑
特
に
東
晉
の

陶
淵
明
以
降
は
世
の
中
と
の
応
接
を
避
け
る
隠
者
の
閑
居
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の

と
さ
れ
︑
中
唐
期
の
白
居
易
が
そ
れ
を
自
己
の
所
謂
﹁
中
隠
﹂
の
状
況
を
示
す
表
現

に
用
い
︑
知
識
人
の
閑
居
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

本
稿
で
検
討
し
て
い
る
北
宋
期
の
秦
觀
﹁
掩
關
銘
﹂
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
の
継
承
を
踏
ま
え
て
︑
当
時
の
秦
觀
が
自
己
の
思
い
を
寓
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

テ
ー
マ
と
し
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
次
に
︑
﹁
掩
關
銘
﹂
及
び
序
の
記
述
か
ら
︑
閉
ざ
し
た
門
扉
の
内
側
に
い

る
秦
觀
の
様
子
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
序
の
部
分
で
は
︑
こ
の
銘
の

制
作
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

元
豐
初
︑
觀
舉
進
士
不
中
︑
退
居
高
郵
︑
杜
門
却
掃
︑
以
詩
書
自
娯
︑
乃
作
﹁
掩

關
﹂
之
銘
︒

元
豐
初
め
︑
觀

進
士
に
舉
さ
る
る
も
中
ら
ず
︑
退
き
て
高
郵
に
居
し
︑
杜
門

却
掃
し
︑
詩
書
を
以
て
自
ら
娯
し
み
︑
乃
ち
﹁
掩
關
﹂
の
銘
を
作
る
︒

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
秦
觀
の
高
郵
退
居
は
貢
舉
の
進
士
科
に
及
第
で
き
な
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か
っ
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
秦
觀
が
こ
こ
で
自
ら
の
日
常
生
活
を
表
現
す

る
﹁
杜
門
却
掃
﹂
は
︑
門
を
閉
じ
て
交
際
を
絶
ち
︑
掃
除
す
る
こ
と
を
言
う
が
︑
秦

觀
は
元
豐
八
年
︵
一
〇
八
五
︶
の
科
挙
及
第
ま
で
続
く
高
郵
閑
居
期
間
中
︑
知
人
に

送
っ
た
書
信
の
中
で
自
己
の
生
活
の
様
子
を
紹
介
す
る
際
︑
類
似
の
表
現
を
く
り
返

し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑
元
豐
元
年
︵
一
〇
七
八
︶
の
冬
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
附
録
一
﹁
秦
觀
年
譜
﹂・

﹃
秦
少
游
年
譜
長
編
﹄
に
よ
る
︒
︶
に
蘇
軾
に
﹁
黄
樓
賦
﹂
を
献
呈
し
た
際
の
﹁
與
蘇

公
先
生
簡
﹂
其
二
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
巻
三
十
︶
に
は
︑
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
︒頃

蒙
不
間
鄙
陋
︑
令
賦
﹁
黄
樓
﹂
︒
自
度
不
足
以
發
揚
壯
觀
之
萬
一
︑
且
迫
於

科
擧
︑
以
故
承
命
經
營
︑
彌
久
不
獻
︒
比
縁
杜
門
多
暇
︑
念
嘉
命
不
可
以
虚
辱
︑

輒
冒
不
韙
︑
撰
成
繕
寫
呈
上
︒

頃

鄙
陋
を
間
せ
ざ
る
を
蒙
り
︑
﹁
黄
樓
﹂
を
賦
せ
し
む
︒
自
ら
度
す
る
に
以

て
壯
觀
の
萬
一
を
發
揚
す
る
に
足
ら
ず
︑
且
つ
科
擧
に
迫
ら
れ
︑
故
よ
り
承
命

經
營
す
る
を
以
て
︑
彌
久
し
く
獻
ぜ
ず
︒
比

杜
門
の
暇
多
き
に
縁
り
︑
嘉
命

の
以
て
虚
辱
す
べ
か
ら
ざ
る
を
念
ひ
︑
輒
ち
韙よ

か
ら
ざ
る
を
冒
し
︑
撰
成
繕
寫

し
て
呈
上
す
︒

こ
こ
で
は
︑
蘇
軾
か
ら
の
依
頼
を
受
け
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
科
挙
受
験
な
ど
の
多

忙
に
よ
り
献
呈
で
き
な
か
っ
た
徐
州
黄
樓
に
寄
せ
る
賦
を
︑
﹁
杜
門
﹂
に
よ
り
暇
な

時
間
が
増
え
た
た
め
制
作
し
た
と
伝
え
て
い
る
︒

さ
ら
に
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒

自
還
家
來
︑
比
會
稽
時
人
事
差
少
︑
杜
門
却
掃
︑
日
以
文
史
自
娯
︒

家
に
還
り
し
よ
り
來
︑
會
稽
の
時
に
比
し
て
人
事

差
や
少
な
く
︑
杜
門
却
掃

し
︑
日
び
に
文
史
を
以
て
自
ら
娯
し
む
︒

︵
﹁
與
李
樂
天
簡
﹂
︵
﹃
同
﹄
巻
三
十

元
豐
三
年
︵
一
〇
八
〇
︶
春
︶

不
肖
之
迹
︑
雖
復
爲
世
所
棄
︑
而
杜
門
謝
客
︑
頗
得
專
意
讀
書
︑
衡
茅
之
下
︑

有
以
自
適
︒
古
語
有
之
︑
﹁
蘭
生
幽
谷
︵
原
作
﹁
宮
﹂
︶
︑
不
爲
莫
服
而
不
芳
︒
﹂

某
雖
不
敏
︑
竊
事
斯
語
︒

不
肖
の
迹
︑
世
の
棄
つ
る
所
と
爲
る
と
雖
も
︑
杜
門
謝
客
し
︑
頗
る
意
を
專
ら

に
し
て
書
を
讀
む
を
得
︑
衡
茅
の
下
︑
以
て
自
適
す
る
有
り
︒
古
語
に
之
有
り
︑

﹁
蘭

幽
谷
に
生
じ
︑
莫つ

と

め
て
服
す
る
と
こ
ろ
と
爲
ら
ざ
れ
ば
而

す
な
は

ち
芳
し
か
ら

ず
﹂
と
︒
某

敏
な
ら
ざ
る
と
雖
も
︑
竊
か
に
斯
の
語
を
事
と
す
︒

︵
﹁
與
蘇
子
由
著
作
簡
﹂
其
二
︵
﹃
同
﹄
巻
三
十

﹁
秦
觀
年
譜
﹂
は
元

豐
元
年
︵
一
〇
七
八
︶
冬
︑
﹃
秦
觀
集
編
年
校
注
﹄
巻
二
十
九
は
元

豐
三
年
︵
一
〇
八
〇
︶
以
降
と
す
る
︒
︶

近
し
い
人
々
に
宛
て
た
書
簡
に
く
り
返
し
現
れ
る
こ
れ
ら
の
記
述
は
︑
当
時
の
秦

觀
が
世
間
と
の
応
接
を
避
け
︑
も
っ
ぱ
ら
読
書
に
耽
り
文
藝
と
史
学
に
親
し
む
こ
と

を
楽
し
み
と
し
て
い
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
が
︑
同
じ
よ
う
な
言
葉
が
く
り
返
さ
れ

る
こ
と
か
ら
は
︑
自
分
が
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
秦
觀
の
強
い
拘
り
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
杜
門
却
掃
﹂
と
い
う
語
の
早
い
時
期
の
用
例
と
し
て

は
︑﹃
魏
書
︵
19

︶

﹄
巻
九
十
︑﹃
北
史
﹄
巻
三
十
三
の
李
謐
傳
の
︑
李
謐
が
延
昌
四
年
︵
五

一
五
︶
に
三
十
二
歳
で
卒
し
た
後
︑
孔
璠
ら
學
官
四
十
五
人
が
李
謐
を
称
え
た
上
書

中
の
語
句
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

毎
曰
︑﹁
丈
夫
擁
書
萬
巻
︑
何
假
南
面
百
城
︒
﹂
遂
絶
跡
下
幃
︵
﹃
北
史
﹄
作
﹁
帷
﹂
︶
︑

杜
門
却
掃
︑
棄
産
營
書
︒
手
自
刪
削
︑
巻
無
重
複
者
四
千
有
餘
矣
︒
猶
括
次
専

家
︑
捜
比
讜
議
︑
隆
冬
達
曙
︑
盛
暑
通
宵
︒
雖
仲
舒
不
闚
園
︑
君
伯
之
閉
戸
︑

高
氏
之
遺
漂
︑
張
生
之
忘
食
︑
方
之
斯
人
︑
未
足
爲
喩
︒

毎
に
曰
く
︑
﹁
丈
夫

書
を
擁
す
る
こ
と
萬
巻
な
れ
ば
︑
何
ぞ
百
城
に
南
面
す

る
に
假
ら
ん
や
﹂
と
︒
遂
に
跡
を
絶
ち
て
幃
︵
﹃
北
史
﹄
は
﹁
帷
﹂
に
作
る
︶
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を
下
ろ
し
︑
杜
門
却
掃
し
︑
産
を
棄
て
書
を
營
む
︒
手
自
か
ら
刪
削
し
︑
巻
の

重
複
無
き
者
四
千
有
餘
な
り
︒
猶
ほ
専
家
に
括
次
し
︑
捜
し
て
讜
議
を
比
べ
︑

隆
冬
に
は
曙
に
達
し
︑
盛
暑
に
は
宵
を
通
ず
︒
︵
董
︶
仲
舒
の
園
を
闚
せ
ず
︑

君
伯
の
戸
を
閉
じ
︑
高
氏
の
漂
を
遺
れ
︑
張
生
の
食
を
忘
る
と
雖
も
︑
之
を
斯

の
人
に
方
ぶ
る
に
︑
未
だ
喩
へ
と
爲
す
に
足
ら
ず
︒

こ
こ
で
の
﹁
杜
門
却
掃
﹂
は
︑
単
に
門
扉
を
閉
ざ
し
て
世
間
と
の
交
際
を
や
め
︑

自
分
の
住
ま
い
を
き
れ
い
に
掃
き
清
め
る
の
み
な
ら
ず
︑
書
物
の
校
訂
に
没
頭
す
る

こ
と
を
伴
っ
て
い
る
︒
秦
觀
﹁
掩
關
銘
﹂
序
の
﹁
杜
門
却
掃
︑
以
詩
書
自
娯
﹂
は
︑

彼
自
身
の
独
自
性
を
打
ち
出
す
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
閑

居
の
典
型
に
沿
っ
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
詩
語
と
し
て
の
﹁
掩
關
﹂
は
︑
住
居
の
門
を
閉

ざ
し
て
外
界
と
の
往
来
を
拒
絶
す
る
意
を
表
す
が
︑
閉
ざ
し
た
﹁
關
﹂
の
内
側
で
学

問
に
励
む
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
含
ま
ず
︑
一
方
︑
李
謐
の
故
事
を
踏
ま
え
る
﹁
杜

門
﹂
は
︑
﹁
却
掃
﹂
及
び
学
問
に
励
む
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
お
り
︑
秦
觀

の
﹁
掩
關
﹂
は
む
し
ろ
﹁
杜
門
﹂
の
表
す
内
容
に
近
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
︑
住
居
の
門
や
扉
を
閉
ざ
し
て
外
界
と
の
往
来
を
拒
絶
す
る

意
の
語
と
し
て
は
︑
他
に
﹁
閉
戸
﹂
﹁
閉
門
﹂
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
外
界
と
の
往

来
を
拒
絶
し
て
読
書
や
執
筆
︑
ま
た
詩
作
に
耽
る
意
を
伴
う
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
︒
例
え
ば
梁
・
任
昉
﹁
天
監
三
年
策
秀
才
文
三
首
﹂
其

二
︵
﹃
文
選
﹄
巻
三
十
六
︶
の
︑
策
問
に
﹁
問
︑
朕
本
自
諸
生
︑
弱
齡
有
志
︑
閉
戸

自
精
︑
開
巻
獨
得
︒
九
流
﹃
七
略
﹄
︑
頗
常
觀
覽
︒
﹂
︵
問
ふ
︑
朕

本

自
ら
諸
生

に
し
て
︑
弱
齡
に
し
て
志
有
り
︑
戸
を
閉
ぢ
て
自
ら
精
し
︑
巻
を
開
き
て
獨
り
得
る

の
み
︒
九
流
﹃
七
略
﹄
︑
頗
る
常
に
觀
覽
す
︒
︶
と
あ
り
︑
武
帝
自
身
が
﹁
閉
戸
﹂
し

て
読
書
に
勤
し
ん
だ
と
述
懐
す
る
表
現
を
用
い
︑
さ
ら
に
こ
の
部
分
に
付
さ
れ
た
李

善
注
は
︑
﹃
楚
國
先
賢
傳
﹄
の
﹁
孫
敬
入
學
︑
閉
戸
牖
︑
精
力
過
人
︑
太
學
謂
曰
︑

閉
戸
生
︒
入
市
︑
市
人
相
語
︑
閉
戸
生
來
︑
不
忍
欺
也
︒
﹂
︵
孫
敬

學
に
入
り
︑
戸

牖
を
閉
ぢ
︑
精
力

人
に
過
ぎ
た
れ
ば
︑
太
學

謂
ひ
て
曰
く
︑
閉
戸
生
と
︒
市
に

入
る
に
︑
市
人

相
ひ
語
る
に
︑
閉
戸
生
來
た
れ
り
︑
欺
く
に
忍
び
ざ
る
な
り
と
︒
︶

を
引
用
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
戸
や
窓
を
閉
じ
て
学
問
に
打
ち
込
ん
だ
孫
敬
が
太
學

で
﹁
閉
戸
生
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
﹁
閉
門
﹂
し
て
詩
作
に
耽
る
例
と
し
て
は
︑
黄
庭
堅
﹁
病
起
荊
江
亭
即
事

十
首
﹂
詩
其
八
︵
﹃
宋
黄
文
節
公
全
集
正
集
︵
20

︶

﹄
巻
九
︶
の
﹁
閉
門
覓
句
陳
無
己
︑

對
客
揮
毫
秦
少
游
︒
正
字
不
知
温
飽
未
︵
一
作
﹃
味
﹄
︶
︑
西
風
吹
涙
古
藤
州
︒
﹂
︵
門

を
閉
ぢ
て
句
を
覓
む
る
は
陳
無
己
︑
客
に
對
し
て
毫
を
揮
ふ
は
秦
少
游
︒
正
字
は
知

ら
ず
温
飽
の
未
︵
一
に
﹁
味
﹂
に
作
る
︶
︑
西
風

涙
を
吹
く

古
の
藤
州
︒
︶
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
閉
門
覓
句
﹂
す
る
の
は
陳
師
道
で
あ
り
︑
秦

觀
は
客
人
と
相
対
し
て
筆
を
揮
う
と
さ
れ
て
い
る
︒

︵
四
︶
﹁
掩
關
﹂
の
効
用

こ
の
よ
う
に
︑
秦
觀
﹁
掩
關
銘
﹂
の
序
で
は
︑
こ
の
﹁
掩
關
﹂
を
読
書
に
勤
し
む

機
会
と
し
て
説
明
し
て
い
た
が
︑
次
に
︑
彼
が
こ
の
閑
居
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

て
い
る
の
か
を
銘
の
本
文
か
ら
捉
え
た
い
︒

ま
ず
前
半
部
分
で
は
︑
彼
の
閑
居
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

門
有
衡
衢
兮
蹄
踵
聯
︑
世
不
我
謀
兮
地
自
偏
︒
渾
沌
是
師
兮
機
械
焚
︑
何
以
玩

心
兮
有
討
論
︒
挿
架
萬
軸
兮
星
宿
懸
︑
口
唫
目
披
兮
遊
聖
賢
︑
偶
與
意
會
兮
欣

忘
餐
︒
植
芳
樹
美
兮
亦
既
蕃
︑
執
耰
搏
虎
兮
更
衆
難
︑
自
覈
不
迷
兮
邈
考
槃
︒

門
に
衡
衢
有
り
て
蹄
踵

聯
な
り
︑
世
は
我
と
謀
ら
ず
し
て
地
は
自
ら
偏
れ
り
︒

渾
沌
は
是
れ
師
に
し
て
機
械
は
焚
か
れ
︑
何
ぞ
玩
心
を
以
て
討
論
す
る
こ
と
有

ら
ん
や
︒
挿
し
て
萬
軸
を
架
し
て
星
宿
懸
か
り
︑
口
は
唫
し
目
は
披
き
て
聖
賢

と
遊
び
︑
偶
ま
意
と
會
せ
ば
欣
び
て
餐
す
る
を
忘
る
︒
芳
を
植
え
美
を
樹
え
て

ま
た
既
に
蕃
く
︑
耰
を
執
り
虎
を
搏
ち
て
衆
の
難
を
更
へ
ん
︒
自
ら
覈し

ら

べ

迷
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は
ず
し
て
考
槃
を
邈う
れ

ふ
︒

﹃
箋
注
﹄
一
〇
九
八
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
部
分
で
は
陶
淵
明
﹁
飲
酒
二

十
首
﹂
詩
其
五
︵
﹃
陶
淵
明
集
﹄
巻
三
︶﹁
心
遠
地
自
偏
﹂︵
心
遠
く
地
自
ら
偏
れ
り
︶
︑

﹃
荘
子
﹄
應
帝
王
篇
で
万
物
を
内
包
す
る
原
初
的
な
無
秩
序
を
象
徴
的
に
表
す
存
在

で
あ
る
﹁
渾
沌
﹂
︑
韓
愈
﹁
送
諸
葛
覺
往
隨
州
讀
書
﹂
詩
︵
﹃
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
釋
﹄

巻
十
二
︶
﹁
挿
架
三
萬
軸
﹂
を
踏
ま
え
て
蔵
書
の
多
さ
を
言
う
﹁
挿
架
萬
軸
﹂
︑
さ
ら

に
再
び
陶
淵
明
﹁
五
柳
先
生
傳
﹂︵
﹃
陶
淵
明
集
﹄
巻
六
︶
の
﹁
好
讀
書
︑
不
求
甚
解
︑

毎
有
會
意
︑
便
欣
然
忘
食
︒
﹂
︵
書
を
讀
む
を
好
み
︑
甚
し
く
は
解
す
る
を
求
め
ず
︑

毎
に
意
に
會
す
る
こ
と
有
る
に
︑
便
ち
欣
然
と
し
て
食
を
忘
る
︒
︶
を
踏
ま
え
て
︑

読
書
へ
の
耽
溺
を
言
う
表
現
を
重
ね
︑
自
ら
の
閑
居
が
︑
世
間
と
の
交
わ
り
を
絶
っ

て
個
人
的
な
生
活
の
中
で
の
自
足
を
求
め
た
陶
淵
明
の
閑
居
を
意
識
し
︑
万
物
を
内

包
す
る
原
初
的
な
無
秩
序
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
を
志
向
し
︑
星
座
の
よ
う
に
連
な

る
大
量
の
蔵
書
に
よ
り
古
の
聖
人
賢
者
に
親
し
む
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
彼
の
閑
居
の
志
向
の
大
き
な
部
分
が
読
書
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
既
に
見
た
序
や
当
時
彼
が
周
囲
の
人
々
に
書
き

送
っ
た
書
簡
の
記
述
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
﹁
植
え
込
ん
だ
芳
し
く
美
し
い
草
木
は
も
う
す
っ
か
り
繁
っ
た
︑
鋤
を
手

に
し
て
虎
を
打
ち
こ
ら
し
多
く
の
人
々
の
困
難
を
改
め
よ
う
︒
﹂
と
秦
觀
は
述
べ
る
︒

し
か
し
彼
は
こ
れ
か
ら
扉
を
開
い
て
人
々
の
救
済
に
向
か
お
う
と
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
︑
覆
い
隠
さ
れ
た
事
柄
を
調
べ
て
明
ら
か
に
し
︑
迷
う
こ
と
な
く
︑
﹃
詩
﹄

衞
風
﹁
考
槃
﹂
が
描
い
て
い
る
よ
う
な
︑
世
を
憂
え
る
隠
者
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
︒

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹃
詩
﹄
衞
風
﹁
考
槃
﹂
は
︑
そ
の
小
序
に
﹁
刺
荘
公
也
︒

不
能
繼
先
公
之
業
︑
使
賢
者
退
而
窮
處
︒
﹂
︵
荘
公
を
刺
す
る
な
り
︒
先
公
の
業
を
繼

ぐ
能
は
ず
︑
賢
者
を
し
て
退
き
て
處
に
窮お

は

ら
し
む
︒
︶
と
あ
り
︑
ま
た
︑
孔
穎
達
の

疏
に
﹁
作
﹃
考
槃
﹄
詩
者
︑
刺
荘
公
也
︒
刺
其
不
能
繼
其
先
君
武
公
之
業
脩
德
任
賢
︑

乃
使
賢
者
退
而
終
處
於
澗
阿
︒
故
刺
之
言
︒
﹂
︵
﹃
考
槃
﹄
詩
を
作
れ
る
者
は
︑
荘
公

を
刺
す
る
な
り
︒
其
の
先
君
武
公
の
德
を
脩
め
賢
を
任
ず
る
を
業
と
す
る
を
繼
ぐ
能

は
ず
︑
乃
ち
賢
者
を
し
て
退
き
て
終
に
澗
阿
に
處
ら
し
む
る
を
刺
す
︒
故
に
之
を
刺

し
て
言
ふ
︒
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
伝
統
的
な
解
釈
で
は
︑
君
主
が
先
代
の
施
政
を
継

承
で
き
ず
︑
賢
者
を
在
野
の
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
︑
当
時
の
︑
神
宗
の
信
任
を
得
た
新
法
を
推
進
す
る
勢
力
が
伸

長
し
︑
こ
れ
と
対
立
す
る
旧
来
の
方
法
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
が
中
央
を
終
わ
れ
つ

つ
あ
っ
た
状
況
︑
さ
ら
に
は
秦
觀
自
身
が
進
士
科
に
及
第
で
き
な
い
状
況
と
重
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
﹁
考
槃
﹂
の
第
一
章
は
︑﹁
考
槃
在
澗
︑
碩
人
之
寛
︒
獨
寐
寤
言
︑
永
矢
弗
諼
︒
﹂

︵
槃た

の

し
み
を
考な

し
て
澗
に
在
る
は
︑
碩
人
の
寛
な
り
︒
獨
り
寐
ね
寤さ

め
て
言
ひ
︑
永

く
諼わ

す

れ
ざ
る
を
矢ち
か

ふ
︒
︶
﹂
で
あ
り
︑
鄭
玄
箋
は
︑
こ
の
﹁
考
槃
在
澗
︑
碩
人
之
寛
︒
﹂

を
︑
﹁
有
窮
處
成
樂
在
此
澗
者
︑
形
貌
大
人
而
寛
然
有
虚
乏
之
色
︒
﹂
︵
處
に
窮
し
て

樂
を
成
し
此
の
澗
に
在
る
者
有
り
︑
形
貌
大
人
に
し
て
寛
然
と
し
て
虚
乏
の
色
有

り
︒
︶
と
︑
捨
て
置
か
れ
た
賢
者
が
こ
こ
で
の
閑
居
を
楽
し
み
︑
ゆ
っ
た
り
と
し
て

何
事
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
様
子
を
表
現
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
獨
寐

寤
言
︑
永
矢
弗
諼
︒
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
在
澗
獨
寐
覺
而
獨
言
︑
長
自
誓
以
不
忘
君
之

惡
︑
志
在
窮
處
︑
故
云
然
︒
﹂
︵
澗
に
在
り
獨
り
寐
覺
し
て
獨
り
言
ひ
︑
長
く
自
ら
君

の
惡
を
忘
れ
ざ
る
を
以
て
誓
ひ
︑
志
は
處
に
窮
す
る
に
在
り
︑
故
に
然
く
云
ふ
︒
︶

と
箋
し
︑
君
主
の
悪
政
を
批
判
し
つ
つ
︑
処
士
と
し
て
生
涯
を
送
る
こ
と
を
誓
う
も

の
と
解
し
て
い
る
︒
秦
觀
の
﹁
掩
關
銘
﹂
は
こ
れ
を
意
識
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
︒

﹁
掩
關
銘
﹂
の
続
く
部
分
で
は
︑
彼
の
世
の
中
に
対
す
る
見
方
が
示
さ
れ
る
︒

蹇
民
多
艱
兮
戒
求
全
︑
高
明
家
室
兮
鬼
笑
喧
︑
速
成
亟
壞
兮
理
則
然
︒
蔓
蔓
荊
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棘
兮
上
造
天
︑
窫
窳
磨
牙
兮
交
術
阡
︑
勿
應
其
求
兮
銜
深
冤
︒

蹇あ
あ

民

艱
き
こ
と
多
く
し
て
全
き
を
求
む
る
を
戒
め
︑
高
明
の
家
室
に
し
て

鬼
は
笑
喧
し
︑
速
く
成
れ
ば
亟

す
み
や

か
に
壞
る
る
は
理
な
れ
ば
則
ち
然
り
︒
蔓
蔓
た

る
荊
棘
は
上
り
て
天
に
造
り
︑
窫
窳
は
牙
を
磨
き
て
阡
術
に
交
は
る
︒
其
の
求

め
に
應
ふ
る
こ
と
勿
か
れ
深
き
冤
を
銜
ま
ん
︒

﹁
人
々
に
は
艱
難
が
多
い
﹂
は
﹃
楚
辭
﹄
﹁
離
騒
﹂
を
︑
﹁
完
璧
で
あ
ろ
う
と
求
め

て
譏
り
を
受
け
る
﹂
は
﹃
孟
子
﹄
﹁
離
婁
﹂
を
踏
ま
え
︑
い
ず
れ
も
世
の
中
で
生
き

て
い
く
こ
と
の
困
難
を
言
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
揚
雄
﹁
解
嘲
﹂
を
踏
ま
え
た
﹁
権

勢
家
の
邸
を
の
ぞ
き
込
ん
で
鬼
が
笑
う
﹂
︑
ま
た
︑
あ
わ
て
て
完
成
さ
れ
た
も
の
が

す
ぐ
に
壊
れ
て
し
ま
う
の
は
理
の
当
然
だ
と
い
う
の
は
︑
彼
を
及
第
さ
せ
ず
彼
に
近

し
い
人
々
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
現
政
権
を
遠
回
し
に
揶
揄
す
る
も
の
だ
ろ
う
︒
さ

ら
に
︑
伸
び
広
が
っ
た
荊
の
棘
が
天
ま
で
と
ど
き
︑
窫
窳
︵
﹃
山
海
經
﹄
海
内
南
經

に
記
さ
れ
る
龍
の
頭
を
し
た
人
を
食
う
獣
︶
が
牙
を
磨
い
て
路
上
を
行
き
交
っ
て
い

る
と
は
︑
新
法
を
推
進
す
る
勢
力
が
席
巻
し
て
い
る
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
︑
﹁
そ
の
求
め
に
応
え
る
な
︑
深
い
罪
を
得
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
﹂
と
警
戒
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
︒
結
局
︑
秦
觀
は
こ
の

段
で
︑
自
ら
の
閑
居
を
単
な
る
逃
避
で
は
な
く
︑
社
会
へ
の
批
判
を
含
む
も
の
と
し

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
こ
の
﹁
掩
關
銘
﹂
は
次
の
よ
う
に
終
結
す
る
︒

掩
關
自
娯
兮
解
憂
患
︑
啜
菽
飲
水
兮
顔
悦
歡
︑
優
哉
游
哉
兮
聊
永
年
︒

關
を
掩
ひ
自
ら
娯
み
て
憂
患
を
解
き
︑
菽
を
啜
り
水
を
飲
み
て
顔
は
悦
歡
し
︑

優
な
る
か
な
游
べ
る
か
な
聊
か
年
を
永
く
せ
ん
︒

扉
を
閉
じ
て
み
ず
か
ら
楽
し
み
︑
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
世
の
中
の
様
々
な
愁

い
や
煩
い
か
ら
解
き
放
た
れ
︑
質
素
な
生
活
を
楽
し
み
︑
ゆ
っ
た
り
と
気
の
向
く
ま

ま
に
長
生
き
し
よ
う
︒
秦
觀
は
閉
ざ
さ
れ
た
扉
の
中
で
の
自
由
を
楽
し
も
う
と
し
て

い
る
︒

秦
觀
の
﹁
掩
關
﹂
は
︑
こ
の
語
が
従
来
持
っ
て
い
た
社
会
と
の
応
接
を
拒
絶
す
る

隠
者
の
態
度
に
倣
う
姿
勢
を
示
し
︑
同
時
に
自
分
を
こ
の
よ
う
な
状
況
に
置
く
現
実

社
会
へ
の
批
判
を
含
み
な
が
ら
︑
社
会
と
の
応
接
を
拒
ん
だ
個
人
的
空
間
で
の
生
活

や
読
書
を
楽
し
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
﹁
掩
關
﹂
中
に
著
作
が
進
捗
す
る
こ
と

は
白
居
易
﹁
閉
關
﹂
詩
に
す
で
に
表
現
さ
れ
て
い
た
が
︑
秦
觀
の
場
合
は
︑
成
果
と

し
て
様
々
な
書
物
か
ら
え
り
抜
き
の
文
章
を
集
め
た
﹃
精
騎
集
﹄
と
見
聞
を
記
録
し

た
﹃
逆
旅
集
﹄
を
編
纂
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
書
物
そ
の
も
の
は
す
で
に
失
わ
れ
て

い
る
が
︑
秦
觀
自
身
に
よ
る
序
文
︑
﹁
精
騎
集
序
﹂
︵
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
後
集
巻
六
︶
・

﹁
逆
旅
集
序
﹂
︵
﹃
同
﹄
巻
三
十
九
︶
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
掩
關
﹂
生
活
が
彼
の
思
考

や
感
覚
に
大
き
な
影
響
を
与
え
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒

貢
擧
へ
の
及
第
が
叶
わ
ず
高
郵
に
留
ま
っ
て
い
た
頃
の
秦
觀
に
と
っ
て
の
﹁
身
﹂

と
﹁
世
﹂
は
︑
白
居
易
の
よ
う
に
心
地
よ
い
閑
居
に
お
い
て
忘
れ
去
ら
れ
る
も
の
で

も
︑
蘇
軾
の
よ
う
に
両
者
の
乖
離
し
た
状
態
を
諦
念
を
含
ん
で
了
解
す
る
も
の
で
も

な
く
︑
ぼ
ん
や
り
と
し
て
見
通
し
の
き
か
な
い
頼
り
な
さ
や
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
彼
に
と
っ
て
︑
閉
ざ
し
た
扉
の
内
側
は
︑

社
会
か
ら
︑
そ
し
て
そ
れ
と
対
比
し
て
意
識
さ
れ
る
自
分
自
身
の
現
実
か
ら
も
逃
れ

る
こ
と
の
で
き
る
安
心
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う

な
﹁
世
﹂
か
ら
も
﹁
身
﹂
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
﹁
掩
關
﹂
の
内
側
で
彼

は
自
由
を
得
︑
古
今
の
書
物
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
︒

中
唐
の
白
居
易
か
ら
蘇
軾
ら
の
世
代
ま
で
の
詩
文
に
表
現
さ
れ
る
閑
居
が
︑
官
僚

と
し
て
の
公
的
存
在
と
し
て
の
自
分
と
個
人
と
し
て
の
自
分
と
の
区
別
を
意
識
し
つ

つ
︑
明
る
く
楽
し
む
べ
き
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
比
し
て
︑
す
で

に
検
討
し
た
黄
庭
堅
の
場
合
も
含
ん
だ
秦
觀
ら
の
世
代
の
詩
文
に
表
現
さ
れ
る
閑
居

は
︑
修
養
と
し
て
の
色
合
い
を
強
め
る
と
と
も
に
︑
生
き
生
き
と
し
た
楽
し
さ
を
陰
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ら
せ
て
い
く
よ
う
だ
︒
こ
れ
は
彼
ら
の
世
代
が
政
府
内
の
党
派
対
立
の
影
響
を
前
の

世
代
よ
り
も
若
年
か
ら
被
り
︑
貢
擧
へ
の
及
第
の
困
難
を
は
じ
め
任
官
に
お
い
て
も

前
世
代
に
比
し
て
低
い
地
位
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
自
己
実

現
が
難
し
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
彼
ら

の
世
代
の
独
自
の
感
覚
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

︻
注
︼

1

〔
清
︺
倪
璠
注
︑
許
逸
民
校
點
﹃
庾
子
山
集
注
﹄
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
︑
中
華
書
局
︑
一
九

八
〇
年

2

〔
宋
︺
李
壁
注
﹃
王
荊
文
公
詩
李
壁
注
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
三
年

3

富
壽
蓀
標
校
﹃
范
石
湖
集
﹄
中
國
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年

4

『
高
校
通
信
・
国
語
﹄
三
一
七
︑
東
京
書
籍
︑
一
九
九
一
年
十
一
月
︑
の
ち
に
﹃
詩
人
と
造
物
︱

蘇
軾
論
考
﹄
研
文
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
百
四
十
三
頁
～
二
百
五
十
二
頁

5

『
文
選

附
考
異
﹄
藝
文
印
書
館
︑
一
九
八
九
年

6

『
中
國
文
學
報
﹄
第
四
十
一
冊
︑
一
九
九
〇
年
︑
の
ち
に
﹃
終
南
山
の
変
容
︱
中
唐
文
学
論
集
﹄

研
文
出
版
︑
一
九
九
九
年
︑
二
百
八
十
八
～
三
百
三
十
四
頁

7

本
稿
で
は
秦
觀
の
詩
文
の
底
本
と
し
て
徐
培
均
箋
注
﹃
淮
海
集
箋
注
﹄
︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一

九
九
四
年
︶
を
使
用
し
︑
作
品
の
制
作
年
代
は
徐
培
均
著
﹃
秦
少
游
年
譜
長
編
﹄
︵
中
華
書
局
︑
二

〇
〇
二
年
︶
に
よ
っ
た
︒
ま
た
︑
周
義
敢
・
程
自
信
・
周
雷
編
注
﹃
秦
觀
集
編
年
校
注
﹄
︵
新
注
古

代
文
學
名
家
集
︑
人
民
文
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶
も
適
宜
参
照
し
た
︒

8

徐
鵬
校
點
﹃
陳
子
昂
集
﹄
修
訂
本
︑
中
國
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年

9

〔
清
︺
王
琦
注
﹃
李
太
白
全
集
﹄
︑
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
︑
中
華
書
局
︑
一
九
七
七
年

10

〔
清
︺
馮
星
實
輯
訂
﹃
蘇
文
忠
公
詩
合
註
﹄
中
文
出
版
社
︑
一
九
七
九
年

11

錢
仲
聯
集
釋
﹃
韓
昌
黎
詩
繫
年
集
釋
﹄
中
國
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
四
年

12

『
白
氏
文
集
﹄
四
部
叢
刊
本
︵
七
十
巻
本
︶

13

朱
金
城
箋
校
﹃
白
居
易
集
箋
校
﹄
中
國
古
典
文
學
叢
書
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
八
年

14

『
王
黄
州
小
畜
集
﹄
四
部
叢
刊
本

15

傅
平
驤
・
胡
問
濤
校
注
﹃
蘇
舜
欽
集
編
年
校
注
﹄
巴
蜀
書
社
︑
一
九
九
一
年

16

中
華
書
局
編
輯
部
編
﹃
宋
元
方
志
叢
刊
﹄
第
一
冊
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
〇
年

17

呉
洪
澤
・
尹
波
主
編
﹃
宋
人
年
譜
叢
刊
﹄
第
五
冊
︑
四
川
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年

18

逯
欽
立
校
注
﹃
陶
淵
明
集
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年

19

『
魏
書
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
七
四
年

20

『
北
史
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
七
四
年

21

劉
琳
・
李
勇
先
・
王
蓉
貴
校
點
﹃
黄
庭
堅
全
集
﹄
四
川
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
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