
一

「
離
騒

」

と

、
／
た
．
．
．
，

　
　
／
ん
．
．
．

個
人
精
神
展
開
に
お
け
る
道
家
思
想
の
役
割
り
ー
ー
…

　　

@　

@
∴
　

し
／
塗

清
、
・
宮

だ鰐

／

ゼ

　
　
　
0

　
屈
獄
の
「
離
騒
」
は
そ
の
文
学
的
価
値
と
と
も
に
偲
想
酌
表
意

味
に
お
い
て
も
後
世
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
中
で
も

「
楚
辞
」
を
母
体
と
し
．
て
発
展
し
た
賦
と
い
う
　
連
の
文
学
形
式

に
は
、
単
に
そ
の
文
学
形
式
を
襲
う
ば
か
幻
で
な
く
、
思
想
面
で

も
「
離
騒
」
を
祖
述
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
根
抵
に
そ
れ
を
ふ
蔑

え
て
の
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
は
「
離
騒
」
か
ら
発
展
し
た
賦
を

取
り
上
げ
て
、
そ
の
道
塚
的
思
想
の
果
た
し
て
い
る
役
割
に
考
察

を
加
え
て
み
た
い
。

　
し
か
し
初
め
に
断
っ
て
語
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

論
の
ね
ら
い
と
す
る
所
が
、
　
「
離
騒
」
に
論
け
る
道
家
思
想
を
探

ろ
う
織
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
離
騒
」
自

体
は
、
翼
を
愛
し
国
を
憂
へ
る
鰻
塚
的
倫
理
に
満
ち
た
も
の
で
あ

る
。
だ
が
後
の
賦
に
友
っ
て
来
る
走
、
　
「
離
騒
」
を
ふ
ま
え
な
が

ら
菟
儒
家
的
倫
理
を
否
定
し
て
自
由
な
細
入
の
解
放
を
求
め
る
も

の
が
禦
ぐ
な
っ
て
来
る
。
恐
ら
ぐ
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
個
人
の
精

神
展
開
の
型
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
型
と
道
家
貸
R
心
想
を
関
連

づ
け
よ
う
と
す
る
の
が
こ
の
論
の
霞
的
で
あ
る
。

　
「
離
騒
」
に
凹
い
て
は
忠
君
愛
国
の
儒
家
的
倫
理
が
濃
厚
で
あ

つ
で
道
家
的
主
張
は
全
ぐ
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
と
れ
か
ら
見
て
行
こ
う
と
す
る
漢
大
の
賦
に
は

「
離
騒
」
を
ふ
織
え
た
上
で
道
家
的
一
環
が
顕
藩
に
左
っ
て
来
る
。

こ
の
「
離
騒
」
と
道
家
思
想
の
結
び
つ
く
必
然
的
斎
接
触
点
と
は

一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
　
「
離
　
騒
」
が
現
実
に
死
を
背

景
と
も
て
作
ら
れ
た
作
晶
で
あ
る
こ
と
と
、
老
荘
思
想
が
根
本
に

入
間
の
生
命
を
愛
惜
す
る
哲
学
を
含
ん
で
病
る
救
ま
に
吟
起
聴
す
る

傷
’
で
あ
ろ
う
。
誓
．
背
景
乏
t
た
・
折
曝
者
「
舗
極
吹

慶
い
て
搬
出
し
う
る
恵
「
の
ば
、
　
現
実
の
政
治
社
会
を

脱
却
し
て
愛
鳥
な
個
人
的
精
神
の
世
界
を
講
立
．
す
る
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こ
乏
で
あ
る
。
そ
こ
に
道
家
思
想
が
媒
体
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の

は
肯
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
「
離
調
」
中
に
も
道
家
的
主
張
へ

の
転
換
と
な
る
べ
き
要
因
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

「
離
騒
」
の
作
ら
れ
た
動
機
・
道
家
転
換
の
要
因
に
つ
い
て
考
察

を
加
え
て
み
よ
う
◎

　
死
と
の
直
面
に
よ
る
賦
の
最
初
の
し
か
も
最
も
代
表
的
な
も
の

は
屈
原
の
「
離
即
し
で
あ
る
。
そ
の
作
ら
れ
た
動
機
、
及
び
い
か

に
彼
が
危
険
な
立
場
に
“
た
か
に
つ
い
て
は
「
史
記
」
巻
八
十
四

屈
原
列
伝
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
屈
原
、
は
楚
の
懐
王
の
時
、

憲
令
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
が
上
官
大
夫
の
灘
に
会
い
遠
け
ら
れ

る
。
そ
の
時
の
屈
原
の
心
中
を
「
史
記
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
屈
平
疾
王
聴
嚢
腫
野
饗
、
識
諮
之
蔽
明
也
、
邪
曲
之
害
公
也
、

方
正
之
不
善
也
、
故
憂
愁
幽
思
而
作
離
騒
。
離
騒
者
玉
篠
平
々
。

：
…
…
・
雑
節
見
疑
忠
而
被
誘
。
能
無
怨
乎
。
屈
平
之
作
離
騒
誓
事

怨
生
也
。
　
（
「
史
記
し
）

「
離
騒
」
の
作
ら
れ
た
動
機
は
以
上
の
よ
ケ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
屈
平
は
王
が
い
つ
の
日
か
心
を
正
す
こ
と
を
願
っ
て
忠
誠

を
尽
く
す
の
で
あ
み
が
、
〈
放
流
せ
ら
る
と
難
も
楚
国
を
蜷
顧
し

心
を
懐
王
に
懸
け
、
反
ら
ん
と
欲
す
る
を
忘
れ
ず
…
…
三
た
び
志

を
致
す
。
然
れ
ど
も
終
に
奈
何
と
も
す
べ
き
無
し
ハ
故
に
以
て
反

す
ぺ
か
ら
ず
。
卒
に
此
を
以
て
懐
王
の
終
に
悟
ら
ざ
る
を
痴
る
な

り
〉
と
「
史
記
し
が
い
う
よ
う
に
王
は
つ
い
に
改
心
す
る
所
が
な
●

か
っ
た
が
潤
め
に
、
屈
原
鳳
祖
国
の
運
命
を
嘆
き
つ
つ
、
こ
の

「
離
騒
」
の
中
に
宮
已
の
思
い
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。
屈
原
は

そ
の
後
懐
王
の
子
、
子
蘭
の
た
め
に
二
度
目
の
追
放
に
会
う
。

「
史
記
」
に
い
う
く
令
灘
’
子
蘭
之
を
聞
き
て
大
い
に
下
多
、
卒
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

上
官
大
夫
を
し
て
屈
原
を
頃
嚢
王
に
短
ら
し
む
。
頃
嚢
王
怒
り
て

之
を
遷
す
V
の
記
事
が
ζ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く

彼
が
二
度
の
追
放
に
会
い
な
が
ら
も
殺
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
彼
が
韓
国
の
王
族
の
子
孫
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
彼
の
意
見

が
正
直
表
る
が
故
に
い
か
に
誕
に
会
お
う
と
も
決
定
的
な
死
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
彼
の
祖
国
を
想
う

意
見
は
結
果
的
に
正
し
い
も
の
ば
か
参
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

秦
の
昭
王
が
懐
王
を
招
い
た
時
に
屈
原
の
諌
め
に
従
わ
ず
出
か
け

て
行
っ
た
懐
王
は
つ
い
に
秦
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
も
そ
の
｝
例

で
あ
る
。
し
か
し
二
度
目
の
放
逐
で
あ
る
江
南
地
方
へ
の
旅
は
そ

の
風
土
の
厳
し
さ
故
に
実
際
に
は
死
を
意
味
ナ
る
の
と
同
じ
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
記
事
は
豊
玉
の
「
招
魂
」
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
例
を
紹
介
し
よ
う
。
　
「
招
魂
」
に
つ
い
て
は
誰
が
誰
の
魂

を
招
ぐ
か
に
つ
い
て
古
来
説
が
多
い
が
、
王
逸
の
説
の
よ
う
に
宋

玉
が
屈
原
の
魂
を
招
い
た
と
い
う
の
が
内
容
理
解
の
上
で
妥
当
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
。
　
（
詳
し
く
は
星
川
清
孝
著
「
楚
辞
」
釦
参
照
）
　
「
招
魂
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P

で
は
次
の
よ
う
に
．
い
う
。
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魂
よ
帰
り
来
れ
、
東
方
は
以
て
託
す
べ
か
ら
ず

　
長
入
は
千
傍
、
惟
魂
を
是
れ
索
む

吉
代
る
が
は
る
出
で
金
を
流
し
石
を
磁
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
と

　
彼
は
皆
之
に
習
ふ
も
．
魂
往
か
ば
必
ず
囁
け
ん

　
帰
り
来
れ
、
以
て
託
す
べ
か
ら
ず
。

以
上
は
江
南
地
方
の
害
を
述
べ
た
一
飾
で
あ
る
が
、
い
か
に
文
学

的
誇
張
が
あ
る
と
は
い
え
、
風
土
の
厳
し
さ
を
察
す
る
に
充
分
で

あ
ろ
う
。
本
文
は
こ
れ
に
続
い
て
南
方
・
西
方
・
北
方
・
天
：
幽

都
と
害
の
激
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。
　
（
引
用
文
は
星
川
先
生
の
書

き
下
し
文
に
よ
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
「
離
騒
」
は
死
を
前
提
と
し
て
の
賦
で
あ
り
、
実

際
屈
原
は
く
吾
将
に
彰
威
の
居
る
所
に
従
は
ん
と
す
V
と
結
ん
で

水
中
に
身
を
沈
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
離
騒
」
自
体
の
中
に

は
老
子
的
保
身
も
荘
子
的
精
神
飛
翔
も
な
い
。
そ
の
道
家
的
転
身

の
型
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
「
遠
遊
」
に
澄
い
て
で
あ
る
。
し

か
し
「
離
騒
」
の
中
に
も
糟
神
の
飛
翔
、
を
志
し
た
部
分
は
窺
う
こ

と
が
で
き
、
そ
の
部
分
こ
そ
が
道
家
的
転
身
の
媒
体
と
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
部
分
と
は
、
綾
ず
女
が
屈
原
の
身
上
の
危
険
を
心

配
し
て
屈
原
を
諌
め
る
○
そ
し
て
彼
は
美
人
（
実
際
に
は
壬
を
摘

．
ず
）
を
求
め
て
天
界
へ
の
遊
行
を
試
み
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
で

’．ﾞ
ず
霊
斧
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
こ
と
、
善
わ
せ
て
次
の
よ
や

に
い
ケ
。

　
勉
め
て
遠
逝
し
て
狐
疑
す
る
無
か
れ
、
敦
か
美
を
求
め
て
女
を

．
繹
て
ん
，

　
何
れ
の
所
に
か
濁
り
芳
草
無
か
ら
ん
、
爾
何
ぞ
故
宇
を
随
ふ

　
世
幽
昧
に
し
で
以
て
眩
締
す
、
敦
か
云
に
余
の
善
悪
を
察
せ
ん

、
民
の
好
慈
は
，
其
れ
同
じ
か
ら
ず
、
惟
此
の
黛
人
の
み
其
れ
濁
り

　
異
な
り

こ
れ
が
道
家
的
転
身
一
－
遠
遊
一
を
志
す
第
｝
の
箇
所
で
あ
る

が
、
蓬
だ
心
が
猶
豫
し
て
再
び
軍
威
に
占
わ
せ
る
。
次
に
引
用
す

る
の
が
同
じ
道
家
的
転
身
の
媒
体
と
な
る
第
二
の
箇
所
で
あ
る
。

煩
を
厭
は
ず
引
用
し
て
み
よ
う
◎

　
皇
は
剣
聖
と
し
て
其
れ
霊
を
揚
げ
、
余
に
告
ぐ
る
に
吉
の
故
を

．
以
て
す
。
日
ぐ

．
勉
め
て
陞
降
し
て
以
て
上
下
し
、
築
穫
の
同
じ
き
所
を
求
め
よ
。

　
：
…
・
中
略
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
年
歳
の
来
だ
婁
か
ら
ず
、
時
も
亦
其
れ
末
だ
央
き
ざ
る
に
及
ぱ

　
ん

　
恐
ら
く
は
鵜
鳩
の
先
づ
鳴
き
て
、
夫
の
百
草
を
し
て
之
が
為
に

　
芳
し
か
ら
ざ
ら
ん
し
め
ん
こ
と
を
。

　
（
書
き
下
し
文
は
星
川
清
孝
著
「
楚
辞
」
に
よ
る
）

こ
の
霊
獄
、
．
点
葉
の
言
葉
の
実
践
が
精
神
の
飛
翔
と
な
る
べ
き
も

の
謄
、
あ
わ
、
荘
子
の
い
わ
ゆ
る
く
遊
V
の
世
界
な
の
で
あ
る
が
、

「
離
騒
」
に
澄
い
て
は
そ
れ
は
綾
だ
表
わ
れ
て
い
な
い
。
）
し
か
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し
く
勉
め
て
遠
逝
し
て
狐
疑
す
る
無
か
れ
〉
〈
勉
め
て
陞
降
し
て

以
て
上
下
し
、
樂
㎡
懸
の
同
じ
き
所
を
求
め
よ
V
と
す
す
め
る
占
者

の
言
葉
、
さ
ら
に
そ
れ
を
志
す
屈
原
の
心
は
、
後
の
齋
誼
の
賦
に

よ
っ
て
開
か
れ
る
道
家
的
精
神
世
界
に
到
達
す
べ
き
霜
風
と
も
い

、
ケ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
死
の
認
識
よ
ぢ
出
発
し
た
「
離
騒
」
の
思

想
を
道
家
的
世
界
へ
と
導
く
た
め
の
媒
体
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
「
荘
子
」
競
生
蜜
の
く
世
を
棄
つ
る
に
如
く
は
な

し
V
と
い
う
脱
世
俗
的
思
想
へ
と
も
導
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

世
俗
の
価
値
判
断
を
棄
て
よ
う
と
す
る
「
荘
子
」
の
積
極
的
な
態

慶
は
、
こ
こ
で
は
く
築
媛
の
同
じ
き
所
を
求
め
よ
，
V
一
つ
ま
り
屈

原
と
同
じ
価
値
総
断
を
も
つ
も
の
・
を
求
め
よ
一
と
い
う
こ
と
ば
で

雨衣

ｻ
ざ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
◎

　
以
上
考
察
を
加
え
た
二
点
け
、
そ
れ
自
体
の
思
想
の
中
に
道
家

的
世
界
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
　
「
離
離
」
全
体
に
流
れ
る
儒

家
的
倫
理
観
に
対
比
さ
せ
、
さ
ら
に
「
離
騒
」
を
ふ
按
え
て
作
ら

れ
た
後
の
賦
と
比
較
す
る
時
、
道
家
的
世
界
ぺ
の
移
入
に
際
し
、

そ
の
前
芽
と
し
て
、
又
媒
体
と
し
て
の
僑
償
が
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
ぐ
寳
で
も
媒
体
と
し
て
の
も
の
で
あ
．
っ

て
h
「
二
巴
」
全
体
に
旧
い
て
占
め
る
も
の
は
次
の
言
葉
が
示
す

よ
．
ケ
に
、
道
家
的
世
界
へ
の
願
聖
を
あ
き
ら
め
冶
た
め
の
儒
家
的

倫
理
で
あ
る
。

　
皇
の
博
戯
た
る
に
渉
堕
し
、
忽
ち
夫
の
薩
郷
を
臨
　
す
。
僕
夫

　
悲
し
み
余
が
馬
懐
い
、
蜷
局
と
し
て
顧
み
て
行
か
ず

こ
の
よ
う
に
せ
っ
か
ぐ
飛
翔
し
か
げ
た
屈
原
の
魂
は
故
郷
を
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
に
た
め
ら
っ
て
し
寮
う
の
で
あ
る
コ
　
「
荘
子
」

的
飛
翔
を
望
み
な
が
ら
も
つ
い
に
現
世
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
◎
こ

れ
が
屈
原
の
忠
君
愛
国
の
魂
で
あ
り
、
彼
の
思
想
が
儒
家
的
と
言

わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乱
辞
で
は
く
既
に
興
に
美
風
を

為
す
に
足
る
思
し
。
菩
将
に
》
威
の
居
る
所
に
従
は
ん
と
す
V
と

現
実
の
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
を
知
り
、
死
を
決
意
し
て
こ
の

騙
を
終
る
の
で
あ
る
。

　
　
．
㊥

，
屈
原
の
糖
…
紳
は
漢
代
に
も
う
け
つ
が
れ
た
。
屈
原
の
境
遇
と
同

じ
立
場
で
彼
を
，
祖
述
す
る
も
の
と
し
て
は
漢
初
の
費
誼
が
代
表
者

で
あ
ろ
ウ
ひ
．
費
誼
の
賦
は
「
史
記
」
　
「
漢
書
」
　
「
文
選
」
に
そ
れ

ぞ
れ
ヨ
弔
君
原
」
　
嗣
胸
賦
」
の
二
篇
雑
載
せ
、
又
「
古
文
苑
」
に

は
「
早
雲
．
購
」
を
載
せ
て
い
る
が
、
屈
原
以
来
の
伝
統
と
さ
ら
に

個
人
の
魂
の
飛
翫
と
し
て
問
題
蒙
る
の
は
「
弔
屈
原
」
瀦
賦
」

の
｝
巌
桶
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
金
谷
先
生
は
費
誼
の
賦
に
つ
い
て
深

い
考
察
を
加
え
ら
れ
た
。
今
か
ら
二
篇
の
賦
を
考
察
す
る
に
当
っ

て
簡
単
に
先
生
の
論
を
紹
介
す
る
。

○
演
ず
．
「
弔
屈
原
賦
」
で
は
．
ツ
面
で
屈
原
に
同
情
し
て
わ
が
，
身
を

　
そ
れ
に
重
ね
な
が
ら
、
，
二
面
で
は
ま
た
屈
原
か
ら
離
れ
て
い
る
。

そ
し
で
賦
の
前
半
で
は
弔
い
の
辞
と
し
て
人
の
遇
不
遇
は
時
世
の

…
、
2
8

　



　
あ
り
方
に
よ
・
っ
て
左
右
さ
れ
る
ゆ
だ
か
ら
時
世
に
応
じ
て
進
退

　
す
る
の
が
賢
・
明
な
処
世
の
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
～
後
半
は
濁

　
世
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
入
間
的
な
努
力
は
、
い
た
ず
ら
に
わ

　
が
身
の
破
滅
を
ま
ね
く
だ
け
の
無
益
な
こ
と
だ
と
し
て
否
認
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
ヨ
　
ヒ

　
れ
る
。
　
（
「
秦
漢
思
想
史
研
究
」
脚
～
細
参
照
）

○
「
服
鳥
の
賦
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
政
治
を
離
れ
た
埋
入
生
活
の

　
し
あ
わ
せ
を
求
め
た
も
の
で
あ
・
9
、
儒
…
家
的
な
生
活
態
度
を
す

　
て
て
、
道
家
思
想
に
精
神
的
な
安
ら
ぎ
を
求
め
る
典
型
の
最
恵
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
　
　
　
　

い
ケ
支
の
；
で
あ
る
。
（
禦
．
螂
～
脚
参
照
，
）

先
生
は
賢
誼
の
こ
賦
に
賜
い
て
以
上
の
こ
点
を
強
調
し
て
お
ら
れ

る
。
こ
の
二
つ
の
指
摘
は
漢
初
の
道
家
思
想
を
考
え
る
時
、
大
き

な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
時
に
屈
原
に
よ
っ
て
果

し
得
ら
れ
攻
か
っ
た
精
神
の
飛
翔
が
幾
代
初
期
む
り
購
入
の
転
身

の
型
と
し
て
平
ぐ
用
い
ら
れ
て
来
る
点
に
注
目
す
る
時
、
そ
の
飛

翔
は
漢
と
い
う
中
央
集
権
国
家
に
お
け
る
社
会
的
予
盾
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
墨
入
の
生
き
方
の
代
表
的
な
型
と
な
っ
て
来
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
型
と
は
い
わ
ゆ
る
、
政
治
的
挫
折
か
ら
積
極
的
に

自
巳
の
精
…
神
、
の
解
放
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
わ
、
そ
れ
に
は

道
家
思
想
が
多
大
の
要
因
を
液
し
て
い
る
。

　
死
の
認
識
よ
り
出
発
し
て
道
家
的
飛
翔
を
図
ろ
う
と
す
る
一
つ

の
型
が
質
誼
に
あ
っ
て
は
「
離
騒
ト
患
害
う
背
景
を
伴
っ
て
実
に

典
型
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
次
に
ぞ
は
先
生
の

　
論
を
ふ
適
え
つ
つ
そ
の
型
を
㌦
逼
っ
て
み
よ
う
。

　
　
「
弔
屈
原
賦
」
は
「
史
記
」
と
「
漢
書
」
で
は
字
句
の
差
異
が

　
見
ら
れ
る
が
ハ
こ
こ
で
は
「
史
記
」
に
従
．
っ
て
考
察
を
加
え
る
。

・
・
年
鑑
く
嘉
恵
を
う
け
罪
を
長
沙
討
つ
、
町
彫
に
聞
く
爆
自

　
　
ら
泪
羅
に
沈
め
り
。
湘
流
に
造
託
レ
て
敬
み
て
先
生
を
弔
う
。

　
、
世
俗
の
…
聞
糠
　
に
遭
い
て
厭
の
身
「
を
隈
ケ
。

　
と
れ
は
「
弔
屈
原
賦
」
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
り
、
屈
原
が
不
遇
の

　
う
ち
に
命
を
落
し
た
ゆ
を
弔
う
文
で
あ
る
が
、
そ
め
実
こ
れ
が
長

　
沙
に
左
遷
さ
れ
る
自
分
の
身
を
嘆
い
て
い
る
と
と
は
明
白
な
こ
と

　
で
あ
わ
、
そ
の
後
に
は
世
俗
の
価
値
判
断
が
全
ぐ
転
倒
し
て
い
る

　
こ
と
を
綿
々
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
（
注
窪
）
．
こ
の
よ
う
に
世
俗

　
の
価
値
判
断
が
転
倒
し
て
い
る
こ
と
を
述
、
べ
て
自
巳
の
方
正
を
示

　
す
こ
と
は
「
．
離
騒
」
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
基
盤
に

　
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
屈
原
と
零
幸
は
同
じ
で
は
な
い
◎
そ
の

　
世
俗
の
価
値
判
断
は
両
者
と
も
に
否
定
す
お
も
の
で
あ
る
が
、
屈

　
原
は
そ
の
否
定
の
後
に
終
に
精
神
の
飛
翔
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
一
度
は
遠
遊
を
志
し
て
他
国
へ
の
仕
官
を
夢
み
た
け
れ
ど
も
く
僕

　
夫
悲
し
み
余
が
馬
懐
い
、
蜷
局
と
し
て
顧
み
て
行
か
ず
V
と
い
う

　
「
離
…
騒
」
の
雷
弾
某
の
よ
う
に
Y
又
現
実
の
祖
国
へ
の
憂
い
の
念
に

捉
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
賞
誼
の
．
場
合
は
違
う
。
司
馬
遷
が
く

　
乙
鳥
賦
の
死
生
を
同
じ
く
し
去
就
を
軽
ん
ず
る
を
読
み
で
は
又
爽

一
然
と
し
て
自
失
す
V
と
評
し
た
よ
5
1
に
、
　
「
服
鳥
撃
」
に
よ
っ
て

一一
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見
事
に
荘
子
的
万
物
離
婁
の
精
神
の
世
界
へ
と
飛
翔
し
得
た
の
で

あ
っ
た
。
死
に
対
し
て
同
様
に
深
い
認
識
を
拘
い
て
い
た
に
も
か

ゆ
あ
ち
ず
、
・
屈
原
が
く
死
の
避
く
べ
か
ら
ざ
る
を
知
っ
て
、
願
は

く
捻
命
を
惜
し
む
こ
と
左
げ
ん
V
（
「
懐
沙
賦
」
）
と
最
後
ま
で

相
対
・
的
な
死
生
観
を
持
ち
つ
づ
け
た
こ
と
と
は
一
線
を
画
さ
な
け

れ
ば
な
「
ち
な
い
。

　
さ
て
、
－
「
野
鳥
賦
」
は
す
こ
ぶ
る
道
家
的
、
特
に
荘
子
的
な
も

み
で
あ
る
。
　
（
注
2
）
〈
其
の
生
は
浮
ぶ
が
若
く
、
其
の
死
は
休
・

む
が
若
，
し
V
と
荘
子
的
死
生
同
一
観
の
立
場
よ
り
死
生
の
域
を
脱

桜
又
く
至
入
は
物
を
遣
れ
て
顕
ち
道
と
倶
に
す
V
〈
真
人
活
漠

と
し
て
独
り
道
と
息
ふ
V
等
ハ
荘
子
流
の
万
物
斉
同
の
世
界
を
強

調
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
荘
子
的
世
界
へ
の
飛
翔
も
死
に
対
す

る
深
い
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
書
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
史
記
」
で
は
こ
の
前
に
、

　
費
生
蜜
に
適
を
以
て
長
沙
に
居
る
。
長
沙
卑
脛
．
自
ら
以
為
ら

　
く
、
壽
長
き
を
得
ず
、
之
を
傷
塾
し
て
乃
ち
賦
を
為
り
て
以
て

自
ら
廣
む

と
載
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
費
誼
が
長
沙
の
陰
湿
な
気
候
の
中
に

あ
っ
て
自
ら
死
を
予
期
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
賛
誼
は
死
を
超
越
し
た
，
世
界
へ
と
到
達
す

る
の
で
あ
る
が
、
川
下
に
そ
の
世
界
へ
の
飛
翔
は
許
さ
れ
る
は
ず

は
な
ぐ
、
大
き
左
心
の
葛
蔀
縢
が
展
開
さ
れ
る
◎
　
一
体
自
分
が
死
を

も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
喪
い
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い

る
の
は
本
当
に
禍
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
服
鳥
に

〈
吉
な
ら
ば
わ
れ
に
告
げ
よ
、
凶
な
ら
ば
そ
の
禍
を
言
へ
〉
と
問

い
か
け
て
吉
凶
の
問
題
を
ま
ず
超
克
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
内

そ
し
て
禍
福
同
一
の
立
場
に
立
っ
た
と
き
は
じ
め
て
飛
翔
が
許
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
賦
の
肇
は
く
禍
分
三
所
俺
様
幕
所

伏
V
〈
憂
喜
聚
門
分
留
凶
同
域
V
〈
予
洗
之
褒
福
憂
、
何
異
糾
纏
V

と
く
頚
返
し
禍
福
の
同
網
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
葛
藤
の
激
し

さ
と
自
分
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ

れ
も
死
に
対
す
る
深
い
認
識
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
理
解
さ
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
Q

　
費
誼
は
「
，
筆
癖
賦
」
に
よ
っ
て
見
事
に
精
神
の
飛
翔
を
得
た
。

金
谷
先
生
の
指
摘
の
通
り
、
個
入
の
政
治
的
挫
折
か
ら
道
家
的
転

身
を
図
っ
た
最
初
の
人
間
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
精
神
の
飛
翔
を

得
る
た
め
に
は
当
然
屈
原
の
よ
う
に
現
世
の
未
練
が
あ
ρ
た
の
で

は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
社
会
と
は
一
切
の
縁
を
絶
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
費
誼
の
文
帝
に
対
す
る
忠

心
為
捨
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
楚
の
懐
旧
に
最
後
ま
で
忠

を
尽
く
し
た
屈
原
に
対
し
て
「
弔
屈
原
賦
し
の
訊
の
部
分
で
は
、

　
般
紛
紛
と
し
て
其
れ
此
の
尤
に
漁
る
。
亦
夫
子
の
纂
な
の
’

と
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
琵
誼
は
決
し
て
死
を
恐
れ
た
の
で

は
な
い
。
大
き
な
葛
藤
の
末
、
つ
い
に
死
生
剛
如
の
荘
子
的
世
界
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へ
と
飛
翔
し
た
。
そ
し
て
そ
の
飛
翔
の
た
め
に
は
屈
原
の
生
き
方

を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
屈

原
の
生
き
方
を
否
定
す
る
記
事
は
「
荘
子
」
刻
意
篇
に
も
見
え
、

　
（
注
5
）
後
の
楊
弓
に
も
く
遇
不
遇
は
命
な
り
、
何
ぞ
必
ず
し
も

身
を
湛
さ
ん
や
〉
（
「
反
離
騒
」
）
と
暗
に
屈
原
の
入
水
を
非
と

す
る
文
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
真
に
道
家
的
飛
翔
を
求
め
る
人
間

に
と
っ
て
、
同
じ
境
遇
の
政
治
的
挫
折
は
伴
っ
て
い
て
も
、
屈
原

の
入
水
を
非
難
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
書
わ
な
け
れ
ば
な
ら

表
い
◎
こ
ζ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
時
、
訊
の
言
葉
の
持
つ
意
味

も
よ
り
明
確
に
窓
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
㈱
・

　
次
に
は
屈
原
が
み
ず
か
ら
罪
を
招
い
た
と
し
て
彼
を
否
定
す
．
る

考
え
方
を
同
じ
「
楚
辞
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
漁
夫
」
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
篇
は
古
来
屈
原
の
自
著
と
さ
れ
て
来
た
が
、

　
（
注
4
）
全
篇
が
屈
原
を
否
定
す
る
道
家
的
な
立
場
で
書
か
れ
て

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
星
川
清
孝
著
「
楚
辞
」
に
も
旛
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
〈
江
魚
の
．
腹
中
に
葬
ら
れ
ん
V
と
予
言
の
言
葉
の
あ

み
ζ
ど
な
ど
か
ら
後
人
の
作
と
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

・
し
「
史
記
」
に
す
で
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
澄
そ
ら
く
悪
夢
と

同
時
代
の
漢
初
に
や
は
り
屈
原
に
対
す
る
批
判
，
が
出
て
い
た
の
で

あ
・
ろ
◎
Q
厚
「
漁
夫
」
は
属
原
が
江
南
に
追
放
さ
れ
た
後
、
顔
色
憔

埣
し
て
江
潭
を
歩
ん
で
い
た
時
の
漁
父
と
屈
原
の
問
答
か
ら
成
り

立
っ
て
澄
り
、
儒
家
的
な
嬉
嬉
と
道
家
的
な
漁
父
の
対
称
的
癒
面

白
さ
を
含
ん
で
い
る
。
漁
父
の
問
い
に
答
え
て
屈
原
は
次
の
よ
う

に
い
う
。

　
世
を
挙
げ
て
細
濁
り
て
観
れ
猫
り
清
め
り

　
衆
人
皆
酔
ひ
て
我
猫
の
醒
め
上
り
。
是
を
以
て
放
た
る
。

つ
楼
り
世
俗
の
濁
流
に
対
し
て
自
分
の
身
が
あ
ま
吻
に
潔
白
な
る

が
故
の
追
放
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
漁
父

の
い
う
こ
と
ば
こ
そ
が
、
齎
誼
が
く
夫
子
自
ら
の
纂
な
り
V
と
そ

し
っ
て
屈
原
の
生
き
方
を
否
定
し
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

漁
父
は
い
う
。

　
聖
人
は
物
に
凝
滞
せ
ず
し
て
能
く
世
と
推
移
す
Q

　
導
入
皆
濁
ら
ば
何
ぞ
其
の
泥
を
堀
し
て
其
の
波
を
揚
げ
ざ
る
。

　
庫
入
皆
酔
は
ば
何
ぞ
其
の
糟
を
輔
ひ
で
其
の
磯
を
敏
ら
ざ
る
。

　
何
の
故
に
深
く
思
ひ
高
く
挙
り
て
虜
ら
放
た
れ
し
む
る
を
為
す
。

あ
ぐ
寳
で
潔
白
で
あ
ろ
う
と
す
る
屈
原
に
対
し
て
の
痛
烈
な
批
判

の
文
で
あ
る
。
世
俗
が
濁
れ
ば
一
緒
に
濁
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。

糧
の
推
移
と
と
も
に
自
分
．
も
変
る
こ
と
が
で
き
る
入
間
こ
そ
が
竿

入
で
あ
る
、
と
呼
び
か
け
る
漁
父
の
こ
と
ば
は
、
決
七
て
屈
原
と

相
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
漁
父
の
之
と
ば
億
、
」
「
老
子
」

第
四
章
の
く
其
の
光
を
和
し
、
其
の
塵
に
同
ず
V
と
い
う
処
世
観

と
全
く
同
じ
竜
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
屈
原
の
雷
葉
は
案

3
に
儒
家
的
な
も
の
で
あ
る
。

一一一
刀@a　一一一



　
．
寧
ろ
湘
流
に
赴
き
て
江
魚
の
腹
中
に
葬
ら
る
る
と
も
安
く
ん
ぞ

　
艦
て
皓
皓
の
自
を
以
て
し
て
、
世
俗
の
塵
埃
を
蒙
ら
ん
や

つ
ま
り
、
た
と
え
死
す
と
臨
世
俗
の
塵
埃
に
身
を
汚
す
こ
と
ば
で

∵
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
◎

　．

ﾂ
入
己
の
精
神
飛
翔
を
求
め
る
道
家
哲
学
に
と
っ
て
屈
原
の
儒
家

的
な
生
－
き
方
は
当
然
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欝
誼
が
屈

、，

ｴ
の
生
き
方
に
疑
問
を
感
じ
、
「
「
漁
父
」
で
は
真
向
う
か
ら
屈
原

一
の
生
き
方
を
否
定
し
て
い
る
。
恐
ら
ぐ
こ
の
よ
う
な
屈
原
に
対
す

る
認
識
は
、
｝
翼
誼
を
離
れ
る
こ
と
そ
う
遠
く
薄
い
時
代
に
道
家
哲

学
の
確
立
と
面
影
っ
て
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
漁
父
の
こ
と
ば
け
、
よ
り
道
家
的
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
費
誼
「
弔
屈
原
」
の
訊
の
部
分
と
同
じ

内
容
の
屯
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
に
対
し
て
の
認
識
が
深
ま
抄
、

そ
れ
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
個
入
が
道
家
的
飛
翔
．
を
求
め
る
時
、

通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
奮
い
〃
屈
原
の
否
定
”
と
い
う
急
っ
の
関
跨

．
で
あ
っ
だ
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
．
㈲

　
費
誼
は
、
，
「
服
男
心
」
に
よ
っ
て
道
家
的
飛
翔
へ
と
成
功
し
た
。

「
漁
父
」
に
も
儒
家
的
倫
理
の
否
定
が
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
．

「
楚
辞
」
．
中
に
は
道
家
的
飛
翔
π
成
功
し
た
作
品
が
あ
る
。
言
う

ま
で
．
も
を
く
「
遠
遊
」
で
あ
る
。
　
「
遠
遊
」
は
王
逸
、
朱
蕪
と
竜

に
屈
原
の
作
と
し
て
い
た
が
、
清
畠
以
降
、
こ
れ
は
紙
代
の
擬
作

で
あ
る
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
　
（
注
5
）
ま
し
て
質
誼
と
の

対
比
に
蕊
零
露
、
誘
豊
実
爾
黄
鐘
を
叢
．

す
れ
ば
、
恐
ら
く
漢
代
初
遡
電
電
書
論
書
定
着
妻

せ
た
後
の
作
品
と
思
わ
慧
。
「
遠
善
書
麟
究
家
の
指
摘
を

待
つ
ま
で
も
な
ぐ
「
離
騒
」
に
比
し
て
極
め
て
道
家
的
神
仙
の
世

界
が
展
開
さ
れ
る
。
恐
ら
ぐ
漢
初
の
享
楽
思
想
を
も
含
ん
で
の
も

・
め
．
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
ぐ
判
、
離
騒
」
で
は
果
た
さ
．
れ
な
か
っ
た

遠
遊
が
見
事
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
今
霞
で
「
離
騒
し
を
基
盤
と
し
て
質
誼
に
至
る
精
神
展

．
．
開
を
追
っ
て
来
た
◎
そ
れ
は
「
弔
屈
原
」
，
に
澄
い
て
は
屈
原
の
愛

国
の
心
「
を
悼
む
竜
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
　
「
賑
鳥
栖
」
で
は
社
　
㎞

区
切
呈
し
て
書
個
人
の
幸
福
を
求
め
る
道
家
的
書
の
で
覗

あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
費
誼
を
こ
の
よ
う
な
道
家
的

な
自
由
の
世
界
に
飛
翔
さ
せ
た
も
の
は
、
　
「
弔
屈
原
」
の
訊
の
書

葉
が
示
す
〃
屈
原
の
否
定
”
と
い
う
も
の
が
雷
｛
要
な
ポ
イ
ン
ト
を

な
し
」
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
曹
〔
誼
の
転
身
に
と
っ

て
、
．
そ
れ
を
支
え
・
て
い
る
も
の
が
道
家
思
想
の
根
抵
に
あ
る
絶
社

会
的
汐
入
的
内
面
的
な
精
神
世
界
を
求
め
る
と
い
う
思
想
で
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
壕
い
。

　
と
こ
ろ
で
と
の
曹
〔
誼
⑳
転
身
を
対
比
さ
せ
る
時
、
　
「
二
丁
」
の

中
煎
も
一
つ
の
型
を
見
出
し
う
る
。
そ
れ
は
、
　
「
雛
騒
」
「
漁
父
」

．
「
遠
遊
」
の
著
作
年
代
の
先
後
関
係
で
あ
る
。
圃
漁
父
し
「
遠
遊
」

の
二
篇
が
漢
代
の
擬
作
で
あ
り
、
檎
原
の
自
薯
で
な
、
い



こ
と
は
諸
家
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
で
は
　
「
離
騒
」

「
漁
父
」
「
遠
遊
」
と
思
想
展
開
で
一
つ
の
つ
ら
な
り
を
持
つ
と

　
思
わ
れ
る
ζ
の
三
．
篇
を
ど
の
よ
う
に
配
列
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ

る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
め
は
「
離
心
」
i
ら
漁
父
」
一
「
遠
遊
」

と
い
う
系
譜
で
み
．
み
。
こ
れ
は
「
史
記
」
に
「
漁
父
」
が
見
え
そ

「
遠
遊
」
が
見
え
な
い
と
い
う
事
実
と
照
応
す
る
。
著
た
「
漁
父
」

に
は
個
人
の
身
と
社
会
と
の
関
わ
り
に
於
い
て
、
い
か
に
身
を
保

つ
か
と
い
う
処
世
法
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
対
し
、
　
「
遠
遊
」
．
は
、

王
子
喬
・
赤
松
子
等
の
仙
人
が
大
き
友
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
．
「
漁
父
」
が
黄
老
術
以
後
の
保
身
に
重
点
を
置

い
た
老
子
的
処
世
術
の
拾
頭
し
た
時
代
、
「
遠
遊
」
は
や
や
時
代
が
下
が

っ
て
武
帝
以
後
の
神
仏
田
総
心
の
盛
行
し
た
時
代
と
す
る
の
は
一
応
蚤
当
な

も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
系
譜
ほ
賛
誼
の
精
神
展
開
と
比
較
す
る

時
、
よ
り
明
確
に
左
る
で
あ
ろ
う
。
つ
懐
り
、
費
誼
け
左
遷
に
よ
夢
屈

原
を
思
慕
し
「
弔
屈
原
賦
」
を
作
っ
た
ゆ
こ
れ
は
「
離
騒
」
と
ほ

ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
竃
る
。
志
か
義
源
峻
追
単
葉
蜀

守
し
て
藷
甘
ん
ず
る
、
こ
と
健
ず
一
廼
家
露
量
に
荘
子
的
遊

の
世
界
へ
の
飛
翔
を
且
博
し
た
。
そ
提
は
儒
家
的
な
屈
原
の
生
「
・

き
方
を
否
定
し
な
け
れ
ば
疫
ら
㊧
め
。
そ
れ
こ
そ
が
訊
φ
君
葉
で
・

あ
っ
た
。
し
か
し
道
家
的
飛
翔
を
邑
指
し
た
の
は
賛
誼
一
人
で
は

な
く
、
「
当
時
一
般
的
中
風
潮
と
し
て
そ
れ
が
考
え
ら
れ
て
い
た
め
，
・

で
あ
ケ
ヴ
。
　
「
荘
子
」
刻
意
篇
、
及
び
「
漁
父
」
絃
と
も
に
儒
家

的
な
“
屈
原
の
否
定
”
で
あ
っ
た
。
そ
の
否
定
の
後
に
は
じ
め
て

飛
雪
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
・
恐
ら
義
鳳
礎
編
戸
婁
し

い
と
は
思
い
壕
が
ら
志
、
そ
の
生
き
方
に
一
つ
の
疑
附
を
繊
じ
た

の
は
司
馬
遷
の
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
つ
　
く
注
6
）
．
h
漁

父
し
蓬
凝
し
の
薯
老
は
歯
入
で
あ
ろ
う
が
、
．
乏
も
に
屈
鳳
に
同

情
し
、
襲
的
な
生
益
を
否
定
し
て
道
満
管
・
△
の
飛
禦

鐸
獄
認
蹄
総
締
謙
欝
報
欝
卸
嘱
舗

あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
費
誼
・
と
ほ
ぼ
同
時
代
、
に
一
個
人
に
限
ら

ず
へ
死
の
認
識
一
儒
家
的
生
き
方
の
否
定
t
i
道
家
的
飛
翔
と

い
う
　
つ
の
型
が
確
立
し
た
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
θ
↓
μ

　
以
上
費
誼
の
賦
と
「
楚
辞
」
に
関
し
て
精
神
展
開
の
型
を
考
察

し
て
み
た
◎
い
つ
れ
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
け
、
　
「
離
騒
」

と
い
う
死
を
前
提
と
し
た
も
の
か
ら
出
発
し
、
世
俗
の
価
値
判
断

を
否
定
し
た
後
に
道
家
的
安
住
の
地
に
到
達
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
費
誼
と
い
う
一
個
入
の
転
身
に
止
蜜
ら
ず
、
　
一
、
楚

辞
」
と
い
皇
つ
の
文
学
の
中
に
も
流
れ
る
型
略
・
竜
あ
の
沿
こ
の
夙

型
こ
そ
が
「
楚
辞
」
以
、
後
の
賢
人
失
志
の
賦
を
理
解
す
る
上
に
も

重
要
液
鍵
と
馨
る
も
の
で
は
か
か
ろ
う
か
。

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
離
騒
」
自
体
の
中
に
こ
の
よ
う
な
転

身
の
型
を
生
み
出
す
要
素
は
充
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
泌
畜
。
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「
離
騒
」
を
単
に
忠
君
愛
国
の
儒
家
的
倫
理
主
義
で
あ
る
と
定
義

づ
け
る
だ
け
で
左
ぐ
、
「
離
隔
」
．
中
の
道
家
的
要
因
に
注
目
し
、
後

の
賦
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
転
身
の
型
を
探
る
こ
と
は
、
道
家
思
想

を
系
譜
づ
け
み
た
め
に
必
嚢
攻
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て

漢
代
の
老
荘
抑
系
譜
は
未
だ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た

W
・
2
吾
々
ぼ
、
，
漢
代
に
隆
盛
を
見
た
賦
と
い
う
一
連
の
文
学
形
態

に
着
眼
し
て
、
造
三
思
葱
が
ど
の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い

る
か
、
又
道
家
思
想
自
体
が
ど
の
よ
う
塩
変
化
を
遂
げ
た
か
を
、

一
面
か
ら
で
は
あ
る
が
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
も

そ
う
い
う
意
味
で
書
か
れ
た
一
試
論
で
あ
る
こ
と
を
了
承
い
た
だ

き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
七
年
四
月
十
一
日
稿

注
5

注
6

「
遠
遊
」
の
作
ら
れ
た
時
代
に
つ
い
て
は
異
論
が
多
い
。

中
で
も
「
大
入
賦
」
と
の
先
後
問
題
は
多
く
の
異
論
が
あ

る
。
藤
野
岩
友
「
巫
系
文
学
論
」
、
福
永
光
司
「
大
人
賦

の
思
想
的
系
譜
」
等
参
照

「
史
記
」
巻
八
十
四
〈
又
怪
屈
原
以
彼
其
材
游
諸
侯
露
国

不
容
出
自
令
若
鳥
〉
囁

一5　4一一一

注
肇注

2
注
5

注
4

賢
聖
逆
曳
分
方
正
倒
植
、
世
謂
伯
夷
貧
分
謂
盗
蹉
廉
、
莫

邪
為
頓
分
鉱
無
為
銘
…
…
（
「
弔
屈
原
賦
し
）

そ
の
道
家
的
傾
向
に
つ
い
て
は
金
谷
先
生
「
質
誼
の
賦
に

つ
い
て
」
、
王
先
謙
「
漢
書
補
注
し
等
を
参
照
さ
れ
た
い
◎

〈
意
を
刻
し
行
い
を
爾
く
七
、
世
を
離
れ
俗
に
異
な
り
、

高
論
怨
聡
し
て
充
を
為
す
の
み
一
：
・
枯
稿
し
て
渕
に
赴
く

者
の
静
む
所
な
り
V
（
「
荘
子
し
刻
意
）
と
悲
憤
抗
慨
型

の
人
間
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。

王
逸
「
楚
辞
章
句
」
、
朱
警
…
「
楚
辞
集
注
」
参
照

ρ


