
1 陶淵明という人 

四
十
六 

陶
淵
明
と
い
う
人 

 

「
蝶
の
雑
記
帳
四
十
五
」
で
、
「
失
望
の
時
代
」
だ
と
思
う
現
在
を
陶
潜
の
時
代
と
対
比
し
て
考
え
て

み
よ
う
と
し
て
、
石
川
忠
久
著
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』
を
読
み
、
さ
ら
に
そ
の
時
代
の
歴
史
を
以
前
よ

り
も
く
わ
し
く
お
さ
ら
い
し
た
。
陶
潜
の
時
代
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
そ
こ
に
い
く
ら
か
書
い
た
け
れ

ど
も
、
陶
淵
明
と
い
う
人
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。 

  
 

 

第
一
節 

 

陶
淵
明
の
詩
文
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
先
人
た
ち
は
、
作
者
の
経
歴
に
つ
い
て
も
関
心
を
寄
せ
た
。
け

れ
ど
も
、
彼
の
経
歴
は
精
確
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
今
回
、
石
川
忠
久
の
著
作
を
読
ん
で
、
経
歴
に
つ

い
て
軽
視
で
き
な
い
違
い
の
あ
る
二
つ
の
推
測
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
二
つ
の
説
は
比
較
検
討
が
十
分

な
さ
れ
て
決
着
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
そ
の
問
題
は
、
淵
明
の
文
学
と
そ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る

人
柄
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
と
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
る
。
門
外
漢
に
は
荷
の
勝
ち
す
ぎ

る
問
題
だ
が
、
敬
愛
す
る
人
の
実
像
に
迫
り
た
い
の
で
、
考
え
て
み
よ
う
。 

 

陶
潜
が
の
ち
に
簒
奪
者
と
な
っ
た
劉
玄
の
下
で
仕
官
し
た(

「
仕
え
た
」
と
す
る
表
現
が
多
い)

、
と
す
る
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こ
と
に
反
対
す
る
人
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
詩
の
一
つ
が
「
鎮
軍
参
軍
」
に
な
っ
た
と
言
う
の
を

ど
う
理
解
す
る
か
で
見
解
が
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
も
う
一
人
の
の
ち
の
簒
奪
者
で
鎮
軍
将
軍
と

な
っ
た
劉
裕
の
参
軍(

幕
僚)

に
な
っ
た
と
す
る
見
方(

多
数
説
と
呼
ぼ
う)

で
あ
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
陶

淵
明
」
も
、
わ
た
し
の
読
ん
だ
岩
波
文
庫
『
陶
淵
明
全
集
』(

松
枝
茂
夫
・
和
田
武
司
訳
注)

も
そ
の
説
を

採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
淵
明
が
参
軍
と
な
っ
た
の
は
別
の
将
軍
劉
牢
之
だ
と
す
る
異
説
が
あ

り
、
石
川
忠
久
は
こ
ち
ら
の
説
を
と
る
。 

 

古
来
注
解
者
の
見
解
が
分
か
れ
る
理
由
は
、
一
次
資
料
と
し
て
陶
淵
明
自
身
の
詩
文
し
か
な
く
て
、
彼

の
若
い
知
人
顔
延
之
が
書
い
た
追
悼
文
「
陶
徴
士
誄(

る
い)

」
以
外
に
は
、
同
時
代
の
記
録
文
書
に
記
載

さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ほ
か
に
資
料
と
な
り
う
る
の
は
、
没
後
六
十
年
こ
ろ
沈
約
に
よ

っ
て
編
ま
れ
た
『
宋
書
隠
逸
伝
』
の
修
飾
の
色
の
濃
い
伝
承
だ
け
で
あ
る
。
今
に
残
る
『
陶
淵
明
全
集
』

の
序
「
陶
淵
明
伝
」
は
、
ほ
と
ん
ど
『
隠
逸
伝
』
の
要
約
だ
そ
う
だ 

(

そ
れ
を
没
後
百
年
こ
ろ
書
い
た
蕭
統

は
南
朝
四
番
目
の
梁
の
皇
太
子
で
、
陶
淵
明
を
慕
い
「
同
時
代
で
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
ん
だ
」
と
い
う
か
ら
お
も
し

ろ
い)

。
『
宋
書
隠
逸
伝
』
と
「
陶
淵
明
伝
」
は
、
現
代
的
な
方
法
の
水
準
か
ら
見
る
と
、
経
歴
を
確
定
す

る
ほ
ど
根
拠
あ
る
資
料
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
淵
明
が
そ
の
時
々
に
具
体
的
に
何
を
し
て
い
た
か
は
、

本
人
が
詩
文
に
記
す
こ
と
を
、
信
憑
性
の
高
い
資
料(
史
書
で
も
朝
廷
の
記
録
文
書
に
基
づ
く
こ
と
の
多

い
部
分)

と
つ
き
合
わ
せ
て
推
論
す
る
方
法
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 



3 陶淵明という人 

  
陶
淵
明
は
行
政
区
江
州
に
属
し
た
潯
陽
郡
柴
桑
県
の
人
で
あ
る
。
江
州
の
中
心
都
市
は
現
代
の
九
江
市

(

長
江
中
流
域
の
交
通
の
要
衝)

で
潯
陽
は
そ
こ
に
あ
る
。
柴
桑
に
田
地(

荘
園)

を
所
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

淵
明
自
身
の
書
い
た
詩
文
か
ら
知
ら
れ
る
経
歴
を
、
年
代
順
に
箇
条
書
き
し
て
み
よ
う(

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は

『
全
集
』
の
順
番
。
Ｃ
は
干
支
を
参
考
に
挿
入
し
、
干
支
を
欠
く
Ａ
は
『
全
集
』
の
順
序
ど
お
り
に
置
い
た)

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ａ-

Ｈ
と
は
別
の
詩
か
ら
、
最
初
の
仕
官
は
三
九
四
年(

三
十
歳)

以
前
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

Ａ 

詩(3
9
) 

「
始
め
て
鎮
軍
参
軍
と
な
り
曲
阿
を
経
し
と
き
作
る
」 

 

Ｂ 
(4

0
,4

1
) 

「
庚
子
の
歳(
四
〇
〇
年)

五
月
中
、
都
よ
り
還
る
に
、
風
に
規
林
に
阻
ま
る
」
二
首 

 

Ｃ 
(1

9
) 

 

「
斜
川
に
遊
ぶ
」 

序
に
「
辛
丑(

四
〇
一
年) 

正
月
五
日
」
と
書
く
。
＊
注
１ 

 

Ｄ 
(4

2
) 

 

「
辛
丑
の
歳(

四
〇
一
年)

七
月
、
赴
仮
し
て
江
陵
に
還
ら
ん
と
し
て
、
夜
塗
口
を
行
く
」 

 

Ｅ 
(4

3
,4

4
) 

「
癸
卯
の
歳(

四
〇
三
年)
、
始
春
、
田
舎
に
懐
古
す
」
二
首 

 

Ｆ 
(4

5
) 

 

「
癸
卯
の
歳(

四
〇
三
年)

の
十
二
月
中
作
り
、
従
弟
敬
遠
に
与
う
」 

 

Ｇ 
(4

6
) 

 

「
乙
巳
の
歳(

四
〇
五
年)

三
月
建
威
参
軍
と
な
り
、
都
に
使
い
し
て
銭
渓
を
経
る
」 

 

Ｈ 

辞 
 

 

「
帰
去
来
兮
の
辞
」 

序
に
「(

彭
沢
の
令
と
な
っ
た
が) 

自
ら
免
じ
て
職
を
去
る
。
仲
秋 

 
 

 
 

 
 

 

よ
り
…
官
に
在
る
こ
と
八
十
余
日
、
…
乙
巳
の
歳(

四
〇
五
年)

の
十
一
月
な
り
」
と
書
く
。 
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こ
れ
ら
の
年
に
起
き
た
関
連
す
る
出
来
事
を
歴
史
年
表
か
ら
抽
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
三
九
八
年
、
京
口(

鎮
江)

に
あ
っ
て
都
の
建
康(

南
京)

を
守
る
北
府
軍
の
長
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
皇
弟
に
反
旗
を 

翻
し
た
が
、
配
下
の
将
劉
牢
之
に
裏
切
ら
れ
て
切
ら
れ
た
。
劉
牢
之
が
北
府
軍
の
総
帥
と
な
る
。 

 

三
九
九
年
、
十
月
、
道
師
孫
恩
の
指
揮
す
る
民
衆
反
乱
で
浙
江
一
帯
は
大
混
乱
。
北
府
軍
の
鎮
北
将
軍
劉
牢
之
と 

副
将
の
衛
将
軍
が
鎮
圧
し
、
孫
恩
を
海
上
に
追
い
払
う
。(

石
川
書
に
よ
れ
ば
、
劉
牢
之
が
鎮
衛
軍
府 

を
開
い
た
と
『
宋
書
』
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う)

。 
前
年
の
騒
ぎ
の
中
で
江
州
の
刺
史(

長)

と
な
っ
た
桓
玄
は
、
こ
の
年
、
西
の
荊
州(

拠
点
は
江
陵)

を
奪 

い
取
っ
て
西
府
軍
の
総
帥
か
つ
三
州
の
刺
史
と
な
り
、
長
江
中
流
域
を
支
配
下
に
置
く
。 

 

四
〇
〇
年
、
孫
恩
の
再
侵
入
。
副
将
は
戦
死
し
た
が
、
劉
牢
之
が
反
乱
を
鎮
圧
。
配
下
に
劉
裕
が
い
た
。 

 

四
〇
一
年
、
長
江
を
の
ぼ
っ
て
来
た
孫
恩
軍
は
劉
裕
に
撃
退
さ
れ
た
。 

 

四
〇
二
年
、
孫
恩
の
反
乱
が
平
定
さ
れ
た
。
朝
廷
は
桓
玄
の
不
穏
な
動
き
に
討
伐
の
軍
令
を
発
し
た
が
、
劉
牢
之 

の
寝
返
り
で
、
三
月
桓
玄
が
建
康
に
入
城
し
政
権
を
奪
い
取
っ
た
。
桓
玄
に
軍
権
を
奪
わ
れ
た
劉
牢 

之
は
反
撃
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
再
三
の
裏
切
り
に
劉
裕
ら
が
加
担
し
て
く
れ
ず
、
逃
亡
、
自
殺
。 

 

四
〇
三
年
、
十
二
月
、
桓
玄
が
、
皇
帝
を
退
位
さ
せ
て
、
「
楚
」
の
皇
帝
を
称
し
た
。 

 

四
〇
四
年
、
二
月
、
劉
裕
が
桓
玄
に
反
旗
を
翻
す
。
蜂
起
は
成
功
し
て
建
康
を
占
領
。
桓
玄
は
潯
陽
さ
ら
に
江
陵 

へ
逃
走
し
、
潯
陽
に
置
い
て
い
た
前
帝
を
江
陵
へ
移
す
。
劉
裕
、
鎮
軍
将
軍
と
な
る
。
桓
玄
は
五
月 
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に
討
た
れ
た
。
各
地
で
戦
闘
が
続
く
。
劉
牢
之
の
息
子
劉
敬
宣
が
建
威
将
軍
・
江
州
刺
史
に
な
る
。 

 
四
〇
五
年
、
荊
州
の
桓
玄
の
残
党
が
平
定
さ
れ
た
。
復
位
し
た
前
帝
が
三
月
建
康
に
帰
還
。
劉
裕
が
多
く
の
権
限 

を
手
中
に
し
て
東
晋
の
実
権
を
握
り
、
京
口
に
幕
府
を
置
い
た
。 

  

こ
の
年
表
と
つ
き
合
わ
せ
て
、
陶
淵
明
が
四
〇
〇
年
前
後
に
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
か
考
え
て
い
こ

う
。
Ｄ
に
よ
れ
ば
、
四
〇
一
年
七
月
淵
明
は
休
暇
が
明
け
て
江
陵
に
還
っ
た
。
江
陵
で
江
州
を
含
め
た
長

江
中
流
域
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
刺
史
の
桓
玄
で
あ
る
。
淵
明
は
そ
こ
で
仕
官
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
多
数
説
は
、
桓
玄
が
淵
明
の
住
ん
で
い
た
江
州
の
刺
史
に
な
っ
た
記
事
を
根
拠
に
し
て
、
三
九
九
年

か
ら
桓
玄
に
仕
え
た
と
す
る
。
Ｃ
の
序
に
は
四
〇
一
年
の
正
月
に
二
、
三
の
隣
曲
と
と
も
に
斜
川
に
遊
ん

だ
と
あ
る
。
同
行
三
、
四
人
が
班
座
し
て
の
舟
遊
び(

小
舟
だ
ろ
う)

で
、
み
ん
な
で
詩
を
つ
く
り
そ
れ
ぞ
れ

年
齢
と
出
身
地
を
記
し
た
と
い
う
記
述
は
、
江
陵
に
出
仕
し
て
い
て
各
地
か
ら
来
て
い
た
同
僚
と
正
月
遊

び
を
し
た
と
考
え
る
方
が
、
岩
波
文
庫
『
全
集
』
の
江
州
で
隣
人
と
遊
ん
だ
と
い
う
解
釈
よ
り
も
ふ
さ
わ

し
い
。
詩
中
の
「
ゆ
く
ゆ
く
帰
休
せ
ん
と
す
」
と
い
う
句
も
、
出
仕
し
て
い
た
が
や
が
て
休
暇
を
と
る
つ

も
り
だ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
休
暇
明
け
で
江
陵
に
還
っ
た
と
い
う
Ｄ
と
符
合
す
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
年
の
冬
に
母
親
が
亡
く
な
っ
て
潯
陽
に
帰
郷
す
る
。
Ｅ
と
Ｆ
の
詩
が
詠
う
四
〇
三
年

の
田
舎
で
の
生
活
は
、
儒
学
に
親
し
み
ま
た
母
や
家
族
を
詩
文
に
登
場
さ
せ
る
心
性
の
持
ち
主
が
、
母
の
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服
喪(

二
十
五
か
月)

を
遵
守
し
た
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。 

  
問
題
は
干
支
の
書
か
れ
て
い
な
い
Ａ
に
あ
る
。
多
数
説
は
、
淵
明
が
鎮
軍
参
軍
に
な
っ
た
と
記
す
の
を
、

年
表
の
四
〇
四
年
に
劉
裕
が
鎮
軍
将
軍
と
な
っ
た
こ
と
に
対
応
さ
せ
、
淵
明
は
都
に
上
っ
て
劉
裕
の
参
軍

に
な
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、
劉
裕
は
二
月
の
蜂
起
が
成
功
し
首
都
建
康
に
入
城
し
て
主
導
権
を
握
っ

た
も
の
の
、
五
月
に
桓
玄
が
討
た
れ
る
ま
で
、
淵
明
の
い
た
江
州(

潯
陽)

か
ら
荊
州
一
帯
に
か
け
て
が
戦

場
だ
っ
た
し
、
淵
明
は
、
潯
陽
に
連
れ
て
こ
ら
れ
て
い
た
晋
の
皇
帝
が
さ
ら
に
江
陵
へ
移
さ
れ
た
こ
と
も
、

桓
玄
の
死
後
も
荊
州
そ
の
他
の
地
域
で
戦
闘
が
続
い
て
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
戦
乱
の
さ

な
か
、
服
喪
以
来
静
か
に
暮
ら
し
て
い
た
彼
が
、
急
に
腰
を
上
げ(

不
穏
な
潯
陽
に
家
族
を
残
し)

、
東
上

し
て
劉
裕
の
参
軍
に
な
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。
Ａ
の
詩
に
表
出
す
る
心
情
と
そ
の
後
の
行
動
は
、
こ
の

機
会
に
立
身
出
世
を
求
め
た
、
あ
る
い
は
晋
朝
再
興
の
た
め
の(

ま
た
は
権
力
争
い
の)

戦
い
に
加
わ
っ
た
と

す
る
見
方
を
支
持
し
な
い
。
四
〇
四
年
に
上
京
し
た
と
す
る
と(

ど
う
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
と
す
る
の
だ
ろ
う
か)

、

Ｇ
で
言
う
よ
う
に
翌
年
の
三
月
に
ま
た
上
京
す
る
に
は
、
そ
れ
以
前
に
帰
郷
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

腰
の
す
わ
ら
な
い
動
き
だ
。
そ
れ
に
、
石
川
説
の
説
く
よ
う
に
、
四
〇
五
年
三
月
の
「
都
に
使
い
し
て
銭

渓
を
経
る
」
と
い
う
Ｇ
の
句
に
、
「
我
こ
の
境
を
践(
ふ)
ま
ざ
る
に
、
歳
月
は
は
な
は
だ
す
で
に
積
も
れ

り
」
と
す
る
の
と
矛
盾
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
長
江
を
下
っ
て
上
京
す
る
途
上
に
あ
る
銭
渓
は
、
一
年
足
ら
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ず
前
の
四
〇
四
年
の
東
上
の
と
き(

た
ぶ
ん
帰
途
に
も)

通
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
感
慨
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

の
で
あ
る
。
多
数
説
は
、
史
書
に
鎮
軍
将
軍
と
い
う
ぴ
っ
た
り
の
言
葉
を
見
つ
け
、
淵
明
が
の
ち
に
「
宋
」

の
皇
帝
に
な
っ
た
劉
裕
に
仕
え
た
と
考
え
う
る
意
外
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

石
川
忠
久
た
ち
の
も
う
一
つ
の
説
は
、
鎮
軍
が
鎮
軍
将
軍
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
考
え
る
。

年
表
の
三
九
九
年
に
出
る
鎮
北
将
軍
や
鎮
衛
軍
府
の
参
軍
な
ら
、
簡
略
に
鎮
軍
参
軍
と
呼
べ
る
か
ら
、
陶

淵
明
は
こ
の
年
に
劉
牢
之
の
幕
僚
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
、
劉
牢
之
は
北
府
軍
を
率
い
て

孫
恩
の
乱
の
鎮
定
に
当
た
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
、
東
晋
の
成
立
期
に
大
司
馬
ま
で
進
ん
だ
曾
祖
父
を
誇
り

に
し
て
い
た
淵
明
が
、
晋
王
朝
を
危
う
く
す
る
反
乱
の
鎮
定
に
参
加
し
た(

か
つ
て
の
大
司
馬
の
曾
孫
が

幕
僚
の
ポ
ス
ト
の
一
つ
に
採
用
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う) 

と
い
う
理
解
に
導
く
。
そ
れ
は
、

Ａ
の
詩
が
京
口
の
東
南
に
あ
る
曲
阿
を
通
過
す
る
と
き
作
ら
れ
た
こ
と
と
よ
く
符
合
す
る
。
劉
牢
之
率
い

る
北
府
軍
は
、
孫
恩
の
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
京
口
を
出
発
し
て
浙
江
方
面
へ
向
か
っ
た
。
参
軍
で
あ
る
淵

明
も
そ
の
軍
事
行
動
に
従
い
曲
阿
を
通
っ
た
、
と
ご
く
自
然
に
理
解
で
き
る
。
し
か
も
、
詩
の
「
若
齢
よ

り
事
外(

世
事
の
外) 

に
寄
せ
、
懐
い
を
委
ぬ
る
は
琴
と
書
に
在
り
、
褐
を
被
て
欣
ん
で
自
得
し
、
し
ば
し

ば
空
し
き
も
常
に
晏
如
た
り
、
時
来
た
り
て
い
や
し
く
も
冥
会
せ
ば
、
た
ず
な
を
宛
げ
て
…
、
策(

竹
簡
書

付)

を
投
げ
て
…
、
し
ば
ら
く
園
田
と
疏(

と
お)

ざ
か
る
」
と
詠
む
内
容
も
、
題
に
言
う
「
始
め
て
」
と
い

う
言
葉
も
、
反
乱
鎮
定
軍
に
馳
せ
参
じ
た
と
い
う
気
分
に
ぴ
っ
た
り
だ
。
「
若
い
と
き
の
猛
志
」
や
「
性
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は
剛
」
と
い
う
言
葉
も
、
現
実
の
行
動
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
詩
の
終
わ
り
の

「
真
想
は
初
め
よ
り
襟(

む
ね)

に
在
り
、
誰
か
謂
う
形
跡
に
拘
せ
ら
れ
る
と
、
し
ば
ら
く
は
化(

時
勢)

に
よ

り
て
遷
り
、
終
に
は
班
生
の
い
お
り
に
返
ら
ん
」
と
い
う
句
は
、
戦
争
に
い
つ
ま
で
も
か
か
わ
る
つ
も
り

の
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
て
、
四
〇
〇
年
五
月
の
詩
Ｂ
の
「
都
よ
り
還
る
」
に
ほ
ど
よ
く
つ
な
が
る
。

Ａ
が
Ｂ
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
意
味
を
な
す
。
四
〇
〇
年
の
帰
郷
は
、
孫
恩
の
乱
が
い
っ
た
ん
鎮

圧
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
『
全
集
』
全
体
の
詩
文
に
表
わ
れ
た
淵
明
の
人
柄
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の

従
軍
は
性
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
と
推
測
で
き
る
。 

  

こ
こ
で
Ｃ
と
Ｄ
に
も
ど
っ
て
、
江
陵
で
の
仕
官
の
事
情
を
考
え
て
み
よ
う
。
淵
明
が
反
乱
鎮
定
軍
に
参

加
し
て
い
た
三
九
九
年
、
桓
玄
は
戦
っ
て
江
陵
の
西
府
軍
の
軍
権
を
奪
い
取
り
、
江
州
に
加
え
荊
州
な
ど

の
行
政
権
を
掌
握
し
た
。
淵
明
は
、
Ａ
の
詩
で
「
班
生
の
い
お
り
に
返
ろ
う
」
と
詠
ん
で
軍
事
か
ら
去
ろ

う
と
す
る
気
持
ち
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
Ｂ
の
「
母
親
の
い
る
旧
居
を
望
む
」
の
言
葉
は
、
兄
弟
の
な

い
家
長
と
し
て
家
族
と
荘
園 

(

農
地)

を
保
全
し
よ
う
と
す
る
心
構
え(

四
言
詩
「
命
子
」
や
「
勧
農
」
に
に
じ

む)

を
表
わ
し
、
そ
れ
が
帰
郷
し
た
大
き
な
理
由
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
彼
が
出
仕
す
る
と
し

た
ら
、
軍
職
で
は
な
く
行
政
府
の
何
か
の
職
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
北
府
軍
の
参
軍
だ
っ
た
者
が
、

不
穏
な
情
勢
の
さ
な
か
に
、
朝
廷
と
北
府
軍
に
敵
対
的
な
西
府
軍
の
総
帥
桓
玄
の
軍
営
に
鞍
替
え
す
る
と
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い
う
の
で
は
、
情
勢
の
認
識
が
お
か
し
い
し
、
節
操
の
観
点
か
ら
も
き
わ
ど
す
ぎ
る (

四
〇
四
年
に
逆
の

こ
と
を
し
た
と
す
る
多
数
説
も
同
様
で
あ
る)

 

。
出
世
を
望
む
の
な
ら
、
人
脈
の
で
き
た
北
府
軍
か
都
に

い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
行
政
府
の
決
裁
権
の
強
く
な
い
職
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
四
〇
一
年
、
西

府
軍
の
総
帥
桓
玄
が
策
謀
に
忙
し
か
っ
た
不
穏
な
雲
行
き
の
中
で
も
、
休
暇
を
と
っ
て
帰
郷
す
る
こ
と
を

希
望
し
実
際
に
そ
う
な
っ
た
こ
と
が
理
解
し
や
す
い
。
淵
明
が
役
所
で
刺
史
桓
玄
と
顔
を
合
わ
せ
る
機
会

は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
、
陶
淵
明
が
の
ち
の
簒
奪
者
桓
玄 

(

と
劉
裕)

に
「
仕
え
た
」

と
す
る
後
世
の
人
た
ち
の
ゴ
シ
ッ
プ
風
の
言
い
方
は
、
実
態
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
。 

  

そ
れ
で
は
、
Ｇ
に
あ
る
よ
う
に
四
〇
五
年
に
も
う
一
度
建
威
参
軍
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ

の
建
威
将
軍
と
は
劉
牢
之
の
息
子
劉
敬
宣
で
あ
る
。
父
が
桓
玄
に
追
わ
れ
た
と
き
自
分
も
亡
命
し
た
が
、

か
つ
て
孫
恩
の
乱
で
い
っ
し
ょ
に
戦
っ
た
劉
裕
に
呼
び
も
ど
さ
れ
、
手
柄
を
挙
げ
て
、
淵
明
の
住
む
江
州

に
赴
任
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
陶
淵
明
が
三
九
九
年
に
劉
牢
之
の
参
軍
だ
っ
た
の
な
ら
、
劉
牢
之
の
部
将

で
息
子
の
劉
敬
宣
は
、
参
軍
の
淵
明
と
知
り
合
い
の
間
柄
だ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
劉
敬
宣
が
参
軍
の

ポ
ス
ト
を
提
供
し
て
処
遇
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
岩
波
文
庫
『
全
集
』
の
解
説
は
、
こ
の
こ

ろ
、
劉
敬
宣
を
恨
む
者
が
劉
裕
に
讒
言
し
、
劉
敬
宣
は
不
安
を
抱
い
て
解
職
を
願
い
出
た
と
い
う
史
書
の

記
録
か
ら
、
四
〇
五
年(

皇
帝
が
都
に
帰
還
し
た
の
と
同
じ)

三
月
、
都
に
使
い
し
た
の
は
こ
の
こ
と
と
関
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係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
示
唆
す
る
。
こ
の
推
測
は
、
淵
明
が
劉
牢
之
の
参
軍
だ
っ
た
場
合
、
劉

牢
之
の
部
将
だ
っ
た
劉
裕
と
も
顔
見
知
り
だ
っ
た
は
ず
で
、
現
実
味
を
増
す
。
劉
敬
宣
は
、
自
分
も
劉
裕

も
知
り
合
い
の
淵
明
な
ら
、
そ
の
人
柄
か
ら
し
て
も
、
自
分
の
本
心
を
伝
え
ら
れ
る
と
期
待
で
き
た
だ
ろ

う
。
劉
敬
宣
が
淵
明
を
参
軍
に
任
命
し
た
理
由
は
こ
れ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
Ｇ
の
詩
の
「
勉
励
し
て

こ
の
役
に
従
う
。
一
形
、
制
せ
ら
る
る
有
る
に
似
る
も
」
と
い
う
句
は
、
必
ず
し
も
親
し
く
な
い
二
人
の

知
人
の
仲
た
が
い
を
防
ぐ
た
め
に
仕
方
な
く
都
に
上
る
気
分
を
表
現
し
て
い
る
、
と
解
釈
し
う
る
。
そ
し

て
、
建
康
へ
行
く
道
中
で
銭
渓
を
見
て
、
三
九
九
年
東
上
し
た
と
き
と
四
〇
〇
年
の
帰
途
に
も
通
っ
た
こ

と
を
想
い
出
し
て
、
そ
の
五
、
六
年
の
間
に
世
の
情
勢
が
急
展
開
し
た
こ
と
を
考
え
た
と
す
れ
ば
、
「
歳

月
は
は
な
は
だ
す
で
に
積
も
れ
り
。
晨
に
夕
べ
に
山
川
を
看
る
に
、
事
事
こ
と
ご
と
く
昔
の
如
し
、
…
、

彼
の
品
物
の
存
す
る
を
み
る
に
、
義
風
す
べ
て
未
だ
隔
た
ら
ず
」
と
い
う
感
慨
は
ふ
さ
わ
し
い
。 

 

け
れ
ど
も
、
Ｇ
の
詩
の
最
後
は
、
「
一
形
、
制
せ
ら
る
る
有
る
に
似
る
も
、
素
襟(

平
素
の
心) 

易
う
べ

か
ら
ず
。
園
田 

日
に
夢
想
す
、
い
ず
く
ん
ぞ
久
し
く
離
析
す
る
を
得
ん
や
。
終
に
懐
う
は
帰
舟
に
在
り
、

ま
こ
と
な
る
か
な 

霜
柏(

節
操
を
守
る
こ
と)

を
宜
し
と
す
る
は
」
と
結
ば
れ
る
。
こ
の
上
京
は
一
時
の
こ

と
、
参
軍
は
臨
時
に
雇
わ
れ
た
こ
と
だ
、
と
い
う
心
づ
も
り
が
漏
れ
出
て
い
る
。
戻
っ
て
く
る
と
軍
職
を

離
れ
、
仲
秋
に
は
、
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
ず
上
司
の
い
な
い
県
令
に
な
っ
た
。
十
一
月
に
は
、
そ
れ
も
辞

職
し
て
Ｈ
の
「
帰
去
来
兮
の
辞
」
を
書
く
。
素
心
を
貫
い
て
最
終
的
に
園
田
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。 
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第
二
節 

 

わ
た
し
は
、
石
川
忠
久
著
『
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
』
を
期
待
し
て
読
ん
だ
。
「
序
」
が
、
「
一
切
の
先

入
観
を
排
除
す
る
こ
と
」
や
「
淵
明
の
人
物
を
時
代
に
即
し
て
見
る
」
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
南

朝
晋
の
上
層
人
士
の
考
え
方
・
行
動
様
式
・
教
養
、
先
祖
か
ら
江
南
人
で
あ
る
陶
淵
明
の
そ
こ
で
の
位
置

な
ど
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
淵
明
が
劉
牢
之
の
下
僚
だ
っ
た
と
い
う
説
に
導
か
れ
た
の
も

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
議
論
の
中
で
疑
問
を
感
じ
、「
過
去
の
人
物
評
価
を
故
意
に
逆
転
し
て
、

世
間
の
耳
目
を
惹
く
法
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
」
と
い
う
表
明
が
必
ず
し
も
当
た
ら
な

い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
一
つ
二
つ
を
記
そ
う
。 

  

現
実
の
人
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
を
持
ち
、
社
会
に
生
活
し
て
あ
れ
こ
れ
曲
折
の
あ
る
行
動
を
す
る
。

陶
淵
明
も
例
外
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
通
念
の
ま
ま
に
、
淵
明
を
理
想
的
な
清
貧
の
士
と
あ
が
め
る
の
は

正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
通
念
の
正
し
く
な
い
こ
と
を
説
く
石
川
の
議
論
は
、
批
判
の
あ

ま
り
行
き
過
ぎ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
石
川
は
、
「
孫
恩
討
伐
に
当
た
る
劉
牢
之
に
馳
せ
参
じ
て
従

軍
し
た
の
も
、
戦
功
に
よ
る
封
爵
の
可
能
性
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
簒
奪
を
目
論
む
桓
玄
に
付
い
た
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の
も
、
一
躍
勢
族
に
の
し
上
が
る
期
待
を
抱
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
考
え
る
。
一
人
の
人
間
は
、

一
方
で
立
身
出
世
を
望
み
な
が
ら
も
、
他
方
で
そ
れ
と
は
違
っ
た
志
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
淵
明
が
立
身

を
求
め
た
と
こ
れ
ほ
ど
言
い
つ
の
れ
ば
、
詩
の
志
は
虚
偽
に
近
づ
き
詩
全
体
を
そ
こ
な
う
。 

 

さ
ら
に
石
川
は
、
立
身
に
挫
折
し
た
淵
明
が
、
当
時
一
定
の
名
誉
あ
る
地
位
で
あ
っ
た
隠
逸
の
士
に
な

ろ
う
と
し
た
と
考
え
、
「
高
ら
か
に
隠
者
の
歌
を
詠
っ
た
、
そ
の
着
想
と
出
来
栄
え
に
こ
そ
、
淵
明
を
評

価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
淵
明
を
悪
く
見
よ
う
、
と
い
う
の
で
は

な
い
」
と
。
し
か
し
そ
れ
は
適
正
な
見
方
だ
ろ
う
か
。
Ｃ
の
詩
を
隠
退
し
て
か
ら
の
年
代
に
移
し
、「
二
、

三
の
隣
曲
」
と
と
も
に
斜
川
に
遊
ん
だ
と
す
る
の
を
、
「(

王
羲
之
の)

蘭
亭
の
雅
遊
を
摸
し
て
一
場
の
野
宴

を
主
宰
し
、
以
て
声
誉
を
決
定
的
た
ら
し
め
ん
と
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
推
測
せ
し
め
る
」
と
ま

で
解
釈
す
る
と
な
る
と
、
陶
淵
明
の
詩
文
鑑
賞
は
ず
い
ぶ
ん
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
に
な
る
。 

 

清
貧
に
つ
い
て
も
事
実
と
違
う
と
言
う
。
詩
に
詠
む
貧
窮
は
、
隠
逸
の
流
行
し
た
魏
晋
の
時
代
に
お
け

る
一
種
の
ポ
ー
ズ
と
見
な
す
。
腹
違
い
の
妹
が
い
た
か
ら
父
に
は
妾
が
い
た
、
彼
の
五
人
の
子
の
う
ち
二

人
は
同
年
の
生
ま
れ
と
い
う
か
ら
、
双
子
と
す
る
よ
り
彼
に
も
複
数
の
妻
が
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
、

詩
句
そ
の
他
か
ら
も
、
彼
は
あ
る
程
度
の
農
地
を
所
有
す
る
地
主
か
貴
族
だ
っ
た
と
す
る
。
た
し
か
に
、

淵
明
の
知
人
顔
延
之
の
弔
い
文
が
「
爵
は
下
士
に
同
じ
く
、
禄
は
上
農
に
等
し
い
」
と
言
う
。
し
か
し
、

詩
が
ま
っ
た
く
の
虚
偽
で
な
い
な
ら
、
同
類
の
士
に
く
ら
べ
て
実
際
に
家
産
が
少
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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五
か
所
ぐ
ら
い
荘
園
を
も
ち
出
仕
も
し
、
二
十
七
人
も
の
子
を
も
う
け
た
藤
原
定
家
さ
え
収
入
の
不
足
を

嘆
い
た
の
だ
か
ら
、
官
職
を
辞
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
選
ん
だ
陶
淵
明
が
、
仕
官
し
て
い
た
こ
ろ
の
蓄
え
も

尽
き
る
と
、
家
族
を
養
い
使
用
人
を
か
か
え
て
生
計
を
立
て
る
の
に
貧
し
い
と
感
じ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

そ
れ
が
詩
文
に
現
わ
れ
る
の
を
と
が
め
て
は
い
け
な
い
。
言
葉
の
あ
や
が
あ
る
と
し
て
も
、
詩
に
詠
ま
れ

た
清
貧
は
、
あ
る
程
度
似
た
情
況
が
あ
り
、
自
己
の
選
ん
だ
道
を
歩
み
続
け
る
た
め
の
決
意
の
表
現
で
あ

っ
た
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

 

石
川
忠
久
が
従
来
の
理
想
化
さ
れ
た
淵
明
像
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
議
論
は
、
陶
淵
明
の
詩
文
の
存
立

を
脅
か
す
ほ
ど
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
下
心
が
石
川
の
言
う
ほ
ど
強
か
っ
た
の
な
ら
、
ど

う
し
て
人
は
淵
明
の
詩
文
に
深
い
味
わ
い
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。 

  

わ
た
し
は
再
び
陶
詩
を
読
み
始
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
の
詠
ん
だ
詩
に
ほ
ん
と
う
に
正
対
す
る

こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
し
た
。
そ
し
て
、
石
川
忠
久
の
批
判
し
よ
う
と
し
た
通
念
は
そ
れ
を
怠
っ
た
世
評

が
形
成
し
た
二
次
的
な
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
通
念
を
崩
す
た
め
の
石
川
の
議
論
が

極
端
に
走
っ
た
の
は
世
評
を
相
手
に
し
た
か
ら
で
、
過
去
の
し
っ
か
り
し
た
考
察
だ
け
を
吟
味
す
れ
ば
、

も
っ
と
妥
当
で
、
陶
詩
を
貶
め
る
こ
と
の
な
い
理
解
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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第
三
節 

 
岩
波
文
庫
『
全
集
』
の
注
解
は
、
現
代
ま
で
の
注
解
史
を
集
成
し
た
一
つ
と
見
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
陶
淵
明
の
年
譜
に
は
、
四
〇
〇
年
前
後
の
経
歴
が
多
数
説
に
従
っ
て
書
か
れ
、

さ
ら
に
、
初
め
て
出
仕
し
た
年
や
別
の
官
に
召
さ
れ
た
年
、
そ
の
ほ
か
に
、
家
族
に
出
来
事
の
起
き
た
年

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
家
族
に
起
き
た
事
は
淵
明
の
詩
文
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
。
詩
文
の
解
釈
に
大
き

く
影
響
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
節
で
は
、
淵
明
の
経
歴
を
も
う
少

し
探
っ
て
、
身
の
処
し
方
と
そ
の
奥
に
あ
る
人
柄
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。 

  

初
め
て
仕
官
し
た
の
が
二
十
九
歳
・
三
九
三
年
こ
ろ
と
す
る
の
は
、
本
人
の
証
言
に
よ
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
五
言
詩
「
飲
酒
、
そ
の
十
九
」
に
、
出
仕
し
た
年
を
「
こ
の
時
立
年(

三
十
歳)

に
向
か
っ
て
い

た
」
と
あ
る
か
ら
だ
。
通
説
は
、
最
初
の
職
が
「
江
州
祭
酒
」(

学
事
の
長)

で
そ
れ
を
す
ぐ
に
辞
め
た
こ
と
、

次
に
州
の
「
主
簿
」
に
召
さ
れ
た
け
れ
ど
も
就
か
な
か
っ
た
こ
と
、
引
退
後
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
召
さ
れ
た

「
著
作
佐
郎
」
に
も
就
か
な
か
っ
た
こ
と
を
、
陶
淵
明
の
経
歴
に
加
え
る
。
そ
れ
は
『
宋
書
隠
逸
伝
』
の

記
載
に
基
づ
く
。
淵
明
よ
り
も
ほ
ぼ
二
十
歳
若
い
顔
延
之
は
隠
退
後
の
淵
明
と
会
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
彼

の
追
悼
文
に
は
あ
る
程
度
信
憑
性
が
あ
る
。
そ
の
追
悼
文
が
著
作
郎
に
就
か
な
か
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
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い
る
の
で
、
こ
の
点
は
確
か
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ほ
か
に
は
「
初
め
州
府
三
命
を
辞
す
、
後
に
彭
沢

の
令
と
為
る
」
ぐ
ら
い
し
か
書
い
て
い
ず
、
潯
陽
に
あ
っ
た
州
府
で
の
仕
官
の
実
態
を
示
さ
な
い
。
最
初

の
職
「
祭
酒
」
を
す
ぐ
に
辞
め
、
さ
ら
に
ま
た
「
主
簿
」
に
就
か
な
か
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
確
か

で
な
い
と
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
淵
明
自
身
は
、
仕
官
の
経
歴
に
つ
い
て
、
塵
網
の
中
に
あ
っ
た

年
月
は
十
三
年
と
概
括
的
に
述
べ
る
だ
け
だ
し
、
最
初
の
出
仕
に
つ
い
て
も
そ
の
職
を
語
ら
な
い
の
で
あ

る
。
注
解
者
が
詮
索
し
た
が
る
「
世
事
」
よ
り
も
、
彼
は
、
も
っ
ぱ
ら
詩
の
質
を
高
め
る
こ
と
に
専
心
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
Ａ
と
Ｇ
と
の
詩
で
は
、
参
軍
に
な
っ
た
と
い
う
旅
の
事
情
が
旅
情
に
か

ら
ま
っ
て
い
る
の
で
参
照
の
言
葉
を
添
え
、
「
帰
去
来
の
辞
」
で
は
、
故
郷
を
離
れ
た
場
所
で
の
辞
職
の

事
情
を
説
明
す
る
た
め
に
官
職
名
を
具
体
的
に
書
い
た
の
だ
。 

 

石
川
忠
久
は
、
淵
明
が
仕
官
の
初
め
に
祭
酒
に
な
り
、
召
さ
れ
た
主
簿
の
職
に
就
か
ず
、
召
命
を
受
け

た
著
作
郎
の
官
に
就
か
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
の
隠
逸
の
士
に
多
く
見
ら
れ
た
一
定
の
地
歩
を
固
め
よ
う

と
す
る
方
途
だ
っ
た
と
論
じ
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
家
産
の
あ
っ
た
淵
明
が
詩
に
貧
窮
を
詠
む
の
は
、

隠
士
と
し
て
の
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
議
論
は
、
『
宋
書
隠
逸
伝
』
の
記
述
を
そ

の
ま
ま
受
け
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
隠
逸
伝
』
が
通
念
の
淵
明
像
を
生

み
出
す
元
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
逆
立
ち
し
た
議
論
で
は
な
い
か
。 

 

『
隠
逸
伝
』
は
、
「
起
ち
て
州
の
祭
酒
と
な
る
も
、
吏
職
に
堪
え
ず
、
少
日
に
し
て
、
自
ら
解
い
て
帰
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る
」
と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
が
調
べ
て
み
た
ら
、
州
に
祭
酒
が
い
た
か
不
明
だ
が
、
中
央
で
は
主
簿
よ
り
も

高
い
地
位
の
よ
う
だ
。
細
分
し
な
け
れ
ば
、
主
簿
と
参
軍
は
同
じ
七
品
、
県
令
も
小
さ
い
県
で
七
品
、
引

退
後
に
召
命(

徴)

を
受
け
た
著
作(

佐)

郎
は
六
品(

七
品)

で
一
ラ
ン
ク
上
の
地
位
ら
し
い(

あ
る
種
の
叙
勲

を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
顔
延
之
が
「
陶
徴
士
」
と
呼
ぶ)

。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
州
祭
酒
に
し

て
も
州
主
簿
に
し
て
も
、
実
際
に
就
い
た
参
軍
職
に
見
劣
り
す
る
地
位
で
は
な
い
。
最
後
の
県
令
も
同
様

で
あ
る
。
曾
祖
父
が
大
司
馬
だ
っ
た
と
し
て
も
晋
朝
以
前
か
ら
の
江
南
人
だ
っ
た
陶
氏
の
、
し
か
も
傍
流

の
淵
明
が
任
官
で
き
た
の
は
七
品
程
度
の
ポ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
内
心
で
不
満
だ
っ
た
と
し
て
も
、

仕
官
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
に
甘
ん
じ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
『
隠
逸
伝
』
が
地
位
に
不
満
足
で
辞

め
た
と
書
く
の
は
、
隠
逸
を
強
調
す
る
た
め
の
文
飾
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
淵
明
本
人
は
初
め
て
出
仕
し

た
時
の
感
想
と
し
て
、
「
飲
酒
、
そ
の
十
九
」
で
「
志
意
恥
ず
る
所
多
し
」
と
し
か
書
か
な
い
。
こ
の
言

葉
は
、
地
位
に
つ
い
て
の
不
満
よ
り
も
、
自
分
の
性
格
か
ら
役
所
仕
事
に
う
ま
く
適
応
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
言
う
の
だ
。
最
後
の
県
令
も
以
前
よ
り
低
い
地
位
で
は
な
く
、
郷
里
の
潯
陽
あ
た
り
か
ら
来
る
小
人

(

視
察
官)

を
正
装
し
て
迎
え
る
の
は
い
や
だ
と
職
を
投
げ
捨
て
た
と
い
う
有
名
な
伝
承
は
潤
色
だ
ろ
う
。 

  

淵
明
の
若
い
こ
ろ
の
詩
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
せ
い
で
、
三
十
代
前
半
ま
で
の
彼
の
暮
ら
し
ぶ
り

は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
だ
が
一
般
に
人
は
、
人
生
を
送
る
の
に
、
壮
年
ま
で
何
ら
か
の
仕
方
で
社
会
に
か



17 陶淵明という人 

か
わ
る
活
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
賦
の
一
つ
に
「
講
習
」
と
い
う
語
が
見
え
る
け
れ
ど
も
、
儒
学
を
学

ん
だ
淵
明
が
塾
を
開
い
た
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
三
十
五
歳
以
前
に
荘
園
経
営
に
努
め
た
風
も
見
え
ず
、

む
し
ろ
隠
退
後
の
詩
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
に
、
「
荒
を
南
野
の
際
に
開
か
ん
と
す
」
や
「
我
が
土
は
日

に
己
に
広
し
」
と
書
く
。
中
世
中
国
の
社
会
体
制
の
下
で
、
三
十
代
の
教
養
あ
る
下
士
に
、
ほ
か
に
ど
う

い
う
活
動
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
収
入
を
増
や
す
た
め
に
も
仕
官
し
て
い
た
と
想
定
す
る
の
が
最
も
自
然
で

あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
る
。
淵
明
よ
り
も
は
る
か
に

大
き
な
領
地
を
も
っ
て
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
三
十
七
歳
ま
で
仕
官
し
、
思
索
の
生
活
を
始
め
た
の
は
隠

退
し
て
か
ら
で
あ
る(

彼
に
倣
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も)

。
今
考
え
て
い
る
こ
と
は
わ
た
し
の
想
像
に
過

ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
三
十
歳
前
の
仕
官
を
役
人
が
い
や
で
す
ぐ
に
辞
め
た
の
に
、
三
十
代
後
半
か
ら
ま
た

出
仕
し
、
四
十
一
歳
で
再
び
辞
職
と
い
う
の
で
は
、
高
ら
か
に
「
帰
去
来
の
辞
」
を
詠
っ
た
人
の
出
処
進

退
と
し
て
ち
ぐ
は
ぐ
だ
と
思
う
。
歳
を
と
る
に
つ
れ
て
の
心
境
の
推
移
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
。 

 

石
川
の
言
う
と
お
り
に
淵
明
を
理
想
化
し
な
い
と
す
れ
ば
、
普
通
人
と
し
て
、
初
め
て
出
仕
し
て
か
ら

引
退
す
る
ま
で
、
家
族
の
生
活
や
家
計
な
ど
を
気
に
か
け
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
あ
れ
こ
れ
考
え
た
に

ち
が
い
な
い
、
と
わ
た
し
は
想
像
す
る 

(

定
年
よ
り
も
三
年
早
く
五
斗
米
を
け
っ
て
辞
表
を
提
出
し
た
の
で
、
彼

の
心
中
を
察
す
る
資
格
が
い
く
ら
か
あ
る
だ
ろ
う)

。
い
く
ら
役
人
生
活
に
苦
労
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
初
め

て
就
職
し
て
間
も
な
く
気
位
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
辞
職
し
た
と
す
る
の
は
、
淵
明
を
徹
底
し
た
隠
逸
の
士
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と
す
る
た
め
に
す
る
付
会
だ
ろ
う
。
「
帰
去
来
の
辞
」
の
序
の
、
「
子
が
増
え
た
こ
ろ
仕
官
の
必
要
が
生

じ
た
」
や
「
か
つ
て
人
事
に
従
っ
た
の
も
み
な
口
腹
の
た
め
に
労
苦
を
果
た
し
た
の
だ
」
と
い
う
懐
古
は
、

二
十
九
歳
こ
ろ
短
期
間
出
仕
し
た
だ
け
の
場
合
よ
り
も
、
何
年
間
か
仕
官
し
て
い
た
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

初
出
仕
以
来
、
彼
が
居
住
地
の
潯
陽
で
仕
官
を
続
け
た
可
能
性
が
高
い
。
中
国
の
官
僚
制
度
の
下
で
そ
う

い
う
経
歴
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
策
を
投
げ
て
」
東
上
し
参
軍
に
就
任
し
た
こ
と
や
、
潯
陽
を
不
在
に

し
た
あ
と
江
陵
へ
出
仕
し
た
こ
と
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
。
実
際
に
、
前
年
一
一
月
に
退
職
し
て
間
も

な
い
四
〇
六
年
こ
ろ
に
詠
ま
れ
た
と
推
定
で
き
る
詩
「
園
田
の
居
に
帰
る
、
そ
の
一
」
の
、
「
誤
っ
て
塵

網
の
中
に
落
ち
、
一
た
び
去
っ
て
十
三
年
」
と
い
う
句
が
、
お
お
よ
そ
十
三
年
間
仕
官
し
た
と
い
う
淵
明

自
身
の
認
識
を
語
っ
て
い
る
。
多
く
の
注
解
者
が
淵
明
の
詩
文
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
き
た
の
だ
。 

  

陶
淵
明
の
転
機
は
四
〇
二
年
か
ら
四
〇
四
年
に
か
け
て
の
時
期
に
あ
り
、
喪
に
服
し
て
田
舎
に
い
た
彼

が
政
変
と
戦
乱
を
観
て
何
を
考
え
た
か
が
問
題
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
喪
の
明
け
た
四
〇
四
年
、
淵
明

は
何
を
し
て
い
て
何
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か 

(

こ
の
年
、
州
府
へ
の
復
帰
を
延
期
し
た
の
で
は
な
い
か)

。

外
的
な
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
が
、
彼
は
、
次
の
年
四
〇
五
年
、
内
心
の
推
移
を
「
帰
去
来
の
辞
」
で
明
か

す
。
そ
の
序
で
、
貧
窮
の
た
め
に
小
邑
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
書
い
て
、
気
乗
り
の
し
な
い
職

に
就
い
た
こ
と
を
も
ら
し
た
言
葉
が
、
祭
酒
の
職
を
す
ぐ
に
辞
め
、
県
令
職
も
我
慢
で
き
ず
に
さ
っ
さ
と
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帰
郷
し
た
と
い
う
『
隠
逸
伝
』
の
逸
話
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う 

(

『
隠
逸
伝
』
が
「
祭
酒
と

な
る
も
、
吏
職
に
堪
え
ず
、
少
日
に
し
て
、
自
ら
解
い
て
帰
る
」
と
書
く
の
に
対
し
、
序
に
は
「
少
日
に
お
よ
ん
で

眷
然
と
し
て
帰
ら
ん
か
の
情
あ
り
。
…
自
ら
免
じ
て
職
を
去
る
」
と
あ
る
。
似
た
言
葉
づ
か
い
は
『
隠
逸
伝
』
の
種

本
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
最
初
の
職
を
す
ぐ
に
辞
め
た
と
す
る
の
が
事
実
か
を
疑

わ
せ
る)

。
こ
の
序
は
、
か
つ
て
子
供
た
ち
の
養
育
費
用
を
心
配
し
た
こ
と
や
親
戚
の
者
が
就
職
を
勧
め
た

こ
と
な
ど
、
普
通
人
に
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
も
書
く
。
そ
れ
は
、
気
位
高
く
清
貧
や
隠
逸
を
気
ど
る
言
辞
で

は
な
い
。
序
は
長
く
て
饒
舌
な
の
だ
。
そ
し
て
辞
＝
詩
は
、
淵
明
の
作
品
の
中
で
最
も
情
念
に
訴
え
人
を

感
動
さ
せ
る
。
観
察
者
の
眼
で
見
る
と
、
自
分
の
性
分
に
合
わ
な
く
て
長
い
間
抑
圧
し
て
い
た
心
中
の
フ

ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
辞
職
を
決
心
し
た
こ
と
で
噴
き
出
し
た
感
が
あ
る
。
貧
し
さ
の
た
め
に
大
し
た

地
位
で
も
な
い
職
に
就
い
て
き
た
と
い
う
強
迫
観
念
が
口
を
つ
い
て
出
た
と
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
が
辞
職
の
直
接
の
原
因
で
は
な
い
。
序
の
最
後
の
段
落
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
妹
が
亡
く
な
っ
た

の
で
葬
式
に
出
席
す
る
た
め
に
職
を
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兄
は
生
母
を
早
く
亡
く
し
た
腹
違
い

の
妹
と
仲
良
く
育
っ
た
。
そ
の
妹
の
死
を
知
っ
て
こ
み
あ
げ
て
き
た
感
情
が
、
長
い
あ
い
だ
心
に
わ
だ
か

ま
っ
て
い
た
役
人
生
活
を
辞
め
た
い
と
い
う
思
い
を
噴
出
さ
せ
、
そ
れ
を
実
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

  

陶
淵
明
は
、
時
代
に
失
望
し
、
ま
た
自
己
の
志
を
解
き
放
つ
た
め
に
、
田
園
に
帰
っ
て
の
生
活
を
選
ん
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だ
。
そ
れ
が
出
来
た
の
は
、
顔
延
之
の
言
う
「
爵
は
下
士
に
同
じ
く
、
禄
は
上
農
に
等
し
い
」
と
い
う
生

活
の
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
詩
「
園
田
の
居
に
帰
る
」
の
句
「
方
宅
は
十
余
畝(

千
五
百
坪
以
上)

、

草
屋
は
八
九
間(

室)

」
が
、
そ
れ
を
証
言
し
て
い
る
。
彼
の
荘
園
の
規
模
を
過
少
に
見
た
り
過
大
に
見
た

り
す
る
必
要
は
な
い
。
く
り
返
し
に
な
る
け
れ
ど
も
、
宮
使
い
の
収
入
が
な
く
な
っ
て
不
自
由
に
な
っ
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
成
人
し
た
五
人
の
息
子
た
ち
に
ど
う
い
う
身
の
立
て
方
を
さ
せ
た
か
も
関
係
し
た

は
ず
だ
。
現
役
で
働
い
て
収
入
を
得
て
い
る
者
に
は
隠
退
し
た
老
人
が
わ
び
し
く
見
え
る
も
の
だ
が
、
顔

延
之
が
目
撃
し
て
追
悼
文
に
「
貧
し
い
」
と
書
い
た
実
状
が
晩
年
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
陶
淵
明
の
詩
文
は
、
彼
の
人
生
が
貧
し
か
っ
た
な
ど
と
誰
に
も
言
わ
せ
は
し
な
い
。 

  
 

 

む
す
び 

 

さ
て
、
す
で
に
先
行
す
る
議
論
が
あ
る
の
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
第
一
節

で
考
え
た
Ａ
か
ら
Ｈ
ま
で
の
事
績
に
は
、
そ
れ
へ
の
前
段
階
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
隠
退
生
活
が
選

ば
れ
た
と
観
る
陶
淵
明
の
全
体
像
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
は
、
理
想
化
さ
れ
た
清

貧
な
隠
逸
の
士
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
一
人
の
人
間
の
身
の
処
し
方
と
し
て
現
実
的
に
十
分
あ

り
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
み
出
さ
れ
た
詩
が
、
生
活
の
中
で
去
来
す
る
心
情
を
吐
露
し
た
味
わ
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い
深
い
も
の
と
し
て
、
普
通
人
に
も
理
解
で
き
る
も
の
に
な
る
。
陶
淵
明
は
、
生
き
方
を
詩
の
中
に
詠
み

込
み
、
詩
に
詠
み
込
ん
だ
こ
と
を
生
き
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な

い
。
か
の
人
の
資
質
は
豊
か
で
、
蘇
東
坡
が
嘆
賞
し
て
や
ま
な
い
ほ
ど
詩
文
の
対
象
は
広
が
る
、
一
海
知

義
が
言
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
ま
で
。 

 

＊
注
１ 

Ｃ
の
詩
が
つ
く
ら
れ
た
年
の
干
支
辛
丑
の
「
丑
」
に
対
し
て
「
酉
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
ら
し
い
。

 
 

 

そ
の
場
合
に
は
四
二
一
年
で
五
十
七
歳
だ
と
い
う
。
も
し
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
第
一
節
の
議
論
か
ら
Ｃ
を

 
 

 

外
せ
ば
よ
い
。
詩
の
最
初
の
四
句
は
、
「
開
歳
た
ち
ま
ち
五
日
、
吾
が
生
ゆ
く
ゆ
く
帰
休
せ
ん
と
す
、
こ
れ

 
 

 

を
念(

お
も)

え
ば
中
懐(

心)

を
動
か
し
、
辰(

吉
日)

に
お
よ
ん
で
こ
の
遊
び
を
な
す
」
と
あ
る
。
辛
酉
を
採
用

 
 

 

す
る
論
者
は
、
年
が
明
け
て
の
加
齢
が
生
の
帰
す
と
こ
ろ
を
連
想
さ
せ
、
帰
休
は
死
の
暗
喩
と
解
釈
し
て
、

 
 

 

三
十
七
歳
よ
り
も
五
十
七
歳
が
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
よ
う
だ
。
第
三
、
四
句
の
調
子
も
そ
の
解
釈
へ
誘
う
。

 
 

 

他
方
、
辛
丑
を
採
る
注
解
者
は
、
「
帰
休
」
を
本
来
の
意
味
「
家
に
帰
っ
て
休
む
」
と
理
解
し
、
第
二
句
を

 
 

 

そ
の
う
ち
帰
休
す
る
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
る
。
漢
文
は
む
ず
か
し
い
。
ど
ち
ら
が
適
当
か
は
文
脈
で
判
断

 
 

 

す
る
し
か
な
い
。
序
で
は
、
「
正
月
五
日
、
天
気
澄
み
和
や
か
に
、
風
物
閑
か
に
し
て
美
わ
し
く
、
…(

仲
間

 
 

 

と) 

斜
川
に
遊
ぶ
」
に
続
け
て
、
詩
句
の
原
形
で
あ
る
散
文
で
景
色
を
叙
述
す
る
。
そ
し
て
、
欣
ん
で
い
る

 
 

 

だ
け
で
は
物
足
り
ず
思
い
つ
い
て(

み
ん
な
で)

詩
を
賦
し
、
日
月
が
往
く
の
を
悲
し
み
、
吾
が
年
の
留
ま
ら
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な
い
の
を
悼
ん
だ
と
述
べ
る
。
暗
喩
と
す
る
解
釈
は
、
の
び
や
か
な
調
子
で
情
景
を
詠
う
第
五
句
―
十
二
句

 
 

 

へ
の
つ
な
が
り
を
屈
折
さ
せ
、
そ
こ
に
暗
い
影
を
落
と
す
。
他
方
、
帰
休
を
本
来
の
意
味
で
受
け
と
る
解
釈

 
 

 

は
転
調
せ
ず
に
第
五
句
へ
つ
な
が
り
、
序
に
あ
る
遊
び
の
気
分
と
調
和
す
る
。
わ
た
し
は
、
ま
ず
、
帰
休
が

 
 

 
暗
喩
で
な
い
方
に
軍
配
を
上
げ
て
、
詩
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
帰
休
が
本
来
の
意
味
を
な
す
引
退
前
の
四
〇
一

 
 

 

年
と
し
よ
う
。
だ
が
、
よ
い
詩
は
多
声
の
調
べ
を
奏
で
る
。
そ
れ
を
詩
人
は
隠
喩
の
効
果
的
な
顕
現
に
よ
っ

 
 

 

て
果
た
す
。
景
色
を
喜
ん
で
い
た
詩
は
転
調
し
て
、
人
生
の
一
回
性
を
詠
嘆
し
て
結
ば
れ
る
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
六
年
、
太
陰
暦
九
月
九
日 

  

蛇
足 

 

陶
淵
明
は
淵
明
が
名
で
字(

あ
ざ
な)
が
元
亮
、
あ
る
い
は
名
は
潜
と
さ
れ
て
い
る
。
潜
を
名
と
す
る
場
合 

は
、
後
年
そ
の
名
に
改
め
た
も
の
で
淵
明
が
字
だ
と
い
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
説
明
は
、
揺
ら
い
で
い
て
合
理 

的
で
は
な
い
。
老
い
た
園
丁
は
、
名
が
元
は
亮
、
字
が
淵
明
、
陶
亮
・
淵
明
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考 

す
る
。
こ
れ
な
ら
、
諸
葛
亮
・
孔
明
に
匹
敵
す
る
立
派
な
名
前
だ
。
四
言
詩
「
命
子(

子
に
な
づ
く)

」
で
、 

長
男
儼
の
字
を
孔
子
の
孫
の
孔
伋
の
字
「
子
思
」
に
あ
や
か
っ
て
「
求
思
」
と
し
た
や
り
方
と
符
合
す
る
。 
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淵
明
は
父
の
し
た
自
分
へ
の
命
名
に
倣
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
田
園
に
潜
む
生
き
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ 

て
か
ら
、
字
の
淵
明
に
ふ
さ
わ
し
い
諧
謔
を
名
の
方
に
こ
め
て
潜
と
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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