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第
三
章 

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
み
る
空
間
の
特
質 

㈡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
「
場
」
へ
の
意
識
を
中
心
と
し
て 

 
 

 
 

  

一
、 

   

八
十
二
首
の
「
詠
懐
詩
」
を
見
渡
す
と
、
実
に
多
く
の
篇
に
わ
た
っ
て
、
生
き
る
苦
悩
が
詠
わ
れ

て
い
る
。
阮
籍
以
前
、
例
え
ば
、「
古
詩
十
九
首
」
や
建
安
の
詩
に
も
、「
詠
懐
詩
」
と
同
じ
よ
う
に

人
生
へ
の
憂
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
と
こ
れ
ら
を
比
べ
て
み
る
と
、

少
な
か
ら
ず
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。 

 

既
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
吉
川
氏
あ
る
い
は
大
上
氏
は
そ
の
論
著
に
お
い
て
、「
詠
懐
詩
」
に
詠

わ
れ
た
苦
悩
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
、「
古
詩
十
九
首
」
あ
る

い
は
建
安
の
詩
を
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、「
詠
懐
詩
」
に
詠
ま
れ
た
逃
避
と
い
う
行
為
か
ら

浮
か
び
上
が
る
「
場
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
「
詠
懐
詩
」
に
詠

出
さ
れ
た
、
人
間
界
（
俗
世
）
に
生
き
る
主
人
公
の
苦
悩
、
李
善
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
憂
生
の

嗟
」
の
深
さ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

本
章
で
は
、
時
間
と
空
間
の
関
係
か
ら
主
人
公
が
生
き
る
世
界
―
人
間
界
―
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 

  二
、 

  

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
三
を
挙
げ
よ
う
。
詩
の
後
半
に
逃
避
へ
の
願
望
が
詠
ま
れ
る
。
別
世
界
へ
逃

避
願
望
は
「
詠
懐
詩
」
に
多
く
詠
ま
れ
、
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。 

 

嘉
樹
下
成
蹊 
 

嘉
樹

か
じ
ゅ 

下 し
も

に

蹊
こ
み
ち

を
成な

す 

東
園
桃
與
李 

 

東
園

と
う
え
ん

に
桃 も

も

と

李
す
も
も

と
あ
り 

秋
風
吹
飛
藿 

 

秋
し
ゅ
う

風 ふ
う 

飛 ひ

藿 か
く

を
吹 ふ

け
ば 

零
落
從
此
始 

 

零 れ
い

落 ら
く 

此 こ
こ

従 よ

り
始 は

じ

ま
る 
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繁
華
有
憔
悴 

 

繁
華

は
ん
か

に
憔

悴

し
ょ
う
す
い

有 あ

り 

堂
上
生
荊
杞 

 

堂

上

ど
う
じ
ょ
う

に
荊
杞

け
い
き

を

生
し
ょ
う

ず 
驅
馬
舍
之
去 

 

馬 う
ま

を
駆 か

り
て
之 こ

れ

を
舍 す

て
て
去 さ

り 
去
上
西
山
趾 

 

去 さ

っ
て
西
山

せ
い
ざ
ん

の

趾
ふ
も
と

に
上 の

ぼ

る 

一
身
不
自
保 

 

一
身

い
っ
し
ん

す
ら

自
み
ず
か

ら

保
や
す
ん

ぜ
ざ
る
に 

何
况
戀
妻
子 

 
何 な

ん

ぞ

况
い
わ
ん

や
妻
子

さ
い
し

を
恋 こ

い
ん
や 

凝
霜
被
野
草 

 
凝

ぎ
ょ
う

霜 そ
う 

野 や

草 そ
う

を
被 お

お

う 

歲
暮
亦
云
已 

 

歲 と
し 

暮 く

れ
て
亦 ま

た

云 こ
こ

に
已 や

み
ぬ 

 

嘉
樹
で
あ
る
桃
と
李
は
し
か
し
、
い
ず
れ
枯
れ
て
し
ま
い
魅
力
を
失
う
。
生
か
ら
死
に
転
ず
る
そ

の
瞬
間
に
「
秋
風 

飛
藿
を
吹
く
」
と
い
う
情
景
を
置
き
、
軽
々
と
舞
う
枯
葉
の
様
子
に
生
命
の
脆

さ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
一

。
『
史
記
』
李
広
伝
に
見
え
る
諺
、「
桃
李 

言
わ
ざ
れ
ど
、
下 

自
ら
蹊

を
成
す
」
を
用
い
、
桃
と
李
を
賞
賛
し
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
が
や
が
て
零
落
す
る
も
の
で
あ
る
と

意
識
さ
せ
る
。
繁
栄
は
憔
悴
と
表
裏
を
な
し
、
立
派
な
屋
敷
も
い
つ
か
廃
れ
、
雑
草
に
覆
わ
れ
て
し

ま
う
。
永
遠
に
持
続
す
る
営
み
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
望
ま
し
い
も
の
は
い
ず
れ
姿
か
た
ち
を
変
え
、

全
て
の
物
は
美
か
ら
醜
へ
、
盛
か
ら
衰
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
、
と
詠
じ
る
。 

続
く
第
七
句
か
ら
第
十
句
で
は
、「
西
山
の
趾
」
へ
逃
避
し
た
い
と
い
う
願
望
が
詠
ま
れ
る
。「
之
」

と
は
、
す
な
わ
ち
冒
頭
六
句
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
零
落
し
て
い
く
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら

の
逃
避
先
で
あ
る
「
西
山
」
は
、『
文
選
』
李
善
注
に
よ
れ
ば
「
夷
、
斉
の
居
る
所
」
す
な
わ
ち
「
彼

の
西
山
に
登
り
て
、
其
の
薇
を
采
る
」
と
歌
い
な
が
ら
伯
夷
、
叔
斉
が
隠
遁
し
た
首
陽
山
を
指
す
と

い
う
。
道
が
行
わ
れ
て
い
な
い
世
か
ら
逃
れ
、
伯
夷
、
叔
斉
が
た
ど
り
着
い
た
、
い
わ
ば
世
か
ら
隔

離
さ
れ
た
、
現
実
の
影
響
を
受
け
な
い
世
界
へ
の
逃
避
願
望
で
あ
る
。 

こ
の
詩
は
、
「
西
山
」
へ
逃
避
す
る
願
望
を
詠
う
が
、
そ
の
逃
避
の
原
点
、
起
点
に
目
を
向
け
る

と
、
そ
こ
に
あ
る
一
つ
の
「
場
」
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
、
第
七
句
に
見
え
る
「
之
」
に
よ
っ

て
指
差
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
場
」
に
主
人
公
は
い
ま
身
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
空
間
的
に
距

離
を
置
い
た
「
西
山
」
へ
の
逃
避
を
志
向
す
る
。
こ
こ
で
の
逃
避
は
、
自
ら
が
生
き
る
「
場
」
を
苦

悩
に
あ
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
強
く
意
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。 

其
七
十
四
を
挙
げ
よ
う
。 

 

猗
歟
上
世
士 

 

猗
う
る
わ

し
き
歟 か

な 

上

世

じ
ょ
う
せ
い

の
士 し 

恬
淡
志
安
貧 

 

恬
淡

て
ん
た
ん

と
し
て

志

こ
こ
ろ
ざ
し

は
貧 ひ

ん

に
安 や

す

ん
ず 

季
葉
道
陵
遲 

 

季 き

葉 よ
う 

道 み
ち 

陵
遅

り
ょ
う
ち

す
れ
ば 
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馳
騖
紛
垢
塵 

 

馳
騖

ち

ぶ

し
て
垢 こ

う

塵 じ
ん

に
紛 ま

ぎ

る 

甯
子
豈
不
類 

 

甯
子

ね
い
し 

豈 あ
に

類 る
い

せ
ざ
ら
ん
や 

楊
歌
誰
肯
殉 

 

楊
歌

よ
う
か 

誰 た
れ

か
肯 あ

え

て

殉
し
た
が

わ
ん 

栖
栖
非
我
偶 

 

栖
栖

せ
い
せ
い

た
る
は
我 わ

が

偶
た
ぐ
い

に
非 あ

ら

ず 

徨
徨
非
己
倫 

 

徨
徨

こ
う
こ
う

た
る
は
己 お

の

が

倫
と
も
が
ら

に
非 あ

ら

ず 

咄
嗟
榮
辱
事 

 
咄
嗟

と
っ
さ 

栄

辱

え
い
じ
ょ
く

の
事 こ

と 

去
來
味
道
眞 

 

去
来

き
ょ
ら
い

し
て
道
真

ど
う
し
ん

を
味 あ

じ

わ
う 

道
眞
信
可
娛 

 

道
真

ど
う
し
ん 

信
ま
こ
と

に
し
て
娛 た

の

し
む
べ
し 

清
潔
存
精
神 

 

清
潔

せ
い
け
つ 

精
神

せ
い
し
ん

を
存 そ

ん

す 

巢
由
抗
高
節 

 

巣 そ
う

と
由 ゆ

う

は
高
節

こ
う
せ
つ

を
抗 あ

ぐ 

從
此
適
河
濱 

 

此 こ
れ

に

従
し
た
が

い
て
河
浜

か
ひ
ん

に
適 ゆ

か
ん 

 

こ
こ
で
は
、
冒
頭
二
句
に
お
い
て
、
無
欲
で
清
貧
を
楽
し
ん
だ
「
上
世
」
の
人
々
に
対
す
る
憧
憬

が
詠
わ
れ
る
。
具
体
的
に
意
識
さ
れ
た
の
は
楊
朱
、
巣
父
、
許
由
で
あ
る
。
一
方
で
末
の
世
（「
季

葉
」）
の
人
々
の
生
き
方
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
。「
栖
栖
」
す
な
わ
ち
時
勢
に
お
い
て
汲
々
と

し
て
走
り
回
る
輩
、「
徨
徨
」
す
な
わ
ち
小
賢
し
い
生
き
方
を
す
る
つ
ま
ら
な
い
者
、
そ
れ
ら
は
嫌

悪
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
甯
戚
を
挙
げ
る
。『
呂
氏
春
秋
』
に
よ
れ
ば
、
牛

の
角
を
叩
い
て
、
歌
い
な
が
ら
官
位
を
求
め
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
二

。 

第
十
、
十
一
句
に
見
え
る
「
道
真
」
一
語
は
、『
荘
子
』
譲
王
篇
に
見
え
る
下
記
の
一
節
に
基
づ
く
。 

 

故
曰
道
之
真
以
治
身
、
其
緒
餘
以
爲
國
家
、
其
土
苴
以
治
天
下
。
由
此
觀
之
、
帝
王
之
功
、
聖

人
之
餘
事
也
、
非
所
以
完
身
養
生
也
。
今
世
俗
之
君
子
、
多
危
身
棄
生
以
殉
物
、
豈
不
悲
哉
。 

 

故
に
曰
く
、
道
の
真
以
て
身
を
治
め
、
其
の
緒
余
以
て
国
家
を
為
め
、
其
の
土
苴
以
て
天
下
を

治
む
、
と
。
此
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
帝
王
の
功
は
、
聖
人
の
余
事
な
り
、
以
て
身
を
完
う

し
生
を
養
う
所
に
非
ざ
る
な
り
。
今
の
世
俗
の
君
子
、
多
く
は
身
を
危
う
く
し
生
を
棄
て
以
て

物
に
殉
う
、
豈
に
悲
し
か
ら
ず
や
。 

 

『
荘
子
』
に
お
け
る
「
治
身
」
と
は
、
個
人
的
な
「
身
を
完
う
し
生
を
養
う
」
こ
と
で
あ
る
。
最

優
先
す
べ
き
は
自
ら
の
生
命
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
聖
人
」
は
そ
の
こ
と
に
「
道
の
真
」
を

用
い
る
。
そ
し
て
、
天
下
を
治
め
る
の
に
使
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
残
り
か
す
で
充
分
で
あ
る
と

す
る
三

。 
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阮
詩
で
は
、
俗
世
に
お
け
る
「
栄
辱
の
事
」
に
汲
々
と
す
る
の
で
は
な
く
、『
荘
子
』
に
掲
げ
ら

れ
た
「
身
を
完
う
し
生
を
養
う
」
こ
と
に
安
ん
じ
、
清
ら
か
な
「
精
神
」
を
保
ち
な
が
ら
生
き
る
こ

と
を
よ
し
と
す
る
。
巣
父
、
許
由
に
思
い
を
馳
せ
、
彼
ら
が
暮
ら
し
た
「
河
浜
」
に
逃
避
し
た
い
と

い
う
願
望
を
詠
い
、
結
び
と
し
た
。 

こ
こ
で
は
、
主
人
公
が
い
ま
身
を
置
く
「
場
」
か
ら
空
間
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
時
間
に
お

い
て
も
距
離
を
と
っ
た
「
上
世
」、
と
り
わ
け
巣
父
、
許
由
が
生
き
た
世
界
と
し
て
の
「
河
浜
」
に

思
い
を
馳
せ
、
そ
う
し
た
世
界
を
逃
避
先
に
選
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
逃
避
は
い
ま
自
ら

を
取
り
巻
く
環
境
を
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、「
詠
懐
詩
」
に
詠
ま
れ
た
逃
避
は
、
あ
る
事
物
や
現
象
に
対
す
る
嫌
悪
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
と
き
、
そ
う
し
た
嫌
悪
す
る
事
物
や
現
象
が
形
作
る
あ
る
一
つ
の

「
場
」
が
浮
か
び
上
が
る
。
阮
詩
が
詠
う
の
は
、
こ
う
し
た
「
場
」
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。 

八
十
二
篇
の
「
詠
懐
詩
」
の
中
で
、
自
ら
が
い
ま
身
を
置
く
「
場
」
へ
の
嫌
悪
が
逃
避
と
い
う
願

望
に
収
れ
ん
さ
れ
る
作
品
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
逃
避
先
と
し
て
神
仙
世
界
を
挙
げ
る
頻

度
が
も
っ
と
も
高
い
。
瀛
洲
（
二
十
四
）、
太
華
山
（
其
三
十
二
）、
列
仙
岨
（
其
三
十
五
）
、
雲
湄

（
其
四
十
）、
青
雲
中
（
其
四
十
三
）、
玉
山
下
（
其
五
十
七
）、
荒
裔
（
其
五
十
八
）、
清
都
（
其
六

十
八
）、
瀛
洲
・
明
光
（
其
七
十
三
）、
射
山
阿
（
其
七
十
八
）、
崑
崙
（
其
七
十
九
）
な
ど
が
あ
る
。

神
仙
へ
の
渇
望
は
古
来
よ
り
詩
歌
に
詠
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
詠
懐
詩
」
に
描
き
出
さ
れ
た
神

仙
世
界
の
様
相
は
従
前
の
も
の
と
は
少
し
趣
向
が
異
な
る
。
阮
詩
の
場
合
、
神
仙
世
界
は
時
間
か
ら

解
放
さ
れ
た
不
老
不
死
の
世
界
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
俗
世
―
主
人
公

が
い
ま
い
る
「
場
」
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
特
徴
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。 

神
仙
世
界
の
他
に
も
、「
東
陵
」（
其
六
、
其
六
十
六
）、（
漁
父
）「
乗
流
泛
軽
舟
」（
其
三
十
二
）、

「
東
皋
陽
」（
其
三
十
四
）、「
河
上
」（
五
十
九
）
な
ど
を
理
想
と
し
て
詠
う
。
東
陵
は
、
東
陵
侯
で

あ
っ
た
召
平
と
い
う
者
が
布
衣
と
な
っ
た
の
ち
に
生
活
を
営
ん
だ
地
で
あ
る
四

。
漁
父
は
、『
荘
子
』

や
『
楚
辞
』
に
登
場
す
る
隠
者
で
あ
る
五

。
世
俗
的
な
価
値
（「
栄
辱
の
事
」
）
を
超
え
て
生
き
る
人

物
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
す
る
。
彼
ら
が
生
活
を
営
ん
だ
田
野
、
河
川
は
、
世
俗
的
な
生
活
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
地
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
八
十
二
篇
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
そ
の
逃
避
先
は
山
中
、
上
古
、
仙
界
、
田
野
、
あ

る
い
は
河
川
な
ど
多
種
多
様
で
あ
る
。
逃
避
の
起
点
と
な
る
主
人
公
が
生
き
る
「
場
」
は
、「
名
利

場
」（
其
二
十
八
）
や
「
季
葉
」（
其
七
十
四
）
と
い
っ
た
言
葉
で
捉
え
ら
れ
、
苦
悩
の
対
象
と
し
て

意
識
さ
れ
る
。
「
詠
懐
詩
」
に
詠
わ
れ
た
の
は
、
主
人
公
が
い
ま
生
き
る
こ
う
し
た
「
場
」
か
ら
、

空
間
に
お
い
て
あ
る
い
は
時
間
に
お
い
て
異
な
る
世
界
―
神
仙
世
界
、
隠
逸
世
界
、
方
外
へ
逃
避
し

た
い
と
い
う
願
望
な
の
で
あ
る
。 
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「
詠
懐
詩
」
に
描
き
出
さ
れ
た
嫌
悪
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
た
「
場
」
は
、
更

に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
特
徴
は
後
述
す
る
と
し
て
、
そ
の
前
に
、
従

来
の
作
品
に
お
い
て
、
苦
悩
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。 

  

三
、 

  

「
詠
懐
詩
」
が
詠
う
苦
悩
は
、
主
人
公
が
い
ま
生
き
る
「
場
」
を
対
象
と
し
て
意
識
す
る
と
こ
ろ

に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
前
の
作
品
、
例
え
ば
、「
古
詩
十
九
首
」
と
建
安
の
詩
に

詠
わ
れ
た
苦
悩
の
多
く
は
、
時
間
の
推
移
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
六

。
ま
ず
「
古
詩

十
九
首
」
其
十
三
（『
文
選
』
巻
二
十
九
）
を
挙
げ
る
。 

 

驅
車
上
東
門 

 

車
く
る
ま

を
上

東

門

じ
ょ
う
と
う
も
ん

に
駆 か

り
て 

遙
望
郭
北
墓 

 

遥 は
る

か
に
郭 か

く

北 ほ
く

の
墓 は

か

を
望 の

ぞ

む 

白
楊
何
蕭
蕭 

 

白 は
く

楊 よ
う 

何 な
ん

ぞ
蕭

蕭

し
ょ
う
し
ょ
う

た
る 

松
柏
夾
廣
路 

 

松
し
ょ
う

柏 は
く 

広
路

こ
う
ろ

を
夾 は

さ

む 

下
有
陳
死
人 

 

下 し
た

に
陳 ち

ん

死 し

の
人 ひ

と

有 あ

り 

杳
杳
即
長
暮 

 

杳
杳

よ
う
よ
う

と
し
て
長
暮

ち
ょ
う
ぼ

に
即 つ

く 

潛
寐
黃
泉
下 

 

潜
ひ
そ
や

か
に
黄
泉

こ
う
せ
ん

の
下
に
寐 い

ね 

千
載
永
不
寤 

 

千
載

せ
ん
ざ
い 

永 な
が

く
寤 さ

め
ず 

浩
浩
陰
陽
移 

 

浩 こ
う

浩 こ
う

と
し
て
陰
陽

い
ん
よ
う

は
移 う

つ

り 

年
命
如
朝
露 

 

年 ね
ん

命 め
い

は
朝
露

ち
ょ
う
ろ

の
如 ご

と

し 

人
生
忽
如
寄 

 

人
生

じ
ん
せ
い

は
忽 こ

つ

と
し
て

寄
や
ど
り

の
如
く 

壽
無
金
石
固 

 

寿
よ
わ
い

に
金
石

き
ん
せ
き

の
固 か

た

き
無
し 

萬
歲
更
相
送 

 

万
歲

ば
ん
さ
い

に

更
こ
も
ご
も

相 あ
い

送 お
く

り 

聖
賢
莫
能
度 

 

聖
賢

せ
い
け
ん

も
能 よ

く
度 こ

ゆ
る
こ
と
莫 な

し 

服
食
求
神
仙 

 

服

食

ふ
く
し
ょ
く

し
て
神
仙

し
ん
せ
ん

を
求 も

と

む
る
も 

多
爲
藥
所
誤 
 

多 お
お

く
は

薬
く
す
り

の

誤
あ
や
ま

る

所
と
こ
ろ

と
為 な

る 

不
如
飲
美
酒 

 

如 し

か
ず 

美
酒

び
し
ゅ

を
飲 の

み 

被
服
紈
與
素 

 

紈 が
ん

と
素 そ

と
を
被 ひ

服 ふ
く

せ
ん
に
は 
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車
を
駆
り
、
出
か
け
て
い
く
。
し
か
し
、
出
か
け
た
先
で
「
北
墓
」「
白
楊
」
「
松
柏
」、
と
死
を

喚
起
す
る
事
物
ば
か
り
が
目
に
入
る
。
辺
り
の
風
景
か
ら
、
下
に
眠
る
黄
泉
の
人
々
が
連
想
さ
れ
、

生
命
の
儚
さ
が
思
わ
れ
る
。「
浩
浩
と
し
て
陰
陽
は
移
り
」「
年
命
は
朝
露
の
如
し
」「
人
生
は
忽
と

し
て
寄
の
如
く
」「
寿
に
金
石
の
固
き
無
し
」
と
、
四
つ
の
常
套
句
を
重
ね
、
過
ぎ
行
く
時
間
、
儚

い
命
へ
の
慨
嘆
が
述
べ
ら
れ
る
。「
神
仙
」
の
よ
う
な
永
遠
の
営
み
は
不
可
能
で
あ
り
、
儚
い
生
を

嘆
き
つ
つ
、
最
後
の
四
句
に
一
つ
の
生
き
方
を
詠
出
す
る
。
お
い
し
い
「
美
酒
」
を
飲
み
、
美
し
い

「
紈
と
素
」
を
羽
織
る
と
い
う
よ
う
に
、
現
世
に
お
け
る
享
楽
に
関
心
を
示
す
。
享
楽
的
な
生
き
方

に
意
が
向
け
ら
れ
た
の
は
、
直
前
に
吐
露
さ
れ
た
、
限
ら
れ
た
時
間
を
生
き
る
人
の
悲
し
み
を
意
識

し
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。 

次
に
挙
げ
る
其
十
五
も
冒
頭
四
句
に
お
い
て
も
、
現
世
的
快
楽
の
追
求
を
説
き
勧
め
る
。 

 

生
年
不
滿
百 

 

生
年

せ
い
ね
ん 

百
ひ
ゃ
く

に
満 み

た
ず
し
て 

常
懷
千
歲
憂 

 

常 つ
ね

に
千
歲

せ
ん
さ
い

の

憂
う
れ
い

を
懐 い

だ

く 

晝
短
苦
夜
長 

 

昼 ひ
る 

短
み
じ
か

く
苦

は
な
は

だ
夜 よ

る

の
長 な

が

き
に
苦 く

る

し
む 

何
不
秉
燭
遊 

 

何 な
ん

ぞ

燭
し
ょ
く

を
秉 と

り
て
遊 あ

そ

ば
ざ
る 

 

作
品
全
体
は
、
儚
い
生
へ
の
嘆
き
、
登
仙
へ
の
諦
念
、
人
生
を
楽
し
む
べ
き
趣
向
な
ど
を
詠
う
。

表
現
及
び
作
品
の
展
開
の
詳
細
こ
そ
異
な
る
が
、
先
に
挙
げ
た
其
十
三
と
趣
旨
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

移
ろ
い
や
す
い
人
の
生
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
と
案
ず
る
よ
り
も
楽
し
く
生
き
る
こ
と
に
目
が

向
け
ら
れ
て
い
る
。
人
生
が
百
年
に
も
満
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
先

の
楽
し
み
が
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
同
じ
く
其
十
一
に
お
い
て
も
、 

 

人
生
非
金
石 

 

人
生

じ
ん
せ
い

は
金
石

き
ん
せ
き

に
非 あ

ら

ず 

豈
能
長
壽
考 

 

豈 あ

に
能 よ

く

長
と
こ
し
え

に
寿
考

じ
ゅ
こ
う

な
ら
ん
や 

奄
忽
隨
物
化 

 

奄
忽

え
ん
こ
つ

に
し
て
物 も

の

に

随
し
た
が

い
て
化 か

し 

榮
名
以
爲
寶 

 

栄
名

え
い
め
い 

以 も
っ

て

宝
た
か
ら

と
為 な

す 

 

と
人
生
の
儚
さ
、
不
老
長
寿
へ
の
諦
念
を
詠
う
。
こ
こ
で
は
「
美
酒
」
の
代
わ
り
に
「
栄
名
」
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。 

「
古
詩
十
九
首
」
で
は
、「
美
酒
」
を
飲
み
、「
紈
と
素
」
を
羽
織
り
、「
燭
」
を
手
に
夜
に
遊
び
、

「
栄
名
」
を
追
求
す
る
生
き
方
が
詠
わ
れ
る
。
永
遠
で
は
な
い
人
間
の
営
み
に
あ
っ
て
、
人
の
欲
望
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を
積
極
的
に
肯
定
し
、
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
意
が
向
け
ら
れ
た
生
き
方
は
い

ず
れ
も
「
詠
懐
詩
」
の
中
で
否
定
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。 

時
代
が
下
っ
て
建
安
、
曹
丕
「
芙
蓉
池
の
作
」（『
文
選
』
巻
二
十
二
）
の
中
に
お
い
て
も
、「
古

詩
十
九
首
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
儚
い
人
生
で
あ
る
か
ら
こ
そ
今
を
楽
し
め
と
い
っ
た
趣
向
が
見

て
取
れ
る
。
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
最
後
の
四
句
を
挙
げ
る
。 

 

壽
命
非
松
喬 

 

寿

命

じ
ゅ
み
ょ
う

は

松
し
ょ
う

喬
き
ょ
う

に
非 あ

ら

ず 

誰
能
得
神
仙 

 

誰 た
れ

か
能 よ

く
神
仙

し
ん
せ
ん

た
る
を
得 え

ん 

遨
遊
快
心
意 

 

遨
遊

ご
う
ゆ
う

し
て
心
意

し
ん
い

を

快
こ
こ
ろ
よ

く
し 

保
己
終
百
年 

 

己
お
の
れ

を
保 た

も

ち
て
百

年

ひ
ゃ
く
ね
ん

を
終 お

え
ん 

 

芙
蓉
池
と
は
、
魏
の
鄴
城
の
西
園
に
あ
っ
た
池
で
あ
り
、
前
半
は
そ
の
ほ
と
り
の
美
し
い
景
観
を

描
く
。
こ
こ
で
は
、
神
仙
と
し
て
の
永
遠
の
生
命
に
期
待
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
百
年
と
い
う
限
ら

れ
た
生
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
こ
の
と
き
の
遊
興
に
喜
び
を
見
い
だ
そ
う
と
詠
う
。
こ
の
四
句
は
、
遊

覧
の
充
実
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
と
も
に
、
古
詩
に
通
じ
る
享
楽
的
価
値
観
の
表
出
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。
限
定
さ
れ
た
生
を
意
識
す
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
遊
覧
の
楽
し
み
を
よ
り
一
層
増
幅
さ

せ
て
い
る
。 

建
安
で
は
、
他
に
立
身
出
世
し
、
不
朽
の
名
声
を
残
す
大
志
を
詠
う
。
建
安
七
子
の
一
人
で
あ
る

陳
琳
の
「
遊
覧
詩
七

」
を
例
と
す
る
。 

  
 

（
前
略
） 

嘉
木
凋
綠
葉 

 

嘉 か

木 ぼ
く 

緑
り
ょ
く

葉 よ
う 

凋 し
ぼ

み 

芳
草
纖
紅
榮 

 

芳 ほ
う

草 そ
う 

紅
栄

こ
う
え
い 

纖 ほ
そ

し 

騁
哉
日
月
逝 

 

騁 は

せ
る
か
な
日
月

じ
つ
げ
つ

逝 い

き 

年
命
將
西
傾 

 

年 ね
ん

命 め
い 

将 ま
さ

に
西 に

し

に

傾
か
た
む

か
ん
と
す 

建
功
不
及
時 

 

功 こ
う

を
建 た

つ
る
こ
と
時 と

き

に
及 お

よ

ば
ず
ん
ば 

鐘
鼎
何
所
銘 

 

鐘
し
ょ
う

鼎 て
い 

何 な
ん

の
銘 め

い

ず
る
所
ぞ 

收
念
還
寢
房 

 

念 お
も

い
を
収 お

さ

め
寝
房

し
ん
ぼ
う

に
還 か

え

り 

慷
慨
詠
墳
經 
 

慷
慨

こ
う
が
い

し
て
墳
経

ふ
ん
け
い

を
詠 よ

む 

庶
幾
及
君
在 

 

庶 こ
い

幾 ね
が

わ
く
は
君 く

ん

の
在 い

ま

す
に
及 お

よ

び 

立
德
垂
功
名 

 

徳 と
く

を
立 た

て
功

名

こ
う
み
ょ
う

を
垂 た

れ
ん
こ
と
を 
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秋
遊
に
出
か
け
、「
高
き
城
」
に
登
り
「
園
庭
」
を
眺
め
、
発
せ
ら
れ
た
感
慨
の
部
分
で
あ
る
。「
嘉

木
」「
芳
草
」
は
枯
れ
、「
日
月
」
は
馳
せ
行
き
、
自
ら
の
命
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
。 

儚
い
生
命
、
流
れ
行
く
時
間
を
苦
痛
な
も
の
と
し
て
強
く
意
識
す
る
こ
と
は
、
前
掲
の
古
詩
及
び

曹
丕
の
作
品
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
想
と
す
る
生
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な
快
楽
に
時
間
を
費
や
す
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
書
物
を
読
み
、「
德
を
立
て
」
、

歴
史
に
名
を
刻
む
こ
と
が
願
わ
れ
る
。
時
間
は
絶
え
ず
流
れ
、
変
化
を
齎
す
。
そ
の
た
め
、
遺
さ
れ

る
不
朽
の
名
声
が
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

「
美
酒
」
を
飲
み
、「
燭
を
秉
り
遊
」
び
、「
栄
名
」
を
願
い
、
不
朽
の
名
声
を
求
め
る
、
「
古
詩

十
九
首
」
及
び
建
安
詩
に
お
い
て
詠
出
さ
れ
た
生
き
方
は
、
い
ず
れ
も
過
ぎ
ゆ
く
時
間
を
強
く
意
識

す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
主
人
公
が
生
き
る
「
場
」
を
振
り
返

る
こ
と
は
な
く
、
苦
悩
の
対
象
と
し
て
、
時
間
の
推
移
に
専
ら
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。 

  

四
、 

   

従
来
の
詩
の
多
く
が
詠
う
苦
悩
は
、
時
間
の
推
移
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
。「
詠

懐
詩
」
に
お
い
て
も
、
流
れ
ゆ
く
時
間
に
対
す
る
認
識
は
そ
れ
と
は
異
な
ら
な
い
八

。
し
か
し
、「
詠

懐
詩
」
に
お
い
て
、
時
間
か
ら
齎
さ
れ
た
苦
痛
は
、
時
間
そ
れ
自
体
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間

に
覆
わ
れ
て
い
る
主
人
公
が
生
き
る
「
場
」
全
体
の
居
心
地
の
悪
さ
や
嫌
悪
感
に
収
れ
ん
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
前
掲
「
詠
懐
詩
」
其
三
の
前
半
八
句
を
も
う

一
度
こ
こ
に
挙
げ
よ
う
。 

 

嘉
樹
下
成
蹊 

 

嘉
樹

か
じ
ゅ 

下 し
も

に

蹊
こ
み
ち

成 な

す 

東
園
桃
與
李 

 

東
園

と
う
え
ん

の
桃 も

も

と

李
す
も
も 

秋
風
吹
飛
藿 

 

秋
し
ゅ
う

風 ふ
う 

飛 ひ

藿 か
く

を
吹 ふ

け
ば 

零
落
從
此
始 

 

零 れ
い

落 ら
く 

此 こ
こ

従 よ

り
始 は

じ

ま
る 

繁
華
有
憔
悴 

 

繁
華

は
ん
か

に
憔

悴

し
ょ
う
す
い

有 あ

り 

堂
上
生
荊
杞 
 

堂

上

ど
う
じ
ょ
う

に
荊
杞

け
い
き

を

生
し
ょ
う

ず 

驅
馬
舍
之
去 

 

馬 う
ま

を
駆 か

り
て
之 こ

れ

を
舍 す

て
て
去 さ

り 

去
上
西
山
趾 

 

去 さ

っ
て
西
山

せ
い
ざ
ん

の

趾
ふ
も
と

に
上 の

ぼ

る 
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第
一
、
二
句
と
第
五
、
六
句
は
常
套
の
フ
レ
ー
ズ
、
既
成
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

第
三
、
四
句
は
独
特
な
表
現
で
あ
る
。「
秋
風 

飛
藿
を
吹
け
ば
、
零
落 

此
従
り
始
ま
る
」
と
い

う
こ
の
両
句
に
、
意
識
が
向
け
ら
れ
る
対
象
が
時
間
の
推
移
か
ら
、
い
ま
自
ら
が
身
を
置
く
「
場
」

全
体
に
移
っ
て
ゆ
く
端
緒
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。 

第
四
句
の
「
此
」
と
は
、「
秋
風
」
に
よ
っ
て
「
藿
」
が
葉
を
落
と
す
こ
と
を
指
す
。「
秋
」
は
時

間
の
推
移
を
意
識
さ
せ
る
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
「
藿
」

の
変
化
は
、
そ
れ
の
み
に
止
ま
ら
ず
「
桃
」
「
李
」
を
含
む
万
物
の
「
零
落
」
の
予
兆
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
点
と
し
て
の
「
藿
」
の
変
化
は
広
が
り
、
や
が
て
一
つ
の
面
を
作
っ
て

い
く
様
相
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
時
間
に
よ
る
変
化
に
晒
さ
れ
る
事
物
が
織
り

な
す
一
つ
の
「
場
」
が
浮
か
び
上
が
る
。 

第
三
句
で
は
、
事
物
の
移
ろ
い
の
中
に
時
間
の
推
移
を
見
て
い
た
が
、
第
四
句
で
は
、
時
間
の
推

移
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
時
間
に
飲
み
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
自
ら
を
取
り
巻
く
環
境
全
体

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
中
心
が
時
間
そ
の
も
の
か
ら
、
「
場
」
に
移
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
「
場
」
は
、
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
不
安
定
な
「
場
」
で
あ
り
、
第
七
、

八
句
に
詠
ま
れ
た
逃
避
の
背
後
に
意
識
さ
れ
た
「
之
」
と
名
指
さ
れ
た
「
場
」
で
あ
る
。 

「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
も
、
滔
滔
と
流
れ
る
時
間
と
向
き
合
う
こ
と
は
苦
痛
な
こ
と
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
苦
悩
の
対
象
と
し
て
「
場
」
を
よ
り
強
く
意
識
す
る
。
時
間
の

推
移
は
、
主
人
公
が
い
ま
身
を
置
く
「
場
」
を
負
に
塗
り
こ
め
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
捉
え
な
お
さ

れ
た
の
で
あ
る
。 

「
詠
懐
詩
」
に
お
け
る
主
人
公
が
身
を
置
く
「
場
」
は
、
嫌
悪
す
る
事
物
、
現
象
に
よ
っ
て
形
作

ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
時
間
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
不
安
定
な
「
場
」
で
あ
り
、
時
間
に
よ

っ
て
齎
さ
れ
た
苦
痛
を
収
れ
ん
し
た
「
場
」
で
も
あ
る
。
「
詠
懐
詩
」
に
詠
わ
れ
た
の
は
こ
う
し
た

「
場
」
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。 

  

五
、 

  

「
古
詩
十
九
首
」
及
び
建
安
の
詩
と
の
比
較
に
よ
り
、
「
詠
懐
詩
」
を
め
ぐ
る
特
質
を
「
場
」
か

ら
の
逃
避
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
古
詩
及
び
建
安
の
詩
で
は
、「
美
酒
」
を
飲
み
、「
紈
と
素
」

を
羽
織
り
、「
燭
」
を
手
に
夜
に
遊
び
、「
徳
を
立
て
功
名
を
垂
」
る
生
き
方
に
意
が
向
け
ら
れ
た
。

流
れ
行
く
時
間
、
あ
る
い
は
生
命
の
儚
さ
を
振
り
返
っ
た
の
ち
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
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「
詠
懐
詩
」
で
意
が
向
け
ら
れ
た
生
き
方
は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
が
生
き
る
「
場
」
か
ら
空
間
に

お
い
て
あ
る
い
は
時
間
に
お
い
て
距
離
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
詠
わ
れ
た
苦
悩

は
、
古
詩
及
び
建
安
の
詩
の
よ
う
に
時
間
の
推
移
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
含
ん
だ
「
場
」

全
体
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。 

「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
、
主
人
公
は
そ
う
し
た
「
場
」
に
泥
む
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
峻
拒
し
、
そ

こ
か
ら
の
逃
避
を
求
め
て
行
く
。
作
品
中
に
繰
り
返
し
詠
わ
れ
た
、
逃
避
と
い
う
行
為
、
逃
避
し
た

い
と
い
う
心
的
感
情
に
関
し
て
、『
三
国
志
』
裴
注
が
引
く
阮
籍
に
関
す
る
「
慟
哭
」
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
想
起
さ
れ
る
。
車
に
乗
り
、
道
に
由
ら
ず
、
た
だ
た
だ
走
る
。
行
き
止
ま
り
に
な
る
と
ひ
ど
く

泣
い
て
戻
っ
て
く
る
、
と
い
う
九

。
阮
籍
自
身
の
行
動
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
、
自
ら
が
い
る
場
か
ら

遠
く
へ
離
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、「
詠
懐
詩
」
に
描
き
出
さ
れ
た
主
人
公
の
「
場
」
か
ら
逃
避
し

よ
う
と
す
る
こ
と
と
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。 

正
始
と
い
う
混
乱
し
た
時
代
を
背
景
に
持
つ
「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
置
か
れ
た
「
場
」

に
意
識
が
集
中
さ
れ
た
の
は
、
政
局
が
混
乱
し
た
時
代
を
生
き
た
作
者
自
身
の
、
現
実
と
い
う
「
場
」

に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
苦
み
を
表
現
が
掬
い
取
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

更
に
い
え
ば
、
古
詩
や
建
安
詩
は
現
実
の
な
か
に
自
分
た
ち
の
生
き
方
を
探
ろ
う
と
し
た
、
一
方

「
詠
懐
詩
」
に
お
い
て
は
、
現
実
の
な
か
に
理
想
の
実
現
の
可
能
性
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
「
詠
懐
詩
」
の
主
人
公
は
、
上
古
、
仙
界
、
あ
る
い
は
山
中
と
い
っ
た
、
時
間
あ
る
い
は
空
間

に
お
い
て
現
実
と
距
離
を
置
い
た
、
現
実
と
は
異
な
る
世
界
に
意
識
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

建
安
詩
は
も
と
よ
り
、
刹
那
的
な
享
楽
に
意
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
古
詩
に
比
べ
て
も
、
生
き

る
「
場
」
全
体
を
苦
痛
と
し
て
捉
え
た
「
詠
懐
詩
」
の
「
憂
生
の
嗟
」
は
よ
り
深
い
も
の
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。 

「
詠
懐
詩
」
に
展
開
さ
れ
る
独
特
な
世
界
認
識
―
時
間
及
び
空
間
が
帯
び
る
緊
迫
感
、
緊
張
感
―

も
乱
世
を
生
き
た
阮
籍
の
実
感
を
写
し
取
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
後
世
に
お
い
て
、「
詠
懐
詩
」
が
作

者
あ
る
い
は
そ
れ
が
生
き
た
現
実
を
強
く
印
象
づ
け
る
文
学
と
し
て
受
容
さ
れ
た
所
以
を
こ
こ
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、「
詠
懐
詩
」
が
そ
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い

て
、
一
つ
の
新
た
な
文
学
ス
タ
イ
ル
を
切
り
開
く
こ
と
と
な
る
。
第
二
部
に
お
い
て
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
改
め
て
確
認
を
し
て
い
く
。 

                                           

          

 

注 

一 

葉
嘉
瑩
は
『
葉
嘉
瑩
説
漢
魏
六
朝
詩
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
「
秋
風
」
が
「
藿
」
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を
「
吹
」
く
こ
と
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
「
零
落
」
に
つ
い
て
、
豆
は
い
っ
た
ん
「
零
落
」
す
る
と
つ
る
、

根
と
も
ど
も
枯
れ
て
し
ま
う
。
た
と
え
、
翌
年
ま
た
春
が
来
た
と
し
て
も
そ
こ
に
「
藿
」
が
生
ず
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
藿
」
に
み
る
「
零
落
」
は
よ
り
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
。 

二 

『
呂
氏
春
秋
』
離
俗
覧
「
甯
戚
欲
干
齊
桓
公
、
窮
困
無
以
自
進
、
於
是
爲
商
旅
將
任
車
以
至
齊
、
暮
宿

於
郭
門
之
外
。
桓
公
郊
迎
客
、
夜
開
門
、
辟
任
車
、
爝
火
甚
盛
、
從
者
甚
眾
。
甯
戚
飯
牛
居
車
下
、
望
桓

公
而
悲
、
擊
牛
角
疾
歌
。
桓
公
聞
之
、
撫
其
僕
之
手
曰
、
異
哉
。
之
歌
者
非
常
人
也
。
命
後
車
載
之
」
。 

三 

成
玄
英
疏
「
緒
、
殘
也
。
土
、
糞
也
。
苴
、
草
也
。
夫
用
眞
道
以
持
身
者
、
必
以
國
家
爲
殘
餘
之
事
、

將
天
下
同
於
草
土
者
也
。」 

四 

『
史
記
』
蕭
相
国
世
家
「
召
平
者
、
故
秦
東
陵
侯
。
秦
破
、
爲
布
衣
、
貧
、
種
瓜
於
長
安
城
東
、
瓜
美
、

故
世
俗
謂
之
東
陵
瓜
、
從
召
平
以
爲
名
也
。」 

五

『
荘
子
』
に
漁
父
篇
が
あ
り
、
隠
者
の
漁
父
と
孔
子
の
問
答
を
引
く
。
ま
た
、
『
楚
辞
』
に
も
「
漁
父
」

の
辞
が
あ
り
、
「
滄
浪
の
水
清
ま
ば
、
以
て
吾
が
纓
を
濯
う
べ
し
。
滄
浪
の
水
濁
ら
ば
、
以
て
吾
が
足
を

濯
う
べ
し
」
と
歌
う
。 

六 

「
古
詩
十
九
首
」
に
関
し
て
は
既
に
吉
川
幸
次
郎
氏
は
「
推
移
の
悲
哀
―
古
詩
十
九
首
の
主
題
―
」（『
中

国
文
学
報
』
第
十
四
冊
、
一
九
六
一
）
に
お
い
て
、
十
九
首
の
詩
に
普
遍
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
「
人

間
が
時
間
の
上
に
生
き
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
悲
哀
の
感
情
で
あ
る
」
と
述
べ
、

そ
れ
を
「
推
移
の
悲
哀
」
と
呼
ん
だ
。 

七 

『
建
安
七
子
集
』
巻
二 

八 

前
掲
吉
川
氏
の
『
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
「
古
詩
十
九
首
」
と
「
詠
懐
詩
」

の
両
者
が
詠
う
時
間
の
推
移
を
め
ぐ
る
意
識
の
相
違
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
詠
懐
詩
」
に
見
ら
れ
る
「
人

間
の
不
幸
を
生
む
も
の
と
し
て
、
時
間
の
推
移
を
嫌
悪
す
る
感
情
」
は
「
従
前
の
詩
に
も
既
に
有
力
な
も

の
」
で
あ
り
、
既
に
「
古
詩
十
九
首
」
に
お
い
て
は
「
幸
福
の
喪
失
の
要
素
と
し
て
、
時
間
の
推
移
が
意

識
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
、
「
詠
懐
詩
」
の
ほ
う
が
「
そ
の
裏
づ
け
と

な
る
感
情
は
、
よ
り
深
刻
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
本
稿
で
は
、
吉
川
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
時
間

の
推
移
に
対
す
る
嫌
悪
と
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
「
場
」
に
向
け
ら
れ
る
意
識
に
関
心
を
置
く
。 

九 

『
三
国
志
』
魏
書
「
王
粲
伝
」
注
に
引
く
『
魏
氏
春
秋
』
に
「
時
率
意
獨
駕
、
不
由
徑
路
、
車
迹
所
窮
、

輒
慟
哭
而
反
」
。 


