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は
じ
め
に

魚
玄
機
（
八
四
四
？
〜
八
六
八
年

（
1
）

）
の
伝
記
資
料
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
唐
の
皇
甫
枚
『
三
水
小
牘
』
で
、
そ
の
後
も
ほ
ぼ
そ
れ

を
襲
う
形
で
数
種
の
伝
記
が
編
ま
れ
た

（
2
）

。
そ
の
記
述
に
は
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
概
要
は
、「
魚
玄
機
、
字
は
幼
微
（
ま
た
は
蕙
蘭
）。

李
億
の
侍
妾
と
な
る
も
離
別
し
て
、
咸
宜
観
の
女
道
士
と
な
る
。
嫉
妬
に
よ
り
下
女
を
殺
害
し
た
た
め
に
若
く
し
て
刑
死
し
た
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
魚
玄
機
が
詠
出
し
た
現
存
詩
は
五
十
首

（
3
）

で
、
唐
代
女
性
詩
人
の
な
か
で
は
薛
濤
の
八
十
九
首
に
次
い
で
多
い
。
五
十

首
の
う
ち
の
約
半
数
は
恋
情
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
詩
の
主
題
は
多
様
で
あ
る
。
同
じ
唐
代
の
女
道
士
の
李
冶

（
七
〇
九
？
〜
七
八
四
年

（
4
）

）
や
営
妓

（
5
）

の
薛
濤
（
七
七
〇
？
〜
八
三
二
年

（
6
）

）
の
詩
も
大
半
は
恋
情
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

は
贈
答
詩
や
応
酬
詩
の
よ
う
に
他
者
に
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
魚
玄
機
の
詩
は
題
詠
詩
・
詠
史
詩
・
悼
亡
詩
等
と
男
性
詩
人
と
比
肩
で

き
る
ほ
ど
に
多
種
多
様
で
あ
り
、
専
ら
男
性
が
詠
う
も
の
で
あ
っ
た
悼
亡
詩
や
閨
怨
詩
ま
で
も
詠
出
し
て
い
る
。
詩
の
形
式
に
つ
い
て
見

る
と
、
李
冶
や
薛
濤
に
は
な
い
五
言
や
七
言
の
排
律
の
詩
が
数
多
く
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

魚
玄
機
の
詩
に
対
す
る
評
価
は
時
代
の
推
移
と
共
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
儒
家
的
倫
理
観
が
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
時
代
に
は
、「
淫
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蕩
で
あ
る

（
7
）

」
と
良
い
評
価
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
陳
文
華
氏
は
、「
言
葉
や
韻
律
の
美
し
さ
を
求
め
て
、
字

句
を
一
字
一
字
練
る
こ
と
に
巧
み
で
あ
る

（
8
）

」
と
修
辞
上
の
力
量
を
評
価
し
て
い
る
。
小
林
徹
行
氏
は
、「
官
吏
た
ち
が
科
挙
の
た
め
に
学

ん
だ
近
体
詩
に
よ
っ
て
、
故
意
に
、
相
手
を
威
圧
す
る
よ
う
な
直
接
表
現
で
詠
う
処
に
こ
の
詩
人
の
性
格
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
他
に
類

を
見
な
い
文
学
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
9
）

」
と
表
現
の
特
異
さ
に
注
目
し
て
評
価
し
て
い
る
。
一
方
、
川
合
康
三
氏
は
、「
彼
女
が
使

う
言
葉
、
表
現
の
器
、
す
べ
て
が
本
来
士
大
夫
の
専
有
物
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
『
他
者
』
の
道
具
を
借
り
て
自
分
を
表
現
す
る
し

か
す
べ
が
な
い
哀
し
さ
。
し
か
も
彼
女
の
恋
は
あ
え
て
い
え
ば
職
業
と
し
て
の
恋
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
、
彼
女
自

身
の
思
い
と
詩
の
な
か
の
恋
情
と
の
間
に
も
隔
た
り
が
あ
る

）
10
（

」
と
、
士
大
夫
か
ら
の
借
り
も
の
を
使
っ
て
の
詩
作
で
あ
る
た
め
に
、
魚
玄

機
の
思
い
と
詠
じ
た
詩
に
は
懸
隔
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
魚
玄
機
の
詩
に
対
す
る
評
価
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
ま
ず
魚
玄
機
が
詠
出
し
た
詩
の
な
か
で
最

も
多
い
恋
情
の
詩
と
、
そ
れ
ま
で
は
専
ら
男
性
が
詠
う
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
魚
玄
機
が
詠
出
し
て
い
る
、
悼
亡
の
詩
と
閨
怨
の
詩

を
取
り
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
の
詩
か
ら
魚
玄
機
特
有
の
詩
の
詠
み
方
を
探
り
た
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
男
性
詩
人
並
み
の
多
様
な
主
題
で
、

悼
亡
詩
や
閨
怨
詩
ま
で
も
詠
ん
だ
り
、
科
挙
の
詩
帖
詩
と
な
っ
た
排
律
で
多
く
の
詩
を
詠
ん
だ
り
と
、
他
の
女
性
詩
人
で
は
見
ら
れ
な
い

独
自
の
詩
作
へ
の
試
み
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
追
究
し
た
い
と
考
え
た
。
更
に
は
、
男
性
で
あ
っ
た
な
ら
仕
官
の
た
め
や
士
大
夫
の

教
養
と
し
て
詠
む
詩
を
魚
玄
機
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
、
ど
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
の
か
、
魚
玄
機
に
と
っ
て
の
詩
作
と
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察

）
11
（

を
試
み
た
い
と
考
え
た
。

一
　
恋
情
を
詠
う

　
元
来
恋
情
は
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
も
古
く
は
『
詩
経
』
の
国
風
に
民
間
歌
謡
と
し
て
恋
の
う
た
が
謡
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
そ
の
後
は
民
歌
や
楽
府
の
形
式
で
も
詠
わ
れ
続
け
る
一
方
、
士
大
夫
の
詩
に
お
い
て
は
閨
怨
詩
や
宮
怨
詩
と
い
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う
限
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
し
か
詠
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
士
大
夫
は
恋
情
を
詠
う
こ
と
を
敬
遠
し
た
。
恋
情
と
い
う
私
的
な
事
柄
を

詠
う
こ
と
は
真
情
を
吐
露
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
儒
家
的
詩
観
に
背
馳
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

士
大
夫
は
楽
府
や
閨
怨
詩
・
宮
怨
詩
と
い
う
形
式
で
、
女
性
の
視
点
あ
る
い
は
第
三
者
の
視
点
で
詠
う
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
き
た
。
そ

の
よ
う
な
制
約
の
あ
っ
た
恋
情
の
詩
を
魚
玄
機
は
ど
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
の
か
。
魚
玄
機
が
恋
人
の
李
億
（
字
は
子
安
）
に
寄
せ
た
恋

情
の
詩
の
う
ち
の
一
首
、「
情
書
李
子
安
に
寄
す
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　
情
書
寄
李
子
安
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
書
李
子
安
に
寄
す
　
　
　
　

飲
冰
食
蘗
志
無
功
　
晉
水
壺
關
在
夢
中
　
　
冰
を
飲
む
も
蘗

き
は
だ

を
食
ら
ふ
も
　
志
功
無
し
　
晋
水
壺
関
　
夢
中
に
在
り

秦
鏡
欲
分
愁
墮
鵲
　
舜
琴
將
弄
怨
飛
鴻
　
　
秦
鏡
分
か
た
ん
と
欲
す
る
も
墮
鵲
を
愁
ひ
　
舜
琴
将
に
弄
せ
ん
と
す
る
も
飛
鴻
を
怨
む

井
邊
桐
葉
鳴
秋
雨
　
窗
下
銀
燈
暗
曉
風
　
　
井
辺
の
桐
葉
　
秋
雨
に
鳴
り
　
窓
下
の
銀
灯
　
暁
風
に
暗
し

書
信
茫
茫
何
處
問
　
持
竿
盡
日
碧
江
空
　
　
書
信
茫
茫
　
何
処
に
か
問
は
ん
　
竿
を
持
つ
こ
と
尽
日
な
る
も
　
碧
江
空
し

冷
た
い
水
を
飲
み
蘗
を
食
べ
る
よ
う
な
苦
し
い
思
い
を
し
て
熱
い
恋
心
を
堪
え
忍
ん
で
も
、
思
い
は
報
わ
れ
ま
せ
ん
、
夢
の
中
で

も
晋
水
や
壺
関
山
を
さ
迷
い
喘
ぐ
の
で
す
。
愛
の
証
の
鏡
を
分
か
ち
合
い
た
い
が
、
も
し
裏
切
り
を
知
ら
せ
る
鵲
が
飛
ん
で
来
た

ら
と
案
じ
ら
れ
る
し
、
五
絃
の
琴
を
爪
弾
こ
う
と
す
る
も
、
鴻
は
遠
く
へ
飛
び
去
っ
て
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
。
井
戸
端
の

桐
の
葉
は
秋
雨
に
打
た
れ
て
音
を
立
て
、
窓
辺
の
灯
火
は
夜
明
け
の
風
に
吹
か
れ
て
消
え
入
り
そ
う
。
あ
な
た
か
ら
の
便
り
は

い
っ
た
い
何
処
に
あ
る
の
、
釣
竿
を
手
に
日
が
な
一
日
、
竿
を
手
に
腹
中
に
便
り
を
忍
ば
せ
た
魚
を
探
す
か
の
よ
う
に
待
ち
続
け

て
い
る
が
、
目
に
映
る
の
は
た
だ
碧
い
江
の
流
れ
だ
け
。

詩
を
寄
せ
た
相
手
の
子
安
に
つ
い
て
は
、
伝
記
資
料
等
に
は
一
切
記
載
は
な
く
、
詠
出
し
た
詩
も
遺
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
詳
細
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、『
北
夢
瑣
言
』
の
魚
玄
機
に
関
す
る
条
に
は
「
咸
通
中
、
李
億
補
闕
の
為
に
箕
掃
を
執
る
。
後
に
愛
衰
へ
て

山
を
下
り
、
咸
宜
観
に
隷
し
て
女
道
士
と
為
る

）
12
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
の
は
魚
玄
機
が
咸
宜
観
の
女
道
士
に
な
る
前

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
詩
は
魚
玄
機
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
。
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「
冰
を
飲
み
蘗
を
食
ら
ふ
」
は
清
貧
に
堪
え
る
決
ま
り
文
句
。
白
居
易
詩
「
三
年
為
刺
史
」
に
も
「
三
年
刺
史
と
為
り
、
冰
を
飲
み
復

た
蘗
を
食
ら
ふ

）
13
（

」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
子
安
へ
の
恋
心
を
抑
え
よ
う
と
堪
え
忍
ん
で
い
る
こ
と
を
い
う
。「
晋
水
」、「
壺
関
（
山
）
」
は
山

西
省
に
あ
る
険
阻
な
山
河
を
代
表
す
る
地
名
。「
秦
鏡
」
と
は
秦
の
始
皇
帝
が
持
っ
て
い
た
と
い
う
故
事
（
『
西
京
雜
記

）
14
（

』
）
か
ら
心
の
奥

底
を
照
ら
し
見
せ
る
鏡
の
こ
と
。「
堕
鵲
」
は
、
昔
、
夫
婦
が
別
々
に
持
っ
て
い
た
鏡
が
あ
り
、
あ
る
時
、
妻
が
他
の
男
と
密
通
す
る
と
、

そ
の
鏡
が
鵲
と
な
っ
て
夫
の
許
に
飛
ん
で
行
っ
た
こ
と
か
ら
夫
は
そ
の
事
を
知
っ
た
、
そ
れ
か
ら
後
人
は
鏡
の
裏
面
に
鵲
を
彫
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
故
事
（
『
神
異
經

）
15
（

』
）
を
、「
舜
琴
」
は
舜
が
五
弦
の
琴
を
作
り
南
風
の
歌
を
歌
っ
た
（
『
禮
記

）
16
（

』
）
を
典
故
に
し
て
い
る
。

更
に
嵆
康
の
「
贈
秀
才
入
軍
」
に
あ
る
「
目
は
帰
鴻
を
送
り
、
手
は
五
絃
を
揮
ふ

）
17
（

」
の
句
も
踏
ま
え
て
い
る
。「
秦
鏡
」、「
堕
鵲
」、「
舜
琴
」、

更
に
は
白
居
易
の
詩
と
嵆
康
の
詩
と
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
多
く
の
典
故
や
関
連
詩
を
駆
使
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
頷
聯
と
頸
聯
を
見
る
と
、
頷
聯
で
は
「
秦
鏡
」
と
「
舜
琴
」、「
欲
分
」
と
「
將
弄
」、
そ
れ
に
「
愁
墮
鵲
」
と
「
怨
飛
鴻
」、
並
び

に
頸
聯
で
は
「
井
邊
」
と
「
窗
下
」、「
桐
葉
」
と
「
銀
燈
」、
そ
れ
に
「
鳴
秋
雨
」
と
「
暗
曉
風
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句

の
対
比
が
明
確
で
対
句
が
鮮
や
か
に
整
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
は
女
道
士
と
し
て
の
固
有
の
詩
情
は
詠
わ
れ
て
お
ら
ず
、
典
故
や
対
句
と

い
っ
た
修
辞
上
の
工
夫
に
力
点
を
置
い
た
形
跡
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、「
春
情
寄
子
安
」、「
隔
漢
江
寄
子
安
」
等
の

子
安
に
寄
せ
た
初
期
の
作
品
に
特
に
多
く
見
ら
れ
る
。
川
合
氏
が
「
魚
玄
機
の
詩
作
は
使
う
言
葉
、
表
現
の
器
、
す
べ
て
が
本
来
士
大
夫

の
専
有
物
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
士
大
夫
の
道
具
を
借
り
て
自
分
を
表
現
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
魚
玄
機
の

詩
の
特
性
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
使
う
言
葉
」
つ
ま
り
士
大
夫
が
詩
作
に
使
う
詩
句
や
、「
表
現
の
器
」
つ
ま
り
典
故
や
対
句

表
現
等
と
い
っ
た
士
大
夫
の
詩
作
の
技
法
に
倣
う
あ
ま
り
に
、
魚
玄
機
自
身
の
思
い
と
詠
出
し
た
恋
情
表
現
と
の
間
に
隔
た
り
が
生
じ
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
の
「
送
別
」
は
、
詩
題
か
ら
は
送
別
詩
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
が
、
詩
の
内
容
か
ら
は
愛
の
喪
失
を
嘆
く
恋
情
の
詩
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
送
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
送
別
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秦
樓
幾
夜
愜
心
期
　
不
料
仙
郎
有
別
離
　
　
秦
楼
　
幾
夜
か
　
愜
心
を
期
せ
し
も
　
料
ら
ざ
り
き
　
仙
郎
　
別
離
有
ら
ん
と
は

睡
覺
莫
言
雲
去
處
　
殘
燈
一
盞
野
蛾
飛
　
　
睡
り
覚
め
て
言
ふ
莫
れ
　
雲
去
り
し
処
　
残
灯
一
盞
　
野
蛾
飛
ぶ

あ
の
簫
史
と
弄
玉
の
よ
う
に
こ
の
高
殿
で
、
幾
夜
も
思
い
の
ま
ま
に
契
り
を
結
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
、
と
こ
ろ
が
思
い
も
寄
ら
ず
あ

な
た
と
の
別
れ
が
あ
る
な
ん
て
。
眠
り
か
ら
覚
め
て
も
問
わ
な
い
で
お
く
れ
、
雲
の
よ
う
に
去
っ
て
い
く
私
の
行
先
な
ん
か
、
油

皿
の
残
り
火
の
上
で
は
野
蛾
が
身
を
焦
が
し
て
飛
び
回
っ
て
い
る
。

「
秦
楼
」
は
、
春
秋
時
代
の
秦
の
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
簫
史
と
穆
公
の
娘
の
弄
玉
が
住
ま
う
処
、
こ
こ
で
は
妓
女
の
居
る
高
殿
の
こ
と
。

「
愜
心
を
期
す
」
と
は
思
い
の
ま
ま
に
契
り
を
結
ぶ
こ
と
。「
仙
郎
」
と
は
仙
人
の
若
者
、
こ
こ
で
は
こ
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
恋
人
の
こ

と
。
秦
の
弄
玉
と
蕭
史
の
仲
睦
ま
じ
い
男
女
の
故
事
（
『
列
仙
傳

）
18
（

』
）
と
、
巫
山
雲
雨
の
故
事
を
踏
ま
え
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
二
つ
の

故
事
は
男
性
詩
人
の
詩
の
典
故
に
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
残
灯
一
盞
、
野
蛾
飛
ぶ
」
は
、
残
り
火
が
煙
る
油
皿
の
上
を
無
心
に

飛
び
回
り
、
や
が
て
そ
の
身
も
焼
き
尽
く
す
野
蛾
を
未
練
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
女
の
哀
れ
な
情
念
の
象
徴
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
愛
の

喪
失
を
怨
み
嘆
く
女
を
残
灯
の
上
を
飛
び
回
る
野
蛾
に
見
立
て
る
と
い
う
意
表
を
突
く
斬
新
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
魚
玄
機
の
詩

作
に
女
性
の
内
面
に
即
し
た
繊
細
さ
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
士
大
夫
の
詩
へ
の
接
近
の
意
図
が
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
魚
玄
機
は

こ
の
よ
う
に
士
大
夫
の
詩
作
に
倣
お
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
魚
玄
機
が
詠
っ
て
い
る
悼
亡
詩
と
閨
怨
詩
に
つ
い
て
も
併

せ
て
見
て
み
た
い
。

二
　
悼
亡
、
閨
怨
を
詠
う

　
専
ら
男
性
が
詠
う
も
の
で
あ
っ
た
夫
が
亡
妻
を
悼
ん
で
詠
う
悼
亡
詩
や
、
男
性
が
空
閨
を
守
る
思
婦
の
視
点
で
詠
っ
て
い
た
閨
怨
詩
を

魚
玄
機
は
ど
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
魚
玄
機
の
悼
亡
詩
と
閨
怨
詩
を
見
て
み
よ
う
。

　
代
人
悼
亡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
に
代
は
っ
て
悼
亡
す
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曾
睹
夭
桃
想
玉
姿
　
帶
風
楊
柳
認
蛾
眉
　
　
曽
て
夭
桃
を
睹
て
は
　
玉
姿
を
想
ひ
　
風
を
帯
ぶ
る
楊
柳
に
　
蛾
眉
を
認
む

珠
歸
龍
窟
知
誰
見
　
鏡
在
鸞
飛
話
向
誰
　
　
珠
龍
窟
に
帰
る
　
誰
か
見
る
を
知
ら
ん
　
鏡
に
鸞
の
飛
ぶ
在
り
　
誰
に
向
か
っ
て
か
話
さ
ん

從
此
夢
悲
煙
雨
夜
　
不
堪
吟
苦
寂
寥
時
　
　
此
よ
り
夢
に
悲
し
ま
ん
　
煙
雨
の
夜
　
吟
苦
に
堪
へ
ざ
ら
ん
　
寂
寥
の
時

西
山
日
落
東
山
月
　
恨
想
無
因
有
了
期
　
　
西
山
に
は
日
落
ち
　
東
山
に
は
月
　
恨
想
す
　
了
期
有
る
に
因
無
き
を

昔
は
瑞
々
し
い
桃
を
見
て
は
お
前
の
美
し
い
容
姿
を
思
い
、
風
に
揺
れ
る
柳
を
見
て
は
お
前
の
眉
の
よ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
、
そ
の

お
前
は
あ
の
珠
の
よ
う
に
龍
の
窟
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
、
も
う
誰
も
見
に
行
く
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
鏡
に
も
鸞
の
飛
ぶ
姿
が
映
る

だ
け
で
お
前
の
姿
は
も
う
見
え
な
い
、
誰
に
向
か
っ
て
話
し
掛
け
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
は
雨
の
煙
る
よ
う
な
夜
に
は

お
前
の
夢
を
み
て
は
悲
し
み
に
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
寂
し
さ
極
ま
る
時
に
は
詩
を
吟
ず
る
こ
と
も
儘
な
ら
な
く
な
る
こ
と
だ
ろ

う
。
西
の
山
に
日
が
沈
み
、
東
の
山
か
ら
月
が
昇
っ
て
日
々
は
過
ぎ
て
い
っ
て
も
、
お
前
を
失
っ
た
悲
し
み
は
い
つ
終
わ
る
と
も
な

く
続
く
だ
ろ
う
。

「
珠
龍
窟
に
帰
る
、
誰
か
見
る
を
知
ら
ん
」
は
、
龍
の
棲
む
深
い
淵
か
ら
千
金
の
値
打
の
あ
る
珠
を
取
っ
て
き
た
男
の
故
事
（
『
荘
子

）
19
（

』
）

か
ら
、
そ
の
千
金
の
珠
の
よ
う
に
大
切
な
妻
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
鏡
に
鸞
の
飛
ぶ
在
り
、
誰
に
向
か
っ
て
か
話
さ
ん
」
は
、
三
年
も
鳴
か
な
か
っ
た
鸞
鳥
に
鏡
を
懸
け
て
映
す
と
、
そ
の
影
を
見
て
仲
間

と
思
っ
て
悲
鳴
し
て
絶
え
た
と
い
う
故
事
（
『
異
苑

）
20
（

』
）
を
用
い
て
、
亡
き
妻
の
姿
を
追
い
求
め
る
様
子
を
鸞
鳥
に
擬
え
て
詠
ん
で
い
る
。

「
夭
桃
」
の
よ
う
な
「
玉
姿
」、「
風
を
帯
ぶ
る
楊
柳
」
の
よ
う
な
「
蛾
眉
」
と
美
し
く
形
容
さ
れ
る
生
前
の
妻
、
そ
の
妻
の
こ
と
を
回
想

し
て
い
る
う
ち
に
妻
は
も
う
い
な
い
こ
と
を
実
感
す
る
、
そ
し
て
そ
の
寂
し
さ
を
嘆
き
、
こ
の
悲
し
み
に
終
わ
り
は
な
い
と
結
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
悼
亡
詩
の
嚆
矢
と
な
っ
た
潘
岳
の
「
悼
亡
詩
」
を
意
識
し
た
構
成
で
詠
わ
れ
て
い
る

）
21
（

。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
空
閨
を
守
る
思
婦
の

情
を
詠
っ
た
閨
怨
詩
で
あ
る
。

　
閨
怨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閨
怨
　
　
　
　

蘼
蕪
盈
手
泣
斜
暉
　
聞
道
鄰
家
夫
婿
歸
　
　
蘼
蕪
手
に
盈
つ
る
も
　
斜
暉
に
泣
く
　
聞
道
　
隣
家
　
夫
婿
帰
る
と
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別
日
南
鴻
纔
北
去
　
今
朝
北
雁
又
南
飛
　
　
別
れ
し
日
　
南
鴻
纔
か
に
北
去
し
　
今
朝
　
北
雁
又
た
南
飛
す

春
來
秋
去
相
思
在
　
秋
去
春
來
信
息
稀
　
　
春
来
り
秋
去
る
も
　
相
思
在
り
　
秋
去
り
春
来
る
も
　
信
息
稀
な
り

扃
閉
朱
門
人
不
到
　
砧
聲
何
事
透
羅
幃
　
　
扃

と
ぼ
そ

閉
ぢ
　
朱
門
に
は
人
到
ら
ざ
る
に
　
砧
声
　
何
事
ぞ
　
羅
幃
を
透
す

（
古
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
離
縁
さ
れ
た
女
の
よ
う
に
）
蘼
蕪
を
手
に
い
っ
ぱ
い
摘
ん
だ
の
に
、（
そ
の
女
の
よ
う
に
は
愛
し
い
人
に

会
え
ず
に
）
夕
日
を
背
に
泣
い
て
い
る
、
そ
れ
な
の
に
隣
の
家
で
は
夫
が
帰
っ
て
来
た
と
聞
く
。
愛
し
い
人
と
別
れ
た
の
は
、
南

に
飛
来
し
て
い
た

鴻
お
お
と
り

が
ち
ょ
う
ど
北
へ
帰
っ
て
行
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
に
、
今
朝
に
は
北
に
飛
来
し
て
い
た
雁
が
ま
た
南
へ

飛
ん
で
戻
っ
て
来
た
。
春
が
来
て
秋
が
過
ぎ
て
も
恋
し
く
思
い
続
け
て
い
る
、
そ
し
て
秋
が
過
ぎ
て
ま
た
春
が
や
っ
て
来
る
だ
ろ

う
が
、
愛
し
い
人
か
ら
の
便
り
は
な
か
な
か
来
な
い
。
閂
を
閉
め
て
た
だ
待
っ
て
い
る
が
門
に
は
だ
れ
も
や
っ
て
来
な
い
の
に
、

な
ん
と
し
た
こ
と
か
砧
の
音
だ
け
が
寝
室
の
帷
の
奥
ま
で
聞
こ
え
て
私
を
悲
し
ま
せ
る
。

「
蘼
蕪
手
に
盈
つ
る
も
暉
に
泣
く
」
は
、
古
詩
「
山
に
上
り
て
蘼
蕪
を
採
り
、
山
よ
り
下
り
て
故
夫
に
逢
ふ

）
22
（

」
の
一
節
か
ら
、「
私
も
蘼

蕪
を
手
に
い
っ
ぱ
い
摘
ん
だ
の
に
、
そ
の
女
の
よ
う
に
は
愛
し
い
人
に
会
え
ず
に
夕
日
を
背
に
泣
い
て
い
る
」
と
、
詩
の
主
人
公
が
愛
し

い
人
と
会
え
な
い
で
い
る
こ
と
を
詠
い
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
魚
玄
機
の
詩
は
、
渡
り
鳥
の
雁
の
往
来
に
よ
っ
て
二
人
が
会
え
な
い
で
い

る
時
の
経
過
を
表
し
た
り
、
砧
声
と
い
う
征
夫
を
連
想
さ
せ
る
詩
語
を
用
い
る
な
ど
、
男
性
作
者
の
伝
統
的
な
閨
怨
詩
に
よ
く
見
ら
れ
る

詠
い
方
で
あ
る

）
23
（

。
女
性
で
あ
る
魚
玄
機
は
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
視
点
で
描
け
ば
一
人
称
的
女
性
像
と
な
る
は
ず
の
女
性
を
詠
ん
だ
閨
怨
詩

で
も
、
こ
の
よ
う
に
男
性
詩
人
に
模
し
て
男
性
詩
人
の
視
点
で
の
女
性
描
写
の
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
悼
亡
詩
に
お
い
て
も
閨
怨
詩
に
お

い
て
も
、
男
性
詩
人
の
詩
作
に
倣
う
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

三
　
詩
作
の
模
倣

な
ぜ
魚
玄
機
は
こ
の
よ
う
に
恋
情
の
詩
ば
か
り
で
な
く
、
悼
亡
詩
や
閨
怨
詩
ま
で
も
男
性
詩
人
に
倣
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
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の
答
え
を
女
性
と
詩
作
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
た
い
。「
歌
詞
を
縦
に
す
る
莫
れ
、
他
の
淫
語
を
恐
る
れ
ば
な
り
」(

『
女
論
語
』
訓
男

女
章
第
八
）
と
言
わ
れ
て
、
女
性
が
公
に
詩
を
詠
む
こ
と
が
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
た
時
代
は
長
い
。
で
は
女
性
が
詩
を
詠
み
始
め
た
の
は

い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。『
詩
経
』
等
の
民
間
歌
謡
を
除
い
て
、
詩
の
作
者
に
女
性
の
名
前
が
見
え
る
の
は
漢
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
漢

代
に
お
け
る
女
性
詩
人
と
言
え
ば
、
出
自
に
よ
っ
て
二
つ
の
女
性
群
に
分
け
ら
れ
る
。
一
群
は
、
烏
孫
公
主
、
班
婕
妤
と
い
っ
た
后
妃
や

公
主
等
の
宮
廷
の
女
性
詩
人
で
あ
る
。
あ
と
の
一
群
は
、
蔡
琰
（
蔡
邕
の
娘
）、
徐
淑
（
秦
嘉
の
妻
）
と
い
っ
た
著
名
な
文
人
の
娘
や
妻

や
妹
等
の
名
媛
と
言
わ
れ
る
女
性
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
詩
人
層
が
宮
廷
の
女
性
と
名
媛
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
、
漢
代
か
ら

魏
晋
南
北
朝
を
経
て
唐
代
の
始
め
ま
で
続
く
。
と
こ
ろ
が
唐
代
半
ば
過
ぎ
の
安
史
の
乱
以
降
頃
か
ら
、
女
性
詩
人
層
に
大
き
な
変
化
が
生

じ
る
。
色
街
や
道
観
等
の
妓
女
や
女
道
士
の
な
か
か
ら
、
詩
文
を
能
く
す
る
女
性
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
魚
玄
機
も
そ
の
ひ
と
り
で

あ
る
。

后
妃
や
公
主
と
い
っ
た
宮
廷
の
女
性
詩
人
の
な
か
に
は
、
身
分
に
相
応
し
い
教
養
を
身
に
付
け
て
宮
廷
詩
壇
の
一
員
と
し
て
詩
を
詠
む

機
会
を
得
て
、
詩
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
女
性
も
い
た

）
24
（

。
一
方
著
名
な
文
人
の
妻
や
妹

と
い
っ
た
名
媛
は
、
文
人
で
あ
る
夫
や
兄
の
よ
う
に
文
才
を
発
揮
し
て
詩
を
詠
ん
で
、
そ
の
詩
才
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
25
（

。
で
は

唐
代
中
頃
か
ら
活
躍
が
見
ら
れ
る
妓
女
や
女
道
士
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
詩
作
の
術
を
身
に
付
け
て
、
ど
の
よ
う
な
場
で
詩
を
詠
み
、
ど

の
よ
う
に
し
て
詩
作
の
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
后
妃
や
公
主
の
よ
う
に
宮
廷
詩
壇
と
い
う
用
意
さ
れ
た
詩
を
詠
む
場
も
な

く
、
宮
廷
の
女
性
や
名
媛
の
よ
う
に
詩
作
の
技
法
を
導
く
者
が
身
近
に
い
な
い
妓
女
や
女
道
士
に
と
っ
て
は
、
宴
席
や
妓
館
、
及
び
道
観

等
で
の
士
大
夫
と
の
出
会
い
が
詩
を
詠
む
場
と
な
り
、
士
大
夫
か
ら
詩
作
の
技
法
の
手
解
き
を
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
見
様
見
真
似
で
習
得
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
詩
を
詠
ん
で
い
た
士
大
夫
の
傍
ら
に
い
た
妓
女
や
女
道
士
に
と
っ
て

は
、
彼
等
の
詩
作
か
ら
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
。

で
は
妓
女
と
士
大
夫
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
の
か
。
そ
の
出
会
い
は
、
科
挙
の
受
験
に
際
し
て
の
酒
宴
に
始
ま
り
、
官
に
就
い

て
か
ら
も
宴
席
等
で
接
触
は
続
い
た
。
そ
れ
は
隋
代
に
始
ま
っ
た
科
挙
制
度
が
唐
代
に
至
っ
て
浸
透
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
盛
ん
に
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な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
宴
席
で
は
、
妓
女
が
歌
舞
で
興
を
添
え
た
り
、
酒
令
と
呼
ば
れ
る
様
々
な
遊
び
が
行
わ
れ
て
詩
が
詠
ま
れ
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
妓
女
と
士
大
夫
は
出
会
う
機
会
を
得
て
詩
を
詠
み
、
詩
の
贈
答
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な

る
と
そ
の
相
手
を
す
る
妓
女
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
士
大
夫
が
詠
ん
だ
詩
を
理
解
し
た
り
実
際
に
創
作
す
る
能
力
で
あ
り
、
秀
で
た
技
芸

と
高
雅
で
機
知
に
富
ん
だ
対
話
が
で
き
る
才
知
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
士
大
夫
と
妓
女
の
双
方
が
求
め
る
も
の
の
授
受
の
関
係
が
成
立
し
た

こ
と
に
よ
り
二
者
の
結
び
付
き
が
深
ま
り
、
妓
女
の
地
位
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
諸
田
龍
美
氏
は
、「
中
唐
期
に
は
、
科
挙
制
度
が
比
較
的
公
正
に
運
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
白
居
易
や
元
稹
の
よ
う
な

中
下
級
官
吏
の
子
弟
で
あ
っ
て
も
、
実
力
と
運
さ
え
あ
れ
ば
、
宰
相
の
地
位
に
就
く
こ
と
さ
え
夢
で
は
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
科

挙
の
進
士
科
に
合
格
す
る
の
は
毎
年
三
十
名
足
ら
ず
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
彼
ら
を
頂
点
と
し
て
、
小
規
模
な
が
ら
も
『
階
級
移
動
社
会
』

が
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
当
時
の
社
会
構
造
の
変
化
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
統
治
階
層
が
旧
来
の
門
閥
出
身
者
で
占
め
ら

れ
て
い
た
安
史
の
乱
以
前
の
「
階
級
固
定
社
会
」
か
ら
、
社
会
的
地
位
が
個
人
の
実
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
「
階
級
移
動
社
会
」
へ
の

変
化
に
よ
っ
て
、
個
人
の
内
な
る
精
神
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
平
等
観
念
が
強
ま
り
、
恋
愛
観
や
女
性
観
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
て
、
士
大
夫
と
妓
女
と
い
う
地
位
や
身
分
の
差
を
超
え
て
の
共
感
も
生
ま
れ
た
こ
と
を
諸
田
氏
は
続
け
て
述
べ
て
い
る

）
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。
つ
ま
り
、
中

唐
期
に
成
立
し
た
「
階
級
移
動
社
会
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
平
等
の
観
念
が
、
と
も
す
る
と
卑
賎
な
身
と
考
え
ら
れ
が
ち
の
妓
女

や
女
道
士
に
対
し
て
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
達
と
士
大
夫
と
の
出
会
い
や
交
際
が
容
易
に
な
っ
て
、
交
流
も
密
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
妓
館
や
宴
席
、
道
観
等
で
士
大
夫
と
出
会
っ
て
詩
を
詠
む
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
恋
愛
感
情
も

生
ま
れ
て
恋
の
詩
を
詠
い
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宴
席
や
道
観
等
で
士
大
夫
と
出
会
っ
た
妓
女
や
女

道
士
は
、
詩
作
を
士
大
夫
に
倣
い
、
士
大
夫
の
詠
出
し
た
詩
の
よ
き
理
解
者
と
も
な
っ
て
、
共
に
詩
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

魚
玄
機
詩
五
十
首
の
成
立
年
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
が
、
先
述
し
た
「
情
書
寄
李
子
安
」
を
始
め
と
す
る
初
期
の
作
品

に
は
、
士
大
夫
の
詩
作
に
倣
っ
た
よ
う
な
典
故
や
修
辞
上
の
技
法
が
特
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
魚
玄
機
の
詩
や
詩
作
か
ら

は
、
模
倣
か
ら
新
た
な
詩
の
創
造
に
向
か
う
様
子
が
窺
え
る
よ
う
に
な
る
。



一
〇

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
　
第
三
十
七
号

四
　
模
倣
か
ら
創
造
へ

魚
玄
機
が
詠
出
し
た
詩
に
は
詩
を
詠
む
と
い
う
営
み
が
実
に
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
期
友
人
阻
雨
不
至
」
の
詩
に
は
、「
郷

思
悲
秋
の
客
、
愁
吟
す
五
字
の
詩
」（
第
七
、
第
八
句
）
と
あ
る
。「
郷
思
悲
秋
の
客
」
と
は
作
者
自
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
故
郷
が
偲
ば
れ

る
秋
夜
に
も
苦
吟
し
て
い
る
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
寄
劉
尚
書
」
に
は
、「
筆
硯
行
く
に
手
に
随
ひ
、
詩
書
坐
す
る
に
身
を
遶
る
。

小
才
も
多
く
顧
眄
し
、
魚
を
食
ら
ふ
人
と
作な

る
を
得
」（
第
九
〜
第
十
二
句
）
と
あ
り
、
詩
中
の
「
小
才
」
と
は
自
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

魚
玄
機
自
ら
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
も
行
く
先
々
ま
で
手
に
は
筆
と
硯
を
持
ち
、
身
の
回
り
に
は
詩
書

を
置
い
て
詩
作
に
励
ん
で
い
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
更
に
そ
の
身
の
回
り
に
置
い
て
あ
る
書
物
に
つ
い
て
は
、「
導
懐
」
に
「
臥
床

書
冊
遍
く
、
半
酔
起
っ
て
梳
頭
す
」（
第
十
五
、
第
十
六
句
）
と
、
寝
床
に
は
書
物
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
て
、
少
々
酔
っ
た
と
き
に
は
起

き
上
が
っ
て
そ
こ
で
髪
を
梳
る
と
あ
る
。
そ
し
て
「
夏
日
山
居
」
に
は
「
綺
羅
長つ

ね

に
擁
す
乱
書
堆
」（
第
六
句
）
と
あ
り
、
美
し
い
着
物
が

い
つ
も
乱
雑
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
書
物
を
被
っ
て
い
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
美
し
い
着
物
の
掛
か
っ
た
傍
ら
で
詩
作
に
没
頭
し
て
い

る
、
こ
の
詩
中
の
女
性
か
ら
は
魚
玄
機
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

更
に
関
連
し
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
魚
玄
機
は
五
言
排
律
と
七
言
排
律
と
い
う
形
式
で
五
十
首
の
う
ち
六
首
も
詠
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
初
唐
期
に
は
科
挙
の
進
士
の
試
験
に
も
詩
と
賦
の
韻
文
が
加
え
ら
れ
て
、
五
言
六
韻
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
長
さ
の
排
律
が

試
帖
詩
と
し
て
試
験
科
目
に
な
っ
た
。
魚
玄
機
は
そ
の
試
帖
詩
と
な
っ
た
排
律
に
も
挑
戦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
魚
玄
機
に
は
、

晴
れ
渡
っ
た
春
の
あ
る
日
に
、
長
安
の
朱
雀
街
東
の
新
昌
坊
内
に
あ
る
崇
真
観
の
南
楼
で
の
光
景
を
詠
ん
だ
詩
が
あ
る
。

　
遊
崇
真
觀
南
樓
睹
新
及
第
題
名
處
　
　
　
　
崇
真
観
の
南
楼
に
遊
び
　
新
及
第
の
題
名
の
処
を
睹
る

雲
峰
滿
目
放
春
晴
　
歷
歷
銀
鉤
指
下
生
　
　
雲
峰
満
目
　
春
晴
を
放
つ
　
歴
歴
た
る
銀
鉤
　
指
下
に
生
ず

自
恨
羅
衣
掩
詩
句
　
舉
頭
空
羨
榜
中
名
　
　
自
ら
恨
む
　
羅
衣
の
詩
句
を
掩
ふ
を
　
頭
を
舉
げ
て
空
し
く
羨
む
　
榜
中
の
名

見
渡
す
か
ぎ
り
の
雲
の
峰
、
晴
れ
渡
っ
た
春
の
明
る
い
日
差
し
の
な
か
に
、
進
士
の
試
験
に
及
第
し
た
人
の
名
前
が
く
っ
き
り
と
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魚
玄
機
の
詩
と
詩
作

書
き
付
け
ら
れ
て
い
く
。
自
分
が
女
で
あ
る
こ
と
が
悔
し
く
て
な
ら
な
い
、
女
の
私
が
い
く
ら
詩
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
何
の
役
に

立
つ
と
い
う
の
か
、
立
て
札
に
書
か
れ
た
名
前
を
只
々
羨
ま
し
く
見
上
げ
て
い
る
。

「
羅
衣
詩
句
を
掩
ふ
」
の
「
羅
衣
」
と
は
女
性
の
着
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
羅
衣
」
を
女
性
の
象
徴
と
し
て

用
い
て
、
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
詩
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
で
男
性
の
よ
う
に
科
挙
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
悔
し
さ
詠
っ
て
い
る
と
解
す

る
。
晴
れ
渡
っ
た
春
光
を
浴
び
て
、
立
て
札
に
は
及
第
者
の
名
前
が
目
に
眩
し
い
ほ
ど
に
く
っ
き
り
と
書
き
付
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
を

前
に
し
て
慨
然
と
し
て
た
だ
見
上
げ
て
い
る
女
性
。
魚
玄
機
は
こ
の
詩
中
の
女
性
に
自
分
を
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
魚
玄
機
の
詩

は
当
時
か
ら
文
人
達
に
持
て
囃
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

）
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こ
と
か
ら
も
、
詩
作
に
は
自
信
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
詩

を
詠
む
営
み
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
魚
玄
機
の
詩
か
ら
は
、
日
々
詩
作
に
励
む
姿
が
彷
彿
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
魚
玄
機
に
と
っ
て
の
詩

作
と
は
、
自
ら
の
存
在
を
確
認
し
、
更
な
る
可
能
性
に
挑
戦
す
る
と
い
う
営
為
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
直

面
し
た
の
は
、
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
科
挙
に
挑
む
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
し
て
や
及
第
者
と
し
て
名
前
を
書
き
連
ね
ら
れ
る
こ
と
な
ど
叶
わ

な
い
と
い
う
現
実
で
あ
り
、
決
し
て
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
男
女
の
壁
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
無
念
の
思
い
が
こ
の

詩
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
に
士
大
夫
の
詩
の
模
倣
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
女
性
詩
人
魚
玄
機
と
し
て
の
独
自
の
詩
の
創
造
へ
と
向
か

う
試
み
を
進
め
て
、
男
性
に
伍
し
て
詩
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
魚
玄
機
の
葛
藤
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
作
に
励
ん
で
種
々
の
詩
を
詠
出
し
、
そ
の
詩
に
文
人
達
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
魚
玄
機
に
と
っ
て
の
詩
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
魚
玄
機
は
詩
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
妓
女
や
女
道
士
の
詩
は
恋
心
を
詠
っ
て
男
性
に
寄

せ
た
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
薛
濤
の
場
合
は
営
妓
と
い
う
立
場
上
か
ら
か
、
恋
心
を
伝
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
関
わ
り
の
あ
っ
た
士
大
夫

等
へ
の
挨
拶
や
礼
状
と
い
っ
た
社
交
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
魚
玄
機
の
場
合
は
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
。
魚
玄
機
の
恋
の
詩
に
は
典
故
や
対
句
等
の
修
辞
に
重
き
を
置
い
た
も
の
が
多
い
一
方
、
奇
抜
で
斬
新
な
表
現
も
特
徴

的
で
あ
り
、
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
も
他
の
女
性
詩
人
で
は
類
を
見
な
い
ほ
ど
に
豊
富
で
、
科
挙
の
詩
帖
詩
に
も
な
っ
た
排
律
で
も
多
く
の
詩
を

詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
魚
玄
機
に
と
っ
て
の
詩
と
は
、
恋
心
を
伝
え
た
り
、
社
交
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
も
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の
と
い
う
よ
り
も
、
他
者
の
目
に
触
れ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
詠
ん
だ
詩
作
品
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
安
史
の
乱
と
い
う
未
曽
有
の
叛
乱
に
よ
る
社
会
の
変
化
を
契
機
に
、
妓
女
や
女
道
士
と
士
大
夫
と
の
繋
が
り
が
密

に
な
り
、
彼
女
達
の
存
在
が
士
大
夫
は
も
と
よ
り
社
会
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
詩
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
魚
玄
機
の
詩
作
の
意
識
も
模
倣
か
ら
創
造
へ
と
高
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

魚
玄
機
の
詩
と
詩
作
か
ら
は
、
士
大
夫
の
詩
の
模
倣
か
ら
始
ま
り
、
次
第
に
魚
玄
機
独
自
の
詩
の
創
造
へ
と
向
か
う
試
み
が
窺
え
る
。

そ
し
て
そ
の
作
品
の
な
か
に
は
、
男
性
中
心
の
社
会
で
、
女
性
が
詩
を
詠
む
こ
と
の
苦
悩
と
葛
藤
を
映
し
出
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は

中
唐
以
降
の
社
会
の
変
化
を
背
景
と
し
た
新
し
い
女
性
詩
人
の
姿
で
あ
り
、
従
来
の
女
性
詩
人
の
作
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
魚
玄
機
に
と
っ
て
詩
を
詠
む
と
い
う
こ
と
は
、
身
近
な
日
常
生
活
の
な
か
で
営
む
行
為
で
は
あ
っ
た
が
、
自
ら
の
詩
作
の

更
な
る
可
能
性
に
挑
み
、
自
ら
の
存
在
を
示
す
行
為
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
、
ど
ん
な
に
詩
才

が
あ
ろ
う
と
も
、
如
何
に
詩
作
に
励
も
う
と
も
、
女
性
で
あ
る
が
故
に
決
し
て
男
性
に
並
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
現
実
を
時
に
思
い

知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
女
性
な
が
ら
に
男
性
に
伍
し
て
詩
を
詠
み
始
め
た
、
唐
代
の
女
性
詩
人
魚
玄
機
の
詩
作

に
お
け
る
奮
闘
と
挫
折
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

注
（
１
）　
魚
玄
機
の
卒
年
に
つ
い
て
は
、『
三
水
小
牘
』
の
「
下
女
を
殺
害
し
た
の
は
咸
通
戊
年
、
春
正
月
。
そ
の
秋
に
刑
死
」
と
い
う
ほ
ぼ
定
説
と

な
っ
て
い
る
説
に
従
っ
て
い
る
。
諸
説
あ
る
生
年
に
つ
い
て
は
、『
唐
女
詩
人
集
三
種
』
の
「
八
四
四
年
（
會
昌
四
年
）」
説
を
採
っ
て
い
る
が
、

論
拠
に
乏
し
い
た
め
疑
問
符
を
附
し
た
。
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（
２
）　
唐
・
皇
甫
枚
『
三
水
小
牘
』
は
咸
通
九
年
（
八
六
八
年
）
頃
に
成
立
。『
三
水
小
牘
』
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、『
北
夢
瑣
言
』、

『
續
談
助
』、『
太
平
廣
記
』、『
南
部
新
書
』、『
唐
詩
紀
事
』、『
唐
才
子
傳
』
等
が
あ
る
。

（
３
）　
魚
玄
機
の
別
集
で
あ
る
『
唐
女
郎
魚
玄
機
詩
』（
宋
臨
安
府
陳
宅
書
籍
鋪
刻
本
影
印
）
に
は
四
十
九
首
が
所
収
さ
れ
お
り
、『
文
苑
英
華
』
巻

二
〇
八
に
は
「
折
楊
柳
」
が
魚
玄
機
詩
と
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
存
詩
は
五
十
首
と
し
た
。

（
４
）　
李
冶
の
生
卒
年
は
、『
聞
一
多
全
集
』（
武
漢
・
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）「
唐
詩
大
系
」
に
は
「
七
〇
九
〜
七
八
〇
？
年
」
と
あ
り
、

傅
璇
琮
主
編
『
唐
才
子
傳
校
箋
』（
北
京
・
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
七
年
）「
李
季
蘭
」
に
は
「
卒
年
七
八
四
年
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
生
年
は
聞

一
多
説
の
七
〇
九
年
と
し
、
卒
年
は
傅
璇
琮
説
の
七
八
四
年
と
す
る
と
、「
七
〇
九
年
〜
七
八
四
年
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
聞
一
多
説
に
は

そ
の
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
生
年
に
疑
問
符
を
附
し
た
。

（
５
）　
斎
藤
茂
『
妓
女
と
中
国
文
人
』（
東
方
書
店
、二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、「
妓
女
は
そ
の
所
属
す
る
場
所
に
よ
っ
て
、お
お
む
ね
宮
妓
、営
妓
、官
妓
、

家
妓
、
民
妓
の
五
種
に
分
け
ら
れ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
…
（
中
略
）
…
営
妓
は
軍
営
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
妓
女
で
、
主
と
し
て
将
士

や
そ
こ
に
所
属
す
る
官
僚
の
享
楽
に
供
せ
ら
れ
た
」（
一
四
〜
二
〇
頁
）
と
あ
る
。

（
６
）　
薛
濤
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
傅
璇
琮
主
編
『
唐
才
子
傳
校
箋
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
説
を

考
察
し
て
「
濤
之
生
年
乃
大
曆
五
年
（
七
七
〇
年
）、
卒
于
大
和
六
年
（
八
三
二
年
）、
享
年
六
十
三
歳
」
と
し
て
い
る
。
小
論
は
こ
の
説
を
採
っ

て
い
る
が
、
生
年
の
論
拠
に
つ
い
て
は
確
証
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
疑
問
符
を
附
し
た
。

（
７
）　
明
・
胡
震
亨
『
唐
音
癸
籤
』
巻
八
に
「
李
冶
、
魚
玄
機
、
薛
濤
、
女
徳
正
同
。
…
（
中
略
）
…
魚
最
淫
蕩
。
詩
體
亦
靡
弱
。
…
」
と
あ
る
。

（
８
）　
陳
文
華
『
唐
女
詩
人
集
三
種
』（
上
海
古
籍
出
版
、
一
九
八
四
年
）「
前
言
　
三
」
一
三
頁
。

（
９
）　
小
林
徹
行
「
魚
玄
機
の
詩
の
特
質
」（『
東
洋
文
化
』
復
刊
六
九
、一
九
九
二
年
）
二
五
頁
。

（
10
）　
川
合
康
三
『
中
国
の
恋
の
う
た
「
詩
経
」
か
ら
李
商
隠
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
一
三
九
頁
。

（
11
）　
考
察
に
あ
た
り
底
本
と
し
た
の
は
、
魚
玄
機
詩
は
『
唐
女
郎
魚
玄
機
詩
』（
宋
臨
安
府
陳
宅
書
籍
鋪
刻
本
影
印
）、
李
冶
詩
は
『
全
唐
詩
』
巻

八
〇
五
、
薛
濤
詩
は
『
薛
濤
詩
』（
明
萬
曆
洗
墨
池
本
）
で
あ
る
。
参
照
し
た
の
は
、『
唐
人
選
唐
詩
十
種
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）、



一
四

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
　
第
三
十
七
号

『
萬
首
唐
人
絶
句
』（
一
九
七
八
〜
一
九
七
九
年
姑
蘇
陳
敬
學
德
星
堂
校
刊
本
）
等
。

（
12
）　
北
宋
・
孫
光
憲
撰
『
北
夢
瑣
言
』
巻
九
に
、「
唐
女
道
士
魚
玄
機
、
字
蕙
蘭
。
甚
有
才
。
咸
通
中
、
為
李
億
補
闕
執
箕
掃
。
後
愛
衰
下
山
、

隷
咸
宜
観
為
女
道
士
」
と
あ
る
。

（
13
）　
白
居
易
「
三
年
為
刺
史
二
首
」其
二(

『
全
唐
詩
』
巻
四
三
一
所
収)

。

（
14
）　『
太
平
廣
記
』
秦
寶
に
引
く
『
西
京
雜
記
』
に
、「
有
方
鏡
、廣
四
尺
、高
五
尺
九
寸
、表
裏
洞
明
。
人
直
來
照
之
、影
則
倒
見
、以
手
掩
心
而
來
、

即
見
腸
胃
五
臟
。
歷
歷
無
礙
。
人
有
疾
病
在
內
者
、則
掩
心
而
照
之
、必
知
病
之
所
在
。
又
女
子
有
邪
心
、則
膽
張
心
動
。
秦
始
皇
帝
常
以
照
宮
人
、

膽
張
心
動
、
則
殺
之
也
。
高
祖
悉
封
閉
、
以
待
項
羽
。
羽
並
將
以
東
。
後
不
知
所
在
。
出
西
京
雜
記
」
と
あ
る
。

（
15
）　『
太
平
御
覧
』
鏡
に
引
く
『
神
異
經
』
に
、「
昔
有
夫
妻
將
別
、
破
鏡
、
人
執
半
以
為
信
。
其
妻
與
人
通
、
其
鏡
化
鵲
飛
至
夫
前
、
其
夫
乃
知
之
。

後
人
因
鑄
鏡
為
鵲
安
背
上
、
自
此
始
也
」
と
あ
る
。

（
16
）　『
禮
記
』
樂
記
に
、「
昔
者
、
舜
作
五
弦
之
琴
、
以
歌
南
風
、
夔
始
制
樂
、
以
賞
諸
侯
」
と
あ
る
。

（
17
）　
嵆
康
「
贈
秀
才
入
軍 

五
首
」
其
四
（『
文
選
』
巻
二
四
所
収
）。

（
18
）　『
列
仙
傳
』
蕭
史
に
、「
簫
史
者
、
秦
穆
公
時
人
也
。
善
吹
簫
、
能
致
孔
雀
白
鶴
於
庭
。
穆
公
有
女
、
字
弄
玉
、
好
之
、
公
遂
以
女
妻
焉
。

日
教
弄
玉
作
鳳
鳴
、
居
數
年
、
吹
似
鳳
聲
、
鳳
凰
來
止
其
屋
。
公
為
作
鳳
台
、
夫
婦
止
其
上
、
不
下
數
年
。
一
旦
、
皆
隨
鳳
凰
飛
去
」
と
あ
る
。

（
19
）　『
荘
子
』
列
禦
寇
に
、「
人
有
見
宋
王
者
、
錫
車
十
乘
、
以
其
十
乘
驕
穉
莊
子
。
莊
子
曰
、
河
上
有
家
貧
恃
緯
蕭
而
食
者
、
其
子
沒
於
淵
、

得
千
金
之
珠
。
其
父
謂
其
子
曰
、
取
石
來
鍛
之
、
夫
千
金
之
珠
、
必
在
九
重
之
淵
而
驪
龍
頷
下
。
子
能
得
珠
者
、
必
遭
其
睡
也
」
と
あ
る
。

（
20
）　『
異
苑
』
巻
三
に
、「
罽
賓
國
王
買
得
一
鸞
、
欲
其
鳴
不
可
、
致
飾
金
繁
、
饗
珍
羞
、
對
之
愈
戚
、
三
年
不
鳴
。
夫
人
曰
、
嘗
聞
鸞
見
類
則
鳴
、

何
不
懸
鏡
照
之
。
王
從
其
言
、
鸞
睹
影
悲
鳴
、
沖
霄
一
奮
而
絕
」
と
あ
る
。

（
21
）　
晋
・
潘
岳
「
悼
亡
詩
三
首
」
其
一
「
荏
苒
冬
春
謝
、
寒
暑
忽
流
易
。
之
子
歸
窮
泉
、
重
壤
永
幽
隔
。
私
懷
誰
克
從
、
淹
留
亦
何
益
。
僶
俛

恭
朝
命
、
迴
心
反
初
役
。
望
廬
思
其
人
、
入
室
想
所
歴
。
幃
屏
無
髣
髴
、
翰
墨
有
餘
跡
。
流
芳
未
及
歇
、
遺
挂
猶
在
壁
。
悵
怳
如
或
存
、
周
遑

忡
驚
惕
。
如
彼
翰
林
鳥
、
雙
栖
一
朝
隻
。
如
彼
游
川
魚
、
比
目
中
路
析
。
春
風
緣
隟
來
、
晨
霤
承
檐
滴
。
寢
息
何
時
忘
、
沈
憂
日
盈
積
。
庶
幾
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有
時
衰
、
莊
缶
猶
可
擊
」（『
文
選
』
巻
二
三
所
収
）
に
倣
っ
た
詠
い
方
で
あ
る
。

（
22
）　「
古
詩
八
首
」
其
一
の
第
一
、
第
二
句
（『
玉
臺
新
詠
』
巻
一
所
収
）。

（
23
）　
唐
・
張
紘
「
閨
怨
」
詩
「
去
年
離
別
雁
初
帰
、
今
夜
裁
縫
螢
已
飛
。
征
客
近
来
音
信
断
、
不
知
何
処
寄
寒
衣
」（『
全
唐
詩
』
巻
一
〇
〇
所
収
）

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
24
）　
そ
の
よ
う
な
女
性
の
一
例
と
し
て
は
、
唐
・
上
官
昭
容
を
採
り
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
拙
論
「
上
官
昭
容
（
婉
兒
）
詩
小
攷
―
初
唐
、
景
龍

年
間
の
応
制
詩
群
か
ら
の
考
察
―
」（『
二
松
學
舍
大
学
人
文
論
叢
』
第
八
十
四
輯
、
二
松
學
舍
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
25
）　
こ
の
よ
う
な
名
媛
と
言
わ
れ
た
、
著
名
な
文
人
の
妻
や
妹
等
で
あ
っ
た
女
性
詩
人
は
漢
代
か
ら
六
朝
期
に
は
多
く
い
た
。
例
え
ば
、
後
漢

の
蔡
邕
の
娘
の
蔡
琰
、
同
じ
く
後
漢
の
秦
嘉
の
妻
の
徐
淑
、
晋
の
左
思
の
妹
の
左
芬
、
宋
の
鮑
照
の
妹
の
鮑
令
暉
、
梁
の
沈
約
の
孫
娘
の
沈
満

願
（
范
靖
の
妻
で
も
あ
っ
た
）、
同
じ
く
梁
の
劉
孝
綽
の
妹
の
劉
令
嫺
（
徐
悱
の
妻
で
も
あ
っ
た
）
等
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
26
）　
諸
田
龍
美
「
中
唐
に
お
け
る
艶
詩
の
流
行
と
女
性
―
元
白
の
艶
詩
の
流
行
と
女
性
を
中
心
と
し
て
」―
（『
中
国
文
学
論
集
』
第
二
十
四
号
、

一
九
九
五
年
）
四
四
〜
四
五
頁
。

（
27
）　
魚
玄
機
の
詩
が
知
名
の
士
の
間
で
名
声
を
得
て
い
た
こ
と
は
、『
三
水
小
牘
』
巻
下
に
、「（
魚
玄
機
）
喜
讀
書
屬
文
、
尤
致
意
於
一
吟
一
詠
。

破
瓜
歳
、
志
慕
清
虚
。
咸
通
初
、
遂
從
冠
帔
於
咸
宜
、
而
風
月
賞
翫
佳
句
、
往
往
播
士
林
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。


