
『樊

膾

』

小

考

1
笙
を
吹
く
樊
膾

の
意
味
ー

平

田

澄

子

序
上
田
秋
成

の
小
説

『樊
膾
』
は
、
力
強
く
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

な
文
体
で

一
人
の
あ
ぶ
れ
男

の
魂
の
軌
跡
を
鮮
烈
に
描
き
出

し
た
、
『春
雨
物
語
』
集
中
の
悼
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い

傑
作
と
言
え
よ
う
。
「放
埓
」
に
し
て

「
に
く
さ
げ
」
な
る

　
ユ

も
の
と
し
て
、
当
代
の
読
者

に
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
を

生
む
ほ
ど
に
並
外
れ
た
親
不
孝
者

の
無
頼
な
放
浪
生
活
を
描

き
な
が
ら
、
人
間
味
豊
か
な
、
ま
た
、
繊
細
で
崇
高
な
魂

の

側
面
を
照
ら
し
出
し
た
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
の

中
に
、
ほ
と
ん
ど
例
が
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
秋
成
よ
り
は
十
八
年
先
に
こ
の
世
に
生
れ
、

一
時
期
重
な
る
時
代
を
生
き
た
俳
人
蕪
村
に

追
剥
を
弟
子
に
剃
り
け
り
秋
の
旅

(安
永
六
・
九
・
七
)

と
い
う

一
句
が
あ
り
、
す
で
に
中
村
幸
彦
氏

が

「秋
成
に
描

　
　

か
れ
た
人
々
」

の
中

に
触
れ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

句
は
秋
の
旅
の
途
中
、
襲

っ
て
き
た
追
剥
を
改
心
さ
せ
、
弟

子
に
し
て
や

っ
た
高
僧

の
思
い
出
を
詠
ん
だ
も

の
と
解

さ
れ

な
ヨ

て
い
る
物
語
的
な
内
容

の
句
で
あ
る
。

秋
成
の

『樊
膾
』
も
、
主
人
公
の
大
蔵
が
親
を
谷
に
突
き

落
と
し
て
逃
亡
し
、
中
国
の
豪
傑
で
あ
る
樊
膾
の
異
名
を
取

っ
て
山
賊
と
な
る
が
、
放
浪

の
末
に

一
人
の
旅
僧
に
心
打
た

れ
弟
子
に
な
る
と
い
う
物
語

で
、
両
作
品
と
も
松
島
瑞
願
寺

の
中
興
の
祖
雲
居
居
士
の
逸
話
が
典
拠
の

一
つ
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
雲
居
居
士
が
旅
中
出
会

っ
た
強
盗
に
持
金

二
十
両
の
う
ち
十
両
を
与
え
て
別
れ
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
戻

っ
て
残
り
の
金
も
渡
し
た
の
で
強
盗
は
改
心

し
、
弟
子
に
な
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っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

小
説
と
句
の
典
拠

の

一
致
は
偶
然
で
あ
る
可
能
性
が
高

い

の
で
あ
ろ
う
が
、
蕪
村
は
安
永
三
年
正
月
秋
成

の
成
稿

『也

哉
抄
』

の
序
を
書
き
、
秋
成
は
四
十
代
の
頃
、
蕪
村
と
そ
の

　
ら

一
門
の
人
々
と
友
好
を
深
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
ら
共

通
の
話
題
と
し
て
こ
の
よ
う
な
逸
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ

と
く
ら

い
は
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
想
像
は
許
さ
れ

よ
う
。
周
知

の
よ
う
に
、
雲
居
居
士
に

つ
い
て
は
早
く
芭
蕉

も

『奥
の
細
道
』
の
中
に
書

い
て
お
り
、
芭
蕉
、
蕪
村
、
秋

成
が
共
に
そ
の
筆
を
刺
激
さ
れ
る
程
に
雲
居
居
士

の
事
蹟
は

イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
言

っ
て
も
、
秋
成
が

『樊
膾
』
の
構
想
を
立
て
た
の
は

蕪
村
の
死
か
ら
二
十
年
近
く
を
経

て

い
た
頃
で
あ

っ
た
。

『春
雨
物
語
』
全
編
を
脱
稿
し
た
の
は
自
身

の
死
の

一
年
前

の
文
化
五
年
、
そ
し
て
な
お
死
の
直
前

ま
で
推
敲
を
続
け

た
。
即
ち
小
説

『樊
膾
』
は
作
者

の
人
生
の
最
期
を
飾

っ
た

作
品
で
あ
り
、
中
村
博
保
氏
は
本
編

の
成
立
に
つ
い
て
、
秋

成
に
と

っ
て
の
幸
福
で
あ

っ
た
と
と
も
に
、
近
世
小
説
の
世

　
　

界
に
と

っ
て
の
奇
跡
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

当
然
の
ご
と
く
本
編
は
、
作
者
自
身

の
晩
年
の
心
象
風
景
を

二
重
写
し
し
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
ま

た
事
実
秋
成

の
小
説
の
中
で
は
最
も
直
接
的

に
そ
の
老
境
を

想
像
さ
せ
得
る
作
品

と
な

っ
て
い
る
。
小
説

の
随
所
に
、
同

じ
く
死
の
直
前
ま
で
書
き
続
け
た
随
筆

『胆
大
小
心
録
』
の

記
事
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
そ
の
読

み
方
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
特

に
、
小
説
終
末
部

の
、
主
人
公
が
八
十
余
才
と
な
り
み
ち
の
く

の
寺
で
頓
悟
往

生
す
る
場
面
に
つ
い
て
随
筆
と
比
較
し
、
作

者
自
身
の
魂

の

　
　

救
済

の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

本
稿
も
、
そ
う
し
た
読
み
方

の
ひ
そ
み
に
習
う
も
の
で
、

主
人
公

の
人
物
形
象

に
つ
い
て
作
者

の
作
意

を
探
り
な
が

ら
、
物
語
の
中
で

一
種
不
思
議
な
明
る
さ
と
軽
妙
な
味
わ
い

を
持

つ

「笙
」
の
モ
チ
ー
フ
の
意
味
を
考
え

る
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
晩
年
の
秋
成

の
心
の
内
を
う
か
が
い
見
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

改
稿

へ
の
軌
跡

『樊
膾
』
は

『春
雨
物
語
』
中
最
も
長
編

で
、
文
化
五
年

本

の
前
半
部

に
当
る
と
こ
ろ
の
み
が
、
最
終
稿
本
と
見
な
さ

れ
て
い
る
富
岡
本

『春
雨
物
語
』
に

『樊
膾

・
上
』
と
し
て
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本
文
を
残
し
て
い
る
。
作
者
は
後
半
部
の
改
稿
を
待
た
ず

に

他
界
し
て
し
ま

っ
た
の
か
、
下
巻

の
改
稿
が
ど
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
あ

っ
た
も
の
か
今
知
る
事
は
で
き
な

い
が
、
こ
こ
で

は
と
り
あ
え
ず
改
稿
さ
れ
た
富
岡
本
上
巻
の
本
文
と
、
文
化

　
　

五
年
本
の
前
半
部
分
本
文
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

推
敲
に
当
た

っ
て
の
秋
成

の
作
意
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
思
う
。

細
か
な
語
句

の
違

い
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
状
況

・
人
物

設
定
の
上
に
見
ら
れ
る
文
化
五
年
本
本
文
と
改
稿
本
本
文
と

の
違

い
で
目
立
つ
と
こ
ろ
を
以
下
の
三
点

に
絞

っ
て
、
順
次

指
摘

・
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

1

ま
ず
は
、
主
人
公
大
蔵
が
山
か
ら
帰

っ
て
来
た
時
の

家
族
の
反
応
を
描
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
文
化
五
年
本

の
方
が
男
親
と
兄
の
大
蔵

に
対
す
る
嫌
悪
感
を
救

い
よ

う
の
な

い
ほ
ど
露
骨
に
抽
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付

く
。
父

・
兄

の
冷
淡
な
態
度
は
二
本
共

に
変
わ
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
五
年
本
に
は
、

「神
に
さ
か
れ
て
死
た
ら
ん
が
、

い
と
よ
か
め
り
。

つ
い
に
は
お
ほ
や
け
に
捕
は
れ
、
首
刎
ら
れ
、
み
み

つ
く
と
な
り
て
人
に
爪
は
じ
き
せ
ら
れ
、
お
や
に
い

み
じ
き
恥
あ
た

へ
つ
べ
し
。
L

「腕
こ
き
て
な
ど
神

に
は
さ
か
れ
ざ

る
。
ひ
き
ゃ
う

な
り
。
親
兄
に
首

つ
な
か
け
ら
れ
ん
。
恐
し
。
立
か

へ
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
者
は
な
し
」

と
、
憎
悪
に
満
ち
た
父
と
兄
の
言
葉
が
あ
り
、
主
人
公

の
、
家
の
中
で
の
厄
介
者
た
る
立
場
が
リ
ア
ル
に
表
現

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
親
子

の
断
絶
、
近
親
憎

悪
、
現
代
に
お
い
て
な
ら
そ
れ
ほ
ど
特

別
で
は
な

い
社

会
の
縮
図
と
な
り
得
る
が
、
当
時
の
物

語
と
し
て
は
こ

の
親
子
の
相
克
は
か
な
り
刺
激
的
で
あ
り
、
当
時
の
農

漁
村
の
二

二
二
男
問
題
の
悲
劇
を
描
き
出
し
て
い
る
と

な
　

の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。

父
親
ら
の
言
葉
に
大
蔵
は
返
答
も
な

い
が
、
男
達
の

冷
た
さ
を
敏
感

に
感
じ
取

っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
後

山
賊
の
村
雲
に
暖
か
な
心
遣

い
を
見

せ
ら
れ
た
時

に

「親
兄
の
め
ぐ
み
、
し
か
ま
で
あ
ら
ば

殺
さ
じ
。

(あ

な
た
は
)
ま
こ
と
の
親
な
り
」

と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。

一
方
富
岡
本
で
は
、

父
は
持
仏
の
前

に
膝
を
た
か
く
組

て
、
烟
く
ゆ
ら
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せ
空
に
吹
き
い
た
り
。
兄
は
山
に
出
る
と
て
、
枴
鎌

と
り
て
、
「生

へ
帰
り
し
は
不
思
議

の
事
也
。
と
ふ

も
う
る
さ
し
」
と
て
、

つ
ら
を
き
と
に
ら
み
て
出
行

く
。

の
如
く
、
父

・
兄
の
大
蔵
に
対
す
る
無
関
心
な
態
度
を

描
出
し
て
、
彼
等

の
無
言
の
圧
力
を
示
す
に
留
ま

っ
て

い
る
。
ま
た
、
五
年
本
で
村
雲
に
訴
え
て
い
た
大
蔵
の

父
や
兄
に
対
す
る
前
記
の
恨
み
が
ま
し
い
せ
り
ふ
も
消

え
て
お
り
、
親
子
対
立
の
構
図
は
改
稿
に
あ
た

っ
て
や

や
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ

に
続
く
、
大
蔵
の
親
殺
し
の
場
面
も
、
改
稿
本
は
親
の

金
を
盗
み
追
わ
れ
る
身
と
な

っ
た
大
蔵
の
も

っ
ぱ
ら
力

に
任

せ
た
衝
動
的
な
行
為

(今
は
あ

ぶ
れ

に
あ

ぶ
れ

て
、
親
も
兄
も
谷
の
流
れ
に
け
お
と
し
て
〉
と
し
て
説

明
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
イ
ダ

テ
ン
足
で
逃
げ
失
せ
た
後

に
父
も
兄
も
凍
え
死
ぬ
の
で
あ
る
。

五
年
本
の
こ
の
場
は
は
る
か
に
血
な
ま
ぐ
さ
く
、
殺

伐
と
し
て
い
る
。
す
で
に
追

い
来
る
兄
と
友

一
人
を
谷

に
突
き
落

と
し
た
大
蔵

は
、
父
親

に

「
お
の
れ
赦

さ

じ
」
と
鎌

で
肩
を
打
た
れ
、
あ

ふ
れ
出
た
血
を
見
て

「子
を
殺
す
親
も
あ
り
よ
」
と
父
親
を
打
ち
返
す
。
結

局
三
人
と
も
淵
に
沈
ん
で
死
ん
で
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
大
蔵

は
恐
ろ
し
く
な
り
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去

る
。

こ
の

「恐
し
く
思
ひ
な
り
て
」
と

い
う
心
理
描
写

が
改
稿
本
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
大
蔵

に
は
親

を
死
な
せ
た
と
い
う
自
覚
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
強
く
受
け
る
っ
そ
し
て
以
上

の
よ
う
な
比
較

に
よ

っ
て
見
る
限
り
、
全
体
的
に
改
稿
本
の
方
が
親
殺

し
の
大
罪
も
、
や
や
大
蔵
の
罪
が
軽
く
な
る
方
向

に
向

い
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
大
蔵
の
悪
漢
た
る

面
目
は
減
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

2

次
に
、
大
蔵
を
仲
間
に
引
き
入
れ
る
盗
賊
村
雲
の
登

場
す
る
あ
た
り
の
描
き
方

に
つ
い
て
の
変
化
を
指
摘
し

た
い
。
五
年
本

で
は
前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
村
雲

の
親
切
に
感
じ
入

っ
た
大
蔵
が
ご
く
自
然
に
相
棒
に
な

っ
て
い
く
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
、
改
稿
本
は
二
人
の

出
合

い
の
初
め
か
ら
村
雲
に
は

「下
心
」
が
あ
り
、
そ

れ
で
何

か
と
大
蔵
を
助
け
る
の
で
あ
る
。
勿
論
大
蔵
は

喜
ん
で
盗
人
の
手
下
に
な
る
が
、
自
発
的
で
な
い
こ
と

を
明
確

に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
ま
た
も
や
大
蔵
の
悪
漢
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的
要
素
を
薄
め
よ
う
と
す
る
作
者

の
意
図
が
あ
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

村
雲
と
大
蔵
が
意
気
投
合
す
る
と
こ
ろ
に
は
か
な
り

の
筆
が
加
わ

っ
て
い
る
。
村
雲

の
前
身
も
よ
り
明
ら
か

に
な
り
、
二
人
で
い
れ
ぼ
怖
く
な
い
と
ば
か
り
に
里
の

茶
店
で
豪
快
に
酒
を
飲
み
、
僧
形
に
変
装
し
た
大
蔵
の

姿
に
笑

い
転
げ
る
様
が
活
写
さ
れ
る
。
秋
成
が
、
主
人

公
樊
噛

の
形
象
に
あ
た

っ
て
参
考

に
し
た
と
い
う

『水

滸
伝
』

の
中
の
人
物
魯
智
深
の
落
髪
譚
が
ヒ
ン
ト
に
な

　
む

っ
て
い
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
改
稿

本
に
よ
り
著
し
く
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

推
敲
に
よ

っ
て
加
筆
さ
れ
た
ふ
た
り
の
少
々
幼
稚
で

滑
稽
な
道
中
記
は
、
小
説
の
冒
頭
に
あ
る
親
殺
し
と
い

う
深
刻
な
事
件
を
忘
れ
さ
せ
る
程
に
明

る
く
野
放
図

で
、
主
人
公
が
本
来
持

っ
て
い
る
筈

の
素
直

・
純
朴
な

性
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
効
果
と
な

っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

3

最
後
に
、
大
蔵
が
村
雲
と
別
れ
た
後

に
人
里
離
れ
た

一
軒
家
に
宿

っ
た
時
の
記
述
に
変
改
の
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
く
。
文
化
五
年
本
の
本
文
で
は
、
樊
膾
が
宿

っ
た

一
つ
屋
の
息
子
が
外
出
先
か
ら
手
配
書
を
持
ち
帰

り
、
そ
の
人
相
書
き
を
読
み
な
が
ら

「御
僧

に
か
た
ち
よ
く
似
た
り
」

と
言
う
場
面
が
あ
り
、
樊
膾
は
、

　

　

　

　

　

　

　

「
こ
こ
の
む
す
子
は
よ
き
人
也
。
其

子
に
こ
ろ
さ
れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
親
兄
も
鬼
に
て
こ
そ
あ
り

つ
ら
め
」

と
笑

っ
て
そ
の
場
を
言

い
抜
け
る
が
、

翌
朝
朝
食
を
馳

走
さ
れ
る
と
、
「
さ
て
も
お
そ
ろ
し
お
そ
ろ
し
」
と
逃

げ

る
よ
う
に
そ
こ
か
ら
立

ち
去
る
こ

と
に
な

っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
表
面
強
気
を
装
い
な
が
ら
も
、
内
心
で

は
親
を
恨
み
、
逃
げ
る
こ
と
の
た
め
に
汲
々
と
し
て
い

る
い
さ
さ
か
矮
少
な
人
間
が
描
か
れ
て

い
て
、
し
か
も

冒
頭

で
読
者
に
強
く
印
象
付
け
ら
れ

る
親
子
の
確
執

が
、
依
然
と
し
て
樊
膾
に
暗

い
影
を
落

と
し
て
い
る
こ

と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

改
稿
本
で
は

一
つ
屋
に
お
け
る
こ
の
挿
話
が
全
く
消

え
て
い
る
。
代
わ
り
に
善
良
な
宿
の
老
母
と
息
子
が
樊

膾
を
全
く
疑
わ
ず
暖
か
く
も
て
な
す
さ
ま
が
描
か
れ
、

作
者
は
こ
の
親
子
を

「羲
皇
上
の
人
と
云
ふ
に
似
た
る

べ
し
」
と
書
く
。
気
持
良
く

一
夜
を
渦

し
た
翌
朝
、
樊
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膾
が

「南
無
大
師
」
と
高
ら
か
に
唱
え
る
声
を
聞
き
付

け
た
芝
刈

の
民
は

「
こ
の
家

に
は
鬼
が
入
た
る
か
。
お
そ
ろ
し
き
声
き

こ
ゆ
る
」

と
言
い
つ
つ
覗
き
見
る
が

「僧
は
か
か
る
ぞ
た
ふ
と
き
。
親

の
日
が
ら
也
。
よ

く
供
養
申
せ
」

と
言
う
だ
け
で
行

っ
て
し
ま
う
。
宿

の
主
と
同
じ
く
純

朴
な
山
人
が
醸
し
出
す
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

一
場
で
あ
る
。

「
は
ん
膾
も
お
か
し
き
宿

り
し
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、

改
稿
本
に
お
け
る

一
つ
屋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
樊
膾

に
と

っ
て
心
暖
ま
る
、

一
種
の
救
い
の
場
と
し
て
用
意
さ
れ

る
べ
く
書
き
改
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

い
の
で
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
三
点

の
大
き
な
推
敲
過
程
を
見
る
と
、
秋
成

は
主
人
公
を
極
悪
な
な
ら
ず
者
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
姿
勢

を
次
第

に
低
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
下

巻
の
推
敲
に
至
ら
ず
、
作
者
は
亡
く
な

っ
た
か
と
思
わ
れ
る

が
、
今
残
る
五
年
本

の
下
巻
に
相
当
す
る
部
分
の
本
文
に
、

推
敲
さ
れ
た
上
巻
を
置
い
て
も
全
く
矛
盾
が
な
い
の
は
、
も

と
も
と
こ
の
小
説
が
主
人
公
の
精
神

の
浄
化

を
テ
ー

マ
に
し

て
い
た
か
ら
に
違

い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
主
人
公
の
人

間
的
魅
力
は
改
稿
に
よ

っ
て
磨
き
が
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
は

否
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
頼
、

悪
漢
な
ど
と
い

う
定
義

に
は
納
ま
り
切
れ
な

い
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
、
型

破
り
に
自
由
奔
放
な
精
神
の
あ
り
方
、
そ
れ
は
も
と
も
と
下

巻
の
樊
膾
像
に
色
濃
く
表
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
か

ら
、
作
者

の
改
稿
意
図
は
十
分
果
た
さ
れ
た
と
い
え
る
。

笙
の
音
と
悟
り

へ
の
道

誰
か
ら
も
、
神
隠
し
に
あ

っ
た
ま
ま
戻

っ
て
来
な
い
の
で

は
な

い
か
と
思
わ
れ
て
い
た
、
そ
の
大
蔵
が
戻

っ
て
来
た
時

の
父
と
兄
の
冷
た
い
反
応
に
つ
い
て
は
前
章

1
に
記
し
た
。

二
人

の
男
に
比
し
、
母
親
と
兄
嫁
は
や
さ
し
く
労
り
、
大
蔵

の
し
ば
し
の
改
心
と
勤
勉
を
喜
ぶ
。
や
が
て
大
蔵
は
母
と
兄

嫁
の
愛
情
を
裏
切
り
、
母
を
力
で
押
え
付
け
て
金
を
持
ち
出

し
、
追

い
…掛
け
て
来
た
父
親
ら
と
揉
合
い
彼
等
を
谷

へ
突
き

落
と
す
結
果
と
な
る
こ
と
も
先
の
通
り
で
あ

る
。

こ
う
し
て
大
蔵

の
逃
亡
生
活
が
始
ま
る
が
、
「今
樊
膾
」

と
あ
だ
名
さ
れ
、
や
が
て
村
雲
に
出
会
う
あ

た
り
か
ら
本
来
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の
彼

の
持
ち
味
と
も
言
う

べ
き
お
お
ら
か
さ
と
明
る
さ
が
際

立

っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
そ
の
傾
向
は
改

稿
本

の
方

に
よ
り
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。

樊
膾
は
山
寺
の
僧
を
騙
し
て
髪
を
剃
り
、

つ
ん

つ
る
て
ん

の
衣
を
着
て
村
雲
に
か
ら
か
わ
れ
て
は
は
し
ゃ
い
で
い
た
。

一
人
で
野
中

の

一
軒
家

に
宿
を
借
り
た
時
に
は
、
純
朴
な
母

子
が
性
悪
な
商
人
に

一
両
小
判
を
騙
し
取
ら
れ
そ
う
に
な
る

の
を
救

っ
て

(こ
れ
は
両
本
に
共
通
す
る
行
為
)
、
改
稿
本

で
は
極
め
て
居
心
地
の
良

い

一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。・
変
装
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
樊
膾
の
心
に
余
裕
が
出
て

来
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
人
間
の
行
動

の
善
悪
が
心
の

ゆ
と
り
の
有
る
無
し
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改

稿
後
の
挿
話
が
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
改
稿
に
よ

っ
て
付
加
さ
れ
た
樊
檜
の

明
る
く
軽
妙
な
人
間
像
が
、
最
も
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
と

こ
ろ
は
、
何
と
言

っ
て
も
彼
が
冬
の
山
中
温
泉
で
湯
治
の
客

僧
か
ら
笙
を
習

い
こ
れ
を
吹
き
歩
く
下
巻
部
の

一
連

の
話
で

あ
ろ
う
。

温
泉
宿

の
主
は
樊
膾

の
連
れ
で
あ
る
月
夜

・
小
猿
が
盗
賊

で
あ
る
こ
と
を
見
知

っ
て
い
た
が
、
樊
膾
が
彼
等
を
子
供
扱

い
し
て
い
る
の
を
見
て
安
心
し
、
宿
泊
を
認

め
た
。
こ
の
時

す
で
に
樊
膾
に
は
あ
る
種
の
貫
禄
が
身
に
付

い
て
い
た
と
い

　
　

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

彼
は
相
宿

の
僧
か
ら

「喜
春
楽
」
と
い
う
曲
を
習
い
、
そ

の
吹
き
よ
う
は

「う
ま
れ
つ
き
て
拍
子
よ
く
、
節

に
叶
い
、

咽
ふ
と
け
れ
ば
、
笙
の
ね
高
し
」
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

「修
行
者
は
妙
音
天
の
鬼
に
て
あ
ら
は
れ
た
ま
ふ
や

」
と
客

僧
は
喜
び
感
心
す
る
。

樊
膾

の
音
楽
の
天
分
が
こ
こ
で
初
め
て
示
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
習
い
た
て
の
彼
の
笙
が
僧
を
感
動
さ
せ
た
の
は
、
そ

の
音
色

に
類
ま
れ
な
響
き
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
彼

自
身
も
自
分

の
音
楽

に
驚

き
、
酔

っ
た
よ

う
に
な

っ
て

い

く
。
た
だ
し
、
「今

一
曲
」
と
誘
わ
れ
て
も

「
い
な
、

一
曲

に
て
心
た
り
ぬ
。
お
ほ
く
覚
え
ん
は
煩
わ
し
」
と
言

っ
て

一

　
む

曲
以
上
習
お
う
と
し
な

い
の
は
無
欲
な
の
か
骨
惜
し
み
か
。

湯
の
中
で
も
笙
を
さ
さ
げ
て
吹
き
、
粟
津

と
い
う
加
賀

の

城
下
近
く
の
市

へ
行

っ
て
人
込

み
の
中

で
も
夜
昼
吹
き
遊

ぶ
。

「
さ
て
も
さ
て
も
妙
音
也
。
た
だ

一
曲
に
と
ど
ま
り
た
ま

ふ
、
ま
た
妙
也
。
我
は
よ
こ
笛
吹
く
」
と
、
よ
こ
笛
を
吹
き
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合
わ
せ
る
市
人
も
い
る
。
土
地

の
富
豪
で
あ
る
こ
の
人
の
家

に
招

か
れ
、
箴
篥
を
吹
く
人
と
何
度
も
合
奏
し
、
こ
こ
で
も

人
々
を
感
動
さ
せ
る
。

一
応

「小
猿
、
よ
く
見
と
ど
け
お
け
。
こ
の
家
も
宝
あ
づ

け
た
る
ぞ
」
と
言

っ
て
は
い
る
も
の
の
、
管
弦
の
誘
惑
に
は

叶
わ
な
い
。
吹
け
ば
吹
く
ほ
ど
に
感
心
さ
れ
、
そ
の
様
子
は

一
向
宗

の

一
心
念
仏
の
境
地

に
例
え
ら
れ
て
い
る
。

・
雪
深
い
立
山
の
地
獄
の
中
で
、
食
べ
物
を
乞
い
に
現
わ
れ

た
餓
鬼
が
樊
噌
の
吹
く
笙
の
強

い
音
に
驚
き
退
散
す
る
場
面

は
特

に
幻
想
的
で
、
雪
雲
の
間

か
ら
樊
膾

に

一
筋
の
光
明
が

差
し
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
ら
れ
る
。

さ
て
次
に
村
雲

に
再
会
し
、
魚
津
の
浮
島
見
物
に
連
れ
立

つ
が
、
こ
こ
で
は
村
雲
が
乗

っ
た

一
つ
の
浮
島
を
力
任
せ
に

岸
か
ら
突
離
し
、
驚
く
村
雲

に
は
目
も
く
れ
ず
に
笙
を
高
ら

か
に
吹
き
遊
び
、
笑
い
な
が
ら
立
ち
去

っ
て
行
く
。

笙

に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
以
上
で
終
る
が
、
作
者
は
鬼

の
よ
う
な
樊
膾
に
音
楽
の
才
を
付
加
し
、
そ
の
天
分
の
開
花

に
よ

っ
て
彼
の
魂
が
浄
化
さ
れ
行
く
き
ま
を
描
き
た
か

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
樊
膾
は
思
い
掛
け
な
い
自
分
の
笙

の
音

の
素
晴
ら
し
さ
に
酔

い
、
忘
我
の
境
地
に
至

っ
て
し
ま

う
の
で
あ
ろ
う
。
最
後

の
、
村
雲

に
対
す
る
悪
戯
も
全
く
他

意
の
無

い
衝
動
的
な
も
の
で
、
村
雲
に
し
て
も
ど
う
と
い
う

被
害
を
被

っ
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
翌
朝
ま
た
行

き
合

っ
た
時
、
村
雲
は

「
お
の
れ
、
恩
し
ら
ず
め
。
命
得
さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

せ
、
金
百
両
あ
た

へ
し
に
は
、
親
と
も
た
の
み
つ
る
と
云
ひ

レ

(傍
点
部
に
当
た
る
所
は
最
終
校
本
に
無

く
、
・当
然
改
稿

余
地
の
あ
る
所
)
を
忘
れ
、
我
を
水
上
に
離

ち
た
る
、
ゆ
る

す
ま
じ
き
を
、
」
と
憤
り
な
が
ら
も

「今
は
思

ふ
所
あ
れ
ば
」

と
許
し
て
い
る
。
村
雲
は
樊
膾
の
威
厳
に
屈
服
し
て
し
ま

っ

た
と
い
え
る
。
再
び
連
れ
立

っ
て
行
く
二
人

の
姿
は
さ
な
が

ら

「寒
山
拾
得
図
」
を
見
る
よ
う
な
趣
が
あ

る
。
宝
暦
か
ら

寛
政
期

に
か
け
て
特

に
上
方
に
流
行
し
た
と

い
う
、
狩
野
山

雪
や
曾
我
蕭
白
な
ど
が
描
く
と
こ
ろ
の
怪
奇
画

の

一
種
で
あ

　
お

る

「寒
山
拾
得
」
の
図
で
あ
る
。
樊
膾
と
村
雲

の
風
貌
を
文

脈
か
ら
想
像
す
る
と
ま
さ
に
ぴ
た
り
と
そ
れ
ら
の
図
に
重
な

る
よ
う
で
あ
る
。
従

っ
て
鬼
と
妙
音
菩
薩
の
取
り
合
せ
も
単

な
る
皮
肉
や

ユ
ー
モ
ア
で
は
な
く
、
樊
膾
が
合
わ
せ
持

っ
た

野
性
と
聖
性
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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「笙
」
と

い
う
楽
器

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
作
品
で
秋
成
が
笙
や
箴
篥
と
い
う
古

楽
器
を
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
く
恣
意
的

に
用

い
た
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
理
由
の

一
つ
と
し
て
は
他
の
部
分

で
の
関
わ

り
と
同
じ
く
、
『水
滸
伝
』
か
ら
の
影
響
と

い
う
こ
と
が
あ

る
。
『水
滸
伝
』

の
中
で
好
漢
達

の
奏
す
る
楽
器
は
だ

い
た

い
笙
で
あ
る
と
い
え
る

(七
十

一
回
、
八
十
回
、
八
十

一
回

な
ど
)。
特

に
八
十

一
回
は
遊
女
李
師
師
と
好
漢
燕
青
が
簫
、

　
レ

阮
な
ど
を
争

い
奏

で
る
艶
治
で
楽
し

い
場
面

で
あ
る
。
『水

滸
伝
』

に
笙
、
簫
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
楽
器

の
実
態
を
こ
こ
で
改
め
て
詮
索
す
る
用
意
は
な
い
が
、

『樊

・

膾
』
に
お
い
て
も
そ
れ
は
匏
簫
、
笙
と
あ
い
ま
い
な
表
記
で

あ
り
、
ま
た
実
態
が
必
ず
し
も

『水
滸
伝
』
の
楽
器
と

一
致

す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
違

い
が
あ

っ
て
も
同

種
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
し
、
秋
成

の
指
向
す
る
主

人
公

に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
と
し
て
文
字
ず
ら
か
ら

一
応
の
ヒ

ン
ト
を
得
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
と
い
う
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。

「匏
簫
」
は
笙
と
は
別
物
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
秋
成
は

　
め

鳳
笙
の
積
り
で
こ
う
書

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鳳
笙
は
笙
の
美

称
で
あ
る
。

以
前
に
秋
成

は

「笙
は
鳳
凰
の
声
、
笛
は
龍
の
な
く
音
じ

ゃ
と
は
、
誰
が
聞

て
の
た
と

へ
ご

と
」

(
『諸
道
聴
耳
世
間

「

猿
』

・
巻
四

・
冒
頭
)
と
書

い
て
お
り
、
遊

び
事
は
音
楽
よ

り
芝
居
に
如
か
ず
と
い
う
論
旨
の
中
で
笙
や
笛
を
否
定
的

に

扱

っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ

へ
の
関
心
は
前
々
か
ら
あ

っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
し
て
笙
が
鳳
凰

の
鳴
き
声

を
模
し
て
作
ら

れ
た
楽
器
で
あ
る
と
い
う
伝
説
も
認
識
し
て

い
た
の
で
あ
ろ

う
。萱

沼
紀
子
氏
が

『秋
成
文
学
の
世
界
』
で
、
立
山
地
獄
で

餓
鬼
が
退
散
し
た
事
件
は
、
笙
の
音
色
に
あ
る
神
秘
的
な
力

を
語

っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏

教
美
術
に
お
い

て
も

「笙
」
は
天
上
界
で
天
女

の
奏
す
る
楽

器
の

一
つ
で
あ

る
し
、
文
学
の
世
界
で
も
特
に
中
世
以
後
は
神
秘
な
イ
メ
ー

ジ
を
持

っ
た
存
在
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

そ
れ
は
大
江
定
基

(寂
昭
法
師
)
が
臨
終

の
時

に
仏
の
来

迎
す
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
と
い
う
詩
句

笙
歌
遥
か
に
聞
ゆ
孤
雲
の
上

聖
衆
来
迎
す
落
日
の
前

に
因
る
も
の
ら
し
く
、
『発
心
集
』
『宝
物
集

』
な
ど
の
説
話
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に
よ

っ
て
世
に
広
ま

っ
た
こ
の

一
節
は
、
『平
家
物
語
』、
謡

曲

の

『実
盛
』
『誓
願
寺
』
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

謡
曲

『石
橋
』
は
ワ
キ
僧
が
大
江
定
基
で
あ
り
、
作
中
に
は

む
か
ひ

「
向
は
文
殊

の
浄
土

に
て
常
に
笙
歌

の
花
降
り
て
、
笙
笛

琴
箜
篌
夕
日
の
雲
に
聞
え
来
目
前

の
奇
特
あ
ら
た
な
り
」

と
、
前
記
の
詩
句
を
利
用
し
た

一
章
が
あ
る
。
笙
は
極
楽

の

楽
器
で
あ
り
、
そ
の
妙
音
は
人
々
を
至
福

の
境
地
に
い
ざ
な

う
筈
の
も
の
で
あ

っ
た
。

明
和
四
年

(秋
成
三
四
才
)
五
月
大
坂
竹
本
座
で
初
演
さ

　
　

れ
た
浄
瑠
璃

『四
天
王
寺
稚
木
像
』

(近
松
半
二
・
三
好
松
洛

ら
合
作
)
に
も
、
笙
の
神
秘
性
を
物
語
る
話
が
あ
る
。
そ
れ

を
以
下
に
略
述
す
る
と
、

1

用
明
天
皇
の
皇
子
聖
徳
太
子
を
親
の
敵
と
狙
う
、
も

と
楽
人
の
遺
児
で
舎
人
の
調
子
丸
は
、
太
子
の
引
き
篭

っ
て
い
る
夢
殿
に
近
付
く
が
、
折

か
ら
太
子
の
吹
く
笙

の
音
色
を
父
の
形
見
と
聞
き
入
る
う
ち
、
思
わ
ず
知
ら

ず
呆
然
と
な

っ
て
討

つ
こ
と
が
出
来
な

い
。

一
方
の
太

子
は
笙
の
音
色
か
ら
曲
者
の
存
在
を
察
知
す
る

(初
段

目

・
中
-

思
は
ず
し
ら
ず
聞
入
て
。
心
ゆ
る
め
ば
猶

更
に
恨
が
ご
と
く
訴
ふ
る
が
ご
と
く
。
身

に
し
み
渡
る

妙
音

に
、
頭
傾
け
。
眠
が
ご
と
く
只
忙
然

た
る
其
有

様
。
太
子
は
笙
の
音
色

に
て
曲
者
有

と
さ
と
し
給

ひ

…
)。

2

耳
の
不
自
由
な
与
五
郎

(先

の
調
子
丸
)
に
太
子
の

吹
く
笙
の
音
色
が
聞
こ
え
、
彼
は
そ
の
音
に
聞
き
入
り

再
び
呆
然

と
な
る
。
そ
し
て
笙

の
音

の
流
れ
る
う

ち

に
、
太
子
の
木
像
が
動
く
と
い
う
奇
跡

や
、
身
代
り
、

親
子
の
死
別
れ
な
ど
の
愁
嘆
場
が
展
開

さ
れ
る
が
、
や

が
て
真
の
太
子
が
現
わ
れ
て
、
与
五
郎

の
病
は
太
子
が

悪
魔
降
伏
の
笙
を
吹
き
祈

っ
た
結
果
で
、

一
旦
の
罪
が

許
さ
れ
る
今
は
ま
た
笙
の
音

に
よ

っ
て
も
と
の
耳
に
戻

い
つ
ぞ
や

す
と
語
る

(三
段
目

・
切
1

…
日
外
夢
殿
に
て
。
我

を
ね
ら
ふ
と
知
ッ
た
る
故
。
悪
魔
降
伏

の
笙
を
吹
け
ば

…
け
ふ
又
笙

の
音
に
よ
っ
て
塞
し
耳
を
開
き
し
は
。
飛

騨
の
内
匠
が
所
縁

に
免

じ
。

一
旦
の
科
を
赦
す
仁
心

…
)
。

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
は
仏

に
捧
げ
る
楽
と
し
て
笙
を
吹
き
、
そ
の
こ

と
に
よ

っ
て
仏
と
繋
り
、
事
件
を
解
決

す

る
こ
と
が

で
き

る
。
善
な
る
魔
法
の
笛
は
、
楽
人
で
あ

っ
た
調
子
丸
の
父
が
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『樊 噌』小考 一笙 を吹 く樊噌の意味一

逆
臣
の
守
岩
に
頼
ま
れ
、
天
皇
調
伏
の
目
的
で
吹

い
た
時
に

は
効
果
を
発
揮
せ
ず
、
た
め
に
父
は
刑

に
処
せ
ら
れ
た
の
だ

っ
た
。

こ
の
浄
瑠
璃

の
所
演
劇
場

の
膝
元
で
あ
る
大
坂
の
四
天
王

寺
建
立
の
起
源
を
語
る
こ
の
史
劇
を
、
そ
の
頃
堂
島
に
住
ん

で
い
た
秋
成
が
知

っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
同
時
代

に

い
た
作
家
達

の
両
作
品
で
の
、
笙
と
い
う
楽
器
に
対
す
る
意

識
や
そ
の
扱

い
に
は
共
通
す
る
も

の
が
あ
ろ
う
。

勿
論

『樊
膾
』
の

「
笙
」
の
モ
チ
ー
フ
に
関
わ
る
典
拠
と

　
レ

し
て
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

『古
今
著
聞
集
』
巻
六

「管
弦
歌
舞

」
、
巻
十
二

「偸
盗
」
の
説
話
群
を
視
野
に
入

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
笙
に
限
ら
ず
、
音
楽

の

霊
威
を
語
る
説
話

の
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
特

に
、
笙
の
名
手

新
羅
三
郎
義
光
が
豊
原
時
秋
に
秘
曲
を
伝
授
す
る
話
、
盗
人

が
博
雅
三
位

の
篳
篥
を
聴

い
て
改
心
し
た
話
、
海
賊
が
篳
篥

に
感
涙
を
流
し
て
助
け
る
話
な
ど
が
、
樊
膾
の
心
象

に
投
影

　
　

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
音
楽
的
感
動
が
、
作
中
人
物

の
あ
る

行
動
を
促
す
契
機
と
成
る
と

い
う
点

で
は
確

か
に
ど
れ
も

『樊
膾
』
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
同
じ
よ

う

に
、
篳
篥
吹
き
遠
理
が
神

に
感
動
し
て
雨
を
降
ら
せ
る

話
、
小
殿
と
い
う
強
盗
が
、
も
と
は
石
清
水
八
幡
宮
の
稚
児

で
、
武
勇
に
勝
り
ま
た
篳
篥
も
よ
く
し
、
所
領
争
い
で
叔
父

を
殺
し
て
大
殿
と
い
う
強
盗
と
仲
間
に
な

る
話
な
ど
も
ヒ
ン

ト
に
な

っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

『樊
膾
』
は
、
芸
術
家

の
逸
話
を
伝
え

る
説
話

に
多
い
、

音
楽
の
芸
術
性
に
悪
者
が
感
動
す
る
と
い
う
話
で
は
な
く
、

盗
賊
自
身

の
音
楽
が
他
を
感
動
さ
せ
て
い
る
話

で
あ
る
か

ら
、
以
上
に
挙
げ
た
説
話

の
中

で
は
、
最

後
の
話
に
最
も
近

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
篳
篥
の
嫌
い
な
志
賀
僧
正
が
名
手

の
吹
く
そ
の
音

に
感
涙
を
催
し
、
「篳
篥
は
伽
陵
頻

の
声
を
学

ぶ
」
と
い
う

こ
と
を
そ
れ
ま
で
信
じ
な
か
っ
た
自
分
を
恥
じ
る
話
も
、
樊

膾
が
笙

の
音

に
魅
せ
ら
れ
て
行
く
理
由
を
考
え
る
時

に
、
大

い
に
示
唆
的

で
あ
ろ
う
。

『発
心
集
』

に
は
笙
吹
き
の
時
光
と
篳
篥

師
茂
光
の
、
愉

快

な
説
話

(時
光
、
茂
光
、
数
奇
天
聴

に
及
ぶ
事
)
が
あ

る
。
二
人
は
囲
碁
を
打
ち
な
が
ら
楽
曲
を
唱

歌
し
、
興
に
入

る
ま
ま
に
朝
廷
か
ら
の
召
し
に
も
応
じ
な

か

っ
た
と
こ
ろ
、

帝
は

「
さ
ほ
ど
に
楽

に
愛
で
て
、
何
ご
と
も
忘
る
ば

か
り
思

ふ
こ
そ
い
と
や
ん
ご
と
な
け
れ
。
王
位
は

口
惜
し
き
も
の
な
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り
け
り
。
行
き
て
も
、
え
聞

か
ぬ
こ
と
」
と
涙
を
流
し
、
戒

め
は
な
か

っ
た
。
こ
の
説
話
は
、
数
奇
が
こ
の
世
の
こ
と
を

捨

て
る
頼
り
と
な
る
も

の
だ
と

い
う
主
旨
の
も

の
で
あ

る

が
、
数
奇
の
具
体
的
な
も
の
が
音
楽
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
ま
た

『樊
膾
』
の
笙

の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
わ
り
が
考
え

ら
れ
よ
う
。

秋
成
は
音
楽
の
持

つ
宗
教
的
、
神
秘
的
要
素
、
ま
た
特
に

笙
や
篳
篥

の
持

つ
仏
教
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
作
品

に
齎
す
効

果
を
承
知
し
な
が
ら
、
笙

の
挿
話
を
描
き
出
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

山
寺
の
僧

か
ら
笙
を
習
い
こ
れ
を
吹
き
歩
く
う
ち
に
、
樊

膾

は
ひ
と
と
き
こ
の
世

の
欲
や
悩
み
を
忘
れ
、
心
の
赴
く
ま

ま
に
生
き
る
禅
僧
の
よ
う
な
境
地

に
近
付
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
お

中
村
博
保
氏
が
こ
の

一
章

に
内
的
転
向
の
機
縁
、
脱
俗
の
機

縁
を
認
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
挿
話
以
後
、
彼
は
村
雲

の
上
に
立

つ
人
間
に
変

っ
て
い
る
。
笙
を
吹
く
幸
せ
な
時
間

か
ら
現
実

に
戻
る
と
、
泥
棒
の
大
仕
事
も
大
胆

・
的
確
に
や

り
こ
な
し
は
す
る
が
、
物
欲
か
ら
夜
盗
を
働

い
た
の
で
な
い

こ
と
は
分
配
金
の
分
け
方
で
分
か
る
。
た
だ
、
物
欲
を
去

っ

て
も
な
お
捨
て
切
れ
な
い
の
が
命

で
あ

っ
た
か
ら
、
盗
み
も

餓
え
な
い
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
が
願
う

の

は
百
年
の
寿
命
で
あ
り
、
こ
の
執
着
を
捨
て
な
い
以
上
永
遠

に
彼
は
救
済
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

し
か
る
に
丘

の

上
の
寺
院
の

一
件

で
す

っ
か
り
弱
気
に
な

っ
た
村
雲
と
樊
膾

は
遂
に
袂
を
分
ち
、
那
須
野
の
原
で
樊
膾
は
、
よ
う
や
く
自

覚
的
に
救
済

へ
の
道
を
歩
み
出
す
の
で
あ
る
。

ま
と
め

樊
膾
が
笙
を
吹
く
楽
し
み
を
得
た
こ
と
は
、
彼
が
傲
慢
不

遜
な
青
年
か
ら
剛
気
朴
訥

の
民
の
仲
間
入
り
を
し
、・
悟
り
を

開

い
て
行
く
過
程
に
あ

っ
て
不
可
決
の
体
験

で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
体
験
に
至
る
ま
で
の
樊
膾

の
粗
野
で
手

に
負
え

な
い
悪
漢
的
性
格
は
、
作
者
が
死
の
直
前
ま

で
推
敲
し
て
い

た
ら
し

い
改
稿
本
で
、
か
な
り
弱
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
確
か

め
得
た
。
こ
れ
は
作
者

の
、
主
人
公
の
性
格
形
象

に
立
ち
向

う
姿
勢
に
変
化
が
生
じ
た
結
果
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

魂
の
救
済

に
向
か
っ
て
飄
々
と
荒
野
を
駆
け
抜
け
て
行
く

樊
膾
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
馳、作
者
自
身
の
最
晩
年

の
心
象
風
景
で

も
あ
る
。
一
そ
し
て
そ
れ
は
矛
盾
と
混
沌
を
抱
え
て
こ
の
世
に

生
き
る
全
て
の
人
間
の

一
生
を
象
徴

す
る
も
の
で
も
あ
ろ
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『樊噌'』小考 一笙 を吹 く樊噌 の意味一

う
。秋

成
七
十
才
頃
の
自
画
賛
に
、
蝦
夷

の
素
朴
な
楽
器
を
弄

ぶ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
歌
人
小
沢
芦
庵
ら
の
奏
で
る
琴
や

箏

の
音
に
耳
を
傾
け
た
こ
と
も
あ
る
秋
成

で
あ
る
。
笙

に
浮

か
れ
る
樊
膾

の
姿
は
書
く

こ
と

へ
の
拘
り
を
自
身
の

「数

奇
」
と
し
て
、
自
己
救
済
を
計

っ
た
秋
成
の
見
果
て
ぬ
夢

で

あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

注
1

漆
山
本
の
筆
録
者
・竹
内
弥
左
衛
門

(「日
本
文
芸

史

・
第
四
巻
近
世
』
参
照
)

注
2

『中
村
幸
彦
著
作
集

・
矛
六
巻
』
所
収

注
3

『蕪
村
全
集
』
才

一
・
発
句

(講
談
社
)

注
4

『上
田
秋
成

の
文
芸
的
境
界
』
(鷲
山
樹
心
氏
)
日

本
古
典
大
学
大
系

『上
田
秋
成
集
』
補
註
等
。

注
5

『上
田
秋
成
年
譜
考
説
』

(高
田
衛
氏
)

注
6

旦
小
古
典
文
学
全
集

『英
草
紙

・
西
山
物
語

・
雨
月

物
語

・
春
雨
物
語
』
解
説

注
7

『秋
成
文
学

の
思
想
』

(鷲
山
樹
心
氏
)
『上
田
秋

成
そ
の
生
き
方
と
文
学
』
(大
輪
靖
宏
氏
)
『上
田
秋

成
の
晩
年
』
(牛
山
之
雄
氏
)
等
。

注
8

テ
キ
ス
ト
は

『校
註
春
雨
物
語

』
(浅
野
三
平
氏
)

所
収
本
を
主
と
し
た
。

注
9

『逃
亡

の
文
学
』

(図
説
日
本

の
古
典

『上
田
秋

成
』
所
収

・
松
田
修
氏
)

注
10

「春
雨
物
語

『樊
膾
』
と
水
濤
伝
と
の
関
係
」
八
堺

光

一
氏
)
等
。

注
11

中
村
博
保
氏
注
6
の
本
文
頭
注
。

注
12

注
2
の
論
中

に
こ
の
モ
デ

ル
に

つ
い
て
の
考
察
も

な
さ
れ
て
い
る
。

注
13

辻
淋
惟
氏

「江
戸
時
代

の
怪
奇
画
」

(図
説
日
本

の
古
典

『上
田
秋
成
』
所
収
)

注
14

『上
田
秋
成
の
研
究
』

(森
田
善
郎

氏
)
矛
5
章
十

樊
膾
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

注
15

中
村
博
保
氏

注
6
本
文
頭
注
参
照

注
16

テ
キ
ス
ト
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
本

注
17

日
本
古
典
文
学
大
系

『上
田
秋
成
集
』
補
注
等
。

注
18

注
6
の
本
文
頭
注

注
19

注
18
に
同
じ
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