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れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
中
国
古
典
文
学
と
い
う
強
固
な
因
襲
の
枠
組

み
の
な
か
で
文
学
を
営
ん
だ
士
大
夫
に
と
っ
て
、
個
々
人
の
文
学
製
作
の

動
機
よ
り
も
直
接
に
作
用
し
た
の
は
、
当
時
の
世
に
お
い
て
文
学
が
持
っ

て
い
た
役
割
が
、
ま
ず
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
生
活
の
場

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
友
を
送
る
際
に
「
送
別
詩
」
を
書
く
こ
と
は
、
社

会
の
慣
習
や
文
学
の
因
襲
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

書
き
手
の
内
発
的
な
動
機
は
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
た
だ
ろ
う
か
。

古
典
文
学
の
な
か
で
は
、
文
学
的
な
因
襲
や
文
学
を
取
り
巻
く
当
時
の
環

境
が
、
製
作
す
る
際
に
も
ま
ず
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
に
の
み

関
心
を
集
中
さ
せ
た
り
、
個
人
の
内
面
に
過
度
に
注
目
す
る
こ
と
に
は
、

は
じ
め
に

　

人
は
な
ぜ
文
学
を
書
く
の
か
。
個
々
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
契
機
は

何
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
人
間
に
と
っ
て
文
学
は
ど
の
よ
う
な
意
義

を
持
つ
か
、
と
い
う
問
い
と
も
関
わ
る
。
文
学
の
動
機
を
考
え
る
こ
と

は
、
文
学
の
意
義
を
個
別
の
作
者
の
側
か
ら
、
作
品
が
書
か
れ
る
場
か
ら

見
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
古
典
文
学
、
こ
と
に
中
国

の
古
典
文
学
に
特
有
の
、
あ
る
い
は
顕
著
な
性
格
の
な
か
で
、
考
え
な
け

文
学
の
動
機

川
合
康
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慎
重
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

　

そ
う
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
個
人
の
内
面
か
ら
文
学
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
関
す
る
言
説
は
、
確
実
に
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国

古
典
文
学
に
お
け
る
「
文
学
の
動
機
」
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。

一
　
発
憤
著
書

　

文
学
の
動
機
と
し
て
、
中
国
で
早
く
か
ら
、
そ
し
て
広
く
語
ら
れ
て
き

た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
発
憤
著
書
」
の
説
で
あ
っ
た
。
個
人
の
内
面
に
生

じ
た
感
情
の
大
き
な
昂
揚
、
そ
れ
が
文
学
の
製
作
に
駆
り
立
て
る
と
す
る

考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
毛
詩
大
序
」
に
言
う
「
情　

中
に
動
き
て
言
に

形あ
ら

は
る
」
の
な
か
に
含
ま
れ
、
そ
の
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
外
界
の
刺
激
が
感
情
を
生
み
出
し
、
生
み
出
さ
れ
た
感
情
を
言
語
化

し
て
表
出
し
た
も
の
が
「
詩
」
で
あ
る
と
い
う
「
毛
詩
大
序
」
は
、
喜
怒

哀
楽
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
詩
の
源
泉
と
す
る
が
、「
発
憤
著
書
」
は
「
発

憤
」
と
い
う
感
情
の
特
別
な
昂
揚
に
絞
っ
て
、
作
品
の
誕
生
を
語
る
も
の

で
あ
る
。「
発
憤
」
と
は
「
発
憤
忘
食
」（『
論
語
』
述
而
篇
）
の
よ
う
に
、

平
静
を
逸
脱
し
た
感
情
の
昂
ぶ
り
を
意
味
す
る
も
の
か
ら
、
司
馬
遷
が
漢

武
帝
の
封
禅
の
儀
に
参
与
で
き
な
か
っ
た
父
の
司
馬
談
に
つ
い
て
、「
故

に
発
憤
し
て
且ま
さ

に
卒
せ
ん
と
す
」（『
史
記
』
巻
一
三
〇
、
太
史
公
自
序
）

と
い
う
よ
う
な
、
不
満
の
思
い
の
激
昂
ま
で
、
広
い
範
囲
を
掩
う
が
、
そ

れ
を
著
述
の
動
機
と
し
て
語
る
司
馬
遷
の
「
発
憤
著
書
」
の
場
合
は
、
現

実
の
場
面
に
お
い
て
災
禍
に
見
舞
わ
れ
た
不
幸
を
主
な
内
容
と
す
る
。
そ

れ
を
明
言
す
る
の
は
、
司
馬
遷
「
太
史
公
自
序
」
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
執
筆
の
由
来
と
概
要
を
語
る
「
太
史
公
自
序
」
の
な
か
で
、

司
馬
遷
は
父
司
馬
談
の
遺
志
を
受
け
て
史
書
の
執
筆
を
続
け
て
き
た
こ
と

を
述
べ
、
そ
の
あ
と
に
言
う
、

七
年
が
過
ぎ
て
、
太
史
公
は
李
陵
の
禍
に
出
く
わ
し
、
囚
禁
さ
れ

る
身
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
深
く
嗟
嘆
し
て
言
っ
た
、「
こ
れ
は
わ
た

し
の
罪
だ
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
罪
だ
。
体
は
損
な
わ
れ
て
無
用
の
も

の
と
な
っ
た
」。
退
出
し
て
じ
っ
と
考
え
て
み
た
の
は
、「
そ
も
そ
も

『
詩
経
』
や
『
尚
書
』
が
言
葉
が
短
く
て
意
味
を
取
り
に
く
い
の
は
、

書
き
手
の
考
え
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
ろ
う
。
昔
、
西
伯

（
周
の
文
王
）
は
羑ゆ
う
り里

の
地
で
拘
束
さ
れ
た
時
に
『
周
易
』
を
敷
衍

し
た
。
孔
子
は
陳
と
蔡
の
あ
た
り
で
苦
境
に
陥
っ
た
時
、『
春
秋
』

を
作
っ
た
。
屈
原
は
国
を
追
わ
れ
、「
離
騒
」
を
著
し
た
。
左
丘
明

は
失
明
し
て
、『
国
語
』
が
で
き
た
。
孫
子
は
足
斬
り
の
刑
に
遭
っ

て
、
兵
法
を
論
じ
た
。
呂
不
韋
は
蜀
に
左
遷
さ
れ
て
、
世
に
『
呂

覽
』
が
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
韓
非
子
は
秦
に
囚
わ
れ
て
、「
説
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難
」「
孤
憤
」
が
あ
る
。
詩
三
百
篇
は
お
お
む
ね
賢
者
聖
人
が
発
憤

し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
は
み
な
心
に
鬱
屈
す
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
は
け
み
ち
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、

そ
こ
で
過
去
を
記
し
、
未
来
を
考
え
た
の
で
あ
る
」。

七
年
而
太
史
公
遭
李
陵
之
禍
、
幽
於
縲
紲
。
乃
喟
然
而
歎
曰
、

「
是
余
之
罪
也
夫
。
是
余
之
罪
也
夫
。
身
毀
不
用
矣
」。
退
而
深
惟

曰
、「
夫
詩
書
隱
約
者
、
欲
遂
其
志
之
思
也
。
昔
西
伯
拘
羑
里
、
演

周
易
。
孔
子
戹
陳
・
蔡
、
作
春
秋
。
屈
原
放
逐
、
著
離
騷
。
左
丘
失

明
、
厥
有
國
語
。
孫
子
臏
脚
、
而
論
兵
法
。
不
韋
遷
蜀
、
世
傳
呂

覽
。
韓
非
囚
秦
、
説
難
孤
憤
。
詩
三
百
篇
、
大
抵
賢
聖
發
憤
之
所
爲

作
也
。
此
人
皆
意
有
所
鬱
結
、
不
得
通
其
道
也
。
故
述
往
事
、
思
來

者
」。

　

腐
刑
と
い
う
災
禍
に
遭
遇
し
た
司
馬
遷
は
、
先
人
が
い
ず
れ
も
苦
境
に

陥
っ
た
時
に
世
に
の
こ
る
書
物
を
著
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
挙

げ
ら
れ
る
の
は
西
伯
か
ら
韓
非
子
に
至
る
七
人
。
一
は
西
伯
（
周
文
王
）

に
よ
る
『
易
』
の
敷
衍
。
西
伯
が
殷
の
紂
王
に
よ
っ
て
羑
里
の
地
で
収
監

さ
れ
た
こ
と
は
、『
史
記
』
巻
三
、
殷
本
紀
に
見
え
る
。
崇
侯
虎
と
い
う

も
の
が
西
伯
を
殷
の
紂
王
に
讒
言
し
、
そ
の
た
め
に
「
紂
は
西
伯
を
羑
里

に
囚
ふ
」。『
尚
書
大
伝
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
八
四
、『
太
平
御
覧
』
巻
八

〇
七
所
引
）
に
も
「
文
王　

羑
里
に
囚
は
る
」
と
記
さ
れ
る
。

　

し
か
し
幽
閉
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
『
周
易
』
の
八
卦
を
六
十
四
卦
に

拡
張
し
た
こ
と
は
、『
史
記
』
巻
四
、
周
本
紀
に
、「
其
の
羑
里
に
囚
は

れ
、
蓋
し
易
の
八
卦
を
益
し
て
六
十
四
卦
と
為
す
」
と
い
う
以
外
に
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
。『
史
記
』
巻
四
一
、
越
王
勾
践
世
家
で
は
、
呉
に
敗

れ
て
絶
望
す
る
勾
践
に
対
し
て
、
大
夫
種
が
「
湯
（
殷
の
湯
王
）
は
夏
臺

に
繋
が
れ
、
文
王
は
羑
里
に
囚
は
れ
、
晋
の
重
耳
は
翟
に
犇は
し

り
、
斉
の
小

白
は
莒
に
犇
り
、
其
れ
卒つ
い

に
王
霸
た
り
。
是
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、

何な

ん遽
ぞ
福
と
為
さ
ざ
る
か
」
と
励
ま
す
言
葉
が
記
さ
れ
る
。
過
去
の
王
者

覇
者
は
一
度
は
苦
難
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
最
後
に
は
勝
者
と
な
っ
た
こ
と

を
列
挙
し
て
、
敗
戦
を
福
に
転
換
せ
よ
と
勧
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
文
王
が
禍
を
福
に
転
じ
て
周
王
朝
の
建
立
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
語

る
も
の
で
、『
易
』
の
敷
衍
に
向
か
っ
た
こ
と
に
は
触
れ
な
い
。
管
見
の

及
ぶ
限
り
、
文
王
が
羑
里
に
囚
え
ら
れ
た
事
件
と
『
周
易
』
増
補
と
の
関

連
を
語
る
記
述
は
、『
史
記
』
周
本
紀
以
外
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

二
は
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
「
陳
蔡
の
厄
」。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』

巻
四
七
、
孔
子
世
家
が
具
体
的
に
記
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
陳
蔡

の
厄
が
『
春
秋
』
撰
述
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。「
陳
蔡

の
厄
」
と
『
春
秋
』
撰
述
の
間
に
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
は
確
認
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で
き
な
い
。

　

三
は
屈
原
の
「
離
騒
」。
こ
れ
も
『
史
記
』
巻
八
四
、
屈
原
賈
生
列
伝

に
、
讒
言
を
受
け
た
屈
原
が
「
故
に
憂
愁
幽
思
し
て
離
騒
を
作
る
」
と
記

さ
れ
る
。

　

四
の
左
丘
明
『
国
語
』。「
左
丘
失
明
」
の
一
文
で
は
、
左
丘
明
が
失
明

す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
『
国
語
』
が
書
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

元
か
ら
盲
目
で
あ
っ
た
左
丘
明
が
『
国
語
』
を
著
し
た
の
か
、
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
盲
目
と
い
う
不
幸
な
状
態
と
『
国
語
』
執

筆
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
左
丘
明
が
盲
目
で
あ
っ
た
と
い
う

記
載
は
、『
史
記
』
の
こ
の
箇
所
以
外
に
見
ら
れ
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
そ

の
た
め
に
『
国
語
』
を
執
筆
し
た
と
い
う
記
述
は
ほ
か
に
な
い
。

　

五
の
孫
子
『
兵
法
』。『
史
記
』
巻
六
五
、
孫
子
呉
起
列
伝
で
は
、「
孫

子
」
を
「
孫
臏
」
の
こ
と
と
し
て
、
と
も
に
鬼
谷
子
に
つ
い
て
兵
法
を
学

ん
だ
龐
涓
に
ね
た
ま
れ
て
「
其
の
両
足
を
断
た
れ
」
た
と
述
べ
る
が
、

『
兵
法
』
執
筆
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

　

六
の
呂
不
韋
『
呂
氏
春
秋
』。『
史
記
』
巻
八
五
、
呂
不
韋
列
伝
に
よ
る

と
、
秦
王
の
十
年
（
前
二
三
七
）
に
宰
相
を
罷
免
さ
れ
て
一
族
が
「
蜀
に

徙
さ
れ
、
遂
に
鴆
を
飲
み
て
自
殺
」
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
食
客
の
話
を

集
め
て
『
呂
氏
春
秋
』
を
編
ん
だ
の
は
宰
相
在
任
中
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

著
述
と
失
脚
は
時
間
の
順
序
が
逆
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
劉

知
幾
が
、
そ
の
非
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
漢
書
』
に
は
司
馬
遷
の
「
任
少
卿
に
与
う
る
書
」
が
載
せ
ら
れ
、

そ
こ
で
昔
か
ら
著
述
は
す
べ
て
苦
艱
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
、
次
々

記
し
て
い
る
。
そ
の
最
後
に
「（
呂
）
不
韋
は
蜀
に
遷
り
、
世
に

『
呂
覽
』
を
伝
う
」
と
い
う
が
、
呂
氏
が
著
述
し
た
の
は
、
賢
者
た

ち
を
広
く
招
き
、
春
申
君
・
信
陵
君
に
倣
い
、
異
聞
を
集
め
、『
荀

子
』・『
孟
子
』
の
よ
う
な
書
物
を
著
そ
う
と
し
て
、
一
字
を
書
く
た

め
に
、
千
金
で
購
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
当
時
世
に
広
ま
っ

て
、
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
蜀
に
遷
っ
た
後
に

な
っ
て
、
初
め
て
伝
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
身
が
放
逐
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
物
が
珍
重
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
す
な
わ

ち
著
作
は
発
憤
著
書
に
も
と
づ
く
と
い
う
説
と
は
関
わ
り
が
な
い
の

で
あ
る
。

　

漢
書
載
子
長
與
任
少
卿
書
、
歷
説
自
古
述
作
、
皆
因
患
而
起
。
末

云
、「
不
韋
遷
蜀
、
世
傳

覧
」。
案

氏
之
修
撰
也
、
廣
招
俊
客
、

比
蹟
春
陵
、
共
集
異
聞
、
擬
書
荀
孟
、
思
刊
一
字
、
購
以
千
金
。
則

當
時
宣
布
、
爲
日
久
矣
。
豈
以
遷
蜀
之
後
、
方
始
傳
乎
。
且
必
以
身

旣
流
移
、
書
方
見
重
、
則
又
非
關
作
者
本
因
發
憤
著
書
之
義
也
。



文学の動機— 5 —

（『
史
通
』
外
篇
・
雑
説
上
）

　

七
の
韓
非
子
と
『
韓
非
子
』。
こ
れ
も
『
史
記
』
巻
六
三
、
老
子
韓
非

列
伝
に
よ
れ
ば
、『
韓
非
子
』
の
執
筆
は
韓
に
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
秦
王
の
賞
賛
を
得
た
の
を
機
に
秦
に
入
っ
た
が
、
そ
の
の
ち
秦
の

李
斯
や
姚
覚
の
讒
言
を
受
け
て
獄
死
し
た
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
ま
た
順

序
が
逆
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
災
厄
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
機
に
著
述
に
向
か
っ
た

と
し
て
司
馬
遷
が
挙
げ
た
七
人
の
事
例
は
、
事
実
と
齟
齬
す
る
も
の
、
因

果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
、
因
果
関
係
が
『
史
記
』
の
記
述
の
な
か

に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
過
去

の
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
と
、
彼
ら
が
著
述
を
の

こ
し
て
い
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
災
禍
と
著
述
を

因
果
関
係
で
結
び
つ
け
た
の
は
、
司
馬
遷
が
作
り
出
し
た
も
の
だ
っ
た
の

だ
。
司
馬
遷
は
自
身
が
見
舞
わ
れ
た
「
李
陵
の
禍
」
を
『
史
記
』
執
筆
に

結
び
つ
け
る
た
め
に
、
先
人
の
著
述
も
災
厄
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い

う
筋
立
て
を
編
み
出
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
禍
か
ら
立
ち

直
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

執
筆
に
向
け
て
自
己
を
鼓
舞
し
た
に
と
ど
ま
ら
な
い
。『
史
記
』
執
筆

を
西
伯
以
下
、
古
来
の
著
述
の
系
譜
の
な
か
に
置
く
こ
と
は
、
著
述
家
と

し
て
自
分
を
規
定
し
『
史
記
』
と
い
う
著
作
を
、
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
大
き
な
自
負
を
含
ん
で
も
い
る
。

　

先
人
の
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
経
験
が
著
述
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た

と
、
災
厄
と
著
述
の
因
果
関
係
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
、
事
実
の
歪
曲
、

な
い
し
事
実
の
捏
造
と
し
て
と
が
め
る
よ
り
も
、
著
述
す
る
個
人
と
そ
の

著
作
と
の
間
に
退
っ
引
き
な
ら
な
い
関
係
を
提
起
し
た
こ
と
の
意
義
に
注

目
す
べ
き
だ
。
こ
こ
に
は
近
代
に
至
っ
て
顕
著
と
な
る
、
作
者
と
作
品
と

の
緊
密
な
関
係
が
す
で
に
明
確
な
か
た
ち
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
文
学
作
品
は
個
別
の
作
者
の
個
別
の
必
然
性
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
と
作
者
と
の
間
に
は
代
え
難
い
結
び
つ
き
が
あ

る
―
―
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
は
、
作
者
が
明
確
な
輪
郭
を
も
っ
た
時
代
以

降
の
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
遷
が
挙
げ
る
例
に
は
、
作
者
を
個
人
に
特
化
し

て
捉
え
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
周
易
』
は
西
伯
と
い

う
個
人
の
手
に
よ
っ
て
敷
衍
さ
れ
た
と
説
く
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
に
し
て
も
、
作
品
は
作
者
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
動
機
か
ら
生
ま
れ

る
と
い
う
観
念
が
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
人
間
は
、
ど
の
よ
う
な
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
っ
て
著
述
に
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
太
史
公
自
序
」
で
は
右
の

引
用
の
終
わ
り
の
箇
所
に
、「
此
の
人
は
皆
な
意
に
鬱
結
す
る
所
有
り
て
、

其
の
道
を
通
づ
る
を
得
ざ
る
也
。
故
に
往
事
を
述
べ
、
来
者
を
思
ふ
な
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り
」
と
言
う
。
鬱
屈
を
は
ら
す
す
べ
が
な
い
こ
と
、
人
間
の
過
去
と
未
来

に
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
、
二
つ
が
「
故
に
」
と
い
う
語
で
結
ば
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
間
は
ど
の
よ
う
に
埋
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
現
実

に
お
い
て
無
力
で
あ
る
た
め
に
、
現
在
を
離
れ
て
人
間
の
歴
史
の
な
か
へ

と
思
考
を
繰
り
広
げ
る
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。『
漢
書
』
巻
六
二
、
司

馬
遷
伝
が
引
く
任
安
へ
の
書
翰
（『
文
選
』
巻
四
一
、「
任
少
卿
に
報
ゆ
る

書
」）
で
は
、
記
述
が
や
や
異
な
る
。『
文
選
』
か
ら
引
け
ば
、「
故
述
往

事
、
思
來
者
」
の
あ
と
に
続
け
て
言
う
、

　

左
丘
明
が
失
明
し
、
孫
子
が
足
を
切
ら
れ
た
ご
と
き
は
、
結
局
登

用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
公
の
場
か
ら
退
い
て
書
物
を
著
し
、

そ
の
憤
懣
を
は
ら
し
、
た
だ
文
章
の
な
か
だ
け
に
記
し
て
、
自
分
の

思
い
を
外
に
表
し
た
の
で
あ
る
。

　

乃
如
左
丘
無
目
、
孫
子
斷
足
、
終
不
可
用
、
退
而
論
書
策
、
以
舒

其
憤
、
思
垂
空
文
以
自
見
。

　

現
実
の
場
で
行
動
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
人
間
に
と
っ
て
、
著
述
だ
け

が
自
分
を
表
現
す
る
手
立
て
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
自
分
が
こ
の
世
に
存
在
し
た
あ
か
し
と
し
て
、
著
述
に
向

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
史
記
』
の
な
か
に
は
、
人
は
困
難
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
憤

す
る
と
い
う
例
は
、
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
巻
七
九
、
范
雎
・

蔡
沢
列
伝
の
賛
に
は
、
范
雎
と
蔡
沢
に
つ
い
て
、「
然
る
に
二
子　

困
厄

せ
ざ
れ
ば
、
悪
く
ん
ぞ
能
く
激
さ
ん
や
」
と
司
馬
遷
は
言
う
。
こ
れ
は
著

作
に
限
定
し
た
事
例
で
は
な
く
、
苦
難
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
人
は
大
き
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
同
じ
考
え
は
、
司
馬
遷
に
先
立
っ
て
、『
孟
子
』
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

孟
子
が
言
う
、「
舜
は
田
畑
の
な
か
か
ら
立
ち
上
が
り
、
傅
説
は

土
方
の
な
か
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
、
膠
鬲
は
海
産
物
業
者
の
な
か
か

ら
取
り
立
て
ら
れ
、
管
仲
は
刑
吏
に
囚
わ
れ
た
な
か
か
ら
取
り
立
て

ら
れ
、
孫
叔
敖
は
海
浜
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
、
百
里
奚
は
市
場
の
商

人
の
身
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
天
は
そ
の
人
に
大
き
な

任
務
を
降
そ
う
と
す
る
時
、
ま
ず
そ
の
精
神
を
苦
し
め
、
筋
骨
を
痛

め
つ
け
、
肌
膚
を
飢
え
さ
せ
、
そ
の
身
を
無
一
文
に
さ
せ
、
行
動
は

何
を
し
て
も
混
乱
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
意
を
動
か
し

性
情
を
堅
固
に
さ
せ
、
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
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だ
。
人
は
過
ち
を
犯
し
て
、
そ
の
あ
と
で
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
を
苦
し
め
、
思
い
を
閉
ざ
さ
れ
、
そ
う
し
た
あ
と
で
成
し
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
顔
色
に
あ
ら
わ
し
、
声
に
発
し
て
、
そ
う
し
た
あ

と
で
理
解
さ
れ
る
。
国
の
中
で
は
秩
序
を
守
る
大
臣
や
補
佐
す
る
臣

下
が
な
く
、
国
の
外
で
は
敵
対
す
る
国
や
外
患
が
な
け
れ
ば
、
国
は

常
に
滅
び
る
も
の
。
か
く
し
て
憂
苦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
こ

と
が
で
き
、
安
楽
に
よ
っ
て
死
を
招
く
こ
と
が
わ
か
る
」。

　

孟
子
曰
、
舜
發
於
畎
畝
之
中
、
傅
説
舉
於
版
築
之
間
、
膠
鬲
舉
於

魚
鹽
之
中
、
管
夷
吾
舉
於
士
、
孫
叔
敖
舉
於
海
、
百
里
奚
舉
於
市
。

故
天
将
降
大
任
於
是
人
也
、
必
先
苦
其
心
志
、
勞
其
筋
骨
、
餓
其
體

膚
、
空
乏
其
身
、
行
拂
亂
其
所
為
、
所
以
動
心
忍
性
、
曾
益
其
所
不

能
。
人
恒
過
、
然
後
能
改
。
困
於
心
、
衡
於
慮
、
而
後
作
。
徴
於

色
、
發
於
聲
、
而
後

。
入
則
無
法
家
拂
士
、
出
則
無
敵
國
外
患

者
、
國
恒
亡
。
然
後
知
生
於
憂
患
而
死
於
安
樂
也
。（『
孟
子
』
告
子

下
）

　

人
が
大
業
を
成
す
た
め
に
、
天
は
苦
難
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
『
孟
子
』
尽
心
上
に
も
、

　

孟
子
が
言
う
、「
徳
行
、
知
恵
、
技
術
、
才
知
の
あ
る
人
間
は
、

常
に
災
患
の
な
か
に
い
る
も
の
だ
。
主
君
に
見
放
さ
れ
た
臣
下
、
親

に
見
捨
て
ら
れ
た
子
供
の
み
が
、
憂
苦
の
な
か
に
心
を
労
し
、
不
幸

を
深
く
苦
慮
す
る
の
で
、
事
理
に
到
達
で
き
る
の
だ
」。

　

孟
子
曰
、
人
之
有
德
慧
術
知
者
、
恒
存
乎
疢
疾
。
獨
孤
臣
孽
子
、

其
操
心
也
危
、
其
慮
患
也
深
、
故
達
。

　

こ
こ
で
は
不
幸
の
な
か
か
ら
な
ぜ
能
力
や
徳
行
の
す
ぐ
れ
た
人
物
が
生

ま
れ
る
の
か
、「
其
の
心
を
操
る
や
危
ふ
く
、
其
の
患
ひ
を
慮
る
や
深
し
」

と
、
そ
の
理
由
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
の
ち
の
欧
陽
脩
の
言
述

（
後
述
）
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

思
い
が
け
な
い
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
か
ら
著
述
が
生
ま
れ
る
と
い

う
、
司
馬
遷
の
「
発
憤
著
書
」
説
は
後
の
世
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

梁
・
鍾
嶸
の
『
詩
品
』
に
は
「
上
品
」
に
置
か
れ
た
李
陵
に
つ
い
て
、

「
陵
を
し
て
辛
苦
に
遭
は
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
其
の
文
は
亦
た
何
ぞ
能
く
此

こ
に
至
る
や
」、
李
陵
が
味
わ
っ
た
辛
苦
が
彼
の
五
言
詩
を
み
ご
と
な
も

の
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
詩
品
』
よ
り
成
書
が
十
数
年
早
い
劉
勰

『
文
心
雕
龍
』
で
は
、「
李
陵
・
班
婕
妤
は
後
代
に
疑
は
る
」（「
明
詩
」）
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と
言
う
よ
う
に
、
す
で
に
李
陵
自
身
の
作
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
じ
て

い
る
が
、『
詩
品
』
は
李
陵
の
詩
を
真
作
と
み
な
し
、
匈
奴
に
降
っ
て
漢

王
朝
か
ら
排
斥
を
受
け
た
苦
難
を
、
李
陵
五
言
詩
が
傑
作
た
る
ゆ
え
ん
と

し
て
い
る
。
ち
な
み
に
蘇
武
は
『
詩
品
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、『
文
心

雕
龍
』
に
も
蘇
武
の
名
は
見
え
な
い
。
節
を
曲
げ
な
い
蘇
武
の
硬
骨
よ
り

も
、
運
命
の
敗
者
李
陵
の
ほ
う
に
、
早
く
か
ら
人
々
の
注
目
が
集
ま
っ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
賢
人
失
志

　

司
馬
遷
の
語
っ
た
の
は
思
い
が
け
な
い
大
き
な
災
厄
に
出
く
わ
し
た
体

験
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
突
発
的
に
身
を
襲
っ
た
事
件
で
は
な
く
、
士

人
が
し
ば
し
ば
つ
き
ま
と
わ
れ
る
不
本
意
な
状
況
、
こ
と
に
官
界
に
お
け

る
不
遇
、
そ
こ
に
生
じ
る
憤
懣
の
思
い
を
詩
の
契
機
と
す
る
の
が
「
賢
人

失
志
」
の
説
で
あ
る
。『
漢
書
』
芸
文
志
、
詩
賦
略
の
序
に
言
う
、

　

春
秋
時
代
の
後
、
周
の
道
は
し
だ
い
に
衰
え
、
国
を
訪
問
し
て
歌

を
詠
ず
る
と
い
う
習
慣
は
、
諸
国
の
間
で
廃
れ
て
い
っ
た
。
詩
を
身

に
つ
け
た
人
士
は
、
国
か
ら
見
放
さ
れ
て
布
衣
の
身
と
な
っ
た
。
そ

し
て
賢
人
失
志
の
賦
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
儒
の
孫
卿
や
楚
の

臣
屈
原
は
、
讒
言
に
遭
っ
て
国
を
憂
い
、
い
ず
れ
も
賦
を
作
っ
て
諷

諭
し
た
。

　

春
秋
之
後
、
周
道

壞
、
聘
問
歌
詠
、
不
行
於
列
國
。
學
詩
之

士
、
逸
在
布
衣
。
而
賢
人
失
志
之
賦
作
矣
。
大
儒
孫
卿
、
及
楚
臣
屈

原
、
離
讒
憂
國
、
皆
作
賦
以
風
。

　

国
の
使
者
と
し
て
詩
歌
を
詠
ず
る
公
的
な
場
を
失
っ
た
た
め
に
、
そ
の

憤
懣
の
は
け
口
と
し
て
私
的
に
詩
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
『
漢
書
』

芸
文
志
は
言
う
。
と
も
に
不
幸
を
動
機
と
す
る
と
は
い
え
、
発
憤
著
書
が

生
死
に
関
わ
る
ほ
ど
に
重
大
な
災
厄
を
機
と
す
る
の
に
対
し
て
、
賢
人
失

志
は
災
厄
で
は
な
く
、
持
続
す
る
不
遇
感
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
発
憤
著
書
に
せ
よ
、
賢
人
失
志
に
せ

よ
、
不
幸
の
程
度
に
差
は
あ
っ
て
も
、
ど
ち
ら
も
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た

条
件
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
こ
と
だ
。
確
か
に
『
礼
記
』
楽
記
が
「
人
の

心
の
動
く
は
、
物　

之
を
し
て
然
ら
し
む
る
也
」
と
言
う
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
感
情
は
外
界
か
ら
の
刺
激
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
発
憤

著
書
、
賢
人
失
志
を
も
た
ら
す
外
物
の
刺
激
は
、
人
の
境
遇
を
左
右
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
日
常
の
な
か
に
お
け
る
も
っ
と
微
細
な
、
胸
中

に
か
す
か
な
波
紋
を
生
じ
る
よ
う
な
刺
激
、
詩
人
の
心
の
な
か
に
お
の
ず
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と
生
じ
る
繊
細
な
感
情
の
襞
、
境
遇
と
は
関
わ
ら
な
い
そ
う
し
た
感
情
の

細
や
か
な
動
き
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
発
憤
著

書
、
賢
人
失
志
の
み
を
文
学
の
動
機
と
す
る
な
ら
ば
、
災
厄
に
見
舞
わ
れ

る
こ
と
が
な
い
人
、
順
境
に
恵
ま
れ
た
人
に
と
っ
て
は
、
文
学
を
営
む
動

機
を
持
て
な
い
こ
と
に
な
る
（
こ
れ
に
関
し
て
は
、「
六　

も
う
一
つ
の

動
機
」
の
章
に
述
べ
る
）。

　

己
れ
の
徳
性
や
能
力
に
揺
る
が
ぬ
自
負
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
立
場
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
「
賢
人
失
志
」
は
、
中
国
士

大
夫
が
詩
を
作
る
動
機
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
『
後

漢
書
』
馮
衍
伝
（
列
伝
、
巻
二
八
下
）
は
、
馮
衍
が
先
立
つ
罪
過
の
た
め

に
用
い
ら
れ
ず
、「
衍
は
志
を
得
ず
、
退
き
て
賦
を
作
る
。
又
た
自
ら
論

じ
て
曰
く
」
と
し
て
「
序
」
を
引
い
た
あ
と
、「
乃
ち
賦
を
作
り
て
自
ら

厲は
げ
ま

し
、
其
の
篇
に
命
じ
て
「
顕
志
」
と
曰
ふ
」
と
し
て
「
顕
志
賦
」
を

掲
げ
る
。

　

そ
れ
を
受
け
て
『
文
心
雕
龍
』
才
略
篇
で
は
、「
敬
通
（
馮
衍
）
雅は
な
は

だ

辞
説
を
好
む
。
而
し
て
盛
世
に
坎
壈
し
、「
顕
志
」・「
自
序
」
は
、
亦
た

蚌
病
み
て
珠
を
成
す
な
り
」
と
い
う
。
不
遇
の
苦
し
み
か
ら
詩
賦
が
生
ま

れ
る
こ
と
を
、
貝
に
と
っ
て
は
辛
い
病
が
、
人
の
と
っ
て
は
貴
重
な
真
珠

を
生
む
こ
と
に
た
と
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
淮
南
子
』
説
林
訓
の

「
明
月
の
珠
は
、

の
病
に
し
て
我
の
利
な
り
。
虎
の
爪
・
象
の
牙
は
、

禽
獣
の
利
に
し
て
、
我
の
害
な
り
」
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
詩
人

が
詩
を
生
み
出
す
美
し
い
比
喩
に
変
え
て
い
る
。
実
際
、
今
に
の
こ
る
文

学
作
品
は
、「
盛
世
」
を
謳
歌
し
、
健
康
と
幸
福
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
よ

り
も
、
詩
人
の
「
病
」
か
ら
、
憂
愁
や
苦
悶
の
果
て
に
書
か
れ
た
も
の

が
、
圧
倒
的
に
多
い
。
現
実
世
界
、
世
の
中
の
あ
り
よ
う
と
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
た
中
国
の
作
者
に
と
っ
て
も
、
文
学
は
そ
れ
と
は
別
の
次
元
で

自
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
文
学
は
存
在
の
意
義
を
も
ち

え
た
の
だ
ろ
う
。

三
　
詩
人
薄
命

　

災
厄
や
不
遇
と
い
っ
た
個
人
の
身
に
生
じ
た
不
幸
が
契
機
と
な
っ
て
詩

が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
広
く
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
や
が
て
因
果

関
係
が
逆
転
す
る
。
不
幸
か
ら
詩
が
生
ま
れ
る
の
で
な
く
、
詩
人
は
も
と

も
と
不
幸
な
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

白
居
易
の
言
う
「
詩
人　

命め
い

薄
し
」
は
、
詩
人
と
い
う
も
の
は
本
来
薄

幸
な
存
在
だ
と
語
っ
て
い
る
。
晩
年
、
洛
陽
の
履
道
里
に
退
去
し
て
自
適

の
暮
ら
し
を
満
喫
し
て
い
た
白
居
易
は
、
そ
の
地
で
も
の
し
た
詩
群
を
一

つ
に
ま
と
め
る
。
そ
の
序
に
当
た
る
「
洛
詩
に
序
す
」
の
な
か
で
、
彼
は
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古
来
多
く
の
詩
は
讒
言
を
受
け
て
放
逐
さ
れ
た
と
か
、
出
征
の
苦
し
い
旅

と
か
、
衣
食
の
欠
乏
、
病
気
と
衰
老
と
か
、
生
別
死
別
と
か
、
人
が
被
る

様
々
な
不
幸
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
、
そ
の
た
め
に
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で

の
詩
の
八
、
九
割
は
悲
哀
憂
愁
の
作
で
あ
る
と
述
べ
て
、「
世
の
謂
ふ
所

の
文
士
は
数
奇
な
る
も
の
多
く
、
詩
人
は
尤
も
命
薄
し
と
は
、
斯こ
こ

に
於
い

て
見あ
ら

は
る
」
と
い
う
。
白
居
易
は
そ
れ
に
続
け
て
、「
毛
詩
大
序
」
に
い

う
よ
う
に
、
内
面
に
生
起
し
た
感
情
が
言
葉
に
よ
っ
て
外
に
現
れ
出
た
も

の
が
詩
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
歓
び
も
人
間
の
真
率
な
感
情
で
あ
る
以

上
、
自
分
は
人
々
が
歌
わ
な
か
っ
た
生
の
歓
び
を
歌
お
う
と
、
洛
陽
で
の

閑
適
の
生
活
を
う
た
う
こ
と
も
詩
の
本
来
の
意
義
に
か
な
う
こ
と
だ
と
主

張
す
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
引
か
れ
た
「
世
所
謂
文
士
多
数
奇
、
詩
人

尤
命
薄

0

0

、
於
斯
見
矣
」
は
、「
世
所
謂
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
般
に
広
く

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
俚
諺
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
詩

人
」
は
も
は
や
『
詩
経
』
詩
人
に
限
ら
れ
な
い
が
、「
詩
人
」
の
語
に
は

世
間
の
な
か
で
恵
ま
れ
な
い
と
同
時
に
、
或
る
種
、
選
ば
れ
た
人
と
い
っ

た
意
味
合
い
も
含
む
か
に
見
え
る
。

　

白
居
易
が
記
し
た
「
詩
人　

命
薄
し
」
は
、
詩
人
な
る
も
の
は
そ
も
そ

も
薄
幸
な
存
在
だ
と
す
る
世
間
の
見
方
を
借
り
た
も
の
だ
が
、
詩
と
詩
人

の
関
係
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
詩
が
詩
人
の
運
命
を
不
幸
に
陥
れ
る
と

い
う
言
葉
が
、
杜
甫
に
見
え
る
。
杜
甫
の
「
天
末
に
て
李
白
を
懐
う
」
詩

に
、

文
章
憎
命
達　

文
章
は
命
の
達
す
る
を
憎
み

魑
魅
喜
人
過　

魑
魅
は
人
の
過よ

ぎ
る
を
喜
ぶ

　

至
徳
二
載
（
七
五
七
）、
秦
州
と
い
う
天
涯
の
地
に
あ
っ
て
、
天
宝
四

載
（
七
四
五
）
に
別
れ
た
あ
と
消
息
の
な
い
李
白
の
身
を
案
じ
た
詩
で
あ

る
。
至
徳
二
載
に
李
白
が
永
王
璘
の
挙
兵
に
加
担
し
た
か
ど
で
夜
郎
に
流

謫
さ
れ
る
罰
を
受
け
た
こ
と
を
、
杜
甫
は
伝
え
聞
い
て
い
た
だ
ろ
う
。

「
文
章
は
命
の
達
す
る
を
憎
む
」
は
李
白
の
見
舞
わ
れ
た
災
厄
を
、「
魑
魅

は
人
の
過
ぎ
る
を
喜
ぶ
」
は
遙
か
遠
い
夜
郎
ま
で
の
危
う
い
道
中
を
い
う

か
に
読
め
る
。
こ
こ
で
は
「
文
章
」（
文
学
）
を
擬
人
化
し
、
文
学
は
詩

人
が
順
境
の
生
を
生
き
る
こ
と
を
憎
悪
す
る
、
詩
人
に
対
し
て
故
意
に
悪

意
を
む
き
出
し
に
し
て
不
幸
へ
と
突
き
落
と
す
。
詩
人
を
不
幸
な
存
在
と

す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
詩
人
を
不
幸
に
す
る
の
は
文

学
自
体
の
意
思
で
あ
る
と
言
い
放
つ
と
こ
ろ
に
、
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
文
学
に
憎
ま
れ
た
詩
人
を
、
特
別
に
選
ば

れ
た
者
と
み
な
す
意
識
も
伴
っ
て
い
よ
う
。
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四
　
韓
愈

　

詩
と
詩
人
の
境
遇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
韓
愈
に
も
い
く
つ
か
文
章

が
あ
る
。「
荊
潭
唱
和
詩
の
序
」
は
荊
南
観
察
使
の
裴
均
、
潭
州
刺
史
の

楊
憑
、
両
者
の
唱
和
し
た
詩
集
に
寄
せ
た
序
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
言

う
、

…
…
お
よ
そ
平
和
な
世
の
音
楽
は
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
で
あ
り
、

憂
愁
の
な
か
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
声
は
奥
深
く
き
め
細
か
い
。
喜
楽

か
ら
生
ま
れ
る
言
葉
は
優
れ
た
表
現
に
な
り
に
く
く
、
困
苦
か
ら
生

ま
れ
る
言
葉
は
容
易
に
見
事
な
も
の
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
学
作
品

は
、
つ
ね
に
羈
旅
や
草
深
い
所
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
。
王
公
・
貴
人

に
至
っ
て
は
、
気
力
は
充
実
し
志
は
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
生
ま

れ
つ
き
詩
才
が
あ
り
詩
を
好
む
者
で
な
け
れ
ば
、
詩
を
作
る
暇
な
ど

あ
り
は
し
な
い
。
…
…

…
…
夫
和
平
之
音
淡
薄
、
而
愁
思
之
聲
要
妙
。
讙
愉
之
辭
難
工
、

而
窮
苦
之
言
易
好
也
。
是
故
文
章
之
作
、
恒
發
於
羇
旅
草
野
。
至
若

王
公
貴
人
、
氣
滿
志
得
、
非
性
能
而
好
之
、
則
不
暇
以
爲
。
…
…

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
い
地
位
に
あ
り
、
恵
ま
れ
た
境
遇
に
あ
る
裴

均
・
楊
憑
の
唱
和
詩
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
、「
序
」
は
展
開
し
て
ゆ
く
の

だ
が
、
二
人
の
唱
和
詩
を
賞
賛
す
る
前
に
置
か
れ
た
こ
の
一
段
に
も
、
作

品
の
よ
し
あ
し
と
作
者
の
順
境
逆
境
と
の
一
般
的
な
関
係
が
記
さ
れ
て
い

る
。「
夫
れ
和
平
の
音
は
淡
薄
に
し
て
、
愁
思
の
声
は
要
妙
な
り
。
讙
愉

の
辞
は
工た
く

み
た
り
難
く
し
て
、
窮
苦
の
言
は
好
く
な
り
易
し
」
―
―
こ
こ

に
は
「
和
平
」・「
讙
愉
」、「
愁
思
」・「
窮
苦
」
と
い
う
条
件
と
、「
淡
薄
」・

「
難
工
」
と
「
要
妙
」・「
易
好
」
と
い
う
結
果
が
結
び
つ
け
ら
れ
、「
詩
人

は
命
薄
し
」
と
い
っ
た
宿
命
論
的
な
言
い
方
に
比
べ
る
と
、
条
件
と
結
果

の
間
に
必
然
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
。
結
果
を
導
く
理
由
を
付
け
加

え
れ
ば
、
後
述
の
欧
陽
脩
の
論
に
到
達
す
る
も
の
で
、
そ
の
一
歩
手
前
と

言
え
よ
う
。

　

韓
愈
「
高
閑
上
人
を
送
る
序
」
に
は
、
周
囲
の
状
況
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
大
き
な
刺
激
を
受
け
る
と
、
そ
れ
が
作
品
の
契
機
に
な
る
と
い
う
言

説
が
あ
る
。

　

…
…
以
前
、
張
旭
は
草
書
だ
け
を
好
み
、
ほ
か
の
技
術
を
学
ば
な

か
っ
た
。
喜
怒
や
困
窮
、
憂
愁
や
喜
悦
、
怨
恨
や
思
慕
、
酩
酊
し
て

物
憂
さ
憤
懣
を
抱
く
と
き
、
心
に
感
じ
る
と
こ
ろ
は
、
い
つ
も
草
書
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に
よ
っ
て
そ
れ
を
吐
き
だ
し
た
。
外
物
の
観
察
で
は
、
山
川
崖
谷
、

鳥
獣
虫
魚
、
草
木
の
花
実
、
日
月
と
星
々
、
風
雨
や
水
と
火
、
雷
鳴

の
と
ど
ろ
き
、
歌
舞
や
い
く
さ
、
天
地
の
事
物
の
変
動
、
喜
ぶ
こ
と

驚
く
こ
と
、
す
べ
て
草
書
に
こ
と
寄
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
張
旭
の
書

は
、
鬼
神
の
よ
う
に
変
化
し
躍
動
し
、
つ
か
み
取
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
こ
う
し
て
一
生
を
終
え
、
名
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

…
…
往
時
張
旭
喜
草
書
、
不
治
他
伎
。
喜
怒
窘
窮
、
憂
悲
愉
佚
、

怨
恨
思
慕
、
酣
醉
無
聊
不
平
、
有
動
於
心
、
必
於
草
書
焉
發
之
。
觀

於
物
、
見
山
水
崖
谷
、
鳥
獸
蟲
魚
、
草
木
之
花
實
、
日
月
列
星
、
風

雨
水
火
、
雷
霆
霹
靂
、
歌
舞
戰
鬬
、
天
地
事
物
之
變
、
可
喜
可
愕
、

一
寓
於
書
。
故
旭
之
書
、
變
動
猶
鬼
神
、
不
可
端
倪
。
以
此
終
其

身
、
而
名
後
世
。

　

こ
れ
は
不
遇
や
そ
れ
に
伴
う
憂
苦
に
限
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
歓
び

や
楽
し
み
も
含
め
て
、
外
界
に
対
し
て
鋭
敏
な
感
性
を
も
つ
こ
と
が
書
に

お
い
て
も
必
要
だ
と
説
き
、
仏
僧
で
あ
る
ゆ
え
に
心
が
波
立
つ
こ
と
が
な

い
高
閑
上
人
の
書
は
果
た
し
て
そ
う
し
た
心
の
揺
ら
ぎ
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
と
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　

先
に
『
孟
子
』
告
子
下
の
な
か
に
、
天
は
大
き
な
事
業
を
成
し
遂
げ
る

人
に
対
し
て
敢
え
て
苦
難
を
与
え
る
と
い
う
説
を
見
た
が
、
そ
れ
に
連
な

る
論
が
韓
愈
に
も
見
え
る
。
貞
元
十
七
年
（
八
〇
一
）、
孟
郊
が
溧
陽
に

県
尉
と
し
て
赴
く
際
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
「
孟
東
野
を
送
る
序
」

が
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
物
は
平
衡
を
失
っ
た
時
に
音
を
立
て
る
。
草
木
に
音
は

な
い
が
、
風
が
た
わ
め
て
音
を
立
て
る
。
水
に
音
は
な
い
が
、
風
が

揺
り
動
か
し
て
音
を
立
て
る
。
躍
り
上
が
る
の
は
物
に
ぶ
つ
か
る
か

ら
で
あ
り
、
勢
い
よ
く
流
れ
る
の
は
塞
ぎ
止
め
る
か
ら
で
あ
り
、
沸

騰
す
る
の
は
火
で
煮
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
青
銅
や
石
の
楽
器
に
音

は
な
い
が
、
そ
れ
を
撃
て
ば
音
を
発
す
る
。
人
の
言
葉
に
お
け
る
の

も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

言
葉
と
な
る
。
歌
う
の
は
思
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
哭
す
る
の

は
胸
に
抱
く
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
お
よ
そ
口
か
ら
出
て
音
と
な
る

の
は
、
み
な
平
衡
状
態
を
失
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　

大
凡
物
不
得
其
平
則
鳴
。
草
木
之
無
聲
、
風
撓
之
鳴
。
水
之
無

聲
、
風
蕩
之
鳴
。
其
躍
也
或
激
之
、
其
趨
也
或
梗
之
、
其
沸
也
或
炙

之
。
金
石
之
無
聲
、
或
擊
之
鳴
。
人
之
於
言
也
亦
然
、
有
不
得
已
者
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而
后
言
。
其
謌
也
有
思
、
其
哭
也
有
懷
。
凡
出
乎
口
而
為
聲
者
、
其

皆
有
弗
平
者
乎
。

　

こ
れ
に
継
い
で
、
中
略
す
る
箇
所
の
要
旨
を
拾
え
ば
、
音
楽
は
「
善
く

鳴
る
者
」
を
楽
器
と
し
て
選
ん
で
音
を
発
す
る
、
自
然
は
鳥
・
雷
・
虫
・

風
と
い
っ
た
「
善
く
鳴
る
者
」
を
選
ん
で
季
節
ご
と
に
音
を
発
す
る
。
人

も
同
じ
で
あ
っ
て
、
人
の
発
す
る
音
声
の
な
か
で
は
「
言
」（
言
葉
）、

「
言
」
の
な
か
で
は
「
文
辞
」（
詩
的
言
語
）、
そ
れ
が
精
妙
な
る
も
の
で

あ
っ
て
、「
文
辞
」
と
い
う
「
善
く
鳴
る
者
」
を
選
ん
で
そ
れ
に
音
を
発

せ
さ
せ
る
、
と
語
る
。
以
下
、
人
間
の
「
善
く
鳴
る
者
」
で
あ
る
文
学
の

歴
史
を
た
ど
り
、
堯
舜
の
世
か
ら
卓
越
し
た
表
現
者
の
名
を
連
ね
て
唐
に

至
る
。

　

唐
が
天
下
を
取
っ
て
以
来
、
陳
子
昻
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
白
・

杜
甫
・
李
観
が
、
そ
の
才
に
よ
っ
て
音
を
発
し
た
者
で
あ
る
。
今
の

世
に
生
き
て
い
て
低
い
地
位
に
い
る
者
が
、
孟
郊
で
あ
る
。
孟
郊
は

は
じ
め
て
自
分
の
詩
に
よ
っ
て
音
を
立
て
た
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
作
は

魏
晋
を
越
え
、
努
力
を
重
ね
て
古
代
に
ま
で
届
い
て
い
る
。
そ
れ
以

外
の
作
で
も
漢
代
に
ま
で
行
き
及
ん
で
い
る
。
わ
た
し
と
交
わ
り
が

あ
る
者
で
は
、
李
翺
と
張
籍
が
特
に
す
ぐ
れ
る
。
三
人
の
立
て
る
音

は
、
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
天
は
彼
ら
に
和
や
か

な
音
を
立
て
て
、
国
家
の
隆
盛
の
音
を
立
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

か
。
そ
れ
と
も
彼
ら
を
窮
苦
に
追
い
や
っ
て
、
不
幸
の
音
を
立
て
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
三
人
の
運
命
は
天
に
懸
か
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
高
い
地
位
に
い
て
も
喜
ぶ
こ
と
で
は
な
い
し
、
低
い
地
位
に
い
て

も
悲
し
む
こ
と
で
は
な
い
。
孟
郊
が
江
南
に
行
か
さ
れ
る
の
に
は
、

釈
然
と
し
な
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
こ

れ
が
天
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
慰
め
る
の
で

あ
る
。

　

唐
之
有
天
下
、
陳
子
昻
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
白
・
杜
甫
・
李

觀
、
皆
以
其
所
能
鳴
。
其
存
而
在
下
者
孟
郊
。
東
野
始
以
其
詩
鳴
。

其
高
出
魏
晉
、
不
懈
而
及
於
古
。
其
他
浸
淫
乎
漢
氏
矣
。
從
吾
遊

者
、
李
翺
・
張
籍
其
尤
也
。
三
子
者
之
鳴
、
信
善
鳴
矣
。
抑
不
知
天

將
和
其
聲
、
而
使
鳴
國
家
之
盛
邪
。
將
窮
餓
其
身
、
思
愁
其
心
腸
、

而
使
自
鳴
其
不
幸
邪
。
三
子
者
之
命
則
懸
乎
天
矣
。
其
在
上
也
奚
以

喜
、
其
在
下
也
奚
以
悲
。
東
野
之
役
於
江
南
也
、
有
若
不
釋
然
者
。

故
吾
道
其
命
於
天
者
以
解
之
。

　

唐
代
を
代
表
す
る
文
学
と
し
て
、
陳
子
昻
・
蘇
源
明
・
元
結
を
挙
げ
る
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の
は
、
古
文
を
標
榜
す
る
韓
愈
が
仰
ぐ
先
駆
者
で
あ
り
、
李
白
・
杜
甫
は

韓
愈
が
繰
り
返
し
讃
え
る
大
詩
人
で
あ
り
、
李
観
は
韓
愈
の
若
い
時
期
の

友
人
で
、
高
く
評
価
し
つ
つ
夭
折
を
悼
ん
だ
人
で
あ
る
。
こ
う
し
た
韓
愈

自
身
の
唐
代
文
学
史
観
の
な
か
に
、
同
時
代
の
な
か
か
ら
親
交
の
深
い
孟

郊
・
李
翺
・
張
籍
の
三
人
を
挙
げ
る
。

　

天
は
「
善
く
鳴
る
者
」
を
選
ん
で
、
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者
に
仕
立

て
上
げ
よ
う
と
す
る
。
歓
び
の
文
学
を
作
ら
せ
る
た
め
に
は
幸
福
を
、
悲

し
み
の
文
学
を
作
ら
せ
る
た
め
に
は
不
幸
を
与
え
る
。
従
っ
て
不
幸
は
天

が
「
善
く
鳴
る
者
」
に
不
幸
の
文
学
を
書
く
た
め
に
与
え
た
も
の
で
あ
っ

て
、
天
か
ら
降
さ
れ
た
使
命
と
し
て
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
韓

愈
は
南
方
に
赴
く
孟
郊
を
慰
撫
す
る
。
天
の
意
思
に
還
元
す
る
こ
と
で
、

苦
境
に
沈
む
詩
人
を
慰
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
文
で
は
あ
る
が
、
不
幸
は

す
ぐ
れ
た
文
学
を
生
み
出
す
た
め
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件

で
あ
る
と
し
て
、
境
遇
と
文
学
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で

も
不
幸
な
詩
人
は
「
善
く
鳴
る
者
」
と
し
て
天
か
ら
使
命
を
与
え
ら
れ

た
、
選
ば
れ
し
者
な
の
で
あ
る
。

五
　
欧
陽
脩

　

詩
人
は
薄
命
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
通
行
す
る
観
念
に
対
し
て
、
詩
人

が
不
幸
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
不
幸
か
ら
詩
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
合
理
的

に
説
明
を
し
た
の
が
欧
陽
脩
で
あ
る
。
友
人
梅
堯
臣
の
死
後
、
彼
の
詩
集

を
編
ん
だ
、
そ
の
「
序
」
に
言
う
、

　

詩
人
は
栄
達
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
困
窮
す
る
人
ば
か
り
だ
と
言
わ

れ
る
が
、
い
っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
世
に
伝
わ
る
詩
に

は
、
確
か
に
昔
の
不
幸
な
人
の
手
に
な
る
も
の
が
多
い
。
お
よ
そ
持

て
る
も
の
を
内
部
に
蓄
え
な
が
ら
そ
れ
を
世
に
押
し
広
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
士
人
は
、
好
ん
で
自
分
を
山
岳
や
水
辺
に
解
き
放
ち
、
虫

魚
・
草
木
・
風
雲
・
鳥
獣
と
い
う
自
然
の
あ
り
さ
ま
を
目
に
し
、

常
々
そ
の
不
思
議
さ
を
探
り
、
心
の
内
に
は
憂
愁
や
憤
懣
が
鬱
積

し
、
怨
嗟
を
起
こ
し
て
羈
臣
・
寡
婦
の
悲
嘆
を
語
り
、
言
葉
に
し
が

た
い
人
の
心
を
写
し
取
る
。
そ
れ
で
困
窮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
い

詩
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
詩
が
人
を
不
幸
に

追
い
や
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
不
幸
な
人
で
あ
る
か
ら
す
ぐ
れ
た

詩
が
で
き
る
の
だ
。

　

予
聞
世
謂
詩
人
少
逹
而
多
窮
、
夫
豈
然
哉
。
蓋
世
所
傳
詩
者
、
多

出
於
古
窮
人
之
辭
也
。
凡
士
之
蘊
其
所
有
而
不
得
施
於
世
者
、
多
喜

自
放
於
山
巓
水
涯
。
外
見
蟲
魚
草
木
風
雲
鳥
獸
之
状
類
、
往
往
探
其
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奇
怪
。
内
有
憂
思
感
憤
之
鬱
積
、
其
興
於
怨
刺
、
以
道
羈
臣
・
寡
婦

之
所
歎
、
而
寫
人
情
之
難
言
。
蓋
愈
窮
則
愈
工
。
然
則
非
詩
之
能
窮

人
、
殆
窮
者
而
後
工
也
。（「
梅
聖
兪
詩
集
序
」）

　
「
詩
の
能
く
人
を
窮
せ
し
む
る
に
は
非
ず
、
殆
ど
窮
す
る
者
に
し
て
後

に
工
み
な
り
」
と
、
詩
と
困
苦
の
関
係
を
逆
転
す
る
。
そ
の
理
由
を
説
く

前
に
、
欧
陽
脩
は
「
窮
す
る
者
」
に
与
え
ら
れ
る
二
つ
の
条
件
を
挙
げ

る
。
一
つ
は
外
的
な
条
件
で
、
窮
者
の
置
か
れ
る
場
で
あ
り
、
二
つ
は
内

的
な
条
件
で
、
窮
者
の
心
の
な
か
の
思
い
で
あ
る
。
窮
者
は
世
間
に
受
け

入
れ
れ
な
い
た
め
に
巷
を
離
れ
て
山
や
水
辺
に
住
む
。
そ
の
た
め
に
山
水

に
親
し
む
機
会
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
の
神
秘
を
探
る
こ
と
が
で

き
る
。「
外
に
虫
魚
草
木
風
雲
鳥
獣
の
状
類
を
見
る
」
と
い
う
言
い
方
に

は
、『
論
語
』
陽
貨
篇
の
「
小
子　

何
ぞ
夫
の
死
を
学
ぶ
こ
と
莫
き
か
。

…
…
多
く
鳥
獣
草
木
の
名
を
識
る
」
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

窮
者
は
ま
た
自
身
の
受
け
た
苦
難
に
よ
っ
て
胸
中
に
憂
愁
や
憤
懣
を
蓄

積
す
る
。
そ
れ
は
人
の
悲
し
み
に
対
す
る
感
性
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
心
の
機

微
を
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。「
以
て
羈
臣
・
寡
婦
の
嘆
く
所
を

道い

ふ
」
と
い
う
「
羈
臣
・
寡
婦
」
は
、
鍾
嶸
『
詩
品
』
の
序
に
「
楚
臣　

境
を
去
り
、
漢
妾　

宮
を
辞
す
」
云
々
と
列
挙
さ
れ
る
よ
う
に
、
詩
の
題

材
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
自
分
が
悲
痛
を
抱
い
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
他
者
の
悲
哀
に
敏
感
に
な
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自

分
自
身
の
境
遇
や
心
情
を
直
接
表
現
す
る
こ
と
に
限
ら
ず
、
従
来
う
た
わ

れ
て
き
た
悲
哀
の
詩
を
書
く
に
あ
た
っ
て
も
、
き
め
細
か
く
心
の
動
き
を

写
し
取
る
こ
と
に
長た

け
る
と
い
う
。

　

欧
陽
脩
は
ま
た
薛
奎
の
文
集
の
序
に
も
言
う
、

　

君
子
の
学
問
と
い
う
も
の
は
、
実
務
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

し
、
文
学
に
あ
ら
わ
す
場
合
も
あ
る
が
、
困
る
の
は
そ
の
双
方
を
兼

ね
備
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
。
そ
れ
は
時
運
に
乗
っ
た
人

は
、
功
業
が
朝
廷
に
鮮
や
か
、
名
声
は
竹
帛
に
輝
く
。
そ
の
た
め
に

常
に
文
学
を
些
末
な
こ
と
と
見
な
す
し
、
ま
た
文
学
に
携
わ
る
時
間

が
な
か
っ
た
り
能
力
が
な
い
こ
と
も
あ
る
。
思
い
を
遂
げ
ら
れ
な
い

人
は
、
困
窮
の
な
か
で
辛
酸
を
な
め
、
苦
慮
し
な
が
ら
思
い
を
突
き

詰
め
、
心
を
激
し
昂
ぶ
ら
せ
る
と
と
も
に
、
世
間
に
働
き
か
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
す
べ
て
を
ひ
と
え
に
言
葉
に
託
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
に
困
窮
の
な
か
で
す
ぐ
れ
た
表
現
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の

だ
。

　

君
子
之
學
、
或
施
之
事
業
、
或
見
於
文
章
、
而
常
患
於
難
兼
也
。

蓋
遭
時
之
士
、
功
烈
顯
於
朝
廷
、
名
譽
光
於
竹
帛
、
故
其
常
視
文
章
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爲
末
事
、
而
又
有
不
暇
與
不
能
者
焉
。
至
於
失
志
之
人
、
窮
居
隱

約
、
苦
心
危
慮
而
極
於
精
思
、
與
其
有
所
感
激
發
憤
、
惟
無
所
施
於

世
者
、
皆
一
寓
於
文
辭
。
故
曰
窮
者
之
言
易
工
也
。（「
薛
簡
肅
公
文

集
序
」）

　

欧
陽
脩
の
説
は
詩
人
の
不
幸
と
作
品
と
の
関
係
を
理
知
的
、
合
理
的
に

解
き
明
か
す
。
困
難
な
状
況
の
な
か
で
思
索
を
研
ぎ
澄
ま
ざ
ざ
る
を
得
な

い
か
ら
、
そ
こ
に
傑
作
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
だ
。
欧
陽
脩
が
具
体
的
に

述
べ
る
理
由
は
、
反
論
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
杜
甫
の
「
文
章
は
命
の
達
す

る
を
憎
む
」
の
よ
う
な
、
詩
人
と
不
幸
の
関
係
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
に

含
ま
れ
て
い
た
奥
深
さ
が
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
う

し
た
合
理
的
な
思
考
が
い
か
に
も
宋
人
ら
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
幸
な
詩
人
か
ら
す
ぐ
れ
た
詩
が
生
ま
れ
る
と
い
う

命
題
に
、
明
快
な
説
明
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

六
　
も
う
一
つ
の
動
機
―
―
曹
丕
の
「
不
朽
の
盛
事
」

　
「
発
憤
著
書
」
に
せ
よ
、「
賢
人
失
志
」
に
せ
よ
、
周
り
か
ら
与
え
ら
れ

る
不
幸
な
状
況
が
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
む
と
す
る
な
ら
ば
、
順
境
の
な
か

に
あ
っ
て
は
秀
作
は
作
り
出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
不
遇
や
困
窮
か
ら
免

れ
た
人
に
と
っ
て
、
文
学
の
営
み
に
向
か
う
契
機
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
曹
操
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
、
父
の
成
し
遂
げ

た
事
業
を
受
け
継
ぎ
、
魏
王
朝
を
建
て
た
曹
丕
で
あ
る
。

　

曹
丕
の
文
学
観
は
『
典
論
』「
論
文
」（『
文
選
』
巻
五
二
）
の
な
か
に

の
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
文
学
と
い
う
の
は
国
家
を
統
治
す
る
偉
大
な
営
為
、
不

朽
の
大
事
で
あ
る
。
寿
命
は
や
が
て
尽
き
る
も
の
で
あ
る
し
、
栄
華

快
楽
は
自
分
一
人
の
身
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
必
ず
終

わ
る
時
が
あ
り
、
文
学
が
限
り
な
く
続
く
の
に
及
ば
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
に
い
に
し
え
の
文
学
者
た
ち
は
身
を
翰
墨
に
寄
せ
、
思
い
を
作
品

に
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
優
れ
た
歴
史
家
の
言
葉
を
借
り
ず
と

も
、
高
位
に
立
つ
勢
い
に
託
さ
ず
と
も
、
名
声
は
お
の
ず
と
後
世
に

伝
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
伯
は
幽
囚
の
身
で
『
周
易
』
を
敷
衍
し
、

周
公
旦
は
輝
か
し
い
地
位
に
あ
っ
て
礼
を
制
定
し
た
の
だ
。
困
窮
し

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
励
ま
な
い
こ
と
は
な
く
、
安
楽
だ
か
ら
と

い
っ
て
思
考
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
古
人
は
美

玉
を
軽
ん
じ
て
寸
陰
の
時
を
大
切
に
し
、
時
間
が
過
ぎ
去
る
の
を
畏

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
努
力
し
な
い
人
が
多
い
。
貧
賤
に
あ
れ
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ば
飢
え
寒
さ
を
恐
れ
、
富
貴
に
あ
れ
ば
快
楽
に
流
さ
れ
、
そ
う
し
て

当
面
の
用
事
に
か
ま
け
て
、
千
載
の
仕
事
を
忘
れ
る
。
上
で
は
日
月

が
過
ぎ
去
り
、
下
で
は
肉
体
容
姿
が
衰
え
て
ゆ
き
、
た
ち
ま
ち
の
う

ち
に
万
物
と
と
も
に
異
物
と
な
る
、
こ
れ
こ
そ
志
あ
る
士
人
の
大
い

に
痛
恨
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

蓋
文
章
經
國
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
。
年
壽
有
時
而
盡
、
榮
樂
止

乎
其
身
。
二
者
必
至
之
常
期
、
未
若
文
章
之
無
窮
。
是
以
古
之
作

者
、
寄
身
於
翰
墨
、
見
意
於
篇
籍
。
不
假
良
史
之
辭
、
不
託
飛
馳
之

勢
、
而
聲
名
自
傳
於
後
。
故
西
伯
幽
而
演
易
、
周
旦
顯
而
制
禮
。
不

以
隠
約
而
弗
務
、
不
以
康
樂
而
加
思
。
夫
然
則
古
人
賤
尺
璧
而
重
寸

陰
、
懼
乎
時
之
過
已
。
而
人
多
不
强
力
。
貧
賤
則
懾
於
飢
寒
、
富
貴

則
流
於
逸
樂
、
遂
營
目
前
之
務
、
而
遺
千
載
之
功
。
日
月
逝
於
上
、

體
貎
衰
於
下
、
忽
然
與
萬
物
遷
化
、
斯
志
士
之
大
痛
也
。

　
『
典
論
』
論
文
篇
は
「
文
章
は
経
国
の
大
業
」
の
一
句
が
名
高
い
け
れ

ど
も
、
実
際
に
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
対つ
い

の
「
不
朽
の
盛

事
」
の
ほ
う
で
あ
る
。「
西
伯　

幽
さ
れ
て
易
を
演
ず
」
と
い
う
句
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
明
ら
か
に
司
馬
遷
の
「
発
憤
著
書
」
説
を
意

識
し
て
い
る
。
司
馬
遷
が
逆
境
で
著
述
を
し
た
「
西
伯
」
だ
け
を
挙
げ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
順
境
の
な
か
で
礼
楽
を
整
え
た
「
周
公
」
の
ほ
う
も

挙
げ
て
、
逆
境
・
順
境
に
関
わ
り
な
く
著
述
は
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う

の
が
曹
丕
の
強
調
し
た
い
所
だ
。

　

逆
境
か
ら
著
述
が
生
ま
れ
る
説
に
代
わ
っ
て
、
曹
丕
が
提
出
し
た
文
学

製
作
の
動
機
は
、
人
の
生
の
有
限
性
で
あ
っ
た
。
誰
で
も
免
れ
な
い
死
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
の
は
著
述
だ
、
著
述
に
よ
っ
て
人
は
死
後
に
ま
で
名

前
を
の
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
不
朽
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

親
し
い
人
た
ち
が
一
気
に
忽
然
と
し
て
世
を
去
る
と
い
う
経
験
が
、
曹

丕
に
は
あ
っ
た
。
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
の
疫
病
で
、
建
安
七
子
の

う
ち
の
徐
幹
、
応
瑒
、
劉
楨
が
亡
く
な
り
、
陳
琳
も
同
じ
年
に
没
し
て
い

る
。「
朝
歌
令
呉
質
に
与
ふ
る
書
」（『
文
選
』
巻
四
二
）
で
は
、
曹
操
政

権
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
文
人
た
ち
と
の
か
つ
て
の
交
遊
を
縷
々
綴
っ
て

懐
か
し
む
。
そ
こ
に
は
曹
丕
の
真
情
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

が
「
今
は
果
た
し
て
分
別
し
、
各
お
の
一
方
に
在
り
」、「
節
は
同
じ
な
る

も
時
は
異
な
り
、
物
は
是
に
し
て
人
は
非
な
り
」、
忽
然
と
し
て
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
呉
質
に
与
ふ
る
書
」（『
文
選
』
同
巻
）
に
も
言
う
、

　

…
…
先
年
、
疫
病
が
は
や
り
、
知
友
の
な
か
に
も
多
く
が
そ
の
災
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い
に
か
か
り
ま
し
た
。
徐
幹
・
陳
琳
・
応
瑒
・
劉
楨
、
い
ち
ど
き
に

死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
悲
痛
は
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
遊

ん
だ
時
は
、
行
け
ば
輿
を
連
ね
、
止
ま
れ
ば
席
を
並
べ
、
し
ば
し
も

離
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
酒
杯
を
交
わ
し
、
楽
器
を
奏

し
、
酔
っ
て
耳
が
ほ
て
り
、
仰
い
で
詩
を
賦
し
た
も
の
で
し
た
。
こ

の
時
に
当
た
っ
て
は
、
う
か
つ
に
も
そ
れ
が
幸
福
で
あ
る
と
気
づ
き

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
百
年
を
与
え
ら
れ
た
寿
命
と
し
て
、
い
つ
ま

で
も
続
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
な
ん
と
数
年
の

う
ち
に
こ
の
世
を
去
っ
て
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
は
思

い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
、
口
に
す
る
の
も
胸
を
痛
め
ま
す
。
ち
か
ご

ろ
彼
ら
の
遺
作
を
選
び
、
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ま
し
た
。
名
前
を
見

れ
ば
、
も
は
や
鬼
録
に
入
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
交
遊
を
思
い
起

こ
す
と
、
今
も
ま
ぶ
た
に
浮
か
び
ま
す
。
だ
の
に
こ
の
人
た
ち
は
、

土
に
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
言
葉
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

　

…
…
昔
年
疾
疫
、
親
故
多
離
其
災
。
徐
陳
應
劉
、
一
時
俱
逝
。
痛

可
言
邪
。
昔
日
遊
處
、
行
則
連
輿
、
止
則
接
席
、
何
曾
須
臾
相
失
。

毎
至
觴
酌
流
行
、
絲
竹
並
奏
、
酒
酣
耳
熱
、
仰
而
賦
詩
。
當
此
之

時
、
忽
然
不
自
知
樂
也
。
謂
百
年
已
分
、
可
長
共
相
保
。
何
圖
數
年

之
間
、
零
落
畧
盡
、
言
之
傷
心
。
頃
撰
其
遺
文
、
都
爲
一
集
。
觀
其

姓
名
、
已
為
鬼
録
。
追
思
昔
遊
、
猶
在
心
目
。
而
此
諸
子
、
化
爲
糞

壤
、
可
復
道
哉
。
…
…

　

曹
丕
の
二
通
の
書
翰
は
、
文
人
ど
う
し
の
交
遊
の
楽
し
み
を
語
る
早
い

例
で
あ
る
。
事
細
か
に
回
想
さ
れ
る
愉
悦
の
日
々
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か

が
突
然
世
を
去
っ
た
あ
と
の
空
虚
、
こ
の
落
差
に
曹
丕
は
人
の
生
の
は
か

な
さ
を
痛
感
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
文
集
を
編
纂
す
る
こ
と
は
、
失

わ
れ
た
そ
の
生
を
こ
の
世
に
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。『
典
論
』

論
文
篇
に
語
る
と
こ
ろ
は
、
曹
丕
が
見
舞
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
体
験
に
基

づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
忽
然
と
し
て
万
物
と
与
に
遷
化
す
る
」
人

の
生
の
は
か
な
さ
、
そ
の
宿
命
を
免
れ
る
せ
め
て
も
の
手
立
て
と
し
て
、

曹
丕
は
文
学
に
よ
っ
て
「
不
朽
」
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

中
国
に
お
け
る
文
学
の
動
機
と
し
て
語
ら
れ
た
「
発
憤
著
書
」、
そ
れ

に
類
す
る
「
賢
人
失
志
」、
そ
し
て
ま
た
別
の
角
度
か
ら
語
る
曹
丕
の

「
不
朽
の
盛
事
」
を
見
て
き
た
。「
発
憤
著
書
」
は
自
己
の
過
去
の
災
厄

を
、「
賢
人
失
志
」
は
自
己
の
現
在
の
不
遇
を
機
と
し
、「
不
朽
の
盛
事
」

は
自
己
の
未
来
、
死
後
の
存
続
を
願
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
不
朽
盛
事
」
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は
災
厄
と
か
不
遇
と
か
に
関
わ
ら
な
い
、
死
を
免
れ
な
い
人
間
の
必
然
か

ら
発
し
た
も
の
で
、
た
ま
た
ま
与
え
ら
れ
た
状
況
か
ら
発
す
る
「
発
憤
著

書
」「
賢
人
失
志
」
と
は
ず
い
ぶ
ん
隔
た
り
が
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か

し
「
発
憤
著
書
」「
賢
人
失
志
」
は
こ
の
世
で
見
舞
わ
れ
た
不
幸
や
不
遇

か
ら
自
分
を
取
り
戻
し
て
、
自
分
と
い
う
存
在
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
し

る
し
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
不
朽
盛
事
」
は
い
ず
れ
こ
の
世

か
ら
消
え
て
い
く
自
分
の
生
、
そ
れ
を
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
形
あ
る
も

の
と
し
て
後
世
に
の
こ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
と
い
う
存
在
を

刻
印
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て
は
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
。
過
去
や

現
在
に
こ
だ
わ
る
に
せ
よ
、
未
来
に
こ
だ
わ
る
に
せ
よ
、
中
国
の
文
人
は

自
分
の
生
き
た
あ
か
し
を
の
こ
す
た
め
に
書
く
こ
と
に
向
か
っ
た
の
で
あ

る
。


