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ま
え
お
き

人
類
の
文
明
史
は
、
外
的
な
物
質
界
と
内
的
な
精
神
界
の
真
実
に
関
す
る
、

人
類
の
飽
く
な
き
探
求
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
過
程
で
、

自
然
科
学
の
諸
領
域
の
他
に
、
哲
学
、
宗
教
、
文
学
、
心
理
学
、
政
治
学
な
ど

人
文
科
学
の
数
多
く
の
領
域
が
形
成
さ
れ
、
様
々
な
次
元
か
ら
、
人
類
の
自
己

探
究
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
し
て
た
ど
り
着
い
た
認
識
を
記
録
し
て
き
た
。
こ
の
探

求
は
文
明
自
体
の
始
ま
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
時
代
と
地
域
を
超
え
て
途
切
れ

る
こ
と
な
く
持
続
さ
れ
、
進
行
し
続
け
て
い
る
。
無
論
、
文
学
も
そ
う
し
た
中

の
、
人
々
が
最
も
親
し
み
や
す
い
領
域
の
１
つ
で
あ
る
。
偉
大
な
文
学
作
品
は
、

時
空
を
超
え
て
読
者
の
深
い
共
鳴
と
持
続
的
な
思
索
を
呼
び
起
こ
し
、
外
的
や

内
的
な
省
察
を
促
し
て
く
れ
る
。

以
下
の
詩
を
例
に
挙
げ
よ
う
。

中
歳
頗
好
道
、
晩
家
南
山
陲
。
興
來
毎
獨
往
、
勝
事
空
自
知
。 

行
到
水

窮
處
、
坐
看
雲
起
時
。
偶
然
値
林
叟
、
談
笑
無
還
期
。（「
終
南
別
業
」）

こ
の
詩
を
目
に
し
た
と
き
、
詩
人
が
中
年
に
頗
る
好
き
だ
と
い
う
「
道
」
や
、

南
山
の
「
家
」、
心
の
中
の
「
興
」、
目
の
中
の
「
勝
事
」
の
内
容
に
つ
い
て
、

想
像
力
を
馳
せ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
独
り
さ
ま
よ
い
、

流
の
果
て
ま
で
歩
き
、
そ
こ
で
心
穏
や
か
に
執
着
な
く
足
を
止
め
て
腰
を
下
ろ

し
、
目
線
を
地
上
か
ら
山
の
上
に
移
し
、
白
い
雲
が
生
ま
れ
て
い
く
の
を
見
る

と
い
う
、
束
縛
の
な
い
悠
然
と
し
た
気
持
ち
を
感
じ
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
外

的
変
化
と
そ
の
受
容
、
そ
し
て
近
く
か
ら
遠
く
へ
の
広
が
り
の
発
見
は
、
徹
底

的
な
自
然
の
写
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
で
あ
り
、
無
限
の

余
韻
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
心
」
の
無
執
着
な
自
由
さ
と
無
限

な
広
が
り
は
、
千
年
の
時
を
超
え
て
、
依
然
と
し
て
、「
物
我
無
碍
、
人
物
交
融
、

処
染
常
浄
、
其
楽
無
窮
」
と
い
う
禅
の
境
地
へ
の
我
々
の
憧
れ
を
、
こ
の
上
な

く
か
き
立
て
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
古
今
に
亘
っ
て
最
も
人
々
の
称
賛
を
集
め
た
王
維
の
詩
作
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
写
実
と
思
弁
性
の
渾
然
一
体
さ
こ
そ
が
、
王
維
の
詩
の
世
界

の
独
特
な
魅
力
で
あ
り
、
今
日
な
お
読
者
と
研
究
者
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。

ま
た
、
王
維
の
「
官
吏
で
あ
り
な
が
ら
隠
居
で
あ
る
」
生
活

―
中
国
文
化
の

枠
内
で
言
う
と
、「
儒
、
道
、
仏
」
の
三
つ
の
価
値
体
系
の
完
璧
な
融
合
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
え
る

―
は
、
現
代
社
会
の
中
で
心
身
と
も
に
疲
れ
果
て
て

し
ま
っ
た
我
々
に
と
っ
て
も
、
理
想
的
な
生
き
方
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
果

た
し
て
事
実
は
い
か
が
な
も
の
か
。「
儒
、
道
、
仏
」
は
王
維
の
生
活
の
中
で
、

日
和
見
主
義
的
に
「
時
」
に
応
じ
て
取
捨
選
択
さ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
初
め

王
維
の
「
世
に
入
る
」
と
「
世
を
出
る
」
を
め
ぐ
っ
て

―
青
年
期
の
詩
作
か
ら

―
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か
ら
選
択
が
あ
り
、
生
涯
を
通
し
て
貫
か
れ
た
の
か
。
小
論
で
は
主
に
こ
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

王
維
に
つ
い
て
、
す
で
に
先
達
た
ち
の
豊
富
な
研
究
成
果
が
あ
り
、
筆
者
の

よ
う
な
後
学
が
多
く
の
視
点
か
ら
学
び
、
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

中
で
も
、
日
本
の
入
谷
仙
介
、
丸
山
茂
、
中
国
の
范
淑
文
、
譚
朝
炎
を
は
じ
め

と
す
る
大
家
た
ち
の
研
究
は
、
特
に
筆
者
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
論
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
詩
人
の
人
生
の
前
半
の
生
活
と
詩
作

を
主
に
取
り
上
げ
、
双
方
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
こ
の
時
期
の
詩
人
の
内
面
の
変

化
の
過
程
と
そ
の
詩
作
の
特
徴
の
関
連
を
分
析
し
、「
官
で
あ
り
隠
で
あ
る
」

と
い
う
王
維
の
生
涯
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
の
「
世
に
入
る
」
こ
と

と
「
世
か
ら
出
る
」
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

王
維
の
生
涯
は
全
体
的
に
、「
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
」
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
。

王
維
は
青
年
期
よ
り
文
才
で
頭
角
を
現
し
、
そ
の
後
、
比
較
的
に
順
調
な
人
生

の
軌
道
を
進
み
続
け
た
。
彼
は
十
九
歳
に
し
て
科
挙
の
郷
試
で
首
席
合
格
者
と

な
り
、
二
十
一
歳
時
に
は
、
科
挙
の
最
終
試
験
に
合
格
し
て
進
士
及
第
に
な
り
、

正
式
に
官
吏
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
黄
色
い
獅
子
を
礼
法
に
反

し
て
舞
っ
た
咎
で
済
州
に
左
遷
さ
れ
、
四
年
後
に
又
淇
州
に
左
遷
さ
れ
た
が
、

間
も
な
く
官
を
捨
て
淇
上
に
隠
居
し
、
開
元
十
七
年
（
729
年
）
に
長
安
に
戻
っ

て
修
道
の
時
期
を
過
ご
し
た
。
開
元
二
十
三
年
（
735
年
）、
張
九
齢
の
推
薦
で

右
拾
遺
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
河
西
の
節
度
史
、
殿
中
侍
御
史
を
歴
任
し
、

嶺
南
赴
任
、
終
南
山
隠
遁
な
ど
を
経
た
後
に
、
再
び
政
界
に
出
て
左
補
闕
に
任

命
さ
れ
た
（
以
上
は
「
王
維
詩
全
集
」
に
よ
る⑴
）
キ
ャ
リ
ア
上
の
浮
き
沈
み
を

い
く
つ
か
経
験
し
た
と
は
言
え
、
五
十
四
歳
の
晩
年
に
「
安
史
の
乱
」
に
遭
遇

し
て
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、
や
む
を
得
ず
安
禄
山
側
の
官
職
に
就
く
ま
で
は
、

「
官
で
あ
り
隠
で
あ
る
」
と
い
う
比
較
的
に
穏
や
か
な
人
生
を
送
っ
た
と
言
え

る
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
間
に
、
彼
は
優
れ
た
詩
を
大
量
に
生
み
出
し
、
当
時
の

文
壇
の
重
鎮
に
な
っ
た
と
同
時
、「
詩
仏
」
と
し
て
不
朽
な
名
声
を
後
の
世
に

残
し
た
。

そ
の
後
、
上
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
安
史
の
乱
」
と
い
う
極
限
状
況
が
発
生
し
、

王
維
の
生
命
が
直
接
的
に
脅
か
さ
れ
、
同
時
に
彼
の
朝
廷
官
僚
と
し
て
の
政
治

的
節
操
が
真
剣
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
王
維
の
選
択
は
「
志
を
曲
げ
て

身
を
守
る
」
で
あ
っ
た
。
私
達
は
ど
の
よ
う
に
王
維
の
「
不
節
操
」
を
理
解
す

べ
き
か
。
王
維
の
大
量
の
詩
作
か
ら
、
彼
が
生
命
の
本
質
及
び
人
生
の
意
味
に

つ
い
て
考
え
る
際
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
価
値
体
系
、
つ
ま
り
中
国
の
伝
統
文

化
の
中
の
「
儒
、
道
、
仏
」
と
い
う
多
元
な
価
値
観
の
存
在
が
見
て
と
れ
る
。

し
か
し
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
儒
、
道
、
仏
」
の
三
者
は
も

と
も
と
異
な
る
思
想
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
共
通
点
も
あ
る
と
は
言
え
、

認
識
方
法
と
前
提
と
な
る
世
界
観
に
お
い
て
は
、
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
の
三
つ
の
異
な
る
思
想
体
系
に
つ
い
て
調
べ
、
王
維
が
具
体
的
な

人
生
の
課
題
に
取
り
組
む
際
に
、
そ
の
い
ず
れ
を
特
に
重
視
し
た
か
見
極
め
る

必
要
が
あ
る
。
彼
は
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
択
し
て
自
ら
の
心
を
落
ち
着
か
せ
た

の
か
。
そ
し
て
、
彼
の
取
捨
選
択
を
規
定
し
た
要
因
と
は
何
か
。

現
存
す
る
王
維
の
作
品
の
全
体
か
ら
見
て
、
異
な
る
時
期
の
詩
に
は
そ
れ
ぞ

れ
大
き
く
異
な
る
特
徴
が
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
一
貫
し
た
鮮
明
な
共
通
点
が

あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
例
え
ば
、
彼
の
初
期
の
詩
作
に
は
、
現
実
的
な
生
活

の
題
材
を
詠
ん
だ
作
品
が
多
く
、
し
か
し
中
年
期
に
な
る
と
山
水
自
然
を
詠
む

詩
が
比
較
的
に
多
く
な
る
。
人
生
の
最
後
の
時
期
と
な
る
と
、
以
前
の
「
淡
泊

さ
」
と
「
穏
や
か
さ
」、
そ
し
て
自
然
の
景
物
に
融
け
込
ま
せ
た
禅
の
味
わ
い

が
減
少
し
、
や
や
無
理
を
感
じ
さ
せ
る
俗
世
間
の
「
賑
や
か
さ
」
や
、
長
編
に

渡
っ
て
「
仏
理
を
説
く
」
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
が
増
え
た
。
こ
う
し
た
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顕
著
な
特
徴
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
現
実
を
テ
ー
マ
に
吟
詠
す
る
こ
と
は
直

ち
に
儒
教
的
価
値
観
を
反
映
す
る
と
言
え
る
の
か
。
王
維
の
精
神
世
界
は
、
果

た
し
て
定
説
と
な
っ
た
儒
学
を
経
て
道
と
仏
に
至
る
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
た

の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。こ

こ
で
、
王
維
の
詩
作
に
込
め
ら
れ
た
思
い
及
び
自
ら
の
内
面
に
つ
い
て
の

省
察
を
分
析
し
、
こ
の
「
詩
仏
」
と
尊
ば
れ
て
い
る
唐
代
の
偉
大
な
詩
人
の
真

実
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
試
み
に
よ
り
、
古
代
中
国
文
人
の
精

神
世
界
の
深
層
を
再
認
識
す
る
と
同
時
に
、
や
は
り
人
生
に
つ
い
て
真
摯
に
考

え
、
悩
む
今
日
の
我
々
の
た
め
に
、
意
義
あ
る
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
な
ん
と
言
っ
て
も
、「
生
命
の
本
質
と
は
何
か
」、「
人
間
は
い
か
に
し

て
生
き
る
べ
き
か
」
は
、
今
日
に
お
い
て
も
我
々
を
悩
ま
せ
続
け
て
い
る
、
根

本
的
な
問
い
で
あ
る
か
ら
。

王
維
に
つ
い
て
、
先
人
達
は
す
で
に
様
々
な
観
点
か
ら
大
量
の
研
究
を
行
い
、

各
自
の
見
解
を
得
る
に
至
っ
た
が
、
検
討
の
余
地
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
王
維
の
思
想
の
多
元
性
に
つ
い
て
、
譚
朝
炎
氏
は
「
紅

塵
仏
道
覓
輞
川⑵
」
と
い
う
著
書
の
中
で
、
王
維
が
生
き
た
唐
と
い
う
時
代
の

「
三
教
合
一
」
の
文
化
的
背
景
及
び
仏
教
を
篤
く
信
仰
す
る
家
庭
の
文
化
的
な

影
響
を
総
合
し
、
緻
密
な
分
析
を
行
っ
た
。
筆
者
も
そ
れ
ら
の
背
景
の
重
要
性

を
強
く
認
め
る
が
、
し
か
し
、
各
創
作
時
期
に
お
け
る
王
維
の
思
想
の
偏
重
点

の
解
釈
、
特
に
王
維
の
世
界
観
を
「
儒
か
ら
仏
、
道
に
至
る
」
と
す
る
観
点
に

つ
い
て
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

上
で
挙
げ
た
中
日
の
学
者
の
先
行
研
究
を
参
照
し
、
こ
こ
で
王
維
の
人
生
を

青
年
期

―
三
十
三
歳
以
前
、
成
人
期

―
三
十
四
歳
～
五
十
四
歳
の
「
安
史

乱
」
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
る
ま
で
、
晩
年
期

―
恩
赦
さ
れ
て
官
職
に
復
帰
し
、

臨
終
に
至
る
ま
で
、
と
い
う
三
つ
の
時
期
に
大
ま
か
に
分
け
る
。
こ
の
よ
う
な

区
分
の
理
由
は
以
下
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
十
三
歳
以
前
の
王
維
の
経
歴
は
、

今
日
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、「
文
学
青
年
」
が
初
め
て
世
間
に
出
る
際
に
普

遍
的
に
経
験
す
る
、
い
く
つ
か
の
浮
き
沈
み
を
経
験
し
た
。
三
十
四
歳
か
ら
は
、

張
九
齢
に
見
い
だ
さ
れ
体
制
の
上
層
部
に
這
い
上
が
っ
た
比
較
的
に
順
調
な
発

展
期
で
あ
っ
た
。「
安
史
の
乱
」
で
挫
折
を
経
験
す
る
ま
で
の
そ
の
期
間
、
い

く
つ
か
の
職
務
上
の
変
化
を
経
験
し
た
も
の
の
、
全
体
的
に
彼
の
生
活
は
豊
か

で
、
キ
ャ
リ
ア
は
安
定
し
、
社
会
的
文
化
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
成
功
路
線

―
つ
ま
り
文
学
的
才
能
に
よ
っ
て
、
衣
食
の
心
配
の
な
い
上
流
文
化
人
と
い

う
安
泰
な
地
位
を
獲
得
す
る
道
を
歩
み
続
け
た
。
い
わ
ゆ
る
晩
年
期
に
お
い
て
、

生
命
に
か
か
わ
る
一
大
災
難

―
「
安
史
の
乱
」
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
降
伏

し
た
（
五
十
四
歳
）

―
を
経
験
し
た
こ
と
は
、
王
維
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て

拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
汚
点
と
な
っ
た
。
皇
帝
の
赦
し
を
得
た
と
は
言
え
、

王
維
は
そ
の
約
五
年
後
に
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
内
心

の
重
荷
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
紙
幅
の
制
限
の
た
め
、
小
論
は

主
に
王
維
の
青
年
期
を
取
り
上
げ
、（
１
）
儒
教
思
想
に
対
す
る
王
維
の
態
度
、

（
２
）
世
俗
的
成
功
を
求
め
る
王
維
の
内
面
（
３
）
王
維
の
詩
に
お
け
る
「
自
然
」

の
本
質
と
、
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。

１　

儒
教
思
想
に
対
す
る
王
維
の
態
度

前
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
儒
、
道
、
仏
」
の
思
想
は
王
維
の
詩
作
全
体
を
貫

い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
異
な
る
時
期
の
作
品
の
中
に
反
映

さ
れ
る
様
子
に
つ
い
て
丁
寧
に
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
中
日
の
学
者
は
す
で
に
大
量
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
一
般
的
に
、
王

維
の
一
生
は
、「
儒
学
か
ら
仏
・
道
へ
と
至
る
転
換
の
過
程
」（
日
本
語
訳
と
下
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線
は
筆
者
に
よ
る
、
以
下
も
同
）
で
あ
り
、
張
九
齢
が
左
遷
さ
れ
た
後
か
ら
、

王
維
の
政
治
的
情
熱
が
減
る
一
方
、「
仏
・
道
の
思
想
は
徐
々
に
増
大
」
し
て

い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
「
王
維
詩
全
集
」
前
書
き
Ｐ
２
）。
譚
朝
炎

氏
も
前
掲
の
「
紅
塵
仏
道
覓
輞
川
」
の
中
で
、
王
維
が
「
青
年
期
の
積
極
的
に

世
に
入
る
時
期
、
そ
し
て
中
年
期
の
世
に
入
る
部
分
と
世
か
ら
出
る
部
分
を
兼

ね
備
え
た
時
期
」
及
び
「
老
年
期
に
精
神
的
ふ
る
さ
と
の
破
滅
の
た
め
、
超
然

と
し
た
世
か
ら
出
た
状
態
か
ら
、
世
俗
的
な
悩
み
と
煩
わ
し
さ
に
墜
落
し
た
」

と
い
う
思
想
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
（
同
「
紅
塵
仏
道
覓
輞
川
」
Ｐ
11
を
参
照
。）

と
み
て
い
る
。
譚
氏
は
「
前
期
の
現
実
的
な
題
材
の
詩
歌
」

―
岐
王
の
宴
会

に
陪
席
し
て
詠
ん
だ
詩
、
友
人
を
泣
く
詩
、
及
び
「
洛
陽
女
児
行
」「
息
夫
人
」

と
辺
塞
詩
な
ど

―
を
根
拠
に
、「
王
維
の
現
実
的
な
題
材
の
詩
」
は
、「
儒
教

的
礼
法
を
越
え
ず
に
、
あ
る
い
は
実
際
の
景
色
を
描
写
し
、
あ
る
い
は
歴
史
を

詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
抑
制
が
効
い
て
お
り
、
芸

術
的
奥
深
も
兼
ね
備
え
て
い
る
」
と
し
、
王
維
の
現
実
を
題
材
に
し
た
詩
は
儒

教
的
「
興
、
観
、
群
、
怨
の
美
学
的
思
想
」
を
体
現
し
、「
儒
教
の
美
学
的
詩

教
育
精
神
に
貫
か
れ
」、「
人
の
心
を
浄
化
し
、
そ
の
精
神
的
境
地
を
高
め
る
」

（
同
上
Ｐ
30
を
参
照
）
と
主
張
し
て
い
る
。

上
述
の
観
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
、「
人

の
心
を
浄
化
し
、
そ
の
精
神
的
境
地
を
高
め
る
」
こ
と
は
、
す
べ
て
の
優
秀
な

芸
術
作
品
が
普
遍
的
に
追
求
し
て
い
る
境
地
で
あ
り
、
必
ず
し
も
背
後
に
儒
教

の
美
学
的
詩
教
育
精
神
が
存
在
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
時

代
の
弊
害
を
訴
え
、
風
刺
と
比
喩
に
よ
っ
て
遠
回
し
に
教
化
し
、
君
主
へ
の
愛

と
忠
誠
心
と
人
民
を
救
い
助
け
る
志
を
表
現
す
る
「
政
教
一
致
」
こ
そ
が
い
わ

ゆ
る
「
儒
学
の
美
学
思
想
」
の
中
核
で
あ
り
、
こ
の
中
核
を
取
り
除
け
ば
、
も

は
や
「
儒
教
の
美
学
的
思
想
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
王
維
の
現
実
的
な
題
材
と
山
水
題
材
の
詩
が
、「
審
美

的
観
照
を
し
た
後
の
第
二
の
現
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
儒
教
的
興
、
観
、
群
、

怨
の
美
学
的
思
想
を
体
現
す
る
」
な
ら
ば
、
審
美
的
観
照
と
濾
過
を
経
な
い

「
第
一
の
現
実
」
の
芸
術
創
作
も
存
在
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
と
山

水
を
題
材
に
し
た
作
品
に
限
定
し
て
も
、
李
白
の
奔
放
さ
、
杜
甫
の
重
み
の
あ

る
壮
大
さ
、
蘇
東
坡
の
壮
麗
さ
、
辛
棄
疾
の
勇
ま
し
さ
、
そ
し
て
王
維
の
優
雅

な
淡
泊
さ
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
詩
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
気
質
の
違
い

に
よ
っ
て
現
れ
た
個
人
的
な
特
徴
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
儒
教
的
い
わ
ゆ
る

「
智
な
る
者
仁
な
る
者
」
の
「
山
を
楽
し
む
水
を
楽
し
む
」
と
い
う
倫
理
的
意

味
で
説
明
を
行
う
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
第
１
章
の
最
後
に
譚
氏
も
認
め

て
い
る
よ
う
に
、
人
の
世
の
流
転
を
広
い
自
然
と
対
応
ま
た
は
対
比
さ
せ
て
、

思
い
を
表
現
し
、
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
、「
詩
人
が
普
遍

的
に
使
う
手
法
」
で
あ
る
。
し
か
し
譚
氏
は
や
は
り
、
王
維
の
山
水
田
園
詩
に

見
ら
れ
る
思
弁
性
を
、「
儒
教
的
美
学
的
観
念
か
ら
離
れ
、
道
家
と
禅
の
美
学

的
境
地
を
ま
す
ま
す
顕
著
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
同
上
Ｐ
32
～
Ｐ
36
。

日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）
と
結
論
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
紅
塵
仏
道
覓

輞
川
」
で
も
同
様
に
、
王
維
の
思
想
を
儒
教
か
ら
徐
々
に
仏
・
道
へ
と
転
換
し

た
と
し
て
い
る
。

本
当
に
そ
う
で
あ
る
か
。
儒
教
思
想
が
個
人
と
社
会
の
関
係
を
取
り
扱
う
立

場
は
、「
三
つ
の
『
立
て
る
』」

―
「
徳
を
立
て
る
（
つ
ま
り
儒
教
的
道
徳
の

模
範
と
な
る
）、
功
を
立
て
る
（
世
の
た
め
国
の
た
め
の
業
績
を
残
す
）、
言
を

立
て
る
（
書
を
著
し
道
義
を
説
き
、
後
の
世
に
伝
え
る
）」

―
及
び
、「
窮
す

れ
ば
す
な
わ
ち
独
り
我
が
身
を
善
く
し
、 

達
す
れ
ば
す
な
わ
ち
兼
ね
て
天
下
を

善
く
す
」
と
い
う
二
箇
条
に
要
約
で
き
る
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
王
維
の
最
も
初

期
の
作
品
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
内
面
の
変
化
を
追
跡
す
る
と
し
よ
う
。



― ―67

王
維
の
最
も
早
期
の
詩
作
を
見
る
と
、
確
か
に
儒
教
・
仏
道
・
道
教
の
三
種

類
の
思
想
が
同
時
に
作
品
中
に
現
れ
、
特
に
現
実
的
な
題
材
の
集
中
す
る
青
年

期
の
作
品
は
、
後
の
山
水
田
園
詩
と
違
い
、
王
維
と
大
自
然
の
対
話
で
は
な
く
、

王
維
と
古
今
の
人
物
の
「
偉
業
」
と
の
対
話
で
あ
り
、
世
俗
的
な
暮
ら
し
に
つ

い
て
の
思
考
で
あ
る
と
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
、

王
維
が
こ
の
よ
う
な
「
功
を
立
て
て
業
績
を
残
」
し
た
古
人
及
び
自
身
ま
た
は

知
人
友
人
の
政
治
参
加

―
す
な
わ
ち
「
世
に
入
る
」
と
い
う
こ
と

―
に
つ

い
て
抱
く
態
度
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
王
維
の
思
想
が
果
た
し
て
本
当
に

始
め
は
儒
教
的
で
、
後
に
徐
々
に
仏
・
道
へ
と
転
向
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
る

際
の
、
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
な
お
、
小
論
で
引
用
す
る
作
品
の
原
文
は
す

べ
て
前
出
の
「
王
維
詩
全
集
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

も
し
開
元
二
十
三
年
（
735
年
）、
王
維
が
張
九
齢
の
推
薦
で
右
拾
遺
に
就
任

し
た
こ
と
を
境
に
す
る
な
ら
、
そ
れ
以
前
の
詩
作
は
約
76
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の

詩
作
の
多
く
は
、
儒
教
的
意
味
の
「
世
に
入
る
」
を
テ
―
マ
と
し
な
い
が
、
し

か
し
、
行
間
に
作
者
の
儒
教
思
想
に
対
す
る
独
特
な
態
度
が
滲
み
出
て
い
る
。

例
え
ば
、
現
存
す
る
一
番
早
期
の
詩
作
「
秦
の
始
皇
が
墓
を
過
ぐ
」
は
、
王
維

の
十
五
歳
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
本
文
に
取
り
上
げ
た
王
維
の
作
品

の
成
立
時
期
は
全
て
前
掲
の
『
王
維
詩
全
集
』
に
よ
る
）、
前
半
四
行
で
墓
の

豪
華
絢
爛
さ
を
描
写
し
、
後
半
四
行
「
海
有
れ
ど
人
は
寧
ぞ
渡
ら
ん　

春
無
け

れ
ば
雁
は
迴
ら
ず　

更
に
松
韻
の
切
な
る
を
聞
け
ば　

疑
わ
る 

是
れ
大
夫
の

哀
し
め
る
か
と
」
が
表
す
「
功
を
立
て
る
」
こ
と

―
こ
こ
で
は
一
つ
の
時
代

を
築
い
た
帝
業
の
消
滅

―
に
対
す
る
無
常
感
を
ま
す
ま
す
引
き
立
た
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
蘇
軾
が
二
十
二
歳
時
に
書
い
た
「
白
帝
廟
」
の
中
で
、

三
国
時
代
に
公
孫
述
に
王
と
し
て
独
立
し
、
天
下
の
争
奪
に
参
加
す
る
よ
う
進

言
し
た
荊
邯
を
大
々
的
に
賞
賛
し
た
こ
と
と
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る⑶
。
別
の

例
と
し
て
、
王
維
が
十
九
歳
の
時
に
書
い
た
「
李
陵
を
詠
む
」
が
あ
る
。
前
半

12
行
で
は
、「
３
代
続
く
将
の
門
の
子
」
李
陵
の
超
人
的
な
武
勇
さ
を
惜
し
み

な
く
賛
美
し
、
続
い
て
敗
戦
す
る
原
因
は
「
既
に
大
軍
の
援
を
失
」
っ
た
こ
と

だ
と
明
言
し
、
か
つ
敵
側
に
降
参
し
た
「
恥
を
受
け
」
た
の
も
、
実
は
「
深
衷

欲
有
報
」

―
後
日
の
機
会
を
伺
い
報
国
し
よ
う
と
い
う
深
い
気
持
ち
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
、「
祖
国
を
裏
切
っ
て
敵
に
降
伏
」
し
た
李
陵
へ
の
深
い
同
情
を

表
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
後
世
に
お
い
て
「
や
る
せ
な
さ
を
書
き
表
し
、
鬼

神
を
も
涙
さ
せ
る
の
に
足
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
前
出
「
王
維
詩
全
集
」
Ｐ

12
を
参
照
）。
こ
の
二
首
の
詩
は
、
直
接
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
丁

寧
に
読
み
解
け
ば
以
下
の
こ
と
が
自
ず
と
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
的

な
「
功
を
立
て
る
」
人
生
観
、
な
い
し
「
君
に
忠
を
つ
く
す
」
思
想
に
つ
い
て
、

青
年
王
維
は
す
で
に
あ
る
程
度
冷
め
た
目
で
見
て
い
る
。
二
十
一
歳
時
の
詩
作

「
燕
支
行
」
で
は
、
全
編
で
極
力
「
漢
家
の
天
将
」
の
勇
猛
無
敵
さ
を
描
写
し

て
い
る
が
、
し
か
し
、「
交
戦
須
令
赴
湯
火
、
終
知
上
将
先
伐
謀
」
―
「
孫
子
・

謀
攻
」
の
「
故
に
上
兵
は
謀
を
も
っ
て
伐
と
し
、
其
に
次
ぐ
伐
は
交
な
り
、
其

の
次
は
兵
を
も
っ
て
伐
つ
、
其
の
下
は
城
を
攻
む
、
城
を
攻
む
る
の
法
は　

已

む
を
得
ざ
る
が
為
な
り
」

―
こ
そ
が
点
睛
の
筆
で
あ
り
、「
功
を
立
て
る
」

―
こ
こ
で
は
手
柄
を
立
て
る
た
め
に
大
い
に
殺
戮
す
る

―
こ
と
に
つ
い
て

の
距
離
を
置
い
た
態
度
を
反
映
し
て
い
る
。
唯
一
、
四
首
一
組
の
「
少
年
行
」

だ
け
が
、
功
を
立
て
て
世
に
残
す
こ
と
に
奮
い
立
つ
少
年
の
情
熱
を
詠
ん
で
い

る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
少
年
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
王
維
が
傍
観
す
る
少
年
で
、

王
維
が
河
西
に
い
た
頃
（
開
元
25
年
（
737
年
）
前
後
）
に
制
作
し
た
「
隴
頭
吟
」

に
登
場
す
る
、
夜
に
守
備
の
望
楼
に
登
っ
て
、
気
持
ち
が
は
や
る
少
年
と
同
じ

種
類
の
存
在
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
く
「
隴
頭
吟
」
に
登
場
す
る
百
戦
を
経
験

し
て
も
諸
侯
に
縁
が
な
く
、「
馬
を
駐
め
之
を
聴
き
双
涙
が
流
れ
る
」
と
い
う



― ―68

「
関
西
の
老
将
」
も
、
そ
し
て
「
節
旄
空
尽
海
西
头

―
漢
王
朝
へ
の
忠
誠
を

守
り
、
北
漠
に
十
九
年
囚
わ
れ
の
身
」
に
し
て
、
や
っ
と
漢
王
朝
に
帰
る
こ
と

が
で
き
た
が
、「
才
為
典
属
国

―
微
小
の
官
吏
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
」
蘇

武
も
、
戦
場
で
手
柄
を
立
て
た
く
血
が
騒
ぐ
少
年
の
激
情
と
は
、
鮮
明
な
対
比

を
な
す
。
王
維
の
早
期
の
詩
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
「
功
を
立

て
て
業
績
を
残
す
」
こ
と
へ
の
、
距
離
を
置
い
た
冷
め
た
態
度
は
、
後
に
軍
隊

を
慰
問
す
る
た
め
に
辺
塞
に
赴
い
た
際
に
書
き
残
し
た
数
少
な
い
辺
塞
詩
に
見

ら
れ
る
態
度
と
は
、
本
質
的
に
一
致
す
る
。「
老
将
行
」
の
よ
う
な
一
見
士
気

を
鼓
舞
す
る
詩
に
見
え
る
作
品
で
も
、
丁
寧
に
読
み
解
け
ば
、
行
間
か
ら
は
や

は
り
、「
功
を
立
て
て
業
績
を
残
す
」
こ
と
の
悲
し
さ
が
滲
み
出
て
い
る

―

詩
の
主
人
公
で
あ
る
「
老
将
」
は
、
少
年
の
頃
よ
り
勇
敢
に
戦
い
、
度
々
奇
跡

的
な
手
柄
を
立
て
て
き
た
が
、
し
か
し
老
齢
に
な
っ
て
も
褒
賞
に
あ
ず
か
る
こ

と
な
く
、
貧
困
の
中
で
老
衰
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
に
い
て
も
、
心
の
中
で

は
依
然
と
し
て
「
功
を
立
て
て
業
績
を
残
す
」
機
会
を
得
る
こ
と
を
渇
望
し
て

い
る

―
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
「
功
を
立
て
て
業
績
を
残
す
」
と
い
う
儒
教
的
人

生
観
を
解
体
し
て
い
る
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
距
離
を
置
い
た
、
傍
観
的
な

「
曲
折
」
し
た
心
境
は
、
儒
教
的
「
功
績
」
に
触
れ
る
彼
の
詩
で
は
、
常
態
に

な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
辺
境
に
赴
い
た
期
間
に
書
か
れ
た
数
首
以
外
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー

マ
を
扱
っ
た
作
品
は
そ
の
後
の
詩
作
の
中
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

以
上
よ
り
、
王
維
は
青
年
期
よ
り
、
儒
教
的
「
国
の
た
め
世
の
た
め
」
に
「
功

を
立
て
て
業
績
を
残
す
」
と
い
う
人
生
観
に
対
し
て
距
離
を
お
い
た
、
冷
め
た

態
度
で
見
て
い
た
と
言
え
る
。
王
維
の
精
神
的
世
界
の
こ
の
よ
う
な
独
特
さ
は
、

中
国
古
代
の
そ
の
他
の
多
く
の
文
人
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
古
代
の

文
人
官
僚
の
内
面
は
、
往
々
に
し
て
、
政
治
的
情
熱
に
満
ち
た
段
階
か
ら
挫
折

を
受
け
て
失
望
な
い
し
絶
望
す
る
に
変
わ
る
と
い
う
変
化
の
過
程
を
辿
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
儒
教
思
想
に
対
し
て
持
つ
こ
の
距
離
感
は
、
王
維
の
「
温
厚
」

な
性
格
に
よ
る
も
の
と
も
言
い
が
た
い
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
く
性
格
が
穏
や

か
で
か
つ
最
終
的
に
「
道
、
仏
」
に
精
神
の
安
住
の
地
を
見
出
し
た
白
居
易
は
、

初
め
て
政
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
時
は
や
は
り
極
め
て
強
い
政
治
的
情
熱
を
示

し
、
か
つ
実
際
に
行
動
で
表
し
た

―
そ
の
た
め
に
「
職
務
を
超
え
て
事
を
説
」

い
た
と
い
う
僭
越
の
罪
で
江
州
に
左
遷
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
文
学
創
作
を

と
っ
て
も
、
白
居
易
が
政
界
に
入
っ
た
初
期
に
、
奸
佞
な
官
吏
に
歯
ぎ
し
り
さ

せ
、
権
力
者
を
怖
が
ら
せ
、
そ
し
て
今
日
も
依
然
と
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る

一
連
の
諷
諭
詩
を
書
い
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
こ
そ
が
、
儒
教
的
「
兼
済
」
と
い

う
理
念
、
及
び
「
興
、
観
、
群
、
怨
」
に
よ
っ
て
政
治
を
改
善
す
る
と
い
う
文

学
観
の
積
極
的
な
実
践
に
他
な
ら
な
い
。

王
維
が
儒
教
的
「
功
を
立
て
て
業
績
を
残
し
」
理
念
に
対
し
て
鼓
舞
と
賛
美

を
表
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
価
値
観
の
下
で
生
き
延
び

る
た
め
の
、
や
む
を
得
な
い
行
動
と
も
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
儒
学
思

想
を
時
代
の
支
配
的
価
値
観
と
す
る
古
代
の
専
制
社
会
で
は
、
体
制
の
中
で
官

職
を
得
て
生
活
の
糧
を
手
に
入
れ
た
い
文
人
な
ら
だ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
価
値

観
を
吹
聴
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
大
き
な
声
で
吹
聴
す
る
者
で
さ
え
、

必
ず
し
も
そ
の
価
値
観
の
根
っ
か
ら
の
信
奉
者
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
王
維

の
詩
作
に
見
ら
れ
る
慎
重
か
つ
距
離
を
置
い
た
表
現
は
、
む
し
ろ
儒
教
が
彼
自

身
の
確
た
る
価
値
観
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
に
、
敬
虔

な
仏
教
徒
と
し
て
、「
嘘
を
言
わ
な
い
」
こ
と
も
王
維
の
厳
守
す
べ
き
戒
律
の

一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
王
維
の
生
涯
に
お
け
る
官
途
の
持
続
を
ど
う
理
解
で
き
る
か
。

以
下
で
、
同
じ
く
彼
の
早
期
の
詩
作
か
ら
そ
の
手
掛
か
り
を
探
る
。
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２　

世
俗
的
成
功
を
求
め
る
王
維
の
内
面

青
年
期
に
書
か
れ
た
現
実
的
な
題
材
の
詩
の
中
で
、
上
述
の
よ
う
に
「
他
人
」

の
功
績
と
名
声
に
対
す
る
感
慨
以
外
に
も
、
王
維
自
身
の
政
界
に
身
を
置
い
て

い
る
気
持
ち
、
及
び
古
人
を
借
り
て
社
会
的
成
功
に
対
す
る
自
身
の
態
度
を
述

べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
済
州
に
出
さ
る
」
は
作
者
が
20
歳
の
時
に
太
楽
丞

に
着
任
し
て
間
も
な
く
、
規
定
に
反
し
て
黄
色
い
獅
子
を
舞
っ
た
罪
で
済
州
司

倉
に
左
遷
さ
れ
、
軍
隊
に
入
っ
て
赴
任
し
た
時
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
王

維
が
直
接
自
分
の
政
治
生
活
を
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
全
詩
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
、微

官
易
得
罪
、
謫
去
済
川
陰
。
執
政
方
持
法
、
明
君
無
此
心
。
閭
閻
河
潤

上
、
井
邑
海
雲
深
。
縦
有
帰
来
日
、
多
愁
年
鬢
侵
。

古
人
の
こ
の
詩
に
対
す
る
見
解
は
参
考
に
値
す
る
（
前
出
「
王
維
詩
全
集
」

Ｐ
30
）。
清
の
黄
生
は
「
唐
詩
摘
抄
」
中
で
す
で
に
指
摘
し
た
―
第
一
、
二
行

で
は
、
自
分
が
「
本
当
に
有
罪
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
憤
り
だ
け
で

は
な
く
、
官
位
が
卑
し
く
後
ろ
盾
の
な
い
者
が
危
険
に
満
ち
た
政
界
で
経
験
す

る
浮
き
沈
み
に
対
す
る
感
慨
で
も
あ
る
。
三
、
四
句
目
は
「
風
刺
が
実
に
深
」

く

―
「
政
を
執
る
」
や
「
法
を
執
る
」
と
い
っ
た
公
明
正
大
な
語
を
用
い
な

が
ら
、「
明
君
此
の
心
無
か
ら
ん
」
と
、
高
官
の
権
力
濫
用
を
憤
る
。
五
、
六

行
で
は
左
遷
さ
れ
る
悲
愴
な
気
持
ち
を
述
べ
、
七
、
八
行
で
は
行
く
先
見
え
な

い
不
安
感
と
憂
い
を
表
現
し
て
い
る
。

済
州
に
行
く
途
中
に
綴
ら
れ
た
「
宿
鄭
州
」
と
い
う
別
の
詩
の
中
で
、
無
念

さ
を
胸
中
に
抱
え
た
王
維
は
、
相
変
わ
ら
ず
卑
し
い
官
職
に
赴
任
し
に
い
く
自

分
を
こ
の
よ
う
に
慰
め
て
い
る

―「
此
去
欲
何
言
、
窮
辺
徇
微
禄
」
こ
の
た
っ

た
二
行
で
、
二
十
歳
の
王
維
は
す
で
に
生
計
を
立
て
る
た
め
の
無
力
感
と
キ
ャ

リ
ア
を
厭
う
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
無
力
感
と
厭
う
気
持
ち
は
、

単
に
官
位
の
低
さ
と
挫
折
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
済
州
の
任
を

離
れ
西
に
帰
る
際
に
綴
ら
れ
た
「
寒
食
汜
上
作
」
の
中
で
記
さ
れ
た
の
も
、
喜

び
で
は
な
く
、「
歸
客
涙
巾
を
沾
す
」
で
あ
り
、「
落
花
寂
寂
」
と
し
た
晩
春
で

あ
り
、
山
鳥
の
ま
ば
ら
な
鳴
き
音
の
中
の
孤
独
で
あ
り
、「
楊
柳
青
青
」
の
感

傷
で
あ
り
、「
水
を
渡
る
人
」
の
憂
い
で
あ
る
。
男
ら
し
い
功
績
を
立
て
る
野

心
で
は
な
く
、
人
生
の
「
愛
別
離
」
の
苦
し
み
の
方
が
常
に
、
王
維
の
共
感
を

よ
り
誘
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
詩
か
ら
窺
え
る
。
そ
の
た
め

「
別
れ
を
観
る
者
」
の
中
で
、
他
人
の
家
の
「
愛
子
」
と
の
別
れ
を
目
に
し
た
時
、

「
行
か
ず
ば
養
う
可
き
無
く　

行
き
去
ら
ば
百
の
憂
い
新
な
り
」
と
い
う
人
生

の
苦
し
み
は
、「
窮
辺
徇
微
禄
」
の
た
め
に
す
で
に
長
ら
く
家
か
ら
離
れ
て
い

た
王
維
も
思
わ
ず
涙
し
た
の
で
あ
る
。

王
維
は
後
に
、
直
接
的
に
ま
た
は
婉
曲
に
推
薦
を
求
め
、
最
終
的
に
高
い
官

職
に
着
い
た
が
、
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
功
績
を
残
し
儒
教
的
「
兼

ね
て
天
下
を
救
済
す
る
」
と
い
う
人
生
観
を
実
現
し
た
い
た
め
で
は
な
く
、
家

族
へ
の
愛
と
生
計
を
立
て
る
た
め
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
、
官
位
を
捨
て
去
る

陶
淵
明
の
気
骨
に
対
し
て
、
王
維
は
賛
成
し
な
い
。
次
に
取
り
上
げ
る
「
偶
然

作
六
首
」
の
う
ち
の
一
首
で
は
、
彼
は
直
接
に
陶
淵
明
に
対
し
て
「
生
事
曾
て

問
は
ず　

肯
へ
て
家
中
の
婦
に
愧
ず
」
と
問
い
た
だ
し
て
い
る
。

淇
上
の
小
さ
な
官
職
に
つ
い
た
期
間
（
727
年
、
王
維
二
十
六
歳
）
に
綴
ら
れ

た
「
偶
然
作
六
首
」
は
同
時
に
、
官
吏
と
し
て
業
績
を
残
す
と
い
う
価
値
観
自

体
に
対
す
る
の
王
維
の
疑
問
を
も
鮮
明
に
表
し
て
い
る
。

〈
其
の
一
〉
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

楚
国
有
狂
夫
、
茫
然
無
心
思
。
散
髪
不
冠
帯
、
行
歌
南
陌
上
。
孔
丘
与
之

言
、
仁
義
莫
能
奨
。
未
嘗
肯
問
天
、
何
事
須
撃
壌
？
復
笑
采
薇
人
、
胡
為
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乃
長
往
！

こ
の
詩
の
中
「
狂
夫
」
の
、「
孔
孟
を
軽
ん
じ
る
一
方
、
夷
斉
を
も
笑
い
、

屈
原
に
も
な
り
た
く
な
い
」（「
王
維
詩
全
集
」
Ｐ
60
）
と
い
う
態
度
は
、
王
維

の
憧
憬
す
る
態
度
で
あ
り
、
儒
教
的
価
値
観
を
完
全
に
超
越
し
、
自
由
で
何
も

の
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
生
き
方
で
あ
る
。

〈
其
の
二
〉
は
と
い
う
と
、
農
閑
期
に
「
酒
を
闘
い
隣
を
呼
」
び
、
茅
葺
き

の
軒
下
で
一
人
の
田
舎
老
人
の
啖
呵
で
あ
る

―
「
五
帝
与
三
皇
、
古
来
称
天

子
。
干
戈
將
揖
讓
、
畢
竟
何
者
是
？
得
意
苟
為
樂
、
野
田
安
足
鄙
？
且
當
放
懷

去
、
行
行
沒
餘
齒
」。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
田
舎
老
人
の
口
を
借
り
て
儒
教
的

功
績
の
実
体
の
な
さ
を
述
べ
て
い
る
。

〈
其
の
三
〉
は
、
詩
人
が
俗
世
間
の
網
に
囚
わ
れ
続
け
て
い
る
理
由
を
明
白

に
述
べ
て
い
る

―
「
小
妹
日
成
長
、
兄
弟
未
有
娶
。
家
貧
禄
既
薄
、
儲
蓄
非

有
素
」
の
た
め
、「
愛
染
日
已
薄
、
禅
寂
日
已
固
」
と
い
う
詩
人
自
身
を
「
几

回
欲
奮
飛
、
踟
蹰
復
相
顧
」
と
い
う
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。

〈
其
の
四
〉
は
上
で
触
れ
た
よ
う
に
、
直
接
陶
淵
明
の
「
官
を
捨
て
」
て
「
酒

に
耽
る
」
生
き
方
は
、
家
族
に
対
す
る
恥
ず
べ
き
無
責
任
な
わ
が
ま
ま
で
あ
り
、

「
生
事
曾
て
問
は
ず
」
が
た
め
に
家
族
を
貧
困
に
陥
れ
な
が
ら
、
密
か
に
他
人

の
救
済
を
期
待
す
る

―
「
儻
し
も
送
る
人
有
り
や
否
や
と
」

―
と
い
う
尊

厳
の
な
い
恒
常
的
な
貧
困
状
態
は
、「
郷
里
の
小
児
に
腰
を
折
る
」
屈
辱
よ
り

も
さ
ら
に
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

〈
其
の
五
〉
は
賢
才
が
貧
困
で
出
口
が
見
つ
か
ら
な
い
一
方
、
享
楽
に
し
か

能
の
な
い
輩
が
高
い
地
位
に
着
い
て
い
る
現
実
を
批
判
す
る
も
の
で
、
儒
教
的

「
兼
ね
て
救
済
す
る
」
と
い
う
理
想
に
対
す
る
不
信
感
を
反
映
し
て
い
る
。

〈
其
の
六
〉
は
王
維
の
晩
年
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
王
維
の
精

神
世
界
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
中

で
、
王
維
は
自
ら
の
本
性
を
確
認
し
、
自
分
の
詩
才
さ
え
も
否
定
し
て
、
自
分

は
「
宿
世
詞
客
に
謬
ら
る
、
前
身
応
に
画
師
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

現
存
す
る
王
維
の
作
品
よ
り
、
彼
の
詩
作
へ
の
情
熱
が
十
分
に
見
て
取
れ
る
。

「
詩
の
中
に
画
あ
り
」
と
い
う
彼
の
作
風
か
ら
は
、
天
才
的
な
画
家
が
持
つ
べ

き
ユ
ニ
ー
ク
な
審
美
眼
を
も
十
分
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、「
功

を
立
て
て
業
績
を
残
す
」
こ
と
へ
の
情
熱
だ
け
は
見
ら
れ
な
い
。
上
述
の
分
析

に
よ
り
、
官
吏
に
な
る
道
を
歩
む
こ
と
は
王
維
に
と
っ
て
、
終
始
家
族
的
責
任

感
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
選
択
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
推
薦
を
求
め
て
張
九
齢

に
書
い
た
「
上
張
令
公
」
と
「
献
始
興
公
」
と
い
う
二
作
の
中
か
ら
さ
え
、
王

維
の
政
界
の
現
実
に
対
す
る
冷
静
さ
と
や
む
を
得
な
い
心
境
が
窺
え
る
。
儒
教

的
「
独
善
」
と
「
兼
済
」
の
人
生
観
は
、
一
度
も
王
維
の
精
神
世
界
で
主
要
な

地
位
を
占
め
た
こ
と
が
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
儒
学
か

ら
仏
・
道
に
入
っ
た
」
と
い
う
説
は
妥
当
と
は
言
え
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
生
観
が
王
維
の
思
想
と
人
生
を
終
始
貫
い
て
い
た
か
。

続
い
て
、
同
じ
く
王
維
の
青
年
期
の
詩
作
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
問
題
を
探
り

た
い
。

３　

王
維
の
詩
に
お
け
る
「
自
然
」
の
本
質

「
世
に
入
る
」
と
い
う
儒
教
思
想
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
い
る
と
い
う
、

前
述
の
王
維
の
特
徴
は
、
詩
作
の
結
び
の
部
分
で
視
点
を
反
転
さ
せ
た
感
慨
を

述
べ
、
詩
全
体
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
手
法
に
も
表
れ
て
い
る
。
前

出
の
「
燕
支
行
」「
洛
陽
女
児
行
」「
隴
頭
吟
」「
老
将
行
」
な
ど
が
そ
の
例
で
、

前
半
の
煌
び
や
か
な
描
写
は
最
後
で
一
挙
に
風
刺
と
化
し
、
解
体
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
と
は
対
照
的
に
、
自
然
の
山
水
や
田
園
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
作
で
は
、
初

期
か
ら
、
自
然
の
描
写
に
内
面
と
外
面
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
調
和
の
美
が
常
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に
見
ら
れ
、
自
然
へ
の
惜
し
み
の
な
い
賛
美
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特

徴
は
彼
の
晩
年
の
作
品
ま
で
一
貫
し
て
存
在
す
る
。

ま
ず
筆
頭
に
上
が
る
の
は
十
九
歳
の
時
、
開
元
七
年
（
719
年
）
に
書
か
れ
た

「
桃
源
行
」
で
あ
る
。
紙
面
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
原
詩
を
省
略
す
る
。

こ
の
詩
の
超
絶
的
な
美
し
さ
に
関
し
て
、
か
ね
て
か
ら
多
く
の
賛
辞
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
一
言
で
ま
と
め
る
と
、
こ
の
作
品
は
桃
源
郷
を
詠
ん
だ
古
今
の

作
品
の
中
の
「
最
高
峰
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

は
、
王
維
の
「
桃
源
郷
」
に
住
ん
で
い
る
の
は
神
通
力
を
持
つ
「
仙
人
」
で
は

な
く
、「
漢
の
名
前
」
と
「
秦
の
服
」
を
し
た
自
然
人
で
、「
仙
源
」
や
「
霊
境
」

を
描
写
す
る
全
て
の
美
し
い
詩
句
は
結
局
、「
俗
世
間
」
の
煩
悩
か
ら
離
れ
、

か
つ
二
度
と
そ
れ
に
煩
わ
さ
れ
る
危
険
の
な
い
自
然
な
田
園
の
描
写
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
、
王
維
が
発
見
、
描
写
し
、
か
つ
酔
い
し
れ
た
「
最
高

峰
」
に
し
て
完
全
無
欠
な
境
地
で
あ
る
。
無
論
、
王
維
が
描
写
し
た
「
自
然
」

の
「
完
璧
さ
」
は
た
だ
人
を
喜
ば
せ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
は
彼
の
内
面
の
世
界
を
完
全
に
象
徴
す
る
、
も
し
く
は
彼
の
内
面
の
扉
を
開

く
こ
と
が
で
き
る
が
た
め
に
、
詩
人
の
苦
楽
を
全
て
包
容
で
き
る
、
優
し
く
広

大
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
勢
の
あ
る
高
官
達
と
交
際
す
る
時
も
、
王

維
が
描
写
す
る
「
自
然
」
は
む
し
ろ
そ
の
場
の
風
景
の
写
実
で
あ
っ
た
。
例
と

し
て
、「
從
岐
王
夜
宴
衛
家
山
池
應
教
」
に
お
け
る
自
然
描
写
「
澗
花
輕
粉
色
、

山
月
少
燈
光
。
積
翠
紗
窗
暗
、
飛
泉
繡
户
涼
」
や
、「
敕
借
岐
王
九
成
宫
避
暑

応
教
」
の
中
の
「
隔
窗
雲
雾
生
衣
上
、
卷
幔
山
泉
入
鏡
中
。
林
下
水
聲
喧
笑
語
、

岩
間
樹
色
隱
房
櫳
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
応

酬
の
た
め
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、
詩
句
に
描
か
れ
た
自
然
の
事
物
は
美
し
く
真

実
味
が
あ
り
、
権
力
者
に
媚
び
へ
つ
ら
う
た
め
の
ね
つ
造
で
は
な
い
。
気
分
が

沈
み
込
ん
だ
時
も
同
様
、「
自
然
」
は
王
維
に
と
っ
て
、
重
荷
を
下
ろ
さ
せ
、

慰
め
と
啓
示
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
罪
を
か
ぶ
っ
て
済

州
に
赴
く
途
中
で
、
河
北
の
城
楼
に
登
り
遠
く
を
眺
め
た
時
、
視
野
が
「
高
城
」、

「
極
浦
」、「
夕
日
」、「
蒼
山
」、「
寂
寥
と
し
た
天
地
」
の
広
大
さ
に
及
び
、
詩

人
の
心
も
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
「
広
川
」
の
よ
う
に
、
平
静
か
つ
ど
こ
ま
で
も

広
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
失
意
の
さ
な
か
で
さ
え
、
自
然
な
田
園
生
活
は
詩
人

の
目
に
は
、
依
然
と
し
て
「
桃
源
郷
」
と
同
様
な
完
全
無
欠
さ
を
備
え
た
も
の

と
し
て
映
っ
て
い
る
。「
田
父
草
際
歸
、
村
童
雨
中
牧
。
主
人
東
皋
上
、
時
稼

繞
茅
屋
。
蟲
思
機
杼
鳴
、
雀
喧
禾
黍
熟
」

―
「
宿
鄭
州
」（
721
年
）。
現
実
を

題
材
に
し
た
彼
の
初
期
の
全
て
の
詩
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
特
徴
が
顕
著
に
見

ら
れ
る
。「
早
入
滎
陽
界
」「
千
塔
主
人
」「
渡
河
到
清
河
作
」
な
ど
が
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
。
初
期
の
詩
で
「
隠
遁
」
あ
る
い
は
「
道
」、「
仏
」
に
言
及
し

た
作
品
で
は
、
す
で
に
若
き
詩
人
の
心
底
か
ら
の
憧
れ
が
よ
り
明
白
に
吐
露
さ

れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
「
濟
州
過
趙
叟
家
宴
」
が
そ
の
例
で
あ
る
、

雖
與
人
境
接
、
閉
門
成
隱
居
。
道
言
莊
叟
事
、
儒
行
魯
人
餘
。
深
巷
斜
暉

靜
、
閑
門
高
柳
疏
。
荷
鋤
修
藥
鋪
、
散
帙
曝
農
書
。
上
客
搖
芳
翰
、
中
廚

饋
野
蔬
。
夫
君
第
高
飲
、
景
晏
出
林
閭
。

こ
の
よ
う
な
「
人
の
世
」
に
あ
り
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
老
荘
の
道
を
考
え
、

俗
世
間
に
煩
わ
さ
れ
ず
に
書
を
著
す
と
い
う
、
格
調
高
く
か
つ
質
素
な
隠
遁
生

活
は
、
弱
冠
二
十
歳
の
少
年
の
心
の
中
で
、
す
で
に
人
生
の
理
想
的
な
状
態
に

な
っ
て
い
る
。
輞
川
別
業
の
一
連
の
詩
作
は
言
う
に
及
ば
ず
、
後
に
僧
侶
や
道

士
の
友
人
達
と
直
接
に
交
わ
し
た
詩
作
、
お
よ
び
自
身
の
隠
遁
生
活
を
描
写
す

る
詩
作
に
お
い
て
、
彼
は
浮
世
を
離
れ
た
「
隠
遁
生
活
」
で
体
得
し
た
、
心
の

静
ま
り
返
っ
た
、
広
大
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
自
在
さ
を
余
す
こ
と
な
く
表

現
し
て
い
る
。　

以
上
よ
り
、
儒
教
的
「
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
の
人
生
観
は
青
年
期
の
王
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維
の
人
生
の
理
想
に
は
な
ら
な
か
っ
た

―
そ
の
後
も
つ
い
に
な
る
こ
と
は
な

く
、
逆
に
彼
は
青
年
期
よ
り
自
然
の
中
か
ら
「
曠
然
銷
人
憂
」
と
い
う
体
験
を

得
て
お
り
、
俗
世
間
を
離
れ
た
「
世
か
ら
出
」
た
生
活
に
熱
烈
に
あ
こ
が
れ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
人
生
の
早
い
時
期
か
ら
こ
う
し
た
内
面
の
特
徴
を
示
し
た
の

は
、
や
は
り
彼
の
仏
教
信
仰
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
を
篤
く
信
仰

す
る
母
親
が
、
彼
の
世
界
観
に
最
初
に
し
て
最
も
深
遠
な
影
響
を
残
し
た
可
能

性
が
大
き
い
。
ま
た
、
王
維
の
生
き
た
時
代
は
禅
宗
の
盛
ん
な
時
期
で
、
禅
宗

の
思
想
の
中
で
は
、「
真
心
」
一
元
論

―
「
真
如
縁
起
」
論
は
、
世
界
の
根
源
、

宇
宙
の
実
体
を
「
真
如
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
こ
の
世
の
す
べ
て
が
派
生
（
縁
起
）

し
た
と
し
て
い
る
。
人
為
的
に
手
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
状
況
下
で
万
物
が
示

す
「
自
然
無
碍
」
の
状
態
が
、
す
な
わ
ち
仏
理
の
顕
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
青

青
翠
竹
、
尽
是
法
身
；
郁
郁
黄
花
、
無
非
般
若
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
自

然
の
「
無
造
作
」
な
無
垢
な
美
と
無
限
さ
は
、
政
界
で
人
々
が
戦
わ
せ
る
「
計

算
高
い
心
」、「
塵
の
よ
う
な
考
え
」、
そ
し
て
「
稲
妻
」
の
よ
う
に
は
か
な
い

「
朝
露
の
身
」
と
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
境
地
の
相
違
を
形
成
し
て
い

る

―
こ
の
点
は
老
荘
思
想
と
も
共
通
し
て
い
る
。
詩
人
が
大
自
然
の
中
で
体

験
し
認
識
し
た
の
は
仏
理
の
奥
深
さ
で
、
も
ち
ろ
ん
老
荘
的
世
界
観
で
も
あ
り
、

名
声
と
利
益
を
競
う
俗
世
間
と
い
う
場
の
下
劣
さ
に
対
し
て
当
然
軽
蔑
な
い
し

嫌
悪
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
王
維
の
詩
の
世
界
に
お
い
て
、「
俗

世
間
」
や
「
人
間
的
営
み
」
が
極
度
に
回
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

注
意
す
べ
き
点
は
、
自
然
と
調
和
し
た
生
活
は
忌
み
嫌
う
対
象
に
は
含
ま
れ
ず
、

王
維
の
目
に
は
む
し
ろ
、
大
自
然
に
囲
ま
れ
た
田
舎
の
生
活
は
、
穏
や
か
で
、

質
素
で
、
無
造
作
な
も
の
に
映
っ
て
い
る
、

「
日
隠
桑
柘
外
、
河
明
閭
井
間
。
牧
童
望
村
去
、
猟
犬
隨
人
還
」（「
淇
上

即
事
田
園
」）

「
萋
萋
芳
草
春
緑
、
落
落
長
松
夏
寒
。
牛
羊
自
帰
村
巷
、
童
稚
不
識
衣
冠
」

（「
田
園
楽
七
首
」
其
四
）

以
上
よ
り
、
大
自
然
は
王
維
に
と
っ
て
、
初
め
か
ら
仏
教
的
世
界
観
の
体
現

で
あ
っ
た

―
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
老
荘
的
世
界
観
の
要
素
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
大
自
然
の
美
に
つ
い
て
、
初
期
の
詩
作
の
中
で
は
ま
だ
後
期
の
よ
う
な

鮮
や
か
で
ず
ば
抜
け
た
表
現
が
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
初
期
の
詩
作
の
美

学
的
意
識
は
す
で
に
儒
教
的
な
そ
れ
と
は
異
な
り
、
よ
り
広
大
な
世
界
観
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
映
は
詩
人
の
若
さ
の
た
め
、
ま
だ
あ
ま

り
深
い
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
詩
作
の
中
に
す
で
に
詩
人
の
人
生
観
と
世

界
観
の
方
向
づ
け
が
鮮
明
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
認
め
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。結

び　

王
維
の
「
世
を
出
る
」
を
め
ぐ
っ
て

王
維
は
最
終
的
に
自
ら
追
い
求
め
て
き
た
「
無
執
着
」
な
禅
の
境
地
に
達
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
期
の
作
品
を
見
る
限
り
、
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
そ
の
輞
川
集
の
二
十
首
に
お
い
て
、
自
然
の
イ
メ
ー
ジ

の
中
に
分
か
ち
が
た
く
含
ま
れ
て
い
な
が
ら
痕
跡
を
残
さ
な
い
、
感
嘆
す
べ
き

「
禅
の
境
地
」
が
あ
り
、
後
代
の
人
に
は
と
て
も
望
め
な
い
よ
う
な
審
美
的
高

み
に
達
し
て
は
い
た
。
し
か
し
結
局
、
こ
の
よ
う
な
境
地
は
「
官
で
あ
り
隠
で

あ
る
」
生
活
に
あ
っ
て
、
衣
食
の
心
配
が
な
く
か
つ
日
常
生
活
が
無
事
に
流
れ

る
時
期
の
境
地
で
あ
り
、
い
か
な
る
情
況
下
に
お
い
て
も
「
無
執
着
」
で
い
ら

れ
る
徹
底
的
な
悟
り
の
境
地
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
晩
年
の
詩
に
は
、
以
前
の

よ
う
な
、
自
然
と
禅
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
法
悦
」
に
近
い
よ
う
な
、
広
が

り
の
あ
る
静
謐
さ
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
が
王
維

の
心
の
最
終
的
な
帰
り
着
く
先
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
彼
は
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「
晚
年
長
齋
、
不
衣
文
彩
。
…
…
齋
中
無
所
有
、
唯
茶
鐺
、
藥
臼
、
經
案
、
繩

床
而
已
。
退
朝
之
後
、
焚
香
獨
坐
、
以
禪
頌
為
事⑷
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
、

晩
年
に
見
ら
れ
る
長
編
の
仏
理
を
論
説
す
る
詩
作
は
、
直
接
に
仏
理
の
論
説
を

テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
青
年
期
よ
り
王
維
に
見
ら
れ
る
俗
世
間
の
超
越
を
目
指

す
傾
向
は
、
人
生
の
洗
礼
を
経
験
し
た
後
の
晩
年
に
お
い
て
、
し
っ
か
り
と
彼

の
人
生
観
と
世
界
観
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
当
時
の
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ム
の
価
値
観
で
あ
る
儒
教
思
想
は
、
青
年
期
の
懐
疑
を
経
て
、
晩
年
期
の

無
関
心
に
至
る
と
い
う
、
変
化
の
過
程
を
た
ど
っ
た
。

注
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書
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Ｐ
２
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仏
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０
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