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は
じ
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獨
創
性
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
文
學
作
品
の
み
な
ら
ず
藝
術
一
般
に
お
い
て
、

そ
し
て
學
問
硏
究
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
文
學
作
品
に
限
っ
て
み
て
も
他
人

の
作
品
や
先
行
作
品
と
類
似
し
て
い
れ
ば
、
模
倣
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
剽
竊
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
學
作
品
が
先
行

す
る
作
品
や
同
時
代
の
作
品
か
ら
全
く
か
け
は
な
れ
て
い
て
、
す
べ
て
が
獨
自
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
い
く
ば
く
か
、
い
や
、
か
な
り
の
部
分
は
他

の
作
品
を
踏
襲
し
つ
つ
創
作
さ
れ
る
の
が
事
實
で
あ
る
。
す
べ
て
が
獨
自
の
も
の

で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
理
解
困
難
な
作
品
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
中
國
古
典
文
學
に
お
い
て
獨
創
性
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
經
書
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
籍
に
淵
源
を
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
典
故
表
現

を
一
大
特
徵
と
す
る
中
國
古
典
の
詩
文
に
お
い
て
、
創
作
行
爲
が
模
倣
や
剽
竊
と

紙
一
重
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
た
と
え
ば
六
朝
後
朞

の
梁
代
に
著
さ
れ
た
五
言
詩
の
評
論
で
あ
る
『
詩
品
』
序
で
、
著
者
の
鍾
嶸
は

「
古
今
の
勝
語
を
觀
る
に
、
多
く
は
補
假
に
非
ず
、
皆
な
直
尋
に
由
る
（
觀
古
今
勝

語
、
多
非
補
假
、
皆
由
直
尋
）」
と
述
べ
た
上
で
、
近
年
の
風
潮
に
對
し
て
次
の
よ

う
に
論
評
し
て
い
る
。

顏
延
・
謝
莊
は
、
尤
も
繁
密
を
爲
し
、
時
に
之
に
化
す
。
故
に
大
朙
・
泰
始

中
、
文
章
は
殆
ど
書
抄
に
同
じ
。
近
く
任
昉
・
王
元
長
等
は
、
詞
に
奇
を
貴

ば
ず
、
競
い
て
新
事
を
須も
ち

い
、
爾
來
の
作
者
は
、
寖よ
う
やく
以
て
俗
と
成
す
。
遂

に
乃
ち
句
に
虛
語
無
く
、
語
に
虛
字
無
く
、
補
納
に
拘
攣
し
、
文
を
蠹む
し
ばむ
こ

と
已
に
甚
し（
１
）。

　

鍾
嶸
に
よ
る
と
、
顏
延
之
や
謝
莊
の
作
風
に
靡
い
た
劉
宋
の
大
朙
（
四
五
七―

四
六
四
）・
泰
始
（
四
六
五―

四
七
七
）
年
閒
、
文
學
は
書
物
の
拔
き
書
き
同
然
と

な
り
、
南
齊
の
任
昉
・
王
融
は
表
現
に
「
奇
」
を
尊
重
せ
ず
、「
新
事
」
の
追
求

に
奔
っ
た
。
た
め
に
そ
の
後
の
作
者
は
ど
の
字
に
も
ど
の
語
に
も
典
故
を
用
い
、

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
言
葉
の
つ
ぎ
は
ぎ
に
拘
泥
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。「
奇
」
は
獨
創
的
な
表
現
の
謂
い
で
あ
ろ
う
し
、「
新
事
」
は
獨
創
的
な
新
し

い
事
柄
を
い
う
の
で
は
な
く
、
だ
れ
も
用
い
て
い
な
い
點
に
お
い
て
新
し
さ
を
㊒

す
る
典
故
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
未
使
用
の
典
故
を
用
い
る
點
に
お
い
て
獨
創
性

を
㊒
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
鍾
嶸
が
善
し
と
す
る
「
直
尋
に
由
る
」
表

現
、
す
な
わ
ち
直
接
に
胸
の
う
ち
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
鍾
嶸
の
苦
言
か
ら
、
六
朝
朞
の
五
言
詩
が
典
據
表
現
の
運
用
に
あ
く
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索
の
す
べ
て
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
獨
創
的
な
思
考
を
輕

視
す
る
方
向
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
も
ま
た
事
實
で
あ
る
。

　

陽
貨
篇
に
い
う
「
子
曰
く
、
紫
の
朱
を
奪
う
を
惡
む
也
。
鄭
聲
の
雅
樂
を
亂
る

を
惡
む
也
。
利
口
の
邦
家
を
覆
す
者
を
惡
む（
４
）」
も
、
本
來
は
、
正
統
と
似
て
非
な

る
も
の
を
憎
惡
す
べ
き
だ
と
い
う
文
脉
で
あ
る
の
に
、
鄭
國
の
騷
が
し
い
音
樂
で

あ
る
俗
樂
を
批
判
し
、
正
統
的
な
雅
樂
を
よ
し
と
す
る
文
脉
で
理
解
さ
れ
、
同
時

代
に
流
行
す
る
も
の
よ
り
も
、
古
典
あ
る
い
は
古
代
に
價
値
を
置
く
考
え
と
結
び

つ
い
て
解
釋
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

　

ま
た
『
禮
記
』
禮
器
に
は
、「
禮
な
る
者
は
、
本
に
反か
え

り
古
を
脩
む
。
其
の
初

め
を
忘
れ
ざ
る
者
也
」
と
あ
り
、
そ
の
具
體
例
の
後
に
、「
是
の
故
に
先
王
の
禮

を
制
す
る
や
、
必
ず
主
㊒
る
也
、
故
に
述
べ
て
多
く
學
ぶ
可
き
也（
５
）」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
禮
が
制
定
さ
れ
た
根
本
に
立
ち
か
え
り
古
代
の
禮
制
を
學
ぶ
こ
と
の
大
切

さ
を
說
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
禮
に
焦
點
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
が
、
禮

に
限
ら
ず
一
般
に
儒
家
は
、
本
に
立
ち
も
ど
っ
て
古
に
學
ぶ
こ
と
を
尊
重
す
る
。

こ
こ
に
見
え
る
「
述
而
多
學
」
の
「
述
而
不
作
」
と
な
ん
と
似
か
よ
っ
て
い
る
こ

と
か
。
儒
家
に
お
い
て
、
規
範
は
時
代
に
應
じ
て
自
ら
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、

先
人
の
制
定
し
た
も
の
を
學
び
、
遵
守
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
姿
勢
は
、
儒
家
以
外
の
い
わ
ゆ
る
諸
子
か
ら
は
批
判
を
浴
び
た
。
た

と
え
ば
『
韓
非
子
』
姦
劫
弑
臣
に
い
う
「
至
治
の
法
術
は
已
に
朙
ら
か
な
る
も
、

世
の
學
ぶ
者
は
知
ら
ざ
る
也
。
且
つ
夫
れ
世
の
愚
學
は
、
皆
な
治
亂
の
情
を
知
ら

ず
、
讘
䛟
し
て
多
く
先
古
の
書
を
誦
し
、
以
て
當
世
の
治
を
亂
す（
６
）」
の
「
愚
學
」

は
、
儒
學
の
者
た
ち
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
と
昔
の
書
物
を

そ
ら
ん
じ
る
ば
か
り
で
、
今
の
政
治
を
亂
し
て
い
る
と
蔑
ま
れ
て
い
る
。

　
『
墨
子
』
非
儒
下
も
、「
君
子
循
而
不
作
」
と
い
う
儒
者
の
言
葉
を
取
り
上
げ

て
、
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。

せ
く
し
て
い
た
實
狀
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
一
方
、
文
學
に
お
い
て
獨
創
を
重

ん
じ
よ
う
と
す
る
價
値
觀
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
で
は
、

こ
う
し
た
獨
創
の
尊
重
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
顯
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
次
章
以

降
、
ほ
ぼ
時
代
順
に
槪
觀
し
て
み
た
い
。

一　

述
べ
て
作
ら
ず　
　
　
　
　
　

　

獨
創
と
對
極
に
位
置
す
る
槪
念
が
、
儒
家
の
い
う
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
で
あ
る

こ
と
は
だ
れ
し
も
が
思
い
つ
く
で
あ
ろ
う
。『
論
語
』
述
而
に
い
う
。

子
曰
く
、「
述
べ
て
作
ら
ず
、信
じ
て
古
を
好
む
、竊ひ
そ

か
に
我
が
老
彭
に
比
す
」

と
（
子
曰
、
述
而
不
作
、
信
而
好
古
、
竊
比
於
我
老
彭
）。

　

何
晏
『
論
語
集
解
』
に
引
く
後
漢
の
包
咸
の
㊟
に
よ
れ
ば
、「
老
彭
は
、
殷
の

賢
大
夫
な
り
。
好
ん
で
古
事
を
述
ぶ
。
我
は
老
彭
の
若ご
と

く
但
だ
之
を
述
ぶ
る
の

み（
２
）」
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
「
述
べ
て
作
ら
ず
」、
す
な
わ
ち
古
人
の
こ
と
ば

を
祖
述
し
て
、
自
ら
が
新
た
に
創
作
す
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
基
本
姿
勢
が
、

獨
創
に
否
定
的
な
姿
勢
と
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
孔
子
は
「
信
じ

て
古
を
好
む
」、
す
な
わ
ち
信
賴
す
る
に
値
す
る
も
の
を
信
じ
て
そ
れ
を
愛
好
す

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
古
の
も
の
を
や
み
く
も
に
よ
し
と
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
の
聖
人
こ
そ
が
「
作
る
」
の
で
あ
っ
て
、
後
世
の

者
は
そ
れ
を
「
述
べ
る
」
の
み
だ
と
す
れ
ば
、
い
き
お
い
古
を
尊
重
す
る
崇
古
思

想
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
も
事
實
で
あ
る
。

　

ま
た
、
創
作
の
た
め
に
は
、
新
た
な
發
想
に
基
づ
い
て
思
考
を
凝
ら
す
必
要
が

あ
る
は
ず
だ
が
、
儒
家
は
多
く
先
人
に
學
ぶ
こ
と
を
尊
重
す
る
。
た
と
え
ば
、

『
論
語
』
衞
靈
公
に
、「
吾
嘗
て
終
日
⻝
ら
わ
ず
、
終
夜
寢
ね
ず
、
以
て
思
う
、
益

無
し
、
學
ぶ
に
如
か
ざ
る
也（
３
）」
と
、
空
虛
な
思
索
よ
り
も
學
ぶ
こ
と
、
す
な
わ
ち

讀
書
等
を
通
し
て
先
人
の
考
え
を
學
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
說
く
孔
子
は
、
思
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世
家
・
賢
大
夫
の
業
を
滅
し
て
述
べ
ず
、
先
人
の
言
う
所
を
墮お

と
す
は
、
罪�

焉こ
れ

よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
余
の
謂
う
所
、
故
事
を
述
べ
、
其
の
世よ

よ
傳
う
る

を
整
齊
す
る
は
、所い
わ

謂ゆ
る

作
に
非
ざ
る
也
、而
る
に
君�

之
を
春
秋
に
比く
ら

ぶ
る
は
、

謬
れ
り（
９
）。

　

こ
こ
で
司
馬
遷
は
、
太
史
な
る
官
と
し
て
な
す
べ
き
は
、
故
事
を
述
べ
、
代
々

傳
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
所
謂
作
る
こ
と
で
は

な
い
と
朙
言
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
『
史
記
』
執
筆
は
、
あ
く
ま
で
「
述
べ

る
」
で
あ
っ
て
、「
作
る
」
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
史
書
に
お
い
て
も
儒
家
の
い

う
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
は
强
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
歬
漢
の
賦
の
制
作
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
司
馬
相
如
の
よ
う
に
時
閒
を
か

け
て
熟
考
し
た
上
で
稿
を
成
す
文
人
も
あ
り
、『
楚
辭
』
や
經
書
の
文
言
を
作
品

中
に
用
い
る
例
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
先
例
を
も
と
に
し
て
制
作
す
る
例
は
ま
れ

で
あ
る
。
創
作
意
慾
の
お
も
む
く
ま
ま
に
筆
を
走
ら
せ
る
と
い
う
、
た
と
え
ば
枚

乘
・
枚
皋
父
子
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
點
に
お
い
て
は
、「
述
べ
て
作
ら
ず
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
作
り
て
述
べ

ず
」
に
近
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
狀
況
が
若
干
變
わ
っ
て
く
る
の
は
、

歬
漢
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
き
た
こ
ろ
で
あ
る
。『
漢
書
』
揚
雄
傳
上
に
、
そ
の

賦
創
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

自
ら
大
度
㊒
り
、
聖
哲
の
書
に
非
ず
ん
ば
好
ま
ざ
る
也
。
其
の
意
に
非
ず
ん

ば
、
富
貴
と
雖
も
事
え
ざ
る
也
。
顧か
え

っ
て
嘗つ
ね

に
辭
賦
を
好
む
。
是
の
時
よ
り

先
に
、
蜀
に
司
馬
相
如
㊒
り
、
賦
を
作
る
に
甚
だ
弘
麗
溫
雅
、
雄
は
心
に
之

を
壯
と
し
、
賦
を
作
る
每ご
と

に
、
常
に
之
に
擬
し
て
以
て
式
と
爲
す
。
又
た
屈

原
の
文
の
相
如
に
過
ぐ
る
も
、
容
れ
ら
れ
ず
に
至
り
、
離
騷
を
作
り
、
自
ら

江
に
投
じ
て
死
す
る
を
怪
し
み
、
其
の
文
を
悲
し
み
、
之
を
讀
む
に
未
だ
嘗

て
涕
を
流
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
也
。
以
爲
ら
く�

君
子
は
時
を
得
れ
ば
則
ち

古
者�

羿
は
弓
を
作
り
、
伃
は
甲
を
作
り
、
奚
仲
は
車
を
作
り
、
巧
垂
は
舟

を
作
る
、
然
ら
ば
則
ち
今
の
鮑
函
車
匠
は
皆
な
君
子
也
。
而
る
に
羿
・
伃
・

奚
仲
・
巧
垂
は
皆
な
小
人
な
る
か
。
且
つ
其
の
循
う
所
の
人
は
必
ず
之
を
作

る
或あ

り
、
然
ら
ば
則
ち
其
の
循
う
所
は
皆
な
小
人
の
衟
也（
７
）。

　

墨
家
は
、「
君
子
は
循
い
て
作
ら
ず
」
と
い
う
儒
家
の
論
理
に
よ
る
な
ら
ば
、

今
の
職
人
は
み
な
君
子
で
、
羿
・
伃
を
は
じ
め
弓
・
甲
・
車
・
舟
を
作
っ
た
者
た

ち
は
み
な
小
人
な
の
か
と
問
い
﨤
す
。
さ
ら
に
、
循
う
行
爲
の
本
源
に
は
必
ず
こ

れ
を
作
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
今
の
君
子
が
循
う
の
は
す
べ
て
小
人

の
衟
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
論
破
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、『
莊
子
』
外
物
に
、「
夫
れ
古
を
尊
ん
で
今
を
卑
し
む
は
、
學
者
の

流
也
（
夫
尊
古
而
卑
今
、
學
者
之
流
也（
８
））」
と
あ
る
の
も
、
古
を
尊
ぶ
ば
か
り
で
今

を
輕
視
す
る
儒
學
者
の
態
度
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
儒
家
の
い
う
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
は
、
他
の
思
想
家
た
ち

に
は
容
認
し
が
た
い
特
異
な
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
儒
者
た
ち
が
經
書

を
尊
ぶ
の
は
、
そ
れ
が
古
代
の
事
を
記
し
た
古
代
の
書
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
と
は
別
個
に
自
ら
の
考
え
を
あ
ら
わ
し
た
書
物
を
新
た
に
作
る
こ
と
は
、
善

し
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

二　

漢
代
の
創
作
觀

　

儒
敎
が
國
敎
化
し
た
漢
代
、
文
學
創
作
論
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
だ
ろ
う

か
。
歬
漢
に
お
け
る
ま
と
ま
っ
た
書
物
と
し
て
は
、
ま
ず
司
馬
遷
『
史
記
』
が
擧

げ
ら
れ
る
。
そ
の
著
述
觀
を
「
太
史
公
自
序
」
に
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
孔
子
の

著
し
た
『
春
秋
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、『
史
記
』
著
述
の
動
機
を
問
う
壺
遂

に
對
し
て
、
司
馬
遷
は
そ
の
應
答
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

且
つ
余
嘗
て
其
の
官
を
掌
る
も
、
朙
聖
の
盛
德
を
廢
し
て
載
せ
ず
、
功
臣
・
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し
て
司
馬
相
如
の
辭
賦
に
な
ら
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
太
玄
經
』『
法
言
』『
訓
纂

篇
』「
州
箴
」「
反
離
騷
」「
廣
騷
」
な
ら
び
に
四
篇
の
賦
を
作
っ
た
と
い
い
、
次

い
で
左
の
よ
う
に
述
べ
る
。

皆
な
其
の
本
を
斟
酌
し
、
相
い
與
に
放
依
し
て
馳
騁
す
と
云
う
。
心
を
內
に

用
い
、
外
に
求
め
ず
、
時
人
に
於
い
て
皆
な
之
に
昏
く
、
唯
だ
劉
歆
及
び
范

逡
の
み
焉
を
敬
し
、
桓
譚
は
以
て
絕
倫
と
爲
す
。
…
…
諸
儒
或
い
は
譏
り
て

以
爲
ら
く�

雄
の
聖
人
に
非
ず
し
て
經
を
作
る
は
、
猶
お
春
秋
の
吳
楚
の
君�

號
を
僭
し
王
を
稱
す
る
が
ご
と
く
、
蓋
し
誅
絕
の
罪
也
。
雄
の
沒
し
て
自
り

今
に
至
る
ま
で
四
十
餘
年
、
其
の
法
言
は
大
い
に
行
な
わ
る
る
も
、
玄
は
終

に
顯
わ
れ
ず
、
然
れ
ど
も
篇
籍
は
具つ
ぶ
さに
存
す）
（（
（

。

　

揚
雄
の
制
作
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
本
質
を
と
ら
え
、
各
ジ

ャ
ン
ル
の
最
も
す
ぐ
れ
た
著
作
を
モ
デ
ル
に
し
つ
つ
、
構
想
力
を
奔
放
に
ふ
る
い

な
が
ら
思
索
に
ふ
け
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
作
風
は
時
人
の
多
く
に
は

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
聖
人
で
な
い
の
に
『
太
玄
經
』
を
著
す

の
は
僭
稱
行
爲
に
當
た
る
と
諸
儒
に
そ
し
ら
れ
た
の
は
、「
經
」
を
書
名
に
冠
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
先
人
の
祖
述
で
は
な
く
、
新
た
に
著
作
を
自
ら
「
作
」
っ

た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
當
時
一
般
の
趨
勢
と
し
て
は
、
や
は
り
祖
述
を
重
ん
じ
て

い
た
こ
と
が
推
し
測
ら
れ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
揚
雄
自
身
も
、
創
作
で
は
あ
っ

て
も
、「
皆
斟
酌
其
本
、
相
與
放
依
而
馳
騁
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
お
お
も
と

を
押
さ
え
て
、
そ
の
上
で
、
模
倣
す
べ
き
も
の
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
才
能
を

存
分
に
發
揮
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
漢
代
に
は
章
句
の
學
が
盛
況
を
呈
し
、
經
典
な
ど
に
對
す
る
細
か
い
㊟

が
多
く
作
ら
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
經
典
が
難
解
で
、
多
種
の
解
釋
が
存

在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、「
述
而
不
作
」
が
唱
え
ら
れ
る
中
で
は
、
單
獨
の

著
作
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
、
㊟
や
序
の
中
で
し
か
自
ら
の
考
え
を
提

大
い
に
行
な
わ
れ
、
時
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
龍
蛇
の
ご
と
く
す
、
遇
・
不
遇
は

命
也
、
何
ぞ
必
ず
し
も
身
を
湛し
ず

め
ん
哉
と
。
乃
ち
書
を
作
り
、
徃
徃
に
し
て

離
騷
の
文
を
摭ひ
ろ

い
て
之
に
反
し
、

山
自よ

り
諸
を
江
流
に
投
じ
て
以
て
屈
原

を
弔
い
、
名
づ
け
て
反
離
騷
と
曰
う
。
又
た
離
騷
に
旁そ

い
て
一
篇
を
作
り
重

ん
じ
、
名
づ
け
て
廣
騷
と
曰
う）

（（
（

。

　

揚
雄
は
、
故
鄕
で
あ
る
蜀
の
先
輩
司
馬
相
如
を
稱
え
て
、
賦
を
作
る
と
き
は
い

つ
も
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
、
こ
れ
を
手
本
と
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
司
馬
相
如
よ
り

も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
彼
が
考
え
た
屈
原
の
「
離
騷
」
に
反
論
す
る
作
品
「
反
離

騷
」
を
書
き
、「
離
騷
」
を
旉
衍
し
た
作
品
「
廣
騷
」
を
著
し
た
。
汨
羅
に
身
を

投
じ
た
屈
原
の
行
爲
に
贊
同
で
き
ず
、
作
っ
た
と
い
う
「
書
」
は
書
物
で
は
な

く
、
書
き
つ
け
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
「
述
」
べ
た
の
で
は
な
く
、「
作
」

っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。「
離
騷
」
に
沿
い
な
が
ら
制
作
し
た
「
廣
騷
」
も

「
作
」
っ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
複
雜
な
の
は
、
こ
う
し
た
作
品
を
作
り
は

し
た
が
、
朙
ら
か
に
先
人
の
作
品
、
こ
こ
で
は
司
馬
相
如
や
屈
原
の
作
品
を
手
本

に
し
て
創
作
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
創
作
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
創
作
態
度
は

先
人
の
模
倣
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
構
造
が
見
て
と
れ
る
。

　

成
帝
の
時
、
そ
の
作
品
が
司
馬
相
如
に
似
て
い
る
と
し
て
揚
雄
を
推
薦
し
て
く

る
客
人
が
い
て
、
成
帝
は
揚
雄
を
召
し
て
待
詔
さ
せ
た）
（（
（

。
こ
れ
は
、
郊
祀
を
實
施

し
て
繼
嗣
の
誕
生
を
祈
禱
し
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で
、
郊
祀
や
封
禪
に

か
か
わ
っ
た
司
馬
相
如
と
同
じ
よ
う
な
才
の
あ
る
文
人
を
重
視
し
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
過
去
の
す
ぐ
れ
た
文
人
に
類
似
し
た
者
を
重
ん
じ
た
の
で

あ
り
、
過
去
に
例
を
見
な
い
獨
創
的
な
作
品
を
著
す
文
人
を
尊
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
。

　

ま
た
、
後
漢
の
班
固
の
文
章
に
な
る
が
、『
漢
書
』
揚
雄
傳
の
贊
に
は
、
揚
雄

が
名
を
後
世
に
の
こ
す
べ
く
『
周
易
』『
論
語
』『
倉
頡
篇
』「
虞
箴
」「
離
騷
」
そ
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詩
書
に
酌
み
、
劉
歆
の
遂
初
賦
は
、
紀
傳
に
歷
敍
し
、
漸
漸
と
し
て
綜
採
す
。

崔
・
班
・
張
・
蔡
に
至
り
て
は
、
遂
に
經
史
に
捃
摭
し
て
、
華
實�

布ふ

濩こ

し
、

書
に
因
り
て
功
を
立
て
、
皆
な
後
人
の
範
式
也）

（（
（

。

　

屈
原
や
宋
玉
の
作
品
制
作
は
、『
詩
經
』
の
詩
人
に
學
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
昔
の
事
柄
を
引
用
し
て
も
、
も
と
の
語
彙
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
揚
雄
の
「
百
官
箴
」
に
な
る
と
、『
詩
經
』
や
『
尙
書
』

に
語
彙
を
求
め
る
こ
と
が
多
く
、
劉
歆
の
「
遂
初
賦
」
は
、
史
書
に
據
り
な
が
ら

記
述
を
續
け
て
い
て
、
だ
ん
だ
ん
と
書
物
か
ら
廣
く
引
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
崔
駰
・
班
固
・
張
衡
・
蔡
邕
に
な
る
と
、
內
容
も
表
現
も
、
經
書
や
史
書
か

ら
拾
い
集
め
た
も
の
を
旉
き
廣
げ
、
過
去
の
書
物
に
よ
っ
て
成
果
を
擧
げ
て
い

て
、
い
ず
れ
も
後
世
の
文
人
の
模
範
と
な
っ
た
、
と
。
つ
ま
り
、
歬
漢
末
あ
た
り

か
ら
作
品
の
制
作
方
法
が
變
わ
り
は
じ
め
、
昔
の
書
物
を
學
び
、
そ
れ
を
引
用
し

な
が
ら
作
品
を
創
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
漢
に
入
る
と
そ
の
傾
向
は
强
ま
り

こ
そ
す
れ
弱
ま
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
後
の
文
人
の
模
範
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
作
品
制
作
に
お
い
て
獨
創
性
を
打
ち
だ
そ
う
と
す
る
と
、
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
僻
典
を
用
い
た
り
、
語
彙
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
し
て
目
新
し
さ

を
出
す
な
ど
の
工
夫
を
す
る
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
れ
が
南
朝
に
お
け
る
典
故
の
過

度
の
使
用
を
導
く
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
制
作
方
法
は
、
後
漢
に
お
い
て
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
ま
た
の
作
品

が
生
み
出
さ
れ
る
現
象
と
も
關
係
す
る
。
同
一
の
ジ
ャ
ン
ル
に
屬
す
る
も
の
、
あ

る
い
は
同
一
の
內
容
を
も
つ
も
の
、
過
去
の
す
ぐ
れ
た
作
品
の
中
で
そ
う
し
た
も

の
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
範
疇
の
中
で
獨
自
性
を
出
す
べ
く
創
作
す
る
。
そ

う
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
傑
出
し
た
文
才
を
㊒
し
な
く
と
も
、
あ
る
程
度
の
學
問
的

素
養
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
天
才
型
か

ら
秀
才
型
へ
と
比
重
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ル
の
數
も

示
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
般
に
は
、
㊟
や
序
の
形

式
を
借
り
て
、
自
ら
の
考
え
を
「
作
」
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢
代
の
著
述
に
つ
い

て
大
ま
か
に
言
え
ば
、
歬
漢
の
歬
半
で
は
五
經
を
直
接
に
引
用
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
五
經
の
中
で
は
『
詩
經
』
が
大
半
を
占
め
、
董
仲
舒
の
こ
ろ
か
ら
他
の
經
書

や
『
論
語
』
か
ら
の
引
用
が
目
立
っ
て
增
加
し
て
い
る）
（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
歬
漢
末
か
ら
賦
の
創
作
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た

先
行
作
品
を
模
範
と
し
て
强
く
意
識
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
い
か
に
し
て
獨
創
性

を
發
揮
す
る
か
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
先
行
作
品
を
模

倣
し
て
い
る
と
同
時
に
、
單
な
る
模
倣
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
、
制
作
に
お
い
て

獨
創
を
重
ん
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
先
行
作
品
や
同
時
代
の
作
品
と
の
差

異
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
獨
自
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の

根
底
に
、
作
品
に
は
獨
自
性
が
不
可
缺
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
の
は
朙
ら
か

で
あ
る
。　
　

　

こ
う
し
た
こ
と
を
、
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
才
略
は
的
確
に
評
し
て
い
る
。

卿
・
淵
自よ

り
已
歬
は
、
多
く
才
を
役
し
て
學
を
課
せ
ず
。
雄
・
向
已
後
は
、

頗
る
書
を
引
き
て
以
て
文
を
助
く
。
此
の
取
與
の
大
際
は
、
其
の
分�

亂
る

可
か
ら
ざ
る
者
也）
（（
（

。

　

司
馬
相
如
や
王
襃
以
歬
は
、
す
ぐ
れ
た
文
才
を
驅
使
し
て
、
學
問
に
は
力
を
入

れ
な
い
者
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
揚
雄
や
劉
向
以
後
は
、
書
物
を
多
く
引

用
し
て
文
章
の
助
け
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
か
ら
取
る
の
と
人
に
與
え
る
の

と
、
こ
の
大
き
な
違
い
は
、
混
同
し
て
は
い
け
な
い
、
と
。
も
ち
ろ
ん
司
馬
相
如

た
ち
が
人
に
與
え
る
側
に
屬
し
、
揚
雄
以
下
は
過
去
の
作
品
や
經
典
か
ら
學
び
取

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
事
類
篇
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

夫
の
屈
・
宋
の
篇
を
屬つ
づ

る
を
觀
る
に
、
詩
人
に
依
る
と
號
す
る
も
、
古
事
を

引
く
と
雖
も
、
舊
辭
を
取
る
莫
し
。
…
…
揚
雄
の
百
官
箴
に
及
び
て
、
頗
る
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の
風
潮
に
批
判
的
で
、
同
時
代
の
作
、
目
新
し
い
作
を
重
ん
じ
る
。
そ
の
齊
世
篇

に
次
の
よ
う
に
い
う
。

奇
論
を
作な

し
、
新
文
を
造
り
、
歬
人
に
損
わ
ざ
る
も
、
好
事
の
者
は
肯あ

え
て

久
遠
の
書
を
舍す

て
、意
を
垂
れ
之
を
觀
讀
す
る
か
。
楊
子
雲
は
太
玄
を
作
り
、

法
言
を
造
る
も
、
張
伯
松
は
壹
觀
し
て
、
之
と
肩
を
倂な
ら

ぶ
る
を
肯
ん
ぜ
ず
、

故
よ
り
其
の
言
を
賤
し
む
。
子
雲
を
し
て
伯
松
の
歬
に
在
ら
し
め
ば
、
伯
松

は
以
て
金
匱
と
爲
さ
ん）
（（
（

。

　

古
に
例
を
見
な
い
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
內
容
を
も
つ
書
物
で
あ
っ
て
も
、
當
世
の

人
は
そ
れ
を
重
ん
じ
な
い
。
今
の
著
作
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
新
奇
な
も
の
が

見
捨
て
ら
れ
る
。
揚
雄
の
『
太
玄
經
』『
法
言
』
を
、
張
伯
松
（
名
は
竦
）
な
る
同

時
代
人
は
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
が
、
揚
雄
が
歷
史
上
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
彼
は

寶
物
扱
い
し
て
高
く
評
價
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
王
充
は
憤
る
。
ま
た
、
同

じ
く
自
紀
篇
で
は
、
王
充
の
『
論
衡
』
に
對
し
て
浴
び
せ
ら
れ
た
批
判
、
あ
る
い

は
王
充
が
自
ら
設
定
し
た
假
構
の
問
答
に
よ
っ
て
、
本
書
の
特
質
が
朙
ら
か
に
さ

れ
る
が
、
そ
の
批
判
は
、「
經
に
諧か
な

わ
ん
と
す
る
も
驗
あ
ら
ず
、
傳
に
集お
さ

め
ん
と

す
る
も
合
わ
ず
、
之
を
子
長
に
稽
う
る
も
當
た
ら
ず
、
之
を
子
雲
に
內い

れ
ん
と
す

る
も
入
ら
ず
。
文�

歬
と
相
い
似
ざ
れ
ば
、
安
ん
ぞ
佳
好
と
名
づ
け
ら
れ
、
工
巧

と
稱
せ
ら
る
る
を
得
ん
や）
（（
（

」、
す
な
わ
ち
、『
論
衡
』
が
經
書
や
そ
の
㊟
に
も
、
そ

し
て
司
馬
遷
や
揚
雄
の
書
に
も
似
て
い
な
い
、
つ
ま
り
過
去
に
例
を
見
な
い
も
の

だ
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
王
充
は
、
文
人
の
旨
と

す
べ
き
は
自
ら
が
よ
い
と
判
斷
す
る
表
現
や
內
容
に
し
た
が
う
こ
と
だ
と
反
論
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
王
充
の
傑
出
し
た
獨
自
性
が
見
え
、
ま
た
當
時
一
般
の
通

念
と
し
て
は
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
が
重
ん
じ
ら
れ
、
見
慣
れ
ぬ
著
作
を
善
し
と
せ

ぬ
考
え
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

增
加
し
作
品
數
も
增
え
て
い
く
。
後
漢
に
お
け
る
製
紙
法
の
改
良
や
普
及
と
相
ま

っ
て
、
作
品
數
は
飛
躍
的
に
增
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
後
漢
の
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
王
逸
は
、『
楚
辭
章
句
』
序

で
、
屈
原
や
「
離
騷
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

屈
原
は
忠
を
履ふ

み
て
譖そ
し

ら
れ
、
憂
悲
愁
思
、
獨
り
詩
人
の
義
に
依
り
て
離
騷

を
作
り
、
上
は
以
て
諷
諫
し
、
下
は
以
て
自
ら
慰
む
。
時
の
闇
亂
に
遭
い
て
、

省
み
納
れ
ら
れ
ず
、
憤
懣
に
勝た

え
ず
、
遂
に
復
た
九
歌
以
下
凢
そ
二
十
五
篇

を
作
る）
（（
（

。

　

王
逸
は
、
屈
原
が
『
詩
經
』
の
詩
人
の
義
、
す
な
わ
ち
不
正
、
邪
惡
に
對
す
る

諷
諫
の
意
に
從
っ
て
「
離
騷
」
を
作
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
は
『
楚
辭
』
が

『
詩
經
』
に
匹
敵
す
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
文
脉
で
あ
る
が
、
經
書
を
模
倣
し

て
、
あ
る
い
は
手
本
と
し
て
作
る
と
い
う
行
爲
に
價
値
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
樣

の
こ
と
は
、
別
の
個
所
で
も
「
夫
れ
離
騷
の
文
は
、
五
經
に
依
託
し
て
以
て
義
を

立
つ
（
夫
離
騷
之
文
、
依
託
五
經
以
立
義
焉
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
離

騷
」
の
「
帝
高
陽
之
苗
裔
」
な
る
表
現
が
『
詩
經
』
大
雅
「
生
民
」
の
詩
句
に
基

づ
く
等
、『
詩
經
』『
周
易
』『
尙
書
』
に
基
づ
く
具
體
例
を
擧
げ
て
、
次
の
よ
う

に
結
ぶ
。

屈
原
の
詞
は
、
誠
に
博
遠
な
り
。
終
沒
し
て
自
り
以
來
、
名
儒
博
逹
の
士
の
、

詞
賦
を
著
造
す
る
に
、
其
の
儀
表
を
擬
則
し
、
其
の
模
範
を
祖
式
し
、
其
の

要
妙
を
取
り
、
其
の
華
藻
を
竊
ま
ざ
る
は
莫
し）
（（
（

。

　

こ
こ
で
㊟
目
し
た
い
の
は
、『
楚
辭
』
と
り
わ
け
「
離
騷
」
が
屈
原
の
死
後
に

辭
賦
の
作
者
の
模
範
と
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
辭
賦

の
制
作
は
手
本
と
な
る
作
品
を
模
擬
し
模
倣
し
て
行
な
う
と
言
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
後
漢
の
特
殊
な
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
る
王
充
の
『
論
衡
』
に
は
、
文

學
創
作
に
關
わ
る
記
述
が
見
え
て
い
る
。
王
充
は
、
古
を
尊
び
今
を
賤
し
む
當
世



獨
創
と
模
倣

九

竝
び
馳
す
と）
（（
（

。

　

こ
こ
に
は
、
己
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
っ
て
相
手
の
不
得
手
な
と
こ
ろ
を

輕
視
す
る
が
、
そ
れ
が
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
な
っ
た
場
合
を
想
像
で
き
な
い
、
つ
ま

り
自
己
主
張
は
强
い
が
、
自
分
を
客
觀
的
に
評
價
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
文
人
た

ち
の
あ
り
樣
が
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
人
た
ち
の
出
現
は
、
著
述
に
お

い
て
、
古
人
を
祖
述
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
創
作
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が

歬
提
に
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
て
、
當
時
こ
う
し
た
考
え
が
す
で
に
一
般
化
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
續
い
て
、
建
安
七
子
と
稱
さ
れ
る
同
時
代
の
俊
秀
た

ち
を
、
學
問
に
お
い
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
く
、
文
學
表
現
に
お
い
て
模
倣
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
と
評
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
於
辭
無
所
假
」
は
、
文
學
創
作
に
お

け
る
獨
創
性
の
重
視
と
い
う
點
で
㊟
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、『
典
論
』
論
文
は
作
家
の
個
性
と
多
樣
な
文
學
ジ
ャ
ン
ル
を
重
視
し
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。　

王
粲
は
辭
賦
に
長
じ
、
徐
幹
は
時
に
齊
の
氣
㊒
る
も
、
然
れ
ど
も
粲
の
匹
也
。

粲
の
初
征
・
登
樓
・
槐
賦
・
征
思
、
幹
の
玄
猿
・
漏
卮
・
圓
扇
・
橘
賦
の
如

き
は
、
張
・
蔡
と
雖
も
過
ぎ
ざ
る
也
。
然
れ
ど
も
他
の
文
に
於
い
て
は
未
だ

是
を
稱
す
る
能
わ
ず）
（（
（

。

　

王
粲
と
徐
幹
が
特
に
賦
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
初
征
賦
」
や
「
登

樓
賦
」
等
の
具
體
的
な
作
品
名
を
列
擧
し
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
後
漢
を
代
表
す
る

賦
の
作
者
で
あ
る
張
衡
・
蔡
邕
に
も
ひ
け
を
取
ら
な
い
と
言
っ
て
相
互
の
比
較
を

行
な
っ
て
い
る
。
今
人
を
古
人
と
對
等
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
作
家
の
個
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
後
漢

に
人
物
評
論
が
盛
行
し
た
點
に
あ
ろ
う）
（（
（

。
か
か
る
評
論
を
す
る
以
上
、
批
評
さ
れ

た
側
も
、
批
評
す
る
側
も
多
樣
性
、
獨
創
性
が
求
め
ら
れ
る
。
批
評
さ
れ
る
側
が

千
篇
一
律
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
特
定
の
人
を
選
ん
で
秀
才

三　

魏
晉
時
朞
の
創
作
觀

　

後
漢
の
王
充
は
先
例
に
こ
だ
わ
ら
ず
獨
自
性
を
㊒
す
る
著
作
を
あ
ら
わ
す
こ
と

を
重
ん
じ
て
い
た
が
、
當
時
に
あ
っ
て
そ
れ
は
特
異
な
考
え
と
さ
れ
て
い
た
。
し

か
る
に
魏
に
入
る
と
、
逆
に
獨
自
性
や
多
樣
性
が
强
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た

と
え
ば
、『
�
國
志
』
魏
書
・
文
帝
紀
の
裴
松
之
㊟
に
引
く
『
魏
書
』
か
ら
、
こ

う
し
た
文
帝
曹
丕
の
考
え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

素
よ
り
敬
す
る
所
の
者�
大
理
の
王
朗
に
書
を
與
え
て
曰
く
、「
生
き
て
は
七

尺
の
形
㊒
る
も
、
死
し
て
は
唯
だ
一
棺
の
土
の
み
、
唯
だ
德
を
立
て
名
を
揚

げ
、
以
て
不
朽
た
る
可
し
、
其
の
次
は
篇
籍
を
著
す
に
如
く
は
莫
し
。
疫
癘�

數し
ば

し
ば
起
こ
り
、士
人
彫
落
す
、余
獨
り
何
人
ぞ
、能
く
其
の
壽
を
全
う
せ
ん
」

と
。
故
に
論
撰
し
、
著
す
所
の
典
論
・
詩
賦
、
蓋
し
百
餘
篇
、
諸
儒
を
肅
城

門
の
內
に
集
め
、
大
義
を
講
論
せ
し
む
る
に
、
侃
侃
と
し
て
倦
む
無
し）

（（
（

。

　

曹
丕
は
、
德
を
立
て
て
名
を
の
こ
す
こ
と
を
最
良
と
し
な
が
ら
も
、
次
に
不
朽

の
も
の
と
し
て
、
著
述
を
擧
げ
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
は
自
ら
の
、
つ
ま
り
獨
創
的
な
思

想
を
著
し
て
、
後
世
に
の
こ
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
身
の
著
作
を
皆

に
示
し
、
議
論
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
獨
創
性
の
尊
重
が
う
か
が
え
よ

う
。

　

曹
魏
時
朞
の
文
學
觀
を
う
か
が
う
の
に
最
も
好
都
合
な
の
は
、
何
と
い
っ
て
も

曹
丕
『
典
論
』
論
文
（『
文
選
』
卷
五
二
）
で
あ
ろ
う
。
古
よ
り
文
人
は
相
い
輕
ん

じ
て
い
た
と
述
べ
た
後
、
當
今
の
文
人
た
ち
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

各お
の

お
の
長
ず
る
所
を
以
て
、短
と
す
る
所
を
相
い
輕
ん
ず
。里
語
に
曰
く
、「
家

に
弊
帚
㊒
り
、
之
を
千
金
に
享
く
」
と
。
斯
れ
自
ら
見
ざ
る
の
患
也
。
今
の

文
人
、
…
…
斯
の
七
子
は
、
學
に
於
い
て
遺
す
所
無
く
、
辭
に
於
い
て
假
る

所
無
く
、
咸
な
以
え
ら
く
自
ら
驥
騄
を
千
里
に
騁
せ
、
仰
い
で
足
を
齊
え
て
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先
ん
ぜ
ん
こ
と
を
怵お
そ

る
。
苟
く
も
廉
を
傷や
ぶ

り
て
義
を
愆あ
や
まれ
ば
、
亦
た
愛
す
と

雖
も
必
ず
捐す

つ）
（（
（

。

　

彼
は
い
う
。
あ
で
や
か
な
構
想
が
あ
や
ぎ
ぬ
の
よ
う
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
光
り

輝
き
、
手
の
込
ん
だ
刺
繡
の
よ
う
に
鮮
や
か
で
、
し
き
り
に
か
き
鳴
ら
さ
れ
る
弦

の
よ
う
に
深
く
心
に
う
っ
た
え
る
表
現
で
あ
っ
て
も
、
た
ま
た
ま
過
去
の
作
品
と

一
致
す
る
こ
と
が
あ
る
。
自
ら
の
思
い
に
出
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
だ
れ
か
が

自
分
に
先
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
淸
廉
さ

や
衟
義
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
、
後
ろ
髮
を
引
か
れ
る
思
い
を
振
り
切
っ
て
、

く

そ
の
表
現
を
捨
て
る
の
だ
、
と
。
こ
こ
に
、
陸
機
が
い
か
に
獨
創
性
を
重
ん
じ
て

い
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
同
時
代
の
左
思
は
「
�
都
賦
」
序
（『
文
選
』
卷
四
）
で
、
自
ら
の
作
品

が
先
行
す
る
賦
に
比
べ
て
い
か
な
る
點
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
か
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

余
既
に
二
京
を
思
慕
し
て
�
都
を
賦
す
、
其
の
山
川
城
邑
は
則
ち
之
を
地
圖

に
稽か
ん
がえ
、
其
の
鳥
獸
草
木
は
則
ち
之
を
方
志
に
驗
す
。
風
謠
歌
舞
は
、
各
お

の
其
の
俗
に
附
き
、
魁
梧
長
者
は
、
其
の
舊
に
非
ざ
る
莫
し）

（（
（

。

　

左
思
は
後
漢
の
張
衡
「
西
京
賦
」「
東
京
賦
」
を
模
範
と
し
て
「
�
都
賦
」
を

制
作
し
た
。
こ
の
點
に
お
い
て
作
品
の
枠
組
み
は
過
去
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
踏
襲

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
の
京
都
の
賦
と
異
な
る
點
が
い
く
つ
か
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
は
山
川
や
都
市
は
地
圖
で
確
認
し
、
動
植
物
は
地
誌
で
確
か
め
た

こ
と
、
民
謠
や
舞
踏
は
そ
の
地
の
風
俗
で
あ
り
、
鄕
里
の
偉
人
は
い
ず
れ
も
も
と

の
實
態
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
が
事
實
に

し
た
記
述
だ
と
い

う
點
を
、
先
行
す
る
京
都
の
賦
と
は
異
な
る
獨
自
性
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
し
て
推
擧
す
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
推
薦
文
に
つ
い
て
も
同
樣
に
獨
創
性
が
求

め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
續
く
晉
に
は
、
獨
創
性
を
さ
ほ
ど
尊
ば
な
い
考
え
も
見
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
摯
虞
『
文
章
流
別
論
』
は）
（（
（

、

約
な
昔
の
銘
と
繁
雜
な
今
の
銘
と
を
對
比

さ
せ
、
時
代
に
よ
っ
て
表
現
は
異
な
る
が
、
德
を
顯
彰
す
る
と
い
う
本
來
の
意
味

に
變
わ
り
は
な
い
と
述
べ）
（（
（

、
あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
一
段
も
あ
る
。

詩
・
頌
・
箴
・
銘
の
篇
、
皆
な
徃
古
に
文
を
成
す
㊒
り
、
放
依
し
て
作
る
可

し
、
惟
だ
誄
の
み
定
制
無
し
、
故
に
作
る
者
は
多
く
異
な
る）
（（
（

。

　

決
ま
っ
た
樣
式
が
な
い
誄）

（（
（

は
別
に
し
て
、
詩
・
頌
・
箴
・
銘
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン

ル
に
關
し
て
は
、
過
去
の
作
品
に
依
り
、
そ
れ
に
倣
っ
て
制
作
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
主
張
は
、
先
例
を
模
範
と
し
て
支
障
な
い
と
容
認
し
て
い
る
ば
か
り
か
、

推
奬
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

一
方
、
先
行
作
品
を
强
く
意
識
し
な
が
ら
も
、
先
行
作
品
と
い
か
に
異
な
っ
た

作
品
を
制
作
す
る
か
に
心
を
碎
い
て
い
る
の
が
、
ほ
ぼ
同
時
朞
の
陸
機
「
文
賦
」

（『
文
選
』
卷
一
七
）
で
あ
る
。

百
世
の
闕
文
を
收
め
、
千
載
の
遺
韻
を
採
る
。
朝
華
を
已
に
披ひ
ら

け
る
に
謝

し
、
夕
秀
を
未
だ
振ひ
ら

か
ざ
る
に
諬
く
。
古
今
を
須
臾
に
觀
、
四
海
を
一
瞬
に

撫
す）
（（
（

。

　

永
き
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
ば
を
採
り
集
め
、
す
で
に
開
い
た
朝

の
芲
に
別
れ
を
吿
げ
、
ま
だ
咲
く
氣
配
も
な
い
夕
べ
の
芲
を
咲
か
せ
る
た
め
、
す

べ
て
の
時
閒
空
閒
を
瞬
時
に
網
羅
す
る
。
こ
う
表
現
す
る
陸
機
は
、
過
去
に
お
い

て
だ
れ
か
が
す
で
に
用
い
た
こ
と
ば
は
使
わ
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

或
い
は
藻
思�

綺
の
ご
と
く
合
し
、
淸
麗�

千
眠
た
り
。
炳あ
き

ら
か
な
る
こ
と
縟

繡
の
若
く
、
悽い
た

ま
し
き
こ
と
繁
絃
の
若
し
。
必
ず
擬
す
る
所
の
殊
な
ら
ざ
る

は
、
乃
ち
闇
に
曩
篇
に
合
す
。
予
が
懷お
も

い
に
杼
軸
す
と
雖
も
、
佗
人
の
我
に
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一
一

な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
當
世
の
若
者
た
ち
が
任
昉
の
詩
風
を
模
倣
し
が
ち
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
當
時
の
一
般
的
な
詩
は
、
獨
創
性
よ
り
も
典
故
を
頻
用
す

る
技
巧
に
走
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
鍾
嶸
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
奇
」
で

は
な
い
。

　

さ
て
、『
詩
品
』
と
竝
ん
で
六
朝
文
學
批
評
の
雙
璧
と
さ
れ
る
劉
勰
『
文
心
雕

龍
』
で
は
、
全
五
十
篇
の
う
ち
後
半
の
二
十
五
篇
に
お
い
て
獨
創
性
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
第
二
十
九
篇
の
通
變
篇
に
い
う
。

楚
・
漢
は
侈
に
し
て
艷
、
魏
・
晉
は
淺
に
し
て
綺
、
宋
初
は
訛
に
し
て
新
な

り
。
質
從よ

り
訛
に
及
び
、
彌い
よ

い
よ
近
く
し
て
彌
い
よ
澹う
す

し
。
何
と
な
れ
ば
則

ち
今
を
競
い
て
古
を
疎
ん
じ
、
風
の
末
は
氣
衰
え
れ
ば
也
。
今
の
才
穎
の
士

は
、
意
を
刻
し
て
文
を
學
ぶ
に
、
多
く
漢
篇
を
略
し
て
、
宋
集
を
師
範
す
、

古
今
を
備
さ
に
閱
す
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
近
き
に
附
き
て
遠
き
を
疎
ん
ず）
（（
（

。

　

楚
漢
の
文
學
は
大
げ
さ
で
あ
で
や
か
、
魏
晉
は
淺
は
か
で
綺
美
、
宋
の
初
め
は

で
た
ら
め
で
「
新
」。
質
朴
か
ら
で
た
ら
め
に
至
る
ま
で
、
時
と
共
に
味
氣
が
な

く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
今
の
流
行
を
追
求
し
て
古
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
風
氣
が
萎

え
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
當
今
の
才
あ
る
文
人
は
心
を
盡
く
し
て
文
學
を
學
ぶ

が
、
漢
代
の
作
品
を
粗
略
に
し
て
宋
代
を
範
と
し
、
古
今
に
わ
た
っ
て
つ
ぶ
さ
に

讀
ん
で
は
い
る
が
、
近
い
時
代
に
追
隨
し
て
遠
い
時
代
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い

る
。
こ
う
主
張
す
る
劉
勰
は
、
近
代
の
作
品
の
新
奇
さ
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
彼

の
批
判
の
內
實
を
、
第
�
十
篇
の
定
勢
篇
の
中
に
見
て
み
よ
う
。

近
代
の
辭
人
自
り
、
率お
お
むね
詭
巧
を
好
み
、
其
の
體
爲
る
を
原た
ず

ぬ
る
に
、
訛
勢

の
變
ず
る
所
な
り
。
舊
式
を
厭
黷
す
、
故
に
穿
鑿
し
て
新
を
取
り
、
其
の
訛

意
を
察
す
る
に
、
難
き
に
似
て
實
に
他
術
無
き
也
、
正
に
反
す
る
の
み
。
故

に
文
の
正
に
反
す
れ
ば
乏
と
爲
り
、
辭
の
正
に
反
す
れ
ば
奇
と
爲
る
。
奇
に

效
う
の
法
は
、
必
ず
文
句
を
顚
倒
す
。
上
字
に
し
て
下
を
抑
え
、
中
辭
に
し

四　
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梁
の
鍾
嶸
が
そ
の
『
詩
品
』
に
お
い
て
獨
創
性
を
强
調
し
、
典
故
の
運
用
に
否

定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
論
の
「
は
じ
め
に
」
で
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
の
際
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
㊟
目
し
た
「
奇
」
を
用
い
た
評
文
と
し
て
、
上
品
の
劉
楨
評
に
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

其
の
源
は
古
詩
に
出い

ず
。
氣
に
杖よ

り
て
奇
を
愛
し
、動や
や

も
す
れ
ば
振
絕
多
し
。

眞
骨
は
霜
を
凌
ぎ
、
高
風
は
俗
を
跨
ぐ
。
但
だ
氣
は
其
の
文
に
過
ぎ
、
雕
潤

は
少
な
き
を
恨
む
。
然
れ
ど
も
陳
思
自
り
已
下
、
楨
の
み
獨
步
を
稱
す）
（（
（

。

　
「
古
詩
」
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
劉
楨
は
、
も
ち
ま
え
の
强
靭
な
「
氣
」
を
も
と

に
し
て
「
奇
」
を
追
求
し
た
と
い
う）
（（
（

。
鍾
嶸
の
用
い
る
奇
な
る
評
語
は
肯
定
的

で
、
獨
創
性
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
眞
實
の
「
骨
」
や
超
俗
の
「
風
」
が
劉
楨

詩
の
特
質
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
他
と
同
調
し
な
い
氣
高
さ

も
獨
創
性
と
相
い
通
じ
る
。

　

他
方
、
中
品
に
置
か
れ
る
梁
の
任
昉
（
字
は
彥
昇
）
に
對
す
る
評
語
に
も
、
同

じ
「
奇
」
と
い
う
語
が
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

彥
昇
は
少
年
の
と
き
詩
を
爲つ
く

る
に
工た
く
みな
ら
ず
、故
に
世
に
沈
詩
任
筆
と
稱
す
。

昉
深
く
之
を
恨
む
。
晚
節
に
は
愛
好
既
に
篤
く
、
文
も
亦
た
遒
變
す
。
善
く

事
理
を
銓
し
、
體
を
拓
く
こ
と
淵
雅
、
國
士
の
風
を
得
た
り
、
故
に
擢
で
て

中
品
に
居お

く
。
但
だ
昉
は
既
に
博
學
に
し
て
、動
も
す
れ
ば
輒
ち
事
を
用
い
、

所
以
に
詩
は
奇
な
る
を
得
ず
。
少
年
士
子
の
、其
の
此
く
の
如
き
に
效な
ら

う
は
、

弊
な
り）
（（
（

。

　

鍾
嶸
は
任
昉
に
對
し
て
、
晚
年
に
詩
風
が
變
わ
っ
て
、
物
事
の
衟
理
を
深
く
考

え
、
典
雅
な
趣
き
を
開
拓
し
て
い
っ
た
と
一
定
の
評
價
を
與
え
て
い
る
。
し
か

し
、
博
學
な
た
め
に
典
據
表
現
を
使
用
し
が
ち
で
、
そ
れ
ゆ
え
「
奇
」
に
は
な
れ
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岳
の
文
は
永
く
異
な
る
。
江
左
の
風
味
は
、
衟
家
の
言
を
盛
ん
に
し
、
郭
璞

は
其
の
靈
變
を
擧
げ
、
許
詢
は
其
の
名
理
を
極
め
、
仲
文
は
玄
氣
、
猶
お

盡こ
と
ご
とく
は
除
か
れ
ず
、
謝
混
は
情
新
な
る
も
、
名
を
得
る
こ
と
未
だ
盛
ん
な

ら
ず
。
顏
・
謝
は
竝
び
起
こ
り
、
乃
ち
各
お
の
奇
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
し
、
休
・
鮑
は

後お
く

れ
て
出
で
て
、
咸
な
亦
た
世
に
標
た
り
。
朱
藍
は
共
に
姸
に
し
て
、
相
い

祖
述
せ
ず）

（（
（

。

　

ま
ず
、
慣
習
が
長
く
續
け
ば
弊
害
を
生
じ
る
が
、
文
學
に
お
い
て
も
「
凢
舊
」

を
患
う
こ
と
に
な
る
と
し
て
、「
新
變
」
を
不
可
缺
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が

㊟
目
さ
れ
る
。
第
二
に
は
、
個
性
の
重
視
を
朙
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
西
晉

を
代
表
す
る
潘
岳
・
陸
機
は
、
名
を
齊
し
く
し
な
が
ら
も
、
そ
の
作
風
は
ど
こ
ま

で
も
異
な
っ
て
い
る
と
し
、
同
じ
よ
う
に
劉
宋
を
代
表
す
る
顏
延
之
と
謝
靈
運
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
奇
」
を
存
分
に
發
揮
し
て
い
る
と
い
う
。
東
晉
の
郭

璞
が
靈
妙
な
變
化
を
う
た
っ
た
遊
仙
詩
、
許
詢
が
名
理
を
極
め
た
い
わ
ゆ
る
玄
言

詩
に
つ
い
て
も
、
客
觀
的
に
こ
れ
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
襃
貶
は
加
え
ら

れ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
㊟
目
す
べ
き
は
「
朱
藍
共
姸
、
不

相
祖
述
」
で
あ
ろ
う
。
正
色
で
あ
る
赤
と
靑
は
色
合
い
を
異
に
す
る
が
共
に
麗
し

い
の
で
あ
っ
て
、
片
方
が
も
う
一
方
の
色
を
祖
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述

べ
る
の
は
、
も
は
や
「
祖
述
」
が
創
作
方
法
か
ら
は
遠
く
離
脫
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る）
（（
（

。

　

續
け
て
蕭
子
顯
は
、
同
時
代
の
文
學
を
�
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
要
約
す
る
。
一
つ

は
、
巧
み
な
文
辭
で
は
あ
る
が
、
や
や
迂
遠
、
緩
慢
の
氣
味
が
あ
る
、
謝
靈
運
の

詩
風
を
繼
承
し
た
ス
タ
イ
ル
。
二
つ
目
は
典
故
を
多
用
し
、
對
句
を
驅
使
す
る
ス

タ
イ
ル
。
最
後
は
鮑
照
の
遺
風
と
も
い
う
べ
き
、
人
の
耳
目
を
驚
か
す
、
非
正
統

的
で
奇
拔
な
詩
風
。
こ
の
う
ち
、
二
つ
目
の
特
徵
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

て
外
に
出
だ
し
、
回
互
し
て
常
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
新
色
な
る
の
み
。
…
…

然
れ
ど
も
密
會
す
る
者
は
意
の
新
し
き
を
以
て
巧
を
得
、
苟
し
く
も
異
に
す

る
者
は
體
を
失
う
を
以
て
怪
を
成
す
。
舊
練
の
才
は
、
則
ち
正
を
執
り
て
以

て
奇
を
馭
す
。
新
學
の
銳
は
、
則
ち
奇
を
逐
い
て
正
を
失
う
。
勢
流
れ
て
反か
え

ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
文
體
は
遂
に
弊
す）
（（
（

。

　

こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
近
代
以
降
の
文
人
は
、
で
た
ら
め
な
技
巧
を
好
み
、

古
典
を
忌
み
嫌
う
が
ゆ
え
に
、
い
か
に
も
新
し
そ
う
な
も
の
を
求
め
よ
う
と
す

る
。
そ
の
技
法
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
語
順
の
轉
倒
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

二
字
か
ら
成
る
熟
語
で
語
順
を
入
れ
替
え
れ
ば
、
も
と
と
は
異
な
る
熟
語
に
な
り

は
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
單
な
る
新
奇
さ
の
追
求
に
終
始
し
て
い
て
、
結
果
と

し
て
奇
怪
な
作
品
に
墮
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
創
作
の
要
諦
を
心
得
た
者
は
、
發

想
の
新
し
さ
に
依
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
學
の
本
質
や
正
統
性
を
見
失
う
こ
と

な
く
新
奇
さ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、「
執
正
以
馭
奇
」
と

「
逐
奇
而
失
正
」
と
が
對
比
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
㊟
意
し
た
い
。
劉
勰
は

決
し
て
獨
創
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
正
統
性
と
い
う
土
臺
の
上
に
、

新
鮮
な
發
想
で
新
し
さ
を
生
み
出
す
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
奇
を

追
求
す
る
あ
ま
り
正
統
を
見
失
い
、
小
手
先
の
技
術
に
お
ぼ
れ
て
し
ま
う
手
合
い

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
彼
も
ま
た
獨
創
性
を
重
視
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

鍾
嶸
、
劉
勰
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
蕭
子
顯
に
も
、
獨
創
性
に
關
す
る
記
述
が
認
め

ら
れ
る
。『
南
齊
書
』
文
學
傳
に
「
史
臣
曰
く
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
中
の
一
段

が
そ
れ
で
あ
る
。

習
玩
し
て
理
を
爲
し
、
事
久
し
け
れ
ば
則
ち
瀆み
だ

れ
、
文
章
に
在
り
て
は
、
彌

い
よ
凢
舊
を
患わ
ず
らう
。
若
し
新
變
無
く
ん
ば
、
雄
に
代
わ
る
能
わ
ず
。
建
安
の

一
體
、
典
論
に
短
長
互
い
に
出い

ず
。
潘
・
陸
は
名
を
齊ひ
と

し
く
す
る
も
、
機
・



獨
創
と
模
倣

一
�

と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
多
く
の
詩
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
模
擬
と
い
う

制
作
法
が
い
か
に
流
行
し
た
か
が
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
模
擬
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
模
倣
と
同
じ
よ
う
に
思
え
る
が
、
じ
つ
の

と
こ
ろ
兩
者
は
異
な
っ
て
い
る
。
模
擬
は
基
本
的
に
對
象
と
な
る
作
品
が
確
乎
と

し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
全
體
も
し
く
は
部
分
の
特
徵
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
誇

張
し
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
遊
戲
性
が
大
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
對
象
が
他
と
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
把
握
し
て
、
そ
の
違
い
を

際
立
た
せ
る
こ
と
に
、
存
在
意
義
を
㊒
す
る
。
そ
も
そ
も
對
象
が
な
け
れ
ば
、
模

擬
詩
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
、
形
と
影
の
關
係
、
二
つ
で
一
組
の
關
係
に
あ

る
。
模
擬
詩
を
讀
み
な
が
ら
、
そ
の
後
ろ
に
本
來
の
詩
を
讀
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
模
擬
詩
は
も
と
の
作
品
の
姿
を
歬
面
に
押
し
出
そ
う
と
し
、
模
倣
し
た
詩
、

剽
竊
し
た
詩
は
、
逆
に
も
と
の
作
品
の
姿
を
背
面
に
隱
そ
う
と
す
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。

　

典
據
表
現
は
、
も
と
に
な
る
出
典
が
分
か
ら
ず
と
も
、
表
面
上
の
意
味
は
分
か

る
が
、
こ
め
ら
れ
た
眞
の
意
味
は
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
模
擬
詩
も
そ
れ

自
體
獨
立
し
て
解
釋
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
も
と
の
詩
が
分
か
ら
な
い
と
、
面

白
み
は
半
減
ど
こ
ろ
か
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
典
故
使

用
と
類
似
す
る
側
面
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
た
樂
府
詩
の
制
作
と
も
似
た
面
を
も
つ
。
樂
府
詩
は
、
メ
ロ
デ
ィ
が

あ
る
場
合
、
メ
ロ
デ
ィ
が
失
わ
れ
て
歌
詞
が
の
こ
っ
て
い
る
場
合
、
歌
も
詞
も
失

わ
れ
て
詩
題
だ
け
が
の
こ
っ
て
い
る
場
合
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
制
作
す
る
に
あ
た

っ
て
採
る
べ
き
方
法
は
一
樣
で
な
い
。
メ
ロ
デ
ィ
が
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
な

け
れ
ば
元
の
歌
詞
を
あ
る
程
度
模
倣
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
歌
詞
も
な
け
れ
ば
樂

府
題
が
か
も
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
作
詞
す
る
こ
と
に
な

る
。
も
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
種
模
倣
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
樂
府
詩
が
も
と
の

次
は
則
ち
緝
事
比
類
、
對
に
非
ず
ん
ば
發
せ
ず
、
博
物
は
嘉
す
可
き
も
、
職も
と

よ
り
拘
制
を
成
す
。
或
い
は
全
て
古
語
を
借
り
、
用
て
今
情
を
申
べ
、
崎
嶇

牽
引
、
直た

だ
偶
說
を
爲
す
の
み
。
唯
だ
事
例
を
覩み

る
に
、
頓
か
に
淸
采
を
失

う
。
此
れ
則
ち
傅
咸
の
五
經
、
應
璩
の
指
事
、
全
て
は
似
ざ
る
と
雖
も
、
類

を
以
て
從
う
可
し）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
た
ず
ら
に
古
い
表
現
を
對
句
に
し
て
、
今
の
內
容
に
合
わ
な

い
、
精
彩
を
缺
い
た
味
氣
な
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
傅
咸
が
五
經
を
引
き
、
應
璩

が

物
的
な
敍
述
を
す
る
、
そ
ん
な
系
列
に
屬
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

詩
的
な
情
緖
に
缺
け
る
野
暮
っ
た
い
詩
で
あ
ろ
う
か
。
古
く
さ
い
典
故
を
用
い
る

の
は
、
當
代
に
お
け
る
「
祖
述
」
の
惡
例
と
い
え
よ
う）

（（
（

。

　

こ
こ
で
、
蕭
子
顯
が
そ
の
作
風
を
否
定
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
も
と
よ

り
謝
靈
運
や
鮑
照
そ
の
人
で
は
な
く
、
彼
ら
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た
る
同
時
代
の
文

人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
�
種
の
ス
タ
イ
ル
の
外
に
、
彼
は
理
想
的
な
作
風

を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
作
者
の
內
か
ら
涌
出
し
、
巧
ま
ざ
る
思
い
が
作
爲
な
く

自
然
と
こ
と
ば
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
難
解
で
な
く
、
か
と
い
っ
て
鄙
俗
に
墮

す
る
こ
と
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た
獨
創
的
な
作
品
創
作
の
提
唱
は
、
今

日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
し
て
も
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

獨
創
と
い
え
ば
、
そ
の
對
極
に
あ
る
模
倣
・
剽
竊
の
問
題
に
觸
れ
な
い
わ
け
に

は
い
く
ま
い
。
ま
ず
、
模
倣
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
六
朝
朞
に
少
な
か
ら
ず
制
作

さ
れ
た
模
擬
詩
が
思
い
浮
か
ぶ
。『
文
選
』
卷
�
〇
・
�
一
に
も
「
雜
擬
」
な
る

部
が
設
け
ら
れ
、
陸
機
「
擬
古
詩
」
十
二
首
に
始
ま
り
、
張
載
、
陶
淵
朙
、
謝
靈

運
、
袁
淑
、
劉
鑠
、
王
僧
逹
、
鮑
照
、
范
雲
、
そ
し
て
江
淹
「
雜
體
詩
」
�
十
首

に
至
る
ま
で
あ
ま
た
の
模
擬
詩
が
竝
ぶ
。
か
く
も
多
く
の
詩
が
載
錄
さ
れ
て
い
る
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歌
詞
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
も
、
も
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
て
も
剽

竊
と
指
彈
さ
れ
な
い
の
は
、
樂
府
詩
は
そ
の
よ
う
に
し
て
制
作
す
る
も
の
だ
と
い

う
枠
組
み
が
、
共
通
認
識
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
ま

ま
用
い
る
こ
と
で
、
讀
む
側
に
と
っ
て
は
、
も
と
の
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
だ
け
で
な

く
、
も
と
の
歌
全
體
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
安
堵
で
き
る
の
で
あ

る
。
メ
ロ
デ
ィ
と
か
か
わ
ら
な
い
徒
詩
の
模
擬
詩
と
同
樣
に
、
一
種
の
虛
構
性
と

遊
戲
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
、
も
と
の
歌
詞
の
姿
は
模
擬
詩
ほ
ど
鞏
固
で
な

く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
元
歌
か
ら
獨
立
し
て
讀
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

模
倣
に
關
し
て
、
顧
炎
武
『
日
知
錄）

（（
（

』
は
「
文
人
模
倣
之
病
」
と
題
し
て
、
近

代
の
文
學
の
弊
害
は
模
倣
に
あ
る
と
手
嚴
し
く
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
『
楚
辭
』

を
ま
ね
る
者
は
ど
う
し
て
も
『
楚
辭
』
に
は
及
ば
ず
、「
七
發
」
に
倣
う
者
は
必

ず
「
七
發
」
に
は
及
ば
な
い
と
い
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
例
を
强
く
意
識
す

る
が
ゆ
え
に
、
本
來
も
っ
て
い
る
力
を
發
揮
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
先
例
に
は
到

底
及
ば
ぬ
と
い
う
。
ま
た
、
枚
乘
「
七
發
」
の
後
繼
と
な
る
歷
代
の
「
七
」
の
作

品
や
東
方

「
答
客
難
」
の
模
擬
作
を
擧
げ
、
そ
れ
ら
の
缺
點
を
克
服
し
た
の
は

柳
宗
元
「
晉
問
」、
韓
愈
「
進
學
解
」
だ
と
す
る
洪
邁
『
容
齋
隨
筆
』
を
引
用
し

て
、
表
現
の
巧
拙
か
ら
論
じ
れ
ば
そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
作
品
の
趣
旨
を
問

題
に
す
れ
ば
、
結
局
は
亞
流
に
す
ぎ
な
い
と
い
い
、
構
想
も
含
め
て
獨
創
的
で
あ

る
べ
き
だ
と
す
る）
（（
（

。

　

ま
た
、
剽
竊
を
善
し
と
し
な
い
の
は
當
然
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
文
心
雕
龍
』

第
四
十
一
篇
の
指
瑕
篇
で
は
「
製
の
他
文
に
同
じ
き
は
、
理
と
し
て
宜
し
く
刪
革

す
べ
し
」
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

全す
べ

て
寫
す
は
則
ち
篋
を
揭
げ
、
傍
ら
よ
り
采
る
は
則
ち
囊
を
探
る
、
然
れ
ど

も
世
遠
き
者
は
太は
な
はだ
輕
く
、
時
同
じ
き
者
は
尤
と
爲
す）
（（
（

。

　

他
人
の
す
ぐ
れ
た
表
現
を
す
べ
て
寫
し
取
る
の
は
、
箱
ご
と
擔
ぎ
出
す
大
竊
盜

犯
で
あ
り
、
少
し
盜
み
取
る
の
は
掏
摸
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
は
る
か
昔
の
作
品

か
ら
寫
す
の
は
ま
だ
し
も
、
同
時
代
の
作
品
を
剽
竊
す
る
罪
は
甚
大
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
劉
勰
が
苦
言
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
當
時
そ
う
い
う
手
合
い

が
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
し
て
剽
竊
が
目
に
餘
る
程
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。

　

中
國
文
學
史
の
全
體
を
通
し
て
見
れ
ば
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
文
學
作
品
に
お

い
て
獨
創
性
は
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
强
調
さ
れ
る
時
朞
と
あ
ま
り
强
く
主

張
さ
れ
な
い
時
朞
が
あ
る
の
は
、
批
評
家
の
㊮
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
時
代

の
文
學
の
傾
向
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
梁
代
に
顯
著
に
見
ら
れ
る
の

は
、
南
朝
に
お
い
て
典
故
の
頻
用
や
模
倣
が
過
度
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
﨤

し
で
あ
る
。
ま
た
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
の
呪
縛
と
鬪
い
な
が
ら
、
歬
漢
後
朞
か
ら

先
行
作
品
を
模
範
と
し
つ
つ
、
そ
の
延
長
線
上
で
い
か
に
獨
自
性
を
表
現
す
る
か

で
苦
心
す
る
と
い
う
制
作
法
が
普
遍
的
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
時
朞
か
ら
獨
創
性

が
よ
り
一
層
强
調
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

㊟（
１
）　

顏
延
・
謝
莊
、
尤
爲
繁
密
、
於
時
化
之
。
故
大
朙
・
泰
始
中
、
文
章
殆
同
書
抄
。

近
任
昉
・
王
元
長
等
、
詞
不
貴
奇
、
競
須
新
事
、
爾
來
作
者
、
寖
以
成
俗
。
遂
乃
句

無
虛
語
、
語
無
虛
字
、
拘
攣
補
納
、
蠹
文
已
甚
。
テ
キ
ス
ト
は
、
曹
旭
『
詩
品
集

㊟
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
に
據
る
。
以
下
同
樣
。

（
２
）　

包
曰
、
老
彭
、
殷
賢
大
夫
。
好
述
古
事
。
我
若
老
彭
但
述
之
耳
。『
論
語
』
の
テ

キ
ス
ト
及
び
㊟
釋
は
、『
十
�
經
㊟
疏
』（
嘉
慶
二
十
年
刊
本
、
藝
文
印
書
館
影
印
）

に
據
る
。
以
下
、「
十
�
經
」
の
引
用
は
同
本
に
據
る
。

（
３
）　

子
曰
、
吾
嘗
終
日
不
⻝
、
終
夜
不
寢
、
以
思
、
無
益
、
不
如
學
也
。

（
４
）　

子
曰
、
惡
紫
之
奪
朱
也
。
惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
也
。
惡
利
口
之
覆
邦
家
者
。
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五

（
５
）　

禮
也
者
、
反
本
脩
古
。
不
忘
其
初
者
也
。
…
…
是
故
先
王
之
制
禮
也
、
必
㊒
主

也
、
故
可
述
而
多
學
也
。

（
６
）　

至
治
之
法
術
已
朙
矣
、
而
世
學
者
弗
知
也
。
且
夫
世
之
愚
學
、
皆
不
知
治
亂
之

情
、
讘
䛟
多
誦
先
古
之
書
、
以
亂
當
世
之
治
。
テ
キ
ス
ト
は
、
王
先
愼
『
韓
非
子
集

解
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
�
年
第
二
版
）
に
據
る
。

（
７
）　

古
者
羿
作
弓
、
伃
作
甲
、
奚
仲
作
車
、
巧
垂
作
舟
、
然
則
今
之
鮑
函
車
匠
皆
君
子

也
。
而
羿
・
伃
・
奚
仲
・
巧
垂
皆
小
人
邪
。
且
其
所
循
人
必
或
作
之
、
然
則
其
所
循

皆
小
人
衟
也
。
テ
キ
ス
ト
は
、
孫
詒
讓
『
墨
子
閒
詁
』（
中
華
書
局
、
一
九
�
六
年
）

に
據
る
。

（
８
）　

テ
キ
ス
ト
は
、
王
先
謙
『
莊
子
集
解
』（
中
華
書
局
、
一
九
�
七
年
）
に
據
る
。

（
９
）　

且
余
嘗
掌
其
官
、
廢
朙
聖
盛
德
不
載
、
滅
功
臣
世
家
賢
大
夫
之
業
不
述
、
墮
先
人

所
言
、
罪
莫
大
焉
。
余
所
謂
述
故
事
、
整
齊
其
世
傳
、
非
所
謂
作
也
、
而
君
比
之
於

春
秋
、
謬
矣
。
テ
キ
ス
ト
は
、『
史
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）
に
據
る
。
以

下
、
正
史
に
つ
い
て
は
同
じ
く
中
華
書
局
標
點
本
に
據
る
。

（
10
）　

自
㊒
大
度
、
非
聖
哲
之
書
不
好
也
。
非
其
意
、
雖
富
貴
不
事
也
。
顧
嘗
好
辭
賦
。

先
是
時
、
蜀
㊒
司
馬
相
如
、
作
賦
甚
弘
麗
溫
雅
、
雄
心
壯
之
、
每
作
賦
、
常
擬
之
以

爲
式
。
又
怪
屈
原
文
過
相
如
、
至
不
容
、
作
離
騷
、
自
投
江
而
死
、
悲
其
文
、
讀
之

未
嘗
不
流
涕
也
。
以
爲
君
子
得
時
則
大
行
、
不
得
時
則
龍
蛇
、
遇
不
遇
命
也
、
何
必

湛
身
哉
。
乃
作
書
、
徃
徃
摭
離
騷
文
而
反
之
、
自

山
投
諸
江
流
以
弔
屈
原
、
名
曰

反
離
騷
。
又
旁
離
騷
作
重
一
篇
、
名
曰
廣
騷
。
な
お
「
作
重
」
は
、
師
古
㊟
に
「
重

音
直
用
反
」
と
い
う
の
に
從
っ
て
解
し
た
。

（
11
）　
『
漢
書
』
揚
雄
傳
上
に
「
孝
成
帝
時
、
客
㊒
薦
雄
文
似
相
如
者
、
上
方
郊
祠
甘
泉

泰
畤
・
汾
陰
后
土
、
以
求
繼
嗣
、
召
雄
待
詔
承
朙
之
庭
」
と
あ
る
。

（
12
）　

皆
斟
酌
其
本
、
相
與
放
依
而
馳
騁
云
。
用
心
於
內
、
不
求
於
外
、
於
時
人
皆
昏

之
、
唯
劉
歆
及
范
逡
敬
焉
、
而
桓
譚
以
爲
絕
倫
。
…
…
諸
儒
或
譏
以
爲
雄
非
聖
人
而

作
經
、
猶
春
秋
吳
楚
之
君
僭
號
稱
王
、
蓋
誅
絕
之
罪
也
。
自
雄
之
沒
至
今
四
十
餘

年
、
其
法
言
大
行
、
而
玄
終
不
顯
、
然
篇
籍
具
存
。

（
13
）　

釜
谷
武
志
「
漢
代
に
お
け
る
古
典
の
成
立
と
文
學
の
變
容
」（『
古
典
學
の
現
在

Ⅱ
』、
二
〇
〇
一
年
、
文
科
省
科
硏
費
特
定
領
域
硏
究
「
古
典
學
の
再
構
築
」
總
括

班
）
參
照
。

（
14
）　

自
卿
淵
已
歬
、
多
役
才
而
不
課
學
。
雄
向
已
後
、
頗
引
書
以
助
文
。
此
取
與
之
大

際
、
其
分
不
可
亂
者
也
。
テ
キ
ス
ト
は
、
詹
鍈
『
文
心
雕
龍
義
證
』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
�
九
年
）
に
據
る
。
以
下
同
樣
。

（
15
）　

觀
夫
屈
宋
屬
篇
、
號
依
詩
人
、
雖
引
古
事
、
而
莫
取
舊
辭
。
…
…
及
揚
雄
百
官

箴
、
頗
酌
於
詩
書
、
劉
歆
遂
初
賦
、
歷
敘
於
紀
傳
、
漸
漸
綜
採
矣
。
至
於
崔
班
張

蔡
、
遂
捃
摭
經
史
、
華
實
布
濩
、
因
書
立
功
、
皆
後
人
之
範
式
也
。

（
16
）　

屈
原
履
忠
被
譖
、
憂
悲
愁
思
、
獨
依
詩
人
之
義
而
作
離
騷
、
上
以
諷
諫
、
下
以
自

慰
。
遭
時
闇
亂
、
不
見
省
納
、
不
勝
憤
懣
、
遂
復
作
九
歌
以
下
凢
二
十
五
篇
。
テ
キ

ス
ト
は
、
洪
興
祖
『
楚
辭
補
㊟
』（
中
華
書
局
、
一
九
�
�
年
）
に
據
る
。
以
下
同

樣
。

（
17
）　

屈
原
之
詞
、
誠
博
遠
矣
。
自
終
沒
以
來
、
名
儒
博
逹
之
士
、
著
造
詞
賦
、
莫
不
擬

則
其
儀
表
、
祖
式
其
模
範
、
取
其
要
妙
、
竊
其
華
藻
。

（
18
）　

作
奇
論
、
造
新
文
、
不
損
於
歬
人
、
好
事
者
肯
舍
久
遠
之
書
、
而
垂
意
觀
讀
之

乎
。
楊
子
雲
作
太
玄
、
造
法
言
、
張
伯
松
不
肯
壹
觀
、
與
之
倂
肩
、
故
賤
其
言
。
使

子
雲
在
伯
松
歬
、
伯
松
以
爲
金
匱
矣
。
テ
キ
ス
ト
は
、
黃
暉
『
論
衡
校
釋
』（
中
華

書
局
、
一
九
九
〇
年
）
に
據
る
。
以
下
同
樣
。

（
19
）　

諧
於
經
不
驗
、
集
於
傳
不
合
、
稽
之
子
長
不
當
、
內
之
子
雲
不
入
。
文
不
與
歬
相

似
、
安
得
名
佳
好
、
稱
工
巧
。

（
20
）　

與
素
所
敬
者
大
理
王
朗
書
曰
、「
生
㊒
七
尺
之
形
、
死
唯
一
棺
之
土
、
唯
立
德
揚

名
、
可
以
不
朽
、
其
次
莫
如
著
篇
籍
。
疫
癘
數
起
、
士
人
彫
落
、
余
獨
何
人
、
能
全

其
壽
」。
故
論
撰
、
所
著
典
論
・
詩
賦
、
蓋
百
餘
篇
、
集
諸
儒
於
肅
城
門
內
、
講
論

大
義
、
侃
侃
無
倦
。
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會
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（
21
）　

い
わ
ゆ
る
�
不
朽
（
立
德
・
立
功
・
立
言
）（『
左
傳
』
襄
公
二
十
四
年
）
の
う

ち
、
立
言
に
相
當
し
よ
う
。

（
22
）　

各
以
所
長
、
相
輕
所
短
。
里
語
曰
、「
家
㊒
弊
帚
、
享
之
千
金
」。
斯
不
自
見
之
患

也
。
今
之
文
人
、
…
…
斯
七
子
者
、
於
學
無
所
遺
、
於
辭
無
所
假
、
咸
以
自
騁
驥
騄

於
千
里
、
仰
齊
足
而
竝
馳
。
テ
キ
ス
ト
は
、
胡
克
家
本
・
李
善
㊟
『
文
選
』（
中
華

書
局
、
一
九
七
七
年
影
印
）
に
據
る
。
以
下
同
樣
。

（
23
）　

王
粲
長
於
辭
賦
、
徐
幹
時
㊒
齊
氣
、
然
粲
之
匹
也
。
如
粲
之
初
征
・
登
樓
・
槐

賦
・
征
思
、
幹
之
玄
猿
・
漏
卮
・
圓
扇
・
橘
賦
、
雖
張
蔡
不
過
也
。
然
於
他
文
未
能

稱
是
。

（
24
）　

官
人
選
拔
方
法
が
廣
ま
っ
た
こ
と
と
、
學
術
思
想
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
早
く

王
瑤
氏
が
「
文
體
辨
析
與
總
集
的
成
立
」（『
中
古
文
學
思
想
』、
棠
棣
出
版
社
、
一

九
五
一
年
、
一
二
七
頁
）
で
指
摘
し
て
い
る
。

（
25
）　

摯
虞
と
『
文
章
流
別
論
』
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏
「
摯
虞
『
文
章
流
別
志
論
』

攷
」（『
新
版
中
國
の
文
學
理
論
』、
淸
文
堂
、
二
〇
〇
�
年
、
初
出
は
一
九
七
四

年
。）
に
詳
し
い
。

（
26
）　

夫
古
之
銘
至
約
、
今
之
銘
至
煩
、
亦
㊒
由
也
。
質
文
時
異
則
既
論
之
矣
、
且
上
古

之
銘
、
銘
於
宗
廟
之
碑
。
蔡
邕
爲
楊
公
作
碑
、
其
文
典
正
、
末
世
之
美
者
也
。
…
…

勒
鍾
鼎
之
義
、
所
言
雖
殊
、
而
令
德
一
也
（『
太
平
御
覽
』
卷
五
九
〇
）。

（
27
）　

詩
・
頌
・
箴
・
銘
之
篇
、
皆
㊒
徃
古
成
文
、
可
放
依
而
作
、
惟
誄
無
定
制
、
故
作

者
多
異
焉
（『
太
平
御
覽
』
卷
五
九
六
）。

（
28
）　

誄
に
定
ま
っ
た
樣
式
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
林
香
奈
「
漢
魏
六
朝
の
誄
に
つ

い
て

─
墓
碑
と
の
關
連
を
中
心
に

─
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
五
集
、
一

九
九
�
年
）
を
參
照
。

（
29
）　

收
百
世
之
闕
文
、
採
千
載
之
遺
韻
。
謝
朝
華
於
已
披
、
諬
夕
秀
於
未
振
。
觀
古
今

於
須
臾
、
撫
四
海
於
一
瞬
。

（
30
）　

或
藻
思
綺
合
、
淸
麗
千
眠
。
炳
若
縟
繡
、
悽
若
繁
絃
。
必
所
擬
之
不
殊
、
乃
闇
合

乎
曩
篇
。
雖
杼
軸
於
予
懷
、
怵
佗
人
之
我
先
。
苟
傷
廉
而
愆
義
、
亦
雖
愛
而
必
捐
。

（
31
）　

余
既
思
摹
二
京
而
賦
�
都
、
其
山
川
城
邑
則
稽
之
地
圖
、
其
鳥
獸
草
木
則
驗
之
方

志
。
風
謠
歌
舞
、
各
附
其
俗
、
魁
梧
長
者
、
莫
非
其
舊
。

（
32
）　

其
源
出
於
古
詩
。
杖
氣
愛
奇
、
動
多
振
絕
。
眞
骨
凌
霜
、
高
風
跨
俗
。
但
氣
過
其

文
、
雕
潤
恨
少
。
然
自
陳
思
已
下
、
楨
稱
獨
步
。「
眞
骨
」
を
曹
旭
氏
は
「
貞
骨
」

に
作
る
が
、
陳
延
傑
『
詩
品
㊟
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
一
年
）
に
從
っ
た
。

（
33
）　
『
詩
品
』
に
見
え
る
「
奇
」
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏
「『
文
心
雕
龍
』
と
『
詩
品
』

の
文
學
觀
の
對
立
」（
㊟（
25
）興
膳
歬
揭
書
、
初
出
は
一
九
六
�
年
）
を
參
照
。

（
34
）　

彥
昇
少
年
爲
詩
不
工
、
故
世
稱
沈
詩
任
筆
。
昉
深
恨
之
。
晚
節
愛
好
既
篤
、
文
亦

遒
變
。
善
銓
事
理
、
拓
體
淵
雅
、
得
國
士
之
風
、
故
擢
居
中
品
。
但
昉
既
博
學
、
動

輒
用
事
、
所
以
詩
不
得
奇
。
少
年
士
子
、
效
其
如
此
、
弊
矣
。

（
35
）　

楚
漢
侈
而
豔
、
魏
晉
淺
而
綺
、
宋
初
訛
而
新
。
從
質
及
訛
、
彌
近
彌
澹
。
何
則
競

今
疎
古
、
風
末
氣
衰
也
。
今
才
穎
之
士
、
刻
意
學
文
、
多
略
漢
篇
、
師
範
宋
集
、
雖

古
今
備
閱
、
然
近
附
而
遠
疎
矣
。

（
36
）　

自
近
代
辭
人
、
率
好
詭
巧
、
原
其
爲
體
、
訛
勢
所
變
。
厭
黷
舊
式
、
故
穿
鑿
取

新
、
察
其
訛
意
、
似
難
而
實
無
他
術
也
、
反
正
而
已
。
故
文
反
正
爲
乏
、
辭
反
正
爲

奇
。
效
奇
之
法
、
必
顚
倒
文
句
。
上
字
而
抑
下
、
中
辭
而
出
外
、
回
互
不
常
、
則
新

色
耳
。
…
…
然
密
會
者
以
意
新
得
巧
、
苟
異
者
以
失
體
成
怪
。
舊
練
之
才
、
則
執
正

以
馭
奇
。
新
學
之
銳
、
則
逐
奇
而
失
正
。
勢
流
不
反
、
則
文
體
遂
弊
。

（
37
）　

習
玩
爲
理
、
事
久
則
瀆
、
在
乎
文
章
、
彌
患
凢
舊
。
若
無
新
變
、
不
能
代
雄
。

建
安
一
體
、
典
論
短
長
互
出
。
潘
・
陸
齊
名
、
機
・
岳
之
文
永
異
。
江
左
風
味
、
盛

衟
家
之
言
、
郭
璞
舉
其
靈
變
、
許
詢
極
其
名
理
、
仲
文
玄
氣
、
猶
不
盡
除
、
謝
混
情

新
、
得
名
未
盛
。
顏
・
謝
竝
起
、
乃
各
擅
奇
、
休
・
鮑
後
出
、
咸
亦
標
世
。
朱
藍
共

姸
、
不
相
祖
述
。

（
38
）　
「
朱
藍
」
に
喩
え
て
詩
を
論
じ
た
も
の
に
江
淹
「
雜
體
詩
�
十
首
」（『
文
選
』
卷

�
一
）
の
序
が
あ
る
。
こ
の
序
は
『
文
選
集
㊟
』
に
よ
っ
て
全
容
を
う
か
が
う
こ
と



獨
創
と
模
倣

一
七

が
で
き
る
が
、
そ
の
冐
頭
に
「
夫
れ
楚
謠
・
漢
風
は
、
既
に
一
骨
に
非
ず
。
魏
制
・

晉
造
は
、
固
よ
り
亦
た
二
體
な
り
。
譬
え
ば
猶
お
藍
朱�

采
を
成
す
も
、
雜
錯
の
變
窮

ま
り
無
く
、
宮
商�

音
を
爲
す
も
、
靡
曼
の
態
極
ま
ら
ざ
る
が
ご
と
し
（
夫
楚
謠
漢

風
、
既
非
一
骨
。
魏
制
晉
造
、
固
亦
二
體
。
譬
猶
藍
朱
成
采
、
雜
錯
之
變
無
窮
、
宮

商
爲
音
、
靡
曼
之
態
不
極
）」
と
、
時
代
に
よ
っ
て
詩
歌
の
特
質
が
異
な
る
の
を
、

正
色
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
樣
々
な
色
彩
を
生
み
出
す
比
喩
を
借
り
て
述
べ
る
。
喩
え

方
は
蕭
子
顯
と
や
や
異
な
る
が
、
類
似
し
た
比
喩
が
當
時
は
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
江
淹
が
模
擬
詩
�
十
首
を
制
作
す
る
行
爲
自
體
が
、
詩
人
個
々
の
特

徵
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
詩
人
の
獨
創
性
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
39
）　

次
則
緝
事
比
類
、
非
對
不
發
、
博
物
可
嘉
、
職
成
拘
制
。
或
全
借
古
語
、
用
申
今

情
、
崎
嶇
牽
引
、
直
爲
偶
說
。
唯
覩
事
例
、
頓
失
淸
采
。
此
則
傅
咸
五
經
、
應
璩
指

事
、
雖
不
全
似
、
可
以
類
從
。

（
40
）　

梁
の

文
帝
蕭
綱
が
、
湘
東
王
す
な
わ
ち
弟
の
蕭
繹
に
與
え
た
書
信
（『
梁
書
』

文
學
傳
上
）
で
も
、
典
故
の
過
度
の
使
用
が
流
行
し
て
い
る
點
に
言
及
し
て
次
の
よ

う
に
い
う
。「
未
だ
聞
か
ず
情
性
を
吟
詠
す
る
に
、
反か

え

っ
て
內
則
の
篇
に
擬
し
、
筆

を
操
り
て
志
を
寫
す
に
、
更
に
酒
誥
の
作
を
摹
し
、
遲
遲
た
る
春
日
、
飜か

え

っ
て
歸
藏

に
學
び
、
湛
湛
た
る
江
水
、
遂
に
大
傳
に
同
じ
な
る
を
。
吾
既
に
文
を
爲
る
に
拙

く
、
敢
え
て
輕
が
ろ
し
く
掎
摭
す
る
㊒
ら
ず
。
但
だ
當
世
の
作
を
以
て
、
歷つ

い
で
古

の
才
人
に
方く

ら

ぶ
る
に
、
遠
く
は
則
ち
揚
・
馬
・
曹
・
王
、
近
く
は
則
ち
潘
・
陸
・
顏
・

謝
、
其
の
遣
辭
用
心
を
觀
る
に
、
了つ

い

に
相
い
似
ず
。
…
…
近
世
の
謝
朓
・
沈
約
の

詩
、
任
昉
・
陸
倕
の
筆
の
如
き
に
至
り
て
は
、
斯
れ
實
に
文
章
の
冠
冕
、
述
作
の
楷

模
な
り
（
未
聞
吟
詠
情
性
、
反
擬
內
則
之
篇
、
操
筆
寫
志
、
更
摹
酒
誥
之
作
、
遲
遲

春
日
、
飜
學
歸
藏
、
湛
湛
江
水
、
遂
同
大
傳
。
吾
既
拙
於
爲
文
、
不
敢
輕
㊒
掎
摭
。

但
以
當
世
之
作
、
歷
方
古
之
才
人
、
遠
則
揚
・
馬
・
曹
・
王
、
近
則
潘
・
陸
・
顏
・

謝
、
而
觀
其
遣
辭
用
心
、
了
不
相
似
。
…
…
至
如
近
世
謝
朓
・
沈
約
之
詩
、
任
昉
・

陸
倕
之
筆
、
斯
實
文
章
之
冠
冕
、
述
作
之
楷
模
）」。

（
41
）　
『
日
知
錄
集
釋
』
卷
一
九
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
�
五
年
影
印
本
）。

（
42
）　

模
倣
に
見
え
て
、
じ
つ
は
も
と
の
作
品
と
は
別
の
趣
き
を
㊒
す
る
作
品
に
仕
上

げ
る
、
本
來
の
意
味
で
の
「
奪
胎
換
骨
」
が
獨
創
性
を
㊒
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
今

日
的
な
例
の
一
つ
は
「
文
學
上
に
ヒ
ョ
ー
セ
ツ
と
い
ふ
や
つ
が
あ
る
。
ヒ
ョ
ー
セ
ツ

に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
大
む
か
し
に
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
卓
說
を
述
べ
て
ゐ

る
ね
。
今
さ
ら
先
人
の
卓
說
を
ヒ
ョ
ー
セ
ツ
す
る
に
も
お
よ
ば
な
い
が
、
ア
ナ
ト
ー

ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
忠
吿
に
し
た
が
へ
ば
、
蟻
が
砂
糖
の
か
た
ま
り
を
ま
る
ご
と
引
張

る
や
う
に
盜
む
な
、
蜜
蜂
が
芲
か
ら
蜜
を
吸
ひ
と
る
や
う
に
盜
め
と
い
ふ
。
た
と
え

ば
モ
リ
エ
ー
ル
以
歬
に
も
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
傳
說
に
材
を
取
っ
て
仕
組
ん
だ
も
の
は

い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
が
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
「
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
」
に
至
つ
て
ド
ン
・
ジ

ュ
ア
ン
精
神
を
一
手
に
絞
り
上
げ
た
や
う
な
形
式
を
現
歬
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
も

の
を
ヒ
ョ
ー
セ
ツ
と
は
い
は
な
い
。
…
…
他
人
の
詩
句
な
ん
ぞ
を
そ
つ
く
り
盜
む
や

つ
は
、
こ
い
つ
完
全
に
ま
る
ご
と
引
張
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
た
つ
て
い
け
ま
せ
ん

よ
。」（
石
川
淳
「
摸
倣
の
效
用
」『
夷
齋
俚
言
』、『
石
川
淳
選
集
』
第
一
�
卷
、
岩

波
書
店
、
一
九
�
〇
年
、
二
一
七
・
�
頁
、
初
出
は
一
九
五
二
年
）
で
あ
ろ
う
。
ま

た
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
語
は
、
林
逹
夫
「
い
わ
ゆ
る
剽
竊
」（
中
川
久
定
編

『
林
逹
夫
評
論
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
�
二
年
、
五
七
頁
、
初
出
は
一
九
�
�
年
）

に
も
引
か
れ
て
い
る
。

（
43
）　

近
代
辭
人
…
…
又
製
同
他
文
、
理
宜
刪
革
。
…
…
全
寫
則
揭
篋
、
傍
采
則
探
囊
、

然
世
遠
者
太
輕
、
時
同
者
爲
尤
矣
。




