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「
唐
代
の
思
想
と
文
化
」
と
い
う
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、
一
見
そ
っ
け
な
く

て
た
洋
と
し
た
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
書
を

一
設
し
お
え

た
者
は
誰
し
も
、
な
る
ほ
ど
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
い
か
に
も
内
容
に
即
し
た
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
す
る
に
違
い
な
い
。
新
鮮
な
硯
黙
と
手
法
に

よ
っ
て
唐
代
の

「
思
想
と
文
化
」
の
諸
相
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
通

底
す
る
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
文
章
が
そ
こ
に
は
疲
ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
「
従
来
、
漢
以
来
の
訓
詰
注
標
準
と
総
合
的
鐙
系
的
な
宋
皐
と

の
谷
閲
と
さ
れ
て
き
た
唐
代
思
想
が
、
果
た
し
て
言
わ
れ
る
ご
と
き
貧
困
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
」
(
八
八
頁
〉
、

「
初
唐
の
経
皐
か
ら
、
韓
愈
、
李

矧
を
通
っ
て
宋
準
へ
綬
く
道
は
、
す
で
に
中
園
思
想
史
上
の
自
明
の
流
れ
の
よ

う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
閲
の
動
き
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

結
果
か
ら
の
線
引
き
に
過
ぎ
な
い
面
も
多
分
に
含
ん
で
い
る
」
(
一
二
五
頁
〉
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
に
、
本
書
が
目
指
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
示
さ
れ

て
い
る
。
著
者
が
中
園
の
皐
問
に
志
し
た
間
学
生
の
頃
、
中
園
思
想
通
史
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
唐
代
の
思
想
家
と
い
え
ば
、
た
か
だ
か
韓
愈
と
李
朝
に
し
か
過
ぎ

な
か
っ
た
と
さ
え
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
頃
に
お
い
て
も
、
唐
代
の

文
間
学
研
究
は
そ
れ
な
り
に
盛
ん
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
併
数
に
つ
い
て
も
、
個

々
の
事
象
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
そ
れ
ら
を
綜
合
し
て
儒
例
道
三
数
を
通
貨
し
、
さ
ら
に
は
ま
た
文
翠
を
も
視

野
の
中
に
枚
め
る
、
そ
の
よ
う
な
研
究
は
室
ま
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
著
者

は
、
中
園
思
想
史
研
究
が
か
か
え
て
い
た
か
か
る
課
題
に
挑
戦
し
た
の
で
あ

り
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
成
果
の
か
ず
か
ず
が
、
第
一
部
「
劉
知
幾
と

『
史

通
』」
、
第
二
部
「
中
唐
の
思
想
」
、
第
三
部
「
習
俗
」
、
第
四
部

「
遺
言
」
の
四

部
構
成
の
も
と
に
本
書
に
盛
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

著
者
の
庭
女
論
文
は
、
『
央
通
』
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。

そ
し
て
そ
の
後
、
『
史
通
』
内
篇
の
誇
注
を
世
に
問
わ
れ
(
東
海
大
皐
出
版

曾
、
一

九
八
九
年
)
、
外
篇
の
誇
注
も
す
で
に
準
備
中
で
あ
る
と
灰
閲
す
る
の

で
あ
っ
て
、
第
一
部
に
お
い
て
「
史
遁
』
が
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
の
は
、
い
か

に
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一

章

「
劉
知
幾
の
歴
史

一
意
識
」
に
お
い
て
は
、
も
つ
ば
ら
『
史
遁
』
の
自
叙
篇
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

だ
が
、
ま
ず

『
史
記
』
の
「
太
史
公
自
序
」
そ
の
他
を
検
討
し
た
う
え
、
西
洋

の
〉
5
0『
5
m『

3
rぽ
と
の
針
比
の
も
と
に
、
中
園
の
自
殺
の
特
長
が
つ
ぎ

の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

て

自
己
を
露
わ
に
語
る
た
め
の
も
の
で
は
な

く
、
氏
族
や
家
族
の
記
述
を
常
に
と
も
な
う
こ
と
。
二
、
自
叙
も
、
ま
た
そ
れ

に
基
づ
い
て
他
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
人
の
俸
記
も
、
客
観
的

記
述
態
度
と
い
う
黙
で
本
質
的
に
第
わ
ら
な
い
こ
と
。
三
、
常
に
著
作
に
附
随

し
た
解
説
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
特
長
は
、
西
洋
の

〉
三
o
z
o
m
z
Z
5
が
自
己
の
個
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
の
と
大
き
く
異
な
る

黙
で
あ
る
。
著
者
は
西
洋
の
皐
聞
を
修
め
た
う
え
で
中
園
闘
争
に
進
ま
れ
た
の
で

あ
り
、
西
洋
の
事
象
を
参
照
す
る
視
貼
は
本
書
に
も
紹
え
ず
底
流
し
て
い
る
の

だ
が
、
西
洋
の
基
準
に
よ

っ
て
中
園
を
一
力
関
断
に
切
っ
て
捨
て
る
わ
け
で
は

な
く
、
こ
の
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
三
黙
に
西
洋
と
は
異
な
る
中
園
の
自
叙
の
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特
長
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
中
園
の
自
鍍
一
般
と
は
い
さ
さ
か
様

相
を
異
に
し
て
、

『
史
遁
』
の
自
殺
篇
で
は
氏
族
、
家
族
に
つ
い
て
の
記
述
が

消
え
、
『
史
通
』
の
構
成
、
内
容
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
著
者
の
主
鐘
性
が
強

く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

「
劉
知
幾
は
歴
史
家
と
し
て
、
事
貧
を
事
賞
と
し
て
書
き
、
事
賓
の
虞
寅
を

解
明
す
る
、
つ
ま
り
あ
る
道
徳
的
判
断
を
そ
の
上
に
書
き
加
え
る
と
い
う
意
識

の
下
に
立
ち
な
が
ら
、
さ
ら
に
も
う
一
度
、

事
寅
を
事
賓
と
す
る
こ
と
を
聞

い
、
そ
れ
に
反
省
を
加
え
た
と
言
え
る
。
そ
れ
が
彼
の
批
剣
精
紳
、
懐
疑
精
紳

で
あ
っ
た
」
、

こ
の
よ
う
に
第
一

章
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

第
二
章

「
劉
知
幾
|
|
史
評
者
の
立
場
|
|
」
で
は
、

『
史
逼
』
が
過
去
の
史
書
を
-評

債
す
る
に
嘗
っ
て
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
「
師
古
」
と
「
随
時
」
と
い
う
こ
つ

の
概
念
に
注
目
し
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
史
評
者
と
し
て
の
劉

知
幾
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
『
史
通
』
に
お
い

て
は
、
「
師
古
」
す
な
わ
ち
古
を
祖
述
し
、
古
に
ま
ね
ぶ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ

と
「
随
時
」
と
が
樹
立
す
る
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
「
随

時
」
が
「
師
古
」
を
越
え
た
、
あ
る
い
は

「
師
古
」
を
包
み
こ
ん
だ
高
い
次
元

の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
と
の
雨
援
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
す

な
わ
ち
、
「
一
つ
は
、
歴
史
家
と
し
て
歴
史
の
流
れ
の
中
に
事
象
を
見
ょ
う
と

す
る
従
時
の
立
場
を
是
と
す
る
場
合
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
上
で
そ
の
事
象
が

ぴ
っ
た
り
と
宜
を
得
た
状
態
、
つ
ま
り
理
と
事
の
世
界
が
う
ま
く
調
和
し
た
と

考
え
ら
れ
る
朕
態
を
随
時
と
す
る
場
合
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
第
一

段
階
の
随
時

に
走
れ
ば
、
徐
り
に
も
放
の
世
界
か
ら
離
れ
、

俗
の
世
界
へ
、
枝
葉
末
節
の
世

界
へ
と
傾
い
て
行
っ
て
し
ま
う
。
:
:
:
古
と
今
、
雅
と
俗
、
質
と
文
、
師
古
の

世
界
と
随
時
の
世
界
、
理
と
事
の
世
界
は
、
常
に
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
考
え
ら

れ
、
そ
の
上
に
高
次
の
随
時
の
思
想
が
成
立
し
て
い
る
」
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
央
通
』
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う

な
高
次
の
「
随
時
」
の
概
念
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
も
つ
ば
ら
疑

古
篇
や
惑
経
篇
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
『
史
通
』

は
短
絡
的
に

師
古
否
定
の
書
、
ひ
い
て
は
聖
賢
批
判
の
書
、
経
書
批
剣
の
書
と
の
誤
っ
た
評

債
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
評
債
は
唐
末
に
至
っ
て
よ
う
や
く
盛
ん
と

な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

『
史
逼
』
は
債
値
の
な
い
書
物
と
し
て
長
い
時

代
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
通
設
に

模
を
打
ち
こ
む
べ
く
用
意
さ
れ
て
い
る
の
が
第
三
章
「
宋
代
に

お
け
る
『
史

遁
』
」
で
あ
る
。
著
者
は
庚
い
範
圏
に
わ
た

っ
て
文
献
を
渉
磁
精
査
し
た
う
え
、

大
局
的
に
は

『
史
逼
』
が
批
剣
の
封
象
と
さ
れ
た
流
れ
の
中
に
お
い
て
も
、

歴

史
家
た
る
者
に
は
才
拳
識
が
必
須
不
可
欽
で
あ
る
と
す
る
「
史
才
三
長
設
」、

史
局
に
お
い
て
は
史
書
執
筆
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
「
五
不
可
論
」、

そ
れ

ら
の
劉
知
幾
の
重
要
な
主
張
が
宋
人
に
と
っ
て
も
大
い
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
二
部
の
第
一

章
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
は
「
権
徳
輿
と
そ
の
周
漫
」。

櫨
徳
輿
の
周
迭
の
人
物
と
し
て
ま
ず
最
-
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
権

徳
興
が
そ
の
俸
記
で
あ
る
「
呉
傘
師
俸
」
を
書
い
て
も
い
る
道
士
の
呉
笥
で
あ

っ
て
、
呉
位
向
の
作
品
の
中
で
も
、
受
け
る
気
の
違
い
に
よ
っ
て
人
聞
を
寄
哲
、

中
人
、
頑
兇
の
三
口
聞
に
分
け
、
中
人
の
教
育
の
可
能
性
を
見
出
す
「
玄
綱
論
」、

拳
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
紳
仙
と
な
り
得
る
こ
と
を
説
く
「
紳
仙
可
拳
論
」
に
と
り

わ
け
注
目
す
る
。
そ
れ
ら
は
何
よ
り
も
韓
愈、

柳
宗
元
、
劉
面
問
錫
、
李
師
相
な
ど

の
中
唐
の
士
大
夫
の
思
想
と
の
関
連
の
も
と
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
彼

ら
士
大
夫
の
拳
聞
は
、
漢
唐
の
皐
と
も
呼
ば
れ
る
経
書
の
訓
詰
注
鰐
の
域
を
す

で
に
越
え
て
い
た。

皐
聞
は
凡
人
か
ら
聖
人
へ
の
最
も
有
力
な
原
動
力
と
な
っ

た
。
凡
人
が
聖
人
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
曾
的
に
は
中
小
層
の
出
身
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で
も
政
治
的
に
活
路
出
来
る
こ
と
を
一
意
味
し
、
個
人
的
に
は
人
格
の
陶
冶
を
意

味
し
た
」
。
「
経
書
そ
の
も
の
の
義
を
明
ら
か
に
し
て
、
形
骸
化
し
た
経
室
目
撃

を
今
一
度
自
己
の
皐
問
と
し
て
考
察
し
、
さ
ら
に
は
新
し
い
世
界
観
の
樹
立
を

求
め
よ
う
と
考
え
た
の
が
楼
徳
輿
周
遊
の
中
唐
土
大
夫
遼
だ
っ
た
の
で
あ
る」。

権
徳
輿
は
馬
租
道
一
の
鵡
に
も
じ
き
じ
き
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
わ

ゆ
る
澗
師
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
権
徳
輿
を
そ
の
一
人
と
し
て
多
く
の
士
大
夫

た
ち
を
も
強
力
な
磁
場
の
中
に
巻
き
こ
ん
だ
馬
租
の
摘
を
、
著
者
は
「
聖
凡

一

種
嗣
酬
を
設
い
て
現
寅
に
生
活
す
る
人
間
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
」
云
々
と
-評

し
て
い
る
。

第
二
部
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
と
と
も
に
本
書
の
最
大
の
眼
目
で
あ
る
と
察
せ

ら
れ
る
「
中
唐
の
思
想
」
を
論
ず
る
に
嘗
っ

て
、
著
者
が
権
徳
輿
に
注
目
し
た

の
は
畑
限
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
も
、
権
徳
興
そ
の
人
は

唐
代
思
想
史
上
に
お
い
て
さ
ほ
ど
突
出
し
て
個
性
的
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
彼
は
い
わ
ば
士
大
夫
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
の
要
に
位
置
し
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
文
集
に
は
、
中
唐
と
い
う
時
代
が
目
配
り
よ
く
映
し

出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
さ
な
疑
問
を
呈
す
る
な
ら

ば
、
「
百
回
収
縮
師
碑
銘
」
の
引
用
の
中
の
「
そ
の
外
界
針
象
を
切
り
捨
て
て
心

を
曾
得
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
け
が
れ
を
去
り
清
浄
を
取
り
出
し
一神
妙

濁
立
と
な
っ
て
外
界
と
は
接
し
な
い
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
」
と
課
さ
れ
て
い

る
一
節
(
一

O
二
頁
)
は
、
「
そ
の
外
界
封
象
を
切
り
捻
て
て
心
を
曾
得
す
る

わ
け
で
も
な
い
し
、
ま
た
け
が
れ
を
去
っ
て
清
浄
を
取
り
出
す
わ
け
で
も
な

い
。
紳
妙
濁
立
、
外
物
と
一
つ
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
で
も
課
す
べ
き

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
原
文
は
注
に
一
ホ
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

第
二
章
は
「
茶
経
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
陵
弱
の
自
俸
を
あ
っ
か
う

「『
陸
文
筆
自
俸
』
考
」
。
中
園
に
お
け
る
自
叙
の
特
長
は
す
で
に
第

一
部
第
一

一
章
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
「
太
史
公
自
序
」
を
典
型
と
す
る
と
こ
ろ

の
そ
れ
ら
自
叙
と
は

一
風
縫
っ
た
隠
逸
者
の
自
俸
、
そ
の
系
譜
を
陶
淵
明
の

「
五
柳
先
生
一
億
一
」
か
ら
白
居
易
の

「
醇
吟
先
生
侍
」
ま
で
た
ど
っ
た
う
え
、

「
陸
文
翠
自
俸
」
を
ひ
と
ま
ず
そ
の
流
れ
の
う
え
に
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
著

者
に
よ
れ
ば
、
「
隆
文
拳
自
停
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

隠
逸
、
狂
人
、

自
白
人
の
姿
で
あ
り
、
は
た
ま
た
遊
戯
の
精
神
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
著
者
は
そ
こ
に
そ
の
時
代
一
般
の
空
気
を
か
ぎ
取
っ

て
い
る
。
隠
逸
、
狂

人
、
自
由
人
、
遊
戯
の
精
神
。
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
な
ら
ば
、
風
狂
と
か
風
願

と
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
「
狂
」
や

「
願
」
は
、
一

種
憧
僚
の
念
を
す
ら
と
も
な
っ
て
そ
の
時
代
に
迎
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

狂
草
の
書
で
知
ら
れ
る
張
旭
は
ま
た
張
願
と
呼
ば
れ

(
『
唐
園
史
補
」
巻
上)、

張
旭
と
彼
を
縫
承
し
た
懐
素
に
つ
い
て
、
「
評
者
は
張
長
史
(
張
旭
)
を
謂
い

て
顛
と
篤
し
、
懐
素
を
狂
と
篤
す
。
狂
を
以
て
顛
に
縫
ぐ
、
執
か
不
可
と
篤
さ

ん
」
と
の
記
事
も
あ
る
(
『
宣
和
書
譜
』
巻

一
九
)
。
白
居
易
が
「
唐
生
に
寄

す
」
と
題
し
た
五
言
詩
に
「
権
豪
の
怒
り
を
懐
れ
ず
、
亦
た
親
朋
の
談
り
に
任

す
、
人
は
実
に
奈
何
と
も
す
る
無
し
、

呼
ん
で
狂
男
児
と
作
す
」
と
う
た
っ
て

い
る
「
狂
男
児
」
は
、
快
男
児
の
意
味
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
著
者

は
、
陸
弱
も
参
加
し
た
顔
員
卿
の
サ
ロ

ン
に
お
け
る
聯
句
に
遊
戯
性
の
一
つ
の

誼
佐
を
見
出
し
、
「
酔
語
聯
句
」
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
本
題
と
は
脈
絡
の
な

い
些
一
事
な
が
ら
、
か
か
る
遊
戯
性
に
富
ん
だ
聯
句
の
先
蹴
と
す
べ
き
も
の
は
、

あ
る
い
は
『
世
設
新
語
』
排
調
篇
に
見
え
る
「
了
語
」
と
「
危
語
」
に
求
め
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

鋭
い
指
摘
だ
と
思
う
の
は
、
か
か

る
遊
戯
性
が
員
面
白
さ
(
「
員
面
目
さ
」
と
い
う
言
葉
は
い
さ
さ
か
熟
さ
ぬ
よ

う
だ
が
)
と
敵
射
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
言
い
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
サ
ロ

ン
か
ら
『
韻
海
鏡
源
』
が
生
産
さ
れ
た
事
貸
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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第
三
章
「
劉
百
円
錫
の
思
想
」
。
順
宗
の
も
と
で
政
治
改
革
を
行
な
お
う
と
目
論

見
な
が
ら
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
玉
叔
文
一
汲
の
い
わ
ゆ
る
八
司
馬
の
一
人
で

あ
る
劉
百
円
錫
。
そ
の
思
想
家
と
し
て
の
側
面
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
も
っ
ぱ
ら
彼

の
「
天
論
」
を
取
り
上
げ
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
著
者
は
こ
の
章
に

お
い
て
も
、
第
一

章

「
櫨
徳
輿
と
そ
の
周
透
」
と
同
様
に
、
劉
百
円
錫
の
周
迭
を

彩
る
人
物
に
つ
い
て
語
り
、
彼
を
取
り
巻
く
思
想
紋
況
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す

る
手
法
を
用
い
る
。
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
劉
属
錫
が
少
年
時
代

に
教
え
を
受
け
た
鰹
殺
を
始
め
と
す
る
詩
憎
た
ち
。
詩
僧
と
は
、
詩
作
に
優
れ

た
僧
侶
と
い
っ
た
一
般
名
詞
で
あ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
ま
さ
し
く
劉
百円
錫

が
生
を
享
け
た
大
暦
年
聞
に
成
立
し
た
一
つ
の
概
念
な
の
で
あ
っ
て
、

著
者
に

よ
れ
ば
、
詩
借
は
南
宗
輝
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
り
、
ま
た
単
に
例
法
に
通

じ
、
詩
が
詠
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
儒
激
的
数
養
も
な
み
な
み
な
ら
ぬ
、
そ
の

よ
う
な
人
々
な
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
劉
局

錫
の
才
能
を
早
く
か
ら
買
っ
て
い
た
杜
佑
と
権
徳
輿
、
そ
れ
に
権
徳
輿
の
友
人

の
梁
粛
の
三
人
で
あ
り
、
「
江
左
に
集
う
士
大
夫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
江
左

す
な
わ
ち
江
南
は
、
劉
面
向
錫
が
生
ま
れ
育
っ
た
所
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
は
中
唐
の
時
代
に
、
時
代
を
劃
す
る
新
た
な
意
義
を
捻
っ
て
受
場
し
た
思

想
と
皐
問
の
策
源
地
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

著
者
は
三
人
の
思
想
と
皐
聞
に

考
察
を
加
え
た
う
え
で
こ
う
力
説
し
て
い
る
。

「
今
、
先
に
考
察
し
た
人
々
を

再
び
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
一
様
に
「
不
皐
章
句
拳
」
を
掲
げ
、

章
句
の
皐
を

排
し
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
嘗
た
る
。

「
不
拳
章
句
闘
争
」
が
持
つ
雰
圏

気
、
精
一
脚
は
一
種
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
経
書
を
も
う
一
度
自
己
の
生
き

る
道
に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
運
動
で
あ
っ
た
。
従
来
の
経
書
象
H
章
句
皐
は
す

で
に
彼
ら
の
生
き
る
指
針
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
章
句
皐
を
慶
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
し
い
道
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
、
主
鐙
的
な
人
聞
の
自
健
を
持
っ
て

初
め
て
か
く
叫
び
得
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
詩
僧
と
も
僧
と
も
道
士
と
も

自
由
に
交
わ
り
得
る
空
開
が
開
か
れ
る
。
教
義
と
化
し
た
儒
教
経
典
の
注
疏
解

穫
祭
か
ら
解
放
さ
れ
、
彼
ら
の
目
は
経
典
と
経
典
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
経
典

全
鐙
へ
と
注
が
れ
る
。
か
か
る
態
度
は
経
皐
に
謝
し
て
の
み
な
ら
ず
、
併
数
に

封
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
接
鯛
し
た
南
宗
調
、

華
巌
、
天
台
は
全

て
、
数
義
そ
の
も
の
よ
り
は
寅
践
に
重
き
を
置
き
、
現
貨
に
生
き
て
行
篤
す
る

人
聞
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。
そ
れ
は
主
位
的
人
閲
の
後
見
で
あ
っ
た
。
人
聞

の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
信
じ
、
自
己
を
切
り
開
い
て
行
く
態
度
で
あ
っ
た
」
。

敢
え
て
長
文
に
わ
た
る
引
用
を
行
な

っ
た
の
は
、
こ
の
文
章
こ
そ
、
中
園
思
想

史
上
に
中
唐
時
代
を
正
し
く
位
置
づ
け
ん
こ
と
を
目
指
す
第
二
部
の
総
括
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
吹
助
|
|
越
匡
|
|陸
質
と
次
第
す
る
春

秋
皐
の
陵
質
を
師
と
し
た
友
人
の
目
温
に
つ
い
て
語
る
く
だ
り
に
お
い
て
も
、

「
こ
こ
に
翠
げ
た
人
々
は
従
来
の
訓
話
皐
的
解
稗
壊
を
捨
て
て
、
初
め
て
春
秋

の
大
義
大
略
の
中
に
皐
聞
の
道
を
求
め
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
劉
園
内

錫
そ
の
人
に
つ
い
て
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
も
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
彼
は

一
経
の
訓
諮
問
解
穆
を
排
し
て
、
経
書
全
鐙
の
総
合
的
な
意
味
を
問
う
こ
と
を

目
論
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
結
局
、
経
書
の
枠
を
越
え
て
、
道
の
一意
味
を
問
う
こ

と
に
行
き
つ
く
。
道
の
追
求
の
前
に
は
、
儒
数
も
例
数
も
道
敬
も
す
べ
て
一
様

で
等
債
値
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
彼
の
皐
聞
の
劉
象
と
な
り
得
る
。
た

だ
た
だ
こ
れ
ら
の
製
象
に
向
か
う
自
己
の
確
立
、
自
己
の
意
識
が
重
要
で
あ

る」。す
こ
ぶ
る
カ
の
こ
も
っ
た
一
章
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
杜
佑
が
「
不
好
章
句

之
祭
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
あ
わ
せ
て
彼
が
併
教
の
因
果
態
報
に
言

及
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
「
こ
れ
ら
二
熱
か
ら
も
、
杜
佑
が
所
謂
新
し

い
皐
聞
の
流
れ
の
中
に
生
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
貼
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に
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
呈
し
た
い
。
と
言
う
の
も
、
例
数
の
因
果
態
報
設
は
南

宗
澗
の
立
場
に
は
な
じ
ま
な
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
り
、
「
彼
ら
が
関
心
を

寄
せ
た
併
教
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ
は
時
あ
た
か
も
生
ま
れ
出
で
、
江

南

・
江
西
を
基
盤
に
根
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
南
宗
抑
制
で
あ
っ
た
。
従
来
の
貴

族
的
仰
敬
に
封
し
て
「
一
切
衆
生
悉
有
傍
性
」
を
主
張
し
、

「
削
心
是
仰
」
を

掲
げ
る
、
新
し
い
姿
の
併
数
で
あ
る
」
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
呂
温
の
「
代
園
子
陸
博
士
進
集

註
春
秋
表
」
の

「助
(
吹
助
)
或
い
は
未
だ
牽
く
さ
ざ
る
も
、
敢
え
て
諮
り
て

仁
に
嘗
た
り
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
箇
所
(
一
六
一
頁
)
は
、

「
助
或
い
は
未
だ

轟
く
さ
ざ
れ
ば
、
敢
え
て
仁
に
嘗
た
る
を
諮
ら
ん
や
」
と
訓
む
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
ふ
ま
え
る
の
は
も
と
よ
り
『
論
語
』
術
鑑
公
の

「
仁
に
嘗
た
り
て
は

師
に
も
諮
ら
ず
」
。

第
三
部
は
、
第
一
部
、
第
二
部
と
は
す
こ
ぶ
る
趣
を
異
に
し
、
そ
の
第
一

章

「唐
代
の
葬
俗
|
特
に
葬
法
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
『
績
宣向伶
俸
』
遺

身
篇
の
論
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
西
方
の
埋
葬
法
、
す
な
わ
ち
火
葬
、
水
葬
、
土

葬
、
林
葬
が
中
園
の
聖
界
俗
界
の
雨
者
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
か
が
検
討
さ
れ
、
第
二
章
「
『
子
唐
誌
清

蔵
誌
』
に
見
え
る
唐
代
の
習
俗
」
で
は
、
第

一
章
を
補
う
意
図
を
も
こ
め
て
、

第
一

次
資
料
で
あ
る
『
千
唐
誌
驚
磁
誌
』
を
精
讃
精
査
し
、
そ
こ
に
現
れ
る
火

葬
の
こ
と
、
寺
院
に
お
け
る
槌
葬
の
こ
と
、
改
葬
の
こ
と
、
風
水
思
想
の
こ
と

等
々
に
読
き
及
ぶ
。
そ
れ
は
、
「
中
園
に
俳
数
が
将
来
さ
れ
て
以
来
、
併
教
の

持
つ
儀
躍
が
中
園
の
風
俗
に
影
響
を
輿
え
る
と
と
も
に
、
中
園
の
習
俗
は
例
数

の
儀
躍
に
襲
容
を
迫
っ
た
。
そ
う
し
て
初
め
て
中
園
の
土
壊
に
根
ざ
し
た
中
園

側
数
な
る
も
の
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
中
園
例
数
と
は
か
か
る
中
園
化
の
歴

史
の
集
積
と
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
」
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
『
梁
高
信
停
』、
『
綴
高
僧

停
』
、
『
宋
高
僧
侍
』
の
各
篇
ご
と
の
火
葬
割
合
の
統
計
リ
ス
ト
の
ご
と
き
、

い
わ
ゆ
る
茶
毘
が
、
時
代
と
と
も
に
漸
増
の
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
僧
侶
の
閲

で
す
ら
な
か
な
か
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
目
瞭
然
に
数
え

て
く
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
墓
誌
に
お
い
て
明
確
に
例
数
信
仰
を
俸
え
る
記

事
が
ほ
と
ん
ど
女
性
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
が

「
儒
数
世
界
と
い
う
タ
テ
マ
エ
の
世
界
で
最
後
ま
で
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

男
性
」
と
は
異
な
る
女
性
の
立
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

ち
な
み
に
、

第

一
章
の
火
葬
の
項
に
引
か
れ
て
い
る
梁
山
縁
観
鵡
師
の
備
の

第
三
句
と
第
四
旬
、

「
有
人
相
肯
重
、
灰
裏
遡
全
員
」
が

「
人
有
り
て
相
い
肯

が
い
重
ん
ず
る
も
、
灰
裏
全
員
を
遡
る
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
(
二

O
五

頁
〉
、
「
遡
員
」
が
宵
像
を
錨
く
意
味
で
あ
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。
つ
ま
り
、

え
が

「人
有
り
て
相
い
肯
重
す
れ
ば
、

灰
裏
に
全
身
を
遡
け
」
と
訓
み
た
い
の
で
あ

っ
て
、
盤
山
賀
積
が
順
世
の
際
に
、

「
有
人
遡
得
吾
員
否
L

と
大
衆
に
告
げ
た

こ
と
(
『
景
徳
俸
燈
録
』
巻
七
)
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
林
葬
の
項
に
陳
の
謝
貞
の
遺
疏
の
引

用
が
あ
り
(
二
O
七
頁
)
、
そ
こ
で
は
原
文
の
引
用
の
ま
ま
で
す
ま
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
「
気
紹
之
後
、
若
直
棄
之
草
野
、
依
借
家
戸
陀
林
法
、
是
吾
所

願
、
正
恐
過
潟
濁
異
耳
、

可
用
蒋
板
周
身
、
載
以
鍾
車
、
稜
以
葦
席
、
炊
山
而

埋
之
」
な
る

一
節
が
、
第
四
部
第
二
章
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
。

作

u
'
'
N
h
u

「
気
紹
ゆ
る
の
後
、
若
は
直
に
之
を
草
野
に
棄
て
、
借
家
戸
陀
林
の
法
に
依

れ
。
是
れ
吾
の
願
う
所
な
り
。
正
に
過
ぎ
て
濁
異
を
震
さ
ん
こ
と
を
恐
る
る

の

み

め

ぐ

耳
。
薄
板
を
用
っ
て
身
に
周
ら
し
、
載
す
る
に
鐙
車
を
以
て
し
、

覆
う
に
葦
席

あ
な

を
以
て
し
、

山
に
炊
ほ
り
て
之
を
埋
む
可
し
」
(
三
三
九
頁
〉
。
し
か
し
私
は

こ
れ
を
こ
う
訓
み
た
い
。

「
気
紹
ゆ
る
の
後
、
若
し
直
に
之
を
草
野
に
棄
て
、
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借
家
の
戸
陀
林
法
に
依
ら
ん
こ
と
、
是
れ
吾
の
願
う
所
な
る
も
、
正
に
過
ぎ
て

濁
異
と
篤
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
耳
」
云
々
。
つ
ま
り
、
戸
陀
林
法
に
従
う
こ
と

は
謝
貞
の
か
ね
て
か
ら
の
願
い
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
と
て
、
そ

れ
が
あ
ま
り
に
も
奇
矯
に
過
ぎ
る
こ
と
を
は
ば
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

故
、
薄
板
の
棺
桶
に
屍
を
納
め
て
土
葬
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
し
私
の
解
穆
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
林
葬
の
例
と
は
な
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

「合
利
信
仰
と
僧
俸
」
で
は
、
舎
利
信
仰
に
は
併
合
利
信
仰
と
高
信

舎
利
信
仰
の
爾
様
が
あ
る
こ
と
、
借
俸
の
中
で
は
『
宋
高
僧
俸
』
に
至
っ
て
初

め
て
高
僧
舎
利
信
仰
の
記
事
が
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
、
そ
れ
は
た
し

か
に
僧
侶
の
閲
に
次
第
に
火
葬
が
普
及
し
た
こ
と
と
無
嗣
係
で
は
な
い
も
の

の
、
そ
こ
に
は
何
よ
り
も
つ
ぎ
の
ご
と
き
重
要
な
意
味
の
存
す
る
こ
と
を
見
出

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
信
臨
終
の
際
の
舎
利
そ
の
他
の
異
象
の
記
事
を
例

示
し
た
う
え
で
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
舎
利
の
異
象
を
含
め

た
こ
れ
ら
紳
異
感
通
が
個
人
の
発
悟
の
詮
し
と
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
傍
数
が
今

や
護
激
的
な
教
義
例
数
か
ら
、
個
人
の
自
魔
的
な
傍
数
へ
と
移
り
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
。
ま
た
結
論
と
し
て
あ
ら
た
め
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
凡
人
の
至
り
得
ぬ
境
地
に
達
し
た
併
陀
の
合
利
を
崇
め
、
人
の

王
た
る
天
子
の
信
仰
と
事
業
を
遁
し
て
そ
の
加
護
を
受
け
取
る
と
い
う
受
動
的

な
併
合
利
信
仰
か
ら
、

自
ら
の
魔
悟
に
よ
っ
て
併
陀
の
遷
化
と
同
様
の
臨
絡
を

迎
え
た
高
僧
の
舎
利
を
崇
め
る
高
僧
舎
利
信
仰
で
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
信
仰

者
側
の
悟
り
の
契
機
と
し
て
、
自
ら
の
精
榊
の
血
肉
と
し
て
行
こ
う
と
す
る
立

場
へ
の
推
移
に
は
、
時
代
の
精
一
脚
の
歩
み
と
い
う
も
の
が
、
は
っ
き
り
と
方
向

づ
け
ら
れ
て
い
る
」
。
か
く
し
て
越
を
異
に
は
す
る
も
の
の
、
問
題
は
再
び
第

二
部
と
重
な
る
の
だ
。
ち
な
み
に
こ
の
章
に
「
『
調
林
待
費
停
』
の
理
解
の
た

め
に
」
と
の
副
題
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
慧
洪
の
『
調
脚
林
信
賓
俸
』
に
輝

信
の
「
臨
終
明
験
の
数
」
と
し
て
舎
利
そ
の
他
の
異
象
に
関
す
る
記
事
が
目
立

っ
て
多
い
こ
と
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
部
は
、
第
一
章

「古
代
中
園
の
遺
吾一一回
l
l
t
そ
の
形
式
面
よ
り
の
概
観

|

|
」、
第
二
章

「
韓
念
の
遺
言
を
め
ぐ
っ
て
」
か
ら
成
り
、
遺
言
な
い
し
遺

書
を
通
し
て
古
代
及
び
中
世
の
中
園
人
の
死
生
観
が
考
察
さ
れ
る
。
第

一
章
に

お
け
る
遺
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
概
観
は
丁
寧
周
到
、
詳
細
親
切
を
極
め
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
『
菅
書
』
に
牧
め
ら
れ

て
い
る
皇
甫
論
の
「
篤
終
論
」
が

『
全
唐
文
』
で
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
な
が
ら

唐
の
皇
甫
涯
の
文
章
と
し
て
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
攻
め
ら
れ
て
お
り
、
か
く

五
百
年
以
上
の
時
聞
を
隔
て
て

「
同
じ
内
容
の
文
章
が
存
在
し
て
も
、
人
々
が

不
思
議
の
感
を
抱
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
寅
に
注
目
し
、
そ
れ
は
恐
ら
く

「
書
き
言
葉
に
お
け
る
文
慢
が
ほ
と
ん
ど
獲
化
し
な
か
っ
た
こ
と
」
に
よ
る
の

で
あ
っ
て
、

「
遺
言
と
い
う
文
章
を
も
っ
て
中
閣
に
お
け
る
死
生
観
の
後
化
の

流
れ
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
甚
だ
悶
難
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、

こ
と
「
死
生
観
の
嬰
化
の
流
れ
」

の
問
題
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
「
述
べ
て

作
ら
ざ
る
」

こ
と
を

一
つ
の
文
化
停
統
と
し
た
中
園
の
文
化
の
核
心
を
突
い
た

愛
言
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
第
二
部
第
三
章
と
第
三
部
第

一
章
に

引
か
れ
て
い
た
劉
百
円
錫
の

「子
劉
子
自
俸
」
の
つ
ぎ
の
文
章
が
本
章
に
も
引
か

れ
て
い
る
。
「
魂
無
不
之
、
庸
誼
知
令
」
。
と
の
文
章
が
、
第
二
部
第
三
章
で

は

「
死
後
魂
は
あ
ら
ゆ
る
所
を
浮
遊
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
死
ん
で
し
ま
っ

た
ら
そ
れ
っ
き
り
の
こ
と
だ
」
と
解
律
さ
れ

(一

八
二
一
貝
〉
、
第
三
部
第
一

章

ゅ

な

ん

で
は
「
魂
之
か
ざ
る
無
し
庸
誼
ぞ
知
ら
ん
」
と
訓
読
さ
れ
(
二
二
二
頁
〉
、

本
章
で
は
え
た
と
え
死
ん
で
も
〉
魂
は
ど
こ
へ
で
も
飛
ん
で
行
く
と
言
う
で

は
な
い
か
。
知
血
克
が
紹
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と
議
さ
れ
て
い
る
ハ
二
九
二
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頁
〉
。
い
ず
れ
の
解
に
従
う
べ
き
な
の
か
、

、ν
第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
白
星
一
甫
泥
撰
「
韓
文
公
神
道
碑
」
に
「
喪

葬
無
不
如
雄
、
俗
習
夷
秋
、
護
浮
園
、
震
浮
間
以
七
数
之
、
及
拘
陰
陽
、
所
謂

士
ロ凶
一

無
汚
我
」
と
傍
え
ら
れ
て
い
る
韓
愈
の
遺
言
。
皇
甫
淀
は
韓
愈
の
弟
子

で
あ
っ
て
、
韓
愈
の
「
榊
道
碑
」
の
ほ
か
「
墓
誌
銘
」
も
ま
た
彼
に
よ
っ
て
撰

せ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
韓
愈
の
こ
の
遺
言
に
「
華
美
に
流
れ
る
蛍
時
の
喪
儀

の
風
潮
に
制
到
す
る
警
告
」
を
読
み
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り

も
、
韓
愈
が
自
ら
遺
言
を
残
し
、
ま
た
自
ら
の
弟
子
に

「
紳
道
碑
」
な
ら
び
に

「
墓
誌
銘
」
の
制
作
を
依
頼
し
た
行
潟
に
、
自
撰
墓
誌
を
預
め
用
意
す
る
と
と

も
に
遺
言
を
残
し
た
白
居
易
、
あ
る
い
は
韓
愈
の
排
仰
の
基
づ
く
と
こ
ろ
で
も

あ
っ
た
縛
突
と
同
様
の

「
自
ら
の
内
な
る
強
い
意
志
」
を
見
出
し
て
い
る
。
と

言
う
の
も
、
第

一
章
で
す
で
に
確
認
が
す
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遺
言
は
本

来、

儒
教
の
喪
葬
儀
躍
の
プ

ロ
セ
ス
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
つ
ま
り
誰
し
も
が
残
す
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
墓
誌
は
第
三
者
が

書
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
往
々
に
し
て
名
人

E
公
に
制
作
が
依
頼
さ
れ

る
の
が
通
常

一
般
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
韓
愈
の
場
合
に
は
自
ら
墓
誌
を
撰

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
皇
甫
淀
の
撰
文
に
か
か
る
の
だ
が
、
著
者
は
皇
甫
淀
が

韓
愈
と
の
思
想
上
の
繋
が
り
の
極
め
て
強
い
弟
子
で
あ
っ
た
黙
に
注
目
す
る
の

だ
。
著
者
は
さ
ら
に
宋
の
宋
加
の
遺
言
「
治
戒
」
に
、
韓
愈
の
精
神
が
縫
承
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
設
見
す
る
。
宋
郁
は
も
と
よ
り
韓
愈
の
古
文
の
縫
承
者
で
あ

っ
た
。
小
さ
な
誤
り
と
思
わ
れ
る
の
は
、

「
縛
突
は
、
俳
数
の
園
政
に
お
け
る

有
害
と
無
盆
を
様
々
な
形
で
訴
え
、
そ
の
度
に
法
琳

・
明
築

・
李
仲
卿
と
い
っ

た
皐
借
と
封
決
し
た
り
」
云
々
と
あ
る

一
文
(三
三
六
頁
)
。
法
琳
た
ち
の
待

突
批
判
は
縛
突
死
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
の
戸
惑
い
を
禁
じ
得
な

以
上
を
も
っ
て
書
-評
を
お
え
た
い
が
、

著
者
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
本
書
に

こ
め
ら
れ
た
意
闘
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
書
の
上
梓
を
お
え
て

今
後
の
さ
ら
な
る
抱
負
を
語
る
「
凌
わ
る
も
の
と
繁
わ
ら
ぬ
も
の
」
と
題
さ
れ

た

一
文
ハ
『
創
文
』
二

O
O
O年
十

一
月
銃
)
で
あ
る
。

「唐
代
は
思
想
史
上
、

印
象
の
薄
い
時
代
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
来
た
。
漢
の
訓
詰
思
?
と
宋
の
性
命
理

皐
の
狭
閲
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
消
長
を
論
じ
る
た
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
鐙
が
研
究
封
象
と
な
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
原
因
は

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
第

一
は
、
歴
史
上
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
、
純
粋

な
思
想
史
の
枠
に
入
れ
る
べ
き
資
料
が
極
端
に
少
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
拙
著
で
は
、
思
想
史
研
究
家
が
従
来
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
な
か
っ

た
歴
史

・

併
数
分
野
の
資
料
を
援
用
し
、
ま
た
直
接
に
思
想
に
言
及
す
る
作
品
ば
か
り
で

な
く
、
葬
制
と
か
遺
言
と
い
っ
た
思
想
を
反
映
す
る
習
俗
に
も
目
を
向
け
て
、

そ
の
枠
を
旗
げ
、
こ
の
印
象
の
薄
い
時
代
の
内
寅
を
描
き
だ
そ
う
と
試
み
た
」
。

か
く
し
て
、
「
印
象
の
薄
い
時
代
」
は
本
書
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
様
相

を
一
獲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

唐
代
が
中
園
思
想
史
上
の
空
白
の
時

代
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
可
能
性
と
創
造
性
に
富
む
極
め
て
内
容
堕
か
な
時
代
で

あ
る
こ
と
を
著
者
は
見
事
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

「獲
わ
る
も
の
と
愛
わ
ら
ぬ
も
の
」
の
一
文
に
は
遺
言
が
暴
げ
ら
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
が
、
本
書
を
遜
讃
し
お
え
た
者
は
、
遺
言
の
ほ
か
、
自
描
降
、
自

銭
、
自
撰
夢
誌
と
い
っ
た
自
己
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
の
一
連
の
文
章
に
射
す

る
著
者
の
強
い
関
心
を
感
じ
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
に
関
し
て
は
、
是

非
と
も
川
合
康
三
氏
の
『
中
園
の
自
停
文
拳
』

(
創
文
位
、

一
九
九
六
年
)
が

あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
陸
文
皐
自
停
」
は
も
と
よ
り
の
こ

と
、
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
文
章
は
川
合
氏
の
著
書
に
も
し
ば
し
ば
に
わ
た
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っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
川
合
氏
の
最
大
の
関
心
も
や

は
り
中
唐
時
代
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
書
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
川
合
氏
の
著
書
に
も
ま
た
自
俸
に
反
映
さ
れ
た
そ
の
時

代
の
精
神
が
く
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
川
合
氏
の
著
書

に
関
し
て
も
、
評
者
は
『
中
園
文
皐
報
』
五
四
加
に
一
文
を
寄
せ
て
い
る
の

で
、
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

編
集
子
か
ら
本
書
の
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
時
、
い
っ
た
ん
は
辞
退
し
た
い

旨
の
意
向
を
俸
え
た
。
一
つ
に
は
、
評
者
は
著
者
と
三
十
年
来
の
知
己
で
あ

り
、
公
正
を
か
く
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
よ
り
大
き
な
理

由
と
し
て
、
評
者
の
ご
と
き
老
頭
見
よ
り
も
新
進
気
鋭
の
徒
が
書
評
を
鎗
賞
さ

れ
る
方
が
よ
ほ
ど
生
産
的
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
が
従
来
の
中
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園
思
想
史
研
究
の
紋
落
を
埋
め
、
新
た
な
地
卒
を
切
り
拓
く
多
く
の
創
見
に
富

む
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
近
、
莱
皐
術
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
書
評
が
自
己

の
立
場
を
一
方
的
に
主
張
す
る
だ
け
で
誹
誘
に
終
始
す
る
こ
と
に

一
驚
も
二
驚

も
し
、
そ
の
こ
と
を
著
者
と
の
話
題
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

書
評
の
責
を
負

っ
た
者
は
著
者
の
考
え
と
立
場
を
十
分
に
阻
鳴
し
た
う
え
で
褒
言
す
べ
し
と
は

宮
崎
老
師
の
戒
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
評
が
そ
の
戒
め
を
犯
し
て
は
い
な
い

か
、
ま
た
揚
げ
足
取
り
に
堕
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
深
く
恐

れ
る
の
だ
が
、
た
だ
し
評
者
が
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ

は
、
本
書
の
ほ
ん
の
小
さ
な
回
収
蕩
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

二
O
O
O年
一

O
月

東

京

創

文
社

A
5
剣

四

一

八

頁

七

五
O
O園

。。
A
U
 

噌
ム


