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李
白
が
「
吾
は
愛
す
孟
夫
子
（
も
う
ふ
う
し
）
」
の
詩
を
孟
浩
然
（
も
う 

こ
う
ね
ん
）
に
贈
っ

た
の
は
、
開
元
二
十
一
（
七
三
三
）
年
の
こ
と
、
李
白
が
三
十
三
歳
、
孟
浩
然
が
四
十
五
歳

だ
っ
た
。
孟
浩
然
は
つ
と
に
詩
名
高
く
、
鹿
門
山
（
ろ
く
も
ん
ざ
ん
）
の
隠
士
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
。 

 

中
国
の
旧
い
詩
、
い
わ
ゆ
る
漢
詩
は
、
唐
代
の
中
頃
に
最
盛
期
を
迎
え
、
代
表
す
る
詩

人
は
李
白
（
り 

は
く
）
、
杜
甫
（
と 

ほ
）
、
そ
れ
に
王
維
（
お
う 

い
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
三
人

が
揃
っ
て
愛
す
べ
き
先
輩
と
仰
い
だ
の
が
孟
浩
然
で
あ
っ
た
。 

 

唐
以
前
の
南
北
朝
時
代
は
貴
族
の
世
で
、
詩
の
担
い
手
の
ほ
と
ん
ど
が
宮
廷
に
身
を
置

い
て
い
た
。
唐
に
な
る
と
、
貴
族
と
は
異
な
る
新
し
い
階
層
が
勃
興
し
、
血
筋
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
知
力
に
よ
っ
て
天
下
に
名
を
成
そ
う
と
し
た
。
新
し
い
階
層
に
は
新
し
い
詩

が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
。 

 

孟
浩
然
は
新
し
い
階
層
に
属
し
、
新
し
い
詩
を
開
拓
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な

流
れ
に
身
を
置
く
と
こ
ろ
か
ら
詩
を
発
想
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
少
年
期
に
は
「
作
ろ

う
と
巧
む
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
変
な
も
の
に
な
る
の
で
す
」
と
義
理
の
姉
に
笑
わ
れ
、
一
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族
が
雇
っ
た
教
師
か
ら
は
巧
ん
で
詩
を
作
る
技
法
を
み
っ
ち
り
仕
込
ま
れ
た
。
二
十
歳
を

過
ぎ
て
鹿
門
山
に
隠
棲
し
、
詩
が
自
ず
と
生
ま
れ
来
る
感
覚
を
時
と
し
て
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
最
初
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
張
野
人
（
ち
ょ
う
や
じ
ん
）
と
い
う
漁
夫
だ
っ

た
。
郷
里
の
風
土
と
周
囲
の
人
々
に
導
か
れ
て
孟
浩
然
の
詩
は
形
作
ら
れ
た
。 

 

後
に
、
唐
の
詩
が
前
代
ま
で
の
詩
と
確
か
に
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
開
元
十
五
（
七

二
七
）
年
で
あ
る
と
回
顧
さ
れ
た
そ
の
年
の
暮
れ
に
、
孟
浩
然
は
不
意
に
長
安
に
現
れ
、

官
職
を
求
め
て
都
人
を
驚
か
せ
た
。
人
々
は
、
孟
浩
然
は
郷
里
で
詩
を
作
り
続
け
る
も
の

と
考
え
て
い
た
し
、
実
際
に
孟
浩
然
を
間
近
に
見
て
、
こ
れ
ほ
ど
官
界
と
縁
遠
い
人
間
は

い
な
い
と
感
じ
も
し
た
。
孟
浩
然
は
望
み
を
達
せ
ら
れ
ず
、
長
い
旅
を
経
て
故
郷
の
襄
陽

（
じ
ょ
う
よ
う
）
に
帰
っ
た
。 

 

李
白
が
孟
浩
然
を
訪
ね
た
の
は
、
そ
の
一
年
半
後
だ
っ
た
。
李
白
は
二
十
五
歳
で
故
郷

を
離
れ
て
か
ら
、各
地
を
旅
し
つ
つ
官
界
に
入
る
運
動
を
し
、い
ま
だ
果
た
せ
ず
に
い
た
。 

 

孟
浩
然
は
李
白
を
伴
っ
て
田
園
の
道
を
歩
ん
だ
。
畑
を
耕
す
人
々
が
手
を
止
め
て
会
釈

し
、
孟
浩
然
は
一
人
一
人
の
名
を
呼
ん
で
、
短
く
打
ち
解
け
た
言
葉
を
交
わ
し
た
。
川
向
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う
の
鹿
門
山
を
示
し
、
山
中
に
棲
ん
だ
若
き
日
々
を
語
っ
た
。
終
始
絶
や
さ
ぬ
穏
や
か
な

笑
み
か
ら
、
清
ら
か
な
香
り
が
漂
い
出
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 
 

吾
愛
孟
夫
子 

 

私
は
孟
先
生
を
敬
愛
し
ま
す 

 
 

風
流
天
下
聞 

 

風
流
は
天
下
に
聞
こ
え 

 
 

紅
顔
棄
軒
冕 

 

若
い
こ
ろ
よ
り
官
人
の
使
う
馬
車
や
冠
に
目
を
く
れ
ず 

 
 

白
首
臥
松
雲 

 

雲
の
宿
る
松
の
根
元
で
白
髪
に
な
る
ま
で
臥
し
て
来
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

酔
月
頻
中
聖 

 
月
に
酔
っ
て
、「
聖
人
に
中
（
あ
た
）
っ
た
」
と
い
つ
も
隠
語
で
言
い 

 
 

迷
花
不
事
君 

 

花
に
迷
っ
て
、
皇
帝
に
仕
え
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。 

 
 

高
山
安
可
仰 
 

高
い
山
の
よ
う
な
先
生
は
仰
ぎ
見
る
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん 

 
 

徒
此
揖
清
芬 

 

清
ら
か
な
香
り
に
た
だ
敬
意
を
表
す
る
の
み
で
す
。 

 

李
白
が
こ
の
詩
を
置
い
て
襄
陽
を
去
っ
た
翌
年
、
孟
浩
然
は
再
び
長
安
に
赴
い
て
官
職

を
求
め
、
や
は
り
失
敗
し
た
。 

 

二
人
は
、
孟
浩
然
四
十
九
歳
の
春
に
、
長
江
の
中
流
で
再
会
し
た
。
李
白
は
な
お
浪
々

の
身
、
孟
浩
然
は
揚
州
（
よ
う
し
ゅ
う
）
へ
の
旅
の
途
中
に
あ
っ
た
。
黄
鶴
楼
（
こ
う
か
く
ろ
う
）
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で
の
別
れ
に
際
し
、
李
白
は
詩
を
贈
っ
た
。 

 
 

故
人
西
辞
黄
鶴
楼 

 

ふ
る
き
友
人
は
別
れ
を
告
げ
て
黄
鶴
楼
を
西
に
し 

 
 

煙
花
三
月
下
揚
州 

 

三
月
の
春
霞
に
包
ま
れ
る
揚
州
へ
と
下
り
ま
す
。 

 
 

孤
帆
遠
影
碧
空
尽 

 

船
の
帆
が
ぽ
つ
り
と
青
い
空
の
中
に
消
え
て 

 
 

唯
見
長
江
天
際
流 

 

天
の
果
て
へ
と
長
江
が
流
れ
る
の
を
見
る
ば
か
り
で
す
。 

 

そ
れ
か
ら
三
年
後
に
孟
浩
然
は
死
ん
だ
。 

 
 

春
眠
不
覚
暁 

 
春
の
眠
り
は
暁
を
覚
え
ま
せ
ん 

 
 

処
処
聞
啼
鳥 

 

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
鳥
が
啼
く
の
が
聞
え
ま
す
。 

 
 

夜
来
風
雨
声 
 

夜
中
に
ず
っ
と
雨
や
風
の
音
が
あ
り
ま
し
た
か
ら 

 
 

花
落
知
多
少 

 

ど
れ
だ
け
花
が
落
ち
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

最
晩
年
に
故
郷
で
詠
ん
だ
こ
の
詩
は
孟
浩
然
の
い
か
な
る
心
を
映
す
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。 
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孟
浩
然
は
、
唐
の
永
昌
元
（
六
八
九
）
年
、
襄
陽
に
生
ま
れ
た
。
明
瞭
な
一
つ
の
道
筋
が

用
意
さ
れ
て
い
た
。 

 

一
族
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
遠
い
先
祖
は
か
の
孟
子
（
も
う
し
）
で
、
そ
の
生
地
で
あ

る
鄒
（
す
う
）
や
孔
子
の
生
地
で
あ
る
魯
（
ろ
）
の
あ
た
り
に
長
ら
く
子
孫
は
住
ん
で
い
た
。

い
つ
の
こ
ろ
か
、
何
か
の
事
情
に
よ
っ
て
、
西
へ
と
移
り
、
数
百
年
の
昔
に
、
襄
陽
の
近

く
に
居
を
定
め
た
。孟
子
か
ら
数
え
て
約
千
年
、孟
家
の
人
々
は
住
む
場
所
は
変
え
て
も
、

孟
子
の
教
え
を
、
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
え
続
け
、
唐
の
世
に
及
ん
だ
。 

 

浩
然
の
名
は
孟
子
が
言
っ
た
「
浩
然
（
こ
う
ぜ
ん
）
の
気
」
に
由
来
す
る
。
孟
子
は
孔
子
よ

り
も
理
想
を
説
く
こ
と
に
純
粋
で
、
そ
れ
だ
け
に
孔
子
よ
り
も
さ
ら
に
世
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
孟
子
は
数
多
の
挫
折
に
も
屈
し
な
か
っ
た
。
心
に
「
浩

序
章 

 

家
は
世
々
儒
風
を
重
ん
ず 
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然
の
気
」
を
養
う
な
ら
ば
、
た
と
え
千
万
人
の
敵
が
あ
る
と
も
我
が
道
は
貫
け
る
と
考
え

て
い
た
。「
浩
然
の
気
」
と
は
至
大
至
剛
の
何
も
の
か
で
、
天
地
の
間
に
充
塞
し
、
心
の
内

に
も
備
わ
る
も
の
だ
。 

 

孟
浩
然
が
浩
然
の
名
を
持
つ
の
は
、
孟
子
か
ら
千
年
を
経
て
、
孟
子
に
最
も
近
付
く
の

が
孟
浩
然
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。 

   

襄
陽
は
、
唐
土
を
西
か
ら
東
に
流
れ
る
二
つ
の
大
河
、
黄
河
と
長
江
に
挟
ま
れ
た
ほ
ぼ

中
間
域
に
位
置
し
、
洛
陽
か
ら
見
れ
ば
ほ
ぼ
真
南
に
当
た
り
、
洞
庭
湖
（
ど
う
て
い
こ
）
か
ら

見
れ
ば
ほ
ぼ
真
北
に
当
た
る
。
西
か
ら
漢
水
が
流
れ
来
て
、
町
の
近
く
で
南
東
に
向
き
を

変
え
、
遠
く
卾
州
（
が
く
し
ゅ
う
）
に
至
っ
て
長
江
に
合
す
る
。
漢
水
の
流
れ
に
乗
れ
ば
長
江

下
流
の
江
南
の
地
に
至
り
、
漢
水
を
遡
れ
ば
途
中
で
山
を
越
え
て
蜀
（
し
ょ
く
）
の
地
に
通

じ
る
。
北
に
向
か
っ
て
は
洛
陽
や
長
安
に
達
す
る
道
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
四
通
八
達
の
地

で
、
乱
世
に
は
必
ず
争
奪
の
場
と
な
っ
た
。 
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漢
の
末
に
、
劉
表
（
り
ゅ
う 

ひ
ょ
う
）
が
こ
こ
に
勢
力
を
張
り
、
曹
操
（
そ
う 

そ
う
）
に
追

わ
れ
た
劉
備
（
り
ゅ
う 

び
）
が
逃
げ
込
ん
だ
。
劉
表
は
よ
く
遇
し
て
く
れ
た
も
の
の
、
居
候

の
身
と
し
て
劉
備
は
髀
肉
の
嘆
を
か
こ
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
襄
陽
の
西
郊
外
に
賢
者

が
住
む
と
聞
き
、
三
顧
の
礼
を
も
っ
て
諸
葛
亮
（
し
ょ
か
つ 

り
ょ
う
）
を
迎
え
、
天
下
三
分
の

計
を
授
か
っ
た
。
劉
備
は
後
に
蜀
の
国
を
建
て
た
。 

 

そ
の
蜀
と
呉
（
ご
）
、
魏
（
ぎ
）
の
三
国
鼎
立
は
長
く
は
続
か
ず
、
蜀
は
魏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。

魏
か
ら
皇
位
を
奪
い
取
っ
た
晋
（
し
ん
）
の
武
帝
は
、
呉
を
も
滅
ぼ
し
て
天
下
を
一
つ
に
し

よ
う
と
し
た
。
武
帝
に
対
し
て
、
呉
の
本
拠
地
で
あ
る
江
南
に
北
か
ら
直
線
的
に
攻
め
か

か
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
西
の
襄
陽
か
ら
曲
線
的
に
圧
迫
す
る
の
が
上
策
で
あ
る
と
、

羊
祜
（
よ
う 

こ
）
が
提
言
し
た
。
羊
祜
は
自
ら
襄
陽
に
乗
り
込
み
、
周
辺
を
豊
か
な
穀
倉
地

帯
に
変
え
、
民
を
養
い
兵
力
の
増
強
に
努
め
た
。
天
下
統
一
は
羊
祜
の
死
か
ら
二
年
後
に

成
り
、
武
帝
は
「
こ
れ
は
羊
祜
の
功
績
で
あ
る
」
と
称
え
た
。 

 

し
か
し
、
晋
は
皇
族
内
部
の
泥
沼
の
抗
争
と
、
北
方
民
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
急
速
に

弱
体
化
し
、
国
の
北
半
分
を
失
っ
た
。
以
降
、
隋
（
ず
い
）
に
よ
る
天
下
統
一
ま
で
、
約
三
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百
年
に
わ
た
る
南
北
朝
の
分
裂
時
代
が
続
い
た
。襄
陽
は
お
お
む
ね
南
朝
側
に
あ
っ
た
が
、

し
ば
し
ば
両
朝
が
争
い
合
い
、
北
朝
側
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。 

   

孟
浩
然
は
一
族
の
同
世
代
の
男
児
の
中
で
六
番
目
に
生
ま
れ
た
。
従
兄
弟
ら
は
互
い
に

生
ま
れ
の
順
番
、
す
な
わ
ち
排
行
で
呼
び
合
い
、
孟
浩
然
は
六
郎
で
あ
っ
た
。 

 

孟
一
族
は
、
勤
倹
な
先
祖
の
長
い
積
み
重
ね
と
、
曽
祖
父
孟
輻
（
も
う 

ふ
く
）
の
卓
抜
し

た
統
率
力
に
よ
っ
て
、
襄
陽
の
界
隈
で
も
特
に
豊
か
な
家
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
襄
陽

の
南
に
聳
え
る
峴
山
（
け
ん
ざ
ん
）
の
そ
の
ま
た
南
の
平
地
を
孟
家
の
土
地
と
し
、
南
園
と
呼

ば
れ
た
。
孟
輻
は
人
々
に
敬
わ
れ
、
南
園
の
長
者
、
あ
る
い
は
南
園
老
の
名
が
あ
っ
た
。 

 

南
園
老
が
生
ま
れ
た
の
は
、
隋
の
煬
帝
（
よ
う
だ
い
）
が
即
位
し
て
三
年
目
だ
っ
た
。
煬
帝

は
隋
の
絶
頂
期
を
招
来
し
た
も
の
の
、
人
民
を
酷
使
し
過
ぎ
て
た
ち
ま
ち
奈
落
の
底
に
落

ち
、
側
近
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
た
。
天
下
は
分
裂
し
、
唐
が
勃
興
す
る
ま
で
の
動
乱

期
に
、
襄
陽
に
も
戦
火
が
及
ん
だ
。
孟
輻
少
年
の
英
雄
的
な
活
躍
に
よ
っ
て
南
園
は
救
わ
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れ
、
そ
の
伝
統
は
絶
え
る
こ
と
な
く
唐
の
時
代
を
迎
え
た
。 

 
南
園
老
の
功
績
は
大
き
く
、
八
十
六
歳
で
死
ぬ
ま
で
、
身
分
は
一
介
の
農
民
で
あ
り
な

が
ら
も
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
知
事
で
さ
え
、
一
目
も
二
目
も
置
か
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
存
在
で
あ
り
続
け
た
。
南
園
の
繁
栄
と
唐
の
法
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
南
園
老
の
隠
然
た
る
力
を
も
っ
て
法
に
抗
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
孟
一
族
が
連

綿
と
孟
子
の
教
え
を
奉
じ
て
来
た
こ
と
は
、
民
の
良
き
鑑
で
あ
る
と
為
政
者
か
ら
見
な
さ

れ
た
。
南
園
老
は
両
面
を
も
っ
て
南
園
の
権
益
を
守
っ
た
。 

 

南
園
老
は
七
十
近
く
に
な
っ
た
と
き
、
一
族
の
主
だ
っ
た
者
を
集
め
、
宣
言
し
た
。 

「
我
等
は
祖
父
か
ら
父
、
父
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
へ
と
、
代
々
、
孟
子
の
教
え
を
受
け
継

い
で
来
た
。
今
日
の
こ
の
南
園
の
繁
栄
は
ま
さ
し
く
孟
子
の
教
え
の
賜
物
で
あ
る
。
こ
の

教
え
を
我
等
一
族
の
中
だ
け
に
留
め
て
お
い
て
は
い
け
な
い
。
孟
子
は
天
下
に
王
道
を
行

う
こ
と
を
志
し
た
。
我
等
も
我
等
の
繁
栄
を
天
下
に
広
め
る
よ
う
努
め
る
べ
き
だ
。
天
下

を
見
渡
せ
ば
、
唐
の
御
代
が
果
た
し
て
こ
の
ま
ま
安
泰
で
あ
る
の
か
、
い
さ
さ
か
危
惧
の

念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。唐
の
初
代
皇
帝
が
長
安
に
お
い
て
お
立
ち
に
な
ら
れ
た
の
は
、
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わ
し
が
十
三
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
襄
陽
に
は
そ
の
こ
と
さ
え
聞
こ
え
て
来
ず
、
平

穏
な
日
が
い
つ
来
る
と
も
知
れ
な
か
っ
た
。
再
び
あ
の
よ
う
な
時
代
に
戻
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
、
孟
子
の
教
え
を
広
い
天
下
に
お
い
て
行
う
者
を
こ
の
家
か
ら
送
り
出

す
と
わ
し
は
決
意
し
た
。
よ
い
か
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
来
る
わ
し
の
曾
孫
の
中
か
ら
才
能

の
見
込
ま
れ
る
者
を
選
び
、
学
問
を
授
け
る
。
一
族
の
こ
れ
ま
で
の
蓄
え
を
、
天
下
の
た

め
、
孟
子
の
名
を
高
か
ら
し
め
る
た
め
に
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
我
等
の
た
め

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
」。 

 

南
園
老
は
息
子
た
ち
に
血
判
を
押
さ
せ
、
一
族
の
総
力
を
挙
げ
て
子
弟
を
教
育
し
、
必

ず
文
官
登
用
試
験
の
貢
挙
（
こ
う
き
ょ
）
の
合
格
者
を
出
す
と
定
め
た
。 

 

南
園
老
は
八
十
六
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
だ
け
に
活
力
旺
盛
で
多
数
の
子
が
い
た
。
血

判
状
の
先
頭
に
名
を
記
し
た
の
は
長
男
の
孟
漲
（
も
う 

ち
ょ
う
）
だ
っ
た
。
漲
は
父
に
似
な

い
地
味
な
人
物
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
と
き
の
順
番
で
、
長
老
の
後
継
者
で
あ
る
こ

と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
漲
は
南
園
老
の
力
で
名
目
上
の
官
職
を
得
て
も
い
た
。 
 

南
園
老
の
息
子
で
一
人
だ
け
血
判
状
に
欠
け
る
者
が
い
た
。
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
は
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あ
る
ま
い
が
、
言
い
出
す
者
は
い
な
か
っ
た
。
末
の
子
の
孟
演
（
も
う 

え
ん
）
で
あ
る
。
他

の
兄
弟
と
年
が
大
き
く
離
れ
、
初
め
は
存
在
さ
え
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
町
で
あ
る
若

い
女
が
死
に
、
そ
こ
に
遺
さ
れ
た
幼
児
が
南
園
老
の
子
で
あ
っ
た
。
南
園
老
は
そ
の
子
を

南
園
に
引
き
取
り
、
十
五
、
六
歳
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
は
、
南
園
で
姿
を
見
る
の
は
稀
に

な
っ
た
。
演
が
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
か
南
園
老
以
外
に
知
る
者
は
い
な
か
っ
た
。 

 

南
園
老
が
血
判
状
を
作
っ
た
の
は
、
天
下
を
思
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
曾
孫
の
代
か
ら

そ
の
先
ま
で
も
南
園
の
繁
栄
を
保
つ
た
め
だ
っ
た
。
唐
の
法
は
均
田
制
を
定
め
て
い
た
。

成
人
男
子
に
は
国
よ
り
土
地
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
租
庸
調
（
そ
よ
う
ち
ょ
う
）
の
負

担
が
課
せ
ら
れ
、
死
ね
ば
国
に
土
地
を
返
す
。
そ
れ
に
従
え
ば
南
園
に
富
が
蓄
積
す
る
べ

く
も
な
か
っ
た
。
唐
の
国
法
よ
り
も
遥
か
に
昔
か
ら
続
く
南
園
の
慣
習
を
保
つ
た
め
に
、

南
園
老
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
た
。
漲
の
た
め
に
名
目
上
の
官
職
を
獲
得
し
た
の
も
そ

の
一
つ
だ
。
将
来
を
見
越
し
て
の
最
良
の
手
段
は
、
一
族
の
誰
か
が
朝
廷
の
高
い
地
位
に

昇
る
こ
と
だ
。
高
位
高
官
に
は
種
々
の
特
権
が
授
け
ら
れ
る
。
幸
い
に
も
、
隋
の
時
代
か

ら
、
門
閥
に
拠
ら
ず
と
も
に
高
位
高
官
に
達
す
る
可
能
性
が
開
け
て
来
て
い
た
。
文
官
登
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用
試
験
の
貢
挙
が
隋
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
唐
に
な
っ
て
試
験
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
教

育
に
投
資
す
る
こ
と
が
、
長
い
目
で
見
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
大
き
な
利
益
に
な
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。 

 

血
判
状
に
込
め
た
南
園
老
の
思
い
に
天
が
応
じ
た
の
か
、
最
初
の
曾
孫
か
ら
し
て
立
派

な
子
に
恵
ま
れ
た
。
孟
漲
の
長
男
の
孟
敬
行
（
も
う 

け
い
こ
う
）
の
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
直

系
の
曾
孫
で
、
名
は
誼
（
ぎ
）
と
付
け
ら
れ
た
。
排
行
の
第
一
は
普
通
は
大
と
呼
ば
れ
る
。

孟
大
は
、
そ
の
大
の
字
に
似
合
っ
た
大
き
な
赤
ん
坊
だ
っ
た
。 

「
我
が
一
族
か
ら
よ
も
や
大
盗
賊
は
出
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
孔
子
の
よ
う
な
立
派

な
人
物
に
な
る
で
あ
ろ
う
」。 

 

大
き
な
赤
ん
坊
を
抱
い
て
南
園
老
は
ま
こ
と
に
満
足
気
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
、
同
じ
時

代
の
大
盗
賊
と
間
違
え
ら
れ
た
ほ
ど
の
偉
丈
夫
で
あ
っ
た
の
で
、
南
園
老
は
こ
の
よ
う
に

言
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

南
園
老
は
方
々
に
人
を
走
ら
せ
、
我
が
意
に
適
う
人
物
を
求
め
た
。
孟
大
が
四
歳
に
な

る
の
に
合
わ
せ
て
、
一
人
の
教
師
が
南
園
に
や
っ
て
来
た
。
痩
せ
た
驢
馬
に
跨
り
、
瀟
洒
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な
儒
服
を
纏
い
、
高
く
聳
え
る
古
風
な
儒
帽
を
頭
に
載
せ
て
、
褚
（
ち
ょ
）
先
生
は
現
れ
た
。

痩
身
の
先
生
は
、
滑
稽
な
く
ら
い
ひ
ょ
ろ
長
く
見
え
た
。
驢
馬
か
ら
降
り
て
、
長
老
の
前

で
長
身
を
二
つ
に
折
り
、
顔
を
上
げ
た
と
き
、
人
々
の
間
に
か
す
か
な
ど
よ
め
き
が
走
っ

た
。
眉
目
秀
麗
の
語
は
こ
の
先
生
の
た
め
に
あ
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
三
十
歳
に
な
ろ
う

と
す
る
褚
先
生
が
独
り
身
で
あ
る
と
聞
き
、
あ
る
者
は
、
不
面
目
な
事
件
を
起
こ
し
て
南

園
を
追
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
。
褚
先
生
は
そ
の
外
見
に
反
し
、
自
他
に

対
し
こ
の
上
な
く
厳
し
か
っ
た
。
南
園
老
は
そ
こ
に
惚
れ
込
ん
だ
。 

 

褚
先
生
の
厳
格
主
義
は
そ
の
生
い
立
ち
に
由
来
し
た
。
二
歳
の
と
き
、
地
方
の
小
官
で

あ
っ
た
父
が
亡
く
な
っ
た
。
母
は
暮
ら
し
に
困
り
、
子
を
負
っ
て
都
に
上
っ
た
。
夫
は
、

朝
廷
の
大
官
で
あ
っ
た
褚
遂
良
（
ち
ょ 
す
い
り
ょ
う
）
の
遠
い
親
戚
に
当
た
り
、
何
か
の
と
き

の
た
め
に
と
褚
遂
良
宛
て
の
手
紙
を
書
き
遺
し
て
い
た
。
そ
れ
を
唯
一
の
頼
み
と
し
、
母

は
親
類
の
糸
を
た
ぐ
っ
て
息
子
を
褚
遂
良
に
引
き
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
叶
い
そ

う
に
な
っ
た
と
き
、
褚
遂
良
は
失
脚
し
た
。 
 

褚
遂
良
は
、
唐
の
実
質
的
な
創
始
者
で
あ
る
第
二
代
皇
帝
李
世
民
（
り 

せ
い
み
ん
）
に
間
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近
で
仕
え
て
い
た
。
李
世
民
は
死
に
際
し
て
、
息
子
の
李
治
（
り 

ち
）
を
褚
遂
良
に
託
し

た
。李
治
は
即
位
し
て
間
も
な
く
、父
皇
帝
の
後
宮
に
い
た
武
氏
を
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、

皇
后
を
廃
し
て
武
氏
を
皇
后
に
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
褚
遂
良
は
、
李
世
民

が
定
め
た
皇
后
を
大
切
に
す
る
よ
う
諌
め
た
。
皇
帝
は
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
褚
遂
良
ら
の

猛
反
対
を
押
し
切
っ
て
武
氏
を
皇
后
に
し
た
。
そ
れ
が
後
の
則
天
武
后
（
そ
く
て
ん
ぶ
こ
う
）

で
あ
る
。
則
天
武
后
は
自
分
を
拒
ん
だ
褚
遂
良
を
恨
み
、
皇
后
と
し
て
の
地
位
が
安
定
す

る
と
、
罪
を
被
せ
て
南
方
に
流
し
、
褚
遂
良
の
一
族
を
こ
と
ご
と
く
罪
人
に
し
た
。 

 

褚
先
生
の
母
は
褚
遂
良
の
縁
者
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
都
か
ら
逃
げ
た
。
望
み
を
失
っ

た
母
は
逃
亡
の
旅
路
で
病
死
し
、
褚
先
生
は
、
母
の
遺
骸
の
傍
ら
で
自
分
も
死
ぬ
し
か
な

い
と
考
え
た
。
幸
い
に
も
慈
悲
深
い
僧
に
拾
わ
れ
、
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
が
た
ち
ま
ち

現
れ
出
て
、
僧
に
可
愛
が
ら
れ
た
。
そ
の
恩
に
応
え
て
師
と
同
じ
仏
の
道
に
入
る
べ
き
と

思
い
つ
つ
も
、
父
の
形
見
の
手
紙
を
読
め
ば
、
世
に
出
て
儒
の
道
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
李
治
は
皇
帝
で
あ
っ
て
も
、
大
方
の
権
力
は

則
天
武
后
の
方
に
集
中
し
つ
つ
あ
っ
た
。
褚
遂
良
は
流
さ
れ
た
先
で
死
に
、
一
族
は
な
お
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官
界
か
ら
厳
し
く
締
め
出
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
則
天
武
后
が
君
臨
す
る
限
り
、
褚
先
生

に
は
官
に
就
け
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
。
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
お
の
こ
と
挑
ま
ね
ば

な
ら
な
い
と
、
褚
先
生
は
ひ
た
す
ら
学
問
を
深
め
て
時
の
来
る
の
を
待
っ
た
。 

 

則
天
武
后
は
激
烈
な
政
治
手
法
で
己
の
権
力
を
固
め
、
褚
先
生
の
道
は
い
よ
い
よ
固
く

閉
ざ
さ
れ
る
一
方
だ
っ
た
。
そ
こ
に
南
園
老
か
ら
の
誘
い
が
来
て
、
孟
子
以
来
千
年
に
わ

た
っ
て
教
え
を
受
け
継
ぐ
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
強
い
感
銘
を
覚
え
た
。
生
き
る
活

路
を
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
南
園
に
向
か
っ
た
。得
難
い
縁
が
こ
こ
に
結
ば
れ
た
の
だ
っ
た
。 

 

南
園
で
は
、
長
い
伝
承
の
う
ち
に
、
孟
子
本
来
の
教
え
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
我
流
と

な
り
、
と
り
わ
け
礼
法
は
粗
雑
に
な
っ
て
い
た
。
褚
先
生
は
、
自
分
の
学
問
の
全
て
を
こ

こ
で
実
地
に
活
か
そ
う
と
し
た
。
南
園
老
は
自
ら
率
先
し
て
褚
先
生
に
礼
法
を
習
っ
た
。

南
園
の
空
気
は
粛
然
と
し
、
南
園
老
は
大
い
に
満
足
し
た
。 

 

褚
先
生
の
厳
格
主
義
は
、
他
人
に
は
傍
迷
惑
な
面
も
あ
っ
た
。
習
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
窮
屈

な
礼
法
も
、
南
園
老
の
手
前
、
文
句
を
言
え
ず
、
不
承
不
承
な
が
ら
真
似
を
す
る
他
は
な

か
っ
た
。
不
満
が
噴
き
出
る
前
に
、
褚
先
生
は
別
の
技
で
み
ご
と
に
抑
え
た
。
褚
先
生
は
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士
人
の
た
し
な
む
べ
き
琴
棋
書
画
の
全
て
に
通
じ
、
弓
術
に
も
優
れ
て
い
た
。
南
園
老
が

「
か
つ
て
こ
れ
で
寄
せ
来
る
敵
と
戦
っ
た
も
の
だ
」
と
自
慢
の
大
弓
を
見
せ
た
と
き
に
、

褚
先
生
は
そ
れ
を
引
い
て
的
を
射
抜
い
て
み
せ
た
。
南
園
の
誰
も
が
適
わ
ぬ
技
だ
っ
た
。 

   

孟
大
は
、
そ
の
体
に
見
合
っ
て
健
や
か
に
成
長
し
た
。
明
る
く
人
懐
こ
い
性
格
で
誰
か

ら
も
愛
さ
れ
た
。
頭
脳
も
な
か
な
か
に
明
晰
で
、
褚
先
生
の
最
初
の
弟
子
と
し
て
ま
こ
と

に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。 

 

孟
大
の
後
に
は
し
ば
ら
く
短
命
な
子
が
続
き
、
次
に
乳
児
を
超
え
て
幼
児
に
ま
で
育
っ

た
の
は
、
孟
大
の
弟
の
孟
諤
（
も
う 
が
く
）
だ
っ
た
。
そ
れ
が
排
行
の
二
番
目
の
孟
二
で
、

そ
の
次
の
孟
三
と
と
と
も
に
、「
こ
の
子
等
は
学
問
に
は
向
く
ま
い
」
と
南
園
老
は
そ
っ
け

な
く
、
二
人
は
褚
先
生
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
学
舎
で
学
ぶ
の
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。 

 

排
行
第
四
の
孟
可
及
（
も
う 

か
き
ゅ
う
）
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
端
正
な
顔
付
き
で
あ
っ
た
。

南
園
老
は
ひ
と
目
見
て
、「
こ
の
子
こ
そ
が
、
天
が
我
等
一
族
に
与
え
て
く
れ
た
宝
物
で
あ
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ろ
う
」
と
言
っ
た
。
孟
四
は
漲
の
二
男
の
敬
通
（
け
う
つ
う
）
の
子
だ
。 

 
褚
先
生
は
孟
四
の
誕
生
を
祝
う
詩
を
作
っ
た
。
四
歳
の
年
の
吉
日
に
学
問
を
始
め
、
す

ぐ
に
孟
大
を
凌
ぐ
才
能
の
き
ら
め
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

排
行
第
五
の
子
は
い
か
に
も
凡
庸
な
顔
で
、
南
園
老
は
「
す
で
に
二
人
の
良
き
子
を
授

か
り
、
そ
れ
以
上
を
望
む
の
は
欲
が
深
す
ぎ
よ
う
」
と
言
っ
た
。 

 

そ
し
て
六
番
目
が
孟
浩
然
だ
っ
た
。
南
園
老
は
八
十
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。「
わ
し
は
二

人
で
十
分
に
満
足
し
た
。
あ
の
ぼ
ん
く
ら
の
と
こ
ろ
に
子
が
生
ま
れ
た
だ
け
で
驚
き
だ
」

と
、
孟
浩
然
を
見
に
行
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。 

 

孟
浩
然
の
父
は
、
漲
の
三
男
の
敬
則
（
け
い
そ
く
）
で
、
孟
一
族
の
中
で
も
一
と
言
っ
て
二

と
は
下
ら
ぬ
愚
か
者
と
見
ら
れ
て
い
た
。
孟
一
族
の
者
は
あ
ま
ね
く
褚
先
生
に
つ
い
て
礼

法
を
習
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
敬
則
だ
け
は
あ
ま
り
に
も
愚
か
な
た
め
に
除
外

さ
れ
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
褚
先
生
は
道
で
敬
則
に
出
会
う
と
、
必
ず
先
生

の
方
か
ら
恭
し
く
挨
拶
し
た
。
敬
則
は
放
心
し
た
よ
う
な
い
つ
も
の
顔
で
挨
拶
を
返
さ
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
褚
先
生
は
柔
和
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
歩
み
去
る
の
だ
っ
た
。 
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南
園
老
は
褚
先
生
に
勧
め
ら
れ
、
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
孟
浩
然
の
顔
を
見
に
行
っ
た
。
ひ

と
目
で
、「
わ
し
が
八
十
を
超
え
て
こ
れ
ま
で
生
き
て
来
た
の
は
こ
の
子
を
見
る
た
め
だ
っ

た
」
と
、
身
を
震
わ
せ
た
。「
こ
の
老
い
た
腕
が
、
万
一
支
え
ら
れ
ぬ
の
を
恐
れ
る
」
と
、

孟
浩
然
を
抱
く
の
を
思
い
と
ど
ま
り
、
後
に
は
、「
あ
れ
が
生
ま
れ
た
と
き
に
は
産
屋
の
外

に
ま
で
光
が
溢
れ
出
て
、
あ
ま
り
に
ま
ぶ
し
い
の
で
わ
し
は
見
に
行
っ
た
の
だ
」
と
、
相

好
を
崩
し
て
語
る
の
を
常
と
し
た
。 

 

南
園
老
は「
ま
た
詩
を
作
っ
て
く
れ
ぬ
か
」と
言
っ
た
が
、「
私
の
才
で
は
及
び
ま
せ
ん
」

と
褚
先
生
は
遠
慮
し
た
。「
確
か
に
難
し
か
ろ
う
な
」
と
南
園
老
は
さ
ら
に
喜
び
、「
こ
の

子
は
我
が
一
族
で
最
も
優
れ
た
者
に
な
る
に
違
な
い
。
こ
の
子
に
ふ
さ
わ
し
い
名
を
孟
子

の
言
葉
か
ら
選
ん
で
く
れ
」
と
言
い
、
そ
れ
で
浩
然
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
孟
浩
然
の
噂

を
聞
い
て
、
近
隣
の
仏
寺
や
道
観
か
ら
僧
侶
、
道
士
が
来
て
、
口
々
に
孟
浩
然
を
賞
賛
し
、

多
大
の
金
品
を
得
た
。 

 

南
園
老
は
、
孟
大
や
孟
四
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、
孟
浩
然
ば
か
り
を

可
愛
が
っ
た
。
そ
の
偏
愛
ぶ
り
に
、
南
園
に
若
干
の
さ
ざ
波
が
立
っ
た
も
の
の
、
父
の
敬
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則
は
相
変
わ
ら
ず
愚
か
し
い
の
で
、
人
か
ら
妬
ま
れ
る
ま
で
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。 

 
南
園
老
は
孟
浩
然
が
三
歳
の
と
き
に
死
に
、
孟
浩
然
の
記
憶
に
は
、
南
園
老
の
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
残
ら
な
か
っ
た
。 

 

孟
浩
然
の
後
も
南
園
老
の
曾
孫
は
幾
人
も
生
ま
れ
、
孟
浩
然
と
同
年
の
孟
七
す
な
わ
ち

孟
馨
（
も
う 
き
ょ
う
））
、
孟
浩
然
の
弟
の
孟
十
五
す
な
わ
ち
孟
洗
然
（
も
う 

せ
ん
ぜ
ん
）
、
ず
っ

と
後
に
な
っ
て
末
の
叔
父
の
孟
敬
規
（
も
う 

け
い
き
）
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
孟
二
十
二
す
な

わ
ち
孟
邕
（
も
う 

よ
う
）
な
ど
が
、
褚
先
生
の
学
舎
で
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
が

南
園
老
の
長
男
の
孟
漲
の
孫
で
、
他
の
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
子
供
は
学
舎
入
り
を
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。 

   

孟
浩
然
が
生
ま
れ
た
永
昌
元
（
六
八
九
）
年
に
、
人
々
の
記
憶
に
長
く
残
っ
た
事
件
が
都

で
あ
っ
た
。
唐
の
代
が
安
泰
で
あ
ろ
う
か
と
、
十
余
年
前
の
南
園
老
が
懸
念
し
た
の
が
的

中
し
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。 
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時
の
皇
帝
は
李
治
の
子
の
李
旦
（
り 

た
ん
）
に
代
わ
っ
て
い
た
。
実
権
は
そ
の
母
の
則
天

武
后
に
あ
っ
た
。
則
天
武
后
は
敵
に
対
し
て
容
赦
な
く
、
邪
魔
と
な
れ
ば
、
息
子
も
殺
し
、

臣
下
の
命
な
ど
は
軽
か
っ
た
。 

 

反
逆
を
企
て
た
と
し
て
、
洛
陽
令
の
魏
元
忠
（
ぎ 

げ
ん
ち
ゅ
う
）
を
初
め
と
し
多
数
の
者

が
獄
に
繋
が
れ
た
。
獄
に
は
拷
問
を
得
意
と
す
る
役
人
が
い
て
、
獄
に
曳
か
れ
た
者
は
必

ず
罪
を
認
め
た
。魏
元
忠
だ
け
は
残
虐
な
拷
問
に
も
耐
え
て
自
白
を
拒
ん
だ
。そ
れ
で
も
、

他
の
者
の
証
言
で
同
罪
と
さ
れ
、
都
の
市
場
で
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
刀
が
振
り

下
ろ
さ
れ
る
よ
り
も
一
瞬
早
く
、一
頭
の
馬
が
駆
け
込
み
、「
罪
は
赦
さ
れ
た
」と
叫
ん
だ
。

他
の
罪
人
は
狂
喜
し
た
。
魏
元
忠
は
全
く
動
か
ず
、「
こ
の
忌
ま
わ
し
い
仕
置
き
の
場
を
お

離
れ
に
な
っ
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
」
と
促
さ
れ
て
も
、「
虚
偽
の
報
せ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

と
座
り
続
け
た
。
正
式
に
勅
使
が
到
着
し
て
も
、
魏
元
忠
は
憂
歓
の
色
を
一
切
表
わ
さ
な

か
っ
た
。
罪
人
は
死
を
免
じ
ら
れ
て
南
方
に
流
さ
れ
た
。 

 

そ
の
翌
年
、
則
天
武
后
は
息
子
を
皇
位
か
ら
降
ろ
し
、
自
身
が
皇
帝
に
な
っ
た
。
国
号

は
唐
か
ら
周
に
改
め
ら
れ
た
。 
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南
園
老
は
、「
唐
の
世
に
は
も
う
戻
ら
ぬ
の
か
。
我
が
曾
孫
の
誰
か
が
そ
れ
を
為
す
仕
事

を
し
て
く
れ
ま
い
か
。
甦
っ
た
唐
の
朝
廷
に
並
ぶ
の
は
浩
然
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
言
い
残

し
て
死
ん
だ
。 

 

長
男
の
孟
漲
が
南
園
の
主
と
な
っ
た
。
す
で
に
六
十
歳
を
超
え
、
も
と
も
と
の
控
え
目

な
性
格
も
あ
っ
て
、
父
が
築
い
た
も
の
に
一
切
手
を
加
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
一
見
し

て
南
園
は
以
前
と
何
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
時
間
が
経
過
す
る
限
り
、
同
じ
で

あ
り
続
け
る
こ
と
は
な
く
、
何
も
変
え
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
悪
く
な
る
の
が
必
然
で
あ

っ
た
。 

 

南
園
に
住
む
の
は
孟
姓
だ
け
で
も
多
数
に
の
ぼ
り
、
他
姓
も
少
な
く
な
く
、
身
分
を
異

に
す
る
者
も
い
た
。
南
園
老
が
い
た
か
ら
こ
そ
南
園
独
自
の
秩
序
が
保
た
れ
て
い
た
。
外

に
対
し
て
は
、
法
の
厳
格
な
適
用
か
ら
逃
れ
、
内
に
対
し
て
は
、
種
々
の
労
役
を
按
配
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
外
側
か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
る
変
化
は
な
お
緩
慢
で
あ
っ
た
が
、
内
側

で
は
変
化
の
兆
し
が
種
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孟
漲
は
鈍
感
で
あ
っ
た
が
、
南
園

老
と
い
う
後
ろ
楯
を
失
っ
た
褚
先
生
は
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
厳
格
主
義
を
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貫
き
、
孟
子
の
教
え
と
礼
法
に
よ
る
縛
り
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
く
し
よ
う
と
し
た
。
そ

し
て
、
何
よ
り
も
、
貢
挙
の
合
格
者
を
出
す
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
と
、
学
舎
で
の
教
育
に

邁
進
し
た
。 

 

こ
の
こ
ろ
孟
大
は
十
五
歳
を
超
え
た
ば
か
り
で
、
す
で
に
大
人
以
上
の
堂
々
と
し
た
体

躯
で
、
大
ら
か
に
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
見
か
け
と
違
っ
て
心
は
繊
細
で
、

南
園
の
雰
囲
気
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
順
番
通
り
な
ら
、
祖
父
の

漲
か
ら
父
の
敬
行
へ
、
そ
し
て
い
ず
れ
は
自
分
へ
と
南
園
の
主
の
座
が
下
り
て
来
る
の
だ

ろ
う
。
そ
の
と
き
ま
で
に
、
自
分
が
貢
挙
に
合
格
し
て
官
人
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
南
園
は

新
し
い
時
代
を
迎
え
ら
れ
る
と
、
自
分
に
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
よ
く

自
覚
し
て
い
た
。 

 

子
弟
の
教
育
に
財
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
血
判
状
の
文
言
で
あ
っ
た
。

学
舎
の
維
持
に
は
そ
れ
相
応
の
費
用
が
か
か
り
、そ
こ
に
通
う
子
は
何
か
と
優
遇
さ
れ
た
。

学
舎
は
南
園
に
と
っ
て
希
望
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
満
の
も
と
で
も
あ

っ
た
。 
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褚
先
生
は
、
貢
挙
と
い
う
難
関
を
突
破
す
る
た
め
に
、
学
舎
で
は
、
競
争
を
奨
励
し
た
。

年
齢
と
関
係
な
し
に
子
供
た
ち
を
競
わ
せ
た
。
子
の
競
争
に
、
親
の
欲
も
か
ら
ん
だ
。
南

園
老
が
死
ん
で
三
年
も
す
れ
ば
、
孟
漲
の
無
能
ぶ
り
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。
一

族
の
大
事
を
決
め
る
の
に
、
漲
は
慣
習
を
守
る
こ
と
し
か
頭
に
な
か
っ
た
。
漲
の
長
男
の

敬
行
も
期
待
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
。
父
に
向
か
っ
て
何
も
も
の
を
言
わ
な
か
っ
た
。
も

し
も
誰
か
が
孟
大
を
差
し
置
い
て
先
に
貢
挙
に
合
格
す
れ
ば
、
敬
行
で
は
な
く
、
合
格
者

の
親
が
次
の
南
園
の
主
に
な
り
、
そ
の
方
が
ま
し
だ
ろ
う
と
、
考
え
る
連
中
も
い
た
。
最

も
強
く
意
識
し
た
の
が
、
孟
四
の
父
の
孟
敬
通
だ
っ
た
。 

 

孟
敬
通
は
、
褚
先
生
の
学
舎
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
は
、「
い
く
ら
で
も
厳
し
く
し
て
下
さ

い
。
あ
れ
は
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
子
で
す
」
と
頼
ん
だ
。
孟
四
は
孟
大
よ
り
八
歳
下
で
、

七
歳
で
早
く
も
孟
大
と
甲
乙
つ
け
が
た
い
詩
を
作
っ
て
、
そ
の
評
判
が
襄
陽
の
町
に
も
達

し
た
。
孟
四
の
勉
強
へ
の
打
ち
込
み
方
は
並
み
の
子
と
は
ま
る
で
違
っ
た
。
毎
朝
、
眦
を

決
し
て
学
舎
に
通
っ
た
。
褚
先
生
に
と
っ
て
極
め
て
教
え
甲
斐
が
あ
り
、
父
親
の
申
し
出

の
通
り
の
厳
し
い
指
導
を
し
た
。 
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孟
浩
然
は
孟
四
よ
り
遅
れ
る
こ
と
五
年
で
初
め
て
字
を
習
っ
た
。
墨
を
た
っ
ぷ
り
含
ま

せ
た
筆
を
握
り
、
褚
先
生
の
指
図
通
り
に
腕
を
動
か
し
た
。
字
ら
し
き
も
の
が
で
き
あ
が

っ
た
。
襄
陽
の
町
か
ら
呼
ば
れ
た
術
士
が
、
そ
れ
を
下
か
ら
見
た
り
、
裏
か
ら
見
た
り
し

て
、
筆
の
勢
い
、
点
の
置
き
方
、
墨
の
黒
さ
を
仔
細
に
吟
味
し
、
孟
浩
然
の
将
来
を
占
っ

た
。 

「
貢
挙
合
格
間
違
い
な
し
に
ご
ざ
い
ま
す
。
洛
陽
殿
（
ら
く
よ
う
で
ん
）
に
お
い
て
、
こ
れ
よ

り
幾
層
倍
も
立
派
な
字
で
、
答
案
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
ょ
う
」。 

 

術
士
の
言
葉
に
、
孟
漲
た
ち
は
喜
び
、
褒
美
を
た
く
さ
ん
与
え
た
。
術
士
は
孟
四
の
と

き
に
も
同
様
に
こ
と
を
言
っ
て
褒
美
を
手
に
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
洛
陽
殿
云
々
は
こ
の

と
き
が
初
め
て
だ
っ
た
。 

 

則
天
武
后
は
皇
帝
に
な
る
前
か
ら
、
貢
挙
の
制
度
を
整
え
る
の
に
熱
心
だ
っ
た
。
即
位

の
翌
年
に
は
、
貢
挙
の
合
格
者
を
洛
陽
殿
に
集
め
、
自
身
が
試
験
官
と
な
っ
て
最
終
試
験



春眠暁を覚えず 
 

26 
 

を
課
し
た
。
後
に
千
年
以
上
も
続
く
こ
と
に
な
る
皇
帝
直
々
の
試
験
、
殿
試
（
で
ん
し
）
の

始
ま
り
で
あ
っ
た
。
皇
帝
自
ら
が
試
験
に
臨
ん
で
順
位
を
決
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
位

で
合
格
し
た
者
は
大
変
な
栄
誉
を
感
じ
た
。 

 

術
士
は
単
純
に
南
園
の
人
々
に
媚
び
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
言
葉
は
、

褚
先
生
の
心
を
微
妙
に
揺
る
が
し
た
。
則
天
武
后
が
権
勢
を
振
る
う
限
り
、
褚
先
生
は
日

の
当
た
る
場
所
に
出
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
南
園
老
の
曾
孫
の
中
か
ら
貢
挙
合
格
者
を
出

す
の
を
己
の
一
生
の
仕
事
と
定
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
弟
子
の
誰
か
が
貢
挙
に
合
格
し
た
と

し
て
、
そ
の
子
が
則
天
武
后
に
選
ば
れ
た
の
を
名
誉
と
し
て
、
皇
帝
に
忠
節
を
尽
く
す
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
、
必
ず
し
も
望
ま
し
い
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
も
則
天
武
后
以

前
の
唐
の
本
来
の
姿
に
戻
す
こ
と
に
力
を
尽
く
し
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、
自
分
の
夢
も
適

う
の
だ
が
、
則
天
武
后
へ
の
反
感
を
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
の
は
危
険
で
あ
っ
た
。 

 

孟
浩
然
が
初
め
て
文
字
ら
し
き
も
の
を
書
い
た
そ
の
年
、
南
方
に
流
さ
れ
て
い
た
魏
元

忠
が
中
央
に
返
り
咲
い
た
。
則
天
武
后
は
皇
帝
に
な
っ
て
政
権
が
安
定
す
る
と
、
統
制
を

緩
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
拷
問
を
得
意
と
す
る
酷
吏
（
こ
く
り
）
を
重
用
し
て
邪
魔
者
を
徹
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底
的
に
排
除
し
て
来
た
の
だ
が
、
世
間
に
お
け
る
酷
吏
の
評
判
は
当
然
な
が
ら
悪
く
、
則

天
武
后
政
権
の
暗
い
翳
に
な
っ
て
い
た
。 

 
魏
元
忠
は
、
都
へ
の
帰
還
を
許
し
て
く
れ
た
則
天
武
后
の
真
意
は
、
泰
平
の
世
に
ふ
さ

わ
し
い
体
制
へ
と
転
換
し
て
行
く
こ
と
に
あ
る
と
考
え
、
手
始
め
に
酷
吏
を
追
放
す
る
改

革
に
着
手
し
た
。
し
か
し
、
酷
吏
は
手
強
か
っ
た
。
魏
元
忠
を
含
む
宰
相
以
下
の
高
官
を

一
斉
に
摘
発
し
て
獄
に
繋
い
だ
。
得
意
の
拷
問
で
、
国
家
の
転
覆
を
図
る
巨
大
な
陰
謀
に

加
担
し
た
と
、
魏
元
忠
を
除
く
全
員
に
白
状
さ
せ
た
。
魏
元
忠
も
他
と
同
罪
と
さ
れ
、
皇

帝
の
恩
情
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
死
を
減
じ
ら
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
。 

 

褚
先
生
は
、
魏
元
忠
の
よ
う
な
闘
士
を
育
て
た
い
も
の
だ
と
、
厳
格
主
義
の
度
を
さ
ら

に
強
め
た
。
孟
大
は
立
派
な
体
に
恵
ま
れ
て
い
く
ら
厳
し
く
て
も
平
気
で
、
孟
四
は
身
を

削
っ
て
勉
強
に
励
ん
だ
。 

 

褚
先
生
は
、
才
能
が
よ
り
多
く
あ
る
と
見
込
ん
だ
子
に
よ
り
多
く
の
愛
情
を
注
ぎ
、
他

人
が
見
て
も
そ
の
序
列
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
孟
浩
然
が
十
歳
に
な
る
ま
で
に
、
第
一
位
が

孟
浩
然
、
第
二
位
が
孟
四
、
第
三
位
が
孟
大
と
い
う
順
位
が
確
定
し
た
。
第
四
位
以
下
に
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は
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
つ
れ
て
変
動
が
あ
っ
て
も
、
第
三
位
ま
で
不
動
だ
っ
た
。
そ

れ
は
南
園
老
が
愛
し
た
順
序
そ
の
ま
ま
で
も
あ
っ
た
。 

 
孟
浩
然
は
、自
分
が
第
一
位
で
あ
る
の
は
好
ま
し
い
と
は
感
じ
な
か
っ
た
。褚
先
生
は
、

他
の
子
に
は
見
せ
な
い
柔
和
な
視
線
を
孟
浩
然
だ
け
に
向
け
た
。
孟
浩
然
は
、
な
る
べ
く

そ
れ
が
自
分
に
届
か
な
い
よ
う
に
、
褚
先
生
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
。
大
き
な
孟
大

の
蔭
に
隠
れ
る
と
安
心
で
き
た
。
一
方
で
、
孟
四
は
常
に
褚
先
生
の
最
も
近
く
に
身
を
置

こ
う
と
し
て
い
た
。 

   

孟
大
は
楊
家
（
よ
う
け
）
か
ら
妻
を
迎
え
た
。 

 

褚
先
生
は「
こ
れ
か
ら
は
必
ず
し
も
毎
日
学
舎
に
来
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」と
言
っ
た
。

孟
家
の
嫡
男
と
し
て
為
す
べ
き
こ
と
が
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
の
配
慮
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も

孟
大
は
今
ま
で
通
り
に
必
ず
朝
早
く
に
学
舎
に
顔
を
出
し
た
。
次
第
に
南
園
の
用
事
が
増

え
る
と
、
褚
先
生
に
挨
拶
し
て
か
ら
下
が
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
孟
浩
然
に
は
特
段
の
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用
は
な
い
の
だ
が
、
孟
大
の
後
に
付
い
て
出
て
行
き
、
そ
の
ま
ま
孟
大
の
家
で
過
ご
よ
う

に
な
っ
た
。
他
の
子
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
褚
先
生
の
厳
し
い
叱
責
を
受
け
ね

ば
な
ら
な
の
だ
が
、
む
し
ろ
目
を
細
め
て
孟
浩
然
が
去
る
の
を
眺
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。 

 

楊
家
か
ら
の
嫁
は
、
南
園
老
直
系
の
曾
孫
に
こ
れ
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
娘
は
い
な
い
と
の

評
判
で
、
実
際
に
、
何
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
と
し
て
な
か
っ
た
。
孟
浩
然
は
、

楊
氏
を
間
近
に
見
て
、
孟
家
に
は
一
人
と
し
て
適
う
者
は
い
な
い
と
感
じ
た
。
女
性
と
し

て
の
仕
事
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
儒
学
の
経
典
も
史
書
も
何
で
も
よ
く
読
み
こ
な
し
て

い
た
。
楊
氏
並
み
の
才
が
あ
れ
ば
、
貢
挙
な
ど
は
楽
々
合
格
で
き
る
に
違
い
な
い
と
思
え

た
。 

 

特
に
驚
か
さ
れ
た
の
は
楊
氏
が
何
気
な
く
作
る
詩
だ
っ
た
。
褚
先
生
か
ら
教
わ
る
難
し

い
詩
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
た
。
楊
氏
は
「
見
え
た
ま
ま
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
詩
と
い
っ

て
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
、
身
の
周
り
に
あ
る
も
の
を
題
材
に
、
平
明
な
言
葉
を

並
べ
て
、
誰
か
に
見
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
作
る
の
だ
っ
た
。 
 
 

狭
径
花
将
尽 

 

細
い
径
に
花
は
ま
さ
に
終
わ
ろ
う
と
し 
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閑
庭
竹
掃
浄 

 

静
か
な
庭
に
竹
が
浄
ら
か
に
揺
れ
て
い
ま
す
。 

 
こ
の
対
句
は
十
歳
の
孟
浩
然
に
も
わ
か
り
や
す
く
印
象
的
だ
っ
た
。 

 
そ
の
よ
う
な
楊
氏
が
、
孟
家
の
嫁
と
し
て
、
南
園
特
有
の
習
慣
に
一
日
も
早
く
溶
け
込

も
う
と
懸
命
に
努
め
、
小
う
る
さ
い
人
々
が
遠
慮
も
な
し
に
放
つ
ひ
と
言
ひ
と
言
に
気
を

病
ん
で
い
る
の
を
見
る
の
は
、
ひ
ど
く
虚
し
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。 

 

孟
浩
然
は
南
園
に
お
い
て
何
一
つ
不
自
由
す
る
こ
と
な
く
育
っ
た
。
褚
先
生
の
学
舎
は

居
心
地
の
い
い
場
所
で
は
な
く
て
も
、
勉
強
だ
け
を
し
て
い
ら
れ
る
の
は
大
変
に
恵
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
違
い
な
い
と
、
早
く
か
ら
自
覚
し
て
い
た
。
孟
子
か
ら
一
千
年
の
間
に
、

こ
れ
だ
け
恵
ま
れ
た
境
遇
の
子
は
た
ぶ
ん
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
褚
先
生
を
尊
敬
す
る
気

持
ち
は
強
く
、
遠
く
か
ら
長
身
の
褚
先
生
の
姿
を
見
る
と
畏
敬
の
念
を
覚
え
た
。
そ
れ
で

も
、
近
く
に
い
る
と
窮
屈
で
逃
げ
出
し
た
く
て
仕
方
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
し

ま
う
自
分
は
悪
い
子
で
あ
る
と
思
っ
た
。
昔
な
ら
貴
族
の
子
で
も
な
け
れ
ば
、
褚
先
生
の

よ
う
な
立
派
な
先
生
の
も
と
で
勉
強
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
貢
挙
の
試
験
に

合
格
す
れ
ば
、
官
人
と
し
て
活
躍
で
き
る
と
い
う
の
も
、
昔
に
は
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
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れ
ほ
ど
恵
ま
れ
て
い
る
自
分
で
あ
る
か
ら
、
学
問
に
励
ん
で
、
試
験
に
合
格
し
て
、
さ
す

が
孟
子
の
子
孫
で
あ
る
と
天
下
に
名
を
馳
す
人
物
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思

う
の
が
、
褚
先
生
の
教
え
は
決
し
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
褚
先
生
は
全
て
に
厳

格
だ
っ
た
。「
私
の
責
務
は
た
だ
一
つ
。
南
園
老
殿
の
御
恩
に
報
い
、
天
下
の
民
を
安
ん
じ

る
た
め
に
、
孟
子
の
教
え
を
実
際
に
踏
み
行
う
こ
と
の
で
き
る
場
へ
と
、
諸
君
ら
を
導
く

こ
と
だ
。
つ
ま
り
は
、
貢
挙
合
格
へ
の
最
短
の
道
を
歩
ま
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
諸
君
ら
が

刻
苦
奮
励
し
た
結
果
、
官
界
へ
と
羽
ば
く
な
ら
ば
、
そ
の
向
こ
う
に
は
広
大
な
世
界
が
開

け
る
。
今
は
そ
の
た
め
に
己
に
克
つ
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
だ
」。
褚
先
生
は
、
覚
え
て
覚

え
て
覚
え
抜
い
て
骨
の
髄
に
ま
で
染
み
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
孟
浩
然
に
は
苦
痛

で
、
そ
う
感
じ
る
自
分
を
、
よ
く
な
い
弟
子
で
あ
る
と
思
っ
た
。 

 

忍
耐
強
さ
も
備
え
る
楊
氏
な
ら
、
貢
挙
に
楽
々
合
格
で
き
る
で
あ
ろ
う
に
、
女
性
で
あ

る
楊
氏
に
は
そ
の
道
は
開
け
て
い
な
い
。
孟
家
に
来
た
嫁
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
身
を

削
っ
て
で
も
完
璧
に
果
た
そ
う
と
努
め
て
い
た
。 
 

孟
大
に
は
南
園
老
の
最
初
の
曾
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
貢
挙
合
格
が
期
待
さ
れ
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て
い
た
。
し
か
し
、
孟
浩
然
に
は
、
官
服
姿
の
孟
大
が
想
像
で
き
な
か
っ
た
。
孟
大
が
官

人
に
な
る
の
は
南
園
に
は
幸
い
で
あ
っ
て
も
、孟
大
に
と
っ
て
よ
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

孟
大
ほ
ど
周
囲
に
細
や
か
な
気
を
配
る
者
は
南
園
に
い
な
い
。
褚
先
生
の
学
舎
で
も
、
年

少
者
の
面
倒
を
よ
く
見
て
、
周
囲
に
対
し
て
極
め
て
冷
淡
な
孟
四
と
は
対
照
的
だ
っ
た
。

孟
大
と
楊
氏
は
互
い
に
敬
愛
し
合
い
、
相
手
を
深
く
気
遣
っ
て
い
る
さ
ま
を
見
る
の
は
孟

浩
然
に
は
心
楽
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
孟
大
が
官
人
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
二
人
の
間
は
今

の
よ
う
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
孟
大
も
楊
氏
も
、
よ
り
多
く
外
の

世
界
に
気
を
遣
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
二
人
は
ま
る
で
違
っ
た
夫
婦
に
な
っ
て
し
ま
う

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
悲
し
い
。
貢
挙
に
合
格
す
る
の
は
、
孟
大
で
は
な
く
て
、
孟

四
か
さ
も
な
く
ば
自
分
で
あ
る
べ
き
だ
と
、
孟
浩
然
は
考
え
、
勉
強
に
励
ま
な
い
と
な
ら

な
い
と
強
い
て
思
う
の
だ
っ
た
。 

   

孟
浩
然
が
十
三
歳
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 
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父
は
畑
の
隅
に
立
っ
て
い
た
。
峴
山
の
方
に
向
か
っ
て
、
何
を
す
る
の
で
も
な
く
じ
っ

と
立
っ
た
ま
ま
で
い
る
の
が
父
の
常
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
誰
が
声
を
掛
け
て
も

微
動
だ
に
せ
ず
、
た
だ
妻
が
「
ほ
れ
、
ほ
れ
」
と
背
を
叩
い
た
と
き
に
だ
け
反
応
し
、
の

っ
そ
り
と
動
き
出
す
の
だ
っ
た
。 

 

父
の
そ
う
し
た
姿
に
、
孟
浩
然
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
見
慣
れ
て
い
た
。
普
段
は
何
も

思
わ
ず
に
脇
を
通
り
過
ぎ
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
は
、
ふ
と
気
に
な
っ
て
、
父
の
斜
め
後

ろ
に
歩
み
寄
り
、
同
じ
よ
う
に
峴
山
に
体
を
向
け
て
み
た
。
山
は
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
に

あ
っ
た
。 

 

父
は
じ
っ
と
動
か
ず
に
立
っ
て
い
て
、
父
の
真
似
を
す
る
の
は
意
外
と
辛
抱
を
必
要
と

し
た
。
父
は
何
を
見
て
い
る
の
か
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
と
、
そ
の
背
後
か
ら
さ
ぐ
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
始
め
の
う
ち
だ
け
で
、
だ
ん
だ
ん
と
辛
抱
し
て
い
る
だ
け
で

精
一
杯
に
な
り
、
そ
の
う
ち
そ
れ
も
面
倒
に
な
っ
た
。 

 

ゆ
っ
く
り
と
日
が
西
に
傾
い
て
、
俄
か
に
雲
が
流
れ
て
来
た
。
そ
の
影
が
形
を
変
え
な

が
ら
山
襞
を
走
り
抜
け
た
。
孟
浩
然
の
心
が
活
気
づ
い
た
。
雲
は
次
々
に
現
れ
た
。
そ
れ
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は
次
第
に
灰
色
を
帯
び
、
つ
い
に
は
黒
く
な
っ
て
、
峰
に
雨
脚
が
降
り
そ
そ
ぐ
の
が
、
夕

日
に
照
ら
さ
れ
て
く
っ
き
り
と
見
え
た
。 

 
こ
の
見
て
い
る
も
の
を
、
何
か
言
葉
で
言
い
表
し
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ

う
に
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

父
は
こ
れ
を
見
て
、
何
を
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

不
意
に
、
足
元
か
ら
冷
気
が
立
ち
昇
っ
て
来
た
。
畑
に
立
っ
て
い
な
が
ら
、
全
身
が
山

の
緑
の
中
に
包
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
言
い
知
れ
ぬ
も
の
が
心
に
訪
れ
た
。
そ

れ
が
何
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
っ
た
ら
い
い
の
か
も
わ

か
ら
な
か
っ
た
。 

 

孟
浩
然
は
こ
ら
え
ら
れ
ず
、
声
を
出
し
た
。 

 
 

自
有
宇
宙 

 

宇
宙
が
あ
っ
て
か
ら 

 
 

便
有
此
山 

 

こ
の
山
は
あ
る
。 

 

孟
浩
然
の
突
然
の
声
に
父
は
び
く
り
と
も
し
な
か
っ
た
。 
 

孟
浩
然
は
前
に
回
っ
た
。 
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父
の
目
は
た
だ
峴
山
に
注
が
れ
て
い
た
。
父
も
同
じ
も
の
を
見
て
、
同
じ
よ
う
に
感
じ

た
は
ず
だ
。 

「
父
上
は
悲
し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
羊
祜
は
峴
山
に
登
っ
て
何
を
悲
し
ま
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
」。 

 

孟
浩
然
は
尋
ね
た
。
何
の
応
答
も
な
か
っ
た
。 

 

晋
に
よ
る
天
下
統
一
の
礎
を
築
く
た
め
に
襄
陽
に
来
て
い
た
羊
祜
は
、あ
る
日
の
こ
と
、

峴
山
に
登
っ
た
。
山
頂
に
立
っ
た
羊
祜
の
変
化
に
、
同
行
し
た
鄒
潤
甫
（
す
う 

じ
ゅ
ん
ほ
）

が
気
付
い
た
。「
公
の
治
徳
は
四
海
に
冠
た
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
前

哲
の
教
え
を
嗣
い
で
学
問
の
道
も
究
め
て
お
ら
れ
ま
す
。公
の
御
名
は
こ
の
山
の
よ
う
に
、

八
方
よ
り
望
ま
れ
、
永
遠
に
伝
え
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
に
、
何
故
に
、
そ
の
よ
う
な

御
苦
悶
を
お
顔
に
浮
か
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
羊
祜
は
答
え
た
。「
宇
宙
は
い

つ
か
ら
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宇
宙
が
あ
っ
た
そ
の
最
初
か
ら
こ
の
山
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。我
等
が
決
し
て
知
り
得
ぬ
遠
い
昔
よ
り
、数
え
切
れ
ぬ
賢
達
勝
士
が
こ
こ
に
登
っ
て
、

こ
こ
か
ら
の
景
色
を
遠
望
し
た
で
あ
ろ
う
。
我
等
の
前
に
は
無
限
の
時
が
あ
り
、
無
数
の
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賢
達
勝
士
が
い
た
。
我
等
の
後
ろ
に
も
無
限
の
時
が
あ
り
、
無
数
の
賢
達
勝
士
が
い
る
。

い
ま
こ
こ
で
、
そ
の
誰
を
見
る
の
か
。
前
の
人
を
見
ず
、
後
ろ
の
人
を
見
な
い
。
こ
れ
を

悲
し
ま
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
」。 

 

羊
祜
ほ
ど
の
輝
か
し
い
事
績
を
残
し
た
人
は
稀
だ
。そ
の
羊
祜
に
も
悲
し
み
が
あ
っ
た
。 

 

孟
浩
然
に
は
、
生
ま
れ
た
と
き
に
歩
む
べ
き
明
瞭
な
一
本
の
道
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

南
園
老
が
子
孫
に
願
っ
た
の
は
、
あ
ろ
う
こ
と
な
ら
羊
祜
の
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
。
そ
の

道
を
歩
ん
で
行
く
こ
と
に
疑
念
を
持
つ
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
別
の
道
が
存
在
し
て

い
る
の
を
知
ら
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
。
身
近
に
は
こ
の
父
が
い
る
。 

 

父
は
息
子
が
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
に
も
気
付
か
ぬ
よ
う
に
山
に
向
か
い
続
け
た
。
日

が
隠
れ
て
、
雨
が
こ
こ
に
も
降
り
落
ち
て
来
た
。 

 

母
が
現
れ
て
、
夫
の
背
を
叩
い
た
。 

「
ほ
れ
、
ほ
れ
」 

 

父
は
の
っ
そ
り
と
動
き
出
し
た
。 
 

孟
浩
然
は
母
に
尋
ね
た
。 
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「
父
上
は
い
つ
か
ら
こ
の
よ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
」。 

 
母
は
笑
っ
た
。 

「
き
っ
と
あ
の
峴
山
が
で
き
る
前
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
い
つ
も
あ
あ
し
て
立
っ
て
い
る

も
の
だ
か
ら
、
な
ら
ば
見
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
峴
山
が
に
ょ
き
に
ょ
き
と
生

え
て
来
た
の
で
し
ょ
う
」。 

  

■
書
懐
貽
京
邑
故
人 

 
 
 

開
元
六
（
七
一
八
）
年
、
孟
浩
然
三
十
歳
。 

 
 
 

自
分
の
思
い
を
詩
に
託
し
て
、
都
の
友
人
に
送
っ
た
。
官
職
を
求
め
る
思
い
は
こ

の
こ
ろ
最
も
強
烈
で
あ
っ
た
。 

 
 

唯
先
自
鄒
魯 

 

先
祖
が
孟
子
や
孔
子
の
故
郷
に
い
た
こ
ろ
か
ら 

 
 

家
世
重
儒
風 

 

家
は
代
々
儒
教
を
重
ん
じ 
 
 

詩
礼
襲
遺
訓 

 

詩
経
や
礼
記
を
遺
訓
と
し
て
習
っ
て 
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趨
庭
霑
未
窮 

 

父
か
ら
子
へ
と
窮
ま
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

 
 

昼
夜
恒
自
強 

 

私
は
昼
も
夜
も
つ
ね
に
自
ら
を
励
ま
し
て 

 
 

詞
翰
頗
亦
巧 

 

詩
も
文
章
も
な
か
な
か
に
巧
み
に
な
り 

 
 

三
十
既
成
立 

 

三
十
歳
で
学
も
十
分
に
成
就
し
ま
し
た
の
に 

 
 

吁
嗟
命
不
通 

 

運
命
と
い
う
も
の
は
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。 

 
 

慈
親
向
羸
老 

 

恵
み
深
い
親
は
老
い
に
向
か
い
つ
つ
あ
り 

 
 

喜
懼
在
深
衷 

 
そ
の
年
齢
を
思
い
ま
す
と
深
い
愁
い
の
も
と
と
な
り
ま
す
。 

 
 

甘
脆
朝
不
足 

 

朝
の
膳
に
は
美
味
を
載
せ
ら
れ
ず 

 
 

簟
瓢
夕
屡
空 
 

夕
餉
に
は
し
ば
し
ば
何
も
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。 

 
 

執
鞭
慕
夫
子 

 

父
母
の
た
め
な
ら
い
か
な
る
労
働
も
厭
わ
な
い
と
言
っ
た
孔
子
を 
 
 
 

慕
い 

 
 

捧
檄
懐
毛
公 

 

母
の
前
で
は
官
に
召
さ
れ
る
の
を
敢
え
て
喜
ん
で
み
せ
た
毛
公
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

懐
い
ま
す
。 
 
 

感
激
遂
弾
冠 

 

意
気
通
じ
合
う
方
か
ら
の
お
誘
い
が
あ
れ
ば
必
ず
仕
官
す
る
の
が 
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よ
く 

 
 

安
能
守
固
窮 

 

郷
里
で
孤
高
を
保
っ
て
い
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

当
途
訴
知
己 

 

世
の
大
事
な
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
訴
え
ま
す
の
は 

 
 

投
刺
匪
求
蒙 

 

私
を
売
り
込
む
た
め
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

 
 

秦
楚
邈
離
異 

 

我
が
郷
土
は
都
か
ら
遥
か
に
離
れ
て
い
ま
す
が 

 
 

翻
飛
何
日
同 

 

い
つ
の
日
に
か
皆
様
と
と
も
に
天
下
の
た
め
に
身
を
捧
げ
た
い
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
す
。 

 

■
題
大
禹
義
公
房 

 
 
 

最
初
の
上
京
の
後
、
江
南
を
旅
し
、
会
稽
（
か
い
け
い
）
の
大
禹
寺
（
だ
い
う
じ
）
で
義

公
な
る
人
物
に
会
っ
た
。
義
公
は
そ
の
地
の
名
士
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

義
公
習
禅
処 

 

義
公
殿
が
禅
を
習
う
こ
こ
は 

 
 

結
構
依
空
林 

 

か
ら
り
と
開
け
た
林
に
寄
り
添
う
建
物
。 
 
 

戸
外
一
峰
秀 

 

戸
の
外
に
一
つ
の
峰
が
高
く
突
き
出
し 
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階
前
群
壑
深 

 

階
の
前
か
ら
谷
が
深
く
落
ち
て
い
き
ま
す
。 

 
 

夕
陽
照
雨
足 

 

遠
く
で
雨
脚
が
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
ま
す
と 

 
 

空
翠
落
庭
陰 

 

山
の
緑
が
ふ
っ
と
庭
の
片
隅
に
落
ち
ま
す
。 

 
 

看
取
蓮
華
浄 

 

そ
の
と
き
に
蓮
華
の
浄
ら
か
さ
が
見
て
と
れ
て 

 
 

応
知
不
染
心 

 

何
も
の
に
も
染
ま
ら
な
い
心
が
知
れ
ま
す
。 

 

■
澗
南
即
事
貽
皎
上
人 

 
 
 

澗
と
は
川
。こ
こ
で
い
う
澗
南
は
漢
水
の
南
、す
な
わ
ち
南
園
の
あ
た
り
を
指
す
。

皎
（
き
ょ
う
）
上
人
と
い
う
知
り
合
い
の
僧
に
平
生
の
思
い
を
詠
ん
で
贈
っ
た
。
旅

か
ら
帰
り
、
訪
ね
て
来
た
李
白
と
初
め
て
会
っ
た
こ
ろ
の
作
で
あ
ろ
う
か
。 

 
 

弊
廬
在
郭
外 

 

傷
ん
だ
家
は
町
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り 

 
 

素
産
唯
田
園 

 

生
き
る
糧
は
田
園
か
ら
得
る
も
の
だ
け
で
す
。 

 
 

左
右
林
野
嚝 

 

あ
た
り
に
林
や
野
が
広
が
り 
 
 

不
聞
朝
市
喧 

 

名
利
を
争
う
喧
噪
は
聞
え
て
来
ま
せ
ん
。 
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釣
竿
垂
北
澗 

 

北
の
川
で
釣
り
竿
を
垂
れ 

 
 

樵
唱
入
南
軒 

 

南
の
軒
で
樵
が
歌
う
の
聞
き
ま
す
。 

 
 

書
取
幽
棲
事 

 

詩
文
に
書
き
ま
す
の
は
静
か
な
住
ま
い
の
こ
と
だ
け 

 
 

将
尋
静
者
論 

 

静
浄
の
道
を
得
ら
れ
た
貴
僧
の
お
話
を
お
聞
き
し
た
く
な
り
ま
し 

た
。 

 

■
与
諸
子
登
峴
山 

 
 
 

一
族
の
若
輩
の
者
を
連
れ
て
峴
山
に
登
っ
た
と
き
の
詩
。晩
年
の
作
で
あ
ろ
う
か
。

峴
山
か
ら
は
見
え
ぬ
雲
夢
沢
（
う
ん
ぽ
う
た
く
）
を
想
い
つ
つ
、
自
分
の
生
涯
を
顧
み

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

人
事
有
代
謝 

 

人
の
世
と
い
う
も
の
は
こ
も
ご
も
入
れ
替
わ
り 

 
 

往
来
成
古
今 

 

往
き
来
す
る
う
ち
に
今
が
昔
と
な
り
ま
す
。 

 
 

江
山
留
勝
迹 

 

川
や
山
の
変
わ
ら
ぬ
美
し
さ
を
見
よ
う
と 
 
 

我
輩
復
登
臨 

 

私
た
ち
は
ま
た
こ
の
山
を
登
り
ま
し
た
。 
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水
落
魚
粱
浅 

 

川
の
水
が
落
ち
た
こ
の
時
期
に
、
近
く
の
魚
粱
州
は
浅
く
見
え 

 
 

天
寒
夢
沢
深 

 

天
の
寒
く
な
っ
た
こ
の
季
節
に
、
遥
か
雲
夢
沢
の
深
ま
り
が
想
像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
れ
ま
す
。 

 
 

羊
公
碑
字
在 

 

羊
公
の
碑
に
あ
り
あ
り
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ
の
文
字
を 

 
 

読
罷
涙
霑
襟 

 

読
み
終
わ
る
と
襟
が
涙
に
濡
れ
ま
す
。 

  


