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死
を
想
い
生
を
歌
う

乾
 

源
 

俊 

人
生
得
意
須
盡
歡 

莫
使
金
樽
空
對
月 

ひ
と
の
生
は
つ
か
の
間
で
あ
る
、
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
べ
き
か
。
漢
魏
以
來
の
中 

國
古
典
詩
の
テ
ー
マ
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
短
い
問
い
の
な
か
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
「
人
の
生
く
る
や
命
に
達
す
れ
ば
豈
に
愁
う
る 

に
假
あ
ら
ん
、
且
に
美
酒
を
飮
ま
ん
と
し
て
高
樓
に
登
る(

人
生
達
命
豈
假
愁
、
且
飮
美
酒
登
高
樓)

」(

李

白

「梁
園
吟
」)

「
人
の
生 

く
る
や
意
を
得
な
ば
須
ら
く
歡
を
盡
く
す
べ
し
、
金
權
を
し
て
空
し
く
月
に
對
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ(

人
生
得
意
須
盡
歡
、
莫
使
金 

樽
空
對
月)

」(

同

「將
進
酒
」)

こ
れ
ら
李
白
歌
行
の
詩
句
は
、
ひ
と
の
生
を
天
命
で
あ
る
と
觀
て
愁
い
を
斷
っ
こ
と
を
、
生
の
意
義
を 

志
の
實
現
と
歡
樂
に
求
め
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
言
い
な
が
ら
、

い
ず
れ
も
飮
酒
へ
と
導
い
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
仕
方
が
、
盧

照

鄰

「行 

路
難
」
や

鮑

照

「擬
行
路
難
」
な
ど
の
樂
府
作
品
を
間
に
は
さ
み
つ
つ
も
、
「古
詩
十
九
首
」
よ
り
將
ち
來
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い 

う
の
は
、
す
ぐ
に
想
い
到
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
人
の
生
く
る
は
忽
と
し
て
寄
す
る
如
し
、
壽
に
金
石
の
固
き
無
し
。
…
如
か
ず
美
酒
を 

飮
み
、
紈
と
素
と
を
被
服
す
る
に
は(

人
生
忽
如
寄
、
壽
無
金
石
固
。
…
不
如
飮
美
酒
、
被
服
紈
與
素)

」(

其
十
三) 

そ
の
先
は
ど
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
、
ひ
と
と
し
て
自
然
で
あ
り
普
遍
的
な
も
の
に
思
え
る
が
、
は
た
し
て
確
か
に
そ
う
言
え
る 

の
か
。
文
獻
資
料
の
う
え
で
、
ど
れ
く
ら
い
溯
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
詩
歌
の
表
現
の
な
か
に
入 

り
こ
ん
で
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
た
い
。
考
察
の
意
圖
は
、
發
想
の
淵
源
を
た
ど
り
、
古
詩
へ
と
至
る
多
岐
に
わ
た
る
道
筋
の
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う
ち
、
重
要
な
ひ
と
つ
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
先
秦
か
ら
前
漢
ま
で
の
文
獻
を
材
料
に
、
詩
歌
の
發
想
の
淵
源 

と
な
る
思
想
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
し
、
漢
代
詩
歌
の
考
察
へ
と
至
る
階
梯
と
し
た
い
。

今
者
不
樂 

逝
者
其
耋 

い
ま
こ
の
と
き
の
樂
し
み
を
、
向
後
の
老
い
や
死
に
か
け
て
述
べ
る
言
い
方
は
、
は

や

く

『詩
』

の
な
か 

に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
秦

風

「車
鄰
」
は
、
毛
詩
小
序
に
よ
れ
ば
、
秦
仲
が
國
を
始
め
た
と
き
、
車

馬

，
禮
樂
・
侍
御
の
好
し
き
を 

ひ
と
び
と
が
美
し
た
う
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
九
世
紀
の
こ
と
。
國
君
が
始
め
ら
れ
た
都
風
の
暮
ら
し
ぶ
り
。
り
っ
ぱ
な
車
に 

き
れ
い
な
馬
、
お
目
に
か
か
る
に
は
取
り
次
ぎ
の
も
の
。
阪
に
は
漆
の
木
、
澤
に
は
栗
の
木
。
お
目
通
り
が
か
な
う
と
、
そ
こ
に
は
音

樂
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
。

旣

見
君
子

並
坐
鼓
瑟 

今

者

不

樂

逝

者

其

耋

旣
に
君
子
を
見
れ
ば
、
並
び
坐
し
て
瑟
を
鼓
す
。 

今
に
し
て
樂
し
ま
ざ
れ
ば
、
逝
く
ゆ
く
其
れ
耋
い
ん
。

旣

見

君

子

並

坐

鼓

簧 

今
者
不
樂

逝
者
其
亡

旣
に
君
子
を
見
れ
ば
、
並
び
坐
し
て
簧
を
鼓
す
。

今
に
し
て
樂
し
ま
ざ
れ
ば
、
逝
く
ゆ
く
其
れ
亡
わ
れ
ん
。

い
ま
樂
し
ま
ず
に
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は
老
い
ぼ
れ
て
し
ま
う
、
死
ん
で
し
ま
う
ヽ
と
。

い
ま
こ
の
と
き
の
享
樂
を
言
う
か
に
見
え
る
。
た

だ
し
鄭
玄
は
、

い
ま
こ
の
君
の
朝
に
お
い
て
樂
し
ま
な
け
れ
ば
、
と
い
う
の
は
仕
え
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
「
逝
者
其
耋
」
は
、
こ

こ
を
去
っ
て
他
國
に
仕
え
る
な
ら
ば
い
た
ず
ら
に
老
い
ぼ
れ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
い
る
。
ま

た

「亡
は
喪
棄
な
り
」
と
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言
い
、
必
ず
し
も
死
を
意
味
し
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
狀
の
こ
の
時
間
の
充
實
、
な
い
し
は
尊
重
を
言
う
の
で
あ
り
、
「耋
」 

と

言

い

「亡
」
と
言
い
な
が
ら
そ
こ
に
悲
觀
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
感
じ
な
い
。

人
生
幾
何 

誰
能
無
偸 

ひ
と
の
生
が
短
い
と
い
う
認
識
と
、
安
逸
を
求
め
る
心
情
と
、
こ
の
ふ
た
つ
が
結
び
つ
い
た
發
言
は
、
や 

や
降
っ
て
春
秋
時
代
の
こ
と
を
記
し
た
文
獻
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
は
、
魯

の

叔

孫

豹(

穆
叔)

が
晉
の
趙
文
子
を
評
し
て 

「
偸
」

で
あ
る
と
し
た
の
に
、
魯
の
仲
孫
羯
が
應
え
た
こ
と
ば
。
「人
の
生
く
る
は
幾
何
ぞ
、
誰
か
能
く
偸
む
こ
と
無
か
ら
ん
や(

人 

生
幾
何
、
誰
能
無
偸)

」(

『左
傳
』
襄
公
三
十
一
年)

前
五
四
二
年
。
「
偸
」
と
は
、

一
時
し
の
ぎ
で
遠
い
慮
り
に
缺
け
る
こ
と
。
「
偸 

安
」
と
結
べ
ば
安
逸
を
む
さ
ぼ
る
意
に
な
る
。

つ
ま
り
現
況
に
安
ん
じ
る
刹
那
的
な
心
理
狀
態
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
叔
孫
豹
は
、
こ 

れ
が
君
主
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
態
度
で
あ
り
、
死
の
兆
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
ニ
は
、
晉
の
文
公
重
耳
が
は
じ
め
趙
に
出
奔
し 

て
公
女
を
娶
り
、
歸
國
を
促
さ
れ
た
と
き
に
返
し
た
こ
と
ば
。
「人
の
生
く
る
は
樂
に
安
ん
ず
、
孰
か
其
の
他
を
知
ら
ん
や(

人
生
安 

樂
、
孰
知
其
他)

」(

『史
記
』
晉
世
家)

前
六
四
〇
年
。
情
に
引
か
れ
て
大
義
を
捨
て
よ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
君
主
と
し 

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
態
度
で
あ
る
と
い
う
負
の
價
値
判
斷
を
と
も
な
い
、
と
く
に
前
者
の
文
面
に
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ 

る
が
、
ひ
と
の
生
が
短
く
し
ば
し
の
安
逸
を
求
め
が
ち
で
あ
る
と
い
う
心
情
は
、

一
般
に
は
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ 

と
が
、
翻
っ
て
こ
こ
か
ら
窺
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
れ
と
お
な
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
ち
か
い
も
の
と
し
て
、
ひ
と
の
生
に
お
い
て
富
貴
を
求
め
る
心
情
を
述
べ
た
こ
と 

ば
が
ま
ま
見
え
る
。
「
人
生
求
富
、
而
子
逃
之
、
何
也
」(

『國
語
』
楚
語
下)

「
人
生
世
上\

勢
位
富
貴
、
蓋
可
忽
乎
哉
」(

『戰
國
策
』
秦 

策
ー)
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人
生
一
世
間 

如
白
駒
過
隙 

ひ
と
の
生
の
短
さ
を
走
馬
に
喩
え
る
諺
の
よ
う
な
言
い
方
が'

時
代
を
降
り
秦
漢
期
に
行
わ
れ
て
い 

た
こ
と
が
、
『史
記
』

『漢
書
』
そ
の
他
の
文
獻
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
こ
れ
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
る
心
情
は
、
し
か
し
單
な
る
樂
し
み
の 

追
求
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
秦
の
、
二
世
皇
帝
の
發
言
。
「
そ
れ
人
の
生
き
て
世
間
に
居
る
や
、
譬
う
る 

に
猶
お
六
II
を
騁
せ
て
決
隙
を
過
ぐ
る
が
ご
と
き
な
り(

夫
人
生
居
世
間
也
、
譬
猶
騁
六
II
過
決
隙
也)

」(

『史
記
』
李
斯
傳)

こ
の
あ 

と
に
續
く
の
は
、
「吾
旣
已
臨
天
下
矣
、
欲
悉
耳
目
之
所
好
、
窮
心
志
之
所
樂
、
以
安
宗
廟
而
樂
萬
姓
、
長
有
天
下
、
終
吾
年
壽
、
其 

道
可
乎
」
わ
た
し
が
い
ま
天
下
に
臨
ん
だ
か
ら
に
は
、
耳
目
の
好
む
と
こ
ろ
を
つ
く
し
、
心
の
樂
し
む
と
こ
ろ
を
窮
め
、
宗
廟
を
安
ん 

じ
萬
姓
を
樂
し
ま
せ
、
と
こ
し
え
に
天
下
を
た
も
ち
、
壽
命
を
終
え
た
い
と
お
も
う
が
、
そ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ 

る
。
帝
位
に
登
り
、
叶
わ
な
い
望
み
は
な
い
、
そ
う
い
う
立
場
に
あ
っ
て
な
お
、
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
、
去
來
す
る
思
い
。
生
は
短 

い
、
こ
れ
を
ど
う
生
き
よ
う
か
。
快
樂
は
も
は
や
そ
れ
自
體
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
く
、
何
か
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
、
「
強
い 

て
為
す
」
快
樂
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

ま
た
、
辟
穀
す
る
張
良
に
、
呂
后
が
か
け
た
こ
と
ば
。
「
人
の
一
世
の
間
に
生
く
る
は
、
白
駒
の
隙
を
過
ぐ
る
如
し
。
何
ぞ
自
ら
苦 

し
み
て
此
の
如
き
に
至
る
や(

人
生
一
世
間
、
如
白
駒
過
隙
。
何
至
自
苦
如
此
乎)

」(

『史
記
』
留
侯
世
家
、
『漢
書
』
張
良
傳)

位
人
臣 

を
極
め
た
張
良
が
、
世
事
を
捨
て
長
生
を
得
よ
う
と
肉
體
を
苦
し
め
る
、
そ
れ
を
見
か
ね
た
末
の
發
言
で
あ
る
。
も
っ
と
安
樂
に
過
ご 

せ
ば
い
い
の
に
と
。
二
世
皇
帝
が
言
う
の
は
、
肉
體
の
欲
望
を
滿
足
さ
せ
精
神
的
な
安
寧
を
得
る
と
い
う
、
あ
り
き
た
り
の
樂
し
み
で 

あ
っ
た
。
呂
后
の
意
圖
も
こ
れ
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
張
良
本
人
に
お
い
て
は
長
生
と
い
う
至
高
の
悅
樂
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ 

け
で
、
傍
目
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
が
苦
痛
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
快
樂
に
せ
よ
苦
痛
に
せ
よ
、
欲
望
の
達
成
が
過
度
に 

求
め
ら
れ
る
際
に
、
こ
の
こ
と
ば
が
發
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
劉
邦
に
謀
反
し
た
魏
豹
の
こ
と
ば
は
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
「
人

の~

世
の
間
に
生
く
る
や
、
白
駒
の
隙
を
過
ぎ
る



25？ 死を想い生を歌う

如
き
の
み
。
今
漢
王
慢
り
て
人
を
侮
る
、
…
吾 

復
た
見
る
に
忍
び
ず(

人
生
一
世
間
、
如
白
駒
過
隙
耳
。
今
漢
王
慢
而
侮
人
、:
.

吾 

不
忍
復
見)

」2
史
記
』
魏
約
傳
、
『漢
書
』
魏
豹
傳)

傲
慢
な
劉
邦
に
は
二
度
と
會
い
た
く
な
い
。
た
と
え
窮
地
に
陷
っ
た
と
し
て
も
、
 

思
う
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
、
と
い
う
の
だ
。
淮
南
王
劉
長
の
最
期
の
こ
と
ば
も
、
走
馬
の
比
喩
は
と
も
な
わ
な
い
が
こ
れ
に
近 

い
。
「
人
の
一
世
の
間
に
生
く
る
は
、
安
ん
ぞ
能
く
邑
邑
と
し
て
此
の
如
か
ら
ん
や(

人
生
一
世
間
、
安
能
邑
邑
如
此)

」(

『史
記
』
淮 

南
衡
山
傳)

囚
わ
れ
の
身
で
氣
の
晴
れ
ぬ
生
を
送
る
よ
り
は
、
死
を
選
ぶ
と
い
う
。
身
を
苦
し
め
て
も
、
心
意
を
快
か
ら
し
め
る
の
を 

優
先
す
る
。
こ
の
生
の
充
實
、
そ
れ
が
重
要
だ
、
と
。

走
馬
の
比
喩
は
諸
子
の
書
に
も
見
え
る
。
「
人
生
天
地
之
間
、
若
白
駒
之
過
郤
、
忽
然
而
已
。
注
然
勃
然
、
莫
不
出
焉
、
油
然
滲
然
、
 

莫
不
入
焉
。
已
化
而
生
、
又
化
而
死
、
生
物
哀
之
、
人
類
悲
之
」(

『莊
子
』
知
北
遊)

「
天
與
地
無
窮
、
人
死
者
有
時
、
操
有
時
之
具
而 

託
於
無
窮
之
間
、
忽
然
無
異
骐
〇
之
馳
過
隙
也
」(

同
、
盜
跖)

「
人
之
生
乎
地
上
之
無
幾
何
也
、

譬
之
猶
驅
馳
而
過
隙
也
」(

『墨
子
』
 

兼
愛
下)

こ
れ
ら
の
部
分
は
秦
漢
の
際
の
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
史

書

に

は

『史
記
』
と
、

『漢
書
』

の

『史
記
』

に
重 

複
し
た
部
分
に
あ
ら
わ
れ
る
の
み
で
、
秦
か
ら
前
漢
中
頃
ま
で
の
一
時
期
に
行
わ
れ
た
言
い
方
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
 

そ
の
ほ
か
、
類
似
の
表
現
と
し
て
は
、
朝

露

の

比

喩

が

『漢
書
』
蘇
武
傳
に
見
え
る
。
「
人
の
生
く
る
は
朝
露
の
如
し
、
何
ぞ
久
し 

く
自
ら
苦
む
こ
と
此
の
如
き
や(

人
生
如
朝
露
、
何
久
自
苦
如
此)

」
こ
れ
は
走
馬
の
比
喩
よ
り
や
や
遲
れ
る
よ
う
だ
。
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
の
生
は
短
く
せ
め
て
樂
し
く
過
ご
す
べ
き
だ
、
と
い
う
言
い
方
を
め
ぐ
っ
て
、

『左
傳
』

に
書
か
れ
る
春 

秋

時

代

と

『史
記
』

に
記
さ
れ
る
秦
漢
期
で
は
、
比
喩
を
と
も
な
い
慣
用
句
化
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
求
め
ら
れ
る
樂
し
み 

に
質
の
變
化
を
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
違
い
の
由
っ
て
來
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
そ

れ

は

「憂
愁
」

の
存
在
で
あ
ろ
う
。
秦
漢
期
の
快
樂 

に
は
常
に
憂
愁
の
感
情
が
影
の
よ
う
に
纏
わ
れ
て
い
る
。

『莊
子
』
至

樂

篇

に

は

「
人
の
生
く
る
や
、
憂
と
俱
に
生
く 
(

人
之
生
也
、
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與
憂
俱
生)

」
と
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
觀
念
が
、
こ
の
時
期
——
春
秋
時
代
と
秦
漢
期
の
間
——

に
生
じ
た
ら
し
い
。
よ
り
正
確
に 

は
、
そ
れ
ら
が
書
き
留
め
ら
れ
た
戰
國
中
期
と
前
漢
中
葉
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
含
む
、
ふ
た
つ
の
時
期
の
間
に
。
 

ひ
と
び
と
の
心
に
こ
の
新
た
な
愁
い
を
生
ぜ
し
め
た
原
因
は
何
か
。

い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
あ
っ
さ
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ 

れ
は
ほ
か
で
も
な
く
「
死
」
に
對
す
る
認
識
の
變
化
、
な
い
し
は
深
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
單
純
で
な
い
と
し
て
も
、
少 

な
く
と
も
死
の
問
題
が
そ
こ
に
は
關
與
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
死
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
深
化
、
そ
れ
は 

「
生
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
深
化
で
も
あ
る
。
ひ
と
の
生
を
涯
っ
て
い
る
こ
の
「
死
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ひ
と
び
と
は
ど
の
よ
う 

に
考
え
て
い
た
か
。
ま
ず
は
こ
の
點
か
ら
、
諸
子
の
書
を
主
な
材
料
と
し
て
、
基
本
的
な
考
え
を
整
理
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

I

「
死
」
と
は
何
か
。
死
は
わ
れ
わ
れ
の
周
圍
に
は
な
は
だ
多
い
。
あ
り
ふ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
が
わ
た
し
に
死 

に
つ
い
て
の
觀
念
を
呼
び
起
こ
す
が
、
し
か
し
わ
た
し
の
死
は
他
者
の
死
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
だ
起
こ
っ
て 

は
お
ら
ず
、
し
か
し
將
來
、
必
ず
こ
の
身
に
起
こ
る
。
そ
れ
は
一
度
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
わ
た
し
は
も
う
い
な
い
。
し 

た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
そ
の
內
觀
は
は
な
は
だ
不
確
か
な
も
の
で
あ
り
、
深
淵
で
あ
る
と
比
喩
を
も
っ
て
言
う
ほ
か
は
な
く
、
 

知
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
體
驗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
經
驗
や
體
驗
で
す
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
死
が
問
題 

に
な
る
の
は
、
わ
た
し
自
身
に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
が
、
し
か
し
生
き
て
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
ま
だ
經
驗
し
た 

こ
と
が
な
く
、
そ
も
そ
も
不
可
知
で
あ
り
思
考
不
可
能
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
以
上
、
表
現
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、
死 

を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
言
說
は
想
像
の
產
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
が
い
つ
か
豫
見
す
る
こ
と
も
、
し
た
が
っ
て
準
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備
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
突
然
訪
れ
、
逃
れ
る
す
べ
は
な
い
。
こ
う
し
た
狀
況
の
も
と
で
、
ひ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
問
題
に
對 

處
し
う
る
か
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
の
見
方
は
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
古
代
の
中
國
人
は
ど
う
で
あ 

っ
た
か
。(

ヴ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
『死
と
は
な
に
か
』
靑
弓
社
1995)

百

歲

之

後

歸

于

其

居

死
を
め
ぐ
る
思
考
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
斷
絕
を
い
か
に
越
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
な
さ
れ 

て
い
る
か
に
み
え
る
。
ひ
と
は
死
ん
で
烏
有
に
歸
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
何
ら
か
の
か
た
ち
で
存
續
し
う
る' 

と
い
う
考 

え
方
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
地
中
に
お
け
る
存
續
。

『詩
』

に
は
、
死
後
の
自
身
に
思
い
を
致
す
う
た
が
あ
る
。
唐

風

「
葛
生
」
、
毛
傳 

に
は
、
晉

の

獻

公(

耽
676
——
651
在
位)

が
戰
爭
好
き
で
戰
死
者
を
多
く
出
し
た
の
を
そ
し
っ
た
、
と
あ
る
。
葛
は
生
い
楚
を
お
お
い
、
 

藪
が
野
邊
に
は
う
。
よ
い
ひ
と
は
こ
こ
に
い
な
い
、
誰
と
と
も
に
憩
お
う
か
。

夏

之

日

冬

之

夜 

百
歲
之

後

歸

于

其

居 

冬

之

夜

夏

之

日 

百
歲

之

後

歸

于

其

室

夏
の
日
、
冬
の
夜
。
 

百
歲
の
後
、
そ
の
居
に
歸
ら
ん 

冬
の
夜' 

夏
の
日
。

百
歲
の
後
、
そ
の
室
に
歸
ら
ん

す
な
わ
ち
夫
に
死
に
別
れ
た
妻
が
、
百
年
の
後
に
は
わ
た
し
も
死
ん
で
一
緖
に
い
ら
れ
る
、
と
う
た
う
。
「
居
」
「室
」
は
鄭
箋
に
、
そ 

れ

ぞ

れ

「墳
墓
」
「冢
擴
」
と
あ
り
、
は
か
の
意
と
と
る
。
「偕
老
」
「
同
穴
」
は

『詩
』

の
愛
情
の
う
た
の
な
か
で
し
ば
し
ば
言
わ
れ 

る
と
こ
ろ
だ
が
、
例

え

ば

「穀
則
異
室
、
死
則
同
穴
」(

王

風

「大
車
」)

が
生
き
て
か
な
わ
ぬ
思
い
を
死
後
に
遂
げ
よ
う
と
言
う
の
に 

對
し
て
、
こ
れ
は
死
ん
だ
「
あ
な
た
」
に
宛
て
て
、
ふ
た
り
の
行
く
末
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。
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死
且
不
朽 

地
中
に
お
け
る
存
續
は
、
埋
葬
の
問
題
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
は
子
孫
の
祭
り
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ 

に
つ
い
て
は
、
「
死
且
不
朽
」
と
い
う
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
『左
傳
』
そ
の
他
の
記
述
が
考
察
材
料
と
な
る
。
僖

公

三

十

三

年№

627)
、
 

晉
と
の
戰
爭
で
捕
虜
に
な
っ
た
秦
の
將
軍
孟
明
視
が
、

い
っ
た
ん
釋
放
さ
れ' 

黃
河
の
渡
し
場
で
逃
れ
る
際
の
發
言
。
「
君
の
惠
も
て
、
 

累
臣
を
以
て
鼓
に
釁
ら
ず
、
歸
し
て
秦
に
お
い
て
戮
に
就
か
し
め
ば
、
寡
君
の
以
て
戮
と
為
す
も
、
死
し
て
且
つ
朽
ち
ず
。(

君
之
惠
、
 

不
以
累
臣
釁
鼓
、
使
歸
就
戮
于
秦
、
寡
君
之
以
爲
戮
、
死
且
不
朽)

」
他
國
で
處
刑
さ
れ
ず
、
自
國
に
還
送
さ
れ
た
な
ら
、
わ
が
君
に 

死
を
賜
い
、
宗
廟
に
祭
ら
れ
て
永
遠
に
朽
ち
な
い
の
だ
と
い
う
。
同
樣
の
例
は
、
成

公

三

年(
60
588)

「
以
君
之
靈
、
累
臣
得
歸
骨
於 

晉
、
寡
君
之
以
爲
戮
、
死
且
不
朽
」
、
成

公

十

六

年(
60
575)

「君
賜
臣
死
、
死
且
不
朽
」
、
昭
公

三
十
一
年(
60
512)

「若
以
先
臣
之
故
、
 

不
絕
季
氏
、
而
賜
之
死
、
死
且
不
朽
。
若
弗
殺
弗
亡
、
君

之

惠

也(

據
姚
鼐
「左
傳
補
注
」
改)

」
ほ
か
、

『國
語
』
楚

語

上

「若
得
歸
骨 

於
楚
、
死
且
不
朽
」
、

『管
子
』
小

匡

「應
公
之
賜
、
殺
之
黃
泉
、
死
且
不
朽
」

に
も
見
え
、
「
死
且
不
朽
」
が
決
ま
っ
た
言
い
方
で
あ 

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
貝
塚
茂
樹
博
士
は
、
春
秋
時
代
の
ひ
と
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
の
は
死
そ
の
も
の
で
な
く
、
五
體 

そ
ろ
っ
て
葬
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
頭
部
が
胴
體
と
離
れ
て
い
る
と
子
孫
の
祭
り
を
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。 

(

「不
朽
——
中
國
古
代
人
の
死
後
生
命
觀
の
變
遷
—
」
『古
代
中
國
の
精
神
』
筑
摩
書
房
1967
、
『貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第6
卷
中
央
公
論
社
1977)

と
す 

れ

ば

「
死
且
不
朽
」
も
、
も
と
も
と
は
埋
葬
後
の
す
が
た
を
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
て
の
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
は
、
當
時
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
も
明
白
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
お

な

じ

く

『左
傳
』 

襄

公

二

十

四

年

60
549)
、
及

び

『國
語
』(

晉
語
ハ)

の
記
述
に
、
そ
の
解
釋
を
め
ぐ
る
晉
の
士
旬
と
魯
の
叔
孫
豹(

穆
叔)

の
議
論
が 

あ
る
。
士
旬
が
問
う
、
古

人

に

「
死
而
不
朽
」

の
言
が
あ
る
が
、
何
の
謂
か
、
と
。
叔
孫
豹
が
ま
だ
答
え
ぬ
う
ち
に
、
士
旬
が
自
分
の 

家
柄
を
自
慢
し
て
、
祖
先
は
虞
の
と
き
陶
唐
氏
、
夏
の
と
き
御
龍
氏
、
商
の
と
き
豕
韋
氏
、
周
の
と
き
唐
杜
氏
、
晉
が
盟
主
に
な
り
范 

氏
と
な
っ
た
、
こ
の
謂
だ
ろ
う
、
と
。
こ
れ
に
對
し
叔
孫
豹
は
、
魯
に
む
か
し
臧
文
仲
と
い
う
ひ
と
が
お
り
、
そ
の
言
は
世
に
行
わ
れ
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て
い
る
。
立
德
、
立
功
、
立
言
、
こ
れ
ら
は
廢
れ
る
こ
と
は
な
い
、
こ

れ

こ

そ

「
不
朽
」
と
言
う
べ
き
だ
、
と
。
士
旬
の
言
う
、
家
系 

が
絕
え
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
は
子
孫
に
よ
っ
て
宗
廟
の
祭
り
の
な
か
で
わ
た
し
自
身
が
常
に
そ
こ
に
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
一
般
的
な 

「
不
朽
」

の
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
廟
の
祭
り
に
よ
る
存
續
と
い
う
、
こ
れ
自
體
、
當
時
の
ひ
と
び
と
に
よ
つ
て
考
え
出 

さ
れ
た
、
素
朴
な
段
階
か
ら
は
一
步
進
ん
だ
制
度
的
な
存
續
の
仕
方
で
は
あ
る
。
し
か
し
叔
孫
豹
の
言
う
、
德
や
功
や
言
、

つ
ま
り
道 

德
的
な
價
値
こ
そ
が
不
朽
だ
と
い
う
の
は
、
理
念
的
な
も
の
を
も
っ
て
死
を
超
え
る
と
い
う
、
理
知
的
な
立
場
と
言
え
、
さ
ら
に
一
線 

を
畫
す
る
も
の
で
あ
る
。
春
秋
時
代
に
す
で
に
こ
う
し
た
考
え
が
生
じ
て
い
た
ら
し
い
。

魂
魄
去
之 

何

以

能

久

一

方

で

、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
視
點
か
ら
の
存
續
を
考
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
ニ
は
、
魂
の 

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ひ
と
び
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
比
較
的
早
い
資
料
は
、
や
は 

り

『左
傳
』

で
あ
る
。
昭
公
二
十
五
年(
80
517)
、
宋
の
樂
祁
の
こ
と
ば
。
「心
の
精
爽
、
是
れ
魂
魄
と
謂
う
。
魂
魄
こ
れ
を
去
れ
ば
、
 

何
を
以
て
能
く
久
し
か
ら
ん
や
。(

心
之
精
爽
、
是
謂
魂
魄
。
魂
魄
去
之
、
何
以
能
久)

」
心
の
も
っ
と
も
精
妙
な
る
部
分
を
魂
魄
と
い 

い
、
こ
れ
が
肉
體
を
離
れ
る
と
死
に
至
る
、
と
い
う
。
ま
た
昭
公
七
年(
60
535)
、
鄭

の
公
孫
僑(

子
產)

の
こ
と
ば
は
、
そ
の
生
成
過 

程
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
說
明
し
て
い
る
。
「
人
生
ま
れ
て
始
め
て
化
す
る
は
魄
と
日
う
。
旣
に
魄
を
生
じ
、
陽
な
る
は
魂
と
日
う
。
 

物
を
用
う
る
こ
と
精
に
し
て
多
な
れ
ば
、
則
わ
ち
魂
魄
強
し
。
是
を
以
て
精
爽
の
神
明
に
至
る
有
り
。(

人
生
始
化
日
魄
。
旣
生
魄' 

陽
日
魂
。
用
物
精
多
、
則
魂
魄
強
。
是
以
有
精
爽
至
於
神
明)

」
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
魂
魄
と
は
ひ
と
が
生
ま
れ
る
際
に
形
成
さ
れ
る
も 

の
で
あ
り
、
後
天
的
な
條
件
に
よ
っ
て
強
さ
や
質
が
變
わ
り
う
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
強
死
し
た
魂
は
ひ
と
に
取
り
憑
い
て
た
た
り
を 

な
す
、
と
も
續
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ

が

「
鬼
」

で
あ
る
。
魂
魄
を
め
ぐ
る
記
述
は
他
の
先
秦
文
獻
に
も
多
く
、
「魂
氣
歸
于
天
、
形 

魄
歸
于
地
」(

『禮
記
』
郊
特
牲)

な
ど
解
釋
に
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ひ
と
を
構
成
す
る
何
か
精
妙
な
成
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分
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
が
死
後
も
存
續
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

一
の
地
中
に
お
け
る
存
續
、
及
び
先
祖
の
祭
り
に
お 

け
る
存
續
に
、
こ
の
魂
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
發
生
過
程
の
先
後
も
含
め
て
氣
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か 

し
い
ま
こ
の
こ
と
に
は
踏
み
こ
ま
な
い
で
お
く
。

未
知
生 

焉
知
死 

さ
て
、
春
秋
末
の
孔
子
は
「
死
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
。
死
の
斷
絕
を
越
え
よ
う
と
す
る
こ 

れ
ま
で
の
思
考
と
は
、
や
や
異
な
っ
た
も
の
が
『論
語
』

に
は
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
顏
淵
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
彼
は
慟
哭
し
て
い
る
。
 

「
子
日
わ
く
、
噫
、
天 

予
を

喪
せ

り

、
天 

予
を

喪

せ

り(

子
日
、
噫
、
天
喪
予
、
天
喪
予)

」(

先
進)

「從
者
日
わ
く
、
子
慟
せ 

り
(

從
者
日
、
子
慟
矣)

」(

同)

そ
れ
は
身
も
世
も
な
い
嘆
き
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
も
生
死
は
一
大
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
季
路
の
、
 

死
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
對
す
る
答
え
。
「未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん(

未
知
生
、
焉
知
死)

」(

先
進)

鬼
神
に 

事
え
る
こ
と
を
問
わ
れ
、
人
に
事
え
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
答
え
る
の
に
引
き
續
き
、
こ
こ
で
も
ま
ず
「生
」
に
つ
い
て
考
え
る 

の
が
先
だ
ろ
う
、
そ
れ
さ
え
わ
か
ら
な
い
の
に
ま
し
て
や
、
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
あ
っ

さ

り
と

「
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
為
す
」 

べ
き
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
點
は
割
り
引
く
と
し
て
、
こ
の
言
は
、
死
が
不
可
知
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
銘
記
さ 

れ
る
。
こ
れ
は
、
「
死
生
に
命
有
り
、
富
貴
は

天

に

在
り(

死
生
有
命
、
富
貴
在
天)

」(

顏
淵)

す
な
わ
ち
、
死
生
を
わ
れ
わ
れ
に
は 

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
と
し
て
、

い

わ

ば

「
つ
き
は
な
す
」
態
度
に
呼
應
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
子
夏
の
言
の
な
か
に
、
古
諺
の
よ
う 

に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
源
を
た
ど
れ
ば
、

『詩
』

の

「
天
生
烝
民
、
其
命
匪
誕
」(

大

雅

「蕩
」)

、
「
天
生
烝
民
、
有
物 

有
則
」(

同

「烝
民
」)

に
溯
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
は
天
か
ら
生
じ
た
の
だ
か
ら' 

そ
の
命
を
う
け
て
い
る
、
そ
の
則
を
う
け
て
い
る
、
と 

い
う
考
え
で
あ
る
。
孔
子
が
死
を
不
可
知
で
あ
る
と
し
、
子
夏
が
命
で
あ
る
と
つ
き
は
な
す
の
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
汲
み
、
叔
孫
豹 

の
理
性
的
な
行
き
方
と
も
呼
應
し
な
が
ら
、
死
の
斷
絕
の
省
察
か
ら
出
た
思
考
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
孟
子
は
じ
め
儒
家
の
認
識
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は
基
本
的
に
こ
れ
以
上
に
出
な
い
。
ま
た
死
生
を

「命
」
で
あ
る
と
す
る
態
度
は
、
儒
家
に
か
ぎ
ら
ず
ひ
ろ
く
受
け
繼
が
れ
て
ゆ
く
こ 

と
に
な
る
。

死
而
不
亡
者
壽 

そ
れ
で
は
、
道

家

は

「
死
」
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
對
處
し
よ
う
と
す
る
の
か
。 

死
を
命
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
斷
絕
を
前
に
し
て
の
身
の
處
し
方
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
孔
子
に
や
や
後
れ
る
老
子
は
、
ま
た
別
の
視 

點
か
ら
の
克
服
を
考
え
る
。

い
わ
ば
原
理
や
法
則
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
死

し

て

亡

び

ざ

る

者

は

壽

し(

死 

而
不
亡
者
壽)

」(

『老
子
』
第
三
三
章)

死
ん
で
亡
び
な
い
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
長
壽
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
わ
か
り
に
く
い
表
現
だ
が
、
 

金
谷
治
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
老
子
特
有
の
逆
說
で
、
「
た
と
え
人
と
し
て
の
生
を
終
わ
っ
て
死
に
入
っ
て
も
、
滅
び
る
こ
と
の
な 

い
永
遠
の
道
と
一
體
に
な
っ
て
い
る
人
こ
そ
は
、
ま
こ
と
の
長
壽
者
で
あ
る
」
意
だ
と
い
う
。(

「死
し
て
亡
び
ざ
る
者
は
壽
——

『老
子
』 

の
死
生
觀
—
」
『死
と
運
命
』
法
藏
館
1986)

つ
ま
り
死
生
と
い
う
現
象
の
根
元
に
絕
對
不
變
の
「
道
」
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
あ
る 

こ
と
が
理
想
の
狀
態
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
こ
か
ら
と
も
な
く
生
ま
れ
出
て
、
ま
た
復
歸
し
て
ゆ
く
。 

「
生

に

出
で

死

に
入

る(

出
生
入
死)

」(

第
五
〇
章)

そ
れ
は
、
「大
き
な
全
體
世
界
の
な
か
で
永
遠
の
新
し
い
生
命
を
得
て
蘇
る
」 

(

金
谷
治
、
同
上)

こ
と
で
あ
る
。
こ
、つ
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

方
生
方
死
方
死
方
生
老
子
は
し
か
し
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
少
な
い
。
こ
れ
を
中
心
的
な
問
題
に
据
え
獨
自
の
思
想
を
展
開 

す
る
の
が
前
四
世
紀
後
半
、
戰
國
時
代
の
莊
子
で
あ
る
。
死
生
を
め
ぐ
る
言
說
は
『莊
子
』

に
夥
し
く
あ
ら
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
主 

張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
死
生
に
と
ら
わ
れ
な
い
態
度
で
あ
る
。
「

た
び
其
の
成
形
を
受
く
れ
ば
、

亡
わ
ず
し
て
以
て
盡
く
る
を
待
た 

ん
(

一
受
其
成
形
、
不
亡
以
待
盡)

」(

齊
物
論)

ひ
と
と
し
て
形
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
命
が
盡
き
る
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の
を
待
と
う
。(

田
子
方
篇
に
は
「吾
一
受
其
成
形
、
而
不
化
以
待
盡
」
と
あ
る
〇)

「
予
惡
ん
ぞ
生
を
說
ぶ
こ
と
の
惑
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん 

や
。
予
惡
ん
ぞ
死
を
惡
む
こ
と
の
弱
喪
し
て
歸
る
を
知
ら
ざ
る
者
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や(

予
惡
乎
知
說
生
之
非
惑
邪
。
予
惡
乎
知
惡 

死
之
非
弱
喪
而
不
知
歸
者
邪)

」(

齊
物
論)

生
を
喜
ぶ
の
は
惑
い
で
は
な
い
か
、
死
を
嫌
惡
す
る
の
は
若
く
し
て
旅
に
出
て
歸
る
こ
と 

を
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
「古
の
眞
人
は
、
生
を
說
ぶ
を
知
ら
ず
、
死
を
惡
む
を
知
ら
ず
。
其
の
出
づ
る
に
訴
ば
ず
、
 

其
の
入
る
に
距
ま
ず
。
脩
然
と
し
て
往
き
、
傷
然
と
し
て
來
る
の
み
。(

古
之
眞
人
、
不
知
說
生
、
不
知
惡
死
。
其
出
不
訴
、
其
入
不 

距
。
脩
然
而
往
、
傷
然
而
來
而
已
矣)

」(

大
宗
師)

生
を
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
も
死
を
厭
う
こ
と
も
な
い
、
た
だ
悠
然
と
去
り
悠
然
と
來
る 

の
み
。
生
死
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
。
等
々
。
し
か
し
仔
細
に
見
る
な
ら
ば' 

そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
立
場
が
並
存
し
て
い
る
こ
と 

が
わ
か
る
。
金
谷
博
士
は
こ
れ
を
整
理
し
て' 

そ
の
一
、
死
を
命
と
み
な
す
も
の
、
そ
の
二
、
死
を
自
然
の
法
則
と
み
な
す
も
の
、
こ 

れ
ら
の
ほ
か
に
、
そ
の
三
、
死
と
生
に
差
が
な
い
と
す
る
立
場
が
あ
る
、
と
す
る
。
前
二
者
が
、
死
と
生
の
變
化
を
認
め
る
の
に
對
し 

て
、
こ
の
第
三
の
立
場
は
、
變
化
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
。
「方
に
生
ず
れ
ば
方
に
死
し
、
方
に
死
す
れ
ば
方
に
生
ず(

方
生
方
死
、
 

方
死
方
生)

」(

齊
物
論)

死
生
を
齊
ー
で
あ
る
と
す
る
思
想
に
よ
っ
て
問
題
の
克
服
を
は
か
る
。
こ
れ
こ
そ
が
高
い
精
神
性
に
よ
っ
て 

死
を
超
え
る
、
原

「莊
子
」

に
ち
か
い
考
え
方
で
あ
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。(

「死
生
は
命
な
り
——

『莊
子
』
の
死
生
觀
——
」
『死
と
運 

命
」)と

も
あ
れ
、

『莊
子
』

に
お
け
る
死
生
觀
は
、
そ
の
二
の
、
死
を
自
然
の
法
則
と
み
な
す
立
場
に
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。 

「知
天
樂
者
、
其
生
也
天
行
、
其
死
也
物
化
」(

天
道)

「
聖
人
之
生
也
天
行
、
其
死
也
物
化
」(

刻
意)

「
孟
孫
氏
不
知
所
以
生
、
不
知 

所
以
死
。
不
知
孰
先
、
不
知
孰
後
。
若
化
爲
物
、
以
待
其
所
不
知
之
化
已
乎
」(

大
宗
師)

そ

れ

は

「物
化
」
す
な
わ
ち
自
然
の
變
化
で 

あ
り
、
理
で
あ
る
。
生
死
の
所
以
を
知
ら
ず
變
化
に
任
せ
る
、
そ
れ
が
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
變
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
比
喩
を
も
っ
て
言
う
ほ
か
は
な
い
。
「
生
者
、
假
借
也
。
假
之
而
生
生
者
、
塵
垢
也
。
死
生
爲
晝
夜
。
且
吾
與
子
觀
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化
而
化
及
我
、
我
又
何
惡
焉
」(

至
樂)

生
は
借
り
も
の
、
塵
や
垢
と
お
な
じ
で
あ
る
。
死
生
の
變
化
は
晝
夜
の
交
替
に
た
と
え
ら
れ 

る
。
だ
か
ら
嫌
惡
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
「察
其
始
而
本
無
生
、
非
徒
無
生
也
而
本
無
形
、
非
徒
無
形
也
而
本
無
氣
。
雜
乎
芒
药
之 

間
、
變
而
有
氣
、
氣
變
而
有
形
、
形
變
而
有
生
、
今
又
變
而
之
死
、
是
相
與
為
春
秋
冬
夏
四
時
行
也
」(

至
樂)

何

も

な

い

「
芒
卄
勿
の 

間
」
か
ら
氣
が
生
じ
生
と
な
り
、
ま
た
死
と
變
わ
る
。
そ
れ
は
四
季
の
め
ぐ
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
生
成
の
過
程
が
「氣
」

の
槪 

念
に
よ
っ
て
說
明
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
死
生
を
往
復
と
す
る
考
え
も
、
「
予
惡
乎
知
惡
死
之
非
弱
喪
而
不
知
歸
者
邪
」(

齊
物
論)

に
旅 

の
比
喩
と
と
も
に
見
え
て
い
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
こ
こ
で
は
四
季
の
循
環
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
お
り
、
と
す
れ
ば
再
び
生
に
復
歸
す 

る
こ
と
が
理
屈
と
し
て
は
あ
り
得
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「氣
」
を

用

い

て

も

「人
之 

生
、
氣
之
聚
也
。
聚
則
為
生
、
散
則
爲
死
」(

知
北
遊)

の
よ
う
に
集
散
で
說
明
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た

そ
れ

は

「其
生
若
浮
、
其 

死
若
休
」(

刻
意)

「夫
大
塊
載
我
以
形
、
勞
我
以
生
、
佚
我
以
老' 

息
我
以
死
。:
.

善
夭
善
老
、
善
始
善
終
」(

大
宗
師)

な
ど
と
休
息 

に
、
あ

る

い

は

「偃
然
寢
於
巨
室
」(

至
樂)

と
眠
り
に
た
と
え
ら
れ
る
。
は

て

は

「
雖
南
面
王
樂
、
不
能
過
也
」(

至
樂)

樂
し
い
こ 

と
だ
と
さ
え
言
わ
れ
る
。
死
生
を
め
ぐ
る
比
喩
は
多
彩
で
あ
り
、
莊
周
後
學
の
徒
が
こ
の
問
題
に
專
心
し
て
き
た
跡
が
窺
え
る
。 

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
死
を
め
ぐ
る
思
索
が
こ
こ
に
至
っ
て
に
わ
か
に
盛
ん
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
直
接
の
答
え
と
な
る 

わ
け
で
は
な
い
が
、
莊
子
が
臨
終
に
あ
た
り
、
天
地
を
棺
槨
と
し
日
月
星
辰
を
飾
り
に
、
萬
物
を
副
葬
品
に
し
よ
う
と
述
べ
た
、
と
い 

う
列
御
寇
篇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
示
唆
に
富
む
。
こ
れ
は
莊
周
本
人
で
は
な
く'

そ
の
後
學
か
ら
出
た
話
に
は
違
い
な
い
だ
ろ
う
が' 

い 

ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
は
死
の
問
題
が
、
厚
葬
や
宗
廟
の
祭
り
と
い
う
社
會
的
な
場
か
ら
、
個
人
の
う
え
へ
と
移
さ
れ
て
い
る
、
と
讀 

む
こ
と
が
で
き
る
。
氏
族
の
續
く
か
ぎ
り
子
孫
の
祭
り
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
保
た
れ
る
と
い
う
幻
想
は
、
そ
れ
を
信
奉
す
る
共
同
體
に 

お
い
て
な
お
有
效
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
崩
壞
し
た
い
ま
、
死
は
わ
た
し
個
人
の
う
え
に
か
か
っ
て
く
る
。
こ

こ

に

「
不
安
」
が
生
じ 

る
。
死
と
は
何
か
、
そ
の
原
理
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
死
を
め
ぐ
る
思
索
の
深
化
は
、
こ
う
し
て
增
大
す
る
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不
安
の
歸
結
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
す
る
の
は
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
と
ら
わ
れ
ま
い 

と
し
て
な
さ
れ
た
思
索
は
不
安
を
う
ち
消
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
死
の
哲
學
は

「氣
休
め
」
に
過
ぎ
な
い
。 

は
じ
め
に
見
た
快
樂
を
め
ぐ
る
發
言
、
そ
の
背
後
に
あ
る
不
安
の
增
大
は
、
こ

の

『莊
子
』

に
お
け
る
思
索
の
深
ま
り
と
い
う
ー
點 

だ
け
を
と
っ
て
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
一
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
む
ろ
ん
充
分
な
答
え
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
よ
り
ひ 

ろ
い
思
想
史
、
あ
る
い
は
社
會
思
想
史
の
文
脈
で
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

い
ま
そ
の
準
備
は
な
い
。
 

言
死
人
爲
歸
人 

則
生
人
爲
行
人 

死
に
つ
い
て
の
考
え
の
展
開
を
見
る
う
え
で
、

『列
子
』
は
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
死
に
つ
い 

て
語
る
こ
と
の
多
い
こ
の
書
物
は
、
し
か
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
え
を
こ
こ
に
探
る
よ
り
も
、
他
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら 

く
は
前
漢
當
時
の
ひ
と
び
と
の
、

『莊
子
』

の
よ
う
に
特
別
な
も
の
で
な
く
、
も
う
す
こ
し
一
般
的
な
考
え
に
ち
か
い
も
の
を
浮
か
び 

あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
死
生
の
原
理
に
つ
い
て
「
人
久
入
於
機
。
萬
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
」 

(

天
瑞)

と
は
、

『莊
子
』
至

樂

篇

「人
又
反
入
於
機
。
萬
物
皆
出
於
機
、
皆
入
於
機
」

に
お
な
じ
。
肉
體
と
精
神
の
關
係
に
つ
い
て 

「精
神
者
、
天
之
分
。
骨
骸
者
、
地
之
分
。
屬
天
淸
而
散
、
屬
地
濁
而
聚
。
精
神
離
形
各
歸
其
眞
、
故
謂
之
鬼
。
鬼
、
歸
也
。
歸
其
眞 

宅
」(

天
瑞)

と
は
、
楊

王

孫

の

言

「
且
吾
聞
之
、
精
神
者
天
之
有
也
、
形
骸
者
地
之
有
也
。
精
神
離
形
、
各
歸
其
眞
、
故
謂
之
鬼
、
 

鬼
之
爲
言
歸
也
」(

『漢
書
』
楊
王
孫
傳)

に
ほ
ぼ
お
な
じ
、
と
い
う
よ
う
に
。
こ

れ

ら

は

『列
子
』
が
他
の
資
料
か
ら
抄
っ
た
と
考
え
た 

方
が
よ
い
か
。
柿

村

重

松

『列
子
疏
證
』(

茗
溪
會1

)

は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
詳
細
に
調
べ
て
い
る
。

旅
と
の
類
似
性
を
め
ぐ
る
記
述
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
「古
は
死
人
を
謂
い
て
歸
人
と
為
す
。
そ
れ
死
人
を
言
い
て
歸
人
と
爲
さ 

ば
、
則
わ
ち
生
人
は
行
人
た
り
。
行
き
て
歸
る
を
知
ら
ざ
る
は
、
家
を
失
う
者
な
り
。(

古
者
謂
死
人
爲
歸
人
。
夫
言
死
人
爲
歸
人
、
 

則
生
人
爲
行
人
矣
。
行
而
不
知
歸
、
失
家
者
也)

」(

天
瑞)

死
と
は
歸
る
こ
と
で
あ
る
、
な
ら
ば
生
き
る
こ
と
は
旅
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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故
鄕
を
離
れ
て
歸
ら
な
い
の
は
狂
蕩
の
人
と
い
う
べ
き
だ
。
趣

旨

は

『莊
子
』
齊

物

論

篇

「
予
惡
乎
知
惡
死
之
非
弱
喪
而
不
知
歸
者 

邪
」
に
お
な
じ
、
こ
と
ば
を
費
や
し
て
こ
れ
を
平
易
に
述
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
古

詩

に

は

「
人
生
天
地
間
、
忽
如
遠
行
客
」 

(

「古
詩
十
九
首
」
苴
〈三)

な
ど
、
ひ
と
の
生
を
旅
に
喩
え
る
發
想
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
の
關
連
が
注
意
さ
れ
る
。(

李
善
は
『列
子
』 

の
こ
の
部
分
を
引
い
て
注
釋
し
て
い
る
。)

な

お

「古
者
謂
死
人
爲
歸
人
」
は
、

『爾
雅
』
釋

訓

「鬼
之
爲
言
歸
也
」

の

郭

璞
注

に
は

『
尸 

子
』

の
言
と
し
て
引
か
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
『列
子
』

の
成
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
魏
晉
間
の
僞
書
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
理
由
の
な
い
こ
と
で 

は
な
い
。
し
か
し
そ
の-

方
で
、
劉
向
の
序
が
遺
っ
て
お
り
、
晉
の
永
嘉
の
亂
で
い
っ
た
ん
散
逸
し
た
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
基
本
的 

に
劉
向
以
來
の
テ
キ
ス
ト
が
傳
わ
っ
て
い
る
、
と
す
る
見
方
も
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
前
漢
の
思
想
狀
況
を
反
映 

し
て
い
る
と
い
、っ
こ
と
に
な
ろ
、つ
。(

小
林
勝
人
『列
子
の
硏
究
』
明
治
書
院
1981) 

且
趣
當
生

奚
遑
死
後 

そ

の

『列
子
』

の
な
か
で
楊
朱
篇
は
獨
立
し
た
思
想
內
容
を
持
っ
て
い
る
。
「
百
年
壽
之
大
齊
。
得
百
年 

者
、
千
無
一
焉
。
設
有
一
者
、
孩
抱
以
逮
昏
老
、
幾
居
其
半
矣
。
夜
眠
之
所
弭
、
晝
覺
所
遺
、
又
幾
居
其
半
矣
。
痛
疾
哀
苦
、
亡
失
憂 

懼
、
又
幾
居
其
半
矣
。
量
十
數
年
之
中
、
迪
然
而
自
得
、
亡
介
焉
之
慮
者
、
亦

亡

時
之
中
爾
。
則
人
之
生
也
、
奚
爲
哉
、
奚
樂
哉
。 

為
美
厚
爾
、
爲
聲
色
爾
」
人
生
は
長
く
て
百
年
、
老
い
や
眠
り
や
憂
い
で
そ
れ
ぞ
れ
半
減
し
、

い
さ
さ
か
の
慮
り
も
な
い
時
間
は
ど
れ 

ほ
ど
も
な
い
。
何
を
樂
し
み
と
し
て
人
生
を
過
ご
す
の
か
。
美
厚
、
聲
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
快
樂
の
思
想
を
支
え
る
の
が
獨
特
の
死 

生
觀
で
あ
る
。
「萬
物
の
異
な
る
所
は
生
な
り
、
同
じ
く
す
る
所
は
死
な
り
。
生
き
て
は
則
わ
ち
賢
愚
貴
賤
あ
り
、
是
れ
異
な
る
所
な 

り
、
死
し
て
は
則
わ
ち
臭
腐
消
滅
あ
り
、
是
れ
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
然
り
と
雖
も
賢
愚
貴
賤
は
能
く
す
る
所
に
は
非
ざ
る
な
り
、
臭 

腐
消
滅
も
亦
た
能
く
す
る
所
に
は
非
ざ
る
な
り
。:
.

萬
物
は
生
を
齊
し
く
し
死
を
齊
し
く
し
、
賢
を
齊
し
く
し
愚
を
齊
し
く
し
、
貴
を
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齊
し
く
し
賤
を
齊
し
く
す
。
十
年
も
亦
た
死
し
、
百
年
も
亦
た
死
し
、
仁
聖
も
亦
た
死
し
、
凶
愚
も
亦
た
死
す
。
生
き
て
は
則
わ
ち
堯 

舜
な
る
も
、
死
す
れ
ば
則
わ
ち
腐
骨
、
生
き
て
は
則
わ
ち
桀
紂
な
る
も
、
死
す
れ
ば
則
わ
ち
腐
骨
。
腐
骨
は
ー
な
り
、
孰
か
そ
の
異
な 

る
を
知
ら
ん
。

且
く
當
生
に
趣
か
ん
、
奚
ぞ
死
後
に
遑
あ
ら
ん
や
。(

萬
物
所
異
者
生
也
、
所
同
者
死
也
。
生
則
有
賢
愚
貴
賤
、
是 

所
異
也
、
死
則
有
臭
腐
消
滅
、
是
所
同
也
。
雖
然
賢
愚
貴
賤
非
所
能
也
、
臭
腐
消
滅
亦
非
所
能
也
。:
.

萬
物
齊
生
齊
死
、
齊
賢
齊
愚
、
 

齊
貴
齊
賤
。
十
年
亦
死
、
百
年
亦
死
、
仁
聖
亦
死
、
凶
愚
亦
死
。
生
則
堯
舜
、
死
則
腐
骨
、
生
則
桀
紂
、
死
則
腐
骨
。
腐
骨
一
矣
、
孰 

知
其
異
。
且
趣
當
生
、
奚
遑
死
後)

」
萬
物
は
生
き
て
い
る
間
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
し
ま
え
ば
み
な
臭
氣 

を
放
ち
、
腐
敗
し
、
や
が
て
消
滅
す
る
。
こ
の
臭
腐
、
消
滅
と
い
う-

點
に
お
い
て
、
賢
愚
貴
賤
の
區
別
な
く
み
な
齊
し
い
。
莊
子
は 

死
生
の
齊
一
を
說
い
た
が
、

こ
こ
で
は
死
に
お
け
る
萬
物
の
齊
ー
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
卽
物
的
な
死
生
觀
か
ら
反
轉
し
て 

「生
」

の
重
視
へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
に
楊
朱
篇
の
特
異
な
思
想
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
當
年
の
樂
し
み
を
盡
く
す
べ
き
だ' 

と
。物

質
的
側
面
を
強
調
し
た
こ
の
特
異
な
死
生
觀
は
、
「古
語
有
之
。
生
相
憐
、
死
相
捐
。
此
語
至
矣
」
生
き
て
い
る
と
き
は
憐
れ
み 

あ
う
が
、
死
ん
だ
ら
放
っ
て
お
く
。
「
旣
死
、
豈
在
我
哉
。
焚
之
亦
可
、
沈
之
亦
可
、
瘗
之
亦
可
、
露
之
亦
可
」
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら 

わ
た
し
と
は
關
係
が
な
い
。
燒
い
て
も
沈
め
て
も
埋
め
て
も
曝
し
て
も
、
葬
り
方
は
い
ず
れ
で
も
よ
い
。
な
ど
の
こ
と
ば
に
も
あ
ら
わ 

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
快
樂
と
死
と
の
關
係
は
、
こ

れ

も

『莊
子
』
盜
跖
篇
に
す
で
に
原
型
が
見
え
て
い
る
。
「今
吾
吿
子
以
人
之
情
、
目 

欲
視
色
、
耳
欲
聽
聲
、
口
欲
察
味
、
志
氣
欲
盈
。
人
上
壽
百
歲
、
中
壽
ハ
十
、
下
壽
六
十
、
除
病
瘦
死
喪
憂
患
、
其
中
開
口
而
笑
者
、
 

一
月
之
中
不
過
四
五
日
而
已
矣
。
天
與
地
無
窮
、
人
死
者
有
時
、
操
有
時
之
具
而
託
於
無
窮
之
間
、
忽
然
無
異
骐
駿
之
馳
過
隙
也
。
不 

能
說
其
志
意
、
養
其
壽
命
者
、
皆
非
通
道
者
也
」
人
の
性
情
は
聲
色
味
覺
の
欲
求
を
滿
た
す
こ
と
に
あ
る
。
百
年
生
き
た
と
し
て
何
の
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憂
患
も
な
い
の
は
せ
い
ぜ
い
月
に
四
五
日
。
有
限
の
身
を
も
っ
て
無
窮
の
天
地
の
間
に
託
す
る
の
は
馬
が
隙
間
を
走
り
去
る
よ
う
に
瞬 

く
間
。
氣
持
ち
よ
く
過
ご
し
壽
命
を
養
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
道
に
通
じ
る
。
盜
跖
の
口
を
借
り
て
語
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
テ
キ
ス 

ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
楊

朱

篇

「
百
年
壽
之
大
齊:

・
量
十
數
年
之
中
、
迪
然
而
自
得
、
亡
介
焉
之
慮
者
、
亦
亡
一
時
之
中
爾
」

の
表
現 

が
、
こ

の

「人
上
壽
百
歲
…
其
中
開
口
而
笑
者
、

一
月
之
中
不
過
四
五
日
而
已
矣
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

論
理
に
お
い
て
も
、
ひ
と
の
性
情
を
根
本
的
な
欲
求
に
あ
る
と
捉
え
、
人
間
の
時
間
を
天
地
の
無
窮
に
對
し
て
わ
ず
か
な
も
の
と
見
る
、
 

そ
う
で
あ
れ
ば
欲
求
を
滿
た
し
て
や
る
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
と
言
い
、
こ
れ
を
下
敷
き
に
楊
朱
篇
の
記
述
が
成
立
し
て
い
る
と
見
る 

こ
と
が
で
き
る
。(

金
谷
治
『秦
漢
思
想
史
研
究
」
平
樂
寺
書
店
1960
第
二
章
「漢
初
の
道
家
思
想
」
第
二
節
「現
實
的
快
樂
的
風
潮
に
つ
い
て
」) 

と
す
れ
ば
楊
朱
篇
の
記
述
は
、
盜
跖
篇
が
成
っ
た
と
さ
れ
る
漢
初
以
降
、
下
限
は
さ
し
あ
た
り
『列
子
』

の
成
っ
た
前
漢
末
、
と
考 

え
て
お
く
。
張
湛
の
序
に
は
、
永
嘉
の
亂
で
南
渡
の
際
わ
ず
か
に
殘
っ
た
の
が
「力
命
・
楊
朱
」
二
篇
で
あ
る
と
い
い
、
楊
朱
篇
は
も 

と
の
か
た
ち
を
保
存
し
て
い
る
可
能
性
が
比
較
的
高
い
。
劉
向

の

序

に

「楊
子
の
篇
、
唯
だ
放
逸
を
貴
ぶ
」
と
あ
る
の
も
、
現
行
テ
キ 

ス
ト
の
傾
向
と
一
致
す
る
。
か
り
に
現
行
の
テ
キ
ス
ト
が
後
漢
以
降
の
も
の
で
あ
る
、
と
な
っ
た
場
合
、
古
詩
の
表
現
と
の
先
後
關
係 

と
い
う
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
は
論
じ
な
い
。

秦
漢
以
降
の
死
を
め
ぐ
る
考
え
方
は
多
樣
で
あ
り'

『列
子
』

に
お
い
て
そ
の
一
斑
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
不
死
を
希
求
す
る 

神
仙
思
想
と
い
う
重
要
な
も
の
が
あ
る
が
、

い
ま
こ
れ
に
は
觸
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
詩
歌
の
發
想
の
基
礎
と
な
る
型
は
ほ
ぼ
出
揃
っ 

て
い
る
と
考
え
て
、
さ
ら
に
差
異
を
求
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
考
察
の
本
筋
に
戾
る
こ
と
と
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
快
樂
の
こ
と
さ
ら 

な
追
求
に
は
根
本
に
不
安
の
問
題
が
あ
る
と
み
て
、
死
を
め
ぐ
る
考
え
を
追
っ
て
き
た
わ
け
だ
が' 

そ
の
過
程
で
死
の
問
題
を
卽
物
的 

に
理
解
す
る
こ
と
で
解
消
し
、
生
の
重
視
へ
と
轉
化
す
る
『列
子
』
楊
朱
篇
の
よ
う
な
思
考
に
行
き
當
た
っ
た
。
原

型

は

『莊
子
』
盜
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跖
篇
に
求
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
走
馬
の
比
喩
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
快
樂
を
め
ぐ
る
思
考
の
歷
史
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
思
想
史
が
敎
え
て
く
れ
る
こ
と
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、

い
ま
そ
れ
ら
を
拾
い
、
自 

身
の
視
點
も
交
え
て
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
ま
ず
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

快
樂
を
欲
求
が
滿
た
さ
れ
た
際
に
得
ら
れ
る
肉
體
的
生
理
的
な
反
應
の
意
で
捉
え
た
と
き
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
の
感
覺
に
つ
い 

て
、
先
秦
諸
子
の
見
方
が
必
ず
し
も
肯
定
的
で
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
氣
が
つ
く
。
欲
望
は
生
命
體
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
が
自
身
を
維
持 

し
て
ゆ
く
の
に
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
諸
家
の
間
で
認
識
が
違
う
こ
と
は
な
く
、
否
定
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
事
實 

だ
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
導
い
て
や
る
か
、
そ
こ
に
立
場
の
違
い
が
生
じ
る
。

雖
爲
守
門 

欲
不
可
去 

孔
子
は
、
「富
と
貴
と
は
、
是
れ
人
の
欲
す
る
所
な
り(

富
與
貴
、
是
人
之
所
欲
也)

」(

里
仁)

と
、
ひ 

と
の
欲
望
が
生
來
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
道
」
す
な
わ
ち
正
し
い
方
法
を
も
っ
て
得
た
の
で
な 

け
れ
ば
そ
こ
に
安
住
し
な
い
、
と
述
べ
る
。
孟
子
は
、
「
口
の
味
に
お
け
る
や
、
目
の
色
の
お
け
る
や
、
耳
の
聲
に
お
け
る
や
、
鼻
の 

臭
い
に
お
け
る
や
、
四
肢
の
安
佚
に
お
け
る
や
、
性

な

り(

ロ
之
於
味
也
、
目
之
於
色
也
、
耳
之
於
聲
也
、
鼻
之
於
臭
也
、
四
肢
之
於 

安
佚
也
、
性
也)

」(

盡
心
下)

と
、
感
覺
的
欲
求
を
生
來
の
も
の
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
ま
ま
な
ら
な
い
「命
」
す
な
わ
ち
運
命
が
あ 

っ
て
そ
れ
ら
が
必
ず
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
「性
」
す
な
わ
ち
生
ま
れ
も
っ
た
性
質
と
は
い
え
な
い
と
言
う
。
ま
た
吿 

子

上

篇

で

は

「魚
」
と

「熊
掌
」
と
ど
ち
ら
を
取
る
か
と
い
え
ば
「熊
掌
」
を'

「
生
」
と

「義
」
と
ど
ち
ら
を
取
る
か
と
い
え
ば
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「義
」
を
取
る
、
と
述
べ
る
。

つ
ま
り
彼
ら
に
お
い
て
は
、
道
義
的
價
値
と
い
う
も
の
が
肉
體
的
欲
求
を
う
わ
ま
わ
る
、
と
言
う
の
で 

あ
る
。
こ
と
に
孟
子
に
お
い
て
は
、
欲
望
の
對
象
が
形
而
上
の
も
の
へ
と
擴
大
し
て
解
釋
さ
れ
て
い
る
の
が
看
て
取
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
考
え
方
が
欲
望
を
認
め
つ
つ
も
、
條
件
を
つ
け
て
制
限
す
る
の
に
對
し
て
、
戰
國
末
の
荀
子
は
率
直
に
欲
望
の
性
質
を
認 

め
、
む
し
ろ
そ
れ
を
達
成
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
す
る
。
「守
門
た
り
と
い
え
ど
も
、
欲
は
去
る
べ
か
ら
ず
、
性
の
具
な 

り
。
天
子
た
り
と
い
え
ど
も
、
欲
は
盡
く
す
べ
か
ら
ず
。
欲
は
盡
く
す
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も' 

以
て
盡
く
す
に
近
く
す
べ
き
な
り
。 

欲
は
去
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も' 

求
め
は
節
す
べ
き
な
り(

雖
爲
守
門
、
欲
不
可
去
、
性
之
具
也
。
雖
爲
天
子
、
欲
不
可
盡
。
欲
雖 

不
可
盡
、
可
以
近
盡
也
。
欲
雖
不
可
去
、
求
可
節
也)

」(

正
名)

欲
望
を
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
か
し
盡
き
る
に
近
い
狀
態
に
す 

る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
と
き
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
「禮
義
」
で
あ
る
。
「人
莫
貴
乎
生
、
莫
樂
乎
安
、
所
以
養
生
安
樂
者
、
莫 

大
乎
禮
義
」(

彊
國)

生
命
の
保
全
と
安
樂
の
享
受
を
得
る
た
め
に
は
「禮
義
」
が
第
一
で
あ
る
。
欲
望
の
ほ
し
い
ま
ま
な
る
解
放
を
、
 

身
分
の
分
限
に
よ
り
い
わ
ば
調
整
し
て
や
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
天
子
は
最
大
限
に
、
門
番
は
最
小
限
に
。
以
上
は
金
谷
治
「欲
望 

の
あ
り
方
——
荀
子
の
所
說
を
め
ぐ
っ
て
—
」(

『死
と
運
命
」)

に
よ
っ
た
。

以
有
涯
隨
無
涯 

殆
已 

社
會
全
體
を
視
野
に
据
え
て
問
題
の
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る
儒
家
に
對
し
、
道
家
の
視
點
は
個
人
の
う 

え
に
絞
ら
れ
る
。
老
子
は
、
「
五
色
は
人
の
目
を
し
て
盲
な
ら
し
む
、
五
音
は
人
の
耳
を
し
て
聾
な
ら
し
む
、
五
味
は
人
の
口
を
し
て 

爽
わ
し
む
、
馳
騁
畋
獵
は
人
の
心
を
し
て
狂
を
發
せ
し
む
、
得
難
き
の
貨
は
人
の
行
い
を
し
て
妨
げ
し
む(

五
色
令
人
目
盲
、
五
音
令 

人
耳
聾
、
五
味
令
人
口
爽
、
馳
騁
畋
獵
令
人
心
發
狂
、
難
得
之
貨
令
人
行
妨)

」(

第
-

二
章)

感
覺
的
誘
因
が
危
險
な
方
向
へ
と
ひ
と 

を
導
く
と
述
べ
、
「
是
以
聖
人
爲
腹
不
為
目
、
故
去
彼
取
此
」
必
要
な
食
欲
を
滿
た
し
て
や
る
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
樂
し
み
の
た
め
に 

は
し
な
い
、
と
す
る
。
莊
子
は
、
「
吾
が
生
や
涯
あ
り
、
而
し
て
知
や
涯
な
し
。
涯
あ
る
を
以
て
涯
な
き
に
隨
う
、
殆

き

の

み(

吾
生
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也
有
涯
、
而
知
也
無
涯
。
以
有
涯
隨
無
涯
、
殆
已)

」(

養
生
主)

知
識
欲
の
際
限
の
な
い
働
き
が
身
を
破
滅
へ
と
導
く
と
述
べ
、
「
緣
督 

以
爲
經
、
可
以
保
身
、
可
以
全
生
、
可
以
養
親
、
可
以
盡
年
」
中
の
立
場
を
こ
こ
ろ
が
け
れ
ば
身
を
保
ち
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き 

る
、
と
す
る
。

い
ず
れ
も
、
外
物
に
引
か
れ
て
欲
を
發
動
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
自
然
を
み
つ
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
說
く 

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
欲
望
の
發
動
を
よ
り
少
な
く
し
て
、
そ
れ
が
無
い
狀
態
へ
と
至
ろ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。(

金
谷 

治

「中
國
の
欲
望
論
——
古
代
思
想
の
諸
相
—
」
『死
と
運
命
』)

こ
れ
が
理
想
化
さ
れ
た
も
の
が
、

『莊
子
』
至
樂
篇
の
言
う
「
至
樂
」
す
な
わ 

ち
絕
對
の
快
樂
、
耳
目
鼻
口
の
樂
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
世
間
一
般
か
ら
す
れ
ば
樂
し
み
と
は
見
え
な
い
「無
為
」
の
樂
し
み
、
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

迫
生
不
若
死
欲
望
を
發
動
し
な
い
と
い
う
立
場
が
あ
る
な
ら
、
發
動
さ
せ
て
や
る
の
が
よ
い
と
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
に 

關
し
て
は
、
ま

ず

「貴
生
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

『老
子
』

に

は

「夫
唯
無
以
生
爲
者
、
是
賢
於
貴
生
」(

第
七
五
章)

生
の
た
め 

に
と
い
っ
て
と
り
た
て
て
何
も
し
な
い
こ
と
が
「貴
生
」
生
を
大
事
に
す
る
こ
と
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る' 

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

「貴
生
」
が
こ
の
時
點
で
感
覺
的
欲
求
の
充
足
の
要
素
を
含
ん
で
い
た
か
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
 

の

ち

の

『呂
氏
春
秋
』
貴
生
篇
に 

は
こ
れ
と
絡
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「夫
耳
目
鼻
口
、
生
之
役
也
。
耳
雖
欲
聲
、
目
雖
欲
色
、
鼻
雖
欲
芬
香
、
口
雖
欲
滋
味
、
害
於 

生
則
止
。:
.

由
此
觀
之
、
耳
目
鼻
口'

不
得
擅
行
、
 

必
有
所
制
。:
.

此
貴
生
之
術
也
」
耳
目
鼻
口
は
生
命
に
使
役
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
 

自
然
の
趨
勢
と
し
て
滿
た
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
が
、
生
命
を
害
す
る
の
で
あ
れ
ば
制
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ

が

「貴 

生
」

の
道
で
あ
る
、
と
い
う
。
思
う
に' 

老
子
の
い
わ
ば
「欲
の
も
と
を
ふ
さ
ぐ
」
と
い
う
發
想
も
、
欲
望
の
充
足
を
よ
し
と
す
る~ 

般
的
な
考
え
が
あ
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
踏
み
臺
と
し
て
逆
を
行
く
か
た
ち
で
成
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『呂
氏
春
秋
』

の
言 

は
、

『老
子
』

の

「
五
色
令
人
目
盲
、
五
音
令
人
耳
聲
、
五
味
令
人
口
爽
。
…
是
以
聖
人
爲
腹
不
為
目
、
故
去
彼
取
此
」
と
、
欲
が
も
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た
ら
す
危
險
性
を
言
う
點
で
お
な
じ
だ
が
、
老

子

が

欲

を

「氣
に
か
け
な
い
」
も

し

く

は

「も
と
を
ふ
さ
ぐ
」

の
に
對
し
、
こ
ち
ら
は 

欲
の
發
露
そ
の
も
の
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「貴
生
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
耳
目
鼻
口
の
欲
求
の
發
露 

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
前
向
き
な
評
價
を
と
も
な
う
こ
と
ば
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

こ

の

「貴
生
」
と
老
子
の
關
係
に
似
た
こ
と
が
、
「
全
生
」
と
莊
子
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
「
全
生
」
と
は
子
華
子
の
說
と
し
て
『呂 

氏
春
秋
』
貴
生
篇
に
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
全
生
は
上
と
な
し
、
虧
生
は
こ
れ
に
次
ぎ
、
死
は
こ
れ
に
次
ぎ
、
迫
生
は
下
と
な
す 

(

全
生
爲
上
、
虧
生
次
之
、
死
次
之
、
迫
生
爲
下)

」
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
全
生
」
と

は

「
六
欲
皆
得
其
宜
也
」
生
死
耳
目
鼻
口
の
欲
求 

が
み
な
達
せ
ら
れ
滿
ち
足
り
た
狀
態
、
こ
れ
が
最
高
で
あ
る
。
「迫
生
」
と

は

「
六
欲
莫
得
其
宜
也
、
皆
獲
其
所
甚
惡
者
、
服
是
也
、
 

辱
是
也
」
そ
れ
ら
が
達
せ
ら
れ
ず
い
や
な
こ
と
ば
か
り
押
し
つ
け
ら
れ
る
屈
辱
の
人
生
、
こ
れ
が
最
低
で
あ
る
。
そ

れ

ゆ

え

「迫
生
不 

若
死
」
迫
生
は
死
に
も
及
ば
な
い
。
「嗜
肉
者
、
非
腐
鼠
之
謂
也
。
嗜
酒
者
、
非
敗
酒
之
謂
也
」
食
欲
を
滿
た
す
の
に
腐
っ
た
鼠
、
腐 

っ
た
酒
で
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
尊
生
」
生
を

尊
ぶ
と
は
「
全
生
」
感
覺
的
欲
求
を
十
全
に
滿
た
し
て
や
る
謂
で
あ
る
、
と
い
う
。 

他

に

『管
子
』

に

も

「
全
生
之
說
勝
、
則
廉
恥
不
立
」(

立
政)

と
言
い
、
そ
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
「生
又
養
生
、
養
何
也
。

日
、
滋 

味
也
、
聲
色
也
、
然
後
爲
養
生
」(

立
政
九
敗
解)

と
言
う
。
「全
生
」
と
は
、
耳
目
鼻
口
の
感
官
の
欲
求
を
滿
た
す
意
で
用
い
ら
れ
る 

こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
含
意
を
踏
ま
え
た
と
き
、
莊

子

の

「
以
有
涯
隨
無
涯
、
殆
已
。
緣
督
以
爲
經' 

可
以
保
身
、
可
以
全 

生
」

の
趣
旨
が
よ
う
や
く
あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
眞
の
全
生
と
は
「督
」
す
な
わ
ち
中
の
立
場
に
よ
る
こ
と
で
得
ら
れ 

る
と
、
感
覺
的
欲
求
の
達
成
の
上
位
に
精
神
的
な
構
え
を
置
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
莊
子
の
こ
の
立
場
は
、
養
生
主
篇
の
庖
丁
解 

牛
に
お
け
る
、
養
生
の
勘
所
は
心
の
用
い
方
に
あ
る
と
す
る
話
に
繫
が
る
。
こ
う
し
た
境
地
に
つ
い
て
は
ま
た
達
生
篇
に
も
展
開
さ
れ 

て
い
る
。

お
の
お
の
ひ
と
つ
の
用
例
を
も
っ
て
斷
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
要
す
る
に
老
子
や
莊
子
が
精
神
的
な
方
向
へ
と
問
題
の
解
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決
を
導
く
基
盤
に
は
、
身
體
的
肉
體
的
な
問
題
解
決
を
重
視
す
る
發
想
が
常
に
橫
た
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

そ
れ
ら
は
湮
滅
し
、
た
め
に
老
子
や
莊
子
の
思
想
が
際
だ
つ
結
果
と
な
っ
た
。
湮
滅
の
原
因
は
理
論
と
し
て
充
分
に
備
わ
っ
た
も
の
で 

な
か
っ
た
こ
と
。
殘
っ
た
斷
片
を
み
て
も
老
莊
の
精
神
性
に
比
べ
て
あ
き
ら
か
に
分
が
惡
い
。
し
か
し
そ
う
思
う
の
は
、
老
莊
流
の
精 

神
性
が
價
値
が
高
い
と
い
う
刷
り
こ
み
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
欲 

望
を
放
て
と
す
る
思
想
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
差
異
を
求
め
て
み
よ
う
。

不
能
自
勝
則
縱
之 

神
無
惡
乎 

欲
望
解
放
論
者
の
元
締
と
も
目
さ
れ
る
楊
朱
だ
が
、
紀
元
前
四
百
年
前
後
に
生
き
、
老
子
の
後
學 

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
そ
の
ひ
と
本
人
の
思
想
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
數
十
年
後
の
孟
子
の
「楊
子
取
爲
我
。
 

拔
一
毛
而
利
天
下
、
不
為
也
」(

盡
心
上)

「楊
朱
墨
翟
之
言
盈
天
下
。
天
下
之
言
、
不
歸
楊
則
歸
墨
」(

滕
文
公
下)

等
の
こ
と
ば
か
ら
、
 

そ
の
思
想
の
提
耍
、
ま
た
そ
の
流
派
の
隆
盛
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『呂
氏
春
秋
』
不

二

篇

に

は

「
陽
生
貴
己
」
と
も
言
わ
れ
る
。
 

こ

の

「爲
我
」
な

い

し

「貴
己
」

の
思
想
と
は
、
孟

子

が

「我
が
爲
に
す
る
」
こ

と

を

「
天
下
」
と
の
關
係
で
捉
え
て
い
る
こ
と
を
わ 

ず
か
な
情
報
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
一
身
を
貴
ぶ
こ
と
を
對
社
會
的
な
關
係
に
お
い
て
捉
え
る
ひ
と
つ
の
政
治
思 

想
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
『呂
氏
春
秋
』
審
爲
篇
、
『莊
子
』
讓
王
篇
に
み
え
る
子
華
子
の
「
兩
臂
は
天
下
よ
り
重
し(

兩
臂
重
於 

天
下)

」
と
す
る
話
は
、
身
體
の
一
部
を
も
っ
て
天
下
と
輕
重
を
論
ず
る
と
い
う
趣
旨
に
お
い
て
、
こ
れ
に
類
似
す
る
。
こ
れ
を
含
め 

て
、

『呂
氏
春
秋
』
審
爲
篇
、

『莊
子
』
讓
王
篇
に
は
、
「
よ
く
生
を
尊
び
、
…
養
を
以
て
身
を
傷
け
ず
…
利
を
以
て
形
に
累
せ
ざ
る 

(

能
尊
生
、
…
不
以
養
傷
身
…
不
以
利
累
形)

」
ひ
と
を
養
う
手
段
で
あ
る
土
地
に
よ
っ
て
そ
の
ひ
と
本
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
、
 

と
す
る
大
王
亶
父
の
話
、
魏

公

子

牟

に

「
生
を
重
ん
ず
れ
ば
則
わ
ち
利
輕
し(

重
生
則
輕
利)

」
と
說
き
、
隱
棲
を
す
す
め
る
瞻
何
の 

問
答
等
が
、
と
も
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。

『莊
子
』
讓
王
篇
に
は
、
他

に

も

「
そ
れ
天
下
は
至
重
な
る
も
、
以
て
そ
の
生
を
害
せ
ず
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(

夫
天
下
至
重
也
、
而
不
以
害
其
生)

」
と
し
て
堯
の
讓
り
を
斷
る
許
由
ら
の
話
な
ど
、
多
く
の
類
話
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ 

も
こ
の
一
身
の
貴
さ
が
、
他
の
ど
の
よ
う
な
價
値
よ
り
も
高
い
こ
と
を
、
手
を
變
え
品
を
換
え
て
述
べ
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
こ
の
う
ち
、
瞻

何

の

「重
生
」

の
說
と
は
、
「貴
生
」

や

「
全
生
」
と
は
ま
た
違
う
、
別
の
意
味
を
含
ま
せ
た
も
の
か
と 

思
わ
れ
る
。
朝
廷
の
榮
華
を
忘
れ
が
た
い
魏
牟
に
對
し
、
瞻

何

は

「重
生
、
重
生
則
輕
利
」
生
命
を
重
ん
ず
れ
ば
名
利
は
輕
い
と
。
魏 

牟

「
雖
知
之
、
猶
不
能
自
勝
也
」
わ
か
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
欲
望
に
は
う
ち
勝
ち
が
た
い
。
瞻

何

「自
ら
勝
つ
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
則 

わ
ち
こ
れ
を
縱
て
、
神
は
惡
む
こ
と
な
か
ら
ん
か
。
自
ら
勝
つ
こ
と
あ
た
わ
ず
し
て
強
い
て
縱
た
ざ
る
者
、
此
を
こ
れ
重
傷
と
謂
う
、
 

重
傷
の
人
は
壽
類
な
け
ん(

不
能
自
勝
則
縱
之
、
神
無
惡
乎
。
不
能
自
勝
而
強
不
縱
者
、
此
之
謂
重
傷
、
重
傷
之
人
無
壽
類
矣)

」
欲 

望
に
勝
て
な
い
の
な
ら
縱
に
す
る
こ
と
だ
、
そ
う
す
れ
ば
精
神
は
や
わ
ら
ぐ
だ
ろ
う
。
欲
望
に
勝
て
な
い
の
に
強
い
て
縱
に
し
な
い
の 

は
、
「重
傷
」
二
重
に
生
を
傷
つ
け
る
者
と
言
う
の
だ
、
と
。
耳
目
鼻
口
の
欲
を
過
度
に
放
つ
こ
と
が
生
を
傷
つ
け
る
と
い
う
、
先
の 

『呂
氏
春
秋
』
貴
生
篇
を
は
じ
め
と
す
る
お
お
か
た
の
論
調
と
比
べ
て
、
こ
こ
で
は
無
理
に
抑
え
る
こ
と
が
生
を
傷
つ
け
る
と
い
う
、
 

一
步
進
ん
だ
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
先
に
、
『莊
子
』
盜

跖

篇

の

「
不
能
說
其
志
意
、
養
其
壽
命
者
、
皆
非
通
道
者
也
」
欲 

望
を
放
て
な
い
の
は
「
通
道
」

の
者
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ

の

「重
生
」 

と
は
、
單
に
お
の
れ
の
一
身
に
お
け
る
生
命
の
貴
さ
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
魏
公
子
牟
に
隱
棲
を
勸
め
る
文
脈
で
、
す
な
わ
ち
對
社
會 

的
な
身
の
振
り
方
に
絡
め
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

『韓
非
子
』
顯

學

篇

に

「今
有
人
於
此
、
義
不
入
危
城
、
不
處
軍 

旅
、
不
以
天
下
大
利
易
其
脛
一
毛
、
世
主
必
從
而
禮
之
、
貴
其
智
而
高
其
行
、
以
爲
輕
物
重
生
之
士
也
」
危
城
に
入
ら
ず
軍
旅
に
處
ら 

ず
、
脛
毛
一
本
で
も
天
下
の
大
利
に
易
え
な
い
ひ
と
が
い
る
と
、
世
の
君
主
が
そ
れ
を
禮
遇
し
そ
の
知
惠
を
貴
び
行
い
を
高
尙
だ
と
し 

て

「輕
物
重
生
の
士
」
と
す
る
だ
ろ
う
、
と
言
う
の
は
、
瞻
何
以
來
の
含
意
を
ふ
ま
え
た
用
法
で
あ
ろ
う
。

「貴
生
」
と

い

い

「全
生
」
と
い
い
、
ま

た

「
重
生
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
例
も
多
く
、
必
ず
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し
も
嚴
密
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

い
ま
敢
え
て
別
を
立
て
、
自
身
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
。
な
お
、
 

漢
の
魏
豹
や
淮
南
王
劉
長
の
、
屈
辱
よ
り
は
死
を
選
ぶ
と
い
う
發
想
の
淵
源
は
「
迫
生
不
若
死
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

肆
之
而
已 

勿
壅
勿
闕 

「
貴
生
」
か

ら

「
全
生
」
、
「
重
生
」

へ
至
る
こ
れ
ら
の
論
は
、
も

と

も

と

「
養
生
」
論
の
文
脈
に
そ
っ
て 

展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
生
を
養
う
た
め
に
は
、
欲
を
制
す
る
か
、
 

も
と
を
ふ
さ
ぐ
か
、
抑
え
る
方
向
で
あ
っ
た
も
の
を
、
欲
を
充 

足
し
て
や
る
、
ほ
し
い
ま
ま
に
放
つ
方
向
へ
と
轉
換
し
た
。
『列
子
』
楊
朱
篇
に
、
養
生
の
極
意
と
は
「
こ
れ
を
肆
に
す
る
の
み
、

壅 

る
な
か
れ
闕
ぐ
な
か
れ(

肆
之
而
已
、
勿
壅
勿
闕)

」
耳
目
鼻
口
體
意
の
欲
を
恣
に
放
つ
の
み
で
、
さ
え
ぎ
っ
た
り
ふ
さ
い
だ
り
し
て 

は
い
け
な
い
、
と
言
う
の
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
感
が
あ
る
が
、
新
味
は
な
い
。
「
豐

屋

，
美

服

・
厚

味

，
姣
色
、
有
此 

四
者
、
何
求
於
外
。
有
此
而
求
外
者
、
無
獣
之
性
。
無
獣
之
性
、
陰
陽
之
蠹
也
」
と
は
、
厭
く
な
き
性
を
否
定
的
に
捉
え
る
點
で
、
も 

と
に
戾
っ
た
感
さ
え
あ
る
。
欲
望
を
考
え
る
際
に
、
道
義
や
智
へ
の
欲
、
娛
樂
や
贅
澤
な
ど
、
生
體
と
し
て
の
欲
を
超
え
た
マ
キ
シ
マ 

ム
に
お
い
て
捉
え
る
行
き
方
の
一
方
で
、
常
に
中
心
と
な
る
こ
の
身
體
へ
と
問
題
を
還
元
す
る
思
考
が
あ
る
の
も
道
理
で
あ
る
。
し
か 

し
そ
れ
は
最
初
か
ら
行
き
止
ま
り
の
道
で
も
あ
る
。
楊
朱
が
岐
路
で
泣
い
た
話
は
は
な
は
だ
象
徵
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
通
常
の
解
釋 

と
は
異
な
る
け
れ
ど
も
。

楊
朱
篇
は' 

快
樂
の
勸
め
を
說
き
な
が
ら' 

し
か
し
快
樂
と
は
何
か
、
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「唯
患
腹
溢
而
不
得
恣
口
之 

飮
、
力
憊
而
不
得
肆
情
於
色
」
た
だ
欲
望
が
滿
た
さ
れ
て
こ
れ
以
上
盡
く
せ
な
い
か
と
憂
え
る
、
と
い
う
の
は
快
樂
の
精
神
か
ら
か
け 

は
な
れ
て
い
る
。
快
樂
と
は
何
か
。

『莊
子
』
至

樂

篇

に

「夫
富
者
、
苦
身
疾
作
、
多
積
財
而
不
得
盡
用
。:
.

烈
士
爲
天
下
見
善
矣
、
 

未
足
以
活
身
」
富
め
る
も
の
は
苦
勞
し
て
た
め
て
も
使
い
切
れ
な
い
、
烈
士
は
命
が
け
で
美
名
を
勝
ち
取
っ
て
も
身
は
全
う
さ
れ
な
い
、
 

と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
逆
手
に
取
れ
ば
、
す
な
わ
ち
苦
勞
し
て
得
た
財
を
一
瞬
で
使
い
切
る
こ
と
、
命
に
か
け
て
名
譽
を
勝
ち
取
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る
こ
と
、
こ
の
割
に
合
わ
な
い
行
爲
に
こ
そ
快
樂
の
祕
密
が
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
こ
の
點
、
至
樂
篇
の
ほ
う
が
、
や
や
庶
い
。
 

愚
者
愛
惜
費 

但
爲
後
世
嗤 

考
え
て
み
れ
ば
、
欲
望
の
問
題
は
「
人
間
」

の
存
立
の
最
初
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の 

欲
は
、
生
體
を
維
持
す
る
た
め
の
動
物
的
な
欲
求
を
離
れ
て' 

無
際
限
で
あ
る
こ
と
を
特
徵
と
す
る
。
宗
敎
的
な
供
犧
、
祝
祭
的
な
饗 

宴
、
あ
る
い
は
戰
爭
の
暴
力
な
ど
、
こ
う
し
た
も
の
が
生
き
た
意
味
を
も
ち
、
な
ま
の
か
た
ち
で
欲
望
の
解
放
と
結
び
つ
い
て
い
た
時 

代
か
ら
、
ひ
と
が
社
會
や
制
度
を
整
え
る
な
か
で
、
こ
れ
を
ど
う
手
な
ず
け
る
か
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
孔
孟
の
道
や
義' 

荀
子
の 

禮
、
 

韓
非
子
の
法
で
あ
り
、
あ
る
い
は
養
生
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
至
る
ま
で
に
は
欲
望
の
そ
の
ま
ま
の
解
放
が
も
た
ら
す
悲
慘 

さ
に
つ
い
て
、
經
驗
と
反
省
の
長
い
道
の
り
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
養
わ
れ
る
べ
き
こ
の
生
と
は
何
か
。
生
き
る
と
は
ど
う 

い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
う
し
て
生
そ
の
も
の
は
養
生
論
か
ら
逃
れ
出
る
。

快
樂
を
め
ぐ
る
思
考
は
終
熄
に
向
か
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
哲
學
的
思
索
が
や
せ
細
る
の
と
時
を
接
し
て
、
 

別
の
と
こ
ろ
で
地
下
の
水
脈
が
あ
ら
わ
れ
る
。
「
樂
し
み
を
爲
す
は
當
に
時
に
及
ぶ
べ
し
、
何
ぞ
能
く
來
茲
を
待
た
ん
。
愚
者
は
費
や 

す
を
愛
惜
し
、
但

だ

後

世

の

嗤

と

為

る(

爲
樂
當
及
時
、
何
能
待
來
茲
。
愚
者
愛
惜
費
、
但
爲
後
世
嗤)

」(

「古
詩
十
九
首
」
其
十
五) 

「
中
厨
に
豐
膳
を
辦
え
、
羊
を
烹 

肥

牛

を

宰

る(

中
厨
辦
豐
膳
、
烹
羊
宰
肥
牛)

」(

曹

植

「箜
篌
引
」)

「
天
の
我
が
材
を
生
ず
必
ず 

用
有
り
、
千
金
散
じ
盡
く
す
も
還
た
復
た
來
る
。
…
五
花
の
馬
、
千
金
の
裘
。
兒
を
呼
び
將
ち
出
し
て
美
酒
に
換
え
し
め' 

爾
と
同
に 

銷
さ
ん
萬
古
の
愁(

天
生
我
材
必
有
用
、
千
金
散
盡
還
復
來
。
…
五
花
馬
、
千
金
裘
。
呼
兒
將
出
換
美
酒
、
與
爾
同
銷
萬
古
愁)

」(

李 

白

「將
進
酒
」)

こ
れ
ら
に
は
饗
宴
の
陶
醉
と
蕩
盡
の
感
覺
が
溢
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
後
考
に
委
ね
た
い
。
ま
た
快
樂
と
不
安
の
問 

題
に
つ
い
て
は
充
分
な
考
察
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
わ
せ
て
課
題
と
し
た
い
。

(

大
谷
大
學
敎
授)


