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こ
の
論
文
に
つ
い
て 

     
 

・

本

論

文

は

、

二

〇

一

六

年

三

月

七

日

に

東

京

大

学

大

学

院

人

文

社

会

系

研

究

科

に

提

出

し

た

課

程

博

士

学

位

請

求

論

文

に

対

し
て

、

審

査

の

過

程

で

頂

い

た

指

摘

を

踏

ま

え

た

加

筆

・

修

正

を

行

っ

た

も

の
で

あ

る

。

本

論

文

に

よ

っ
て

二

〇

一

六

年

十

一

月

十

七

日

付

で

博

士

（

文

学

）

の

学

位

を

取

得

し

た

。 

         

凡
例 

    

・

各

章

の

図

表

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

注

の

後

に

ま

と

め

て

配

置

す

る

。 

 

・

本

文

の

版

式

と

字

様

が

い

ず

れ

も

底

本

と

一

致

す

る

場

合

に
「

覆

刻

」
、
そ

の

片

方

で

も

一

致

し

な

い

場

合

に

は

「

翻

刻

」
と

称

し

、「

重

刊

」
は

覆

刻

と

翻

刻

の

総

称

と

し
て

用

い

る

も

の

と

す

る

。 

 

・

版

本

内

に

明

記

さ

れ

な

い

が

他

の

資

料

よ

り

推

定

さ

れ

る

事

項

に

〔 

〕

を

附

し
て

示

す

。
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序
章 

  
は
じ
め
に 

『
三
国
演
義
』
『
水
滸
伝
』
『
金
瓶
梅
』
と
並
ん
で
四
大
奇
書
の
一
角
に
数
え

ら
れ
る
白
話
小
説
『
西
遊
記
』
は
、
唐
初
の
玄
奘
三
蔵
（
六
〇
二
～
六
六
四
）

が
単
身
イ
ン
ド
に
渡
り
大
量
の
仏
典
を
持
ち
帰
っ
た
史
実
を
元
に
し
な
が
ら
、

早
く
も
唐
代
の
う
ち
か
ら
伝
説
化
が
始
ま
っ
て
、
神
仙
・
仏
菩
薩
や
妖
怪
変
化

が
入
り
乱
れ
る
奇
想
天
外
な
物
語
と
し
て
発
展
し
、
明
代
後
期
に
百
回
本
の
章

回
小
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
１

。 

講
唱
芸
能
や
演
劇
な
ど
も
含
め
た
通
俗
文
芸
に
お
け
る
定
番
の
題
材
と
し
て

長
期
に
渡
っ
て
数
多
の
無
名
氏
た
ち
に
よ
り
語
り
継
が
れ
て
来
た
前
史
を
持
つ

た
め
、
玄
奘
三
蔵
の
取
経
を
描
く
通
俗
文
芸
作
品
は
、
章
回
小
説
と
し
て
の
成

立
以
前
に
も
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い

た
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
百
回
本
の
章
回
小
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
後
に
も
、

大
な
り
小
な
り
テ
キ
ス
ト
の
改
変
を
受
け
た
新
た
な
版
本
が
明
清
両
代
を
通
じ

て
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
た
し
、
そ
れ
ら
の
点
校
整
理
本
や
新
注
本
と
い
う
形

で
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
新
種
の
テ
キ
ス
ト
が
生
ま
れ
続
け
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
講
唱
芸
能
や
演
劇
の
場
に
お
い
て
も
今
日
に
至
る
ま
で
題
材
と
な
り
続
け
、

二
十
世
紀
以
降
は
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
新
し
い

メ
デ
ィ
ア
の
素
材
と
も
な
っ
て
、
百
回
本
に
忠
実
な
も
の
か
ら
大
き
く
筋
を
違

え
る
も
の
ま
で
、
多
種
多
様
な
作
品
が
日
々
量
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
点
は
、
『
三
国
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』
、
或
い
は
四
大
奇
書
に
は
数
え
ら
れ
て

い
な
い
春
秋
戦
国
・
楚
漢
戦
争
・
光
武
帝
・
唐
太
宗
・
五
代
史
・
宋
太
祖
・
楊

家
将
・
岳
飛
な
ど
の
題
材
を
描
い
た
諸
作
品
に
も
当
て
嵌
ま
る
２

、
明
代
後
期

に
刊
行
さ
れ
た
章
回
小
説
の
多
く
に
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。 

こ
の
『
西
遊
記
』
に
は
、
既
に
非
常
に
多
く
の
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

そ
の
膨
大
さ
は
、
専
ら
『
西
遊
記
』
の
研
究
史
を
論
じ
た
竺
洪
波
氏
の
博
士
論

文
が
「
上
海
市
社
会
科
学
博
士
文
庫
」
の
一
冊
と
し
て
二
〇
〇
六
年
に
公
刊
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
３

、
今
や
研
究
史
自
体
が
研
究
の
対
象
と
し
て
成
り
立
つ
ほ

ど
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が

あ
り
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
た
り
過
小
評
価
さ
れ
た
り
し
て
い
た
問

題
は
な
お
存
在
す
る
。
ま
た
、
膨
大
な
量
の
研
究
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
却
っ
て
定
説
を
得
ら
れ
ず
に
論
争
の
絶
え
な
い
課
題
や
、
公
表
後
に
他
者

に
よ
る
検
証
を
殆
ど
受
け
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
仮
説
も
少
な
く
な
い
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、「
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
―
―
書
坊
間

の
関
係
を
視
野
に
―
―
」
と
題
し
た
本
論
文
は
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
が
い
つ
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ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
（
成
立
）
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
っ
て
多

種
多
様
な
版
本
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
（
展
開
）
、
と
い
う
問
題
の
解
明

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。 

本
来
な
ら
ば
『
西
遊
記
』
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
先
行
研
究
を
総
括
す
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
の
が
理
想
で
は
あ
ろ
う
が
、
前
述
の
通
り
、
そ
れ
だ
け
で
立
派

な
単
行
本
た
り
得
る
大
仕
事
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
作
業

は
竺
洪
波
注
３
書
や
、
一
九
六
〇
半
ば
ま
で
の
研
究
史
の
概
略
を
述
べ
た
齋
藤

秋
男
・
伊
藤
敬
一
「
『
西
遊
記
』
の
研
究
と
資
料
」
４

、
及
び
一
九
九
〇
年
代
初

頭
ま
で
の
研
究
史
を
概
括
し
た
磯
部
彰
「
『
西
遊
記
』
研
究
小
史
」
５

と
い
っ
た

既
存
の
優
れ
た
成
果
に
譲
り
、
こ
の
序
章
に
お
い
て
は
、
本
論
文
の
目
的
と
問

題
意
識
を
述
べ
、
そ
れ
に
直
接
関
わ
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。 

  
 

一
、
本
論
文
の
目
的 

ま
ず
は
、
何
故
本
論
文
の
正
題
を
単
に
「
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
と
せ

ず
、「
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
と
し
た
の
か
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
単
に
『
西
遊
記
』
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
「
成

立
」
と
す
べ
き
か
を
定
め
難
い
た
め
で
あ
る
。 

玄
奘
三
蔵
（
唐
僧
）
の
西
天
取
経
の
顚
末
を
扱
う
物
語
は
、
通
俗
文
芸
に
お

け
る
定
番
の
題
材
と
し
て
長
期
に
渡
っ
て
数
多
の
無
名
氏
た
ち
に
よ
り
語
り
継

が
れ
た
末
に
、
明
代
後
期
に
百
回
本
の
章
回
小
説
『
西
遊
記
』
を
生
ん
だ
。
百

回
本
に
先
行
す
る
物
語
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の

だ
け
で
も
、
早
く
も
南
宋
に
は
『
大
唐
三
藏
取
經
詩
話
』
三
巻
（
大
倉
文
化
財

団
蔵
）
と
『
新
雕
大
唐
三
藏
法
師
取
經
記
』
三
巻
（
石
川
武
美
記
念
図
書
館
成

簣
堂
文
庫
蔵
）
と
い
う
同
内
容
の
原
始
的
な
通
俗
小
説
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
６

、

朝
鮮
李
朝
肅
宗
丁
巳
年
（
一
六
七
七
）
序
刊
『
朴
通
事
諺
解
』
三
巻
（
ソ
ウ
ル

大
学
校
奎
章
閣
蔵
）
の
記
述
に
よ
っ
て
元
代
に
大
都
の
書
店
で
「
唐
三
蔵
西
逰

記
」
な
る
「
平
話
」
が
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
等
が
知
ら
れ
７

、

元
代
に
は
呉
昌
齡
撰
の
「
唐
三
蔵
西
天
取
経
」
と
い
う
雑
劇
も
作
ら
れ
て
お
り
８

、

別
に
明
初
に
も
楊
景
賢
撰
の
戯
曲
「
西
遊
記
」
が
あ
っ
て
、
万
暦
四
十
二
年
（
一

六
一
四
）
序
刊
（
？
）『
楊
東
來
先
生
批
評
西
遊
記
』
六
巻
二
十
四
齣
（
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
『
傳
奇
四
十
種
』
所
収
）
は
楊
景
賢
の
作
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
９

、『
永

楽
大
典
』
巻
一
万
三
千
一
百
三
十
九
の
嘉
靖
間
内
府
副
録
鈔
本
に
は
『
西
遊
記
』

な
る
書
物
か
ら
百
回
本
に
も
見
ら
れ
る
「
夢
斬
涇
河
龍
」
の
一
段
が
引
用
さ
れ

て
お
り
１
０

、
民
国
十
八
年
（
一
九
二
九
）
に
寧
夏
で
出
土
し
た
〔
明
〕
鈔
本
『
銷

釋
眞
空
寳
卷
』
１
１

や
一
九
八
五
年
に
報
告
さ
れ
た
万
暦
二
年
鈔
本
『
迎
神
賽
社

禮
節
傳
簿
四
十
曲
宫
調
』
（
潞
城
県
南
賈
村
曹
氏
家
蔵
）
１
２

に
百
回
本
に
先
行

す
る
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
と
思
し
き
プ
ロ
ッ
ト
が
見
え
、
江
戸
時
代
の
日
本
語
写

本
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
存
巻
上
（
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
）
も
百
回
本

よ
り
前
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
編
ま
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
１
３

、

と
い
う
具
合
に
、
数
多
く
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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こ
の
う
ち
、
南
宋
の
『
取
経
詩
話
』
は
ま
だ
「
西
遊
記
」
と
い
う
題
に
は
な

っ
て
い
な
い
が
、「
花
果
山
紫
雲
洞
八
万
四
千
銅
頭
鐵
額
猕
猴
王
」
を
自
称
し
「
猴

行
者
」
と
書
か
れ
る
孫
悟
空
の
原
型
と
認
め
ら
れ
る
名
無
し
の
サ
ル
が
玄
奘
の

お
供
に
加
わ
り
、
沙
悟
浄
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
深
沙
神
も
、
お
供
は

し
な
い
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
玄
奘
の
も
う
一
人
の
弟
子
た
る
猪
八
戒
や
、

玄
奘
の
乗
騎
と
な
る
龍
王
の
太
子
が
変
じ
た
龍
馬
は
ま
だ
影
も
形
も
見
え
な
い
。

『
朴
通
事
諺
解
』
の
引
く
も
の
は
、
既
に
『
西
遊
記
』
と
題
し
、
か
つ
て
斉
天

大
聖
を
名
乗
り
吾、
空
の
法
名
を
持
つ
孫
行
者
・
沙
和
尚
・
黒
猪
精
朱、
八
戒
と
い

う
三
人
の
弟
子
が
出
揃
う
が
、
彼
ら
の
呼
称
は
な
お
百
回
本
と
は
小
異
あ
り
（
傍

点
部
の
ほ
か
、
沙
和
尚
の
「
悟
浄
」
や
八
戒
の
「
悟
能
」
と
い
う
法
名
が
付
い

て
い
た
か
ど
う
か
が
確
認
出
来
な
い
）
、
百
回
本
の
備
え
る
話
柄
の
う
ち
幾
つ
か

は
ま
だ
無
く
、
話
柄
の
排
列
順
も
百
回
本
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。『
永
楽
大
典
』
の
引
く
『
西
遊
記
』
な
る
書
物
は
百
回
本
と
文
章
の
細
部

ま
で
か
な
り
の
重
な
り
が
あ
る
が
、『
銷
釋
眞
空
寳
卷
』
や
『
迎
神
賽
社
禮
節
傳

簿
四
十
曲
宫
調
』
の
伝
え
る
プ
ロ
ッ
ト
が
な
お
百
回
本
と
は
些
か
の
隔
た
り
が

あ
る
点
か
ら
見
て
、
明
代
前
期
の
時
点
で
百
回
本
と
同
じ
話
柄
を
完
備
す
る
テ

キ
ス
ト
が
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
。『
楊
東
來
先
生
批
評
西
遊
記
』
も
、
小
説
と

戯
曲
と
い
う
媒
体
の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
筋
や
設
定
が
百
回
本
と
は
大

き
く
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
も
、
百
回

本
に
非
常
に
接
近
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
持
つ
も
の
の
、
全
篇
を
通
し
て
龍
馬
が
一

切
登
場
し
な
い
（
田
中
注
13
解
題
参
照
）
こ
と
な
ど
、
間
々
小
さ
か
ら
ぬ
相
違

が
認
め
ら
れ
る
１
４

。 

こ
う
な
る
と
、
「
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
ま

ず
は
『
西
遊
記
』
な
る
も
の
は
何
を
も
っ
て
「
成
立
」
し
た
と
看
做
せ
る
の
か
、

と
い
う
定
義
を
下
す
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
右
に
見
た
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、『
西
遊
記
』
と
い
う
書
名
の
登

場
を
も
っ
て
か
、「
も
と
斉
天
大
聖
で
悟
空
の
法
名
を
持
つ
孫
行
者
」
と
い
う
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
の
確
立
を
も
っ
て
か
、
沙
和
尚
と
猪
（
朱
）
八
戒
も
含
め
た

三
弟
子
が
出
揃
う
の
を
も
っ
て
か
、
三
弟
子
に
加
え
て
龍
馬
ま
で
登
場
す
る
こ

と
も
条
件
と
す
る
か
、
或
い
は
『
永
楽
大
典
』
に
引
か
れ
て
い
る
よ
う
な
百
回

本
に
直
接
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
文
章
が
書
か
れ
始
め
た
時
点
を
も
っ
て

か
、
そ
れ
と
も
百
回
本
と
プ
ロ
ッ
ト
が
完
全
に
ま
た
は
概
ね
一
致
す
る
時
点
を

も
っ
て
か
、
概
ね
と
い
う
場
合
は
ど
の
程
度
か
…
…
等
々
、
そ
の
定
義
自
体
が

極
め
て
困
難
な
作
業
と
な
る
か
ら
、
現
時
点
で
は
生
産
的
な
作
業
と
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
に
対
し
て
、「
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
で
あ
れ
ば
、
初
め

て
百
回
本
の
章
回
小
説
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
い
つ
ど
の
よ
う
に

し
て
編
ま
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
現
在
見
ら
れ
る
多
様

な
版
本
が
い
か
な
る
経
緯
で
出
版
さ
れ
て
来
た
か
、
と
い
う
点
に
議
論
の
ピ
ン

ト
を
絞
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
、
そ
の
「
初
め
て
の
百
回
本
の
章
回
小
説
」
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が
現
存
の
百
回
本
諸
本
と
同
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
保
証
は
無
い
の
で
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
と
、
現
存
す
る
中
で

古
の
テ
キ
ス
ト
を
有
す
る
百
回
本
と
の
間
に

ど
れ
だ
け
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
重
要
な
論
点
と
な
る
。 

そ
れ
な
ら
ば
、「
章
回
小
説
『
西
遊
記
』
の
成
立
」
と
い
う
問
題
設
定
で
は
い

け
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
章
回
小
説
『
西

遊
記
』
の
明
刊
本
に
は
百
回
本
の
他
に
分
則
本
も
あ
っ
て
、
両
者
が
い
か
な
る

関
係
で
あ
る
か
は
、
未
だ
に
完
全
な
定
説
を
見
な
い
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
前
述
の
よ
う
に
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
「
百

回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
」
に
照
準
を
絞
っ
て
議
論
を
進
め
、
百
回
本
と
分
則

本
の
関
係
の
考
察
は
そ
の
次
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
本
論
文
の

正
題
を
「
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、「
百
回
本
」
と
「
分
則
本
」
と
い
う
の
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
意

味
の
用
語
で
あ
る
か
を
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
百
回
本
」
と
は
、

「
回
」
と
い
う
単
位
で
数
え
ら
れ
た
百
の
章
か
ら
な
る
テ
キ
ス
ト
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
章
回
小
説
と
は
、
全
体
を
複
数
の
章
に
分
か
ち
、
そ
れ

を
「
回
」
と
い
う
単
位
と
数
字
を
使
っ
て
第
何
回
と
い
う
風
に
数
え
た
上
で
、

各
回
に
一
句
ま
た
は
二
句
か
ら
な
る
題
目
を
附
し
て
い
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ

た
分
類
名
称
で
あ
っ
た
１
５

。
こ
の
よ
う
な
形
式
を
完
備
し
た
章
回
小
説
テ
キ
ス

ト
を
、
特
に
「
分
回
本
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
各
回
の
題
目
の
こ
と
は
「
回
目
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
全
百
回
の
テ
キ
ス
ト
な
ら
ば
百
回
本
、
全
百

二
十
回
な
ら
百
二
十
回
本
、
全
七
十
回
な
ら
七
十
回
本
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら

は
『
西
遊
記
』
に
限
ら
ず
、
ど
の
章
回
小
説
に
つ
い
て
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る

用
語
で
あ
る
。 

 

中
国
で
古
典
白
話
小
説
の
研
究
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
長
編

の
古
典
白
話
小
説
が
章
回
小
説
と
呼
ば
れ
始
め
た
清
末
民
初
に
は
、
四
大
奇
書

そ
れ
ぞ
れ
の
通
行
本
を
始
め
と
し
て
、
長
編
の
古
典
白
話
小
説
は
分
回
本
の
形

態
を
取
る
の
が
当
然
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
章
回
小
説
と
い
う
新
興
の
ジ

ャ
ン
ル
が
商
業
出
版
界
を
席
巻
し
た
明
末
清
初
の
時
点
で
は
、
全
体
を
複
数
の

章
に
分
か
ち
、
各
章
に
一
句
ま
た
は
二
句
か
ら
な
る
題
目
が
付
い
て
は
い
る
も

の
の
、
特
定
の
単
位
と
数
字
を
使
っ
て
第
何
回
な
ど
と
数
え
る
こ
と
は
し
な
い

形
式
で
刊
行
さ
れ
た
章
回
小
説
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
各
章
を
便

宜
的
に
「
則
」
と
い
う
単
位
で
呼
ぶ
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
お
り
、
章
題
は
「
則

目
」
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
（
こ
の
場
合
の
章
題
も
「
回
目
」
と
呼
ぶ
先
行
研

究
も
あ
る
が
、
本
論
文
は
そ
の
立
場
は
採
ら
な
い
）
。
こ
う
し
た
形
式
の
章
回
小

説
テ
キ
ス
ト
が
「
分
則
本
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
『
西
遊
記
』
に
限
っ

た
用
語
で
は
な
く
、
ど
の
作
品
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
分
則
本

の
代
表
的
な
事
例
は
『
三
国
演
義
』
の
初
期
版
本
で
、
嘉
靖
年
間
か
ら
万
暦
二

十
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
諸
版
本
は
、
い
ず
れ
も
全
体
を
二
百
四
十
に
分

か
ち
、
各
々
に
七
字
一
句
を
原
則
と
す
る
章
題
を
付
し
て
い
る
も
の
の
、
各
章

を
特
定
の
単
位
と
数
字
を
使
っ
て
数
え
る
形
式
は
採
っ
て
い
な
い
１
６

。 
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な
お
、「
回
」
と
い
う
単
位
を
用
い
て
い
な
い
分
則
本
を
章
回
小
説
と
称
す
る

の
は
一
種
の
語
義
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
の
で
、
分
回
本
だ
け
を
章
回
小
説
と
称

す
る
先
行
研
究
も
存
在
す
る
１
７

。
し
か
し
、
「
章
回
小
説
」
と
い
う
用
語
は
そ

も
そ
も
が
「
四
大
奇
書
に
代
表
さ
れ
る
中
国
古
典
小
説
の
一
ジ
ャ
ン
ル
」
を
表

す
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
、
小
異
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
四

大
奇
書
の
中
で
も
代
表
格
た
る
『
三
国
演
義
』
の
初
期
版
本
を
「
章
回
小
説
」

と
呼
べ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
分

回
本
も
分
則
本
も
等
し
く
章
回
小
説
の
範
疇
に
含
め
て
論
じ
る
の
が
主
流
で
あ

り
１
８

、
本
論
文
で
も
そ
の
よ
う
に
扱
う
も
の
と
す
る
。 

さ
て
、「
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
と
展
開
」
と
い
う
問
題
設
定
を
し
た
か

ら
に
は
、
幾
つ
か
の
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
諸
版
本

の
特
徴
や
相
互
の
関
係
を
把
握
し
た
上
で
、
百
回
本
『
西
遊
記
』（
或
い
は
個
々

の
版
本
）
の
成
立
過
程
を
伝
え
る
諸
資
料
を
検
討
す
る
、
と
い
う
作
業
が
望
ま

れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
版
本
系
統
、
次
い
で
成
立
史
に
関
わ
る
資
料
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
を
概
括
し
て
お
こ
う
。 

  
 

二
、
版
本
系
統
に
関
す
る
先
行
研
究
と
問
題
点 

明
清
代
に
刊
行
さ
れ
た
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
諸
版
本
は
、
こ
れ
ま
で
主
に

以
下
の
三
通
り
の
視
点
か
ら
分
類
さ
れ
て
来
た
。 

一
つ
め
は
、
本
文
の
校
訂
者
や
評
注
者
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。 

二
つ
め
は
本
文
の
繁
簡
に
注
目
し
た
分
類
で
、
省
略
の
無
い
詳
細
な
本
文
を

持
つ
も
の
と
、
そ
れ
を
元
に
適
宜
省
略
が
施
さ
れ
た
本
文
を
持
つ
も
の
と
に
区

分
す
る
。
同
じ
校
訂
者
や
評
釈
者
の
名
を
掲
げ
て
い
る
版
本
の
中
に
、
前
者
と

後
者
が
ど
ち
ら
も
存
在
す
る
と
い
う
事
例
も
珍
し
く
な
い
。
前
者
を
「
繁
本
」

ま
た
は
「
文
繁
本
」
、
後
者
を
「
簡
本
」
ま
た
は
「
文
簡
本
」
と
呼
ぶ
方
式
と
１
９

、

前
者
を
「
繁
本
」
、
後
者
を
「
刪
本
（
刪
節
本
）
」
と
呼
ぶ
方
式
２
０

と
が
あ
る
が
、

本
論
文
で
は
「
文
繁
本
」
と
「
文
簡
本
」
と
い
う
呼
び
分
け
に
従
っ
て
お
く
。 

三
つ
め
は
、
所
謂
「
江
流
和
尚
故
事
」
―
―
科
挙
に
及
第
し
た
陳
光
蕋
が
地

方
の
任
地
に
赴
く
途
中
で
殺
さ
れ
、
妊
娠
し
て
い
た
妻
の
殷
氏
は
脅
さ
れ
て
や

む
な
く
仇
の
妻
と
な
る
が
、
生
ま
れ
た
赤
子
を
仇
に
害
さ
れ
ぬ
よ
う
や
む
な
く

江
に
流
し
、
成
長
し
て
金
山
寺
の
僧
と
な
っ
た
赤
子
即
ち
玄
奘
が
真
相
を
知
っ

て
外
祖
父
殷
開
山
の
力
を
借
り
て
仇
を
討
ち
、
昔
の
功
徳
の
た
め
に
龍
宮
で
生

き
て
い
た
父
と
も
団
円
す
る
、
と
い
う
玄
奘
三
蔵
の
出
生
譚
（
版
本
に
よ
っ
て

小
異
あ
り
）
―
―
の
扱
い
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。 

（
１
）
孫
楷
第
氏
の
分
類 

 

さ
て
、
章
回
小
説
に
限
ら
ず
、
古
典
通
俗
小
説
全
般
の
版
本
研
究
に
お
い
て

絶
大
な
功
績
を
果
た
し
た
孫
楷
第
氏
は
、
そ
の
第
一
歩
た
る
『
日
本
東
京
及
大

連
図
書
館
所
見
中
国
小
説
書
目
提
要
』（
国
立
北
平
図
書
館
、
一
九
三
一
。
以
下

『
東
京
目
』
と
略
称
）
に
お
い
て
、
『
西
遊
記
』
に
つ
い
て 

『
西
遊
記
』
吾
國
通
行
者
有
三
本
：
一
爲
乾
隆
庚
子
陳
士
斌
『
西
遊
真
詮
』
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本
；
二
爲
乾
隆
己
巳
張
書
紳
『
新
説
西
遊
記
』
本
；
三
爲
嘉
慶
間
劉
一
明

『
西
遊
原
旨
』
本
。
明
本
概
未
之
見
。
余
在
日
京
所
見
、
有
華
陽
洞
天
主

人
校
本
、
書
凡
三
部
、
内
閣
文
庫
帝
國
圖
書
館
及
村
口
書
店
倶
有
之
。
有

袁
幔
亭
序
李
卓
吾
評
本
、
内
閣
文
庫
及
宮
内
省
圖
書
寮
各
有
一
部
。
有
汪
澹マ

マ

（
上
原
注
：
正
し
く
は
憺
）
漪
評
『
西
遊
証
道
書
』
此
清
初

刊
本 

唯
内
閣
文
庫
有

一
部
。
有
『
鼎
鍥
全
像
唐
三
藏
西
遊
傳
』
、
爲
村
口
書
店
書
、
其
書
尤
世
所

僅
見
。
保
存
舊
本
、
如
斯
之
多
、
頗
可
驚
嘆
。
今
不
憚
詳
細
述
之
。 

と
述
べ
た
上
で
、
「
一 

華
陽
洞
天
主
人
校
本
」
「
二 

李
卓
吾
先
生
批
評
『
西

遊
記
』
一
百
回
」「
三 

汪
澹マ

マ

漪
評
古
本
『
西
遊
證
道
書
』
一
百
回
」「
四 

『
鼎

鐫
全
相
唐
三
藏
西
遊
釋
厄
傳
』
十
巻
」
の
四
項
目
を
立
て
て
い
る
。
一
に
は
万

暦
三
十
一
年
序
の
清
白
堂
楊
閩
斎
刊
本
と
す
る
『
鼎
鍥
京
本
全
像
西
遊
記
』
二

十
巻
一
百
回
（
内
閣
文
庫
蔵
）・
そ
れ
に
対
す
る
「
原
刊
本
」
で
万
暦
二
十
年
序

の
世
徳
堂
刊
本
と
す
る
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
遊
記
』
二
十
巻
一
百
回
（
村

口
書
店
蔵
）・
万
暦
間
刊
本
と
す
る
『
唐
僧
西
遊
記
』
二
十
巻
一
百
回
（
帝
国
図

書
館
蔵
）
と
い
う
三
版
各
一
点
を
著
録
す
る
。
二
に
は
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西

遊
記
』
一
百
回
（
内
閣
文
庫
蔵
）
と
、
そ
の
「
覆
本
」
と
す
る
も
の
（
宮
内
省

図
書
寮
蔵
）
と
い
う
二
版
各
一
点
を
著
録
す
る
。
三
に
は
内
閣
文
庫
蔵
の
「
清

初
原
刊
本
」
と
す
る
も
の
（
後
述
の
蜩
寄
刊
本
）
の
一
版
一
点
を
、
分
則
本
の

四
に
は
村
口
書
店
蔵
の
一
版
一
点
（
朱
鼎
臣
編
本
の
劉
蓮
台
刊
本
）
を
著
録
す

る
。
孫
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
事
項
や
特
徴
を
詳
述
し
、
各
版
本
の
干
支
で
記

さ
れ
た
序
の
年
次
を
右
に
挙
げ
た
よ
う
に
考
証
し
て
い
る
。 

 

こ
の
項
目
の
立
て
方
は
、
先
に
挙
げ
た
百
回
本
の
分
類
に
際
し
て
の
三
つ
の

視
点
の
う
ち
、
本
文
の
校
訂
者
や
評
注
者
に
よ
る
分
類
に
よ
る
も
の
だ
が
、
孫

氏
は
他
の
二
つ
の
視
点
か
ら
も
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。 

ま
ず
、
文
章
の
繁
簡
に
よ
る
分
類
の
視
点
か
ら
は
、『
鼎
鍥
京
本
全
像
西
遊
記
』

に
つ
い
て
「
以
袁
幔
亭
序
李
卓
吾
評
本
校
此
本
、
此
本
文
字
有
刪
略
處
」
と
い

う
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
他
の
百
回
本
に
つ
い
て
は
文
章
の
繁
簡
に
つ
い
て
の
言

及
は
無
い
が
、
そ
れ
は
こ
の
二
種
の
版
本
は
内
閣
文
庫
蔵
本
同
士
を
直
接
並
べ

て
対
校
出
来
た
も
の
の
、
所
蔵
元
が
分
か
れ
て
い
る
他
の
版
本
に
つ
い
て
は
細

か
い
比
較
が
行
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、「
江
流
和
尚
故
事
の
扱
い
に
よ
る
分
類
」
で
は
、
通
行
本
の
第
九
回
で

語
ら
れ
る
江
流
和
尚
故
事
（
孫
氏
は
こ
こ
で
は
「
陳
光
蕊
事
」
と
記
す
）
が
一

と
二
に
は
見
え
ず
、
三
に
は
載
っ
て
い
る
こ
と
を
早
く
も
指
摘
し
て
い
る
。
更

に
、
三
の
第
九
回
冒
頭
に
附
さ
れ
た
汪
憺
漪
（
象
旭
）
の
評
２
１

に 

童
時
見
俗
本
、
竟
刪
去
此
囘
、
杳
不
知
唐
僧
家
世
履
歴
、
渾
疑
與
花
果
山

山
頂
石
卵
相
同
。
而
九
十
九
囘
歴
難
簿
子
上
、
劈
頭
却
又
載
遭
貶
・
出
胎
・

抛
江
・
報
寃
四
難
、
令
閲
者
茫
然
不
觧
其
故
、
殊
恨
作
者
疎
謬
。
後
得
大

略
堂
釋
厄
傳
古
本
讀
之
、
備
載
陳
光
蕋
赴
官
遇
難
始
末
、
然
後
暢
無
憾
。 

云
々
と
あ
る
の
を
紹
介
し
た
上
で
、
通
行
本
の
第
九
回
で
は
玄
奘
を
育
て
た
僧

の
名
が
法
明
で
あ
る
の
に
、
明
本
で
は
第
十
一
回
、
通
行
本
で
は
第
十
二
回
に
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そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
玄
奘
の
生
い
立
ち
を
説
い
た
（
＝
江
流
和
尚
故
事
の
あ
ら
す

じ
を
述
べ
た
）
韻
文
で
は
そ
れ
が
遷
安
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
通
行
本
の
第

九
回
は
貞
観
十
三
年
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
時
点
で
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
玄

奘
が
第
九
回
の
終
わ
り
に
は
十
八
歳
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
玄
奘
が
既
に
成
長

し
て
い
る
第
十
回
が
ま
た
貞
観
十
三
年
か
ら
始
ま
る
こ
と
な
ど
の
矛
盾
を
挙
げ

て
、
明
本
に
は
無
か
っ
た
第
九
回
が
三
に
お
い
て
汪
憺
漪
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
、

通
行
本
は
そ
れ
に
従
っ
た
の
だ
と
考
証
し
て
い
る
。
第
九
回
の
挿
入
に
伴
う
第

十
回
か
ら
第
十
二
回
ま
で
の
区
切
り
方
の
変
更
に
つ
い
て
も
孫
氏
は
既
に
全
容

を
解
明
し
て
お
り
、
通
行
本
と
一
と
の
回
の
切
れ
目
と
回
目
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
比
較
表
を
載
せ
て
い
る
。 

 

 

 

回
目
は
版
本
ご
と
に
細
か
な
異
同
が
多
く
、
同
じ
版
本
の
中
で
も
目
録
と
本

文
で
若
干
異
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
、
ど
の
版
本
の
ど
ち
ら
に
拠
る
か

次
第
で
か
な
り
の
違
い
が
出
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
明
記
し
て
い
な
い
こ

の
表
で
も
、
江
流
和
尚
故
事
の
扱
い
を
示
す
目
的
で
は
十
分
で
あ
っ
た
。
百
回

本
の
第
九
回
か
ら
第
十
二
回
ま
で
の
状
況
は
、
今
日
知
ら
れ
る
明
清
刊
本
の
全

て
が
、
回
目
の
字
句
に
小
異
は
あ
れ
ど
、
こ
の
表
の
上
段
型
か
下
段
型
か
の
ど

ち
ら
か
に
分
類
出
来
る
。 

孫
氏
は
続
い
て
、
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
（
初
版
：
国
立
北
平
図
書
館
、
一

九
三
三
。
改
訂
版
：
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
。
重
訂
版
：
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八
二
。
以
下
『
孫
目
』
と
略
称
）
の
初
版
に
お
い
て
、
百
回
本
『
西
遊
記
』

を
六
項
目
に
分
け
て
著
録
し
た
２
２

。
即
ち
、
①
『
西
遊
記
』
二
十
巻
一
百
回
、

②
『
西
遊
證
道
書
』
一
百
回
、
③
『
西
遊
眞
詮
』
一
百
回
、
④
『
新
説
西
遊
記
』

一
百
回
、
⑤
『
西
遊
原
旨
』
一
百
回
、
⑥
『
通
易
西
遊
正
旨
』
一
百
回
で
あ
る
。

更
に
、
唯
一
明
刊
本
を
有
す
る
①
だ
け
は
、
①
Ａ
「
一 

華
陽
洞
天
主
人
校
本

（
二
十
巻
一
百
回
）
」
と
①
Ｂ
「
二 

李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
（
一
百
回
不
分

巻
）
」
と
に
細
分
し
て
い
る
（
丸
数
字
と
Ａ
Ｂ
は
便
宜
上
筆
者
が
附
し
た
）
。 

『
孫
目
』
も
『
東
京
目
』
に
続
い
て
本
文
の
校
訂
者
や
評
註
者
に
よ
る
分
類

を
基
本
と
す
る
が
、
唯
一
項
目
内
を
更
に
細
分
す
る
①
の
終
わ
り
に
「
以
上
華

陽
洞
天
主
人
校
・
李
卓
吾
評
二
本
、
皆
無
陳
光
蕊
逢
災
・
江
流
報
仇
事
」
と
特

記
し
て
い
る
の
で
、
江
流
和
尚
故
事
の
扱
い
に
よ
る
分
類
も
併
用
し
て
の
項
目

通
行
本

華
陽
洞
天
主
人
校
本

陳
光
蕊
赴
任
逢
災

江
流
僧
復
仇
報
本

九
回

袁
守
誠
妙
算
無
私
曲

老
龍
王
拙
計
犯
天
條

九
回

十
回

老
龍
王
拙
計
犯
天
條

魏
將
軍
遣
書
託
冥
吏

十
一
回

還
受
生
唐
王
遵
善
果

度
孤
魂
蕭
瑀
正
空
門

十
二
回

唐
王
秉
誠
建
大
會

觀
音
顯
聖
化
金
蟬

十
二
回

玄
奘
秉
誠
建
大
會

觀
音
顯
象
化
金
蟬

十
回

二
將
軍
宮
門
鎮
鬼

唐
太
宗
地
府
還
魂

遊
地
府
太
宗
還
魂

進
瓜
果
劉
全
續
配

十
一
回
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立
て
だ
と
言
え
よ
う
。
巻
数
の
違
い
を
超
え
て
①
Ａ
と
①
Ｂ
を
①
に
ま
と
め
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
後
者
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
と
言
う
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、『
東
京
目
』
に
は
あ
っ
た
百
回
本
の
中
で
の
文
章
の

繁
簡
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

（
２
）
太
田
辰
夫
氏
に
よ
る
明
刊
本
の
版
本
研
究
と
そ
の
問
題
点 

『
孫
目
』
の
項
目
の
立
て
方
は
初
版
か
ら
重
訂
版
ま
で
一
貫
し
て
変
わ
っ
て

お
ら
ず
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
版
本
研
究
は
、
ま
ず
は
こ
れ
を
基
本
に
置
き

つ
つ
、
未
載
の
版
本
や
、
所
載
の
も
の
を
含
め
た
各
版
本
の
文
章
の
繁
簡
に
つ

い
て
補
い
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
版
本
を
調
査
し
て

大
系
的
に
整
理
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
百
回
本
の
分
類
の
際
に
は
文
章
の
繁
簡

を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
強
く
訴
え
た
の
が
太
田
辰
夫
氏
で
あ
っ
た
。 

 

太
田
氏
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
発
表
し
続
け
た
一
連
の
『
西
遊
記
』
研
究
の

成
果
を
集
大
成
し
た
『
西
遊
記
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
に
お
い
て
、

分
則
本
も
含
め
た
明
刊
本
の
系
統
分
類
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
所
説
を
述
べ

て
い
る
（
第
十
四
章
「
明
刊
本
西
遊
記
考
」
冒
頭
、
二
六
〇
～
二
六
一
頁
）
２
３

。 

（
イ
）
明
刊
本
西
遊
記
を
華
陽
洞
天
主
人
校
本
と
李
卓
吾
批
評
本
の
二
系
統

に
分
け
る
の
は
正
し
い
分
類
で
は
な
い
。
む
し
ろ
繁
本
お
よ
び
簡
本
の
二

系
統
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

（
ロ
）
華
陽
洞
天
主
人
校
本
に
は
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
遊
記
』（
世
徳
堂

刊
）
、『
唐
僧
西
遊
記
』（
蔡
敬
吾
刊
本
・
朱
継
源
刊
本
な
ど
）
、『
鼎
鐫
京
本

全
像
西
遊
記
』（
清
白
堂
楊
閩
斎
刊
本
）
の
三
種
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
陳
元

之
の
序
を
有
し
、
二
十
巻
一
百
回
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
形
式
上
の
共
通

点
を
も
つ
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
、
同
一
人
が

内
容
を
異
に
す
る
三
種
の
本
を
校
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
華
陽
洞
天
主
人
校
と
い
う
文
字
は
あ
ま
り
意
味
を
も
っ
て
い

な
い
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
版
本
の
称
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。 

（
ハ
）
繁
本
と
し
て
は
世
徳
堂
刊
本
お
よ
び
李
卓
吾
批
評
本
が
あ
り
、
簡
本

と
し
て
は
『
唐
僧
西
遊
記
』（
蔡
敬
吾
刊
本
・
朱
継
源
刊
本
）
、『
鼎
鐫
京
本

全
像
西
遊
記
』（
清
白
堂
楊
閩
斎
刊
本
）
お
よ
び
『
新
刻
増
補
批
評
全
像
西

遊
記
』
（
閩
斎
堂
楊
居
謙
刊
）
が
あ
る
。 

（
ニ
）
繁
本
の
う
ち
李
卓
吾
本
の
本
文
は
世
徳
堂
本
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、

両
者
は
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。 

（
ホ
）
簡
本
の
う
ち
『
唐
僧
西
遊
記
』
は
世
徳
堂
本
を
省
略
し
た
も
の
、
楊

閩
斎
本
は
『
唐
僧
西
遊
記
』
を
参
照
し
つ
つ
世
徳
堂
本
を
省
略
し
た
も
の
、

ま
た
閩
斎
堂
本
は
李
卓
吾
評
本
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
。
概
し
て
い
え

ば
『
唐
僧
西
遊
記
』
の
省
略
が
も
っ
と
も
少
く
、
閩
斎
堂
本
が
も
っ
と
も

多
く
省
略
さ
れ
て
い
る
。 

（
ヘ
）
明
刊
諸
本
は
い
ず
れ
も
世
徳
堂
本
か
ら
出
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
西

遊
記
成
立
史
上
に
お
い
て
独
自
の
価
値
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
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『
唐
三
蔵
西
遊
伝
』（
朱
鼎
臣
本
）
と
『
唐
三
蔵
出
身
全
伝
』（
楊
致
和
本
）

は
世
本
と
は
別
系
統
と
い
う
べ
く
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
内
容
を
有
す

る
。 

太
田
氏
は
こ
れ
に
続
け
て
各
系
統
の
具
体
的
な
伝
本
の
詳
細
に
言
及
し
、
李

卓
吾
批
評
本
を
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
と
い
う
三
版
に
分
類
し
た
り
、『
唐
僧
西
遊

記
』
の
叡
山
文
庫
蔵
本
と
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
天
海
蔵
蔵
本
を
紹
介
し
た
り
、

版
種
自
体
が
『
孫
目
』
未
著
録
の
閩
斎
堂
刊
本
の
位
置
付
け
を
論
じ
た
り
し
て

い
る
。 

さ
て
、『
孫
目
』
の
①
Ａ
に
分
類
さ
れ
る
三
種
の
明
刊
本
の
間
で
は
、
確
か
に

本
文
の
繁
簡
に
小
さ
か
ら
ぬ
差
が
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、『
唐
僧
西
遊
記
』
と
楊

閩
斎
刊
本
の
「
華
陽
洞
天
主
人
校
」
と
い
う
記
載
は
世
徳
堂
刊
本
か
ら
（
或
い

は
そ
の
更
な
る
祖
本
か
ら
）
引
き
継
い
だ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
本
文
は
華
陽

洞
天
主
人
の
校
訂
を
経
た
も
の
に
対
し
て
更
に
別
人
に
よ
る
省
略
が
施
さ
れ
て

い
る
は
ず
だ
か
ら
、
実
態
を
表
す
も
の
で
は
な
い
―
―
と
い
う
の
が
太
田
氏
の

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
同
一
人
が
内
容
の
異
な
る
三
種
の
本
を
校

定
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
太
田
氏
の
言
は
論
理
的
に
は
問
題
が
あ
り
、

同
一
人
物
が
再
三
再
四
の
校
訂
を
行
っ
て
そ
れ
が
そ
の
都
度
出
版
さ
れ
た
と
い

う
可
能
性
は
絶
無
と
は
言
え
な
い
は
ず
だ
が
、
確
か
に
実
情
に
照
ら
せ
ば
そ
の

可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
思
わ
れ
る
し
、
仮
に
三
種
全
て
の
文
章
を
同
一
人
物

が
定
め
て
い
た
と
し
て
も
、
現
に
本
文
の
繁
簡
が
は
っ
き
り
異
な
る
の
は
事
実

で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
華
陽
洞
天
主
人
校
本
」
と
い
う
言
い
方
で
は
指
す
と
こ
ろ

の
本
文
を
一
意
に
決
め
ら
れ
な
い
の
は
確
か
で
、
そ
の
意
味
で
は
太
田
氏
が
「
あ

ま
り
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
通
り
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
個
々
の
版
本
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
版
本
間
の
継
承
関

係
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
ま
い
。
一
口
に
明
刊
百
回
本
の
中
の
文

簡
本
と
は
言
っ
て
も
、
太
田
氏
の
指
摘
通
り
、
世
徳
堂
本
を
省
略
し
た
も
の
と

李
卓
吾
批
評
本
を
省
略
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
、
太
田
氏
も
認
め
る
序
文

や
巻
立
て
な
ど
の
本
文
以
外
の
特
徴
の
一
致
は
、
継
承
関
係
を
把
握
す
る
上
で

は
有
用
な
も
の
に
違
い
な
い
。
よ
っ
て
、「
ど
の
文
繁
本
を
省
略
し
た
文
簡
本
で

あ
る
の
か
」
を
把
握
す
る
た
め
の
分
類
項
目
と
し
て
は
、
華
陽
洞
天
主
人
校
系

と
い
う
言
い
方
も
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
は
ず
だ
。 

 

ま
た
、
本
当
に
太
田
氏
の
言
う
通
り
「
繁
本
の
う
ち
李
卓
吾
本
の
本
文
は
世

徳
堂
本
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
両
者
は
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
」
の
か

ど
う
か
も
、
現
在
の
章
回
小
説
の
版
本
研
究
の
水
準
に
照
ら
し
た
再
検
証
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
一
九
八
〇
年
代
末
以
降
に
急
速
に
進
展
し
た
『
三

国
演
義
』
の
版
本
研
究
に
お
い
て
は
、『
西
遊
記
』
で
喩
え
る
な
ら
ば
、
世
徳
堂

本
と
李
卓
吾
本
の
間
の
細
か
い
字
句
の
相
違
に
ま
で
こ
だ
わ
る
ど
こ
ろ
か
、
李

卓
吾
本
の
中
で
の
覆
刻
・
翻
刻
・
後
修
な
ど
に
よ
る
本
文
の
異
同
ま
で
も
が
追

及
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
２
４

。
具
体
的
に
そ
の
成
果
の
実
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『
三

国
演
義
』
に
も
李
卓
吾
批
評
本
と
呼
ば
れ
る
版
本
系
統
が
あ
る
の
だ
が
、
清
初
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に
編
ま
れ
清
代
後
期
に
絶
対
的
な
通
行
本
と
な
っ
た
毛
宗
崗
本
が
、
李
卓
吾
批

評
本
の
中
の
ど
の
版
に
依
拠
し
て
編
ま
れ
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
が

論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
西
遊
記
』
で
言
う
世
徳
堂
本

と
李
卓
吾
本
の
間
の
レ
ベ
ル
で
の
比
較
に
お
い
て
も
、
従
来
「
内
容
実
在
一
無

差
別
」
と
さ
れ
て
い
た
系
統
間
で
、
十
一
箇
所
も
の
挿
入
説
話
が
見
出
さ
れ
る

と
い
う
中
川
諭
氏
に
よ
る
大
き
な
発
見
も
あ
っ
た
。
こ
う
な
っ
て
み
る
と
、
百

回
本
『
西
遊
記
』
の
版
本
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
水
準
の
研
究
が
望
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
結
果
そ
れ
で
も
世
徳
堂
本
と
李
卓
吾
本
は
殆
ど
同

一
と
言
っ
て
良
い
と
分
か
れ
ば
そ
れ
で
良
い
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
相
違
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、『
三
国
演
義
』
研
究
に
お
い
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら

多
く
の
問
題
が
見
出
さ
れ
て
研
究
の
加
速
度
的
進
展
に
繋
が
る
は
ず
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
そ
の
点
の
検
証
を
試
み
る
。 

 

（
３
）
太
田
辰
夫
氏
に
よ
る
清
刊
本
の
版
本
研
究
と
そ
の
問
題
点 

ま
た
、
清
代
に
編
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
系
統
分
類
に
つ
い
て
も
、
太
田
氏
は

重
要
な
指
摘
を
多
々
行
っ
て
い
る
。 

ま
ず
、
「
『
西
遊
証
道
書
』
考
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
二
十
一
巻
第
五
号
、

一
九
七
〇
）
に
お
い
て
、『
孫
目
』
著
録
の
内
閣
文
庫
蔵
本
の
他
に
、
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
蔵
本
も
同
版
で
あ
る
旨
を
紹
介
し
、
元
の
虞
集
の
も
の
と
す

る
「
原
序
」
の
真
贋
を
考
証
し
た
り
、
評
者
と
刊
行
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
康

熙
初
年
の
刊
行
と
推
定
し
た
り
、
評
語
の
性
格
を
論
じ
た
り
、『
東
京
目
』
で
江

流
和
尚
故
事
の
問
題
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
金
山
寺
の
僧
の

名
や
年
数
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
の
は
新
説
西
遊
記
系
統
の
版
本
だ
け
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
り
、
西
遊
証
道
書
が
西
遊
真
詮
よ
り
も
省
略
の
著
し
い
簡
本

（
文
簡
本
）
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
り
、『
孫
目
』
が
西
遊
証
道
書
の
坊
刻
本
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
懐
徳
堂
本
や
懐
新
楼
本
な
ど
が
、
本
文
は
確
か
に
「
西
遊

証
道
書
の
簡
本
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
『
西
遊
真
詮
』
と
題
す
る
十
巻
本

で
あ
り
（
こ
れ
は
通
常
不
分
巻
で
あ
る
『
孫
目
』
著
録
の
『
西
遊
真
詮
』
と
は

本
文
が
別
系
統
）
、
証
道
書
と
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
を
証

道
書
と
称
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
と
の
旨
を
述
べ
た
り
し
て
い
る
。 

太
田
氏
は
こ
の
坊
刻
本
に
対
し
て
「
十
巻
本
西
遊
真
詮
」
と
い
う
呼
称
を
提

唱
し
て
い
る
の
だ
が
、『
西
遊
真
詮
』
と
題
し
な
が
ら
実
は
中
身
は
所
謂
西
遊
証

道
書
で
あ
る
版
本
は
、
現
在
で
は
更
に
八
巻
本
や
六
巻
本
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
所
謂
西
遊
真
詮
の
方
に
も
、
不
分
巻
本
に
非
常
に
多
く
の
版
種
が
あ
る

他
に
、
少
数
な
が
ら
二
十
巻
本
も
存
在
す
る
の
で
、
十
巻
本
や
八
巻
本
や
六
巻

本
と
の
区
別
の
た
め
に
『
孫
目
』
の
③
の
系
統
を
「
不
分
巻
本
西
遊
真
詮
」
と

総
称
す
る
と
い
う
の
も
不
適
当
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
呼
称
は
真
詮

だ
が
本
文
は
所
謂
証
道
書
系
統
で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
の
は
い
か
に
も
分
か
り

に
く
い
。 

そ
こ
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
本
文
と
評
註
が
誰
の
手
に
な
る
も
の
の
系
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譜
に
連
な
る
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、『
孫
目
』
の
前
記
②
西
遊
証
道
書
を
汪

象
旭
箋
評
本
、
③
西
遊
真
詮
を
陳
士
斌
詮
解
本
、
④
新
説
西
遊
記
を
張
書
紳
註

本
、
⑤
西
遊
原
旨
を
劉
一
明
解
本
、
⑥
西
遊
正
旨
を
張
含
章
註
本
、
そ
し
て
『
孫

目
』
未
著
録
の
『
西
遊
記
評
註
』
を
含
晶
子
評
註
本
と
呼
称
す
る
２
５

。 

 

ま
た
、
太
田
氏
に
は
「
清
刊
本
西
遊
記
考
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
二
十
二

巻
第
四
号
、
一
九
七
一
）
も
あ
り
、『
孫
目
』
の
③
～
⑥
、
及
び
含
晶
子
評
註
本

に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
う
ち
筆
者
が
張
書
紳
註
本
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
『
孫

目
』
の
④
だ
け
が
「
世
本
・
李
卓
吾
本
系
統
の
」
文
繁
本
で
、
他
は
い
ず
れ
も

文
簡
本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

三
、
百
回
本
成
立
史
に
関
わ
る
諸
資
料
に
つ
い
て 

（
１
）
秣
陵
陳
元
之
「
刋
西
逰
記
序
」
と
そ
の
周
辺 

 

前
述
の
通
り
、
世
徳
堂
刊
本
こ
と
北
平
図
書
館
旧
蔵
『
新
刻
出
像
官
板
大
字

西
逰
記
』（
台
湾
故
宮
博
物
院
現
蔵
）
は
現
存

古
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
と
し

て
重
視
さ
れ
て
来
た
版
本
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
頭
に
、
秣
陵
陳
元
之
の
撰
に
な

る
「
刋
西
逰
記
序
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。「
壬
辰
夏
端
四
日
也
」
と
結
ば
れ
る
こ

の
序
は
、
百
回
本
の
成
立
史
に
関
わ
る
重
要
な
証
言
を
含
む
も
の
と
し
て
早
く

か
ら
注
目
を
集
め
て
来
た
。
多
く
の
先
行
研
究
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
非
常

に
重
要
な
資
料
な
の
で
、
重
複
を
厭
わ
ず
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
。 

 

 
 

刋
西
逰
記
序 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秣
陵
陳
元
之
撰 

 
 

 

太
史
公
曰
、
「
天
道
恢
恢
、
豈
不
大
㦲
。
譚
言
㣲
中
、
亦
可
以
觧
紛
」
。

荘
子
曰
、
「
道
在
屎
溺
」
、
善
乎
立
言
。
是
故
道
惡
乎
往
而
不
存
、
言
惡
乎

存
而
不
可
。
若
必
以
荘
雅
之
言
求
之
、
則
㡬
乎
遺
。
西
遊
一
書
、
不
知
其

何
人
所
為
。
或
曰
出
今
天
潢
何
侯
王
之
國
、
或
曰
出
八
公
之
徒
、
或
曰
出

王
自
製
。
余
覽
其
意
、
近
跅

滑
稽
之
雄
、
巵
言
漫
衍
之
為
也
。
舊
有
叙
、

余
讀
一
過
、
亦
不
著
其
姓
氏
作
者
之
名
。
豈
嫌
其
丘
里
之
言
與
？
其
叙
以

為
、
孫
、
猻
也
、
以
為
心
之
神
。
馬
、
馬
也
、
以
為
意
之
馳
。
八
戒
、
其

所
戒
八
也
、
以
為
肝
氣
之
木
。
沙
、
流
沙
、
以
為
腎
氣
之
水
。
三
蔵
、
蔵

神
・
蔵
聲
・
蔵
氣
之
三
蔵
、
以
為
郛
郭
之
主
。
魔
、
魔
、
以
為
口
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
・
意
、
恐
怖
顛
倒
幻
想
之
障
。
故
魔
以
心
生
、
亦
心
以
攝
。

是
故
攝
心
以
攝
魔
、
攝
魔
以
還
理
、
還
理
以
歸
之
太
初
、
即
心
無
可
攝
。

此
其
以
為
道
之
成
耳
。
此
其
書
直
寓
言
者
㦲
。
彼
以
為
大
丹
之
數
也
、
東

生
西
成
、
故
西
以
為
紀
。
彼
以
為
濁
世
不
可
以
荘
語
也
、
故
委
蛇
以
浮
世
。

委
蛇
不
可
以
為
教
也
。
故
㣲
言
以
中
道
理
。
道
之
言
不
可
以
入
俗
也
、
故

浪
謔
咲
虐
以
恣
肆
。
咲
謔
不
可
以
見
世
也
、
故
流
連
比
䫫
以
明
意
。
於
是

其
言
始
参
差
而
諔
詭
可
觀
、
謬
悠
荒
唐
、
無
端
崖
涯
涘
、
而
譚
言
㣲
中
、

有
作
者
之
心
、
傲
世
之
意
、
夫
不
可
没
巳
。
唐
光
禄
既
購
是
書
、
竒
之
、

益
俾
好
事
者
為
之
訂
校
、
秩
其
巻
目
梓
之
、
凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
餘
、

而
充
叙
於
余
。
余
維
太
史
・
漆
園
之
意
、
道
之
所
存
、
不
欲
盡
廢
、
況
中
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慮
者
㦲
？
故
聊
為
綴
其
軼
叙
叙
之
。
不
欲
其
志
之
盡
湮
、
而
使
後
之
人
有

覽
、
淂
其
意
忘
其
言
也
。
或
曰
、「
此
東
野
之
語
、
非
君
子
所
志
。
以
為
史

則
非
信
、
以
為
子
則
非
倫
、
以
言
道
則
近
誣
。
吾
為
吾
子
之
辱
」
。
余
曰
、

「
否
否
、
不
然
。
子
以
為
子
之
史
皆
信
邪
？
子
之
子
皆
倫
邪
？
子
之
子
史

皆
中
道
邪
？
一
有
非
信
非
倫
、
則
子
史
之
誣
均
。
誣
均
則
去
此
書
非
遠
、

余
何
従
而
定
之
？
故
以
大
道
観
、
皆
非
所
宜
有
矣
。
以
天
地
之
大
観
、
何

所
不
有
㦲
？
故
以
彼
見
非
者
、
非
也
。
以
我
見
非
者
、
非
也
。
人
非
人
之

非
者
、
非
非
人
之
非
。
人
之
非
者
、
又
與
非
者
也
。
是
故
必
兼
存
之
後
可
。

於
是
兼
存
焉
」
。
而
或
者
迺
亦
以
為
信
。
屬
梓
成
、
遂
書
冠
之
。
時
壬
辰
夏

端
四
日
也
。 

 

こ
の
陳
元
之
序
に
は
、
百
回
本
の
成
立
史
に
関
わ
る
議
論
で
必
ず
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
る
く
だ
り
が
三
箇
所
あ
る
。 

一
つ
は
「
西
遊
一
書
、
不
知
其
何
人
所
為
。
或
曰
出
今
天
潢
何
侯
王
之
國
、

或
曰
出
八
公
之
徒
、
或
曰
出
王
自
製
」
で
あ
る
。『
西
遊
記
』
の
作
者
の
名
は
当

時
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
る
藩
王
の
王
府
で
作
ら
れ
た
（
出
今
天
潢
何
侯
王
之

國
。
原
本
は
「
天
」
か
ら
改
行
）
と
か
、
王
侯
の
食
客
の
作
品
で
あ
る
（
出
八

公
之
徒
）
と
か
、
藩
王
自
身
の
手
に
な
る
（
出
王
自
製
。
原
本
は
「
王
」
か
ら

改
行
）
と
か
い
っ
た
噂
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ど

こ
か
の
王
府
の
関
与
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
訳
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
王
府
で

あ
る
か
に
つ
い
て
、『
（
天
啓
）
淮
安
府
志
』
三
十
二
巻
（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）

の
巻
十
九
「
藝
文
志
一
」
の
「
呉
承
恩
：
射
陽
集
四
册 

卷
、
春
秋
列
傳
序
、

西
遊
記
」
と
い
う
著
録
２
６

を
根
拠
に
章
回
小
説
『
西
遊
記
』
の
作
者
を
呉
承
恩

と
看
做
す
立
場
か
ら
、
呉
承
恩
が
荊
王
府
の
紀
善
を
務
め
た
こ
と
と
関
連
が
あ

る
と
い
う
説
２
７

、
周
弘
祖
『
古
今
書
刻
』
に
著
録
さ
れ
る
魯
府
刊
本
『
西
遊
記
』

と
登
州
府
刊
本
『
西
遊
記
』
と
に
結
び
付
け
る
説
２
８

、
後
述
の
盛
於
斯
『
休
庵

影
語
』「
西
遊
記
誤
」
条
に
引
く
周
如
山
の
証
言
に
見
え
る
「
周
邸
」
と
結
び
付

け
る
説
２
９

な
ど
が
入
り
乱
れ
て
お
り
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
史
を
検
討

す
る
上
で
の
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
。 

二
つ
め
は
、
一
つ
め
の
直
後
の
「
余
覽
其
意
、
近
跅

滑
稽
之
雄
、
巵
言
漫

衍
之
為
也
。
舊
有
叙
、
余
讀
一
過
、
亦
不
著
其
姓
氏
作
者
之
名
。
豈
嫌
其
丘
里

之
言
與
？
其
叙
以
為
」
と
、
そ
の
直
後
に
続
く
旧
本
の
叙
の
要
約
或
い
は
引
用

で
、
旧
本
に
無
記
名
の
叙
が
あ
り
、
そ
れ
は
登
場
人
物
や
設
定
の
寓
意
を
読
み

解
く
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
３
０

。 

三
つ
め
は
、「
唐
光
禄
既
購
是
書
、
竒
之
、
益
俾
好
事
者
為
之
訂
校
、
秩
其
巻

目
梓
之
、
凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
餘
、
而
充
叙
於
余
」
で
あ
る
。
こ
の
直
前
の

「
夫
不
可
没
巳
」
で
旧
本
の
叙
の
要
約
ま
た
は
引
用
と
そ
れ
に
対
す
る
陳
元
之

の
論
評
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
こ
で
は
陳
元
之
が
序
を
寄

せ
た
刊
本
自
体
の
刊
行
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
唐
光
禄
な
る
人
物
が
旧
本

を
購
入
し
て
価
値
を
認
め
、「
訂
校
」
と
「
秩
其
巻
目
」
と
い
う
作
業
を
経
て
二
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十
巻
本
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
陳
元
之
に
序
文
を
求
め
て
来
た
、
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
「
唐
光
禄
」
が
何
者
な
の
か
、
「
益
俾

好
事
者
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
、「
訂
校
」
と
「
秩
其
巻
目
」
と
は
ど
の

よ
う
な
作
業
を
指
す
の
か
、
と
い
っ
た
点
は
先
行
研
究
で
多
様
な
解
釈
が
示
さ

れ
て
お
り
、
大
き
く
見
解
が
割
れ
て
い
る
。
唐
光
禄
が
何
者
で
あ
る
か
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。 

 

（
２
）
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」 

盛
於
斯
（
字
此
公
、
一
五
九
八
～
一
六
三
八
）
『
休
庵
影
語
』
３
１

「
西
遊
記

誤
」
条
に
、
周
如
山
な
る
人
物
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
史
に
関
す
る
証

言
が
引
か
れ
て
い
る
。
「
西
遊
記
誤
」
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。 

 

余
幼
時
讀
『
西
遊
記
』
、
至
「
清
風
嶺
唐
僧
遇
怪 

木
棉
菴
三
藏
談
詩
」
、

心
識
其
爲
後
人
之
偽
筆
、
遂
抹
殺
之
。 

 
 

 

後
十
餘
年
、
會
周
如
山
云
、「
此
様
抄
本
、
初
出
自
周
邸
、
及
授
梓
時
訂

書
、
以
其
數
不
滿
百
、
遂
增
入
一
囘
、
先
生
疑
者
、
得
毋
是
乎
？
」 

 
 

 

蓋
『
西
遊
』
作
者
、
極
有
深
意
、
毎
立
一
題
、
必
有
所
指
、
卽
中
間
科

諢
語
、
亦
皆
關
合
性
命
眞
宗
、
決
不
作
尋
常
影
響
。 

 
 

 

其
末
囘
云
、
「
九
九
數
完
歸
大
道 

三
三
行
滿
見
眞
如
」
。
九
、
陽
也
。

九
九
、
陽
之
極
也
。
陽
孩
於
一
、
苗
於
三
、
盛
於
五
、
老
於
七
、
終
於
九
、

則
三
三
、
九
數
也
、
不
用
一
而
用
九
、
猶
初
九
潛
龍
勿
用
之
意
云
。
三
三

九
九
、
正
合
九
十
九
囘
、
而
此
囘
爲
後
人
之
偽
筆
、
決
定
無
疑
。 

 
 

至
若
『
關
尹
』『
管
子
』『
博
物
誌
』
、
皆
後
人
偽
筆
、
讀
者
皆
不
可
不
辨
。

近
日
『
續
藏
書
』
、
貌
李
卓
吾
、
更
是
可
笑
。
若
卓
老
止
於
如
此
、
亦
不
成

其
爲
卓
吾
也
。
又
若
『
四
書
眼
』『
四
書
評
』・
批
點
『
西
遊
』『
水
滸
』
等

書
、
皆
稱
李
卓
吾
、
其
實
皆
葉
文
通
筆
也
。
余

恨
今
世
齷
齪
豎
儒
、
不

揣
己
陋
、
欲
附
作
者
之
林
、
將
自
家
土
苴
糞
壌
、
輒
託
一
二
名
公
以
行
世
。

而
讀
者
又
矮
人
觀
場
、
見
某
老
先
生
名
諱
、
不
問
好
歹
、
卽
捧
誦
之
。
若

此
等
人
、
尚
可
與
之
上
下
千
古
、
品
隲
是
非
乎
。
因
『
西
遊
記
』
誤
、
并

及
之
。 

 

ひ
と
ま
ず
、
周
如
山
に
関
わ
る
点
の
み
要
約
し
て
お
こ
う
。 

・
盛
於
斯
は
幼
い
頃
に
『
西
遊
記
』
を
読
ん
だ
際
、「
木
棉
菴
談
詩
」
の
話

（
詳
細
は
終
章
で
述
べ
る
が
、
現
行
の
百
回
本
第
六
十
四
回
の
木
仙
菴

談
詩
の
話
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
）
を
後
人
の
偽
作
と
受
け
止
め
た
。 

・
後
に
周
如
山
か
ら
「
『
西
遊
記
』
は
も
と
も
と
「
周
邸
」
か
ら
抄
本
が
出

た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
校
訂
し
た
際
に
、
全
百

回
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、（
全
百
回
と
す
る
た
め
に
）
一
回
分
の

話
を
増
や
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
偽
作
だ
と
疑
っ
て
い
る

話
こ
そ
が
、
ま
さ
に
そ
の
追
加
さ
れ
た
回
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
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か
？
」
と
聞
い
た
３
２

。 

・
そ
れ
を
聞
い
た
盛
於
斯
は
、『
西
遊
記
』
が
九
と
い
う
数
字
を
重
視
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
本
来
は
九
十
九
回
本
だ
っ
た
と
い
う
の
は
大

い
に
頷
け
る
話
で
あ
る
と
思
い
、
第
六
十
四
回
に
相
当
す
る
話
が
後
か

ら
付
け
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
確
信
し
た
。 

 

周
如
山
の
証
言
に
は
陳
元
之
序
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
ど

の
よ
う
な
情
報
源
に
基
づ
く
の
か
不
明
で
あ
る
か
ら
、
果
た
し
て
信
憑
性
を
認

め
て
良
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
磯
部
彰
氏
３
３

と
呉
聖
昔
氏
３
４

が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
、
周
如
山
を
万
暦
年
間
に
活
動
し
た
書
坊

で
あ
る
周
氏
大
業
堂
の
主
人
だ
と
す
る
言
説
が
書
誌
学
の
分
野
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
時
の
出
版
業
界
に
身
を
置
い
て
い
た
人
物
の
証
言
と
し

て
一
定
の
信
憑
性
を
認
め
る
べ
き
旨
を
説
い
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
大
業
堂

が
い
か
な
る
書
坊
で
、
周
如
山
が
確
か
に
そ
の
主
人
な
の
か
ど
う
か
を
し
か
と

確
か
め
ね
ば
な
る
ま
い
。 

  
 

四
、
各
章
の
構
成
と
初
出 

 

本
論
文
の
構
成
と
初
出
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 

 
 

第
一
章 

聖
僧
歴
難
簿
が
語
る
も
の 

書
き
下
ろ
し
。
但
し
、
筆
者
卒
業
論
文
「
西
遊
記
世
徳
堂
本

の
位
相
」（
東
京
大
学
文
学
部
言
語
文
化
学
科
、
二
〇
〇
三
）
に

お
け
る
発
想
を
元
と
し
て
い
る
。 

 
 

第
二
章 

世
徳
堂
本
の
版
本
に
つ
い
て 

拙
稿
「
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
版
本
問
題
の
再
検
討
初
探
―

―
他
の
世
徳
堂
刊
本
小
説
・
戯
曲
と
の
版
式
の
比
較
を
中
心
に

―
―
」
（
『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
第
』
十
二

号
、
二
〇
〇
九
）
と
「
世
德
堂
刊
本
《
西
遊
記
》
伝
本
考
述
」

（
『
文
学
遺
産
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期
）
と
を
元
に
、
全
体
を
大

幅
に
改
稿
・
再
構
成
し
た
。 

 
 

第
三
章 

金
陵
唐
氏
世
徳
堂
主
人
考
―
―
二
人
の
「
唐
光
禄
」
―
― 

拙
稿
「
金
陵
書
坊
唐
氏
世
徳
堂
主
人
考
―
―
二
人
の
「
唐
光

禄
」
―
―
」
（
『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
二
十
七
号
、
二
〇
一

二
）
及
び
そ
の
中
国
語
補
訂
版
「
金
陵
書
坊
唐
氏
世
徳
堂
主
人

考
―
―
両
位
唐
光
禄
―
―
」（
『
国
際
漢
学
研
究
通
訊
』
第
八
期
、

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
）
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
。 

第
四
章 

李
卓
吾
批
評
本
系
の
版
本
に
つ
い
て 

拙
稿
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
版
本
に
つ
い
て
（
『
日

本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
三
集
、
二
〇
一
一
）
及
び
そ
の
中
国

語
補
訂
版
「
関
於
《
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
》
的
版
本
問
題
」

（
『
国
際
漢
学
研
究
通
訊
』
第
五
期
、
二
〇
一
二
）
に
加
筆
修
正
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を
施
し
た
。 

 
 

第
五
章 

周
氏
万
巻
楼
と
周
氏
大
業
堂
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
周
如
山
を

め
ぐ
っ
て
―
― 

拙
稿
「
金
陵
書
坊
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の

関
係
に
つ
い
て
」
（
『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
四
十
八
輯
、
二
〇
一

四
）
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
。 

 
 

第
六
章 

清
本
諸
系
統
の
版
本
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

書
き
下
ろ
し
。 

 
 

第
七
章 

明
末
の
商
業
出
版
に
お
け
る
異
姓
書
坊
間
の
広
域
的
連
携
の
存

在
に
つ
い
て 

拙
稿
「
明
末
の
商
業
出
版
に
お
け
る
異
姓
書
坊
間
の
広
域
的

連
携
の
存
在
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
学
』
第
百
三
十
一
輯
、
二
〇

一
六
）
に
若
干
の
加
筆
修
正
を
施
し
た
。 

終 

章 
 

 
 

 
 

 

書
き
下
ろ
し
。 

                                         

         

 

１  

四
大
奇
書
と
い
う
括
り
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
浦
安
迪
（A

n
drew

.H
.

P
laks

）
著
・
沈
亨
寿
訳
『
明
代
小
説
四
大
奇
書
』（
中
国
和
平
出
版
社
、
一

九
九
三
。
原
書
はA

n
drew

.H
.P

laks “T
h

e F
ou

r M
asterw

orks of 
M

in
g N

ovel :S
su

 ta ch
’i-sh

u
” (P

rin
ceton

 U
n

iversity P
ress, 

1987)

）
参
照
。 

                                        
 

２  

大
塚
秀
高
「
嘉
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ
―
―
熊
大
木
と
英
烈
・
忠
義
を

端
緒
と
し
て
―
―
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
四
冊
、
一
九
九

四
）
、
小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
）
等
参
照
。 

３  

竺
洪
波
『
四
百
年
《
西
遊
記
》
学
術
史
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
）
。 

４  

大
阪
市
立
大
学
中
国
文
学
研
究
室
編
『
中
国
の
八
大
小
説
』（
平
凡
社
、
一

九
六
五
）
所
収
。 

５  

磯
部
彰
『
『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
九
三
）
序
章
。 

６  

詳
細
に
つ
い
て
は
、
磯
部
彰
「
大
倉
文
化
財
団
所
蔵
『
大
唐
三
蔵
取
経
詩

話
』
解
題
」
（
『
大
倉
文
化
財
団
蔵 

宋
版 

大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』
所
収
、

汲
古
書
院
、
一
九
九
七
）
参
照
。
本
論
文
で
は
両
者
の
テ
キ
ス
ト
を
『
取
経

詩
話
』
と
総
称
す
る
。 

７  

研
究
史
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
太
田
辰
夫
「
『
朴
通
事
諺
解
』
所
引
西
遊

記
考
」（
初
出
は
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
十
巻
第
二
号
、
一
九
五
九
。
の
ち
同

氏
『
西
遊
記
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
第
四
章
）
、
磯
部
彰
「
「
元

本
西
遊
記
」
の
形
態
に
つ
い
て
」
（
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
八
号
、

一
九
八
四
。
の
ち
磯
部
注
５
書
第
五
章
）
参
照
。 

８  

孫
楷
第
「
呉
昌
齢
与
雑
劇
西
遊
記
」
（
『
輔
仁
学
誌
』
第
八
巻
第
一
期
、
一

九
三
九
。
の
ち
同
氏
『
滄
州
集
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
五
）
所
収
）
参
照
。 

９  

孫
楷
第
注
８
論
文
、
太
田
辰
夫
「
戯
曲
西
遊
記
考
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』

第
二
十
二
巻
第
三
号
、
一
九
七
一
。
の
ち
太
田
注
７
書
第
六
章
）
、
磯
部
彰
「
伝

奇
四
十
種
本
『
楊
東
來
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
成
立
時
期
と
そ
の
刊
行
年
代
」

（
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
十
四
号
、
一
九
八
九
。
の
ち
「
『
楊
東
來

先
生
批
評
西
遊
記
』
劇
の
成
立
と
そ
の
刊
行
―
―
明
前
期
の
戯
曲
西
遊
記
物

語
に
つ
い
て
―
―
」
と
改
題
の
上
で
磯
部
注
５
書
第
十
章
）
参
照
。 

１
０ 

鄭
振
鐸
「
西
遊
記
的
演
化
」（
『
文
学
』
第
一
巻
四
号
、
一
九
三
三
）
、
太
田

辰
夫
「
『
西
遊
記
』
の
二
異
本
」（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
二
十
巻
第
三
・
四
号
、

一
九
六
九
。
の
ち
こ
の
問
題
を
扱
う
前
半
部
を
「
『
永
楽
大
典
』
本
西
遊
記
考
」

と
改
題
の
上
で
太
田
注
７
書
第
八
章
）
、
磯
部
注
７
論
文
参
照
。 

１
１ 

太
田
辰
夫
「
「
銷
釋
真
空
宝
巻
」
に
見
え
る
「
西
遊
記
」
故
事
―
―
元
本
西
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遊
記
考
―
―
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
十
五
巻
第
六
号
、
一
九
六
五
。
の
ち

「
『
朴
通
事
諺
解
』
と
『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
」
と
改
題
の
上
で
太
田
注
７
書
第

五
章
）
、
磯
部
注
７
論
文
参
照
。 

１
２ 

『
中
華
戯
曲
』
第
三
輯
（
山
西
師
範
大
学
戯
曲
文
物
研
究
所
、
一
九
八
七
）
、

磯
部
彰
「
『
迎
神
賽
社
禮
節
傳
簿
四
十
曲
宫
調
』
に
収
め
ら
れ
る
「
西
遊
記
」

関
係
隊
舞
戯
に
つ
い
て
」
（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
六
十
号
、
一
九
八
八
。
の
ち

「
『
迎
神
賽
社
禮
節
傳
簿
四
十
曲
宫
調
』
に
収
め
ら
れ
る
「
西
遊
記
」
隊
舞
戯
」

と
改
題
の
上
で
磯
部
注
５
書
第
十
一
章
）
参
照
。 

１
３ 

太
田
辰
夫
「
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
と
『
西
遊
記
』
の
一
古
本
」（
『
神

戸
外
大
論
叢
』
第
十
五
巻
第
六
号
、
一
九
六
七
。
の
ち
太
田
注
７
書
第
九
章
）
、

田
中
智
行
「
龍
谷
大
学
図
書
館
藏
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
翻
刻
（
一
）

附
解
題
」
（
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。

原
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
見
て
は
い
る
が
、
難
読
の
写
本
の
た
め
、
本

論
文
で
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
を
扱
う
際
に
は
、
基
本
的
に
田
中
智

行
「
龍
谷
大
学
図
書
館
藏
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
翻
刻
（
一
）
～
（
五
）
」

（
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
連
載
、
（
一
）
：
前
掲
。
（
二
）
：
第
二
十
三
号
、

二
〇
一
〇
。
（
三
）
：
第
二
十
四
号
、
二
〇
一
一
。
（
四
）
：
第
二
十
五
号
、
二

〇
一
二
。
（
五
）
：
第
二
十
六
号
、
二
〇
一
三
）
に
お
け
る
翻
刻
に
従
う
。 

１
４ 

但
し
、『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
は
そ
も
そ
も
本
当
に
百
回
本
に
先
行

す
る
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
否
か
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
田

中
注
13
解
題
で
は
、
い
ず
れ
も
清
代
の
百
回
本
の
邦
訳
で
あ
る
『
絵
本
西
遊

記
』
初
編
と
『
通
俗
西
遊
記
』
後
編
・
三
編
を
襲
っ
て
い
る
と
明
ら
か
に
認

め
ら
れ
る
箇
所
が
複
数
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

１
５ 

「
章
回
小
説
」
と
い
う
用
語
は
清
末
民
初
に
発
生
し
た
も
の
で
、
そ
の
経

緯
に
つ
い
て
は
陳
美
林
・
馮
保
善
・
李
忠
明
『
章
回
小
説
史
』（
浙
江
古
籍
出

版
社
、
一
九
九
八
）
、
羅
書
華
「
章
回
小
説
的
命
名
和
前
称
」（
『
明
清
小
説
研

究
』
一
九
九
九
年
第
二
期
）
参
照
。 

１
６ 

中
川
諭
『
『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）
参

照
。 

                                        
 

１
７ 

例
え
ば
、
中
野
美
代
子
『
西
遊
記
の
秘
密
―
―
タ
オ
と
煉
丹
術
の
シ
ン
ボ

リ
ズ
ム
―
―
』（
初
版
：
福
武
書
店
、
一
九
八
四
。
改
訂
版
：
福
武
文
庫
、
一

九
九
五
。
重
訂
版
：
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
三
）
で
は
、
「
こ
の
よ
う
に
、

長
い
物
語
を
回
に
分
け
、
各
回
に
回
目
を
立
て
て
い
る
小
説
を
章
回
小
説
と

呼
ぶ
。
ま
た
、
分
回
本
と
い
っ
て
も
よ
い
」（
重
訂
版
三
三
五
頁
）
と
し
た
後

で
、
旧
式
の
も
の
と
し
て
別
途
『
三
国
演
義
』
の
初
期
版
本
の
よ
う
な
「
巻

分
け
に
し
て
則
目
を
立
て
る
だ
け
の
も
の
」
の
存
在
に
触
れ
て
両
者
を
比
較

し
て
い
る
。 

１
８ 

大
塚
注
２
論
文
九
八
頁
、
陳
美
林
・
馮
保
善
・
李
忠
明
注
15
書
一
〇
頁
等
。 

１
９ 

太
田
辰
夫
・
鳥
居
久
靖
「
解
説
」（
太
田
辰
夫
・
鳥
居
久
靖
訳
『
西
遊
記
（
上
）
』

所
収
、
平
凡
社
中
国
古
典
文
学
全
集
、
一
九
六
〇
）
、
齋
藤
・
伊
藤
注
４
論
文
、

太
田
辰
夫
「
明
刊
本
『
西
遊
記
』
考
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
十
九
巻
第
一

号
、
一
九
六
八
。
の
ち
太
田
注
７
書
第
十
四
章
）
等
。 

２
０ 

曹
炳
建
『
《
西
遊
記
》
版
本
源
流
考
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
）
、
周
文

業
『
《
三
国
演
義
》
、《
水
滸
伝
》
、《
西
遊
記
》
、《
金
瓶
梅
》
、《
紅
楼
夢
》
版
本

研
究
』（
著
者
自
印
、
二
〇
一
二
）
等
。
な
お
、
こ
の
用
語
法
は
、
百
回
本
よ

り
も
遥
か
に
簡
略
で
、
か
つ
内
容
的
に
も
別
系
統
と
言
う
べ
き
本
文
を
持
つ

分
則
本
を
「
簡
本
」
と
呼
ぶ
の
と
三
点
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。「
簡
本
」
と

い
う
用
語
が
、
時
に
は
「
百
回
本
の
中
で
簡
略
な
本
文
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
」

の
意
で
使
わ
れ
、
時
に
は
分
則
本
を
指
し
て
使
わ
れ
て
来
た
と
い
う
問
題
を

解
決
し
て
お
り
、『
西
遊
記
』
の
版
本
問
題
を
論
じ
る
だ
け
な
ら
申
し
分
の
な

い
用
語
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
繁
本
」
と
「
簡
本
」
は
他
の
章
回
小
説
、

特
に
『
三
国
演
義
』
と
『
水
滸
伝
』
の
版
本
を
論
じ
る
上
で
も
定
着
し
て
い

る
用
語
で
、
そ
れ
ら
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
難
点
も
あ
る
。 

２
１  

孫
氏
は
適
宜
要
約
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
内
閣
文
庫
蔵

本
の
原
文
の
該
当
箇
所
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
（
前
後
は
省
略
）
。 

２
２ 
百
回
本
以
外
も
著
録
し
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
直
接
扱
わ
な
い
た
め
、

省
略
す
る
。 

２
３  

こ
の
長
い
引
用
の
中
で
は
、「
世
徳
堂
刊
本
」「
楊
閩
斎
刊
本
」
な
ど
の
「
○
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○
刊
本
」
と
い
う
用
語
と
、「
世
徳
堂
本
」「
楊
閩
斎
本
」
な
ど
の
「
○
○
本
」

と
い
う
用
語
と
が
、
一
見
無
造
作
に
混
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

良
く
読
む
と
こ
れ
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
世
徳
堂
を
例
に
取
れ

ば
、「
世
徳
堂
刊
本
」
が
「
世
徳
堂
が
版
木
を
作
成
し
て
刊
行
し
た
版
本
」
そ

の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
世
徳
堂
本
」
の
方
は
「
世
徳
堂
刊
本
の

本
文
」
、
つ
ま
り
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
問
題
に
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
違
い
が
よ
り
分
か
り
易
く
な
る
例
を
挙
げ
よ
う
。
仮
に
世
徳
堂
刊
本
を
極

力
忠
実
に
抄
写
し
た
写
本
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
写
本
は
世
徳
堂
が
刊
行

し
た
版
本
で
は
な
い
か
ら
、「
世
徳
堂
刊
本
」
と
は
呼
べ
な
い
。
し
か
し
、
本

文
は
世
徳
堂
刊
本
と
（
多
少
の
誤
写
は
あ
る
に
せ
よ
）
基
本
的
に
同
一
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
写
本
の
本
文
も
「
世
徳
堂
本
」
と
称
し
得
る
。
過
去
の
拙
論

へ
の
自
省
も
込
め
て
言
う
と
、
通
俗
小
説
の
版
本
研
究
は
こ
の
使
い
分
け
を

意
識
せ
ず
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
ば
し
ば
議
論
の
混
乱
を
招
い
て
し

ま
っ
て
い
る
。
同
様
の
問
題
は
、「
×
×
な
る
機
関
な
い
し
個
人
が
所
蔵
す
る

本
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
「
×
×
蔵
本
」
や
、「
△
△
が
印
刷
し
た
本
（
版
木

の
作
成
者
は
△
△
と
は
別
の
書
坊
・
官
署
・
個
人
等
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
」

を
意
味
す
る
「
△
△
印
本
」
と
の
間
に
も
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
太
田
氏
で

さ
え
こ
れ
に
続
く
文
章
の
中
で
「
×
×
蔵
本
」
と
「
×
×
本
」
の
使
い
分
け

は
全
く
し
て
い
な
い
。
本
論
文
で
は
版
本
の
覆
刻
・
翻
刻
・
後
修
・
逓
修
と

い
っ
た
問
題
を
頻
繁
に
取
り
扱
う
た
め
、
こ
れ
ら
の
使
い
分
け
に
は
極
力
厳

格
で
あ
る
よ
う
に
努
め
る
。 

２
４  

以
下
に
続
く
具
体
例
も
含
め
、
中
川
注
16
書
参
照
。 

２
５  

な
お
、
華
陽
洞
天
主
人
校
本
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
の
呼
称
は
必
ず

し
も
本
文
を
一
意
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
汪
象
旭
箋
評
本
を
例
に

取
れ
ば
、『
孫
目
』
著
録
の
内
閣
文
庫
蔵
本
や
そ
れ
と
同
版
の
京
大
人
文
研
蔵

本
は
こ
の
系
統
の
中
で
の
文
繁
本
（
但
し
、
百
回
本
全
体
の
中
で
見
れ
ば
文

簡
本
）
、
太
田
氏
の
指
摘
し
た
十
巻
本
西
遊
真
詮
は
こ
の
系
統
の
中
で
の
文
簡

本
で
あ
っ
て
、
同
一
系
統
内
で
も
本
文
の
繁
簡
や
評
注
の
分
量
に
相
違
が
あ

る
。 

                                        
 

２
６ 

『
（
康
熙
）
淮
安
府
志
』
十
三
巻
首
一
巻
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
東

洋
文
庫
等
蔵
）
の
巻
十
二
「
藝
文
志
」
に
も
同
文
が
見
え
る
。
一
方
、
黄
虞

稷
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
八
「
地
理
類
下
」
に
も
「
呉
承
恩
『
西
遊
記
』
」
が
著

録
さ
れ
て
お
り
、
呉
承
恩
作
者
否
定
説
の
立
場
か
ら
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。 

２
７ 

曹
炳
建
「
《
西
遊
記
》
世
徳
堂
本
研
究
二
題 

」
（
『
東
南
大
学
学
報
（
哲
学

社
会
科
学
版)

）
第
十
一
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
九
）
等
。 

２
８ 

太
田
辰
夫
「
魯
府
本
西
遊
記
と
『
西
遊
釈
厄
伝
』
」
（
太
田
注
７
書
第
十
三

章
）
、
黄
永
年
「
前
言
」（
『
黄
周
星
定
本
西
遊
証
道
書 

西
遊
記
』
所
収
、
中

華
書
局
、
一
九
九
三
）
等
。 

２
９ 

曹
炳
建
注
20
書
第
三
章
第
三
節
（
同
氏
注
27
論
文
と
は
若
干
見
解
が
変
わ

っ
た
点
が
あ
る
）
等
。 

３
０ 

鄭
振
鐸
注
10
論
文
は
「
惜
所
云
「
旧
序
」
世
徳
堂
本
未
刊
入
、
今
絶
不
可

得
見
、
未
能
一
窺
其
究
竟
」
と
す
る
が
、
太
田
辰
夫
「
西
遊
記
雑
考
」
（
『
神

戸
外
大
論
叢
』
第
二
十
一
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
七
〇
。
の
ち
こ
の
問
題
を

扱
う
後
半
部
を
「
世
徳
堂
本
西
遊
記
（
世
本
）
考
」
と
改
題
の
上
で
太
田
注

７
書
第
十
二
章
）
や
磯
部
彰
「
明
後
期
に
お
け
る
『
西
遊
記
』
の
大
成
と
そ

の
流
布
」
（
磯
部
注
５
書
第
十
二
章
）
が
指
摘
す
る
通
り
、
「
孫
、
孫
也
」
以

下
は
旧
本
の
叙
の
内
容
を
伝
え
る
く
だ
り
で
あ
ろ
う
。 

３
１ 

開
明
書
店
排
印
本
（
一
九
三
一
）
に
拠
っ
た
。
同
排
印
本
の
陳
楚
材
「
新

序
二
」
に
よ
る
と
、
開
明
書
店
排
印
本
は
盛
昌
言
か
ら
原
本
を
借
り
受
け
て

作
成
し
た
抄
本
を
校
訂
し
て
標
点
を
加
え
た
も
の
と
い
う
が
、
そ
の
「
原
本
」

も
「
抄
本
」
も
、
い
ず
れ
も
現
所
在
が
掴
め
な
い
。
因
み
に
こ
の
序
で
は
盛

於
斯
の
生
平
や
生
没
年
が
考
証
さ
れ
て
お
り
、
周
亮
工
と
の
交
友
関
係
や
、

『
休
庵
影
語
』
に
「
總
批
水
滸
傳
」
と
「
西
遊
記
誤
」
と
い
う
条
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
の
意
義
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朱
一
玄
・
劉
毓
忱
『
《
西

遊
記
》
資
料
滙
編
』（
初
版
：
中
州
書
画
社
、
一
九
八
三
。
増
訂
版
：
南
開
大

学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）
は
「
積
学
斎
抄
本
」
に
よ
り
こ
の
条
を
収
録
す
る

が
、
そ
れ
も
所
在
不
明
で
、
陳
楚
材
抄
本
と
同
一
か
否
か
も
分
か
ら
な
い
（
字

句
に
は
開
明
書
店
排
印
本
と
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
片
方
な
い
し
双
方
が
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排
印
の
際
に
校
訂
を
加
え
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
）
。 

３
２ 
太
田
注
７
書
第
十
章
二
一
八
頁
や
磯
部
注
５
書
三
一
二
頁
な
ど
で
は
、
こ

こ
で
周
如
山
が
「
周
邸
か
ら
出
た
本
に
は
木
仙
菴
談
詩
の
話
が
無
か
っ
た
」

と
証
言
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
呉
聖
昔

「
《
西
遊
記
》
周
邸
抄
本
探
秘
」
（
『
寧
波
師
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）
』
第
十

七
巻
第
一
期
、
一
九
九
五
）
が
説
く
よ
う
に
、
周
如
山
は
あ
く
ま
で
「
周
邸

か
ら
出
た
本
に
対
し
て
一
回
を
補
っ
て
刊
行
し
た
と
聞
い
て
い
る
」
と
い
う

証
言
を
し
た
上
で
、
「
あ
な
た
の
言
う
の
が
そ
の
一
回
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
の
推
測
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
周
如
山
は
ど
の

回
が
増
補
さ
れ
た
一
回
な
の
か
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

３
３ 

磯
部
注
５
書
三
七
九
～
三
八
二
頁
（
初
出
論
文
に
は
見
え
ず
、
書
籍
化
の

際
に
増
補
さ
れ
た
注
釈
）
。 

３
４ 

呉
聖
昔
注
32
論
文
。
な
お
、
呉
聖
昔
氏
は
「
原
名
呉
聖
燮
、
筆
名
方
勝
」

（
曹
炳
建
注
20
書
一
六
頁
）
で
あ
る
と
の
こ
と
で
、「
呉
聖
燮
」
名
義
や
「
方

勝
」
名
義
で
発
表
さ
れ
た
論
考
も
少
な
く
な
い
。 
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第
一
章 

聖
僧
歴
難
簿
が
語
る
も
の 

  
は
じ
め
に 

 

百
回
本
は
ど
の
版
本
で
も
、
第
九
十
九
回
に
玄
奘
が
下
界
に
落
と
さ
れ
て
か

ら
西
天
の
釈
迦
如
来
の
下
へ
た
ど
り
着
く
ま
で
に
遭
遇
し
た
八
十
の
難
を
示
し

た
リ
ス
ト
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ト
を
本
論
文
で
は
聖
僧
歴
難
簿
と
称
す

る
も
の
と
す
る
（
命
名
の
由
来
は
後
述
。
な
お
、
第
九
十
九
回
で

後
の
一
難

が
与
え
ら
れ
、
全
部
で
九
×
九
の
八
十
一
難
と
な
る
）
。 

筆
者
が
卒
業
論
文
「
西
遊
記
世
徳
堂
本
の
位
相
」（
東
京
大
学
文
学
部
言
語
文

化
学
科
、
二
〇
〇
三
年
一
月
八
日
提
出
）
の
執
筆
準
備
に
当
た
っ
て
い
た
際
に
、

中
野
美
代
子
『
西
遊
記
―
―
ト
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル
ド
探
訪
―
―
』
（
岩
波
新
書
、

二
〇
〇
〇
）
七
一
～
七
二
頁
所
載
の
表
へ
の
注
記
が
目
に
止
ま
っ
た
。
中
野
氏

作
成
の
そ
の
表
は
、
聖
僧
歴
難
簿
に
見
え
る
諸
難
が
そ
れ
ぞ
れ
百
回
本
の
第
何

回
で
語
ら
れ
る
事
件
に
対
応
し
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
表
の
欄

外
に
「
世
徳
堂
本
は
、
第
二
十
五
難
以
降
に
著
し
い
混
乱
が
あ
り
、
李
卓
吾
本

は
、
そ
れ
を
整
理
再
編
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
注
記
が
あ
っ
た
の
だ
。 

太
田
辰
夫
氏
が
「
繁
本
の
う
ち
李
卓
吾
本
の
本
文
は
世
徳
堂
本
と
ほ
と
ん
ど

差
が
な
く
、
両
者
は
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
１

、

当
時
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
両
者
の
本
文
の
相
違
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、
中
野
氏
も
世
徳
堂
本
の
聖
僧
歴
難
簿
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
混
乱

し
て
い
る
の
か
は
紹
介
し
て
い
な
か
っ
た
。 

そ
こ
で
『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
初
編
二
百
三
十
六
種
八
百
九
十
九
冊
続
編

百
七
種
三
百
七
十
三
冊
（
天
一
出
版
社
、
初
編
：
一
九
八
五
。
続
編
：
一
九
九

〇
）
、
『
古
本
小
説
叢
刊
』
全
四
十
一
輯
百
六
十
九
種
二
百
五
冊
（
中
華
書
局
、

第
一
輯
：
一
九
八
七
。
第
二
～
四
十
一
輯
：
一
九
九
〇
～
一
九
九
一
）
、
『
古
本

小
説
集
成
』
全
五
批
四
百
二
十
八
種
六
百
九
十
三
冊
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

九
九
〇
～
一
九
九
四
）
等
に
収
録
さ
れ
る
百
回
本
『
西
遊
記
』
諸
版
本
の
影
印

本
を
一
通
り
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
諸
版
本
に
お
け
る
聖
僧
歴
難
簿
は
大
き

く
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
前
記
卒
業
論
文
に
お
い
て
、

そ
れ
を
指
摘
し
て
未
熟
な
が
ら
も
分
析
を
試
み
た
。 

 

実
は
、
中
野
氏
以
前
に
も
、
聖
僧
歴
難
簿
に
版
本
間
で
相
違
が
存
在
す
る
こ

と
自
体
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
多
く
の
研
究
者
の
目
に
触
れ
た
で
あ
ろ

う
も
の
と
し
て
、
世
徳
堂
本
を
底
本
と
す
る
初
の
排
印
本
で
、
影
印
本
が
普
及

す
る
ま
で
研
究
上
の
主
要
な
底
本
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
『
西
遊
記
』（
作
家
出
版

社
、
一
九
五
四
）
２

の
「
出
版
説
明
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
段
が
あ
る
（
五
頁
）
。 

所
謂
八
十
一
難
、
除
了
前
四
難
以
外
、
都
是
写
唐
僧
到
西
天
求
経
的
途
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中
遭
遇
。
事
実
上
、
八
十
一
難
只
由
四
十
幾
個
故
事
所
組
成
、
並
非
八
十

一
個
故
事
。
把
哪
一
些
故
事
由
一
個
故
事
拆
成
幾
個
『
難
』
、
各
本
都
有
出

入
。
我
們
在
対
照
参
詳
以
後
、
看
出
『
書
業
公
』
本
安
排
得
比
較
合
理
、

也

接
近
全
書
的
叙
述
情
況
、
因
此
就
採
用
了
它
。
這
一
篇
『
總
賬
』
、
其

中
第
一
到
第
九
、
第
十
二
到
第
十
七
、
第
二
十
到
第
二
十
三
、
第
五
十
三
、

第
七
十
八
、
和
世
徳
堂
本
是
相
同
的
、
其
余
的
都
不
相
同
。 

こ
の
「
『
書
業
公
』
本
」
と
い
う
の
は
張
書
紳
註
本
の
一
種
で
、
五
四
排
印
本

の
本
文
で
は
、
一
々
校
注
は
施
さ
ず
に
、
聖
僧
歴
難
簿
を
丸
ご
と
「
『
書
業
公
』

本
」
の
形
に
改
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
五
四
排
印
本
で
は
ど
の
難
が
違
う
の
か

だ
け
を
記
し
て
い
て
、
具
体
的
に
ど
う
違
う
の
か
は
明
か
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
か
、「
出
版
説
明
」
の
右
の
記
述
も
特
段
の
注
意
を
引
い
た
形
跡
は
な

く
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
の
詳
細
を
分
析
し
た
り
、
相
違
が

生
じ
た
原
因
を
探
っ
た
り
す
る
よ
う
な
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
未
だ
に
皆

無
の
よ
う
で
あ
る
３

。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
こ
の
相
違
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら

何
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
を
論
じ
た
い
。 

 

一
、
聖
僧
歴
難
簿
と
そ
の
三
類
型 

物
語
の
中
の
設
定
と
し
て
は
、
聖
僧
歴
難
簿
と
い
う
の
は
、
観
音
菩
薩
の
命

を
受
け
て
玄
奘
一
行
の
取
経
の
旅
を
陰
か
ら
守
っ
て
い
た
掲
諦
や
伽
藍
な
ど
の

諸
神
が
、
玄
奘
が
釈
迦
如
来
の
下
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
経
験
し
た
厄
難
の
全

て
を
記
録
し
た
帳
簿
で
あ
る
。
第
九
十
八
回
で
西
天
に
到
着
し
た
玄
奘
一
行
が

経
典
を
受
け
取
っ
た
の
を
見
届
け
た
上
で
、
第
九
十
九
回
の
冒
頭
で
観
音
菩
薩

へ
の
報
告
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
形
式
と
し
て
は
「
○
○
○
○
第
一
難
、
△

△
△
△
第
二
難
、
…
…
」
の
よ
う
に
順
番
に
数
え
て
行
っ
て
、
第
十
一
難
か
ら

は
「
第
」
が
外
れ
て
「
×
×
×
×
十
一
難
」
の
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
八
十

難
ま
で
を
並
べ
て
い
る
。
○
○
○
○
や
△
△
△
△
の
と
こ
ろ
は
四
字
句
が
多
い

が
、
五
字
句
も
散
見
さ
れ
、
版
本
に
よ
っ
て
は
六
字
句
も
見
ら
れ
る
。
第
一
難

の
前
に
二
句
の
前
置
き
を
持
つ
版
本
が
あ
り
、
八
十
難
の
後
に
は
全
て
の
版
本

が
二
句
ま
た
は
四
句
の
締
め
の
句
を
置
い
て
い
る
。
百
回
本
の
地
の
文
に
お
い

て
は
「
災
難
的
簿
子
」
や
「
難
簿
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
呼

称
と
し
て
今
一
つ
締
ま
り
が
な
い
の
で
、
初
期
の
版
本
に
お
け
る
締
め
の
一
句

「
聖
僧
歷
難
簿
分
明
」
か
ら
取
っ
て
、
聖
僧
歴
難
簿
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
４

。 

聖
僧
歴
難
簿
の
三
類
型
の
版
本
ご
と
の
分
布
状
況
は
、
聖
僧
歴
難
簿
が
第
九

十
九
回
の
本
文
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
な
が
ら
、

本
文
の
校
訂
者
や
評
注
者
に
よ
る
分
類
と
の
親
和
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず

は
本
文
の
校
訂
者
や
評
注
者
に
よ
る
分
類
に
よ
る
各
系
統
に
よ
っ
て
、
聖
僧
歴

難
簿
が
ど
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
る
か
を
示
そ
う
。 

 
⑴
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
（
華
本
型
歴
難
簿
と
略
称
） 

難
の
排
列
順
序
が
本
文
に
お
け
る
話
柄
の
排
列
順
序
と
食
い
違
っ
て
い
る
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混
乱
し
た
も
の
。
華
陽
洞
天
主
人
校
本
系
の
版
本
が
こ
の
型
の
聖
僧
歴
難
簿

を
持
つ
。 

⑵
李
卓
吾
批
評
本
型
（
李
本
型
歴
難
簿
と
略
称
） 

 
 

本
文
に
お
け
る
話
柄
の
排
列
順
序
に
沿
う
よ
う
に
並
べ
替
え
ら
れ
、
難
の

名
称
も
適
宜
変
更
さ
れ
て
い
る
も
の
。
李
卓
吾
批
評
本
系
・
汪
象
旭
箋
評
本

系
・
張
書
紳
註
本
系
の
各
版
本
が
こ
の
型
を
持
つ
。 

⑶
陳
士
斌
詮
解
本
型
（
陳
本
型
歴
難
簿
と
略
称
） 

李
卓
吾
批
評
本
型
に
対
し
て
微
修
正
を
施
し
た
も
の
。
陳
士
斌
詮
解
本

系
・
劉
一
明
解
本
系
・
張
含
章
註
本
系
・
含
晶
子
評
註
本
系
の
各
版
本
が
こ

の
型
を
持
つ
。 

  

こ
の
通
り
、
聖
僧
歴
難
簿
の
三
類
型
に
よ
る
系
統
分
類
は
、
本
文
の
校
訂
者

や
評
注
者
に
よ
る
分
類
を
包
括
す
る
上
位
区
分
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
聖

僧
歴
難
簿
は
本
文
の
校
訂
者
や
評
注
者
に
よ
る
分
類
に
よ
る
各
系
統
の
間
に
ど

の
よ
う
な
継
承
関
係
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
上
で
の
指
標
と
な
り
得
よ
う
。
更

に
、
誤
字
や
同
一
類
型
内
で
の
細
か
な
字
句
の
異
同
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
同

一
系
統
に
属
す
る
個
々
の
版
本
同
士
の
先
後
を
考
察
す
る
糸
口
と
も
な
る
。
そ

し
て
、
何
故
そ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
百
回
本
の
成

立
過
程
に
迫
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
徳
堂
本
と
李
卓
吾
批
評

本
の
本
文
が
「
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
両
者
は
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
」

と
い
う
認
識
を
覆
す
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
い
き
な
り

多
く
の
版
本
の
聖
僧
歴
難
簿
を
並
べ
て
は
分
か
り
に
く
い
だ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず

は
聖
僧
歴
難
簿
の
各
類
型
か
ら
、
⑴
華
本
型
歴
難
簿
は
世
徳
堂
本
の
台
湾
故
宮

博
物
院
蔵
本
（
村
口
書
房
旧
蔵
、
北
平
図
書
館
旧
蔵
本
）
、
⑵
李
本
型
歴
難
簿
は

李
卓
吾
評
甲
本
の
内
閣
文
庫
蔵
本
、
⑶
陳
本
型
歴
難
簿
は
十
行
二
十
二
字
陳
士

斌
詮
解
Ａ
本
（
太
田
氏
の
言
う
甲
本
。
太
田
氏
と
は
異
な
る
呼
称
と
し
た
理
由

は
本
論
第
六
章
参
照
）
の
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
と
し
て
挙
げ
て
、

三
者
の
聖
僧
歴
難
簿
を
比
較
し
て
み
よ
う
（
表
１
）
。
な
お
、
こ
の
三
本
を
代
表

に
選
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ら
が
先
行
研
究
で
各
系
統
の
現
存

古
な
い
し

善
の

版
本
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
、
特
に
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本
と
内
閣

文
庫
蔵
李
卓
吾
評
甲
本
に
つ
い
て
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か

け
て
影
印
本
が
出
版
さ
れ
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
５

、
及
び
三
本
と
も

筆
者
が
原
本
を
閲
覧
調
査
し
た
上
で
全
冊
の
紙
焼
き
ま
た
は
画
像
デ
ー
タ
も
入

手
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
考
察
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
の
便
宜
的
な

処
置
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
が
本
当
に
各
系
統
の
代
表
と
し
て
挙
げ
る
の
に
相

応
し
い
版
本
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
第
二
・
四
・
六
章
で
論
じ
る
。 

さ
て
、
表
１
の
見
方
に
つ
い
て
だ
が
、

上
段
の
数
字
は
第
何
難
な
の
か
を

示
す
。
数
字
の
始
ま
る
前
に
ａ
と
ｂ
の
欄
、
終
わ
っ
た
後
に
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ

の
欄
が
あ
る
が
、
前
者
は
第
一
難
の
前
に
置
か
れ
る
二
句
、
後
者
は
八
十
難
の
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後
に
置
か
れ
る
二
句
ま
た
は
四
句
を
載
せ
る
欄
で
あ
る
。
な
お
、
覆
刻
や
後
修

に
よ
っ
て
生
じ
た
細
か
な
相
違
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
、
後
に
掲
げ
る
も

の
も
含
め
た
聖
僧
歴
難
簿
の
比
較
表
に
お
い
て
は
、
異
体
字
は
全
て
極
力
底
本

に
忠
実
な
形
で
入
力
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
拡
張
Ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｄ
ｅ
で
入
力

可
能
な
範
囲
で
の
区
別
に
留
め
た
が
、












の
十
二

文
字
に
つ
い
て
は
、
特
に
外
字
を
作
成
し
て
入
力
し
た
。
ま
た
、
底
本
に
墨
格

が
あ
る
場
合
、
一
格
ご
と
に
■
一
つ
で
表
す
。
ま
た
、
底
本
の
空
格
は
、
表
に

お
い
て
も
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
る
こ
と
で
表
現
し
た
。 

 

表
１
で
は
、
⑵
李
本
型
で
は
⑴
華
本
型
と
相
違
が
あ
る
場
合
、
⑶
陳
本
型
で

は
⑵
李
本
型
と
相
違
が
あ
る
場
合
に
、
該
当
す
る
欄
を
網
掛
け
と
し
た
（
但
し
、

異
体
字
の
み
の
相
違
で
あ
る
場
合
は
網
掛
け
と
は
し
て
い
な
い
）
。
こ
の
処
理
に

よ
っ
て
、
華
本
型
と
李
本
型
と
の
間
の
相
違
が
い
か
に
著
し
い
か
は
一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。
特
に
、
二
十
五
難
か
ら
七
十
七
難
ま
で
は
、
五
十
三
難
を
除
い
て

全
て
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
李
本
型
と
陳
本
型
の
相
違
は
そ
れ
ほ
ど
大
規

模
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の
表
を
一
見
す
れ
ば
分
か
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
華
本
型
と
李
本
型
と
を
細
か
く
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
「
號
山

逢

三
十
难
」
と
後
者
の
「
號
山
逢
怪
二
十
八
難
」
の
よ
う
に
、
難
の
数
字
が

ず
れ
て
い
る
だ
け
で
、
事
件
を
表
す
字
句
自
体
は
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
か

な
り
多
い
。
そ
も
そ
も
、
た
だ
聖
僧
歴
難
簿
同
士
を
並
べ
た
だ
け
で
は
、
華
本

型
で
は
作
品
内
容
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
混
乱
が
あ
る
の
か
、
李
本
型
や
陳
本

型
で
は
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
修
正
出
来
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
肝
心
な
情
報
は

読
み
取
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
表
１
の
各
類
型
の
諸
難
が
、
そ
れ
ぞ
れ
百
回
本
の

ど
の
回
に
対
応
す
る
事
件
な
の
か
を
別
の
表
で
示
す
（
表
２
）
。 

 

表
２
の
見
方
を
説
明
し
よ
う
。
百
回
本
に
は
一
回
で
完
結
す
る
話
柄
も
あ
れ

ば
、
同
じ
妖
怪
と
の
戦
い
が
三
回
も
四
回
も
続
く
場
合
も
あ
る
。
そ
の
話
の
ま

と
ま
り
を
区
分
し
、
登
場
す
る
妖
怪
名
・
発
生
し
た
事
件
・
事
件
の
起
き
た
地

名
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
仮
に
命
名
し
た
の
が
、

上
段
の
「
話
柄
」
欄
で
あ

る
６

。
そ
の
下
の
数
字
を
示
し
た
二
段
は
、
上
が
第
九
回
を
江
流
和
尚
故
事
と

し
な
い
明
本
系
統
に
お
け
る
回
数
、
下
が
第
九
回
を
江
流
和
尚
故
事
と
す
る
清

本
系
統
に
お
け
る
回
数
で
あ
る
（
両
者
の
相
違
は
第
九
回
か
ら
第
十
二
回
ま
で

の
間
に
し
か
見
ら
れ
な
い
が
）
。
そ
の
下
の
三
段
に
、
各
版
本
の
聖
僧
歴
難
簿
の

諸
難
を
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
回
に
配
置
し
た
７

。
そ
の
際
、
第
九
回
の
扱

い
を
巡
っ
て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
第
一
難
か
ら
第
四
難
に
つ
い
て
は
、
地
の
文
で

直
接
語
ら
れ
る
回
が
無
い
場
合
、
初
め
て
事
情
が
明
か
さ
れ
る
回
に
括
弧
に
入

れ
て
表
示
し
た
８

。
一
つ
の
難
と
一
回
が
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
一
難
が
二
回
以
上
に
ま
た
が
る
場
合
や
、
逆
に
一
回
に
二
つ
の
難
が
起

き
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
難
が
全
く
起
き
な
い
回
に
つ
い
て
は
、
対
応
す
る
欄

に
斜
線
を
引
い
て
お
い
た
。
網
掛
け
と
し
て
あ
る
欄
は
、
⑴
華
本
型
で
は
難
の

順
番
が
お
か
し
か
っ
た
た
め
に
並
べ
替
え
た
も
の
、
⑵
李
本
型
で
は
対
応
す
る

並
べ
替
え
後
の
華
本
型
と
名
称
ま
た
は
順
番
が
異
な
る
も
の
（
異
体
字
だ
け
の
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相
違
や
、
難
の
数
字
が
異
な
る
だ
け
の
場
合
は
対
象
と
し
な
い
。
但
し
、
避
諱

に
よ
る
相
違
は
対
象
と
す
る
）
、
⑶
陳
本
型
で
は
李
本
型
と
名
称
ま
た
は
順
番
が

変
わ
っ
た
も
の
（
同
前
）
で
あ
る
。 

 

表
２
を
見
る
と
、
華
本
型
歴
難
簿
は
、「
著
し
い
混
乱
が
あ
る
」
と
は
言
っ
て

も
、
起
き
て
も
い
な
い
事
件
が
混
じ
っ
て
い
た
り
、
起
き
た
事
件
が
聖
僧
歴
難

簿
か
ら
漏
れ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
第
六
十
六
難
か
ら
第
七
十

七
難
ま
で
の
配
置
が
作
品
内
容
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
混
乱
の

大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
李
本
型
歴
難
簿
も
、
表
１
で
相
違
と
し
て
扱
っ
て
い
た
点
の
大
半
は

作
品
内
容
に
併
せ
た
並
べ
替
え
に
よ
る
も
の
で
、
難
の
名
称
自
体
を
変
え
て
い

る
も
の
は
計
二
十
例
と
、
表
１
を
一
見
し
て
の
印
象
よ
り
は
ず
っ
と
少
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
も
ち
ょ
う
ど
四
分
の
一
が
書
き
換
え
ら
れ

て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
各
難
の
名
称
に
つ
い
て
も
全
面
的
な
見
直
し
が
行
わ

れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
華
本
型
の
配
列
の
ま
ま
で

も
必
ず
し
も
作
品
内
容
に
反
し
て
は
い
な
い
と
看
做
し
得
る
箇
所
で
も
、
敢
え

て
順
序
を
入
れ
替
え
て
よ
り
分
か
り
や
す
く
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
詳

細
は
後
述
す
る
が
、
総
じ
て
本
文
で
語
ら
れ
た
内
容
に
忠
実
な
リ
ス
ト
に
し
よ

う
と
い
う
意
識
を
は
っ
き
り
と
持
っ
て
再
編
さ
れ
た
も
の
だ
と
断
言
出
来
る
。 

一
方
、
⑵
李
本
型
と
⑶
陳
本
型
の
相
違
は
、
殆
ど
が
五
十
五
難
か
ら
五
十
八

難
の
間
に
集
中
し
て
お
り
、
表
２
で
は
他
は
三
十
三
難
と
六
十
三
難
で
誤
字
が

修
正
さ
れ
て
い
る
の
と
、
第
七
難
の
小
異
と
、
七
十
六
難
で
康
熙
帝
の
諱
を
避

け
て
「
玄
」
に
人
偏
が
加
え
ら
れ
た
（
末
画
は
欠
い
て
い
な
い
）
の
み
で
あ
る
。 

な
お
、
李
本
型
と
陳
本
型
の
相
違
と
し
て
は
、
む
し
ろ
表
１
の
ａ
・
ｂ
欄
を

廃
し
て
代
わ
り
に
ｃ
・
ｄ
欄
を
加
え
、
更
に
ｆ
欄
の
字
句
も
改
め
て
い
る
点
の

方
が
目
を
引
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
の
改
変
は
李
本
型
歴
難
簿

に
属
す
る
汪
象
旭
箋
評
本
に
お
い
て
既
に
発
生
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
詳
細

後
述
）
。
従
っ
て
、

初
の
陳
士
斌
詮
解
本
は
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
版
本
を
参
照

し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
系
統
間
の
継
承
関
係
を
把

握
し
や
す
い
の
が
聖
僧
歴
難
簿
の
利
点
の
一
つ
で
あ
る
。 

  
 

二
、
江
流
和
尚
故
事
に
関
わ
る
四
難
に
つ
い
て 

 

聖
僧
歴
難
簿
の
各
類
型
の
よ
り
具
体
的
な
性
格
や
特
徴
の
分
析
に
入
る
前
に
、

ま
ず
ど
の
類
型
に
も
共
通
す
る
問
題
点
で
、
か
つ
既
に
先
行
研
究
の
積
み
重
ね

が
十
分
に
あ
る
、
江
流
和
尚
故
事
に
関
わ
る
第
一
難
か
ら
第
四
難
の
扱
い
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の

初
の
四
難
は
、
ど
の
類
型
の
聖
僧
歴
難
簿
で

も
、
異
体
字
の
相
違
を
無
視
す
れ
ば
、
「
金
蝉
遭
貶
第
一
難
」
「
出
胎
幾
殺
第
二

難
」
「
滿
月
抛
江
第
三
難
」
「
尋
親
報
寃
第
四
難
」
で
変
化
は
無
い
９

。 

 
序
章
で
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
話
柄
が
明
代
の
百
回
本
に
は
無
い

こ
と
は
、
早
く
も
康
熙
初
年
に
編
ま
れ
た
汪
象
旭
箋
註
本
の
第
九
回
の
評
で
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
気
付
い
た
孫
楷
第
氏
が
『
東
京
目
』
に
お
い
て
、
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明
代
の
百
回
本
で
は
江
流
和
尚
故
事
の
あ
ら
す
じ
が
第
十
一
回
の
韻
文
で
簡
単

に
紹
介
さ
れ
る
に
止
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
も
序
章
で
既
述
の
通
り
で

あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
第
十
一
回
の
韻
文
の
全
体
を
、
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本
に

よ
っ
て
引
い
て
お
こ
う
。 

 
 

 

靈
通
本
諱
號
金
蟬 

只
為
無
心
聴
佛
講 

轉
托
塵
凢
苦
受
摩 

 
 

 

䧏
生
世
俗
遭
羅
網 

投
胎
落
地
就
逢
㐫 

未
出
之
前
臨
悪
黨 

 
 

 

父
是
海
州
陳
狀
元 
外
公
總
管
當
朝
長 

出
身
命
犯
落
紅マ

マ

星 

 
 

 

順
水
随
波
逐
浪
泱 

海
島
金
山
有
大
縁 

遷
安
和
尚
將
他
養 

 
 

 

年
方
十
八
認
親
娘 

特
赴
京
都
求
外
長 

摠
管
開
山
調
大
軍 

 
 

 

洪
州
剿
㓂
誅
㐫
黨 

状
元
光
蕋
脱
天
羅 

子
父
相
逢
堪
賀
奬 

 
 

 

復
謁
當
今
受
主
㤙 

靈
烟
閣
上
賢
名
响 
㤙
官
不
受
願
為
僧 

 
 

 

洪
福
沙
門
将
道
訪 

小
字
江
流
古
佛
兒 

法
名
喚
做
陳
玄
奘 

確
か
に
、
第
一
～
四
句
が
第
一
難
、
第
五
～
八
句
が
第
二
難
、
第
九
～
十
二

句
が
第
三
難
、
第
十
三
～
十
六
句
が
第
四
難
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
表
２
で
は
、
華
本
型
で
も
李
本
型
で
も
、
こ
の
四
難
は

第
十
一
回
に
括
弧
に
入
れ
て
配
置
す
る
処
理
と
し
た
。 

一
方
、
陳
本
型
の
例
に
挙
げ
た
静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
詮
解
Ａ
本
で
は
、
第
九
回

で
江
流
和
尚
故
事
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
九
回
に
は
玄
奘
の

前
世
が
な
ん
と
い
う
仏
だ
っ
た
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
第
九
回
に
は
第

二
難
か
ら
第
四
難
ま
で
を
配
置
し
た
。
そ
の
設
定
は
第
十
二
回
で
玄
奘
が
再
登

場
し
た
際
の
地
の
文
で
初
め
て
語
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
位
置
に
第
一
難
を
括
弧

に
入
れ
て
配
し
た
。 

 

そ
れ
ら
と
は
別
に
、
表
２
で
は
ど
の
類
型
に
お
い
て
も
、
第
八
十
一
回
に
も

括
弧
に
入
れ
て
第
一
難
を
再
掲
す
る
形
と
し
た
。
こ
れ
は
何
故
か
と
言
う
と
、

玄
奘
の
前
世
が
釈
迦
如
来
の
二
番
弟
子
だ
っ
た
金
蝉
長
老
で
あ
る
と
い
う
設
定

は
第
十
一
回
な
り
第
十
二
回
な
り
で
明
か
さ
れ
、
そ
の
後
も
本
文
の
中
で
ち
ら

ほ
ら
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
金
蝉
長
老
が
下
界
に
転
生
し
て
取
経

の
苦
難
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
原
因
が
如
来
の
説
法
中
に
居
眠
り
を

し
た
と
い
う
粗
相
で
あ
り
、
そ
の
際
に
左
足
で
米
粒
を
一
つ
踏
み
潰
し
て
し
ま

っ
て
も
い
た
の
で
下
界
で
三
日
間
病
に
伏
せ
る
因
縁
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

が
、
第
八
十
一
回
で
玄
奘
が
病
を
得
て
寝
込
ん
だ
際
の
悟
空
の
言
葉
で
初
め
て

明
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
１
０

。
中
野
美
代
子
氏
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、 

 
 

 

三
蔵
が
西
天
取
経
の
旅
で
受
け
る
八
十
一
難
の
内
容
は
、
第
九
十
九
回

に
お
い
て
明
か
さ
れ
る
が
、
そ
の
第
一
難
は
、
第
十
一
回
の
玄
奘
登
場
の

際
の
詩
の
冒
頭
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
（
㈡
三
九
頁
）
。
と
は
い
え
、
「
仏
の

講
義
に
ふ
と
う
わ
の
空
」
の
具
体
的
内
容
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
悟

空
の
こ
と
ば
が

初
で
あ
る
。
八
十
一
難
の
第
一
難
が
第
八
十
一
回
で
明

か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、『
西
遊
記
』
の
構
成
に
お
い
て
数
字
（
と
く
に
「
九
」

と
「
七
」
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
一
端
を
み
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。 
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と
指
摘
し
て
い
る
１
１

。
確
か
に
第
八
十
一
回
で
九
×
九
＝
八
十
一
難
の

初
の

難
を
振
り
返
る
と
い
う
の
は
意
図
的
な
処
置
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

表
２
で
は
第
八
十
一
回
の
位
置
に
も
第
一
難
を
配
す
る
処
置
を
採
っ
て
お
い
た
。 

 

三
、
百
回
本
の
構
成
に
関
す
る
先
行
研
究 

「
『
西
遊
記
』
の
構
成
に
お
い
て
数
字
（
と
く
に
「
九
」
と
「
七
」
）
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
い
う
中
野
氏
の
所
説
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
う

少
し
詳
し
く
抑
え
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
中
野
美
代
子
「
『
西
遊
記
』
西
天
取
経
故

事
の
構
成
―
―
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
原
理
―
―
」
（
『
東
方
学
会
創
立
五
十
周
年
記

念
東
方
学
論
集
』
所
収
、
東
方
学
会
、
一
九
九
七
）
で
提
示
さ
れ
、
前
掲
『
西

遊
記
―
―
ト
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル
ド
探
訪
―
―
』
（
以
下
『
探
訪
』
と
略
称
す
る
）

に
お
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
た
、
百
回
本
は
話
柄
の
排
列
順
序
を
回
数
の
数
字

を
強
く
意
識
し
て
綿
密
な
計
算
の
上
で
決
め
て
い
る
と
い
う
仮
説
１
２

に
基
づ

い
て
い
る
。
中
野
氏
の
仮
説
は
多
岐
に
渡
る
壮
大
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
で

の
問
題
意
識
に
関
わ
る
点
を
中
心
に
要
点
を
ま
と
め
て
み
た
い
。 

ま
ず
、
数
字
「
七
」
の
仕
掛
け
は
、
そ
も
そ
も
は
田
中
智
行
「
『
西
遊
記
』
大

成
の
前
夜
」
（
『
饕
餮
』
第
二
号
、
一
九
九
四
）
の
「
世
本
に
お
い
て
は
、
特
別

な
意
味
を
も
っ
た
物
語
が
、
意
識
的
に
七
に
関
係
す
る
回
数
の
回
に
配
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
指
摘
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
『
探
訪
』
八
九
頁
）
。

田
中
氏
は
、 

 

①
第
七
回
…
…
い
わ
ゆ
る
「
大
閙
天
宮
」
故
事
の

後
の
回
。
八
卦
炉
か

ら
飛
び
出
し
て
暴
れ
る
孫
悟
空
を
、
釈
迦
如
来
が
五
行
山
下
に
閉
じ
込

め
る
。 

 

②
第
四
十
九
回
…
…
通
天
河
（
長
安
か
ら
西
天
ま
で
の
十
万
八
千
里
の
道

程
の
中
間
点
に
あ
る
）
に
住
む
金
魚
の
精
を
観
音
菩
薩
が
収
服
し
、
魚

籃
観
音
の
姿
を
現
じ
る
。
そ
の
後
、
救
わ
れ
た
三
蔵
た
ち
一
行
は
、
大

海
亀
の
背
に
乗
っ
て
通
天
河
を
渡
る
。 

 

③
第
七
十
七
回
…
…
釈
迦
如
来
が
、
文
殊
・
普
賢
両
菩
薩
ら
と
共
に
獅
駝

国
に
赴
き
、
獅
駝
嶺
獅
駝
洞
の
三
人
の
魔
王
を
収
服
す
る
。 

 

④
第
九
十
八
回
…
…
三
蔵
一
行
が
西
天
に
到
着
す
る
。 

の
四
回
を
挙
げ
た
上
で
、「
今
の
と
こ
ろ
、
確
実
と
思
わ
れ
る
の
は
以
上
の
四
点

で
あ
る
が
、
①
と
③
は
、
釈
迦
如
来
が
全
編
を
通
し
て
た
だ
二
回
西
天
を
離
れ

る
箇
所
で
あ
り
、
一
方
②
と
④
は
、「
七
」
に
関
係
す
る
回
数
と
同
時
に
、
四
十

九
と
九
十
八
と
い
う
倍
数
の
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
に
取
経
の
旅
の
中
間
点
と
ゴ

ー
ル
と
い
う
関
係
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
言
う
ま
で
も
な
く
、

四
十
九
は
七
の
二
乗
で
あ
る
）
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
田
中
前
掲
論
文
八
六
頁
）
。 

 

も
う
一
方
の
数
字
「
九
」
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
七
十
二

般
変
化
（
孫
悟
空
の
変
化
の
数
）・
八
十
一
難
・
五
千
四
十
日
（
三
蔵
が
長
安
を

発
っ
て
か
ら
西
天
到
着
ま
で
に
要
し
た
日
数
）・
一
万
三
千
五
百
斤
（
孫
悟
空
の

如
意
金
箍
棒
の
重
さ
）・
十
万
八
千
里
（
長
安
か
ら
西
天
ま
で
の
距
離
か
つ
孫
悟
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空
が
觔
斗
雲
の
術
で
飛
べ
る
距
離
）
そ
の
他
の
数
字
が
、
い
ず
れ
も
九
の
倍
数

で
あ
る
こ
と
を
中
野
氏
は
既
に
指
摘
し
て
い
た
１
３

。
こ
の
う
ち
、
五
千
四
十
日

と
い
う
数
字
は
、
一
年
三
百
六
十
日
と
し
て
ち
ょ
う
ど
十
四
年
に
当
た
る
が
、

第
九
十
八
回
で
三
蔵
が
釈
迦
如
来
か
ら
頂
い
た
経
典
の
巻
数
で
あ
る
五
千
四
十

八
と
旅
の
日
数
と
を
一
致
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
三
蔵
に
唐
に
経
典
を
伝

え
た
上
で
八
日
後
に
再
び
西
天
に
戻
っ
て
来
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
観
音
菩
薩
が

如
来
に
言
上
し
て
い
る
こ
と
と
、
五
千
四
十
八
巻
の
経
典
と
い
う
の
は
『
開
元

釈
経
録
』
に

初
に
収
め
ら
れ
た
経
典
の
巻
数
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
た
上

で
、
ま
ず
巻
数
が
あ
り
、
次
い
で
巻
数
に
日
数
を
合
致
さ
せ
る
と
い
う
設
定
が

あ
っ
た
た
め
に
、
往
路
の
日
数
が
そ
れ
に
あ
わ
せ
た
満
十
四
年
＝
五
千
四
十
日

で
あ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
中
野
氏
は
説
い
て
い
る
（
『
探
訪
』
五
八
頁
）
。 

 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
中
野
氏
は
百
回
本
の
構
成
に
「
ふ
た
つ
の
中
心

軸
」
を
見
出
し
た
。
一
つ
は
西
天
ま
で
残
り
五
万
四
千
里
、
つ
ま
り
ち
ょ
う
ど

半
分
ま
で
来
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
通
天
河
を
渡
り
終
え
る
第
四
十
九
回
で
、

田
中
氏
の
指
摘
し
た
七
の
倍
数
の
回
に
当
た
る
。
も
う
一
つ
は
、
三
蔵
が
第
十

三
回
で
長
安
を
出
発
し
て
第
九
十
八
回
で
西
天
に
到
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の
四
十
三
回
分
を
消
化
し
た
第
五
十
五
回
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
二
つ
の
中
心
軸
の
ど
ち
ら
か
を
挟
ん
で
、
例
え
ば
第
三
十
二
～
三
十

五
回
の
金
角
・
銀
角
の
段
と
第
七
十
四
～
七
十
七
回
の
獅
駝
洞
の
段
と
い
う
構

造
的
に
良
く
似
た
話
柄
同
士
が
第
五
十
五
回
を
中
心
軸
と
し
て
シ
ン
メ
ト
リ
ー

を
な
す
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
構
造
的
に
類
似
し
た
話
柄
同
士
が

シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
位
置
す
る
よ
う
に
百
回
本
の
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
の
が
中
野
説
の
骨
子
で
あ
る
（
『
探
訪
』
六
〇
～
七
〇
頁
）
。 

中
野
氏
は
『
探
訪
』
六
四
～
六
五
頁
の
図
６
に
お
い
て
、
意
図
的
に
シ
ン
メ

ト
リ
ー
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
看
做
さ
れ
た
十
三
の
事
例
を
挙
げ
る
が
、
そ
の

う
ち
七
つ
が
第
五
十
五
回
を
中
心
軸
と
す
る
ペ
ア
、
三
つ
が
第
四
十
九
回
を
中

心
軸
と
す
る
ペ
ア
、
残
る
一
つ
が
第
四
十
三
回
の
黒
水
河
の
段
を
中
心
軸
と
す

る
ペ
ア
で
あ
る
１
４

。
な
お
、
こ
の
第
四
十
三
回
に
関
し
て
は
、
西
天
取
経
を
描

く
八
十
六
回
分
の
ち
ょ
う
ど
半
分
の
四
十
三
と
い
う
数
字
だ
け
を
ス
ラ
イ
ド
さ

せ
た
も
の
と
し
て
、「
サ
ブ
中
心
軸
」
と
し
て
の
役
割
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
中
野
氏
は
説
明
し
て
い
る
（
一
〇
七
頁
）
。
ま
た
、
中
野
氏
は
第
二
十
二

回
の
流
沙
河
で
沙
悟
浄
を
加
え
て
一
行
が
勢
揃
い
し
て
か
ら
第
九
十
八
回
で
西

天
に
着
く
ま
で
に
登
場
す
る
河
が
「
た
が
い
に
き
わ
め
て
近
接
し
た
」
三
本
し

か
な
く
、
そ
の
三
本
は
中
心
軸
で
あ
る
第
四
十
九
回
の
通
天
河
の
段
と
、
そ
れ

を
挟
ん
で
互
い
に
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
配
置
さ
れ
る
第
四
十
三
回
の
黒
水
河
の
段

と
第
五
十
三
回
の
子
母
河
の
段
と
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
九
二
頁
）
。 

 

中
野
氏
は
更
に
、
前
述
の
第
八
十
一
回
で
第
一
難
の
詳
細
が
明
か
さ
れ
る
こ

と
や
（
七
七
頁
）
、
「
河
図
」
に
お
け
る
数
字
の
方
角
配
当
で
東
に
八
が
配
当
さ

れ
て
お
り
、
東
は
五
行
の
木
が
配
当
さ
れ
る
方
角
と
い
う
こ
と
で
、
八
の
二
乗

数
で
あ
る
六
十
四
回
に
植
物
の
精
が
唯
一
登
場
す
る
荊
棘
嶺
の
段
が
置
か
れ
て
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い
る
と
説
明
出
来
る
こ
と
（
同
）
な
ど
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
は
別
に
、
回
の
数

字
を
意
識
し
て
話
柄
の
配
列
が
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
を
、
二
乗
数

の
回
を
中
心
に
幾
つ
か
挙
げ
て
い
る
。 

中
野
氏
は
ま
た
、『
周
易
』
冒
頭
の
「
乾
元
亨
利
貞
」
と
い
う
言
葉
を
孫
悟
空

が
術
を
使
う
際
の
呪
文
と
し
て
唱
え
る
箇
所
が
第
六
十
五
回
と
第
七
十
七
回
と

に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
回
か
ら
数
え
た
場
合
と
第
十
三
回
か
ら

数
え
た
場
合
と
で
、
六
十
四
卦
が
一
巡
り
し
て

初
に
戻
っ
た
こ
と
を
表
明
し

て
お
り
、
百
回
本
の
各
回
に
は
第
一
回
か
ら
の
巡
り
と
第
十
三
回
か
ら
の
巡
り

と
い
う
二
通
り
の
卦
が
配
当
さ
れ
て
い
る
と
す
る
西
孝
二
郎
氏
の
説
１
５

を
挙

げ
て
、
百
回
本
の
構
成
に
お
け
る
数
字
へ
の
こ
だ
わ
り
を
強
調
し
て
い
る
（
七

八
頁
、
一
四
九
～
一
六
五
頁
）
。 

 

そ
の
上
で
、
中
野
氏
は
『
探
訪
』
第
三
章
を
通
し
て
、
世
徳
堂
本
が

終
的

に
集
大
成
さ
れ
た
際
に
は
、「
先
行
テ
キ
ス
ト
に
盛
ら
れ
た
話
柄
を
バ
ラ
バ
ラ
に

分
解
し
、
部
品

パ

ー

ツ

と
化
し
て
か
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
部
品
と
と
も
に
組
み
立
て
」

（
一
二
〇
頁
）
る
と
い
う
工
程
が
採
ら
れ
た
と
想
定
し
、
そ
の
際
に
シ
ン
メ
ト

リ
ー
の
原
理
や
、
回
数
の
数
字
と
話
の
中
身
と
の
関
連
付
け
や
、
七
の
倍
数
の

回
へ
の
重
要
話
柄
の
重
点
的
配
置
や
、
六
十
四
卦
の
各
回
へ
の
配
当
な
ど
と
い

っ
た
複
雑
な
諸
要
素
が
綿
密
な
計
算
の
下
に
盛
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
と
推
測
し

て
い
る
。
但
し
、
百
回
本
の
随
所
に
見
ら
れ
る
矛
盾
の
存
在
か
ら
、
そ
の
際
に

本
文
を

終
的
に
書
き
あ
げ
た
人
物
は
一
人
で
は
な
く
、
話
柄
に
よ
っ
て
執
筆

者
が
異
な
る
だ
ろ
う
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。 

要
す
る
に
、
中
野
説
に
従
う
な
ら
ば
、
現
存
の
百
回
本
は
、
直
接
の
祖
本
と

な
っ
た
先
行
テ
キ
ス
ト
か
ら
話
柄
の
配
列
順
序
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
で
成

立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
現
存
の
百
回
本
の
話
柄
の
配
列
順
が
先
行
テ
キ
ス
ト
か
ら
大
幅
に
変

更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
の
指
摘
は
、
近
年
で
は
中
野
氏
と
は
異
な
る
視

点
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
大
塚
秀
高
氏
は
、「
通
天
河
は
ど
こ
に
通
じ
て
い
た
の
か
―
―
『
西

遊
記
』
成
立
史
の
一
齣
―
―
」（
『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
養
学
部
）
』
第
三
十
八
巻

第
二
号
、
二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
、
世
徳
堂
本
に
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
で
は
通

天
河
が
西
天
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
復
路
も
一
定
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
割
い
て
語

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
上
で
、
そ
の
続
編
た
る
「
『
西
遊
記
』

の
復
路
」
（
『
中
国
文
史
論
叢
』
第
二
号
、
二
〇
〇
六
）
七
四
頁
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

原
通
天
河
を
分
身
さ
せ
、
そ
の
一
方
を
通
天
河
と
し
て
西
天
取
経
の
旅

の
半
ば
に
置
き
、
か
つ
て
の
復
路
を
往
路
の
後
半
に
模
様
替
え
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
そ
の
仕
掛
け
人
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
改
変
を
施
し
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
復
路
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
、
『
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』

の
復
路
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
往
路
と
等
量
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
天
取
経
の
半
ば
と
規
定
さ
れ
た
通
天
河
以
降
、
か
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つ
て
の
復
路
に
は
、
大
幅
な
増
補
が
加
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、

か
つ
て
の
復
路
、
あ
ら
た
な
往
路
の
後
半
の
み
に
そ
れ
が
加
え
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
新
た
に
往
路
の
前
半
と
な
っ
た
も
と
の
往
路
か

ら
通
天
河
以
降
に
移
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
穴

を
埋
め
る
べ
く
、
往
路
の
前
半
に
も
新
し
く
創
作
さ
れ
た
難
が
加
え
ら
れ

た
と
み
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
古
い
由
来
を
持
つ
難
は
、
世
徳
堂
本
の

通
天
河
以
前
の
み
な
ら
ず
、
以
後
に
も
配
さ
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
の
で

あ
る
。 

 

ま
た
、
小
松
謙
氏
は
注
６
論
文
に
お
い
て
、
「
話
説
」
「
話
表
」
や
「
有
詩
為

証
」
な
ど
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
回
ご
と
の
使
用
状
況
の
分
析
結
果
に
よ
っ

て
、
第
五
十
二
回
ま
で
が
四
つ
の
連
続
し
た
部
位
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
二
八
四
～
二
八
五
頁
）
。 

『
西
遊
記
』
の
原
型
と
し
て
、
ま
ず
元
本
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
推
定
さ
れ
る
元
本
に
お
け
る
叙
述
の
順
序
が
現
在
の
『
西
遊
記
』

と
は
大
き
く
異
な
る
点
か
ら
考
え
て
、
元
本
は
一
度
解
体
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
後
、
再
編
集
さ
れ
る
ま
で
に
、
部
位
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
悟
空
出
身
伝
」
の
よ
う
に
独
立
し
た
物
語
と
な

り
う
る
部
分
が
独
立
し
て
成
長
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
い

が
、
そ
の
他
の
部
分
が
な
ぜ
部
位
ご
と
に
異
な
る
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
か

は
定
か
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、

終
的
に
ま
と
め
る
際
に
手
を
加
え
た

編
集
者
が
部
位
ご
と
に
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
癖
が
出
た
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
各
部
位
は
一
定
の
パ
タ
ー
ン
で
ま
と
め
ら
れ
る

が
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
個
々
の
物
語
は
、
多
様
な
原
拠
か
ら
集
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
程
度
も
と
に
な
っ
た
も
の
の
特
徴
を
刻
印
さ
れ
て

い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
現
在
見
ら
れ
る
百
回
本
の
話
柄

の
配
列
順
序
が
、
成
立
過
程
で
か
な
り
の
組
み
替
え
を
経
た
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
様
々
な
角
度
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
部
位
に
よ
っ
て

終
的
に

本
文
を
整
え
た
人
物
が
異
な
る
（
或
い
は
本
文
の
成
立
時
期
自
体
が
異
な
る
）

と
い
う
の
も
、
漠
然
と
し
た
共
通
理
解
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
１
６

。 

  
 

四
、
華
本
型
歴
難
簿
の
可
能
性 

 

そ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
華
本
型
歴
難
簿
は
、
現
存

古
の
百
回

本
で
あ
る
世
徳
堂
本
よ
り
も
古
い
テ
キ
ス
ト
の
話
柄
の
配
列
順
序
に
沿
っ
て
作

ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
看
做
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
か

ら
世
徳
堂
本
に
至
る
ま
で
の
ど
こ
か
の
段
階
で
大
幅
な
改
訂
が
行
わ
れ
て
、
華

本
歴
難
簿
の
六
十
六
難
か
ら
七
十
七
難
ま
で
の
話
の
配
列
順
序
が

終
的
に
現

存
の
百
回
本
の
形
に
変
更
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
は
聖
僧
歴
難
簿
ま
で

は
変
更
の
手
が
及
ば
な
か
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
本
型

歴
難
簿
は
、
こ
の
矛
盾
に
気
付
い
た
人
物
が
、
作
品
内
容
に
合
致
す
る
よ
う
に
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修
正
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。 

 
他
の
考
え
方
は
成
立
し
難
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
華
陽

洞
天
主
人
校
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
は
単
に
杜
撰
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
は
な
い
か
。
だ
が
、
表
２
で
網
掛
け
と
し
た
六
十
六
難
か
ら
七
十
七
難
ま

で
の
計
十
二
難
を
除
け
ば
、
他
の
難
は
き
ち
ん
と
作
品
内
容
に
即
し
た
順
番
に

並
ん
で
い
る
。
ま
た
、
問
題
の
六
十
六
難
か
ら
七
十
七
難
ま
で
を
含
め
て
も
、

作
中
で
起
き
て
も
い
な
い
事
件
が
混
じ
っ
て
い
た
り
、
逆
に
作
中
で
起
き
た
重

大
事
件
が
明
ら
か
に
漏
れ
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
は
一
切
無
い
。
そ
れ
に
、
配

置
が
お
か
し
い
六
十
六
難
か
ら
七
十
七
難
ま
で
の
間
で
も
、
連
続
し
た
二
難
で

一
つ
の
話
柄
に
対
応
す
る
六
十
七
難
と
六
十
八
難
・
七
十
六
難
と
七
十
七
難
・

七
十
四
難
と
七
十
五
難
の
三
組
が
、
い
ず
れ
も
別
れ
別
れ
に
な
る
こ
と
な
く
正

し
い
順
番
で
連
続
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
き
ち
ん
と
し
て
い
る
部

分
の
方
が
多
い
の
で
、
こ
れ
が
全
く
い
い
加
減
に
編
ま
れ
た
リ
ス
ト
で
あ
る
と

は
考
え
に
く
い
。 

そ
れ
で
は
、
作
成
過
程
で
の
不
手
際
に
よ
っ
て
一
部
の
配
列
順
だ
け
が
お
か

し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
第
四
十
三
回

に
対
応
す
る
べ
き
七
十
二
難
・
第
六
十
四
回
に
対
応
す
る
べ
き
七
十
一
難
・
第

八
十
五
回
か
ら
第
八
十
六
回
に
対
応
す
る
べ
き
七
十
難
・
第
六
十
七
回
に
対
応

す
る
べ
き
六
十
九
難
と
い
っ
た
本
来
バ
ラ
バ
ラ
に
配
置
さ
れ
る
は
ず
の
難
に
、

何
故
か
連
続
し
た
数
字
が
振
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
は
、
単
な
る
不
手
際
で

は
ま
ず
生
じ
得
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
内
容
を
見
な
け
れ
ば
難
の
名
前
を
決
め
ら

れ
る
は
ず
が
な
く
、
内
容
を
見
た
な
ら
ば
同
時
に
順
番
通
り
に
数
字
を
振
る
こ

と
も
出
来
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。 

こ
う
し
て
見
る
と
、
や
は
り
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
は
古
い

テ
キ
ス
ト
の
話
柄
の
配
列
順
序
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が

も
自
然
で

あ
ろ
う
。
そ
の
仮
定
の
下
に
表
２
を
見
る
と
、
第
四
十
三
回
に
置
か
れ
て
い
る

黒
水
河
の
段
は
、
七
十
二
難
の
位
置
か
ら
三
十
三
難
の
次
の
位
置
へ
と
、
大
幅

に
前
倒
し
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
段
は
中
野
氏
が
意
図
的
に
そ
の
数
字
の

回
に
配
置
さ
れ
て
い
る
話
柄
の
一
つ
と
し
て
例
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

同
様
に
中
野
氏
が
第
六
十
四
回
に
置
か
れ
る
こ
と
に
数
字
上
の
意
味
を
見
出
し

て
い
る
棘
林
吟
詠
（
木
仙
菴
談
詩
）
の
段
も
、
七
十
一
難
の
位
置
か
ら
五
十
二

難
の
次
の
位
置
へ
と
前
倒
し
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
小
松
注
６
論
文
で
は
、「
話
説
」
を
使
う
回
と
「
話
表
」
を
使
う
回
に

ほ
ぼ
完
全
な
棲
み
分
け
が
あ
り
、
大
ま
か
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
固
ま
っ
て
分
布
し

て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
分
布
の
か
た
ま
り
ご
と
に
書
き
手
が
異
な
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
第
五
十
九
～
七
十
七
回
は
全
体
に

「
話
表
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
第
六
十
七
・
七
十
一
・
七
十
三
回
１
７

で
は
「
話

説
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
か
た
ま
り
を
更
に
第
六
十
六
回
ま
で
は

「
話
表
」
の
グ
ル
ー
プ
、
第
六
十
七
回
以
降
は
「
話
表
」
と
「
話
説
」
の
混
合

グ
ル
ー
プ
と
小
松
氏
は
二
分
し
て
い
る
（
二
八
六
頁
）
。
こ
こ
で
問
題
視
さ
れ
て
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い
る
第
六
十
七
回
は
、
華
本
型
歴
難
簿
か
ら
は
、
六
十
九
難
の
位
置
か
ら
五
十

四
難
の
次
の
位
置
へ
と
前
倒
し
さ
れ
た
も
の
と
読
み
取
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、

元
々
は
「
話
表
」
を
使
う
第
五
十
九
～
六
十
九
回
（
但
し
、
前
倒
し
さ
れ
て
来

た
第
六
十
四
・
六
十
七
回
は
除
く
）
が
よ
り
は
っ
き
り
し
た
「
話
表
」
の
か
た

ま
り
を
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
へ
後
か
ら
「
話
説
」
を
使
う
第
六

十
七
回
が
動
か
さ
れ
て
来
た
た
め
に
、
分
布
の
区
切
り
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
華
本
型
歴
難
簿
で
位
置
が
乱
れ
て
い
る
六
十
六
難
か
ら
七
十

七
難
ま
で
の
中
で
も
、
特
に
大
き
く
位
置
を
違
え
て
い
る
三
つ
の
難
は
、
い
ず

れ
も
配
置
を
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
、
華
本
型
歴
難
簿
以
外
の
根

拠
か
ら
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
て
み
れ
ば
、
華
本

型
歴
難
簿
は
古
い
テ
キ
ス
ト
の
話
柄
の
配
列
順
序
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
仮

説
の
蓋
然
性
は
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
は
な
る
ま
い
か
。 

ま
た
、
も
う
一
つ
傍
証
と
し
て
、
尾
崎
勤
「
『
封
神
演
義
』
第
九
十
九
回
の
問

題
」（
『
汲
古
』
第
六
十
五
号
、
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
、『
封
神
演
義
』
の
第
九

十
九
回
に
見
え
る
作
中
で
死
亡
し
た
登
場
人
物
を
神
に
封
じ
る
際
の
リ
ス
ト
が

あ
ら
ゆ
る
木
版
本
で
作
品
内
容
に
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
木
版
本
の
リ
ス
ト
の
よ
う
な
形
で
登
場
人
物
の
生
死
が
処
理
さ
れ
て
い
た

テ
キ
ス
ト
が
祖
本
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
筆
者
の
華
本
型
歴

難
簿
に
対
す
る
見
解
と
全
く
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
て
お

こ
う
。 

 

但
し
、
先
行
研
究
で
推
定
さ
れ
て
来
た
こ
と
と
、
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
の

聖
僧
歴
難
簿
か
ら
推
測
さ
れ
る
古
い
テ
キ
ス
ト
の
話
柄
の
配
列
順
序
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
必
ず
し
も
常
に
都
合
良
く
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
。
華
本
型
歴

難
簿
は
、
前
述
の
大
き
な
前
倒
し
の
三
箇
所
を
除
け
ば
、
六
十
五
難
ま
で
の
話

の
配
列
は
、
現
存
の
百
回
本
の
第
七
十
九
回
ま
で
順
番
通
り
に
並
ん
で
い
る
。

問
題
の
六
十
六
難
か
ら
七
十
七
難
に
関
し
て
も
、
前
倒
し
さ
れ
た
三
つ
の
難
を

除
け
ば
、
現
存
の
百
回
本
の
第
八
十
～
九
十
二
回
と
い
う
連
続
し
た
範
囲
内
で

の
組
み
換
え
に
止
ま
っ
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
現
存
の
百
回
本
の
第
七
十
九
回
以
前
の
話
柄
の
配
列
順
序
は
、
第

四
十
三
・
六
十
四
・
六
十
七
回
の
三
箇
所
が
第
八
十
～
九
十
二
回
附
近
か
ら
前

倒
し
さ
れ
て
来
た
以
外
は
、
華
本
型
歴
難
簿
の
元
と
な
っ
た
古
い
テ
キ
ス
ト
か

ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
中
野
氏
が
想
定
さ
れ

た
ほ
ど
の
全
面
的
な
話
柄
の
組
み
換
え
が
施
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、

華
本
型
歴
難
簿
の
元
と
な
っ
た
古
い
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
更
に
古
い
テ
キ
ス
ト
で

の
処
理
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。 

し
か
し
、
そ
の
更
に
古
い
テ
キ
ス
ト
の
定
め
た
話
柄
の
配
列
順
序
は
、
世
徳

堂
本
な
ど
の
現
存
の
百
回
本
と
は
違
う
の
だ
か
ら
、
中
野
氏
が
読
み
解
い
て
い

る
よ
う
な
数
字
の
仕
掛
け
や
中
心
軸
の
設
定
の
多
く
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
も
し
数
字
の
仕
掛
け
や
中
心
軸
の
設
定
を
意
図
的
な
も
の
と
し
て
認
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め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
行
の
百
回
本
と
同
じ
話
柄
の
配
列
順
序
を
定
め

た
時
点
で
な
さ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
時
点
は
必
然
的
に

華
本
型
歴
難
簿
の
元
と
な
っ
た
古
い
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
新
し
い
段
階
で
の
処
理

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
う
し
た
仕
掛
け
を
施
し
た
人
物
は
、
現
存
の
百

回
本
の
第
七
十
九
回
ま
で
の
話
は
殆
ど
動
か
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
大
塚
氏
が
想
定
さ
れ
る
通
天
河
を
西
天
に
置
く
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た

と
す
る
と
、
通
天
河
が
既
に

終
盤
の
凌
雲
渡
と
分
離
し
て
中
ほ
ど
に
配
置
さ

れ
て
い
る
華
本
型
歴
難
簿
の
元
と
な
っ
た
古
い
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
よ
り
も
新

し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
塚
氏
は
通
天
河
が
中
ほ
ど
に
移
さ
れ
て
以
降
の

テ
キ
ス
ト
を
一
括
し
て
「
世
徳
堂
本
西
遊
記
」
と
総
称
し
て
考
察
を
進
め
て
い

る
の
で
、
そ
の
辺
り
は
見
直
し
が
迫
ら
れ
よ
う
。 

 

小
松
氏
の
説
に
関
し
て
も
、
第
六
十
七
回
の
「
話
説
」
の
対
立
に
つ
い
て
は

た
ま
た
ま
華
本
型
歴
難
簿
に
よ
れ
ば
綺
麗
に
整
理
出
来
た
が
、
そ
れ
以
外
の
回

を
華
本
型
歴
難
簿
に
よ
っ
て
並
べ
直
し
た
場
合
、
現
行
の
百
回
本
の
配
列
に
よ

っ
て
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
第
八
十
五
～
九
十
回
の
か
た
ま
り

が
崩
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
華
本
型
歴
難
簿
か
ら
話

柄
の
配
列
順
が
変
更
さ
れ
た
時
に
、
本
文
の
書
き
換
え
が
ど
の
程
度
行
わ
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
殆
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
っ
た
検
討
課
題
が
出
て
来

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 
 

五
、
作
中
の
年
数
の
矛
盾
と
華
本
型
歴
難
簿 

 

華
本
型
歴
難
簿
で
配
列
が
「
乱
れ
て
い
る
」
箇
所
か
ら
、
世
徳
堂
本
の
本
文

に
排
列
変
更
の
痕
跡
が
見
出
せ
る
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。 

百
回
本
全
て
に
共
通
の
設
定
と
し
て
、
玄
奘
は
第
十
三
回
に
お
い
て
貞
観
十

三
年
九
月
望
前
三
日
に
長
安
を
発
っ
て
か
ら
、
第
九
十
八
回
に
西
天
の
釈
迦
如

来
の
下
で
経
典
を
受
け
取
る
ま
で
に
、
ぴ
っ
た
り
十
四
年
の
五
千
四
十
日
か
か

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
十
四
年
と
い
う
数
字
に
は
経

典
の
数
に
合
致
さ
せ
る
と
い
う
明
確
な
作
意
が
あ
っ
て
、
無
意
味
な
数
字
で
は

な
い
。 

そ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本
の
第
八
十
八
回
に
見
え

る
、
天
竺
国
玉
華
県
の
王
府
で
の
王
子
と
玄
奘
の
会
話
を
見
て
み
よ
う
。
直
前

の
三
蔵
一
行
が
玉
華
県
城
に
入
る
と
こ
ろ
で
「
此
時
光
景
如
梭
、
又
值
深
秋
之


、
但
見
」
と
い
う
季
節
描
写
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
九
月
の
出
来
事
で
あ
る
。 

 

（
王
子
）
問
道
：「
國
師
長
老
、
自
你
那
大
唐
至
此
、
歷
徧
諸
邦
、
共
有
幾

多
路
程
？
」
三
蔵
道
：「
貧
僧
也
未
記
程
途
、
但
先
年
蒙

音
菩
薩
在
我
王

御
前

身
、
曽
留
了
頌
子
言
：
「
西
方
十
萬
八
千
里
」
。
貧
僧
在
路
巳
經
過

一
十
四
遍
寒
暑
矣
」
。
王
子
咲
道
：
「
十
四
遍
寒
暑
、
即
十
四
年
了
。
想
是

途
中
有
甚
躭
閣
？
」「
一
言


、
萬
蟄
生
魔
、
也
不
知
受
了
多
少
苦
苦
楚
、


到
淂
宝
方
」
。
（
王
子
は
「
国
師
長
老
ど
の
、
あ
な
た
は
大
唐
を
出
ら
れ

て
よ
り
こ
の
地
ま
で
諸
国
を
遍
歴
し
て
来
た
と
い
う
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
道



32 
 

の
り
で
あ
り
ま
し
た
か
な
？
」
と
問
い
ま
し
た
。
三
蔵
は
「
拙
僧
も
は
っ

き
り
と
は
分
か
り
か
ね
ま
す
が
、
先
年
観
音
菩
薩
さ
ま
が
我
が
王
の
御
前

に
御
姿
を
現
さ
れ
た
折
に
頂
い
た
頌
に
は
、
西
方
十
万
八
千
里
と
申
し
て

お
り
ま
す
。
拙
僧
は
道
中
で
既
に
十
四
度
の
寒
暑
を
過
ご
し
て
参
り
ま
し

た
」
と
答
え
ま
す
。
王
子
は
笑
っ
て
「
十
四
度
の
寒
暑
を
過
ご
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
十
四
年
も
経
っ
て
お
る
の
だ
な
。
さ
ぞ
か
し
難
儀
も

多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
聞
き
、
三
蔵
は
「
そ
れ
は
も
う
一
言
で
は
言
い

尽
く
せ
ま
せ
ぬ
。
数
多
の
魔
障
に
遮
ら
れ
、
と
て
つ
も
な
い
苦
難
の
果
て

に
、
よ
う
や
く
こ
ち
ら
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
次
第
で
す
」
と
申
し
上
げ

ま
し
た
。
） 

 

こ
こ
で
は
三
蔵
が
「
貧
僧
在
路
巳
經
過
一
十
四
遍
寒
暑
矣
」
と
言
い
、
王
子

は
「
十
四
遍
寒
暑
、
即
十
四
年
了
」
と
理
解
し
て
い
る
。
三
蔵
は
第
百
回
で
唐

に
戻
っ
て
太
宗
に
謁
見
し
た
際
に
も
「
總
記
菩
薩
之
言
、
有
十
萬
八
千
里
之
遠
。

途
中
未
曽
記
数
、
只
知
經

了
一
十
四
遍
寒
暑
」
と
い
う
非
常
に
良
く
似
た
台

詞
を
言
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
の
場
面
は
貞
観
二
十
七
年
九
月
で
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
第
八
十
八
回
の
会
話
は
、
貞
観
二
十
七
年
九

月
の
初
め
、
つ
ま
り
は
あ
と
数
日
で
西
天
に
到
着
す
る
と
い
う
時
期
に
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
三
蔵
の
「
一
言


、
萬
蟄
生

魔
、
也
不
知
受
了
多
少
苦
苦
楚
、

到
淂
宝
方
」
と
い
う
台
詞
も
効
果
的
な
も

の
と
思
え
て
来
る
。 

 

だ
が
、
百
回
本
全
体
の
構
成
か
ら
は
、
釈
迦
如
来
の
待
つ
雷
音
寺
に
到
着
す

る
第
九
十
八
回
ま
で
に
ま
だ
三
犀
牛
怪
・
玉
兎
精
・
銅
台
監
禁
の
三
つ
の
話
柄

を
残
し
て
い
る
の
で
、
第
八
十
八
回
が
貞
観
二
十
七
年
九
月
で
は
辻
褄
が
合
わ

な
い
の
だ
。
第
九
十
一
回
か
ら
の
三
犀
牛
怪
の
話
は
元
宵
節
の
時
期
に
設
定
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
点
で
も
う
貞
観
二
十
八
年
正
月
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
銅
台
監
禁
が
始
ま
る
第
九
十
六
回
の
冒
頭
に
は
「
正
是
春
盡
、
夏
初
時

節
」
と
い
う
季
節
描
写
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
第
八
十
八
回
を
貞
観
二
十
七
年
九

月
と
し
て
描
く
の
は
、
明
ら
か
な
矛
盾
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

何
故
こ
の
矛
盾
が
生
じ
た
か
。
そ
れ
は
、
第
八
十
八
回
の
本
文
が
、
元
々
は

雷
音
寺
に
着
く
直
前
の
話
柄
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
の
後
に
話
柄
の
排
列
順
の
変
更
や
新
規
話
柄
の
追
加
が
行
わ
れ

た
結
果
、
雷
音
寺
の
直
前
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
の
場
面
が
随
分
前
に
押
し
や

ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
間
接
的
に
支
持
す
る
の
が
、

華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
で
は
、
第
八
十
八
回
を
含
む
九
頭
獅
子

の
話
が
、
百
回
本
の
本
文
と
は
逆
に
、「
元
夜
覌
燈
七
十
四
難
」
を
含
む
三
犀
牛

怪
の
話
よ
り
も
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
こ
れ
な
ら
ば
、
少
な
く

と
も
貞
観
二
十
八
年
の
正
月
が
来
て
し
ま
う
矛
盾
は
生
じ
な
い
。 

も
っ
と
も
、
華
本
型
歴
難
簿
で
も
九
頭
獅
子
の
話
の
後
に
ま
だ
玉
兎
精
の
話

と
銅
台
監
禁
の
話
が
あ
る
の
で
、
第
八
十
八
回
が
貞
観
二
十
七
年
九
月
に
設
定

さ
れ
た
の
は
、
華
本
型
歴
難
簿
が
依
拠
し
た
古
い
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
更
に
前
の
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段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
後
、
華
本
歴
難
簿
の
よ
う
に
後

に
玉
兎
精
の
話
と
銅
台
府
の
話
が
追
加
（
ま
た
は
前
に
あ
っ
た
の
を
先
送
り
）

さ
れ
、
更
に
世
徳
堂
本
の
形
に
再
度
並
べ
直
さ
れ
た
と
い
う
訳
だ
。 

も
し
も
こ
れ
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
第
八
十
八
回
の
先
に
引
い
た
場
面
の
文
章

が
書
か
れ
て
か
ら
、
百
回
本
の
話
柄
の
配
列
順
が
現
在
見
ら
れ
る
形
に
固
ま
る

ま
で
に
は
、
話
柄
の
排
列
順
の
見
直
し
が
複
数
回
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
華
本
型
聖
僧
歴
難
簿
は
、
百
回

本
成
立
前
史
を
探
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

  
 

六
、
華
本
型
歴
難
簿
の
版
本
間
に
お
け
る
異
同 

 

以
上
、
華
本
型
歴
難
簿
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
来
た
が
、
こ
こ
で

台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本
以
外
の
版
本
に
お
け
る
華
本
型
歴
難
簿
が
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
（
表
３
）
。
比
較
対
象
の
版
本
が
増
え
た
分
だ
け

縦
に
長
く
な
っ
た
が
、
表
３
の
見
方
は
基
本
的
に
表
１
に
同
じ
。
但
し
、
網
掛

け
と
し
た
の
は
、
表
内
の
他
の
版
本
と
異
体
字
以
外
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
難

で
あ
る
。
各
版
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
述
べ
る
が
、
現
存
す
る
華
陽

洞
天
主
人
校
本
系
の
伝
本
は
、
筆
者
未
見
の
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
天
海
蔵
所
蔵

の
世
徳
堂
本
と
唐
僧
本
の
二
本
を
除
い
て
全
て
こ
の
表
に
収
め
た
。
な
お
、
こ

の
部
分
に
限
っ
て
言
え
ば
、
同
じ
版
木
で
刷
ら
れ
て
い
る
の
は
②
と
③
だ
け
で

あ
る
（
④
と
⑤
は
基
本
的
に
は
同
版
だ
が
、
聖
僧
歴
難
簿
を
含
む
葉
は
⑤
で
は

補
版
葉
と
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
第
二
章
注
29
参
照
）
。 

全
体
を
通
し
て
、
覆
刻
・
翻
刻
の
際
の
単
純
な
誤
刻
（
④
と
⑤
の
十
九
難
、

④
の
七
十
七
難
・
八
十
難
・
ｆ
、
⑤
の
四
十
一
難
、
⑥
の
五
十
七
難
な
ど
）
や
、

印
刷
の
不
良
で
筆
画
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
事
例
（
①
の
三
十
九
難
、
②
の

六
十
一
難
、
③
の
四
十
二
難
な
ど
）
が
稀
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
ど
の
版
本
で

も
有
意
な
改
変
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
異
体
字
を
無
視
す
れ
ば
、
有
意
な

改
変
は
①
～
⑤
が
全
て
「
女
國
留 

四
十
四
難
」
と
い
う
形
で
意
味
を
な
し
て

い
な
い
四
十
四
難
を
、
⑥
が
「
女
囯
招
留
四
十
四
难
」
と
し
て
意
味
を
通
し
て

い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。 

 

版
本
系
統
上
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
四
十
三
難
は
注
意
す
べ
き
事
例
と

な
る
。
こ
こ
は
①
③
で
は
「
吃
水
遭
愆
四
十
三
難
」
と
な
っ
て
い
る
。
飲
ん
だ

者
を
妊
娠
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
子
母
河
の
水
を
三
蔵
と
八
戒
が
飲
ん
で
し
ま
っ

た
こ
と
を
指
す
難
な
の
で
、「
愆
」
は
『
左
伝
』
昭
公
二
十
六
年
へ
の
杜
預
注
に

あ
る
「
愆
、
悪
疾
也
」
と
い
う
意
味
で
理
解
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
、
②
は
③
と

同
じ
版
木
を
用
い
な
が
ら
、「
愆
」
の
箇
所
が
墨
格
で
あ
る
。
④
⑤
で
は
そ
の
字

が
心
の
付
か
な
い
「
衍
」
に
な
っ
て
い
る
。「
衍
」
な
ら
ま
だ
「
愆
」
と
通
用
も

す
る
だ
ろ
う
が
、
⑥
で
は
更
に
「
行
」
と
な
っ
て
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
①
③
の
形
か
ら
④
⑤
の
形
が
作
ら
れ
、
更
に

④
⑤
の
形
か
ら
⑥
が
作
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
単
純
に
①
か
③
そ

の
も
の
を
底
本
と
し
て
④
や
⑤
が
作
ら
れ
、
④
か
⑤
そ
の
も
の
を
底
本
と
し
て
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⑥
が
作
ら
れ
た
と
考
え
て
良
い
か
ど
う
か
は
他
の
事
例
と
併
せ
て
慎
重
に
検
討

す
べ
き
点
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
逆
の
順
番
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の

は
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。 

 

ま
た
、
同
じ
世
徳
堂
本
で
あ
る
は
ず
の
①
と
②
③
の
間
で
、
異
体
字
の
相
違

が
非
常
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
①
と
②
③
が
異
版
で
あ
る
た
め
で
、
詳

し
く
は
第
二
章
で
述
べ
る
が
、
①
で
は
「
難
」
や
「
國
」
な
ど
画
数
の
多
い
正

字
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
②
③
で
は
「

」「
难
」
や
「
囯
」
の
よ
う
な
略
字

体
に
な
っ
て
い
る
事
例
が
非
常
に
多
く
見
出
せ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

な
お
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
諸
版
本
の
比
較
と
い
う
本
題
か
ら
は
外
れ
る

が
、
②
③
は
三
十
九
難
よ
り
前
で
は
「
難
」
の
大
半
を
略
字
と
す
る
が
、
四
十

難
以
降
で
は
「
難
」
の
殆
ど
を
正
字
で
彫
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
十
難
か
ら

葉
が
変
わ
る
た
め
だ
。
更
に
詳
し
く
見
る
と
、
三
十
九
難
以
前
で
は
略
字
と
い

っ
て
も
「

」
と
「
难
」
が
混
在
し
て
い
る
。
表
３
で
は
読
み
取
れ
な
い
が
、

こ
れ
に
も
一
定
の
傾
向
が
あ
る
。
①
②
③
の
聖
僧
歴
難
簿
は
一
行
に
三
難
ず
つ

を
配
し
、
「
難
（

、
难
）
」
字
の
高
さ
を
全
て
揃
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
一
、

四
、
…
…
三
十
四
、
三
十
七
」
の
各
難
、
「
二
、
五
、
…
…
三
十
五
、
三
十
八
」

の
各
難
、「
三
、
六
、
…
…
三
十
六
、
三
十
九
」
の
各
「
難
」
字
が
そ
れ
ぞ
れ
同

じ
高
さ
に
位
置
し
て
い
る
の
だ
が
、
上
段
の
「
一
、
四
、
…
」
に
は
「
难
」
と

「

」
が
混
在
し
、
中
段
の
「
二
、
五
、
…
」
は
殆
ど
が
「

」
、
下
段
の
「
三
、

六
、
…
」
は
殆
ど
が
「
难
」
と
い
う
形
で
傾
向
が
分
か
れ
て
い
る
（
図
１
）
。
こ

れ
は
、
こ
の
版
木
で
は
横
一
列
に
並
ん
だ
文
字
を
同
じ
刻
工
が
担
当
し
、
刻
工

の
判
断
で
適
宜
版
下
の
字
体
を
改
め
て
略
字
体
で
彫
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
細
か
な
異
体
字
の
相
違
ま
で
気
に
し

て
翻
字
し
た
所
以
で
あ
る
。 

  
 

七
、
李
本
型
歴
難
簿
の
意
義 

 

続
い
て
、
李
本
型
歴
難
簿
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

初
に
表
２
に
よ

っ
て
華
本
型
歴
難
簿
か
ら
の
変
更
点
を
一
通
り
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

ま
ず
第
六
難
は
、
穴
に
落
ち
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
妖
怪
に
捕
ら
わ
れ
て
従

者
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
な
の
で
、
華
本
型
の
「
折
従
落
坑
」
よ
り

も
李
本
型
の
「
落
坑
折
從
」
の
方
が
よ
り
本
文
に
即
し
て
い
る
と
言
え
、
細
か

い
点
ま
で
気
配
り
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

第
七
難
の
文
字
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

 

第
十
難
と
十
一
難
は
、
華
本
型
と
は
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
筋

は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
。
―
―
第
十
六
回
で
三
蔵
が
観
音
院
の
老
僧
に
観
音

菩
薩
か
ら
賜
っ
た
袈
裟
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
一
夜
限
り
の
借
用
を
申
し
出
ら
れ
、

や
む
な
く
許
可
し
た
。
あ
ま
り
に
も
見
事
な
袈
裟
に
欲
に
駆
ら
れ
た
老
僧
は
、

夜
中
に
三
蔵
一
行
を
焼
き
殺
し
て
袈
裟
を
独
占
し
よ
う
と
た
く
ら
む
が
、
悟
空

に
気
付
か
れ
て
逆
に
寺
を
焼
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
火
事
を
見
て
や
っ
て
来
た

黒
大
王
が
袈
裟
を
見
つ
け
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
黒
風
山
黒
風
洞
に
持
ち
帰
っ
て
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し
ま
う
。
続
く
第
十
七
回
で
悟
空
は
黒
大
王
と
幾
度
も
戦
い
、
観
音
菩
薩
の
助

力
も
あ
っ
て
大
王
を
収
服
し
、
袈
裟
を
取
り
戻
す
。
―
―
よ
っ
て
、
老
僧
に
袈

裟
を
貸
し
た
時
点
で
「
失
却
袈
裟
」
だ
と
解
釈
す
れ
ば
、
華
本
型
の
配
列
で
も

間
違
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
第
十
六
回
に
二
つ
の
難

が
配
さ
れ
る
一
方
、
厳
密
に
言
え
ば
第
十
七
回
に
配
さ
れ
る
難
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
李
本
型
の
よ
う
に
順
序
を
入
れ
替
え
れ
ば
、

第
十
六
回
に
「
夜
被
火
燒
」
、
袈
裟
を
取
り
戻
す
た
め
の
戦
い
が
描
か
れ
る
第
十

七
回
に
「
失
却
袈
裟
」
を
充
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
な
る
。

こ
れ
も
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
改
変
と
言
え
よ
う
。 

 

一
方
、
十
八
難
と
十
九
難
の
変
更
に
は
、
そ
こ
ま
で
の
必
然
性
は
感
じ
ら
れ

な
い
。
第
二
十
四
回
で
五
荘
観
に
着
い
た
三
蔵
は
、
鎮
元
大
仙
か
ら
留
守
を
預

か
る
弟
子
に
出
さ
れ
た
人
参
果
を
本
物
の
赤
子
と
思
い
込
み
、
食
べ
よ
う
と
し

な
い
。
そ
れ
を
食
べ
た
が
っ
た
悟
空
・
八
戒
・
沙
僧
が
三
蔵
に
隠
れ
て
騒
動
を

巻
き
起
こ
し
、
つ
い
に
は
第
二
十
五
回
で
人
参
果
の
木
を
倒
し
て
し
ま
う
。
帰

っ
て
来
た
鎮
元
大
仙
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
一
行
は
木
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を

約
束
し
、
悟
空
が
第
二
十
六
回
で
世
界
中
を
飛
び
回
っ
た
挙
句
に
、
観
音
菩
薩

の
助
力
を
得
て
つ
い
に
木
を
甦
ら
せ
て
頂
く
、
と
い
う
筋
立
て
だ
か
ら
、
こ
れ

は
華
本
型
で
も
李
本
型
で
も
ど
ち
ら
で
も
問
題
な
か
ろ
う
。
強
い
て
言
え
ば
、

第
二
十
六
回
で
は
五
荘
観
か
ら
飛
び
出
し
て
世
界
中
を
飛
び
回
る
か
ら
、「
五
莊

觀
中
」
で
は
相
応
し
く
な
い
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
し
た
ら
本
当
に
何

と
も
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
気
を
配
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二
十
一
・
四
十
・
四
十
六
・
四
十
七
・
五
十
四
・
五
十
五
・
八
十
の
各
難
は

難
の
名
称
の
み
の
微
調
整
で
、
ど
ち
ら
で
も
良
さ
そ
う
な
も
の
が
多
い
。
但
し
、

二
十
一
・
五
十
五
・
八
十
難
は
固
有
名
詞
（
地
名
）
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
と
い

う
利
点
は
あ
ろ
う
。 

華
本
型
で
問
題
の
あ
っ
た
四
十
三
難
と
四
十
四
難
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
華

本
型
の
「
愆
」「
衍
」「
行
」
は
い
ず
れ
も
継
承
せ
ず
、
新
た
に
意
味
の
通
る
「
毒
」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
を
墨
格
と
す
る
版
本
に
拠
っ
た
の
か
、

或
い
は
意
味
を
分
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
の
処
置
か
、
ど
ち
ら
も
考
え
ら
れ
る

の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
だ
。
後
者
は
空
格
の
せ
い
で

意
味
不
通
だ
っ
た
華
本
型
の
多
く
か
ら
意
味
の
通
る
よ
う
に
改
め
て
い
る
。 

 

二
十
五
難
は
中
野
氏
が
華
本
型
歴
難
簿
と
李
本
型
歴
難
簿
が
大
き
く
変
わ
り

始
め
る
箇
所
と
し
て
指
摘
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
部
分
に
限
れ
ば
、
第
三
十
三

～
三
十
五
回
を
「
蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難
」
の
み
で
片
付
け
て
し
ま
う
李
本
型

よ
り
も
、
第
三
十
三
回
に
二
つ
、
第
三
十
四
～
三
十
五
回
に
一
つ
と
、
バ
ラ
ン

ス
は
や
や
悪
い
な
が
ら
も
三
回
に
対
し
て
三
つ
の
難
を
配
す
る
華
本
型
の
方
が

明
ら
か
に
勝
る
。
華
本
型
で
本
文
に
相
違
す
る
点
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
悟
空

と
金
角
大
王
・
銀
角
大
王
が
五
つ
の
宝
貝
を
奪
い
合
う
騙
し
合
い
や
、
そ
の
一

つ
の
名
前
を
呼
ば
れ
て
返
事
を
す
る
と
吸
い
込
ま
れ
る
と
い
う
宝
貝
に
対
抗
す

る
た
め
に
悟
空
が
「
孫
行
者
の
弟
の
者
行
孫
」「
そ
の
ま
た
弟
の
行
者
孫
」
な
ど
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と
い
う
滅
茶
苦
茶
な
偽
名
を
次
々
に
名
乗
る
と
い
う
よ
う
な
精
彩
あ
る
場
面
を

き
ち
ん
と
反
映
出
来
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
李
本
型
で
は
こ
れ
以
降
の
難
を
増

補
修
正
し
た
結
果
、
代
わ
り
に
ど
こ
か
で
二
つ
を
削
る
必
要
が
生
じ
、
た
ま
た

ま
こ
こ
を
削
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

二
十
六
難
か
ら
は
華
本
型
と
数
字
が
ず
れ
始
め
る
が
、
李
本
型
の
六
十
六
難

ま
で
は
、
基
本
的
に
正
し
い
位
置
に
並
べ
替
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
間

の
細
か
い
名
称
変
更
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
。 

 

第
八
十
回
に
相
当
す
る
李
本
型
の
六
十
七
難
か
ら
は
、
名
称
の
大
幅
な
変
更

が
多
く
な
る
ほ
か
、
華
本
型
が
二
回
に
一
難
を
充
て
て
い
た
の
を
各
回
一
難
に

改
め
る
処
置
が
二
箇
所
で
採
ら
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
華
本
型
が
連
続
し
て
混

乱
を
見
せ
て
い
る
位
置
で
あ
る
か
ら
、
順
序
を
直
す
際
に
名
称
も
全
面
的
に
見

直
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
本
型
の
ど
の
名
称
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
。 

但
し
、
華
本
型
に
お
い
て
も
、
話
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
名
称
に
な
っ
て
い

る
の
は
実
は
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
は
第
八
十
七
回
相
当
の
難
で
、

華
本
型
で
は
「
鳳
仙
囯
救
雨
」
と
す
る
が
、
こ
の
地
名
は
李
本
型
の
「
鳳
仙
郡
」

が
正
し
い
。
も
し
か
す
る
と
、
華
本
型
が
基
づ
い
た
古
い
テ
キ
ス
ト
で
は
、
本

文
で
も
こ
の
地
名
は
郡
で
は
な
く
国
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
れ
以
外
の
改
変
は
、
李
本
型
の
七
十
一
・
七
十
五
・
七
十
六
の
各
難
が
い

ず
れ
も
地
名
を
入
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
華
本
型
の
混
乱
範
囲
を
過
ぎ
た

七
十
九
難
も
そ
の
例
で
あ
る
か
ら
、
李
本
型
で
は
全
体
的
に
な
る
べ
く
地
名
を

入
れ
る
方
針
で
難
の
名
称
を
改
め
て
い
た
よ
う
だ
。
但
し
、
九
頭
虫
の
段
や
七

蜘
蛛
怪
と
多
目
怪
の
段
な
ど
、
対
応
す
る
難
に
地
名
が
出
て
い
な
い
ま
ま
の
話

柄
も
残
っ
て
は
い
る
。 

 

一
通
り
李
本
型
歴
難
簿
に
お
け
る
改
訂
の
様
子
を
辿
っ
て
み
た
が
、
全
体
的

に
非
常
に
良
く
本
文
を
読
み
込
ん
だ
上
で
、
作
品
内
容
に
即
し
た
リ
ス
ト
を
丁

寧
に
作
り
上
げ
て
い
る
と
評
価
出
来
る
。
こ
の
聖
僧
歴
難
簿
の
改
変
と
い
う
一

事
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
、
太
田
辰
夫
氏
の
「
繁
本
の
う
ち
李
卓
吾
本
の
本
文

は
世
徳
堂
本
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な
く
、
両
者
は
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
」

と
い
う
見
解
は
覆
せ
る
だ
ろ
う
１
８

。
ま
た
、
世
徳
堂
本
と
同
じ
話
柄
の
配
列
順

序
を
採
る
百
回
本
の
中
で
初
め
て
作
品
内
容
と
聖
僧
歴
難
簿
の
矛
盾
を
解
消
し

た
テ
キ
ス
ト
が
李
卓
吾
批
評
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
現
在
見
ら
れ
る
あ

ら
ゆ
る
清
本
系
テ
キ
ス
ト
の
聖
僧
歴
難
簿
が
李
本
型
も
し
く
は
そ
れ
を
微
修
正

し
た
陳
本
型
で
あ
る
（
即
ち
、
李
卓
吾
批
評
本
は
全
て
の
清
本
に
共
通
の
源
流

祖
本
と
な
っ
て
い
る
）
こ
と
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
そ
れ
が
『
西
遊
記
』
成
立
、
、

史
上
に
お
け
る
独
自
の
価
値
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

少
な
く
と
も
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
展
開
、
、
史
上
に
お
い
て
は
、
李
卓
吾
批
評
本

に
は
極
め
て
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 
李
本
型
歴
難
簿
の
持
つ
意
義
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
型
の
聖
僧
歴
難

簿
を
持
つ
版
本
間
で
の
異
同
も
概
観
し
て
お
こ
う
（
表
４
）
。
表
の
見
方
は
表
３

に
同
じ
。
前
述
の
通
り
、
こ
こ
に
属
す
る
の
は
李
卓
吾
批
評
本
系
・
汪
象
旭
箋
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評
本
系
・
張
書
紳
註
本
系
の
各
版
本
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
本
が
華
陽
洞
天
主
人

校
本
系
よ
り
も
遥
か
に
多
い
た
め
、
主
な
も
の
だ
け
を
収
録
し
た
。
な
お
、
各

版
本
の
詳
細
は
第
四
章
と
第
六
章
と
で
述
べ
る
。 

華
本
型
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
型
の
中
で
の
相
違
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な

い
。
第
一
難
か
ら
八
十
難
ま
で
の
間
の
有
意
な
改
変
と
し
て
は
、
⑥
⑧
の
三
十

三
難
で
華
本
型
歴
難
簿
以
来
一
貫
し
て
誤
っ
て
い
た
「
車
庭
」
を
正
し
い
地
名

の
「
車
遲
」
に
直
し
て
い
る
こ
と
（
但
し
、
こ
の
修
正
は
⑥
⑧
に
先
行
す
る
陳

本
型
の
陳
士
斌
詮
解
本
系
で
先
に
な
さ
れ
て
い
る
）
、
⑧
の
六
十
三
難
で
意
味
の

と
り
難
か
っ
た
そ
れ
ま
で
の
「
通
災
」
を
「
遇
災
」
に
改
め
て
い
る
こ
と
（
こ

れ
も
陳
士
斌
詮
解
本
系
で
先
に
な
さ
れ
て
い
る
）
、
⑦
⑧
の
七
十
六
難
及
び
⑧
の

六
十
五
難
の
避
諱
、
⑦
の
五
十
七
難
が
や
は
り
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
陳
本
型

歴
難
簿
の
影
響
を
受
け
て
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
（
後
述
）
く
ら
い
だ
ろ
う
。
①

の
六
十
一
難
以
降
に
空
格
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
後
印
本
で
版
木
に
相

当
な
傷
み
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
版
木
作
成
時
点
で
の
問
題
で
は
な
い
。 

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｆ
の
各
欄
に
関
し
て
は
、

陳
士
斌
詮
解
本
系
に
先
行
す
る
康
熙
初
年
の
⑤
（
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
蜩
寄
刊

本
、
第
六
章
参
照
）
の
時
点
で
、
既
に
陳
本
型
と
同
様
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
陳
本
型
歴
難
簿
は
、
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
版
本

の
聖
僧
歴
難
簿
を
参
照
し
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
汪
象
旭

箋
評
本
系
を
李
本
型
歴
難
簿
に
分
類
し
て
い
る
の
は
、
作
品
内
容
に
関
わ
る
五

十
五
難
か
ら
五
十
八
難
ま
で
の
形
態
の
方
を
よ
り
重
視
し
た
た
め
で
あ
る
。 

更
に
、
ｅ
欄
を
良
く
見
る
と
、
①
④
は
「
路
逢
十
萬
八
千
里
」
、
②
③
⑤
⑥
は

「
路
過
十
萬
八
千
里
」
、
そ
し
て
⑧
は
「
路
經
十
萬
八
千
里
」
と
、
二
文
字
目
だ

け
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
華
本
型
歴
難
簿
で
は
全

て
①
④
と
同
じ
形
で
あ
っ
た
か
ら
、
版
本
系
統
を
考
え
る
上
で
重
要
な
相
違
で

あ
る
。 

類
似
の
事
例
と
し
て
、
第
七
難
の
地
名
は
版
本
間
で
表
記
の
異
同
が
激
し
く
、

②
⑧
で
は
「
叉
」
に
作
る
文
字
を
、
①
④
は
華
本
型
に
属
す
る
殆
ど
の
版
本
と

同
じ
「
乂
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
版
本
で
も
こ
の
地
名
は
目
録
や

本
文
で
は
そ
れ
ら
に
「
义
」「
又
」
を
加
え
た
四
種
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
に
山

偏
が
付
い
た
形
で
表
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
⑤
⑥
⑦
の
聖

僧
歴
難
簿
で
は
、
こ
れ
を
そ
ち
ら
に
あ
わ
せ
た
「

」
に
改
め
て
い
る
。 

こ
の
二
つ
の
状
況
の
み
か
ら
単
純
に
判
断
す
る
と
、
華
本
型
に
近
い
①
や
④

の
方
が
、
字
が
変
わ
っ
て
い
る
②
や
③
よ
り
も
先
行
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
良
い
の
か
ど
う
か
は
、
第
四
章
で
検
討
す
る
。 

 

後
に
、
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
⑤
と
⑥
で
は
、
「
此
一
難
分
作
二
難
」
「
一
作

二
難
」
な
ど
の
小
字
双
行
注
が
付
い
て
い
る
。
前
者
は
も
ち
ろ
ん
「
一
つ
の
話

柄
を
分
割
し
て
二
つ
の
難
と
数
え
て
い
る
」
と
い
う
意
味
だ
し
、
後
者
も
こ
こ

で
は
通
常
の
「
こ
こ
の
文
字
を
「
二
難
」
と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
」
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
前
者
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
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う
。
話
柄
の
切
れ
目
に
対
す
る
清
初
の
読
者
の
考
え
方
を
伝
え
て
く
れ
る
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。
但
し
、
⑥
に
は
誤
刻
や
漏
れ
が
多
い
の
で
、
第
六
章
で
見
る

よ
う
に
こ
の
系
統
の
初
刻
本
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
⑤
に
よ
る
べ
き
こ
と

は
申
す
ま
で
も
な
い
。 

 

八
、
陳
本
型
歴
難
簿
に
つ
い
て 

 

残
る
は
陳
本
型
歴
難
簿
で
あ
る
。
ま
ず
表
２
に
よ
っ
て
李
本
型
か
ら
の
変
更

点
を
確
認
し
よ
う
。
前
述
の
通
り
、
五
十
五
難
か
ら
五
十
八
難
ま
で
が
ま
と
ま

っ
て
変
更
さ
れ
て
い
る
の
が
、
避
諱
や
誤
字
を
除
け
ば
李
本
型
と
の
殆
ど
唯
一

の
相
違
点
で
あ
っ
た
。 

五
十
五
難
か
ら
五
十
八
難
は
、
李
本
型
歴
難
簿
で
も
作
品
内
容
に
即
し
て
何

の
問
題
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、

李
本
型
の
五
十
七
難
が
「
拯
救
疲
癃
」
と
い
う
名
称
だ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

こ
れ
は
五
十
六
難
の
「
朱
紫
國
行
醫
」
と
一
連
の
出
来
事
を
指
し
て
お
り
、
長

年
病
に
臥
せ
っ
て
い
た
朱
紫
国
王
を
悟
空
が
診
察
し
て
薬
を
処
方
し
た
と
こ
ろ
、

腹
中
に
三
年
前
か
ら
留
ま
っ
て
病
原
と
な
っ
て
い
た
ち
ま
き
の
塊
を
下
す
こ
と

が
出
来
て
、
国
王
は
快
癒
し
た
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
一
連
の
行
為
と
は
い

え
、
第
六
十
八
回
で
診
察
を
す
る
こ
と
に
決
ま
る
ま
で
を
描
き
、
実
際
の
診
察

か
ら
快
癒
ま
で
は
第
六
十
九
回
で
描
く
の
で
、
各
回
に
一
難
ず
つ
を
配
し
た
李

本
型
歴
難
簿
の
処
理
に
は
特
に
問
題
は
無
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
見
す
る
と

重
複
感
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、「
拯
救
疲
癃
」
の
「
拯
救
」
と
い
う
語
が
、
直
前
の
第
六
十
七
回
の

回
目
に
「
拯
救
駝
羅
禪
性
穩 

脱
離
汙
穢
道
心
清
」（
内
閣
文
庫
蔵
汪
氏
蜩
寄
刊

汪
象
旭
箋
評
本
の
本
文
に
よ
る
）
と
い
う
形
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
変
更
の

引
き
金
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
の
連
想
と
、
前
述
の
重
複
感
と
に

よ
っ
て
、「
拯
救
疲
癃
」
の
難
は
第
六
十
七
回
に
配
す
べ
き
も
の
だ
と
解
釈
し
て
、

難
の
名
称
も
は
っ
き
り
「
拯
救
駝
羅
」
と
改
め
た
上
で
、
元
々
第
六
十
七
回
に

対
応
す
る
難
で
あ
っ
た
五
十
五
難
の
直
後
に
移
動
し
、
つ
い
で
に
前
後
の
五
十

五
難
と
五
十
八
難
の
名
称
も
少
し
だ
け
変
更
し
た
と
い
う
訳
だ
。
し
か
し
、
一

回
で
一
つ
の
話
柄
が
完
結
す
る
第
六
十
七
回
に
二
つ
の
難
を
配
し
、
逆
に
第
六

十
八
・
六
十
九
回
の
二
回
分
に
は
一
つ
の
難
だ
け
を
充
て
る
と
い
う
の
は
、
あ

ま
り
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
処
理
と
は
言
え
な
い
面
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
陳
本
型
歴

難
簿
の
段
階
で
の
改
変
は
、
内
容
的
に
は
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。 

 

だ
が
、
本
文
系
統
間
や
個
別
の
版
本
間
の
継
承
関
係
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
は
、
李
本
型
と
陳
本
型
の
相
違
は
非
常
に
役
に
立
つ
。
こ
の
相
違
に
着
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
評
注
が
全
面
的
に
異
な
る
劉
一
明
解
本
系
・
張

含
章
註
本
系
・
含
晶
子
評
註
本
系
が
、
い
ず
れ
も
先
行
す
る
陳
士
斌
詮
解
本
系

の
本
文
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
簡
単
に
確
認
出
来
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
全

体
的
な
性
格
は
詳
細
に
本
文
を
比
較
し
た
上
で
論
じ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
後
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出
の
三
種
類
の
新
た
な
評
注
本
に
本
文
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
陳
士

斌
詮
解
本
も
ま
た
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
展
開
史
上
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。 

陳
本
型
歴
難
簿
を
持
つ
版
本
間
で
の
異
同
は
表
５
の
通
り
で
あ
る
。
見
方
は

表
３
・
４
に
同
じ
で
、
所
見
の
多
く
の
伝
本
の
中
か
ら
必
要

小
限
の
も
の
だ

け
を
採
用
し
た
。
各
版
本
の
詳
細
は
第
六
章
で
述
べ
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、
評

注
に
よ
っ
て
別
系
統
に
分
類
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
同
士
の
間
で
、
聖
僧
歴
難
簿
の

相
違
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
違
い

が
少
な
い
分
、
四
十
七
難
や
七
十
四
難
の
よ
う
な
版
本
間
で
は
っ
き
り
し
た
違

い
が
見
ら
れ
る
例
か
ら
、
劉
一
明
解
本
・
張
含
章
本
・
含
晶
子
本
が
、
そ
れ
ぞ

れ
こ
の
型
の
聖
僧
歴
難
簿
を
持
つ

も
早
い
系
統
で
あ
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
の

中
の
ど
の
版
本
の
系
譜
に
直
接
連
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
の
ヒ
ン
ト

が
得
ら
れ
そ
う
だ
。
ま
た
、
右
の
二
難
及
び
ｆ
欄
の
処
理
が
全
て
一
致
し
て
い

る
劉
一
明
解
本
と
張
含
章
註
本
と
は
、
異
な
る
系
統
同
士
の
中
で
は
特
に
近
し

い
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

  
 

小
結 

 

以
上
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
諸
版
本
に
お
け
る
聖
僧
歴
難
簿
の
相
違
か
ら
読

み
取
れ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
本
文
と
は
話
柄
の
配
列
順
序
が
異
な

る
華
本
型
歴
難
簿
に
は
現
行
の
百
回
本
の
成
立
以
前
の
テ
キ
ス
ト
の
話
柄
の
配

列
順
序
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
李
本
型
歴
難
簿
か
ら
は
李
卓
吾
批
評

本
系
が
清
本
諸
系
統
の
共
通
の
源
流
祖
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
な
ど
、

注
目
す
べ
き
点
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

な
お
、

後
に
一
つ
補
足
を
し
て
お
く
と
、
本
論
文
で
は
本
格
的
に
は
取
り

扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
分
則
本
の
陽
至
和
編
本
と
朱
鼎
臣
編
本
で
は
、
い
ず
れ

も
三
蔵
が
八
十
一
難
を
経
る
と
い
う
設
定
や
、
観
音
菩
薩
へ
の
報
告
時
点
で
一

難
足
り
な
か
っ
た
た
め
に
再
び
通
天
河
に
落
と
さ
れ
る
と
い
う
く
だ
り
は
見
え

る
が
、
ど
の
版
本
で
も
聖
僧
歴
難
簿
自
体
は
載
せ
て
お
ら
ず
、
ど
の
事
件
を
ど

の
よ
う
な
順
番
で
難
に
数
え
て
い
る
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。 

                                         

         

 

１  

太
田
辰
夫
『
西
遊
記
の
研
究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
二
六
一
頁
。 

２  

一
九
六
二
年
人
民
文
学
出
版
社
排
印
本
と
一
九
八
〇
年
人
民
文
学
出
版
社

排
印
本
は
こ
れ
を
底
本
と
し
て
お
り
、「
出
版
説
明
」
の
こ
の
く
だ
り
は
ど
ち

ら
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
（
後
者
で
は
「
前
言
」
と
題
す
る
）
。 

３  

呉
聖
燮
（
呉
聖
昔
）「
版
眼
：
破
解
《
西
遊
記
》
版
本
承
伝
演
変
之
秘
的
鑰

匙
―
―
《
〈
西
遊
記
〉
版
本
史
》
稿
之
一
」
（
淮
海
工
学
院
学
報
（
社
会
科
学

版)

）
第
六
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
八
）
に
お
い
て
、
版
本
系
統
の
分
類
の
必
要

を
説
く
文
脈
に
お
い
て
、
華
陽
洞
天
主
人
校
系
に
属
す
る
版
本
に
共
通
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
聖
僧
歴
難
簿
に
大
き
な
混
乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
版
本
系
統
を
見
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
利
用
出
来
る
こ
と
を
説
く

に
止
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
口
頭
発
表
の
形
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
筆
者

の
把
握
す
る
限
り
二
回
あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
一
一
年
九
月
に
開
か
れ
た
日
本

学
術
振
興
会
特
別
研
究
費
補
助
金
特
別
推
進
研
究
「
清
朝
宮
廷
演
劇
文
化
の
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研
究
」
第
九
回
研
究
会
に
お
い
て
筆
者
自
身
が
行
っ
た
口
頭
発
表
「
明
刊
本

『
西
遊
記
』
版
本
問
題
の
再
検
討
」
に
お
い
て
、
卒
業
論
文
の
一
部
を
紹
介

す
る
形
で
こ
の
相
違
に
つ
い
て
紹
介
し
、
以
後
の
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
表
を
聞
い
て
お
い
で
だ
っ
た
大
塚
秀
高
氏
が
、

二
〇
一
四
年
九
月
の
中
国
古
典
小
説
研
究
会
の
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
い
ま
書
誌
学
・
版
本
学
に
つ
い
て
考
え
る
」
の
中
で
の
口
頭
発
表
「
『
西

遊
記
』
の
改
作
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、
こ
の
相
違
が
筆
者
の
発
見
（
厳

密
に
言
う
と
「
発
見
」
で
は
な
く
、
初
め
て
価
値
を
見
出
し
た
と
い
う
程
度

だ
が
）
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
見
解

を
披
歴
さ
れ
た
。
し
か
し
筆
者
が
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
際
に
博
士
論
文
に

お
い
て
こ
の
問
題
を
扱
う
予
定
で
あ
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、
大
塚
氏
は

そ
れ
が
審
査
さ
れ
る
ま
で
は
自
分
も
こ
の
問
題
を
扱
う
論
文
は
書
か
な
い
と

の
配
慮
を
示
し
て
下
さ
っ
た
。
聖
僧
歴
難
簿
に
つ
い
て
今
日
ま
で
に
先
行
論

文
が
無
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
も
よ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
大
塚
氏
に

心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。 

４  

こ
の
句
は
別
に
「
聖
僧
歴
難
簿
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
示
し
て
い
る
訳
で

は
無
く
、「
聖
僧
の
歴
難
、
簿
に
分
明
た
り
」
と
切
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
序

章
に
引
い
た
汪
象
旭
箋
註
本
第
九
回
の
評
で
「
歴
難
簿
子
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
も
踏
ま
え
、
リ
ス
ト
の
呼
称
と
し
て
は
「
聖
僧
（
玄
奘
）
の
歴
難
の

帳
簿
」
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。 

５  

前
者
は
『
古
本
小
説
集
成
』
と
『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
に
、
後
者
は
『
明

清
善
本
小
説
叢
刊
』
と
『
続
修
四
庫
全
書
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
〔
一
九
九

五
〕
）
に
影
印
を
収
め
る
。
但
し
、
『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
は
底
本
の
所
在

を
明
記
せ
ず
、
封
面
や
刊
記
や
蔵
書
印
を
消
す
な
ど
の
処
理
を
行
っ
て
い
る

の
で
注
意
が
必
要
。
ま
た
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、
影
印
本
で
は
匡
郭
の
欠
け
や

不
鮮
明
な
文
字
に
対
し
て
書
き
足
し
を
行
っ
た
り
、
甚
だ
し
く
は
文
字
の
憶

改
を
し
て
い
る
こ
と
す
ら
間
々
あ
る
の
で
、
理
想
と
し
て
は
常
に
原
本
を
確

か
め
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
叶
わ
ず
と
も
可
能
な
限
り
所
蔵
機
関
の
提

供
す
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
画
像
デ
ー
タ
な
ど
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
な

                                        
 

い
資
料
に
よ
っ
て
調
査
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
書
誌

学
の
分
野
に
お
い
て
は
全
く
初
歩
の
こ
と
だ
が
、
文
学
研
究
者
に
は
周
知
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
と
感
じ
る
の
で
、
敢
え
て
贅
言
す
る
次
第
で
あ
る
。 

６  

区
切
り
と
命
名
に
あ
た
っ
て
は
中
野
前
掲
書
六
四
～
六
五
頁
所
載
の
「
「
西

天
取
経
」
故
事
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
原
理
」
と
題
す
る
図
で
の
区
分
や
、
小

松
謙
「
『
西
遊
記
』
成
立
考
」（
同
氏
『
四
大
奇
書
の
研
究
』
第
四
部
第
一
章
、

汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
）
の
表
な
ど
を
参
考
に
し
た
が
、
筆
者
の
判
断
で
適

宜
改
め
た
。 

７  

中
野
前
掲
書
七
一
～
七
二
頁
の
表
や
、
後
述
す
る
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
聖

僧
歴
難
簿
に
附
さ
れ
た
注
な
ど
を
参
考
に
し
た
が
、
こ
れ
も
筆
者
の
判
断
で

適
宜
改
め
た
。
な
お
、
聖
僧
歴
難
簿
の
掲
載
後
に
起
き
た
第
八
十
一
難
（
唐

土
ま
で
雲
で
送
っ
て
貰
う
途
中
で
、
一
つ
だ
け
足
り
な
か
っ
た
厄
難
の
数
を

満
た
す
た
め
に
、
第
四
十
八
回
で
も
落
ち
た
通
天
河
に
再
び
落
と
さ
れ
る
事

件
）
を
便
宜
上
「
再
落
通
天
河
八
十
一
難
」
と
命
名
し
、
そ
の
事
件
が
起
き

た
第
九
十
九
回
に
配
し
た
。 

８  

第
一
難
の
み
ど
の
類
型
で
も
二
箇
所
に
配
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
後
述
。 

９  

但
し
、
個
別
の
版
本
ご
と
に
単
純
な
誤
字
が
生
じ
て
い
る
事
例
は
あ
る
。

表
３
・
４
・
５
参
照
。 

１
０ 

原
文
「
行
者
道
：「
你
那
里
曉
淂
、
老
師
父
不
曽
聴
佛
講
法
、
打
了
一
个
盹
。

徃
下
一
試
、
左
脚
下
躧
了
一
粒
米
。
下
界
來
、
該
有
這
三
日
病
」
」
。 

１
１ 

中
野
美
代
子
訳
『
西
遊
記
㈨
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
改
版
）
四
二
二
頁
。

な
お
、
一
九
九
七
年
の
初
版
で
も
既
に
ほ
ぼ
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。 

１
２ 

こ
の
仮
説
に
は
、
内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
評
甲
本
を
底
本
と
す
る
中
野
美
代

子
訳
『
西
遊
記
』
改
訂
版
全
十
冊
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
の
訳
注
と
解

説
、
及
び
中
野
美
代
子
『
『
西
遊
記
』
Ｘ
Ｙ
Ｚ
―
―
こ
の
へ
ん
な
小
説
の
迷
路

を
あ
る
く
』
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
九
）
、
同
氏
『
な
ぜ
孫
悟
空
の

あ
た
ま
に
は
輪
っ
か
が
あ
る
の
か
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
二
〇
一
三
）
等

に
お
い
て
更
な
る
肉
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

１
３ 

中
野
美
代
子
『
西
遊
記
の
秘
密
―
―
タ
オ
と
煉
丹
術
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
―
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―
』
（
初
版
：
福
武
書
店
、
一
九
八
四
。
改
訂
版
：
福
武
文
庫
、
一
九
九
五
。

重
訂
版
：
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
三
） 

１
４ 
な
お
、
残
る
二
つ
は
虫
を
正
体
と
す
る
妖
怪
と
戦
う
話
柄
三
つ
と
、
取
経

の
後
半
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
る
女
難
の
話
柄
四
つ
と
が
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ

等
間
隔
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
で
、
構
造
的
に
類
似
し
た
話
柄
の
ペ
ア

が
あ
る
中
心
軸
を
挟
ん
で
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
他
の
十
一
例
と
は
や
や

性
格
が
異
な
る
。 

１
５ 

西
孝
二
郎
『
『
西
遊
記
』
の
構
造
』
（
新
風
舎
、
一
九
九
七
）
。 

１
６ 

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
拙
稿
「
孫
悟
空
の
図
像
イ
メ
ー
ジ
―
―
小

説
本
文
と
絵
姿
と
―
―
」（
瀧
本
弘
之
・
大
塚
秀
高
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
百
七
十

一 

中
国
古
典
文
学
と
挿
画
文
化
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
）
に
お

い
て
、
悟
空
・
八
戒
・
沙
僧
の
着
る
直
裰
の
材
質
が
、
第
二
十
二
回
以
降
で

は
全
て
「
錦
布
」
と
さ
れ
る
が
、
第
十
四
・
十
五
回
で
は
悟
空
の
直
裰
を
本

来
全
て
「
綿
布
」
に
作
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
第
十

四
・
十
五
回
と
第
二
十
二
回
以
降
で
は
文
章
を
整
理
し
た
人
物
が
異
な
る
と

の
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。 

１
７ 

二
八
六
頁
で
は
第
七
十
二
回
に
と
し
て
い
る
が
、
他
の
頁
で
は
第
七
十
三

回
と
し
て
い
る
。
第
七
十
三
回
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

１
８ 

な
お
、
聖
僧
歴
難
簿
以
外
の
箇
所
に
も
細
々
と
し
た
字
句
の
異
同
は
散
見

さ
れ
、
注
12
前
掲
の
中
野
美
代
子
訳
『
西
遊
記
』
改
訂
版
の
訳
注
に
お
い
て

そ
う
し
た
異
同
の
主
だ
っ
た
も
の
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

   

第
一
章
図
１ 

台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
世
徳
堂
本 

巻
二
十
―
四
二
Ｂ
四
三
Ａ
→ 

 
 

（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
北
平
図
書
館
善
本
書
膠
片
に
よ
る
。
な
お
、

第
二
章
に
載
せ
る
こ
の
伝
本
の
書
影
も
全
て
同
膠
片
に
よ
っ
た
。
） 
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類
型

版
本

ab123456789101112131415161718192021222324252627

⑴
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型

台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
难
数
清

金
蝉
遭
貶
苐
一

难

出
胎
㡬
殺
苐
二
難

滿
月
抛
江
苐
三
难

尋
親
報
寃
苐
四


出
城
逢
虎
苐
五

难

折
従
落
坑
苐
六

难

雙
乂
嶺
上
苐
七

难

両
界
山
頭
苐
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九
难

失
𨚫
袈
裟
苐
十

难

夜
被
火
焼
十
一


收
降
八
戒
十
二

难

黄
風

阻
十
三


請
求
靈
吉
十
四


流
沙

难
渡
十
五

难

收
淂
沙
僧
十
六


四
聖
𩔰
化
十
七


不
識
人
参
十
八

难

五

庒
覌
中
十
九


貶
退
心
猿
二
十


松
林
失
散
二
十
一

难

宝
象

囯
稍
書
二
十
二

难

金

銮
殿
変
虎
二
十
三


平
頂
山
逢
魔
二
十
四

难

山
壓
大
聖
二
十
五


洞
中
高
懸
二
十
六


盗
寳
更
名
二
十
七

难

⑵
李
卓
吾
批
評
本
型

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
淸

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
叉
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難


降
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

⑶
陳
士
斌
詮
解
本
型

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

類
型

版
本

2829303132333435363738394041424344454647484950515253545556

⑴
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型

台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

烏
鷄

囯
救
主
二
十
八


被
魔
化
身
二
十
九


號
山
逢

三
十

难

風
攝
聖
僧
三
十
一


心
猿
遭
害
三
十
二


請
聖
降
妖
三
十
三

难

搬
運
車
庭
三
十
四


大
賭
輸
嬴
三
十
五


袪
道
㒷
僧
三
十
六

难

路
逢
大
水
三
十
七


身
落
天
河
三
十
八


魚
藍

覌
身
三
十
九


金

山
逢
四
十
難

天
神
難
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
二
難

吃
水
遭
■
四
十
三
難

女
國
畱
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

識
淂
獼
㺅
四
十
七
難

火
熖
山
高
四
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

⑵
李
卓
吾
批
評
本
型

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難


縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

⑶
陳
士
斌
詮
解
本
型

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難
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類
型

版
本

575859606162636465666768697071727374757677787980cdef

⑴
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型

台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

降
妖
取
后
五
十
七
難

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
二
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛
收
魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

鳳
仙
囯
救
雨
六
十
六
難

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

花
豹
迷
人
七
十
難

𣗥
林
吟
咏
七
十
一
難

黒
河
沉
没
七
十
二
難

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

元
夜
覌
燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

⑵
李
卓
吾
批
評
本
型

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

拯
救
疲

五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

路
過
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

⑶
陳
士
斌
詮
解
本
型

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歷
歷
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛
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観
音
東
行

双
叉
嶺

収
伏
行
者

収
伏
龍
馬

明12345678912141517
清12345678141517
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

（
金
蝉
遭
貶
苐
一

难

）

（
出
胎
㡬
殺
苐
二
難

）

（
滿
月
抛
江
苐
三

难

）

（
尋
親
報
寃
苐
四


）

出
城
逢
虎
苐
五

难

折
従
落
坑
苐
六

难

雙
乂
嶺
上
苐
七

难

両
界
山
頭
苐
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九
难

失
𨚫
袈
裟
苐
十

难

夜
被
火
焼
十
一


内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

（
金
蟬
遭
貶
第
一
難

）

（
出
胎
幾
殺
第
二
難

）

（
滿
月
抛
江
第
三
難

）

（
尋
親
報
寃
第
四
難

）

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
叉
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

失
却
袈
裟
十
一
難

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

失
却
袈
裟
十
一
難

試
禅
心

白
骨
夫
人

投
宿
吟
詩

黒
水
河

明1819202123242526272829303132343536373839414243
清1819202123242526272829303132343536373839414243
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

黄
風

阻
十
三


請
求
靈
吉
十
四


流
沙

难
渡
十
五

难

收
淂
沙
僧
十
六


四
聖
𩔰
化
十
七


不
識
人
参
十
八

难

貶
退
心
猿
二
十


松
林
失
散
二
十
一

难

宝
象

囯
稍
書
二
十
二

难

平
頂
山
逢
魔
二
十
四

难

山
壓
大
聖
二
十
五


洞
中
高
懸
二
十
六


烏
鷄

囯
救
主
二
十
八


號
山
逢

三
十

难

風
攝
聖
僧
三
十
一


心
猿
遭
害
三
十
二


請
聖
降
妖
三
十
三

难

黒
河
沉
没
七
十
二
難

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

黄
袍
郎

烏
鶏
国

話
柄

聖
僧
歴
難
簿

回
数12 10

江
流
和
尚

寅
将
軍

10111316

夜
被
火
燒
第
十
難

黒
風
大
王

収
伏
八
戒

黄
風
怪

収
伏
沙
僧

人
参
果

（
金
蟬
遭
貶
第
一
難

）

夜
被
火
燒
第
十
難

金
角
大
王

銀
角
大
王

大
閙
天
宮

40

太
宗
入
冥

紅
孩
児

913

223340
收
降
八
戒
十
二

难

五

庒
覌
中
十
九


金

銮
殿
変
虎
二
十
三


盗
寳
更
名
二
十
七

难

被
魔
化
身
二
十
九


話
柄

回
数

聖
僧
歴
難
簿


降
八
戒
十
二
難

五
莊
觀
中
十
八
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

收
伏
八
戒
十
二
難

五
莊
觀
中
十
八
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

2233

16 11
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子
母
河

西
梁
女
国

琵
琶
洞

棘
林
吟
詩

明44454647484950515253545556575860626364656668697071
清44454647484950515253545556575860626364656668697071
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

搬
運
車
庭
三
十
四


大
賭
輸
嬴
三
十
五


袪
道
㒷
僧
三
十
六

难

路
逢
大
水
三
十
七


身
落
天
河
三
十
八


魚
藍

覌
身
三
十
九


金

山
逢
四
十
難

天
神
難
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
二
難

吃
水
遭
■
四
十
三
難

女
國
畱
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

火
熖
山
高
四
十
八
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

𣗥
林
吟
咏
七
十
一
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難


縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲

五
十
七
難

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

滅
法
国

鳳
仙
求
雨

満
了
厄
難

成
仏
団
円

明7273747576777879808283848586878889909192939495969799100

清7273747576777879808283848586878889909192939495969799100

台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
二
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛
收
魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

(

金
蝉
遭
貶
苐
一

难

)

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

鳳
仙

囯
救
雨
六
十
六
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

元
夜
覌
燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

再
落
通
天
河
八
十
一
難

内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

（
金
蟬
遭
貶
第
一
難

）

滅
法
國
難
行
七
十
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

再
落
通
天
河
八
十
一
難

静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
甲
本

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

（
金
蟬
遭
貶
第
一
難

）

滅
法
國
難
行
七
十
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

再
落
通
天
河
八
十
一
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

61

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

81

81

67
稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

59

98
會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

凌
雲
脱
胎

98

話
柄

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

七
蜘
蛛
怪

多
目
怪

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

花
豹
迷
人
七
十
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

青
獅

白
象

金
翅
鳥

三
犀
牛
怪

玉
兎
精

銅
台
監
禁

比
丘
国

地
湧
夫
人

南
山
大
王

九
頭
獅
子

六
耳
獼
猴

牛
魔
王

九
頭
虫

黄
眉
大
王

稀
柿
衕

賽
太
歳

車
遅
国

通
天
河

兕
大
王

降
妖
取
后
五
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難

5961

識
淂
獼
㺅
四
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

67

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

回
数

聖
僧
歴
難
簿

話
柄

回
数

聖
僧
歴
難
簿
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型版
本

ab123456789101112131415161718192021222324252627

①
浅
野
文
庫
蔵
世
徳
堂
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
数
清

金
蝉
遭
貶
苐
一
難

出
胎
㡬
殺
苐
二
難

滿
月
抛
江
苐
三
難

尋
親
報
寃
苐
四
難

出
城
逢
虎
苐
五
難

折
従
落
坑
苐
六
難

雙
乂
嶺
上
苐
七
難

両
界
山
頭
苐
八
難

𨺗
澗
換
馬
苐
九
難

失
𨚫
袈
裟
苐
十
難

夜
被
火
焼
十
一
難

收
降
八
戒
十
二
難

黄
風

阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
淂
沙
僧
十
六
難

四
聖
𩔰
化
十
七
難

不
識
人
参
十
八
難

五

庒

中
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

松
林
失
散
二
十
一
難

寳
象
國
稍
書
二
十
二
難

金

銮
殿
変
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

山
壓
大
聖
二
十
五
難

洞
中
高
懸
二
十
六
難

盗
寳
更
名
二
十
七
難

②
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
难
数
清

金
蝉
遭
貶
苐
一
难

出
胎
㡬
殺
苐
二
難

滿
月
抛
江
苐
三
难

尋
親
報
寃
苐
四


出
城
逢
虎
苐
五

难

折
従
落
坑
苐
六

难

雙
乂
嶺
上
苐
七

难

両
界
山
頭
苐
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九
难

失
𨚫
袈
裟
苐
十

难

夜
被
火
焼
十
一


收
降
八
戒
十
二

难

黄
風

阻
十
三


請
求
靈
吉
十
四


流
沙

难
渡
十
五

难

收
淂
沙
僧
十
六


四
聖
𩔰
化
十
七


不
識
人
参
十
八

难

五

庒
覌
中
十
九


貶
退
心
猿
二
十


松
林
失
散
二
十
一

难

宝
象

囯
稍
書
二
十
二

难

金

銮
殿
変
虎
二
十
三


平
頂
山
逢
魔
二
十
四

难

山
壓
大
聖
二
十
五


洞
中
高
懸
二
十
六


盗
寳
更
名
二
十
七

难

③
天
理
蔵
世
徳
堂
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
难
数
清

金
蝉
遭
貶
苐
一
难

出
胎
㡬
殺
苐
二
難

滿
月
抛
江
苐
三
难

尋
親
報
寃
苐
四


出
城
逢
虎
苐
五

难

折
従
落
坑
苐
六

难

雙
乂
嶺
上
苐
七

难

両
界
山
頭
苐
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九
难

失
𨚫
袈
裟
苐
十

难

夜
被
火
焼
十
一


收
降
八
戒
十
二

难

黄
風

阻
十
三


請
求
靈
吉
十
四


流
沙

难
渡
十
五

难

收
淂
沙
僧
十
六


四
聖
𩔰
化
十
七


不
識
人
参
十
八

难

五

庒
覌
中
十
九


貶
退
心
猿
二
十


松
林
失
散
二
十
一

难

宝
象

囯
稍
書
二
十
二

难

金

銮
殿
変
虎
二
十
三


平
頂
山
逢
魔
二
十
四

难

山
壓
大
聖
二
十
五


洞
中
高
懸
二
十
六


盗
寳
更
名
二
十
七

难

④
叡
山
文
庫
蔵
唐
僧
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
清

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
㡬
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
遇
虎
第
五
難

折
從
落
坑
第
六
難

双
乂
嶺
上
第
七


両
界
山
頭
第
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九


失
𨚫
袈
裟
第
十


夜
被
火
焼
十
一


收
降
八
戒
十
二


黄
風
怪
阻
十
三


請
求
灵
吉
十
四


流
沙

难
渡
十
五


收
得
沙
僧
十
六


四
聖
㫫
化
十
七

难

不
識
人
參
十
八


五
在

覌
中
十
九


貶
退
心
猿
二
十

难

松
林
失
散
二
十
一


宝
象

囯
稍
書
二
十
二


金

銮
殿
変
虎
二
十
二


平
頂
山
逢
魔
二
十
四

难

山
壓
大
圣
二
十
五


洞
中
高
懸
二
十
六

难

盗
宝
更
名
二
十
七


⑤
国
会
図
書
館
蔵
唐
僧
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
清

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
㡬
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三


尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
遇
虎
第
五
難

折
從
落
坑
第
六


　
叉
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

𨺗
澗
換
馬
第
九
難

失
𨚫
袈
裟
第
十
難

夜
被
火
焼
十
一
難

收
降
八
戒
十
二
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
𩔰
化
十
七
難

不
識
人
參
十
八
難

五
在
觀
中
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

松
林
失
散
二
十
一
難

寳
象
國
稍
書
二
十
二
難

金

銮
殿
變
虎
二
十
二
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

山
壓
大
聖
二
十
五
難

洞
中
高
懸
二
十
六
難

盗
寳
更
名
二
十
七
難

⑥
内
閣
文
庫
蔵
楊
閩
斎
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
难
数
清

金
蝉
遭
貶
苐
一


出
胎
幾
殺
弟
二


滿
月
抛
江
苐
三


尋
親
報
寃
苐
四
難

出
城
逢
虎
弟
五

难

折
從
落
坑
苐
六


雙
乂
嶺
上
苐
七
難

兩
界
山
頭
弟
八


𨺗
澗
換
馬
苐
九


失
却
袈
裟
苐
十
難

夜
被
火
焼
十
一



降
八
戒
十
二


黄
風

阻
十
三
難

請
求
灵
吉
十
四


流
沙
難
渡
十
五



得
沙
僧
十
六
難

四
圣
𩔰
化
十
七


不
識
人
参
十
八


五
庄

中
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十


松
林
失
散
二
十
一


宝
象

囯
稍
書
二
十
二
難

金

銮
殿
変
虎
二
十
三


平
頂
山
逢
魔
二
十
四


山
壓
大
圣
二
十
五

难

洞
中
交
高
懸
二
十
六

难

盗
宝
更
名
二
十
七

难

華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
聖
僧
歴
難
簿
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版
本

2829303132333435363738394041424344454647484950515253545556

①
浅
野
文
庫
蔵
世
徳
堂
本

烏
鷄
國
救
主
二
十
八
難

被
魔
化
身
二
十
九
難

號
山
逢

三
十
難

風
攝
聖
僧
三
十
一
難

心
猿
遭
害
三
十
二
難

請
聖
降
妖
三
十
三
難

搬
運
車
庭
三
十
四
難

大
賭
輸
嬴
三
十
五
難

袪
道
興
僧
三
十
六
難

路
逢
大
水
三
十
七
難

身
落
天
河
三
十
八
難

魚
藍
覌
身
三
一
九
難

金

山
逢
四
十
難

天
神
難
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
二
難

吃
水
遭
愆
四
十
三
難

女
國
畱
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

識
淂
獼
㺅
四
十
七
難

火
熖
山
高
四
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

②
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

烏
鷄

囯
救
主
二
十
八


被
魔
化
身
二
十
九


號
山
逢

三
十

难

風
攝
聖
僧
三
十
一


心
猿
遭
害
三
十
二


請
聖
降
妖
三
十
三

难

搬
運
車
庭
三
十
四


大
賭
輸
嬴
三
十
五


袪
道
㒷
僧
三
十
六

难

路
逢
大
水
三
十
七


身
落
天
河
三
十
八


魚
藍

覌
身
三
十
九


金

山
逢
四
十
難

天
神
難
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
二
難

吃
水
遭
■
四
十
三
難

女
國
畱
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

識
淂
獼
㺅
四
十
七
難

火
熖
山
高
四
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

③
天
理
蔵
世
徳
堂
本

烏
鷄

囯
救
主
二
十
八


被
魔
化
身
二
十
九


號
山
逢

三
十

难

風
攝
聖
僧
三
十
一


心
猿
遭
害
三
十
二


請
聖
降
妖
三
十
三

难

搬
運
車
庭
三
十
四


大
賭
輸
嬴
三
十
五


袪
道
㒷
僧
三
十
六

难

路
逢
大
水
三
十
七


身
落
天
河
三
十
八


魚
藍

覌
身
三
十
九


金

山
逢
四
十
難

天
神
難
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
　
難

吃
水
遭
愆
四
十
三
難

女
國
畱
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

識
淂
獼
㺅
四
十
七
難

火
熖
山
高
四
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

④
叡
山
文
庫
蔵
唐
僧
本

乌
鷄

囯
救
主
二
十
八


被
魔
化
身
二
十
九


號
山
逢

三
十


凨

圣
僧
三
十
一


心
猿
遭
害
三
十
二


請
圣
降
妖
三
十
三


搬
運
車
庭
三
十
四


大
賭
輸
嬴
三
十
五


袪
道
㒷
僧
三
十
六


路
逢
大
水
三
十
七


身
落
天
河
三
十
八


魚

蓝
覌
身
三
十
九


金

山
逢
四
十
難

天
神

难
伏
四
十
一


問
佛
根
源
四
十
二

难

吃
水
遭
衍
四
十
三


女

囯
畱
　
四
十
四


琵
琶
洞
受
苦
四
十
五


𠕂
貶
心
猿
四
十
六


識
淂

猕
㺅
四
十
七


火
熖
山
髙
四
十
八


求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十


賔
城
掃
塔
五
十
一


取
宝
救
僧
五
十
二

难

小
雷
音
遇

难
五
十
三


大
困
天
神
五
十
四


朱
紫

囯
行
醫
五
十
五


拯
救
疲
癃
五
十
六

难

⑤
国
会
図
書
館
蔵
唐
僧
本

烏
鷄
國
救
主
二
十
八
難

被
魔
化
身
二
十
九
難

號
山
逢

三
十
難

風
攝
聖
僧
三
十
一
難

心
猿
遭
害
三
十
二
難

請
聖
降
妖
三
十
三
難

搬
運
車
庭
三
十
四
難

大
賭
輸
嬴
三
十
五
難

袪
道
興
僧
三
十
六
難

路
逢
大
水
三
十
七
難

身
落
天
河
三
十
八
難

魚
藍

身
三
十
九
難

金

山
逢
四
十
難

天
神
雖
伏
四
十
一
難

問
佛
根
源
四
十
二
難

吃
水
遭
衍
四
十
三
難

女
國
留
　
四
十
四
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五
難

𠕂
貶
心
猿
四
十
六
難

識
得

猕
㺅
四
十
七
難

火
熖
山
髙
四
十
八
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九
難


縛
魔
王
五
十
難

賔
城
掃
塔
五
十
一
難

取
寳
救
僧
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

大
困
天
神
五
十
四
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
五
難

拯
救
疲
癃
五
十
六
難

⑥
内
閣
文
庫
蔵
楊
閩
斎
本

乌
鷄

囯
救
主
二
十
八

难

被
魔
化
身
二
十
九

难

号
山
逢
怪
三
十

难

凨
摂
圣
僧
三
十
一

难

心
猿
遭
害
三
十
二

难

請
圣
降
妖
三
十
三

难

搬
運
車
庭
三
十
四

难

大
賭
輸
嬴
三
十
五

难

袪
道
㒷
僧
三
十
六

难

路
逢
大
水
三
十
七

难

身
落
天
河
三
十
八

难

魚

蓝
現
身
三
十
九

难

金

山
逢
四
十
难

天
神

难
伏
四
十
一

难

問

根
源
四
十
二

难

吃
水
遭
行
四
十
三

难

女

囯
招
留
四
十
四

难

琵
琶
洞
受
苦
四
十
五

难

再
貶
心
猿
四
十
六

难

識
得

猕
㺅
四
十
七

难

火
熖
山
高
四
十
八

难

求
取
芭
蕉
扇
四
十
九

难


縛
魔
王
五
十

难

賔
城
掃
塔
五
十
一
难

取
宝
救
僧
五
十
二

难

小
雷
音
遇

难
五
十
三

难

大
困
天
神
五
十
四

难

朱
紫

囯
行
医
五
十
五

难

拯
救
疲
癃
五
十
六

难
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版
本

575859606162636465666768697071727374757677787980cdef

①
浅
野
文
庫
蔵
世
徳
堂
本

降
妖
取
后
五
十
七
難

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
三
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛

魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

鳳
仙
國
救
雨
六
十
六
難

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

花
豹
迷
人
七
十
難

棘
林
吟
咏
七
十
一
難

黒
河
沉
𣳚
七
十
二
難

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

元
夜

燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

②
台
湾
故
宮
蔵
世
徳
堂
本

降
妖
取
后
五
十
七
難

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
二
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛
收
魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

鳳
仙
囯
救
雨
六
十
六
難

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

花
豹
迷
人
七
十
難

𣗥
林
吟
咏
七
十
一
難

黒
河
沉
没
七
十
二
難

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

元
夜
覌
燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

③
天
理
蔵
世
徳
堂
本

降
妖
取
后
五
十
七
難

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
三
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛
收
魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

鳳
仙
囯
救
雨
六
十
六
難

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

花
豹
迷
人
七
十
難

𣗥
林
吟
咏
七
十
一
難

黒
河
沉
没
七
十
二
難

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

元
夜
覌
燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

④
叡
山
文
庫
蔵
唐
僧
本

降
妖
取
后
五
十
六


七
情
迷
没
五
十
八


多
目
遭
傷
五
十
九


路
阻
獅
𢏋
六
十


怪
分
三
色
六
十
一


城
裡
通
災
六
十
二


請
佛

魔
六
十
三


比
丘
救
子
六
十
四


办
認
真
邪
六
十
五

难

鳳
仙

囯
救
雨
六
十
六


救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七

难

无
底
洞
遭
困
六
十
八


稀
柿
拜
穢
六
十
九


花
豹
迷
人
七
十

难

𣗥
林
吟
咏
七
十
一


黒
河
沉
𣳚
七
十
二


滅
法

囯
难
行
七
十
三


元
夜

覌
燈
七
十
四


赶
捉
犀
牛
七
十
五


失
落
兵
噐
七
十
六

难

会
慶
針
鈀
七
十
七


天
竺
招
婚
七
十
八


奪
帛
酧
㤙
七
十
九

难

脱
治
凌
雲
八
十


路
逢
十
万
八
千
里

圣
僧
歴

难
薄
分
明

⑤
国
会
図
書
館
蔵
唐
僧
本

降
妖
取
后
五
十
六
難

七
情
迷
𣳚
五
十
八
難

多
目
遭
傷
五
十
九
難

路
阻
獅
𢏋
六
十
難

怪
分
三
色
六
十
一
難

城
裡
通
災
六
十
二
難

請
佛

魔
六
十
三
難

比
丘
救
子
六
十
四
難

辨
認
真
邪
六
十
五
難

鳳
仙
國
救
雨
六
十
六
難

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七
難

無
底
洞
遭
困
六
十
八
難

稀
柿
拜
穢
六
十
九
難

花
豹
迷
人
七
十
難

𣗥
林
吟
咏
七
十
一
難

黒
河
沉
𣳚
七
十
二
難

滅
法
國
難
行
七
十
三
難

元
夜

燈
七
十
四
難

赶
捉
犀
牛
七
十
五
難

失
落
兵
噐
七
十
六
難

會
慶
釘
鈀
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

奪
帛
酧
㤙
七
十
九
難

脱
胎
凌
雲
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歴
難
簿
分
明

⑥
内
閣
文
庫
蔵
楊
閩
斎
本

𨺼
妖
取
后
五
十
七

难

七
情
迷
沒
五
十
八

难

多
目
遭
傷
五
十
九

难

路
阻
獅
駝
六
十

难

怪
分
三
色
六
十
一

难

城
裡
通
災
六
十
二

难

請


魔
六
十
三

难

比
丘
救
子
六
十
四

难

办
認
真
邪
六
十
五

难

鳳
仙
囯
救
雨
六
十
六

难

救
女
怪
卧
僧
房
六
十
七

难

無
底
洞
遭
困
六
十
八

难

稀
柿
拜
穢
六
十
九

难

花
豹
迷
人
七
十

难

𣗥
林
吟
咏
七
十
一

难

黒
河
沉
沒
七
十
二

难

滅
法

囯
難
行
七
十
三

难

元
夜
覌
灯
七
十
四

难

赶
捉
犀
牛
七
十
五

难

失
落
兵
噐
七
十
六

难

会
慶
釘
鈀
七
十
七

难

天
竺
招
婚
七
十
八

难

奪
帛
酧
㤙
七
十
九

难

脱
胎
凌
云
八
十

难

路
逢
十
万
八
千
里

圣
僧
歴

难
簿
分
明
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版
本

ab1234567891011121314151617181920212223242526272829

①
浅
野
文
庫
蔵
李
卓
吾
丙
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
淸

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
乂
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

𨺗
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
降
八
戒
十
二
難

黃
風

阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寳
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢

二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

②
内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
淸

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
叉
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難


降
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

③
書
陵
部
蔵
李
卓
吾
乙
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
淸

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
又
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難


降
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

④
慶
應
蔵
閩
斎
堂
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
数
淸

金
蝉
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

蒲
月
抛
江
第
三
難

尋
親

报
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
従
第
六
難

雙
乂
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
焼
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
降
八
戒
十
二
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
𩔰
化
十
七
難

五
莊

中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黒
松
林
失
散
二
十
一
難

寳
象
國
稍
書
二
十
二
難

金

銮
殿
変
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

⑤
内
閣
文
庫
蔵
蜩
寄
刊
汪
象
旭
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難
　
一

難

出
胎
幾
殺
第
二
難
　
一
難

滿
月
抛
江
第
三
難
　
一
難

尋
親
報
寃
第
四
難
　
一
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難
　
此
一
難
分
作
二
難

雙
𡵌
嶺
上
第
七
難
　
一
難

兩
界
山
頭
第
八
難
　
一
難

陡
澗
換
馬
第
九
難
　
一
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
𨚫
袈
裟
十
一
難
　
一
難
分
作
二
難

收
降
八
戒
十
二
難
　
一
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難
　
一
作
二
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難
　
一
作
二
難

四
聖
𩔰
化
十
七
難
　
一
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難
　
一
作
二
難

貶
退
心
猿
二
十
難
　
一
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難
　
一
難
分
作
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難
　
一
作
二
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難
　
一
作
二
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

⑥
浙
江
図
書
館
蔵
汪
象
旭
奇
書
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難
　
一

難

出
胎
幾
殺
第
二
難
　
一
難

滿
月
抛
江
第
三
難
 
一
難

尋
親
報
寃
第
四
難
　
一
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難
　
此
一
難
分
作
二
難

雙
𡵌
嶺
上
第
七
難
　
一
難

兩
界
山
頭
第
八
難
　
一
難

陡
間
換
馬
第
九
難
　
一
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
𨚫
袈
裟
十
一
難
　
一
難
分
作
二
難

收
降
八
戒
十
二
難
　
一
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難
　
一
作
二
難

流
沙
難
渡
十
五
難

収
得
沙
僧
十
六
難
　
一
作
二
難

四
聖
顯
化
十
七
難
　
一
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難
　
一
作
二
難

貶
退
心
猿
二
十
難
　
一
難

黒
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難
　
一
難
分
作
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難
　
一
作
二
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難
　
一
作
二
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

⑦
双
紅
堂
蔵
懐
新
楼
刊
汪
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
仇
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

双
𡵌
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
焼
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

𠬧
降
八
戒
十
二
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

𠬧
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
𩔰
化
十
七
難

五
莊

中
十
八
難

難
活
人
参
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寳
象

囯
稍
書
二
十
二
難

殿
上
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
倒
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

張
書
紳
註
本
系

⑧
東
大
漢
籍
蔵
張
書
紳
註
本

蒙
差
掲
諦
皈
依
㫖

謹
記
唐
僧
難
數
淸

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

折
從
落
坑
第
六
難

雙
叉
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難


降
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難


得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黒
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

⑵
李
卓
吾
批
評
本
型
聖
僧
歴
難
簿

李
卓
吾
批
評
本
系

汪
象
旭
箋
評
本
系
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系
統

版
本

30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

①
浅
野
文
庫
蔵
李
卓
吾
丙
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
没
三
十
二
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

祛
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇

三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

喫
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辯
獼
猴
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賔
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

𣗥
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲

五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

七
情
迷
没
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

②
内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難


縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲

五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

③
書
陵
部
蔵
李
卓
吾
乙
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲

五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

④
慶
應
蔵
閩
斎
堂
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一


黒
河
沈
𣳚
三
十
二


搬
運
車
庭
三
十
三


大
賭
輸
嬴
三
十
四

难

袪
道
㒷
僧
三
十
五


路
逢
大
水
三
十
六


身
落
天
河
三
十
七
難

魚
藍
現
身
三
十
八


金

山
遇

三
十
九
難

普
天
神

难
伏
四
十


問
佛
根
源
四
十
一


吃
水
遭
毒
四
十
二


西
梁

囯
留
婚
四
十
三

难

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四


再
貶
心
猿
四
十
五


难
辯

猕
㺅
四
十
六


路
阻
火
燄
山
四
十
七


求
取
芭
蕉
扇
四
十
八



縛
魔
王
四
十
九

难

賔
城
掃
塔
五
十


取
寶
救
僧
五
十
一


𣗥
林
吟
咏
五
十
二


小
雷
音
遇

五
十
三


諸
天
神
遭
困
五
十
四


稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五


朱
紫

囯
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲
癃
五
十
七


降
妖
取
后
五
十
八


七
情
迷
𣳚
五
十
九
難

多
目
遇
傷
六
十


⑤
内
閣
文
庫
蔵
蜩
寄
刊
汪
象
旭
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難
　
一
難
分
作
四
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難
　
一
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難
　
一
作
三
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
藍
現
身
三
十
八
難
　
　
一
作
三
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難
　
一
作
三
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難
　
　
一
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難
　
　
一
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難
　
一
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難
　
一
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難
　
一
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難


縛
魔
王
四
十
九
難
　
一
作
三
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難
　
一
作
三
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難
　
一
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難
　
一
作
二
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難
　
一
難

朱
紫
國
行
毉
五
十
六
難

拯
救
疲
癃
五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難
　
一
作
三
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難
　
一
難

多
目
遭
傷
六
十
難
　
一
難

⑥
浙
江
図
書
館
蔵
汪
象
旭
奇
書
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難
　
一
難
分
作
四
難

黑
河
沉
没
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難
　
一
作
三
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
藍
現
身
三
十
八
難
　
　
一
作
三
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難
　
一
作
三
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難
　
　
一
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難
　
　
一
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難
　
一
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難
　
一
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難
　
一
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難


縛
魔
王
四
十
九
難
　
一
作
三
難

賽
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難
　
一
作
二
難

𣗥
林
吟
咏
五
十
二
難
　
一
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難
　
一
作
二
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難
　
一
難

朱
紫
國
行
毉
五
十
六
難

拯
救
駝
羅
五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難
　
一
作
三
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難
　
一
難

多
目
遭
傷
六
十
難
　
一
難

⑦
双
紅
堂
蔵
懐
新
楼
刊
汪
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黒
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
庭
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

遇
怪
三
十
九
難

天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁

囯
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
㺅
四
十
六
難

逢
火
燄
山
四
十
七
難

求
芭
蕉
扇
四
十
八
難

𠬧
縛
魔
王
四
十
九
難

寳
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

𣗥
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲
癃
五
十
七
難

降
妖
取
后
三
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

張
書
紳
註
本
系

⑧
東
大
漢
籍
蔵
張
書
紳
註
本

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黒
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

喫
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
畱
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辯
獼
㺅
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
衕
穢
阻
五
十
五
難

朱
紫
國
行
醫
五
十
六
難

拯
救
疲
癃
五
十
七
難

降
妖
取
后
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

李
卓
吾
批
評
本
系

汪
象
旭
箋
評
本
系
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系
統

版
本

6162636465666768697071727374757677787980cdef

①
浅
野
文
庫
蔵
李
卓
吾
丙
本

路
阻
獅
　
　
　
難


分
三
色
六
十
二
難

城
裏
通
災
　
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
　
　
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救

六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
　
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

②
内
閣
文
庫
蔵
李
卓
吾
甲
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

路
過
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

③
書
陵
部
蔵
李
卓
吾
乙
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

路
過
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

④
慶
應
蔵
閩
斎
堂
本

路
阻
獅
駝
六
十
一

难


分
三
色
六
十
二


城
𥚃
通
災
六
十
三


請
佛

魔
六
十
四


比
丘
救
子
六
十
五
難

辯
認
眞
邪
六
十
六


松
林
救
怪
六
十
七

难

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九


滅
法

囯
难
行
七
十


隱
霧
山
遇
魔
七
十
一


鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二


失
落
兵
器
七
十
三

难

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遇

七
十
五


玄
英
洞
受
苦
七
十
六


赶
捉
犀
牛
七
十
七


天
竺
招
婚
七
十
八


銅
臺
府
監
禁
七
十
九


凌
雲
渡
脱
胎
八
十


路
逢
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

⑤
内
閣
文
庫
蔵
蜩
寄
刊
汪
象
旭
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難
　
一
作
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難
　
一
作
　
難

松
林
救
怪
六
十
七
難
　
一
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難
　
一
作
二
難

　
　
難
行
七
十
難
　
一
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難
　
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難
　
一
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難
　
一
作
三
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

趕
捉
犀
牛
七
十
七
難
　
一
作
二
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難
　
一
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難
　
一
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
　
一
難
　

這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歷
ヒ
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

⑥
浙
江
図
書
館
蔵
汪
象
旭
奇
書
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難
　
一
作
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難
　
一
作
二
難

松
林
救
怪
六
十
七
難
　
一
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難
　
一
難
一
難

滅
法

國
難
行
七
十
難
　
一
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難
　
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難
　
一
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難
　
一
作
三
難

玄
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難
　
一
作
二
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難
　
一
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難
　
一
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
　
一
難

這
正
是
　

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歴
歴
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

⑦
双
紅
堂
蔵
懐
新
楼
刊
汪
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
通
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
妖
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

趕
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
殻
八
十
難

張
書
紳
註
本
系

⑧
東
大
漢
籍
蔵
張
書
紳
註
本

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
裡
遇
災
六
十
三
難

請
佛

魔
六
十
四
難

比
邱
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難

路
經
十
萬
八
千
里

聖
僧
歷
難
簿
分
明

李
卓
吾
批
評
本
系

汪
象
旭
箋
評
本
系
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型系
統

版
本

ab123456789101112131415161718192021222324252627

①
静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
A
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

②
無
窮
会
蔵
陳
士
斌
A
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

③
上
海
図
書
館
蔵
陳
士
斌
B
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

④
上
海
古
籍
蔵
陳
士
斌
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

劉
一
明
解
本
系

⑤
甘
粛
図
書
館
蔵
劉
一
明
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙
乂
嶺
上
第
七
難

両
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
𨚫
袈
裟
十
一
難

収
伏
八
戒
十
二
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

収
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黒
松
林
失
散
二
十
一
難

宝
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

張
含
章
註
本
系

⑥
北
京
大
学
蔵
張
含
章
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黃
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

含
晶
子
評
註
本
系

⑦
慶
應
蔵
含
晶
子
本

金
蟬
遭
貶
第
一
難

出
胎
幾
殺
第
二
難

滿
月
抛
江
第
三
難

尋
親
報
寃
第
四
難

出
城
逢
虎
第
五
難

落
坑
折
從
第
六
難

雙

义
嶺
上
第
七
難

兩
界
山
頭
第
八
難

陡
澗
換
馬
第
九
難

夜
被
火
燒
第
十
難

失
却
袈
裟
十
一
難

收
伏
八
戒
十
二
難

黄
風
怪
阻
十
三
難

請
求
靈
吉
十
四
難

流
沙
難
渡
十
五
難

收
得
沙
僧
十
六
難

四
聖
顯
化
十
七
難

五
莊
觀
中
十
八
難

難
活
人
參
十
九
難

貶
退
心
猿
二
十
難

黑
松
林
失
散
二
十
一
難

寶
象
國
稍
書
二
十
二
難

金
鑾
殿
變
虎
二
十
三
難

平
頂
山
逢
魔
二
十
四
難

蓮
花
洞
高
懸
二
十
五
難

烏
鷄
國
救
主
二
十
六
難

被
魔
化
身
二
十
七
難

⑶
陳
士
斌
詮
解
本
型

陳
士
斌
詮
解
本
系
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①
静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
A
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

②
無
窮
会
蔵
陳
士
斌
A
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

③
上
海
図
書
館
蔵
陳
士
斌
B

本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
阻
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

④
上
海
古
籍
蔵
陳
士
斌
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
遇
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賔
城
掃
塔
五
十
難

取
寳
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
天
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

劉
一
明
解
本
系

甘
粛
図
書
館
蔵
劉
一
明
解
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
没
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金
兜
山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
遇
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

収
縛
魔
王
四
十
九
難

賽
城
掃
塔
五
十
難

取
宝
救
僧
五
十
一
難

𣗥
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
大
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

張
含
章
註
本
系

北
京
大
学
蔵
張
含
章
註
本

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沉
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
藍
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
伏
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
遇
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

𣗥
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
大
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

含
晶
子
評
註
本
系

慶
應
蔵
含
晶
子
評
註

號
山
逢
怪
二
十
八
難

風
攝
聖
僧
二
十
九
難

心
猿
遭
害
三
十
難

請
聖
降
妖
三
十
一
難

黑
河
沈
沒
三
十
二
難

搬
運
車
遲
三
十
三
難

大
賭
輸
嬴
三
十
四
難

袪
道
興
僧
三
十
五
難

路
逢
大
水
三
十
六
難

身
落
天
河
三
十
七
難

魚
籃
現
身
三
十
八
難

金

山
遇
怪
三
十
九
難

普
天
神
難
四
十
難

問
佛
根
源
四
十
一
難

吃
水
遭
毒
四
十
二
難

西
梁
國
留
婚
四
十
三
難

琵
琶
洞
受
苦
四
十
四
難

再
貶
心
猿
四
十
五
難

難
辨
獼
猴
四
十
六
難

路
遇
火
燄
山
四
十
七
難

求
取
芭
蕉
扇
四
十
八
難

收
縛
魔
王
四
十
九
難

賓
城
掃
塔
五
十
難

取
寶
救
僧
五
十
一
難

棘
林
吟
咏
五
十
二
難

小
雷
音
遇
難
五
十
三
難

諸
大
神
遭
困
五
十
四
難

稀
柿
穢
阻
五
十
五
難

拯
救
駝
羅
五
十
六
難

陳
士
斌
詮
解
本
系
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系
統

版
本

575859606162636465666768697071727374757677787980cdef

①
静
嘉
堂
蔵
陳
士
斌
A
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歷
歷
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

②
無
窮
会
蔵
陳
士
斌
A
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
　
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歷
歷
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

③
上
海
図
書
館
蔵
陳
士
斌
B

本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
𥚃
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

伭
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歷
歷
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

④
上
海
古
籍
蔵
陳
士
斌
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
裏
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
噐
七
十
三
難

伭
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歴
歴
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

劉
一
明
解
本
系

甘
粛
図
書
館
蔵
劉
一
明
解
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
裡
遇
災
六
十
三
難

請
佛
収
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

妖
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歴
歴
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛
　
収
束
全
部

張
含
章
註
本
系

北
京
大
学
蔵
張
含
章
註
本

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
裏
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
丘
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
臥
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
噐
七
十
三
難

妖
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難

伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
歴
歴
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛
　
収
束
全
部

含
晶
子
評
註
本
系

慶
應
蔵
含
晶
子
評
註

朱
紫
國
行
醫
五
十
七
難

降
妖
取
金
聖
五
十
八
難

七
情
迷
沒
五
十
九
難

多
目
遭
傷
六
十
難

路
阻
獅
駝
六
十
一
難

怪
分
三
色
六
十
二
難

城
裏
遇
災
六
十
三
難

請
佛
收
魔
六
十
四
難

比
邱
救
子
六
十
五
難

辨
認
眞
邪
六
十
六
難

松
林
救
怪
六
十
七
難

僧
房
卧
病
六
十
八
難

無
底
洞
遭
困
六
十
九
難

滅
法
國
難
行
七
十
難

隱
霧
山
遇
魔
七
十
一
難

鳳
仙
郡
求
雨
七
十
二
難

失
落
兵
器
七
十
三
難

會
慶
釘
鈀
七
十
四
難

竹
節
山
遭
難
七
十
五
難


英
洞
受
苦
七
十
六
難

赶
捉
犀
牛
七
十
七
難

天
竺
招
婚
七
十
八
難

銅
臺
府
監
禁
七
十
九
難

凌
雲
渡
脱
胎
八
十
難
這
正
是

掲
諦
伽
藍
護
法
多

聖
僧
𢟍
𢟍
苦
遭
魔

路
過
十
萬
八
千
里

難
簿
分
明
記
不
訛

陳
士
斌
詮
解
本
系
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第
二
章 

世
徳
堂
本
の
版
本
に
つ
い
て 

  
は
じ
め
に 

 

本
章
で
は
、
現
存

古
の
百
回
本
と
し
て
重
視
さ
れ
る
所
謂
世
徳
堂
本
の
版

本
問
題
を
検
討
す
る
。
世
徳
堂
本
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
二
版
あ
る
こ
と
が
先

行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
ど
ち
ら
が
覆
刻
で
あ
る
の
か
に
つ

い
て
は
、
見
解
が
割
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
そ
の
問
題
の
決
着
を
図
る
。 

 

一
、
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
の
伝
本 

百
回
本
『
西
遊
記
』
の
現
存

古
の
版
本
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
の
が
、
刊

行
の
経
緯
を
述
べ
る
秣
陵
陳
元
之
の
序
が
「
時
壬
辰
夏
端
四
日
也
」
と
結
ぶ
こ

と
か
ら
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
刊
行
と
さ
れ
、
一
般
に
世
徳
堂
本
（
ま

た
は
単
に
世
本
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
、『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
逰
記
』
二
十
巻

で
あ
る
。
こ
の
世
徳
堂
本
に
は
、
以
下
の
四
本
の
伝
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
来
と
学
術
的
な
紹
介
の
経
緯
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 ①
台
湾
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
本
（
高
崎
藩
大
河
内
家
・
村
口
書
房
・
北
平
図
書

館
旧
蔵
。
以
下
「
故
宮
世
本
」
と
略
称
） 

一
九
二
九
年
の
夏
に
神
田
神
保
町
に
あ
っ
た
村
口
書
房
が
高
崎
藩
大
河
内
家

の
旧
蔵
書
を
一
括
購
入
し
、
そ
の
目
録
を
編
纂
し
て
売
り
に
出
し
た
際
に
含
ま

れ
て
い
た
も
の
。
ほ
ど
な
く
長
澤
規
矩
也
「
蠹
魚
漫
言
」
（
『
斯
文
』
第
十
二
編

第
一
号
、
一
九
三
〇
）
に
お
い
て
、
同
じ
く
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
劉
蓮
台

刊
朱
鼎
臣
編
本
（
台
湾
故
宮
博
物
院
現
蔵
）
と
と
も
に
、
大
き
な
価
値
の
あ
る

も
の
と
し
て
概
略
が
紹
介
さ
れ
た
。
村
口
書
房
の
店
頭
に
あ
っ
た
時
期
に
孫
楷

第
氏
が
調
査
し
、
『
日
本
東
京
及
大
連
図
書
館
所
見
中
国
小
説
書
目
提
要
』
（
国

立
北
平
図
書
館
、
一
九
三
一
。
以
下
『
東
京
目
』
と
称
す
）
で
よ
り
詳
し
い
書

誌
を
紹
介
し
た
。
一
九
三
三
年
に
北
京
図
書
館
（
現
中
国
国
家
図
書
館
）
の
前

身
で
あ
る
北
平
図
書
館
に
入
り
、
大
戦
中
に
他
の
善
本
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に

移
管
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
台
湾
に
渡
っ
て
、
一
九
六
八
年
か
ら
台
湾
故
宮
博

物
院
に
保
管
さ
れ
て
い
る
１

。
ア
メ
リ
カ
保
管
中
に
撮
影
さ
れ
た
「
北
平
図
書

館
善
本
書
膠
片
」
が
国
会
図
書
館
・
東
洋
文
庫
・
中
国
国
家
図
書
館
な
ど
に
所

蔵
さ
れ
、『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
と
『
古
本
小
説
集
成
』
に
影
印
も
さ
れ
て
い

る
た
め
、
日
本
所
蔵
で
影
印
本
も
無
い
他
の
三
本
よ
り
広
く
利
用
さ
れ
て
来
た
。 

筆
者
は
主
に
国
会
図
書
館
蔵
「
北
平
図
書
館
善
本
書
膠
片
」
か
ら
の
紙
焼
き

に
よ
っ
て
調
査
し
、
疑
問
の
箇
所
に
つ
き
原
本
を
閲
覧
し
て
確
認
し
た
。 
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②
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
蔵
本
［
存
巻
十
一
～
二
十
］（
広
島
藩
浅
野

家
旧
蔵
。
以
下
「
浅
野
世
本
」
と
略
称
） 

こ
の
浅
野
世
本
の
み
、
他
の
三
本
と
全
葉
が
異
版
で
あ
る
。 

広
島
藩
浅
野
家
の
旧
蔵
書
。

後
の
広
島
藩
主
だ
っ
た
浅
野
長
勲
（
一
八
四

二
～
一
九
三
七
）
は
、
一
九
二
六
年
十
一
月
に
浅
野
図
書
館
を
設
立
し
、
一
九

三
一
年
十
月
に
そ
れ
を
広
島
市
に
寄
贈
し
た
。
同
時
に
浅
野
家
の
旧
蔵
書
も
浅

野
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
浅
野
文
庫
の
名
の
下
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

原
爆
の
被
害
は
疎
開
し
て
い
た
こ
と
で
免
れ
、
一
九
七
四
年
に
は
浅
野
図
書
館

の
名
が
現
在
の
名
称
に
変
更
さ
れ
た
。
長
澤
前
掲
論
文
に
そ
の
存
在
が
ご
く
簡

単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
細
な
紹
介
は
斯
波
六
郎
・
田
中
巌
『
広
島
市
立

浅
野
図
書
館
和
漢
図
書
目
録
』（
広
島
市
教
育
委
員
会
、
一
九
五
一
）
や
田
中
巌

「
西
遊
記
の
伝
本
」
（
『
横
浜
大
学
論
叢
・
人
文
科
学
系
列
』
第
八
巻
第
三
号
、

一
九
五
七
）
な
ど
、
田
中
巌
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
な
お
、
浅
野
文
庫
に
は

李
卓
吾
評
丙
本
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

毎
巻
一
冊
の
装
丁
だ
が
、
巻
十
一
の
冊
の
前
表
紙
に
「
西
遊
記
十
一
始
」
と

墨
書
し
て
お
り
、
前
半
は
早
く
か
ら
欠
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

筆
者
は
原
本
を
四
度
閲
覧
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
撮
影
さ
せ
て
頂
い
た
画
像

デ
ー
タ
と
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
焼
き
と
を
所
持
し
て
い
る
。 

 

③
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
天
海
蔵
蔵
本
（
天
海
大
僧
正
旧
蔵
。
以
下
「
日
光
世
本
」

と
略
称
） 

天
海
蔵
と
は
輪
王
寺
に
お
け
る
天
海
大
僧
正
旧
蔵
書
の
称
。
輪
王
寺
の
天
海

蔵
に
は
通
俗
小
説
の
善
本
が
多
く
、『
唐
僧
西
遊
記
』
や
分
則
本
の
劉
蓮
台
刊
朱

鼎
臣
編
本
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
叡
山
文
庫
に
も
天
海
蔵
が
あ
っ
て
、

そ
ち
ら
に
も
『
唐
僧
西
遊
記
』
が
所
蔵
さ
れ
る
。
豊
田
穣
「
某
山
法
庫
観
書
録
」

（
『
書
誌
学
』
第
十
六
巻
六
号
、
一
九
四
一
）
で
紹
介
さ
れ
た
が
、
発
見
ま
で
の

経
緯
は
長
澤
規
矩
也
「
日
光
慈
眼
堂
の
小
説
書
に
つ
い
て
」
（
『
大
安
』
第
五
巻

第
九
号
、
一
九
五
九
）
に
詳
し
い
。
戦
後
は
原
則
非
公
開
と
な
っ
て
お
り
、
筆

者
未
見
。
但
し
、
長
澤
規
矩
也
氏
２

・
瀧
本
弘
之
氏
３

・
磯
部
彰
氏
４

が
実
見
し

て
書
誌
事
項
を
紹
介
し
て
い
る
。 

な
お
、
こ
の
本
の
書
影
は
、
丹
表
紙
が
磯
部
注
４
書
に
カ
ラ
ー
で
二
冊
分
、

目
末
と
巻
一
首
の
見
開
き
が
磯
部
注
４
書
に
カ
ラ
ー
で
一
点
、
挿
画
部
分
の
見

開
き
が
い
ず
れ
も
白
黒
で
瀧
本
注
３
書
に
十
点
と
磯
部
注
４
書
に
七
点
、
更
に

数
文
字
の
み
を
取
り
出
し
て
の
部
分
図
が
磯
部
注
４
書
に
白
黒
で
二
十
八
点
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
本
章
の
考
察
で
は
そ
れ
ら
を
活
用
し
た
。 

 

④
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
本
（
京
都
槙
尾
山
西
明
寺
平
等
心
王
院
旧
蔵
。

以
下
「
天
理
世
本
」
と
略
称
） 

 

各
冊
首
に
陽
刻
長
方
「
平
等
心
王
院
」
朱
印
を
捺
す
。
一
九
五
〇
年
代
後
半

に
天
理
図
書
館
に
帰
し
た
も
の
で
、
鳥
居
久
靖
「
天
理
図
書
館
蔵
『
新
刻
出
像
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官
板
大
字
西
遊
記
』
覚
え
書
」
（
『
ビ
ブ
リ
ア
』
第
十
二
号
、
一
九
五
八
。
次
号

に
補
訂
を
載
せ
る
）
で
書
誌
事
項
が
紹
介
さ
れ
た
。 

 

筆
者
は
原
本
未
見
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
紙
焼
き
に
よ
っ
て
調
査
し

て
い
る
。
な
お
、
磯
部
注
４
書
に
封
面
と
挿
画
一
幅
の
計
二
点
の
書
影
を
カ
ラ

ー
で
載
せ
て
い
る
。 

  
 

二
、
四
本
の
伝
本
の
書
誌 

 

四
本
と
も
二
十
巻
百
回
で
、
天
理
世
本
の
み
封
面
を
存
す
る
（
磯
部
注
４
書

口
絵
に
カ
ラ
ー
写
真
あ
り
）
。
そ
の
封
面
は
白
紙
墨
印
で
、
単
辺
無
界
の
枠
内
左

右
に
大
き
く
「
刻
官
板
全
／
像
西
逰
記
」
、
そ
の
中
間
に
小
さ
く
「
金
陵
唐
氏
世

徳
堂
校
梓
」
と
刻
し
、
上
方
に
魁
星
朱
円
印
を
捺
し
て
い
る
。 

 

故
宮
世
本
・
日
光
世
本
・
天
理
世
本
は
、
い
ず
れ
も
巻
頭
に
秣
陵
陳
元
之
撰

「
刋
西
逰
記
序
」
を
持
つ
（
序
章
に
故
宮
世
本
に
よ
っ
て
全
文
を
引
い
た
）
。
序

末
に
「
時
壬
辰
夏
端
四
日
也
」
と
署
名
す
る
が
、
こ
れ
は
万
暦
二
十
年
と
見
る

の
が
『
東
京
目
』
以
来
の
通
説
で
あ
る
。
異
論
も
全
く
出
て
い
な
い
訳
で
は
な

い
が
、
万
暦
二
十
年
で
問
題
な
い
こ
と
は
第
三
章
に
お
い
て
確
認
す
る
。
続
い

て
「
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
遊
記
目
録
」
が
あ
り
、
邵
康
節
の
五
言
絶
句
「
清

夜
吟
」
か
ら
一
字
ず
つ
を
取
っ
て
「
月
字
巻
之
一
」
等
と
巻
数
を
記
す
。 

 

本
文
は
半
葉
十
二
行
二
十
四
字
、
四
周
単
辺
、
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

版
心
は
「
出
像
西
遊
記
【
魚
尾
】
巻
之
幾
（
隔
七
～
八
格
）
葉
数
（
隔
三
格
）

文
字
数
」
と
す
る
。
但
し
、
文
字
数
は
浅
野
世
本
巻
十
一
第
四
十
葉
「
五
百
卄

七
」
と
、
浅
野
世
本
・
故
宮
世
本
・
天
理
世
本
の
巻
十
一
第
四
十
一
葉
「
五
百

卄
四
」
５

と
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
（
日
光
世
本
は
不
明
）
。 

 

故
宮
世
本
・
日
光
世
本
・
天
理
世
本
は
、
巻
一
首
第
一
～
三
行
に
「
新
刻
出

像
官
板
大
字
西
逰
記
月
字
巻
之
一
／
（
低
十
三
格
）
華
陽
洞
天
主
人
校
／
（
低

十
三
格
）
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」
と
あ
る
。
他
の
巻
の
冒
頭
も
基
本
的
に
こ
れ
に

準
ず
る
が
、
第
二
～
三
行
の
「
華
陽
洞
天
主
人
校
／
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」
の
箇

所
は
、
巻
九
・
十
・
十
九
・
二
十
で
は
「
華
陽
洞
天
主
人
校
／
金
陵
荣
壽
堂
梓

行
」（
巻
九
の
み
荣
を
榮
に
作
る
）
と
し
、
同
巻
十
六
で
は
「
華
陽
洞
天
主
人
校

／
書
林
熊
雲
濵
重
鍥
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
古
本
小
説
集
成
』
（
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
四
）
に
収
め
る
故
宮
世
本
の
影
印
本
の
徐
朔
方
「
前
言
」
で
は
、

右
の
状
況
か
ら
故
宮
世
本
は
巻
九
・
十
・
十
九
・
二
十
の
各
巻
は
栄
寿
堂
刊
本
、

巻
十
六
は
熊
雲
濵
刊
本
、
そ
れ
以
外
の
巻
は
世
徳
堂
刊
本
と
い
う
三
種
の
異
版

を
収
蔵
の
段
階
で
取
り
合
わ
せ
た
配
本
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
日
光
世
本
や
天
理
世
本
で
も
同
じ
状
況
で
あ
る
以
上
、
収
蔵
段
階
で
の
取

り
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

三
者
と
異
版
の
浅
野
世
本
の
現
存
す
る
巻
の
巻
頭
は
、
巻
十
六
以
外
の
状
況

は
他
の
三
本
に
同
じ
だ
が
、
巻
十
六
で
は
「
華
陽
洞
天
主
人
校
／
書
林
熊
雲
濵

重
鍥
」
に
相
当
す
る
箇
所
が
削
り
取
ら
れ
て
空
白
と
な
っ
て
い
る
（
図
１
～
３
）
。 

四
本
と
も
本
文
中
の
三
～
十
葉
お
き
に
、
あ
る
葉
の
Ｂ
面
と
次
の
葉
Ａ
面
の
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二
半
葉
を
使
っ
た
見
開
き
の
図
（
以
降
、
本
論
文
全
体
を
通
し
て
こ
の
形
式
の

図
を
双
面
連
式
挿
画
と
称
す
る
）
が
挿
入
さ
れ
、
上
部
に
版
面
の
八
分
の
一
ほ

ど
の
欄
を
設
け
て
八
～
十
字
程
度
の
図
題
を
記
す
。
挿
画
の
数
は
故
宮
世
本
は

全
百
九
十
七
幅
、
天
理
世
本
は
全
百
九
十
五
幅
。
浅
野
世
本
は
故
宮
世
本
・
天

理
世
本
の
巻
十
一
以
降
と
同
じ
九
十
九
幅
を
存
す
る
が
、
本
文
と
同
様
に
全
葉

が
異
版
。
筆
者
未
見
の
日
光
世
本
は
、
瀧
本
注
３
解
題
の
記
述
か
ら
判
断
す
る

に
、
故
宮
世
本
と
同
じ
百
九
十
七
幅
を
持
つ
よ
う
だ
。
瀧
本
氏
は 

本
来
二
十
巻
一
百
回
の
構
成
で
、
各
回
に
二
図
ず
つ
を
挿
画
と
し
て
付

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
百
図
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
構
成
上
区
切
り
の
悪

い
数
字
で
あ
る
こ
と
は
説
明
が
付
か
な
い
。
原
刻
本
が
金
陵
で
刊
行
さ
れ

た
と
き
に
は
、
二
百
図
が
付
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る

（
比
較
的
状
態
の
良
い
輪
王
寺
本
も
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
百
九
十
七
図

と
い
う
こ
と
は
、
説
明
が
付
か
な
い
ま
ま
で
あ
る
）
。
長
澤
規
矩
也
氏
に
よ

る
戦
前
の
実
見
調
査
の
記
録
に
は
、
こ
れ
ら
版
本
の
前
後
関
係
な
ど
に
つ

い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
挿
画
に
つ
い
て
の
文
字
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

刊
行
さ
れ
た
時
点
で
残
り
の
三
図
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
何
ら

か
の
理
由
で
残
っ
て
い
な
い
の
か
な
ど
の
究
明
は
今
後
の
課
題
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。 

と
述
べ
て
い
る
（
四
頁
）
。
瀧
本
氏
の
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
故
宮
世
本
も
図
は
日

光
世
本
と
同
じ
百
九
十
七
幅
し
か
見
え
な
い
の
で
、
両
者
と
も
印
行
時
点
で
百

九
十
七
幅
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
世
徳
堂
初
刻

本
で
も
同
じ
数
の
図
し
か
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
瀧
本
氏
の
推
定
通
り
二

百
幅
あ
っ
た
の
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
述
の
よ
う
に
初
刻

本
説
の
あ
る
浅
野
世
本
も
後
半
五
十
回
で
九
十
九
幅
し
か
図
が
な
い
こ
と
は
注

意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。 

な
お
、
故
宮
世
本
で
挿
画
が
無
い
の
は
、
第
三
回
前
半
、
第
十
八
回
相
当
部

分
６

前
半
、
第
九
十
四
回
後
半
で
あ
る
。
こ
の
他
、
第
六
十
五
回
後
半
の
挿
画

の
右
半
分
が
欠
葉
だ
が
、
こ
れ
は
天
理
世
本
に
は
存
す
る
。 

天
理
世
本
で
は
、
更
に
第
四
回
後
半
（
故
宮
世
本
巻
一
―
四
五
Ｂ
四
六
Ａ
）

と
第
七
十
二
回
後
半
（
同
巻
十
五
―
二
三
Ｂ
二
四
Ａ
）
の
図
が
無
い
。
こ
の
う

ち
後
者
は
二
三
Ａ
と
二
四
Ｂ
が
と
も
に
残
る
た
め
、
伝
来
の
過
程
で
図
の
み
が

切
り
取
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
７

。
一
方
前
者
は
天
理
世
本
の
印
刷
段
階

で
既
に
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
理
世
本
の
巻
一
に
は
補
版
葉
が
多
く
、

第
七
・
八
・
二
十
七
・
四
十
四
・
四
十
五
・
四
十
六
・
四
十
七
の
各
葉
が
補
版

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
補
版
葉
は
天
理
世
本
の
丁
付
に
従
っ
て
示
し
た
が
、
天
理

世
本
で
は
故
宮
世
本
の
巻
一
―
四
六
Ｂ
を
自
ら
の
巻
一
―
四
五
Ｂ
と
し
て
覆
刻

し
て
お
り
、
以
下
の
葉
で
は
同
版
で
あ
っ
て
も
補
版
で
あ
っ
て
も
版
心
の
丁
付

を
故
宮
世
本
か
ら
一
を
引
い
た
数
字
に
改
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
理
世
本
は

補
版
を
行
っ
た
際
に
巻
一
―
四
五
Ｂ
四
六
Ａ
の
挿
画
を
省
略
し
て
、
そ
の
分
だ

け
丁
付
を
詰
め
る
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
言
う
訳
だ
。 
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ま
た
、
故
宮
世
本
・
天
理
世
本
・
日
光
世
本
に
は
刻
工
や
画
工
の
名
が
見
え

ず
、
世
徳
堂
本
の
図
は
従
来
刻
工
・
画
工
と
も
不
明
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
と
版
を
異
に
す
る
浅
野
世
本
に
は
画
工
の
署
名
が
残
っ
て
い
る
。
即
ち
、

巻
十
三
―
三
Ｂ
（
第
六
十
一
回
第
一
図
）
の
右
端
に
、
他
の
三
本
に
は
見
え
な

い
「
王
少
淮
冩
」
と
い
う
署
名
が
あ
る
の
だ
（
図
９
）
。
王
少
淮
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。 

 

 
 

三
、
先
行
研
究 

（
１
）
世
本
四
種
相
互
の
関
係 

日
光
世
本
が
長
ら
く
原
則
未
公
開
で
あ
る
た
め
、
四
本
を
全
て
調
査
し
た
上

で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
の
は
長
澤
規
矩
也
氏
と
磯
部
彰
氏
の
二
人
だ
け
だ
が
、

両
氏
の
説
は
正
反
対
で
あ
る
。 

ま
ず
長
澤
氏
は
、
注
２
解
題
一
一
四
頁
に
お
い
て
、
こ
の
本
を
次
の
よ
う
に

著
録
し
て
い
る
。 

（
新
刻
出
像
官
板
大
字
）
西
遊
記 

二
十
巻
百
回 

（
整
理
番
号
略
） 

明
万
暦
刊
後
修
本
。
十
二
行
二
十
四
字
。
段
句
、
白
口
、
単
辺
。
首
、

陳
元
之
「
刋
西
遊
記
序
」
。
伝
存
の
西
遊
記
中

古
の
も
の
で
、
巻
頭
に
は

「
華
陽
洞
天
主
人
校
」
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」
の
両
行
が
あ
り
、
高
崎
藩
大

河
内
家
か
ら
出
て
北
京
図
書
館
に
納
め
た
本
８

と
は
同
版
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
そ
の
後
印
補
修
本
で
あ
る
。
天
理
図
書
館
所
蔵
本
は
更
に
後
の
印
刷

か
。
又
、
浅
野
図
書
館
所
蔵
残
本
（
巻
十
一
至
二
十
）
は
こ
の
本
の
覆
刻

本
で
あ
る
。
第
一
・
十
冊
前
表
紙
裏
に
「
進
上 

觀
泉
坊
」
の
墨
書
が
あ

る
。 

対
し
て
、
磯
部
注
４
書
で
は
、
故
宮
世
本
・
日
光
世
本
・
天
理
世
本
で
は
各

巻
の
巻
頭
第
三
行
に
記
さ
れ
る
刊
行
者
の
名
が
基
本
的
に
「
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」

で
あ
る
も
の
の
、
巻
九
・
十
・
十
九
・
二
十
で
は
「
金
陵
荣
壽
堂
梓
行
」（
巻
九

の
み
荣
を
榮
に
作
る
）
、
巻
十
六
で
は
「
書
林
熊
雲
濵
重
鍥
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
異
版
の
浅
野
世
本
の
各
巻
巻
頭
は
、
巻
十
六
が
該
当
行
を
空
白
と
す
る
点

の
み
故
宮
世
本
と
異
な
り
、
そ
の
他
の
巻
で
は
故
宮
世
本
に
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
つ
つ
論
を
進
め
、
二
一
二
頁
に
示
さ
れ
る
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

１ 

初
刻
本
（
後
印
刷
） 

金
陵
・
唐
氏
世
徳
堂
榮
壽
堂
刊 

広
島
市
立

中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
本 

 

２ 

重
刻
本 

 
 

建
陽
・
熊
雲
濱
用
世
徳
堂
版
重
刻 

日
光
輪
王
寺
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

後
印
本 

天
理
図
書
館
本 

 

３ 

重
刻
補
修
本 

建
陽
・
熊
雲
濱
重
刻
版
補
修
重
印 

台
湾
国
立
故
宮

博
物
院
図
書
文
献
処
本 

 

但
し
、
天
理
世
本
と
故
宮
世
本
の
前
後
に
つ
い
て
は
、
磯
部
氏
は
同
頁
の
注

７
に
お
い
て 

…
…
天
理
本
と
台
湾
故
宮
本
双
方
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
先
後
の
区
別
が

つ
き
に
く
い
点
が
あ
り
、
論
旨
と
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
台
湾
故
宮
本



60 
 

が
日
光
本
よ
り
や
や
後
印
、
天
理
本
は
む
し
ろ
そ
の
台
湾
故
宮
本
の
後

印
・
補
刻
版
と
言
っ
た
葉
も
見
ら
れ
る
。
同
時
印
刷
時
の
技
術
的
な
「
む

ら
」
と
い
う
処
理
で
は
そ
の
点
は
解
決
で
き
ず
、
本
論
で
は
全
体
の
様
相

か
ら
そ
の
先
後
を
想
定
し
た
。
現
存
本
が
、
商
品
も
し
く
は
蔵
本
と
し
て

完
全
を
来
た
す
よ
う
に
、
あ
る
段
階
で
別
の
版
本
か
ら
部
品
取
り
の
よ
う

に
し
て
補
配
さ
れ
て
伝
存
し
た
と
い
う
想
像
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
略
）
さ
さ
い
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
天
理
本
と
台
湾
故
宮
本
の
刊
行

先
後
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
も
疑
念
が
な
お
払
拭
さ
れ
な
い
の
で
、
更
に

検
討
を
続
け
た
い
。 

と
、
確
信
の
持
て
る
判
断
で
は
な
い
こ
と
を
告
白
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
通
り
、
両
氏
の
説
で
一
致
し
て
い
る
の
は
浅
野
世
本
と
他
の
三
本
が
異

版
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
で
、
異
版
二
種
の
先
後
に
つ
い
て
も
、
故
宮
世
本
と

同
版
の
三
本
の
中
で
の
先
後
に
つ
い
て
も
見
解
が
割
れ
て
い
る
。 

な
お
、
こ
の
ほ
か
、
浅
野
世
本
に
つ
い
て
は
太
田
辰
夫
氏
が 

浅
野
図
書
館
蔵
の
も
の
は
、
版
は
処
々
磨
滅
が
あ
る
が
甚
だ
し
く
は
な

く
、
天
理
蔵
本
よ
り
も
は
る
か
に
読
み
や
す
い
。
補
刻
し
た
ら
し
く
字
体

の
ち
が
っ
て
い
る
葉
が
若
干
あ
る
。 

と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
９

。
太
田
氏
は
天
理
世
本
と
浅
野
世
本
が
同
版
か

異
版
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
浅
野
世
本
に
補
版
葉
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
形
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
長
澤
氏
は
何
も
触
れ
て

お
ら
ず
、
磯
部
氏
は
磯
部
注
４
書
二
〇
九
頁
で
「
や
や
後
印
本
か
補
修
本
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
補
修
本
と
い
う
の
が
補
版
葉
が
含
ま

れ
る
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
版
木
の
差
し
替
え
ま
で
は
伴

わ
な
い
部
分
的
な
修
版
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。 

 

そ
れ
か
ら
、
天
理
世
本
に
つ
い
て
鳥
居
久
靖
氏
が
前
掲
論
文
で 

 
 

 

総
じ
て
天
理
本
に
は
、
版
木
の
磨
滅
は
な
は
だ
し
く
判
読
に
堪
え
ぬ
部

分
が
随
所
に
あ
る
。
後
印
本
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
く
、
ま
た
補
刻
さ
れ
た

と
お
ぼ
し
き
葉
も
混
在
す
る
。
他
の
刊
本
を
見
て
い
な
い
の
で
軽
々
し
い

論
断
は
で
き
な
い
が
、
概
し
て
言
え
ば
善
本
と
は
申
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

と
述
べ
て
い
る
（
一
三
頁
）
。
既
に
前
節
で
巻
一
の
状
況
を
示
し
た
通
り
、
確
か

に
天
理
世
本
に
は
故
宮
世
本
に
対
し
て
一
定
量
の
補
版
葉
が
認
め
ら
れ
る
。 

（
２
）
刊
行
者
を
め
ぐ
っ
て 

一
方
、
専
ら
比
較
的
容
易
に
見
ら
れ
る
故
宮
世
本
を
対
象
に
行
わ
れ
て
来
た

中
台
の
研
究
で
は
、
そ
の
各
巻
の
巻
頭
に
お
け
る
、
「
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」
「
金

陵
荣
壽
堂
梓
行
」「
書
林
熊
雲
濵
重
鍥
」
と
い
う
刊
行
者
名
の
相
違
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
来
た
。 

例
え
ば
、
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
）

四
〇
二
頁
で
は
、
故
宮
世
本
は
金
陵
世
徳
堂
に
よ
る
初
刻
本
で
は
な
く
、
熊
氏

栄
寿
堂
が
世
徳
堂
刊
本
の
版
木
を
入
手
し
て
修
版
重
印
本
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
を
承
け
た
方
彦
寿
「
熊
雲
濵
与
世
徳
堂
本
《
西
遊
記
》
」
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（
『
文
献
』
一
九
八
八
年
第
四
期
）
は
、
王
氏
が
熊
雲
濵
を
金
陵
栄
寿
堂
の
主
人

と
看
做
し
た
の
は
誤
り
で
、
熊
雲
濵
は
『
潭
陽
熊
氏
宗
譜
』
に
見
え
る
明
末
清

初
の
建
陽
県
崇
化
里
の
人
で
、
名
は
体
忠
、
字
を
爾
報
、
雲
濵
は
号
で
あ
る
と

指
摘
し
て
、
故
宮
世
本
は
彼
に
よ
る
建
陽
で
の
重
刊
本
で
あ
る
と
唱
え
た
。
上

記
の
磯
部
氏
の
説
も
こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
、
磯
部
氏
は
注
４
書
二
一
〇

～
二
一
一
頁
に
お
い
て
、
方
氏
の
説
に
補
正
を
加
え
つ
つ
論
を
進
め
て
い
る
１
０

。 

ま
た
、
「
金
陵
榮
壽
堂
」
に
つ
い
て
は
、
磯
部
氏
が
注
10
書
に
お
い
て
、
唐

氏
世
徳
堂
の
同
族
で
、
初
刻
本
の
時
点
で
世
徳
堂
と
協
力
し
て
版
木
を
鐫
工
し

て
印
刷
し
た
書
坊
だ
と
の
推
測
を
な
さ
れ
て
い
る
が
、
自
ら
「
確
證
は
乏
し
い

が
」
と
も
さ
れ
て
い
る
（
三
九
七
頁
）
。
ま
た
、
黄
霖
「
関
于
《
西
遊
記
》
的
作

者
和
主
要
精
神
」
（
『
復
旦
学
報
（
社
会
科
学
版
）
』
一
九
九
八
年
第
二
期
）
は
、

王
重
民
氏
の
説
を
引
き
つ
つ
、
逆
に
先
行
す
る
栄
寿
堂
刊
本
の
版
木
を
世
徳
堂

が
入
手
し
て
重
印
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。 

謝
文
華
注
１
論
文
六
〇
～
六
五
頁
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
故
宮
世
本

は
巻
頭
に
ど
の
書
肆
名
を
冠
す
る
巻
に
も
他
と
字
体
の
異
な
る
葉
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
、
巻
頭
に
世
徳
堂
の
名
を
冠
す
る
巻
十
五
の
中
だ
け
で
見
て
も
版
心

の
表
記
方
法
が
葉
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
つ
つ
、
世
徳
堂

原
刊
本
の
版
木
が
栄
寿
堂
な
い
し
熊
雲
濵
の
手
に
渡
り
、
彼
ら
の
手
に
よ
る
修

版
・
補
版
を
経
て
、
全
葉
が
同
時
に
印
行
さ
れ
た
の
が
故
宮
世
本
で
あ
ろ
う
と

し
て
い
る
（
栄
寿
堂
と
熊
雲
濵
の
先
後
に
つ
い
て
は
保
留
さ
れ
て
い
る
）
。 

  
 

四
、
故
宮
世
本
・
天
理
世
本
・
日
光
世
本
の
印
刷
順
序
に
つ
い
て 

 

で
は
、
ま
ず
長
澤
氏
も
磯
部
氏
も
互
い
に
同
版
後
修
の
関
係
と
認
め
て
い
る

故
宮
世
本
・
天
理
世
本
・
日
光
世
本
の
印
刷
順
序
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

確
認
し
て
お
く
と
、
長
澤
説
は
故
宮
→
日
光
（
後
修
）
→
天
理
（
後
修
の
後
印
）

の
順
と
い
う
も
の
。
磯
部
説
は
日
光
→
天
理
（
後
印
）
→
故
宮
（
後
修
）
だ
が
、

「
論
旨
と
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
台
湾
故
宮
本
が
日
光
本
よ
り
や
や
後
印
、

天
理
本
は
む
し
ろ
そ
の
台
湾
故
宮
本
の
後
印
・
補
刻
版
と
言
っ
た
葉
も
見
ら
れ

る
」
と
も
認
め
て
お
り
、
別
の
箇
所
で
は
「
日
光
本
と
比
べ
る
と
台
湾
故
宮
本
・

天
理
本
と
も
に
後
印
本
で
、
い
ず
れ
も
熊
雲
濵
重
鍥
と
い
う
刊
記
を
巻
十
六
に

伴
う
。
台
湾
故
宮
本
に
は
補
刻
葉
が
見
当
た
ら
な
い
の
に
対
し
、
天
理
本
に
は

明
ら
か
に
補
配
が
見
ら
れ
る
」
（
磯
部
注
４
書
二
一
〇
頁
）
と
も
記
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
磯
部
氏
の
論
は
内
部
に
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
台
湾
故
宮
本
に
は
補
刻
葉
が
見
当
た
ら
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
の
に
対
し
、
天
理
本
に
は
明
ら

、
、
、
、
、
、
、

か
に
補
配
が
見
ら
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
が
基
本
的

に
同
版
で
あ
る
と
い
う
以
上
、
補
版
葉
の
無
い
故
宮
世
本
が
先
行
し
、
補
版
葉

を
含
む
天
理
世
本
が
そ
の
後
修
本
だ
と
い
う
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
補

版
」
と
い
う
現
象
の
定
義
の
問
題
で
あ
っ
て
、
覆
し
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
な
の

に
補
版
が
無
い
と
認
め
る
故
宮
世
本
の
方
が
補
版
が
あ
る
と
す
る
天
理
世
本
に

対
し
て
後
修
本
だ
と
結
論
付
け
る
の
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
１
１

。
磯
部
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氏
は
「
全
体
の
様
相
か
ら
そ
の
先
後
を
想
定
し
た
」
と
す
る
が
、
補
版
の
無
い

本
を
強
い
て
補
版
の
あ
る
本
の
後
修
本
と
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
補

版
が
あ
る
方
の
補
版
が
含
ま
れ
る
冊
が
印
刷
出
售
後
の
伝
来
・
収
蔵
段
階
で
の

配
本
で
あ
る
こ
と
を
証
明
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、

「
全
体
の
様
相
か
ら
」
と
言
う
だ
け
で
、
具
体
的
に
ど
の
点
を
重
視
し
て
天
理

世
本
が
先
行
す
る
と
判
断
し
た
の
か
も
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

し
か
し
念
の
た
め
、
磯
部
注
４
書
の
挙
げ
る
例
の
中
か
ら
、
故
宮
世
本
を
日

光
世
本
・
天
理
世
本
よ
り
も
後
に
置
い
た
根
拠
と
思
し
き
も
の
を
推
測
し
て
み

る
と
、
次
の
四
箇
所
が
見
出
せ
た
。 

 

㈠
巻
七
―
三
二
Ｂ
・
三
三
Ａ
図
で
、
第
三
十
三
葉
表
の
沙
和
尚
の
顔
と
足
が
、

故
宮
世
本
の
み
日
光
世
本
・
天
理
世
本
と
異
な
る
。
日
光
世
本
・
故
宮
世

本
は
他
の
図
に
お
け
る
沙
和
尚
の
顔
と
同
じ
描
き
方
だ
が
、
故
宮
世
本
の

そ
れ
は
明
ら
か
に
風
格
が
異
な
っ
て
い
る
（
磯
部
注
４
書
二
二
〇
頁
に
三

者
の
書
影
を
掲
載
）
。 

 

㈡
巻
十
―
一
Ａ
第
十
一
行
、
日
光
世
本
と
天
理
世
本
が
「

」
と
す
る
字
を

故
宮
世
本
は
異
体
字
の
「
輕
」
と
す
る
（
磯
部
注
４
書
二
〇
六
頁
に
三
者

の
こ
の
前
後
五
文
字
分
の
書
影
を
掲
載
）
。 

 

㈢
巻
十
―
二
Ｂ
三
Ａ
１
２

図
で
、
日
光
世
本
と
天
理
世
本
は
ど
ち
ら
の
半
葉
に

も
陰
刻
で
ベ
タ
塗
り
に
す
る
箇
所
を
多
く
含
む
が
、
故
宮
世
本
の
み
三

蔵
・
悟
空
・
八
戒
・
沙
僧
を
描
く
第
二
葉
裏
は
全
く
陰
刻
を
使
わ
ず
、
敵

方
の
虎
力
大
仙
ら
を
描
く
第
三
葉
表
で
は
陰
刻
も
使
う
（
磯
部
注
４
書
二

二
一
頁
に
三
者
の
書
影
を
掲
載
）
。 

 

㈣
巻
二
十
―
四
三
Ａ
第
二
行
、
日
光
世
本
と
天
理
世
本
は
「
吃
水
遭
愆
四
十

三
難
」
と
す
る
が
、
故
宮
世
本
で
は
「
吃
水
遭
■
四
十
三
難
」
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
磯
部
氏
は
「
埋
木
の
相
違
」
と
注
記
す
る
（
磯
部

注
４
書
二
〇
八
頁
に
三
者
の
こ
の
七
字
分
の
書
影
を
掲
載
）
。 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
㈠
は
、
確
か
に
故
宮
世
本
が
不

自
然
で
、
掲
載
の
書
影
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
見
る
限
り
、
故
宮
世
本
に
は

修
版
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
故
宮
世
本
の
原
本
を
閲
覧

し
た
際
に
こ
の
箇
所
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
第
三
十
三
葉
表
の
沙
和
尚
の
顔
周

辺
と
足
周
辺
と
で
原
本
の
料
紙
に
破
損
が
あ
り
、
そ
こ
に
裏
打
修
補
を
し
、
あ

て
が
っ
た
紙
に
手
書
き
で
顔
と
足
を
補
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
版
木
で
刷
ら
れ
た
部
分
だ
け
を
比
べ
れ

ば
、
日
光
世
本
や
天
理
世
本
と
相
違
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

次
い
で
㈡
と
㈢
だ
が
、
第
一
・
二
葉
は
同
じ
版
木
の
裏
表
で
刷
ら
れ
た
も
の

な
の
で
、
実
質
的
に
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
仔
細
に
見
る
と
第
三
葉
も
故
宮

世
本
だ
け
他
二
者
と
版
が
異
な
る
が
、
連
続
し
た
葉
な
の
で
、
同
時
に
行
わ
れ

た
一
連
の
補
版
と
見
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
確

か
に
陰
刻
を
全
く
使
わ
な
い
故
宮
世
本
の
第
二
葉
裏
は
異
色
で
は
あ
る
が
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
日
光
→
天
理
→
故
宮
の
印
刷
順
と
看
做
す
必
然
性
は
無
く
、
長
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澤
説
の
よ
う
に
故
宮
→
日
光
→
天
理
の
印
刷
順
だ
っ
た
と
し
て
も
説
明
は
付
く
。 

 
そ
し
て
㈣
だ
が
、
こ
れ
は
第
一
章
表
３
で
見
た
聖
僧
歴
難
簿
の
一
部
で
あ
る
。

磯
部
氏
は
こ
の
相
違
を
「
埋
木
の
相
違
」
と
注
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
葉
が

三
者
同
版
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
も
こ
の
葉
は
少
な

く
と
も
故
宮
世
本
と
天
理
世
本
は
確
実
に
同
版
だ
と
確
認
し
て
い
る
し
、
磯
部

注
４
書
掲
載
の
こ
の
部
分
だ
け
の
書
影
を
見
る
限
り
、
日
光
世
本
も
同
版
と
認

め
て
良
い
と
感
じ
る
。
さ
て
、
い
ま
仮
に
印
刷
順
を
日
光
→
天
理
→
故
宮
だ
と

す
る
磯
部
氏
の
説
に
従
い
、
か
つ
「
埋
木
の
相
違
」
と
の
注
記
を
踏
ま
え
る
と
、

磯
部
氏
は
日
光
世
本
と
天
理
世
本
で
「
愆
」
で
あ
っ
た
文
字
を
故
宮
世
本
が
埋

木
に
よ
っ
て
墨
格
に
変
え
た
と
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

一
般
論
と
し
て
、
同
版
の
二
本
の
間
で
片
方
に
墨
格
が
あ
り
、
も
う
片
方
で
そ

こ
が
文
字
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
版
木
の
作
成
時
に
（
覆
刻
な
り
翻
刻
な
り
の
底

本
が
た
ま
た
ま
破
損
し
て
い
た
な
ど
の
理
由
で
）
正
し
い
文
字
が
分
か
ら
ず
に

墨
格
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
後
か
ら
文
字
が
確
認
出
来
た
の
で
墨
格

を
そ
の
ま
ま
彫
っ
て
字
に
変
え
た
、
と
い
う
の
が
自
然
な
理
解
だ
ろ
う
。
文
字

を
変
え
る
た
め
に
埋
木
改
刻
を
施
す
な
ら
、
墨
格
だ
け
埋
木
し
て
そ
の
ま
ま
に

す
る
と
は
考
え
難
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
墨
格
の
あ
る
故
宮
世
本
が

も
刷
り
が
早
く
、
墨
格
を
彫
っ
て
「
愆
」
と
し
た
日
光
世
本
・
天
理
世
本
が
そ

の
後
修
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
と
見
る
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
仔
細
に
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
補
版
の
あ
る
天
理
世
本
を

強
い
て
補
版
の
無
い
故
宮
世
本
の
前
の
印
刷
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
当

た
ら
な
か
っ
た
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
同
士
で
全
葉
を
比
べ
て
み
て
も
、
同
版

の
葉
な
ら
ば
、
版
木
の
横
割
れ
が
大
き
く
伸
び
て
い
た
り
、
匡
郭
の
欠
け
が
増

え
て
い
た
り
す
る
の
は
常
に
天
理
世
本
の
方
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
図
２
と
図

３
を
比
べ
る
と
、
天
理
世
本
に
は
第
一
行
「
字
」
を
貫
く
版
木
の
横
割
れ
が
は

っ
き
り
確
認
出
来
る
が
、
故
宮
世
本
で
は
そ
れ
が
ま
だ
ず
っ
と
小
さ
い
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
故
宮
世
本
と
天
理
世
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
長
澤
説
の
通
り

で
、
故
宮
世
本
の
方
が
印
刷
が
早
く
、
天
理
世
本
が
そ
の
後
修
本
で
あ
る
こ
と

に
は
、
も
は
や
疑
い
の
余
地
は
無
い
と
考
え
る
。 

そ
し
て
、
故
宮
世
本
と
日
光
世
本
の
印
刷
順
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
㈡

㈢
㈣
の
三
例
に
お
い
て
、
日
光
世
本
は
い
ず
れ
も
故
宮
世
本
と
は
異
な
り
天
理

世
本
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
故
宮
世
本
に
対
す
る
後
修
本
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
長
澤
説
の
通
り
で
問
題
な
い
。 

 

ま
た
、
日
光
世
本
と
天
理
世
本
の
印
刷
順
に
つ
い
て
は
長
澤
氏
と
磯
部
氏
で

日
光
→
天
理
で
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
天
理
世
本
は
補
版
の
際

に
図
を
一
つ
省
略
し
て
丁
付
を
改
め
る
修
改
を
し
て
い
る
が
、
日
光
世
本
の
図

の
数
は
故
宮
世
本
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
そ
の
補
修
が
入
っ
て
い
な
い
よ

う
だ
。
し
て
み
れ
ば
、
故
宮
世
本
を
基
準
に
見
る
と
、
天
理
世
本
は

低
で
も

二
回
の
補
修
を
経
た
逓
修
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
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よ
っ
て
、
こ
の
同
版
三
本
の
関
係
は
、
故
宮
世
本
が

も
早
い
印
刷
で
、
日

光
世
本
は
そ
の
後
修
本
、
天
理
世
本
は
逓
修
本
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。
故

宮
世
本
が

も
早
い
印
刷
で
あ
り
、
日
光
世
本
に
は
そ
れ
に
対
す
る
修
版
と
補

版
が
、
天
理
世
本
に
は
更
な
る
修
版
と
補
版
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
以

下
で
は
こ
の
三
本
は
基
本
的
に
故
宮
世
本
で
代
表
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
日
光

世
本
と
天
理
世
本
に
も
触
れ
る
形
と
す
る
。 

  
 

五
、
浅
野
世
本
と
他
三
本
の
関
係
に
つ
い
て 

 

で
は
、
故
宮
世
本
以
下
の
同
版
三
本
と
、
そ
れ
と
は
異
版
の
浅
野
世
本
と
は

ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。
長
澤
氏
は
浅
野
世
本
の
方
が
覆
刻
だ
と
す

る
が
、
特
に
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
。
一
方
、
磯
部
氏
の
見
解
は
磯
部
注
４
書

二
〇
九
頁
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。 

 
 

…
…
封
面
や
本
文
に
金
陵
（
南
京
）
の
「
世
徳
堂
」
や
「
榮
（
荣
）
壽
堂
」

の
刊
記
が
あ
る
こ
と
や
陳
元
之
序
か
ら
見
て
、
金
陵
版
が
初
刻
本
で
あ
り
、

建
陽
刊
刻
と
考
え
ら
れ
る
熊
雲
濵
の
重
刻
本
は
、
当
然
、
そ
の
再
刻
版
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
一
般
に
世
徳
堂
刊
本
と
総
称
さ
れ

て
来
た
『
西
遊
記
』
の
版
本
は
、
金
陵
版
と
熊
雲
濵
の
建
陽
版
重
刻
・
補

修
二
種
の
合
計
三
種
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 

 

浅
野
本
に
「
荣
壽
堂
」
の
名
称
が
あ
っ
て
、「
熊
雲
濵
重
鍥
」
の
文
字
が

な
い
点
に
対
し
、
故
宮
本
・
日
光
本
に
双
方
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
故
宮
本
と
日
光
本

マ

マ

（
上
原
按
：「
浅
野
本
」
の
誤
字
か
）
両
版
が
異

版
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
浅
野
本
こ
そ
が
先
行
す
る
金
陵
版
で
あ

り
、
日
光
本
・
故
宮
本
は
金
陵
版
を
ほ
ぼ
忠
実
に
覆
刻
し
た
建
陽
版
で
あ

ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
熊
雲
濵
が
巻
十
六
の
み
を
刻
板
し
た
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
封
面
や
本
文
に
世
徳
堂
名
を
残
す
こ
と
を
考
え
る
と
、

金
陵
版
を
盗
版
し
た
と
は
思
え
ず
、
版
権
を
譲
り
受
け
て
建
陽
で
開
版
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
金
陵
版
が
建
陽
で
重
刻
さ
れ
た
例
は
、

同
じ
人
気
小
説
で
あ
っ
た
『
三
国
志
演
義
』
に
も
見
ら
れ
る
。『
新
鍥
京
本

校
正
按
鑑
演
義
全
像
三
国
志
傳
』
は
、
封
面
に
「
金
陵
萬
卷
書
樓
藏
板
」

と
あ
る
も
の
の
、
巻
一
に
は
「
熊
成
冶
梓
行
」
と
あ
り
、
巻
二
に
は
「
書

林
種
徳
堂
熊
冲
宇
梓
行
」
と
刻
む
。
種
徳
堂
熊
氏
は
、
建
陽
書
林
で
あ
る
。 

建
陽
で
の
「
重
鍥
」（
何
ら
か
の
底
本
に
基
づ
い
て
新
た
に
版
木
を
刻
ん
だ
と

の
意
味
）
だ
と
明
記
し
て
あ
る
版
が
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
と
そ
っ
く
り
な
異
版

の
本
も
あ
る
以
上
、
書
い
て
あ
る
通
り
本
当
に
建
陽
で
の
重
刊
に
違
い
な
い
、

と
い
う
の
は
実
に
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。
従
っ
て
、
故
宮
世
本
・
日
光
世

本
・
天
理
世
本
が
熊
雲
濵
に
よ
る
建
陽
で
の
覆
刻
本
だ
と
い
う
点
に
は
、
も
は

や
疑
念
を
挟
む
余
地
が
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
三
本
は
熊
雲
濵

覆
世
徳
堂
刊
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

た
だ
、
幾
つ
か
気
に
な
る
点
も
あ
る
。
ま
ず
は
、
浅
野
世
本
が
金
陵
唐
氏
世

徳
堂
の
初
刻
本
そ
の
も
の
だ
と
認
め
て
良
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
。
本
章
で
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は
以
下
そ
の
検
証
を
行
っ
て
お
き
た
い
。 

ま
た
、
熊
雲
濵
が
版
権
を
譲
り
受
け
て
覆
刻
し
た
と
い
う
推
定
に
つ
い
て
も
、

そ
の
よ
う
に
認
め
て
良
い
か
ど
う
か
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
に

つ
い
て
は
第
七
章
で
別
の
書
坊
の
事
例
も
挙
げ
つ
つ
検
証
す
る
。 

 

六
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
小
説
・
戯
曲
の
版
心
表
記 

 

（
１
）
小
説 

 

浅
野
世
本
が
初
刻
本
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
謝
文

華
注
１
論
文
の
手
法
を
一
歩
進
め
て
全
葉
の
版
心
表
記
を
調
査
し
、
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
や
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
が
刊
行
し
た
他
の
小
説
刊
本
や
戯
曲
刊
本

の
版
心
の
形
式
と
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
い
。 

ま
ず
は
唐
氏
世
徳
堂
が
刊
行
し
た
他
の
小
説
刊
本
や
戯
曲
刊
本
の
版
心
や
挿

画
の
形
式
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
小
説
は
以
下
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。 

 （
イ
）
『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
南
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
十
巻
五
十
回 

『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
北
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
十
巻
五
十
回 

 
 

 
 

唐
氏
世
徳
堂
癸
巳
〔
万
暦
二
十
一
年
〕
１
３

長
至
（
夏
至
）
序
刊
本 

 
 

 
 

 

（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
韓
国
明
珠
古
版
画
博
物
館
蔵
）
１
４ 

以
下
で
は
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
と
称
す
。
南
宋
序
末
に
「
時
癸
巳

長
至
、
泛
雪
斎
敍
」
と
あ
り
、
北
宋
序
も
「
癸
巳
長
至
敍
」
と
結
ぶ
。
各

巻
頭
第
二
～
三
行
に
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
評
釋
／
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
訂
」

と
見
え
る
。「
繡
谷
」
は
世
徳
堂
主
人
の
名
や
金
陵
の
別
称
な
ど
と
看
做
さ

れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
江
西
撫
州
府
金
谿
県
の
美
称
で
、
世
徳
堂
主
人
唐

氏
の
籍
貫
を
表
す
こ
と
が
近
年
に
な
っ
て
判
明
し
て
い
る
１
５

。 

（
ロ
）『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
唐
書
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
八
巻
八
十
九
節 

 
 

 

唐
氏
世
徳
堂
癸
巳
〔
万
暦
二
十
一
年
〕
１
６

陽
月
（
旧
暦
十
月
）
序
刊
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
静
嘉
堂
文
庫
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
）
１
７ 

以
下
で
は
『
唐
書
志
伝
題
評
』
と
称
す
。
序
末
に
「
癸
巳
陽
月
、
書
之

尺
蠖
齋
中
」
と
あ
る
。
各
巻
頭
第
二
～
三
行
に
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
評
釋

／
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
訂
」
と
見
え
る
。 

（
ハ
―
１
）『
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
西

志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
四
巻
百
十
七
則 

『
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
通
俗
演
義
東

志
傳
題
評
』
八
巻
二
百
三
十
二
則 

 
 

 

唐
氏
世
徳
堂
〔
万
暦
前
期
〕
刊
〔
万
暦
天
啓
間
〕
後
修
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）
１
８ 

 
 

 

以
下
で
は
『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
と
称
す
。
序
欠
、
刊
年
不
詳
。
各

巻
第
二
～
三
行
に
「
秣
陵 

陳
氏
尺
蠖
齋 

評
釋
／
繡
谷 

唐
氏
世
徳
堂 

 

校
梓
」
と
見
え
る
（
西
晋
巻
二
・
四
は
こ
の
行
な
し
）
。 

（
ハ
―
２
）
同
右 

〔
清
前
期
〕
逓
修
本
（
中
国
芸
術
研
究
院
戯
曲
研
究
所
蔵
）
１
９ 

（
ハ
―
１
）
は
周
氏
大
業
堂
に
よ
り
明
末
に
逓
修
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
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経
由
し
て
の
更
な
る
逓
修
本
。
全
体
的
に
は
（
ハ
―
１
）
と
同
じ
版
木
を

そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
葉
が
多
い
が
、
東
晋
巻
五
～
八
の
全
葉
を
初
め
と

す
る
大
量
の
補
版
葉
を
含
む
。
補
版
葉
で
は
上
層
の
評
釈
が
削
除
さ
れ
、

第
一
葉
が
補
版
葉
の
巻
で
は
本
来
の
巻
首
題
「
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
通
俗

演
義
西
（
東
）

志
傳
題
評
」
か
ら
も
「
註
釋
」
の
二
字
を
削
っ
て
い
る

（
但
し
、
該
当
葉
の
う
ち
東
晋
巻
七
の
み
「
註
釋
」
の
二
字
を
残
す
）
。
各

巻
頭
第
二
～
三
行
に
「
秣
陵 

陳
氏
尺
蠖
齋 

評
釋
／
繡
谷 

周
氏
大
業

堂 

校
梓
」
と
見
え
る
（
や
は
り
西
晋
巻
二
・
四
に
は
こ
の
行
な
し
）
２
０

。 

（
ニ
）
『
新
刻
夷
堅
志
』
十
巻 

 
 

 
 

唐
氏
世
徳
堂
万
暦
二
十
九
年
刊
本
（
内
閣
文
庫
［
二
本
］
等
蔵
）
２
１ 

 
 

 

文
言
小
説
集
。
封
面
「
辛
丑
〔
万
暦
二
十
九
年
〕
冬
月
／
夷
堅
志
／
唐

氏
世
徳
堂
梓
」。
各
巻
巻
頭
第
二
行
以
降
は
、
巻
一
が
「
宋
鄱
陽
洪 

邁
著

／
明
姚
江
呂
㣧
昌
校
／
繡
城
唐 

晟
訂
／
唐 

㫤
次
」
、
巻
二
以
降
は
「
宋

鄱
陽
洪
邁
著 

 
 

明
姚
江
呂
㣧
昌
校
／
繡
城
唐 

晟
訂
／
唐 

㫤
次
」

（
巻
四
、
八
で
は
「
繍
城
唐 

晟
訂
」
が
「
繍
谷
唐 

晟
詮
」
）
。 

（
ホ
）
『
新
刻
耳
談
』
〔
十
五
巻
存
〕
五
巻 

 
 

 
 

唐
氏
世
徳
堂
〔
万
暦
中
期
〕
刊
本
（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
） 

 
 

 

文
言
小
説
集
。
封
面
あ
り
、
左
右
の
幅
広
の
欄
に
「
重
刻
北
京
／
原
板

耳
譚
」
と
大
書
し
２
２

、
そ
の
間
の
細
い
欄
に
や
や
小
さ
い
字
で
「
金
陵
世

徳
堂
梓
」
。
自
敘
末
に
「
萬
暦
丁
酉
（
二
十
五
年
）
孟
夏
上
庚
王
同
軌
撰
」
。

各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
「
黄
岡
王
同
軌
行
甫
撰
／
上
饒
門
生
王
嗣
經
校
／

金
陵
書
坊
世
徳
堂
梓
」
。
無
図
。
毎
巻
全
十
七
～
十
八
葉
。 

（
ヘ
）
『
耳
談
類
増
』
五
十
四
巻 

 
 

 

唐
晟
・
唐
㫤
〔
世
徳
堂
〕
万
暦
三
十
一
年
序
刊
本 

（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
） 

五
十
四
巻
。（
ホ
）
を
大
幅
に
増
補
し
た
新
版
で
、
自
敘
に
金
陵
で
刊
行

す
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
初
刻
本
と
見
ら
れ
る
。
自
敘
末
に
「
萬
暦

癸
卯
年
（
三
十
一
年
）
上
澣
王
同
軌
撰
」
。
封
面
を
欠
き
世
徳
堂
の
名
は
ど

こ
に
も
見
え
な
い
が
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
を
「
黄
岡 

王
同
軌 

行

甫 

著
／
滁
陽 

夏
守
成 

克
家 

校
／
繡
谷 

唐 

晟 

伯
成

唐 

㫤 

叔
永 

梓
」
と
し

て
お
り
、（
ニ
）
と
同
じ
刊
行
者
と
知
れ
る
。
無
図
。
毎
巻
全
六
～
十
八
葉
。 

 

表
１
で
版
式
と
版
心
表
記
の
原
則
、
及
び
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
表
記
が
乱

れ
る
葉
を
示
し
、
表
２
で
各
巻
の
葉
数
、
そ
れ
ぞ
れ
の
版
心
葉
数
の
表
記
原
則

と
そ
れ
が
乱
れ
る
葉
、
及
び
挿
画
の
数
と
署
名
に
つ
い
て
示
す
。
表
１
に
は
『
西

遊
記
』
の
浅
野
世
本
と
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
に
つ
い
て
ま
と
め
た
欄
も
設
け

た
。
（
ホ
）
（
ヘ
）
は
共
通
点
が
多
い
の
で
表
１
で
は
同
欄
に
ま
と
め
、
無
図
で

あ
り
、
か
つ
全
二
十
葉
以
上
あ
る
巻
が
無
い
た
め
、
表
２
に
は
含
め
な
か
っ
た
。 

表
１
で
ま
ず
目
に
付
く
の
は
、（
イ
）（
ロ
）（
ハ
）
の
版
式
が
殆
ど
一
致
し
て

お
り
、
版
心
の
体
例
ま
で
揃
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
名
も
『
○
○
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志
傳
題
評
』
で
揃
え
て
あ
り
、
陳
氏
尺
蠖
齋
な
る
人
物
の
評
を
眉
欄
に
掲
げ
る

点
も
一
致
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
陳
氏
尺
蠖
齋
は
後
述
の
世
徳
堂
刊
行
の
戯

曲
に
も
評
釈
者
と
し
て
し
ば
し
ば
名
が
見
え
、
世
本
『
西
遊
記
』
の
序
を
書
い

た
「
秣
陵
陳
元
之
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
２
３

。 

ま
た
、（
イ
）（
ロ
）（
ハ
）
は
い
ず
れ
も
双
面
連
式
挿
画
を
持
ち
、
図
中
に
王

少
淮
が
画
工
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
浅
野
世
本
に
見
え
る
王

少
淮
の
署
名
は
、
世
徳
堂
初
刻
本
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
２
４

。
但

し
、
画
工
署
名
を
そ
の
ま
ま
覆
刻
す
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
の
で
２
５

、
そ
れ
が

直
ち
に
浅
野
世
本
が
初
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

挿
画
に
つ
い
て
更
に
見
て
お
く
と
、
原
則
と
し
て
各
回
（
節
）
一
幅
の
（
イ
）

（
ロ
）
に
お
い
て
も
、
ど
ち
ら
も
挿
画
の
無
い
回
（
節
）
や
、
逆
に
二
幅
の
挿

画
が
あ
る
回
（
節
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』

の
初
刻
本
も
、
必
ず
し
も
瀧
本
氏
が
予
測
さ
れ
た
よ
う
に
規
則
的
に
各
回
二
幅

ず
つ
の
二
百
幅
が
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
浅
野
世

本
に
九
十
九
幅
し
か
挿
画
が
な
い
こ
と
は
浅
野
世
本
が
初
刻
本
で
は
な
い
と
考

え
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
し
、
故
宮
世
本
と
日
光
世
本
に
見
え
る
百
九
十
七
幅

が
、
初
刻
本
に
あ
っ
た
全
て
の
挿
画
を
漏
れ
な
く
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

一
方
、
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
の
版
式
及
び
版
心
の
表
記
法
は
、
刊
行
時
期

が
近
く
、
同
じ
よ
う
に
王
少
淮
の
双
面
連
式
挿
画
を
備
え
た
章
回
小
説
で
あ
る

（
イ
）
（
ロ
）
（
ハ
）
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
挿
画
の
無
い
文
言
小
説
集
で
刊
行

時
期
も
少
し
離
れ
た
（
ニ
）
（
ホ
）
（
ヘ
）
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
目
を

引
く
。 

そ
し
て
、

低
で
も
三
度
の
補
修
重
印
を
経
て
い
る
（
ハ
―
２
）
も
含
め
、

版
心
題
と
版
心
巻
数
の
表
記
は
体
例
に
非
常
に
忠
実
で
、
表
記
に
乱
れ
が
あ
る

葉
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
こ
と
が
表
１
か
ら
読
み
取
れ
る
。
対
し
て
、
表
２

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
版
心
葉
数
の
表
記
法
の
統
一
は
殆
ど
図
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
だ
。
同
一
版
本
内
で
各
巻
の
表
記
原
則
が
バ
ラ
バ
ラ
な
こ
と
も
珍
し
く

な
く
、
各
巻
内
で
の
乱
れ
も
多
い
。 

し
て
み
る
と
、
版
心
の
葉
数
表
記
に
統
一
基
準
が
無
い
こ
と
は
、
唐
氏
世
徳

堂
の
初
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
根
拠
に
は
な
ら
な
そ
う
だ
。
逆
に
、
版
心
題

や
版
心
巻
数
に
乱
れ
が
多
く
見
ら
れ
る
場
合
は
、
補
版
葉
が
あ
る
可
能
性
や
、

全
体
が
覆
刻
で
あ
る
可
能
性
を
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

（
２
）
戯
曲 

次
に
戯
曲
に
つ
い
て
見
よ
う
（
表
３
）
。
『
古
本
戯
曲
叢
刊
』
初
・
二
・
五
集

に
世
徳
堂
刊
本
と
し
て
影
印
を
収
め
る
も
の
か
ら
、
世
徳
堂
刊
本
と
す
る
根
拠

が
見
出
せ
な
い
『
齊
鳴
記
』
を
除
い
た
七
本
を
取
り
上
げ
た
２
６

。
こ
の
う
ち
刊

年
が
分
か
る
の
は
、
封
面
に
「
萬
暦
丙
戌
（
十
四
年
）
春
月
」
と
見
え
る
『
断

髪
記
』
の
み
で
あ
る
。 

表
３
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
同
じ
「
唐
氏
世
徳
堂
校
梓
」
の
戯
曲
で
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あ
っ
て
も
、
「
陳
氏
尺
蠖
齋
」
の
訂
釈
（
註
釈
）
を
掲
げ
る
も
の
、
「
游
氏
興
賢

堂
重
訂
／
海
陽
程
氏
敦
倫
堂
參
録
」
と
す
る
も
の
、「
游
氏
興
賢
堂
重
訂
」
の
み

を
掲
げ
る
も
の
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
版
心
表
記
の
基
本
体
裁
が
違
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
陳
氏
尺
蠖
齋
と
陳
元
之
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
の
通
説
を

更
に
裏
付
け
る
か
の
如
く
、
表
１
に
付
記
し
た
世
本
『
西
遊
記
』
の
版
心
表
記

の
体
裁
は
、
陳
氏
尺
蠖
齋
の
関
わ
る
戯
曲
で
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
等
し
い
。 

第
二
に
、
小
説
の
場
合
と
同
様
に
、
葉
数
の
記
載
法
の
バ
ラ
つ
き
は
か
な
り

多
い
。
逆
に
、
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
表
記
の
統
一
は
殆
ど
の
巻
で
完
全
に
徹

底
さ
れ
て
お
り
、『
還
帯
記
』
以
外
で
は
乱
れ
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
徹
底

ぶ
り
は
小
説
以
上
で
あ
る
。
戯
曲
刊
本
の
方
が
よ
り
丁
寧
に
作
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
よ
う
。 

第
三
に
、
世
徳
堂
の
他
に
游
氏
興
賢
堂
の
名
が
見
え
る
『
還
帯
記
』
上
巻
に

限
り
、
巻
数
表
記
で
「
巻
」
字
を
特
徴
的
な
略
字
（
「
㔾
」
の
部
分
だ
け
を
大
き

く
崩
し
た
も
の
か
？
）
に
し
て
い
る
葉
が
確
認
出
来
る
。
こ
れ
は
、
万
暦
か
ら

崇
禎
に
か
け
て
の
建
陽
刊
本
で
は
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
同
時
期
に
金
陵

で
刻
さ
れ
た
版
本
で
は
稀
な
現
象
で
あ
る
２
７

。
し
か
し
、
『
還
帯
記
』
上
巻
の

こ
れ
ら
の
葉
は
他
と
字
様
が
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
第
四
十
一
・
四
十
二

葉
に
は
、
上
下
巻
を
通
し
て
他
の
葉
に
は
必
ず
あ
る
評
が
一
つ
も
見
え
な
い
。

こ
れ
以
外
の
戯
曲
で
は
版
心
の
乱
れ
が
一
切
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ

る
と
、
こ
れ
ら
は
世
徳
堂
以
外
の
書
坊
の
手
に
よ
る
補
版
葉
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
戯
曲
の
世
徳
堂
初
刻
本
に
も
版
心
巻
数
の
表
記
に
略

記
号
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
例
と
し
て
捉
え
る
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

第
四
に
挿
画
に
つ
い
て
だ
が
、
白
話
小
説
同
様
、
戯
曲
に
お
い
て
も
巻
ご
と

や
齣
ご
と
の
挿
画
の
数
に
規
則
性
は
見
出
せ
な
い
。
全
て
半
葉
全
面
で
一
幅
の

形
式
で
、
画
工
・
刻
工
の
署
名
は
一
切
見
ら
れ
な
い
が
、
ど
の
図
も
王
少
淮
と

非
常
に
良
く
似
た
筆
致
で
あ
る
。
王
少
淮
の
属
す
る
上
元
（
金
陵
上
元
県
）
王

氏
は
一
族
で
画
工
を
務
め
て
い
た
よ
う
な
の
で
２
８

、
王
少
淮
本
人
か
ど
う
か
は

さ
て
お
き
、
彼
と
技
術
を
共
有
す
る
者
の
手
に
よ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
だ
ろ
う
。 

 

七
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
版
心
表
記 

浅
野
世
本
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
全
巻
が
揃
っ
て
い
る
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
の
版
心
表
記
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、

浅
野
世
本
の
版
心
表
記
の
特
徴
が
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。 

表
４
で
故
宮
世
本
と
天
理
世
本
の
各
巻
の
全
葉
数
と
欠
葉
、
及
び
版
心
葉
数

の
表
記
法
に
つ
い
て
示
し
、
次
い
で
表
５
に
版
心
題
・
版
心
巻
数
が
乱
れ
て
い

る
全
て
の
葉
と
そ
の
詳
細
を
示
す
。 

ま
ず
表
４
に
挙
げ
た
事
項
は
、
欠
葉
の
状
況
と
前
述
し
た
巻
一
の
補
版
に
伴

う
葉
数
の
ず
れ
を
除
い
て
は
、
故
宮
世
本
と
天
理
世
本
で
異
同
は
無
い
。
葉
数

の
表
記
原
則
は
例
に
よ
っ
て
各
巻
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
だ
が
、
巻
内
で
の
統
一
度

に
つ
い
て
見
る
と
、
巻
一
・
四
・
八
・
十
七
で
は
乱
れ
が
多
い
も
の
の
、
そ
れ
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以
外
の
巻
で
は
原
則
が
か
な
り
行
き
届
い
て
お
り
、
完
全
に
徹
底
さ
れ
て
い
る

巻
も
か
な
り
の
数
に
上
る
。 

次
い
で
表
５
を
見
よ
う
。
巻
三
・
九
・
十
・
十
一
・
十
四
・
十
九
・
二
十
に

は
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
乱
れ
が
皆
無
か
そ
れ
に
近
い
の
に
対
し
て
、
巻
四
、

十
五
、
十
八
で
は
十
以
上
も
の
葉
で
乱
れ
が
あ
る
。
世
徳
堂
刊
本
の
他
の
小
説
・

戯
曲
で
版
心
題
・
版
心
巻
数
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
乱
れ
る
例
は
他
に
無
い
の
で
、

こ
れ
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
が
確
か
に
覆
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
現
象
と

捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
中
で
、
巻
頭
表
記
が
「
金
陵
荣
壽
堂
梓
行
」
の
巻
九
・

十
・
十
九
・
二
十
が
全
て
版
心
の
乱
れ
が
非
常
に
少
な
い
巻
で
あ
る
の
は
目
を

引
く
。
こ
れ
ら
の
巻
は
葉
数
表
記
の
原
則
も
「
二
五
」
式
で
揃
っ
て
お
り
、
巻

十
九
以
外
の
三
巻
で
は
そ
れ
が
完
全
に
徹
底
さ
れ
て
い
る
。 

一
方
、
熊
雲
濱
の
名
を
冠
す
る
巻
十
六
を
初
め
、
巻
六
・
七
・
十
二
・
十
五
・

十
八
に
も
「
巻
」
字
を
略
字
と
す
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
前
章
で
触
れ
た
通
り
、

こ
れ
は
こ
の
時
期
の
金
陵
刊
本
に
は
稀
で
建
陽
刊
本
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
現
象

な
の
で
、
熊
雲
濱
に
よ
る
覆
刻
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

ま
た
、
巻
十
三
・
十
八
・
十
九
・
二
十
に
見
ら
れ
る
、
巻
の

初
ま
た
は

後
の
葉
に
お
い
て
、
巻
数
を
記
す
べ
き
位
置
が
幾
何
学
模
様
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
の
も
、
同
様
に
建
陽
刻
本
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
（
こ
れ
は

巻
の
首
尾
の
位
置
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
ろ
う
）
。 

総
じ
て
、
版
心
か
ら
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
が
確
か
に
額
面
通
り
覆
刻
本

だ
と
思
わ
れ
る
例
が
多
く
見
出
せ
た
。
版
心
表
記
の
乱
れ
が
皆
無
な
巻
で
も
全

葉
が
浅
野
世
本
と
異
版
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
巻
は
浅
野
世
本
で
も
版
心

の
乱
れ
が
無
い
（
後
掲
表
６
参
照
）
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
や
は

り
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
は
全
巻
が
熊
雲
濵
に
よ
る
覆
刻
で
、
巻
頭
の
刊
行
者

名
に
従
っ
て
巻
ご
と
に
版
木
の
由
来
が
違
う
よ
う
な
こ
と
は
無
い
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
版
心
の
乱
れ
が
特
定
の
巻
に
偏
っ
て
い
る
の
は
、
巻
ご
と
に
担
当
す
る

写
字
工
や
刻
工
が
違
っ
た
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 

な
お
、
故
宮
世
本
が
配
本
で
は
な
い
と
す
る
謝
文
華
注
１
論
文
と
そ
の
点
に

お
い
て
は
見
解
が
一
致
し
た
が
、
謝
氏
は
熊
雲
濵
の
行
っ
た
の
は
全
巻
の
重
刻

で
は
な
く
部
分
的
な
修
版
・
補
版
に
過
ぎ
な
い
と
看
做
し
て
お
り
（
六
二
頁
）
、

そ
の
点
は
筆
者
の
結
論
と
異
な
る
。
謝
氏
は
浅
野
世
本
を
利
用
出
来
な
か
っ
た

た
め
、
故
宮
世
本
と
は
全
葉
が
異
版
の
本
が
存
在
す
る
と
い
う
想
定
は
し
に
く

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

八
、
浅
野
世
本
に
つ
い
て 

そ
れ
で
は
、
今
度
は
浅
野
世
本
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

ま
ず
、
版
式
は
故
宮
世
本
に
等
し
い
が
、
そ
れ
と
は
全
葉
が
異
版
で
あ
る
。

浅
野
世
本
は
俗
字
や
略
字
を
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ず
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本

で
は
俗
字
や
略
字
を
用
い
る
箇
所
が
、
浅
野
世
本
で
は
正
字
で
あ
る
と
い
う
例

が
非
常
に
多
い
。
例
え
ば
、
「
変
」
「
难
・

」
「
宝
」
「
覌
」
に
対
し
て
「
變
」
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「
難
」
「
寳
」
「
觀
」
な
ど
で
、
第
一
章
で
聖
僧
歴
難
簿
を
比
較
し
た
際
に
も
触

れ
た
通
り
で
あ
る
。
世
徳
堂
刊
の
章
回
小
説
刊
本
で
あ
る
（
イ
）
（
ロ
）
（
ハ
）

に
は
俗
字
は
少
な
い
の
で
、
浅
野
世
本
は
仮
に
世
徳
堂
初
刻
本
そ
の
も
の
で
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
に
比
べ
て
よ
り
良
く
初
刻
本
の
趣

を
伝
え
る
傾
向
が
あ
る
と
は
認
め
て
良
さ
そ
う
だ
。 

し
か
し
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
が
正
字
の
箇
所
を
、
却
っ
て
浅
野
世
本
が

俗
字
と
し
て
い
る
例
も
若
干
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
巻
十
四
―
六
三
Ａ
（
図
４

左
側
）
で
は
、
故
宮
世
本
・
天
理
世
本
が
「
寳
」「
無
」
と
す
る
複
数
の
箇
所
を
、

浅
野
世
本
で
は
尽
く
「
宝
」「
无
」
と
し
て
い
る
。
浅
野
世
本
の
そ
う
し
た
葉
を

仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
字
様
が
他
の
葉
と
や
や
違
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

と
な
る
と
、
前
述
の
太
田
氏
の
指
摘
通
り
、
浅
野
世
本
は
補
版
葉
を
含
む
後
修

本
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
浅
野
世
本
は
世
徳
堂
初
刻
本
の
初

印
本
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
４
は
補
版
の
半
葉
（
左
）
と
そ
う
で

な
い
半
葉
（
右
）
の
見
開
き
な
の
で
、
字
様
や
俗
字
の
使
用
頻
度
の
相
違
を
確

認
さ
れ
た
い
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
補
版
葉
を
除
い
て
も
、
浅
野
世

本
の
字
様
は
必
ず
し
も
均
一
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
字
様
だ
け
を
頼
り
に
ど
れ

だ
け
の
補
版
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
。 

ま
た
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
の
間
に
は
、
異
体
字
に
止
ま
ら
な
い
字
句

の
異
同
も
僅
か
な
が
ら
あ
る
。
例
え
ば
、
浅
野
世
本
巻
十
四
―
八
Ｂ
第
五
～
六

行
の
「
天
／
雨

紛
」
を
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
は
「
大
／
雨

紛
」
に
作

っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
浅
野
世
本
巻
十
一
―
一
八
Ｂ
第
五
行
「
㺯
武
藝
」（
㺯

は
弄
の
異
体
字
）
は
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
は
「
美
武
藝
」
に
作
る
。
い

ず
れ
も
意
味
の
上
か
ら
明
ら
か
に
浅
野
世
本
の
形
が
正
し
く
、
熊
雲
濵
覆
世
徳

堂
刊
本
が
魯
魚
の
誤
り
を
犯
し
た
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
浅
野
世
本
の
方
が

初
刻
本
に
近
い
要
素
を
留
め
て
い
る
例
と
言
え
る
。 

因
み
に
、
世
徳
堂
本
を
底
本
と
す
る
文
簡
本
で
あ
る
『
唐
僧
西
遊
記
』
と
楊

閩
齋
刊
本
で
は
、
前
者
は
い
ず
れ
も
「
天
雨

紛
」
と
し
、
後
者
は
『
唐
僧
西

遊
記
』
が
「
弄
武
藝
」
、
楊
閩
齋
刊
本
も
「
㺯
武
藝
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
唐

僧
西
遊
記
』
と
楊
閩
齋
刊
本
と
は
、
い
ず
れ
も
浅
野
世
本
と
一
致
す
る
。
両
者

の
底
本
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
う
な
る
と
、
世

徳
堂
初
刻
本
に
拠
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
楊
閩
齋
刊
本
の
序
の
年
次

は
「
癸
卯
〔
万
暦
三
十
一
年
〕
」
で
世
徳
堂
初
刻
本
と
十
一
年
し
か
違
わ
ず
、『
唐

僧
西
遊
記
』
は
楊
閩
齋
刊
本
に
先
行
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
２
９

、
両
者
の

底
本
は
世
徳
堂
初
刻
本
の
中
で
も
早
期
の
印
本
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、『
唐
僧
西
遊
記
』
の
序
と
楊
閩
齋
刊
本
の

序
は
い
ず
れ
も
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
持
つ
陳
元
之
序
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る

か
ら
３
０

、
世
徳
堂
本
の
中
で
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
に
し
か
残
っ
て
い
な
い

陳
元
之
序
は
、
世
徳
堂
初
刻
本
に
も
確
か
に
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
先
に
見
た
聖
僧
歴
難
簿
の
四
十
三
難
で
は
、
現
存
の
熊
雲
濵
覆
世
徳

堂
刊
本
で

も
印
刷
の
早
い
故
宮
世
本
が
「
吃
水
遭
■
四
十
三
難
」
と
墨
格
を
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含
む
の
に
対
し
、
浅
野
世
本
は
「
吃
水
遭
愆
四
十
三
難
」
と
墨
格
が
無
い
。
一

般
に
、
同
版
本
同
士
の
場
合
と
異
な
り
、
互
い
に
異
版
で
あ
れ
ば
、
墨
格
が
少

な
い
方
が
初
刻
本
に
近
い
傾
向
が
あ
る
（
注
27
拙
稿
参
照
）
。
よ
っ
て
、
こ
の

例
も
浅
野
世
本
の
方
が
良
く
初
刻
本
の
様
相
を
留
め
る
一
例
と
看
做
せ
よ
う
。 

浅
野
世
本
の
版
心
表
記
に
関
し
て
は
、
表
６
の
通
り
で
あ
る
。
熊
雲
濵
覆
世

徳
堂
刊
本
で
乱
れ
が
多
い
巻
十
五
に
全
く
乱
れ
が
見
ら
れ
な
い
な
ど
、
熊
雲
濵

覆
世
徳
堂
刊
本
と
比
べ
て
版
心
表
記
の
統
一
度
は
遥
か
に
高
い
。
そ
の
意
味
で

は
、
世
徳
堂
初
刻
本
ら
し
い
版
心
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

し
か
し
、
巻
十
七
・
十
八
の
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
乱
れ
の
多
さ
は
、
他
の

世
徳
堂
刊
本
の
特
徴
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
浅
野
世
本
の
こ
れ
ら
の
巻
が
世

徳
堂
初
刻
本
の
版
木
を
使
っ
て
い
る
と
断
ず
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
に
は
十
分

な
量
で
あ
る
。
も
し
浅
野
世
本
が
確
か
に
世
徳
堂
初
刻
本
の
後
修
本
だ
と
し
た

ら
、
こ
れ
ら
の
巻
に
は
補
版
葉
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
浅
野
世
本
の
版

心
表
記
の
乱
れ
の
殆
ど
は
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
う

な
る
と
、
浅
野
世
本
に
お
け
る
補
版
葉
の
中
に
は
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
を

覆
刻
す
る
こ
と
で
補
版
し
た
葉
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。 

但
し
、
巻
数
表
記
を
幾
何
学
模
様
に
し
た
り
、「
巻
」
字
を
略
字
と
す
る
な
ど

の
、
建
陽
刊
本
に
特
徴
的
な
現
象
は
浅
野
世
本
で
は
一
切
見
え
な
い
。
従
っ
て
、

浅
野
世
本
は
、
版
木
が
作
ら
れ
た
の
も
、
補
版
が
行
わ
れ
た
の
も
、
建
陽
以
外

の
地
に
お
い
て
だ
っ
た
可
能
性
が
高
そ
う
だ
。
と
な
る
と
、
浅
野
世
本
に
お
け

る
版
心
表
記
の
乱
れ
は
、
こ
れ
が
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
初
刻
本
の
後
修
本
で
あ
る

可
能
性
を
否
定
す
る
積
極
的
な
材
料
と
ま
で
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

浅
野
世
本
は
、
挿
画
の
部
分
に
も
補
版
葉
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
一
例

と
し
て
、
巻
十
四
―
五
三
Ｂ
五
四
Ａ
を
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
比
べ
て
み
よ

う
（
図
５
・
６
）
。
五
四
Ａ
左
上
の
孫
行
者
の
顔
と
左
手
に
注
目
さ
れ
た
い
。
浅

野
世
本
は
明
ら
か
に
覆
刻
と
分
か
る
生
硬
な
彫
り
で
、
却
っ
て
熊
雲
濵
覆
世
徳

堂
刊
本
の
方
が
繊
細
な
彫
り
で
あ
る
。
同
じ
半
葉
に
描
か
れ
る
賽
太
歳
の
両
手

も
同
様
で
、
指
の
表
現
が
全
く
違
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
巻
十
七
―
三
六
Ｂ
三
七
Ａ
（
図
７
）・
巻
十
九
―
二
九
Ｂ
三
〇
Ａ
（
図

８
）・
同
四
一
Ｂ
四
二
Ａ
の
三
図
は
浅
野
世
本
で
も
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
も

左
右
の
面
で
図
柄
が
繋
が
っ
て
お
ら
ず
３
１

、
巻
十
七
―
二
九
Ｂ
三
〇
Ａ
は
構
図

が
他
の
挿
画
よ
り
も
単
純
で
彫
り
も
稚
拙
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
う
ち
巻
十

七
第
三
十
・
三
十
七
葉
は
と
も
に
版
面
が
他
の
葉
よ
り
小
さ
い
。
上
記
の
問
題

は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
挿
画

は
他
の
世
徳
堂
刊
本
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
挿
画
は
浅

野
世
本
・
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
両
者
と
も
に
初
刻
の
様
相
を
伝
え
て
い
な

い
可
能
性
も
あ
り
そ
う
だ
（
無
論
初
刻
時
か
ら
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
）
。 

但
し
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
、
浅
野
世
本
と
も
に
殆
ど
の
挿
画
は
見
事
な

出
来
栄
え
で
、
ど
ち
ら
の
刻
工
も
確
か
な
腕
だ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
一
例

と
し
て
、
浅
野
世
本
に
王
少
淮
の
署
名
が
見
え
る
図
を
挙
げ
よ
う
（
図
９
・
10
）
。
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ど
ち
ら
も
精
緻
な
彫
り
で
あ
る
。 

ま
た
、
浅
野
世
本
の
挿
画
が
補
版
葉
で
は
な
い
場
合
は
、
浅
野
世
本
の
図
の

細
部
の
意
匠
、
特
に
背
景
の
草
や
武
器
等
の
目
立
た
な
い
箇
所
が
、
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
巻
十
二
―
四
Ａ
で

は
浅
野
世
本
で
は
版
心
葉
数
の
す
ぐ
右
に
ヒ
ト
デ
型
の
草
が
あ
る
が
（
図
11
）
、

熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
に
は
そ
れ
が
無
い
（
図
12
）
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

浅
野
世
本
の
方
が
初
刻
本
の
様
相
を
良
く
留
め
て
い
る
だ
ろ
う
（
注
27
拙
稿
に

類
例
を
挙
げ
た
）
。
逆
に
、
浅
野
世
本
の
挿
画
が
補
版
と
思
し
き
稚
拙
な
彫
り
で

あ
る
場
合
は
、
却
っ
て
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
方
が
浅
野
世
本
に
見
ら
れ
な

い
細
部
の
意
匠
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
先
に
も
挙
げ
た
巻
十
四

―
五
三
Ｂ
で
は
、
故
宮
世
本
の
方
が
浅
野
世
本
よ
り
も
右
上
端
の
雲
を
細
か
く

描
き
込
ん
で
い
る
（
図
５
・
６
）
。 

  
 

小
結 

以
上
の
検
討
で
分
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。 

ま
ず
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
は
全
体
が
熊
雲
濵
に
よ
る
建
陽
で
の
重
刻
で
、

徐
朔
方
氏
の
説
の
よ
う
な
巻
ご
と
の
配
本
で
は
な
い
。 

一
方
、
浅
野
世
本
は
、
版
心
表
記
の
乱
れ
・
俗
字
・
墨
格
の
少
な
さ
や
、
挿

画
の
細
部
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
な
ど
、
熊
雲
濵
覆
世

徳
堂
刊
本
よ
り
世
徳
堂
初
刻
に
近
い
と
思
わ
れ
る
特
徴
が
多
く
、
挿
画
に
は
画

工
名
（
王
少
淮
）
も
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
部
の
巻
で
の
版
心
表
記
の
乱

れ
の
多
さ
と
そ
の
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
の
一
致
、
一
部
の
挿
図
の
彫
り
の

稚
拙
さ
な
ど
か
ら
、
浅
野
世
本
は
仮
に
世
徳
堂
初
刻
本
の
版
木
を
用
い
て
い
る

と
し
て
も
、
か
な
り
多
く
の
補
版
葉
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

浅
野
世
本
が
世
徳
堂
初
刻
本
の
版
木
を
利
用
し
た
後
修
本
な
の
か
、
そ
れ
と

も
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
は
異
な
る
覆
刻
本
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
確

た
る
判
断
は
下
し
難
い
。
し
か
し
、
現
状
で
は
こ
の
二
版
し
か
世
徳
堂
本
は
知

ら
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
的
に
浅
野
世
本
の
方
が
初
刻
本
に
近
い
要
素
を
よ
り
多

く
残
す
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
今
後
よ
り
初
刻
本
ら
し
い
特
徴
を
持

っ
た
第
三
の
版
に
よ
る
世
徳
堂
本
が
現
れ
な
い
限
り
は
、
ひ
と
ま
ず
浅
野
世
本

を
世
徳
堂
刊
本
の
後
修
本
と
看
做
し
て
お
い
て
も
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か

３
２

。
但
し
、
浅
野
世
本
に
世
徳
堂
初
刻
本
と
し
て
の
意
義
を
認
め
て
細
か
な
字

句
の
対
校
な
ど
に
使
う
場
合
は
、
補
版
葉
と
そ
う
で
な
い
葉
と
を
弁
別
し
た
上

で
利
用
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
前
述
の
通
り
字

様
の
み
を
手
掛
か
り
に
し
て
浅
野
世
本
の
補
版
葉
を
完
全
に
見
極
め
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
世
徳
堂
本
の
本
文
を
論
じ
る
際
に
は
、
浅
野
世
本
が

残
る
巻
十
一
以
降
に
お
い
て
は
、
浅
野
世
本
と
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
両
者

を
参
照
し
、
異
同
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
。 
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１  

北
平
図
書
館
が
購
入
し
て
以
降
の
経
緯
は
、
謝
文
華
『
金
陵
世
徳
堂
本
『
西

遊
記
』
成
書
考
』（
東
華
大
学
中
国
語
文
学
系
研
究
所
碩
士
論
文
、
二
〇
〇
六
）

五
四
～
五
六
頁
に
詳
し
い
。
な
お
、
前
述
の
劉
蓮
台
刊
朱
鼎
臣
編
本
も
同
じ

ル
ー
ト
を
辿
っ
て
い
る
。 

２  

長
澤
規
矩
也
『
日
光
山
「
天
海
蔵
」
主
要
古
書
解
題
』
（
日
光
山
輪
王
寺
、

一
九
六
六
）
。 

３  

瀧
本
弘
之
「
「
西
遊
記
」
版
本
の
挿
画
に
つ
い
て
」
（
同
氏
『
中
国
古
典
文

学
挿
画
集
成
（
二
）
・
西
遊
記
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
〇
〇
）
。 

４  

磯
部
彰
「
世
徳
堂
刊
西
遊
記
の
版
本
研
究
―
―
明
代
に
お
け
る
完
成
体
『
西

遊
記
』
の
登
場
―
―
」
（
『
東
北
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
十
号
、
二
〇

〇
五
。
の
ち
同
氏
『
『
西
遊
記
』
資
料
の
研
究
』
（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇

〇
七
）
第
五
章
） 

５  

磯
部
注
４
書
二
〇
三
頁
で
は
こ
れ
は
故
宮
世
本
に
は
見
え
な
い
と
す
る
が
、

原
本
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
「
五
百
卄
□
」（
□
は
破
損
）
と
あ
る
の
が
確
認
出

来
た
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は
写
り
が
悪
く
確
認
出
来
な
い
の
で
、
磯
部

氏
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
著
録
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

６  

故
宮
世
本
と
天
理
世
本
は
第
十
八
回
だ
け
は
本
文
内
に
回
数
・
回
目
を
表

記
す
る
行
が
無
く
（
日
光
世
本
は
未
確
認
だ
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
だ
ろ
う
）
、

見
か
け
上
は
他
の
回
の
倍
の
長
さ
の
第
十
七
回
の
次
に
第
十
九
回
が
来
る
形

に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
目
録
で
は
第
十
八
回
の
回
目
も
示
さ
れ
る
。
こ
の

現
象
は
、
筆
者
卒
業
論
文
（
第
一
章
前
掲
）
や
呉
聖
燮
（
呉
聖
昔
）「
版
眼
：

破
解
《
西
遊
記
》
版
本
承
伝
演
変
之
秘
的
鑰
匙
―
―
《
〈
西
遊
記
〉
版
本
史
》

稿
之
一
」
（
淮
海
工
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版)

）
第
六
巻
第
一
期
、
二
〇
〇

八
）
等
の
指
摘
す
る
通
り
、『
唐
僧
西
遊
記
』
や
楊
閩
齋
刊
本
も
引
き
継
い
で

い
る
華
陽
洞
天
主
人
校
本
に
共
通
の
特
徴
で
、
他
の
系
統
に
属
す
る
版
本
で

は
こ
の
問
題
は
解
消
さ
れ
て
い
る
。 

７  

こ
の
図
は
猪
八
戒
が
女
妖
怪
で
あ
る
七
人
の
蜘
蛛
精
の
入
浴
に
乱
入
す
る

場
面
を
描
い
た
、
裸
の
女
性
が
並
ぶ
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
も
の
な
の
で
、
も
と
も

と
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
の
本
で
は
、
真
面
目
な
僧
侶
に
よ
り
修
行
の

                                        
 

妨
げ
（
？
）
と
し
て
故
意
に
取
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

８  

前
述
の
通
り
、
北
平
図
書
館
に
は
入
っ
た
が
、
戦
後
の
北
京
図
書
館
に
所

蔵
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。 

９  

太
田
辰
夫
『
西
遊
記
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
第
十
二
章
「
世

徳
堂
本
西
遊
記
（
世
本
）
考
」
二
四
三
頁
（
こ
の
く
だ
り
の
初
出
は
同
氏
「
明

刊
本
『
西
遊
記
』
考
」（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
十
九
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
）

で
、
別
の
論
考
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
前
掲
書
第
十
二
章
に
入
っ
た
）
。 

１
０ 

な
お
、
磯
部
氏
は
注
４
論
文
に
先
立
つ
『
『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』（
創

文
社
、
一
九
九
三
）
第
十
二
章
「
明
後
期
に
お
け
る
『
西
遊
記
』
の
大
成
と

そ
の
流
布
」
三
九
八
頁
で
は
、
方
氏
の
故
宮
世
本
重
刊
本
説
を
否
定
し
て
、

熊
雲
濵
は
世
徳
堂
の
版
木
を
買
い
取
っ
て
重
印
し
、
補
刻
し
な
が
ら
印
刷
を

続
け
た
と
の
説
を
採
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
は
故
宮
世
本
と
天
理
世
本

し
か
調
査
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
浅
野
世
本
と
日
光
世
本
を
閲
覧

さ
れ
た
結
果
、
見
解
が
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
ま
た
、『
『
西

遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』
で
は
天
理
世
本
を
故
宮
世
本
の
補
修
後
印
本
と
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
見
解
も
前
述
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。 

１
１ 

他
に
も
二
一
一
頁
で
は
天
理
世
本
に
つ
い
て
「
印
刷
す
る
に
つ
れ
て
、
版

本
（
上
原
按
：
「
版
木
」
の
誤
字
か
）
が
磨
滅
し
て
行
っ
た
」
段
階
の
も
の
、

故
宮
世
本
に
つ
い
て
「

小
限
の
補
刻
と
改
修
を
行
っ
た
」
上
で
印
刷
が
続

け
ら
れ
た
段
階
の
も
の
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
台
湾
故
宮

本
に
は
補
刻
葉
が
見
当
た
ら
な
い
の
に
対
し
、
天
理
本
に
は
明
ら
か
に
補
配

が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
二
一
〇
頁
の
記
述
と
矛
盾
を
来
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
二
一
〇
頁
の
「
補
配
」
は
、「
補
刻
葉
が
見
当
た
ら
な
い
」
の
に
「
対

し
」「
見
ら
れ
る
」
と
う
使
い
方
だ
か
ら
、
伝
来
過
程
で
複
数
の
伝
本
が
取
り

合
わ
せ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
の
補
配
で
は
な
く
、
版
木
に
対
す
る
補
配
（
補

版
葉
の
出
現
）
と
い
う
意
味
に
取
る
し
か
な
か
ろ
う
。 

１
２ 
な
お
、
磯
部
注
４
書
は
二
〇
六
頁
で
は
葉
数
を
「
三
葉
ａ
ｂ
」
と
誤
り
、

三
者
の
書
影
を
載
せ
る
二
二
一
頁
で
は
「
巻
十
五 

第
七
十
二
回
」
に
誤
る
。 

１
３ 

こ
の
干
支
が
こ
の
年
に
特
定
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
論
第
三
章
参
照
。 
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１
４ 

書
誌
的
な
詳
細
は
、
拙
稿
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
講
史
小
説
三
種
と
上

元
王
氏
の
双
面
連
式
挿
画
に
つ
い
て
」（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
画

集
成
（
九
）・
小
説
集
〔
三
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
一
四
）
参
照
。
な
お
、

そ
の
時
点
で
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
古
版
画
博
物
館
蔵
本
は
、
南
宋
巻
六

至
八
の
み
を
存
す
る
残
本
で
、
内
閣
文
庫
蔵
本
と
同
版
で
あ
る
。 

１
５ 

詳
細
は
本
論
第
三
章
参
照
。 

１
６ 

こ
の
干
支
が
こ
の
年
に
特
定
出
来
る
こ
と
に
つ
い
て
は
本
論
第
三
章
参
照
。 

１
７ 

書
誌
的
な
詳
細
は
注
14
拙
稿
参
照
。 

１
８ 

書
誌
的
な
詳
細
は
注
14
拙
稿
参
照
。
そ
こ
で
述
べ
た
通
り
、
長
ら
く
北
京

大
学
図
書
館
蔵
の
大
業
堂
逓
修
本
や
（
ハ
―
２
）
の
一
部
の
葉
の
版
心
下
部

に
「
世
徳
堂
刋
」
と
あ
る
の
を
根
拠
に
存
在
が
推
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た

が
、
現
物
を
発
見
し
た
。
な
お
、
大
業
堂
逓
修
本
を
万
暦
四
十
年
刊
と
す
る

通
説
が
全
く
根
拠
を
持
た
ず
採
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
同
拙
稿
参
照
。 

１
９ 

書
誌
的
な
詳
細
は
注
14
拙
稿
参
照
。 

２
０
「
秣
陵
」
を
東
晋
巻
六
は
「
科
陵
」
に
、
東
晋
巻
七
で
は
「
楝
陵
」
に
誤
る
。 

２
１ 

（
ニ
）
（
ホ
）
（
ヘ
）
は
本
論
第
三
章
で
も
詳
し
く
取
り
上
げ
る
。 

２
２ 

斉
魯
書
社
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
に
影
印
を
収
め
る
中
国
国
家
図
書
館

蔵
本
（
十
五
巻
、
十
行
二
十
字)

が
、
封
面
に
言
う
「
北
京
原
板
」
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
。
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
が
「
北
京
原
板
」
を
謳
う
例
は
、
管
見
の

範
囲
で
は
他
に
封
面
に
「
萬
曆
辛
丑
（
万
暦
二
十
九
年
）
秋
月
唐
氏
世
徳
堂

遵
依
北
京
梓
行
」
と
見
え
る
『
皇
明
典
故
紀
聞
』（
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅

野
文
庫
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
等
蔵
）
が
あ
る
。 

２
３ 

既
に
多
く
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
論
第
三
章
参
照
。 

２
４ 

王
少
淮
の
手
掛
け
た
双
面
連
式
挿
画
を
持
つ
章
回
小
説
刊
本
の
全
容
や
、

そ
の
挿
画
自
体
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
注
14
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
。
な
お
、

世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
の
双
面
連
式
挿
画
の
風
格
が
王
少
淮
の
そ
れ
に
似
て

い
る
こ
と
は
、
磯
部
氏
（
注
10
書
三
九
二
頁
）
、
瀧
本
氏
（
注
３
解
題
四
頁
）

ら
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
特
に
磯
部
氏
の
指
摘
は
（
ロ
）
が
世
徳
堂
本

『
西
遊
記
』
と
刊
行
元
や
序
の
撰
者
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
た

                                        
 

上
で
王
少
淮
の
参
画
を
推
定
し
た
も
の
で
、
単
な
る
印
象
批
評
で
は
な
い
。

卓
見
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

２
５ 

本
論
第
四
章
参
照
。 

２
６ 

な
お
、
こ
れ
ら
が
現
存
の
世
徳
堂
刊
本
戯
曲
の
全
て
と
い
う
訳
で
は
な
い
。 

２
７ 

例
え
ば
、
明
白
に
建
陽
刊
本
と
知
れ
る
明
刊
百
回
本
『
西
遊
記
』
だ
け
で

も
、
癸
卯
（
万
暦
三
十
一
年
）
序
の
楊
閩
斎
刊
本
（
内
閣
文
庫
蔵
）
、
「
崇
禎

辛
未
歳
（
四
年
）
刊
の
閩
斎
堂
刊
本
（
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
）
に
多
数
確
認

出
来
る
。
そ
の
他
の
事
例
は
、
拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿

堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻
及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
小

説
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇
一
一
）
参
照
。 

２
８ 

注
14
拙
稿
参
照
。 

２
９ 

太
田
注
９
「
明
刊
本
『
西
遊
記
』
考
」
参
照
。
な
お
、
太
田
氏
は
叡
山
文

庫
蔵
本
『
唐
僧
西
遊
記
』
を
「
蔡
敬
吾
刊
本
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
巻
十
八

の
巻
頭
挿
画
第
一
葉
表
左
上
に
「
全
像
書
林
蔡
敬
吾
刻
」
と
い
う
小
型
蓮
牌

木
記
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
太
田
氏
は
こ
れ
を
「
書
坊
主
で
あ
る
蔡
敬
吾
に

よ
る
刊
刻
」
と
い
う
意
味
に
取
っ
て
蔡
敬
吾
を
刊
行
者
な
い
し
補
修
刊
行
者

で
は
な
い
か
と
看
做
し
て
い
る
の
だ
が
、
一
般
的
に
挿
画
中
の
「
○
○
刻
」

と
い
う
署
名
は
第
四
章
で
挙
げ
る
例
の
よ
う
に
刻
工
の
も
の
で
あ
る
し
、「
書

林
」
は
出
版
業
者
を
指
す
一
般
名
詞
で
あ
る
他
に
建
陽
県
崇
化
里
書
坊
街
の

異
称
で
も
あ
る
（
拙
稿
「
萃
慶
堂
の
歴
代
主
人
に
つ
い
て
―
―
建
陽
余
氏
刻

書
活
動
研
究(

１)

―
―
附
『
書
林
余
氏
重
修
宗
譜
』「
書
坊
文
興
公
派
下
世
系
」

第
37
世
ま
で
の
翻
刻
と
校
訂
」（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇

一
六
）
参
照
）
の
で
、
こ
れ
は
「
全
巻
の
図
像
を
書
林
の
蔡
敬
吾
が
刻
し
た
」

と
い
う
意
味
に
取
る
べ
き
、
つ
ま
り
は
籍
貫
を
伴
う
刻
工
署
名
だ
と
捉
え
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ
「
全
像
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

刻
工
だ
け
で
は
な
く
画
工
も
兼
ね
て
い
た
と
い
う
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
、
太
田
氏
が
「
補
修
刊
行
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
叡
山
文
庫
蔵
本
を
国

会
図
書
館
蔵
本
に
対
す
る
後
修
本
だ
と
見
て
い
る
た
め
だ
が
、
筆
者
が
両
者

の
原
本
を
調
査
し
て
の
所
見
は
逆
で
、
先
行
す
る
叡
山
文
庫
蔵
本
の
後
修
本
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が
国
会
図
書
館
蔵
本
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
聖
僧
歴
難
簿
に
お
い
て
、

叡
山
文
庫
蔵
本
が
二
種
の
世
徳
堂
本
の
ど
ち
ら
と
も
同
じ
「
双
乂
嶺
上
苐
七


」
と
す
る
箇
所
を
、
異
版
の
国
会
図
書
館
蔵
本
で
は
「 

叉
嶺
上
第
七
難
」

と
し
、
上
二
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
、
叡
山
文
庫
蔵
本
で
は
正
し
く

「
天
神
难
伏
四
十
一
难
」
と
す
る
の
を
、
異
版
の
国
会
図
書
館
蔵
本
で
は
「
天

神
雖
伏
四
十
一
難
」
に
誤
刻
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
補
版
葉
で
は
補
版
の
方

に
正
字
が
多
い
と
い
う
珍
し
い
現
象
が
見
ら
れ
る
が
、
俗
字
を
正
字
に
直
す

の
は
機
械
的
な
処
理
だ
か
ら
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
方
針
で
な
さ
れ
た
補

版
な
の
だ
ろ
う
。
同
版
葉
の
版
木
の
割
れ
目
等
の
比
較
か
ら
も
、
印
刷
順
は

叡
山
文
庫
蔵
本
が
先
と
見
て
間
違
い
な
い
。 

３
０ 

太
田
注
９
書
二
七
〇
頁
参
照
。 

３
１ 

浅
野
世
本
の
残
ら
な
い
部
分
で
は
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
挿
画
は
、

巻
九
―
六
四
Ａ
六
五
Ｂ
と
巻
十
―
四
八
Ａ
四
九
Ｂ
も
若
干
左
右
の
繋
が
り
が

悪
い
（
但
し
、
前
者
は
意
図
的
に
半
葉
ず
つ
地
上
と
空
中
を
分
け
て
描
い
た

構
図
の
可
能
性
あ
り
）
。こ
れ
ら
以
外
の
百
九
十
一
幅
は
見
開
き
左
右
の
葉
が

背
景
の
線
ま
で
概
ね
綺
麗
に
繋
が
っ
て
い
る
。 

３
２ 

曹
炳
建
「
《
西
遊
記
》
浅
野
世
本
与
台
湾
世
本
校
勘
及
其
啓
示
」
（
会
議
論

文
集
『
第
十
二
届
中
国
古
代
小
説
、
戯
曲
文
献
曁
数
字
化
国
際
研
討
会
論
文

集
』
所
収
、
二
〇
一
三
）
で
は
、
本
章
の
元
と
な
っ
た
二
篇
の
拙
稿
の
う
ち

「
世
德
堂
刊
本
《
西
遊
記
》
伝
本
考
述
」
（
『
文
学
遺
産
』
二
〇
一
〇
年
第
四

期
）
を
承
け
て
、
故
宮
世
本
と
浅
野
世
本
の
詳
細
な
字
句
の
比
較
を
行
い
、

故
宮
世
本
が
誤
刻
し
て
い
て
浅
野
世
本
が
正
し
い
例
と
、
そ
の
逆
の
例
と
が

い
ず
れ
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
故
宮
世
本
と
浅
野
世
本
は

ど
ち
ら
も
世
徳
堂
初
刻
本
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
世
徳
堂
初
刻
本

を
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
曹
氏
が
参
照
さ
れ
た
拙
稿
で
は
浅
野
世
本
が
補
版
葉
を
多
く
含
む
こ
と

に
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
曹
氏
の
見
解
は
浅
野
世
本
に
お
け

る
補
版
葉
の
存
在
を
全
く
考
慮
に
入
れ
ず
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
曹
氏
の

見
解
の
当
否
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
浅
野
世
本
が
誤
刻
し
て
い
て
故
宮
世

                                        
 

本
が
正
し
い
例
が
、
浅
野
世
本
の
補
版
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
葉
に
も
十
分

な
数
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
補
版
と
思
わ
れ
る
葉
に
集
中
し
て
い
る
の
か

を
ま
ず
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
浅
野
世
本
の

あ
る
葉
が
補
版
か
否
か
を
字
様
の
み
に
よ
っ
て
完
全
に
弁
別
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
筆
者
も
十
分
な
検
証
が
出
来
て
い
な
い
。
補
版

葉
の
弁
別
基
準
と
併
せ
て
、
将
来
的
な
検
討
課
題
と
し
た
い
。 



 
第
二
章
表
１
 
世
徳
堂
刊
小
説
の
版
式
と
版
心
、
及
び
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
乱
れ
（
□
は
一
文
字
分
の
空
格
、
■
は
一
文
字
分
の
墨
格
を
そ
れ
ぞ
れ
表
す
。
○
に
は
巻
数
の
数
字
が
、
ホ
の
△
に
は
十
干
が
入
る
）

 

 
版
式
（
上
段
）
／
版
心
（
下
段
）

 
版
心
題
・
版
心
巻
数
の
乱
れ

 
版
心
最
下
段
に
「
世
徳
堂
刋
」

or
「
文
字
数
」
が
見
え
る
全
て
の
葉
（
他
の
葉
で
は
空
欄
）

 

    イ
 

   

上
下
二
層
、
尊
経
閣
蔵
本
内
匡
郭
：

21
.2
（

2.
5＋

18
.6
）
×

14
.1

cm
、
静
嘉
堂
蔵
本
内
匡
郭
：

21
.3

（
2.

4＋
18

.7
）
×

14
.0

cm
 

下
層
本
文
半
葉

12
行

24
字
、
上
層
評
釈
行

5
字

 

四
周
双
辺
と
単
辺
が
入
り
混
じ
り
、
有
界
無
界
も
相
半
ば
。
白
口
、
単
黒
魚
尾

 

南
宋
：
巻

2－
26
（「

南
宋
志
」）
、
巻

4－
21

～
24

（「
巻
四
」）
、
巻

5－
31

魚
尾
二
字
分
下
が
り
「
五
」）
、
巻

8－

13
（
魚
尾
二
字
分
下
が
る
）、

14
（
魚

尾
一
字
分
下
が
り
「
八
」）
、

15
（「

□

八
」）
、

16
～

19
、

21
、

22
、

29
、

30

（
全
て
「
□
□
八
」）
、
巻

9－
7（

版

心
題
無
し
）、

北
宋
：
乱
れ
無
し

 

南
宋
：
巻

1―
20
、

21
、

23
～

32
、
巻

2―
21
～

24
、

27
、

28
、
巻

3―
1～

12
、
巻

4―
1

～
16
、

25
、

29
、

30
、
巻

5―
1、

9～
12
、
巻
６
―
な
し
、
巻
７
―
な
し
、
巻

8―
1

～
12
、
巻

9―
17
～

20
、

23
、

25
、

26
、
巻

10
―

27
、

28
、

33
、

34
 

北
宋
：
序
―

1、
2、

巻
1―

8、
12
、

14
、

15
、

18
～

22
、

25
～

27
、

29
、
巻

2―
5～

7、
9

～
14
、

17
～

20
、

25
～

28
、
巻

3―
23

、
巻

4―
7～

18
、
巻

5―
1～

8、
17

～
22
、

27
、

28
、
巻

6―
1～

12
、

15
、

16
、

21
～

28
、
巻

7―
2～

6、
8、

11
、

12
、

23
、

24
、
巻

8―
1、

2、
4、

7、
8、

22
、
巻

9―
11
、

12
、

14
、

15
、

20
～

23
、
巻

10
―

1～
4、

7～
10
、

13
～

16
、

19
、

20
 

「
南
宋
志
傳
（
隔

2
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔

10
～

11
格
）
葉
数
（
隔

1
格
）
世
徳
堂
刋
」

 

※
「
南
宋
志
」
ま
で
上
層
。
北
宋
は
版
心
題
「
北
宋
志
傳
」
と
な
る

 

  ロ
 

上
下
二
層
、
内
閣
文
庫
蔵
本
内
匡
郭
：

21
.8
（

2.
7＋

19
.1
）
×

14
.2

cm
 

下
層
本
文
半
葉

12
行

24
字
、
上
層
評
釈
行

5
字

 

四
周
双
辺
と
単
辺
が
入
り
混
じ
り
、
有
界
無
界
も
相
半
ば
。
白
口
、
単
黒
魚
尾

 

巻
1－

29
（「

世
徳
堂
刋
」
の
位
置
が

墨
格
）、

巻
1－

47
、

48
（
と
も
に
魚

尾
と
「
巻
」
字
が
無
い
）、

巻
4－

52

（
魚
尾
と
「
巻
之
」
字
が
無
い
）

 

序
1～

3、
巻

1―
1～

3、
5～

8、
13
、

17
、

18
、

21
～

28
、

30
、
巻

2―
5～

28
、

30
～

36
、

53
～

56
、
巻

3―
51
、

52
、

55
、

56
、

58
、
巻

4―
13
～

16
、

18
～

34
、

37
、

38
、

43
、

44
、

49
、

50
、
巻

5―
13

～
20
、

29
～

52
、
巻

6―
1、

2、
5～

10
、

12
～

14
、

20
～

24
、

45
～

55
、

59
～

65
、
巻

7―
1～

6、
17
～

30
、

33
～

42
、

65
、
巻

8―
31
～

33
、

42
～

48
 

「
唐
書
志
傳
（
隔

2
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔

10
～

11
格
）
葉
数
（
隔

1
格
）
世
徳
堂
刋
」

 

 
※
「
唐
書
志
」
ま
で
上
層
。

 

ハ
 

｜
 

１
 

上
下
二
層
、
尊
経
閣
蔵
本
内
匡
郭
：

21
.4
（

2.
6＋

18
.8
）
×

14
.0

cm
 

下
層
本
文
半
葉

12
行

24
字
、
上
層
評
釈
行

5
字

 

四
周
双
辺
・
左
右
双
辺
・
上
下
双
辺
・
四
周
単
辺
混
在
。
有
界
（
稀
に
無
界
）。

白
口
、
単
黒
魚
尾

東
晋
：
巻

5―
44
（
魚
尾
と
「
巻
之
」

字
が
無
い
）

 

西
晋
：
巻

2―
33
、

34
、

41
、

42
、
巻

3―
63
、

64
 

東
晋
：
巻

4―
1、

9、
10

、
56
、
巻

6－
29

～
32
、
巻

7―
41

、
42
、

49
、

50
、
巻

8―
41
、

49
 

「
西
𣈆
志
傳
（
隔

2
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔

10
～

11
格
）
葉
数
（
隔

1
格
）
世
徳
堂
刋
」

 

※
「
西
𣈆
志
」
ま
で
上
層
。
東
晋
は
版
心
題
「
東
𣈆
志
傳
」
と
な
る
。

 

 ハ
 

｜
 

２
 

上
下
二
層
、
原
本
未
見
に
つ
き
内
匡
郭
未
測
定

 

下
層
本
文
半
葉

12
行

24
字
、
上
層
評
釈
行

5
字

 

四
周
双
辺
・
左
右
双
辺
・
四
周
単
辺
混
在
。
有
界
（
稀
に
無
界
）。

白
口
、
単
黒
魚
尾

 

西
晋
：
巻

2―
22
（「

巻
□
二
」）
、
巻

3―
29
（「

□
之
三
」）
、
32
（「

□
□
三
」）

 

東
晋
：
巻

6―
1（

魚
尾
が
二
文
字
分

下
が
る
）、

3（
魚
尾
無
し
）、

巻
7－

15
（
魚
尾
二
字
分
下
が
り
「
七
巻
」）

 

西
晋
：
巻

2―
33
、

34
、

41
、

42
、
巻

3―
63
、

64
 

東
晋
：
無
し
（
ハ
―
１
の
該
当
葉
と
は
全
て
の
葉
が
異
版
）

 

「
西
𣈆
志
傳
（
隔

2
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔

10
～

11
格
）
葉
数
（
隔

1
格
）
世
徳
堂
刋
」

 

※
「
西
𣈆
志
」
ま
で
上
層
。
東
晋
は
版
心
題
「
東
𣈆
志
傳
」
と
な
る
。

 

ニ
 

半
葉

12
行

24
字
、
四
周
単
辺
、
有
界
無
界
相
半
ば
（
巻
ご
と
に
傾
向
あ
り
）、

白
口
、
単
黒
魚
尾

巻
7
全
葉
（
巻
数
表
記
「
庚
巻
」
の
二

字
の
み
）、

巻
10
―

20
（
魚
尾
無
し
）
 

巻
1－

32
（
一
千
四
十
三
）、

34
（
一
千
三
十
六
）、

35
（
一
千
五
十
）、

巻
3―

3（
一
千
〇
二
） 

 
※

2
葉
分
の
文
字
数
か
？
な
お
、
巻

3―
3
の
み
葉
数
と
の
間
の
空
白
が
一
字
分
し
か
な
い
。

 
「
夷
堅
志
（
四
字
分
空
白
）【

魚
尾
】
△
集
○
巻
（
五
字
分
空
白
）
葉
数
（
三
字
分
空
白
）
文
字
数
」

ホ
 

・
 

ヘ
 

半
葉

12
行

24
字
、
四
周
単
辺
、
有
界
（
無
界
の
葉
も
あ
る
）、

白
口
、
単
黒
魚
尾

 
版
心
題
で
「
譚
」
と
「
談
」
が
入
り
混

じ
る
こ
と
以
外
は
乱
れ
無
し
。「

譚
」

と
「
談
」
に
つ
い
て
も
同
一
巻
内
で
は

殆
ど
統
一
さ
れ
て
い
る
。

 

（
ホ
）（

ヘ
）
と
も
に
無
し

 

（
ホ
）「

 
耳
譚
（
隔

4
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔
約

6
格
）
葉
数
」

 

（
ヘ
）「

耳
談
類
増
（
隔

3
格
）【

魚
尾
】
巻
之
○
（
隔
約

7
格
）
葉
数
」

 

西 遊 記
 

故
宮
世
本
内
匡
郭
：

21
.2

x1
4.

1c
m
、
浅
野
世
本
内
匡
郭
（
巻

11
首
）：

20
.4

×1
3.

6 
cm

 

半
葉

12
行

24
字
、
四
周
単
辺
、
有
界
（
無
界
の
葉
も
あ
る
）、

白
口
、
単
黒
魚
尾

 

非
常
に
多
い
（
別
表
参
照
）

 
巻

11
－

40
（
五
百
卄
七
）［

浅
野
世
本
の
み
］、

41
（
五
百
卄
四
）［

浅
野
世
本
・
故
宮
世
本
・

天
理
世
本
］

 

※
日
光
世
本
未
確
認

 
「
出
像
西
遊
記
【
魚
尾
】
巻
之
○
○
（
隔

7～
8
格
）
葉
数
（
隔

3
格
）
文
字
数
」

 

 
※
故
宮
世
本
・
浅
野
世
本
共
通
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第
二
章
表
２
 
世
徳
堂
刊
小
説
の
版
心
に
お
け
る
葉
数
表
記
、
挿
画

 

 
各
巻
葉
数
と
版
心
の
葉
数
表
記

 
挿
画

 

  イ
 

南
宋
：
全
巻
全
葉
「
二
五
」
式

 

 
巻

1（
全

32
葉
）、

巻
2（

全
30

葉
）、

巻
3（

全
31

葉
）、

巻
4（

全
30

葉
）、

巻
5（

全
31

葉
）、

巻
6（

全
30

葉
）、

巻
7（

全
30

葉
）、

巻
8（

全
30

葉
）、

巻
9（

全
30

葉
）、

巻
10
（
全

35
葉
）

 

北
宋
：
巻

2－
21
（
二
十
一
）
を
除
き
全
て
「
卄
五
」
式
（

20
は
二
十
）

 

 
巻

1（
全

29
葉
）、

巻
2（

全
28

葉
）、

巻
3（

全
28

葉
）、

巻
4（

全
27

葉
）、

巻
5（

全
29

葉
）、

巻
6（

全
28

葉
）、

巻
7（

全
29

葉
）、

巻
8（

全
28

葉
）、

巻
9（

全
23

葉
）、

巻
10
（
全

24
葉
）

 

・
双
面
連
式
、
右
上
に
四
角
で
囲
っ
て
図
題
を
記
す
。
南
宋

52
幅
、
北
宋

44
幅
。

 

図
は
原
則
と
し
て
各
回
１
幅
だ
が
、
南
宋
第

4、
49

回
と
北
宋
第

30
回
に
は
各

2
副
が
あ
り
、

北
宋
第

5、
9、

15
、

19
、

29
、

45
、

49
回
に
は
図
が
無
い
（
南
北
と
も
に
全

50
回
）。

 

・
南
宋
巻
１
―

4B
「
上
元
王
少
淮
寫
」、

北
宋
巻
１
―

3B
「
上
元
王
少
淮
寫
」。

 

と
も
に
右
端
に
四
角
で
囲
っ
て
記
す
。
ど
ち
ら
も
そ
の
巻
の
最
初
の
図
。

 

  ロ
 

巻
1（

全
48

葉
、「

二
十
五
」
式
）、

巻
2（

全
62

葉
、「

二
十
五
」
式
）、

巻
3（

全
64

葉
、

20
～

39
は
二
十
、
三
十
を
除
い
て
「
卄
五
」

式
、

40
以
降
「
二
五
」
式
）、

巻
4（

全
62

葉
、

1
は
乙
、

39
ま
で
「
卄
五
」
式
、
以
降
五
一
、
五
五
、
五
六
と
影
印
の
陰
で
判
別
不
能
な

57
～

59
以
外
は
「
二
十
五
」
式
）、

巻
5（

全
66

葉
、

1
は
乙
、

39
ま
で
「
卄
五
」
式
、
以
降
六
四
、
六
五
を
除
き
「
二
十
五
」
式
）、

巻
6

（
全

65
葉

1、
11

は
乙
、
十
乙
、

39
ま
で
「
卄
五
」
式
以
降
四
三
、
四
四
を
除
き
「
二
十
五
」
式
）、

巻
7（

全
65

葉
、

1
は
乙
、

20
～

29

「
卄
五
」
式
、

30
以
降
全
て
「
二
十
五
」
式
）、

巻
8（

全
57

葉
、
三
九
を
除
き
全
て
「
二
十
五
」
式
）

 

・
双
面
連
式
、
右
上
に
四
角
で
囲
っ
て
図
題
を
記
す
。
全

85
幅
。
原
則
と
し
て
各
回
１
幅
だ
が
、

 

第
9、

40
、

46
、

52
、

89
節
に
図
が
無
く
、
第

12
節
に
は

2
幅
あ
る
（
全

89
節
）。

 

・
巻

1―
2B

「
上
元
王
少
淮
寫
」、

巻
2－

2B
「
湖
塾
王
少
淮
寫
」、

巻
3－

3A
「
上
元
王
少
淮
寫

像
」、

巻
４
―

2B
「
上
元
王
氏
少
淮
寫
」、

巻
５
―

4B
「
上
元
王
少
淮
寫
像
」、

巻
７
―

1B
に
「
王

少
淮
寫
相
／
万
八
刋
」。

巻
3－

3A
の
み
画
面
左
上
隅
に
、
他
は
画
面
右
端
に
四
角
で
囲
っ
て
記

す
（「

万
八
刋
」
は
そ
の
左
脇
に
小
さ
な
四
角
を
設
け
て
記
す
）。

全
て
そ
の
巻
の
最
初
の
図
。

 

 ハ
 

｜
 

１
 

西
晋
：
二
十
、
三
十
を
除
き

39
ま
で
「
卄
五
」
式
、

40
以
降
「
二
五
」
式
、

1
は
乙

 

 
巻

1（
全

50
葉
、）
、
巻

2（
全

46
葉
）、

巻
3（

全
64

葉
）、

巻
4（

全
64

葉
）

 

東
晋
：
特
別
注
記
し
な
い
限
り
西
晋
に
同
じ

 

 
巻

1（
全

58
葉
）、

巻
2（

全
63

葉
、

63
を
三
に
誤
る
）、

巻
3（

全
62

葉
、

30
が
卅
）、

巻
4（

全
71

葉
）、

巻
5（

全
65

葉
）、

巻
6

（
全

60
葉
）、

巻
7（

全
54

葉
）、

巻
8（

全
54

葉
）

 

・
双
面
連
式
、
右
上
に
四
角
で
囲
っ
て
図
題
を
記
す
。
全

90
幅
。
西
晋
巻

1、
2
は
各

6
幅
、
西

晋
巻

3、
4
は
各

8
幅
、
東
晋
巻

1、
7、

8
は
各

7
幅
、
東
晋
巻

2、
3、

5、
6
は
各

8
幅
、
東

晋
巻

4
は
９
幅
。
各
則
に
何
幅
ず
つ
（
或
い
は
何
則
ご
と
に
１
幅
）
と
い
う
よ
う
な
原
則
は
見
ら

れ
な
い
が
、
図
が
配
置
さ
れ
る
葉
の
丁
付
は
僅
か
な
例
外
を
除
い
て
ほ
ぼ
完
全
に
揃
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「

各
巻
の
第
何
葉
は
挿
画
」
と
い
う
原
則
で
図
を
配
置
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

・
東
晋
巻
１
―

2B
「
王
少
淮
寫
像
」。

右
端
に
四
角
で
囲
っ
て
記
す
。
そ
の
巻
で
最
初
の
図
。

 

  ハ
 

｜
 

２
 

西
晋
：
二
十
、
三
十
を
除
き

39
ま
で
「
卄
五
」
式
、

40
以
降
「
二
五
」
式
、

1
は
乙

 

巻
1（

全
50

葉
）、

巻
2（

全
43

葉
）、

巻
3（

全
64

葉
）、

巻
4（

全
65

葉
、

64
、

65
を
そ
れ
ぞ
れ
五
五
、
五
六
に
誤
る
）

 

東
晋
：
特
別
注
記
し
な
い
巻
で
は
西
晋
に
同
じ
葉
数
表
記

 

巻
1（

全
58

葉
）、

巻
2（

全
63

葉
、
１
は
一
、

63
を
五
五
に
誤
る
）、

巻
3（

存
62

葉
、

62
Ａ
７
行
目
以
降
全
欠
。

30
が
卅
）、

巻
4（

全
71

葉
、

1、
11

が
一
、
卄
、
65
、
66

を
そ
れ
ぞ
れ
五
五
、
五
六
に
誤
る
）
…

9、
10
、
巻

5（
全

57
葉
、

20
、

26
、

30
、

37
、

51
、

52
が
そ
れ
ぞ
れ
卄
、
二
六
、
卅
、
三
十
七
、
五
十
一
、
五
十
二
）、

巻
6（

全
52

葉
、

1、
20
、

30
が
ぞ
れ
ぞ
れ
一
、
卄
、

卅
）、

巻
7（

全
47

葉
、

20
、

26
、

30
が
そ
れ
ぞ
れ
卄
、
二
六
、
卅
）、

巻
8（

全
47

葉
、

20
が
卄
）

 

・
基
本
的
に
（
ハ
―
１
）
と
同
じ
図
が
同
じ
葉
に
配
さ
れ
る
が
、
東
晋
巻

5～
8
で
は
図
が
全
て
省

か
れ
、
数
字
が
連
続
す
る
よ
う
に
版
心
葉
数
を
振
り
直
す
。（

ハ
―
１
）
の
東
晋
巻

4
の
最
後
の

図
（

65
Ｂ

66
Ａ
）
も
省
か
れ
、
や
は
り
版
心
葉
数
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
（
但
し
、

65
と

66
の
葉

数
表
記
は
左
記
の
如
く
誤
っ
て
い
る
）。

同
じ
く
東
晋
巻

4
の
最
初
の
図
（

1B
2A

）
も
無
く
、
葉

数
を
詰
め
て
い
る
が
（（

ハ
―
１
）
の

3
が
「
二
」
に
）、

そ
の
影
響
は
「
三
」
が
欠
番
と
な
る
ま

で
で
、「

四
」
か
ら
「
六
四
」
ま
で
は
葉
数
表
記
が
再
び
（
ハ
―
１
）
と
一
致
す
る
。

 

・
東
晋
巻
１
―

2B
「
王
少
淮
寫
像
」。

右
端
に
四
角
で
囲
っ
て
記
す
。
そ
の
巻
で
最
初
の
図
。

 

 ニ
 

挿
画
は
無
い
の
で
、
巻
数
表
記
に
つ
い
て
の
み
記
す
。
巻

1（
全

62
葉
、
卄
三
、
卄
四
、
卅
七
、
卅
八
を
除
き
「
二
十
五
」
式
）、

巻
2（

全
52

葉
、
全
て
「
二
十
五
」
式
、

52
は
五
十
二
止
）、

巻
3（

全
67

葉
、
全
て
「
二
十
五
」
式
、

67
は

六
十
七
止
）、

巻
4（

全
51

葉
、
卅
三
、
卅
四
を
除
き
「
二
十
五
」
式
、

1、
11

は
乙
、
十
乙
）、

巻
5（

全
64

葉
、
全
て
「
二
十
五
」
式
）、

巻
6（

全
60

葉
、

39
ま
で
二
十
、
二
二
、
二
三
、
三
十
を
除
き
「
卄
五
」
式
、
40

以
降
「
二
五
」
式
、

60
は
六
十
止
）、

巻
7（

全
61

葉
、

38
ま
で
二
十
を
除
き
「
卄
五
」
式
、
39

以
降
「
二
五
」
式
、
61

は
六
十
一
止
）、

巻
8（

全
66

葉
、
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
、
二
十
三
、
卄
七
を
除
き
「
二
五
」
式
）、

巻
9（

全
66

葉
、

39
ま
で
二
十
を

除
き
「
卄
五
」
式
、
40

以
降
「
二
五
」
式
）、

巻
10
（
全

64
葉
、
全
て
「
二
五
」
式
、

51
は
五
乙
、

64
は
六
四
全
）
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第
二
章
表
３
 
唐
氏
世
徳
堂
刊
行
戯
曲
の
刊
行
者
名
・
版
式
・
版
心
・
挿
画
 
（
□
は
一
文
字
分
の
空
格
を
表
す
。
挿
画
は
全
て
半
葉
の
み
の
単
面
式
で
、
上

12
分
の
１
ほ
ど
の
幅
に
左
右
を
雲
模
様
で
飾
っ
た
図
題
を
配
す
る
）

 

戯
曲
名

 
巻
頭
刊
行
者
な
ど

 
版
式

 
版
心

 
各
巻
巻
数
、
版
心
葉
数
表
記
、
版
心
表
記
に
乱
れ
の
あ
る
葉

 
挿
画

 

『
趙
氏
孤

 

児
記
』

 

二
巻

 

姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
訂
釋

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

※
下
巻
で
は
「
姑
孰
陳

氏
尺
蠖
堂
訂
釋
」

 

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
左
右
双
辺
が
基
本
だ
が
、
四
周
単

辺
も
混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

「
孤
児
記
□
□
（
魚
尾
）
○
巻

（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
は
本
文
一
字
目
の
 

高
さ
か
ら
。
 

上
巻
（
全

48
葉
）、

葉
数
表
記
は

39
ま
で
「
卄
五
」
式
、

40
か
ら
「
二
五
」
式
。

1、
41

が
乙
、

四
乙
。

 

下
巻
（
全

47
葉
）、

葉
数
表
記
上
巻
に
全
く
同
じ
。

15
Ｂ
が
欠
（
前
後
で
文
章
続
く
の
で
、
図
が

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）

 

図
題
陰
刻
。
上
巻

25

齣
７
幅
下
巻

19
齣
に

存
６
幅

 

『
驚
鴻
記
』

二
巻

 

秣
陵
陳
氏
尺
蠖
齋
註
釋

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
単
辺
も

混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

 

「
驚
鴻
記
□
□
（
魚
尾
）
○
巻

（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
の
高
さ
同
上
。
 

上
巻
（
全

48
葉
）、

葉
数
表
記
は
卄
五
～
卄
九
を
除
き
「
二
五
」
式
。
 

下
巻
（
全

43
葉
）、

葉
数
表
記
は
全
て
「
二
十
五
」
式
。

 

図
題
陽
刻
。
上
巻

22

齣
に
７
幅
、
下
巻

17

齣
に
７
幅
。

 

『
節

孝
記

』

（『
賦
歸
記
』

一
巻
・『

陳
情

記
』
一
巻
）

 

姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
重
訂

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
単
辺
も

混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

 

「
賦
歸
記
□
□
（
魚
尾
）
巻
之

上
（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
の
高
さ
同
上
 

「
陳
情
記
□
□
（
魚
尾
）
巻
之

下
（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
の
高
さ
同
上
。
 

賦
歸
記
巻
之
上
（
全

41
葉
）、

葉
数
表
記
は
二
七
、
二
八
を
除
き
「
二
十
五
」
式
。

 

 陳
情
記
巻
之
下
（
存

37
葉
、
第

38
葉
以
下
欠
）、

葉
数
表
記
は

25
が
二
□
五
に
見
え
る
が
、
他

全
て
「
二
十
五
」
式
。

 

 

図
題
陽
刻
。
賦
歸
記

17
齣
に
９
幅
。
陳
情

記
存

15
齣
に
存
７

幅
。

 

『
断
髪
記
』

二
巻

 

星
源
游
氏
興
賢
堂
重
訂

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

海
陽
程
氏
敦
倫
堂
參
録

※
下
巻
は
世
徳
堂
の
み

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
単
辺
も

混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

 

「（
本
文
一
字
目
の
高
さ
か
ら

五
字
分
空
白
）（

魚
尾
）
斷
髪

記
巻
之
上
（
四
字
分
空
白
）
葉

数
」

 

巻
之
一
（
全

51
葉
）、

葉
数
は
一
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
詰
め
込
む
。
二
十
、
三
十
を
除
き

39
ま

で
「
卄
五
」
式
、
以
降
「
二
十
五
」
式
。
 
 

巻
之
二
（
全

55
葉
）、

葉
数
は
一
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
詰
め
込
む
。
二
十
、
三
十
を
除
き

39
ま

で
「
卄
五
」
式
、
以
降
「
二
五
」
式
。

 

図
題
陽
刻
。
巻
之
一

21
齣
で

10
幅
、
巻
之

二
28

齣
で

10
幅
。

 

『
月
亭
記
』

二
巻

 

星
源
游
氏
興
賢
堂
重
訂

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

海
陽
程
氏
敦
倫
堂
參
録

※
巻
之
二
は
全
て
無
し

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
ご
く
稀

に
左
右
双
辺
も
あ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒

魚
尾
。
※

41
～

44
の
み
眉
欄
が
有
界
。

 

「（
本
文
一
字
目
の
高
さ
か
ら

五
字
分
空
白
）（

魚
尾
）
月
亭

記
巻
之
一
（
四
字
分
空
白
）
葉

数
」

 

巻
之
一
（
全

45
葉
）、

葉
数
表
記
は
全
て
「
二
五
」
式
。
 

巻
之
二
（
全

44
葉
）、

葉
数
表
記
は
四
十
一
、
四
十
四
を
除
き
「
二
五
」
式
、
影
印
本
で
は
確
認

し
づ
ら
い
が

1
は
乙
か
？
 
8Ａ

欠
（
前
後
か
ら
図
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）。

 

図
題
陽
刻
。
巻
之
一

25
齣
で
５
幅
、
巻
之

二
18

齣
で
存
５
幅
。

 

『
還
帯
記
』

二
巻

 

星
源
游
氏
興
賢
堂
重
訂

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
単
辺
も

混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

 

「
□
還
帯
記
□
（
魚
尾
）
上
巻

（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
は
本
文
一
字
目
の
 

高
さ
か
ら
。
巻
数
の
上
が
一

字
分
空
く
葉
も
多
い
。

 

巻
之
上
（
全

55
葉
）、

全
て
「
二
五
」
式
、

29
、

30
、

36
、

37
、

39
、

41
、

42
、

43
で
「
巻
」

字
を
踊
り
字
か
梵
字
の
よ
う
な
略
字
（
略
記
号
？
）
と
す
る
。

 

巻
之
下
（
全

52
葉
）、

五
十
一
を
除
き
「
二
五
」
式
で
、

21
は
二
乙
。

5、
8、

13
は
葉
数
表
記

が
他
葉
よ
り
高
い
位
置
。
同

13
、

14
、

33
、

34
は
版
心
題
が
他
よ
り
下
が
り
、
上
に
も
魚
尾
あ

り
。

 

図
題
陽
刻
。
巻
之
上

20
齣
で

12
幅
、
巻
之

下
21

齣
で

12
幅
。

 

『
忠
孝
記
』

四
巻

 

星
源
游
氏
興
賢
堂
重
訂

撫
東
王
氏
蜚
英
堂
參
閲

繍
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓

※
巻
之
二
以
降
は
世
徳

堂
の
み
記
載

 

上
評
下
文
、
半
葉
８
行

21
字
＋
小
字
で
行
６

字
の
評
。
四
周
双
辺
が
基
本
だ
が
、
単
辺
も

混
じ
る
。
有
界
、
白
口
、
単
黒
魚
尾
。

 

「
忠
孝
記
□
□
（
魚
尾
）
巻
之

○
（
七
～
八
字
分
空
白
）
葉
数
」

※
版
心
題
は
本
文
一
字
目
の

高
さ
か
ら
。
魚
尾
の
下
に
必

ず
白
丸
が
あ
る
。

 

巻
之
一
（
全

40
葉
）、

三
十
～
三
十
五
、
四
十
を
除
き
「
卄
五
」
式
。

 

巻
之
二
（
全

34
葉
）、

卄
九
ま
で
「
卄
五
」
式
、
以
下
三
十
一
除
き
「
二
五
」
式
。
5Ｂ

欠
（
図
か
）、

巻
之
三
（
全

40
葉
）、

卄
八
ま
で
「
卄
五
」
式
、
以
下
「
二
五
」
式
。
1Ｂ

、
6Ｂ

欠
（
と
も
に
図

か
）、

巻
之
四
（
全

39
葉
）、

卄
一
～
卄
九
は
「
卄
五
」
式
、
他
は
「
二
五
」
式
。
1Ｂ

、
6Ａ

、
11

Ｂ
、
16
Ａ
、
27
Ｂ
、
33
Ｂ
欠
（
全
て
挿
画
か
）。

 

図
題
陽
刻
。
巻
之
一
８

齣
で
６
幅
、
巻
之
二
７

齣
で
存
５
幅
、
巻
之
三

７
齣
で
存
３
幅
、
巻
之

四
７
齣
で
存
１
幅
。
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第二章表４ 故宮世本と天理世本の全葉数と欠葉、及び葉数表記 

巻１ 故は全61葉、天は全60葉。ともに廿三、廿四、廿六～卅を除き「二

十五」式。1のみ乙とし、他では全て一を用いる。 

※故と天は刊行時点で葉数が異なっていたと見て間違いない。 

途中から版心葉数もずれるが、葉数の表記法は共通。 

巻2 全 58 葉。全ての葉で「二十五」式。1 のみ乙を用い、他は全て一。

※天の25、39は欠葉。 

巻3 全64葉。廿と六四を除いて「二十五」式。1のみ乙を用いる。 

※故の55、56、64Bは欠葉。天の21、64Bは欠葉。 

巻4 全64葉。廿七と廿八を除く五十二までと六十一以降が「二十五」式

で、五三から六十までは「二五」式。1のみ乙を用いる。五五は他よ

り二文字分高く、かつ一文字分のスペースに詰め込まれる。 

巻5 全65葉。全ての葉で「二五」式。1、21、41、51では乙を、11、31、

61では一を用いる。 

巻6 全64葉。全ての葉で「二五」式。1、21（天は印刷悪く不明）、31、

51、61では乙、11、41では一を使用。三三と三四は一文字分のスペ

ースに詰め込む。 

巻7 全69葉。全ての葉で「二十五」式（但し、25は故天とも五しかはっ

きり見えない）。1のみ乙を用いる。8、故天とも葉数表記無し。27、

故天とも十七に見えるが、故はよく見ると二十七らしい。 

巻8 全67葉。二十～二十九と五十九～六十一は「二十五」式、三乙から

五八までと六三以降は「二五」式。62 は故天とも「六二」しか見え

ないが、間に少しスペースがあり、マイクロからでは「十」の有無確

定は困難。六三と六四は他よりも約二文字分高く、一文字分のスペー

スに詰め込む。31、41、51では乙、1、11、21、61では一を用いる。

巻9 全68葉。全ての葉で「二五」式。1、11、21、31、41、51は乙を用

い、61 のみ一を使う。8 は天では印刷不鮮明で葉数が見えないが、

故ではA面に「八」の右画らしきものが辛うじて見える。 

巻10 全64葉。全ての葉で「二五」式。1（故と天は異版だがどちらも乙）、

21、31、41、51、61 は乙を用い、11 のみ一を使用。六十は他より

一文字分高く、かつ一文字分のスペースに詰め込む。 

巻11 全66葉。全ての葉で「二五」式。11のみ一を用いる。 

巻12 全63葉。全ての葉で「二五」式。11のみ一を用いる。五五、五六、

五七、五八、六二、六三は他より一文字分高く、一文字分のスペース

に詰め込む。 

巻13 全65葉。全ての葉で「二五」式。全て一を使い、乙は用いない。 

※故の60は欠葉。 

巻14 全64葉。二十九を除き「二五」式。41のみ乙を使う。 

巻15 全69葉。卄一、卄二、卄五、卄六、卅三、卅四を除き「二十五」式。

乙は用いない。 

巻16 全64葉。全ての葉で「二五」式。乙は用いない。 ※天の33は欠葉。

巻17 全64葉。三十まで「二十五」式、三乙からは卅七、卅八を除き「二

五」式。1、11、31、61は乙を、21、41、51は一を用いる。 

巻18 全 61 葉。卅四を除き「二五」式。1、21、31、51、61 は乙を、11、

41は一を用いる。 ※故の25は欠葉。天は61Bが欠葉。 

巻19 全60葉。卄七・卄八を除き「二五」式。但し、29は故天とも「二□

九」となっている。11のみ一を用い、他は全て乙。 

※天の44、59、60は欠葉。 

巻20 全62葉。全葉「二五」式。1、21、31、41、61は乙、11、51は一。

※故天とも62は欠葉。殆ど心経の引用と巻末題だけの葉なので無

くてもさほどの不都合は生じないが、浅野世本に存する他、磯部

注４書によれば日光世本にも存するようだから、少なくともそれ

より早印の故宮世本には元々はあったのだろう。 
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第二章表５ 故宮世本と天理世本、版心題・巻数表記の乱れ 

 ・版心表記の原則は「出像西遊記【魚尾】巻之○○（七～八字分空格）葉数（三字分空格）文字数」（文字数は巻11の１葉のみに見える） 

・まず「故」「天」でどちらの本での現象かを示し、続けて「問題のある葉数（版心題／巻数表記）」という形式で記す。 

・版心題は通常通り「出像西遊記」とする場合は省略。 

・□は一文字分の空格を表す。「〓」は「巻」の字が特徴的な略字であることを示す。 

巻1 天7（出像西遊記□□ⅰ／巻之一）［故は異版で版心通常］、天8（出像西遊記□□／巻之一）［故は異版で版心通常］、故天42（一巻）、

故天43（一巻）、故47（一巻）＝天46（一巻）ⅱ、故48（巻数表記は見えず。但しマイクロ写り悪い）≒天１－４７（一巻） 

巻2 故天1（□□□□□／巻之二）、故天2（西遊記□□／二巻）、故天5（西遊記□□／二巻）、故天6（西遊記□□／二巻）、故天7（西遊

記□□／二巻）、故天8（西遊記□□／二巻）、故天34（［出像西遊記］□ⅱ／巻之二）、故天42（巻二） 

巻3 故天とも乱れ無し ※但し、故は31以降版心題の部分の紙が破損しているらしく、確認不能な葉多い。 

巻4 故天25（西遊記□□／巻之四）、故天26（西遊記□□／巻之四）、故天27（西遊記□□／巻之四）、故天28（西遊記□□／巻之四）、

故天53（西遊記□□／四巻）、故天54（西遊記□□／四巻）、故天54（西遊記□□／四巻）、故天56（西遊記□□／四巻）、故天57（西

遊記□□／四巻）、故天58（西遊記□□／四巻）、故天59（□□□□□／四巻）、故天60（西遊記□□／四巻） 

巻5 故天27（西遊記□□／巻之五）、故天28（西遊記□□／巻之五）、故天29（西遊記□□／巻之五）、故天30（西遊記□□／巻之五）、

故天33（西遊記□□／巻之五）、故天34（西遊記□□／巻之五）、故天35（□□西遊記／巻之五）、故天36（西遊記□□／巻之五） 

巻6 天8（［出像西遊記］□／六〓）［故は版木の状態が非常に悪い異版で、版心表記は通常通り］、故天21（〓之六）、故天22（〓之六）、

故天33（［出像西遊記］□／巻之六）、故天34（［出像西遊記］□／巻之六） 

巻7 故天5（七〓）、故天7（□□□□□／巻之七）、故天8（七〓）、故天12（七〓）、故天14（七〓）、故天17（□□□□□／巻之七）、

故27（巻之七［七は無いようにも見える］）≒天27（巻）ⅳ、故天35（□□□□□／七〓）、故天67（巻之） 

巻8 故天15（西遊記□□／巻之八）、故天57（□□□□□／巻之八） 

巻9 故天1（□□□□□／巻之九） 

巻10 天1（□□□□□／巻之十）［故は異版で版心通常］ 

巻11 故天41（版心題と巻数は通常通りだが、葉数の下に小字で「五百卄四」とある）［故はマイクロでは撮影時に影が出来てしまっており

葉数とこの数字がともに確認不能だが、原本では葉数と「五百卄□」を確認可能］ 

巻12 故天28（□□十二［巻之があるべき箇所が空白］）、故天34（之巻十二）、故天40（西遊記□□／十二〓）、故天51（出記西遊記／巻

之十二）、天63（□之十二［巻はＡ面に右払いの痕跡が見えるのみ］）ⅴ 

巻13 故天1（□□□□□／［幾何学模様］）、故天10（□□□□□／巻之十三）、故天65（□□□□□／［幾何学模様］）、故天45（十三［魚

尾が二字分下がり、版心題との間は空白］）、故天46（十三［魚尾が二字分下がり、版心題との間は空白］） 

巻14 故天とも乱れ無し 

巻15 故天24（西遊記□□／巻之十五）、故天13（十五）、故天14（十五）、故天19（十五）、故天20（十五）、故天21（十五）、故天22（十

五）、故天25（十五）、故天26（十五）、故天27（十五〓）、故天28（十五〓）、故天33（十五）、故天34（十五）、故天43（出像□□

記／巻之十五）、故天52（□□□□□／巻之十五）、故天58（□□□□□／巻之十五） 

巻16 故天5（十六〓）、故天6（十六〓）、故天7（十六〓）、故天8（十六〓）、故33（□□□□□／□之十六［魚尾も無し］）［天では欠葉］、

故天57（巻十六）、故天58（巻十六） 

巻17 故天7（巻十七）、故天8（巻十七）、故天30（巻之十七［魚尾が一文字分下がり、版心題との間は空白。なお、この葉は他より版面が

一回り小さい］）、故天41（□十七巻［魚尾が一文字分下がり、版心題との間は空白］）、故天44（十七巻［魚尾が無い］）、故天57（出

像西□記／巻之十七）、故天58（□巻之十七［魚尾の下に一字分の空欄］） 

巻18 故天1（□□□□□／［幾何学模様］）、故天2（巻十八）、故天4（□□□□□／十八〓）、故天6（□□□□□／□□十八［魚尾無し］）、

故天10（□□□□□／十八〓）、故天11（□□□□□／巻之十八）、故天14（□□□□□／巻之十八）、故天16（□□□□□／巻之十

八）、故天17（□□□□□／巻之十八）、故天29（□□十八）、故天30（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］）、故天

31（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］）、故天32（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］）、故天36

（［出像西遊記］□／巻之十八）、故天39（□□十八）、故天40（□□十八／四十）、故天47（□□十八）、故天48（□十八［魚尾が一

文字分下がり、版心題との間は空白］）、故天50（巻之十八［魚尾が一文字分下がり、版心題との間は空白］）、故天60（□十八［魚尾

が一文字分下がり、版心題との間は空白］） 

巻19 故天1（□□□□□／［幾何学模様］）、故60（巻十九）［天は欠葉］ 

巻20 故天1（□□□□□／［幾何学模様］／乙）、故天35（二十巻）、故天36（二十巻） 

ⅰ 魚尾が二字下がり、版心題との間が空格。「出像西遊記□□」と表記するものは以下全て同じ。 

ⅱ 天理世本の巻１では故宮世本にある挿画を一つ省くので、この葉以下は同じ内容の葉で、版心葉数が異なる。 

ⅲ 「出像西遊記」の五文字を四文字分のスペースに詰め込み、魚尾との間が一字分空格となるもの。以下同じ。 

ⅳ この葉に関しては版刻の際の問題ではなく、天で版木の損壊により字が見えなくなったものの模様。天は葉数も「十七」しか見えないが、故だと

Ａ面に僅かながらその上に「二」の痕跡が確認出来る。両者は同版なので、天よりも故の方が印刷が早いと言える。 

ⅴ この葉、故は同版であるが、「巻」は見える。これも天が版木の損傷が進んでからの印刷だったことによろう。 
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第二章表６ 浅野世本の版心表記が通常でない葉 

・「葉数表記の原則」欄は、「20葉以降の表記／下一桁の１の表記」の順に記す。他の葉数表記に問題がある場合はそれに続けて記す。 

・「版心題・巻数・特記事項」欄は、版心題と巻数のうち乱れがあるもののみ記す。それに続けて、空格・誤字・埋木の跡等が見える場合はその旨

を、他の葉でよく用いる字とは異体字で表記される字がある葉である場合はその字（［ ］内には他の葉で多く用いられる字）を記す。 

・熊雲濵覆世徳堂刊本と特徴が共通する事項には網掛けにし（例えば、巻11－34は版心題を「之巻十二」とするのは故天と同じだが、故天では「変」

ではなく「變」を用いているということ）、故宮世本・天理世本でも表記乱れるが乱れ方が異なる葉は下線を付した。 

 葉数表記の原則 版心題・巻数・特記事項 

巻11 全て「二五」式」／11のみ一 40（葉数の下に小字で「五百卄七」とある）、41（葉数の下に小字で「五百卄四」とある） 

巻12 全て「二五」式／11は十□、 

他は全て乙 

28（□□十二）、34（之巻十二／変［變］） 

巻13 全て「二五式」／全て一 45（十三［魚尾が二字分下がり、版心題との間は空白］／台［臺］）、46（十三［魚尾が二字分下が

り、版心題との間は空白］） 

巻14 全て「二五式」／41のみ乙／34

は二四に見える 

乱れ無し 

巻15 全て「二五式」／21のみ乙 乱れ無し 

巻16 全て「二五式」／全て一 乱れ無し 

巻17 21～29「二十五」式、以降は卅

七、卅八を除き「二五」式／21、

41、51が一 

5（出像西遊記□［五文字を四文字分に詰め込む］／個個［个〱］）、7（巻十七／㒷［興］、変ヒ［變

〱］）、8（巻十七／團ヒ［團〱］、鵉［鸞］）、30（魚尾が一文字分下がり、版心題との間は空白。他

の葉より反面が一回り小さい）、41（□十七巻［魚尾が一文字分下がり、版心題との間は空白］／

灯［燈］、覌［觀］）、44（□□十七巻［但し故天と違い魚尾あり］／A 面 11 行目の故天「呌」］と

する字が見えず、埋木の跡がある）、58（□巻之十七［魚尾の下に一字分の空欄］） 

巻18 全て「二五」式／11、41が一を

用いる 

１（巻十八［A 面 1 行目、故天の「尋」が空格］）、2（巻十八）、6（□□十八［魚尾が無い］／国

［國］）、29（□□十八）、30（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］／A面3行目、

故天の「待」が空格。故天は俗字多用）、31（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］）、

32（十八［魚尾が二文字分下がり、版心題との間が空白］／Ａ面2行目「降妖寶杖」とすべきを「降

妖寶劍」に誤る。B面12行目、故天の「佛人」を「弗人」に誤り、かつ埋木の跡が見える）、36（出

像西遊記□［五文字を四文字分に詰め込む］）、37（□□十八／故天の「体」を「體」とする反面、

「鐵」を「鉄」とする）、38（□□十八／故天の「覌」を「觀」）、39（出像西遊記／□□十八／故

天は俗字を多用）、40（□□十八／故天は俗字を多用）、47（□□十八）、48（□十八［魚尾が一文

字分下がり、版心題との間は空白］／故天「乱」を浅「亂」）、50（魚尾が一文字分下がり、版心題

との間は空白／故天「戦」を浅「戰」）、60（出像西遊記／□十八［魚尾が一文字分下がり、版心題

との間は空白］／A面8行目、故天の「〱」が空格） 

巻19 卄七、卄八を除き「二五」式 

／11のみ一 

乱れ無し 

巻20 全て「二五」式／11、51が一 乱れ無し 

 

              
   図１ 浅野世本巻16－１Ａ（部分）     図２ 故宮世本巻16－１Ａ（部分）     図３ 天理世本巻16－１Ａ（部分） 
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第
三
章 

金
陵
唐
氏
世
徳
堂
主
人
考
―
―
二
人
の
「
唐
光
禄
」
―
― 

   
 

は
じ
め
に 

 

前
章
で
は
、
か
つ
て
は
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』
と
し
て
一
括
り

に
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
四
本
の
伝
本
が
、
実
は
二
版
に
分
け
ら
れ
る
こ
と

を
確
認
し
、
故
宮
世
本
・
日
光
世
本
・
天
理
世
本
は
建
陽
の
熊
雲
濵
に
よ
る
覆

刻
本
で
あ
る
こ
と
、
浅
野
世
本
に
は
世
徳
堂
刊
本
の
後
修
本
で
あ
る
可
能
性
が

あ
り
、
少
な
く
と
も
画
工
名
な
ど
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂

刊
本
よ
り
も
良
く
世
徳
堂
初
刻
本
の
様
相
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

本
章
で
は
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
主
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
序
章
に
全
文

を
引
い
た
世
徳
堂
本
（
実
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
）
の
秣
陵
陳
元
之
撰
「
刋

西
逰
記
序
」
の
解
釈
に
も
大
き
く
影
響
す
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
行
研

究
が
断
片
的
な
資
料
に
基
づ
く
推
測
や
論
拠
を
明
示
し
な
い
形
で
の
言
及
に
止

ま
っ
て
お
り
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本

章
で
は
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
を
経
史
子
集
を
問
わ
ず
幅
広
く
調
査
し
た
上
で
、

世
徳
堂
主
人
の
名
・
字
・
号
や
活
動
状
況
を
解
明
し
た
い
。 

ま
た
、
拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の

覆
刻
及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
１

で
は
、
他
に
も
万
暦
二
十
年
前
後
に
上

元
王
氏
を
画
工
と
す
る
見
開
き
全
面
の
挿
画
を
伴
っ
て
金
陵
で
刊
行
さ
れ
た
周

曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
刊
本
『
三
国
演
義
』
十
二
巻
（
所
謂
周
曰
校
乙
本
）
、
万
巻

楼
仁
寿
堂
刊
本
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
八
巻
附
二
巻
、
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
『
南

北
両
宋
志
伝
題
評
』
南
宋
十
巻
北
宋
十
巻
の
三
種
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
っ
く
り
な
覆

刻
本
が
現
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
同
じ
く
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
『
唐
書
志

伝
題
評
』
八
巻
と
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
西
晋
四
巻
東
晋

八
巻
の
二
種
は
、
後
に
版
木
が
周
氏
大
業
堂
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
示

し
た
（
各
版
本
の
巻
首
題
や
所
蔵
機
関
、
書
誌
的
な
詳
細
等
に
つ
い
て
は
注
１

拙
稿
参
照
）
。
『
西
遊
記
』
の
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
も
含
め
た
こ
れ
ら
四
種
の

覆
刻
本
は
全
て
刊
年
不
詳
で
、
『
三
国
演
義
』
は
刊
行
者
も
不
詳
だ
が
、
『
西
遊

記
』
は
建
陽
宏
遠
堂
主
人
熊
雲
濵
（
雲
濵
は
号
で
名
は
体
忠
）
の
刊
行
、
残
る

二
種
は
建
陽
双
峰
堂
三
台
舘
主
人
の
余
象
斗
の
刊
行
で
あ
る
。 

注
１
拙
稿
で
は
、
金
陵
の
唐
氏
世
徳
堂
と
周
氏
万
巻
楼
の
主
人
が
い
ず
れ
も

江
西
撫
州
府
金
谿
県
出
身
の
同
郷
の
間
柄
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
つ
つ
、
世
徳
堂

と
万
巻
楼
が
互
い
に
分
担
し
あ
っ
て
い
た
た
め
に
こ
れ
ら
の
章
回
小
説
が
同
時

期
に
重
複
す
る
こ
と
な
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
世
徳
堂
の

活
動
実
態
を
把
握
す
る
べ
く
、
本
章
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。 
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一
、「
唐
光
禄
」
を
め
ぐ
っ
て 

 
（
１
）
世
徳
堂
刊
本
章
回
小
説
と
「
唐
光
禄
」 

 

ま
ず
、
本
章
「
は
じ
め
に
」
に
挙
げ
た
世
徳
堂
の
刊
行
し
た
四
種
の
章
回
小

説
刊
本
そ
れ
自
体
に
刊
行
者
の
手
掛
か
り
を
求
め
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
各
巻

巻
頭
に
「
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」
や
「
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
梓
」
等
と
見
え
る
の

み
で
主
人
の
個
人
名
は
明
記
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
序
が
伝
わ
ら
な
い
『
東
西
両

晋
志
伝
題
評
』
を
除
く
三
種
に
は
、
揃
っ
て
序
に
「
（
唐
）
光
禄
」
な
る
人
物
が

刊
行
に
関
与
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
序
の
年
次
順
に
見
て
み
よ
う
。 

第
二
章
で
見
た
通
り
、
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』
そ
の
も
の
の
序
は
失
わ
れ

て
い
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
本
の
秣
陵
陳
元
之
撰
「
刋
西
逰

記
序
」
が
世
徳
堂
刊
本
の
序
の
文
章
を
日
付
や
署
名
ま
で
全
く
忠
実
に
伝
え
て

い
る
と
考
え
て
良
い
２

。
末
尾
に
「
時
壬
辰
夏
端
四
日
也
」
と
見
え
、
そ
れ
が

万
暦
二
十
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
既
述
の
通
り
だ
が
、
本
章
で
は
そ
れ

に
問
題
が
無
い
か
ど
う
か
も
確
認
す
る
。
さ
て
、
序
章
で
全
文
を
引
い
て
触
れ

て
お
い
た
通
り
、
こ
の
序
は
『
西
遊
記
』
の
作
者
が
既
に
不
明
と
な
っ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

唐
光
禄
既
購
是
書
、
竒
之
、
益
俾
好
事
者
為
之
訂
校
、
秩
其
巻
目
梓
之
、

凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
餘
、
而
充
叙
於
余
。（
唐
光
禄
が
こ
の
書
物
（
旧
本

『
西
遊
記
』
）
を
購
入
し
て
価
値
を
認
め
、
好
事
家
た
ち
に
供
す
べ
く
校
訂

を
加
え
、
巻
数
や
目
録
を
整
え
て
版
木
に
刻
ん
だ
と
こ
ろ
、
全
体
で
二
十

巻
、
数
十
万
字
に
及
び
、
私
に
序
文
を
任
せ
た
。
） 

仮
に
日
本
で
の
通
説
３

に
従
っ
た
訳
を
示
し
て
お
い
た
が
、
中
国
で
は
波
線

部
の
「
俾
」
を
使
役
に
読
む
の
が
多
数
派
と
な
っ
て
い
る
４

。
そ
の
中
で
更
に

使
役
が
掛
か
る
「
好
事
者
」
の
行
為
を
「
秩
其
巻
目
」
ま
で
だ
と
す
る
説
、「
梓

之
」
ま
で
が
そ
う
だ
と
の
説
、「
為
之
訂
校
」
だ
け
だ
と
の
説
に
分
か
れ
て
お
り
、

も
ち
ろ
ん
「
俾
」
を
使
役
に
読
ま
な
い
説
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
、

こ
こ
に
見
え
る
唐
光
禄
・
好
事
者
・
秣
陵
陳
元
之
と
、
各
巻
巻
頭
に
見
え
る
校

者
の
華
陽
洞
天
主
人
・
刊
行
者
の
金
陵
世
徳
堂
と
い
う
、
併
せ
て
五
者
の
関
係

を
如
何
に
整
理
す
る
か
は
、
呉
承
恩
説
の
是
非
を
中
心
と
す
る
作
者
論
争
と
も

結
び
付
い
て
、
議
論
百
出
の
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
５

。 

も
っ
と
も
、
波
線
部
を
ど
う
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
唐
光
禄
な
る
人
物
が
『
西

遊
記
』
の
旧
本
を
購
入
し
て
刊
行
に
深
く
関
わ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑

問
の
余
地
が
無
い
。
唐
光
禄
が
何
者
で
あ
る
の
か
さ
え
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
乱

立
し
て
い
る
諸
説
を
か
な
り
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。 

さ
て
、
問
題
の
唐
光
禄
に
つ
い
て
は
、
世
徳
堂
の
主
人
ま
た
は
そ
の
一
族
だ

と
推
定
す
る
の
が
日
中
問
わ
ず
長
年
の
定
説
で
あ
る
６

。
し
か
し
、
当
の
世
徳

堂
の
主
人
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
っ
た
。

そ
こ
へ
近
年
、
唐
氏
世
徳
堂
の
関
係
者
に
は
「
光
禄
」
を
名
乗
る
人
物
が
確
認

出
来
な
い
と
し
て
、「
光
禄
」
は
光
禄
寺
卿
か
少
卿
の
経
験
者
を
指
す
の
で
は
な

い
か
と
の
解
釈
を
示
し
、
北
京
光
禄
寺
と
南
京
光
禄
寺
を
通
じ
て
そ
れ
に
該
当
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す
る
唐
姓
の
人
物
が
唐
鶴
徴
（
唐
順
之
の
子
）
し
か
い
な
い
こ
と
か
ら
、
唐
鶴

徴
こ
そ
が
「
唐
光
禄
」
だ
と
す
る
胡
令
毅
氏
の
説
が
現
れ
た
７

。 
し
か
し
、
胡
氏
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
「
光
禄
」
が
刊
行
に
関
わ
っ
た
旨
は
、

同
じ
世
徳
堂
刊
の
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
と
『
唐
書
志
伝
題
評
』
の
序
に
も

見
え
る
こ
と
が
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行

に
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
評
釋
／
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
訂
（
ま
た
は
校
梓
）
」
と
記

す
世
徳
堂
本
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
の
無
名
氏
「
叙
鍥
南
宋
傳
志
演
義
」
が
、

次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。 

…
…
故
知
帝
王
徴
應
、
神
武
多
竒
、
一
人
之
見
斯
狹
、
一
史
之
㩀
幾
何
。

若
其
失
而
求
之
於
野
、
傳
志
可
盡
薄
乎
。
光
禄
既
取
鍥
之
、
而
質
言
鄙
人
。

鄙
人
故
拈
其
竒
一
二
、
首
簡
以
見
一
斑
、
且
以
為
好
事
者
佐
譚
。（
こ
れ
ら

の
例
か
ら
帝
王
は
そ
の
兆
し
と
し
て
多
く
の
奇
な
る
神
懸
か
り
な
武
功
を

示
す
と
知
れ
る
が
、
人
一
人
の
見
聞
は
狭
く
、
正
史
一
つ
で
は
拠
り
所
に

限
界
が
あ
る
。
も
し
正
史
に
漏
れ
た
部
分
を
野
に
求
め
る
な
ら
ば
、
伝
志
８

と
て
全
面
的
に
軽
ん
じ
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
光
禄
が
既
に
そ
れ
を
入
手

し
て
版
木
を
作
り
、
私
に
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
。
そ
こ
で
私
は
そ
の
奇
な

る
点
に
つ
い
て
若
干
の
例
を
挙
げ
、
こ
の
序
で
述
べ
て
一
端
を
示
し
、
好

事
家
の
談
義
の
一
助
と
し
た
の
で
あ
る
。
） 

こ
の
直
後
に
「
峕
癸
巳
長
至
泛
雪
齋
叙
」
と
署
名
が
あ
っ
て
、
癸
巳
は
万
暦

二
十
一
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
磯
部
注
３
書
と
氏
岡
注
３
論
文
は
共
に
陳
元

之
の
「
刋
西
逰
記
序
」
と
併
せ
て
こ
の
例
を
引
き
、
「
（
唐
）
光
禄
」
＝
唐
氏
世

徳
堂
の
関
係
者
、「
叙
鍥
南
宋
傳
志
演
義
」
の
撰
者
＝
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
＝
秣
陵

陳
元
之
と
解
釈
し
て
い
る
。 

更
に
、
や
は
り
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行
を
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
評
釋
／
繡
谷

唐
氏
世
德
堂
校
訂
（
ま
た
は
校
梓
）
」
と
す
る
世
徳
堂
本
『
唐
書
志
伝
題
評
』
の

無
名
氏
「
唐
書
演
義
序
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

…
…
載
攬
演
義
亦
頗
能
淂
意
。
獨
其
文
詞
時
傳
正
史
、
於
流
俗

不
盡
通
、

其
事
實
時
采
譎
誑
、
於
正
史

不
盡
合
。
因
略
綴
拾
、
其
額
為
演
義
題
評
。

亦
慫
惥
光
禄
之
志
、
書
成
叙
之
。
…
…
。（
そ
こ
で
『
（
唐
書
志
伝
）
演
義
』

を
見
れ
ば
、
こ
れ
も
実
に
良
く
出
来
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
文
章
は
時
に

正
史
の
引
用
な
の
で
学
の
乏
し
い
者
に
は
理
解
し
き
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
し
、
そ
の
中
身
は
時
に
妄
言
俗
説
を
採
用
し
て
正
史
と
一
致
し
な
い
場

合
が
あ
る
。
そ
こ
で
少
し
く
編
集
し
（
た
上
で
注
釈
を
施
し
）
、
題
し
て
『
（
唐

書
志
伝
）
演
義
題
評
』
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
ま
た
（
本
書
を
刊
行
し
よ

う
と
い
う
）
光
禄
の
志
を
勧
め
励
ま
し
、
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
こ
の
叙
を

も
の
し
た
。
） 

 

末
尾
に
「
峕
癸
巳
陽
月
書
之
尺
蠖
齋
中
」
と
記
す
た
め
、
こ
の
序
は
各
巻
巻

頭
に
見
え
る
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
」
の
撰
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
こ
の
「
癸
巳
」

が
前
掲
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
の
そ
れ
と
同
年
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
出

ま
い
。
陳
澉
注
４
論
文
と
呉
聖
昔
注
４
論
文
が
い
ず
れ
も
こ
れ
を
引
き
、
こ
の
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序
を
単
独
で
読
ん
だ
だ
け
で
は
解
釈
が
難
し
い
「
光
禄
」
を
、
陳
元
之
「
刋
西

逰
記
序
」
と
併
せ
て
読
む
こ
と
で
、
世
徳
堂
の
主
人
を
指
す
と
判
断
し
て
い
る
。

妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
て
言
葉
を
補
っ
て
訳
し
た
。 

 

ま
た
、
太
田
注
３
書
は
、
序
文
中
の
「
光
禄
」
に
は
触
れ
な
い
も
の
の
、
前

述
の
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
と
『
唐
書
志
伝
題
評
』
の
各
巻
巻
頭
の
「
姑
孰

陳
氏
尺
蠖
齋
評
釋
」
、
及
び
周
氏
大
業
堂
逓
修
本
『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
の
各

巻
巻
頭
第
二
行
に
「
秣
陵 
陳
氏
尺
蠖
齋 

評
釋
」
と
あ
る
（
太
田
氏
未
見
の

同
版
の
世
徳
堂
本
で
も
同
じ
）
こ
と
を
挙
げ
、
秣
陵
陳
元
之
＝
秣
陵
陳
氏
尺
蠖

齋
＝
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
、
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
陳
澉
注
４
論
文
も
同

様
の
指
摘
を
し
て
お
り
、
こ
れ
も
極
め
て
妥
当
な
判
断
で
あ
ろ
う
９

。
ま
た
本

論
第
二
章
で
は
、
世
徳
堂
刊
行
の
戯
曲
に
も
巻
頭
第
二
～
三
行
に
「
秣
陵
陳
氏

尺
蠖
齋
註
釋
／
繡
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓
」
や
「
姑
孰
陳
氏
尺
蠖
齋
重
訂
／
繡
谷

唐
氏
世
徳
堂
校
梓
」
等
と
見
え
る
も
の
が
複
数
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ

だ
け
の
例
が
あ
る
以
上
、
陳
氏
尺
蠖
齋
は
陳
元
之
で
あ
り
、
小
説
・
戯
曲
の
校

注
者
と
し
て
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
お
抱
え
の
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。 

そ
の
尺
蠖
齋
陳
元
之
の
手
に
な
る
「
刋
西
逰
記
序
」
と
「
唐
書
演
義
序
」
に

共
に
「
（
唐
）
光
禄
」
の
名
が
見
え
、
も
う
一
つ
彼
が
「
評
釋
」
し
て
い
る
世
徳

堂
刊
本
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
の
「
叙
鍥
南
宋
傳
志
演
義
」
に
も
「
光
禄
」

が
刊
行
者
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
「
（
唐
）
光
禄
」
は
や
は
り
唐
氏

世
徳
堂
の
主
人
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
し
こ
の
上
で
唐
氏
世
徳
堂

の
主
人
が
は
っ
き
り
「
光
禄
」
を
名
乗
る
例
が
見
つ
か
れ
ば
、
「
（
唐
）
光
禄
」

と
は
世
徳
堂
主
人
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
の
鉄
証
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
行
研
究

で
は
全
く
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
複
数
存
在
し
て
い

る
。 （

２
）
二
人
の
「
唐
光
禄
」 

『
宋
丞
相
文
文
山
先
生
指
南
摘
録
』
四
巻
後
録
四
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
、

中
央
研
究
院
傅
斯
年
図
書
館
蔵
）
は
、
三
欄
に
分
か
つ
封
面
の
左
右
に
「
宋
丞

相
文
文
山
／
先
生
指
南
摘
録
」
、
中
央
の
細
い
欄
に
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
梓
」
と

記
し
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
に
低
七
格
で
「
宋 

文
山
文
天
祥 

著
／
明 

振

龍
郭
一
鶚 

叅
閲
／
明 

玉
予
唐 

晟 

校
梓
」
と
あ
り
（
傍
線
部
は
行
の
中

間
に
共
有
で
一
つ
だ
け
記
さ
れ
る
文
字
。
以
下
の
引
用
で
も
同
じ
）
、
末
尾
に
「
賜

進
士
第
文
林
郎
南
京
河
南
／ 

道
監
察
御
史
同
邑
後
學
郭
／ 

一
鶚
汝
薦
甫
拜

書
」
と
あ
る
「
文
文
山
先
生
指
南
摘
録
序
」
が
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。 

…
…
同
郷
唐
光
禄
君
、
雅
慕
氣
節
、
欣
然
請
梓
之
、
以
廣
傳
要
。
忠
義
之

在
人
心
萬
古
常
新
、
匪
獨
阿
所
好
於
郷
之
先
正
已
也
。
余
㤀
蕪
陋
而
為
之

弁
首
。（
同
郷
の
唐
光
禄
君
が
（
文
天
祥
の
）
気
節
を
慕
い
、
欣
喜
と
し
て

本
書
を
刊
行
す
る
こ
と
を
請
い
、
広
く
そ
の
要
訣
を
伝
え
ん
と
し
た
。
こ

れ
は
忠
義
が
人
の
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
古
び
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
も
の
で
、
単
に
同
郷
の
者
た
ち
に
好
ま
れ
る
先
達
に
お
も
ね

る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
私
も
文
章
下
手
を
省
み
ず
こ
の
序
を
書
い
た
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の
だ
。
） 

つ
ま
り
、
廬
陵
（
明
代
に
は
江
西
吉
安
府
廬
陵
県
）
の
人
で
あ
る
文
天
祥
や

郭
一
鶚
と
「
同
郷
」
で
あ
る
「
唐
光
禄
君
」
が
こ
の
書
を
刊
行
し
た
と
い
う
の

だ
。
胡
令
毅
氏
が
「
唐
光
禄
」
だ
と
看
做
す
唐
鶴
徴
は
南
直
隷
武
進
の
人
で
あ

り
、
江
西
人
で
は
な
い
。
対
し
て
唐
氏
世
徳
堂
は
、「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
」
の
他

に
、
前
述
の
講
史
小
説
三
種
や
戯
曲
の
よ
う
に
「
繡
谷
唐
氏
世
徳
堂
」
と
自
称

す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
「
繡
谷
」
に
つ
い
て
は
、
主
人
の
号
か
名
だ
と
い
う

説
（
後
述
）
や
、
金
陵
南
京
の
異
称
だ
と
の
説
１
０

が
あ
っ
た
が
、
江
西
撫
州
府

金
谿
県
の
「
錦
繡
谷
」
に
由
来
す
る
金
谿
の
異
称
で
あ
る
こ
と
が
近
年
に
な
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
１
１

。
と
な
れ
ば
、
郭
一
鶚
の
序
に
見
え
る
江
西
人
と
同
郷

の
刊
行
者
「
唐
光
禄
君
」
と
は
、
各
巻
巻
頭
第
四
行
に
刊
行
者
と
し
て
記
さ
れ

る
「
玉
予
唐
晟
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
書
の
末
尾
に
付

さ
れ
た
「
跋
文
山
先
生
指
南
録
」
は
、
末
尾
に
「
萬
曆
癸
丑
（
四
十
一
年
）
菊

秋
朔
旦
金
谿
郷
後
學
光
禄
唐
晟
頓
首
跋
」
と
署
名
し
、
そ
の
下
に
陽
刻
正
方
「
光

禄
／
之
章
」
印
が
印
刷
し
て
あ
る
。
よ
っ
て
、
序
に
見
え
る
刊
行
者
「
唐
光
禄

君
」
と
は
、
間
違
い
な
く
こ
の
金
谿
出
身
の
唐
晟
な
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
封
面
に
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
梓
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
所
見
の
二
本
が

い
ず
れ
も
後
印
本
で
封
面
が
後
印
の
際
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
が
な
い
限
り
は
、
刊
行
者
（
つ
ま
り
光
禄
唐
晟
）
は
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
主

人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

も
う
一
つ
、『
新
刻
沈
漢
陽
先
生
随
寓
詩
経
答
』
七
巻
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）

は
、
各
巻
巻
頭
第
四
・
五
行
の
中
間
に
「
同
社
」
と
記
し
、
そ
の
下
に
第
二
～

七
行
に
「
己
未
會
魁 

漢
陽 

沈
翹
楚 

著
／
甲
辰
會
状 

琨
阜 

楊
守
勤 

叅
／
経
筵
講
官 

衷
雷 

韓
孫
愛 

訂
／
青

諫
臣 

益
城 

姚
宗
文 

閲
／

己
未
進
士 

槐
眉 

袁
弘
勲 

校
／
金
陵
光
禄 

玉
予 

唐 

晟 

梓
」
と
見

え
る
。
末
尾
に
「
峕
萬
暦
己
未
（
四
十
七
年
）
冬
之
吉
古
臨
年
弟
陳
鍾
盛
稚
徳

父
書
于
金
陵
世
徳
堂
」
と
署
名
す
る
「
沈
會
魁
詩
經
答
題
詞
」
に
は
、「
金
陵
光

禄
唐
君
業
青
緗
（
金
陵
光
禄
唐
君
は
家
伝
の
学
を
修
め
）
」
や
「
唐
君
予
弱
息
外

舅
翁
也
（
唐
君
は
私
の
娘
の
舅
で
あ
る
）
」
等
の
句
が
見
え
、
姻
戚
の
唐
君
か
ら

自
分
と
同
年
の
進
士
で
あ
る
沈
翹
楚
の
著
作
へ
の
序
を
請
わ
れ
て
引
き
受
け
た

経
緯
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
前
述
の
『
宋
丞
相
文
文
山
先
生
指
南
摘
録
』
と

併
せ
て
考
え
れ
ば
、
金
陵
光
禄
唐
君
＝
金
陵
光
禄
玉
予
唐
晟
＝
金
陵
世
徳
堂
主

人
と
見
て
よ
か
ろ
う
１
２

。
各
巻
巻
頭
に
見
え
る
「
漢
陽
」
は
沈
翹
楚
の
号
、「
琨

阜
」
は
楊
守
勤
の
号
、「
益
城
」
は
姚
宗
文
の
号
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ

ら
と
並
列
さ
れ
る
「
玉
予
」
も
唐
晟
の
号
で
あ
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
一
方
、

「
金
陵
光
禄
」
の
方
は
、「
己
未
會
魁
」「
甲
辰
會
状
」「
己
未
進
士
」
と
い
っ
た

科
挙
の
実
績
や
、
「
経
筵
講
官
」
や
「
青

諌
臣
」
（
給
事
中
の
異
称
）
と
い
う

官
職
名
と
並
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
四
文
字
で
南
京
光
禄
寺
を
指
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
唐
晟
以
外
の
五
人
は
、
実
際
に
科
挙
で
そ
の
成
績
を
挙
げ
た
こ

と
や
１
３

、
そ
の
身
分
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
の
で
１
４

、
素
直
に
取
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る
な
ら
ば
唐
晟
も
南
京
光
禄
寺
の
何
ら
か
の
官
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。 

 

し
か
し
、
胡
令
毅
注
７
論
文
に
よ
る
と
、
明
代
に
光
禄
寺
卿
（
従
三
品
）
と

光
禄
寺
少
卿
（
正
五
品
）
の
ど
ち
ら
か
に
任
官
し
た
唐
姓
の
人
物
は
唐
鶴
徴
た

だ
一
人
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
胡
氏
は
「
這
様
的
簡
称
、
通
常
只
是
用
於

卿
和
少
卿
」（
六
四
頁
）
と
述
べ
て
、
陳
元
之
の
「
刋
西
逰
記
序
」
に
見
え
る
「
唐

光
禄
」
は
唐
鶴
徴
に
違
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。 

だ
が
、
よ
り
官
品
の
低
い
光
禄
寺
の
小
官
で
あ
っ
て
も
、「
姓
＋
光
禄
」
で
呼

ば
れ
る
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
陳
書
録
・
紀
玲
妹
両
氏
の
考
証

に
よ
る
と
、
唐
順
之
（
他
な
ら
ぬ
唐
鶴
徴
の
父
で
あ
る
）「
任
光
禄
竹
溪
記
」
に

見
え
る
「
余
舅
光
禄
任
君
」
な
る
人
物
は
、
嘉
靖
十
三
年
か
ら
十
五
年
に
か
け

て
光
禄
寺
署
丞
（
従
七
品
）
を
務
め
た
任
卿
（
字
世
臣
、
号
竹
溪
）
で
あ
る
１
５

。 

更
に
、
周
曰
校
万
巻
楼
の
一
族
で
金
陵
に
住
み
万
暦
一
桁
の
時
期
に
数
点
の

書
物
を
刊
行
し
た
周
庭
槐
は
、「
子
を
以
て
貴
」
の
封
贈
の
制
で
鴻
臚
寺
序
班
（
従

九
品
）
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
１
６

、
姜
宸
英
撰
「
（
周
亮
工
）
墓
碣
銘
」

の
中
で
「
鴻
臚
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
鴻
臚
寺
は
光
禄
寺
と
並
ぶ
九
寺
の
一
角

を
占
め
る
官
署
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
九
寺
の
全
て
に
お
い
て
、
そ
の
官
署

に
属
す
る
官
位
を
持
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
た
と
え
官
品

下
位
の
従
九
品
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
敬
称
と
し
て
そ
の
官
署
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。 

な
ら
ば
、
唐
晟
も
南
京
光
禄
寺
の
低
位
の
官
に
あ
っ
た
た
め
に
他
人
か
ら
「
光

禄
」
と
呼
ば
れ
、
自
分
で
も
「
光
禄
」
を
名
乗
っ
た
り
「
光
禄
／
之
章
」
の
公

印
を
使
っ
た
り
し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が

も
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
１
７

。 

 

唐
晟
と
世
徳
堂
の
繋
が
り
は
『
新
刻
夷
堅
志
』
十
巻
の
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
本

（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
現
蔵
）
で
も
確
認
出
来
る
。
封
面
に
「
辛
丑
〔
万

暦
二
十
九
年
〕
冬
月
／
夷
堅
志
／
唐
氏
世
徳
堂
梓
」
と
記
し
、
巻
一
第
二
～
五

行
が
「
宋
鄱
陽
洪 

邁
著
／
明
姚
江
呂
㣧
昌
校
／
繡
城
唐 

晟
訂
／
唐 

㫤
次
」
、

巻
二
以
降
は
第
二
～
四
行
が
「
宋
鄱
陽
洪
邁
著 

 
 

明
姚
江
呂
㣧
昌
校
／
繡

城
唐 

晟
訂
（
巻
四
と
巻
八
で
は
「
繡
谷
唐 

晟
詮
」
）
／
唐 

㫤
次
」
と
な
っ

て
い
る
。「
梓
」
や
「
刊
」
等
と
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
唐

晟
や
唐
㫤
が
刊
行
者
（
＝
世
徳
堂
主
人
）
だ
と
断
言
は
出
来
な
い
が
、
前
掲
二

例
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
ま
ず
唐
晟
が
世
徳
堂
主
人
と
し
て
刊
行
し
た
と
見
て

よ
か
ろ
う
１
８

。
ま
た
、
明
ら
か
な
唐
晟
と
唐
㫤
の
共
同
刊
本
に
『
耳
談
類
増
』

五
十
四
巻
（
北
平
図
書
館
旧
蔵
で
台
湾
故
宮
博
物
院
現
蔵
）
が
あ
る
。
封
面
を

欠
き
書
坊
の
屋
号
が
見
え
る
箇
所
は
無
い
が
、
金
陵
で
初
め
て
刊
行
す
る
旨
を

記
し
た
「
萬
曆
癸
卯
（
三
十
一
）
年
上
澣
王
同
軌
撰
」
の
「
耳
譚
類
増
自
敘
」

が
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
を
「
黄
岡 

王
同
軌 

行
甫 

著
／
滁
陽 

夏

守
成 

克
家 

校
／
繡
谷 

唐 

晟 

伯
成

唐 

㫤 

叔
永 

梓
」
と
す
る
。
こ
こ
に
見
え
る
字
か

ら
し
て
、
二
人
は
唐
晟
が
長
男
、
唐
㫤
が
三
男
の
兄
弟
な
の
だ
ろ
う
。 

で
は
、
こ
の
唐
晟
こ
そ
世
徳
堂
刊
本
章
回
小
説
各
種
の
刊
行
者
「
唐
光
禄
」
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だ
と
考
え
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。「
光
禄
」
と
呼
ば

れ
る
唐
姓
の
世
徳
堂
関
係
者
は
、
何
と
も
う
一
人
い
る
の
だ
。 

 

『
歷
朝
翰
墨
選
注
』
十
四
巻
（
尊
経
閣
文
庫
、
台
湾
国
家
図
書
館
、
上
海
図

書
館
蔵
）
は
、
三
欄
に
区
切
っ
た
封
面
の
左
右
に
「
新
鐫
歷
朝
／
翰
墨
選
註
」
、

中
央
の
細
い
欄
に
「
萬
曆
丙
申
（
二
十
四
年
）
春
月
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
梓
」
と

あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
に
「
古
鄞 

屠 

隆 

道
民
父 

註
集
／
南
昌

 

凃 

山 

子
壽
父 

叅
閲
／
繡
谷 

唐
廷
仁 

國
壽
父 

校
梓
」
と
あ
る
か

ら
、
唐
廷
仁
（
字
国
寿
）
な
る
人
物
が
刊
行
し
た
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
で
あ

る
。
こ
の
唐
廷
仁
と
い
う
名
は
、
注
１
拙
稿
で
触
れ
た
万
暦
辛
卯
（
十
九
年
）

刊
『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
前
集
十
二
巻
後
集
七
巻
続
集
八
巻
別
集
二
巻

（
北
京
大
学
図
書
館
［
二
本
］
、
国
会
図
書
館
等
蔵
）
の
總
目
末
に
「
金
陵 

書

肆 

龍
泉 

唐
廷
仁


峰 

周
曰
校 

鐫
行
」
と
い
う
形
で
見
え
て
い
た
。
周
曰
校
の
姓
名
の
上
に

記
さ
れ
て
い
る
「

峰
」
は
彼
の
号
な
の
で
（
字
は
應
賢
。
注
１
拙
稿
参
照
）
、

そ
れ
と
並
ん
で
い
る
「
龍
泉
」
も
唐
廷
仁
の
号
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
『
歷
朝
翰
墨
選
注
』
に
戻
る
と
、
末
尾
に
「
峕
萬
曆
丙
申
新
春
吉
旦
南

昌
後
學
凃
山
子
壽
甫
書
」
と
あ
る
「
叙
翰
墨
選
註
」
が
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て

い
る
。 …

…
昧
子
家
貧
、
少
藏
書
、
耳
目
儉
嗇
。
乃
以
光
禄
龍
泉
唐
君
之
請
、
手

是
編
而
咿
唔
之
。
雖
昔
陳
驚
座
之
十
吏
逓
供
、
劉
南
昌
之
百
凾
俱
廢マ

マ

１
９

、

弗
啻
也
。
爰
命
墨
卿
、
書
以
慱

𠼥

。（
私
は
家
が
貧
し
く
、
蔵
書
も
乏
し
く
、

見
聞
も
狭
い
。
と
こ
ろ
が
光
禄
龍
泉
唐
君
の
依
頼
を
受
け
、
こ
の
書
物
（
『
歷

朝
翰
墨
選
注
』
）
を
校
閲
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
公
務
の
傍
ら
名

文
の
私
信
を
次
々
口
述
し
て
十
人
の
部
下
に
書
き
取
ら
せ
た
新
の
陳
遵
や
、

朝
か
ら
昼
ま
で
に
百
通
の
返
信
を
書
い
て
一
つ
の
反
故
も
出
さ
な
か
っ
た

劉
宋
の
劉
穆
之
で
さ
え
、
こ
れ
に
は
舌
を
巻
く
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
に
刊

行
の
運
び
と
な
っ
た
が
、
皆
様
の
ご
笑
覧
に
供
す
る
ま
で
で
あ
る
。
） 

こ
の
「
光
禄
龍
泉
唐
君
」
は
、
先
の
「
金
陵
光
禄
玉
予
唐
晟
」
が
「
官
名
＋

号
＋
姓
＋
名
」
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
要
領
で
、「
官
名
＋
号
＋
姓
＋
敬
称
」
だ
と

思
わ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
ず
確
実
に
こ
の
本
の
刊
行
者
で
あ
る
唐
廷

仁
（
字
国
寿
、
号
龍
泉
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

 
 

二
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
主
人
を
め
ぐ
っ
て 

 

（
１
）
先
行
研
究 

 

で
は
、
唐
晟
と
唐
廷
仁
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確

か
め
る
た
め
に
、
ま
ず
は
世
徳
堂
主
人
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
言
わ
れ
て
来
た
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
。 

 
 

イ
．
唐
繡
谷
説 

 
長
澤
規
矩
也
「
明
代
戯
曲
刊
行
者
表
初
稿
」
（
『
書
誌
学
』
第
七
巻
第
一
号
、

一
九
三
六
）
は
、
世
徳
堂
主
人
を
「
唐
氏
（
繡
谷
） 

金
陵
」
と
す
る
。
こ
の

表
の
体
例
か
ら
見
て
「
繡
谷
」
を
地
名
で
は
な
く
名
か
号
だ
と
判
断
し
て
い
る
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よ
う
だ
が
、
前
述
の
通
り
「
繡
谷
」
は
江
西
金
谿
を
指
す
地
名
で
主
人
の
籍
貫

で
あ
り
、
世
徳
堂
に
限
ら
ず
金
陵
周
氏
万
巻
楼
、
金
陵
唐
氏
富
春
堂
、
金
陵
唐

氏
広
慶
堂
、
金
陵
周
氏
大
業
堂
等
の
刊
行
物
に
も
「
繡
谷
×
氏
○
○
堂
」
と
い

う
表
記
が
非
常
に
良
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
在
ま
で
に
筆
者
の
管
見
に
及
ん

だ
百
種
以
上
の
繡
谷
唐
氏
の
刊
行
物
の
中
に
、
姓
を
先
に
し
て
「
唐
繡
谷
」
と

表
記
す
る
例
が
一
切
確
認
出
来
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
、「
繡
谷
」
が
名
か
号
だ

と
の
説
は
否
定
出
来
る
。 

 
 

ロ
．
江
湖
散
人
繡
谷
陽
川
唐
子
説 

田
中
謙
二
「
解
説
」
（
『
京
都
大
学
漢
籍
善
本
叢
書
』
第
十
四
巻
『
荊
釵
記
』

所
収
、
同
朋
社
、
一
九
八
一
）
は
、
万
暦
十
三
年
世
徳
堂
刊
『
新
刋
重
訂
出
相

附
釋
標
註
節
義
荊
釵
記
』
四
巻
２
０

の
巻
一
巻
頭
第
二
～
五
行
に
「
江
湖
散
人
陽

川
子
釋
／
徽
郡
星
源
游
子
重
訂
／
金
陵
書
林
世
徳
堂
梓
／
鳳
城
思
德
李
氏
校
書
」

と
あ
り
、
巻
二
～
四
で
は
第
二
行
が
「
繡
谷
陽
川
唐
子
釋
義
」
、
第
四
行
が
「
金

陵
世
徳
堂
唐
氏
梓
」
に
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
る
の
を
根
拠
に
、「
世
徳
堂
は
明
・
万
暦

年
間
に
唐
氏
（
繡
谷
・
江
湖
散
人
）
が
営
ん
だ
金
陵
の
書
肆
」
と
す
る
（
二
三

頁
）
。
お
そ
ら
く
世
徳
堂
主
人
＝
唐
繡
谷
説
を
前
提
と
し
た
上
で
の
判
断
だ
ろ
う

が
、
「
繡
谷
」
が
籍
貫
だ
と
判
明
し
た
以
上
、
唐
陽
川
は
あ
く
ま
で
も
「
釋
義
」

担
当
と
し
て
「
梓
」
担
当
の
世
徳
堂
唐
氏
と
は
別
に
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
こ
と
に
な
る
。
世
徳
堂
主
人
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
も
排
除
は
出
来
な

い
が
、
現
状
で
は
こ
の
例
だ
け
で
そ
う
判
断
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。 

 
 

ハ
．
唐
繡
谷
と
唐
晟
説 

 

張
秀
民
著
・
韓
琦
増
訂
『
挿
図
珍
蔵
増
訂
版
中
国
印
刷
史
』（
浙
江
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
六
。
張
秀
民
著
の
初
版
は
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
）
二
四

四
頁
で
明
代
の
南
京
の
書
坊
を
列
挙
す
る
中
に
「
金
陵
唐
繡
谷
世
徳
堂
」
と
「
金

陵
唐
晟 

亦
称
世
徳
堂
」
が
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
に
記
述
し
た
根
拠
が
何
か

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
他
に
「
金
陵
書
肆
唐
廷
仁
」
と
「
金
陵
唐

龍
泉
」
も
見
え
る
が
、
世
徳
堂
と
は
結
び
付
け
て
お
ら
ず
、「
龍
泉
」
が
唐
廷
仁

の
号
で
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
ず
に
両
者
を
別
人
扱
い
し
て
い
る
。 

 
 

ニ
．
唐
富
春
説 

杜
信
孚
『
明
代
版
刻
綜
録
』（
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
、
一
九
八
三
）
は
、「
世

德
堂
㊁
」
の
項
目
に
「
明
萬
曆
金
陵
唐
氏
世
德
堂
刊
」
と
注
記
す
る
版
本
四
種
、

「
明
萬
曆
金
陵
唐
富
春
世
德
堂
刊
」
と
注
記
す
る
版
本
十
種
、「
明
萬
曆
金
陵
書

林
唐
氏
富
春
堂
刊
」
と
注
記
す
る
版
本
二
種
の
計
十
六
種
を
著
録
す
る
。
同
書

の
増
補
版
的
な
性
格
の
杜
信
孚
・
杜
同
書
『
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
』（
線
装
書

局
、
二
〇
〇
一
）
は
「
世
德
堂 

唐
富
春
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、「
金
陵
三
山

街
書
林
唐
富
春
世
德
堂
刊
本
」
と
注
記
す
る
版
本
五
種
と
「
金
陵
三
山
街
書
林

唐
氏
世
德
堂
刊
本
」
と
注
記
す
る
版
本
十
七
種
の
計
二
十
二
種
を
著
録
す
る
２
１

。

し
か
し
、
両
書
の
注
記
は
原
本
の
通
り
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
杜
氏
の
整
理

を
経
て
お
り
、
そ
の
過
程
で
の
誤
り
や
勇
み
足
も
散
見
さ
れ
、
甚
だ
し
く
は
両

書
で
記
載
が
異
な
る
上
に
ど
ち
ら
も
誤
っ
て
い
る
例
ま
で
複
数
あ
る
の
で
２
２

、
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非
常
に
有
用
な
工
具
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
利
用
の
際
は
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に

は
せ
ず
、
原
本
の
実
態
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
現
在
ま
で
に
両
書

の
世
徳
堂
の
項
に
著
録
さ
れ
る
版
本
は
二
種
２
３

を
除
い
て
原
本
・
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
・
デ
ジ
タ
ル
画
像
・
影
印
本
の
い
ず
れ
か
で
全
葉
を
確
認
し
た
が
、
実

際
に
世
徳
堂
の
名
と
唐
富
春
の
名
や
号
が
両
方
と
も
見
え
る
版
本
は
た
だ
の
一

つ
も
無
く
、
富
春
堂
主
人
唐
富
春
（
号
対
溪
、
字
子
和
、
後
述
）
を
世
徳
堂
主

人
で
も
あ
る
と
判
断
す
べ
き
根
拠
は
全
く
見
出
せ
な
か
っ
た
。
な
お
、
両
書
と

も
唐
廷
仁
（
「
字
龍
泉
」
と
す
る
）
と
唐
晟
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
項
目
を
立
て
、

世
徳
堂
と
は
無
関
係
扱
い
に
し
て
い
る
。『
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
』
は
更
に
唐

晟
と
別
に
「
唐
玉
子
」
の
項
目
も
立
て
る
が
、
著
録
の
版
本
を
確
か
め
る
と
、

明
ら
か
に
「
唐
玉
予
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
。 

 
 

ホ
．
唐
晟
と
唐
㫤
説 

 

瞿
冕
良
『
中
国
古
籍
版
刻
辞
典
（
増
訂
本
）
』
（
蘇
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

九
。
初
版
は
斉
魯
書
社
、
一
九
九
九
）
が
、「
世
徳
堂
②
」
の
項
目
で
「
明
万
暦

間
金
陵
人
唐
晟
字
伯
成
、
唐
㫤
字
叔
永
的
書
坊
名
」
と
す
る
が
（
一
三
四
頁
）
、

判
断
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
廷
仁
に
は
別
に
項
目
を
立
て
て
「
明
万

暦
間
金
陵
人
、
字
龍
泉
、
業
書
坊
」
と
す
る
が
（
七
三
八
頁
）
、
世
徳
堂
と
の
関

係
に
は
触
れ
て
い
な
い
。 

 
 

ヘ
．
唐
晟
＝
世
徳
堂
主
人
、
唐
㫤
＝
富
春
堂
主
人
説 

邱
禹
・
徐
飛
責
任
編
輯
『
江
蘇
芸
文
志
・
南
京
巻
』（
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一

九
九
三
）
は
、
唐
廷
仁
は
単
に
「
字
龍
泉
。
明
金
陵
人
。
万
暦
間
刻
書
家
。
一

作
〝
繡
谷
龍
泉
唐
廷
仁
〟
」
（
三
一
一
頁
）
、
唐
晟
を
「
字
伯
成
。
明
金
陵
人
。

嘉
靖
、
万
暦
間
刻
書
家
、
書
坊
名
〝
金
陵
書
林
唐
氏
世
徳
堂
〟
、
亦
作
〝
金
陵

唐
繡
谷
世
徳
堂
〟
。
所
刻
書
以
小
説
、
戯
曲
爲
主
」（
三
二
三
頁
）
と
し
た
上
で
、

唐
㫤
を
富
春
堂
主
人
唐
対
溪
と
同
一
視
し
て
「
字
叔
永
、
一
字
子
和
、
号
対
溪
。

明
金
陵
人
。
嘉
靖
万
暦
間
金
陵
刻
書
家
、
書
坊
名
〝
富
春
堂
〟
、
…
…
明
代
南

京
書
坊
唐
姓
甚
多
、
対
溪
〝
富
春
堂
〟
是
其

著
者
」
と
す
る
（
三
四
二
頁
）
。

し
か
し
、
同
書
も
杜
信
孚
氏
の
二
書
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
こ
の
ま

ま
鵜
呑
み
に
は
出
来
な
い
。 

 

ト
．
唐
世
徳
説 

 

馬
華
祥
『
明
代
弋
陽
腔
伝
奇
考
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
で

は
、「
世
德
堂
本
只
署
堂
名
、
不
署
堂
主
名
字
、
原
因
可
能
有
二
：
一
是
名
字
已

在
堂
名
中
、
就
叫
‘
世
德
’
。
如
富
春
堂
本
、
堂
名
也
是
人
名
。
二
是
世
德
堂
名

声
顕
赫
、
天
下
尽
知
、
就
是
不
署
名
也
無
人
不
暁
。
世
德
堂
主
哪
裏
知
道
時
過

竟
遷
、
当
時
人
都
已
作
古
、
後
人
如
何
得
識
？
書
能
存
世
、
堂
名
也
能
靠
書
流

伝
。
書
商
好
利
也
好
名
、
因
而
筆
者
推
斷
為
第
一
種
可
能
性
較
大
」（
一
四
九
頁
）

と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
馬
氏
は
世
徳
堂
刊
本
の
う
ち
、
四
種
の
戯
曲
刊

本
だ
け
し
か
考
察
の
対
象
と
せ
ず
に
こ
の
推
論
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

前
節
で
縷
々
紹
介
し
た
通
り
、
戯
曲
や
小
説
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
の
世
徳
堂
刊
本

に
は
主
人
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
に
主
人
の



94 
 

名
を
「
唐
世
徳
」
と
す
る
も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
馬
氏
の
推
論
は
ど
ち

ら
も
成
立
し
な
い
と
断
じ
て
良
か
ろ
う
。 

 

（
２
）
金
陵
世
徳
堂
主
人
の
名
が
見
え
る
版
本 

 

こ
の
問
題
に
言
及
す
る
論
文
は
数
多
い
が
、
概
ね
右
の
い
ず
れ
か
を
前
提
と

し
て
い
る
。
特
に
杜
信
孚
氏
の
二
書
は
影
響
力
が
強
く
、
例
え
ば
磯
部
注
３
書

三
九
七
頁
は
『
明
代
版
刻
綜
録
』
に
基
づ
い
て
「
唐
富
春
世
徳
堂
」
と
記
す
版

本
が
多
数
あ
る
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
る
が
、
前
述
の
通
り
そ
の
よ
う
な
版

本
の
存
在
は
確
認
出
来
な
い
。
右
の
諸
先
行
研
究
は
ロ
を
除
い
て
ど
の
版
本
の

如
何
な
る
記
載
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
を
世
徳
堂
主
人
と
判
断
し
た
か
を
明
記
し

て
い
な
い
し
、
唐
廷
仁
を
世
徳
堂
主
人
と
し
て
扱
う
も
の
が
見
ら
れ
な
い
と
い

う
問
題
も
あ
る
２
４

。
そ
こ
で
、
筆
者
が
現
在
把
握
し
て
い
る
刊
行
者
の
名
が
分

か
る
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
を
そ
の
判
断
の
根
拠
と
と
も
に
全
て
列
挙
し
、
そ
れ
を

元
に
考
え
直
し
て
み
よ
う
。 

Ａ
．
唐
廷
仁
（
字
国
寿
、
号
龍
泉
）
に
よ
る
世
徳
堂
刊
本
（
五
種
） 

Ａ
―
１
．
『
新
刋
訓
解
直
音
書
言
故
事
大
全
』
六
巻
（
万
暦
十
三
年
春
刊
） 

 

中
国
国
家
図
書
館
蔵
。
ま
た
、
そ
れ
の
同
版
本
が
東
京
古
典
会
の
平
成
二
十

七
年
度
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
に
出
品
さ
れ
て
い
た
。
封
面
は
三
欄
に
分
か
ち
、

左
右
に
「
重
刻
古
本
明
觧
／
音
釋
書
言
故
事
」
、
中
央
の
細
い
欄
に
「
萬
曆
十
三

年
春
月
世
徳
堂
龍
泉
校
梓
」
と
あ
る
。
末
尾
に
「
萬
曆
乙
酉
（
十
三
年
）
春
王

正
月
吉
旦
／
（
低
六
格
）
銀
潢
逸
叟
書
于
世
德
堂
」
と
署
名
す
る
「
重
刻
古
本

大
全
書
言
故
事
引
」
に
、
旧
版
は
版
木
の
摩
滅
が
進
み
誤
字
も
少
な
く
な
い
た

め
「
光
禄
君
」
が
手
ず
か
ら
校
訂
し
て
明
瞭
な
版
を
作
っ
て
序
を
求
め
て
来
た

と
の
旨
を
記
す
２
５

。
巻
一
巻
頭
に
編
集
・
訓
解
・
訂
正
・
校
釋
の
各
担
当
者
の

名
が
挙
が
る
が
、
そ
こ
に
刊
行
者
名
は
見
え
な
い
。
大
尾
に
「
萬
曆
乙
酉
歳
／

世
徳
堂
校
梓
」
の
蓮
牌
木
記
あ
り
。
序
の
「
光
禄
君
」
と
は
、
封
面
に
見
え
る

世
徳
堂
龍
泉
、
つ
ま
り
唐
廷
仁
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

Ａ
―
２
．『
地
理
叅
賛
玄
機
僊
婆
集
』
十
二
巻
（
万
暦
二
十
二
年
夏
後
序
刊
） 

 

蓬
左
文
庫
、
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
。
封
面
は
上
下
二
層
で
、
細
い
上
層
に
は

右
か
ら
横
書
き
で
「
世
徳
堂
」
、
下
層
は
更
に
三
欄
に
区
切
っ
て
左
右
に
「
刻
地

理
全
／
書
僊
婆
集
」
、
中
央
の
細
い
欄
に
「
金
陵
唐
龍
泉
氏
校
梓
」
。
無
記
名
の

後
序
（
「
仙
婆
集
序
」
）
の
末
尾
に
「
明
萬
曆
甲
午
（
二
十
二
年
）
夏
五
月
吉
」

と
あ
る
２
６

。 

Ａ
―
３
．
『
翰
林
筆
削
字
義
韻
律
鰲
頭
海
篇
心
鏡
』
二
十
巻
（
万
暦
二
十

二
年
冬
刊
） 

 

蓬
左
文
庫
蔵
。
封
面
は
三
欄
に
分
か
ち
、
左
右
に｢

翰
林
筆
削
字
義
韻
／
律
鰲

頭
海
篇
心
鏡｣

、
中
央
の
細
い
欄
に
「
金
陵
三
山
唐
龍
泉
氏
校
梓
」
。「
字
義
廥
攟

心
鏡
叙
」
の
末
に｢

峕
萬
曆
甲
午
（
二
十
二
年
）
仲
冬
月
漢
陽
漢
冲
蕭
良
有
譔｣

。

巻
一
巻
頭
第
二
～
五
行
に｢

翰
林
院
編
脩
漢
冲
蕭
良
有
著
／
上
饒
瀘
東
余
應
奎

訂
／
東
汝
紹
東
王
廷
極
校
梓
／
繡
谷
龍
泉
唐
廷
仁
校
梓｣

。
巻
二
十
大
尾
に
蓮
牌

木
記｢

萬
曆
甲
午
歳
孟
春
月
／
世
徳
堂
唐
龍
泉
綉
梓｣

あ
り
２
７

。 
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Ａ
―
４
．
『
歷
朝
翰
墨
選
注
』
十
四
巻
（
万
暦
二
十
四
年
春
刊
） 

前
述
の
通
り
。 

Ａ
―
５
．『
新
鍥
二
太
史
彙
選
註
釋
老
莊
評
林
』
五
巻
首
一
巻
（
万
暦
二
十

四
年
冬
刊
） 

 

蓬
左
文
庫
蔵
。
首
巻
は
『
新
鍥
二
太
史
彙
選
註
釋
老
子
評
林
』
、
巻
一
～
五
は

『
新
鍥
二
太
史
彙
選
註
釋
莊
子
全
書
評
林
』
。
封
面
は
欄
を
区
切
ら
ず
左
右
に

「
鍥
註
釋
老
荘
／
南
華
賽
副
墨
」
、
間
に
小
字
で
「
萬
曆
丙
申
（
二
十
四
年
）
冬

月
唐
氏
世
徳
堂
校
梓
」
。
「
鍥
老
荘
叙
」
末
に
「
峕
萬
曆
丙
申
冬
月
穀
旦
漪
園
焦

䇊
書
」
。
首
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
に
「
翰
林 

漪
園 

焦 

䇊 

註
釋
／
翰
林 

靑
陽 

翁
正
春 

評
林
／
繡
谷 

龍
泉 
唐
廷
仁 

校
梓
」
、
巻
一
巻
頭
第
二
～

四
行
に
「
太
史 

漪
園 

焦 

䇊 

註
釋
／
太
史 
青
陽 

翁
正
春 

評
林
／

繍
谷 

龍
泉 

唐
廷
仁 

校
梓
」
２
８

。 

Ｂ
．
唐
晟
（
字
伯
成
、
号
玉
予
）
に
よ
る
世
徳
堂
刊
本
（
四
種
、
う
ち
一
種

は
唐
㫤
と
共
同
刊
行
、
別
の
一
種
は
後
に
唐
㫤
に
版
木
が
移
る
） 

Ｂ
―
１
．
『
新
刻
夷
堅
志
』
十
巻
（
万
暦
二
十
九
年
冬
刊
） 

唐
㫤
の
名
も
見
え
る
。
前
述
の
通
り
。 

Ｂ
―
２
．『
新
刊
訓
解
直
音
書
言
故
事
大
全
』
六
巻
（
万
暦
三
十
四
年
冬
刊
、

Ａ
―
１
の
覆
刻
本
） 

 

中
国
国
家
図
書
館
蔵
。
封
面
は
Ａ
―
１
と
同
じ
く
三
欄
に
分
か
つ
が
、
そ
の

字
様
は
Ａ
―
１
と
は
異
な
る
。
封
面
左
右
に
「
重
刻
古
本
明
解
／
音
釋
書
言
故

事
」
、
中
央
の
細
い
欄
に
「
萬
曆
丙
午
（
三
十
四
）
年
冬
月
世
德
堂
玉
予
校
梓
」

と
あ
り
。
Ａ
―
１
と
ほ
ぼ
同
文
の
「
重
刻
古
本
大
全
書
言
故
事
引
」
が
あ
る
が
、

そ
の
末
尾
の
署
名
は
「
萬
曆
丙
午
仲
冬
吉
旦
／
（
低
六
格
）
銀
潢
逸
叟
書
于
世

德
堂
」
と
年
次
を
書
き
換
え
て
い
る
。
注
25
に
原
文
を
引
い
た
く
だ
り
は
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
だ
が
、
「
光
禄
君
」
が
「
唐
伯
子
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
２
９

。
巻
一

巻
頭
第
二
～
三
行
が
「
宋 

廬
陵 

胡
繼
宗 

編
集 

 

安
成 

陳
玩
直 

訓

解
／
明 

金
邑 

李 

寅 

訂
正 

 

繡
谷 

唐 

晟 

校
梓
」
と
な
っ
て
い

て
、
Ａ
―
１
と
は
異
な
り
巻
一
巻
頭
に
刊
行
者
名
が
見
え
る
。
大
尾
に
は
「
萬

曆
丙
午
歳
／
世
德
堂
校
梓
」
の
長
方
木
記
あ
り
。「
光
禄
君
」
か
ら
書
き
換
え
ら

れ
た
序
の
「
唐
伯
子
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
版
本
の
「
校
梓
」
者
で
あ
り
、

字
が
「
伯
成
」
の
唐
晟
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

 
 

Ｂ
―
2´
．『
新
刊
訓
解
直
音
書
言
故
事
大
全
』
六
巻
（
Ｂ
―
２
の
後
印
本
３
０

） 

哈
佛
燕
京
図
書
館
蔵
。
原
本
未
見
だ
が
、
沈
津
主
編
『
美
国
哈
佛
大
学
哈
佛

燕
京
図
書
館
蔵
中
文
善
本
書
志
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
者
、
二
〇
一
一
）
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
封
面
と
巻
一
巻
頭
の
書
影
を
見
る
限
り
、
い
ず
れ
も
Ｂ
―
２
と

同
版
の
後
刷
り
で
あ
る
。
但
し
、
封
面
の
「
萬
曆
丙
午
年
冬
月
世
德
堂
玉
予
校

梓
」
の
う
ち
「
玉
」
だ
け
が
「
貞
」
に
、
巻
頭
の
「
繡
谷 

唐 

晟 

校
梓
」

の
う
ち
「
晟
」
だ
け
が
「
㫤
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
埋
木
改
刻
さ
れ
て
い
る
。
し
て

み
れ
ば
、
こ
の
版
木
を
作
成
し
て

初
に
印
行
し
た
の
は
唐
晟
で
あ
っ
た
が
、

後
に
版
木
の
所
有
者
が
弟
の
唐
㫤
に
代
わ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
封
面
と
巻
頭
の
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刊
行
者
名
が
改
刻
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
封
面
で
唐
晟
の
号
「
玉
予
」
に
取
っ

て
代
わ
っ
た
「
貞
予
」
は
、
巻
頭
で
唐
晟
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
唐
㫤
の
号
だ
と

見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。『
美
国
哈
佛
大
学
哈
佛
燕
京
図
書
館
蔵
中
文
善
本
書

志
』
の
解
題
（
一
二
一
四
頁
）
の
著
録
に
よ
る
と
、「
重
刻
古
本
大
全
書
言
故
事

引
」
の
署
名
や
年
次
、
そ
の
中
の
「
唐
伯
子
」
に
関
す
る
記
載
、
及
び
大
尾
の

長
方
木
記
は
、
い
ず
れ
も
Ｂ
―
２
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

Ｂ
―
３
．『
宋
丞
相
文
文
山
先
生
指
南
摘
録
』
四
巻
後
録
四
巻
（
万
暦
四
十

一
年
秋
跋
刊
） 

前
述
の
通
り
。
な
お
、
こ
の
書
名
は
封
面
題
に
よ
り
、
巻
首
題
は
単
に
『
指

南
録
』
や
『
指
南
後
録
』
等
と
な
っ
て
い
る
。 

Ｂ
―
４
．『
新
刻
沈
漢
陽
先
生
随
寓
詩
経
答
』
七
巻
（
万
暦
四
十
七
年
冬
序

刊
） 

前
述
の
通
り
。
厳
密
に
は
刊
行
元
の
書
坊
と
し
て
世
徳
堂
の
名
が
見
え
る
訳

で
は
な
い
が
、
光
禄
玉
予
唐
晟
の
姻
戚
が
世
徳
堂
で
序
文
を
撰
し
て
い
る
の
で
、

唐
晟
に
よ
る
世
徳
堂
刊
本
の
一
例
と
看
做
し
て
も
大
過
な
い
だ
ろ
う
。 

Ｃ
．
唐
㫤
（
字
叔
永
、
号
貞
予
）
に
よ
る
世
徳
堂
刊
本
（
一
種
） 

Ｃ
―
１
．『
文
選
詩
集
旁
註
』
七
巻
目
一
巻
（
万
暦
二
十
八
年
序
刊
。
巻
首

題
は
『
文
選
詩
集
』
） 

広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
等
蔵
。
封
面
中
央
に
大
字
で
「
選
詩
旁
註
」
、

左
下
に
小
字
で
「
世
德
堂
貞
予
氏

鍥
」
。
刊
行
者
の
名
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な

い
（
各
巻
巻
頭
は
第
二
行
に
「
梁
昭
明
太
子
蕭
統
選 

明
虎
林
虞
九
章
訂
註
」

と
あ
る
の
み
）
。
「
刻
選
詩
旁
註
叙
」
末
に
「
萬
暦
庚
子
［
二
十
八
年
］
仲
秋
錢

唐
馮

𥊍

穉
陸
父
頓
首
撰
」
と
あ
り
。
注
28
前
掲
『
二
經
旁
注
評
林
』
に
版
式
が

酷
似
し
て
い
る
。 

 

（
３
）
唐
㫤
に
つ
い
て 

 

三
人
の
世
徳
堂
主
人
が
確
認
出
来
た
が
、
ま
ず
は
こ
の
う
ち
一
人
だ
け
「
光

禄
」
と
呼
ば
れ
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
唐
㫤
（
字
叔
永
、
号
貞
予
）
に
つ
い
て

も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。
前
述
の
通
り
、
唐
㫤
は
字
の
関
係
か
ら
唐
晟

の
三
弟
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
Ｂ
―
１
や
『
耳
談
類
増
』
に
は
唐
晟
と
共
同
で
関

わ
っ
て
い
る
。
世
徳
堂
の
名
は
出
さ
ず
に
唐
㫤
が
関
わ
っ
た
刊
本
も
見
て
お
く

と
、
ま
ず
万
暦
庚
子
（
二
十
八
年
）
秋
序
刊
『
漢
壽
亭
侯
誌
』
八
巻
を
「
唐
貞

予
氏
」
名
義
で
刊
行
し
て
い
る
３
１

。
ま
た
、
万
暦
四
十
年
頃
の
周
氏
大
業
堂
刊

本
と
言
わ
れ
る
『
重
刻
京
本
増
評
東
漢
十
二
帝
通
俗
演
義
志
傳
』
十
巻
（
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
）
も
、
末
尾
に
「
雲
間
眉
公
陳
繼
儒
書
於
白
石
樵
」
と
あ
る
「
東

漢
演
義
志
傳
叙
」
に
「
唐
貞
予
氏
復
梓
而
新
之
、
且
属
不
佞
稍
増
評
釋
」
と
見

え
る
た
め
、
唐
貞
予
と
各
巻
巻
頭
に
名
が
見
え
る
周
氏
大
業
堂
と
の
共
同
刊
行

で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
３
２

。
更
に
、
中
国
国
家
図
書
館
が
四
本

所
蔵
す
る
天
啓
間
刊
本
『
新
鐫
五
福
萬
壽
丹
書
』
六
巻
の
う
ち
一
本
が
、
同
館

Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
「
書
林
唐
貞
予
周
如
泉
」
刻
本
と
著
録
さ
れ
て
い
る
３
３

。 

同
じ
版
木
で
刷
ら
れ
た
Ｂ
―
２
か
ら
Ｂ
―
2´
の
間
で
世
徳
堂
主
人
の
名
が
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玉
予
唐
晟
か
ら
貞
予
唐
㫤
に
変
更
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
二
人
が
い

ず
れ
も
活
動
し
て
い
た
時
期
に
は
主
と
し
て
兄
の
唐
晟
が
世
徳
堂
主
人
を
務
め

て
い
て
、
弟
の
唐
㫤
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
役
割
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
唐

晟
の
名
が
見
え
る
刊
本
は
世
徳
堂
名
義
で
は
な
い
も
の
を
含
め
て
も
Ｂ
―
４
が

も
遅
い
も
の
な
の
で
、
天
啓
年
間
に
も
活
動
し
て
い
た
形
跡
の
あ
る
唐
㫤
は
、

兄
の
唐
晟
が
先
に
没
す
る
か
引
退
す
る
か
し
た
後
に
、
世
徳
堂
主
人
の
座
と
そ

の
版
木
と
を
引
き
継
い
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
４
）
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
と
唐
廷
仁
の
関
係
に
つ
い
て 

で
は
、
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
と
唐
廷
仁
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

特
に
、
共
に
「
光
禄
」
と
呼
ば
れ
た
唐
晟
と
唐
廷
仁
は
、
果
た
し
て
同
一
人
物

な
の
か
、
は
た
ま
た
別
人
で
あ
る
の
か
。 

筆
者
が
現
在
把
握
し
て
い
る
年
代
の
分
か
る
唐
廷
仁
刊
本
（
世
徳
堂
の
名
が

見
え
な
い
も
の
も
含
む
）
の
う
ち
、
早
期
の
も
の
は
嘉
靖
四
十
五
年
刊
？
『
新

刊
精
選
陽
明
先
生
文
粹
』
六
巻
３
４

、
隆
慶
四
年
刊
『
新
刊
子
史
羣
書
論
策
全
備

摘
題
雲
龍
便
覽
』
四
巻
３
５

、
万
暦
元
年
刊
『
春
秋
集
註
』
三
十
巻
首
一
巻
３
６

な

ど
嘉
隆
の
境
か
ら
万
暦
初
期
の
刊
行
で
あ
り
、

も
遅
い
も
の
は
前
掲
『
歷
朝

翰
墨
選
注
』
や
前
掲
『
新
鍥
二
太
史
彙
選
註
釋
老
莊
評
林
』
な
ど
万
暦
二
十
四

年
の
三
種
で
あ
る
。
対
し
て
、
同
条
件
の
唐
晟
刊
本
は
、
前
掲
万
暦
二
十
九
年

刊
『
新
刻
夷
堅
志
』
が

も
早
く
、
前
掲
万
暦
四
十
七
年
序
刊
『
新
刻
沈
漢
陽

先
生
随
寓
詩
経
答
』
が

も
遅
い
。
な
お
、
唐
㫤
刊
本
も
前
述
の
通
り
で
万
暦

二
十
八
年
が
初
で
あ
る
。 

し
て
み
る
と
、
唐
廷
仁
と
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
の
活
動
年
代
は
、
唐
廷
仁
が
嘉

靖
末
な
い
し
隆
慶
年
間
か
ら
万
暦
二
十
四
年
頃
ま
で
の
約
三
十
年
間
、
唐
晟
・

唐
㫤
兄
弟
が
万
暦
二
十
八
年
頃
か
ら
天
啓
年
間
頃
ま
で
の
二
、
三
十
年
間
と
、

綺
麗
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
活
動
も
確
認
出
来
な
い

万
暦
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
の
間
に
は
、
主
人
の
名
を
明
記
し
な
い
世
徳
堂

刊
本
の
存
在
も
、
は
っ
き
り
と
は
確
認
出
来
な
い
３
７

。 

ま
た
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
名
が
見
え
る
刊
本
（
主
人
の
名
が
記
さ
れ
る
か

否
か
は
問
わ
な
い
）
は
、
管
見
の
限
り
刊
年
が
分
か
る

も
早
い
も
の
が
万
暦

十
三
年
の
前
掲
二
種
（
主
人
の
名
が
見
え
な
い
『
新
刋
重
訂
出
相
附
釋
標
註
節

義
荊
釵
記
』
と
龍
泉
〔
唐
廷
仁
〕
に
よ
る
Ａ
―
１
『
新
刋
訓
解
直
音
書
言
故
事

大
全
』
）
で
あ
り
３
８

、
同
じ
く

も
遅
い
も
の
が
万
暦
四
十
七
年
の
前
掲
『
新

刻
沈
漢
陽
先
生
随
寓
詩
経
答
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
管
見
に
及
ん
だ
範
囲
で
は
、

世
徳
堂
の
活
動
期
間
は
唐
廷
仁
の
活
動
期
間
と
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
の
活
動
期
間

と
で
完
全
に
覆
い
尽
く
せ
る
３
９

。 

と
な
れ
ば
、
金
陵
三
山
街
の
書
坊
唐
氏
世
徳
堂
は
、
嘉
靖
末
な
い
し
隆
慶
年

間
に
唐
廷
仁
が
創
業
し
、
万
暦
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
間
に
唐
晟
・

唐
㫤
兄
弟
へ
と
代
替
わ
り
し
て
い
て
、
天
啓
年
間
頃
に
こ
の
兄
弟
が
活
動
を
終

え
る
と
と
も
に
出
版
業
を
離
れ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
「
光

禄
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
唐
廷
仁
（
号
龍
泉
、
字
国
寿
）
が
万
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暦
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
間
に
唐
晟
（
号
玉
予
、
字
伯
成
）
に
改
名

し
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。
何
故
な
ら
、
第
一
に
活
動
が
六
十
年
近
く
に
も

及
ん
で
し
ま
い
現
実
的
で
な
い
。
第
二
に
、
金
谿
唐
氏
の
書
坊
に
は
「
唐
廷
瑞
」

や
「
唐
廷
揚
」
と
い
う
者
も
お
り
、
後
者
は
崇
禎
年
間
に
も
そ
の
名
前
の
ま
ま

活
動
し
て
い
る
４
０

。
も
し
「
唐
廷
仁
」
と
そ
の
三
弟
と
が
万
暦
二
十
年
代
後
半

に
揃
っ
て
「
唐
晟
」
と
「
唐
㫤
」
に
改
名
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
排
行
の
「
唐

廷
揚
」
も
同
時
に
日
冠
の
一
字
名
に
改
名
し
た
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
金
谿
唐
氏
に
は
、「
廷
」
字

を
共
有
す
る
二
字
名
の
世
代
と
、
日
冠
を
共
有
す
る
一
字
名
の
世
代
と
が
、
初

め
か
ら
別
々
に
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

よ
っ
て
、
唐
廷
仁
と
唐
晟
と
は
、
世
代
の
異
な
る
別
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず

間
違
い
あ
る
ま
い
。
別
人
と
な
れ
ば
、
活
動
時
期
に
よ
っ
て
唐
廷
仁
の
方
が
数

十
歳
年
上
だ
と
推
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
唐

廷
仁
は
唐
晟
の
父
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
仮
に
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
唐
廷
仁
の
跡
目
を
唐
晟
が
継
い
で
い
る
以
上
、
決
し
て
遠
縁
で
は
な

く
、
伯
父
や
叔
父
な
ど
ご
く
近
し
い
親
戚
だ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
か
ろ
う
。 

問
題
の
「
（
金
陵
）
光
禄
」
に
つ
い
て
は
、
世
徳
堂
主
人
の
異
称
と
し
て
唐
廷

仁
か
ら
唐
晟
へ
と
世
襲
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
本
章
の
初
出
時
に

は
そ
の
可
能
性
も
含
め
て
疑
義
を
存
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、

唐
廷
仁
が
万
暦
十
三
年
に
刊
行
し
た
Ａ
―
１
４
１

か
ら
、
万
暦
三
十
四
年
に
唐
晟

が
そ
れ
を
覆
刻
し
た
Ｂ
―
２
へ
と
使
い
ま
わ
さ
れ
た
「
重
刻
古
本
大
全
書
言
故

事
引
」
は
、
Ａ
―
１
で
は
「
光
禄
君
」
が
刊
行
す
る
と
し
て
い
た
く
だ
り
を
、

Ｂ
―
２
で
は
「
唐
伯
子
」
が
刊
行
す
る
と
改
め
て
い
る
。
も
し
唐
晟
が
「
光
禄
」

の
異
称
を
唐
廷
仁
か
ら
直
接
世
襲
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
光
禄

君
」
を
「
唐
伯
子
」
に
改
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
唐

晟
は
万
暦
三
十
四
年
か
ら
万
暦
四
十
一
年
（
Ｂ
―
３
の
跋
の
年
次
）
の
間
に
南

京
光
禄
寺
の
何
ら
か
の
官
職
を
得
て
、
そ
の
時
点
で
初
め
て
「
光
禄
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
唐
廷
仁
も
万
暦

十
三
年
よ
り
前
に
南
京
光
禄
寺
の
何
ら
か
の
官
職
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

二
代
続
け
て
同
じ
官
署
に
官
職
を
得
る
と
い
う
の
は
一
見
す
る
と
奇
異
に
思

え
る
が
、
前
述
の
「
任
光
禄
」
こ
と
任
卿
は
、
弟
の
任
道
も
光
禄
寺
丞
に
就
い

て
い
た
と
い
う
４
２

。
現
に
兄
弟
で
光
禄
寺
の
官
職
に
就
い
た
事
例
が
確
認
出
来

る
以
上
、
世
徳
堂
主
人
の
唐
廷
仁
と
唐
晟
が
二
代
続
け
て
光
禄
寺
の
官
を
得
て

い
た
と
し
て
も
特
別
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
注
17
に
引
い
た
通
り
光
禄
寺
の

微
官
は
金
で
手
に
入
れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
或
い
は
唐
晟
は
意

図
的
に
先
代
と
同
じ
官
を
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

（
５
）
富
春
堂
と
の
関
係 

と
こ
ろ
で
、
右
の
推
定
が
確
か
な
ら
、
唐
㫤
と
富
春
堂
主
人
唐
対
溪
を
同
一

人
物
と
す
る
説
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
、
唐
対
溪
は
早
く
は
隆
慶

六
年
冬
に
『
春
秋
集
註
』
三
十
巻
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
片
璧
六
經
集
注
』
の
一
）
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を
刊
行
し
４
３

、
遅
く
は
万
暦
三
十
二
年
に
『
新
編
古
今
事
文
類
聚
』 

前
集
六

十
巻
後
集
五
十
巻
続
集
二
十
八
巻
別
集
三
十
二
巻
新
集
三
十
六
巻
外
集
十
五
巻

遺
集
十
五
巻
目
七
巻
（
所
在
不
明
４
４

）
を
重
刻
し
て
お
り
４
５

、
唐
廷
仁
と
同
年

配
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
対
溪
が
富
春
堂
主
人
な
の
は
『
新
刻
出
像

音
註
増
補
劉
智
遠
白
兎
記
』
二
巻
（
中
国
国
家
図
書
館
等
蔵
）
が
上
巻
巻
頭
第

三
行
に
「
金
陵 

對
溪 
唐
富
春
梓
」
、
下
巻
巻
頭
第
二
行
に
「
金
陵 

書
坊 

唐
對
溪
梓
」
と
記
し
、
大
尾
に
「
金
陵
三
山
街
唐
／
氏
富
春
堂
梓
行
」
の
蓮
牌

木
記
を
持
つ
こ
と
で
確
認
出
来
る
。
よ
っ
て
富
春
堂
は
、
世
徳
堂
主
人
と
同
族

の
別
人
が
営
む
書
坊
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
封
面
中
央
に
「
金
陵
富
春
堂
校
」

と
見
え
る
刊
年
不
詳
の
『
新
鐫
出
像
評
註
百
奇
故
事
』
四
巻
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）

の
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行
に
「
豫
章
後
學
從
九
梅
應
龍
伯
子
父
纂
輯
／
金
陵
書

坊
對
溪
唐
富
春
子
和
父
校
梓
」
と
あ
る
の
で
、
富
春
堂
主
人
は
対
溪
が
号
、
富

春
が
名
、
子
和
が
字
で
あ
ろ
う
。 

（
６
）
唐
陽
川
に
つ
い
て 

前
掲
『
新
刋
重
訂
出
相
附
釋
標
註
節
義
荊
釵
記
』
の
「
釋
義
」
者
で
田
中
謙

二
氏
が
世
徳
堂
主
人
と
看
做
し
た
江
湖
散
人
唐
陽
川
は
、
管
見
の
限
り
他
の
刊

本
に
は
全
く
名
が
見
え
ず
、
判
断
が
難
し
い
。
だ
が
、
同
じ
く
世
徳
堂
刊
の
小

説
・
戯
曲
を
「
評
釋
」
や
「
註
釋
」
し
た
尺
蠖
齋
陳
元
之
は
、
姓
や
籍
貫
か
ら

し
て
世
徳
堂
主
人
と
は
別
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
万
暦
二
十
七
年
序
の
『
新

刻
顧
會
元
註
釋
古
今
捷
學
擧
業
天
衢
』
十
巻
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
は
、「
擧

業
天
衢
凡
例
」
末
尾
に
「
金
谿
周
文
翀
謹
識
」
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
五
行
に
「
建

業 

顧
起
元 

太
初 

彙
纂
／
建
業 

陸
翀
之 

希
有 

刪
定
／
繡
谷 

周
文

翀 

儀
廷 

編
次
／
繡
谷 

周
曰
校 

應
賢 

刋
行
」
（
「
建
業
」
は
「
呉
郡
」
、

「
繡
谷
」
は
「
金
谿
」
と
す
る
巻
も
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
凡
例
を
書
き
「
編

次
」
を
担
当
し
た
周
文
翀
は
、
刊
行
者
で
あ
る
万
巻
楼
主
人
周
曰
校
と
は
同
族

な
が
ら
別
人
の
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
し
て
、
唐
陽
川
も
刊
行
者
世
徳
堂

主
人
（
時
期
か
ら
し
て
唐
廷
仁
）
と
は
同
族
の
別
人
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

  
 

小
結 

 

こ
こ
で

初
の
疑
問
に
戻
ろ
う
。
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』『
南
北
両
宋
志
伝

題
評
』『
唐
書
志
伝
題
評
』
、
こ
れ
ら
の
序
に
見
え
る
刊
行
者
「
（
唐
）
光
禄
」
と

は
何
者
か
。『
西
遊
記
』
は
壬
辰
、
他
二
種
は
癸
巳
の
序
で
あ
っ
た
。
右
で
得
た

金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
活
動
年
代
に
照
ら
せ
ば
、
通
説
の
通
り
そ
れ
ぞ
れ
万
暦
二

十
年
と
二
十
一
年
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
時
期
に
世
徳
堂
の
主
人
で

あ
っ
た
の
は
唐
廷
仁
（
字
国
寿
、
号
龍
泉
）
で
、
彼
は
万
暦
十
三
年
の
『
新
刋

訓
解
直
音
書
言
故
事
大
全
』
の
序
で
は
「
光
禄
君
」
、
万
暦
二
十
四
年
の
『
歷
朝

翰
墨
選
注
』
の
序
で
は
「
光
禄
龍
泉
唐
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
万
暦
二

十
～
二
十
一
年
に
は
「
唐
光
禄
」
と
呼
ば
れ
る
資
格
を
持
っ
て
い
た
。
と
な
れ

ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
刊
行
者
「
（
唐
）
光
禄
」
と
は
、
唐
廷
仁
に
他
な
る
ま
い
。

解
釈
の
割
れ
て
い
る
陳
元
之
「
刋
西
逰
記
序
」
は
、
こ
の
事
実
を
念
頭
に
再
検
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討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。 

な
お
、
こ
の
唐
廷
仁
が
周
曰
校
と
共
同
刊
行
し
た
版
本
を
三
種
把
握
し
て
い

る
。
一
つ
は
前
掲
『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
で
、
万
暦
十
九
年
の
刊
。
も

う
一
つ
は
目
録
末
に
「
萬
曆
丙
戌
［
十
四
年
］
金
陵
／
唐
氏
周
氏
刋
行
」
の
裸

木
記
を
持
ち
、「
萬
曆
戊
子
歳
（
十
六
年
）
夏
月
穀
旦
西
吳
潯
陽
董
份
撰
」
の
「
史

漢
合
編
序
」
に
「
編
既
竣
、
金
陵
龍
泉
唐
君
、
對
峯
周
君
遂
梓
以
惠
天
下
」
と

あ
る
『
史
漢
合
編
題
評
』
八
十
八
巻
附
四
巻
（
尊
経
閣
文
庫
、
上
海
図
書
館
等

蔵
）
。

後
の
一
つ
は
『
鐫
國
朝
名
公
翰
藻
超
奇
』
十
四
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
、

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
［
存
巻
一
至
六
］
等
蔵
）
で
、
巻
一
～
七
の
巻
頭

第
二
～
三
行
に
「
姑
孰 

野
史
徐
宗
夔 

批
選
／
繡
谷 

後
學
唐
廷
仁 

校
梓
」

と
あ
り
、
巻
八
以
降
は
更
に
第
四
行
に
「
金
陵 
對
峰
周
曰
校 

刋
行
」
が
加

わ
る
（
「
刋
行
」
は
巻
七
ま
で
の
「
校
梓
」
に
代
わ
っ
て
第
三
・
四
行
の
間
に
共

有
で
記
さ
れ
る
）
。
刊
年
不
詳
だ
が
、
凡
例
に
「
是
集
出
自
吳
中
凌
氏
家
刻
也
」

と
あ
っ
て
万
暦
十
年
淩
迪
知
刊
本
（
内
閣
文
庫
等
蔵
）
の
重
刊
本
と
知
れ
る
か

ら
上
限
は
万
暦
十
年
、
前
述
の
万
暦
二
十
四
年
唐
廷
仁
世
徳
堂
刊
本
『
歷
朝
翰

墨
選
注
』
の
凡
例
に
「
本
坊
先
刻
名
公
翰
藻
」
と
見
え
る
か
ら
下
限
は
万
暦
二

十
四
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
同
郷
の
唐
廷
仁
と
周
曰
校
の
間
に
は
、

し
ば
し
ば
共
同
刊
行
を
行
う
密
接
な
提
携
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
常
に
唐

廷
仁
の
名
が
先
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
方
が
年
長
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

し
て
み
れ
ば
、
世
徳
堂
と
万
巻
楼
が
共
に
万
暦
二
十
年
前
後
に
上
元
王
氏
画

の
双
面
連
式
挿
画
を
配
し
た
章
回
小
説
刊
本
を
重
複
す
る
こ
と
な
く
次
々
と
刊

行
し
た
の
は
、
そ
れ
が
唐
廷
仁
と
周
曰
校
の
従
前
か
ら
の
協
力
関
係
に
基
づ
く

共
同
企
画
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
『
西
遊
記
』
と

『
三
国
演
義
』
を
除
く
建
陽
の
熊
大
木
原
作
と
見
ら
れ
る
講
史
小
説
各
種
４
６

に

つ
い
て
は
、
両
者
が
た
ま
た
ま
同
時
期
に
建
陽
か
ら
バ
ラ
バ
ラ
に
原
作
を
手
に

入
れ
て
重
刊
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
連
携
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
ず
っ
と

自
然
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
貞
予
唐
㫤
も
周
氏
大
業
堂
と
共
同
で
章
回
小

説
を
刊
行
し
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
唐
廷
仁
と
周
曰
校
の
提
携
は
次
代
に
も
引

き
継
が
れ
て
い
た
よ
う
だ
。『
唐
書
志
伝
題
評
』
や
『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
の

版
木
が
周
氏
大
業
堂
の
手
に
移
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
長
年
の
縁
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
こ
れ
は
或
い
は
世
徳
堂
の
廃
業
時
の
出
来
事
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
。 

 

（
補
説
）
栄
寿
堂
に
つ
い
て 

本
章
で
は
挙
が
ら
な
か
っ
た
名
だ
が
、
こ
こ
で
第
二
章
で
問
題
と
な
っ
た
金

陵
栄
寿
堂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
世
徳
堂
刊
本
及
び
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊

本
『
西
遊
記
』
の
一
部
の
巻
頭
に
は
、
大
半
を
占
め
る
「
金
陵
世
徳
堂
梓
行
」

で
は
な
く
、「
金
陵
荣
（
榮
）
壽
堂
梓
行
」
と
見
え
る
。
こ
の
版
本
に
お
け
る
栄

寿
堂
の
役
割
は
、
世
徳
堂
の
共
同
刊
行
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
の
が
主
流
の

見
方
で
、
そ
の
場
合
は
世
徳
堂
と
同
族
の
唐
氏
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
の
推
測
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も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
４
７

、
第
二
章
で
見
た
通
り
、

世
徳
堂
か
ら
栄
寿
堂
に
版
木
が
移
っ
た
と
か
、
そ
の
逆
だ
と
か
す
る
説
も
あ
る
。 

 

栄
寿
堂
な
る
書
坊
が
刊
行
に
関
わ
っ
た
版
本
は
、
先
行
研
究
と
同
様
に
筆
者

も
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
４
８

。 

 

し
か
し
、
唐
廷
仁
の
字
が
「
國
壽
」
で
あ
る
こ
と
と
、
唐
富
春
が
自
分
の
名

を
冠
し
た
「
富
春
堂
」
と
い
う
書
坊
名
を
用
い
て
い
る
こ
と
と
を
考
え
併
せ
る

と
、
も
し
か
す
る
と
「
榮
壽
」
は
唐
廷
仁
の
同
族
同
世
代
の
人
物
の
字
で
、
そ

の
人
物
が
「
榮
壽
堂
」
と
い
う
書
坊
名
を
使
っ
て
、
唐
廷
仁
と
共
同
で
『
西
遊

記
』
を
刊
行
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
４
９

。 

な
お
、
同
族
同
世
代
の
書
坊
経
営
者
同
士
に
よ
る
共
同
刊
行
で
、
か
つ
巻
ご

と
に
巻
頭
に
掲
げ
る
刊
行
者
の
名
が
異
な
る
と
い
う
事
例
は
、
周
氏
万
巻
楼
に

お
い
て
複
数
見
る
こ
と
が
出
来
る
５
０

。
そ
の
上
、
そ
の
中
に
は
浅
野
世
本
の
よ

う
に
刊
行
者
名
の
欄
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
巻
を
含
む
も
の
も
あ
る
５
１

。
従
っ

て
、
栄
寿
堂
は
、
唐
氏
か
ど
う
か
ま
で
は
確
証
が
無
い
に
せ
よ
、
世
徳
堂
の
共

同
刊
行
者
で
あ
っ
た
と
い
う
点
ま
で
は
間
違
い
な
い
と
見
て
良
か
ろ
う
５
２

。 

                                         

         

 

１  

拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻

及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇

一
一
）
。 

２  

同
じ
く
華
陽
洞
天
主
人
校
本
に
属
す
る
『
唐
僧
西
遊
記
』
と
楊
閩
齋
刊
本

と
は
、
第
二
章
で
見
た
通
り
、
共
に
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
は
な
く
世
徳

                                        
 

堂
初
刻
本
を
底
本
と
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
い
ず
れ
も
熊
雲
濵
覆
世

徳
堂
刊
本
と
ほ
ぼ
同
文
の
序
を
持
っ
て
い
る
。
本
章
の
論
旨
に
関
わ
る
箇
所

で
は
、
『
唐
僧
西
遊
記
』
は
後
述
の
「
唐
光
禄
」
を
「
余
友
人
」
に
作
る
が
、

楊
閩
齋
刊
本
で
は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
同
じ
「
唐
光
禄
」
で
あ
る
。
一

方
、
楊
閩
齋
刊
本
は
署
名
の
年
次
を
「
癸
卯
」
と
す
る
が
、
『
唐
僧
西
遊
記
』

は
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
同
じ
「
壬
辰
」
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
世
徳

堂
初
刻
本
は
ど
ち
ら
も
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
と
同
じ
形
で
あ
り
、「
余
友
人
」

は
『
唐
僧
西
遊
記
』
が
、「
癸
卯
」
は
楊
閩
齋
刊
本
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
改
め

た
も
の
と
考
え
る
の
が

も
自
然
で
あ
ろ
う
。 

３  

太
田
辰
夫
『
西
遊
記
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
二
三
九
頁
、
磯

部
彰
『
『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
九
三
）
三
八
八
頁
、

氏
岡
真
士
「
南
宋
王
の
神
話
」（
信
州
大
学
『
人
文
科
学
論
集
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
〇
〇
）
二
二
四
～
五
頁
等
参
照
。

太
田
氏
と
磯
部
氏
は
原
文
と
要
約
を
示
す
の
み
だ
が
、
氏
岡
氏
は
波
線
部
の

前
半
に
つ
い
て
「
好
事
の
者
を
益
俾
せ
ん
と
し
て
之
が
為
に
訂
校
し
」
と
い

う
訓
読
を
示
し
た
上
で
、「
俾
は
裨
に
通
じ
使
役
で
は
な
い
。
世
徳
堂
本
『
南

宋
志
伝
』
の
序
が
出
版
事
情
を
記
し
た
後
〝
以
て
好
事
の
者
の
為
に
譚
を
佐

く
〟
と
結
ぶ
の
も
参
照
」
と
注
を
付
し
て
い
る
。 

４  

先
行
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
が
、
例
え
ば
陳
澉
「
《
西
遊
記
》
校
者
〝
華

陽
洞
天
主
人
〟
新
考
」（
『
明
清
小
説
研
究
』
一
九
八
五
年
第
二
期
）
、
呉
聖
昔

「
陳
元
之
不
可
能
是
《
西
遊
記
》
作
者
―
―
評
《
百
回
本
〈
西
遊
記
〉
作
者

臆
断
》
―
―
」（
『
蘇
州
大
学
学
報
哲
学
社
会
科
学
版
』
一
九
九
一
年
第
三
期
）

等
。
陳
氏
は
明
清
の
通
俗
小
説
の
序
跋
で
は
「
好
事
者
」
は
必
ず
し
も
常
に

読
者
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
明
ら
か
に
作
者
を
指
し
て
い
る

用
例
も
複
数
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
陳
氏
論
文
一
一
九
頁
）
。 

５  
呉
聖
昔
「
世
本
陳
《
序
》
的
信
息
価
値
和
疑
岐
透
視
」（
『
明
清
小
説
研
究
』

一
九
九
五
年
第
三
期
）
が
そ
れ
ま
で
の
諸
説
を
整
理
し
て
お
り
参
考
に
な
る

が
、
そ
の
後
も
様
々
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

６  

孫
楷
第
『
日
本
東
京
及
大
連
図
書
館
所
見
中
国
小
説
書
目
提
要
』（
国
立
北
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平
図
書
館
、
一
九
三
一
）
一
四
三
頁
に
「
據
此
則
序
爲
唐
氏
世
德
堂
主
人
作
、

世
德
堂
本
乃
此
華
陽
洞
天
主
人
校
本
元
本
也
」
と
あ
る
の
が
管
見
の
限
り

も
早
い
指
摘
で
あ
る
。 

７  

胡
令
毅
「
論
《
西
遊
記
》
校
改
者
唐
鶴
徴
―
―
読
陳
元
之
序(

一)

」（
『
昆
明

学
院
学
報
』
第
三
二
巻
第
一
期
、
二
〇
一
〇
）
。
陳
元
之
序
の
波
線
部
は
「
唐

光
禄
順
従
好
事
者
（
建
議
）
、
為
之
訂
校
」
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。 

８  

こ
こ
で
は
今
日
の
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
通
俗
小
説
」
な
い
し
は
「
講

史
小
説
」
の
意
で
「
伝
志
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

９ 

「
姑
孰
」（
安
徽
太
平
府
当
途
県
の
異
称
）
と
「
秣
陵
」（
南
京
の
古
称
）
の

相
違
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
世
徳
堂
の
「
繡
谷
」
と
「
金
陵
」
の
場
合
と

同
様
に
、
前
者
が
籍
貫
で
後
者
が
現
住
所
な
の
だ
ろ
う
。 

１
０ 

磯
部
彰
『
『
西
遊
記
』
資
料
の
研
究
』
（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）

二
〇
九
頁
。 

１
１ 

蘇
子
裕
「
明
代
戯
曲
出
版
物
之

―
―
江
西
人
編
選
、
出
版
的
劇
本
」
、
江

西
省
文
芸
学
会
二
〇
〇
三
年
年
会
論
文
集
、
博
玫
・
文
革
紅
「
試
析
明
清
時

期
江
西
金
溪
部
分
儒
生
向
刻
書
業
的
身
份
転
型
」
（
『
南
昌
航
空
大
学
学
報
社

会
科
学
版
』
第
一
一
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
九
）
、
文
革
紅
「
江
西
小
説
刊
刻
地

―
―
“
雲
林
”
考
」
、
『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）
等
参
照
。 

１
２ 

序
末
の
「
峕
萬
暦
己
未
冬
之
吉
古
臨
年
弟
陳
鍾
盛
稚
徳
父
書
于
金
陵
世
徳

堂
」
と
い
う
署
名
に
関
し
て
は
、
陳
鍾
盛
が
世
徳
堂
の
主
人
だ
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
世
徳
堂
の
建
物
で
こ
の
序
を
書
い
た
と
い
う
意
味
に
取
れ
ば
良

い
。
万
巻
楼
や
三
台
舘
な
ど
同
時
期
の
他
の
書
坊
で
も
、
主
人
と
は
明
ら
か

に
別
の
人
物
が
こ
の
よ
う
な
形
で
序
跋
に
署
名
す
る
例
は
間
々
見
ら
れ
、
さ

ほ
ど
珍
し
い
例
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
本
論
第
五
章
と
第
七
章
で
取
り
上
げ

る
金
陵
万
巻
楼
周
如
泉
崇
禎
元
年
序
刊
本
『
圖
像
本
草
蒙
筌
』
の
序
は
、
建

陽
劉
氏
喬
山
堂
主
人
の
息
子
で
あ
る
劉
孔
敦
が
、
金
陵
の
周
氏
万
巻
楼
に
お

い
て
撰
し
て
い
る
。 

１
３ 

沈
翹
楚
は
万
暦
己
未
（
四
十
七
年
）
の
進
士
第
二
甲
第
六
十
名
で
、
そ
の

年
の
会
元
（
会
魁
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
引
い
た
「
沈
會
魁
詩
經
答
題
詞
」

                                        
 

に
見
え
て
い
る
。
楊
守
勤
は
万
暦
甲
辰
（
三
十
二
年
）
の
状
元
で
、
会
元
で

も
あ
っ
た
こ
と
は
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
『
浙
江
通
志
』
巻
百
四
十
に
「
慈
谿

人
、
甲
辰
㑹
狀
」
と
見
え
る
。
袁
弘
勲
は
万
暦
己
未
（
四
十
七
年
）
の
進
士

第
三
甲
第
百
六
十
二
名
。 

１
４ 

韓
孫
愛
は
万
暦
辛
丑
（
二
十
九
年
）
の
進
士
第
二
甲
第
二
十
一
名
で
、
沈

徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
四
「
藩
國
随
封
官
」
に
「
先
朝
親
王
出
閣
、
例
選

翰
林
二
人
侍
講
読
。
…
…
至
萬
曆
壬
寅
（
三
十
年
）
、
福
王
講
読
、
用
韓
孫
愛
、

陳
翔
龍
拜
檢
討
」
と
見
え
る
。
姚
宗
文
は
万
暦
丁
未
（
三
十
五
年
）
の
進
士

第
二
甲
第
三
十
九
名
で
、
『
明
史
』
巻
八
十
九
に
「
（
万
暦
）
四
十
二
年
、
給

事
中
姚
宗
文
點
閲
本
營
…
…
」
と
あ
る
。 

１
５ 

陳
書
錄
・
紀
玲
妹
「
唐
順
之
《
任
光
祿
竹
溪
記
》
所
記
主
人
与
創
作
時
間

考
」
（
『
江
海
学
刊
』
二
〇
一
二
年
第
二
期
）
。 

１
６ 

周
在
浚
撰
「
（
周
亮
工
）
行
述
」
、
黄
虞
稷
撰
「
（
周
亮
工
）
行
状
」
、
姜
宸

英
撰
「
（
周
亮
工
）
墓
碣
銘
」
（
い
ず
れ
も
周
亮
工
『
頼
古
堂
集
』
附
録
に
収

め
る
）
に
見
え
る
。
朱
天
曙
編
校
『
周
亮
工
全
集
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇

八
）
の
「
前
言
」
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
章
第
三
節
で
も
述
べ
る
。 

１
７ 

伍
躍
『
中
国
の
捐
納
制
度
と
社
会
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
）

六
一
頁
に
「
『
明
史
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
捐
納
出
身
の
国
子
監
生
は
、
た
だ

州
県
の
佐
雑
官
や
府
の
首
領
官
、
中
央
官
庁
の
光
禄
寺
や
上
林
苑
、
あ
る
い

は
衛
所
や
王
府
の
儒
学
の
教
職
な
ど
、
要
す
る
に
低
い
ポ
ス
ト
に
登
用
さ
れ

る
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
か
ら
、
唐
晟
は
捐
納

等
の
手
段
に
よ
っ
て
監
生
の
資
格
を
得
た
上
で
南
京
光
禄
寺
の
従
九
品
や
未

流
入
の
微
官
を
手
に
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
第
五
章
で

見
る
周
氏
大
業
堂
は
、
主
人
の
如
山
周
文
煒
が
南
京
国
子
監
生
か
ら
諸
曁
県

の
主
簿
に
任
官
し
た
経
験
を
持
ち
、
そ
の
長
子
で
大
業
堂
を
継
い
だ
周
亮
工

に
至
っ
て
は
進
士
に
及
第
し
て
戸
部
総
督
銭
法
右
侍
郎
（
正
三
品
）
ま
で
昇

進
し
て
い
る
か
ら
、
唐
晟
が
正
規
の
ル
ー
ト
で
任
官
し
て
い
た
と
し
て
も
不

思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。 

１
８ 

同
版
の
高
野
山
釈
門
院
旧
蔵
本
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
現
蔵
）
、
中
国
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国
家
図
書
館
蔵
本
、
北
平
図
書
館
旧
蔵
本
（
台
湾
故
宮
博
物
院
現
蔵
）
も
調

べ
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
封
面
を
欠
く
。
な
お
、
王
重
民
『
中
国
善
本

書
提
要
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
）
が
北
平
図
書
館
旧
蔵
本
の
項
に

「
晟
・
㫤
則
富
春
堂
主
人
也
」
と
記
す
が
（
三
九
五
頁
）
、
ど
の
伝
本
で
も
封

面
以
外
に
書
坊
名
は
見
え
ず
、
他
の
唐
晟
・
唐
㫤
刊
本
に
富
春
堂
の
名
が
見

え
る
例
も
全
く
確
認
出
来
な
い
の
で
（
後
述
）
、
王
氏
の
言
の
根
拠
は
不
明
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
単
に
同
族
の
世
徳
堂
と
富
春
堂
と
を
混
同
し
て
の
誤
記

で
は
あ
る
ま
い
か
。 

１
９ 

底
本
通
り
に
翻
字
し
た
が
、
こ
の
故
事
の
出
典
で
あ
る
『
宋
書
』
巻
四
十

二
「
劉
穆
之
伝
」
の
記
述
は
「
嘗
於
高
祖
坐
與
齡
石
答
書
。
自
旦
至
日
中
、

穆
之
得
百
函
、
齡
石
得
八
十
函
、
而
穆
之
應
對
無
廢
也
」
な
の
で
、
「
俱
廢
」

で
は
意
味
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
直
接
に
は
王
世
貞
「
尺
牘
清
裁

序
」
（
『
弇
州
四
部
考
』
巻
六
十
四
）
の
「
陳
驚
座
之
十
吏
逓
供
、
劉
南
昌
之

百
函
俱
發
、
流
映
前
史
、
以
為
美
談
」
を
踏
ま
え
た
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
の

で
、
訳
に
お
い
て
は
「
俱
發
」
で
意
味
を
取
っ
た
。 

２
０ 

光
慶
図
書
館
旧
蔵
の
原
本
は
焼
失
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
京
都
大
学
文
学
部

蔵
の
影
抄
本
で
伝
わ
る
。
封
面
左
右
に
「
鍥
重
訂
出
像
註
／
釋
荊
釵
記
題
評
」
、

そ
の
中
間
に
小
字
で
「
萬
曆
乙
酉
（
十
三
年
）
冬
月
世
徳
堂
校
梓
」
と
あ
る
。 

２
１ 

な
お
、
両
書
と
も
別
に
「
富
春
堂
」
ま
た
は
「
富
春
堂 
唐
富
春
」
の
項

目
も
立
て
て
い
る
。 

２
２ 

例
え
ば
、
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
逰
記
』
二
十
巻
百
回
に
つ
い
て
、
『
明

代
版
刻
綜
録
』
は
「
明
萬
曆
二
十
年
唐
氏
富
春
堂
刊
」
と
刊
行
者
を
誤
っ
て

お
り
、『
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
』
で
は
「
明
萬
曆
二
十
二
年
江
蘇
省
金
陵
三

山
街
書
林
唐
富
春
世
徳
堂
刊
本
」
と
な
っ
て
更
に
刊
年
ま
で
を
も
誤
っ
て
い

る
。
第
二
章
で
詳
述
し
た
二
版
計
四
点
以
外
に
同
名
書
の
現
存
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
の
記
述
も
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。 

２
３ 

『
新
刊
重
訂
出
相
附
釋
標
注
香
嚢
記
』
と
『
新
鍥
出
像
注
釋
李
十
郎
霍
小

玉
紫
簫
記
』
。
い
ず
れ
も
『
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
』
が
「
唐
富
春
世
徳
堂
」

で
は
な
く
「
唐
氏
世
徳
堂
」
と
注
記
し
て
い
る
も
の
。 

                                        
 

２
４  

但
し
、『
中
国
古
籍
善
本
書
目
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
～
八
九
）

や
『
中
国
古
籍
善
本
總
目
』（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
五
）
は
、
共
に
幾
つ
か
の

版
本
を
「
唐
廷
仁
世
徳
堂
刻
本
」
と
著
録
し
て
い
る
。 

２
５ 

原
文
「
惜
其
版
籍
糢
滅
、
而
字
畫
多
魚
豕
之
嫌
。
光
禄
君
于
琴
牘
之
暇
、

手
是
編
而
考
訂
之
、
較
之
舊

、
尤
瞭
然
著
且
明
矣
。
一
日
剞
氏
告
成
、
索

余
言
爲
之
引
」
。 

２
６ 

同
名
同
巻
数
の
崇
正
堂
刊
本
（
哈
佛
燕
京
図
書
館
蔵
）
が
ほ
ぼ
同
文
の
序

を
前
に
配
し
、
末
尾
を
「
明
萬
曆
丁
亥
（
十
五
年
）
夏
五
月
初
九
日
前
翰
林

院
編
修
檇
李
馮
夢
禎
序
」
と
す
る
。
崇
正
堂
刊
本
に
は
同
年
の
序
が
他
に
も

三
つ
あ
る
が
、
世
徳
堂
刊
本
は
そ
れ
ら
を
収
録
し
な
か
っ
た
り
、
年
を
省
い

て
署
名
を
変
え
た
り
し
て
い
る
の
で
、
世
徳
堂
刊
本
は
重
刊
本
だ
と
考
え
ら

れ
る
（
但
し
、
崇
正
堂
本
が
直
接
の
底
本
と
は
限
ら
な
い
）
。
ま
た
、
封
面
左

欄
に
「
學
古
堂
梓
」
と
見
え
る
同
名
の
十
三
巻
本
も
あ
り
（
台
湾
大
学
図
書

館
蔵
）
、
序
文
は
崇
正
堂
刊
本
に
も
あ
る
万
暦
丁
亥
の
呂
本
の
も
の
の
み
を
収

め
る
。
そ
の
序
の
末
尾
に
「
閩
書
林 

雲
濵 

熊
体
忠 

重
刻
行
」
と
い
う

刊
記
が
見
え
る
の
で
、
例
の
熊
雲
濵
に
よ
る
翻
刻
本
の
版
木
を
、
学
古
堂
な

る
書
坊
（
詳
細
不
詳
）
が
手
に
入
れ
て
の
後
印
本
と
思
し
い
。
世
徳
堂
と
雲

濵
熊
体
忠
が
同
名
書
を
刊
行
し
て
い
る
と
い
う
点
は
『
新
刻
出
像
官
板
大
字

西
逰
記
』
と
同
じ
だ
が
、
こ
ち
ら
の
熊
体
忠
重
刊
本
に
は
崇
正
堂
刊
本
と
一

致
し
て
世
徳
堂
刊
本
と
は
異
な
る
要
素
が
多
々
見
出
せ
る
の
で
（
例
え
ば
、

崇
正
堂
刊
本
と
熊
体
忠
刊
本
は
い
ず
れ
も
巻
一
第
一
葉
の
み
他
よ
り
一
行
多

い
半
葉
十
一
行
二
十
二
字
に
な
っ
て
い
る
が
、
世
徳
堂
刊
本
は
明
ら
か
な
脱

文
と
引
き
換
え
に
巻
一
第
一
葉
も
十
行
二
十
二
字
と
し
て
い
る
）
、
『
新
刻
出

像
官
板
大
字
西
逰
記
』
の
場
合
と
は
異
な
り
、
熊
体
忠
重
刊
本
は
世
徳
堂
刊

本
を
底
本
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
別
々
に
崇
正
堂
刊
本
（
ま
た
は

そ
の
系
統
に
属
す
る
版
本
）
を
重
刊
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。 

２
７ 
尊
経
閣
文
庫
に
序
の
み
が
こ
れ
と
同
版
で
、
他
は
そ
っ
く
り
な
が
ら
異
版

の
伝
本
が
あ
る
（
封
面
欠
）
。
大
岩
本
幸
次
「
明
代
海
篇
類
字
書
知
見
録
」（
『
東

北
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
九
号
、
二
〇
〇
四
）
は
蓬
左
蔵
本
の
方
が
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尊
経
閣
藏
本
を
修
訂
し
た
覆
刻
本
だ
と
看
做
す
が
、
尊
経
閣
蔵
本
に
は
覆
刻

の
過
程
で
生
じ
た
と
し
か
考
え
ら
な
い
誤
字
や
（
例
え
ば
巻
十
二
第
一
葉
表

上
段
二
行
目
の
陰
刻
見
出
し
「
韻
律
平
聲
」
の
「
律
」
を
尊
経
閣
蔵
本
の
み

獣
偏
に
誤
る
）
、
蓬
左
蔵
本
の
文
字
が
尊
経
閣
蔵
本
で
は
墨
格
と
な
っ
て
い
る

箇
所
が
相
当
数
あ
る
。
従
っ
て
、
覆
刻
本
は
尊
経
閣
蔵
本
の
方
で
あ
る
可
能

性
の
方
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
唯
一
同
版
で
あ
る
序
は

む
し
ろ
尊
経
閣
蔵
本
の
方
が
僅
か
な
が
ら
印
刷
が
早
い
よ
う
に
も
見
え
る
の

で
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。 

２
８ 

『
老
子
』『
荘
子
』
の
各
巻
首
題
が
一
致
す
る
万
暦
二
十
二
年
書
林
唐
聖
澤

刻
本
（
未
見
、『
中
国
古
籍
善
本
總
目
』
に
よ
る
）
の
重
刊
本
で
あ
ろ
う
か
？ 

な
お
、
世
徳
堂
は
こ
れ
と
は
別
に
、
同
じ
く
老
荘
合
本
だ
が
注
の
異
な
る
『
二

經
旁
注
評
林
』（
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
、『
荘
子
』
序
の
年
次
が
万
暦
甲
午
（
二

十
二
年
）
）
も
刊
行
し
て
い
る
。 

２
９ 

原
文
「
惜
其
版
籍
糢
滅
、
而
字
畫
多
魚
豕
之
嫌
。
唐
伯
子
於
琴
牘
之
暇
、

手
是
編
而
考
訂
之
、
較
之
舊
刻
、
尤
瞭
然
著
且
明
矣
。
一
日
剞
氏
告
成
、
索

余
言
爲
之
引
」
。 

３
０ 

な
お
、『
中
国
古
籍
善
本
書
目
』
が
同
名
で
清
華
大
学
図
書
館
蔵
の
「
万
暦

三
十
四
年
唐
氏
世
徳
堂
刻
本
」
を
著
録
す
る
が
、
未
見
の
た
め
Ｂ
―
２
な
の

か
Ｂ
―
2´
な
の
か
不
明
。 

３
１ 

国
会
図
書
館
、
蓬
左
文
庫
蔵
。
封
面
に
「
計
圖
像
二
十
折
／
漢
壽
亭
侯
誌

／
唐
貞
予
氏
敬
梓
」
と
あ
る
。
詳
細
は
拙
稿
「
唐
貞
予
刊
本
『
漢
壽
亭
侯
誌
』

及
び
そ
の
巻
頭
挿
画
に
つ
い
て
」（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成

（
十
）
・
小
説
集
〔
四
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
一
七
刊
行
予
定
）
参
照
。 

３
２ 

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
）
六
八
～
七
〇

頁
。 

３
３ 

索
書
号
一
五
三
五
四
。
破
損
が
激
し
い
と
の
こ
と
で
閲
覧
の
許
可
が
下
り

ず
、
著
録
の
根
拠
を
確
か
め
ら
れ
ず
に
い
る
。
な
お
、
閲
覧
を
許
可
さ
れ
た

別
の
二
本
は
、
ど
ち
ら
も
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
記
載
通
り
刊
行
者
と
し
て
見
え
る
の

は
周
如
泉
の
名
だ
け
で
あ
っ
た
。 

                                        
 

３
４ 

未
見
。『
中
国
古
籍
善
本
總
目
』
が
「
明
王
守
仁
撰
、
查
鐸
輯
」
の
天
一
閣

蔵
本
を
著
録
す
る
が
、「
明
王
守
仁
撰
、
查
鐸
輯
、
嘉
靖
四
十
五
年
涇
川
查
氏

里
仁
堂
刻
本
」
と
い
う
同
書
の
原
刊
本
ら
し
き
同
版
式
の
同
名
版
本
も
著
録

さ
れ
る
の
で
、「
嘉
靖
四
十
五
年
」
は
唐
廷
仁
の
翻
刻
本
が
原
刊
本
の
記
載
を

引
き
継
い
だ
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
刊
行
は
嘉

靖
四
十
五
年
よ
り
も
大
な
り
小
な
り
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

３
５ 

『
中
国
古
籍
善
本
總
目
』
が
浙
江
博
物
館
蔵
本
を
著
録
す
る
。
そ
れ
自
体

は
未
見
だ
が
、
前
集
大
尾
に
蓮
牌
木
記
「
隆
慶
辛
未
（
五
年
）
依
／
仁
齋
重

新
梓
」
を
持
つ
楊
氏
依
仁
齋
刊
本
『
子
史
詳
摘
備
題
通
會
大
全
』
前
集
八
巻

後
集
十
巻
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）
が
そ
の
増
訂
版
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
前
集

が
同
題
で
、
目
録
が
明
ら
か
に
四
巻
本
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
）
、
隆
慶
四

年
刊
と
い
う
の
は
信
用
出
来
そ
う
だ
。 

３
６ 

二
〇
〇
九
年
中
国
書
店
春
季
資
料
拍
売
会
の
カ
タ
ロ
グ
掲
載
の
書
影
で
蓮

牌
木
記
「
萬
曆
癸
酉
歳
［
元
年
］
春
月
／
金
陵
唐
廷
仁
繡
梓
」
を
確
認
し
た
。

他
に
も
伝
本
が
幾
つ
か
知
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
未
見
。 

３
７ 

三
欄
に
区
切
っ
た
封
面
の
左
右
に
「
重
刻
北
京
／
原
板
耳
譚
」
、
中
央
の
細

い
欄
に
「
金
陵
世
德
堂
梓
」
と
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
に
「
黄
岡
王

同
軌
行
甫
撰
／
上
饒
門
生
王
嗣
經
校
／
金
陵
書
坊
世
德
堂
梓
」
と
記
す
『
新

刻
耳
談
』〔
十
五
巻
存
〕
五
巻
（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
が
万
暦
丁
酉
（
二
十

五
年
）
の
王
同
軌
自
叙
を
持
つ
が
、
こ
れ
は
「
北
京
原
板
」
の
自
叙
で
あ
ろ

う
か
ら
、
世
徳
堂
刊
本
自
体
の
刊
年
は
分
か
ら
な
い
。
但
し
、
前
述
の
万
暦

三
十
一
年
序
刊
『
耳
談
類
増
』
が
こ
れ
の
増
訂
版
な
の
で
、
そ
れ
よ
り
前
に

刊
行
さ
れ
て
い
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
こ
の
期
間
の
刊
行
だ
っ
た
可
能

性
は
あ
る
。 

３
８ 

な
お
、
磯
部
注
３
書
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
『
醫
學
綱
目
』
四
十
巻
（
封
面

三
欄
に
分
け
「
新
刻
官
板
大
字
／
醫
學
綱
目
／
金
陵
世
德
堂
督
梓
」
）
を
序
の

記
述
か
ら
嘉
靖
四
十
四
年
世
徳
堂
刊
本
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
（
三
九
一

頁
）
、
こ
れ
は
同
じ
序
を
持
つ
嘉
靖
四
十
四
年
曹
灼
刊
本
（
上
海
図
書
館
等
蔵
）

の
覆
刻
本
で
あ
り
、
嘉
靖
四
十
四
年
と
い
う
の
は
底
本
の
序
の
年
次
を
そ
の
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ま
ま
覆
刻
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
刊
行
が
万
暦
十
三
年
よ
り
早
い
可

能
性
は
十
分
に
あ
る
が
、
刊
年
は
不
詳
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

３
９ 
但
し
、
天
啓
七
年
序
の
『
一
貫
齋
輯
刻
明
便
通
書
』
四
巻
首
一
巻
（
北
京

大
学
図
書
館
蔵
）
は
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
の
可
能
性
が
あ
る
。
封
面
は
三
欄
に

分
け
、「
（
二
字
分
紙
欠
損
）
監
選
擇
秘
本
／
廸
吉
通
書
／
世
德
堂
藏
板
」（
中

央
の
み
大
字
）
。
「
廸
吉
通
書
序
」
末
に
「
時
天
啓
丁
卯
（
七
年
）
春
王
正
月

上
浣
日
金
谿
旭
初
王
尚
果
因
則
甫
識
」
、
目
録
と
巻
一
～
三
の
巻
頭
第
二
行
に

「
金
谿
旭
初
王
尚
果
因
則
甫
輯
纂
」
と
あ
る
。
金
谿
人
の
編
纂
で
あ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
蔵
板
者
の
世
徳
堂
が
唐
氏
世
徳
堂
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
唐
氏
世
徳
堂
だ
と
し
て
も
、
前
述
の
通
り
唐
㫤
が

天
啓
年
間
に
も
活
動
し
て
い
た
よ
う
だ
か
ら
、
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
よ
り
下
の

世
代
の
経
営
者
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。 

４
０ 

『
雲
林
醫
聖
増
補
醫
鑑
囘
春
』
八
巻
（
尊
経
閣
文
庫
等
蔵
）
の
各
巻
巻
頭

第
六
行
ま
た
は
第
八
行
に
「
金
閶
書
林
際
雲
唐
廷
揚
梓
行
」
、
後
跋
末
に
「
金

谿
龔
廷
賢
書
于
仁
孝
堂
峕
崇
禎
五
年
春
月
吉
旦
」
と
あ
る
。 

４
１ 

本
章
の
初
出
時
及
び
中
国
語
版
の
発
表
時
に
は
、
こ
れ
を
未
見
で
あ
っ
た
。 

４
２ 

紀
玲
妹
「
唐
順
之
《
任
光
禄
竹
溪
記
》
所
記
主
人
考
論
」（
会
議
論
文
集
『
明

代
文
学
学
会
（
籌
）
第
九
届
年
会
曁
二
〇
一
三
年
明
代
文
学
国
際
学
術
研
討

会
論
文
集
・
詩
文
巻
』
所
収
、
二
〇
一
三
）
が
、
万
暦
十
八
年
『
宜
興
縣
志
』

巻
八
に
収
め
る
任
卿
の
小
伝
に
「
弟
道
、
光
禄
寺
丞
、
有
才
識
、
尤
善
成
兄

志
」
と
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
七
六
頁
）
。 

４
３ 

大
尾
に
「
隆
慶
壬
申
（
六
年
）
冬
月
／
金
陵
唐
對
溪
梓
」
の
長
方
木
記
を

持
つ
。 

４
４ 

影
印
本
『
新
編
古
今
事
文
類
聚
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
八
二
）
の
底
本
が

唐
富
春
刊
本
の
原
刻
と
思
し
い
の
だ
が
、
こ
の
影
印
本
は
底
本
の
所
在
を
明

記
し
て
い
な
い
。
な
お
、
内
閣
文
庫
・
慶
應
義
塾
図
書
館
な
ど
多
く
の
機
関

に
、
そ
の
覆
刻
と
思
し
き
、
一
部
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
德
壽
堂
梓
」
と
見

え
る
本
（
刊
年
や
刊
行
者
に
関
す
る
記
載
は
同
じ
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

４
５

「
重
刻
事
文
類
聚
序
」
の
末
尾
に
「
萬
暦
甲
辰
（
三
十
二
年
）
孟
春
之
吉
金

                                        
 

谿
唐
富
春
精
校
補
遺
重
刻
」
と
あ
る
。
唐
富
春
に
は
他
に
籍
貫
を
「
繡
谷
」

と
記
す
刊
本
も
あ
る
の
で
、
金
谿
唐
氏
の
一
族
と
確
認
出
来
る
。 

４
６ 

大
塚
秀
高
「
嘉
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ
―
―
熊
大
木
と
英
烈
・
忠
義
を

端
緒
と
し
て
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
四
冊
、
一
九
九
四
）

参
照
。 

４
７ 

磯
部
注
３
書
三
九
七
～
三
九
八
頁
参
照
。 

４
８ 

上
海
図
書
館
蔵
『
筆
疇
』（
請
求
記
号
線
善
七
五
九
四
四
九
）
が
明
万
暦
栄

寿
堂
刻
本
と
著
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
原
本
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、
ど
こ

に
も
栄
寿
堂
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。 

４
９ 

ま
た
、
注
44
で
挙
げ
た
「
德
壽
堂
」
と
い
う
書
坊
名
が
、
他
の
唐
富
春
刊

本
に
も
封
面
な
ど
に
間
々
見
ら
れ
る
。
或
い
は
こ
れ
も
徳
寿
と
い
う
字
の
こ

の
一
族
の
人
物
が
経
営
し
て
い
た
書
坊
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
徳
寿
堂
を
富

春
堂
と
並
ん
で
唐
富
春
の
書
坊
名
と
す
る
先
行
研
究
が
多
い
が
、『
新
編
古
今

事
文
類
聚
』
に
唐
富
春
の
名
だ
け
が
見
え
る
初
刻
本
ら
し
き
も
の
と
、
そ
れ

に
加
え
て
徳
寿
堂
の
名
も
見
え
る
覆
刻
本
ら
し
き
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見

る
と
、
唐
富
春
は
徳
寿
堂
と
は
別
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

５
０ 

本
論
第
五
章
参
照
。 

５
１ 

封
面
中
央
に
「
周
氏
萬
卷
樓
刋
」
と
あ
る
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
八
巻
（
内

閣
文
庫
［
早
印
と
後
修
の
二
本
］
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）
は
、
巻
一
・

三
・
四
・
五
・
六
の
各
巻
頭
第
二
～
四
行
に
低
十
三
格
で
「
太
醫
院
醫
官
金

谿
龔
信
編
／
（
更
に
低
五
格
）
男 

廷
賢
續
編
／
金
陵
書
林
對
峰
周
曰
校
刋

行
」
（
巻
四
・
六
は
第
四
行
「
林
」
が
「
坊
」
）
と
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
四

行
を
巻
七
は
「
金
陵
書
林
竹
潭
周
宗
孔
梓
行
」
、
巻
八
は
「
金
陵
書
林
前
山
周

庭
槐
刋
行
」
と
し
て
お
り
、
更
に
巻
二
は
第
二
～
四
行
に
文
字
が
全
く
見
え

な
い
。 

５
２ 
ま
た
、
浅
野
世
本
の
巻
十
六
巻
頭
の
第
二
・
三
行
が
空
白
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
世
徳
堂
・
栄
寿
堂
と
並
ぶ
第
三
の
共
同
刊
行
者
の
名
が
元
々
は
入
っ

て
い
た
が
、
そ
の
書
坊
が
故
宮
世
本
の
印
刷
ま
で
に
版
権
を
手
放
し
て
い
た

た
め
に
削
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
注
に
挙
げ
た
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
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の
巻
二
第
二
～
四
行
も
同
様
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
熊
雲
濵
覆
世

徳
堂
刊
本
で
巻
十
六
に
の
み
熊
雲
濵
の
名
が
見
え
る
の
は
、
熊
雲
濵
が
覆
刻

の
底
本
に
用
い
た
世
徳
堂
初
刻
本
は
既
に
巻
十
六
の
該
当
箇
所
が
空
白
と
な

っ
て
お
り
、
熊
雲
濵
は
そ
の
空
欄
を
利
用
し
て
自
分
の
名
を
入
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
浅
野
世
本
に
は
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
を
底
本
と
し
た
補
版
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

も
し
も
巻
十
六
第
一
葉
が
そ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
可
能
性
を

想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
そ
の
場

合
は
、
ま
ず
熊
雲
濵
が
覆
刻
時
に
巻
十
六
に
の
み
自
分
の
名
を
入
れ
（
底
本

で
は
元
の
刊
行
者
名
が
入
っ
て
い
た
箇
所
の
一
部
を
覆
刻
時
に
覆
刻
者
の
名

に
変
え
る
事
例
は
珍
し
く
な
い
。
本
論
第
七
章
参
照
）
、
浅
野
世
本
の
補
版
時

に
は
い
っ
た
ん
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
通
り
に
覆
刻
し
て
み
た
が
、
他
の

巻
と
刊
行
者
名
が
異
な
る
こ
と
に
気
付
い
て
削
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。 
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第
四
章 

李
卓
吾
批
評
本
系
の
版
本
に
つ
い
て 

    
 

は
じ
め
に 

 

第
一
章
に
お
け
る
聖
僧
歴
難
簿
の
検
討
の
結
果
、
世
徳
堂
本
１

と
同
じ
話
柄

の
配
列
順
序
を
採
る
百
回
本
の
中
で
初
め
て
作
品
内
容
と
聖
僧
歴
難
簿
の
矛
盾

を
解
消
し
た
テ
キ
ス
ト
が
李
卓
吾
批
評
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
李
卓
吾

批
評
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
が
所
謂
清
本
全
て
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
李
卓
吾
批
評
本
は
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
展
開
史
上
に
お
い

て
極
め
て
大
き
な
価
値
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
そ
の
李
卓
吾
批
評
本
系
に
属
す
る
諸
版
本
の
中
に
お
け
る
初
刻
本
は

一
体
ど
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
汪
象
旭
箋
評
本
や
陳
士
斌
詮
解
本

な
ど
の
早
い
時
期
の
清
本
が
依
拠
し
た
李
卓
吾
批
評
本
の
版
本
は
ど
れ
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
が
ど
の

よ
う
に
し
て
広
ま
っ
て
行
っ
た
か
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
本
章
で
は
そ
れ
を
目
的
と
す
る
。 

李
卓
吾
批
評
本
系
に
属
す
る
版
本
は
、
李
卓
吾
に
仮
託
し
た
批
評
を
持
つ
文

繁
本
で
あ
る
所
謂
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』（
以
下
で
は
李
卓
吾
評
本
と
称

す
）
と
、
そ
の
批
評
を
受
け
継
ぐ
文
簡
本
の
閩
斎
堂
刊
本
と
で
あ
る
。 

李
卓
吾
評
本
は
太
田
辰
夫
氏
に
よ
り
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
の
三
版
に
分
類
さ

れ
て
い
る
２

。
と
な
れ
ば
、
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
の
う
ち
ど
れ
が

も
李
卓
吾

評
本
の
初
刻
本
に
近
い
の
か
を
探
る
作
業
が
望
ま
れ
よ
う
。
既
に
大
陸
の
呉
聖

昔
氏
が
甲
本
と
乙
本
の
先
後
を
検
討
し
て
い
る
が
３

、
丙
本
に
は
一
切
触
れ
て

い
な
い
４

。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
丙
本
も
含
め
た
三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し

た
い
。 

ま
た
、『
三
国
演
義
』
と
『
水
滸
伝
』
に
も
、
李
卓
吾
の
も
の
と
称
す
る
批
評

を
持
ち
、
版
式
が
李
卓
吾
評
本
『
西
遊
記
』
に
酷
似
す
る
版
本
が
複
数
存
在
す

る
。
具
体
的
に
は
『
三
国
演
義
』
の
劉
君
裕
本
・
呉
観
明
本
・
緑
蔭
堂
本
・
蔾

光
楼
本
・
三
槐
堂
本
・
宝
翰
楼
本
な
ど
５

と
、『
水
滸
伝
』
の
容
與
堂
本
各
種
６

・

百
二
十
回
本
各
種
・
不
分
巻
百
回
本
各
種
７

で
あ
る
。『
西
遊
記
』
も
含
め
、
こ

れ
ら
に
は
㈠
本
文
は
各
作
品
の
文
繁
本
に
属
す
、
㈡
全
百
回
ま
た
は
百
二
十
回
、

㈢
毎
回
二
句
の
回
目
を
持
つ
、
㈣
一
葉
の
表
裏
各
一
幅
の
図
を
毎
回
一
幅
ず
つ

（
容
與
堂
本
各
種
以
外
の
『
水
滸
伝
』
が
該
当
）
ま
た
は
二
幅
ず
つ
持
つ
、
㈤

本
文
は
半
葉
十
一
行
二
十
二
字
（
容
與
堂
本
『
水
滸
伝
』
各
種
の
み
該
当
）
ま

た
は
十
行
二
十
二
字
、
㈥
眉
批
か
行
間
傍
批
の
両
方
（
『
水
滸
伝
』
が
全
て
該
当
）

ま
た
は
一
方
と
回
末
総
批
と
を
備
え
る
、
㈦
第
一
回
第
一
行
は
書
名
、
第
二
行
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は
回
数
、
第
三
行
は
回
目
、
第
四
行
か
ら
正
文
に
入
る
、
㈧
何
ら
か
の
形
で
評

者
が
李
卓
吾
だ
と
謳
う
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
以
下
、
㈠
～
㈧
を
全
て
充

た
す
版
本
を
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
と
総
称
す
る
８

。 

近
年
、
金
文
京
氏
が
注
５
担
当
項
目
で
北
京
大
学
蔵
本
『
水
滸
全
伝
』（
百
二

十
回
本
）・
劉
君
裕
本
『
三
国
演
義
』・
内
閣
文
庫
蔵
本
『
西
遊
記
』（
李
卓
吾
評

甲
本
）
を
「
姉
妹
本
」
と
推
定
し
、
そ
れ
を
承
け
て
廣
澤
裕
介
氏
が
そ
れ
ら
の

刊
行
の
背
景
を
考
察
さ
れ
る
な
ど
９

、
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
の
横
の
繋
が
り

を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
が
現
れ
始
め
た
。
白
話
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
や
四

大
奇
書
と
い
う
概
念
の
形
成
・
発
展
史
を
考
え
る
上
で
有
用
な
、
今
後
の
進
展

が
期
待
さ
れ
る
分
野
と
言
え
よ
う
。 

 

し
か
し
、
作
品
間
の
横
の
繋
が
り
の
考
察
は
、
各
作
品
の
諸
版
本
の
縦
の
関

係
が
高
い
精
度
で
確
認
さ
れ
た
上
で
の
も
の
で
な
け
れ
ば
足
元
が
揺
ら
い
で
し

ま
う
危
険
を
孕
む
。
例
え
ば
、
笠
井
注
７
論
文
で
「
北
京
大
学
蔵
本
『
水
滸
全

伝
』
は
万
暦
四
十
二
年
袁
無
涯
原
刊
本
で
あ
る
」
と
い
う
通
説
が
完
全
に
否
定

さ
れ
、
そ
れ
が
実
際
に
は
崇
禎
刊
本
だ
と
示
さ
れ
た
た
め
、
廣
澤
注
９
論
文
に

は
既
に
修
正
を
要
す
る
点
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
廣
澤
氏
は
『
西
遊
記
』

に
つ
い
て
は
太
田
説
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
み
で
、
甲
本
し
か
考
察
対
象
と
し
て

い
な
い
。
よ
っ
て
、
本
章
で
は
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
の
縦
の
関
係
の
考
察
を
進

め
る
と
共
に
、
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
と
し
て
の
横
の
視
点
か
ら
も
各
々
の
位

置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

一
、
李
卓
吾
評
本
の
伝
本
と
分
類 

 

李
卓
吾
評
本
『
西
遊
記
』
は
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
の
三
版
に
分
け
ら
れ
る
と

い
う
太
田
説
は
、
氏
が
未
見
の
版
本
も
含
め
て
有
効
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
ま
ず
三
者
共
通
の
特
徴
を
挙
げ
、
次
い
で
甲
乙
丙
の
順
に
個
々
の
伝
本
を

紹
介
し
、

後
に
同
系
統
の
批
評
を
持
つ
『
○
新
刻
全
像
批
評
西
逰
記
』（
本
章

の
初
出
後
に
発
見
）
及
び
閩
斎
堂
刊
本
に
触
れ
る
。
な
お
、
閲
覧
状
況
を
特
に

断
る
も
の
以
外
は
、
全
て
原
本
閲
覧
の
上
で
全
葉
の
複
写
物
を
入
手
し
て
い
る
。 

（
１
）
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
の
共
通
点 

 

全
て
不
分
巻
百
回
。
四
周
単
辺
、
無
界
、
白
口
、
無
魚
尾
、
半
葉
十
行
二
十

二
字
で
、
版
心
葉
数
は
回
ご
と
に
改
め
る
。
毎
回
本
文
の
後
に
数
行
の
「
總
批
」

（
「
總
評
」
と
表
記
す
る
回
も
）
が
二
字
下
げ
で
置
か
れ
、
更
に
「
又
批
」
が
続

く
回
も
あ
る
。
こ
の
三
版
は
行
款
を
同
じ
く
す
る
の
で
、
基
本
的
に
同
じ
回
の

同
じ
葉
の
同
じ
行
に
は
同
じ
文
字
が
並
ぶ
。
巻
首
題
は
全
て
『
西
遊
記
』
だ
が
、

甲
本
と
乙
本
が
行
頭
か
ら
空
白
無
く
記
す
の
に
対
し
、
丙
本
は
行
頭
か
ら
低
七

格
の
後
に
「
西
遊
記
」
で
あ
る
。
ま
た
、
版
心
題
も
甲
本
と
乙
本
は
行
頭
か
ら

空
白
無
く
「
西
遊
記
」
だ
が
、
丙
本
の
み
低
五
格
の
後
に
「
西
遊
記
」
で
あ
る
。

な
お
、『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
と
い
う
通
行
の
書
名
は
、
三
版
に
共
通
の

目
録
題
で
（
但
し
甲
本
の
後
修
本
に
例
外
あ
り
）
、
甲
本
と
丙
本
で
は
第
百
回
の

尾
題
で
も
あ
る
。
乙
本
は
甲
本
・
丙
本
の
第
百
回
末
葉
を
省
略
す
る
た
め
、
尾
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題
は
見
え
な
い
。 

（
２
）
甲
本 

①
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
（
内
閣
李
本
） 

封
面
欠
。
幔
亭
過
客
「
題
辭
」
、
凡
例
、
目
録
、
図
百
葉
二
百
幅
、
本
文
。
原

則
行
三
字
の
眉
批
を
持
つ
（
ご
く
稀
に
行
四
字
や
行
二
字
の
眉
批
も
あ
る
）
。
題

辭
の
幔
亭
過
客
と
は
袁
于
令
（
一
五
九
二
～
一
六
七
四
）
の
号
で
、
署
名
の
下

に
は
そ
の
別
号
「
白
／
賔
」
の
陽
刻
正
方
印
と
「
字
／
令
昭
」
の
陰
刻
正
方
印

と
が
印
刷
さ
れ
る
。
図
中
に
「
卓
然
」
（
第
二
回
裏
）
、
「
君
裕
刘
刻
」
（
第
七
回

裏
）
、
「
湯
維
新
摹
」
（
第
七
十
一
回
表
）
、
「
劉
升
伯
刻
」
（
第
八
十
二
回
表
・
第

八
十
五
回
表
）
、
「
旌
徳
郭
卓
然
鐫
」
（
第
百
回
表
）
と
い
う
刻
工
名
が
見
え
る
。

天
一
出
版
社
『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
『
續
修
四
庫
全
書
』
、

周
文
業
編
『
古
代
小
説
数
字
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
二
〇
〇
八
年
版
』
に
影
印
を
収
め
、

小
野
忍
氏
・
中
野
美
代
子
氏
に
よ
る
岩
波
文
庫
邦
訳
の
底
本
で
も
あ
る
。 

②
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
本
（
奥
野
李
本
）
〔
後
修
〕 

奥
野
信
太
郎
氏
旧
蔵
。
封
面
欠
。
幔
亭
過
客
「
題
辭
」
、
目
録
、
図
百
葉
二
百

幅
、
本
文
。
題
辭
と
図
は
①
と
同
版
で
、
図
中
の
刻
工
名
も
全
て
同
じ
。
本
文

は
基
本
的
に
①
と
同
じ
版
木
に
よ
る
後
印
だ
が
、
細
か
な
修
訂
の
施
さ
れ
た
葉

が
あ
る
ほ
か
、
多
く
は
な
い
が
異
版
の
葉
も
混
じ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
の

後
修
本
で
あ
る
。
目
録
は
全
葉
が
①
と
完
全
に
異
版
で
、
現
存
の
李
卓
吾
評
本

で
唯
一
目
録
題
を
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
眞
本
』
と
し
、
回
目
を
全
て
本

文
内
で
の
そ
れ
に
一
文
字
の
相
違
も
無
く
一
致
さ
せ
て
い
る
１
０

。
題
辭
・
目

録
・
図
を
収
め
る
首
冊
が
行
方
不
明
で
、
そ
の
部
分
は
慶
応
義
塾
図
書
館
所
蔵

の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
み
に
よ
っ
た
。 

（
３
）
乙
本 

③
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
（
書
陵
部
李
本
） 

徳
山
毛
利
家
旧
蔵
。
封
面
、
幔
亭
過
客
「
題
辭
」
、
目
録
、
本
文
。
図
は
各
回

本
文
の
前
に
一
葉
二
幅
ず
つ
挿
入
さ
れ
る
が
、
第
二
十
六
回
以
降
は
図
を
欠
く
。

図
柄
は
甲
本
と
全
く
同
じ
だ
が
、
①
②
に
共
通
の
匡
郭
の
割
れ
な
ど
に
注
意
し

て
見
比
べ
る
と
、
極
め
て
精
緻
な
覆
刻
だ
と
分
か
る
。
第
二
回
裏
と
第
七
回
裏

に
は
甲
本
と
同
じ
刻
工
名
が
見
え
る
が
、
先
行
版
本
の
図
中
の
刻
工
名
ま
で
覆

刻
す
る
例
は
不
分
巻
百
回
本
『
水
滸
伝
』
で
も
知
ら
れ
て
い
る
（
笠
井
注
７
論

文
参
照
）
。
本
文
も
甲
本
と
は
異
版
で
、
批
語
が
全
て
眉
批
で
は
な
く
行
間
の
傍

批
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
文
の
行
款
は
甲
本
と
同
じ
で
、
字
句
の
異
同

も
少
な
く
、
字
体
は
お
ろ
か
文
字
の
傾
き
ま
で
し
ば
し
ば
一
致
す
る
。
批
語
も

ほ
ぼ
全
て
甲
本
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
基
本
的
に
甲
本
を
か
ぶ
せ

彫
り
し
た
上
で
、
眉
批
だ
け
は
か
ぶ
せ
彫
り
は
せ
ず
に
全
て
行
間
傍
批
に
移
し

変
え
た
も
の
だ
ろ
う
１
１

。
題
辭
も
甲
本
の
覆
刻
。
封
面
は
右
か
ら
「
李
卓
吾
先

生
原
評
／
西
逰
記
／
三
行
に
わ
た
る
宣
伝
文
」
の
三
欄
に
区
切
り
、
中
央
上
に

龍
鳳
が
向
か
い
合
う
図
柄
の
陽
刻
円
印
、
右
下
に
作
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

「
心
蝯
／
意
馬
」
の
陰
刻
長
方
印
が
そ
れ
ぞ
れ
朱
で
捺
さ
れ
る
。 
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④
故
田
中
謙
二
氏
蔵
本
（
田
中
李
本
） 

原
本
未
見
。
小
川
環
樹
『
中
国
小
説
史
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
）

七
四
頁
所
載
の
封
面
と
図
一
幅
の
書
影
を
見
た
の
み
。
封
面
は
③
と
同
版
で
、

印
ま
で
一
致
す
る
模
様
。
太
田
注
２
論
文
に
よ
れ
ば
③
の
同
版
本
で
、
甲
本
と

同
じ
図
柄
の
百
葉
二
百
図
が
目
録
の
次
に
ま
と
め
て
置
か
れ
る
こ
と
以
外
全
て

③
に
同
じ
。
し
か
し
、
よ
り
早
く
紹
介
し
た
田
中
巌
氏
は
、
丙
本
と
同
じ
「
批

點
西
逰
記
序
」
も
あ
る
と
す
る
１
２

。
憶
測
な
が
ら
、
他
の
乙
本
の
特
徴
か
ら
は

太
田
氏
の
記
述
が
正
し
い
と
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、
太
田
氏
は

図
中
の
刻
工
名
は
第
二
回
裏
と
第
百
回
表
に
甲
本
と
同
じ
も
の
が
あ
る
の
み
と

す
る
が
、
田
中
氏
は
逆
に
第
七
回
裏
の
そ
れ
の
み
挙
げ
る
。
こ
ち
ら
は
他
の
乙

本
の
状
況
か
ら
見
て
、
実
際
に
は
そ
の
三
箇
所
い
ず
れ
に
も
あ
り
、
か
つ
そ
れ

で
全
て
と
見
て
良
さ
そ
う
だ
。 

⑤
河
南
省
図
書
館
蔵
本
（
河
南
李
本
） 

⑥
中
国
歴
史
博
物
館
蔵
本
（
歴
博
李
本
）
〔
後
修
〕 

⑤
⑥
は
ど
ち
ら
も
太
田
氏
未
分
類
で
、
筆
者
も
共
に
原
本
は
未
見
。
両
者
を

補
配
し
た
と
称
す
る
影
印
本
（
中
州
書
画
社
、
一
九
八
三
）
を
利
用
し
た
ほ
か
、

河
南
省
図
書
館
で
⑤
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
た
（
複
写
未
入
手
）
。
ま

た
、『
第
三
批
国
家
珍
貴
古
籍
名
録
図
録
』（
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
二
）

に
⑤
の
書
影
二
点
を
収
め
る
。
⑤
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
閲
覧
時
に
、
影
印
本

は
⑤
⑥
が
不
規
則
に
混
在
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
⑥
は
ど
う
や
ら
基
本
的
に
同
版

で
、
し
か
も
題
辭
・
目
録
・
図
・
本
文
の
全
て
が
基
本
的
に
③
と
も
同
版
ら
し

い
こ
と
が
確
認
出
来
た
（
封
面
は
⑤
⑥
と
も
欠
）
。
但
し
、
第
一
回
第
一
・
二
葉

は
三
者
の
中
で
⑥
の
み
が
異
版
で
あ
り
、
他
に
も
補
版
が
疑
わ
れ
る
葉
が
稀
に

存
在
し
た
１
３

。
同
版
の
葉
の
匡
郭
の
傷
の
状
態
か
ら
見
て
印
刷
順
は
③
⑤
→
⑥

で
あ
る
か
ら
、
⑥
が
後
修
本
で
あ
る
。
⑤
の
書
誌
事
項
は
マ
イ
ク
ロ
を
見
る
限

り
封
面
を
欠
く
点
と
図
中
の
刻
工
名
以
外
は
太
田
氏
の
紹
介
に
よ
る
④
に
同
じ
。

一
方
、
補
配
影
印
本
で
は
③
の
よ
う
に
図
が
各
回
の
本
文
の
前
に
一
葉
ず
つ
配

さ
れ
て
お
り
、
⑥
が
そ
う
な
の
か
、
影
印
の
際
の
処
置
か
は
不
明
。
図
中
の
刻

工
名
は
、
マ
イ
ク
ロ
で
も
補
配
影
印
本
で
も
第
二
回
裏
・
第
七
回
裏
・
第
百
回

表
に
甲
本
と
同
じ
も
の
が
あ
る
。
補
配
影
印
本
の
巻
首
に
は
⑤
の
巻
首
に
は
見

え
な
い
「
路
／
工
」
陽
刻
正
方
印
が
あ
る
の
で
、
⑥
は
路
工
氏
の
旧
蔵
書
と
思

わ
れ
る
。 

⑦
パ
リ
国
立
図
書
館
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
）
蔵
乙
本
（
パ
リ
李
本
） 

太
田
氏
未
分
類
で
、
磯
部
彰
氏
が
こ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
た
１
４

。
原
本
未
見

で
、
所
蔵
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
な
全
冊
の
白
黒
画
像

に
よ
っ
た
。
封
面
、
幔
亭
過
客
「
題
辭
」
、
目
録
、
図
五
十
九
葉
百
十
八
幅
（
第

六
十
回
以
降
欠
）
、
本
文
（
第
一
～
二
回
欠
）
。
封
面
は
右
枠
と
中
央
枠
が
字
様

ま
で
③
④
に
酷
似
す
る
も
の
の
そ
れ
と
は
異
版
で
、
左
枠
に
は
宣
伝
文
で
は
な

く
「
金
陵
大
業
堂
重
梓
」
と
だ
け
あ
り
、
右
下
に
陽
刻
正
方
「
蘊
古
／
堂
／
藏

書
」
印
が
捺
さ
れ
る
。
封
面
以
外
の
箇
所
は
③
と
同
版
。
印
刷
は
匡
郭
の
傷
な
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ど
か
ら
見
て
③
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
よ
う
で
、
強
い
て
言
え
ば
③
よ
り
僅
か
に
早

い
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
図
中
の
刻
工
名
は
第
二
回
裏
と
第
七
回
裏
に
甲

本
と
同
じ
名
が
見
え
る
。 

⑧
磯
部
彰
氏
蔵
本
（
磯
部
李
本
）
〔
後
修
〕 

太
田
注
２
論
文
当
時
は
未
発
見
で
、
磯
部
氏
が
こ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
た
（
磯

部
注
14
書
第
七
章
）
。
李
氏
朝
鮮
の
文
人
朴
氏
の
旧
蔵
で
、
朝
鮮
表
紙
に
改
装

さ
れ
て
お
り
、
本
文
の
み
存
。
③
⑤
と
⑥
と
で
異
な
る
第
一
回
第
一
・
二
葉
も

含
め
て
⑥
と
同
版
だ
が
、
版
木
の
磨
耗
や
損
壊
が
大
き
く
進
ん
で
お
り
、
乙
本

が
長
期
に
渡
り
何
度
も
印
刷
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

⑨
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
（
国
図
李
本
）
〔
後
修
〕 

太
田
氏
未
分
類
。
本
章
初
出
時
は
未
見
だ
っ
た
が
、
後
に
原
本
の
閲
覧
が
叶

っ
た
。
複
写
は
ご
く
一
部
の
み
画
像
デ
ー
タ
を
入
手
。
怡
齋
旧
蔵
。
封
面
は
欠
。

題
辭
、
目
録
、
本
文
（
存
第
一
～
十
七
、
二
十
三
～
二
十
五
、
四
十
三
～
五
十
、

七
十
～
七
十
四
回
。
こ
の
範
囲
に
も
間
々
欠
葉
あ
り
）
。
第
一
回
第
一
・
二
葉
は

⑥
⑧
と
同
版
。
⑥
で
は
版
木
の
裏
表
を
な
す
こ
の
二
葉
を
大
き
な
横
割
れ
が
貫

い
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
そ
れ
が
ま
だ
遥
か
に
小
さ
い
の
で
、
乙
本
後
修
本

三
本
の
印
刷
順
序
は
⑨
→
⑥
→
⑧
と
確
定
出
来
る
。
図
中
の
刻
工
名
は
第
二
回

裏
と
第
七
回
裏
に
甲
本
と
同
じ
名
が
見
え
る
。 

 

⑩
韓
国
某
寺
蔵
本
（
韓
国
李
本
） 

 

太
田
氏
未
分
類
。
閔
寛
東
氏
が
近
年
韓
国
の
あ
る
寺
廟
で
発
見
さ
れ
た
も
の

で
、
筆
者
原
本
未
見
。
閔
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
本
文
の
み
存
。
閔
氏
の
ご

厚
意
に
よ
り
十
枚
ほ
ど
の
写
真
を
見
せ
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
第
一
回
第
一
・
二

葉
を
含
む
そ
れ
ら
は
全
て
③
と
同
版
で
、
印
刷
は
③
よ
り
遅
か
っ
た
。 

（
４
）
丙
本 

⑪
広
島
市
立
中
央
図
書
館
（
旧
浅
野
図
書
館
）
浅
野
文
庫
蔵
本
（
浅
野
李
本
） 

浅
野
世
本
と
共
に
広
島
藩
浅
野
家
の
旧
蔵
。
封
面
、
禿
老
「
批
點
西
逰
記
序
」
、

目
録
、
図
百
葉
二
百
幅
、
本
文
。
封
面
は
③
④
と
同
じ
構
成
か
つ
同
文
だ
が
異

版
で
、
右
下
と
中
央
上
の
印
は
無
く
、
左
下
に
陰
刻
正
方
「
書
業
／
堂
／
圖
章
」

朱
印
が
捺
さ
れ
る
。
図
は
甲
本
・
乙
本
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
、
画
工
・
刻

工
の
名
は
見
え
な
い
。
本
文
も
甲
本
と
も
乙
本
と
も
完
全
な
異
版
で
、
原
則
行

四
字
（
稀
に
行
三
字
や
行
二
字
）
の
眉
批
を
持
つ
が
、
改
装
さ
れ
た
際
の
天
地

の
裁
断
に
よ
り
大
部
分
の
葉
で
眉
批
の
上
二
～
三
文
字
が
失
わ
れ
て
い
る
。
版

木
の
割
れ
や
印
刷
の
か
す
れ
が
激
し
い
葉
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
あ
る
後
印
本
で
あ

る
。
ま
た
、
黄
色
味
の
強
い
竹
紙
の
料
紙
に
稀
に
陽
刻
長
方
「
丘
和
義
號
／
厰

選
料
」
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
を
販
売
し
て
い
た
紙
舗
の
印
記
で
あ
ろ

う
が
、
詳
細
は
未
詳
。 

⑫
広
島
大
学
中
国
文
学
語
学
研
究
室
蔵
本
（
広
大
李
本
） 

封
面
・
序
・
目
録
・
図
・
本
文
の
全
て
が
⑪
と
完
全
な
同
版
で
、
版
木
の
割

れ
目
や
印
刷
の
か
す
れ
具
合
の
一
致
か
ら
印
刷
も
ほ
ぼ
同
時
期
と
見
ら
れ
る
。

し
か
も
、
料
紙
に
稀
に
⑪
と
全
く
同
じ
紙
舗
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
紙
質
も
⑪
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と
同
じ
と
認
め
て
良
さ
そ
う
な
の
で
、
⑪
と
同
じ
紙
舗
か
ら
同
時
期
に
仕
入
れ

た
紙
で
刷
ら
れ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
両
者
は
ま
さ
に
同
時
の
印
で
あ
る
。
⑪

⑫
併
せ
て
一
〇
二
八
箇
所
確
認
出
来
る
眉
批
の
う
ち
、
⑫
で
は
判
読
出
来
る
が

⑪
で
は
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
五
個
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
一
個
だ
け
な
の

で
、
⑫
の
方
が
僅
か
に
早
く
刷
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
眉
批
の
有
無

の
差
は
必
ず
し
も
版
木
の
問
題
で
は
な
く
、
印
刷
時
の
墨
の
乗
り
具
合
や
紙
の

た
わ
み
な
ど
に
よ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
天
地
の
裁
断
に
よ
り
眉
批
の
上
部
が

切
れ
て
い
る
点
ま
で
⑪
と
同
様
で
、
裁
断
後
の
外
寸
（
二
三
．
二
×
一
五
．
三

㎝
）
も
一
致
す
る
の
で
、
⑪
⑫
は
印
刷
か
ら
収
蔵
に
到
る
ま
で
長
ら
く
同
経
路

を
辿
っ
て
い
た
と
思
し
い
。
各
冊
後
表
紙
表
に
「
廿
日
市
蓮
教
寺
」
と
墨
書
し
、

現
存
す
る
浄
土
真
宗
の
寺
院
の
旧
蔵
と
知
れ
る
が
、
そ
の
前
に
は
⑪
と
共
に
広

島
藩
浅
野
家
の
所
蔵
だ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
所
蔵
が
分
か
れ
た

後
で
一
方
も
し
く
は
双
方
が
改
装
さ
れ
た
よ
う
で
、
現
在
の
表
紙
の
紙
質
や
分

冊
の
位
置
は
⑪
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
太
田
注
２
論
文
は
封
面
印
も
⑪
に
同
じ

と
す
る
が
、
田
中
注
12
論
文
は
封
面
は
下
三
分
の
一
が
破
れ
て
お
り
印
は
確
認

不
能
と
す
る
。
原
本
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
封
面
は
田
中
氏
の
言
う
通

り
に
破
損
し
て
い
る
が
、
残
っ
て
い
る
部
分
に
⑪
と
同
じ
陰
刻
正
方
「
書
業
／

堂
／
圖
章
」
朱
印
の
左
上
隅
と
一
致
す
る
断
片
が
僅
か
な
が
ら
確
認
出
来
た
。

太
田
氏
は
こ
れ
を
⑪
と
同
じ
印
と
認
め
た
と
思
わ
れ
、
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
看

做
し
て
問
題
は
無
い
と
考
え
る
。
な
お
、
⑪
よ
り
少
し
欠
葉
が
多
い
。 

（
５
）
系
統
不
明 

 

⑬
東
城
書
店
出
售
本
（
東
城
李
本
） 

『
東
城
書
店
目
録
』
百
二
十
五
号
（
東
城
書
店
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
に
「
李

卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
図
二
冊
、
目
録
十
一
丁
、
図
九
十
九
丁
」
と
著
録
さ
れ

た
も
の
。
筆
者
が
連
絡
し
た
際
に
は
既
に
売
れ
て
お
り
、
未
見
。
現
所
在
も
未

詳
。
掲
載
の
書
影
一
枚
を
見
る
限
り
甲
本
か
乙
本
の
図
の
よ
う
だ
が
、
写
真
が

小
さ
す
ぎ
て
ど
ち
ら
な
の
か
は
判
断
が
付
か
な
か
っ
た
。 

（
６
）
丁
本 

 

⑭
パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
『
○
新
刻
全
像
批
評
西
逰
記
』 

 

本
章
初
出
論
文
の
中
国
語
補
訂
版
の
発
表
後
に
、
潘
建
国
氏
が
パ
リ
国
立
図

書
館
で
発
見
さ
れ
た
も
の
。
一
冊
の
み
を
存
す
る
残
本
。
丁
本
と
い
う
分
類
名

称
は
潘
氏
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
筆
者
が
今
回
新
た
に
提
唱
す
る
も
の
で
あ

る
。
行
論
の
都
合
上
、
本
章
の
補
説
に
お
い
て
取
り
扱
う
。 

（
７
）
閩
斎
堂
刊
本 

⑮
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
『
新
刻
増
補
批
評
全
像
西
遊
記
』 

楊
居
謙
刊
本
と
も
呼
ば
れ
る
。
奥
野
李
本
と
同
じ
く
、
奥
野
信
太
郎
氏
旧
蔵

で
慶
応
義
塾
図
書
館
現
蔵
。
文
簡
本
、
上
図
下
文
、
二
十
巻
、
巻
首
題
『
新
刻

増
補
批
評
全
像
西
遊
記
』
、
二
十
巻
末
に
「
崇
禎
辛
未
歳
（
四
年
、
一
六
三
一
）

閩
齋
堂
楊
居
謙
校
梓
」
の
単
行
蓮
牌
木
記
が
あ
る
。
禿
老
「
批
點
西
逰
記
序
」
、

「
新
刻
增

批
評
全
像
西
逰
記

言
標
題
目
次
」
、
本
文
。
序
は
丙
本
と
行
款
は
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異
な
る
が
殆
ど
同
文
で
、
末
尾
に
陽
刻
正
方
「
禿
老
／
批
評
」
と
陰
刻
正
方
「
閩

齋
堂
／
楊
氏
居
／
謙
校
梓
」
が
印
刷
さ
れ
る
。
各
巻
第
二
行
に
も
「
倣
李
禿
老

批
評 
閩
齋
堂
楊
居
謙
（
巻
に
よ
っ
て
は
楊
懋
卿
）
校
梓
」
と
記
し
、
李
卓
吾

評
本
と
ほ
ぼ
同
じ
眉
批
（
図
中
に
刻
ま
れ
、
ス
ペ
ー
ス
上
の
制
約
か
ら
か
間
々

省
略
あ
り
）
と
回
末
總
批
を
持
つ
。
刊
行
者
懋
卿
楊
居
謙
は
楊
氏
清
白
堂
や
楊

氏
四
知
舘
の
一
族
で
、
楊
閩
斎
本
の
刊
行
者
閩
斎
楊
春
元
の
息
子
か
と
推
定
さ

れ
て
お
り
、
李
卓
吾
評
本
を
底
本
に
楊
閩
斎
本
も
参
照
し
つ
つ
省
略
・
改
訂
し

た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
（
磯
部
注
14
書
第
六
章
参
照
）
。 

（
８
）
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究 

 

現
時
点
で
筆
者
が
李
卓
吾
批
評
本
系
だ
と
確
認
し
て
い
る
伝
本
は
以
上
の
十

五
本
で
あ
る
１
５

。 

さ
て
、
太
田
注
２
論
文
は
、
乙
本
に
属
す
る
田
中
李
本
に
つ
き
「
要
す
る
に

内
閣
文
庫
本
の
模
刻
」
だ
と
し
、
丙
本
に
つ
い
て
は
浅
野
李
本
の
封
面
印
の
「
書

業
堂
」
を
清
代
の
蘇
州
の
書
店
と
み
な
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
根
拠
に
「
お
そ
ら

く
未
知
の
明
刊
本
を
継
承
す
る
清
刊
本
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。 

 

③
の
項
で
述
べ
た
通
り
、
乙
本
は
確
か
に
甲
本
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
厳
密
に
は
注
11
に
記
し
た
通
り
内
閣
李
本
そ
の
も
の
が
底
本
で
は
な

い
が
、
乙
本
に
関
す
る
太
田
説
は
大
筋
で
は
正
し
い
と
言
え
よ
う
１
６

。 

対
し
て
、
丙
本
の
扱
い
に
は
問
題
が
あ
る
。
蘇
州
の
書
業
堂
は
清
代
に
限
ら

ず
万
暦
か
ら
崇
禎
に
か
け
て
も
多
く
の
書
籍
を
刊
印
し
て
い
る
の
だ
１
７

。
よ
っ

て
、
丙
本
の
刊
行
時
期
は
全
面
的
な
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、『
孫
目
』・
田
中
注
12
論
文
・
太
田
注
２
論
文
は
い
ず
れ
も
唯
一
「
凡

例
」
を
存
す
る
内
閣
李
本
を
筆
頭
に
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
が

善
・

古
だ
ろ

う
と
い
う
の
が
事
実
上
通
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
丙
本
と
甲
本
・
乙
本
と

の
先
後
関
係
が
本
格
的
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
客
観
的
根
拠
は
乏
し
い
。 

そ
こ
で
、
次
節
で
は
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
を
図
・
眉
批
・
本
文
・
版
式
の
四

つ
の
面
か
ら
比
較
し
て
、
三
者
の
先
後
関
係
や
、
『
三
国
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』

の
李
卓
吾
評
本
と
の
横
の
繋
が
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

二
、
三
者
の
先
後
関
係
と
初
刻
本
の
様
相 

（
１
）
図
の
比
較
か
ら 

 

丙
本
の
図
が
甲
本
・
乙
本
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
丙
本

の
図
の
大
半
が
明
ら
か
に
世
徳
堂
本
の
図
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
を
磯
部
注

14
書
第
七
章
が
指
摘
し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
（
図

１
・
２
）
。
な
お
、
『
唐
僧
西
遊
記
』
の
図
も
同
じ
く
世
徳
堂
本
の
図
を
模
倣
し

た
も
の
だ
が
、
そ
ち
ら
は
全
八
十
幅
し
か
な
い
。
丙
本
の
図
は
全
二
百
幅
で
、

『
唐
僧
西
遊
記
』
に
は
無
い
世
徳
堂
本
の
図
も
多
く
模
倣
し
て
い
る
の
で
、
直

接
世
徳
堂
本
（
初
刻
本
か
覆
刻
本
か
は
不
明
）
に
拠
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。 

磯
部
氏
は
こ
の
指
摘
を
し
た
上
で
、
な
お
も
甲
本
の
図
の
方
が
丙
本
に
先
行

す
る
と
の
立
場
を
取
る
。
し
か
し
、
李
卓
吾
評
本
の
本
文
が
基
本
的
に
世
徳
堂
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本
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
世
徳
堂
本
の
図
を
直
接

参
照
す
る
と
思
し
き
丙
本
の
図
が
先
行
し
、
甲
本
の
独
自
性
が
高
い
図
は
そ
の

後
か
ら
登
場
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
推
測
の
傍
証
と
な
る
例
が
、『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
に
見
ら
れ
る
。

そ
の
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
呉
観
明
本
の
図
二
百
四
十
幅
全
て
が
、
万
暦
十
九

年
（
一
五
九
一
）
刊
の
周
曰
校
乙
本
（
ま
た
は
そ
の
覆
刻
本
の
周
曰
校
丙
本
）

の
図
を
、『
西
遊
記
』
の
丙
本
が
世
徳
堂
本
の
図
を
模
倣
す
る
の
と
同
じ
手
法
で

利
用
し
た
も
の
な
の
だ
（
図
３
・
４
）
１
８

。
周
曰
校
乙
本
『
三
国
演
義
』
と
世

徳
堂
本
『
西
遊
記
』
は
同
じ
金
陵
で
刊
行
さ
れ
、
刊
年
も
一
年
し
か
違
わ
ず
、

版
式
も
似
通
い
、
上
元
王
氏
を
画
工
と
す
る
双
面
連
式
挿
画
を
持
つ
点
ま
で
共

通
す
る
１
９

。
そ
し
て
、
『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
で
は
、
先
行
版
本
の
模

倣
で
は
な
い
独
自
の
図
を
持
つ
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
國
志
眞
本
』
が
後
か
ら

現
れ
て
来
る
２
０

。 

と
な
る
と
、『
三
国
演
義
』
で
も
『
西
遊
記
』
で
も
、
李
卓
吾
評
本
の
初
刻
本

の
図
は
万
暦
二
十
年
前
後
の
金
陵
刊
本
（
ま
た
は
そ
の
覆
刻
本
）
の
上
元
王
氏

の
手
に
な
る
図
を
模
倣
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
か
ら
独
自
の
新
た
な
図
を
持
つ

李
卓
吾
評
本
が
現
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
図
に
つ
い
て
言
え

ば
丙
本
が
甲
本
・
乙
本
よ
り
先
行
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
）
眉
批
（
乙
本
の
み
傍
批
）
の
比
較
か
ら 

 

甲
本
・
丙
本
・
閩
斎
堂
刊
本
の
眉
批
、
及
び
乙
本
の
傍
批
の
数
は
表
１
の
通

り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
出
来
る
内
閣
李
本
・
奥
野
李
本
・
乙
本
の
関
係
に

つ
い
て
は
注
11
で
触
れ
た
。
問
題
は
甲
本
と
丙
本
の
関
係
だ
が
、
丙
本
の
方
が

か
な
り
眉
批
が
多
い
。
内
訳
を
見
る
と
、
内
閣
李
本
に
無
く
丙
本
に
あ
る
も
の

が
二
一
八
個
に
上
る
の
に
対
し
、
丙
本
に
無
く
内
閣
李
本
に
あ
る
も
の
は
五
八

個
に
止
ま
る
。
内
閣
李
本
が
比
較
的
状
態
の
良
い
早
印
本
な
の
に
対
し
、
丙
本

は
二
本
と
も
後
印
本
で
あ
る
上
に
、
天
地
の
裁
断
に
よ
っ
て
眉
批
の
有
無
が
確

認
不
能
な
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
、
も
し
甲
本
と
丙
本
を
初
印
本
同
士

で
比
べ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
眉
批
の
数
の
差
は
更
に
広
が
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
一
般
的
に
眉
批
・
傍
批
の
類
は
同
系
統
の
も
の
な
ら
ば
よ
り
後
の
版
本
に

な
る
ほ
ど
数
が
減
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
丙
本
の
眉
批
の
方
が
、
約
一
六
％
も

数
が
少
な
い
内
閣
李
本
の
眉
批
よ
り
も
、
古
い
形
を
よ
り
良
く
留
め
る
可
能
性

が
高
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。 

ま
た
、『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
で
は
、
呉
観
明
本
・
劉
君
裕
本
な
ど
初

期
の
も
の
と
さ
れ
る
版
本
は
み
な
行
四
字
の
眉
批
を
持
ち
、
蔾
光
楼
本
・
三
槐

堂
本
な
ど
行
間
傍
批
の
も
の
は
い
ず
れ
も
清
代
に
入
っ
て
か
ら
現
れ
た
も
の
で

あ
る
２
１

。
匡
郭
に
守
ら
れ
ず
に
版
木
の
端
に
あ
る
眉
批
は
、
保
管
や
運
搬
の
過

程
で
傷
み
や
す
い
箇
所
で
あ
ろ
う
か
ら
、
眉
批
が
後
継
版
本
で
匡
郭
の
内
側
に

移
っ
て
行
間
傍
批
と
な
る
の
は
、
版
木
の
管
理
面
か
ら
見
て
合
理
的
な
変
化
だ

と
言
え
る
。 

と
な
れ
ば
、『
西
遊
記
』
の
李
卓
吾
評
本
も
同
様
の
経
過
を
辿
っ
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
丙
本
を
含
む
初
期
の
版
本
の
行
四
字
の
眉
批
は
後
印
本

で
は
損
傷
が
目
立
っ
た
た
め
、
そ
の
翻
刻
本
の
甲
本
は
眉
批
を
行
三
字
に
減
ら

し
て
版
木
の
上
端
か
ら
少
し
で
も
遠
ざ
け
る
こ
と
で
な
る
べ
く
損
傷
を
抑
え
よ

う
と
し
、
そ
の
程
度
で
は
効
果
が
薄
か
っ
た
（
奥
野
李
本
の
眉
批
は
大
部
分
の

葉
が
同
版
で
あ
る
内
閣
李
本
の
そ
れ
よ
り
も
約
二
一
％
も
数
が
減
っ
て
い
る
）

た
め
に
、
乙
本
は
本
文
に
お
い
て
は
甲
本
を
覆
刻
し
な
が
ら
も
眉
批
だ
け
は
か

ぶ
せ
彫
り
せ
ず
、
全
て
行
間
傍
批
に
変
え
る
こ
と
で
損
傷
を
避
け
た
、
と
い
っ

た
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

以
上
、
眉
批
も
丙
本
の
方
が
甲
本
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

な
お
、
閩
斎
堂
刊
本
に
は
、
甲
本
に
は
見
え
ず
丙
本
に
は
見
え
る
眉
批
が
一

四
六
個
あ
る
一
方
で
、
丙
本
に
は
無
く
甲
本
に
は
あ
る
眉
批
も
三
七
個
存
在
し
、

他
本
に
全
く
見
え
な
い
眉
批
も
一
七
個
あ
る
。
丙
本
と
甲
本
で
眉
批
の
字
句
に

異
同
が
あ
る
場
合
、
閩
斎
堂
刊
本
は
丙
本
に
一
致
す
る
の
が
一
六
例
で
、
甲
本

に
一
致
す
る
も
の
は
一
例
だ
け
な
の
で
、
閩
斎
堂
刊
本
の
眉
批
は
甲
本
よ
り
丙

本
に
近
い
。
本
文
の
字
句
に
も
同
様
の
傾
向
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
閩
斎
堂
刊
本

の
聖
僧
歴
難
簿
の
末
尾
の
二
句
の
第
一
句
「
路
逢
十
萬
八
千
里
」
は
、
丙
本
や

華
陽
洞
天
主
人
校
本
系
の
諸
本
と
一
致
し
、
甲
本
や
乙
本
の
「
路
過
十
萬
八
千

里
」
と
は
異
な
る
（
第
一
章
表
３
・
４
参
照
）
。
よ
っ
て
、
閩
斎
堂
刊
本
が
底
本

と
し
た
李
卓
吾
評
本
は
、
⑪
⑫
よ
り
も
早
く
印
刷
さ
れ
て
眉
批
が
よ
り
多
く
読

み
取
れ
た
丙
本
か
、
も
し
く
は
太
田
氏
の
言
う
よ
う
な
「
丙
本
の
祖
本
の
明
刊

本
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

（
３
）
本
文
の
比
較
か
ら 

甲
乙
丙
三
者
の
本
文
に
は
僅
か
な
が
ら
文
字
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
異
同
箇
所
が
十
分
あ
っ
て
全
体
の
傾
向
を
良
く
反
映
し
て
い
る
第
十
四
回
に

限
り
、
世
徳
堂
本
・
丙
本
・
甲
本
・
乙
本
の
異
同
箇
所
を
全
て
示
す
（
表
２
）
。 

ま
ず
、
当
然
な
が
ら
、「
李
卓
吾
評
本
三
者
（
丙
本
・
甲
本
・
乙
本
）
が
全
て

一
致
し
、
世
徳
堂
本
は
そ
れ
と
は
異
な
る
」
例
が
こ
の
回
に
限
ら
ず

も
多
い
。

他
の
回
の
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
第
一
章
で
詳
述
し
た
聖
僧
歴
難
簿
の
華

本
型
と
李
本
型
の
相
違
が
こ
れ
に
該
当
す
る
ほ
か
、
呉
聖
昔
注
３
論
文
が
指
摘

す
る
甲
本
・
乙
本
共
通
の
世
徳
堂
本
に
対
す
る
同
詞
脱
文
（
先
行
版
本
で
近
接

し
た
行
に
複
数
回
現
れ
る
同
じ
字
句
の
間
に
挟
ま
れ
た
文
章
を
後
継
版
本
が
脱

落
す
る
こ
と
。
日
本
の
書
誌
学
や
日
本
文
学
の
分
野
で
は
「
目
移
り
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
現
象
）
二
例
と
、
韻
文
の
中
で
世
徳
堂
本
の
丁
度
一
行
分
を
脱
落
す

る
一
例
は
、
全
て
丙
本
で
も
同
様
に
脱
文
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
、「
世
徳
堂
本
と
丙
本
が
一
致
し
、
甲
本
・
乙
本
は
そ
れ
と
は
異
な

る
」
例
も
か
な
り
の
数
に
上
る
。
他
の
回
の
例
と
し
て
は
、
上
記
の
聖
僧
歴
難

簿
末
尾
の
「
路
逢
十
萬
八
千
里
」
も
そ
う
だ
し
、
も
う
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
、

甲
本
・
乙
本
は
共
に
第
三
回
第
六
葉
表
第
一
行
に
二
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
「
相

稱
没
」
の
三
文
字
を
詰
め
込
む
箇
所
が
あ
る
が
、
丙
本
で
は
そ
こ
は
「
相
趂
」

の
二
文
字
の
み
で
、
世
徳
堂
本
は
丙
本
と
一
致
す
る
。 
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対
し
て
、「
世
徳
堂
本
と
甲
本
・
乙
本
が
一
致
し
、
丙
本
は
そ
れ
と
は
異
な
る
」

例
は
ご
く
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
殆
ど
が
丙
本
の
単
純
な
誤
刻
で
、
後
継
版
本

が
推
測
で
正
し
い
字
に
戻
せ
る
類
の
も
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
丙
本
は
世
徳
堂
本
と
甲
本
の
中
間
的
な
本
文
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

も
し
仮
に
丙
本
が
「
甲
本
を
底
本
に
し
つ
つ
、
世
徳
堂
本
も
参
照
し
て
校
訂
を

加
え
た
も
の
」
だ
と
し
た
ら
、
甲
本
が
正
し
い
の
に
丙
本
が
世
徳
堂
本
と
同
じ

単
純
な
誤
字
を
犯
す
例
は
ま
ず
現
れ
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
例

が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
逆
に
、
世
徳
堂
本
と
丙
本
は
正
し
い
が
甲
本
と
乙

本
で
は
誤
る
例
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
素
直
に
世
徳
堂
本
→
丙
本
→
甲
本
→
乙
本

の
順
に
本
文
が
変
遷
し
た
と
考
え
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
て

確
認
し
よ
う
。 

Ａ
．
丙
本
第
五
回
第
五
葉
裏
二
～
六
行
目
（
図
５
） 

閣
按
住
雲
頭
輕
輕
移
歩
走
入

面
只
見
那
里 

瓊
香
繚
繞
瑞
靄
繽
紛
瑶
臺
鋪
彩
結
寳
閣
散
氤
氳
鳳
翥
鸞
騰
形 

縹
緲
金
花
玉
蕚
影
浮
沉
上
排
着
九
鳳
丹
霞
扆
八
寳
紫
霓 

墩
粧
綵
描
金
桌
千
花
碧
玉
盆
桌
上
有
龍
肝
和
鳳
髓
熊
掌 

與
腥
唇
珍
羞
百
味
般
般
美
異
果
嘉
殽
色
色
新 

Ｂ
．
甲
本
・
乙
本
第
五
回
第
五
葉
裏
二
～
六
行
目
（
図
６
） 

閣
按
住
雲
頭
輕
輕
移
歩
走
入

面
只
見
那
里 

瓊
香
繚
繞
瑞
靄
繽
紛
瑶
臺
鋪
彩
結
寳
閣
散
氤
氳
鳳
翥
鸞 

騰
形
縹
緲
金
花
玉
蕚
影
浮
沉
上
排
着
九
鳳
丹
霞
扆
八
寳 

紫
霓
墩
粧
綵
描
金
桌
千
花
碧
玉
盆
桌
上
有
龍
肝
和
鳳
髓 

熊
掌
與
腥
唇
珍
羞
百
味
般
般
美
異
果
嘉
殽
色
色
新 

 

改
行
は
底
本
に
従
い
、
波
線
と
網
掛
け
は
筆
者
に
よ
る
。
こ
こ
は
甲
乙
丙
三

者
に
異
同
が
無
く
、
世
徳
堂
本
は
網
掛
け
の
三
箇
所
で
字
句
が
異
な
る
た
め
、

甲
本
と
丙
本
が
別
々
に
世
徳
堂
本
を
参
照
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
て
、

丙
本
の
「
瓊
香
」
か
ら
の
行
は
二
十
一
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
二
十
三
字
も
詰
め

込
ん
で
い
る
。
通
常
行
二
十
二
字
で
韻
文
は
一
字
下
げ
る
の
が
甲
乙
丙
三
者
に

共
通
の
体
例
だ
が
、
こ
こ
で
は
波
線
部
が
韻
文
な
の
で
、
そ
こ
を
一
字
下
げ
に

し
つ
つ
各
行
の
文
字
数
が
通
常
通
り
の
甲
本
・
乙
本
の
形
が
正
し
い
処
理
で
あ

る
。
も
し
甲
本
が
丙
本
に
先
行
す
る
と
し
た
ら
、
丙
本
は
甲
本
と
同
じ
よ
う
に

彫
れ
ば
良
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
改
行
に
な
る
は
ず
が

な
い
。
後
発
の
甲
本
が
丙
本
の
不
自
然
さ
を
解
消
し
た
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま

い
。
そ
し
て
、
丙
本
の
不
自
然
な
改
行
の
原
因
は
、
世
徳
堂
本
（
熊
雲
濵
覆
世

徳
堂
刊
本
）
の
該
当
箇
所
を
見
る
こ
と
で
判
明
す
る
。 

Ｃ
．
故
宮
世
本
巻
一
第
五
十
二
葉
裏
十
一
行
目
～
第
五
十
三
葉
表
三
行
目 

瑶
池
不
多
時
直
至
寳
閣
按
住
雲
頭
輕
〱
移
歩
走
入

面
只
見
那 

里
瓊
香
繚
繞
瑞
靄
繽
紛
瑶

鋪
彩
結
寳
閣
散
氤
氳
鳳
翥
鵉
翔
形 

縹
緲
金
花
玉
蕚
影
沉
浮
上
排
着
九
鳳
丹
霞
扆
八
寳
紫
霓
墩
五 

綵
描
金
桌
千
花
碧
玉
盆
桌
上
有
龍
肝
和
鳳
髓
熊
掌
與
腥
唇
珍 
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羞
百
味
般
〱
美
異
果
嘉
殽
色
〱
新 

こ
ち
ら
も
改
行
は
底
本
の
通
り
と
し
た
。
世
徳
堂
本
は
浅
野
世
本
も
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
も
行
二
十
四
字
で
、
韻
文
は
や
は
り
一
字
下
げ
る
の
が
体
例
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
韻
文
の
始
ま
る
行
の
本
来
一
字
下
げ
る
べ
き
箇
所

に
直
前
の
地
の
文
の

後
の
一
文
字
「
里
」
を
ね
じ
込
ん
で
お
り
、
一
見
し
た

だ
け
で
は
韻
文
は
次
の
行
の
冒
頭
「
縹
緲
」
か
ら
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
丙
本
の
不
自
然
な
形
は
、
世
徳
堂
本
（
初
刻
本
も
し
く
は
覆

刻
本
）
を
直
接
参
照
し
た
た
め
に
韻
文
は
「
縹
緲
」
か
ら
だ
と
勘
違
い
し
、
一

旦
以
下
の
よ
う
に
彫
っ
て
し
ま
っ
た
名
残
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

Ｄ
．
丙
本
訂
正
前
の
推
定
形 

閣
按
住
雲
頭
輕
輕
移
歩
走
入

面
只
見
那
里
瓊
香
繚
繞
瑞 

靄
繽
紛
瑶
臺
鋪
彩
結
寳
閣
散
氤
氳
鳳
翥
鸞
騰
形 

縹
緲
金
花
玉
蕚
影
浮
沉
上
排
着
九
鳳
丹
霞
扆
八
寳
紫
霓 

墩
粧
綵
描
金
桌
千
花
碧
玉
盆
桌
上
有
龍
肝
和
鳳
髓
熊
掌 

與
腥
唇
珍
羞
百
味
般
般
美
異
果
嘉
殽
色
色
新 

こ
う
彫
っ
て
し
ま
っ
た
後
で
、
試
し
刷
り
の
際
か
初
印
本
出
售
後
か
に
韻
文
は

「
瓊
香
」
か
ら
だ
と
気
付
い
て
、「
閣
按
」
か
ら
の
行
の
下
五
文
字
を
削
り
、
そ

の
次
の
行
全
体
を
埋
木
改
刻
す
る
、
と
い
う

小
限
の
手
間
で
改
訂
し
た
の
が

現
在
の
丙
本
の
形
だ
、
と
考
え
る
の
が

も
合
理
的
な
解
釈
だ
ろ
う
。
こ
の
葉

全
体
を
貫
く
版
木
の
横
割
れ
が
問
題
の
「
瓊
香
」
か
ら
の
行
に
だ
け
は
入
っ
て

い
な
い
こ
と
が
こ
の
推
測
の
裏
付
け
と
な
る
（
図
５
、
第
三
行
の
「
散
」
字
の

高
さ
に
注
目
）
。 

こ
の
例
と
前
述
の
丙
本
の
図
が
世
徳
堂
本
の
図
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
と
を

併
せ
て
考
え
れ
ば
、
丙
本
の
版
木
は
世
徳
堂
本
に
直
接
依
拠
し
て
作
ら
れ
た
「
李

卓
吾
評
本
の
初
刻
版
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
２
２

。 

な
お
、
丙
本
と
甲
本
・
乙
本
で
本
文
に
異
同
が
あ
る
場
合
、
清
本
諸
系
統
は

大
抵
後
者
と
一
致
す
る
。
例
え
ば
、
ま
た
も
や
聖
僧
歴
難
簿
末
尾
の
二
句
の
前

半
を
例
に
と
る
が
、
丙
本
と
閩
斎
堂
刊
本
は
「
路
逢
十
萬
八
千
里
」
で
あ
っ
た

が
、
汪
象
旭
詮
解
本
系
の
諸
本
は
甲
本
・
乙
本
と
同
じ
「
路
過
十
萬
八
千
里
」

と
し
て
い
る
。
清
本
諸
系
統
は
概
ね
甲
本
・
乙
本
系
統
か
ら
出
た
よ
う
だ
２
３

。 

（
４
）
版
式
の
比
較
か
ら 

甲
本
・
乙
本
は
第
一
回
以
外
の
第
一
行
は
全
て
回
数
を
記
す
が
、
丙
本
で
は

第
一
回
の
他
に
も
十
回
ご
と
の
第
一
行
に
書
名
ま
た
は
そ
の
痕
跡
が
見
え
る
。

具
体
的
に
は
、
第
十
一
・
三
十
一
・
四
十
一
回
の
第
一
行
は
文
字
が
全
て
削
ら

れ
て
空
白
で
、
第
二
十
一
・
六
十
一
・
七
十
一
回
の
第
一
行
は
第
一
回
と
同
じ

「
（
低
七
格
）
西
遊
記
」
と
残
り
、
第
五
十
一
・
八
十
一
・
九
十
一
回
の
第
一
行

が
行
頭
か
ら
空
白
無
く
「
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
」
と
な
っ
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
丙
本
は
元
々
第
一
回
か
ら
第
九
十
一
回
ま
で
十
回
お
き
に
全
て
第

一
行
に
「
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
」
と
い
う
目
録
題
・
巻
末
題
と
同
じ
書
名

が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
現
存
の
⑪
⑫
で
は
そ
れ
が
一
部
を
残
し
て
削
ら
れ
て
い
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る
と
考
え
ら
れ
る
。『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
は
管
見
の
限
り
全
て
第
一
回

か
ら
十
回
お
き
の
第
一
行
に
必
ず
「
李
卓
吾
先
生
批
評
三
國
志
」
と
書
名
を
記

し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
こ
の
推
測
の
正
し
さ
を
裏
付
け
る
だ
ろ
う
２
４

。
な

お
、
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
と
も
に
こ
れ
ら
の
葉
も
全
て
通
常
通
り
の
半
葉
十
行

で
あ
る
か
ら
、
回
数
の
十
の
位
が
一
で
あ
る
回
に
お
い
て
は
、
丙
本
の
本
文
は

甲
本
・
乙
本
よ
り
も
常
に
一
行
ず
つ
後
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
、
丙
本
は
⑪
⑫
共
に
第
五
十
二
回
第
三
葉
・
同
第
四
葉
・
第
九
十
一
回

第
六
葉
に
「
李
卓
吾
批
評
西
遊
記
」
と
い
う
版
心
題
が
残
っ
て
い
る
２
５

。
よ
っ

て
、
他
の
千
五
百
葉
弱
の
版
心
題
「
（
低
五
格
）
西
遊
記
」
は
、「
李
卓
吾
批
評
」

の
五
文
字
を
削
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。『
水
滸
伝
』
の
容
與
堂
本
各
種
が
版
心

題
を
「
李
卓
吾
批
評
水
滸
傳
」
と
し
て
お
り
、
李
卓
吾
の
名
の
削
ら
れ
る
前
の

丙
本
初
版
の
状
態
と
共
通
す
る
。
な
お
、
初
期
の
容
與
堂
本
は
全
て
の
回
の
第

一
行
に
「
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
巻
之
○
○
」
と
書
名
を
記
す
。
ま
た
、

『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
は
管
見
の
限
り
全
て
版
心
題
が
行
頭
か
ら
空
白

無
く
「
三
國
志
」
で
あ
り
、
珍
し
く
丙
本
と
異
な
る
。 

つ
ま
り
、
現
存
の
⑪
⑫
は
共
に
、
丙
本
初
版
の
版
木
か
ら
李
卓
吾
の
名
を
削

り
取
っ
た
後
修
本
な
の
だ
。
以
下
、
⑪
⑫
が
い
ず
れ
も
広
島
県
に
伝
わ
っ
て
来

た
こ
と
を
鑑
み
て
、
こ
の
状
態
の
後
修
本
を
仮
に
広
島
丙
本
と
呼
び
、
李
卓
吾

の
名
が
削
ら
れ
る
前
に
刷
ら
れ
た
丙
本
早
印
本
（
現
存
せ
ず
）
と
区
別
す
る
。 

甲
本
の
行
頭
か
ら
単
に
「
西
遊
記
」
と
い
う
没
個
性
な
巻
首
題
は
、
広
島
丙

本
を
底
本
と
し
て
七
文
字
分
の
空
白
を
詰
め
た
た
め
に
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
版
心
題
も
同
様
で
あ
る
。
も
し
甲
本
が
丙
本
に
先
行
す
る
と
し
た
ら
、
丙

本
は
書
名
を
刻
し
た
十
回
ご
と
の
行
数
を
わ
ざ
わ
ざ
底
本
よ
り
一
行
増
や
し
た

こ
と
に
な
る
が
、
営
利
出
版
物
で
あ
る
通
俗
小
説
の
重
刊
本
で
そ
の
よ
う
な
手

間
と
コ
ス
ト
の
か
か
る
処
置
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
逆
に
、
丙
本
を
底
本

に
甲
本
が
作
ら
れ
た
な
ら
、
刻
字
数
を
減
ら
す
こ
と
で
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
図
っ

た
と
理
解
出
来
る
。 

（
５
）「

言
」
と
「
凡
例
」
に
つ
い
て 

 

こ
こ
で
付
言
し
て
お
く
と
、
閩
斎
堂
刊
本
の
「
批
點
西
逰
記
序
」
の
次
に
置

か
れ
る
「

言
」
は
、
前
半
は
他
の
ど
の
版
本
に
も
見
え
な
い
文
だ
が
、
後
半

が
内
閣
李
本
の
み
備
え
る
「
凡
例
」
全
文
と
概
ね
一
致
す
る
（
但
し
「
凡
例
」

よ
り
末
尾
の
数
句
が
少
な
い
条
あ
り
）
。
「

言
」
は
批
評
の
意
図
の
解
説
で
、

実
際
の
批
評
の
方
向
性
と
合
致
す
る
の
で
、
李
卓
吾
評
初
刻
本
に
は
附
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
批
點
西
逰
記
序
」
と
「

言
」
は
共
に
閩
斎

堂
刊
本
の
底
本
に
備
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
広
島
丙
本
を
底
本
と

す
る
甲
本
が
「

言
」
の
後
半
に
当
た
る
「
凡
例
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

広
島
丙
本
の
状
態
と
な
っ
て
も
、
早
い
時
期
の
印
本
に
は
ま
だ
「

言
」
か
「
凡

例
」
が
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
⑪
⑫
は
広
島
丙
本
の
中
で
も

後
出
の
逓
修
本
で
、
そ
れ
を
欠
い
た
状
態
で
出
售
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
２
６

。 

 



119 
 

三
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
時
期 

（
１
）
避
諱
に
よ
る
推
定 

 

本
節
で
は
丙
本
・
甲
本
・
乙
本
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
時
期
の
推
定
を
試
み
る
。 

ま
ず
、
避
諱
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。
明
初
以
来
殆
ど
行
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
出
版
に
お
け
る
避
諱
は
天
啓
五
年
頃
よ
り
本
格
化
し
２
７

、
通
俗
小
説

で
も
天
啓
帝
の
諱
「
由
校
」
と
崇
禎
帝
の
諱
「
由
檢
」
の
「
由
」
「
校
」
「
檢
」

を
避
け
る
箇
所
の
あ
る
版
本
が
多
数
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

で
は
『
西
遊
記
』
に
お
い
て
は
ど
う
か
。
世
徳
堂
本
に
は
「
由
」
五
九
例
、

「
校
」
三
五
例
、「
檢
」
二
八
例
が
見
え
る
。
丙
本
の
本
文
で
は
「
由
」
六
〇
例
、

「
校
」
三
四
例
、「
檢
」
二
八
例
で
、
世
徳
堂
本
の
「
校
」
が
「
枝
」
の
誤
字
な

の
を
訂
正
す
る
一
例
を
除
き
全
て
世
徳
堂
本
を
踏
襲
し
、「
由
」
が
一
つ
増
え
て

さ
え
い
る
。
世
徳
堂
本
に
無
い
箇
所
で
は
、
眉
批
に
は
用
例
が
無
い
が
、
総
批

に
は
「
由
」
二
例
と
「
檢
」
一
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
丙
本
は
こ
れ
ら
の
字
を

避
け
て
は
い
な
い
。 

対
し
て
内
閣
李
本
で
は
、
第
五
回
第
一
葉
表
・
同
第
十
葉
裏
・
第
二
十
回
第

一
葉
表
で
「
由
」
が
「
繇
」
に
、
第
十
七
回
第
九
葉
表
・
第
二
十
回
第
十
二
葉

表
（
二
箇
所
）・
第
三
十
七
回
第
十
一
葉
裏
で
「
校
」
が
「
較
」
に
、
第
十
回
第

九
葉
裏
・
第
十
六
回
第
十
三
葉
裏
・
第
七
十
一
回
第
三
葉
裏
で
「
檢
」
が
「
簡
」

に
、
第
九
十
四
回
第
四
葉
表
で
「
檢
資
」
が
「
探
視
」
に
変
わ
っ
て
お
り
、
い

ず
れ
も
埋
木
改
刻
の
痕
跡
は
見
え
な
い
。
つ
ま
り
、
丙
本
本
文
の
「
由
」
「
校
」

「
檢
」
合
計
一
二
二
例
の
う
ち
一
割
弱
の
十
一
例
の
み
と
は
い
え
、
甲
本
は
版

木
が

初
に
彫
ら
れ
た
時
点
で
天
啓
・
崇
禎
両
帝
の
諱
を
避
け
て
い
る
の
だ
２
８

。 

と
な
れ
ば
、
甲
本
の
版
木
は
崇
禎
年
間
に
彫
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
対

し
て
、
丙
本
の
版
木
は
ま
だ
避
諱
が
う
る
さ
く
問
わ
れ
な
か
っ
た
天
啓
年
間
前

半
以
前
に
彫
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
甲
本
を
底
本
と
し
て
作
ら
れ
た

乙
本
の
刊
行
は
、
当
然
早
く
て
も
崇
禎
年
間
だ
し
、
或
い
は
清
代
に
下
る
か
も

し
れ
な
い
。
前
述
の
通
り
『
三
国
演
義
』
で
は
乙
本
と
同
じ
行
間
傍
批
形
式
の

李
卓
吾
評
本
は
い
ず
れ
も
清
刊
本
と
見
ら
れ
る
の
で
、
後
者
の
可
能
性
も
十
分

に
あ
る
。 

（
２
）
李
卓
吾
著
作
へ
の
禁
令
に
よ
る
推
定 

 

李
卓
吾
批
評
と
称
す
る
小
説
・
戯
曲
は
仮
託
に
過
ぎ
な
い
と
古
く
か
ら
言
わ

れ
、
本
論
序
章
に
挙
げ
た
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」
も
そ
う
証
言
す

る
資
料
の
一
つ
だ
が
、
よ
り
同
時
代
的
な
言
説
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
銭
希

言
『
戯
瑕
』
巻
三
「
贋
籍
」
は
、『
休
庵
影
語
』
と
同
様
に
そ
れ
ら
が
梁
渓
の
人

で
あ
る
葉
昼
の
偽
作
だ
と
断
じ
た
上
で
、「
李
卓
吾
の
著
作
は
数
年
前
に
彼
が
罪

を
得
る
と
当
局
の
命
令
で
版
木
・
書
籍
と
も
全
て
廃
棄
さ
れ
た
が
、
近
年
再
び

流
行
し
始
め
、
そ
こ
で
初
め
て
李
卓
吾
批
評
と
謳
う
小
説
・
戯
曲
が
現
れ
始
め

た
」
と
の
旨
を
記
し
て
い
る
２
９

。
李
卓
吾
著
作
へ
の
禁
令
発
布
と
彼
の
入
獄
は

万
暦
三
十
年
閏
二
月
で
、
翌
月
に
は
獄
中
で
自
殺
し
た
（
『
神
宗
実
録
』
巻
三
百

六
十
九
）
。
『
戯
瑕
』
に
は
万
暦
癸
丑
（
四
十
一
年
）
八
月
朔
の
自
叙
が
あ
る
。
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つ
ま
り
、
右
で
伝
え
る
の
は
概
ね
万
暦
三
十
年
代
の
状
況
で
あ
る
。 

表
３
は
林
海
権
「
李
贄
著
作
及
評
点
、
輯
選
諸
書
目
録
」
３
０

の
挙
げ
る
李
卓

吾
の
著
作
ま
た
は
そ
の
選
評
と
謳
う
（
仮
託
も
含
む
）
明
刊
本
の
数
を
刊
年
ご

と
に
示
し
た
も
の
だ
が
、
万
暦
二
十
年
代
後
半
に
は
ほ
ぼ
毎
年
確
認
出
来
る
李

卓
吾
の
名
を
冠
す
る
書
籍
の
刊
行
が
、
万
暦
三
十
年
前
半
に
は
全
く
確
認
出
来

な
い
。
万
暦
三
十
五
年
以
降
は
天
啓
三
年
ま
で
再
び
ほ
ぼ
毎
年
刊
行
が
確
認
出

来
る
か
ら
、
こ
の
空
白
は
銭
希
言
の
伝
え
る
当
時
の
状
況
と
合
致
す
る
と
言
え

る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
空
白
期
間
は
版
本
の
伝
存
状
況
の
偶
然
の
偏
り
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
禁
令
の
影
響
を
反
映
す
る
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。 

以
上
よ
り
、
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
の
各
初
刻
本
の
刊
行
は
、
禁
令
の
影
響

が
薄
れ
た
万
暦
三
十
年
代
中
頃
以
降
か
つ
『
戯
瑕
』
が
出
た
万
暦
四
十
一
年
以

前
と
推
定
す
る
。
実
際
、
李
卓
吾
批
評
を
謳
う
小
説
・
戯
曲
で
刊
年
の
手
掛
か

り
が
あ
る

も
早
い
版
本
は
、
い
ず
れ
も
万
暦
三
十
八
年
と
見
ら
れ
る
「
庚
戌
」

の
容
與
堂
刊
本
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』（
所
蔵
機
関
は
注
32
参
照
、

手
掛
か
り
は
序
末
の
署
名
の
「
庚
戌
仲
夏
日
」
）
、
同
『
李
卓
吾
先
生
批
評
北
西

廂
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
等
蔵
、
手
掛
か
り
は
図
中
の
落
款
の
「
庚
戌
夏
日
」
）
、

起
鳳
館
刊
本
『
元
本
出
相
西
廂
記
』（
中
国
国
家
図
書
館
等
蔵
、
手
掛
か
り
は
序

末
の
署
名
の
「
庚
戌
冬
月
」
）
で
あ
る
。 

ま
た
、
天
啓
三
年
を

後
に
刊
年
の
分
か
る
も
の
が
激
減
す
る
の
も
当
時
の

状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻

十
八
「
李
贄
」
に
よ
れ
ば
、
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
九
月
に
も
再
び
李
卓
吾

の
著
作
へ
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
３
１

。
顧
炎
武
は
こ
の
禁
令
は
結
局
は

効
果
が
無
か
っ
た
と
言
う
が
、
表
３
を
見
る
限
り
少
な
く
と
も
一
時
的
に
は
効

果
を
発
揮
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
李
卓
吾
著
作
へ
の
正
式
な
禁
令

の
記
録
は
明
代
に
は
こ
の
二
回
し
か
確
認
出
来
な
い
。 

 

こ
れ
ら
の
前
提
を
踏
ま
え
て
、
李
卓
吾
評
本
『
西
遊
記
』
各
種
の
刊
行
時
期

を
推
測
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
李
卓
吾
評
初
刻
本
は
万
暦
三
十
年
代
中
頃
～
四

十
一
年
の
間
の
刊
行
ら
し
い
。
一
方
、
丙
本
は
天
啓
・
崇
禎
両
帝
の
諱
を
避
け

な
い
こ
と
か
ら
天
啓
前
半
以
前
の
刊
行
と
思
わ
れ
る
。
両
者
が
同
じ
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
前
節
で
の
結
論
は
、
こ
の
面
か
ら
も
無
理
は
無
い
。 

ま
た
、
丙
本
の
版
木
か
ら
李
卓
吾
の
名
が
削
ら
れ
た
の
は
、
天
啓
五
年
の
禁

令
へ
の
対
策
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
万
暦
三
十
五
年
か
ら
天
啓
三
年
ま

で
は
李
卓
吾
の
関
与
を
謳
う
書
籍
が
ほ
ぼ
毎
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

時
期
に
わ
ざ
わ
ざ
約
千
五
百
箇
所
も
李
卓
吾
の
名
を
削
り
取
る
必
要
が
あ
っ
た

と
は
思
え
な
い
。
天
啓
五
年
の
時
点
で
李
卓
吾
著
作
が
長
ら
く
当
た
り
前
に
流

通
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
改
め
て
禁
令
が
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

初
の
禁
令
も

五
年
以
内
に
は
効
果
が
切
れ
た
よ
う
だ
し
、
表
３
か
ら
は
漏
れ
て
い
る
が
崇
禎

四
年
に
「
倣
李
禿
老
批
評
」
と
謳
う
閩
斎
堂
刊
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

天
啓
五
年
の
禁
令
が
効
果
を
発
揮
し
た
の
は
長
く
見
積
も
っ
て
も
崇
禎
四
年
ま

で
の
六
年
間
だ
ろ
う
。
李
卓
吾
の
名
が
削
ら
れ
た
広
島
丙
本
の
初
印
は
こ
の
期



121 
 

間
と
推
測
さ
れ
る
。 

な
お
、
容
與
堂
本
『
水
滸
伝
』
に
も
李
卓
吾
の
名
が
ほ
ぼ
全
て
削
り
取
ら
れ

た
残
本
が
存
在
す
る
３
２

。
こ
れ
も
丙
本
と
同
時
期
の
処
置
で
あ
ろ
う
。
『
三
国

演
義
』
に
も
筆
者
未
見
な
が
ら
呉
観
明
本
の
李
卓
吾
の
名
を
「
陳
眉
公
」
に
変

え
た
だ
け
の
版
本
が
あ
る
と
い
う
し
（
金
注
５
項
目
参
照
）
、
崇
禎
本
『
金
瓶
梅
』

が
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
の
条
件
を
㈠
～
㈦
ま
で
充
た
し
な
が
ら
李
卓
吾
の
名

だ
け
は
謳
わ
な
い
の
も
、
或
い
は
こ
の
禁
令
の
影
響
か
も
し
れ
な
い
。
天
啓
五

年
の
禁
令
は
、
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
の
流
通
に
も
実
際
に
そ
れ
な
り
の
影
響

を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

し
か
し
、
崇
禎
年
間
に
は
『
西
遊
記
』
の
内
閣
李
本
や
北
京
大
学
蔵
本
『
水

滸
全
伝
』
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
國
志
眞
本
』

や
奥
野
李
本
も
崇
禎
後
期
の
刊
印
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
明
朝

末
期
に

は
禁
令
は

早
全
く
効
力
を
失
い
、
李
卓
吾
評
本
四
大
奇
書
は
大
量
に
流
通
し

て
い
た
と
思
し
い
。 

（
３
）
出
版
関
係
者
に
よ
る
推
定 

 

以
上
の
推
定
刊
年
は
、
題
辭
の
署
名
・
図
中
の
刻
工
名
・
一
部
の
封
面
の
書

坊
名
と
矛
盾
を
来
た
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
に
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

ま
ず
、
甲
本
・
乙
本
の
題
辭
を
書
い
た
袁
于
令
は
、
李
卓
吾
評
初
刻
本
が
出

版
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
万
暦
三
十
年
代
後
半
に
は
ま
だ
十
代
の
若
輩
で
、
巻
頭

を
飾
る
ほ
ど
の
文
名
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
逆
に
、
崇
禎
癸
酉
（
六
年
、

一
六
三
三
）
序
刊
の
『
剣
嘯
閣
批
評
秘
本
出
像
隋
史
遺
文
』
は
袁
于
令
自
作
の

章
回
小
説
だ
し
、
や
は
り
袁
于
令
の
作
品
『
西
樓
夢
傳
奇
』
の
上
演
を
祁
彪
佳

が
崇
禎
五
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
三
度
も
見
て
い
る
（
『
祁
忠
敏
公
日
記
』
）
な

ど
、
崇
禎
年
間
に
は
袁
于
令
は
通
俗
文
壇
の
売
れ
っ
子
で
あ
っ
た
。
と
な
れ
ば
、

袁
于
令
の
題
辭
を
巻
頭
に
掲
げ
る
甲
本
は
、
や
は
り
崇
禎
刊
本
だ
と
考
え
る
の

が
相
応
し
か
ろ
う
。 

 

次
い
で
図
中
の
刻
工
名
だ
が
、
劉
升
伯
は
泰
昌
天
啓
間
の
朱
墨
套
印
本
『
牡

丹
亭
』（
中
国
国
家
図
書
館
等
蔵
）
に
、
郭
卓
然
は
天
啓
七
年
序
の
金
閶
（
蘇
州

の
異
称
）
葉
敬
池
刊
本
『
醒
世
恒
言
』（
内
閣
文
庫
蔵
）
や
天
啓
崇
禎
間
の
袁
于

令
撰
『
劔
嘯
閣
自
訂
西
樓
夢
傳
奇
』（
上
海
市
歴
史
文
献
図
書
館
蔵
）
等
に
、
湯

維
新
は
崇
禎
三
年
序
の
金
閶
徐
含
靈
刊
本
『
翰
海
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究

所
等
蔵
）
に
そ
れ
ぞ
れ
名
が
見
え
、
劉
君
裕
に
至
っ
て
は
万
暦
末
か
ら
崇
禎
年

間
の
全
般
に
活
動
が
確
認
出
来
る
３
３

。
こ
の
四
人
が
揃
っ
て
参
加
し
た
甲
本
が

崇
禎
刊
本
だ
と
い
う
推
定
に
も
問
題
は
あ
る
ま
い
。 

な
お
、
康
熙
三
十
五
年
（
一
六
九
六
）
の
序
を
持
つ
陳
士
斌
詮
解
本
系
諸
本

の
中
で

初
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
版
本
は
、
奥
野
李
本
よ
り
も
更
に
損
傷
が

進
ん
だ
甲
本
の
版
木
で
刷
ら
れ
た
図
を
持
っ
て
い
る
（
本
論
第
六
章
参
照
）
。
そ

の
よ
う
な
伝
本
は
管
見
の
範
囲
で
四
本
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
図
の
紙
は
序
目
や

本
文
と
均
質
な
の
で
、
刊
行
者
が
甲
本
の
版
木
を
入
手
し
て
そ
の
図
を
流
用
し

た
も
の
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
甲
本
の
図
の
版
木
は
康
熙
中
期
に
な
っ
て
も
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ま
だ
ま
だ
使
用
に
耐
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
甲
本
の
本
文
の
版
木
が
使
用
に
耐

え
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
図
の
版
木
だ
け
が
新
た
に
陳
士
斌
詮
解
本
の
本
文
の

版
木
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
だ
ま
だ
甲
本
の
本
文
の

版
木
も
使
え
る
け
れ
ど
も
、
新
し
く
編
ま
れ
た
評
語
を
持
つ
陳
士
斌
詮
解
本
の

方
が
売
れ
る
と
見
て
甲
本
の
精
緻
な
図
を
そ
ち
ら
に
配
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
な
る
前
の
康
熙
前
半
ま
で
は
、
甲
本
と
し
て
の
印
刷

が
続
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
注
10
で
奥
野
李
本
の
印
刷
下
限
を
康

熙
前
期
辺
り
に
置
い
た
の
は
、
こ
れ
も
念
頭
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
廣
澤
注
９
論
文
は
劉
君
裕
の
名
が
見
え
る
も
の
こ
そ
「
李
卓
吾

評
本
の
初
期
版
本
」
だ
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
笠
井
注
７
論
文
で
北
京

大
学
蔵
本
『
水
滸
全
伝
』
が
崇
禎
刊
本
だ
と
示
さ
れ
、
今
ま
た
『
西
遊
記
』
の

甲
本
も
広
島
丙
本
を
重
刻
し
た
崇
禎
刊
本
だ
と
判
明
し
た
。
と
な
る
と
、『
水
滸

伝
』
と
『
西
遊
記
』
に
お
い
て
は
、
劉
君
裕
の
関
わ
っ
た
李
卓
吾
評
本
は
、
新

た
な
図
を
附
す
の
を
目
玉
と
し
た
第
二
世
代
の
版
本
だ
と
称
す
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、『
三
国
演
義
』
の
劉
君
裕
本
は
、
周
曰
校
乙
本
か
同
丙
本
の
図
の
構
図

を
引
き
継
ぐ
第
一
世
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
等
し
く
劉
君
裕
が
刻
図
に
参
加

し
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、『
水
滸
伝
』
や
『
西
遊
記
』
の
李
卓
吾
評
本
と
は
図

の
性
格
は
明
ら
か
に
異
な
る
。『
三
国
演
義
』
の
李
卓
吾
評
本
の
中
で
劉
君
裕
本

が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
俟
ち
た
い
。 

 

残
る
封
面
の
書
坊
名
だ
が
、
浅
野
李
本
の
「
書
業
堂
」
は
前
述
の
通
り
万
暦

か
ら
清
代
後
期
ま
で
息
長
く
活
動
し
た
蘇
州
の
書
坊
で
、
年
代
の
特
定
に
は
繋

が
ら
な
い
。
な
お
、
版
面
の
風
格
や
、
袁
于
令
・
郭
卓
然
・
劉
君
裕
ら
の
関
与

し
た
小
説
戯
曲
が
多
く
蘇
州
刊
本
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
甲
本
も
蘇
州
刊

本
と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
３
４

。 

 

パ
リ
李
本
の
「
金
陵
大
業
堂
」
に
つ
い
て
は
、
序
章
で
述
べ
た
通
り
百
回
本

『
西
遊
記
』
成
立
史
に
関
す
る
重
要
な
証
言
を
し
て
い
る
周
如
山
の
書
坊
だ
と

の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
業
堂
に
つ
い
て
は
第
五
章
で
詳
細
に
検
討
す
る
。 

 

四
、
ま
と
め 

 

以
上
、
㈠
李
卓
吾
評
本
『
西
遊
記
』
の
初
刻
本
は
万
暦
三
十
年
代
後
半
の
刊

行
と
考
え
ら
れ
、「
批
點
西
逰
記
序
」
と
「

言
」
を
両
方
持
っ
て
い
た
ら
し
い

こ
と
、
㈡
丙
本
の
版
木
は
世
徳
堂
本
を
直
接
参
照
し
た
痕
跡
を
留
め
て
お
り
、

李
卓
吾
評
初
刻
本
の
そ
れ
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
、
㈢
現
存
の
丙

本
は
共
に
天
啓
五
年
の
李
卓
吾
著
作
へ
の
二
度
目
の
禁
令
を
受
け
て
版
木
か
ら

そ
の
名
が
削
り
取
ら
れ
た
「
広
島
丙
本
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
刷
り
が
遅
い

逓
修
本
で
あ
る
こ
と
、
㈣
甲
本
は
広
島
丙
本
を
底
本
と
し
た
崇
禎
年
間
の
翻
刻

本
で
あ
る
こ
と
、
㈤
乙
本
は
眉
批
を
全
て
傍
批
に
変
え
た
以
外
は
甲
本
の
覆
刻

で
、
清
刊
本
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
、
㈥
閩
斎
堂
刊
本
が
依
拠
し
た
李
卓
吾
評

本
は
現
存
の
丙
本
よ
り
印
刷
が
早
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
㈦
所
謂
清
本
は
主
に

甲
本
・
乙
本
系
統
か
ら
出
た
こ
と
、
な
ど
を
示
し
た
。
今
後
は
従
来
の
よ
う
に
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李
卓
吾
評
本
『
西
遊
記
』
を
一
括
り
に
す
る
こ
と
な
く
、
研
究
目
的
に
応
じ
て

使
い
分
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

（
補
説
）
丁
本
に
つ
い
て
～
潘
建
国
氏
の
発
見
を
承
け
て
～ 

 

本
章
第
一
節
（
６
）
で
触
れ
た
通
り
、
本
章
初
出
論
文
の
中
国
語
補
訂
版
の

発
表
後
に
、
潘
建
国
氏
が
李
卓
吾
批
評
本
系
に
属
す
る
新
た
な
版
本
を
パ
リ
国

立
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
３
５

。
そ
れ
は
第
八
十
六
～
九
十
回
の
み
を
存
す
る
残

本
で
、
筆
者
は
原
本
未
見
だ
が
、
パ
リ
李
本
と
同
様
に
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

ら
白
黒
画
像
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
。
こ
の
版
本
に
つ
い
て
の
詳
細
は
潘
建
国

注
35
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
各
回
末
に
李
卓
吾
評
本
各
種
と
同
じ
総
評
が

見
え
、
丙
本
と
非
常
に
似
て
い
る
が
や
や
簡
略
化
さ
れ
た
挿
画
を
持
ち
、
眉
批

は
広
島
丙
本
に
見
え
て
甲
本
・
乙
本
に
見
え
な
い
条
を
複
数
有
す
る
が
、
広
島

丙
本
よ
り
は
少
な
い
。
広
島
丙
本
の
状
態
に
な
る
前
の
丙
本
の
早
期
印
本
を
主

要
な
底
本
と
し
、
世
徳
堂
本
も
適
宜
参
照
し
て
作
ら
れ
た
翻
刻
本
で
あ
ろ
う
と

い
う
の
が
潘
氏
の
見
解
で
、
筆
者
も
概
ね
異
論
は
無
い
。 

こ
の
版
本
は
第
八
十
六
回
第
一
行
に
「
○
新
刻
全
像
批
評
西
逰
記
」
と
い
う

巻
首
題
が
あ
り
、
版
心
を
「
（
低
三
格
）
批
評
西
遊
記
（
隔
二
格
）
巻
十
八
（
隔

五
格
）
葉
数
」
と
し
て
い
る
が
、
巻
首
題
の
「
○
新
刻
全
像
」
の
す
ぐ
右
の
匡

郭
が
不
自
然
に
消
え
て
お
り
、
こ
の
五
文
字
は
埋
木
改
刻
さ
れ
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
広
島
丙
本
の
場
合
と
同
様
に
、
巻
首
題
は
元
々
「
李
卓

吾
先
生
批
評
西
逰
記
」
、
版
心
題
は
「
李
卓
吾
批
評
西
逰
記
」
で
あ
っ
た
が
、
天

啓
五
年
の
禁
令
へ
の
対
策
と
し
て
現
在
の
形
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
３
６

。

と
い
う
こ
と
は
、
丁
本
の
初
刻
本
の
刊
年
は
、
丙
本
と
同
じ
く
万
暦
後
期
か
ら

天
啓
前
期
ま
で
の
間
に
絞
る
こ
と
が
出
来
そ
う
だ
。 

潘
氏
は
こ
れ
を
巴
黎
本
と
通
称
し
て
い
る
が
、
パ
リ
国
立
図
書
館
に
は
乙
本

に
属
す
る
パ
リ
李
本
も
あ
る
の
で
、
そ
の
呼
び
方
で
は
紛
ら
わ
し
い
。
後
修
本

で
あ
る
パ
リ
蔵
本
『
○
新
刻
全
像
批
評
西
逰
記
』
に
は
李
卓
吾
の
名
は
見
え
な

く
な
っ
て
い
る
が
、
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
と
同
系
統
の
評
語
を
持
ち
、
元
々
は

李
卓
吾
の
名
を
明
記
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
版
本
で
あ
る
か
ら
、
甲
本
・
乙

本
・
丙
本
と
並
ぶ
新
た
な
李
卓
吾
評
本
と
認
め
て
、
新
た
に
丁
本
と
い
う
分
類

を
立
て
て
こ
の
本
を
入
れ
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
丁
本
は
丙
本
の

翻
刻
本
で
は
あ
る
が
、
甲
本
の
覆
刻
本
で
あ
る
乙
本
を
別
立
て
に
し
て
い
る
以

上
、
一
版
ご
と
に
一
名
称
を
与
え
て
丙
本
と
丁
本
も
別
立
て
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
丁
本
は
こ
の
存
一
巻
の
残
本
一
つ
の
み
だ
が
、
潘

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
筆
者
が
本
章
注
15
で
疑
義
を
呈
し
た
大
英
博
物
館
蔵

本
が
丁
本
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
調
査
の
及
ぶ
機
会
を
俟
ち
た
い
。 

  
 

小
結 

 

さ
て
、
第
二
章
と
本
章
と
で
、
第
九
回
に
江
流
和
尚
故
事
を
持
た
な
い
と
い

う
共
通
点
を
持
つ
所
謂
明
本
に
属
す
る
百
回
本
の
諸
版
本
の
、
筆
者
が
現
時
点
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で
把
握
し
て
い
る
全
て
の
伝
本
の
位
置
付
け
を
一
通
り
定
め
た
。
明
本
に
属
す

る
百
回
本
の
う
ち
、
清
代
に
版
木
が
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
李
卓
吾
評

乙
本
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
と
て
崇
禎
刊
本
で
あ
る
甲
本
の
覆
刻
本
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
第
九
回
を
江
流
和
尚
故
事
と
し
な
い
現
存
の
百
回
本
は
全
て
明
代

に
編
ま
れ
た
本
文
を
持
ち
、
現
存
の
明
代
に
編
ま
れ
た
百
回
本
は
全
て
第
九
回

を
江
流
和
尚
故
事
と
は
し
な
い
、
と
い
う
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
言
う
意

味
で
は
、
「
明
本
、
、
」
と
い
う
呼
称
は
一
応
実
情
に
即
し
た
も
の
と
言
え
そ
う
だ
。

但
し
、
乙
本
が
清
初
刊
本
で
あ
る
可
能
性
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
以
上
、
こ
の
意

味
で
「
明
刊
本
」
と
言
っ
て
し
ま
う
の
は
避
け
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

同
様
に
、
第
九
回
を
江
流
和
尚
故
事
と
す
る
百
回
本
を
総
称
す
る
な
ら
「
清
本
」

と
呼
ん
で
お
く
方
が
無
難
で
あ
り
、
「
清
刊
本
」
は
避
け
た
方
が
無
難
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
李
卓
吾
評
乙
本
は
後
印
本
・
後
修
本
の
伝
存
状
況
か
ら
し
て
相
当
に
長

い
期
間
に
渡
っ
て
か
な
り
の
数
が
印
刷
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
仮
に

崇
禎
年
間
の
う
ち
に
版
木
が
作
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
乙
本
が
主
に
流
通
し

た
の
は
清
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
崇
禎

刊
本
た
る
李
卓
吾
評
甲
本
も
、
康
熙
前
半
ま
で
は
印
刷
が
続
い
て
い
た
可
能
性

を
指
摘
し
た
。
丙
本
の
逓
修
本
で
あ
る
⑪
⑫
と
て
、
天
啓
五
年
の
禁
令
に
対
応

し
て
書
名
を
改
刻
し
て
「
広
島
丙
本
」
と
な
っ
た
後
に
、
総
評
の
一
部
な
ど
に

更
な
る
削
除
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
印
刷
は
清
初
に
下
っ
て
も
お
か

し
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
明
本
と
は
い
っ
て
も
、
李
卓
吾
評
本
は
清
代
に
入
っ

て
清
本
系
の
諸
版
本
が
現
れ
る
と
途
端
に
流
通
が
途
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
訳

で
は
決
し
て
な
く
、
明
末
清
初
か
ら
清
代
中
期
に
か
け
て
非
常
に
広
く
読
ま
れ

た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

                                         

         

 

１  

第
二
章
で
の
検
討
で
世
徳
堂
初
刻
本
に
近
い
要
素
を
よ
り
多
く
残
す
と
看

做
し
た
浅
野
世
本
は
前
半
を
欠
く
た
め
、
本
章
で
は
断
り
の
無
い
限
り
熊
雲

濵
覆
世
徳
堂
刊
本
で
あ
る
故
宮
世
本
を
用
い
る
。 

２  

太
田
辰
夫
『
西
遊
記
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
第
十
四
章
「
明

刊
本
西
遊
記
考
」
（
初
出
は
『
神
戸
外
大
論
叢
』
十
九
巻
一
号
、
一
九
六
八
）

参
照
。 

３  

呉
聖
昔
「
李
評
本
二
探:

《
西
遊
記
》
版
本
秘
録
之
一
」（
『
明
清
小
説
研
究
』

一
九
九
五
年
第
二
期
）
。
甲
本
・
乙
本
と
も
影
印
本
の
み
に
よ
り
検
討
し
て
い

る
。 

４  

孫
楷
第
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』（
以
下
『
孫
目
』
と
略
称
）
が
初
版
（
国

立
北
平
図
書
館
、
一
九
三
三
）
・
改
訂
版
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
）
・
重

訂
版
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
二
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
甲
本
と
丙

本
を
同
版
扱
い
し
て
区
別
し
な
い
た
め
か
、
本
章
の
初
出
以
前
に
は
日
本
以

外
で
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

５  

本
章
初
出
時
か
ら
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
今
日
で
は
版
本
の
通
称
と
し

て
は
不
適
と
看
做
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
新
た
な
呼
称
が
定

着
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
、
便
宜
上
初
出
時
と
同
様
に
石
昌
渝

主
編
『
中
国
古
代
小
説
総
目
・
白
話
巻
』
（
山
西
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）

の
金
文
京
担
当
「
三
国
志
演
義
」
項
目
で
使
わ
れ
る
呼
称
に
従
っ
て
お
く
。 

６  
数
種
の
異
版
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世

界
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
）
十
三
「
一
番
い
い
テ
キ
ス
ト
」
参
照
。 

７  

容
與
堂
本
と
は
異
な
る
共
通
の
批
評
を
持
つ
百
二
十
回
本
各
種
と
不
分
巻

百
回
本
各
種
は
、
互
い
に
覆
刻
の
関
係
で
繋
が
っ
て
い
る
。
笠
井
直
美
「
北
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京
大
学
図
書
館
蔵
『
忠
義
水
滸
全
傳
』
―
―
「
万
暦
袁
無
涯
原
刊
」
情
報
の

一
人
歩
き
―
―
」
（
『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学
文
学
論
集
』
第
二
十
一
輯
、
二

〇
〇
九
）
参
照
。 

８  

所
謂
崇
禎
本
『
金
瓶
梅
』
は
㈠
～
㈦
は
充
た
す
の
で
、
こ
れ
に
準
ず
る
性

格
の
も
の
と
見
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
四
大
奇
書

以
外
の
章
回
小
説
に
は
㈠
～
㈧
を
全
て
充
た
す
版
本
は
無
い
。 

９ 

廣
澤
裕
介
「
明
末
江
南
に
お
け
る
李
卓
吾
批
評
白
話
小
説
の
出
版
」（
『
未
名
』

二
十
四
号
、
二
〇
〇
六
）
。 

１
０ 

目
録
と
本
文
内
と
で
回
目
が
完
全
に
一
致
す
る
『
西
遊
記
』
の
木
版
本
は

管
見
の
限
り
他
に
無
い
。
な
お
、『
三
国
演
義
』
に
は
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三

國
志
眞
本
』
と
題
し
、
他
の
李
卓
吾
評
本
と
は
図
も
眉
批
も
異
な
る
新
種
の

版
本
が
あ
る
（
北
京
師
範
大
学
図
書
館
、
イ
エ
ー
ル
大
学
図
書
館
、
台
湾
大

学
図
書
館
等
蔵
。
金
注
５
項
目
を
初
め
と
し
て
従
来
は
宝
翰
楼
本
と
呼
ば
れ

て
い
た
も
の
だ
が
、
近
年
の
研
究
で
そ
の
呼
称
に
は
些
か
問
題
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
本
論
第
五
章
注
115
参
照
）
。
し
て
み
る
と
、

そ
の
流
行
と
同
時
期
に
甲
本
の
版
木
を
手
に
入
れ
た
書
坊
が
、

低
限
必
要

な
修
版
や
補
版
を
行
っ
た
他
に
、
そ
れ
に
あ
や
か
ろ
う
と
目
録
だ
け
は
完
全

に
改
め
、
新
版
に
見
せ
か
け
て
印
行
し
た
後
修
本
が
奥
野
李
本
な
の
だ
ろ
う
。

西
陵
天
章
閣
刊
本
『
李
卓
吾
先
生
批
點
西
廂
記
眞
本
』（
慶
應
義
塾
大
学
附
属

研
究
所
斯
道
文
庫
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
等
蔵
）
に
崇
禎
十
三
年
の

序
が
あ
る
の
で
、『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
國
志
眞
本
』
の
初
刻
や
奥
野
李
本
の

印
行
も
概
ね
崇
禎
順
治
間
、
下
が
っ
て
も
康
熙
前
期
辺
り
ま
で
と
見
て
お
き

た
い
。 

１
１ 

よ
っ
て
、
本
文
を
重
視
す
れ
ば
覆
刻
本
と
称
せ
る
し
、
批
評
を
重
視
す
れ

ば
翻
刻
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
目
録
は
内
閣
李
本
と
同
系
統
で
、

傍
批
の
数
も
内
閣
李
本
の
眉
批
よ
り
約
一
四
％
少
な
い
が
、
奥
野
李
本
の
眉

批
よ
り
は
多
い
。
一
方
、
本
文
の
字
句
が
内
閣
李
本
と
異
な
り
奥
野
李
本
と

一
致
す
る
箇
所
が
複
数
あ
る
。
よ
っ
て
、
乙
本
の
底
本
は
内
閣
李
本
よ
り
後

か
つ
奥
野
李
本
よ
り
前
に
印
行
さ
れ
た
甲
本
と
思
わ
れ
る
。 

                                        
 

１
２ 

田
中
巌
「
西
遊
記
の
伝
本
」
（
『
横
浜
大
学
論
叢
・
人
文
科
学
系
列
』
第
八

巻
第
三
号
、
一
九
五
七
）
。 

１
３ 

本
章
の
初
出
論
文
と
そ
の
中
国
語
版
で
は
巻
一
第
一
・
二
葉
は
⑤
⑥
が
同

版
で
③
の
み
異
版
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
『
第
三
批
国

家
珍
貴
古
籍
名
録
図
録
』（
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
二
）
掲
載
の
⑤
の

巻
一
第
一
葉
の
書
影
は
明
ら
か
に
③
と
同
版
で
⑥
と
は
異
版
で
あ
っ
た
。
筆

者
の
マ
イ
ク
ロ
閲
覧
時
の
見
誤
り
と
思
わ
れ
る
の
で
訂
正
す
る
。 

１
４ 

磯
部
彰
『
『
西
遊
記
』
資
料
の
研
究
』
（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）

第
七
章
「
明
末
清
初
『
西
遊
記
』
諸
刊
本
と
絵
画
に
つ
い
て
」
。 

１
５ 

こ
の
ほ
か
、
李
時
人
「
《
西
遊
記
》
版
本
叙
略
」
（
同
氏
『
西
遊
記
考
論
』

所
収
、
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
）
は
「
英
国
大
英
博
物
館
也
藏
有
一

残
本
、
僅
存
三
、
五
、
八
、
十
三
等
巻
」
と
も
記
し
、
曹
炳
建
「
《
西
遊
記
》

現
存
版
本
系
統
叙
録
」
（
『
淮
海
工
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
・
学
術
論
壇
）
』

第
八
巻
第
一
〇
期
、
二
〇
一
〇
）
も
原
本
未
見
の
ま
ま
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

R
obert.K

.D
u
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tary catalogu
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（th
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M
u

seu
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,1903

）
六
〇
頁
に
「
邱
長
春
」
の
作
と
し
て
「
西
遊
記 S

e ye
w

 ke. “A
n

 A
ccou

n
t of th

e A
dven

tu
res of H

eu
en
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san

g in
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」
と
著
録
さ
れ
る
も
の
（
筆
者
未
見
）
を
指
す
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
李
卓
吾
の
評
が
あ
る
と
の
情
報
は
読
み
取
れ
な

い
。
李
時
人
前
掲
論
文
は
中
国
国
外
所
蔵
の
版
本
は
大
半
を
未
見
の
ま
ま
著

録
し
て
い
る
た
め
情
報
に
誤
り
が
非
常
に
多
い
の
だ
が
（
そ
の
多
く
は
日
本

語
の
読
解
力
の
限
界
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
）
、
も
し
こ
れ
が
正
確
な
情
報
で
あ

れ
ば
、
分
巻
本
と
い
う
こ
と
は
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
で
は
あ
り
え
ず
、
閩
斎

堂
刊
本
か
、
補
説
で
述
べ
る
丁
本
か
、
或
い
は
未
知
の
李
卓
吾
批
評
本
系
版

本
か
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
八
月
に
孔
夫

子
旧
書
網
の
在
線
拍
売
に
封
面
に
「
道
光
七
年
重
鎸
」「
呉
承
恩
先
生
原
著
／

李
卓
吾
先
生
批
評
」
等
と
記
す
も
の
が
出
品
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
道
光
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刊
本
が
呉
承
恩
原
著
と
記
す
こ
と
を
怪
し
む
ま
で
も
な
く
、
中
州
書
画
社
影

印
本
に
黒
で
刷
ら
れ
た
歴
博
李
本
の
路
工
氏
の
蔵
書
印
が
巻
首
に
そ
の
ま
ま

見
え
て
お
り
、
明
ら
か
な
贋
作
で
あ
っ
た
（h

ttp://w
w

w
.kon

gfz.cn
/deta

il.ph
p?tb=

h
is&

item
Id=

3249108

、
二
〇
一
一
年
一
月
二
十
日
閲
覧
、
二

〇
一
六
年
三
月
時
点
で
は
リ
ン
ク
切
れ
）
。 

１
６ 

な
お
、
呉
聖
昔
注
３
論
文
は
『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
所
収
影
印
本
と
中

州
書
画
社
影
印
本
を
比
較
し
て
、
両
者
は
全
く
同
じ
活
字
の
セ
ッ
ト
を
使
っ

て
別
々
の
時
期
に
刷
ら
れ
た
関
係
に
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
だ
が
、
影
印

本
の
み
に
よ
る
た
め
判
定
が
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
両
者
と
も
明
ら
か

に
互
い
に
異
版
の
関
係
に
あ
る
木
版
本
で
あ
っ
て
、
活
字
印
本
で
は
な
い
。 

１
７ 

瞿
冕
良
『
中
国
古
籍
版
刻
辞
典
（
増
訂
本
）
』
（
蘇
州
大
学
出
版
社
、
二
〇

〇
九
）
参
照
。 

１
８ 

な
お
、
金
注
５
項
目
や
廣
澤
注
９
論
文
が
呉
観
明
本
に
先
行
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
す
る
劉
君
裕
本
の
図
は
、
細
部
の
意
匠
は
時
折
異
な
る
が
構
図
は

全
て
呉
観
明
本
と
同
じ
で
、
ど
ち
ら
が
周
曰
校
乙
本
ま
た
は
同
丙
本
を
直
接

参
照
し
た
先
行
す
る
図
な
の
か
は
俄
か
に
は
判
じ
難
い
。
劉
君
裕
本
に
は
本

章
第
三
節
で
も
触
れ
る
。 

１
９ 

拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻

及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇

一
一
）
参
照
。 

２
０ 

梁
薀
嫻
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』
（
宝
翰
楼
本
）
の
挿
絵
に
つ

い
て
―
―
合
戦
場
面
の
図
を
中
心
に
―
―
」（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学

挿
画
集
成
（
六
）
・
全
相
平
話
五
種
／
三
国
志
演
義
（
宝
翰
楼
本
）
』
所
収
、

遊
子
館
、
二
〇
〇
八
）
参
照
。 

２
１ 

本
章
の
初
出
論
文
と
そ
の
中
国
語
版
の
公
刊
後
に
三
槐
堂
本
（
イ
エ
ー
ル

大
学
図
書
館
蔵
）
を
実
見
し
た
と
こ
ろ
、
封
面
に
「
雍
正
乙
巳
年
（
三
年
）

夏
鐫
」
及
び
「
古
吳
｛
三
槐
堂
／
三
樂
堂
／
三
才
堂
藏
板
｝
」
と
見
え
る
が
、

中
身
は
所
謂
藜
光
楼
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
所
謂
蔾
光
楼
本
は
、
刊
年
未
詳
な

が
ら
、
康
熙
刊
の
所
謂
緑
蔭
堂
本
よ
り
本
文
の
系
統
上
新
し
い
と
見
ら
れ
て

                                        
 

い
る
（
中
川
諭
『
『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）

参
照
）
。
三
槐
堂
本
が
所
謂
藜
光
楼
本
の
初
印
本
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
既
存

の
版
木
を
入
手
し
て
付
け
替
え
た
の
か
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
行
間
傍
批
を
持
つ
こ
の
版
は
清
刊
本
に
は
違
い
な
い
。 

２
２ 

理
論
上
は
他
に
「
丙
本
は
Ｄ
の
形
の
李
卓
吾
評
初
刻
本
を
一
旦
そ
の
ま
ま

重
刻
し
、
後
か
ら
Ａ
の
形
に
改
め
た
」
と
い
う
推
定
も
出
来
る
が
、
重
刻
時

に
放
置
し
た
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
後
か
ら
改
め
る
と
は
考
え
に
く
く
、
可
能
性

は
低
か
ろ
う
。 

２
３ 

但
し
、
清
代
に
新
し
く
編
ま
れ
た
唯
一
の
文
繁
本
で
あ
る
張
書
紳
註
本
に

は
、
甲
本
や
乙
本
で
は
な
く
丙
本
と
一
致
す
る
箇
所
が
多
い
。 

２
４ 

い
ず
れ
も
十
回
ご
と
に
書
名
は
記
す
が
、
そ
こ
で
巻
を
分
か
つ
わ
け
で
な

く
、
あ
く
ま
で
不
分
巻
で
あ
る
。
丙
本
初
版
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

２
５ 

第
五
十
二
回
第
三
・
四
葉
は
一
枚
の
版
木
の
表
裏
に
彫
ら
れ
た
も
の
。
第

九
十
一
回
第
六
葉
の
版
木
の
裏
面
だ
っ
た
は
ず
の
同
第
五
葉
は
、
⑪
⑫
と
も

欠
葉
。 

２
６ 

こ
の
推
測
は
、
甲
本
に
は
備
わ
る
事
項
が
⑪
⑫
に
共
通
し
て
欠
け
る
例
が

他
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
⑪
⑫
は
第
七
十
五
・
八

十
一
・
八
十
五
・
八
十
六
回
の
回
末
総
批
を
欠
く
が
、
甲
本
・
乙
本
・
閩
斎

堂
本
は
前
二
者
に
は
総
批
が
あ
る
（
但
し
、
閩
斎
堂
刊
本
の
第
八
十
一
回
総

批
は
甲
本
よ
り
一
文
少
な
い
）
。
後
二
者
は
欠
く
甲
本
が
前
二
者
の
み
を
補
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
⑪
⑫
よ
り
早
印
の
広
島
丙
本
に
は
前
二
者
が
あ

り
、
そ
れ
が
甲
本
の
底
本
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑪
⑫
の
前
二
者
は
甲
本

で
は
文
字
が
見
え
る
行
が
空
白
な
の
で
、
丙
本
の
版
木
に
は
李
卓
吾
の
名
が

削
ら
れ
広
島
丙
本
と
な
っ
た
後
に
も
更
な
る
削
除
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。 

２
７ 

井
上
進
「
明
末
の
避
諱
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

二
十
五
号
、
二
〇
〇
一
）
参
照
。 

２
８ 
な
お
、
総
批
は
丙
本
の
文
字
を
引
き
継
ぐ
上
、
丙
本
の
「
出
」
を
「
由
」

に
誤
る
箇
所
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
泰
昌
帝
の
諱
「
常
洛
」
は
丙
本
・
甲
本
ど

ち
ら
も
避
け
な
い
。 
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２
９ 

原
文
「
數
年
前
、
温
陵
事
敗
、
當
路
命
毀
其
籍
、
吳
中
鋟
藏
書
板
竝
廢
。

近
年
始
復
大
行
、
於
是
有
李
宏
父
批
點
『
水
滸
傳
』
『
三
國
志
』
『
西
游
記
』

『
紅
拂
』『
明
珠
』『
玉
合
』
數
種
傳
奇
及
『
皇
明
英
烈
傳
』
、
竝
出
葉
筆
、
何

關
于
李
？
」
。 

３
０ 

林
海
権
『
李
贄
年
譜
考
略
』
（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
）
付
録
三
。 

３
１ 

原
文
「
天
啓
五
年
九
月
、
四
川
道
御
史
王
雅
量
疏
、
奉
旨
、
李
贄
諸
書
、

怪
誕
不
經
、
命
巡
視
衙
門
焚
毀
、
不
許
坊
間
發
賣
、
仍
通
行
禁
止
。
而
士
大

夫
多
喜
其
書
、
往
往
収
藏
、
至
今
未
滅
」
。 

３
２ 

上
海
図
書
館
蔵
。
第
五
十
一
回
途
中
か
ら
第
五
十
五
回
途
中
ま
で
の
み
存
。

『
古
本
小
説
集
成
』
に
影
印
を
収
め
る
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
や
、
そ
の
後

修
本
で
あ
る
内
閣
文
庫
蔵
本
と
同
版
の
逓
修
本
で
、「
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義

水
滸
傳
卷
之
○
○
」
だ
っ
た
巻
首
題
は
全
て
行
頭
か
ら
空
白
無
く
「
水
滸
傳

卷
之
○
○
」
に
改
刻
さ
れ
、
巻
末
題
の
「
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
」
の
部
分

と
版
心
題
の
「
李
卓
吾
批
評
」
の
部
分
、
及
び
回
末
総
批
の
「
禿
翁
」「
李
和

尚
」
「
卓
吾
」
が
全
て
削
ら
れ
て
空
白
に
な
っ
て
い
る
。 

３
３ 

瞿
冕
良
注
17
書
、
金
注
５
項
目
、
廣
澤
注
９
論
文
、
笠
井
注
７
論
文
、
李

国
慶
『
明
代
刊
工
姓
名
索
引
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
）
な
ど
参
照
。 

３
４ 

『
孫
目
』
、
蘇
興
「
談
《
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
》
的
版
刻
」
（
『
文
献
』

第
二
十
七
期
、
一
九
八
六
）
、
李
時
人
注
15
論
文
な
ど
参
照
。 

３
５ 

潘
建
国
「
新
見
巴
黎
蔵
明
刊
《
新
刻
全
像
批
評
西
遊
記
》
考
」
（
『
文
学
遺

産
』
二
〇
一
四
年
第
一
期
）
。 

３
６ 

潘
氏
注
35
論
文
に
も
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
巻
首
題
と
版
心
題
を
め

ぐ
る
問
題
に
限
っ
て
は
、
筆
者
の
発
見
で
あ
る
。
潘
氏
は
こ
の
論
文
の
公
刊

に
先
立
ち
、
二
〇
一
三
年
八
月
の
第
十
二
届
中
国
古
代
小
説
戯
曲
文
献
曁
数

字
化
学
術
研
討
会
で
そ
の
内
容
を
口
頭
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
研
討
会
に
は
筆

者
も
列
席
し
て
お
り
、
潘
氏
の
会
議
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
書
影
に
よ
っ

て
潘
氏
が
気
付
い
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
点
に
気
付
き
、
後
日
私
信
に
て

お
知
ら
せ
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。 
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第
五
章 

周
氏
万
巻
楼
と
周
氏
大
業
堂
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
周
如
山
を
め
ぐ
っ
て
―
― 

 
は
じ
め
に 

拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻
及

び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
１

に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
万
暦
二
十
年
（
一
五
九

二
）
前
後
に
金
陵
で
刊
行
さ
れ
た
、
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
万
暦
十
九
年
刊
『
新

刋
校
正
古
本
大
字
音
釋
三
國
志
通
俗
演
義
』
十
二
巻
（
周
曰
校
乙
本
『
三
国
演

義
』
）
・
万
巻
楼
仁
寿
堂
〔
万
暦
前
期
〕
刊
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
八
巻

附
二
巻
・
唐
氏
世
徳
堂
壬
辰
〔
万
暦
二
十
年
〕
序
刊
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西

遊
記
』
二
十
巻
・
同
癸
巳
〔
万
暦
二
十
一
年
〕
序
刊
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』

（
巻
首
題
：『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
南
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
十
巻
『
新

刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
北
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
十
巻
）・
同
『
新
刋
出
像
補

訂
叅
采
史
鑑
唐
書
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
八
巻
・
同
〔
万
暦
前
期
〕
刊
『
東
西

両
晋
志
伝
題
評
』（
巻
首
題
：『
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
西

志
傳
通
俗
演
義
題
評
』

四
巻
『
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
通
俗
演
義
東
晋
志
傳
題
評
』
八
巻
）
と
い
う
六
種

の
章
回
小
説
版
本
に
つ
き
、
前
四
者
に
覆
刻
本
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
後
二
者

の
版
木
が
後
に
周
氏
大
業
堂
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
を
示
し
た
２

。 

ま
た
、
本
論
第
三
章
で
は
、
世
徳
堂
の
創
業
者
は
江
西
撫
州
府
金
谿
県
の
人

で
嘉
靖
末
期
な
い
し
隆
慶
年
間
に
金
陵
三
山
街
で
刻
書
を
始
め
た
唐
廷
仁
（
字

国
寿
、
号
龍
泉
、
別
称
光
禄
）
で
あ
り
、
万
暦
二
十
年
代
の
後
半
に
唐
晟
（
字

伯
成
、
号
玉
予
、
別
称
光
禄
）・
唐
㫤
（
字
叔
永
、
号
貞
予
）
兄
弟
に
代
替
わ
り

し
て
、
こ
の
第
二
世
代
を

後
に
天
啓
年
間
頃
に
活
動
を
終
え
た
と
推
定
し
た
。

更
に
、
唐
廷
仁
と
周
曰
校
が
し
ば
し
ば
共
同
出
版
を
行
う
提
携
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
や
、
唐
貞
予
と
周
氏
大
業
堂
の
間
に
も
提
携
が
あ
っ
た
可
能
性
な
ど
を
指

摘
し
た
。 

だ
が
、
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
を
同
族
と
看
做
す
根
拠
は
、

注
１
拙
稿
や
本
論
第
三
章
で
は
示
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
注
１
拙
稿
も
含
め
、

先
行
研
究
で
は
周
曰
校
の
書
坊
名
や
活
動
期
間
に
不
明
瞭
な
点
が
残
っ
て
お
り
、

周
氏
大
業
堂
に
至
っ
て
は
主
人
が
誰
で
あ
る
の
か
も
定
説
を
見
な
い
。 

序
章
で
触
れ
た
通
り
、
そ
の
大
業
堂
主
人
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
る
人
物
の

中
に
、
周
如
山
と
い
う
人
物
が
い
る
。
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」
条

に
お
い
て
、
「
此
様
抄
本
、
初
出
自
周
邸
、
及
授
梓
時
訂
書
、
以
其
數
不
滿
百
、

遂
增
入
一
囘
、
先
生
疑
者
、
得
毋
是
乎
？
」
と
い
う
百
回
本
成
立
史
に
関
わ
る

証
言
を
し
て
い
る
人
物
も
周
如
山
と
言
っ
た
。
も
し
『
休
庵
影
語
』
の
周
如
山

が
本
当
に
大
業
堂
主
人
で
、
し
か
も
万
巻
楼
と
血
縁
と
な
れ
ば
、
万
巻
楼
は
世

徳
堂
と
提
携
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
周
如
山
が
証
言
し
て
い
る
「
及
授
梓

時
訂
書
」
と
い
う
の
が
、
世
徳
堂
刊
本
の
刊
行
時
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
が
生

じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
を
図
り
た
い
。 
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一
、 

周
曰
校
と
万
巻
楼
・
仁
寿
堂
を
め
ぐ
っ
て 

（
１
）
対
峰
周
曰
校
３

―
―
万
巻
楼
主
人
に
し
て
仁
寿
堂
主
人 

注
１
拙
稿
で
は
、
複
数
の
周
曰
校
刊
本
の
封
面
・
刊
記
・
巻
首
等
の
記
述
を

総
合
し
て
、
周
曰
校
は
「
「
曰
校
」
が
名
で
字
が
「
應
賢
」
、「
對
峰
」
は
号
、「
萬

巻
樓
」
と
「
仁
壽
堂
」
は
共
に
そ
の
書
肆
名
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
（
六
四
頁
）
、

籍
貫
が
江
西
撫
州
府
金
谿
県
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
（
八
一
頁
）
。
こ
れ
ら
諸

点
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
は
紹
介
出
来
な
か
っ
た
例
も
交
え
て
、
改
め
て
一
通
り

の
根
拠
を
示
し
て
お
こ
う
。 

ま
ず
、
名
と
字
と
籍
貫
に
つ
い
て
は
、
癸
巳
〔
万
暦
二
十
一
年
〕
序
刊
『
新

纂
事
詞
類
竒
』
三
十
巻
（
蓬
左
文
庫
等
蔵
）
の
巻
一
巻
頭
第
二
～
五
行
に
低
十

格
で
「
武
進
徐
常
吉
士
彰
父
輯
／
秣
陵
焦 

竑
弱
侯
父
訂
／
平
原
陸
伯
元
幼
辛

父
次
／
繡
谷
周
曰
校
應
賢
父
勒
」
と
あ
っ
て
、
共
に
進
士
に
及
第
し
て
お
り
他

の
資
料
に
よ
っ
て
籍
貫
・
名
・
字
が
確
認
出
来
る
徐
常
吉
や
焦
竑
の
籍
貫
・
名
・

字
と
「
繡
谷
」
「
曰
校
」
「
應
賢
」
が
そ
れ
ぞ
れ
並
ん
で
い
る
の
が

も
分
か
り

易
い
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
巻
の
巻
頭
に
記
さ
れ
る
刊
行
者
情
報
は
、
同

じ
高
さ
に
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
字
句
が
必
ず
し
も
同
じ
事
項
を
示
し
て
い
る

と
は
限
ら
ず
、
例
え
ば
籍
貫
と
号
が
同
じ
高
さ
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
例
で
は
全
員
に
つ
い
て
「
×
×
父
」
と
い
う
標
識
に
よ
っ

て
「
×
×
」
が
字
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
し
、
周
曰
校
の
名
・
号
・

籍
貫
の
い
ず
れ
も
以
下
に
見
る
他
の
例
か
ら
も
確
認
出
来
る
の
で
問
題
は
無
い
。 

江
西
金
谿
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、『
勸
戒
圗
說
』
四
巻
（
蓬
左
文
庫
蔵
）
の
巻

一
第
一
葉
表
の
全
面
を
占
め
る
刊
記
に
「
萬
曆
癸
巳
（
二
十
一
年
）
三
月
穀
旦

／ 

後
學 

江
西
永
新
劉
漢
卿
考
訂
／
（
以
下
の
行
低
四
格
）
陝
西
寧
夏
李 

蕢

考
訂
／
浙
江
壽
昌
劉
懋
豫
考
訂
／
直
隷
昌
平
李
友
蘭
考
訂
／
江
西
金
谿
周
曰
校

重
刋
／
秣
陵
上
元
王
希
尭
謹
書
」（
第
二
～
五
行
の
「
考
訂
」
は
第
三
行
と
第
四

行
の
中
間
に
一
つ
だ
け
記
す
）
と
い
う
形
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。
前
の
例
と
併

せ
る
と
周
曰
校
自
身
が
籍
貫
を
「
繡
谷
」
と
し
た
り
「
江
西
金
谿
」
と
し
た
り

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
の
万
暦
癸
未
（
十
一
年
）
刊
『
新
刋
東
垣
十

書
』
な
ど
、
同
じ
書
物
の
中
で
「
繡
谷
」
と
「
金
谿
」
を
混
在
さ
せ
て
い
る
例

も
あ
る
。「
繡
谷
」
と
は
江
西
撫
州
府
金
谿
県
の
美
称
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
で
４

、
こ
れ
ら
の
例
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
周
曰
校
が
籍
貫
と
し
て

記
す
「
繡
谷
」
が
江
西
金
谿
を
指
す
こ
と
は
決
定
的
に
明
ら
か
だ
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
世
徳
堂
や
富
春
堂
を
営
ん
だ
唐
氏
一
族
も
江
西
金
谿
の
人
で
、
自
ら
の

籍
貫
を
頻
繁
に
「
繡
谷
」
と
記
し
て
い
る
（
本
論
第
三
章
参
照
）
。 

「
対
峰
」
と
号
し
た
こ
と
は
、『
增
定
國
朝
館
課
經
世
宏
辭
』
十
五
巻
（
国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
５

［
二
本
、
う
ち
一
本
は
続
集
十
五
巻
も
備
え
る
］
、
蓬
左

文
庫
等
蔵
）
の
序
の
後
に
置
か
れ
る
「
萬
曆
庚
寅
（
十
八
年
）
孟
夏
金
陵
／
後

學

峰
周
曰
校
勒
／
於
萬
卷
樓
」
と
の
隷
書
の
刊
記
や
、
三
欄
に
分
か
つ
封
面

の
左
右
に
「
萬 

曆 

辛 

卯
（
十
九
年
） 

冬 

月
／
金 

陵 

周 

 

峰 
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刋
」
、
中
央
に
大
字
で
「
翰
苑
新
書
」
と
記
す
『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
前

集
十
二
巻
後
集
七
巻
続
集
八
巻
別
集
二
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
［
二
本
、
う
ち

一
本
封
面
欠
］
、
国
立
国
会
図
書
館
［
封
面
欠
］
等
蔵
）
の
總
目
末
に
あ
る
「
（
低

五
格
）
金
陵 
書
肆 

龍
泉 

唐
廷
仁


峰 

周
曰
校 

鐫
行
」
と
の
裸
刊
記
な
ど
に
よ
っ
て
分
か

る
。 右

に
挙
げ
た
『
增
定
國
朝
館
課
經
世
宏
辭
』
の
隷
書
刊
記
の
次
行
に
は
陽
刻

正
方
「
周
曰
／
校
印
」
と
陰
刻
正
方
「
萬
卷
／
樓
主
人
」
の
二
印
が
刻
さ
れ
て

お
り
、
周
曰
校
が
万
巻
楼
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

ま
た
、『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
の
方
か
ら
は
、
周
曰
校
の
書
坊
が
金
陵
に

あ
っ
た
こ
と
、
同
書
が
世
徳
堂
主
人
龍
泉
唐
廷
仁
と
の
共
同
刊
本
で
あ
る
こ
と

も
読
み
取
れ
る
６

。 

ま
た
、『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
は
、
殆
ど
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
仁
壽

堂
刋
」
と
あ
る
。
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

三
）
三
六
四
頁
な
ど
、
こ
れ
を
周
曰
校
と
は
別
の
書
坊
と
見
る
説
も
あ
っ
た
が
、

大
尾
に
「
萬
曆
丁
酉
（
二
十
五
年
）
／
春
金
陵
書
／
林
周
氏
萬
／
巻
樓
重
鍥
」

と
の
長
方
木
記
が
あ
る
『
新
刻
京
臺
公
餘
勝
覽
國
色
天
香
』
十
巻
（
内
閣
文
庫

蔵
）
７

が
、
各
巻
下
層
の
巻
頭
第
二
～
三
行
に
低
二
格
で
「
撫
金 

養
純
子 

吳

敬
所 

編
輯
／
書
林 

萬
巻
樓 

周

峰 

綉
鍥
」（
巻
四
は
「
綉
鍥
」
を
「
繡

鐫
」
に
作
る
）
と
記
す
一
方
で
、
巻
六
の
み
第
三
行
を
「
書
林 

仁
壽
堂 

周

對
峰 

綉
鍥
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
仁
寿
堂
も
周
曰
校
の
書
坊
名

と
見
る
こ
と
が
出
来
る
８

。 

周
曰
校
の
活
動
期
間
に
つ
い
て
は
、
注
１
拙
稿
に
「
周
曰
校
刊
本
に
は
刊
年

不
詳
の
も
の
も
多
い
が
、
現
時
点
で
筆
者
が
確
認
出
来
た
範
囲
で
刊
年
が
分
か

る

も
早
い
も
の
は
万
暦
十
一
年
、
遅
い
も
の
は
万
暦
二
十
八
年
で
あ
る
」
と

書
い
た
が
（
六
四
頁
）
、
そ
の
後
の
調
査
で
刊
行
の
よ
り
早
い
周
曰
校
刊
本
を
見

つ
け
て
お
り
、
後
述
す
る
。 

ま
た
、
注
１
拙
稿
で
は
「
萬
卷
樓
」
と
「
仁
壽
堂
」
の
い
ず
れ
に
も
周
曰
校

以
外
の
同
族
と
思
わ
れ
る
人
物
が
名
乗
っ
て
出
版
を
行
っ
て
い
る
例
が
あ
る
こ

と
も
紹
介
し
た
上
で
、「
萬
巻
樓
」
が
周
氏
一
族
の
共
用
な
い
し
世
襲
の
屋
号
で

あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
各
人
が
「
○
○
堂
」
を
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
や
、「
仁

壽
堂
」
も
周
氏
一
族
共
用
の
屋
号
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
推
測
し
た
が
（
六

四
頁
）
、
そ
れ
以
上
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

本
章
全
体
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。 

（
２
）
敬
素
周
希
旦
―
―
も
う
一
人
の
仁
寿
堂
主
人 

 

ま
ず
は
周
曰
校
以
外
の
仁
寿
堂
主
人
の
問
題
か
ら
見
て
み
よ
う
。
注
１
拙
稿

で
も
触
れ
た
通
り
、
医
書
の
叢
書
で
あ
る
『
新
刋
東
垣
十
書
』（
台
湾
国
家
図
書

館
等
蔵
）
は
、
全
体
の
首
巻
を
兼
ね
る
『
脈
訣
』
一
巻
以
外
の
収
録
各
書
の
各

巻
巻
頭
に
見
え
る
刊
行
者
名
は
、「
明 

繡
谷 

周
氏 

曰
校 

刋
」（
『
辯
惑
論
』

巻
上
中
下
、
『
蘭
室
秘
蔵
』
巻
上
中
、
『
此
事
難
知
集
』
巻
上
）
、
「
金
谿 

周
曰

校 

刋
行
」（
『
湯
液
本
草
』
巻
上
中
）
、「
繡
谷 

周
曰
校 

刋
行
」（
同
巻
下
）
、
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「
明 

金
谿 

周
氏 

曰
校 

刋
」（
『
脾
胃
論
』
巻
上
中
下
）
、「
明 

繡
谷 

對

峯 
周
氏 

刋
」
（
『
蘭
室
秘
蔵
』
巻
下
）
、
「
金
谿 

周
曰
校 

刋
」
（
『
局
方
發

揮
』
）
、「
繡
谷 

周
曰
校 

刋
」（
『
醫
經
㴑
洄
集
』『
格
致
餘
論
』
）
と
な
っ
て
お

り
９

、
表
記
は
一
定
し
な
い
も
の
の
、
全
て
対
峰
周
曰
校
の
名
を
書
坊
名
は
出

さ
ず
に
記
し
て
い
る
。 

し
か
し
、『
脈
訣
』
に
だ
け
は
周
曰
校
の
名
が
見
え
ず
、
そ
の
代
わ
り
巻
頭
第

二
～
四
行
に
低
五
格
で
「
元
紫
虛
真
人
崔 

撰
句
／
元
東
垣
老
人
李
杲
校
批
／

明
書
林
周
氏
希
旦
刋
傳
」
と
見
え
、
巻
末
に
「
萬
曆
癸
未
（
十
一
年
）
孟
夏
金

陵
／
仁
壽
堂
周
敬
素
刋
行
」
と
い
う
裸
刊
記
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
台
湾
国
図

蔵
本
に
は
、
左
右
三
欄
に
分
け
て
「
元
紫
虚
眞
人
撰
／
東
垣
十
書
／
大
業
堂
梓
」

（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
）
と
記
す
白
紙
藍
印
の
封
面
が
附
さ
れ
て
お
り
、

中
央
上
に
魁
星
朱
円
印
、
左
下
の
「
大
業
堂
梓
」
に
重
ね
て
「
本
衙
藏
板
／
翻

刻
必
究
」
の
双
辺
陽
刻
長
方
朱
戳
が
そ
れ
ぞ
れ
捺
さ
れ
て
い
る
。 

真
柳
誠
「
『
東
垣
十
書
』
解
題
」
の
初
出
１
０

で
は
こ
の
「
周
氏
希
旦
」
と
「
周

敬
素
」
を
周
曰
校
の
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
周
希
旦
な
い
し
周
敬
素
の

名
が
見
え
る
他
の
版
本
を
見
る
に
、
そ
れ
に
は
賛
同
出
来
な
い
。 

ま
ず
、「
萬
曆
壬
子
（
四
十
年
）
歳
春
月
之
吉
鍾
山
甄
偉
撰
」
と
末
尾
に
署
名

す
る
「
西
漢
通
俗
演
義
叙
」
を
持
つ
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
八
巻
（
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
）
は
、
三
欄
に
分
か
つ
白
紙
濃
藍
印
の
封
面
の
左
右
に
大
字
で
「
重


官
板
西
／
漢
通
俗
演
義
」
、
中
央
に
下
寄
せ
で
「
大
業
堂
重
校
梓
」
と
刻
し
、

中
央
上
に
魁
星
朱
円
印
、
中
央
下
「
重
校
梓
」
の
三
文
字
に
重
ね
て
「
醉
耕
／

堂 

／
藏
板
」
の
陽
刻
正
方
朱
印
が
そ
れ
ぞ
れ
捺
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
巻
二

の
第
六
・
八
・
十
三
・
十
四
・
三
十
六
葉
の
版
心
下
部
に
は
「
仁
壽
堂
」
と
見

え
る
１
１

。
そ
し
て
、
巻
一
巻
頭
第
二
～
四
行
に
低
十
四
格
で
「
鍾
山
居
士 

建

業
甄 

偉 

演
義
／
繍
谷
後
學 

儆
弦
周
世
用 

訂
訛
／
金
陵
書
林 

敬
素
周

希
旦 

校
鋟
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
周
希
旦
と
周
敬
素
は
確
か
に
同
一
人

物
だ
と
言
え
る
。 

ま
た
、
『
象
山
先
生
全
集
』
六
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
「
萬
曆
乙
卯

（
四
十
三
年
）
夏
金
谿
後
學
傅
文
兆
識
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
重
刻
象
山
先

生
全
集
叙
」
に
同
書
は
友
人
の
「
周
希
旦
氏
」
が
金
陵
で
刊
行
す
る
も
の
だ
と

の
旨
が
見
え
１
２

、
各
巻
巻
頭
第
二
～
五
行
に
「
（
低
二
格
）
宋
文
安
公
金
谿
陸

九
淵
子
靜 

著
／
（
低
八
格
）
宋
門
人
傅
子
雲
季
魯 

編
次
／
（
低
八
格
）
明

後
學
傅
文
兆
維
行 

校
閲
／
（
低
九
格
）
金
陵
周
希
旦
元
宰 

梓
行
」
と
あ
る

（
巻
五
の
み
第
五
行
「
金
陵
」
を
「
金
谿
」
に
作
る
）
。
「
希
旦
」
が
他
の
三
人

の
名
と
、
「
元
宰
」
は
字
と
そ
れ
ぞ
れ
並
ん
で
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
希
旦
」

が
名
で
「
元
宰
」
が
字
で
あ
り
、
こ
の
本
に
は
見
え
な
い
「
敬
素
」
は
号
と
見

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
周
曰
校
（
字
応
賢
、
号
対
峰
）
と
周
希
旦
（
字
元
宰
、
号

敬
素
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
・
字
・
号
が
一
揃
い
ず
つ
別
々
に
判
明
し
た
こ
と
に

な
る
。『
新
刋
東
垣
十
書
』
に
両
者
の
名
が
共
に
見
え
る
以
上
は
、
同
一
人
物
が
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あ
る
時
点
で
改
名
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
同
時
期
に
活
動
し
た
建

陽
余
氏
双
峰
堂
三
台
舘
主
人
の
余
象
斗
（
字
仰
止
、
号
文
台
、
別
号
仰
止
子
、

三
台
山
人
な
ど
）
１
３

は
「
余
象
烏
」
や
「
余
世
騰
」
と
い
う
偽
名
も
使
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
偽
名
は
刊
行
者
の
「
余
象
斗
」
と
隣
り
合
う
行
に
批
評
者

と
し
て
並
ん
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
余
象
斗
の
字
で
あ
る
「
仰

止
」
や
号
で
あ
る
「
文
台
」
を
冠
し
て
い
る
こ
と
が
偽
名
と
看
做
さ
れ
る
根
拠

で
あ
る
１
４

。
対
し
て
、
周
曰
校
と
周
希
旦
の
場
合
は
ど
ち
ら
も
刊
行
者
と
し
て

記
さ
れ
る
名
だ
し
、「
曰
校
・
応
賢
・
対
峰
」
と
「
希
旦
・
元
宰
・
敬
素
」
の
組

み
合
わ
せ
が
崩
れ
て
互
い
に
入
り
混
じ
る
例
は
目
下
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
の

で
、
同
一
人
物
と
看
做
す
べ
き
積
極
的
な
根
拠
は
無
く
、
別
人
と
考
え
て
お
く

の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。 

本
論
第
三
章
で
万
暦
後
半
の
唐
氏
世
徳
堂
に
は
玉
予
唐
晟
と
貞
予
唐
㫤
の
共

同
刊
本
・
唐
晟
単
独
の
刊
本
・
唐
㫤
単
独
の
刊
本
の
三
種
が
あ
る
こ
と
が
確
認

出
来
て
い
る
か
ら
、
周
氏
仁
寿
堂
と
て
対
峰
周
曰
校
と
敬
素
周
希
旦
の
二
人
が

同
時
期
に
経
営
に
参
与
し
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
「
書
林 

仁
壽
堂 

周
對
峰
」
や
「
金
陵
仁
壽
堂
周
敬
素
」
と
は
っ
き
り
署

名
す
る
例
が
あ
る
以
上
、
両
者
は
い
ず
れ
も
仁
寿
堂
の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た

と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
の
封
面
に
見
え
る
大
業
堂

や
醉
耕
堂
と
周
希
旦
仁
寿
堂
の
関
係
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
第
二
節
で
検
討
す
る
。 

 

な
お
、
周
希
旦
の
名
・
字
・
号
の
い
ず
れ
か
が
見
え
る
刊
本
は
、
右
の
三
種

以
外
に
は
把
握
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
万
暦
十
年
代
初
頭
と
四
十
年
代
前

半
と
に
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
分
か
る
が
、
そ
の
間
の
約
三
十
年
間

の
活
動
状
況
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
近
い
時
期
に
南
直
隷
寧
国
府
旌
徳
県
の
人

で
嘉
靖
四
十
一
年
の
進
士
の
周
希
旦
（
字
汝
魯
）
が
い
る
が
、
仁
寿
堂
主
人
と

は
籍
貫
も
字
も
異
な
る
の
で
、
別
人
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
現
在
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
周
氏
仁
寿
堂
刊
本
に
見
え

る
刊
行
者
の
個
人
名
は
周
曰
校
と
周
希
旦
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
管
見
の
及

ん
だ
範
囲
で
周
氏
仁
寿
堂
の
名
が
見
え
る

も
早
い
刊
本
は
、
刊
行
者
の
個
人

名
は
見
え
ず
序
末
に
「
萬
曆
元
年
孟
秋
月
／
周
氏
仁
壽
堂
刋
行
」
の
蓮
牌
木
記

を
持
つ
万
暦
元
年
刊
『
本
草
蒙
筌
』
十
二
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
で
あ
り
、
同
じ

く

も
遅
い
も
の
は
前
述
の
万
暦
四
十
年
序
刊
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
で
あ

る
。 

 

（
３
）
周
曰
校
の
活
動
年
代
と
周
曰
校
甲
本
『
三
国
演
義
』
の
刊
年 

周
曰
校
の
活
動
年
代
は
、
近
年
の
『
三
国
演
義
』
の
版
本
研
究
に
お
い
て
注

目
の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
周
曰
校
の
名
が
見
え
る
『
三
国
演
義
』
の
版
本
は

前
述
の
周
曰
校
乙
本
・
周
曰
校
丙
本
の
他
に
も
う
一
つ
あ
り
、
周
曰
校
甲
本
と

通
称
さ
れ
て
い
る
。
甲
本
は
中
国
社
会
科
学
院
に
存
巻
六
・
七
・
九
の
残
本
が

あ
る
の
み
で
刊
年
の
手
掛
か
り
は
無
い
の
だ
が
、
甲
本
を
底
本
と
す
る
朝
鮮
翻

刻
本
が
近
年
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
朝
鮮
翻
刻
本
は
、
現
存

古
の
『
三
国
演
義
』

刊
本
だ
と
さ
れ
る
所
謂
嘉
靖
本
（
嘉
靖
壬
午
本
や
張
尚
徳
本
な
ど
と
も
呼
ば
れ
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る
）
と
同
じ
修
髯
子
「
三
國
志
通
俗
演
義
引
」
を
備
え
る
が
、
そ
の
末
尾
の
署

名
の
年
次
は
、
嘉
靖
本
が
「
嘉
靖
壬
午
（
元
年
）
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
嘉

靖
壬
子
（
三
十
一
年
）
」
と
な
っ
て
い
る
（
周
曰
校
乙
本
・
丙
本
も
朝
鮮
翻
刻
本

に
同
じ
）
。
こ
の
年
次
に
よ
っ
て
周
曰
校
甲
本
は
嘉
靖
三
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た

と
見
る
劉
世
徳
氏
の
説
１
５

と
、
周
曰
校
甲
本
は
万
暦
十
九
年
刊
の
周
曰
校
乙
本

よ
り
も
刊
行
が
遅
れ
る
と
す
る
陳
翔
華
氏
の
説
１
６

と
、
周
曰
校
甲
本
は
周
曰
校

乙
本
に
先
行
す
る
が
刊
年
は
万
暦
十
年
前
後
ま
で
し
か
遡
ら
な
い
だ
ろ
う
と
す

る
中
川
諭
氏
の
説
１
７

が
入
り
乱
れ
て
い
る
の
だ
。 

客
観
的
に
見
て
、
中
川
注
17
二
〇
一
二
年
論
文
に
お
け
る
本
文
の
比
較
に
よ

っ
て
、
周
曰
校
甲
本
が
周
曰
校
乙
本
に
先
行
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
証
明
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
周
曰
校
が
嘉
靖
三
十
一
年
に
既
に
活
動
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
中
川
注
17
二
〇
一
一
年
論
文
は
、

「
も
し
周
曰
校
甲
本
の
刊
行
年
が
嘉
靖
三
十
一
年
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
（
中
略
）

周
曰
校
が
嘉
靖
・
隆
慶
年
間
に
出
版
し
た
書
物
は
な
ぜ
一
つ
も
現
存
し
て
い
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
嘉
靖
三
十
年
頃
か
ら
万
暦
十
数
年
ま
で
の
約

四
十
年
間
、
周
曰
校
は
な
ぜ
ま
っ
た
く
活
動
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」（
六

九
頁
）
と
述
べ
て
周
曰
校
甲
本
は
嘉
靖
三
十
一
年
刊
と
す
る
劉
世
徳
注
15
論
文

に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
周
曰
校
に
他
に
ど
ん
な
刊
本
が
あ
っ
た
の
か
の
具

体
例
は
あ
ま
り
挙
げ
て
お
ら
ず
、
活
動
年
代
も
「
万
暦
年
間
に
活
躍
し
て
い
た

書
肆
で
あ
り
、
嘉
靖
年
間
に
は
ま
だ
活
動
し
て
お
ら
ず
、
書
籍
の
出
版
も
行
っ

て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」（
同
前
）
と
い
う
大
雑
把
な
推
定
に
止
ま
っ
て
い

る
。 陳

翔
華
注
16
論
文
は
周
曰
校
の
活
動
年
代
を
よ
り
綿
密
に
絞
り
込
ん
で
い

る
。
即
ち
、
陳
氏
所
見
の
も
の
と
伝
聞
に
よ
る
も
の
と
を
併
せ
た
十
七
の
刊
本

の
封
面
や
刊
記
の
字
句
を
引
用
し
た
上
で
、
周
曰
校
の
活
動
が
確
認
出
来
る
の

は
万
暦
十
一
年
か
ら
万
暦
三
十
四
年
の
間
だ
と
す
る
。 

し
か
し
、
陳
氏
の
挙
げ
る
十
七
例
の
う
ち
、

も
刊
年
の
遅
い
万
暦
三
十
四

年
序
刊
『
新
刻
全
像
海
剛
峯
先
生
居
官
公
案
』
四
巻
（
台
湾
国
家
図
書
館
、
東

京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
仁
井
田
文
庫
、
中
国
国
家
図
書
館
等
蔵
）
は
、
周
曰

校
刊
本
の
例
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。
同
書
は
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行
に
低

十
二
格
で
「

人
羲
齋
李
春
芳
編
次
／
金
陵
萬
卷
樓
虗
舟
生
鐫
」
と
あ
り
、
末

尾
に
「
（
低
一
格
）
萬
曆
丙
午
歳
（
三
十
四
年
）
夏
月
之
吉
晋
人
羲
亝
／
（
低
二

格
）
李
春
芳
書
于
萬
卷
樓
中
」
と
署
名
す
る
「
新
刻
海
剛
峯
先
生
居
官
公
案
傳

序
」
に
も
金
陵
の
虚
舟
生
が
刊
行
し
た
と
の
旨
が
見
え
る
も
の
の
１
８

、
対
峰
周

曰
校
の
名
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
の
だ
。
虚
舟
生
が
誰
の
号
な
の
か
は
不
明
で
、

周
氏
で
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
も
定
か
で
は
な
い
１
９

。
後
述
の
如
く
周
曰
校
以
外

の
人
物
が
刊
行
し
た
周
氏
万
巻
楼
刊
本
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
周
曰
校
の
活
動

年
代
の
根
拠
と
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
仁
寿
堂
も

対
峰
周
曰
校
と
敬
素
周
希
旦
の
二
人
が
名
乗
っ
て
い
る
か
ら
、
周
氏
万
巻
楼
の

活
動
年
代
・
周
氏
仁
寿
堂
の
活
動
年
代
・
周
曰
校
の
活
動
年
代
の
三
者
は
区
別
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し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
こ
で
、
管
見
に
及
ん
だ
中
か
ら
周
曰
校
自
身
が
確
か
に
刊
行
に
関
わ
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
刊
年
の

も
早
い
版
本
と
、
同
じ
く

も
遅
い
版
本
と
を
紹
介

し
て
、
陳
翔
華
氏
の
唱
え
る
周
曰
校
の
活
動
年
代
に
些
か
補
正
を
加
え
た
い
。 

ま
ず

も
早
い
版
本
だ
が
、
陳
氏
が
挙
げ
る
万
暦
癸
未
（
十
一
年
）
刊
『
卓

氏
藻
林
』
八
巻
（
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
、
筆
者
未
見
）
に
先
行
す
る
も
の

を
一
点
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
、
左
右
五
欄
に
分
か
つ
封
面
の
中
央

に
「 

周 

氏 

萬 

巻 

樓 
刋
」
と
記
し
２
０

、「
（
低
二
格
）
萬
曆
丁
丑
（
五

年
）
春
月
吉
旦
／
賜
進
士
第
資
政
大
夫
刑
部
尚
書
侍
／ 

經
筵
奉
／
命 

藉
田

兖
九
卿
官 

大
閲
分
閲
前
南
京
／
（
低
二
格
）
戸
兵
部
尚
書
叅
贊
機
務
都
察
院

右
都
／
（
低
二
格
）
御
史
扶
溝
三
川
劉
自
強
書
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
古
今

醫
鑑
序
」
、
「
中
憲
大
夫
知
江
西
南
康
府
事
／
（
低
七
格
）
鄢
陵
水
山
劉
巡
書
」

と
末
尾
に
記
す
同
名
序
、
「
（
低
二
格
）
峕
／
（
低
二
格
）
萬
曆
四
年
歳
次
丙
子

孟
冬
之
吉
／
（
低
六
格
）
金
谿
後
學
龔
廷
賢
書
于
有
恒
堂
」
と
末
尾
に
署
名
す

る
自
序
「
敘
古
今
醫
鑑
弁
首
」
を
持
つ
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
八
巻
（
内
閣
文
庫
２
１

、

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）
で
あ
る
。
巻
一
・
三
・
四
・
五
・
六
の
各
巻
頭
第

二
～
四
行
に
低
十
三
格
で
「
太
醫
院
醫
官
金
谿
龔
信
編
／
（
更
に
低
五
格
）
男 

廷
賢
續
編
／
金
陵
書
林
對
峰
周
曰
校
刋
行
」（
巻
四
・
六
は
第
四
行
「
林
」
が
「
坊
」
）

と
あ
る
が
、
巻
七
は
こ
の
う
ち
第
四
行
を
「
金
陵
書
林
竹
潭
周
宗
孔
梓
行
」
、
巻

八
は
同
じ
く
「
金
陵
書
林
前
山
周
庭
槐
刋
行
」
と
し
て
お
り
、
巻
二
は
こ
の
三

行
に
文
字
が
全
く
見
え
な
い
。
巻
七
に
見
え
る
竹
潭
周
宗
孔
２
２

と
巻
八
に
見
え

る
前
山
周
庭
槐
２
３

は
い
ず
れ
も
万
暦
初
頭
に
単
独
で
も
刻
書
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
出
来
る
の
で
、
周
曰
校
と
は
別
人
と
見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
同
書
は
周
曰
校
・
周
宗
孔
・
周
庭
槐
の
三
者
に
よ
る
共
同
刊
行
の
周

氏
万
巻
楼
刊
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
序
文
は
三
つ
と
も
刊
行
の
経
緯
に
触
れ

る
も
の
だ
し
、
周
宗
孔
も
周
庭
槐
も
万
暦
一
桁
の
時
期
に
刻
書
を
行
っ
て
い
る

の
で
、
実
際
の
刊
行
も
序
の
年
次
か
ら
ほ
ど
な
く
と
思
わ
れ
、
万
暦
五
年
序
刊

と
称
し
て
良
い
だ
ろ
う
。 

一
方
、
周
曰
校
自
身
が
刊
行
し
た
こ
と
が
確
か
な

も
遅
い
刊
本
は
、
管
見

の
限
り
で
は
陳
翔
華
注
16
論
文
と
同
じ
で
、
封
面
上
層
に
「
皇
明
十
二
朝
正
史
」

と
横
書
き
し
、
そ
の
下
に
三
欄
に
区
切
っ
て
「 

萬
曆
庚
子
歳
（
二
十
八
年
）

／
昭
代
典
則
／ 

萬
巻
樓
刋
行
」（
中
央
は
大
字
、
左
右
は
毎
字
隔
二
格
）
と
見

え
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
に
「
（
低
三
格
）
賜
進
士
太
子
少
保
刑
部
尚
書

江

黄
光
昇
編
輯
／
（
低
十
四
格
）
吳
郡
陸
翀
之
校
閲
／
（
低
十
四
格
）
金
陵
周
曰

校
刋
行
」
と
記
す
『
昭
代
典
則
』
二
十
八
巻
（
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文

庫
、
台
湾
国
家
図
書
館
［
二
本
、
封
面
欠
］
等
蔵
）
で
あ
る
２
４

。 

な
お
、
杜
信
孚
『
明
代
版
刻
綜
録
』
（
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
、
一
九
八
三
）

及
び
そ
の
実
質
的
な
増
補
版
に
当
た
る
杜
信
孚
・
杜
同
書
『
全
明
分
省
分
県
刻

書
考
』（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
一
）
は
、
こ
れ
よ
り
刊
年
の
遅
い
「
金
陵
三
山
街

周
曰
校
萬
巻
樓
書
林
刊
本
」
を
合
計
三
種
著
録
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
従
う
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べ
き
で
は
な
い
。
ま
ず
万
暦
三
十
九
年
刊
と
さ
れ
る
『
藥
性
歌
括
雷
公
炮
製
大

全
』
十
巻
は
大
い
に
疑
わ
し
い
し
２
５

、
万
暦
三
十
四
年
刊
と
さ
れ
る
『
新
鎸マ

マ

全

像
海
剛
峯
先
生
居
官
公
案
』
四
巻
に
周
曰
校
の
名
が
見
え
な
い
の
は
前
述
の
通

り
。
残
る
崇
禎
元
年
（
一
六
二
八
）
刊
と
さ
れ
る
『
本
草
蒙
筌
』
十
二
巻
は
、

前
述
し
た
万
暦
元
年
周
氏
仁
寿
堂
刊
本
で
は
な
く
、
三
欄
に
分
か
つ
双
辺
の
封

面
左
右
に
「
重
刻
增
補
圖
像
／
本
草
蒙
筌
土
産
藥
性

炮
製
倶
全

」
、
中
央
に
「
（
低
三
格
）
萬

卷
樓
周
如
泉
刋
行
」
と
記
し
、「 

峕
／
崇
禎
改
元
之
中
和
月
既
望
／ 

潭
陽
劉

孔
敦
若
樸
子
漫
書
于
金
／ 

陵
萬
卷
樓
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
重
刻
本
草
蒙

筌
序
」
を
持
つ
『
圖
像
本
草
蒙
筌
』
十
二
巻
（
内
閣
文
庫
、
東
京
大
学
総
合
図

書
館
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
等
蔵
）
を
著
録
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
刊
行
者
は

対
峰
周
曰
校
で
は
な
く
周
如
泉
な
る
人
物
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
周
曰
校
の
確
実
な
活
動
年
代
は
、
万
暦
五
年
か
ら
万
暦
二
十
八
年

の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
刊
行
者
と
し
て
周
曰
校
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る

書
物
は
、
別
人
に
よ
る
覆
刻
本
や
翻
刻
本
を
除
い
た
上
で
な
お
三
十
版
近
く
を

確
認
し
て
い
る
が
、
右
に
挙
げ
た
以
外
で
刊
年
の
分
か
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も

万
暦
十
一
年
か
ら
同
二
十
七
年
の
間
に
収
ま
っ
て
い
る
。
前
述
の
刊
行
者
の
個

人
名
を
記
さ
な
い
万
暦
元
年
周
氏
仁
寿
堂
刊
『
本
草
蒙
筌
』
が
周
曰
校
の
刊
行

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
し
、
万
暦
三
十
四
年
序
刊
『
新
刻
全

像
海
剛
峯
先
生
居
官
公
案
』
の
刊
行
者
「
虗
舟
生
」
が
周
曰
校
晩
年
の
別
号
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
可
能
性
も
否
定
は
出
来
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
少
し
幅

を
も
た
せ
て
、
周
曰
校
の
活
動
年
代
は
概
ね
万
暦
初
頭
か
ら
万
暦
三
十
年
前
後

ま
で
と
見
て
お
こ
う
。
嘉
靖
三
十
一
年
が
孤
立
し
て
い
る
と
い
う
中
川
氏
の
指

摘
は
、
間
の
空
白
期
間
こ
そ
約
二
十
年
と
少
し
縮
ま
っ
た
が
、
確
実
な
活
動
期

間
に
お
け
る
出
版
点
数
の
多
さ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
外
れ
る
嘉

靖
三
十
一
年
に
周
曰
校
刊
本
が
あ
っ
た
可
能
性
は
一
層
低
く
な
っ
た
と
言
え
よ

う
。 周

曰
校
が
万
暦
五
年
に
も
活
動
し
て
い
る
と
判
明
し
た
以
上
、
周
曰
校
甲
本

『
三
国
演
義
』
の
刊
年
が
万
暦
一
桁
に
遡
る
可
能
性
も
一
応
視
野
に
入
れ
る
べ

き
で
は
あ
ろ
う
が
、
万
暦
十
九
年
以
降
陸
続
と
刊
行
さ
れ
た
周
曰
校
乙
本
『
三

国
演
義
』
を
始
め
と
す
る
周
氏
万
巻
楼
や
唐
氏
世
徳
堂
の
他
の
章
回
小
説
刊
本

と
そ
う
大
き
く
間
が
空
く
と
も
考
え
に
く
い
の
で
、
概
ね
万
暦
十
年
代
前
半
の

刊
と
見
る
中
川
説
が

も
妥
当
で
あ
ろ
う
２
６

。 

（
４
）
万
巻
楼
の
後
継
者
た
ち
―
―
玉
卬
周
文
煥
と
如
泉
周
文
燿 

続
い
て
、
先
ほ
ど
登
場
し
た
周
如
泉
な
ど
、
周
曰
校
以
外
の
人
物
に
よ
る
万

巻
楼
刊
本
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。 

『
新
刋
醫
林
狀
元
濟
世
全
書
』
八
巻
は
、
唐
本
は
完
本
の
現
存
が
知
ら
れ
て

お
ら
ず
、
大
尾
に
「
寛
永
十
三
丙
子(

一
六
三
六)

仲
春
吉
旦
／
（
低
約
八
格
）

雕
開
／
二
條
玉
屋
町
村
上
平
樂
寺
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
和
刻
本
（
尊
経
閣
文

庫
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
富
士
川
文
庫
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
等
蔵
）
に
よ

っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
２
７

。
「
…
… 

峕
／
萬
曆
丙
辰
（
四
十
四
年
）
夏
金
谿
龔
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廷
賢
自
叙
」
と
末
尾
に
記
す
「
濟
世
全
書
序
」
を
備
え
、
底
本
そ
の
ま
ま
に
覆

刻
し
た
と
思
し
き
三
欄
に
区
切
っ
た
封
面
の
左
右
に
大
字
で
「
鍥
雲
林
龔
先
生

／
新
編
濟
世
全
書
」
、
中
央
に
下
寄
せ
で
「
金
陵
萬
巻
楼
周
玉
卬
刋
」
と
あ
り
、

各
巻
の
巻
頭
第
十
二
行
に
刊
行
者
名
を
記
す
が
、
巻
一
と
巻
四
で
は
「
金
陵
書

坊
萬
卷
樓
存
義
堂
玉
卬
周
文
煥
刋
行
」
、
そ
れ
以
外
の
巻
で
は
「
金
陵
書
坊
萬
卷

樓
存
義
堂
如
泉
周
文
燿
刋
行
」
２
８

と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
和
刻
本
の

底
本
は
、
玉
卬
周
文
煥
と
如
泉
周
文
燿
の
二
人
が
共
同
で
刊
行
し
た
万
暦
四
十

四
年
序
刊
の
金
陵
万
巻
楼
存
義
堂
刊
本
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

ま
た
、「
題
武
科
韜
畧
全
書
叙
」
の
末
尾
に
「 

峕
／
萬
曆
疆
圉
大
荒
落
（
四

十
五
年
）
應
鍾
之
吉
／ 

嘉
興
御
冷
錢
士
升
撰
」
と
あ
る
『
精
選
詳
註
武
科
三

場
韜
略
全
書
』
五
巻
２
９

（
内
閣
文
庫
蔵
）
は
、
左
右
三
欄
に
分
か
つ
封
面
の
右

下
枠
外
に
耳
格
を
設
け
て
「
金
陵
萬
巻
樓
周
如
泉
刋
行
」
と
記
し
３
０

、
序
と
凡

例
と
目
録
は
全
葉
の
版
心
下
部
に
「
萬
卷
樓
刋
」
と
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
七
行

に
「
秣
陵
武
學
生
如
泉
周
文
燿
校
鐫
」
と
見
え
る
。 

 

右
の
二
例
か
ら
、
万
暦
末
期
に
は
同
族
同
排
行
で
あ
ろ
う
玉
卬
周
文
煥
と
如

泉
周
文
燿
の
二
人
が
金
陵
周
氏
万
巻
楼
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る

が
、
両
者
が
刊
行
し
た
よ
り
早
い
も
の
に
、
万
暦
三
十
年
重
刊
『
新
刋
萬
病
囘

春
』
八
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
が
あ
る
。
や
は
り
同
排
行
と
思
わ
れ
る
成
卬
周
文

憲
と
の
三
者
共
同
刊
行
で
、
左
右
五
欄
に
分
か
つ
封
面
の
中
央
に
は
毎
字
隔
半

格
で
「
萬
曆
壬
寅
仲
春
周
成
卬
重
刋
」
と
あ
る
が
３
１

、
各
巻
巻
頭
第
七
行
に
記

さ
れ
る
刊
行
者
名
は
、
巻
一
・
二
・
七
・
八
は
「
金
陵
書
坊
成
卬
周
文
憲
刋
行
」
、

巻
三
・
四
は
「
金
陵
書
坊
玉
卬
周
文
煥
刋
行
」
、
巻
五
・
六
は
「
金
陵
書
坊
如
泉

周
文
燿
刋
行
」
と
な
っ
て
い
る
。「
…
…
萬
曆
丁
亥
（
十
五
年
）
春
正
月
庚
寅
金

／ 

谿
龔
廷
賢
序
」
と
結
ぶ
自
序
「
萬
病
囘
春
序
」
や
「 

萬
曆
十
六
年
歳
次

戊
子
孟
秋
／ 

之
吉
／
（
一
行
空
白
）
／
周
藩
海
陽
王
崑
湖
勤
炵
撰
」（
署
名
の

下
に
陽
刻
正
方
「
海
陽
／
王
章
」
大
印
を
刻
す
）
と
結
ぶ
「
萬
病
囘
春
後
序
」
３
２

な
ど
が
あ
り
、「
萬
曆
戊
子
秋
月
歸
安
鹿
門
茅
坤
撰
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
萬

病
囘
春
序
」
に
は
、
撰
者
龔
廷
賢
の
姻
戚
で
あ
る
「
對
峰
周
君
」
に
序
を
請
わ

れ
た
と
見
え
る
３
３

。
よ
っ
て
初
刻
本
は
万
暦
十
六
年
序
刊
の
周
曰
校
刊
本
と
推

定
さ
れ
る
が
、
現
存
は
知
ら
れ
な
い
３
４

。
ま
た
、
慶
長
古
活
字
本
を
始
め
と
し

て
周
曰
校
刊
本
を
底
本
と
す
る
和
刻
本
が
古
活
字
で
も
整
版
で
も
何
種
類
も
残

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
中
央
に
「
萬
曆
丁
酉
（
二
十
五
年
）
歳

秋
月
吉
旦
周
對
峰
刋
行
」
と
記
し
た
左
右
五
欄
に
分
か
つ
封
面
を
持
ち
、
自
序

を
除
い
た
序
跋
計
三
篇
の
年
次
が
一
律
に
「
丁
酉
」
な
い
し
「
萬
曆
二
十
五
年
」

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
３
５

。
し
て
み
る
と
、
初
刻
本
の
他
に
も
う

一
つ
周
曰
校
自
身
の
手
に
よ
る
万
暦
二
十
五
年
重
刊
本
が
存
在
し
た
と
推
定
さ

れ
る
が
、
こ
れ
も
筆
者
未
見
。
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
三
者
の
万
暦
三
十

年
重
刊
本
は
、
序
の
年
次
を
見
る
に
、
お
そ
ら
く
初
刻
本
を
底
本
と
し
た
も
の

だ
ろ
う
３
６

。 

周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
の
三
者
と
も
、
こ
の
万
暦
三
十
年
重
刊
本
『
新
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刋
萬
病
囘
春
』
で
は
単
に
「
金
陵
書
坊
」
と
す
る
の
み
で
、
は
っ
き
り
と
万
巻

楼
を
名
乗
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
周
文
煥
と
周
文
燿
が
万
暦
四
十
四
年
に

は
万
巻
楼
を
名
乗
っ
て
刻
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
同
書
が
万
巻
楼
主
人
で
あ

っ
た
周
曰
校
が
二
度
刊
行
し
て
い
た
も
の
の
重
刊
本
で
あ
る
こ
と
、
周
曰
校
は

万
暦
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
は
毎
年
複
数
の
刻
書
を
行
っ
て
い
る
（
陳

翔
華
注
16
論
文
参
照
）
の
に
対
し
て
、
万
暦
二
十
八
年
の
一
種
を

後
に
活
動

が
確
認
出
来
な
く
な
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
周
曰
校
は
万
暦
二
十
年
代

末
に
世
を
去
る
か
隠
居
す
る
か
し
て
お
り
、
そ
れ
を
期
に
周
氏
万
巻
楼
は
「
文
」

字
輩
の
世
代
に
代
替
わ
り
し
た
と
い
う
可
能
性
が
高
そ
う
だ
。「
文
」
字
輩
は
お

そ
ら
く
周
曰
校
の
子
姪
輩
に
当
た
る
だ
ろ
う
３
７

。
先
ほ
ど
は
万
暦
三
十
四
年
序

刊
『
新
刻
全
像
海
剛
峯
先
生
居
官
公
案
』
の
刊
行
者
「
虗
舟
生
」
が
周
曰
校
晩

年
の
別
号
で
あ
っ
た
可
能
性
に
も
含
み
を
持
た
せ
た
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
隠
居
が
久
し
ぶ
り
に
仕
事
に
手
を
出
し
て
み
た
と
い
う

程
度
の
こ
と
で
、
万
暦
三
十
年
代
に
も
現
役
バ
リ
バ
リ
の
主
人
と
し
て
万
巻
楼

の
経
営
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。 

周
曰
校
と
「
文
」
字
輩
と
の
連
続
性
は
、
万
暦
三
十
年
重
刊
『
新
刋
萬
病
囘

春
』
の
内
閣
文
庫
蔵
本
が
各
冊
一
巻
の
装
丁
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表
紙

の
左
肩
に
刷
題
簽
、
そ
の
右
に
縹
色
の
紙
に
刷
っ
た
正
方
形
の
目
録
題
簽
（
巻

一
内
寸
：
八
．
七
×
七
．
九
ｃ
ｍ
）
を
貼
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

何
故
な
ら
、
各
巻
一
冊
の
装
丁
で
刷
題
簽
と
縹
色
の
刷
目
録
題
簽
を
こ
の
位
置

に
貼
る
と
い
う
手
法
は
、
万
暦
十
九
年
刊
の
周
曰
校
乙
本
『
三
国
演
義
』
に
見

ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
３
８

。
ま
た
、
封
面
上
層
に
横
書
き
で
「
萬
曆
乙
未
（
二

十
三
年
）
季
冬
吉
」
、
左
右
三
欄
に
区
切
る
封
面
下
層
の
左
右
に
大
字
で
「
翰
苑

彙
選
歷
／
朝
故
事
統
宗
」
、
中
央
に
「
金
陵
周
氏
萬
巻
樓
鐫
行
」
と
あ
り
、
巻
一

巻
頭
第
四
行
に
低
六
格
で
「
金
陵 

書
林 

對
峰 

周
曰
校 

刋
行
」
と
記
す

『
新
鐫
翰
林
攷
正
歷
朝
故
事
統
宗
』
十
巻
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
［
欠
巻
九
・

十
］
）
も
、
外
題
の
他
に
そ
の
冊
に
収
め
る
数
巻
分
の
目
録
も
記
し
た
巨
大
な
刷

題
簽
が
各
冊
の
表
紙
に
貼
ら
れ
て
い
る
３
９

。
更
に
、
前
述
の
万
暦
四
十
四
年
序

刊
の
周
文
煥
・
周
文
燿
万
巻
楼
存
義
堂
刊
『
新
刋
醫
林
狀
元
濟
世
全
書
』
を
底

本
と
す
る
村
上
平
楽
寺
和
刻
本
（
例
示
の
三
伝
本
と
も
）
や
、
万
暦
二
十
五
年

周
曰
校
重
刊
『
新
刋
萬
病
囘
春
』
を
底
本
と
す
る
和
刻
本
の
多
く
４
０

、
更
に
は

当
の
万
暦
三
十
年
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
重
刊
『
新
刋
萬
病
囘
春
』
を
底

本
と
す
る
無
刊
記
の
和
刻
本
（
堺
市
立
中
央
図
書
館
蔵
）
な
ど
も
、
い
ず
れ
も

刷
題
簽
と
正
方
形
の
目
録
題
簽
（
但
し
紙
の
色
は
白
）
を
各
冊
表
紙
に
貼
付
し

て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
周
氏
万
巻
楼
刊
本
に
二
世
代
続
け
て
多
く
見

ら
れ
た
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
を
底
本
と
す
る
和
刻
本
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た

と
考
え
て
良
か
ろ
う
。 

右
の
「
文
」
字
輩
の
三
者
の
う
ち
、
如
泉
周
文
燿
は
崇
禎
初
年
に
も
万
巻
楼

主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
即
ち
、
先
に
挙
げ
た
『
圖

像
本
草
蒙
筌
』
十
二
巻
（
内
閣
文
庫
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
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図
書
館
等
蔵
）
は
、
封
面
中
央
に
「
萬
卷
樓
周
如
泉
刋
行
」
と
あ
り
、
崇
禎
元

年
に
劉
孔
敦
が
金
陵
万
巻
楼
で
書
い
た
「
重
刻
本
草
蒙
筌
序
」
を
持
つ
崇
禎
元

年
序
刊
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
劉
孔
敦
序
に
は
旧
版
の
版
木
は
傷
ん
で
い
る
上
に

誤
謬
も
ま
ま
あ
る
の
で
自
ら
増
訂
し
て
刊
行
す
る
と
の
旨
が
記
さ
れ
４
１

、
各
巻

巻
頭
第
四
行
に
も
低
十
三
格
で
「
潭
陽
後
學
劉
孔
敦 

若
樸 

增
補
」
と
見
え

る
。 王

重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』（
前
掲
）
は
同
書
の
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵

本
（
筆
者
未
見
）
を
著
録
し
、「
増
補
」
と
は
原
本
に
は
無
か
っ
た
薬
物
の
図
を

補
い
、
ま
た
熊
宗
立
『
歴
代
名
医
図
』
か
ら
主
要
な
人
物
を
選
ん
で
巻
首
に
付

し
た
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
二
五
八
頁
）
。
王
氏
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い

が
、
増
補
の
対
象
と
な
っ
た
底
本
は
、
前
述
の
万
暦
元
年
周
氏
仁
寿
堂
刊
『
本

草
蒙
筌
』
だ
っ
た
よ
う
だ
４
２

。
こ
の
点
か
ら
も
万
巻
楼
主
人
だ
け
で
は
な
く
仁

寿
堂
主
人
で
も
あ
っ
た
対
峰
周
曰
校
と
如
泉
周
文
燿
の
連
続
性
が
窺
え
よ
う
。

王
氏
は
続
け
て
「
萬
卷
樓
爲
周
曰
校
在
金
陵
所
設
書
坊
、
如
泉
疑
是
曰
校
子
姪

輩
、
蓋
崇
禎
初
曰
校
已
下
世
、
時
如
泉
主
坊
事
也
」
と
の
推
測
を
示
し
て
い
る
。

如
泉
の
名
が
文
燿
で
あ
る
こ
と
や
代
替
わ
り
の
時
期
な
ど
前
述
し
た
別
の
例
か

ら
補
え
る
点
も
多
い
が
、
正
し
い
推
測
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

な
お
、
王
氏
は
更
に
「
又
劉
孔
敦
建
陽
人
、
疑
爲
喬
山
堂
劉
龍
田
之
子
姪
、

時
乃
兄
孔
教
已
成
進
士
、
喬
山
堂
或
已
不
繼
續
刻
書
業
、
故
孔
敦
爲
周
氏
幇
忙

也
」
と
も
記
す
。
方
彦
寿
『
建
陽
刻
書
史
』
（
中
国
社
会
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）

三
一
九
～
三
二
五
頁
に
よ
れ
ば
、
劉
孔
敦
は
万
暦
年
間
を
中
心
に
多
く
の
刻
書

を
行
っ
た
喬
山
堂
主
人
劉
大
易
（
字
龍
田
、
号
爌
文
、
一
五
六
〇
～
一
六
二
五
）

の
三
男
で
、
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
の
進
士
劉
孔
敬
（
字
若
臨
）
が
孔
敦
の

長
兄
で
あ
る
。
劉
孔
教
は
次
兄
だ
が
、
こ
ち
ら
に
進
士
及
第
の
事
実
は
確
認
出

来
な
い
の
で
、
王
氏
が
「
時
乃
兄
孔
教
已
成
進
士
」
と
す
る
の
は
「
…
…
兄
孔

敬
…
…
」
の
誤
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
余
象
斗
の
姻
戚
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
劉
龍
田
４
３

の
息
子
が
、
崇
禎
初
年
に
金
陵
万
巻
楼
に
お
い
て
周
氏
仁

寿
堂
刊
本
の
増
補
を
手
掛
け
、
そ
の
際
に
建
陽
の
先
達
で
あ
る
成
化
間
の
熊
宗

立
の
著
作
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
金
陵
の
書
坊
と
建
陽
の
書
坊
の
関

係
を
考
え
る
上
で
非
常
に
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
七
章

で
改
め
て
掘
り
下
げ
る
。 

 

（
５
）
王
重
民
説
の
再
検
討
①
―
―
継
志
斎
は
周
曰
校
の
書
坊
名
か
？ 

と
こ
ろ
で
、
王
重
民
氏
は
前
掲
『
中
国
善
本
書
提
要
』
の
『
李
卓
吾
遺
書
』

十
二
種
二
十
四
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
の
項
目
に
お
い
て
、
同
書
が
八
行

十
八
字
本
と
九
行
十
八
字
本
と
が
混
在
し
て
い
る
叢
書
で
、
八
行
本
に
は
「
萬

卷
樓
刻
」
と
あ
る
も
の
と
「
繼
志
齋
刻
」
と
あ
る
も
の
と
が
一
つ
ず
つ
あ
る
と

著
録
し
た
上
で
「
繼
志
齋
與
萬
卷
樓
幷
爲
周
曰
校
經
營
坊
名
」
と
述
べ
、
更
に

九
行
本
に
は
「
秣
陵
陳
邦
泰
校
梓
」
と
見
え
る
も
の
が
一
つ
あ
る
と
著
録
し
て
、

「
疑
此
九
行
本
均
爲
陳
邦
泰
據
周
氏
八
行
本
翻
刻
者
」
と
の
推
定
を
示
し
て
い

る
（
四
二
五
頁
）
。 
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王
氏
は
更
に
、
書
名
葉
（
原
文
マ
マ
。
封
面
の
こ
と
ら
し
い
）
に
「
燕
超
堂

藏
板
」
、
巻
二
十
二
末
の
牌
記
に
「
秣
陵
陳
大
來
校
梓
於
繼
志
齋
中
」
と
あ
る
と

い
う
『
卓
吾
先
生
李
氏
叢
書
』
十
一
種
二
十
三
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
の

項
目
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
四
二
四
頁
）
。 

陳
大
來
卽
陳
邦
泰
、
曾
刻
李
贄
著
作
爲
十
二
種
、
據
此
牌
記
與
刻
書
行
款
、

疑
是
時
繼
志
齋
原
刻
八
行
版
與
陳
刻
九
行
版
均
已
毀
、
故
又
據
繼
志
齋
原

本
翻
刻
爲
此
本
。
陳
大
來
所
經
營
之
書
坊
當
名
爲
燕
超
堂
、
蓋
自
周
曰
校

書
業
經
營
衰
落
以
後
、
陳
氏
燕
超
堂
収
買
繼
志
齋
、
故
是
書
牌
記
兼
用
二

坊
名
也
。 

だ
が
、『
中
国
善
本
書
提
要
』
は
周
曰
校
が
万
巻
楼
主
人
で
あ
っ
た
根
拠
は
前

述
の
『
增
定
國
朝
館
課
經
世
宏
辭
』
の
刊
記
と
印
記
を
著
録
す
る
こ
と
で
挙
げ

て
い
る
が
（
四
七
八
頁
）
、
周
曰
校
が
継
志
斎
主
人
で
も
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は

ど
こ
に
も
挙
げ
て
い
な
い
。
継
志
斎
を
周
曰
校
の
書
坊
名
の
一
つ
と
し
て
挙
げ

る
先
行
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
何
故
そ
の
よ
う
に
看
做
し
得
る
の
か
具
体
的

な
根
拠
を
示
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
り
、
筆
者
は
周
曰
校
が
継
志
斎
名
義
で
刊

行
し
た
版
本
は
一
つ
と
し
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
継
志
斎
も
万

巻
楼
と
同
様
に
周
曰
校
の
書
坊
名
だ
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
『
李
卓
吾
遺
書
』

と
『
卓
吾
先
生
李
氏
叢
書
』
に
見
え
る
複
雑
な
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の
王
氏

の
推
測
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
批
判
に
踏
襲
さ
れ
て
来
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。 

一
方
、
万
暦
間
の
継
志
斎
と
言
え
ば
、
大
来
陳
邦
泰
が
金
陵
で
営
み
、
多
く

の
戯
曲
を
刊
行
し
た
書
坊
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
活
動
状
況

は
根
ケ
山
徹
「
陳
氏
継
志
斎
と
『
綴
白
裘
合
選
』
」（
『
山
口
大
学
文
学
会
誌
』
第

四
十
九
号
、
一
九
九
九
）
に
詳
し
い
。
根
ケ
山
氏
は
所
見
の
大
来
陳
邦
泰
刊
本

の
刊
記
の
年
次
が
万
暦
二
十
六
年
か
ら
同
四
十
年
ま
で
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と

か
ら
、「
継
志
斎
が
出
版
に
携
わ
っ
た
の
は
、
万
暦
の
中
期
か
ら
末
年
に
至
る
約

十
五
年
か
ら
二
十
年
の
間
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
七

〇
頁
）
。
大
来
陳
邦
泰
の
名
と
継
志
斎
の
名
は
、
王
氏
が
引
く
『
卓
吾
先
生
李
氏

叢
書
』
巻
二
十
二
末
の
「
秣
陵
陳
大
來
校
梓
於
繼
志
齋
中
」
や
、
根
ケ
山
氏
の

挙
げ
る
『
重
校
義
侠
記
』
二
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
の
序
末
の
「
（
低
二
格
）

壬
子
（
万
暦
四
十
年
）
淸
明
日
陳
大
來
手
書
重
／
（
低
二
格
）
梓
于
繼
志
亝
中
」

な
ど
、
複
数
の
版
本
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
結
び
付
い
て
い
る
の
が
確
認
出
来

る
。
対
し
て
、
大
来
陳
邦
泰
が
燕
超
堂
名
義
で
刊
行
し
た
版
本
は
、
こ
れ
ま
た

管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

北
京
大
学
図
書
館
所
蔵
の
『
李
卓
吾
遺
書
』
と
『
卓
吾
先
生
李
氏
叢
書
』
を

実
見
し
た
と
こ
ろ
、
王
氏
の
著
録
通
り
で
は
あ
っ
た
が
、
万
巻
楼
と
継
志
斎
の

関
係
は
、
初
め
か
ら
周
氏
万
巻
楼
と
陳
氏
継
志
斎
が
共
同
で
分
担
刊
行
し
て
い

た
と
か
、
周
氏
万
巻
楼

、
、
、
、
、
の
版
木
を
陳
氏
継
志
斎

、
、
、
、
、
が
手
に
入
れ
て
増
補
し
た
と
か

い
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
王
氏
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
付
か
な

い
状
況
で
は
な
い
。 
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根
ケ
山
氏
の
考
証
し
た
陳
氏
継
志
斎
の
活
動
年
代
は
、
初
期
は
本
節
で
得
ら

れ
た
周
曰
校
の
活
動
年
代
の
晩
期
と
重
な
る
し
、
末
期
は
周
氏
「
文
」
字
輩
が

万
巻
楼
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る

中
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
王
氏
の
「
周

曰
校
の
書
坊
の
経
営
が
衰
退
し
た
後
に
大
来
陳
邦
泰
が
周
氏
か
ら
継
志
斎
を
買

い
取
っ
た
」
と
い
う
推
測
は
成
立
し
難
い
。
よ
っ
て
、
継
志
斎
は

初
か
ら
大

来
陳
邦
泰
の
書
坊
で
あ
っ
て
、
周
曰
校
の
書
坊
名
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
と
見

て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
４
４

。
燕
超
堂
が
大
来
陳
邦
泰
の
書
坊
名
だ
と
い
う
の
も
疑

わ
し
い
。 

（
６
）
王
重
民
説
の
再
検
討
②
―
―
周
曰
校
は
太
学
生
で
あ
っ
た
か
？ 

王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
は
、
周
曰
校
に
関
し
て
も
う
一
つ
裏
付
け
が

取
れ
な
い
指
摘
を
し
て
い
る
。『
皇
明
大
政
紀
』
二
十
五
巻
の
ア
メ
リ
カ
国
会
図

書
館
蔵
本
（
未
見
）
の
項
目
に
お
い
て
、
封
面
に
「
萬
曆
壬
寅
歳
（
三
十
年
）

博
古
堂
刻
行
」
と
あ
る
同
書
は
秣
陵
の
周
時
泰
が
金
陵
博
古
堂
主
人
と
し
て
刊

行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
（
一

〇
八
頁
）
。 

余
觀
是
書
版
式
、
極
似
周
曰
校
萬
卷
樓
所
刻
『
昭
代
典
則
』
。
郭
正
域
序
是

書
亦
云
：
「
周
生
時
泰
４
５

取
朱
職
方
・
閔
茂
才
所
校
豐
城
雷
公
禮
所
述
洪

武
迄
正
德
之
『
大
政
紀
』
、
與
洧
川
范
公
守
己
所
續
紀
嘉
・
隆
者
梓
之
」
、

正
域
曾
官
南
國
子
祭
酒
、
呼
時
泰
爲
周
生
，
則
似
時
泰
曾
遊
太
學
。
據
『
昭

代
典
則
』
祝
世
禄
序
、
曰
校
亦
曾
遊
太
學
、
而
曰
校
所
識
之
朱
職
方
、
應

卽
校
是
書
之
朱
錦
矣
。
然
則
曰
校
與
時
泰
、
刻
書
同
、
交
遊
同
、
又
同
遊

太
學
、
余
因
疑
其
族
屬
極
相
近
、
萬
卷
樓
與
博
古
堂
之
營
業
關
係
、
亦
極

密
切
也
。 

 

同
名
同
巻
数
の
北
京
大
蔵
本
や
東
大
東
文
研
蔵
本
を
見
る
限
り
、
確
か
に
同

書
の
版
式
や
字
様
は
前
掲
の
周
曰
校
万
暦
二
十
八
年
刊
本
『
昭
代
典
則
』
に
良

く
似
て
お
り
、
周
時
泰
と
周
曰
校
が
同
族
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
定
に

は
異
論
は
無
い
。
ま
た
、
周
時
泰
が
太
学
生
（
南
京
国
子
監
生
）
で
あ
っ
た
と

い
う
点
も
、
南
京
国
子
監
祭
酒
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
郭
正
域
が
万
暦
壬
寅
の

序
で
「
周
生
時
泰
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
根
拠
が
説
明
さ
れ
て
い
る
し
、『
中

国
善
本
書
提
要
』
の
『
穀
城
山
館
詩
集
』
二
十
巻
文
集
四
十
二
巻
（
台
湾
故
宮

博
物
院
現
蔵
）
の
項
目
に
は
葉
向
高
序
に
「
歳
甲
辰
（
上
原
補
：
万
暦
三
十
二

年
）
、
余
過
穀
城
、
公
出
其
所
梓
詩
命
余
序
之
。
余
謂
公
文
何
以
不
傳
？
公
曰
：

力
不
任
梓
耳
。
余
至
白
門
、
以
告
太
學
生
周
時
泰
；
時
泰
請
任
斯
役
」
と
あ
る

と
著
録
さ
れ
（
六
四
二
頁
）
、
明
末
刻
本
『
新
刻
蒐
集
羣
書
記
載
大
千
生
鑑
』
六

巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
、
未
見
）
の
項
目
で
は
巻
首
に
「
南
太
學
博
古
堂
敬

竹
周
時
泰
梓
行
」
と
見
え
る
と
す
る
（
三
八
六
頁
）
の
で
、
博
古
堂
主
人
で
あ

っ
た
と
い
う
点
と
共
に
全
く
問
題
は
無
い
。
周
時
泰
は
「
敬
竹
」
と
号
し
た
よ

う
だ
が
、
こ
れ
は
周
希
旦
の
号
「
敬
素
」
と
一
字
目
が
一
致
し
て
い
る
。
活
動

年
代
も
重
な
る
の
で
、
同
世
代
の
同
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。 

問
題
は
王
氏
が
周
曰
校
も
太
学
生
だ
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
昭
代
典
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則
』
の
祝
世
禄
序
か
ら
そ
れ
が
読
み
取
れ
る
と
す
る
の
み
で
、
具
体
的
に
い
か

な
る
記
述
に
よ
っ
て
太
学
生
だ
と
判
断
し
た
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。『
昭

代
典
則
』
の
祝
世
禄
序
は
、
万
暦
二
十
八
年
周
曰
校
刊
本
と
し
て
著
録
さ
れ
る

ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
（
未
見
）
の
項
目
に
お
い
て
「
閩
中
恭
肅
黃
公
、

起
端
簡
之
後
、
故
有
史
材
。
撰
述
成
一
家
言
、
名
曰
『
昭
代
典
則
』
。
吾
郷
周
氏
、

見
而
悦
焉
、
屬
之
剞
劂
。
介
武
車
駕
朱
職
方
問
序
不
侫
、
余
故
從
周
氏
之
請
、

爲
恭
肅
直
序
之
」
と
引
か
れ
て
い
る
の
だ
が
（
一
〇
七
頁
）
４
６

、
右
の
王
氏
の

引
用
か
ら
は
、
刊
行
者
「
周
氏
」
が
武
車
駕
と
朱
職
方
の
二
名
（
車
駕
と
職
方

は
共
に
官
職
）
を
通
じ
て
祝
世
禄
に
序
を
求
め
て
来
た
こ
と
、
豫
章
（
江
西
南

昌
府
南
昌
県
の
古
名
に
基
づ
く
異
称
）
の
人
で
あ
る
祝
世
禄
と
同
郷
で
あ
っ
た

こ
と
４
７

な
ど
が
分
か
る
く
ら
い
で
、
周
曰
校
が
太
学
生
で
あ
っ
た
と
い
う
情
報

は
得
ら
れ
ま
い
。
ま
た
、
所
見
の
諸
伝
本
に
よ
っ
て
序
の
全
文
を
見
渡
し
て
も
、

刊
行
者
に
関
す
る
記
述
は
他
に
は
全
く
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。 

従
っ
て
、『
昭
代
典
則
』
の
序
に
よ
っ
て
周
曰
校
が
太
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
と
い
う
の
は
、
王
氏
の
誤
記
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
ま
た
、『
中
国

善
本
書
提
要
』
の
他
の
項
目
に
も
、
そ
れ
を
示
す
根
拠
と
な
り
得
る
よ
う
な
著

録
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
筆
者
は
周
曰
校
が
太
学
生
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
発
見
出
来
て
い
な
い
。
と
な
れ
ば
、
今
後
新
た
に

確
た
る
根
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
は
、
周
曰
校
が
太
学
生
で
あ
っ
た
と
認
め

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。 

逆
に
、
少
な
く
と
も
万
暦
十
九
年
の
時
点
で
は
周
曰
校
は
布
衣
で
あ
っ
た
と

思
わ
せ
る
記
述
を
見
つ
け
て
い
る
。
前
掲
『
新
編
簪
纓
必
用
翰
苑
新
書
』
の
「 

峕

／
萬
曆
辛
卯
（
十
九
年
）
秋
日
五
岳
山
人
沔
／
陽
陳
文
燭
撰
」
と
結
ぶ
「
翰
苑

新
書
序
」
に
、
同
書
は
「
梓
人
周
曰
校
」
が
鈔
本
を
入
手
し
、
そ
れ
を
底
本
と

し
て
初
め
て
刊
行
す
る
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
４
８

。
本
論
第
三
章
で
見

た
通
り
同
書
の
共
同
刊
行
者
で
あ
っ
た
唐
廷
仁
は
万
暦
二
十
四
年
唐
廷
仁
世
徳

堂
刊
『
歷
朝
翰
墨
選
注
』
の
序
で
「
光
禄
龍
泉
唐
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
、

前
述
の
通
り
周
時
泰
も
自
ら
の
刊
本
の
序
で
「
周
生
時
泰
」
や
「
太
學
生
周
時

泰
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
周
曰
校
が
こ
の
時
点
で
官
職

を
持
っ
て
い
た
り
太
学
生
で
あ
っ
た
り
し
た
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
梓
人
」
と

は
書
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
７
）
第
一
節
ま
と
め 

本
節
で
万
暦
前
期
か
ら
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
対
峰

周
曰
校
（
万
巻
楼
・
仁
寿
堂
）
・
前
山
周
庭
槐
（
万
巻
楼
）
・
竹
潭
周
宗
孔
（
万

巻
楼
）・
敬
素
周
希
旦
（
仁
寿
堂
）
は
、
活
動
時
期
の
近
さ
や
ほ
ぼ
対
等
な
立
場

で
共
同
刊
行
を
行
っ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
同
族
同
世
代
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
名
や
字
や
号
の
一
文
字
を
揃
え
た
り
、
或
い
は
共
通
の
部

首
を
使
う
と
い
っ
た
、
同
排
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
分
か
り
易
い
標
識
は
彼
ら

の
間
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
排
行
で
も
共
通
の
文
字
や
部
首
を
持
た
な
い
例

も
皆
無
で
は
な
い
し
、
父
親
ご
と
に
共
通
の
文
字
が
異
な
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。
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そ
ん
な
中
で
、
確
認
出
来
る
活
動
年
代
が
万
暦
三
十
年
以
降
と
や
や
遅
れ
て
現

れ
る
敬
竹
周
時
泰
（
博
古
堂
）
と
、
万
暦
十
一
年
・
四
十
年
・
四
十
三
年
の
三

回
の
活
動
が
確
認
出
来
る
敬
素
周
希
旦
の
号
の
一
字
目
の
共
通
は
際
立
っ
て
お

り
、
両
者
は
同
排
行
で
比
較
的
親
等
が
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

そ
こ
で
、
仮
に
こ
の
五
人
を
第
一
世
代
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。 

対
し
て
、
万
暦
後
期
か
ら
崇
禎
年
間
に
か
け
て
周
曰
校
の
次
代
の
万
巻
楼
主

人
と
し
て
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
玉
卬
周
文
煥
・
如

泉
周
文
燿
と
、
そ
の
二
人
と
の
共
同
刊
本
が
あ
る
成
卬
周
文
憲
は
、
三
人
と
も

「
文
」
で
始
ま
る
二
字
名
で
、
か
つ
二
人
が
名
の
二
字
目
に
火
偏
を
使
い
、
二

人
が
号
の
二
字
目
を
揃
え
て
い
る
と
い
う
風
に
、
名
・
字
・
号
か
ら
同
排
行
で

あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
活
動
時
期
か
ら
し
て
彼
ら
「
文
」

字
輩
は
第
一
世
代
の
子
姪
輩
に
当
た
る
と
思
わ
れ
、
第
二
世
代
と
仮
称
し
て
お

く
。
第
一
世
代
と
第
二
世
代
の
間
に
具
体
的
な
血
縁
関
係
が
確
認
出
来
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
本
章
第
三
節
で
見
る
こ
と
に
し
て
、
次
節
で
は
先
に
周
氏
大

業
堂
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 

二
、
周
氏
大
業
堂
を
め
ぐ
っ
て 

 

（
１
）
先
行
研
究
と
問
題
点 

周
氏
大
業
堂
の
主
人
に
は
、
杜
信
孚
『
明
代
版
刻
綜
録
』（
前
掲
）
に
始
ま
る

周
如
山
説
と
、
張
秀
民
『
中
国
印
刷
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
）
に

始
ま
る
周
希
旦
説
が
あ
る
。
瞿
冕
良
『
中
国
古
籍
版
刻
辞
典
（
増
訂
本
）
』
（
蘇

州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
は
万
暦
間
の
大
業
堂
主
人
と
し
て
両
者
の
名
を

共
に
挙
げ
て
そ
の
刊
本
を
列
挙
し
、
更
に
康
熙
年
間
に
も
子
孫
の
活
動
が
あ
る

と
し
て
い
る
が
、
辞
典
の
性
格
上
、
両
者
を
主
人
と
看
做
し
た
根
拠
や
各
刊
本

の
書
名
以
外
の
書
誌
情
報
は
全
て
割
愛
さ
れ
て
い
る
（
一
六
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
、

許
振
東
・
宋
占
茹
「
明
代
金
陵
周
氏
家
族
刻
書
成
員
与
書
坊
考
述
」
（
『
河
北
大

学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
第
三
十
六
巻
第
二
期
、
二
〇
一
一
）
は
、
両
者

と
も
主
人
と
認
め
る
瞿
氏
の
処
理
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
批
判
し

て
、
前
述
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
に
つ
い
て
の
孫
楷
第

『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
改
訂
版
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
）
の
著
録
を
根

拠
に
、
大
業
堂
主
人
は
周
希
旦
で
あ
っ
て
周
如
山
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
４
９

。 

し
か
し
、
た
と
え
周
希
旦
が
確
か
に
大
業
堂
主
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
も
っ
て
同
時
期
に
周
如
山
も
大
業
堂
名
義
で
活
動
し
て
い
た
可
能
性
を
否

定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
本
論
第
三
章
で
見
た
唐
氏
世
徳
堂
や
、
本

章
前
節
で
見
た
周
氏
仁
寿
堂
や
万
暦
後
期
の
周
氏
万
巻
楼
な
ど
の
例
か
ら
明
白

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
周
如
山
説
の
是
非
は
、
あ
く
ま
で
周
如
山
の
名
が
見
え
る

大
業
堂
刊
本
が
実
際
に
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
ま
た
、
崇
禎
十
三
年
（
一
六
四
〇
）
の
進
士
で
、
『
印
人
伝
』
『
尺
牘
新
鈔
』

『
因
樹
屋
書
影
』
等
の
撰
者
と
し
て
名
高
い
周
亮
工
（
字
元
亮
・
伯
安
・
減
斎

な
ど
、
号
櫟
園
・
陶
庵
・
櫟
下
先
生
な
ど
、
一
六
一
二
～
一
六
七
二
）
５
０

に
つ
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い
て
の
研
究
が
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
亮
工
の
父
の
周
文
煒

こ
そ
が
大
業
堂
主
人
と
し
て
刻
書
を
行
っ
た
周
如
山
そ
の
人
で
あ
る
と
の
説
が

唱
え
ら
れ
て
い
る
５
１

。
周
文
煒
に
つ
い
て
は
、『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
所
収
『
江

西
通
志
』
巻
八
十
二
所
引
『
江
南
流
寓
志
』
に 

周
文
煒
、
字
は
赤
之
、
本も

と
金
谿
の
人
に
し
て
、
大
梁
に
生
ま
る
。
生
平 

孤ひ
と

り
己
が
意
を
行
ひ
、
屹
立
し
て
移
ら
ず
、
曰
く
、
「
吾 

固
よ
り
坦
然
た
る
も

の
な
り
」
と
。
因
り
て
自
ら
坦
然
と
號
す
。
南
雍
に
入
り
、
選
に
就
き
て
曁

陽
の
簿
を
得
る
も
、
官
を
謝
し
て
歸
り
、
秦
淮
に
室
を
築
き
て
曰
く
、「
壯
に

し
て
は
五
洩
の
遊
人
と
為
り
、
老
ひ
て
は
秦
淮
の
釣
叟
と
作な

ら
ば
願
ひ
足
れ

り
」
と
。
子
の
亮
工
、
號
は
櫟
園
、
庚
辰
の
進
士
な
り
。
中
外
を
揚
歷
す
る

こ
と
二
十
年
、
文
章
を
能
く
し
、
尤
も
士
を
愛
す
。
故
に
人
士 

咸み

な
之
に
嚮

往
す
。
５
２ 

と
見
え
、
ま
た
黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
二
十
八
「
別
集
類
・
崇
禎
」
に
著

録
す
る
「
周
文
煒
『
詩
斆
』
」
に
対
す
る
黄
虞
稷
の
自
注
に
「
號
如
山
、
江
寧
人
、

亮
工
之
父
」
と
あ
る
。
両
者
を
総
合
す
る
と
、
字
を
赤
之
、
号
を
坦
然
と
も
如

山
と
も
言
い
、
祖
籍
は
江
西
金
谿
で
、
大
梁
（
河
南
開
封
府
祥
符
県
の
古
名
に

基
づ
く
異
称
）
で
生
ま
れ
、
南
京
国
子
監
生
（
南
雍
は
南
京
国
子
監
の
異
称
）

の
資
格
に
よ
っ
て
曁
陽
（
浙
江
紹
興
府
諸
曁
県
の
異
称
）
の
主
簿
と
な
っ
た
が
、

官
を
辞
し
て
金
陵
に
帰
り
、
そ
の
後
は
在
野
で
過
ご
し
た
人
物
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
江
寧
と
は
南
京
城
内
の
南
半
分
を
含
む
県
の
名
な
の
で
、『
千
頃
堂
書

目
』
の
注
は
祖
籍
で
も
出
生
地
で
も
な
く
、
定
住
地
を
も
っ
て
江
寧
の
人
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

陳
聖
宇
氏
は
注
51
所
掲
論
文
で
こ
の
周
文
煒
を
大
業
堂
主
人
と
さ
れ
て
い

る
周
如
山
と
同
一
人
物
と
看
做
し
た
上
で
、『
明
代
版
刻
綜
録
』
を
中
心
と
す
る

複
数
の
先
行
研
究
の
記
載
に
よ
っ
て
そ
の
刊
行
し
た
版
本
を
列
挙
す
る
。
だ
が
、

陳
氏
は
誤
り
も
多
い
『
明
代
版
刻
綜
録
』
の
記
述
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
お

り
、
諸
版
本
を
実
見
し
て
本
当
に
周
如
山
の
名
が
見
え
る
か
ど
う
か
確
認
す
る

作
業
は
必
ず
し
も
行
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
作
業
を
行
い
つ
つ
、

大
業
堂
主
人
と
さ
れ
る
周
如
山
と
、
周
亮
工
の
父
の
如
山
周
文
煒
と
が
、
本
当

に
同
一
人
物
な
の
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。 

（
２
）
大
業
堂
刊
本
と
如
山
周
文
煒 

『
明
代
版
刻
綜
録
』
が
「
周
如
山
大
業
堂
」
刊
本
と
し
て
著
録
す
る
七
種
の

う
ち
、
万
暦
二
十
一
年
刊
と
さ
れ
る
『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
唐
書
志
傳
通

俗
演
義
題
評
』
八
巻
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
、
中
国
国
家
図
書
館
等
蔵
）
は
、

注
１
拙
稿
で
詳
述
し
た
通
り
万
暦
二
十
一
年
序
刊
の
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
の
版
木

を
大
業
堂
が
入
手
し
て
後
印
し
た
も
の
で
、
各
巻
巻
頭
第
三
行
に
低
十
四
格
で

「
繡
谷
周
氏
大
業
堂
校
訂
」
５
３

（
巻
五
以
降
「
訂
」
を
「
梓
」
に
作
る
）
と
あ

る
が
、
刊
行
者
の
個
人
名
は
見
え
な
い
。 

万
暦
刊
本
と
さ
れ
る
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
は
、
本
論
第
四
章
で
詳

述
し
た
パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
の
李
卓
吾
評
乙
本
以
外
に
該
当
す
る
も
の
が
考
え
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ら
れ
な
い
が
、
三
欄
に
区
切
っ
た
封
面
に
「
李
卓
吾
先
生
原
評
／
西
逰
記
／
金

陵
大
業
堂
重
梓
」（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
）
と
あ
り
、
右
下
に
「
蘊
古
／
堂 

／
藏
書
」
の
陽
刻
正
方
小
印
が
捺
さ
れ
る
の
み
で
、
や
は
り
刊
行
者
の
個
人
名

は
見
え
な
い
。
ま
た
、
長
ら
く
万
暦
刊
本
と
看
做
さ
れ
て
い
た
同
書
は
、
実
際

に
は
万
暦
三
十
年
代
の
同
名
刊
本
（
李
卓
吾
評
丙
本
）
を
翻
刻
し
た
崇
禎
刊
本

（
李
卓
吾
評
甲
本
）
の
更
な
る
覆
刻
本
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
刊
行
は
早
く
て

も
崇
禎
年
間
で
清
代
に
下
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
、
本
論
第
四
章
で
論
証
し

た
。 万

暦
四
十
六
年
刊
本
と
さ
れ
る
『
東
西
晉
演
義
』
十
二
巻
も
、
注
２
拙
稿
で

詳
述
し
た
世
徳
堂
刊
大
業
堂
逓
修
本
『
新
鍥
重
訂
出
像
註
釋
通
俗
演
義
東
西
兩


志
傳
題
評
』
西
晋
四
巻
東
晋
八
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
、
中
国
国
家
図
書
館

等
蔵
）
を
指
す
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
三
欄
に
区
切
っ
た
墨
印
の
封
面
に
「
新

刻
全
像
／
東
西
晉
演
義
／
大
業
堂
梓
」（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
、
左
右
毎
字

隔
一
格
）
、
各
巻
巻
頭
第
三
行
に
低
十
一
格
で
「
繡
谷 

周
氏
大
業
堂 

校
梓
」

５
４

（
西
晋
巻
二
・
四
に
は
こ
の
行
無
し
）
と
あ
る
も
の
の
、
刊
行
者
の
個
人
名

は
見
え
な
い
し
、
刊
年
も
印
年
も
手
掛
か
り
と
な
る
記
載
が
無
く
、〔
万
暦
前
期
〕

刊
〔
万
暦
天
啓
間
〕
修
〔
明
末
〕
逓
修
と
推
定
出
来
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。 

万
暦
刊
本
と
さ
れ
る
『
山
海
經
釋
義
』
十
八
巻
も
、「
萬
曆
己
未
歳
（
四
十
七

年
）
春
月
之
吉
哉
生
明
龍
巌
山
人
／ 

瀘
郡
趙
維
垣
書
」
と
末
尾
に
署
名
す
る

「
山
海
經
釋
義
䟦
」
を
持
つ
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
［
二
本
、
一
本
は
跋
欠
］

を
見
る
限
り
、
一
部
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
大
業
堂
」
と
記
す
だ
け
で
、
刊
行

者
の
個
人
名
は
見
え
な
い
。 

し
か
し
、
万
暦
刊
本
と
さ
れ
る
『
袁
中
郎
全
集
』
二
十
四
巻
は
、『
梨
雲
館
類

定
袁
中
郎
全
集
』
二
十
四
巻
に
三
欄
に
区
切
る
封
面
の
中
央
に
下
寄
せ
で
「
大

業
堂
周
如
山
刋
」
と
明
記
す
る
伝
本
が
あ
り
（
台
湾
国
家
図
書
館
［
請
求
記
号

一
二
八
八
三
］
、
上
海
図
書
館
［
請
求
記
号
Ｔ
四
五
三
〇
六
四
―
七
五
］
等
蔵
）

５
５

、
各
巻
巻
頭
第
五
行
に
は
下
寄
せ
で
「
南
雍
周
文
煒
如
山
鐫
」
と
し
、
そ
の

上
方
に
大
篇
目
を
記
す
。
前
述
の
通
り
周
亮
工
の
父
の
如
山
周
文
煒
は
南
京
国

子
監
生
か
ら
諸
曁
県
の
主
簿
と
な
っ
て
い
る
か
ら
５
６

、
同
書
の
刊
行
者
で
あ
る

大
業
堂
主
人
「
南
雍
周
文
煒
如
山
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

あ
る
ま
い
。「
萬
曆
丁
酉
（
二
十
五
年
）
夏
五
月
甘
園
浄
居
士
題
」
と
末
尾
に
記

し
た
「
原
序
」
が
あ
る
が
、
刊
行
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
刊
年

の
手
掛
か
り
に
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
周
文
煒
は
天
啓
三
年
に
は
諸
曁
県
に
赴

任
し
て
い
る
の
で
５
７

、
万
暦
二
十
五
年
か
ら
天
啓
三
年
の
間
の
刊
行
と
い
う
こ

と
は
言
え
る
。 

『
明
代
版
刻
綜
録
』
が
周
如
山
大
業
堂
刊
本
だ
と
す
る
残
る
二
種
は
未
見
だ

が
５
８

、
他
に
『
家
傳
太
素
脉
秘
訣
』
二
巻
（
ベ
ル
リ
ン
州
立
図
書
館
蔵
）
も
、

欄
を
分
け
な
い
白
紙
濃
藍
印
の
封
面
の
右
半
分
に
大
字
で
「
太
素
脉
」
と
あ
り
、

左
半
分
に
は
五
行
に
及
ぶ
告
白
を
載
せ
、
そ
の
末
に
「
大
業
堂
周
如
山
謹
識
」

と
見
え
る
。
更
に
、
封
面
左
下
に
は
前
掲
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
の
封
面
と
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同
一
の
陽
刻
正
方
「
醉
耕
／
堂 

／
藏
板
」
朱
印
が
捺
さ
れ
、
各
巻
巻
頭
第
二

～
四
行
に
は
「
青
城
山
人 

張
太
素 

述
／
汀
州
醫
官 

劉
伯
詳 

註
／
太
學

生 
周
文
煒 

梓
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
刊
年
不
詳
な
が
ら
、
周
文
煒
が
太
学
生

を
名
乗
る
以
上
、
天
啓
三
年
以
前
の
刊
行
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。 

右
に
挙
げ
た
『
梨
雲
館
類
定
袁
中
郎
全
集
』
も
『
家
傳
太
素
脉
秘
訣
』
も
封

面
に
は
っ
き
り
「
大
業
堂
周
如
山
」
と
明
記
し
て
い
る
か
ら
、
如
山
周
文
煒
が

万
暦
後
期
な
い
し
天
啓
初
期
に
大
業
堂
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
確
認
出
来
た
。
ま
た
、
両
書
と
も
自
ら
が
南
京
国
子
監
生
で
あ
る

こ
と
も
明
記
し
て
い
る
の
で
、
周
亮
工
の
父
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
も
確
か

め
ら
れ
た
。 

（
３
）
醉
耕
堂
主
人
周
亮
節
―
―
周
希
旦
大
業
堂
主
人
説
の
再
検
討 

で
は
、
敬
素
周
希
旦
と
如
山
周
文
煒
の
二
人
が
い
ず
れ
も
大
業
堂
主
人
と
し

て
活
動
し
て
い
た
と
見
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
直
ち
に
そ
う
と
は
断
じ
ら
れ

な
い
。
問
題
は
敬
素
周
希
旦
の
方
で
あ
る
。 

確
か
に
、
前
述
の
通
り
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
万
暦
四
十
年
序
刊
『
重
刻
西

漢
通
俗
演
義
』
は
、
封
面
に
は
「
大
業
堂
重
校
梓
」
、
巻
首
に
は
「
金
陵
書
林 
敬

素
周
希
旦 

校
鋟
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
台
湾
国
家
図
書
館
所
蔵
の
万
暦
十
一

年
刊
『
新
刋
東
垣
十
書
』
も
、
全
体
の
封
面
に
は
「
大
業
堂
梓
」
、
開
頭
に
置
か

れ
る
『
脉
訣
』
の
巻
首
に
は
「
明
書
林
周
氏
希
旦
刋
傳
」
と
見
え
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
の
例
に
お
い
て
も
敬
素
周
希
旦
の
名
と
大
業
堂
の
名
は
白
紙
（
濃
）
藍

印
の
封
面
と
巻
首
と
い
う
別
々
の
場
所
に
見
え
て
お
り
、
同
じ
箇
所
に
「
大
業

堂
周
希
旦
（
敬
素
）
」
等
と
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
『
重

刻
西
漢
通
俗
演
義
』
に
は
他
に
も
封
面
に
醉
耕
堂
の
蔵
板
印
が
捺
さ
れ
、
版
心

下
部
に
仁
寿
堂
の
名
が
見
え
る
葉
も
あ
る
。『
新
刋
東
垣
十
書
』
で
も
、
敬
素
周

希
旦
は
『
脉
訣
』
巻
末
の
刊
記
で
「
金
陵
仁
壽
堂
周
敬
素
」
と
大
業
堂
で
は
な

く
仁
寿
堂
を
名
乗
っ
て
い
る
し
、『
脉
訣
』
以
外
で
は
各
巻
巻
頭
に
記
さ
れ
る
刊

行
者
は
全
て
周
曰
校
な
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
筆
者
の
経
験
に
基
づ
く
印

象
で
は
、
白
紙
藍
印
の
封
面
が
流
行
す
る
の
は
概
ね
万
暦
末
期
か
ら
康
熙
前
期

に
か
け
て
で
あ
り
５
９

、
そ
こ
か
ら
多
少
前
後
に
外
れ
る
例
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
に

し
て
も
、
万
暦
十
一
年
と
い
う
の
は
些
か
早
す
ぎ
る
感
が
あ
る
。 

し
て
み
れ
ば
、
敬
素
周
希
旦
が
万
暦
年
間
に
仁
寿
堂
名
義
で
活
動
し
て
い
た

の
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
書
陵
部
蔵
本
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
も
台
湾
国
図

蔵
本
『
新
刋
東
垣
十
書
』
も
「
敬
素
周
希
旦
仁
寿
堂
刊
本
（
後
者
の
場
合
は
敬

素
周
希
旦
・
対
峰
周
曰
校
仁
寿
堂
刊
本
）
の
版
木
を
如
山
周
文
煒
大
業
堂
が
入

手
し
、
封
面
を
白
紙
（
濃
）
藍
印
の
も
の
に
変
え
て
後
印
し
た
」
も
の
で
あ
る

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
、『
重
刻
西
漢
通

俗
演
義
』
の
封
面
と
『
家
傳
太
素
脉
秘
訣
』
の
封
面
に
共
に
捺
さ
れ
る
「
醉
耕

／
堂 

／
藏
板
」
と
い
う
蔵
板
印
か
ら
両
書
の
印
行
年
代
の
手
掛
か
り
が
得
ら

れ
な
い
か
考
え
て
み
よ
う
。 

実
は
、
醉
耕
堂
と
は
周
亮
工
の
弟
で
あ
る
周
亮
節
（
一
六
二
二
～
一
六
七
〇
）
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の
堂
号
で
、
周
亮
節
は
そ
の
名
義
で
刻
書
も
行
っ
て
い
た
こ
と
を
陸
林
氏
が
指

摘
し
て
い
る
６
０

。
陸
氏
は
周
在
浚
等
輯
『
頼
古
堂
尺
牘
新
鈔
二
選
藏
弆
集
』
６
１

巻
八
「
周
亮
節
」
の
条
に
「
靖
公
、
河
南
祥
符
籍
、
江
西
金
谿
人
、『
醉
耕
堂
集
』
」

と
見
え
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、「
順
治
辛
丑
年
（
十
五
年
）
大
梁
周
亮
節
新
鎸
」

の
『
傷
寒
六
書
纂
要
辯
疑
』
の
巻
首
に
同
年
冬
月
の
「
醉マ 

子マ

」
の
序
が
あ
り
、

そ
こ
に
陰
刻
の
「
周
亮
節
」
印
が
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
書
坊
醉
耕

堂
の
主
人
が
周
亮
節
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
論
じ
て
い
る
（
一
二
三
頁
）
。 

筆
者
の
管
見
に
及
ん
だ
『
新
刻
傷
寒
六
書
纂
要
辯
疑
』
四
巻
（
プ
リ
ン
ス
ト

ン
大
学
東
亜
図
書
館
蔵
）
は
封
面
と
序
を
欠
い
て
お
り
、
陸
氏
の
著
録
を
確
か

め
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
巻
一
巻
頭
第
二
～
三
行
に
低
九
格
で
「
閩
中 

童
養
學
壯
吾
氏 

纂
輯
／
大
梁 

周
亮
節
靖
公
氏 
較
閲
」
と
記
し
、
全
葉
の

表
面
版
心
下
部
に
「
醉
畊
堂
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
も
醉
耕
堂
と
周
亮

節
の
関
係
は
概
ね
窺
い
知
れ
た
。
陸
氏
の
示
す
序
末
の
署
名
と
印
と
を
考
え
併

せ
れ
ば
、
周
亮
節
が
醉
耕
堂
主
人
と
し
て
刻
書
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
に

疑
い
あ
る
ま
い
６
２

。 

但
し
、
陸
氏
が
こ
れ
に
続
け
て
、「
大
業
堂
重
梓
」
だ
と
い
う
哈
佛
燕
京
図
書

館
所
蔵
の
『
梨
雲
館
類
定
袁
中
郎
全
集
』
の
封
面
に
「
醉
耕
堂
藏
板
」
印
が
捺

さ
れ
て
い
る
の
を
根
拠
と
し
て
、「
醉
耕
堂
」
と
は
周
文
煒
・
周
亮
節
の
父
子
共

用
の
書
坊
名
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
点
に
は
異
を
唱
え
た
い
。
筆
者
は
こ

の
哈
佛
燕
京
蔵
本
は
未
見
だ
が
、
沈
津
『
美
国
哈
佛
大
学
哈
佛
燕
京
図
書
館
中

文
善
本
書
志
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
九
）
の
著
録
を
見
る
限
り
、
前
述

の
筆
者
所
見
の
同
名
台
湾
国
図
蔵
本
及
び
上
海
図
書
館
蔵
本
と
同
版
な
が
ら
封

面
が
異
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
６
３

。
し
て
み
れ
ば
、
封
面
に
「
大
業
堂
重
梓
、
、
」

（
傍
点
筆
者
、
以
下
同
）
と
あ
る
哈
佛
燕
京
蔵
本
は
、
単
に
「
大
業
堂
周
如
山

刋、
」
と
あ
る
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
な
ど
よ
り
も
後
刷
り
に
相
違
あ
る
ま
い
６
４

。

そ
し
て
、
台
湾
国
図
蔵
本
や
上
海
図
書
館
蔵
本
の
「
大
業
堂
周
如
山
刋、
」
と
あ

る
封
面
に
は
、
い
ず
れ
も
「
醉
耕
堂
藏
板
」
印
は
捺
さ
れ
て
い
な
い
。
と
な
れ

ば
、
哈
佛
燕
京
蔵
本
は
如
山
周
文
煒
大
業
堂
刊
本
の
版
木
を
そ
の
次
男
周
亮
節

が
引
き
継
ぎ
、
自
ら
の
営
む
醉
耕
堂
の
蔵
板
本
と
し
て
印
行
し
た
も
の
だ
と
理

解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
如
山
周
文
煒
が
大
業
堂
名
義
の
他
に
醉
耕
堂
名
義
で
も

刻
書
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
根
拠
に
は
な
る
ま
い
６
５

。 

右
の
よ
う
に
考
え
た
い
の
は
、『
梨
雲
館
類
定
袁
中
郎
全
集
』
の
封
面
の
相
違

を
合
理
的
に
説
明
出
来
る
と
い
う
理
由
の
他
に
、
前
述
の
通
り
周
亮
節
に
は
『
醉

耕
堂
集
』
と
い
う
詩
文
集
が
あ
っ
た
と
伝
わ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
個
人
の
別
集

の
題
名
と
し
て
用
い
る
堂
号
は
、
撰
者
個
人
を
特
定
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば

意
味
が
無
か
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
醉
耕
堂
と
い
う
の
は
父
か
ら
引
き
継
い
だ

堂
号
で
は
な
く
、
周
亮
節
自
身
が
初
め
て
名
乗
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。 と

な
れ
ば
、
前
述
の
『
家
傳
太
素
脉
秘
訣
』
も
、『
梨
雲
館
類
定
袁
中
郎
全
集
』

の
哈
佛
燕
京
蔵
本
と
同
様
に
如
山
周
文
煒
大
業
堂
が
刊
行
し
た
版
木
を
靖
公
周
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亮
節
醉
耕
堂
が
継
承
し
て
印
行
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
「
大
業
堂
周
如
山

謹
識
」
と
あ
る
封
面
に
「
醉
耕
／
堂 

／
藏
板
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

考
え
れ
ば
良
か
ろ
う
。
周
亮
節
は
天
啓
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
印
年
は
早

く
て
も
崇
禎
末
期
が
い
い
と
こ
ろ
と
な
る
。 

ま
た
、
封
面
に
「
大
業
堂
重
梓
、
、
」
と
あ
る
『
梨
雲
館
類
定
袁
中
郎
全
集
』
の

哈
佛
燕
京
蔵
本
や
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本
は
、
実
際
に
版
を
改
め
た
の
で
は
な
く

旧
来
の
版
木
で
後
印
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
白
紙
濃
藍
印
で
「
大
業
堂
重、

校
梓
、
、
」
と
記
す
封
面
に
「
醉
耕
／
堂 

／
藏
板
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
の
万
暦
四
十
年
の
序
を
持
つ
周
希
旦
刊
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
の

場
合
も
、
実
際
に
大
業
堂
に
よ
る
重
刊
本
な
の
で
は
な
く
、
既
存
の
版
木
に
よ

る
後
印
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う

考
え
る
場
合
、
第
一
世
代
の
仁
寿
堂
主
人
敬
素
周
希
旦
が
万
暦
四
十
年
代
に
刊

行
し
、
そ
の
版
木
が
第
二
世
代
の
大
業
堂
主
人
如
山
周
文
煒
に
渡
っ
て
、
そ
れ

を
更
に
第
三
世
代
の
醉
耕
堂
主
人
周
亮
節
が
継
承
し
て
崇
禎
末
期
以
降
に
印
行

し
た
後
印
本
が
書
陵
部
蔵
本
で
あ
る
、
と
い
う
す
っ
き
り
と
し
た
理
解
が
可
能

に
な
る
。
ご
く
一
部
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
仁
壽
堂
」
と
あ
る
の
も
、
こ
れ
な

ら
周
希
旦
仁
寿
堂
に
よ
る
刊
行
時
に
は
多
く
の
葉
に
見
え
て
い
た
も
の
を
大
業

堂
が
版
木
を
手
に
入
れ
て
か
ら
削
り
、
そ
の
削
り
漏
ら
し
が
僅
か
に
残
っ
て
い

る
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
て
得
心
が
行
く
し
６
６

、
書
陵
部
蔵
本
は
全
体

的
に
版
木
の
大
き
な
横
割
れ
が
目
立
ち
、
刊
行
か
ら
そ
れ
な
り
の
時
間
を
経
て

の
印
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
の
で
、
筆
者
は
こ
の
理
解
こ
そ
が
正
し
い
も
の

だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
書
陵
部
蔵
本
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
の
「
大
業
堂

重
校
梓

、
、
、
」
の
封
面
は
周
文
煒
に
版
木
が
渡
っ
て
以
降
に
附
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、

巻
首
に
見
え
る
刊
行
者
敬
素
周
希
旦
が
大
業
堂
も
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す

資
料
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

こ
う
な
っ
て
み
れ
ば
、
白
紙
藍
印
で
「
大
業
堂
梓、
」
と
記
す
封
面
を
持
つ
万

暦
十
一
年
刊
『
新
刋
東
垣
十
書
』
の
台
湾
国
図
蔵
本
も
、
実
際
に
大
業
堂
が
版

木
を
起
こ
し
た
と
正
直
に
受
け
止
め
る
必
要
は
無
く
、
周
希
旦
・
周
曰
校
仁
寿

堂
刊
本
の
版
木
を
万
暦
末
期
以
降
に
如
山
周
文
煒
（
ま
た
は
そ
の
子
孫
）
の
大

業
堂
が
継
承
し
、
当
時
流
行
の
白
紙
藍
印
の
封
面
を
新
た
に
附
し
て
印
行
し
た

後
印
本
だ
と
理
解
す
れ
ば
良
か
ろ
う
。 

 

（
４
）
前
山
周
庭
槐
―
―
元
祖
大
業
堂 

 

こ
こ
ま
で
で
如
山
周
文
煒
が
大
業
堂
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
、
敬

素
周
希
旦
は
大
業
堂
を
名
義
で
の
刻
書
を
行
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
実
は
大
業
堂
と
は
そ
も
そ
も
は
周
文
煒
の

父
の
堂
号
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
朱
天
曙
注
57
論
文
や
陳
聖
宇
注
51
論
文
な
ど
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
根
拠
を
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず
黄
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
十
「
簿

録
類
」
に
「
周
廷
槐
『
大
業
堂
書
目
』
二
卷
」
が
著
録
さ
れ
、「
金
谿
人
」
と
い

う
黄
虞
稷
の
自
注
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
後
に
著
録
さ
れ
る
の
は
「
祁
承
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㸁
『
澹
生
堂
藏
書
目
』
八
卷
」
や
「
徐

『
徐
氏
家
藏
書
目
』
七
卷
」
と
い
っ

た
個
人
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
か
ら
、
周
廷
槐
『
大
業
堂
書
目
』
二
巻
も
同
様
に

違
い
な
く
、
従
っ
て
こ
の
大
業
堂
と
は
周
廷
槐
の
堂
号
（
書
斎
名
）
だ
と
理
解

出
来
る
。 

更
に
、『
千
頃
堂
書
目
』
の
撰
者
黄
虞
稷
は
、
周
亮
工
の
長
男
で
あ
る
周
在
浚

（
一
六
四
〇
～
？
）
と
の
共
著
『
徴
刻
唐
宋
秘
本
書
目
』
一
巻
（
『
昭
代
叢
書
』

辛
集
等
所
収
）
が
あ
っ
た
り
、
周
亮
工
の
没
後
に
「
温
陵
門
人
黄
虞
稷
撰
」
と

の
署
名
で
そ
の
事
績
を
述
べ
た
「
行
状
」（
前
掲
『
頼
古
堂
集
』
附
録
所
収
）
を

書
い
て
い
た
り
と
、
周
亮
工
父
子
と
非
常
に
関
係
の
深
い
人
物
な
の
だ
が
、
そ

の
「
行
状
」
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。 

 
 

先
生
の
姓
は
周
氏
、
諱
は
□
□

マ

マ

、
字
は
元
亮
、
河
南
開
封
府
祥
符
縣
の
人

な
り
。
先
世
は
金
谿
の
櫟
下
に
居
る
。
因
り
て
自
ら
櫟
園
と
號
し
、
學
者

は
之
を
稱
へ
て
櫟
下
先
生
と
曰
ふ
。
始
祖
の
宋
の
進
士
匡
、
本も

と
金
陵
に

家
す
る
も
、
撫
州
軍
事
に
叅
ず
る
を
以
て
、
撫
の
金
谿
に
畱
居
す
。
先
生

が
大
父 

鴻
臚
寺
序
班
に
封
ぜ
ら
れ
し
前
山
公
、
諱
は
庭
槐
、
始
め
て
大
梁

に
遷
る
。
先
生
が
父 

布
政
に
封
ぜ
ら
れ
し
如
山
公
、
諱
は
文
煒
に
迨お

よ

び
て
、

復
た
金
陵
に
居
す
。
太
淑
人
に
封
ぜ
ら
れ
し
朱
氏
を
娶
り
、
先
生
を
生
む
。

故
に
先
生
は
大
梁
に
籍
す
る
も
、
實
は
白
下
な
り
。
６
７ 

 

宋
代
の
先
祖
が
金
陵
か
ら
撫
州
金
谿
の
櫟
下
に
、
周
亮
工
の
祖
父
の
庭
槐
（
号

前
山
）
の
代
に
金
谿
か
ら
大
梁
に
、
父
の
文
煒
（
号
如
山
）
の
代
に
大
梁
か
ら

ま
た
金
陵
（
白
下
は
古
地
名
に
基
づ
く
金
陵
の
異
称
の
一
つ
）
に
、
と
い
う
周

氏
代
々
の
転
居
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
亮
工
の
祖
父
（
つ

ま
り
如
山
周
文
煒
の
父
）
は
前
山
周
庭
槐
だ
と
あ
る
。 

こ
の
周
庭、
槐
と
、
同
じ
黄
虞
稷
の
手
に
な
る
『
千
頃
堂
書
目
』
に
見
え
る
大

業
堂
の
周
廷、
槐
と
が
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
と
い
う
訳
だ
。『
千
頃
堂
書
目
』
の
周

廷
槐
は
金
谿
の
人
と
あ
っ
て
籍
貫
が
一
致
す
る
し
、「
行
状
」
と
同
じ
『
頼
古
堂

集
』
附
録
に
収
め
る
姜
宸
英
「
墓
碣
銘
」
で
は
「
公
の
祖 

鴻
臚
寺
序
班
を
贈
ら

れ
し
廷
槐
に
至
り
、
大
梁
に
遊
び
て
之
を
樂
し
み
、
因
り
て
籍
を
開
封
に
占
め
、

遂
に
開
封
の
人
と
爲
る
」
６
８

と
、
周
亮
工
の
祖
父
の
名
を
「
廷
槐
」
に
作
っ
て

い
る
。
そ
の
上
で
周
文
煒
が
大
業
堂
名
義
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

『
千
頃
堂
書
目
』
の
周
廷
槐
と
は
、
確
か
に
周
文
煒
の
父
周
庭
槐
と
同
一
人
物

で
あ
る
に
相
違
あ
る
ま
い
。 

そ
し
て
、
前
山
周
庭
槐
と
言
え
ば
、
本
章
第
一
節
（
３
）
で
見
た
通
り
、
万

暦
五
年
序
刊
の
周
氏
万
巻
楼
刊
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
を
金
陵
に
お
い
て
対
峰
周

曰
校
・
竹
潭
周
宗
孔
と
三
者
共
同
で
刊
行
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
つ
い
に
万

巻
楼
と
大
業
堂
の
繋
が
り
が
見
え
て
来
た
が
、
注
23
に
挙
げ
た
通
り
周
庭
槐
は

自
身
単
独
で
も
刻
書
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
大
業
堂
を
名
乗
っ
て
い
る
例

は
現
時
点
で
は
見
つ
け
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
磯
部
彰
「
閩

斎
堂
刊
『
新
刻
増
補
批
評
全
像
西
遊
記
』
の
版
本
」
（
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
叢
書
』
第
十
九
号
、
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
）
の
次
の
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指
摘
で
あ
る
。 

 
建
陽
の
版
本
は
、
例
え
ば
余
象
斗
の
よ
う
に
、
そ
の
父
親
の
書
斎
名
や
堂

号
を
継
承
し
て
、
雙
峰
堂
余
象
斗
と
い
う
称
呼
方
法
の
他
、
自
ら
の
開
発

し
た
堂
号
の
三
台
舘
を
並
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
督
の
継
承
、

宗
族
で
の
位
置
を
示
す
こ
と
が
慣
例
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
閩
斎
堂
の
楊
居

謙
も
、
ま
た
年
代
か
ら
見
て
父
親
の
書
斎
名
も
し
く
は
堂
号
を
継
承
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
楊
閩
斎
と
称
し
た
楊
春
元
の
子
供
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
四
頁
）
。 

 

双
峰
堂
の
名
で
刻
書
を
行
っ
た
余
象
斗
の
父
は
、
名
を
孟
和
・
号
を
双
峰
と

言
っ
た
こ
と
が
、
注
13
前
掲
『
刻
仰
止
子
參
定
正
傳
地
理
統
一
全
書
』
の
巻
十

二
「
余
仰
止

父
母
地
」
や
、
清
末
鈔
本
『
書
林
余
氏
重
修
宗
譜
』
不
分
巻
（
福

建
省
図
書
館
蔵
）
６
９

な
ど
に
よ
っ
て
確
認
出
来
る
。
双
峰
余
孟
和
の
刻
書
活
動

は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
方
で
双
峰
堂
名
義
の
刻
書
は
余
象
斗
の
弟
た
ち
も

行
っ
て
い
る
の
で
７
０

、
磯
部
氏
の
指
摘
の
通
り
、
余
象
斗
兄
弟
が
父
の
号
を
書

坊
名
に
用
い
始
め
た
も
の
ら
し
い
。
ま
た
、
閩
斎
楊
春
元
は
盛
ん
に
刻
書
を
行

っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
建
陽
楊
氏
累
代
の
書
坊
名
た
る
「
清
白
堂
」
名
義
か
、

或
い
は
書
坊
名
を
記
さ
ず
に
個
人
名
「
楊
春
元
」
や
「
楊
閩
斎
」
な
ど
で
の
刊

行
か
で
あ
っ
て
、「
閩
斎
堂
」
と
い
う
書
坊
名
は
楊
居
謙
が
初
め
て
使
っ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
例
に
照
ら
せ
ば
、
大
業
堂
と
い
う
書
坊
名
は
、
如
山
周
文
煒
が
父

の
前
山
周
庭
槐
の
堂
号
を
継
承
し
て
使
い
始
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
余
象
斗
兄
弟
や
楊
居
謙
が
い
ず
れ
も
「
大
業
堂
」
に
相
当
す
る
父
の
堂

号
を
そ
の
ま
ま
書
坊
名
と
し
た
の
で
は
な
く
、「
前
山
」
に
相
当
す
る
父
自
身
の

号
に
「
堂
」
を
付
け
て
書
坊
名
と
し
て
い
る
点
は
異
な
る
が
、
一
脈
通
じ
る
も

の
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
前
山
周
庭
槐
に
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
大
業
堂
名

義
で
の
刊
本
が
あ
っ
た
の
で
な
い
限
り
、
父
の
号
を
引
き
継
い
で
書
坊
名
と
す

る
習
慣
は
、
建
陽
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

（
５
）
清
代
の
大
業
堂
―
―
周
亮
工
・
周
在
浚
・
周
在
延
・
周
麟
挙 

本
節
（
３
）
の
注
65
で
、
大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
業
が
如
山
周
文
煒
の
長
男

亮
工
を
経
て
そ
の
子
や
孫
へ
と
相
続
さ
れ
て
い
た
と
予
告
し
て
お
い
た
が
、
こ

こ
で
そ
の
具
体
的
な
状
況
を
紹
介
し
よ
う
。 

そ
の
前
に
、
周
亮
工
及
び
そ
の
子
孫
た
ち
に
は
、
大
業
堂
名
義
で
刊
行
し
た

坊
刻
本
の
他
に
、
進
士
に
及
第
し
高
官
に
昇
っ
た
一
流
士
大
夫
と
し
て
の
周
亮

工
の
家
刻
本
も
存
在
す
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
確
認
し
て
お
く
。
周
亮
工
は
そ

の
詩
文
集
が
『
頼
古
堂
集
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
通
り
頼
古
堂
と
い
う
堂

号
を
持
つ
が
、
息
子
た
ち
（
上
か
ら
在
浚
・
在
揚
・
在
延
・
在
建
・
在
都
・
在

青
の
六
人
兄
弟
７
１

）
を
中
心
と
す
る
「
在
」
字
輩
（
第
四
世
代
）
の
面
々
は
、

亮
工
の
晩
年
か
ら
没
後
に
か
け
て
、
盛
ん
に
そ
の
著
作
を
整
理
し
て
頼
古
堂
名

義
で
刊
行
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
『
頼
古
堂
尺
牘
新
鈔
二
選
藏
弆
集
』

は
、
全
葉
の
表
面
版
心
下
部
に
「
頼
古
堂
二
刻
」
と
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
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四
行
に
「
（
低
十
一
格
）
周
在
梁
７
２

園
客
／
（
低
八
格
）
豫
儀 

周
在
浚
雪
客 

鈔
／
（
低
十
一
格
）
周
在
延
津
客
」
と
見
え
る
。
注
50
前
掲
『
周
亮
工
全
集
』

に
影
印
さ
れ
る
『
閩
小
紀
』
『
頼
古
堂
名
賢
尺
牘
新
鈔
』
『
頼
古
堂
尺
牘
新
鈔
三

選
結
隣
集
』
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
た
る
。 

一
方
、
周
亮
工
の
大
業
堂
名
義
で
の
出
版
物
に
は
、
例
え
ば
左
右
三
欄
に
分

か
つ
封
面
に
「
賴
古
堂
重
訂
／
廣
金
石
韻
府
／
大
業
堂
藏
板
」（
中
央
大
字
）
と

あ
り
、「
廣
金
石
韻
府
序
」
の
末
尾
に
「
康
熙
九
年
（
一
六
七
〇
）
歳
次
庚
戌
禊

日
／ 

櫟
下
周
亮
工
撰
于
賴
古
／ 
堂
」
と
記
す
朱
墨
套
印
本
『
廣
金
石
韻
府
』

五
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
、
哈
佛
燕
京
図
書
館
７
３

等
蔵
）
が
あ
る
。
「
周
亮
工

大
業
堂
」
と
明
記
ま
で
は
し
て
い
な
い
が
、
序
を
撰
し
封
面
右
に
自
ら
の
堂
号

を
掲
げ
る
周
亮
工
が
刊
行
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
大
業
堂
主
人

だ
っ
た
周
文
煒
が
没
し
た
順
治
十
六
年
よ
り
刊
行
が
遅
い
大
業
堂
蔵
板
本
で
あ

る
以
上
、
こ
の
例
を
も
っ
て
周
亮
工
が
父
か
ら
金
陵
書
坊
大
業
堂
を
継
い
で
い

た
と
見
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
周
亮
工
は
他
に
も
第
一
節
（
４
）
で
触

れ
た
『
万
病
回
春
』
を
康
熙
七
年
に
大
業
堂
名
義
で
重
刻
し
た
上
で
序
文
を
撰

し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
詳
述
す
る
。 

な
お
、
周
亮
工
は
他
に
遥
連
堂
と
い
う
名
義
で
も
刻
書
を
行
っ
て
い
た
７
４

。

例
え
ば
、
毎
葉
の
版
心
下
部
に
「
遥
連
堂
」
と
あ
り
、
巻
首
第
二
～
五
行
に
「
南

陵 

盛
於
斯
此
公 

著
／
豫
章 

甘
文
奎
大

／
浚
儀 

周
亮
工
元
亮 

訂
／

武
林 

洪
秉
銓
玉
衡
」
と
あ
る
『
休
菴
集
』
二
巻
（
『
叢
書
集
成
続
編
』
第
一
七

三
冊
所
収
影
印
本
、
底
本
所
在
不
明
）
が
あ
る
。
同
書
に
は
末
尾
に
「
順
治
五

年
歳
在
戊
子
浚
儀
周
亮
工
元
亮
氏
／ 

題
於
樵
川
之
詩
話
樓
」
と
署
名
す
る
「
南

陵
盛
此
公
遺
稿
序
」
も
収
め
る
。
こ
の
盛
於
斯
と
は
、
紛
れ
も
な
く
『
休
庵
影

語
』
の
撰
者
そ
の
人
に
他
な
ら
な
い
。『
休
庵
影
語
』
の
中
に
も
周
亮
工
に
宛
て

た
手
紙
が
複
数
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
が
非
常
に
親
し
い
友
人
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
て
み
れ
ば
、
『
休
庵
影
語
』
で
百
回
本
『
西
遊
記
』

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
周
如
山
と
は
、
周
亮
工
の
父
で
あ
る
如
山

周
文
煒
、
即
ち
金
陵
周
氏
大
業
堂
主
人
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
周
亮
工
の
息
子
た
ち
も
大
業
堂
名
義
で
の
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
白
紙
藍
印
の
封
面
天
頭
に
「
翰 

林 

舘 

課
」
と
横
書
き
し
、
枠

内
を
左
右
三
欄
に
区
切
っ
て
「
王
荊
石

沈
蛟
門

兩
先
生
叅
定
原
本
／
經
世
宏
辭
／
大
業
堂

藏
板
」（
中
央
大
字
、
左
欄
下
寄
せ
）
と
し
、
左
下
に
陽
刻
正
方
「
本
衙
／
藏
板
」

朱
印
を
捺
し
て
、「
例
言
」
末
に
「
癸
卯
（
康
熙
二
年
）
陽
月
既
望
豫
儀
周
在
浚

雪
客
識
」
と
記
し
た
『
經
世
宏
辭
』
十
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
で
あ
る
。
こ
れ
も

「
周
在
浚
大
業
堂
」
と
明
記
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
祖
父
と
父
の
例
か
ら
周
在

浚
が
大
業
堂
主
人
と
し
て
刊
行
し
た
も
の
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
右
記

の
周
亮
工
の
大
業
堂
名
義
で
の
出
版
二
例
よ
り
も
刊
行
が
早
い
の
で
、
父
子
で

活
動
期
間
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
或
い
は
、
周
亮
工
の
二
例
も
、
頼
古
堂
名

義
の
家
刻
本
と
同
様
に
、
刊
行
の
実
務
は
周
在
浚
ら
息
子
た
ち
が
担
っ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
第
一
節
で
前
述
の
万
暦
十
八
年
周
曰
校
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万
巻
楼
刊
『
增
定
國
朝
館
課
經
世
宏
辭
』
十
五
巻
の
覆
刻
と
思
し
き
葉
が
多
い
。

周
曰
校
万
巻
楼
刊
本
が
備
え
る
詩
歌
の
巻
を
削
っ
て
お
り
、
共
通
す
る
巻
で
も

収
録
篇
数
が
減
っ
て
い
る
が
、「
例
言
」
で
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
周

曰
校
万
巻
楼
刊
本
を
底
本
と
す
る
節
略
本
と
見
て
問
題
な
か
ろ
う
７
５

。
万
巻
楼

と
大
業
堂
の
間
の
継
承
関
係
を
窺
わ
せ
る
重
要
な
事
例
で
あ
り
、
特
に
、
注
75

に
引
い
た
「
例
言
」
の
う
ち
「
敢
へ
て
妄
り
に
先
輩
の
成
せ
し
書
を
刪
る
に
非

ざ
る
な
り
」
と
い
う
文
句
は
、
周
曰
校
が
周
在
浚
の
同
族
の
先
輩
に
当
た
る
こ

と
を
明
示
す
る
重
要
な
証
言
で
あ
る
。
同
時
に
、
直
系
の
先
祖
な
ら
ば
曖
昧
に

「
先
輩
」
と
は
せ
ず
に
血
縁
関
係
を
明
示
す
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
、
周
曰
校

が
周
庭
槐
～
周
文
煒
～
周
亮
工
～
周
在
浚
と
続
く
大
業
堂
の
血
統
の
直
系
の
先

祖
と
い
う
訳
で
は
な
い
こ
と
を
も
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ

う
。
周
在
浚
か
ら
周
庭
槐
ま
で
遡
る
血
統
は
既
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
証
言
か
ら
確
認
出
来
る
の
は
、
周
庭
槐
と
周
曰
校
が
前
節
で
の
推
定
通
り

別
人
で
あ
る
こ
と
と
、
周
庭
槐
は
周
曰
校
の
同
族
で
は
あ
る
が
、
父
や
祖
父
や

息
子
や
孫
な
ど
直
系
の
親
族
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
活
動
年

代
か
ら
両
者
は
同
世
代
と
判
断
し
て
お
い
て
良
い
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
在
浚
の
弟
の
在
延
（
一
六
五
三
～
？
）
も
大
業
堂
名
義
の
刻
書
に
関

わ
っ
て
い
る
。『
朱
子
四
書
語
類
』
五
十
二
巻
７
６
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、

双
辺
で
欄
を
分
か
た
ぬ
封
面
の
左
右
に
大
字
で
「
朱
子
四
書
／
語
類
大
全
」
、
中

央
に
下
寄
せ
で
「
金
陵
大
業
堂
梓
」
と
記
し
、
中
央
上
に
魁
星
朱
円
印
、
中
央

下
に
陽
刻
正
方
「
本
衙
／
藏
板
」
朱
印
を
捺
す
。
そ
し
て
、「
重
刻
朱
子
四
書
語

類
序
」
の
末
尾
に
「
康
熙
戊
午
（
十
七
年
）
六
月
朔
日
大
梁
後
學
／ 

周
在
延

謹
識
於
師
經
堂
」
、
四
書
そ
れ
ぞ
れ
の

初
の
巻
の
巻
頭
第
二
行
に
低
十
四
格
で

「
金
谿
後
學
周
在
延
重
校
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
「
周
在
延
大
業
堂
」
の
よ
う
に

明
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
封
面
と
序
及
び
巻
頭
と
に
別
々
に
名
が
挙
が

る
形
で
は
あ
る
が
、
父
や
兄
の
例
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
封
面
の
大
業
堂
と
は
即

ち
刊
行
者
の
周
在
延
で
あ
っ
た
か
、
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
「
在
」
字
輩
の
誰

か
で
は
あ
っ
た
と
見
て
ま
ず
問
題
あ
る
ま
い
。
自
序
の
末
尾
で
は
「
周
在
延
謹

識
於
師
經
堂
」
と
署
名
し
て
い
る
が
、
師
経
堂
と
い
う
の
が
周
亮
工
の
頼
古
堂

や
周
亮
節
の
醉
耕
堂
に
相
当
す
る
周
在
延
個
人
の
持
つ
堂
号
な
の
だ
ろ
う
。 

 

更
に
、
大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
は
周
亮
工
の
孫
の
代
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

『
歷
科
廷
試
狀
元
策
』
十
巻
（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
欄
を
分
け
な
い
封

面
の
中
央
に
大
字
で
「
狀
元
策
」
、
左
下
に
「
大
業
堂
重
梓
」
と
あ
り
、
「
歷
科

狀
元
策
序
」
の
末
尾
に
「
康
熙
歳
次
丙
戌
（
四
十
五
年
）
桂
月
祥
符
周
麟
／ 

舉

黙
嘿
氏
重
訂
」
と
い
う
刊
記
が
あ
る
。
康
熙
十
四
年
の
時
点
で
周
在
浚
に
「
曾

舉
」
と
「
仲
舉
」
、
周
在
延
に
「
留
舉
」
と
い
う
息
子
が
あ
っ
た
と
伝
わ
る
の
で

７
７

、
周
亮
工
の
孫
た
ち
（
第
五
世
代
）
は
「
舉
」
字
輩
と
知
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
周
麟
挙
は
康
熙
十
四
年
以
降
に
生
ま
れ
た
周
亮
工
の
孫
で
あ
ろ
う
。
巻
一

巻
頭
第
二
～
四
行
に
は
「
（
低
九
格
）
巳マ

マ

丑
狀
元 

漪
園 

焦 

竑 

編
集
／
（
低

九
格
）
巳マ

マ

丑
榜
眼 

曙
谷 

吳
道
南 

校
正
／
（
低
七
格
）
國
朝
甲
戌
狀
元 

芝
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山 

胡
任
輿 

增
訂
」
と
あ
る
。
北
京
大
蔵
本
は
、
漫
漶
の
進
ん
だ
葉
と
、
そ

れ
と
は
明
ら
か
に
字
様
が
異
な
り
印
刷
良
好
な
葉
と
が
混
在
し
て
お
り
（
巻
一

巻
頭
は
後
者
）
、
明
末
刊
本
の
後
修
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

右
の
康
熙
四
十
五
年
〔
後
修
〕『
歷
科
廷
試
狀
元
策
』
が
、
現
在
管
見
の
限
り

に
お
い
て
は
周
氏
大
業
堂
が
刊
印
し
た
書
物
と
し
て

も
年
代
の
遅
い
も
の
で

あ
る
。
結
果
と
し
て
、
本
節
冒
頭
で
触
れ
た
大
業
堂
は
万
暦
間
の
主
人
の
子
孫

が
康
熙
年
間
に
も
活
動
し
て
い
る
と
の
瞿
冕
良
『
中
国
古
籍
版
刻
辞
典
（
増
訂

本
）
』
の
記
述
が
裏
付
け
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
大
業
堂

名
義
の
刻
書
を
行
っ
て
い
る
人
物
は
全
て
第
二
世
代
の
如
山
周
文
煒
の
直
系
の

子
孫
で
あ
り
、
文
煒
の
曾
孫
の
代
ま
で
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

 

（
６
）
如
泉
周
文
燿
と
大
業
堂 

 

こ
れ
ま
で
で
、
大
業
堂
は
お
そ
ら
く
如
山
周
文
煒
が
父
の
前
山
周
庭
槐
の
書

斎
名
を
自
ら
の
書
坊
名
と
し
て
使
い
始
め
た
も
の
で
あ
り
、
万
暦
後
期
か
ら
天

啓
初
期
に
か
け
て
は
如
山
周
文
煒
、
康
熙
前
半
に
は
そ
の
長
男
周
亮
工
及
び
亮

工
の
長
男
周
在
浚
と
三
男
周
在
延
、
康
熙
後
半
に
は
亮
工
の
孫
で
あ
ろ
う
周
麟

挙
が
大
業
堂
名
義
で
の
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
大
業
堂
の
封
面
を
持
つ
本
の
巻
頭
に
彼
ら
以
外
の
周
氏
の
個
人
名
が

記
さ
れ
る
例
は
、
実
は
ま
だ
他
に
も
あ
る
。 

そ
の
一
つ
が
、
『
新
鐫
五
福
萬
壽
丹
書
』
六
篇
（
中
国
国
家
図
書
館
［
四
本
、

う
ち
二
本
未
見
］
７
８

蔵
）
で
あ
る
。
封
面
は
二
欄
に
区
切
り
、
幅
広
の
右
に
大

字
で
「
福
壽
丹
書
」
、
左
に
下
寄
せ
で
「
大
業
堂
藏
板
」
と
あ
る
。
「
天
啓
甲
子

（
四
年
）
仲
夏
上
浣
銀
臺
文
林
郎
筠
／
（
低
五
格
）
陽
伯
受
敖 


拜
書
」
と

末
尾
に
署
名
す
る
「
福
壽
丹
書
序
」
が
あ
り
、
第
一
篇
に
当
た
る
「
安
養
篇
」

の
巻
頭
第
二
～
七
行
に
は
低
七
格
で
「
豫
章
雲
林
如
虗
子
龔
居
中
纂
箸
／
南
州

友
人
實
實
子
喩
龍
徳
鑒
定
／
虎
林
門
人
中
正
子
傅
世
方

訂
／
莆
陽
門
人
清
介

子
朱
邦
廉
彙
成
／
同
邑
門
人
廣
惠
子
鄭
之
僑
増
補
／
金
陵
書
林
（
隔
三
格
）
周

如
泉 

刋
」
７
９

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
封
面
に
は
「
大
業
堂
藏
板
」
と
あ
っ
て
、

巻
首
に
は
周
如
泉
の
名
が
刊
行
者
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
周
如
泉

と
は
、
前
節
で
見
た
第
二
世
代
の
万
巻
楼
主
人
の
一
人
で
、
万
暦
後
半
か
ら
崇

禎
初
年
に
か
け
て
の
活
動
が
確
認
出
来
た
如
泉
周
文
燿
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。 

中
国
国
家
図
書
館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
８
０

に
よ
れ
ば
、
同
館
が
所
蔵
す
る
四
本
の
明

版
九
行
二
十
字
本
『
新
鐫
五
福
萬
壽
丹
書
』
の
う
ち
、
筆
者
所
見
の
二
本
と
未

見
の
請
求
記
号
一
四
一
〇
九
八
と
は
天
啓
間
周
如
泉
刊
本
だ
が
、
残
る
請
求
記

号
一
五
三
五
四
は
天
啓
間
書
林
唐
貞
予
・
周
如
泉
刊
本
で
あ
る
と
い
う
。
も
し

こ
の
著
録
が
正
し
け
れ
ば
、「
大
業
堂
藏
板
」
の
封
面
を
持
つ
三
本
は
、
天
啓
間

に
世
徳
堂
貞
予
唐
㫤
と
万
巻
楼
如
泉
周
文
燿
が
共
同
刊
行
し
た
本
の
版
木
が
、

後
に
周
文
煒
直
系
の
大
業
堂
主
人
の
う
ち
誰
か
の
手
に
帰
し
て
印
行
さ
れ
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
著
録
の
真
偽
を
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
現
段

階
で
は
憶
測
に
過
ぎ
な
い
し
、
名
か
ら
も
号
か
ら
も
如
山
周
文
煒
と
同
排
行
と

推
測
さ
れ
る
如
泉
周
文
燿
は
、
も
し
周
文
煒
の
兄
弟
で
あ
れ
ば
父
の
書
斎
名
を
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引
き
継
い
で
大
業
堂
を
名
乗
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の

例
だ
け
で
は
何
と
も
言
い
難
い
。
如
泉
周
文
燿
に
つ
い
て
は
本
章
第
三
・
四
節

で
再
考
す
る
。 

（
７
）
蓋
卬
周
文
卿
―
―
光
霽
堂
主
人 

大
業
堂
の
封
面
を
持
つ
本
の
巻
頭
に
別
の
周
氏
の
個
人
名
が
記
さ
れ
る
も
う

一
つ
の
例
が
、
『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世
保
元
』
十
巻
の
内
閣
文
庫
蔵
本
で
あ
る
。

白
紙
濃
藍
印
の
封
面
を
三
欄
に
区
切
っ
て
「
太
醫
院
龔
雲
林
著
／
壽
世
保
元
／

大
業
堂
重
校
梓
」（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
）
と
記
し
、
中
央
上
に
魁
星
朱
円

印
、
左
下
に
「
本
衙
藏
板
／
翻
刻
必
究
」
の
双
辺
長
方
朱
戳
を
捺
す
。
各
巻
巻

頭
第
二
～
五
行
に
は
低
十
二
格
で
「
太
醫
院
吏
目
金
谿
雲
林
龔
廷
賢
子
才
編
著

／
（
更
に
低
八
格
）
男 

龔
定
國
仝
校
／
（
同
前
）
男 

龔
安
國
仝
校
／
（
更

に
低
二
格
）
南
雍
太
學
生
蓋
卬
周
文
卿
光
霽
堂
鐫
」
と
見
え
る
（
第
三
・
四
行

の
「
男
」
と
「
仝
校
」
は
両
行
の
中
間
に
一
つ
の
み
記
す
）
。 

こ
れ
と
同
版
で
や
や
印
刷
が
早
く
、
封
面
が
異
な
る
一
本
を
尊
経
閣
文
庫
が

所
蔵
す
る
。
封
面
は
本
文
共
紙
の
墨
印
で
、
三
欄
に
区
切
っ
て
左
右
に
毎
字
隔

半
格
で
「
祛
病
延
年
日
暖
杏
林
存
造
化
／
囘
生

死
風
髙
橘
井
仰
神
功
」
と
の

宣
伝
文
句
を
配
し
、
そ
の
間
に
欄
を
分
け
ず
に
「
太
醫
院
龔
雲
林
著
／
壽
世
保

元
／
光
霽
堂
鐫
」（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
）
と
記
す
。
ま
た
、
尊
経
閣
蔵
本

は
「 

峕
／
萬
曆
四
十
三
年
歳
次
乙
卯
春
王
正
／ 

月
上
浣
之
吉
太
醫
院
吏
目

金
谿
／ 

雲
林
龔
廷
賢
撰
」
と
末
尾
に
記
す
「
壽
世
保
元
自
叙
」
を
持
つ
が
、

内
閣
文
庫
蔵
本
は
こ
れ
を
欠
く
。 

要
す
る
に
、
尊
経
閣
蔵
本
は
万
暦
四
十
三
年
序
刊
の
蓋
卬
周
文
卿
光
霽
堂
刊

本
で
、
内
閣
文
庫
蔵
本
は
そ
の
版
木
を
使
っ
た
大
業
堂
に
よ
る
後
印
本
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
敬
素
周
希
旦
仁
寿
堂
刊
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
や
同
『
新
刋
東
垣

十
書
』
の
版
木
を
継
承
し
た
の
と
同
じ
く
、
大
業
堂
が
周
氏
一
族
の
営
む
別
書

坊
の
刊
行
し
た
版
木
を
入
手
し
て
後
印
し
た
一
例
と
捉
え
れ
ば
良
か
ろ
う
８
１

。

因
み
に
、
尊
経
閣
蔵
本
は
各
冊
一
巻
で
、
毎
冊
の
表
紙
に
上
下
三
層
で
上
層
に

「
壽
世
保
元
」
、
中
層
に
巻
数
、
下
層
に
そ
の
巻
の
目
録
を
記
し
た
刷
題
簽
を
貼

付
し
て
い
る
。
約
二
一
．
六
×
四
．
二
ｃ
ｍ
と
大
き
さ
は
一
般
的
な
も
の
だ
が
、

刷
題
簽
に
目
録
を
記
す
と
い
う
点
は
第
一
節
（
４
）
で
確
認
し
た
周
氏
万
巻
楼

刊
本
の
特
徴
と
一
致
し
、
両
者
が
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
く
れ

る
８
２

。 

因
み
に
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
洛
陽
青
堂
浅
野
久
兵
衛
重
惟
刊
『
新
鐫

註
釋
出
像
皇
明
千
家
詩
』
四
巻
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
等
蔵
）
の
巻
一

巻
頭
第
二
～
三
行
に
低
八
格
で
「
雲
林
汪
萬
頃
徹
可
父 

選
註
／
南
雍
周
文
卿

以
忠
父 

校
梓
」
と
あ
る
の
で
、
周
文
卿
の
字
は
以
忠
で
あ
っ
た
と
知
れ
る
８
３

。 

周
文
煒
と
周
文
卿
の
密
接
な
関
係
を
示
す
例
と
し
て
は
、
筆
者
は
原
本
未
見

な
が
ら
、『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世
保
元
』
と
は
逆
に
、
巻
首
に
は
如
山
周
文
煒
の

名
が
刊
行
者
と
し
て
記
さ
れ
、
光
霽
堂
の
封
面
と
朱
戳
を
持
つ
本
も
現
存
す
る

ら
し
い
。
即
ち
、
劉
奉
文
「
《
国
色
天
香
》
周
文
煒
刻
本
補
考
」（
『
明
清
小
説
研
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究
』
一
九
九
一
年
第
一
期
）
の
引
く
、『
新
刻
京
臺
公
餘
勝
覽
國
色
天
香
』
十
巻

の
東
北
師
範
大
学
図
書
館
蔵
本
（
未
見
）
で
あ
る
。
巻
一
巻
頭
第
二
～
三
行
に

低
二
格
で
「
撫
金 

養
純
子 

吳
敬
所 

編
輯
／
大
梁 

周
文
煒 

如
山
甫 

重
梓
」
と
記
し
８
４

、
封
面
は
天
頭
に
横
書
き
で
「
公
餘
勝
覽
」
、
枠
内
は
左
右

三
欄
に
分
か
ち
「
撫
金
吳
敬
所
編
輯
／
國
色
天
香
／
光
霽
堂
梓
行
」（
中
央
大
字
、

左
は
下
寄
せ
）
、
右
下
に
長
方
朱
戳
「
江
南
省
状
元
境
内
光
霽
堂
周
氏
書
林
發
兌
」

が
捺
さ
れ
、
下
に
判
読
不
能
朱
方
印
二
つ
が
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
な
刊
年
の

手
掛
か
り
は
無
い
と
の
こ
と
だ
が
、
劉
氏
は
明
版
の
初
印
本
と
判
定
し
て
い
る
。 

同
書
に
は
同
版
な
い
し
覆
刻
と
思
し
き
刊
年
不
明
の
伝
本
が
非
常
に
多
い
が
、

封
面
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
の
封
面
は
、

左
欄
以
外
は
東
北
師
範
大
学
図
書
館
蔵
本
と
同
文
だ
が
、
左
欄
は
下
寄
せ
で
「
敬

業
堂
梓
行
」
と
あ
り
、
右
下
に
巻
子
本
を
開
い
た
形
を
あ
し
ら
っ
た
朱
戳
「
江

南
状
元
境
内
／
懷
德
堂
周
氏
書
／
坊
發
兌
（
こ
の
位
置
に
判
読
不
能
の
方
印
二

つ
を
あ
し
ら
う
）
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
双
紅
堂
文

庫
蔵
本
は
そ
の
覆
刻
本
だ
が
、
封
面
は
三
欄
に
分
け
て
左
右
に
大
字
で
「
京
臺

新
鐫
公
餘
／
勝
覽
國
色
天
香
」
、
中
央
に
下
寄
せ
で
「
■
■
堂
重
校
梓
」
（
■
は

墨
格
）
と
あ
る
。
底
本
の
所
蔵
元
が
不
明
の
影
印
本
『
中
国
風
流
小
説
叢
書
第

七
輯
・
国
色
天
香
（
上
・
下
）
』
（
鬼
麿
子
書
房
、
一
九
八
〇
）
は
封
面
以
外
は

東
文
研
双
紅
堂
文
庫
蔵
本
と
同
版
で
、
封
面
は
天
頭
に
横
書
き
で
「
公
餘
勝
覧
」
、

枠
内
は
左
右
三
欄
に
分
か
ち
「
京
臺
新
鐫
／
國
色
天
香
／
同
徳
堂
藏
板
」（
中
央

大
字
、
左
は
下
寄
せ
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

劉
氏
は
「
江
南
省
状
元
境
内
光
霽
堂
周
氏
書
林
發
兌
」
の
朱
戳
に
注
目
し
、

周
亮
工
が
万
暦
四
十
年
に
金
陵
状
元
境
で
生
ま
れ
て
い
る
８
５

の
で
周
文
煒
が

金
陵
状
元
境
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
、
こ
の
朱
戳
を

持
つ
東
北
師
範
大
学
図
書
館
蔵
本
を
周
文
煒
光
霽
堂
の
原
刊
原
印
本
と
看
做
し
、

敬
業
堂
な
ど
他
の
書
坊
名
の
見
え
る
封
面
を
持
つ
本
は
周
文
煒
自
身
の
印
行
し

た
も
の
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
（
一
六
三
頁
）
。 

だ
が
、
劉
氏
は
前
掲
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
国

会
図
書
館
蔵
本
の
封
面
と
巻
首
の
記
述
を
確
認
し
て
い
る
も
の
の
、
王
氏
が
右

下
の
朱
戳
を
著
録
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
存
在
は
知
ら
な
い
状
態
で
の
推
論

と
思
わ
れ
る
。「
敬
業
堂
梓
行
」
と
記
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
の
封

面
に
も
「
江
南
状
元
境
内
／
懷
德
堂
周
氏
、
、
書
／
坊
發
兌
」
の
朱
戳
が
見
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
敬
業
堂
と
い
う
の
も
周
氏
の
営
む
書
坊
で
あ
っ
た
か
（
王
氏
は

周
文
煒
の
書
坊
名
だ
と
即
断
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
は
明
ら
か
で
は
な
い
）
、

少
な
く
と
も
周
氏
と
関
わ
り
の
深
い
書
坊
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
劉
氏
の
著
録
す
る
東
北
師
範
大
蔵
本
の
長
方
朱
戳
の
特
徴
と
、
ア
メ
リ
カ

国
会
図
書
館
蔵
本
の
朱
戳
と
は
非
常
に
良
く
似
て
い
る
の
で
、
周
氏
光
霽
堂
と

周
氏
懐
徳
堂
の
間
に
も
繋
が
り
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
注
73
で

述
べ
た
通
り
、
前
掲
康
熙
九
年
序
の
『
廣
金
石
韻
府
』
の
哈
佛
燕
京
蔵
本
の
封

面
に
は
、「
大
業
堂
藏
板
」
の
文
字
に
重
ね
て
、
よ
り
印
刷
の
早
い
北
京
大
蔵
本
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に
は
捺
さ
れ
て
い
な
い
「
懐
德
／
堂
／
圖
書
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も

周
氏
懐
徳
堂
で
、
大
業
堂
の
版
木
を
継
承
し
て
印
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

因
み
に
、
状
元
境
は
秦
淮
河
に
面
し
た
夫
子
廟
の
す
ぐ
裏
手
の
通
り
な
の
で
、

前
引
『
江
南
流
寓
志
』
の
如
山
周
文
煒
が
官
を
辞
し
て
か
ら
「
秦
淮
に
室
を
築
」

い
た
と
の
記
述
と
一
致
し
、
確
か
に
周
文
煒
が
住
ん
で
い
た
所
だ
と
考
え
て
良

い
。
周
亮
工
が
生
ま
れ
た
の
は
周
文
煒
が
官
に
就
く
前
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と

も
文
煒
が
太
学
生
と
な
っ
た
頃
に
は
既
に
状
元
境
に
居
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
は
「
今
居
る
所
の
宅
」
の
一
角
に
亮
工
の

産
室
が
あ
る
と
見
え
る
か
ら
（
注
85
参
照
）
、
亮
工
の
没
後
も
そ
の
長
子
在
浚

を
始
め
と
す
る
一
族
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
状
元
境
は
清
代
後
期
に

は
江
右
（
江
西
を
指
す
）
の
人
が
営
む
書
坊
の
集
積
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り

８
６

、
明
代
以
来
の
書
坊
の
集
積
地
と
し
て
名
高
く
唐
氏
世
徳
堂
や
唐
氏
富
春
堂

も
店
を
構
え
た
三
山
街
８
７

か
ら
も
ほ
ど
近
い
位
置
に
あ
る
。
ど
う
や
ら
周
氏
大

業
堂
は
状
元
境
に
あ
っ
た
と
考
え
て
良
さ
そ
う
だ
。 

『
新
刻
京
臺
公
餘
勝
覽
國
色
天
香
』
の
光
霽
堂
の
封
面
を
持
つ
も
の
と
敬
業

堂
の
封
面
を
持
つ
も
の
の
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
の
か
は
、
片
方
を
未
見
で
あ
る

た
め
こ
れ
以
上
は
論
じ
よ
う
が
な
い
。
た
だ
、
前
述
の
『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世

保
元
』
の
例
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
周
文
煒
と
周
文
卿
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
例
え
ば
、
仮
に
劉
氏
の
説
が
全
て
正
し
け
れ
ば
、

光
霽
堂
の
経
営
に
は
如
山
周
文
煒
と
蓋
卬
周
文
卿
の
二
人
が
共
に
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
光
霽
堂
と
は
余
象
斗
に
お
け
る
三
台
舘
の
よ
う

な
、
周
文
煒
が
父
の
書
斎
名
を
継
承
し
た
大
業
堂
と
は
別
に
自
ら
付
け
た
書
坊

名
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
良
か
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
光
霽
堂
の
封
面
を
持
つ
も

の
の
方
が
後
印
で
あ
れ
ば
、
『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世
保
元
』
の
場
合
と
は
逆
に
、

如
山
周
文
煒
が
刊
行
し
た
版
木
が
蓋
卬
周
文
卿
光
霽
堂
に
渡
っ
て
東
北
師
範
大

学
図
書
館
蔵
本
が
印
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
敬
業
堂

が
周
文
煒
が
自
ら
名
乗
っ
た
書
坊
名
だ
っ
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
い
ず

れ
現
時
点
で
は
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
。 

ま
た
、
同
書
は
本
章
第
一
節
に
挙
げ
た
周
曰
校
万
巻
楼
刊
『
新
刻
京
臺
公
餘

勝
覽
國
色
天
香
』
の
重
刊
本
で
あ
る
。
序
末
の
署
名
か
ら
は
年
次
が
削
除
さ
れ

て
お
り
、
底
本
が
万
暦
十
五
年
初
刻
本
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
万
暦
二
十
五

年
重
刊
本
で
あ
っ
た
か
は
未
詳
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
周
曰
校
万
巻
楼
と
周

文
煒
の
繋
が
り
を
示
唆
す
る
事
例
と
言
え
よ
う
。 

（
８
）
周
曰
校
か
ら
大
業
堂
へ 

大
業
堂
が
周
曰
校
万
巻
楼
刊
本
を
後
印
な
い
し
覆
刻
し
た
と
思
わ
れ
る
類
例

と
し
て
、
他
に
三
欄
に
分
か
つ
封
面
の
左
右
に
「
新

官
板
／
保
赤
全
書
」
、
中

央
に
下
寄
せ
で
「
大
業
堂
梓
行
」
と
あ
る
『
保
赤
全
書
』
二
巻
（
ア
メ
リ
カ
国

会
図
書
館
蔵
）
が
あ
る
。
同
書
は
巻
上
巻
頭
第
二
～
五
行
に
「
（
低
十
三
格
）
醫

生 

李
時
中 

増
補
／ 

邑
令
沈
堯
中
刊
于
陽
春
堂
（
隔
二
格
）
庠
生 

管 

橓 

編
緝
／
（
低
十
三
格
）
醫
生 

施
文
舉 

校
正
／
（
低
二
格
）
原
痘
（
隔
九
格
）
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金
陵 

周
曰
校 

刊
行
」
と
あ
り
、「
保
赤
全
書
引
」
の
末
尾
に
は
「 

峕
／
萬

曆
乙
酉
（
十
三
年
）
仲
夏
之
吉
／
賜
進
士
第
文
林
郎
嘉
禾
沈
尭
中
／
執
甫
書
于

陽
春
堂
」
と
署
名
す
る
。 

前
掲
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
は
「
此
本
版
式
、
不
似
周
曰
校
所
刻
書
、

…
…
疑
周
曰
校
曾
翻
沈
堯
中
本
、
此
又
大
業
堂
翻
周
本
也
。
若
大
業
堂
亦
爲
周

氏
所
有
、
則
當
是
周
氏
購
得
沈
堯
中
原
版
、
又
竄
入
己
名
者
也
」
と
推
定
し
て

い
る
（
二
七
二
頁
）
。
確
か
に
同
書
の
字
様
は
周
曰
校
刊
本
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
も
の
だ
し
、
巻
上
巻
頭
の
署
名
の
仕
方
を
見
て
も
、
既
に
二
行
目
に
「
邑

令
沈
堯
中
刊
于
陽
春
堂
」
と
あ
り
な
が
ら
五
行
目
に
も
「
原
痘
」
と
い
う
篇
目

の
下
に
「
金
陵 

周
曰
校 

刊
行
」
と
記
す
の
は
大
い
に
不
自
然
で
、
巻
下
巻

頭
で
は
第
五
行
に
は
篇
目
の
み
で
周
曰
校
の
名
は
見
え
な
い
こ
と
も
考
え
併
せ

れ
ば
、
周
曰
校
が
沈
堯
中
陽
春
堂
刊
本
に
自
分
の
名
を
入
れ
て
翻
刻
な
い
し
後

印
し
た
可
能
性
は
高
い
。 

ま
た
、
こ
の
本
は
漫
漶
や
断
版
な
ど
版
木
の
損
傷
が
非
常
に
進
ん
で
い
て
、

版
木
の
制
作
か
ら
十
年
や
二
十
年
で
の
印
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
て
み
れ

ば
、
王
氏
の
推
測
と
は
や
や
異
な
り
、〔
万
暦
前
期
〕
の
周
曰
校
翻
沈
堯
中
刊
本

（
な
い
し
沈
堯
中
刊
周
曰
校
印
本
）
の
版
木
を
如
山
周
文
煒
な
い
し
そ
の
子
孫

の
誰
か
が
相
続
し
、
版
木
の
状
態
か
ら
推
し
て
お
そ
ら
く
清
代
に
入
っ
て
か
ら

大
業
堂
名
義
で
印
行
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
感
じ
る
。 

も
ち
ろ
ん
王
氏
の
第
一
の
案
の
よ
う
に
大
業
堂
が
更
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
版
木
が
傷
ん
で
か
ら
の
大
業
堂
自
身
に
よ
る
後
印
本
だ
と
い
う
可

能
性
も
完
全
に
否
定
は
出
来
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
周
曰
校
自
身
が
大
業

堂
名
義
で
印
行
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
前
述
の
周
文
煒
重
刊

『
新
刻
京
臺
公
餘
勝
覽
國
色
天
香
』
や
周
在
浚
大
業
堂
節
略
重
刊
『
經
世
宏
辭
』
、

そ
し
て
本
章
次
節
で
詳
述
す
る
周
亮
工
大
業
堂
重
刊
『
重
刻
萬
病
回
春
原
本
』

な
ど
と
並
ん
で
、
清
初
に
は
如
山
周
文
煒
に
始
ま
る
大
業
堂
の
家
系
が
周
曰
校

万
巻
楼
の
版
木
や
版
権
を
相
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
と
し
て
理
解
す
る

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。 

 

（
９
）
第
二
節
ま
と
め 

 

本
節
で
は
周
氏
大
業
堂
の
刻
書
活
動
と
、
そ
の
歴
代
の
主
人
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
そ
の
結
果
、
大
業
堂
と
は
元
々
は
第
一
世
代
で
周
氏
万
巻
楼
名
義
で
の

刻
書
に
加
わ
っ
た
こ
と
も
あ
る
前
山
周
庭
槐
の
書
斎
名
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
坊

名
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
子
の
如
山
周
文
煒
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
は
そ
の
子
で
崇
禎
十
三
年
に
進
士
に
及

第
し
た
周
亮
工
、
亮
工
の
子
の
在
浚
や
在
延
、
更
に
は
孫
の
麟
挙
へ
と
引
き
継

が
れ
て
康
熙
後
半
ま
で
は
続
い
て
い
る
こ
と
、
大
業
堂
は
夫
子
廟
の
裏
手
の
状

元
境
に
位
置
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
万
巻
楼
名
義

で
の
刻
書
を
行
っ
て
い
た
如
泉
周
文
燿
に
も
大
業
堂
名
義
で
活
動
し
て
い
た
可

能
性
が
残
っ
て
い
る
。 

庭
槐
の
代
に
金
谿
か
ら
祥
符
に
籍
を
移
し
て
い
た
こ
と
と
、
文
煒
の
代
以
降
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原
則
と
し
て
金
陵
に
定
住
し
た
こ
と
と
が
相
俟
っ
て
、
周
氏
大
業
堂
の
刊
本
は

刊
行
者
の
籍
貫
を
大
梁
（
祥
符
）
と
し
た
り
金
陵
と
し
た
り
、
ま
た
稀
に
祖
籍

に
よ
っ
て
繡
谷
（
金
谿
）
と
し
た
り
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
第
一
節
（
３
）

で
見
た
通
り
庭
槐
は
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
祥
符
に
行
く
前

な
の
か
後
な
の
か
は
次
節
で
検
討
す
る
。 

更
に
、
大
業
堂
の
「
重
梓
」
や
「
梓
」
を
謳
う
封
面
を
持
つ
本
の
中
に
は
、

実
際
に
は
第
一
世
代
の
敬
素
周
希
旦
仁
寿
堂
や
第
二
世
代
の
蓋
卬
周
文
卿
光
霽

堂
、
或
い
は
唐
氏
世
徳
堂
な
ど
と
い
っ
た
、
別
の
書
坊
の
刊
行
し
た
版
木
を
使

っ
た
後
印
本
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。
そ
う
し
た

他
書
坊
か
ら
手
に
入
れ
た
版
木
の
一
部
は
、
如
山
周
文
煒
大
業
堂
自
身
に
よ
る

刊
本
の
版
木
の
一
部
と
共
に
、
文
煒
の
次
男
の
周
亮
節
が
営
ん
だ
書
坊
で
あ
る

醉
耕
堂
へ
と
引
き
継
が
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
大
業
堂
が
周
曰
校
万
巻
楼
刊

本
の
翻
刻
や
後
印
も
複
数
手
掛
け
て
い
る
こ
と
も
考
え
併
せ
れ
ば
、
万
暦
年
間

に
多
く
の
人
物
が
活
動
し
た
周
氏
一
族
の
刻
書
業
は
、
清
初
に
は
周
庭
槐
に
始

ま
る
大
業
堂
の
家
系
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。 

 

三
、
周
氏
万
巻
楼
か
ら
周
氏
大
業
堂
へ 

 

（
１
）
第
二
世
代
「
文
」
字
輩
の
血
縁
関
係 

 

万
暦
後
期
か
ら
崇
禎
年
間
に
か
け
て
、
成
卬
周
文
憲
・
玉
卬
周
文
煥
・
如
泉

周
文
燿
と
い
う
「
文
」
字
輩
の
三
人
が
第
二
世
代
の
周
氏
万
巻
楼
主
人
と
し
て

活
動
し
た
こ
と
を
第
一
節
で
示
し
た
。
第
二
節
で
見
た
大
業
堂
主
人
の
如
山
周

文
煒
と
、
光
霽
堂
主
人
の
蓋
卬
周
文
卿
は
、
名
や
号
か
ら
判
断
し
て
彼
ら
三
人

と
同
排
行
に
相
違
あ
る
ま
い
。
如
泉
周
文
燿
に
は
大
業
堂
主
人
と
し
て
も
活
動

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
如
山
周
文
煒
に
は
光
霽
堂
主
人
と
し
て
も
活
動
し

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、「
文
」
字
輩
の
間
に
は
互
い
の
書
坊
名
が
錯
綜
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
も
あ
る
。 

彼
ら
の
う
ち
の
何
人
か
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
先
行
研
究
に
、
陳
聖
宇
注

51
論
文
と
朱
天
曙
注
57
論
文
が
あ
る
。
陳
聖
宇
氏
は
大
業
堂
主
人
と
し
て
周
文

煒
・
文
煥
兄
弟
、
万
巻
楼
主
人
と
し
て
周
曰
校
と
周
如
泉
を
挙
げ
て
８
８

、「
如
」

字
が
共
通
す
る
こ
と
や
、
周
文
煒
に
「
與
泉
弟
」（
前
掲
『
頼
古
堂
尺
牘
新
鈔
二

選
藏
弆
集
』
巻
八
）
と
い
う
手
紙
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
周
如
泉
を
如
山
周

文
煒
の
弟
か
従
弟
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
大
業
堂
が
万
巻
楼
刊
本
を
翻
刻
や
後

印
し
た
例
や
、
周
文
煒
と
周
文
煥
が
編
輯
し
た
書
物
を
万
巻
楼
が
刊
行
し
て
い

る
例
８
９

が
あ
る
と
し
て
、
大
業
堂
と
周
如
泉
万
巻
楼
の
間
に
は
極
め
て
密
接
な

関
係
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
更
に
、
周
在
浚
「
（
周
亮
工
）
行
述
」（
前
掲
『
頼

古
堂
集
』
附
録
）
の 

珀
十
一
公
は
琥
二
十
四
前
山
公
諱
庭
槐
を
生
む
。
不
孝
孤
の
曾
大
父
爲
り
、

先
伯
祖
文
卿
公
を
以
て
文
林
郎
鴻
臚
寺
序
班
に
封
ぜ
ら
る
。
前
山
公 

大
梁

に
遊
び
、
遂
に
焉
に
家
す
。
喩
太
夫
人
を
娶
り
、
三
子
を
生
む
。
長
は
卽

ち
先
封
公
誥
封
嘉
議
大
夫
福
建
布
政
使
司
左
布
政
使
如
山
公
な
り
。
９
０ 
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と
い
う
一
段
を
引
い
て
、「
先
伯
祖
文
卿
公
」
が
「
周
在
浚
の
父
で
あ
る
周
亮
工

の
伯
父
、
、
」
で
あ
り
、
喩
氏
の
生
ん
だ
三
人
の
子
の
長
男
、
、
が
如
山
周
文
煒
で
あ
る

か
ら
に
は
、
周
文
卿
は
周
文
煒
の
異
母
兄
で
あ
ろ
う
と
考
察
し
て
い
る
。 

一
方
、
朱
天
曙
氏
は
、
周
亮
工
の
祖
父
で
あ
る
前
山
周
庭
槐
の
息
子
は
文
煒
・

文
卿
・
文
煥
の
三
人
で
、
文
煒
が
そ
の
中
の
長
男
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
三

人
を
前
山
周
庭
槐
の
子
で
あ
る
と
看
做
し
た
直
接
の
根
拠
は
挙
げ
て
い
な
い
。

文
卿
と
文
煒
の
関
係
に
関
し
て
は
、
陳
聖
宇
氏
の
分
析
に
軍
配
が
上
が
ろ
う
。 

 

本
章
第
一
節
で
周
如
泉
の
名
が
文
燿
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
現
在
、
筆
者

は
如
山
周
文
煒
・
玉
卬
周
文
煥
・
如
泉
周
文
燿
の
三
人
が
同
母
兄
弟
で
あ
っ
た

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
陳
聖
宇
注
51
論
文
が
引
く
、
康
熙
六
年
の
周

亮
工
序
を
持
つ
劉
思
敬
『
蒭
詢
錄
』（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
に
収
め
る
周
文
煒

の
伝
記
の
中
の 

父
の
應マ

マ

槐
、
數
し
ば
家
の
山
に
火
光
の
熾
然
た
る
を
夢
み
、
子
孫
當
に
文

を
以
て
顯
る
べ
し
と
謂
ひ
、
因
り
て
諸
子
に
名
づ
く
る
に
文
を
以
て
し
、
咸み

な
火
に
從
は
し
め
、
公
に
字

あ
ざ
な

し
て
赤
之
と
曰
ふ
。
９
１ 

と
の
記
述
で
あ
る
。
文
煒
・
文
煥
・
文
燿
と
い
う
名
は
い
ず
れ
も
「
文
」
と
火

偏
の
文
字
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
こ
れ
と
符
合
す
る
。
つ
ま
り
、

文
煒
の
正
妻
喩
氏
の
生
ん
だ
三
人
の
名
に
だ
け
火
偏
が
付
き
、
蓋
卬
周
文
卿
は

陳
氏
の
考
察
の
通
り
文
煒
・
文
煥
・
文
燿
の
異
母
兄
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
な
ら
周
文
卿
は
周
在
浚
の
父
の
伯
父
だ
し
、
周
庭
槐
は
喩
氏
以
外
の
生
ん

だ
子
で
あ
る
文
卿
の
功
績
に
よ
っ
て
文
林
郎
（
正
七
品
陞
授
の
散
官
）・
鴻
臚
寺

序
班
（
従
九
品
の
官
位
）
に
封
贈
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
９
２

、
庭
槐
の
正
妻
喩

氏
の
子
は
三
人
で
、
そ
の
三
人
と
も
「
文
」
と
火
偏
の
字
を
組
み
合
わ
せ
た
名

前
と
な
る
。
こ
の
推
測
の
傍
証
と
し
て
、
周
亮
工
に
は
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」「
行

述
」「
行
状
」
な
ど
の
『
頼
古
堂
集
』
附
録
の
諸
篇
か
ら
は
存
在
が
知
れ
ず
、
そ

れ
故
に
朱
天
曙
注
57
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
周
亮
輔
と
い
う
弟
が
い

た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
い
９
３

。
ど
う
や
ら
、
『
頼
古
堂
集
』
附

録
に
収
め
る
周
亮
工
の
伝
記
で
は
、
必
要
の
無
い
限
り
嫡
出
子
し
か
記
載
し
な

い
方
針
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
周
文
卿
の
場
合
は
、
亮
工
の
祖
父
庭
槐
へ

の
官
位
の
封
贈
に
触
れ
る
関
係
で
名
前
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、

喩
氏
の
子
で
は
な
い
の
で
数
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
か
。 

文
煥
と
文
燿
の
兄
弟
順
は
不
明
だ
が
、
こ
の
二
人
が
共
同
で
刊
行
し
て
い
る

『
新
刋
醫
林
狀
元
濟
世
全
書
』
の
封
面
に
は
文
煥
の
名
だ
け
が
挙
が
っ
て
い
る

の
で
、
嫡
出
子
の
中
で
は
文
煥
が
次
兄
で
文
燿
が
末
弟
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

玉
卬
周
文
煥
・
如
泉
周
文
燿
の
二
人
と
共
同
で
刻
書
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

玉
卬
周
文
煥
や
蓋
卬
周
文
卿
と
号
の
一
字
を
共
有
す
る
成
卬
周
文
憲
は
、
文

煒
・
文
煥
・
文
燿
の
従
兄
弟
な
い
し
は
異
母
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
小

曽
戸
洋
氏
が
推
測
し
て
い
た
よ
う
に
周
曰
校
の
子
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
が
、
第
一
世
代
に
は
周
希
旦
や
周
宗
孔
ら
も
い
る
の
で
、
誰
の
子
で
あ
っ
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た
か
は
定
か
で
は
な
い
。 

こ
の
第
二
世
代
「
文
」
字
輩
の
五
人
の
う
ち
、
蓋
卬
周
文
卿
と
如
山
周
文
煒

は
書
坊
を
営
む
傍
ら
太
学
生
で
も
あ
り
、
如
泉
周
文
燿
は
武
学
生
で
も
あ
っ
た

こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
に
引
い
た
彼
ら
自
身
の
刊
本
の
巻
頭
署
名
か
ら
知
れ
る
。

更
に
、
前
述
の
通
り
周
文
煒
は
天
啓
三
年
に
諸
曁
県
の
主
簿
に
赴
任
し
て
い
る

し
、
周
文
卿
も
周
庭
槐
に
封
贈
さ
れ
て
い
る
鴻
臚
寺
序
班
の
官
に
就
い
た
ら
し

い
。
捐
納
に
よ
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
一
世
代
で
太
学
生
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
た
の
は
活
動
開
始
の
時
期
が
第
二
世
代
と
変
わ
ら
な
い

敬
竹
周
時
泰
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
教
育
水
準
が
上
が
っ
て
い
る
と
言

っ
て
良
か
ろ
う
。
第
三
世
代
で
は
周
亮
工
が
め
で
た
く
進
士
に
及
第
し
て
い
る

か
ら
、
周
氏
一
族
は
三
世
代
か
け
て
非
常
に
順
調
に
科
挙
の
階
段
を
昇
り
詰
め

た
と
言
え
よ
う
。 

 

（
２
）
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
―
―
金
谿
周
氏
の
統
合
ブ
ラ
ン
ド 

 

前
節
に
お
い
て
、
第
二
世
代
の
万
巻
楼
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
玉
卬
周

文
煥
と
如
泉
周
文
燿
が
、
大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
を
始
め
た
如
山
周
文
煒
の
同

母
弟
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
彼
ら
の
父
に
当
た
る
前
山
周
庭
槐
は
、
第

一
節
（
３
）
で
見
た
通
り
、
万
暦
五
年
序
刊
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
を
金
陵
に
お

い
て
対
峰
周
曰
校
・
竹
潭
周
宗
孔
と
三
者
共
同
で
刊
行
し
て
い
る
。
同
書
の
封

面
に
は
「
周
氏
萬
巻
樓
刋
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
万
巻
楼
と
は
万
暦
十
八
年
の

時
点
で
「
萬
卷
／
樓
主
人
」
印
を
使
っ
て
い
る
周
曰
校
だ
け
を
指
し
、
残
る
二

人
は
万
巻
楼
と
は
別
書
坊
の
主
人
と
し
て
刊
行
に
参
画
し
た
と
考
え
る
こ
と
も

一
応
は
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
節
（
４
）
で
前
述
の
万
暦
四
十
四
年

序
刊
『
新
刋
醫
林
狀
元
濟
世
全
書
』
で
は
玉
卬
周
文
煥
と
如
泉
周
文
燿
の
兄
弟

が
い
ず
れ
も
「
金
陵
書
坊
萬
卷
樓
存
義
堂
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え

れ
ば
、
万
暦
五
年
の
時
点
で
は
対
峰
周
曰
校
・
竹
潭
周
宗
孔
・
前
山
周
庭
槐
の

三
者
が
い
ず
れ
も
万
巻
楼
の
経
営
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
想
定
出

来
よ
う
。
周
曰
校
で
は
な
く
周
庭
槐
の
息
子
で
あ
る
文
煥
と
文
燿
の
二
人
が
万

巻
楼
を
継
い
で
お
り
、
特
に
如
泉
周
文
燿
は
万
暦
後
期
か
ら
崇
禎
初
年
ま
で
長

期
に
渡
っ
て
万
巻
楼
主
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
後
者

の
可
能
性
の
方
が
遥
か
に
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

そ
も
そ
も
、
万
巻
楼
と
い
う
の
は
金
谿
周
氏
９
４

が
宗
族
単
位
で
所
有
す
る
蔵

書
楼
全
体
の
名
で
、
そ
の
下
に
個
人
単
位
な
い
し
父
子
兄
弟
な
ど
親
等
の
ご
く

近
い
数
人
単
位
で
管
理
さ
れ
る
仁
寿
堂
や
博
古
堂
や
大
業
堂
や
存
義
堂
や
光
霽

堂
や
遥
連
堂
や
頼
古
堂
や
醉
耕
堂
や
懐
徳
堂
な
ど
と
い
っ
た
書
斎
が
あ
り
、
一

人
の
人
物
が
複
数
の
書
斎
の
管
理
に
関
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
書
斎

や
万
巻
楼
そ
の
も
の
が
時
と
し
て
書
坊
名
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
同
世
代
と
思
し
き
対
峰
周
曰
校
と
敬
素
周
希
旦
が

共
に
仁
寿
堂
を
名
乗
っ
て
刻
書
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
第
一
節
（
１
）
（
２
）
）
、

異
母
兄
弟
に
当
た
る
如
山
周
文
煒
と
蓋
卬
周
文
卿
の
間
で
大
業
堂
と
光
霽
堂
と
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い
う
書
坊
名
が
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
（
第
二
節
（
７
）
）
、
仁
寿

堂
か
ら
大
業
堂
、
大
業
堂
か
ら
醉
耕
堂
、
光
霽
堂
か
ら
大
業
堂
、
大
業
堂
か
ら

懐
徳
堂
な
ど
と
い
っ
た
、
同
族
で
は
あ
る
が
別
名
の
書
坊
へ
の
版
木
の
継
承
が

多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
第
二
節
（
３
）（
７
）
）
、
大
業
堂
が
万
巻
楼
刊
本
を
翻

刻
や
後
修
し
て
い
る
例
が
間
々
見
ら
れ
る
こ
と
（
第
二
節
（
５
）
（
７
）
）
な
ど

の
背
景
が
理
解
し
や
す
く
な
る
し
、
玉
卬
周
文
煥
・
如
泉
周
文
燿
兄
弟
の
「
金

陵
書
坊
萬
卷
樓
存
義
堂
」
と
い
う
署
名
も
、
言
わ
ば
「
金
陵
書
坊
万
巻
楼
グ
ル

ー
プ
の
一
員
で
あ
る
存
義
堂
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
意
味
に
捉
え
れ
ば
良
い
こ

と
に
な
る
。 

実
際
の
刻
書
の
状
況
を
見
る
と
、
第
一
世
代
は
万
暦
初
頭
に
は
互
い
に
協
力

し
あ
い
つ
つ
活
動
し
て
い
た
が
、
万
暦
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
は
万
巻
楼
主

人
を
名
乗
り
仁
寿
堂
名
義
で
も
活
動
し
て
い
た
周
曰
校
の
刻
書
点
数
が
突
出
し

て
多
く
、
万
巻
楼
が
一
族
の
刻
書
業
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
。
第
二
世
代
が
活

動
し
始
め
た
万
暦
後
期
に
は
ま
だ
「
万
巻
楼
」
が
一
族
の
統
合
ブ
ラ
ン
ド
と
し

て
機
能
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
や
が
て
新
規
の
刻
書
も
既
存
の
版
木
を
利
用
し

て
の
後
印
も
周
庭
槐
の
直
系
子
孫
ば
か
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
庭
槐
の
書

斎
の
堂
号
に
由
来
す
る
「
大
業
堂
」
が
徐
々
に
「
万
巻
楼
」
に
変
わ
っ
て
一
族

の
出
版
業
を
代
表
す
る
ブ
ラ
ン
ド
を
担
う
形
に
変
わ
っ
て
行
っ
た
よ
う
だ
。
周

氏
万
巻
楼
名
義
で
刊
行
さ
れ
た
清
刊
本
は
目
下
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
の
で
、

万
巻
楼
か
ら
大
業
堂
へ
の
ブ
ラ
ン
ド
名
の
変
更
は
、
崇
禎
年
間
に
は
完
了
し
た

の
で
あ
ろ
う
。 

要
す
る
に
、
大
業
堂
は
万
巻
楼
の
実
質
的
な
後
継
書
坊
で
あ
る
と
言
っ
て
良

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
第
二
世
代
の
中
で
特
に
活
発
に
出
版
を
行
っ
た
の
が
周

庭
槐
の
息
子
の
如
山
周
文
煒
と
如
泉
周
文
燿
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
文
煒

の
子
の
周
亮
工
が
崇
禎
末
期
に
進
士
と
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
、
庭
槐
の
家
系

が
宗
族
内
に
お
け
る
優
位
を
確
立
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
、
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
『
重
刻
萬
病
回
春
原
本
』
に
附
さ
れ
る
周

亮
工
「
重
刻
萬
病
回
春
原
本
序
」
か
ら
は
、
右
の
推
測
を
か
な
り
の
程
度
ま
で

裏
付
け
る
証
言
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。 

（
３
）
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本
『
重
刻
萬
病
回
春
原
本
』
に
つ
い
て 

そ
の
序
の
中
身
を
見
る
前
に
、
ま
ず
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本
『
重
刻
萬
病

回
春
原
本
』
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
実
は
、
康
熙
七
年
大
業
堂

重
刊
本
の
現
存
は
確
認
出
来
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
周
亮
工
「
重
刻
萬
病

回
春
原
本
序
」
を
持
つ
他
の
刊
本
も
見
つ
け
て
い
な
い
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本
『
重
刻
萬
病
回
春
原
本
』

の
存
在
と
そ
の
序
の
中
身
が
分
か
る
か
と
言
う
と
、
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本

の
封
面
・「
重
刻
萬
病
回
春
原
本
序
」・「
増
訂
便
攷
醫
學
善
本
總
目
類
方
」
の
三

者
を
鈔
写
し
た
も
の
が
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
鶚
軒
文
庫
所
蔵
の
万
治
三
年

（
一
六
六
〇
）
林
伝
左
衛
門
尉
刊
本
『
新
刋
萬
病
囘
春
』
八
巻
（
請
求
記
号
Ｖ

一
一
―
一
八
六
三
）
の
第
一
冊
の
初
め
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
９
５

。
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こ
の
和
刻
本
自
体
は
〔
明
末
〕
蘇
州
葉
龍
溪
重
刊
本
の
系
統
を
引
く
も
の
な
の

だ
が
９
６

、
本
文
に
朱
筆
で
校
勘
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
康
熙
七
年
大

業
堂
重
刊
本
を
校
勘
に
用
い
、
そ
の
つ
い
で
に
封
面
と
前
付
を
移
録
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
同
書
に
は
各
冊
首
に
陽
刻
長
方
「
名
陽
／
堀
氏
藏
」
朱
印
が
捺
さ
れ

て
い
る
が
、
第
一
冊
で
は
鈔
写
部
分
に
し
か
捺
さ
な
い
の
で
、
尾
張
藩
医
を
務

め
た
堀
家
の
誰
か
に
よ
る
移
録
か
、
堀
家
以
前
の
所
蔵
者
に
よ
る
移
録
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
。 

ま
ず
封
面
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
天
頭
に
横
書
き
で
「
康 

熙 

七 

年 

重 

鐫
」
と
あ
り
、
短
辺
の
枠
内
は
三
欄
に
区
切
る
が
、
右
欄
と
中
央
欄
は
併

せ
て
も
全
体
の
半
分
弱
の
幅
し
か
な
く
、
「
龔
雲
林
先
生
著
／
萬
病
囬
春
原
本
」

と
記
す
（
中
央
大
字
）
。
左
欄
が
半
分
強
を
占
め
、
長
文
の
告
白
が
記
さ
れ
て
い

る
。
告
白
の
内
容
は
後
述
す
る
「
重
刻
萬
病
回
春
原
本
序
」
の
⑤
の
段
落
と
重

複
す
る
の
で
、
句
読
点
を
附
さ
ず
に
原
文
の
み
挙
げ
て
お
く
と
、「
是
書
原
本
可

稱
盡
善
乃
有
虎
林
奸
賈
攘
竊
増
名
善
本
謬
稱
重
訂
託
／
名
王
宇
泰
先
生
後
識
難

誣
仍
標
龔
雲
林
所
著
如
斯
假
借
猶
属
市
心
但
藥
／
物
輕
重
確
有
折
衷
擅
易
名
數


生
匪
細
因
舊
板
撰
刪
兹
特
重
刻
告
世
要
／
與
原
本
略
無
隻
字
稍
異
總
以
別
於

善
本
之
流
離
無
窮
耳
識
者
辨
之
／
（
低
十
六
格
）
大
業
堂
周
府
識
」
と
な
っ
て

い
る
。 

（
４
）
周
亮
工
の
証
言 

続
い
て
問
題
の
「
重
刻
萬
病
回
春
原
本
序
」
全
文
の
訓
読
を
掲
げ
よ
う
。
行

論
の
都
合
上
、
筆
者
に
お
い
て
六
つ
の
段
落
に
分
け
て
示
す
。 

 

①
予
が
先
世 

藏
書
甚
だ
冨
み
、
蓋
し
萬
巻
樓
の
云
ひ
有
り
。
其
の
事
を
始
む

る
を
溯
る
に
、
嘉
隆
の
時
に
當
り
、
風
氣
初
め
て
開
き
、
文
教
乍は

じ

め
て
啓

く
も
、
古
今
珍
異
の
書
は
、
猶
ほ
未
だ
盡
く
は
世
に
於
て
行
は
れ
ず
。
而

し
て
先
大
父 

荊
榛
草
昧
の
中
從よ

り
、
創は

じ

め
て
剞
劂
を
行
ひ
、
遂
に
一
時
に

致
し
難
き
の
藏
を
し
て
、
以
て
家
に
傳
へ
戸
に
奉
る
を
得
し
む
。
今
に
至

り
て
事
を
始
む
る
の
功
を
推
す
に
、
必
ず
此
の
萬
巻
樓
本
を
曰
ふ
。
故
に

凡
そ
予
が
家
傳
に
属
す
書
は
、
海
内
群み

な
自よ

る
所
を
知
り
、
誣

い
つ
は

る
可
か
ら

ざ
る
所
な
り
。 

②
其
の
書
は
尊
經
翼
傳
自よ

り
す
る
外
は
、
惟
だ
經
濟
に
關
わ
り
民
生
に
利
す

る
者
の
み
、
始
め
て
急
ぎ
流
播
を
為
す
こ
と
有
り
。
而
る
に
醫
方
は
能
く

人
を
生
か
す
を
以
て
、
尤
も
切
要
と
為
す
。
因
り
て
予
が
郷
の
龔
雲
林
先

生
に
、
廣
く
為
に
論
著
を
搜
討
し
て
書
を
成
す
を
属
し
、
之
に
先
ん
ず
る

に
『
壽
世
保
元
』
を
以
て
し
、
之
に
次
ぐ
に
『
萬
病
回
春
』
を
以
て
し
、

之
に
次
ぐ
に
『
古
今
醫
鑑
』
を
以
て
し
、
又 

之
に
次
ぐ
に
『
雲
林
神
殻マ

マ

』

を
以
て
し
、
皆 

海
内
の
宗
則
為た

り
。
今
に
至
る
も
尚
ほ
『
普
渡
慈
航
』
一

書
の
、
未
だ
出
す
に
遑

い
と
ま

あ
ら
ず
し
て
以
て
世
に
告
ぐ
る
も
の
有
る
な
り
。 

③
夫
れ
雲
林
先
生
は
、
昔
の
華
陀
・
秦
越
人
な
り
。
予
が
先
大
父
に
於
て
外

昆
季
為た

り
、
嘗
て
之
と
偕
に
汴
に
遊
び
、
道
は
遂
に
汴
に
於
て
大
ひ
に
行

は
る
。
又 
金
陵
に
遊
び
、
道
は
更
に
金
陵
に
大
い
に
行
は
れ
、
至
る
所
神
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醫
の
目
有
り
。 

④
其
の
是
の
書
を
成
す
や
、
生
平
の
心
力
を
殫
竭
せ
り
。
而
し
て
予
が
先
祖

の
雲
林
先
生
を
延
く
や
、
亦
た
餘
力
を
遺
さ
ず
し
て
之
を
奉
ぜ
り
。
猶
ほ

記
す
、
先
君
子
が
先
大
夫マ

マ

（
父
の
誤
か
）
の
始
め
て
經
營
に
事
ふ
る
に
述

ぶ
る
や
、
予
が
伯
叔
の
軰
に
属
し
て
、
魚
魯
を
較
正
せ
し
む
。
維
れ
伯
曁お

よ

び

叔
曰
く
、「
此
れ
何
ぞ
人
事
に
與あ

ず

か
ら
ん
、
而
し
て
此
を
以
て
自
ら
瘁
れ
ん

や
」
と
。
先
祖
曰
く
、「
是
の
書
の
利
濟
の
功
は
、
天
下
の
後
世
に
在
る
な

り
。
吾
が
後
世
の
子
孫
、
科
名
を
以
て
大
い
に
家
聲
を
振
る
は
す
者
有
ら

ば
、
咸
な
是
の
書
に
於
て
始
め
て
之
を
基
と
す
る
の
み
。
小
子
其
れ
之
を

識
せ
」
と
。 

⑤
數
十
年
を
越
ゆ
る
に
、
乃
ち
虎
林
の
奸
賈
有
り
、
其
の
事
を
成
す
を
利
と

し
、
公
に
攘
竊
を
為
し
、
遂
に
『
回
春
』
一
書
を
用
て
、
増
す
に
「
善
本
」

の
名
を
以
て
し
、
初
め
王
宇
泰
先
生
の
重
訂
に
託
し
、
久
し
く
し
て
人
の

其
の
偽
な
る
を
識し

る
や
、
則
ち
又 

易
ふ
る
に
雲
林
を
以
て
し
、
奸
詭
百
變
、

情
形
知
る
可
し
。
予
は
其
の
市
心
の
總
て
罔
利
に
帰
す
る
を
原ゆ

る

し
、
重
く

懲
艾
を
加
ふ
る
に
忍
び
ず
、
姑
く
寛
弛
を
與
ふ
る
を
難
し
と
せ
ず
。
但
し

妄
り
に
薬
名
を
易
へ
、
分
數
を
竄
す
る
に
任
す
は
、
其
の
失
は
僅
か
に
數

字
に
在
る
も
、
其
の
害
は
生
を
傷
む
る
に
至
り
、
遂
に
天
下
に
利
す
る
の

書
を
し
て
、
而
し
て
天
下
に
禍
す
る
の
本
為た

ら
し
む
。
豈
に
予
が
先
世
の

貽
謀
垂
世
の
意
な
ら
ん
や
。
予 

因
り
て
盡
く
改
正
を
加
へ
、
一
方
一
名
、

全
て
厥
舊
に
從
ひ
、
識し

る

し
て
原
本
と
曰
ふ
。
庶
は
く
は
疴
を
抱
き
て
求
む

る
者
を
し
て
、
温
涼
は
投
を
誤
る
に
至
ら
ざ
ら
し
め
、
君
臣
は
節
を
紊み

だ

す

を
虞う

れ

ふ
る
こ
と
無
か
ら
し
め
て
、
而
し
て
弈
世 

咸
な
其
の
福
を
食は

ま
ん
こ

と
を
。
天
下
の
覧
者
、
其
れ
亦
た
愼
み
て
緇
素
を
辨
じ
、
而
し
て
世
を
惑

は
す
の
書
が
為
に
中
る
所
無
か
ら
ん
こ
と
を
。
予 

因
り
て
其
の
始
末
を
述

べ
、
天
下
の
為
に
之
を
正
告
す
。 

⑥
康
熙
七
年
戊
申
、
管
理
江
南
江
安
等
處
督
糧
道
・
前
總
督
京
省
錢
法
戸
部

右
侍
郎
・
都
察
院
協
理
院
事
左
副
都
御
史 

雲
林
の
周
亮
工
撰
。
９
７ 

（
５
）
署
名
の
検
討 

 

ま
ず
は
⑥
の
段
、
即
ち
末
尾
の
署
名
か
ら
確
認
し
よ
う
。
こ
の
直
後
に
占
二

行
で
陽
刻
正
方
「
周
印
／
亮
工
」
回
文
印
と
陰
刻
正
方
「
左
執
／
法
右
／
司
農
」

印
と
が
写
さ
れ
て
い
る
。
陰
刻
印
の
「
左
執
法
」
は
都
察
院
協
理
院
事
左
副
都

御
史
の
、「
右
司
農
」
は
總
督
京
省
錢
法
戸
部
右
侍
郎
の
古
名
に
基
づ
く
雅
称
で

あ
る
。
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
周
亮
工
は
順
治
十
一
年
に
「
都
察
院

左
副
都
御
史
」
、
同
十
二
年
に
「
戸
部
總
督
錢
法
右
侍
郎
」
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
後
失
脚
し
て
罷
免
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
康
熙
五
年
に
は
「
江
南
江
安

督
糧
道
」
と
な
っ
て
、
康
熙
八
年
十
月
に
弾
劾
さ
れ
て
職
を
去
る
ま
で
在
任
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
右
の
署
名
の
官
歴
は
全
く
正
確
な
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
籍
貫
を
「
雲
林
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
谿
の
地
名
で
あ
り
９
８

、

こ
こ
で
は
金
谿
の
異
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
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節
（
４
）
で
見
た
通
り
、
周
亮
工
は
祖
先
が
金
陵
か
ら
金
谿
に
移
住
し
、
祖
父

の
前
山
周
庭
槐
が
祥
符
に
移
住
し
て
籍
を
移
し
、
父
の
如
山
周
文
煒
は
金
陵
に

定
住
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
祖
籍
に
よ
れ
ば
金
谿
、
現
在
の
籍
に
よ
れ
ば
祥

符
、
出
生
地
や
居
住
地
に
よ
れ
ば
金
陵
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
周
亮
工
は

ど
れ
を
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
そ
の
中
か
ら
「
雲
林
」
を
選
ん
で
い

る
の
は
、『
万
病
回
春
』
の
撰
者
で
あ
る
龔
廷
賢
が
金
谿
の
人
で
雲
林
と
号
し
て

い
た
９
９

の
に
因
ん
で
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
官
歴
に
も
籍
貫
に
も
問
題
は
無
い
か
ら
、
こ
の
序
は
鈔
写
者
に

よ
る
偽
作
で
は
な
く
、
確
か
に
康
熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本
『
萬
病
囬
春
原
本
』

か
ら
移
録
さ
れ
た
も
の
と
認
め
て
良
い
だ
ろ
う
。
注
97
に
挙
げ
た
通
り
眉
上
に

校
勘
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
序
を
備
え
る
版
本
は
康
熙
七
年
大
業

堂
重
刊
本
の
他
に
も
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

（
６
）
周
氏
万
巻
楼
の
創
業
時
期 

 

で
は
、
①
の
段
か
ら
順
に
内
容
を
見
て
行
こ
う
。
①
で
は
ま
ず
周
亮
工
の
祖

先
が
蔵
書
に
富
ん
で
万
巻
楼
と
称
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ど
う
や
ら
先
ほ
ど

推
定
し
た
通
り
、
万
巻
楼
と
は
本
来
は
周
氏
の
蔵
書
楼
の
名
で
あ
っ
た
と
見
て

良
い
よ
う
だ
。
続
い
て
、
今
は
亡
き
周
亮
工
の
祖
父
、
つ
ま
り
前
山
周
庭
槐
が

嘉
靖
・
隆
慶
の
間
に
万
巻
楼
の
名
の
下
に
刻
書
業
を
始
め
た
こ
と
、
万
巻
楼
本

は
広
く
流
通
し
、
周
氏
一
族
の
出
版
物
は
非
常
に
有
名
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。 

周
亮
工
の
こ
の
言
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
万
暦
五
年
か
ら
万
暦
二
十
八
年
ま
で

の
活
動
が
確
認
出
来
て
万
暦
十
八
年
に
「
萬
卷
／
樓
主
人
」
印
を
使
っ
て
い
る

対
峰
周
曰
校
は
、
嘉
隆
間
に
書
坊
と
し
て
の
万
巻
楼
を
創
業
し
た
前
山
周
庭
槐

か
ら
い
ず
れ
か
の
時
点
で
事
業
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、

周
庭
槐
の
嫡
孫
の
言
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
第
一
世
代
の
周
庭
槐
・

周
曰
校
・
竹
潭
周
宗
孔
ら
が
共
同
で
創
業
し
た
も
の
を
、
自
ら
の
祖
父
が
一
人

で
始
め
た
か
の
よ
う
に
潤
色
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
ひ
ど

け
れ
ば
、
周
曰
校
や
周
宗
孔
ら
が
先
に
始
め
て
い
た
も
の
を
、
後
か
ら
参
加
し

た
周
庭
槐
の
手
柄
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な

い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
は
っ
き
り
万
巻
楼
主
人
を
名
乗
る
周
曰
校

の
他
に
、
周
庭
槐
も
万
巻
楼
の
経
営
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
言
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
に
は
問
題
あ
る
ま
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
人
と
共
同

で
万
巻
楼
刊
本
を
出
版
し
て
い
る
周
宗
孔
も
同
様
だ
と
認
め
て
良
か
ろ
う
。 

ま
た
、
権
威
付
け
の
た
め
に
創
業
を
早
く
吹
聴
す
る
の
は
良
く
あ
る
こ
と
だ

ろ
う
が
、
逆
に
わ
ざ
わ
ざ
遅
く
吹
聴
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、

「
嘉
靖、
時
」
と
言
わ
ず
に
「
嘉
隆、
時
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
隆
慶

の
創
業
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
仮
に
嘉
靖
だ
っ
た
と
し
て
も
末
期

の
数
年
が
い
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
金
谿
周
氏
一

族
の
刊
本
で

も
早
い
も
の
は
、
刊
行
者
の
個
人
名
を
記
さ
な
い
万
暦
元
年
周

氏
仁
寿
堂
刊
『
本
草
蒙
筌
』
で
あ
っ
た
。
隆
慶
は
六
年
ま
で
し
か
な
い
か
ら
、
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周
氏
が
刻
書
を
始
め
た
の
が
万
暦
元
年
か
ら
十
年
と
遡
ら
な
い
嘉
靖
と
隆
慶
の

変
わ
り
目
頃
だ
と
い
う
記
述
は
、
事
実
に
即
し
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。 

つ
ま
り
、
金
谿
唐
氏
と
並
ん
で
明
末
清
初
の
金
陵
を
代
表
す
る
書
坊
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
金
谿
周
氏
は
、
宋
元
以
来
連
綿
と
続
い
て
い
た
建
陽
の
余
氏
や

劉
氏
な
ど
の
よ
う
に
数
百
年
の
歴
史
を
持
つ
老
舗
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
隆

慶
年
間
頃
の
創
業
で
、
万
暦
初
年
に
急
激
に
事
業
を
拡
大
し
た
新
興
勢
力
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
周
亮
工
の
こ
の
証
言
に
よ
っ
て
、
第
一
節
（
３
）
で
見
た
周
曰

校
甲
本
『
三
国
演
義
』
を
嘉
靖
三
十
一
年
刊
と
す
る
説
は
、
も
は
や
完
全
に
成

立
し
得
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。 

（
７
）
金
谿
周
氏
の
出
版
活
動
と
龔
廷
賢
の
医
書 

 

②
の
段
で
は
、
万
巻
楼
が
正
統
な
経
書
の
他
に
経
世
済
民
に
関
わ
る
書
物
を

多
く
刊
行
し
て
お
り
、
特
に
医
書
に
力
を
入
れ
、
同
郷
の
龔
雲
林
先
生
に
編
集

を
委
嘱
し
て
、
順
に
『
寿
世
保
元
』
『
万
病
回
春
』
『
古
今
医
鑑
』
『
雲
林
神
殻マ

マ

』

を
刊
行
し
て
好
評
を
博
し
た
こ
と
、『
普
渡
慈
航
』
だ
け
は
刊
行
予
告
ま
で
は
し

た
も
の
の
出
版
は
出
来
ず
じ
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 

金
谿
周
氏
一
族
（
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
）
が
医
書
の
刊
行
に
力
を
入
れ
て

い
た
の
が
事
実
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
諸
例
に
占
め
る
医
書
の

割
合
の
高
さ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
金
谿
周
氏
は
万
巻
楼
の
周
曰
校
甲
・

乙
本
『
三
国
演
義
』
や
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
な
ど
、
大
業
堂
の
封
面

を
持
つ
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
『
重
刻
西
漢
通
俗
演
義
』
『
重
刻
京
本
増

評
東
漢
十
二
帝
通
俗
演
義
志
傳
』『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
な
ど
、
そ
し
て
醉
耕

堂
の
〔
康
熙
前
期
〕
刊
『
四
大
奇
書
第
一
種
』
六
十
巻
１
０
０

（
中
国
国
家
図
書

館
、
京
都
産
業
大
学
附
属
図
書
館
小
川
文
庫
蔵
）
な
ど
と
い
っ
た
章
回
小
説
も

多
数
刊
印
し
て
お
り
、
多
く
が
そ
の
小
説
の
重
要
版
本
で
あ
る
た
め
、
周
氏
一

族
の
書
坊
は
章
回
小
説
研
究
の
角
度
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
章
も

ま
た
そ
う
し
た
視
点
か
ら
周
氏
一
族
の
刻
書
に
関
心
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
周
曰
校
甲
本
『
三
国
演
義
』
を
除
け
ば
全
て
万
暦
十
年
代
末
以
降
の

刊
行
で
あ
る
か
ら
、
章
回
小
説
は
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
の
経
営
が
軌
道
に
乗

っ
て
十
分
に
安
定
し
て
か
ら
手
を
伸
ば
し
た
分
野
だ
っ
た
と
思
し
い
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
医
書
は
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
の
草
創
期
か
ら
の
押
し
も

押
さ
れ
も
せ
ぬ
主
力
商
品
で
あ
っ
た
。
本
章
で
確
認
出
来
た

も
早
い
金
谿
周

氏
刊
本
で
あ
る
万
暦
元
年
周
氏
仁
寿
堂
刊
『
本
草
蒙
筌
』
か
ら
し
て
医
書
で
あ

る
し
、
同
じ
く

も
早
い
万
巻
楼
刊
本
も
、
第
一
世
代
の
対
峰
周
曰
校
・
竹
潭

周
宗
孔
・
前
山
周
庭
槐
が
共
同
刊
行
し
た
万
暦
五
年
序
刊
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
典
の
医
書
も
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
出
し
て
お
り
、
第

一
節
（
２
）
等
で
取
り
上
げ
た
万
暦
十
一
年
周
希
旦
・
周
曰
校
仁
寿
堂
刊
本
『
新

刋
東
垣
十
書
』
も
そ
う
だ
し
、
万
暦
十
二
年
に
は
『
重
廣
補
註
黃
帝
内
經
素
問
』

二
十
四
巻
と
『
新
刋
黃
帝
内
經
靈
樞
』
二
十
四
巻
を
周
曰
校
が
刊
行
し
て
い
る

（
共
に
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
１
０
１

。
医
書
は
第
三
世
代
の
周
亮
節
醉
耕
堂
に
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至
る
ま
で
継
続
的
に
刊
行
さ
れ
続
け
て
お
り
、
周
亮
工
の
言
う
通
り
、
医
書
こ

そ
が
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
の
主
力
商
品
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
１
０
２

。 
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
特
に
目
を
引
く
の
が
、
第
一
節
（
４
）
で
見
た
通
り

周
曰
校
の
姻
戚
で
あ
っ
た
龔
廷
賢
の
編
ん
だ
医
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ

た
だ
け
で
も
、
第
一
世
代
の
対
峰
周
曰
校
・
竹
潭
周
宗
孔
・
前
山
周
庭
槐
が
共

同
刊
行
し
た
万
暦
五
年
序
刊
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
を
始
め
、
周
庭
槐
が
刊
行
し

た
万
暦
十
一
年
跋
刊
『
新
刻
種
杏
仙
方
』
、
万
暦
十
六
年
序
刊
の
周
曰
校
初
刻
本

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
新
刋
萬
病
囘
春
』
、
第
二
世
代
に
移
っ
て
万
暦
四
十

三
年
序
刊
の
蓋
卬
周
文
卿
光
霽
堂
刊
『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世
保
元
』
、
玉
卬
周
文

煥
・
如
泉
周
文
燿
が
万
巻
楼
存
義
堂
名
義
で
共
同
刊
行
し
た
万
暦
四
十
四
年
序

刊
『
新
刋
醫
林
狀
元
濟
世
全
書
』
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
龔
廷
賢
書
き
下
ろ
し
の

周
氏
刊
本
で
あ
っ
た
。
龔
廷
賢
の
編
ん
だ
医
書
は
、
他
に
『
新
鍥
雲
林
神
彀
』

四
巻
、
『
新
刋
魯
府
禁
方
』
四
巻
、
『
雲
林
醫
聖
普
渡
慈
航
』
八
巻
１
０
３

の
三
書

が
知
ら
れ
る
が
、
『
新
鍥
雲
林
神
彀
』
の
初
刻
本
は
や
は
り
周
曰
校
刊
本
だ
し

１
０
４

、『
新
刋
魯
府
禁
方
』
も
魯
王
府
の
官
刻
本
の
刊
行
作
業
を
周
曰
校
が
請
け

負
っ
た
も
の
１
０
５

、
残
る
『
雲
林
醫
聖
普
渡
慈
航
』
は
周
氏
の
刊
行
で
は
な
い

が
、
周
曰
校
と
提
携
関
係
に
あ
っ
た
世
徳
堂
主
人
龍
泉
唐
廷
仁
と
同
排
行
の
同

族
と
思
し
き
際
雲
唐
廷
揚
に
よ
っ
て
崇
禎
年
間
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
１
０
６

。 

こ
れ
だ
け
の
数
が
立
て
続
け
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
姻
戚
の

よ
し
み
で
採
算
度
外
視
で
出
版
し
て
や
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け

良
く
売
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
売
れ
行
き
の
ほ
ど
は
、『
万
病
回
春
』

に
初
刻
本
の
他
に
万
暦
二
十
五
年
周
曰
校
重
刊
本
、
万
暦
三
十
年
成
卬
周
文

憲
・
玉
卬
周
文
煥
・
如
泉
周
文
燿
重
刊
本
、
そ
し
て
こ
の
周
亮
工
序
を
持
つ
康

熙
七
年
大
業
堂
重
刊
本
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
想
像
に
余
り
あ
る
。
周
氏
万
巻

楼
グ
ル
ー
プ
が
短
期
間
に
急
成
長
を
遂
げ
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
実
上
の
専
属

作
家
と
な
っ
て
い
た
龔
廷
賢
の
量
産
す
る
医
書
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
と
考

え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

右
に
挙
げ
た
諸
版
本
の
刊
年
や
、
注
104
に
挙
げ
た
「
雲
林
神
彀
序
」
や
注
105

に
挙
げ
た
「
魯
府
禁
方
序
」
の
記
述
な
ど
か
ら
す
る
と
、
周
亮
工
が
万
巻
楼
の

既
刊
だ
と
す
る
四
書
の
刊
行
順
は
『
古
今
医
鑑
』
『
万
病
回
春
』
『
雲
林
神
彀
』

『
寿
世
保
元
』
で
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
周
氏
一
族
が
刊
行
し
た
龔
廷
賢
の
医
書

は
少
な
く
と
も
他
に
三
点
あ
る
が
、
そ
の
程
度
は
記
憶
に
頼
っ
て
書
い
た
結
果

の
些
細
な
誤
り
と
看
做
し
て
お
け
ば
良
く
、
序
文
全
体
の
信
憑
性
を
揺
る
が
す

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。 

周
亮
工
の
挙
げ
る
四
種
の
初
刻
本
は
、『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
を
除
い
て
い
ず
れ

も
万
巻
楼
の
名
は
明
記
し
て
い
な
か
っ
た
。
周
亮
工
が
そ
れ
ら
も
含
め
て
万
巻

楼
の
刊
本
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
万
巻
楼
と
い
う
の
は

元
々
周
氏
一
族
の
書
坊
全
体
の
ブ
ラ
ン
ド
名
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
理
解
す

れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
。 

ま
た
、『
普
渡
慈
航
』
だ
け
は
用
意
は
あ
っ
た
が
刊
行
出
来
な
か
っ
た
と
の
証
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言
も
貴
重
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
同
書
は
崇
禎
年
間
に
金
閶
（
蘇
州
）
に
お
い

て
際
雲
唐
廷
揚
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
周
亮
工
は
そ
の
事
実
を

把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
或
い
は
、
知
っ
て
は
い
た
が
周
氏

一
族
が
刊
行
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
触
れ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
さ
て
お
き
、
貴
重
だ
と
言
う
の
は
、
周
氏
に
も
刊
行
の
用
意
は
あ
っ
た
こ

と
を
仄
め
か
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

と
い
う
の
も
、
崇
禎
五
年
跋
刊
の
唐
廷
揚
刊
『
雲
林
醫
聖
普
渡
慈
航
』
は
、

参
閲
者
王
肯
堂
・
序
の
撰
者
葉
向
高
・
賛
の
撰
者
呉
道
南
が
全
て
天
啓
末
年
ま

で
に
死
去
し
て
い
る
た
め
に
、
偽
書
説
も
存
在
す
る
か
ら
だ
１
０
７

。
小
曽
戸
洋

氏
は
「
本
書
の
も
と
と
な
っ
た
未
定
稿
類
が
早
く
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
と
み

れ
ば
、
一
概
に
矛
盾
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
注
107
解
題
四
頁
）
と
述
べ

て
偽
書
説
を
退
け
て
い
る
が
、
周
亮
工
の
こ
の
証
言
は
小
曽
戸
氏
の
説
の
裏
付

け
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

小
曽
戸
氏
は
『
雲
林
醫
聖
普
渡
慈
航
』
を
真
作
と
認
め
た
上
で
、
同
書
の
崇

禎
元
年
の
自
序
で
「
九
十
歳
翁
」
と
自
称
し
て
い
る
こ
と
や
、
崇
禎
五
年
に
自

跋
を
書
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』（
前
掲
）

二
六
八
頁
が
引
く
『
金
谿
縣
志
』
の
「
廷
賢
行
醫
凡
六
十
年
、
卒
年
九
十
三
」

と
い
う
記
述
な
ど
も
併
せ
て
、
龔
廷
賢
の
生
没
年
を
一
五
二
二
～
一
六
一
九
と

す
る
王
立
氏
ら
の
説
を
退
け
、「
い
ま
筆
者
は
龔
廷
賢
の
生
没
年
を
お
よ
そ
一
五

三
九
～
一
六
三
二
年
と
推
定
し
て
お
く
」（
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
見

解
で
あ
ろ
う
。 

（
８
）
前
山
周
庭
槐
と
如
山
周
文
煒
の
生
年 

 

③
の
段
で
は
、
ま
ず
龔
廷
賢
が
周
庭
槐
の
外
昆
季
、
つ
ま
り
姓
の
異
な
る
い

と
こ
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
龔
廷
賢
は
周
曰
校
の
姻
戚
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
周
庭
槐
と
周
曰
校
の
間
に
確
か
に

血
縁
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
周
庭
槐
の

名
は
廷
槐
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
或
い
は
母
方
の
い
と
こ
同
士
で
排

行
を
揃
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

常
識
的
に
は
考
え
に
く
い
こ
と
だ
ろ
う

が
、
周
曰
校
や
周
庭
槐
ら
第
一
世
代
の
名
は
排
行
が
揃
っ
て
い
な
い
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
も
し
や
と
思
わ
せ
る
も
の
が
無
い
で
も
な
い
１
０
８

。 

続
け
て
、
周
庭
槐
が
汴
（
河
南
祥
符
）
に
移
住
し
た
際
に
龔
廷
賢
も
同
行
し

て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
で
ま
た
金
陵
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
周
庭
槐
は
ま
ず
金
谿
か
ら
祥
符
に
移
住
し
、
そ
の
後
で
金
陵
に

や
っ
て
来
て
刻
書
を
始
め
た
こ
と
が
知
れ
る
。 

周
庭
槐
は
万
暦
五
年
・
同
九
年
・
同
十
一
年
に
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る

が
（
注
23
参
照
）
、
前
述
の
通
り
周
文
煒
は
祥
符
で
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

許
振
東
注
49
論
文
で
は
、
黎
士
弘
「
周
如
山
先
生
朱
太
夫
人
雙
壽
序
」（
『
託
素

齋
文
集
』
巻
一
）
の
周
如
山
夫
婦
が
「
壬
辰
〔
順
治
九
年
、
一
六
五
二
〕
」
に
「
太

翁
與
太
君
年
上
下
、
七
十
同
時
舉
慶
」
だ
と
い
う
記
述
を
引
い
て
、
如
山
周
文

煒
と
そ
の
同
い
年
の
妻
朱
氏
の
生
年
は
万
暦
十
年
（
一
五
八
二
）
で
あ
る
と
考
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察
し
て
い
る
１
０
９

。
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
庭
槐
が
金
陵
で
刻
書
を
初
め

て
か
ら
も
、
祥
符
に
戻
る
時
期
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
如
山
周
文
煒
の
妻
の
朱
氏
に
つ
い
て
は
、
許
振
東
注
49
論

文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
周
在
浚
「
（
周
亮
工
）
行
述
」
に
「
如
山
公
娶
故
明
胙

城
王
朝

公
女
朱
太
淑
人
」
と
見
え
る
。
明
の
胙
城
王
朝

の
娘
だ
と
の
こ
と

だ
が
、
こ
の
胙
城
王
と
い
う
の
は
周
王
府
の
分
家
筋
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、

『
休
庵
影
語
』
に
お
け
る
周
如
山
の
「
初
出
自
周
邸
」
云
々
と
い
う
発
言
は
、

周
王
府
と
の
パ
イ
プ
に
よ
っ
て
得
た
情
報
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。 

な
お
、
周
亮
工
「
祭
靖
公
弟
文
」（
前
掲
『
頼
古
堂
集
』
巻
二
十
四
）
に
よ
れ

ば
、
周
亮
工
と
同
腹
の
兄
弟
姉
妹
は
姉
二
人
・
弟
一
人
（
亮
節
）
・
妹
二
人
で
、

長
姉
は
周
亮
節
が
没
し
た
康
熙
九
年
（
一
六
七
〇
）
の
前
年
春
に
享
年
七
十
で

没
し
て
い
る
１
１
０

。
つ
ま
り
、
周
文
煒
の
嫡
出
の

初
の
子
供
の
生
年
は
万
暦

二
十
八
年
（
一
六
〇
〇
）
、
周
文
煒
が
十
九
歳
の
時
と
知
れ
る
。
一
方
、「
（
周
亮

工
）
年
譜
」
に
よ
る
と
、
周
亮
工
は
二
十
四
歳
で
結
婚
し
、
嫡
男
の
在
浚
は
二

十
九
歳
の
時
に
生
ま
れ
て
い
る
１
１
１

。 

周
庭
槐
は
生
没
年
と
も
不
明
だ
が
、
仮
に
二
十
五
歳
で
嫡
男
の
周
文
煒
が
生

ま
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
嘉
靖
三
十
七
年
（
一
五
五
八
）
生
ま
れ
と
な
る
。
不
確

か
な
推
論
で
は
あ
る
が
、
嘉
靖
十
八
年
（
一
五
三
九
）
前
後
の
生
ま
れ
と
推
定

さ
れ
て
い
る
龔
廷
賢
よ
り
も
一
回
り
以
上
若
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
っ
て

良
か
ろ
う
。 

（
９
）
周
庭
槐
の
金
言 

 

④
の
段
で
は
、
ま
ず
金
陵
で
龔
廷
賢
が
『
万
病
回
春
』
を
編
ん
だ
際
に
周
庭

槐
の
助
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
第
一
節
（
４
）
で
見
た
通
り
、
周
氏
一

族
は
万
暦
十
六
年
序
刊
の
周
曰
校
初
刻
本
・
万
暦
二
十
五
年
刊
の
周
曰
校
重
刊

本
・
万
暦
三
十
年
刊
の
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
重
刊
本
と
、
『
万
病
回
春
』

を
僅
か
十
五
年
の
間
に
三
回
も
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
周
庭
槐
の
名
が
明

記
さ
れ
た
も
の
は
無
い
が
、
彼
は
刊
行
者
の
同
族
に
し
て
編
者
の
い
と
こ
で
あ

る
か
ら
、
陰
で
作
業
に
何
ら
か
の
協
力
を
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。 

続
い
て
は
、
周
亮
工
の
亡
父
（
周
文
煒
）
が
初
め
て
刻
書
業
に
参
加
し
た
際

に
、
文
煒
を
始
め
第
二
世
代
（
「
文
」
字
輩
）
の
者
た
ち
が
庭
槐
か
ら
『
万
病
回

春
』
の
校
正
を
命
ぜ
ら
れ
た
逸
話
を
記
す
。
こ
ん
な
作
業
が
出
世
の
役
に
立
つ

の
か
と
渋
る
「
文
」
字
輩
の
面
々
に
対
し
て
庭
槐
は
、
い
ず
れ
子
孫
か
ら
科
挙

で
名
を
成
す
者
が
出
る
と
す
れ
ば
、
済
民
に
利
す
る
こ
の
書
を
刊
行
し
た
功
徳

こ
そ
が
土
台
と
な
る
は
ず
だ
と
諭
し
た
と
い
う
。 

話
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
第
二
世
代
が
少
年
期
に
あ
っ
た
時
の
こ
と

で
あ
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
周
庭
槐
が
助
力
の
一
環
と
し
て
自

分
の
息
子
や
甥
た
ち
に
校
正
を
手
伝
わ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
話
が
繋
が
る

し
、
ま
だ
少
年
で
挙
業
に
熱
心
で
あ
っ
た
息
子
や
甥
た
ち
１
１
２

が
、
科
挙
に
益

さ
ず
栄
達
に
繋
が
ら
な
い
医
書
の
校
正
作
業
を
渋
る
の
に
対
し
、
万
巻
楼
の
創

業
者
た
る
庭
槐
が
書
坊
の
経
営
者
と
し
て
の
心
構
え
を
説
い
て
諭
し
た
の
だ
と
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理
解
出
来
る
か
ら
だ
。
本
章
の
初
出
論
文
で
は
周
文
煒
の
生
年
が
は
っ
き
り
分

か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
は
万
暦
十
六
年
初
刻
本
の
刊
行
時
の
こ
と
か

と
推
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
長
男
の
周
文
煒
が
よ
う
や
く
七
歳
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
で
は
流
石
に
早
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
万
暦
二
十

五
年
刊
本
か
万
暦
三
十
年
刊
本
の
ど
ち
ら
か
の
校
正
時
の
逸
話
の
よ
う
だ
。 

ま
た
、
周
庭
槐
が
こ
こ
ま
で
重
要
性
を
強
調
し
た
書
物
だ
か
ら
こ
そ
、
周
氏

は
僅
か
十
五
年
の
間
に
三
度
も
刊
行
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
初
刻
本
の
万

暦
十
六
年
は
お
ろ
か
、
第
二
世
代
が
三
度
目
の
刊
行
を
行
っ
た
万
暦
三
十
年
に

さ
え
も
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
周
亮
工
が
こ
の
話
を
知
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
周
文
煒
を
始
め
と
す
る
第
二
世
代
の
面
々
に
と
っ
て
、
周
庭
槐
の
こ

の
言
葉
は
よ
ほ
ど
印
象
的
な
金
言
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（
10
）
汪
淇
蜩
寄
還
読
斎
―
―
虎
林
の
奸
賈 

 

⑤
で
は
、
そ
れ
か
ら
数
十
年
を
経
て
、
虎
林
（
杭
州
）
で
「
善
本
」
と
の
角

書
を
加
え
た
海
賊
版
が
現
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

初
は
「
王
宇
泰
先
生
重
訂
」

と
偽
り
、
そ
れ
が
露
見
す
る
と
今
度
は
龔
廷
賢
の
名
を
出
し
て
販
売
を
続
け
て

い
た
と
い
う
。
周
亮
工
は
、
そ
の
貪
欲
さ
に
つ
い
て
は
敢
え
て
罰
し
よ
う
と
い

う
つ
も
り
は
な
い
が
、
勝
手
に
薬
の
名
を
改
め
た
り
配
合
を
変
え
た
り
す
る
の

は
命
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
杭
州
刊
本
が
天
下
に
利
す
る
書
物
た
る
べ
き
『
万

病
回
春
』
を
天
下
を
害
す
る
書
物
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
は
亡
き
祖
父

の
意
に
も
反
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
捨
て
置
け
ず
、
そ
の
た
め
に
自
ら
全
面
的

に
校
訂
し
、
全
て
旧
版
の
通
り
に
し
た
も
の
を
「
原
本
」
と
の
角
書
を
加
え
て

刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
と
の
経
緯
を
述
べ
る
。
前
掲
の
封
面
告
白
に
も
ほ
ぼ
同

じ
意
味
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
な
る
ほ
ど
話
の
筋
は
通
っ
て
い
る
。

周
亮
工
ほ
ど
の
地
位
な
ら
ば
、
単
に
金
儲
け
の
た
め
な
ら
も
っ
と
効
率
の
良
い

方
法
が
他
に
幾
ら
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
宣
伝
文
句
で
あ
る
の
み
に

止
ま
ら
ず
、
あ
る
程
度
本
気
で
言
っ
て
い
る
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
周
亮
工
が
口
を
極
め
て
罵
っ
て
い
る
杭
州
刊
本
と
い
う
の
は
現

存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
王
宇
泰
先
生
重
訂
」
を
謳
う
も
の
は
見
つ
け
て
い
な
い

が
１
１
３

、
そ
れ
が
偽
書
と
露
見
し
た
後
に
龔
廷
賢
名
義
に
改
め
て
売
り
続
け
た

と
い
う
版
本
は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
、「
萬
病
囘
春
例
言
」
の
末
尾

に
「
（
低
二
格
）
峕
／
康
熙
元
年
一
陽
月
冬
至
日
西
陵
後
學
憺
漪
子
汪 

淇
右
子

氏
識
于
孝
／
（
低
二
格
）
友
堂
別
業
」
と
署
名
し
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
四
行
の

間
の
界
線
上
に
低
二
格
で
「
金
谿 

太
醫
院
雲
林
龔
廷
賢
子
才
甫
編
輯
／
錢
塘 

後
學
憺
漪
子
汪 

淇
右
子
氏
重
定
」
と
あ
り
、
全
葉
の
版
心
下
部
に
「
蜩
寄
」

と
見
え
る
『
增
定
便
攷
萬
病
囘
春
善
本
』
八
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
［
欠
巻
七
］
）
で

あ
る
。
白
紙
藍
印
の
封
面
も
下
四
分
の
一
ほ
ど
を
欠
損
す
る
も
の
の
残
っ
て
い

て
、
天
頭
に
「
醫 

家 

必 

讀
」
と
横
書
き
し
、
左
右
三
欄
に
区
切
っ
て
右

欄
に
「
龔
雲
林
先
生
著
」
、
中
央
に
大
字
で
「
萬
病
回
春
善
□
」
、
左
に
小
字
で

三
行
の
告
白
を
記
し
（
告
白
末
の
署
名
の
有
無
は
欠
損
に
よ
り
不
明
）
、
左
上
に

陽
刻
楕
円
「
欣
賞
」
朱
印
、
右
下
に
陰
刻
正
方
「
還
讀
／
齋
」
朱
印
を
捺
す
。
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こ
の
封
面
印
の
「
還
讀
齋
」
と
版
心
に
見
え
る
「
蜩
寄
」
は
、
い
ず
れ
も
安
徽

休
寧
出
身
の
汪
淇
（
字
右
子
、
号
憺
漪
子
）
、
即
ち
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
汪
象

旭
箋
註
本
の
評
者
で
あ
る
汪
象
旭
そ
の
人
が
明
末
清
初
に
杭
州
で
営
ん
だ
書
坊

の
名
で
あ
る
１
１
４

。
つ
ま
り
、
同
書
は
封
面
題
も
巻
首
題
も
「
善
本
」
の
二
字

を
含
み
、
封
面
に
「
龔
雲
林
先
生
著
」
と
掲
げ
る
杭
州
刊
本
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
周
亮
工
の
指
摘
す
る
特
徴
に
合
致
す
る
。
康
熙
元
年
序
刊
で
あ
る
か
ら
年

代
の
辻
褄
も
合
い
、
周
亮
工
を
怒
ら
せ
た
の
は
同
書
に
相
違
あ
る
ま
い
。 

同
書
を
万
暦
三
十
年
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
重
刊
本
や
万
暦
二
十
五
年

周
曰
校
重
刊
本
を
底
本
と
す
る
古
活
字
本
な
ど
と
比
べ
る
と
、
見
易
さ
を
考
慮

し
て
か
処
方
箋
に
示
す
原
料
の
排
列
順
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
分
量
の

注
記
で
「
二
」
を
「
一
」
に
誤
る
な
ど
の
誤
刻
も
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、

万
暦
三
十
年
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
重
刊
本
に
も
誤
刻
と
思
わ
れ
る
箇
所

は
あ
る
し
、『
万
病
回
春
』
は
建
陽
の
余
氏
萃
慶
堂
が
万
暦
十
七
年
余
泗
泉
刊
本

（
研
医
会
図
書
館
蔵
）・
万
暦
三
十
三
年
余
泗
泉
後
修
本
（
早
稲
田
大
学
附
属
図

書
館
蔵
）・
崇
禎
七
年
余
継
泉
刊
本
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
な
ど
何
度
も

翻
刻
し
て
い
る
の
を
始
め
、
前
述
の
蘇
州
葉
龍
溪
重
刊
本
な
ど
も
あ
り
、
翻
刻

本
の
版
種
は
非
常
に
多
い
。
数
あ
る
翻
刻
本
の
う
ち
汪
淇
の
杭
州
刊
本
だ
け
が

非
難
さ
れ
た
理
由
は
、
第
七
章
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

四
、 

金
陵
万
巻
楼
と
金
閶
大
業
堂 

（
１
）
残
さ
れ
た
問
題
点 

 

以
上
、
本
章
で
は
明
末
清
初
に
金
陵
に
お
い
て
非
常
に
活
発
な
出
版
活
動
を

行
っ
た
周
氏
万
巻
楼
と
周
氏
大
業
堂
の
関
係
の
考
察
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
金

谿
周
氏
が
金
陵
で
営
ん
だ
書
坊
の
活
動
状
況
や
、
そ
の
刊
本
の
書
誌
に
つ
い
て

論
じ
て
来
た
。
筆
者
の
出
発
点
の
一
つ
は
両
書
坊
が
重
要
な
章
回
小
説
版
本
を

多
く
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
両
者
の
間
に
継
承
関
係
が
確
認
さ
れ
、

更
に
は
醉
耕
堂
ま
で
も
が
こ
の
列
に
連
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
で
、
今
後

の
章
回
小
説
研
究
に
資
す
る
点
は
少
な
く
な
い
も
の
と
信
ず
る
。
ま
た
、
大
業

堂
嫡
流
の
周
亮
工
が
、
万
巻
楼
に
代
表
さ
れ
る
一
族
の
刻
書
の
創
業
時
期
を
嘉

隆
間
だ
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
も
収
穫
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何

よ
り
、
本
論
文
全
体
の
趣
旨
か
ら
は
、『
休
庵
影
語
』
に
見
え
る
周
如
山
が
大
業

堂
主
人
如
山
周
文
煒
に
他
な
ら
な
い
と
判
明
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

し
か
し
、
明
末
清
初
に
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
た
周
姓
の
人
物
は
甚
だ
多
く
、

筆
者
の
調
査
の
及
ん
で
い
な
い
者
も
相
当
な
数
に
上
る
。
例
え
ば
、
許
振
東
・

宋
占
茹
「
明
代
金
陵
周
氏
家
族
刻
書
成
員
与
書
坊
考
述
」（
第
二
節
（
１
）
前
掲
）

で
は
、
い
ず
れ
も
前
掲
『
中
国
印
刷
史
』
『
明
代
版
刻
綜
録
』
『
全
明
分
省
分
県

刻
書
考
』
の
三
書
に
明
末
に
金
陵
で
出
版
を
行
っ
た
と
し
て
名
が
挙
が
っ
て
い

る
人
物
を
全
て
抽
出
し
て
、
以
下
の
二
十
六
人
を
挙
げ
て
い
る
（
一
〇
六
頁
）
。 

 
 

周
如
山
（
大
業
堂
）
、
周
敬
泉
（
大
有
堂
）
、
周
如
溟
（
文
斐
堂
）
、
周
顕
、

周
文
煥
、
周
文
華
、
周
前
山
、
周
庭
槐
、
周
誉
吾
、
周
玉
堂
、
周
敬
吾
、
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周
敬
松
、
周
曰
校
（
万
巻
楼
）
、
周
桂
山
、
周
昆
岡
、
周
時
翰
、
周
四
達
、

周
竹
潭
（
嘉
賓
堂
）
、
周
希
旦
、
周
近
泉
、
周
楽
泉
、
周
楽
軒
、
周
如
泉
、

周
宗
孔
、
周
宗
顔
、
周
用 

周
前
山
と
周
庭
槐
、
周
竹
潭
と
周
宗
孔
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
数
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
他
に
も
同
じ
人
物
の
名
・
字
・
号
を
別
人
と
し
て
数
え
て
い
る
例
は
あ
り

そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
本
章
で
調
べ
の
及
ん
で
い
な
い
人
物
が
相
当
数
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
右
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
物
が
全
て
金
谿
周
氏

の
同
族
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、「
文
」
字
輩
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
者
も

い
る
し
、
敬
素
周
希
旦
や
敬
竹
周
時
泰
と
同
じ
「
敬
」
を
一
字
目
に
持
つ
者
が

多
い
の
も
目
を
引
く
。『
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
』
を
根
拠
と
す
る
周
竹
潭
が
嘉

賓
堂
主
人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
本
当
な
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
て
、
な
お

検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。 

そ
ん
な
中
で
本
章
の

後
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
金
谿
周
氏
が
金
陵
以

外
の
地
で
も
刻
書
活
動
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
文
革
紅
注
４
二
〇
一

〇
年
論
文
は
、
懐
徳
堂
が
『
焦
氏
說
楛
』
七
巻
（
筆
者
未
見
）
で
は
「
南
京
周

氏
懐
徳
堂
」
、
崇
禎
十
二
年
刊
『
地
理
大
全
』
（
筆
者
未
見
）
で
は
「
金
陵
懐
徳

堂
」
、
乾
隆
五
年
の
『
唐
陸
宣
公
集
』
二
十
二
巻
（
筆
者
未
見
）
で
は
「
雲
林
懐

徳
堂
梓
」
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
周
氏
懐
徳
堂
は
金
陵
の
他
に
金

谿
に
も
支
店
を
構
え
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
（
二
一
五
頁
）
。
こ
れ
は
「
繡
谷

唐
氏
世
徳
堂
」
の
よ
う
に
主
人
の
姓
を
修
飾
す
る
地
名
な
ら
ば
籍
貫
と
解
釈
す

れ
ば
良
い
が
、
地
名
が
書
坊
名
に
直
接
か
か
る
場
合
は
主
人
の
籍
貫
で
は
な
く

書
坊
の
所
在
地
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
の
見
地
か
ら
の
説
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
を

認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
が
、
仮
に
認
め
る
に
せ
よ
、
挙
が
っ
て

い
る
の
は
年
代
不
明
の
清
版
・
崇
禎
十
二
年
・
乾
隆
五
年
の
三
例
で
同
時
期
の

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
支
店
を
構
え
て
い
た
の
で
は
な
く
移
転
し
た
な
ど
の
可

能
性
も
あ
ろ
う
。
よ
り
厳
密
な
検
証
を
要
す
る
説
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。 

だ
が
、
万
巻
楼
や
大
業
堂
が
金
陵
で
活
動
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
、
万
巻

楼
や
大
業
堂
が
別
の
地
名
を
冠
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
版
本
の
存
在
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
略
述
し
て
本
章
の
結
び
と
し
た
い
。 

（
２
）
石
城
万
巻
楼
―
―
金
陵
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か 

 

『
葉
相
國
選
訂
百
子
類
函
』
四
十
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
は
、
枠
内
を
区
切
ら

ず
に
「
葉
相
國
選
訂
／
百
子
類
函
／
金
陵
萬
卷
樓
校
刋
」（
中
央
大
字
、
左
は
下

寄
せ
）
と
記
す
封
面
を
持
ち
、「
葉
臺
山
先
生
百
子
類
函
序
」
の
末
尾
に
「 

峕

／
萬
曆
壬
子
（
四
十
年
）
孟
夏
望
日
之
吉
玉
茗
堂
／ 

清
遠
道
人
臨
川
年
弟
湯

顯
祖
謹
／ 

撰
」
と
署
名
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
巻
一
巻
頭
第
二
～
五
行
に
低
六

格
で
「
東
閣
大
學
士
福
清
葉
向
髙
進
卿
甫
選
訂
／
玉
茗
堂
主
人
臨
川
湯
顯
祖
義

仍
甫
校
正
／
玉
茗
堂
門
人
後
學
周
大
賚
仁
父
甫
叅
閲
／
（
更
に
低
五
格
）
石
城

萬
卷
樓
周
氏
校
刋
行
」
と
あ
る
。 

万
暦
四
十
年
序
刊
の
周
氏
万
巻
楼
刊
本
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
良
い
と
し

て
、
問
題
は
「
石
城
萬
卷
樓
周
氏
」
だ
。
も
し
こ
れ
が
「
萬
卷
樓
石
城
周
氏
」
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で
あ
れ
ば
、「
石
城
」
は
万
巻
楼
主
人
の
号
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
し
か

し
、
こ
の
語
順
と
な
る
と
地
名
と
取
る
の
が
素
直
だ
ろ
う
。 

で
は
こ
れ
は
ど
こ
を
指
す
の
か
。
江
西
贛
州
府
に
石
城
県
が
あ
る
が
、
同
じ

江
西
で
も
周
氏
の
籍
貫
で
あ
る
撫
州
府
金
谿
県
と
は
か
な
り
距
離
が
あ
り
、
周

氏
に
縁
の
地
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
封
面
に
は
「
金
陵
萬
卷
樓
」
と
あ
る
の

だ
か
ら
、
金
陵
の
地
名
と
し
て
解
釈
出
来
る
な
ら
そ
れ
が
一
番
素
直
だ
ろ
う
。

宋
代
か
ら
南
京
城
内
に
は
石
城
坊
と
い
う
通
り
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
こ

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
周
文
煒
が
居
を
構
え
た
状

元
境
か
ら
は
地
下
鉄
一
駅
分
ほ
ど
距
離
が
あ
る
。
或
い
は
、「
石
頭
城
」
に
由
来

す
る
金
陵
自
体
の
異
称
だ
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ち
ら
の

場
合
は
、
特
に
気
に
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諸
賢
の

ご
教
示
に
俟
ち
た
い
。 

な
お
、
周
曰
校
の
代
に
万
巻
楼
が
金
陵
の
ど
こ
で
活
動
し
て
い
た
か
を
明
示

す
る
資
料
は
今
回
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
一
つ
だ
け
気
に
な
る
資
料

が
あ
る
。『
新
鍥
全
像
包
孝
肅
公
百
家
公
案
演
義
』
六
巻
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
奎
章

閣
蔵
）
の
巻
二
巻
頭
に
「
饒
安
育
元
堂
完
熙
生
校
編
／
金
陵
萬
卷
樓
周
對
峰
繡

梓
」
と
あ
り
、「
叙
百
家
公
案
小
説
」
の
末
尾
に
「
聖
天
子
御
極
歳
在
丁
酉
〔
万

暦
二
十
五
年
〕
□
正
月
饒
安
完
熙
生
書
于
□
山
萬
卷
樓
」
と
い
う
署
名
が
見
え

る
の
だ
（
□
は
破
損
に
よ
り
読
み
取
れ
な
い
）
。
こ
の
「
□
山
萬
卷
樓
」
と
い
う

の
は
、
お
そ
ら
く
万
巻
楼
の
所
在
地
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
万
暦
間
の
金
陵
の

書
坊
の
所
在
地
で
「
□
山
」
と
言
え
ば
、
ま
ず
は
「
三
山
」
が
疑
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
三
山
街
に
あ
っ
た
と
確
認
出
来
る
唐
氏
世
徳
堂
と
し
ば
し
ば
共
同

出
版
を
行
っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
周
曰
校
万
巻
楼
が
三
山
街
に
あ
っ
た
可
能
性

は
十
分
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
「
石
城
」
や
、
周
文
煒

以
下
の
大
業
堂
の
家
系
は
状
元
境
に
住
ん
で
い
た
事
実
と
の
整
合
性
が
取
れ
る

の
か
ど
う
か
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。 

 

（
３
）
金
閶
大
業
堂
と
「
呉
郡
」
周
如
泉 

 

一
方
、
明
末
清
初
の
金
閶
（
蘇
州
の
異
称
）
に
大
業
堂
を
名
乗
る
書
坊
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
左
右
三
欄
に
分
け
て
「
李
卓
吾
先
生
評
次
／
三
國

志
／
繡
繪
全
像
（
隔
三
格
）
金
閶
大
業
堂
藏
板
」（
中
央
大
字
）
と
記
し
た
封
面

を
持
つ
『
三
国
演
義
』
の
図
の
み
の
残
本
が
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
梁
蘊
嫻
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』（
宝
翰
楼
本
）

の
挿
絵
に
つ
い
て
―
―
合
戦
場
面
の
図
を
中
心
に
―
―
」（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国

古
典
文
学
挿
画
集
成
（
六
）
・
全
相
平
話
五
種
／
三
国
志
演
義
（
宝
翰
楼
本
）
』

所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
〇
九
）
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
京
大
文
学
部
図
書
館
に

は
も
う
一
本
『
三
国
演
義
』
の
図
の
み
の
残
本
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
封
面
も
含

め
て
図
以
外
を
全
て
欠
い
て
い
る
た
め
封
面
題
も
巻
首
題
も
刊
行
元
も
分
か
ら

な
い
が
、
右
の
金
閶
大
業
堂
蔵
板
本
と
同
版
先
刷
り
で
、
第
一
葉
は
両
者
異
版

と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
金
閶
大
業
堂
蔵
板
本
は
封
面
欠
の
残
本
の
後
修
本

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
梁
氏
は
更
に
封
面
欠
の
残
本
の
図
が
北
京
師
範
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大
学
図
書
館
所
蔵
の
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』（
筆
者
未
見
）
の
そ
れ

と
完
全
に
同
版
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
１
１
５

。
本
論
第
四
章
で
も
見
た

通
り
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』
は
概
ね
崇
禎
刊
本
で
あ
ろ
う
と
推
定

さ
れ
る
か
ら
、
金
閶
大
業
堂
蔵
板
本
は
〔
清
初
〕
後
修
と
見
て
お
け
ば
大
過
あ

る
ま
い
。 

 

ま
た
、
枠
内
を
区
切
ら
ず
に
右
半
分
に
「
潘
海
虞
先
生
彙
集
／
輿
圖
備
攷
全

書
」（
二
行
目
大
字
）
と
記
し
、
左
半
分
に
は
三
段
に
分
け
て
大
ま
か
な
編
目
を

記
し
、
左
下
隅
に
「
三
吳
大
業
堂
重
梓
」
と
記
す
墨
印
の
封
面
を
持
つ
『
彙
輯

輿
圖
備
考
全
書
』
十
八
巻
（
台
湾
国
家
図
書
館
等
蔵
）
も
あ
る
。
台
湾
国
家
図

書
館
蔵
本
は
左
下
に
「
本
衙
藏
板
／
翻
刻
必
究
」
の
朱
戳
、
中
央
上
に
魁
星
朱

円
印
を
捺
す
。「
（
低
二
格
）
峕マ

マ

（
隔
四
格
）
峕マ

マ

／
順
治
七
年
歳
次
庚
寅
菊
／ 

月

楚
黄
通
家
友
生
李
／ 

長
庚
頓
首
拜
撰
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
輿
圖
備
攷
全

書
序
」
が
あ
る
が
、
こ
の
「
順
治
七
年
」
は
版
築
居
刊
本
の
「
崇
禎
六
年
」
を

埋
木
改
刻
し
た
も
の
で
、
同
書
は
各
巻
巻
頭
の
「
繡
谷
傅
昌
辰
少
山
氏
較
梓
」

と
版
心
下
部
の
「
版
築
居
」
を
削
り
取
っ
た
後
修
本
で
あ
る
こ
と
を
、
王
重
民

『
中
国
善
本
書
提
要
』（
前
掲
）
が
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
っ
て
指
摘

し
て
い
る
（
一
八
八
頁
。
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
に
も
王
氏
の
指
摘
す
る
改
刻

の
特
徴
が
見
え
る
）
。
封
面
で
「
重
梓
」
と
謳
い
な
が
ら
実
態
は
他
書
坊
の
刊
本

の
後
修
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
本
章
第
二
節
で
見
た
通
り
金
陵
周
氏
大
業
堂

の
常
套
手
段
で
あ
っ
た
し
、
元
の
刊
行
者
が
繡
谷
（
金
谿
）
の
人
な
の
で
、
金

谿
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
版
木
を
入
手
し
た
と
考
え
れ
ば
す
ん
な
り
理

解
出
来
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
三
吳
大
業
堂
」
と
い
う
の
は
周
氏
大
業
堂
で
あ

る
可
能
性
が
大
い
に
高
か
ろ
う
。
問
題
は
「
三
吳
」
が
ど
こ
を
指
す
か
で
あ
る
。

三
呉
と
い
う
の
は
時
代
に
よ
っ
て
指
す
範
囲
の
変
わ
る
語
で
あ
り
、
広
義
に
は

江
南
一
帯
を
指
し
て
金
陵
も
含
み
得
る
。
だ
が
、
狭
義
に
用
い
る
場
合
は
、
蘇

州
及
び
そ
の
近
隣
地
域
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
金
陵
の
意
味
で
あ
れ
ば
周
氏
大

業
堂
は
い
つ
も
通
り
金
陵
な
り
秣
陵
な
り
の
分
か
り
易
い
呼
称
を
用
い
る
は
ず

で
、
わ
ざ
わ
ざ
三
呉
な
ど
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
表
現
は
使
わ
な
い
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
先
の
金
閶
大
業
堂
の
例
と
併
せ
て
、
蘇
州
で
も
周
氏
大
業
堂
が
活
動
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
見
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

 

で
は
、
周
氏
一
族
に
は
、
特
に
大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
を
行
う
周
庭
槐
の
直

系
子
孫
た
ち
の
中
に
は
、
明
末
清
初
に
蘇
州
で
活
動
し
て
い
そ
う
な
人
物
は
見

つ
か
る
だ
ろ
う
か
。
う
っ
て
つ
け
の
人
物
が
い
る
。
庭
槐
の
子
に
し
て
大
業
堂

名
義
で
の
刻
書
を
始
め
た
と
思
し
き
如
山
周
文
煒
の
同
母
弟
に
当
た
る
、
如
泉

周
文
燿
で
あ
る
。
第
三
章
第
一
節
で
触
れ
た
通
り
、
周
文
煒
が
周
文
燿
に
宛
て

た
と
思
し
き
「
與
泉
弟
」
と
い
う
手
紙
が
残
っ
て
い
る
が
、
同
居
し
て
い
る
弟

に
わ
ざ
わ
ざ
手
紙
な
ど
書
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
周
文
燿
が
周
文
煒
と

別
れ
て
暮
ら
し
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
そ
し
て
、
前
掲
『
頼
古

堂
尺
牘
新
鈔
二
選
藏
弆
集
』
巻
八
に
収
め
る
「
與
泉
弟
」
の
全
文
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 
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人
に
し
て
収
閉
の
年
に
當
た
る
も
、
猶
ほ
名
に
務
め
開
發
す
る
は
、
大
い

に
不
祥
な
り
。
少
年
の
人
に
一
點
の
少
年
の
氣
無
く
、
春
に
し
て
秋
の
令

を
行
ふ
や
、
尚
ほ
且
つ
不
可
な
り
。
老
年
の
人
に
一
點
の
老
年
の
氣
無
く
、

冬
に
し
て
春
の
令
を
行
ふ
や
、
危
ふ
い
か
な
危
ふ
い
か
な
。
１
１
６ 

こ
れ
は
お
よ
そ
壮
年
期
の
作
と
い
う
雰
囲
気
で
は
な
く
、
老
境
に
差
し
掛
か
っ

て
な
お
第
一
線
で
頑
張
ろ
う
と
す
る
弟
を
た
し
な
め
る
手
紙
に
見
え
る
。
し
て

み
れ
ば
、
こ
の
手
紙
は
彼
ら
が
老
境
に
入
っ
た
崇
禎
順
治
間
に
、
こ
の
兄
弟
が

離
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
受
け
取
れ
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、『
雙
井
軒
手
授
易
経
心
訣
』
四
巻
（
加
賀
市
立
中
央
図
書
館
聖
藩
文

庫
蔵
）
に
、
双
辺
の
間
に
各
辺
一
頭
ず
つ
龍
を
描
い
た
白
紙
朱
藍
套
印
の
封
面

が
残
っ
て
い
る
。
枠
内
は
左
右
三
欄
に
区
切
り
、
「
（
藍
）
雙
井
軒
手
授
（
隔
二

格
、
朱
）
本
衙
蔵
板

翻
刻
必
究

／
（
朱
、
大
字
）
易
經
主
意
心
訣
／
（
藍
、
下
寄
せ
）
吴
郡

周
如
泉
繍
梓
」
と
記
し
て
い
る
。「
吴
郡
」
と
言
え
ば
蘇
州
の
古
名
に
基
づ
く
異

称
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
記
は
如
泉
周
文
燿
が
蘇
州
に
移
住
し
、
そ
こ
で
出
版

活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
表
す
と
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、

先
に
見
た
金
閶
大
業
堂
や
三
呉
大
業
堂
と
い
う
の
も
、
如
泉
周
文
燿
本
人
か
、

或
い
は
そ
の
子
や
孫
の
営
む
書
坊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。
ど
う
や
ら

周
文
燿
は
金
陵
万
巻
楼
主
人
か
ら
金
閶
大
業
堂
主
人
に
転
じ
て
い
た
よ
う
だ
。 

同
書
に
は
刊
年
の
手
掛
か
り
に
な
る
よ
う
な
記
載
は
無
い
が
１
１
７

、
本
章
第

一
節
（
３
）（
４
）
で
見
た
よ
う
に
、
如
泉
周
文
燿
は
崇
禎
元
年
に
「
萬
卷
樓
周

如
泉
」
を
名
乗
っ
て
劉
孔
敦
が
金
陵
万
巻
楼
で
増
補
校
訂
に
当
た
っ
た
『
圖
像

本
草
蒙
筌
』
を
刊
行
し
て
い
る
か
ら
、
蘇
州
で
こ
れ
を
印
行
し
た
の
は
崇
禎
年

間
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
同
書
の
「
雙
井
軒
手
授
易
經
心
訣
凢
例
」

の
末
尾
に
「
（
低
三
格
）
（
六
字
格
破
損
）
□
□
元
建
氏
１
１
８

書
于
秣
陵
之
萬
卷

樓
」
と
あ
る
の
で
、
周
文
燿
は
蘇
州
で
も
金
陵
の
本
家
に
滞
在
す
る
文
人
と
連

絡
を
取
り
つ
つ
刻
書
に
当
た
っ
て
い
た
か
、
金
陵
で
作
っ
た
版
木
を
蘇
州
ま
で

持
っ
て
行
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、『
圖
像
本
草
蒙
筌
』
も

蘇
州
に
い
な
が
ら
金
陵
と
連
絡
を
取
り
つ
つ
刊
行
し
た
可
能
性
も
無
い
と
は
い

え
な
く
な
り
、
移
住
の
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
難
し
い
。

ま
た
、
前
述
の
通
り
前
山
周
庭
槐
が
金
陵
で
刻
書
を
始
め
た
後
に
そ
の
長
男
の

如
山
周
文
煒
が
祥
符
で
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
一
度
移
住
し
て

そ
れ
っ
き
り
と
い
う
訳
で
は
無
く
、
幾
つ
か
の
拠
点
を
往
復
し
て
い
た
可
能
性

も
あ
り
そ
う
だ
。 

そ
も
そ
も
、
如
泉
周
文
燿
が
蘇
州
に
進
出
す
る
前
か
ら
、
周
氏
万
巻
楼
グ
ル

ー
プ
は
蘇
州
の
書
坊
と
何
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
今
回
確
認
出
来
た

初
の
金
陵
周
氏
万
巻
楼
刊
本
で
あ
る
万
暦
五
年
序
の

周
曰
校
・
周
宗
孔
・
周
庭
槐
刊
本
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
に
、「
萬
曆
戊
子
年
（
十

六
年
）
姑
／
蘇
會
文
堂
刋
行
」
と
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
後
修
本
が
あ
る
（
注
21

参
照
）
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
明
末
清
初
に
お
け
る
地
域
の
異
な
る

書
坊
同
士
の
交
流
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
で
考
察
す
る
。 
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１  
拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻

及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇

一
一
）
。 

２  

各
版
本
の
詳
細
は
、『
西
遊
記
』
に
つ
い
て
は
本
論
第
二
章
、
他
の
世
徳
堂

刊
本
三
種
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
講
史
小
説
三
種
と

上
元
王
氏
の
双
面
連
式
挿
画
に
つ
い
て
」（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿

画
集
成
（
九
）
・
小
説
集
〔
三
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
一
四
）
参
照
。 

３  

本
章
で
は
、
姓
名
と
号
が
判
明
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て

こ
の
よ
う
に
「
号
＋
姓
＋
名
」
の
形
で
表
記
す
る
。 

４  

蘇
子
裕
「
明
代
戯
曲
出
版
物
之

―
―
江
西
人
編
選
、
出
版
的
劇
本
」（
江

西
省
文
芸
学
会
二
〇
〇
三
年
年
会
論
文
集
）
、
博
玫
・
文
革
紅
「
試
析
明
清
時

期
江
西
金
谿
部
分
儒
生
向
刻
書
業
的
身
份
転
型
」
（
『
南
昌
航
空
大
学
学
報
社

会
科
学
版
』
第
十
一
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
九
）
、
文
革
紅
「
江
西
小
説
刊
刻
地

―
―
〝
雲
林
〟
考
」
（
『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）
等
参
照
。 

５  

以
下
で
は
単
に
内
閣
文
庫
と
称
す
。 

６  

周
曰
校
と
唐
廷
仁
の
共
同
刊
本
は
、
本
論
第
三
章
に
お
い
て
他
に
万
暦
十

四
年
刊
同
十
六
年
序
刊
『
史
漢
合
編
題
評
』
八
十
八
巻
附
四
巻
と
〔
万
暦
前

期
〕
刊
『
鐫
國
朝
名
公
翰
藻
超
奇
』
十
四
巻
の
二
例
を
確
認
し
た
。 

７  

封
面
中
央
に
毎
字
隔
一
格
で
「
（
低
二
格
）
周
氏
萬
卷
樓
重
刋
」
、「
刻
公
餘

勝
覽
國
色
天
香
序
」
の
末
尾
に
「 

峕
／
萬
曆
丁
亥
（
十
五
年
）
夏
九
紫
山

人
謝
友
可
譔
／ 

于
萬
卷
樓
」
と
あ
る
た
め
、
ま
ず
周
氏
万
巻
楼
万
暦
十
五

年
刊
本
（
未
発
見
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
自
ら
重
刊
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い

る
。 

８  

周
曰
校
の
名
と
仁
寿
堂
の
名
が
共
に
見
え
る
版
本
に
は
、
他
に
周
曰
校
（
各

巻
巻
頭
）
と
仁
寿
堂
（
版
心
下
部
）
が
見
え
る
『
新
刋
官
板
批
評
正
百
將
傳
』

（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
や
、
周
曰
校
（
封
面
と
各
巻
巻
頭
）・
万
巻
楼
（
序

末
刊
記
）・
仁
寿
堂
（
版
心
下
部
）
と
三
者
全
て
が
別
々
の
箇
所
に
見
え
る
周

                                        
 

曰
校
乙
本
『
三
国
演
義
』
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
後
者
の
覆
刻
本
で
あ
る
周

曰
校
丙
本
で
も
こ
の
点
は
同
じ
で
あ
る
。 

９  

残
る
『
此
事
難
知
集
』
巻
下
と
『
外
科
精
義
』
巻
上
下
に
は
刊
行
者
名
は

見
え
な
い
。 

１
０ 

初
出
は
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
六
輯
（
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
、
一
九
八

九
）
。
な
お
、
真
柳
氏
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
補
訂
版
で
は
、
本
章
の
初
出
論

文
を
引
い
て
改
め
て
い
る
（h

ttp://squ
are.u

m
in

.ac.jp/m
ayan

agi/pap
er01/tou

en
10sh

o.h
tm

l

、
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
閲
覧
）
。 

１
１ 

注
１
拙
稿
注
19
で
は
「
六
・
八
・
九
・
十
三
・
十
四
の
各
葉
」
と
し
て
し

ま
っ
た
が
、
訂
正
す
る
。 

１
２ 

原
文
「
友
人
周
希
旦
氏
孝
友
人
也
、
慕
先
生
之
高
致
、
乃
求
全
集
而
刻
之

金
陵
、
以
廣
其
傳
」
。 

１
３ 

余
象
斗
の
名
・
字
・
号
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
従
来
諸
説
あ
っ
た
が
、

林
桂
如
「
余
象
斗
の
小
説
と
日
用
類
書
」（
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
博

士
論
文
、
同
題
で
コ
ン
テ
ン
ツ
ワ
ー
ク
ス
よ
り
オ
ン
デ
マ
ン
ド
出
版
、
二
〇

一
〇
）
の
注
７
に
お
い
て
、
崇
禎
元
年
序
刊
の
余
応
虬
・
余
応
科
刊
『
刻
仰

止
子
參
定
正
傳
地
理
統
一
全
書
』
十
二
巻
首
一
巻
の
目
録
に
「
明
西
一
余
象

斗
著
字
仰
止
」
、
同
書
の
釈
大
艤
（
林
氏
は
「
釈
天
艤
」
に
、
本
章
初
出
時
に

は
「
釈
天
麟
」
に
そ
れ
ぞ
れ
誤
読
し
て
い
た
。
詳
細
は
拙
稿
「
萃
慶
堂
の
歴

代
主
人
に
つ
い
て
―
―
建
陽
余
氏
刻
書
活
動
研
究(

１)

―
―
附
『
書
林
余
氏

重
修
宗
譜
』「
書
坊
文
興
公
派
下
世
系
」
第
37
世
ま
で
の
翻
刻
と
校
訂
」（
『
中

国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇
一
六
）
の
注
28
参
照
）
「
刻
地
理
全

書
敘
」
に
「
潭
陽
余
居
士
号
文
台
者
」
と
そ
れ
ぞ
れ
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
同
書
は
余
象
斗
本
人
の
著
作
を
そ
の
存
命
中
に
息
子
（
余

応
科
）
と
甥
（
余
応
虬
）
が
刊
行
し
た
も
の
な
の
で
、
全
面
的
に
信
を
置
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
林
氏
は
同
書
を
単
に
内
閣
文
庫
蔵
と
の
み
記
し
て

い
る
が
、
内
閣
文
庫
は
同
書
の
早
印
本
と
逓
修
本
と
を
所
蔵
し
て
い
る
。
そ

の
他
の
伝
本
の
状
況
も
含
め
た
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
注
前
掲
拙
稿
の
注
27

を
参
照
さ
れ
た
い
。 



177 
 

                                        
 

１
４ 

陳
翔
華
「
略
論
余
象
斗
与
其
批
評
三
国
志
伝
」
（
『
三
国
志
演
義
古
版
叢
刊

五
種
』
第
一
冊
所
収
、
中
国
全
国
図
書
館
縮
微
複
製
中
心
、
一
九
九
五
）
参

照
。 

１
５ 

劉
世
徳
「
『
三
国
志
演
義
』
朝
鮮
翻
刻
本
試
論
―
―
周
曰
校
刊
本
研
究
之
二
」

（
『
文
学
遺
産
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）
参
照
。 

１
６ 

陳
翔
華
「
周
曰
校
刊
《
三
国
志
通
俗
演
義
》
的
初
刻
年
代
問
題
」
（
『
南
開

学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
二
〇
一
三
年
第
一
期
）
参
照
。 

１
７ 

中
川
諭
「
周
曰
校
刊
『
三
国
志
演
義
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
北
大
学
中
国
語

学
文
学
論
集
』
第
十
六
号
、
二
〇
一
一
）
、
同
「
周
曰
校
刊
『
三
国
志
演
義
』

の
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
」
（
『
林
田
愼
之
助
博
士
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
所

収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
）
。 

１
８ 

原
文
「
余
偶
過
金
陵
、
虗
舟
生
為
予
道
其
事
若
此
、
欲
付
諸
梓
、
而
乞
言

扵
予
」
。 

１
９ 

な
お
、
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
と
東
文
研
仁
井
田
文
庫
蔵
本
に
は
、
三
欄

に
分
か
っ
て
左
右
に
「
全
像
海
剛
峰
／
居
官
公
案
傳
」
、
中
央
に
下
寄
せ
で
「
煥

文
堂
重
校
梓
」
と
記
し
た
封
面
が
付
い
て
い
る
。
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
は

封
面
欠
。
他
に
『
古
本
小
説
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）
所
収
影
印
本
が
あ

り
、
そ
の
底
本
（
所
蔵
元
不
明
）
は
上
記
三
者
と
同
版
の
別
本
で
、
こ
ち
ら

も
封
面
は
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
本
は
い
ず
れ
も
版
木
の
損
傷
が
進
ん
で

お
り
、
上
梓
か
ら
か
な
り
の
時
間
を
経
て
の
印
と
思
し
い
。
煥
文
堂
の
封
面

を
持
つ
二
本
は
、
封
面
に
は
「
重
校
梓
」
と
あ
る
が
、
そ
の
通
り
煥
文
堂
が

虚
舟
生
万
巻
楼
刊
本
を
重
刊
し
た
訳
で
は
な
く
、
虚
舟
生
万
巻
楼
刊
煥
文
堂

印
本
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

２
０ 

外
側
の
左
右
に
は
毎
字
隔
半
格
で
「
醫
貫
古
今
滿
腔
生
意
天
人
化
／
功
垂

宇
宙
一
點
恒
心
父
子
傳
」
と
の
宣
伝
の
対
聯
を
、
内
側
の
左
右
に
は
大
字
で

「
龔
氏
父
子
新
編
／
古
今
醫
鑑
八
巻
」
と
の
封
面
題
を
記
す
。 

２
１ 

請
求
記
号
三
〇
一
―
九
七
。
内
閣
文
庫
に
は
他
に
大
尾
に
「
萬
曆
戊
子
年

（
十
六
年
）
姑
／
蘇
會
文
堂
刋
行
」
と
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
後
修
本
（
請
求

記
号
三
〇
―
四
）
も
あ
る
。
両
者
の
封
面
は
同
版
で
修
も
入
ら
ず
、
各
巻
巻

                                        
 

頭
の
記
載
に
も
変
更
は
無
い
。
三
〇
一
―
九
七
は
三
〇
―
四
に
は
無
い
後
付

を
存
す
る
ほ
か
、
本
文
大
尾
は
三
〇
―
四
と
は
版
が
異
な
り
、
三
〇
―
四
で

蓮
牌
木
記
の
あ
る
位
置
は
、
全
て
通
常
の
界
線
の
み
が
刻
さ
れ
た
無
字
の
行

に
な
っ
て
い
る
。 

２
２ 

大
尾
に
「
萬
曆
二
年
金
陵
周
竹
潭
梓
」
と
の
単
行
蓮
牌
木
記
を
持
つ
『
徽

郡
海
嶽
許
先
生
精
選
今
古
文
宗
』
六
巻
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
や
、
「
（
低

二
格
）
峕
／
（
低
一
格
）
萬
曆
歳
次
乙
酉
（
十
三
年
）
仲
夏
吉
旦
／
賜
進
士

及
第
翰
林
院
脩
撰
養
淳
朱
國
祚
謹
書
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
序
を
持
ち
各
巻

巻
頭
第
二
～
七
行
に
低
五
格
で
「
翰
林
院
編
脩 

石
樓 

楊
起
元 

精
選
／

翰
林
院
侍
讀 

洪
陽 

張 

位 

叅
閲
／
翰
林
院
脩
撰 

養
淳 

朱
國
祚 

編
次
／
翰
林
院
檢
討 

師
竹 

王
祖
嫡 

同
編
／
古
郢 

後
學 

元
用 

王

 

桂 

校
正
／
金
陵 

書
坊 

竹
潭 

周
宗
孔 

繡
梓
」
と
記
す
『
皇
明
百

大
家
文
選
』
十
七
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
ほ
か
、
万
暦
前
期
に
金
陵
に
お
い
て

単
独
で
刊
行
し
た
本
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
。 

２
３ 

他
に
大
尾
に
「
萬
曆
癸
未
（
十
一
年
）
仲
春
金
谿
雲
林
山
人
龔
廷
賢
書
」

と
見
え
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行
に
低
七
格
で
「
金
谿 

雲
林 

龔
廷
賢 

編

輯
／
金
陵 

前
山 

周
庭
槐 

刋
行
」
と
記
す
『
新
刻
種
杏
仙
方
』
四
巻
（
北

京
故
宮
博
物
院
蔵
）
と
、
四
周
花
欄
の
封
面
を
上
下
二
層
に
区
切
り
、
上
層

に
は
「
萬
曆
辛
巳
（
九
年
）
寅
望
周
庭
槐
白
」
と
結
ぶ
告
白
を
載
せ
、
下
層

は
更
に
三
欄
に
区
切
っ
て
左
右
に
大
字
で
「
新
刻
古
今
／
詩
韻
釋
義
」
、
中
央

に
「
金
陵
書
肆
周
前
山
梓
」
と
記
す
『
古
今
詩
韻
釋
義
』
五
巻
（
プ
リ
ン
ス

ト
ン
大
学
東
亜
図
書
館
等
蔵
）
、
及
び
封
面
中
央
に
「
善
慶
堂
重
梓
」
と
あ
っ

て
そ
の
上
に
陽
刻
正
方
「
稽
古
／
齋
」
朱
印
を
捺
し
、
各
巻
巻
頭
第
四
行
に

「
金
陵
書
肆
前
山
周
庭
槐
刋
行
」
（
「
書
肆
」
は
巻
三
以
降
で
は
「
書
林
」
に

作
る
）
と
記
す
『
新
刻
増
補
古
今
醫
鑑
』
八
巻
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）

の
三
書
を
単
独
で
刊
行
し
て
い
る
の
が
確
認
出
来
た
。
な
お
、『
新
刻
増
補
古

今
醫
鑑
』
の
封
面
に
見
え
る
善
慶
堂
や
稽
古
齋
が
周
庭
槐
の
書
坊
名
か
、
そ

れ
と
も
周
庭
槐
の
刻
し
た
版
木
を
後
に
入
手
し
た
別
人
の
書
坊
名
か
は
不
明
。 

２
４ 

な
お
、
同
書
に
は
同
款
式
同
字
様
か
つ
各
巻
巻
頭
の
刊
行
者
名
も
同
じ
だ
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が
全
葉
が
異
版
で
、
封
面
の
左
右
が
「 

萬
曆
辛
丑
歳
（
二
十
九
年
）
／ 

萃

慶
堂
刋
行
」（
毎
字
隔
二
格
）
と
な
っ
て
い
る
覆
刻
本
が
存
在
す
る
（
東
京
大

学
東
洋
文
化
研
究
所
等
蔵
）
。
詳
細
は
第
七
章
参
照
。 

２
５ 

こ
の
通
り
の
巻
首
題
を
持
つ
版
本
は
見
つ
け
て
い
な
い
が
、『
太
醫
院
補
遺

本
草
歌
訣
雷
公
炮
製
』
八
巻
附
『
藥
性
詩
歌
便
覽
』
（
哈
佛
燕
京
図
書
館
蔵
）

が
三
欄
に
区
切
っ
た
封
面
の
左
右
に
大
字
で
「
藥
性
歌
訣
雷
／
公
炮
製
大
全
」
、

中
央
に
「
萬
曆
丁
亥
歳
（
十
五
年
）
周
對
峰
刋
行
」
と
記
し
て
お
り
、
封
面

題
が
杜
氏
の
著
録
す
る
書
名
と
酷
似
す
る
周
曰
校
刊
本
で
あ
る
。
上
下
二
層

で
、
十
五
行
七
字
の
上
層
が
『
藥
性
詩
歌
便
覽
』
、
十
一
行
二
十
字
の
下
層
が

『
太
醫
院
補
遺
本
草
歌
訣
雷
公
炮
製
』
で
、
下
層
巻
一
・
二
・
八
の
各
第
二

～
三
行
に
低
七
格
で
「
上
饒 
瀘
東 

余
應
奎 

補
遺
／
書
林 

對
峰 

周

曰
校 

重
刋
」
と
記
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
杜
氏
は
同
書
の
刊
年
と
巻
数
を

誤
記
し
た
か
、
或
い
は
別
に
各
巻
巻
頭
に
見
え
る
周
曰
校
の
名
を
そ
の
ま
ま

残
し
つ
つ
十
巻
本
に
改
編
し
た
万
暦
三
十
九
年
の
後
修
本
か
翻
刻
本
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
著
録
し
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
後
者
で
あ
っ
て
も
、
注
24

に
挙
げ
た
余
氏
萃
慶
堂
覆
周
曰
校
刊
『
昭
代
典
則
』
の
よ
う
に
実
際
の
刊
行

者
は
周
曰
校
と
は
別
人
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
杜
氏
の
両
書
に
は

誤
り
が
少
な
く
な
い
の
で
、
こ
の
著
録
だ
け
に
よ
っ
て
周
曰
校
が
万
暦
三
十

九
年
に
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。 

２
６ 

な
お
、
筆
者
は
社
会
科
学
院
蔵
の
周
曰
校
甲
本
を
実
見
し
て
い
る
が
、
写

刻
体
の
本
文
の
字
様
は
他
の
周
曰
校
刊
本
を
含
む
万
暦
前
期
の
金
陵
刊
本
に

良
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。 

２
７ 

薛
清
録
主
編
『
中
国
中
医
古
籍
総
目
』
（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
七
）

に
よ
れ
ば
、
明
刻
本
の
残
本
が
中
国
中
医
科
学
院
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
と
の

こ
と
だ
が
、
未
見
。 

２
８ 

巻
二
の
み
「
燿
」
を
「
䊮
」
に
誤
る
。 

２
９ 

巻
一
・
二
と
巻
上
中
下
が
あ
り
、
両
者
の
目
録
が
別
々
に
存
在
す
る
。 

３
０ 

枠
内
左
右
に
は
大
字
で
「
新
刻
詳
註
武
塲
／
急
用
韜
畧
全
書
」
、
中
央
に
は

「
○
三
塲
策
論
〇
急
出
擬
題
○
古
今
名
將
○
國
朝
武
功
／
○
九
邊
形
勝
○
輿

                                        
 

地
来
歷
○
四
夷
出
處
○
攻
守
謀
辨
／
○
馬
射
歩
射
○
鎗
鈀
拳
棍
○
火
藥
舟
車

○
戰
陣
機
關
」
と
大
ま
か
な
篇
目
（
中
身
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
）
が
記

さ
れ
て
い
る
。 

３
１ 

外
側
の
左
右
に
は
毎
字
隔
半
格
で
「
醫
演
軒
岐
肘
後
千
方
皆
奏
効
／
心
同

天
地
人
間
萬
病
盡
囘
春
」
と
い
う
宣
伝
の
対
聯
を
、
内
側
の
左
右
に
は
大
字

で
「
鍥
儒
医
龔
先
生
／
新
編
萬
病
囘
春
」
と
書
名
を
記
す
。 

３
２ 

自
分
に
は
嘉
靖
三
十
五
年
の
海
陽
王
襲
封
以
来
ど
ん
な
医
者
も
治
せ
な
か

っ
た
持
病
が
あ
っ
た
が
、
万
暦
十
四
年
五
月
に
そ
れ
を
悪
化
さ
せ
た
際
に
龔

廷
賢
の
処
方
で
忽
ち
全
快
し
た
こ
と
、
龔
廷
賢
の
著
作
は
既
に
『
古
今
医
鑑
』

と
『
種
杏
仙
方
』
の
二
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

海
陽
荘
恪
王
朱
勤
炵
は
嘉
靖
三
十
五
年
襲
封
、
万
暦
二
十
三
年
薨
（
『
明
史
』

巻
百
「
太
祖
二
十
六
子
世
表
一
」
）
。 

３
３ 

原
文
「
梓
既
竣
、
龔
君
之
婣
對
峰
周
君
、
千
里
肅
幣
屬
序
於
余
」
。 

３
４ 

小
曽
戸
洋
「
『
万
病
回
春
』
解
題
」
（
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
十
一
輯
、

エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
、
一
九
九
一
）
参
照
。 

３
５ 

元
和
六
年
二
條
梅
寿
重
刊
古
活
字
本
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
）
、
天
和

二
年
刊
横
小
本
（
同
）
ほ
か
多
数
。 

３
６ 

僅
か
十
五
年
の
間
に
同
じ
書
坊
が
同
一
書
を
三
度
も
刊
行
す
る
と
い
う
の

は
異
例
に
思
え
る
が
、
同
書
は
「
数
あ
る
廷
賢
の
著
書
の
う
ち
、

も
著
名

で
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
生
存
中
に
少
く
と
も
六
版
を
重
ね
、

日
本
で
も
生
存
中
に
数
版
、
ま
た
初
版
よ
り
百
年
の
間
に
何
と
お
よ
そ
二
〇

回
も
重
刻
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
に
全
く
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」

（
小
曽
戸
注
34
解
題
一
頁
）
と
い
う
記
録
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
他
に

建
陽
の
余
氏
萃
慶
堂
も
、
周
曰
校
初
刻
本
を
早
く
も
翌
年
に
翻
刻
し
た
万
暦

十
七
年
余
泗
泉
刊
本
（
研
医
会
図
書
館
蔵
）
、
万
暦
三
十
三
年
余
泗
泉
後
修
本

（
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
、
崇
禎
七
年
余
継
泉
刊
本
（
東
北
大
学
附
属

図
書
館
蔵
）
な
ど
を
繰
り
返
し
刊
印
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。 

３
７ 

小
曽
戸
注
34
解
題
は
、
万
暦
三
十
年
重
刊
本
の
各
巻
巻
頭
に
周
文
憲
の
他
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に
周
文
煥
と
周
文
燿
の
名
も
見
え
る
こ
と
に
は
触
れ
ぬ
ま
ま
、「
文
憲
は
周
曰

マ

マ

の
跡
を
継
い
だ
子
で
あ
ろ
う
か
」
と
す
る
（
四
頁
）
。 

３
８ 

注
１
拙
稿
五
九
頁
参
照
。
な
お
、
注
１
拙
稿
で
は
未
見
だ
っ
た
イ
エ
ー
ル

大
蔵
本
は
、
原
本
を
閲
覧
し
て
各
冊
に
元
の
刷
題
簽
と
刷
目
録
題
簽
を
忠
実

に
鈔
写
し
た
と
思
し
き
縹
色
の
書
題
簽
と
書
目
録
題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
る
の

を
確
認
し
た
。
イ
エ
ー
ル
大
蔵
本
も
北
京
大
蔵
本
も
そ
れ
ぞ
れ
改
装
済
み
だ

が
、
ど
ち
ら
も
原
装
は
各
巻
一
冊
で
各
冊
の
前
表
紙
に
刷
題
簽
と
縹
色
の
刷

目
録
題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
北
京
大
蔵
本
の
目
録
題
簽

は
内
寸
一
〇
．
三
×
九
．
五
ｃ
ｍ
（
巻
六
で
測
定
）
。 

３
９ 

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
し
か
閲
覧
出
来
て
お
ら
ず
、
色
は
未
確
認
。
題
簽

は
表
紙
の
上
部
三
分
の
二
を
占
め
る
大
き
さ
で
、
上
層
に
横
書
き
で
「
故
事

統
宗
」
、
下
層
が
目
録
。 

４
０ 

例
え
ば
注
35
前
掲
天
和
二
年
刊
横
小
本
の
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
な

ど
。
刷
題
簽
は
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
注
35
前
掲
元
和
六
年
二
條
梅
寿
重
刊

本
の
同
前
蔵
本
の
よ
う
に
、
手
書
き
の
題
簽
と
目
録
題
簽
を
備
え
る
伝
本
も

多
い
。 

４
１ 

原
文
「
因
見
『
蒙
筌
』
一
書
行
世
已
久
、
板
籍
蒙
壊
、
中
間
不
無
舛
謬
。

余
不
忍
其
湮
没
、
乃
闕
者
補
之
、
斷
者
續
之
、
詳
增
精
繕
、
付
之
剞
劂
」
。 

４
２ 

仁
寿
堂
刊
本
は
薬
物
の
図
も
巻
首
の
「
歷
代
名
醫
圖
」
も
無
く
、
本
文
の

字
句
は
周
如
泉
刊
本
と
概
ね
一
致
す
る
。 

４
３ 

方
彦
寿
『
建
陽
劉
氏
刻
書
考
（
下
）
』（
『
文
献
』
一
九
八
八
年
第
三
期
）
二

一
九
～
二
二
〇
頁
参
照
。 

４
４ 

因
み
に
、
各
巻
巻
頭
第
二
～
三
行
に
低
十
一
格
で
「
星
源
游
氏
興
賢
堂
重

訂
／
繡
谷
唐
氏
世
徳
堂
校
梓
」
と
記
す
『
新
刋
重
訂
出
相
附
釋
標
註
裴
度
香

山
還
帯
記
』
二
巻
の
台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
は
、
三
欄
に
区
切
っ
た
左
右
に

「
鐫
重
校
出
像
／
點
板
還
帯
記
」（
「
還
帯
」
二
字
は
手
書
き
）
、
中
央
に
「
（
低

二
格
）
継 

志 

亝 

原 

板
」
と
す
る
封
面
が
付
い
て
お
り
、
唐
氏
世
徳

堂
刊
本
の
版
木
を
継
志
斎
が
入
手
し
て
印
行
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
こ

                                        
 

れ
と
同
版
で
手
書
き
の
部
分
は
「
竊
符
」
と
書
か
れ
た
封
面
が
、
提
綱
末
に

「
（
低
十
三
格
）
秣
陵
陳
大
來
校
鐫
」
の
刊
記
を
持
つ
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
の

神
田
喜
一
郎
旧
蔵
『
重
校
竊
符
記
』
二
巻
に
付
い
て
い
る
）
。
前
述
の
通
り
唐

氏
世
徳
堂
と
周
氏
万
巻
楼
の
間
に
は
提
携
関
係
が
あ
っ
た
の
で
、
唐
氏
世
徳

堂
か
ら
陳
氏
継
志
斎
へ
の
版
木
の
譲
渡
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
陳
氏
継
志
斎

と
周
氏
万
巻
楼
の
間
に
も
何
ら
か
の
交
流
（
例
え
ば
共
同
刊
行
や
版
木
の
譲

渡
な
ど
）
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。 

４
５ 

書
誌
事
項
が
王
氏
の
著
録
と
一
致
す
る
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
と
東
京
大

学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
本
［
封
面
欠
］（
両
者
は
同
版
）
は
、
い
ず
れ
も
「
周

生
時
泰
」
の
箇
所
を
「
復
有
周
生
時
泰
者
」
と
す
る
。 

４
６ 

書
誌
事
項
が
一
致
す
る
前
出
の
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
蔵
本
や

台
湾
国
図
蔵
本
に
よ
っ
て
原
文
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
王
氏
の
こ
の
引
用
は

「
史
材
」
と
「
撰
述
」
の
間
、「
『
昭
代
典
則
』
」
と
「
吾
郷
周
氏
」
の
間
、「
不

侫
」
と
「
余
故
」
の
間
の
三
箇
所
に
省
略
が
あ
り
、
特
に
三
つ
目
の
省
略
は

ま
る
ま
る
二
葉
分
に
も
及
ぶ
。
注
24
所
掲
覆
刻
本
の
序
で
も
同
様
な
の
で
、

ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
の
序
が
い
ず
れ
と
も
別
版
の
節
略
さ
れ
た
も
の

で
な
い
限
り
は
、
あ
た
か
も
一
続
き
の
文
章
で
あ
る
か
の
よ
う
な
形
で
引
用

し
て
い
る
王
氏
の
著
録
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。 

４
７ 

こ
の
場
合
の
「
吾
郷
周
氏
」
と
は
県
レ
ベ
ル
の
同
郷
で
は
な
く
、
同
じ
江

西
人
と
い
う
意
味
に
取
れ
ば
良
か
ろ
う
。
本
論
第
三
章
で
見
た
通
り
、
江
西

吉
安
府
廬
陵
県
の
人
で
あ
る
郭
一
鶚
に
も
、
江
西
撫
州
府
金
谿
県
の
人
で
あ

る
唐
晟
を
「
同
郷
唐
光
禄
君
」
と
称
し
た
万
暦
末
期
の
用
例
が
あ
る
。 

４
８ 

原
文
「
『
翰
苑
新
書
』
此
宋
人
書
也
、
原
無
梓
本
。
…
…
蕐
亭
徐
相
公
録
有

全
本
、
而
武
進
徐
給
事
中
得
之
、
梓
人
周
曰
校
重
價
購
焉
、
出
以
示
余
。
〻

謂
此
書
不
可
不
傳
、
而
門
人
許
秀
才
以
忠
工
校
讐
之
役
、
書
成
請
余
敘
首
簡
」
。 

４
９ 
な
お
、
本
章
初
出
論
文
の
執
筆
時
に
は
未
見
だ
っ
た
許
振
東
「
17
世
紀
小

説
書
坊
主
周
文
煒
及
其
家
族
刻
書
活
動
」（
『
南
開
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』

二
〇
一
三
年
第
五
期
）
で
は
、
許
氏
は
如
山
周
文
煒
を
大
業
堂
主
人
と
す
る

説
に
転
じ
て
い
る
。 
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５
０ 

字
と
号
は
朱
天
曙
編
校
整
理
『
周
亮
工
全
集
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
八
）

の
朱
天
曙
「
前
言
」
参
照
。
生
没
年
は
康
熙
十
四
年
（
一
六
七
五
）
周
在
浚

刻
本
『
頼
古
堂
集
』
二
十
四
巻
（
同
全
集
所
収
影
印
本
に
よ
っ
た
）
の
附
録

に
収
め
る
「
年
譜
」
（
以
下
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
と
称
す
）
に
よ
る
。
周
在

浚
は
周
亮
工
の
長
子
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
年
譜
の
記
述
に
は
基
本
的
に
信
を

置
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
お
、
本
章
第
二
節
で
挙
げ
る
周
氏
一
族
の
生
没

年
は
、
全
て
こ
の
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
よ
る
。 

５
１ 

陳
聖
宇
『
周
亮
工
研
究
』（
南
京
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。
な

お
、
関
係
箇
所
が
同
氏
の
ブ
ロ
グ
に
「
周
文
煒
及
周
氏
家
族
刻
書
研
究
小
議
」

と
題
し
て
二
回
に
分
け
て
節
録
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
八
年
六
月
十
五
日
ア

ッ
プ
ロ
ー
ド
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：h

ttp://blog.sin
a.com

.cn
/s/blog_4b06656c01

009xjv.h
tm

l

、
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
二
日
閲
覧
）
。 

５
２ 

原
文
「
周
文
煒
、
字
赤
之
、
本
金
谿
人
、
生
於
大
梁
。
生
平
孤
行
己
意
、

屹
立
不
移
、
曰
：
〈
吾
固
坦
然
者
也
〉
。
因
自
號
坦
然
。
入
南
雍
、
就
選
得
曁

陽
簿
、
謝
官
歸
、
築
室
秦
淮
曰
：〈
壯
為
五
洩
遊
人
、
老
作
秦
淮
釣
叟
於
願
足

矣
〉
。
子
亮
工
、
號
櫟
園
、
庚
辰
進
士
。
揚
歷
中
外
二
十
年
、
能
文
章
、
尤
愛

士
。
故
人
士
咸
嚮
往
之
」
。 

５
３ 

「
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
訂
（
梓
）
」
か
ら
埋
木
改
刻
し
た
も
の
。 

５
４ 

こ
れ
も
「
繡
谷 

唐
氏
世
徳
堂 

校
梓
」
か
ら
埋
木
改
刻
し
た
も
の
。 

５
５ 

封
面
左
右
に
は
「
梨
雲
館
類
㝎
／
袁
中
郎
全
集
」
。
台
湾
国
家
図
書
館
に
は

同
版
と
さ
れ
る
も
う
一
本
が
あ
る
が
未
見
。
上
海
図
書
館
請
求
記
号
三
五
四

四
一
〇
―
二
一
は
同
版
と
確
認
出
来
た
が
、
封
面
を
欠
く
。 

５
６ 

先
に
引
い
た
『
江
南
流
寓
志
』
の
他
に
も
、
姜
宸
英
「
（
周
亮
工
）
墓
碣
銘
」

（
注
50
前
掲
『
頼
古
堂
集
』
附
録
所
収
）
に
「
鴻
臚
生
子
文
煒
、
卽
公
父
。

國
子
監
生
、
任
諸
曁
簿
」
、
黄
虞
稷
「
（
周
亮
工
）
行
状
」（
同
前
）
に
「
如
山

公
以
太
學
生
主
曁
陽
簿
」
と
あ
る
。 

５
７ 

「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
、
天
啓
三
年
の
こ
と
と
し
て
「
随
封
公
（
周
文
煒

を
指
す
）
赴
浙
江
諸
曁
主
簿
任
」
と
あ
る
。
但
し
、
康
熙
刊
『
諸
曁
縣
誌
』

十
二
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
の
巻
六
「
職
官
志
」
に
は
、
周
文
煒
が
諸
曁
縣
主

                                        
 

簿
と
な
っ
た
の
は
天
啓
二
年
と
あ
る
。
朱
天
曙
注
50
「
前
言
」
や
同
氏
「
周

亮
工
家
世
考
」
（
『
中
国
文
化
研
究
』
二
〇
一
一
年
秋
之
巻
）
は
単
に
天
啓
三

年
任
官
と
の
み
記
し
て
い
る
が
、
天
啓
二
年
に
任
命
さ
れ
、
赴
任
が
翌
年
に

な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
は
天
啓
五
年
の

こ
と
と
し
て
「
封
公
以
公
事
恒
與
令
左
、
久
之
、
左
遷
王
府
官
、
遂
拂
衣
還

白
下
」
と
あ
り
、
辞
職
の
年
も
判
明
す
る
。 

５
８ 

万
暦
刊
本
と
著
録
さ
れ
る
『
編
注
醫
學
入
門
』
七
巻
首
一
巻
と
、
万
暦
三

十
二
年
刊
本
と
著
録
さ
れ
る
『
新
鎸
翰
林
考
正
歷
朝
故
事
統
宗
』
十
巻
附
『
仁

君
考
實
』
一
巻
の
二
種
。
な
お
、『
新
鐫
翰
林
考
正
歴
朝
故
事
統
宗
』
十
巻
に

は
、
前
述
の
万
暦
二
十
三
年
周
曰
校
万
巻
楼
刊
本
が
あ
る
。
こ
れ
の
刊
年
と

刊
行
者
を
誤
っ
て
著
録
し
た
か
、
実
際
に
大
業
堂
に
よ
る
後
印
本
か
翻
刻
本

が
あ
っ
て
そ
れ
を
著
録
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

５
９ 

井
上
進
「
出
版
の
明
末
清
初
」（
同
氏
『
明
清
学
術
変
遷
史
―
―
出
版
と
伝

統
学
術
の
臨
界
点
』
所
収
、
平
凡
社
、
二
〇
一
一
）
一
七
一
～
一
七
三
頁
は
、

天
啓
崇
禎
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
匠
を
凝
ら
し
た
装
飾
的
な
封
面
が
流
行
し
た

こ
と
、
康
熙
中
年
以
降
に
は
「
た
い
て
い
は
白
紙
な
い
し
黄
紙
、
あ
る
い
は

本
紙
と
同
じ
竹
紙
に
書
名
等
を
墨
印
す
る
だ
け
と
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
但
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
白
紙
藍
印
の
封
面
に
つ
い
て
は
、

「
藍
印
な
い
し
墨
印
の
書
名
や
書
肆
名
等
に
朱
鈐
を
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
の

も
の
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
一
般
的
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
し
て
、

墨
印
の
も
の
と
特
に
区
別
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
。 

６
０ 

陸
林
「
周
亮
工
参
与
刊
刻
金
聖
歎
批
評
《
水
滸
》
、
古
文
考
論
」（
『
社
会
科

学
戦
線
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
）
参
照
。 

６
１ 

注
50
前
掲
『
周
亮
工
全
集
』
が
康
熙
間
頼
古
堂
刊
本
を
影
印
す
る
。 

６
２ 

周
亮
節
醉
耕
堂
刊
本
に
は
、
他
に
も
「
…
… 

峕
／ 

崇
禎
甲
申
（
十
七

年
）
菊
月
穀
旦
／
中
議
大
夫
資
治
尹
加
光
禄
寺
少
卿
仍
掌
太
／ 

醫
院
院
使

事
通
家
友
弟
陸
彬
頓
首
拜
撰
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
審
視
瑶
函
弁
言
」
を

持
ち
、
各
巻
巻
頭
第
五
行
に
低
一
格
で
「
大
梁
周
靖
公
亮
節
較
梓
」
と
見
え
、

本
文
全
葉
の
版
心
下
部
に
「
醉
畊
堂
／
藏
板
」
と
あ
る
『
傅
氏
眼
科
審
視
瑤
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函
』
六
巻
首
一
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
本
に
は
黄
紙
墨
印
の
封

面
が
あ
り
、
天
頭
に
「
審 

視 

原 

本
」
、
枠
内
を
左
右
三
欄
に
区
切
っ
て

右
に
「
秣
陵
傅
仁
宇
先
生
纂
輯

廣
陵
林
長
生
先
生
較
補 

煥
文
堂
藏
板
」
、
中
央
に
大
字
で
「
眼
科
大
全
」

と
記
し
、
左
に
三
層
に
分
け
て
篇
目
を
示
し
て
い
る
。
注
19
で
述
べ
た
通
り

煥
文
堂
の
封
面
は
万
暦
三
十
四
年
序
の
虚
舟
生
万
巻
楼
刊
『
新
刻
全
像
海
剛

峯
先
生
居
官
公
案
』
の
一
部
伝
本
に
も
附
い
て
い
る
の
で
、
虚
舟
生
万
巻
楼

は
や
は
り
周
氏
万
巻
楼
で
あ
り
、
煥
文
堂
が
あ
る
時
点
で
周
氏
一
族
の
版
木

の
一
部
を
入
手
し
て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
。
そ
う
な

る
と
煥
文
堂
自
体
が
周
氏
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
そ
の

当
否
を
確
認
出
来
る
資
料
は
見
つ
け
て
い
な
い
。 

６
３ 

封
面
に
関
す
る
著
録
は
「
此
本
有
扉
頁
、
刊
〝
袁
中
郎
全
集
。
梨
雲
館
類

定
。
大
業
堂
重
梓
〟
。
并
鈐
有
〝
醉
耕
堂
藏
板
〟
印
。
按
、
所
云
〝
重
梓
〟
、

非
也
。
此
當
爲
大
業
堂
得
板
重
印
之
本
」
（
七
五
六
頁
）
。 

６
４ 

実
際
に
、
哈
佛
燕
京
蔵
本
と
同
じ
も
の
ら
し
き
封
面
を
持
ち
、
本
文
は
台

湾
国
家
図
書
館
蔵
本
な
ど
と
同
版
で
や
や
後
刷
り
の
伝
本
が
、
中
央
研
究
院

傅
斯
年
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
封
面
は
墨
印
で
左
右
三
欄
に
分
け
て

「
梨
雲
舘
類
定
／
袁
中
郎
全
集
／
大
業
堂
重
梓
」（
中
央
大
字
、
左
は
下
寄
せ
）

と
あ
り
、
左
上
に
陽
刻
楕
円
「
爲
世
／
所
寶
」
朱
印
、
右
下
に
陽
刻
正
方
「
長

春
／
閣 

／
藏
書
」
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
醉
耕
堂
の
印
は
見
え
な
い
。 

６
５ 

な
お
、「
大
業
堂
重
梓
」
の
封
面
は
、
も
し
醉
耕
堂
蔵
板
と
な
っ
て
か
ら
の

制
作
で
あ
れ
ば
「
大
業
堂
重
梓
」
で
は
な
く
「
醉
耕
堂
藏
板
」
と
彫
っ
て
お

け
ば
良
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
周
亮
節
醉
耕
堂
の
蔵
板
本
と
な
る
前
に

既
に
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
注
64
に
挙
げ
た
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本

の
封
面
に
は
醉
耕
堂
印
が
見
え
な
い
こ
と
も
そ
の
推
測
の
傍
証
と
な
り
得
よ

う
。
如
山
周
文
煒
の
代
の
う
ち
に
何
ら
か
の
原
因
で
封
面
を
取
り
換
え
た
と

か
、
或
い
は
周
亮
節
は
初
め
大
業
堂
名
義
で
活
動
し
て
い
て
「
大
業
堂
重
梓
」

の
封
面
を
作
っ
た
が
、
後
に
自
ら
醉
耕
堂
を
興
し
て
独
立
し
（
大
業
堂
の
刻

書
業
は
兄
の
周
亮
工
を
経
て
そ
の
子
や
孫
へ
と
相
続
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
後

                                        
 

述
）
、
そ
の
際
に
大
業
堂
の
刊
行
し
た
版
木
の
一
部
を
醉
耕
堂
の
蔵
板
本
と
し

て
譲
り
受
け
た
と
か
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
そ
う
だ
。 

６
６ 

前
述
の
『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
唐
書
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
は
、
現

存
す
る
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
で
は
多
く
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
世
德
堂
刋
」
と

あ
る
が
、
そ
の
版
木
が
周
氏
大
業
堂
に
渡
っ
て
か
ら
の
後
印
本
で
は
「
世
德

堂
刋
」
は
た
だ
一
箇
所
を
除
い
て
全
て
削
ら
れ
て
い
る
（
注
１
拙
稿
参
照
）
、

と
い
う
こ
の
推
定
と
全
く
同
様
の
例
を
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

６
７ 

原
文
「
先
生
姓
周
氏
諱
□
□

マ

マ

、
字
元
亮
、
河
南
開
封
府
祥
符
縣
人
。
先
世

居
金
谿
之
櫟
下
。
因
自
號
櫟
園
、
學
者
稱
之
曰
櫟
下
先
生
。
始
祖
宋
進
士
匡
、

本
家
金
陵
、
以
叅
撫
州
軍
事
、
畱
居
撫
之
金
谿
。
先
生
大
父
封
鴻
臚
寺
序
班

前
山
公
諱
庭
槐
、
始
遷
大
梁
。
迨
先
生
父
封
布
政
如
山
公
諱
文
煒
復
居
金
陵
。

娶
封
太
淑
人
朱
氏
、
生
先
生
。
故
先
生
籍
大
梁
、
而
實
白
下
也
」
。 

６
８ 

原
文
「
至
公
祖
贈
鴻
臚
寺
序
班
廷
槐
、
遊
大
梁
而
樂
之
、
因
占
籍
開
封
、

遂
爲
開
封
人
焉
」
。 

６
９ 

二
〇
一
六
年
三
月
一
日
現
在
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ー
チ
」

内
で
白
黒
画
像
が
閲
覧
可
能
で
、
そ
れ
を
参
照
し
た
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：h

ttps://fa
m

ilysearch
.org/pal:/M

M
9.3.1/T

H
-1961-32068-746-94?cc=

17879
88&

w
c=

M
9W

3-Q
M

X
:873637787#u

ri=
h

ttps%
3A

%
2F

%
2F

fam
ily

search
.org%

2F
records%

2F
w

aypoin
t%

2F
M

9W
S

-H
5V

%
3A

n
201

6036899%
3F

cc%
3D

1787988

）
。
詳
細
は
注
13
拙
稿
参
照
。 

７
０ 

例
え
ば
、
巻
一
巻
頭
下
層
第
九
行
に
低
七
格
で
「
雙
峰
堂
（
隔
二
格
）次
台

怡
台
（
隔

二
格
）
余
象
賢
（
隔
二
格
）
領
刻

象
聖
（
隔
二
格
）
刋
行

」
と
記
し
、
大
尾
に
「
萬
曆
癸
巳
年
（
二
十
一
年
）

孟
春
月
旦
／
建
邑
書
林
余
怡
台
梓
行
」
と
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
『
新
鍥
翰
林

脩
撰
焦
翁
二
状
元
庭
訓
四
書
發
筆
文
梯
』
五
巻
（
加
賀
市
立
中
央
図
書
館
聖

藩
文
庫
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
二
人
が
余
象
斗
の
弟
だ
と
い
う
こ
と
は
、
前
掲

『
書
林
余
氏
重
修
宗
譜
』
第
七
冊
「
書
坊
文
㒷
公
派
下
世
系
」
第
二
十
葉
裏

～
第
二
十
一
葉
表
に
「
孟
和
公
／
継
安
公
之
子
／
位
戊
二
／
號
双
峯
／
妣
刘

氏
合
／
塟
東
门
湖
尾
／
平
地
掌
中
坮
／
生
子
四
／
象
斗
／
象
箕
／
象
聖
／
象
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賢
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
出
来
る
。
な
お
、
官
桂
銓
「
明
小
説
家
余

象
斗
及
余
氏
刻
小
説
戯
曲
」（
『
文
学
遺
産
』
増
刊
十
五
輯
、
一
九
八
三
）
は
、

同
じ
葉
の
「
象
箕
公
／
孟
和
公
次
子
／
位
三
二
／
諱
怡
台
／
妣
鄭
氏
／
生
子

六
／
思
敬
／
應
騰
出
継
／
胞
弟
象
聖
公
／
名
下
為
为
嗣
／
應
灝
／
應
濤
／
應

𤃒

／
應
润
」
及
び
第
一
冊
「
歴
代
仕
宦
」
第
十
葉
裏
の
「
三
十
四
代
、
諱
怡

台
、
字
象
箕
、
官
参
軍
、
孟
和
公
次
子
」
と
の
記
述
を
引
い
て
、
余
象
箕
が

名
怡
台
・
字
象
箕
で
あ
る
以
上
、
余
象
斗
も
名
文
台
・
字
象
斗
だ
っ
た
と
推

定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
13
で
見
た
通
り
、
余
象
斗
の
存
命
中
に
そ
の
息

子
と
甥
と
が
刊
行
し
た
版
本
に
余
象
斗
は
字
仰
止
・
号
文
台
だ
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。
更
に
、
右
に
引
い
た
『
四
書
發
筆
文
梯
』
で
は
刊
行
者
余
象
聖
が

複
数
の
箇
所
で
自
ら
「
怡
台 
象
聖
」
と
称
し
て
お
り
、「
怡
台
」
は
次
男
象

箕
の
名
で
は
な
く
、
三
男
象
聖
の
号
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
兄
の
諱
を
弟

が
号
と
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
息
子
や
当
の
本
人
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

刊
行
し
た
版
本
の
記
載
と
、
数
百
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
族
譜
の
ど
ち
ら
に
信

を
置
く
べ
き
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
余
象
斗
兄
弟
は
長
男
は
名

が
象
斗
・
字
が
仰
止
・
号
が
文
台
、
次
男
は
名
が
象
箕
（
ま
た
、
別
の
資
料

に
よ
り
号
が
億
台
と
判
明
す
る
。
注
13
拙
稿
三
五
頁
参
照
）
、
三
男
は
名
が

象
聖
・
号
が
怡
台
、
四
男
は
名
が
象
賢
・
号
が
次
台
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、『
書
林
余
氏
重
修
宗
譜
』
は
余
象
斗
の
末
弟
の
象
賢
に
つ
い
て
彼
自
身

の
項
で
は
「
應
賢
公
／
孟
和
公
四
子
／
（
中
略
）
／
生
子
二
／
應
時
／
應
登

／
…
…
」
と
記
す
が
、
親
子
で
名
に
同
じ
文
字
を
使
う
は
ず
が
な
い
の
で
、

「
應
賢
公
」
は
明
ら
か
に
「
象
賢
公
」
の
誤
り
で
あ
る
。 

７
１ 

「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
よ
る
。
な
お
、
次
男
在
揚
は
夭
折
し
て
い
る
。 

７
２ 

前
掲
『
頼
古
堂
集
』
附
録
に
収
め
る
、
周
亮
工
の
事
績
を
述
べ
た
周
在
浚

「
行
述
」
の
記
述
か
ら
、
在
梁
は
亮
節
の
息
子
と
知
れ
る
。
朱
天
曙
注
57
論

文
参
照
。 

７
３ 

北
京
大
蔵
本
と
同
版
だ
が
刷
り
は
や
や
遅
く
、
封
面
に
は
北
京
大
蔵
本
に

は
捺
さ
れ
て
い
な
い
魁
星
朱
円
印
（
中
央
上
）
と
陰
刻
正
方
「
懐
德
／
堂
／

圖
書
」
朱
印
（
左
下
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
。 

                                        
 

７
４ 

劉
乾
「
試
談
周
亮
工
遥
連
堂
所
刻
書
」
（
『
文
物
』
一
九
八
三
年
第
九
期
）

参
照
。 

７
５

「
例
言
」
に
は
「
是
書
係
余
家
藏
本
」
、「
余
家
鐫

古
籍
甚
富
、
其
與
是
編

并
勝
而
尤
為
廣
僃
。
多
是
編
所
未
見
者
、
則
有
『
経
世
宏
猷
』
『
厯
朝
館
課
』

二
書
、
其
來
舊
矣
」
、「
是
編
之
後
原
附
詩
歌
目
、
今
敦
崇
實
學
、
不
事
虚
華
。

故
另
加
定
正
、
別
為
一
集
。
非
敢
妄
刪
先
輩
成
書
也
」
、
「
是
編
所
載
皆
翰
苑

諸
公
之
作
、
原
本
附
以
名
臣
奏
議
數
篇
。
為
數
不
多
、
且
館
閣
臺
省
不
宜
紊

亂
、
愚
意
當
另
加
搜
羅
、
別
為
一
集
以
行
、
容
當
續
出
」
、
「
是
編
原
板
鐫
自

隆
萬
年
間
」
な
ど
と
見
え
る
。
ま
た
、『
経
世
宏
辞
』
は
こ
の
二
版
以
外
の
存

在
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
。 

７
６ 

巻
首
題
は
単
に
『
朱
子
語
類
』
と
す
る
。『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
三
十
七
に

江
西
巡
撫
採
進
本
が
こ
の
題
で
著
録
さ
れ
、「
國
朝
周
在
延
編
。
在
延
祥
符
人
、

後
流
寓
於
江
寧
。
其
書
乃
於
『
朱
子
語
類
』
中
專
取
四
書
諸
卷
刊
行
、
别
無

增
損
、
亦
無
所
考
訂
發
明
」
と
あ
る
。 

７
７ 

周
在
浚
「
行
述
」（
注
72
前
掲
）
に
「
孫
三
。
曾
舉
・
仲
舉
、
在
浚
出
。
畱

舉
、
在
延
出
」
（
「
在
浚
」
と
「
在
延
」
は
小
字
）
と
あ
る
。 

７
８ 

九
行
二
十
字
本
で
、
所
見
の
も
の
は
請
求
記
号
〇
五
五
四
六
と
同
一
八
六

九
八
（
存
三
篇
）
の
二
本
。
い
ず
れ
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
の
閲
覧
な
の

で
、
封
面
が
墨
印
か
藍
印
か
は
不
明
。
未
見
の
も
の
は
請
求
記
号
一
四
一
〇

九
八
お
よ
び
同
一
五
三
五
四
。
他
に
請
求
記
号
一
四
〇
三
八
〇
が
同
名
で
九

行
十
九
字
本
の
明
版
と
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
未
見
。 

７
９ 

他
の
篇
で
は
第
四
行
な
い
し
第
四
～
五
行
に
篇
に
よ
り
異
な
る
「
閲
訛
」

「
訂
正
」
「

訂
」
「
較
正
」
な
ど
の
担
当
者
の
名
前
が
加
わ
り
、
そ
の
分
そ

れ
以
下
の
行
が
左
に
ず
れ
る
。 

８
０ 

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：h

ttp://opac.n
lc.gov.cn

/F
/5T

T
S

F
C

15D
C

8S
3Y

C
S

4D
L

H
A

S
5IT

D
T

F
85M

D
C

JR
Y

5T
634S

N
II982G

P
-08653?fu

n
c=

file&
file

_n
am

e=
fin

d-m

。
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
四
日
閲
覧
。 

８
１ 

な
お
、『
新
刋
醫
林
狀
元
壽
世
保
元
』
は
、
巻
三
第
七
十
三
葉
の
版
心
下
部

に
「
如
山
」
と
見
え
る
。
版
心
下
部
に
文
字
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
葉
の
み
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で
あ
る
が
、
他
の
葉
と
同
程
度
に
版
木
の
損
傷
が
進
ん
で
い
る
た
め
、
補
版

と
は
考
え
に
く
い
。
周
氏
と
は
無
関
係
の
刻
工
名
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

各
巻
巻
頭
に
見
え
る
刊
行
者
が
蓋
卬
周
文
卿
で
あ
る
か
ら
、
同
排
行
の
如
山

周
文
煒
を
指
す
可
能
性
も
無
い
と
は
言
え
ま
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
初

め
か
ら
蓋
卬
周
文
卿
の
単
独
刊
行
だ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
如
山
周
文
煒
も
協

力
し
て
の
出
版
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
推
測
の
域
を
出
な
い
。 

８
２ 

な
お
、
内
閣
文
庫
蔵
本
は
各
冊
一
巻
で
は
あ
る
が
、
表
紙
が
換
え
ら
れ
て

お
り
、
刷
題
簽
で
は
な
く
書
名
と
冊
次
の
み
を
記
し
た
書
題
簽
が
貼
付
さ
れ

て
い
る
。 

８
３ 

こ
の
和
刻
本
の
封
面
に
は
「
萃
慶
堂
刋
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
金
谿
周
氏

の
書
坊
名
で
は
な
く
、
万
暦
年
間
の
余
彰
徳
（
字
以
誠
、
号
泗
泉
）
及
び
そ

の
子
孫
が
建
陽
で
営
ん
だ
書
坊
の
名
で
あ
る
。
萃
慶
堂
は
前
述
の
『
百
将
伝
』

『
万
病
回
春
』『
昭
代
典
則
』
な
ど
し
ば
し
ば
周
氏
の
金
陵
刊
本
を
翻
刻
や
覆

刻
し
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
本
論
第
七
章
で
述
べ
る
。 

８
４ 

こ
の
記
述
は
後
述
の
同
版
な
い
し
覆
刻
の
諸
本
で
も
同
様
で
、
空
格
の
位

置
は
そ
れ
ら
に
従
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
に
は
「
周
文
煒 

如
山
甫
」
と
あ
る

か
ら
、「
如
山
」
は
号
で
は
な
く
字
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
周
亮
工

の
「
減
斎
」
な
ど
も
資
料
に
よ
っ
て
字
と
明
記
さ
れ
た
り
号
と
明
記
さ
れ
た

り
し
て
い
る
の
で
、
当
時
は
字
と
号
の
区
分
は
曖
昧
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。 

８
５

「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
「
明
萬
曆
四
十
年
壬
子
四
月
初
七
日
子
時
、
朱
太

淑
人
生
公
于
金
陵
狀
元
境
祖
居
。
今
所
居
宅
㕔
事
之
右
食
舊
菴
、
卽
産
公
室

也
」
と
あ
る
。 

８
６ 

道
光
年
間
の
進
士
で
あ
る
甘
熙
『
白
下
瑣
言
』
巻
二
に
、「
書
坊
皆
在
狀
元

境
、
比
屋
而
居
。
有
二
十
余
家
、
大
半
皆
江
右
人
。
雖
通
行
坊
本
、
然
琳
瑯

滿
架
、
亦
殊
可
觀
。
廿
餘
年
來
、
為
浙
人
開
設
綢
莊
、
書
坊
悉
變
市
肆
、
不

過
一
二
存
者
。
可
見
世
之
逐
末
者
多
矣
」
と
あ
る
。 

８
７ 

明
・
胡
応
麟
『
経
籍
会
通
』（
同
『
少
室
山
房
筆
叢
』
所
収
）
巻
四
に
「
凡

金
陵
書
肆
、
多
在
三
山
街
及
太
學
前
」
と
あ
る
。 

                                        
 

８
８ 

文
煒
と
文
煥
が
兄
弟
だ
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
は
挙

げ
て
お
ら
ず
、
周
文
煒
以
外
の
人
物
の
号
や
字
（
周
如
泉
の
場
合
は
名
と
字
）
、

及
び
活
動
年
代
に
も
触
れ
て
い
な
い
。 

８
９ 

『
中
国
古
籍
善
本
總
目
』（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
五
）
一
〇
七
七
頁
に
「
明

周
文
煥
、
周
文
煒
輯 

明
萬
卷
樓
刻
本
」
と
し
て
『
新
刻
天
下
四
民
便
覽
萬

寳
全
書
』
三
十
二
巻
存
三
十
一
巻
（
嘉
興
市
図
書
館
蔵
）
が
著
録
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
筆
者
未
見
）
。
著
録
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
周

文
煒
も
万
巻
楼
の
経
営
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。 

９
０ 

原
文
「
珀
十
一
公
生
琥
二
十
四
前
山
公
諱
庭
槐
。
爲
不
孝
孤
曾
大
父
、
以

先
伯
祖
文
卿
公
封
文
林
郎
鴻
臚
寺
序
班
。
前
山
公
遊
大
梁
、
遂
家
焉
。
娶
喩

太
夫
人
、
生
三
子
。
長
卽
先
封
公
誥
封
嘉
議
大
夫
福
建
布
政
使
司
左
布
政
使

如
山
公
」
。 

９
１ 

原
文
「
父
應
槐
數
夢
家
山
火
光
熾
然
、
謂
子
孫
當
以
文
顯
、
因
名
諸
子
以

文
、
咸
從
火
、
字
公
曰
赤
之
」
。
な
お
、
陳
氏
も
指
摘
す
る
が
、
周
文
煒
の
父

の
名
は
前
掲
『
頼
古
堂
集
』
附
録
の
諸
篇
で
は
「
庭
槐
」
な
い
し
「
廷
槐
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
應
槐
」
は
誤
字
と
思
わ
れ
る
。 

９
２ 

封
贈
の
制
度
に
つ
い
て
は
『
大
明
会
典
』
巻
八
に
詳
し
く
、
子
が
七
品
以

上
の
所
定
の
官
品
に
進
ん
だ
時
や
、
そ
の
他
所
定
の
功
績
を
挙
げ
た
り
し
た

際
に
、
父
は
自
分
が
称
号
と
し
て
持
つ
官
位
が
子
よ
り
高
け
れ
ば
一
階
級
昇

進
し
、
子
よ
り
低
け
れ
ば
子
と
同
じ
官
位
を
称
号
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
が

原
則
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
な
お
、
生
前
に
与
え
ら
れ
る
の
が
「
封
」
、
没
後
に

与
え
ら
れ
る
の
が
「
贈
」
で
あ
る
が
、
周
庭
槐
の
場
合
は
黄
虞
稷
「
行
状
」

と
周
在
浚
「
行
述
」
に
は
「
封
」
、
姜
宸
英
「
墓
碣
銘
」
で
は
「
贈
」
と
あ
る

の
で
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
正
七
品
陞
授
の

散
官
で
あ
る
文
林
郎
と
従
九
品
の
官
位
で
あ
る
鴻
臚
寺
序
班
と
で
は
釣
り
合

い
が
取
れ
な
い
し
、『
大
明
会
典
』
に
よ
れ
ば
従
九
品
へ
の
任
官
で
は
父
へ
の

封
贈
は
行
わ
れ
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
周
庭
槐
が
封
贈
さ
れ
た
明
末
の
時
点

で
は
制
度
が
幾
ら
か
変
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
周
文
煒
の
嘉
議

大
夫
（
正
三
品
初
授
の
散
官
）・
福
建
布
政
使
司
左
布
政
使
（
従
三
品
の
官
位
）
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は
、
子
の
亮
工
が
順
治
十
年
に
福
建
布
政
使
司
左
布
政
使
に
昇
っ
た
際
に
封

ぜ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

９
３ 

文
革
紅
注
４
二
〇
一
〇
年
論
文
が
、
金
陵
飲
醇
□マ

マ

刊
『
増
補
武
經
備
旨
』（
江

西
省
図
書
館
蔵
、
未
見
）
の
序
に
「
余
自
甲
辰
（
康
熙
三
年
）
秋
、
随
長
兄

櫟
園
備
兵
山
左
、
下
帷
于
幽
然
台
榭
…
…
」
と
あ
り
、
序
末
に
「
繡
谷
周
亮

輔
印
」
が
刻
さ
れ
、
巻
首
に
は
「
金
谿
周
亮
輔
猶
庵
增
注
」
と
記
す
と
紹
介

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
周
亮
輔
を
櫟
園
周
亮
工
の
弟
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
康
熙
三
年
に
は
周
亮
工
は
確
か
に
山
左
（
山

東
の
異
称
）
の
青
州
で
海
防
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
。
な
お
、
博
玫
・
文
革

紅
注
４
論
文
で
は
、
同
書
の
封
面
に
は
「
金
谿
周
猶
庵
先
生
纂
著
」
と
あ
り
、

序
末
の
署
名
は
「
康
熙
五
十
四
年
歳
在
丙
戌
花
朝
之
吉
金
谿
過
客
周
亮
輔
猶

庵
氏
題
于
金
陵
細
柳
書
屋
」
で
あ
る
こ
と
も
挙
げ
て
い
る
。
但
し
両
論
文
と

も
亮
輔
と
い
う
弟
の
存
在
が
周
亮
工
の
伝
記
か
ら
は
確
認
出
来
な
い
こ
と
に

は
触
れ
な
い
。
ま
た
、
周
亮
工
の
同
母
兄
弟
が
姉
二
人
、
弟
一
人
（
亮
節
）
、

妹
二
人
だ
っ
た
こ
と
は
、
後
述
の
周
亮
工
自
身
の
文
章
か
ら
確
認
出
来
る
（
注

110
参
照
）
。 

９
４ 

前
山
周
庭
槐
は
金
谿
か
ら
祥
符
に
籍
を
移
し
て
い
る
が
、
対
峰
周
曰
校
・

竹
潭
周
宗
孔
・
敬
素
周
希
旦
・
敬
竹
周
時
泰
ら
第
一
世
代
の
他
の
面
々
が
自

称
す
る
籍
貫
は
専
ら
金
谿
（
繡
谷
）
な
い
し
金
陵
（
秣
陵
）
で
あ
り
、
祥
符

（
大
梁
）
の
人
を
名
乗
る
例
は
確
認
出
来
て
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
籍
を

移
し
た
の
は
庭
槐
と
そ
の
直
系
子
孫
（
大
業
堂
系
）
に
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
第
一
世
代
の
全
員
を
も
包
括
す
る
一
族
全
体
の
呼
称
と
し

て
は
金
谿
周
氏
が
相
応
し
か
ろ
う
。
大
業
堂
系
も
含
め
て
、
こ
の
一
族
の
刊

行
し
た
書
物
の
著
者
や
校
訂
者
に
は
金
谿
の
人
が
非
常
に
多
く
、
金
谿
人
と

し
て
の
人
脈
を
存
分
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

９
５ 

従
っ
て
、『
重
刻
萬
病
回
春
原
本
』
と
は
康
熙
七
年
重
刊
本
の
序
か
ら
採
っ

た
題
で
あ
っ
て
、
巻
首
題
で
は
な
い
。 

９
６ 

こ
の
和
刻
本
は
上
注
下
文
の
二
層
本
で
、
各
巻
下
層
巻
頭
第
七
行
に
低
十

                                        
 

一
格
で
「
閶
門 

書
林 

葉
龍
溪
重
刊
」
と
あ
る
。
上
層
の
注
は
日
本
で
加

え
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
持
た
な
い
下
層
と
同
款
式
の
和
刻
本
（
正
保
四

年
刊
本
、
慶
安
四
年
刊
本
な
ど
）
も
あ
る
。
小
曽
戸
注
34
解
題
参
照
。 

９
７ 

原
文
「
重
刻
萬
病
回
春
原
本
序
／
予
先
世
藏
書
甚
冨
。
蓋
有
萬
巻
樓
云
。

溯
其
始
／
事
。
當
嘉
隆
之
時
。
風
氣
初
開
。
文
教
乍
啓
。
古
今
珍
／
異
之
書
。

猶
未
盡
行
於
世
。
而
先
大
父
從
荊
榛
草
昧
／
中
。
創
行
剞
劂
。
遂
使
一
時
難

致
之
藏
。
得
以
家
傳
／
戸
奉
。
至
今
推
始
事
之
功
。
必
曰
此
萬
巻
樓
本
。
//

故
凢
属
予
家
傳
書
。
海
内
群
知
。
所
自
不
可
誣
也
。
／
其
書
自
尊
經
翼
傳
外
。

惟
有
關
經
濟
利
民
生
／
者
。
始
急
為
流
播
。
而
以
醫
方
能
生
人
。
為
尤
切
要
。

／
因
属
予
郷
龔
雲
林
先
生
。
廣
為
搜
討
論
著
成
書
。
／
先
之
以
壽
世
保
元
。

次
之
以
萬
病
回
春
。
次
之
以
古
今
／
醫
鑑
。
又
次
之
以
雲
林
神
殻マ

マ

。
皆
為
海

内
宗
。
則
至
今
』
尚
有
普
渡
慈
航
一
書
。
未
遑
出
以
告
世
也
。
天マ

マ

（
「
夫
」
の

誤
だ
ろ
う
）
雲
林
先
／
生
。
昔
之
華
陀
秦
越
人
也
。
於
予
先
大
父
為
外
昆
季
。

嘗
／
偕
之
遊
汴
。
道
遂
大
行
於
汴
。
又
遊
金
陵
。
道
更
大
行
／
金
陵
。
所
至

有
神
醫
之
目
。
其
成
是
書
也
。
殫
竭
生
平
／
之
心
力
。
而
予
先
祖
之
延
雲
林

先
生
也
。
亦
不
遺
餘
力
而
／
奉
之
矣
。
猶
記
先
君
子
述
先
大
夫マ

マ

（
「
父
」
の
誤

か
）
始
事
經
營
也
。
属
予
//
伯
叔
軰
。
較
正
魚
魯
。
維
伯
曁
叔
曰
。
此
何
與

人
事
。
而
以
此
／
自
瘁
乎
。
先
祖
曰
。
是
書
利
濟
之
功
。
在
天
下
後
世
矣
。

吾
後
／
世
子
孫
。
有
以
科
名
大
振
家
聲
者
。
咸
於
是
書
始
基
之
／
矣
爾
。
小

子
其
識
之
。
越
數
十
年
。
乃
有
虎
林
奸
賈
。
利
其
成
／
事
。
公
為
攘
竊
。
遂

用
回
春
一
書
。
増
以
善
本
之
名
。
初
託
／
王
宇
泰
先
生
重
訂
。
久
而
人
識
其

偽
。
則
又
易
以
雲
林
。
』
奸
詭
百
變
。
情
形
可
知
。
予
原
其
市
心
。
總
帰
罔
利
。

不
忍
重
／
加
懲
艾
。
不
難
姑
與
寛
弛
。
但
妄
易
薬
（
本
文
で
は
「
妄
」
だ
が
、

眉
欄
で
「
薬
」
に
訂
正
）
名
。
任
竄
分
數
。
其
／
失
僅
在
數
字
。
其
害
至
於

傷
生
。
遂
使
利
天
下
之
書
。
而
／
為
禍
天
下
之
本
。
豈
予
先
世
（
本
文
は
「
世
」

を
脱
す
る
が
、
眉
欄
に
朱
で
「
一
本
貽
字
上
有
世
字
」
と
あ
る
）
貽
謀
垂
世

之
意
乎
。
予
因
盡
／
加
改
正
。
一
方
一
名
。
全
從
厥
舊
。
識
曰
原
本
。
庶
使

抱
疴
而
／
求
者
。
温
涼
不
至
誤
投
。
君
臣
無
虞
紊
節
。
而
弈
世
咸
食
//
其
福
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也
。
天
下
之
覧
者
。
其
亦
愼
辨
緇
素
。
而
無
為
惑
世
／
之
書
所
中
也
乎
。
予

因
述
其
始
末
。
為
天
下
正
告
之
。
／
康
熙
七
年
戊
申
。
管
理
江
南
江
安
等
處

督
糧
道
前
總
督
／
京
省
錢
法
戸
部
右
侍
郎
都
察
院
協
理
院
事
左
副
都
御
／
史

雲
林
周
亮
工
撰
」（
文
中
の
句
点
は
原
本
で
文
字
の
右
下
に
朱
で
附
さ
れ
て
い

る
も
の
を
そ
の
ま
ま
示
し
た
が
、
書
き
下
し
文
で
は
こ
れ
に
拠
ら
ず
に
新
た

に
句
読
を
切
っ
た
。
ま
た
、
／
は
改
行
、
//
は
次
半
葉
へ
の
改
行
、
』
は
次

葉
へ
の
改
行
を
表
す
）
。 

９
８ 

文
革
紅
「
江
西
小
説
刊
刻
地
―
―
〝
雲
林
〟
考
」
（
注
４
前
掲
）
参
照
。 

９
９ 

第
一
節
（
４
）
で
見
た
万
暦
三
十
年
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
重
刊
『
新

刋
萬
病
囘
春
』
の
各
巻
巻
頭
第
二
行
に
低
八
格
で
「
太
醫
院
醫
官
金
谿
雲
林

龔
廷
賢
子
才
編
輯
」
と
あ
り
、
第
二
節
（
７
）
で
見
た
『
新
刋
醫
林
狀
元
壽

世
保
元
』
の
二
種
の
封
面
に
は
共
に
「
太
醫
院
龔
雲
林
著
」
と
あ
る
。
第
二

節
（
４
）
で
見
た
通
り
、
周
亮
工
も
祖
先
が
住
ん
だ
金
谿
の
櫟
下
と
い
う
地

名
に
因
ん
で
自
ら
櫟
園
と
号
し
、
他
人
か
ら
は
櫟
下
先
生
と
呼
ば
れ
て
い
た

と
い
う
か
ら
、
龔
廷
賢
も
出
身
地
の
小
地
名
を
そ
の
ま
ま
号
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
他
の
刊
本
の
署
名
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
名
廷
賢
・
字
子
才
・
号

雲
林
・
籍
貫
金
谿
と
い
う
理
解
で
問
題
無
い
。 

１
０
０ 

清
代
後
期
に
『
三
国
演
義
』
の
通
行
本
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
所
謂

毛
宗
崗
本
の
う
ち
、
現
存

古
の
版
本
と
見
ら
れ
て
い
る
。 

１
０
１ 

前
者
の
巻
首
の
半
葉
分
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
除
き
未
見
。
因
み
に
、
前
者

は
巻
一
巻
頭
第
九
行
に
低
十
四
格
で
「
繡
谷
書
林
周
曰
校
刋
行
」
（
「
曰
校
」

は
小
字
）
と
記
す
同
名
刊
本
が
内
閣
文
庫
に
も
蔵
さ
れ
、
巻
首
は
台
湾
故
宮

本
と
同
版
だ
が
、
封
面
を
欠
い
て
い
て
刊
年
の
手
掛
か
り
が
無
い
。
内
閣
文

庫
は
別
に
四
周
花
欄
の
枠
内
を
三
欄
に
分
か
ち
左
右
に
「
新
刋
官
板
補
註
／

黄
帝
内
經
素
問
」
、
中
央
に
「
萬
曆
甲
申
（
十
二
年
）
夏
月
周
氏
對
峯
刋
行
」

と
あ
る
封
面
を
持
つ
『
素
問
鈔
補
正
』
十
二
巻
（
欠
巻
十
二
）
を
蔵
す
る
が
、

同
書
は
封
面
以
外
に
刊
行
者
名
や
書
坊
名
は
見
え
ず
、
中
身
も
『
素
問
』
そ

の
も
の
で
は
な
く
そ
の
節
略
本
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
封
面
は
右

に
挙
げ
た
現
在
封
面
を
欠
く
『
重
廣
補
註
黃
帝
内
經
素
問
』
に
附
さ
れ
て
い

                                        
 

た
も
の
が
混
入
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
、『
重
廣
補
註
黃
帝
内
經
素
問
』

に
は
『
素
問
鈔
補
正
』
に
附
い
て
い
る
も
の
と
同
意
匠
の
封
面
を
持
つ
風
月

堂
莊
左
衞
門
寛
文
三
年
跋
刊
本
が
あ
る
が
、
そ
の
中
身
は
各
巻
巻
頭
第
六
行

に
低
七
格
で
「
明
（
隔
四
格
）
熊
宗
立 

句
讀
」
と
記
す
、
右
に
挙
げ
た
二

種
の
内
閣
文
庫
蔵
本
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
『
素
問
』
で
あ
り
、
こ
の
封
面

を
巡
る
状
況
は
非
常
に
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
た
、『
新
刋
黃
帝
内
經
靈
樞
』
に

も
巻
一
巻
頭
第
二
行
に
低
八
行
で
「
繡
谷
書
林
周
曰
校
重
刋
」
と
記
す
京
都

風
月
莊
左
衛
門
刊
本
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
封
面
の
付
い
た
も
の
は
未
見
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
周
曰
校
が
『
素
問
』
と
『
霊
枢
』
を
刊
行
し
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。 

１
０
２ 

こ
の
他
に
も
挙
業
書
、
類
書
や
尺
牘
を
始
め
と
す
る
実
用
書
、
『
昭
代
典

則
』
の
よ
う
な
史
部
の
書
な
ど
の
刊
行
点
数
が
多
く
、
章
回
小
説
は
数
の
上

で
は
そ
れ
ら
に
比
べ
て
突
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
な
お
、
章
回
小
説
と

並
ぶ
売
れ
筋
で
あ
っ
た
は
ず
の
戯
曲
は
皆
無
に
近
く
、
同
じ
く
金
谿
の
人
が

金
陵
で
営
む
唐
氏
富
春
堂
（
主
人
は
唐
富
春
、
字
子
和
、
号
対
溪
）
が
江
西

ゆ
か
り
の
弋
陽
腔
の
戯
曲
を
主
力
商
品
と
し
（
馬
華
祥
『
明
代
弋
陽
腔
伝
奇

考
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
一
一
五
頁
に
よ
る
と
、
富
春
堂

の
刊
行
し
た
弋
陽
腔
の
戯
曲
刊
本
は
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
二
十
二
種
に
上

り
、
明
代
に
お
い
て

も
多
く
の
弋
陽
腔
戯
曲
を
手
掛
け
た
書
坊
だ
と
い
う
）
、

唐
氏
世
徳
堂
も
か
な
り
の
数
の
戯
曲
を
刊
行
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

一
方
、
富
春
堂
や
世
徳
堂
の
刊
本
に
は
医
書
が
少
な
い
か
ら
、
共
同
で
の
刊

本
も
あ
る
な
ど
協
力
的
な
関
係
に
あ
っ
た
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
と
唐
氏
グ

ル
ー
プ
は
、
互
い
に
得
意
分
野
の
棲
み
分
け
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

１
０
３ 

巻
首
題
は
『
雲
林
醫
聖
增
補
醫
鑑
囘
春
』
で
あ
る
が
、
目
録
題
及
び
巻
二

以
降
の
巻
首
題
は
全
て
『
雲
林
醫
聖
普
渡
慈
航
』
で
あ
り
、
自
序
と
自
跋
の

題
も
共
に
『
普
渡
慈
航
』
な
の
で
、
巻
二
以
降
の
題
を
採
っ
た
。 

１
０
４ 
左
右
五
欄
に
分
け
た
封
面
の
中
央
に
「
萬
曆
庚
寅
歳
（
十
八
年
）
秋
月
吉

旦
周

峰
刋
行
」
、
大
尾
の
長
方
木
記
に
「
萬
曆
辛
卯
歳
（
十
九
年
）
書
／
林

周

峰
鐫
行
」
と
あ
り
、
各
巻
頭
第
二
～
五
行
に
「
（
低
三
格
）
太
醫
院
醫
官
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金
谿
雲
林
龔
廷
賢
子
才
編
著
／
（
低
十
四
格
）
男
懋
陞
仝
校
／
（
低
十
格
）

門
生
同
邑
吳
濟
民
仝
校
／
（
低
十
格
）
金
陵
書
林
周
曰
校
刋
行
」
（
「
仝
校
」

は
第
三
行
と
第
四
行
の
中
間
に
一
つ
だ
け
記
す
）
と
見
え
る
慶
長
八
年
古
活

字
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
が
あ
る
。「 

峕
／
萬
曆
辛
卯
春
月
上
吉
歸
安
鹿

門
山
人
茅
坤
譔
」
と
末
尾
に
記
す
「
雲
林
神
彀
序
」
に
既
刊
の
『
古
今
医
鑑
』

と
『
万
病
回
春
』
に
続
く
龔
廷
賢
の
著
作
を
そ
の
縁
戚
の
周
曰
校
が
刊
行
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
旨
が
見
え
る
の
で
（
原
文
「
太
醫
雲
林
龔
君
、
少
則

精
其
業
、
居
大
梁
之
都
、
名
燁
燁
。
在
諸
薦
紳
間
、
所
撰
有
『
古
今
醫
鑑
』

『
萬
病
回
春
』
二
書
、
已
膾
炙
海
内
。
而

後
有
『
神
彀
』
若
干
卷
、
遠
近

競
慕
而
繕
冩
之
、
至
湧
洛
陽
之
價
。
其
姻
對
峯
周
君
、
圖
付
剞
劂
、
而
丐
敘

於
不
侫
」
）
、
古
活
字
本
の
底
本
と
な
っ
た
万
暦
十
九
年
刊
の
周
曰
校
刊
本
が

初
刻
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
の
唐
本
だ
け
で
も
複
数
の
版
種
が

あ
り
、
伝
本
も
少
な
く
な
い
が
、
初
刻
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
未
見
。
第

七
章
も
参
照
。 

１
０
５ 

唐
本
・
和
刻
本
を
通
じ
て
、
慶
安
元
年
小
嶋
弥
左
衛
門
刊
本
（
内
閣
文
庫

［
三
本
］
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
［
三
本
］
等
蔵
）
の
一
版
し
か
現
存
が
知

ら
れ
て
い
な
い
。
小
嶋
弥
左
衛
門
刊
本
に
は
「 

峕
／
萬
曆
甲
午
歳
（
二
十

二
年
）
仲
春
之
吉
／ 

魯
王
三
畏
書
扵
存
心
殿
」
と
末
尾
に
記
し
た
「
魯
府

禁
方
序
」
が
あ
り
、
序
末
の
署
名
の
直
後
に
陽
刻
正
方
「
魯
府
／
圖
書
」
と

同
「
丹
書
／
金
冊
／
之
封
」
の
二
つ
の
大
印
を
刻
す
。
各
巻
巻
頭
第
二
～
六

行
に
は
「
（
低
五
格
）
太
醫
院
吏
目
臣
金
谿
龔
廷
賢 

編
／
（
低
五
格
）
魯
府

良
醫 

臣
古
燕
劉
應
泰
校
正
／
（
低
八
格
）
本
府
醫
生
臣
陳
時
務
同
校
／
（
低

八
格
）
本
府
醫
生
臣
王 

璽
同
校
／
（
低
八
格
）
金
陵
書
林 

周
曰
校
督
刋
」

（
「
臣
」
は
全
て
小
字
、
「
本
府
醫
生
」
と
「
同
校
」
は
い
ず
れ
も
第
四
行
と

第
五
行
の
中
間
に
一
つ
だ
け
記
す
）
と
見
え
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
和
刻

本
の
底
本
は
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
万
暦
二
十
二
年
序
刊
の
魯
王
府
に

よ
る
官
刻
本
で
あ
り
、
そ
の
刊
行
作
業
を
周
曰
校
が
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
版
種
が
少
な
い
の
も
、
本
当
に
官
刻
本
と
し
て
少
部
数
出
版
さ

れ
た
の
み
で
広
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
魯
王
三

                                        
 

畏
序
は
、
癸
巳
（
万
暦
二
十
一
年
）
秋
に
妃
の
張
氏
が
病
に
罹
り
、
魯
府
の

藩
医
で
は
治
せ
ず
広
く
名
医
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
金
谿
の
龔
廷
賢
が
的
確
な

処
方
で
平
癒
さ
せ
た
の
で
、
天
下
第
一
の
名
医
と
認
め
て
「
医
林
状
元
」
の

称
号
を
与
え
た
こ
と
、
龔
廷
賢
に
は
既
に
『
医
鑑
』
『
萬
病
回
春
』
『
仙
方
』

『
神
彀
』
の
四
著
が
あ
る
こ
と
、
魯
府
の
収
集
し
た
秘
方
と
龔
廷
賢
の
知
識

と
を
併
せ
て
新
た
に
『
魯
府
禁
方
』
四
巻
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
な

ど
を
述
べ
て
い
る
。
当
時
の
魯
王
は
嘉
靖
二
十
八
年
襲
封
、
万
暦
二
十
二
年

薨
の
魯
恭
王
朱
頤
坦
で
あ
る
（
『
明
史
』
巻
百
一
「
太
祖
二
十
六
子
世
表
二
」
）
。 

１
０
６ 

唐
本
は
初
刻
本
（
内
閣
文
庫
、
尊
経
閣
文
庫
等
蔵
）
の
み
知
ら
れ
、
そ
れ

を
底
本
と
し
た
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
和
刻
本
（
内
閣
文
庫
［
二
本
］
等

蔵
）
が
あ
る
。
初
刻
本
は
「
…
…
著
是
者
何
／
人
九
十
歳
翁
著
醫
鑑
諸
書
金

谿
之
雲
林
老
／
叟
是
也
時
崇
禎
元
年
仲
春
月
日
書
于
仁
孝
／
堂
中
」
と
結
ぶ

「
普
渡
慈
航
自
序
」
を
含
む
四
つ
の
序
と
「
…
…
金
谿
龔
廷
賢
書
于
仁
／
孝

堂
／ 

峕
／
崇
禎
五
年
春
月
吉
旦
」
と
結
ぶ
「
普
渡
慈
航
跋
」
を
備
え
、
各

巻
巻
頭
第
六
ま
た
は
八
行
に
「
金
閶
書
林
際
雲
唐
廷
揚
梓
行
」
と
あ
る
。
自

跋
に
は
こ
れ
ま
で
に
十
編
の
医
書
を
上
梓
し
た
と
見
え
（
原
文
「
乃
編
一
書
、

又
編
一
書
、
以
至
十
編
也
。
…
…
曰
先
十
種
灾
木
若
屬
贅
、
復
今
再
仍
之
」
）
、

も
し
こ
れ
が
概
数
で
な
く
実
数
だ
っ
た
場
合
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
に
更
に

二
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

１
０
７ 

小
曽
戸
洋
「
『
済
世
全
書
』
解
題
―
―
付
・『
普
渡
慈
航
』
お
よ
び
龔
廷
賢

の
生
没
年
に
つ
い
て
」
（
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
十
二
輯
、
エ
ン
タ
プ
ラ

イ
ズ
、
一
九
九
一
）
参
照
。
な
お
、
既
存
の
偽
書
説
に
は
根
拠
は
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
関
係
者
の
没
年
は
偽
書
説
の
根
拠
と
し
て
小
曽
戸
氏
が
推
定
し
た

も
の
で
あ
る
。 

１
０
８ 

も
し
仮
に
そ
う
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
金
谿
の
人
で
嘉
隆
の
境
に
金
陵
で
刻

書
を
始
め
、
周
曰
校
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
世
徳
堂
主
人
龍
泉
唐
廷
仁
も
、

や
は
り
同
世
代
の
姻
戚
で
排
行
を
揃
え
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
浮
上
し
て

来
る
。
全
く
想
像
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
、
唐
廷
仁
の
同
年
輩
の
同
族
の
対
溪
唐
富
春
も
、
対
峰
周
曰
校
と
号
の
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一
字
目
が
揃
い
、
二
字
目
が
互
い
に
対
を
成
し
て
い
る
。 

１
０
９ 
本
章
初
出
時
に
は
許
氏
注
49
論
文
を
未
見
で
、
周
文
煒
を
隆
慶
年
間
か

ら
万
暦
初
年
頃
の
生
ま
れ
と
推
定
し
た
が
、
許
氏
の
指
摘
が
正
し
か
ろ
う
。

な
お
、
「
（
周
亮
工
）
年
譜
」
に
よ
り
、
周
文
煒
の
没
年
は
順
治
十
五
年
（
一

六
五
八
）
と
知
れ
る
。 

１
１
０ 

原
文
「
獨
痛
父
母
生
我
同
胞
兄
弟
姉
妹
六
人
、
第
三
妹
先
没
、
二
姊
亦
繼

兦
、
去
歳
之
春
老
孀
姊
又
以
七
十
病
卒
矣
。
今
弟
又
云
兦
、
四
妹
遠
在
汴
上
、

弟
之
凶
問
四
妹
尚
不
知
、
何
日
聞
之
？
」
。 

１
１
１ 

そ
の
間
に
女
児
が
生
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
。 

１
１
２ 

本
章
第
一
節
で
前
述
の
通
り
、
周
文
卿
と
周
文
煒
は
南
京
国
子
監
生
に
、

周
文
燿
は
武
学
生
に
な
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
、
第
二
世
代
の
者
た
ち
は

ま
ず
は
科
挙
や
武
挙
に
よ
る
栄
達
を
志
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

１
１
３ 

王
宇
泰
先
生
の
重
訂
を
謳
う
龔
廷
賢
医
書
の
版
本
は
、
『
古
今
医
鑑
』
に

は
存
在
す
る
。
即
ち
『
王
宇
泰
先
生
訂
補
古
今
醫
鑑
』
十
六
巻
で
、
所
見
の

唐
本
は
乾
隆
五
十
九
年
（
一
七
九
四
）
瀛
経
堂
重
刊
本
（
東
北
大
学
図
書
館

蔵
）
の
み
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
明
暦
や
寛
文
の
和
刻
本
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、

「
善
本
」
と
い
う
角
書
は
見
え
な
い
の
で
、
周
亮
工
の
非
難
し
て
い
る
王
宇

泰
の
重
訂
を
騙
っ
た
『
万
病
回
春
』
と
姉
妹
品
と
い
う
訳
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
汪
淇
が
『
古
今
医
鑑
』
に
実
際
に
王
宇
泰
重
訂
本
が
あ

る
の
に
目
を
付
け
て
『
万
病
回
春
』
の
王
宇
泰
重
訂
本
を
偽
撰
し
た
可
能
性

も
あ
ろ
う
。 

１
１
４ E

llen
 W

idm
er “H

si-yu
 C

h
en

g-tao S
h

u
 in

 th
e C

on
text of 

W
an

g C
h

i’s P
u

blish
in

g E
n

terprise”（
『
漢
学
研
究
』
第
六
巻
第
一
期
、

一
九
八
八
）
、
陳
恩
虎
「
刻
書
家
汪
淇
生
平
考
」（
『
文
献
』
二
〇
〇
五
年
第
三

期
）
、
文
革
紅
「
汪
淇
〝
蜩
寄
〟
及
其
所
刻
書
籍
考
」（
『
文
献
』
二
〇
〇
六
年

第
三
期
）
等
参
照
。 

１
１
５ 

梁
氏
は
こ
れ
に
よ
っ
て
封
面
欠
残
本
を
「
こ
れ
は
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三

国
志
真
本
』
で
あ
る
と
判
明
し
た
」（
三
六
頁
）
と
す
る
が
、
そ
の
判
断
は
些

か
慎
重
さ
を
欠
く
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、『
西
遊
記
』
の
李
卓
吾
評
甲
本
と
同

                                        
 

版
の
図
が
陳
士
斌
詮
解
本
の
初
期
版
本
に
附
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
あ
る

（
本
論
第
六
章
参
照
）
よ
う
に
、
封
面
欠
残
本
の
本
文
部
分
が
全
く
別
の
版

本
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
だ
。
附
言
す
れ
ば
、
梁
氏
は
所
見
の
『
李
卓

吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』
の
い
ず
れ
か
ら
も
刊
行
元
の
書
坊
は
分
か
ら
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
同
名
書
を
「
宝
翰
楼
刻
本
」
と
著
録
す
る
先
行
研
究
が

複
数
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』
を
一

律
に
宝
翰
楼
本
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
層
慎
重
さ
に
欠
け
る
感
が

あ
る
。
先
行
の
著
録
の
対
象
と
な
っ
た
本
と
梁
氏
所
見
の
本
が
同
版
だ
と
は

限
ら
な
い
し
、
同
版
で
あ
っ
た
と
し
て
も
梁
氏
所
見
の
本
の
印
行
者
が
宝
翰

楼
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

１
１
６ 

原
文
「
人
當
収
閉
之
年
、
而
猶
務
名
開
發
、
大
不
祥
也
。
少
年
人
無
一
點

少
年
氣
、
春
行
秋
令
也
、
尚
且
不
可
。
老
年
人
無
一
點
老
年
氣
、
冬
行
春
令

也
、
危
哉
危
哉
」
。
こ
れ
で
全
文
だ
が
、
お
そ
ら
く
抄
録
で
あ
ろ
う
。 

１
１
７ 

な
お
、
聖
藩
文
庫
に
は
こ
れ
と
同
じ
く
本
文
が
上
下
三
層
の
『
詩
經
心
訣
』

八
巻
が
あ
り
、
巻
一
・
四
・
六
・
八
の
各
巻
頭
の
上
層
第
二
～
四
行
に
低
四

格
で
「
永
福 

黄
文
煥 

維
章
父 

裁
定
／
古
臨 

何
大
掄 

元
士
父 

纂

著
／
綉
谷 

周
文
燿 

汝
映
父 

梓
行
」
（
「
纂
著
」
は
巻
四
・
六
で
は
「
輯

纂
」
。「
綉
」
は
巻
八
で
は
「
繡
」
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
如
泉
周
文
燿
は

字
が
汝
映
だ
と
知
れ
る
。
封
面
は
欠
く
も
の
の
、「
詩
経
心
訣
引
」
の
末
尾
に

「
天
啓
□
卯
歳
八
月
既
望
永
福
黄
／ 

文
煥
維
章
甫
題
于
金
陵
之
萬
／ 

巻

楼
」
、
「
詩
經
心
訣
序
」
の
末
尾
に
「
天
啓
丁
卯
（
七
年
）
秋
月
眷
友
弟
李
□

旻
／ 

本
仁
父
謹
識
」
と
あ
り
、
天
啓
七
年
序
刊
で
あ
る
。『
雙
井
軒
手
授
易

経
心
訣
』
の
刊
行
も
前
後
数
年
以
内
で
あ
ろ
う
。 

１
１
８ 

「
雙
井
軒
同
訂
易
經
心
訣
姓
氏
」
の

後
に
「
纂
著
／ 

繡
谷 

王
元
建

道
真
」
（
「
道
真
」
は
小
字
）
と
あ
る
の
で
、
破
損
箇
所
に
は
お
お
よ
そ
「
繡

谷
王
道
真
」
く
ら
い
の
文
字
が
あ
っ
た
と
推
測
出
来
る
。 
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第
六
章 

清
本
諸
系
統
の
版
本
に
つ
い
て 

    
 

は
じ
め
に 

 

本
章
で
は
、
い
ず
れ
も
清
代
に
編
ま
れ
、
第
九
回
を
江
流
和
尚
故
事
と
す
る

と
い
う
共
通
点
を
持
つ
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
清
本
諸
系
統
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
版
本
の
問
題
を
見
る
。
但
し
、
伝
本
の
数
が
少
な
く
全
て
の
版
種
を
個

人
の
手
で
網
羅
的
に
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
明
本
の
場
合
と
は
異
な
り
、

清
本
は
数
百
で
は
到
底
済
ま
な
い
で
あ
ろ
う
膨
大
な
伝
本
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、

ど
れ
だ
け
の
版
種
が
あ
る
の
か
を
し
か
と
定
め
る
こ
と
で
さ
え
、
個
人
の
手
に

は
余
る
作
業
と
な
る
。
そ
こ
で
、
各
系
統
ご
と
に
適
宜
照
準
を
絞
っ
て
、
目
睹

し
得
た
版
本
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ま
と
め
る
方
針
を
採
り
た
い
。 

  
 

一
、
汪
象
旭
箋
評
本
系 

成
書
年
代
の
順
に
、
ま
ず
は
通
常
『
西
遊
証
道
書
』
と
呼
ば
れ
る
、
汪
象
旭

箋
評
本
系
か
ら
見
て
行
こ
う
。 

 

（
１
）
汪
氏
蜩
寄
刊
本
（
初
刻
本
） 

 

こ
の
系
統
に
は
、
箋
評
者
で
あ
る
汪
象
旭
自
身
が
営
む
書
坊
か
ら
刊
行
さ
れ

た
、
明
ら
か
に
初
刻
本
と
分
か
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
汪
氏
蜩
寄
刊
本
『
鐫
像

古
本
西
遊
證
道
書
』
不
分
巻
百
回
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
、
中
国
国
家
図
書
館
［
後
修
］
蔵
）
で
あ
る
。
三
本
と
も
同
版

で
印
刷
時
期
に
も
大
差
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
鄭
振
鐸
氏
旧
蔵
の
中
国
国
家
図

書
館
蔵
本
は
、
聖
僧
歴
難
簿
で
他
の
二
本
が
「
（
空
二
格
）
難
行
七
十
難
」
と
し

て
い
た
二
字
分
の
空
格
に
「
滅
法
國
」
の
三
字
を
埋
木
で
補
っ
て
い
る
。 

 

目
首
第
二
～
三
行
に
「
鍾
山 

黄
太
鴻
笑
蒼
子 

同
箋
評
／
西
陵 

汪
象
旭

憺
漪
子 

同
箋
評
」（
傍
線
部
は
行
の
中
間
に
共
通
で
一
つ
だ
け
記
す
、
以
下
同
）
、

第
一
回
首
第
二
～
三
行
に
は
「
西
陵 

殘
夢
道
人
汪
憺
漪 

箋
評
／
鍾
山 

半

非
居
士
黄
笑
蒼 

印
正
」
と
あ
り
、
殘
夢
道
人
・
憺
漪
子
こ
と
汪
象
旭
と
、
半

非
居
士
・
笑
蒼
子
こ
と
黄
太
鴻
の
二
人
が
評
注
を
担
当
し
た
と
示
さ
れ
て
い
る

が
、
前
者
は
汪
淇
（
字
右
子
）
が
後
に
象
旭
と
改
名
し
た
こ
と
、
後
者
は
崇
禎

十
三
年
の
進
士
黄
周
星
（
字
九
烟
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
１

。 

 

本
文
毎
葉
の
版
心
下
部
に
「
蜩
寄
」
と
あ
る
が
、
前
章
で
も
見
た
通
り
蜩
寄

還
読
齋
は
汪
淇
即
ち
汪
象
旭
が
杭
州
で
営
ん
だ
書
坊
で
、
毎
葉
版
心
下
部
に
「
蜩

寄
」
と
記
す
の
は
汪
氏
蜩
寄
還
読
齋
刊
本
に
良
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
２

。 

 

胡
念
翊
が
画
工
を
務
め
た
半
葉
全
面
式
の
図
を
巻
頭
に
十
六
葉
有
し
（
表
が

図
、
裏
が
賛
の
形
式
な
の
で
計
十
六
幅
）
、
構
図
に
は
し
ば
し
ば
李
卓
吾
評
甲
本
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ま
た
は
乙
本
の
図
の
影
響
が
窺
え
る
が
、
そ
の
単
純
な
模
倣
で
は
な
い
。
本
文

は
半
葉
九
行
二
十
六
字
、
注
文
双
行
同
。
内
匡
郭
一
九
．
九
×
一
〇
．
四
ｃ
ｍ

（
京
大
人
文
研
蔵
本
）
と
い
う
縦
長
な
版
面
に
な
っ
て
い
る
。 

汪
氏
蜩
寄
刊
本
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
展
開
史
上
の
意
義
は
、
何
と
言
っ
て

も
ま
ず
第
一
に
第
九
回
を
江
流
和
尚
説
話
と
す
る
改
編
を
施
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
序
章
に
引
い
た
通
り
、
第
九
回
冒
頭
の
評
で

汪
象
旭
自
身
が
「
大
略
堂
釋
厄
傳
古
本
」
に
拠
っ
て
補
っ
た
と
の
旨
を
述
べ
て

い
る
。
こ
の
大
略
堂
釋
厄
傳
な
る
も
の
が
い
か
な
る
本
で
あ
っ
た
か
は
様
々
な

議
論
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
各
種
の
尺
牘
集
に
よ
っ
て
確
認
出
来
る
汪
象
旭
の

交
友
関
係
に
注
目
し
て
、
こ
れ
は
大
略
堂
な
る
書
坊
が
刊
行
し
た
釋
厄
傳
と
い

う
意
味
で
は
無
く
、
汪
象
旭
と
親
し
く
交
際
の
あ
っ
た
査
望
（
堂
号
大
略
堂
）

が
所
蔵
し
て
い
た
釋
厄
傳
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
す
るE

llen
 W

idm
er

注

２
論
文
の
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
江
流
和
尚
故
事
を
有
し
釋
厄
傳
に
類
す
る
書

名
を
持
つ
版
本
と
言
え
ば
分
則
本
の
朱
鼎
臣
編
本
が
連
想
さ
れ
、
そ
れ
と
見
て

良
い
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
分
則
本
の
位
置
付
け
は

留
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
議
論
に
も
踏
み
込
ま
な
い
で
お
く
。 

な
お
、W
idm

er

注
２
論
文
で
は
、
汪
淇
の
営
ん
だ
書
坊
で
あ
る
蜩
寄
還
読

齋
の
活
動
状
況
も
詳
細
に
検
討
し
て
、
汪
氏
蜩
寄
刊
本
『
鐫
像
古
本
西
遊
證
道

書
』
を
康
熙
二
年
刊
本
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
も
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
３

。 

 

第
九
～
十
二
回
の
改
編
と
並
ぶ
百
回
本
『
西
遊
記
』
展
開
史
上
で
果
た
し
た

汪
氏
蜩
寄
刊
本
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
役
割
と
し
て
、
作
者
を
金
末
元
初
の
道

士
の
長
春
真
人
丘
処
機
で
あ
る
と
す
る
内
容
の
、
末
尾
に
「
天
暦
己
巳
翰
林
學

士
臨
川
卲
／ 

庵
虞
集
撰
」
と
署
名
す
る
「
原
序
」
を
載
せ
、
か
つ
別
に
「
丘

長
春
真
君
傳
」
も
載
せ
て
、
丘
処
機
を
作
者
と
し
て
喧
伝
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
丘
処
機
の
旅
行
記
で
あ
る
『
長
春
真
人
西
遊
記
』
と

章
回
小
説
を
混
同
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
清
本
の
多
く
が
作
者
の
名
を
丘
処
機

と
明
記
し
、
清
代
に
お
い
て
丘
処
機
作
者
説
が
大
勢
を
占
め
る
状
況
へ
と
繋
が

っ
て
行
く
。
な
お
、
作
者
が
丘
処
機
だ
と
い
う
の
が
誤
り
だ
と
い
う
点
は
良
い

と
し
て
も
虞
集
の
序
自
体
は
作
者
を
勘
違
い
し
た
上
で
の
真
作
で
は
な
い
か
と

す
る
太
田
辰
夫
氏
と
、
そ
れ
に
疑
義
を
呈
す
る
磯
部
彰
氏
の
論
争
が
行
わ
れ
た

こ
と
が
あ
る
４

。
こ
れ
に
関
し
て
は
磯
部
氏
の
疑
念
が
も
っ
と
も
で
あ
る
と
感

じ
る
し
、
虞
集
序
を
虞
集
の
真
作
と
認
め
る
論
は
、
こ
の
論
争
を
お
そ
ら
く
踏

ま
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
大
陸
の
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
て
い
る
５

。 

 

こ
の
汪
氏
蜩
寄
刊
本
の
本
文
が
李
卓
吾
評
本
を
底
本
と
し
て
省
略
を
施
し
た

文
簡
本
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
呉
聖
昔
氏
が
李
卓
吾
評
本
の
脱
文
を
引
き
継
ぐ

と
い
う
確
か
な
根
拠
を
挙
げ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
６

、
本
論
第
四
章
で
は

聖
僧
歴
難
簿
末
尾
の
「
路
過
十
萬
八
千
里
」
が
李
卓
吾
評
丙
本
と
は
異
な
り
甲

本
・
乙
本
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
李
卓
吾
評
本
の
中
で
も
甲
本
・
乙
本
の
ど

ち
ら
か
が
底
本
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
そ
の
ど
ち
ら
が
汪

氏
蜩
寄
刊
本
の
本
文
の
底
本
と
な
っ
た
の
か
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
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る
だ
ろ
う
か
。
甲
本
と
乙
本
の
間
に
は
あ
ま
り
異
同
が
無
く
、
し
か
も
蜩
寄
刊

本
が
文
簡
本
で
あ
る
た
め
な
か
な
か
確
認
し
づ
ら
い
の
だ
が
、
手
掛
か
り
に
な

り
そ
う
な
事
例
を
幾
つ
か
甲
本
と
乙
本
に
共
通
す
る
回
数
・
葉
数
・
行
数
に
よ

っ
て
挙
げ
る
と
、 

 

・
第
十
四
回
第
二
葉
裏
第
二
行 

 
 

 

甲
本
と
蜩
寄
刊
本
の
「
救
我
一
救
」
に
対
し
て
乙
本
は
「
救
我
一
人
」
。 

・
第
十
四
回
第
六
葉
裏
第
九
行 

 
 

 

甲
本
と
蜩
寄
刊
本
の
「
不
犯
天
光
」
に
対
し
て
乙
本
は
「
不
等
天
亮
」
。 

 

・
第
三
十
回
第
六
葉
表
第
一
行 

 
 

 

甲
本
「
那
三
十
年
前
」
に
対
し
て
乙
本
と
蜩
寄
刊
本
は
「
那
十
三
年
前
」
。 

 

・
第
五
十
七
回
第
十
一
葉
第
一
行 

 
 

 

甲
本
「
不
是
空
勞
一
塲
神
思
也
」
に
対
し
て
乙
本
「
不
是
空
勞
一
塲
■

思
也
」
、
蜩
寄
刊
本
は
「
不
是
空
勞
神
思
也
」
。 

と
い
っ
た
傾
向
が
見
出
せ
る
。
第
三
十
回
の
例
を
除
い
て
蜩
寄
刊
本
は
甲
本
の

方
に
一
致
し
て
お
り
、
例
外
で
あ
る
第
三
十
回
の
例
も
、
少
し
前
に
「
十
三
年
」

と
い
う
設
定
が
見
え
て
い
る
の
で
、
乙
本
と
蜩
寄
刊
本
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
誤

り
を
正
す
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
７

。
第
十
四
回
の
二
例
な

ど
は
乙
本
に
拠
ら
ず
甲
本
に
拠
る
こ
と
が
明
確
な
事
例
で
あ
る
か
ら
、
蜩
寄
刊

本
が
底
本
と
し
た
李
卓
吾
評
本
は
甲
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。 

 

 

（
２
）
蔡
元
放
重
訂
本
（
九
如
堂
刊
本
） 

 

呉
聖
昔
「
《
西
遊
証
道
書
》
雑
考
二
題
」（
『
文
教
資
料
』
一
九
九
五
年
第
二
期
）

に
お
い
て
、
孫
楷
第
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』（
初
版
：
国
立
北
平
図
書
館
、
一

九
三
三
。
改
訂
版
：
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
。
重
訂
版
：
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八
二
。
以
下
『
孫
目
』
と
略
称
）
が
劉
一
明
解
本
の
序
に
引
か
れ
る
が
未

見
と
の
旨
だ
け
記
し
て
項
目
を
立
て
る
「
蔡
金
注
西
遊
記
」
な
る
も
の
に
当
た

る
版
本
と
し
て
、
封
面
天
頭
に
「
聖
嘆
外
書
」
、
同
枠
内
右
欄
に
「
西
陵
憺
漪
子

箋
註
／
秣
陵
蔡
元
放
重
訂
」
、
同
左
欄
に
「
（
大
字
）
繡
像
西
遊
證
道
書
／ 

（
小

字
）
文
盛
堂
藏
板
」
と
あ
る
浙
江
図
書
館
蔵
本
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

蔡
金
と
は
こ
の
封
面
に
見
え
る
蔡
元
放
と
金
聖
歎
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
呉
氏

の
指
摘
は
、
こ
の
本
を
未
見
の
田
中
巌
氏
に
よ
っ
て
も
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
り
８

、
確
か
な
も
の
と
認
め
て
良
か
ろ
う
。 

 

筆
者
所
見
の
伝
本
は
『
西
遊
證
道
大
奇
書
』
二
十
巻
百
回
（
浙
江
図
書
館
、

パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
９

）
で
、
両
者
は
同
版
で
あ
る
。
但
し
、
封
面
が
異
な
り
、

パ
リ
蔵
本
の
封
面
は
天
頭
に
「
聖
嘆
外
書
」
、
枠
内
三
欄
に
分
か
ち
右
か
ら
「
秣

陵
蔡
元
放
增
評
／
（
大
字
）
西
逰
證
道
／
（
大
字
）
竒
書 

（
小
字
）
懐
徳
堂

藏
板
」
と
す
る
。
印
刷
の
状
態
か
ら
す
る
と
浙
江
蔵
本
が
や
や
先
で
パ
リ
蔵
本

は
そ
れ
に
遅
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
版
木
を
所
有
し
た
の
は
文
盛
堂
が

先
で
、
懐
徳
堂
は
そ
の
後
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
毎
葉
版
心
下
部
に
「
九
如
堂
」

と
あ
る
の
で
、
文
盛
堂
も
版
木
の
刊
行
者
で
は
な
く
、
九
如
堂
刊
本
の
版
木
を
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入
手
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
九
如
堂
と
文
盛
堂
に
何
ら
か
の
関
係

が
あ
っ
て
初
版
時
か
ら
こ
の
よ
う
な
封
面
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い

が
、
未
詳
）
１
０

。 

 

「
增
評
證
道
竒
書
序
」
が
あ
り
、
末
尾
に
「
…
…
乾
隆
十
五
年
歳
次
／
庚
午

春
二
月
金
陵
野
雲
主
人
題
／
于
支
瞬
居
中
」
と
記
す
。
野
雲
主
人
は
蔡
元
放
の

号
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
な
の
で
、
乾
隆
十
五
年
序
刊
本
と
認
め
て
良

か
ろ
う
。
但
し
、
前
述
の
如
く
筆
者
所
見
の
二
本
は
い
ず
れ
も
刊
行
者
と
は
別

の
書
坊
に
よ
る
後
印
本
の
可
能
性
が
高
く
、
印
刷
時
期
は
更
に
下
る
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、「
讀
法
」
首
第
二
～
三
行
に
「 

西
陵
憺
漪
道
人
汪
象
旭
原
評
／ 

金
陵
野
雲
主
人
蔡
宙
憨
評
」
、
目
首
第
二
～
三
行
に
「 

聖
嘆
外
書
（
隔
六
格
）

西
陵
汪
憺
漪
子
評
／ 

蒼
子
別
集
（
隔
六
格
）
雲
林
市
隱
散
人
較
」
、
各
巻
首
第

二
行
に
「 

聖
嘆
外
書
（
隔
六
格
）
西
陵
汪
憺
漪
子
評
」
と
あ
る
。 

 

ま
た
、
巻
頭
に
表
図
裏
賛
の
十
七
葉
が
あ
り
、
第
一
葉
表
は
陳
士
斌
詮
解
本

系
の
一
部
に
見
え
る
の
と
同
じ
構
図
の
玄
奘
の
肖
像
、
第
二
～
十
七
葉
表
は
汪

氏
蜩
寄
刊
本
の
構
図
を
踏
襲
し
た
模
刻
で
、
李
卓
吾
評
本
各
種
や
蜩
寄
刊
本
な

ど
の
明
末
清
初
刊
本
の
図
に
比
べ
る
と
格
段
に
劣
る
が
、
乾
隆
刊
本
の
図
と
し

て
は
上
々
の
出
来
映
え
で
あ
る
。
本
文
も
半
葉
九
行
二
十
字
（
注
文
双
行
同
）

と
い
う
明
刊
百
回
本
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
ゆ
っ
た
り
と
し
た
行
款
で
、

方
匠
体
の
字
様
も
通
俗
小
説
の
乾
隆
刊
本
と
し
て
は
精
刻
で
あ
る
か
ら
、
製
作

に
十
分
な
資
金
を
投
じ
た
高
級
志
向
の
版
本
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

あ
ち
こ
ち
で
記
さ
れ
る
「
聖
嘆
外
書
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
金
聖
歎
を
指

し
、
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
版
本
の
中
に
も
「
金
聖
歎
加
批
」
と
の
宣
伝
文
句
が

見
え
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
人
物
の
評
と
区
別
し
て
金
聖
歎

の
も
の
と
称
す
る
独
自
の
評
を
掲
げ
る
版
本
と
い
う
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
れ
は
単
な
る
偽
託
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。 

各
回
の
回
前
評
語
は
基
本
的
に
汪
氏
蜩
寄
刊
本
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
蔡
元
放
が
単
独
で
蜩
寄
刊
本
を
底
本
と
し
て
編
ん
だ
評
注
本
で
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
回
第
一
葉
表
に
見
え
る
「
釋
厄
二
字
、
着

眼
。
不
能
釋
厄
、
不
如
不
讀
西
遊
記
」
と
い
う
小
字
双
行
注
は
、
李
卓
吾
評
丙

本
・
甲
本
・
乙
本
に
共
通
す
る

初
の
眉
批
（
乙
本
で
は
傍
批
）
と
同
文
で
、

蜩
寄
刊
本
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
李
卓
吾
批
評
本
系
の
何
ら
か
の

版
本
も
参
照
し
て
そ
の
評
語
も
採
り
入
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 

ま
た
、
聖
僧
歴
難
簿
を
見
る
と
「
拯
救
駝
羅
第
五
十
七
難
」
の
「
拯
救
駝
羅
」

は
陳
本
型
歴
難
簿
の
特
徴
で
あ
る
し
（
但
し
配
列
は
李
本
型
歴
難
簿
の
ま
ま
）
、

「
搬
運
車
遲
三
十
三
難
」
と
「
城

遇
災
六
十
三
難
」
も
陳
本
型
聖
僧
歴
難
簿

及
び
張
書
紳
註
本
系
と
一
致
す
る
（
第
一
章
表
４
・
５
参
照
）
。
よ
っ
て
、
蜩
寄

刊
本
の
単
純
な
翻
刻
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
李
卓
吾
批
評
本
や
陳
士
斌
詮
解
本
、

場
合
に
よ
っ
て
は
張
書
紳
註
本
と
も
対
校
し
た
上
で
、
評
語
に
も
本
文
に
も
適

宜
改
訂
を
施
し
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
後
述
の
通
り
張
書
紳
註

本
の
自
序
の
年
次
は
乾
隆
十
三
年
で
あ
る
か
ら
、
も
し
乾
隆
十
五
年
自
序
の
蔡
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元
放
重
訂
本
が
張
書
紳
註
本
を
参
照
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か

り
の
新
版
を
い
ち
早
く
手
に
入
れ
て
対
校
に
使
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

（
３
）
羊
頭
狗
肉
諸
本 

 

序
章
で
述
べ
た
通
り
、
書
名
は
陳
士
斌
詮
解
本
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
の
『
西

遊
真
詮
』
と
し
な
が
ら
、
実
際
の
中
身
は
汪
象
旭
箋
評
本
を
更
に
簡
略
化
し
た

文
簡
本
で
あ
る
と
い
う
羊
頭
狗
肉
の
十
巻
本
・
八
巻
本
・
六
巻
本
な
ど
が
、
清

代
を
通
し
て
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
表
５
の
李
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿

の
比
較
表
に
は
、
こ
の
系
統
を
代
表
し
て
、
黄
紙
墨
印
の
封
面
天
頭
に
横
書
き

で
「
繍
像
真
詮
」
、
左
右
三
欄
の
枠
内
を
「
憺
漪
子
評
／
西
遊
記
／
懐
新
楼
梓
行
」

（
左
欄
下
寄
せ
）
と
す
る
『
西
遊
真
詮
』
十
巻
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

双
紅
堂
文
庫
蔵
。
無
窮
会
図
書
館
や
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
吉
川
文
庫
等
に
も

同
版
本
あ
り
）
の
聖
僧
歴
難
簿
を
載
せ
て
お
い
た
。
巻
首
題
に
反
し
て
陳
本
型

歴
難
簿
の
影
響
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
そ
れ
を
更
に
簡
略
化

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
双
紅
堂
文
庫
蔵
本
は
、
封
面
こ
そ
「
憺
漪
子
評
」
と
「
西
遊
記
」
で
陳

士
斌
詮
解
本
系
の
要
素
は
全
く
見
せ
て
い
な
い
が
、
目
首
第
二
～
五
行
に
「
嘉

平 

金
人
瑞 

聖
歎
／
西
陵 

汪
象
旭 

憺
漪 

仝
評
閲
／
山
陰 

陳
士
斌 

悟
一
子 

仝
評
閲
／
温
陵 

李 

贄 

卓
吾
」
と
記
し
て
い
る
。
第
三
・
四
行

の
中
間
に
一
つ
だ
け
記
さ
れ
る
「
仝
評
閲
」
は
無
論
四
人
全
員
に
か
か
る
か
ら
、

実
在
す
る
李
卓
吾
批
評
本
・
汪
象
旭
箋
評
本
・
陳
士
斌
詮
解
本
を
対
校
し
、
更

に
前
述
の
通
り
存
在
し
な
い
は
ず
の
金
聖
歎
評
本
な
る
も
の
ま
で
使
っ
て
い
る

と
称
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
第
一
回
首
に
こ
そ
蜩
寄
刊
本
に
見
え

る
汪
憺
漪
評
を
載
せ
て
い
る
が
、
他
の
回
に
は
い
か
な
る
評
語
も
全
く
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
本
文
に
も
汪
象
旭
箋
評
本
系
以
外
の
影
響
は
特
に
見
出
せ

な
い
。
陳
士
斌
詮
解
本
系
に
属
す
る
版
本
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
巻
頭

に
ま
と
め
ら
れ
る
半
葉
の
表
全
面
に
登
場
人
物
を
描
く
図
（
裏
に
賛
を
付
す
）

が
、
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
う
ち
上
海
古
籍
出
版
社
蔵
本
な
ど
と
同
系
統
の
図
で

あ
る
と
い
う
点
く
ら
い
で
あ
る
。 

 

こ
の
系
統
の
羊
頭
狗
肉
本
は
版
種
が
か
な
り
多
い
よ
う
で
、
全
容
は
掴
め
て

い
な
い
が
、
所
見
の
主
な
も
の
だ
け
幾
つ
か
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
以

下
に
挙
げ
る
十
巻
本
・
八
巻
本
・
六
巻
本
の
各
種
は
、
い
ず
れ
も
巻
首
題
を
『
西

遊
真
詮
』
と
し
、
目
首
第
二
～
五
行
に
前
述
の
記
載
が
あ
り
、
実
際
に
は
僅
か

に
第
一
回
首
に
汪
憺
漪
の
評
が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
点
、
本
文
は
汪
象
旭
箋

評
本
系
の
更
に
簡
略
化
が
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
点
が
共
通
す
る
。
ま
た
、
殆
ど

の
も
の
は
、
汪
氏
蜩
寄
刊
本
に
あ
っ
た
例
の
虞
集
序
も
備
え
て
い
る
が
、
署
名

や
年
次
ま
で
汪
氏
蜩
寄
刊
本
の
そ
れ
と
同
じ
と
は
限
ら
な
い
。 

十
巻
本
だ
け
で
も
複
数
の
版
が
あ
り
、
例
え
ば
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

倉
石
文
庫
蔵
本
や
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
は
、
双
紅
堂
文
庫
蔵
本
も
含
め
て
互

い
に
異
版
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
で
、
双
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紅
堂
文
庫
蔵
本
と
互
い
に
覆
刻
の
関
係
に
あ
る
の
だ
が
（
但
し
、
一
方
が
も
う

一
方
を
直
接
覆
刻
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
未
詳
）
、
上
下
二
層
で
狭
い
上
層
に
横

書
き
で
「
世
德
堂
」
、
下
層
に
「
新
鐫
西
逰
記
（
以
下
欠
損
）
」
と
す
る
刷
題
簽

が
残
り
、
封
面
下
層
左
欄
に
も
「
世
徳
堂
梓
行
」
と
あ
る
の
だ
（
天
頭
と
右
欄
・

中
央
欄
の
文
字
は
双
紅
堂
文
庫
蔵
本
に
同
じ
）
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
現
存

古
の
百
回
本
を
刊
行
し
た
唐
氏
世
徳
堂
と
の
関
係
の
有
無
が
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の
唐
氏
世
徳
堂
は
明
末

の
天
啓
年
間
辺
り
を

後
に
活
動
が
確
認
出
来
な
く
な
る
。
こ
の
北
京
大
学
図

書
館
蔵
本
は
、
陳
士
斌
の
名
を
出
し
て
い
る
以
上
は
明
ら
か
に
康
熙
後
半
以
降

の
刊
で
あ
る
か
ら
、
世
徳
堂
と
い
う
書
坊
名
は
偶
然
の
一
致
に
過
ぎ
ず
、
唐
氏

世
徳
堂
と
直
接
の
関
係
は
無
い
だ
ろ
う
１
１

。
本
文
系
統
の
上
で
も
、
こ
の
版
本

は
世
徳
堂
本
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
。 

 

筆
者
所
見
の
六
巻
本
は
、
上
海
図
書
館
に
黄
紙
墨
印
の
封
面
天
頭
に
横
書
き

で
「
嘉
慶
丙
子
年
（
二
十
一
年
）
新
鐫
」
、
同
枠
内
に
「
憺
漪
子
批
評
／
（
大
字
）

繡
像
西
遊
／
（
大
字
）
真
詮 

（
小
字
分
二
行
）
宏
道
堂
／
藏
板
」
と
す
る
巾

箱
本
、
河
南
省
図
書
館
に
黄
紙
墨
印
の
封
面
を
左
右
三
欄
に
分
か
ち
「
憺
漪
子

評
／
（
大
字
）
繡
像
西
遊
／
（
大
字
）
真
詮 

（
小
字
）
善
成
堂
梓
」
と
す
る

巾
箱
本
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
十
巻
本
の
人
物
図
の
一
部
を
模
刻
し
て
巻
頭
に
備

え
る
。
な
お
、
後
者
は
虞
集
序
の
年
次
を
「
萬
曆
巳
未
（
四
十
七
年
）
」
に
作
る

が
、
そ
の
由
来
は
不
明
。 

 

筆
者
所
見
の
八
巻
本
は
、
復
旦
大
学
図
書
館
に
封
面
左
下
を
「
西
泰
山
／
藏

版
」
と
す
る
（
他
の
欄
の
文
字
は
双
紅
堂
文
庫
蔵
本
に
同
じ
）
巾
箱
本
、
河
南

省
図
書
館
に
封
面
天
頭
に
横
書
き
で
「
光
緒
丁
未
（
三
十
三
年
）
新
刻
」
、
左
右

三
欄
の
枠
内
に
「
聖
歎
外
書
／
繪
像
西
逰
記
／
有
益
堂
行
」
と
す
る
巾
箱
本
が

あ
る
。
こ
の
二
本
と
も
、
虞
集
序
に
は
年
次
も
署
名
も
無
く
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
う
ち
前
者
は
、
寧
稼
雨
氏
が
未
知
の
版
本
と
し
て
紹
介
し
た
寧
氏
自

身
の
家
蔵
本
（
筆
者
未
見
）
１
２

と
書
誌
情
報
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

そ
れ
と
同
版
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

な
お
、
寧
氏
注
12
論
文
に
よ
る
と
、
『
西
遊
真
詮
』
と
い
う
書
名
の
六
巻
本

に
は
他
に
首
都
図
書
館
所
蔵
の
大
文
堂
刊
が
、
同
じ
く
八
巻
本
に
は
他
に
吉
林

省
図
書
館
所
蔵
の
武
林
三
益
堂
刊
本
が
あ
る
ら
し
い
が
、
い
ず
れ
も
寧
氏
も
未

見
と
の
こ
と
で
詳
細
は
未
詳
。
し
か
し
、
六
巻
本
や
八
巻
本
の
形
態
を
採
る
陳

士
斌
詮
解
本
は
先
行
研
究
の
著
録
に
も
筆
者
の
所
見
に
も
入
っ
た
こ
と
は
な
い

の
で
、
そ
れ
ら
も
お
そ
ら
く
こ
の
羊
頭
狗
肉
本
の
一
種
で
あ
ろ
う
。 

 

汪
象
旭
箋
評
本
系
の
本
文
を
持
つ
羊
頭
狗
肉
本
に
は
ま
だ
ま
だ
多
数
の
版
種

が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
こ
の
程
度
し
か
把
握
出
来
て
い

な
い
。
し
か
し
、
八
巻
本
の
有
益
堂
行
本
の
刊
年
と
し
て
封
面
に
見
え
る
光
緒

三
十
三
年
と
言
え
ば
一
九
〇
七
年
で
あ
る
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
も

ま
だ
こ
の
系
統
の
木
版
本
が
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の

羊
頭
狗
肉
本
系
諸
本
は
、
清
代
に
お
い
て
は
本
物
の
『
西
遊
真
詮
』
こ
と
陳
士



194 
 

斌
詮
解
本
系
諸
本
と
並
ん
で
、
非
常
に
流
行
し
た
も
の
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

所
見
の
六
巻
本
や
八
巻
本
は
い
ず
れ
も
巾
箱
本
で
、
十
巻
本
も
版
型
は
小
さ
め

の
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
実
質
的
に
評
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
本
文
も
簡
略
化

が
進
ん
だ
杜
撰
な
も
の
で
あ
る
。
大
版
の
も
の
か
ら
巾
箱
本
ま
で
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
に
富
み
、
そ
の
大
半
が
き
ち
ん
と
評
を
備
え
て
い
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
と

比
べ
る
と
、
一
回
り
社
会
的
階
層
の
低
い
読
者
層
を
対
象
と
し
て
刊
行
さ
れ
て

い
た
系
統
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 

二
、
陳
士
斌
詮
解
本
系 

 

文
簡
本
で
あ
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
（
所
謂
西
遊
真
詮
）
は
、
百
回
本
『
西
遊

記
』
の
諸
系
統
の
中
で
も

も
版
種
に
富
む
も
の
と
見
ら
れ
、
康
熙
中
期
に
登

場
し
て
後
、
清
末
ま
で
通
行
本
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
系
統
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
ま
り
に
も
伝
本
が
多
す
ぎ
て
網
羅
的
な
調
査
が
簡
単
に
は
望
め
な
い
こ

と
や
、

も
版
種
に
富
む
と
言
っ
て
も
通
行
本
の
宿
命
で
杜
撰
な
も
の
も
多
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
全
容
の
把
握
は
進
ん
で
い
な
い
。
例
え
ば
、
寧
氏
注
12
論
文

は
先
行
研
究
で
の
言
及
や
各
地
の
公
的
機
関
の
館
蔵
目
録
な
ど
か
ら
十
八
種
類

の
版
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
原
本
未
見
の
ま
ま
目
録
に
著
録
さ
れ
た
情
報
を
集

め
た
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
前
節
で
見
た
「
巻
首
題
は
『
西
遊
真
詮
』
だ
が
中
身

は
汪
象
旭
箋
評
本
系
」
の
羊
頭
狗
肉
本
が
少
な
か
ら
ず
混
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
（
例
え
ば
、
前
述
の
北
京
大
学
図
書
館
蔵
世
徳
堂
刊
十
巻
本
『
西
遊
真
詮
』

を
、
巻
数
を
二
十
巻
に
誤
り
つ
つ
含
め
て
い
る
）
。 

こ
の
点
、
同
じ
く
清
代
の
通
行
本
と
認
識
さ
れ
て
い
る
『
水
滸
伝
』
の
金
聖

歎
本
や
『
三
国
演
義
』
の
毛
宗
崗
本
と
良
く
似
た
状
況
だ
が
、
先
行
研
究
に
お

い
て
金
聖
歎
本
で
は
貫
華
堂
刊
本
、
毛
宗
崗
本
で
は
醉
耕
堂
刊
本
が
、
そ
れ
ぞ

れ
初
刻
本
も
し
く
は
そ
れ
に

も
近
い
版
本
だ
と
い
う
共
通
理
解
は
概
ね
得
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
陳
士
斌
詮
解
本
は
一
体
ど
れ
が

も
初
刻
に
近
い
の

か
と
い
う
問
題
で
さ
え
殆
ど
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。 

 

筆
者
も
諸
系
統
の
全
容
ま
で
は
と
て
も
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
が
、
初
刻
本

の
問
題
に
関
し
て
は
一
定
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
本
節
で
は
こ

の
系
統
の
初
刻
本
は
ど
れ
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
た
い
。 

（
１
）
十
行
二
十
二
字
諸
本
の
版
本
問
題 

 

さ
て
、
殆
ど
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
問
題
だ
と
は
言
っ
た
も
の
の
、
太
田

注
１
論
文
が
、
こ
の
系
統
に
属
す
る
版
本
を
十
行
二
十
二
字
の
甲
本
、
十
一
行

二
十
四
字
の
乙
本
、
十
行
二
十
四
字
の
丙
本
の
三
種
に
大
き
く
分
類
し
て
い
る
。 

た
だ
、
李
卓
吾
評
本
の
甲
本
・
乙
本
・
丙
本
が
一
名
称
が
一
版
を
指
す
用
語

で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
太
田
氏
は
こ
の
系
統
で
は
甲
乙
丙
そ
れ
ぞ
れ
の
中

に
更
に
版
の
相
違
を
認
め
て
い
る
。
筆
者
は
甲
本
・
乙
本
な
ど
と
言
う
場
合
に

は
一
つ
の
名
称
を
一
つ
の
版
に
一
対
一
で
対
応
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る

の
で
１
３

、
こ
の
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
分
類
に
つ
い
て
は
太
田
氏
の
甲
本
・
乙

本
・
丙
本
の
称
に
は
拠
ら
ず
、
ひ
と
ま
ず
十
行
二
十
二
字
諸
本
・
十
一
行
二
十
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四
字
諸
本
・
十
行
二
十
四
字
諸
本
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。 

太
田
氏
は
甲
乙
丙
の
称
が
刊
行
順
を
表
す
と
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
図
を

持
た
な
い
十
行
二
十
二
字
の
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
に
の
み
、
殆
ど
の
伝
本
に
あ
る

康
熙
丙
子
（
三
十
五
年
）
の
尤
侗
序
以
外
に
、
他
の
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
末

尾
に
「
康
熙
甲
戌
（
三
十
三
年
）
中
秋
上
浣
山
陰
悟
一
子
陳
士
斌
允
生
甫
自
識
」

と
署
名
す
る
「
眞
詮
自
序
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
全
文
を
引
い
た

上
で
、 

 
 

静
嘉
堂
本
の
特
色
と
し
て
は
悟
一
子
の
自
序
を
有
す
る
点
が
第
一
に
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
原
刊
本
に
は
作
者
自
序
の
み
を
有
し
、
尤
侗

の
序
は
再
版
本
に
至
っ
て
初
め
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
他
本
に
あ
る
ご
と
き
図
像
は
原
刊
本
に
は
な

か
っ
た
も
の
か
と
お
も
わ
れ
る
。 

と
述
べ
て
い
る
（
二
頁
）
。
太
田
氏
は
こ
の
静
嘉
堂
蔵
本
を
初
刻
本
に
比
較
的
近

い
も
の
と
考
え
て
い
た
と
受
け
止
め
て
良
い
だ
ろ
う
。
太
田
氏
は
続
け
て
、 

静
嘉
堂
本
に
近
い
も
の
と
し
て
無
窮
会
蔵
本
が
あ
る
。
第
一
冊
を
欠
き
、

本
文
第
一
回
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
版
式
は
同
じ
で
あ
る
が
、
上
欄
の

評
は
静
嘉
堂
本
よ
り
も
少
く
、
同
版
で
は
な
い
。
以
上
二
本
を
い
ま
か
り

に
甲
本
と
名
づ
け
る
。 

と
す
る
（
三
頁
）
。
「
甲
本
」
に
つ
い
て
の
太
田
氏
の
言
及
は
以
上
で
あ
る
。 

 

太
田
氏
は
、
十
行
二
十
二
字
諸
本
を
少
な
く
と
も
現
存
諸
本
の
中
で
は
早
期

の
も
の
と
見
て
、
右
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
こ

の
十
行
二
十
二
字
諸
本
は
太
田
氏
以
外
に
は
全
く
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
。 

例
え
ば
、『
古
本
小
説
集
成
』
に
影
印
を
収
め
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
版
本
は
、

同
書
の
徐
朔
方
「
前
言
」
に
よ
る
と
「
上
海
古
籍
出
版
社
所
蔵
乾
隆
四
十
五
年

庚
子
（
一
七
八
〇
）
刊
本
」
だ
が
、
こ
れ
は
十
一
行
二
十
四
字
で
、
太
田
氏
の

言
う
「
乙
本
」
の
一
種
で
あ
る
。
徐
氏
は
版
本
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は

初
に
「
此
書
有
清
乾
隆
庚
子
（
一
七
八
〇
）
刊
本
。
芥
子
園
刊
本
、
内
封
有
「
長

春
真
人
證
道
書
」
字
様
、
実
与
『
西
遊
證
道
書
』
同
一
系
統
」
と
言
う
の
み
で
、

他
の
版
本
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
影
印
さ
れ
て
い
る
上
海
古
籍
出

版
社
蔵
本
の
封
面
は
「
悟
一
子
批
點
西
／
逰
真
詮
」
だ
し
、
芥
子
園
の
文
字
も

見
え
な
い
の
で
、
ど
う
も
徐
氏
は
影
印
の
底
本
と
は
別
の
本
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
ら
し
い
。
ま
た
、「
実
与
『
西
遊
證
道
書
』
同
一
系
統
」
と
い
う
の
は
、
確

か
に
そ
う
い
う
封
面
を
持
つ
伝
本
は
あ
る
が
１
４

、
そ
の
本
文
や
評
語
は
汪
象
旭

箋
評
本
系
の
も
の
で
は
な
く
、
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
も
の
で
あ
る
か
ら
（
両
系

統
は
第
一
章
で
確
認
し
た
通
り
聖
僧
歴
難
簿
の
類
型
が
全
く
異
な
る
な
ど
本
文

系
統
を
異
に
す
る
も
の
だ
し
、
評
語
も
明
ら
か
に
別
系
統
で
あ
る
）
、
実
際
に
は

こ
れ
も
異
な
る
系
統
間
で
の
書
名
の
混
乱
の
一
例
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
お

ま
け
に
、
影
印
か
ら
は
上
海
古
籍
出
版
社
蔵
本
を
乾
隆
庚
子
刊
と
看
做
す
べ
き

根
拠
も
見
出
せ
な
い
の
で
、
徐
氏
の
記
述
は
相
当
に
混
乱
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
単
に
徐
氏
の
杜
撰
に
起
因
す
る
問
題
だ
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
一
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九
九
〇
年
代
半
ば
の
時
点
で
も
、
こ
の
系
統
の
版
本
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
解
明
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
は
受
け

止
め
ら
れ
ま
い
か
。 

近
年
に
至
っ
て
も
、
曹
炳
建
注
１
書
第
九
章
で
は
こ
の
系
統
の
版
本
問
題
に

は
全
く
踏
み
込
ん
で
お
ら
ず
、『
古
本
小
説
集
成
』
影
印
本
に
よ
っ
て
尤
侗
序
の

内
容
や
批
評
の
特
徴
を
些
か
検
討
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。 

 

で
は
、
十
行
二
十
二
字
系
諸
本
の
伝
本
に
つ
い
て
実
際
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

太
田
氏
の
挙
げ
る
二
本
の
他
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
上
海
図
書
館
で
一
本
、
中

央
研
究
院
傅
斯
年
図
書
館
で
一
本
、
中
国
国
家
図
書
館
普
通
古
籍
館
で
残
本
二

本
（
請
求
記
号
Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
［
存
第
五
～
十
二
回
］
と
Ｘ
Ｄ
五
五
一
九
［
存

序
、
目
、
図
］
。
以
下
請
求
記
号
で
呼
び
分
け
る
）
と
い
う
、
総
計
六
本
の
十
行

二
十
二
字
本
を
閲
覧
し
て
い
る
。 

初
に
断
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、
太
田
氏
が
異
版
と
看
做
し
た
静
嘉

堂
蔵
本
と
無
窮
会
蔵
本
は
、
実
際
は
同
版
で
あ
っ
た
。
無
窮
会
蔵
本
で
眉
批
が

減
っ
て
い
る
の
は
、
第
四
章
で
見
た
李
卓
吾
評
甲
本
の
中
で
の
内
閣
李
本
と
奥

野
李
本
の
眉
批
の
相
違
と
同
じ
く
、
多
く
は
版
木
の
摩
耗
の
た
め
、
一
部
は
版

木
が
差
し
替
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ど
う
も
太
田
氏
は
補
版
葉
を
以
て
両
者

を
異
版
と
認
め
、
多
く
の
葉
は
同
版
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
さ
れ
た
よ
う
だ
。

無
窮
会
蔵
本
は
雍
正
帝
の
諱
を
避
け
て
「
眞
」
の
末
二
画
を
削
り
取
っ
て
い
る

の
で
、
雍
正
以
降
の
後
修
本
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
補

版
葉
で
「
眞
」
を
避
け
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。「
眞
」
は
原
版
補
版
を
問
わ
ず

版
心
題
「
西
遊
眞
詮
」
に
見
え
る
文
字
で
あ
り
、
補
版
葉
以
外
の
千
数
百
葉
で

は
そ
の
末
二
画
を
ほ
ぼ
全
て
削
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
作
業
時
に
補
版
葉
が
含

ま
れ
て
い
た
な
ら
、
そ
こ
の
「
眞
」
も
同
時
に
欠
筆
さ
せ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
眞
」
を
避
け
な
い
補
版
は
、
「
眞
」
の
末
二
画
を
削
る
処
理
よ
り
も

後
に
、
欠
筆
を
重
く
見
な
い
別
人
の
手
で
行
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と

な
れ
ば
、
雍
正
年
間
の
欠
筆
処
理
の
後
に
も
更
に
補
版
が
行
わ
れ
た
逓
修
本
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
静
嘉
堂
蔵
本
で
は
「
眞
」
は
欠
筆
し
て
い
な
い
。 

 

さ
て
、
そ
れ
な
ら
筆
者
所
見
の
十
行
二
十
二
字
本
は
全
て
同
版
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
六
本
は
二
版
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
片
方
は

印
刷
の
早
い
順
に
Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
・
静
嘉
堂
蔵
本
・
無
窮
会
蔵
本
［
逓
修
］
の

三
本
。
も
う
片
方
は
印
刷
の
順
序
は
判
定
し
難
い
が
、
Ｘ
Ｄ
五
五
一
九
・
上
海

図
書
館
蔵
本
・
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本
の
三
本
で
あ
る
。
こ
れ
を
甲
乙
で
呼
び
分

け
て
は
太
田
氏
の
分
類
と
紛
ら
わ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
で
は
前
者

を
Ａ
本
、
後
者
を
Ｂ
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。 

Ａ
本
と
Ｂ
本
の
序
・
目
・
本
文
は
、
互
い
に
覆
刻
の
関
係
に
あ
る
。
本
文
や

眉
批
を
比
べ
て
み
る
と
、
Ａ
本
が
元
で
Ｂ
本
が
覆
刻
ら
し
い
。
二
例
の
み
挙
げ

れ
ば
、
第
六
回
第
十
五
葉
裏
第
一
行
の
回
末
総
評
に
お
い
て
、
Ａ
本
で
は
「
其

點
査
李
虎
張
龍
等
一
段
」
と
す
る
箇
所
を
、
Ｂ
本
で
は
「
其
點
査
李
虎
張
龍
等

一
投
」
に
誤
刻
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
九
回
第
四
葉
表
第
三
行
で
は
、
Ａ
本
が
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「
報
入
龍
宫
」
と
す
る
箇
所
を
、
Ｂ
本
で
は
「
報
人
龍
宫
」
と
誤
刻
し
て
い
る
。 

更
に
、
第
一
章
表
５
を
使
っ
て
も
う
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
聖
僧
歴
難
簿
の
第

七
十
四
難
を
、
Ａ
本
は
正
し
く
「
會
慶
釘
鈀
七
十
四
難
」
と
す
る
が
、
Ｂ
本
で

は
一
つ
左
の
行
の
同
じ
高
さ
の
「
伭
英
洞
受
苦
七
十
六
難
」
に
目
移
り
し
た
よ

う
で
、「
伭
慶
釘
鈀
七
十
四
難
」
に
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
Ｂ
本
の
誤
り

を
Ａ
本
が
修
正
し
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
述

の
二
例
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
Ｂ
本
の
覆
刻
の
際
の
誤
り
と
見
る
の
が
自
然
だ
し
、

そ
も
そ
も
こ
の
誤
り
を
直
す
の
は
難
し
い
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
、

上
海
古
籍
出
版
社
蔵
本
（
『
古
本
小
説
集
成
』
影
印
本
）
は
「
伭
慶
釘
鈀
七
十
四

難
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
し
、
劉
一
明
解
本
と
張
含
章
註
本
で
は
「
妖

慶
釘
鈀
七
十
四
難
」
と
い
う
元
と
は
異
な
る
形
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
具

合
に
、
後
続
の
版
本
や
別
系
統
に
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
か
ら
だ
（
第
一
章
表

５
参
照
）
。
な
お
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
上
海
古
籍
出
版
社
蔵
本
は
Ｂ
本
の
系
統

に
連
な
る
翻
刻
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
伭
慶
釘
鈀
七
十
四
難
」
と
い
う
誤

り
は
、
そ
れ
以
降
の
版
本
に
も
多
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
こ
れ
で
Ａ
本
と
Ｂ
本
の
関
係
は
判
明
し
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
（
特
に

先
行
す
る
版
で
あ
る
Ａ
本
）
は
、
本
当
に
陳
士
斌
詮
解
本
の
初
期
版
本
と
看
做

し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
問
題
な
い
と
考
え
る
。 

一
つ
め
の
理
由
は
、
太
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
「
眞
詮
自
序
」
の
存
在
で
あ
る
。

こ
れ
を
存
す
る
の
は
Ａ
本
で
は
静
嘉
堂
蔵
本
、
Ｂ
本
で
は
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本

の
み
で
あ
る
が
（
な
お
、
と
も
に
尤
侗
序
も
持
つ
。
ま
た
、
Ｘ
Ｄ
五
五
一
九
と

上
海
図
書
館
蔵
本
は
尤
侗
序
の
み
を
存
す
る
）
、
太
田
氏
の
説
く
通
り
、
陳
士
斌

詮
解
本
系
に
属
す
る
他
の
版
本
に
付
い
て
い
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
し
１
５

、

も
ち
ろ
ん
別
系
統
の
版
本
に
も
こ
の
序
は
見
え
な
い
。
内
容
的
に
も
特
に
疑
わ

し
い
点
は
無
い
の
で
、
こ
の
陳
士
斌
自
序
を
持
た
な
い
版
本
よ
り
も
、
こ
れ
を

有
す
る
Ａ
本
・
Ｂ
本
が
初
刻
本
に
近
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

 

二
つ
め
の
理
由
は
、
第
一
回
の
回
末
総
評
の
末
尾
の
処
理
で
あ
る
。「
悟
一
子

曰
」
に
始
ま
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
の
第
一
回
総
評
は
、
ど
の
版
本
で
も
「
請
具

一
圖
、
聊
示
印
證
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
殆
ど
の
版
本
に
は
こ
れ
に

対
応
す
る
図
が
無
い
。
こ
れ
に
対
応
す
る
図
を
持
つ
の
は
、
管
見
の
限
り
Ｂ
本

の
上
海
図
書
館
蔵
本
と
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本
だ
け
な
の
だ
。
両
者
は
第
一
回
第

十
六
葉
表
の
全
面
を
使
っ
て
中
央
に
太
極
図
を
配
し
た
八
卦
図
を
載
せ
て
お
り
、

ど
ち
ら
も
版
心
の
折
り
目
の
と
こ
ろ
ま
で
で
紙
が
切
り
取
ら
れ
、
第
十
六
葉
裏

は
残
っ
て
い
な
い
。
悟
一
子
（
陳
士
斌
）
が
評
に
お
い
て
図
で
示
す
云
々
と
言

っ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
対
応
す
る
図
が
あ
る
版
本
の
方
が
、
無
い
版
本
よ
り

も
初
刻
本
に
近
い
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
Ａ
本

に
も
こ
の
図
は
見
え
な
い
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
が
、
現
存
の
三
本
の
Ａ
本

の
状
況
を
仔
細
に
見
れ
ば
、

も
刷
り
が
早
い
Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
に
は
第
一
回
が

残
ら
ず
、
静
嘉
堂
蔵
本
は
そ
れ
に
比
べ
て
か
な
り
の
後
印
で
、
無
窮
会
蔵
本
と

な
る
と
前
述
の
通
り
雍
正
以
降
の
逓
修
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
と
し
て
は
、



198 
 

Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
の
よ
う
な
早
印
の
Ａ
本
に
は
こ
の
図
が
あ
っ
た
が
、
後
印
本
で

は
版
木
に
問
題
が
生
じ
た
か
、
或
い
は
料
紙
の
節
約
を
意
図
し
た
か
に
よ
っ
て

刷
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。 

 

右
の
二
つ
の
根
拠
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
Ａ
本
・
Ｂ
本
は
、
現
在
知
ら
れ
て

い
る
陳
士
斌
詮
解
本
系
に
属
す
る
他
の
全
て
の
版
本
よ
り
も
初
刻
本
に
近
い
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
Ａ
本
が
初
刻
本
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
も
お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
。 

 

な
お
、
Ａ
本
・
Ｂ
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
封
面
を
存
す
る
伝
本
が
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
Ａ
本
で
は
静
嘉
堂
蔵
本
で
、
太
田
氏
も
著

録
し
て
い
る
通
り
、
左
右
三
欄
で
左
右
に
大
字
で
「
悟
一
子
叅
解
／
西
逰
真
詮
」
、

中
央
に
「
丘
長
春
真
人
原
本
證
道
書
」
と
刻
し
、
左
下
に
陰
刻
正
方
「
贈
言
／

堂
／
發
兌
」
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
本
で
は
傅
斯
年
図
書
館
蔵
本
で
、
天

頭
に
横
書
き
で
「
長
春
眞
人
原
本
」
、
無
界
の
枠
内
に
「
悟
一
子
叅
解
證
道
書
／

（
大
字
）
繡
像
西
遊
記
／
（
大
字
）
眞
詮 

（
小
字
）
本
衙
藏
板
」
と
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
封
面
で
「
證
道
書
」
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
の
は
、
陳
士
斌

詮
解
本
系
に
お
い
て
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。 

（
２
）
十
行
二
十
二
字
Ａ
・
Ｂ
本
の
図
と
李
卓
吾
評
甲
本 

と
こ
ろ
で
、
太
田
氏
所
見
の
二
本
は
い
ず
れ
も
図
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
太

田
氏
は
十
行
二
十
二
字
諸
本
は
刊
行
時
か
ら
無
図
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
Ａ
本
は
Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
の
各
回
本
文
前
に
一
葉
二
幅
ず
つ
、
Ｂ

本
は
三
本
全
て
で
冒
頭
に
ま
と
め
て
配
す
る
形
で
、
い
ず
れ
も
図
が
残
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
図
が
複
雑
に
し
て
大
変
興
味
深
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。 

前
述
の
通
り
、
Ａ
本
と
Ｂ
本
の
序
・
目
・
本
文
は
覆
刻
の
関
係
で
異
版
な
の

だ
が
、
実
は
両
者
は
図
だ
け
は
同
じ
版
木
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
版

木
と
は
、
第
四
章
で
も
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
何
と
李
卓
吾
評
甲
本
の
図

と
同
じ
も
の
な
の
だ
。
特
に
Ｂ
本
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
三
本
全
て
が
同
じ
図

を
持
っ
て
い
る
以
上
、
収
蔵
段
階
で
李
卓
吾
評
甲
本
の
図
だ
け
を
Ｂ
本
の
本
文

に
補
配
し
た
と
い
う
可
能
性
は
皆
無
で
あ
り
、
印
刷
時
点
で
Ｂ
本
の
本
文
の
版

木
と
李
卓
吾
評
甲
本
の
版
木
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
な
い
。

Ａ
本
に
つ
い
て
も
図
と
本
文
で
紙
質
が
変
わ
ら
な
い
の
で
同
様
だ
っ
た
と
思
し

い
が
、
ま
ず
は
分
か
り
易
い
Ｂ
本
の
図
か
ら
詳
細
を
述
べ
よ
う
。 

Ｂ
本
の
百
葉
二
百
幅
の
図
の
う
ち
、
第
六
十
九
回
の
一
葉
二
幅
の
み
が
李
卓

吾
評
甲
本
と
異
版
で
、
他
の
九
十
九
葉
百
九
十
八
幅
は
全
て
そ
れ
と
同
版
で
あ

る
。
李
卓
吾
評
甲
本
の
後
修
本
で
あ
る
奥
野
李
本
と
比
べ
て
も
明
ら
か
に
版
木

の
損
傷
が
進
ん
で
い
る
ほ
か
、
人
物
の
顔
や
輪
郭
な
ど
に
補
修
が
施
さ
れ
て
い

る
葉
が
少
な
く
な
い
。
李
卓
吾
評
甲
本
の
図
に
見
え
た
刻
工
名
は
全
て
同
じ
位

置
に
残
っ
て
い
る
が
、
第
七
回
図
裏
の
「
君
裕
刘
刻
」
は
版
木
の
摩
耗
で
潰
れ

て
お
り
、
単
独
で
の
判
読
は
不
可
能
な
域
に
達
し
て
い
る
。 

Ｂ
本
の
印
行
が
尤
侗
序
の
年
次
で
あ
る
康
熙
三
十
五
年
よ
り
前
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
崇
禎
年
間
の
李
卓
吾
評
甲
本
刊
行
か
ら
は
ど
ん
な
に
少
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な
く
見
積
も
っ
て
も
五
十
年
は
経
過
し
て
い
る
（
Ｂ
本
が
Ａ
本
の
覆
刻
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
実
際
は
よ
り
長
い
時
間
で
あ
っ
た
ろ
う
）
。
そ
れ
で
も
補

版
葉
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
一
葉
分
だ
け
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
一
方
で
部
分

的
な
修
版
は
か
な
り
多
く
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
通
俗
小
説
の
図
の
版

木
の
寿
命
を
考
え
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。 

 

Ａ
本
の
図
は
Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
に
第
五
～
十
二
回
の
計
八
回
分
が
残
る
の
み
だ

が
、
そ
の
中
で
李
卓
吾
評
甲
本
の
図
と
同
版
な
の
は
第
五
・
六
・
七
・
八
・
十

二
回
の
計
五
回
分
の
み
で
あ
る
。
こ
の
五
葉
十
幅
の
図
は
、
奥
野
李
本
よ
り
は

か
な
り
後
刷
り
だ
が
、
Ｂ
本
に
見
ら
れ
る
修
版
は
ま
だ
施
さ
れ
て
い
な
い
し
、

第
七
回
図
裏
に
は
「
君
裕
刘
刻
」
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
。
こ
の
点

か
ら
も
、
Ａ
本
が
Ｂ
本
に
先
行
す
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 

Ｘ
Ｄ
七
三
一
一
の
残
る
第
九
・
十
・
十
一
回
の
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
版
心
に
「
西

遊
眞
銓 

第
九
囘
像 

陳
光
蕋
赴
任
逢
灾

江
流
僧
復
仇
報
本

」
「
西
遊
眞
銓 

第
十
囘
像 

老
龍
王
拙
計
犯

魏
丞
相
遺
書
托

天
條

㝠
吏

」
「
西
遊
眞
銓 

第
十
一
囘
像 

遊
地
府
太
宗
還
䰟

進
瓜
果
劉
全
續
配

」
と
あ
る
、
他
に
見
ら
れ
な

い
独
自
の
半
葉
全
面
式
の
三
葉
六
幅
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
九
・
十
・
十
一

回
と
は
、
ち
ょ
う
ど
江
流
和
尚
故
事
の
挿
入
に
よ
っ
て
李
卓
吾
評
本
と
陳
士
斌

詮
解
本
で
内
容
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
回
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ａ
本
は
話
の
中

身
と
図
と
を
全
て
の
回
で
き
ち
ん
と
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
三

回
分
で
は
李
卓
吾
評
甲
本
の
図
を
使
わ
ず
、
独
自
に
図
を
新
刻
し
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
Ｂ
本
で
は
そ
の
三
回
分
も
李
卓
吾
評
甲
本
と
同
版
の
図
に
な
っ
て
い

る
。
新
刻
の
三
回
分
の
図
は
康
熙
年
間
の
図
と
し
て
は
か
な
り
出
来
が
良
い
の

だ
が
、
小
説
挿
画
の
版
刻
技
術
が
頂
点
を
極
め
た
時
期
の
代
表
的
作
品
と
言
う

べ
き
李
卓
吾
評
甲
本
の
精
緻
な
図
の
方
が
、
い
か
に
版
木
が
傷
ん
で
い
よ
う
と

も
顧
客
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 
 

基
本
的
に
覆
刻
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ま
じ
図
だ
け
が
同
版
な
だ
け
に
、

Ａ
本
と
Ｂ
本
の
関
係
は
今
一
つ
分
か
り
に
く
い
面
も
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
可
能

性
は
、
李
卓
吾
評
甲
本
の
版
木
を
所
有
し
続
け
た
同
じ
書
坊
が
Ａ
本
・
Ｂ
本
を

両
方
と
も
刊
行
し
た
の
か
、
或
い
は
別
の
書
坊
に
図
の
版
木
だ
け
が
移
譲
さ
れ

て
、
そ
の
書
坊
が
Ａ
本
の
図
以
外
の
部
分
を
覆
刻
し
た
の
が
Ｂ
本
な
の
か
、
は

た
ま
た
も
し
か
す
る
と
筆
者
が
見
落
と
し
て
い
る
だ
け
で
Ｂ
本
は
実
は
図
以
外

に
も
Ａ
本
と
同
版
の
箇
所
が
あ
る
後
修
本
な
の
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
Ａ
本
が
Ｂ
本
に
先
行
す
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る

か
ら
、
現
存
の
陳
士
斌
詮
解
本
系
諸
本
の
中
で

も
初
刻
本
に
近
く
、
そ
し
て

初
刻
本
そ
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
は
、
太
田
氏
が
着
目
し
て
い
た
十

行
二
十
二
字
Ａ
本
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
は
影
響
は
無
い
で
あ
ろ
う
。 

  
 

三
、
張
書
紳
註
本
系 

 
所
謂
新
説
西
遊
記
で
、
こ
の
系
統
は
清
代
に
編
ま
れ
た
唯
一
の
文
繁
本
と
し

て
知
ら
れ
る
。
文
繁
本
で
あ
り
な
が
ら
第
九
回
は
江
流
和
尚
故
事
と
し
、
第
十

～
十
二
回
は
清
本
の
他
の
系
統
と
同
じ
切
れ
目
で
文
繁
本
の
文
章
を
切
る
と
い
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う
処
理
を
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
貞
観
十
三
年
の
十
八
年
後
が
ま
た
貞
観
十
三

年
に
な
る
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
序
章
に
お
い
て
孫
楷
第
氏
や
太

田
辰
夫
氏
の
言
説
を
引
い
て
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
系
統
は
初
期
の
版
本
の
状
況
が
複
雑
な
よ
う
で
、『
古
本
小
説
集
成
』
所

収
影
印
本
の
蕭
相
愷
「
前
言
」
は
、
早
期
の
版
本
と
し
て
「
乾
隆
十
三
年
晋
省

書
業
公
記
藏
板
本
」
と
「
乾
隆
己
巳
（
十
四
年
）
其
有
堂
刊
本
」
と
を
挙
げ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
蔵
元
や
両
者
の
関
係
に
は
触
れ
ず
、
影
印
し
た
の
も
両
者

と
版
式
が
同
じ
上
海
古
籍
出
版
社
所
蔵
の
別
の
早
期
刻
本
だ
と
い
う
。 

曹
炳
建
注
１
書
第
十
章
は
、
封
面
天
頭
に
横
書
き
で
「
第
一
竒
書
」
、
枠
内
に

「
三
晉
張
南
薫
註
／
新
說
西
遊
記
／
晉
省
書
業
公
記
藏
版
」
と
あ
る
と
い
う
晋

省
書
業
公
記
本
（
筆
者
未
見
、
所
在
も
不
明
）
を

古
の
版
本
と
看
做
す
が
、

「
西
遊
記
總
論
」
末
の
「
乾
隆
戊
辰
年
（
十
三
年
）
秋
七
月
晉
西
川
張
書
紳
題
」

と
い
う
書
名
を
根
拠
に
乾
隆
十
三
年
の
刊
行
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
翌
年
の
刊
本
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
封
面
左
欄
に
「
乾
隆
己
巳

莫
春
其
有
堂
梓
」
、
右
欄
下
に
は
「
述
古
堂
蔵
板
」
と
あ
る
其
有
堂
刊
本
（
北
京

大
学
図
書
館
蔵
）
よ
り
も
先
行
す
る
と
い
う
根
拠
は
特
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。 

本
論
第
一
章
表
４
で
底
本
と
し
た
の
は
東
京
大
学
漢
籍
コ
ー
ナ
ー
蔵
本
で
、

『
古
本
小
説
集
成
』
影
印
の
底
本
と
同
版
で
あ
る
。
其
有
堂
刊
本
と
覆
刻
の
関

係
に
あ
る
と
思
し
き
封
面
の
左
に
「
乾
隆
己
巳
莫
春
書
業
公
蔵
板
」
、
右
下
は
空

白
と
な
っ
て
い
る
。
左
欄
の
「
書
業
」
は
不
自
然
に
大
き
く
、
改
刻
が
疑
わ
れ

る
。
書
業
公
蔵
板
と
あ
り
な
が
ら
、
曹
氏
の
著
録
す
る
晋
省
書
業
公
記
本
の
封

面
よ
り
も
、
却
っ
て
其
有
堂
刊
本
の
封
面
に
似
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
状
況
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
西
遊
記
總
論
」
末
の
「
乾
隆
戊
辰
年
（
十
三
年
）
秋
七

月
晉
西
川
張
書
紳
題
」
は
東
大
漢
籍
蔵
本
に
も
見
え
る
の
で
、
も
し
曹
氏
が
こ

れ
が
見
え
る
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
晋
省
書
業
公
記
本
を

古
の
版
本
と
判
断
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
但
し
、
筆
者
に
は
い

ま
こ
の
問
題
を
論
じ
る
用
意
は
整
っ
て
い
な
い
。 

東
大
漢
籍
蔵
本
の
特
色
と
し
て
は
、
全
二
十
四
冊
が
原
装
で
残
り
、
全
四
帙

の

初
の
冊
（
六
冊
ご
と
。
な
お
、
帙
は
新
し
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
）
の

前
表
紙
左
肩
に
上
層
に
横
書
き
で
「
書
業
公
」
、
下
層
に
「
新
説
西
逰
記
（
空
三

格
）
」
と
す
る
双
辺
二
層
の
刷
題
簽
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
刷

題
簽
下
方
の
空
欄
に
は
元
亨
利
貞
の
帙
号
を
朱
戳
で
捺
し
、
そ
の
下
に
陽
刻
双

辺
長
方
「
書
業
公
自
在
江
／
浙
蘇
閩
揀
選
古
／
今
書
籍
發
兌
（
陽
刻
正
方
「
印
」

篆
書
刻
印
）
」
朱
戳
が
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
封
面
に
蔵
板
者
と
し
て
見
え
る
書

業
公
自
身
に
よ
る
発
兌
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

ま
た
、
東
大
漢
籍
蔵
本
の
同
版
本
に
は
、
封
面
の
み
異
版
で
「
三
晉
張
南
薫

先
生
批
點
／
西
遊
正
㫖
／
善
成
堂
藏
板
」
と
す
る
中
国
国
家
図
書
館
普
通
古
籍

館
蔵
本
も
あ
る
。
西
遊
正
旨
と
は
本
来
は
張
含
章
註
本
の
書
名
な
の
だ
が
、
こ

れ
ま
で
に
も
類
例
を
多
く
見
て
来
た
通
り
、
清
代
の
百
回
本
は
封
面
題
や
巻
首

題
に
別
系
統
の
も
の
を
使
う
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 
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こ
の
系
統
に
は
他
に
も
封
面
中
央
を
「
新
註
西
遊
記
」
と
す
る
伝
本
（
北
京

大
学
図
書
館
蔵
）
や
、
数
種
の
石
印
本
な
ど
が
あ
り
、
流
通
量
は
決
し
て
少
な

く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
系
統
の
本
文
の
底
本
は
李
卓
吾
評
本
だ
と
い
う
の
が
定
説
で
（
曹
炳
建

注
１
書
参
照
）
、
第
一
章
表
４
に
掲
げ
た
聖
僧
歴
難
簿
も
李
本
型
で
あ
っ
た
。
但

し
、「
折
從
落
坑
第
六
難
」
に
つ
い
て
は
、
李
本
型
で
は
な
く
華
本
型
と
一
致
し

て
い
る
。
も
し
か
す
る
と
、
何
ら
か
の
華
陽
洞
天
主
人
校
本
も
対
校
に
用
い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

ま
た
、
聖
僧
歴
難
簿
末
尾
二
句
の
第
一
句
を
「
路
經
十

萬
八
千
里
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
字
目
は
他
系
統
に
属
す
る
版
本
で
は
「
逢
」

か
「
過
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
系
統
に
独
自
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
１
６

。 

  
 

四
、
劉
一
明
解
系 

 
 

五
、
張
含
章
註
本
系 

 
 

六
、
含
晶
子
評
註
本 

 

こ
の
三
系
統
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
先
行
研
究
の
域
を
出
る

知
見
は
持
っ
て
い
な
い
。
第
一
章
表
５
で
底
本
と
し
た
の
は
、
劉
一
明
解
本
は

二
層
の
封
面
上
層
に
横
書
き
で
「
嘉
慶
二
十
四
年
重
刊
」
、
三
欄
に
分
か
つ
同
下

層
に
「
長
春
邱
真
君
著
／
西
遊
原
㫖
／
素
樸
劉
一
明
解
（
隔
三
格
）
湖
南
常
徳
府

護
國
菴
藏
板

」

と
あ
る
『
古
本
小
説
集
成
』
影
印
本
『
西
遊
原
旨
』（
底
本
は
甘
粛
図
書
館
蔵
）
、

張
含
章
註
本
は
封
面
天
頭
に
「
□
□
己
亥
花
朝
新
□
」
、
枠
内
に
「
天
□
□
□
□

邱
真
人
著
／
□
□
西
逰
正
㫖
／
校
正
無
訛 

眉
山
城
南
徳
聲
堂

何
氏
藏
板 

 
 

」
と
あ
り
序
末
に
「
峕

道
光
歳
次
巳
亥
（
十
九
年
）
孟
夏
既
望
／ 

記
于
眉
山
書
舎
／ 

 

受
業
何
廷

椿
謹
識
」
と
署
名
す
る
『
通
易
西
遊
正
旨
分
章
註
釋
』（
北
京
大
学
図
書
館
蔵
）
、

含
晶
子
評
註
本
は
封
面
に
「 

 

壬
辰
年
（
光
緒
十
八
年
）
開
鎸
／
西
游
記
評

注
／ 

 

翻
刻
必
究
」
と
あ
る
『
邱
眞
人
西
遊
記
』（
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
［
奥

野
信
太
郎
氏
旧
蔵
］
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
陳
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
を
持
っ
て
お

り
（
第
一
章
表
５
参
照
）
、
陳
士
斌
詮
解
本
を
底
本
と
す
る
新
た
な
評
注
本
で
あ

る
こ
と
が
窺
え
る
。 

  
 

小
結 

 

以
上
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
清
本
諸
系
統
に
つ
い
て
概
観
し
た
。『
三
国
演

義
』
や
『
水
滸
伝
』
で
は
清
初
に
現
れ
た
毛
宗
崗
本
や
金
聖
歎
本
に
変
わ
る
新

た
な
評
注
本
の
作
成
の
動
き
は
清
代
中
期
以
降
に
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、『
西

遊
記
』
は
康
熙
初
年
の
汪
象
旭
箋
評
本
・
康
熙
中
期
の
陳
士
斌
詮
解
本
・
乾
隆

前
期
の
張
書
紳
註
本
・
嘉
慶
間
の
劉
一
明
解
本
・
道
光
間
の
張
含
章
註
本
・
光

緒
間
の
含
晶
子
評
註
本
と
、
新
た
な
評
注
本
が
定
期
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の

が
特
色
と
言
え
よ
う
。
明
代
に
は
金
陵
・
建
陽
・
蘇
州
と
い
っ
た
当
時
に
お
け

る
商
業
出
版
の
中
心
地
に
偏
っ
て
い
た
刊
行
地
も
、
杭
州
・
晋
・
湖
南
・
眉
山

と
大
き
く
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。 
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１  

太
田
辰
夫
「
清
刊
本
西
遊
記
考
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
二
十
二
巻
第
四

号
、
一
九
七
一
）
、
黄
永
年
「
前
言
」（
『
黄
周
星
定
本
西
遊
証
道
書 

西
遊
記
』

所
収
、
中
華
書
局
、
一
九
九
三
）
、
曹
炳
建
『
《
西
遊
記
》
版
本
源
流
考
』（
人

民
出
版
社
、
二
〇
一
二
）
第
八
章
等
参
照
。 

２  

太
田
注
１
論
文
、E

llen
 W

idm
er “H

si-yu
 C

h
en

g-tao S
h

u
 in

 th
e 

C
on

text of W
an

g C
h

i’s P
u

blish
in

g E
n

terprise”

（
『
漢
学
研
究
』
第

六
巻
第
一
期
、
一
九
八
八
）
、
陳
恩
虎
「
刻
書
家
汪
淇
生
平
考
」（
『
文
献
』
二

〇
〇
五
年
第
三
期
）
、
文
革
紅
「
汪
淇
〝
蜩
寄
〟
及
其
所
刻
書
籍
考
」（
『
文
献
』

二
〇
〇
六
年
第
三
期
）
等
参
照
。 

３  

汪
象
旭
（
汪
淇
）
の
生
平
や
刻
書
活
動
に
関
し
て
は
注
２
に
挙
げ
た
諸
論

文
を
参
照
。 

４  

太
田
注
１
論
文
、
磯
部
彰
「
『
元
本
西
遊
記
』
を
め
ぐ
る
問
題
―
―
『
西
遊

証
道
書
』
所
載
虞
集
撰
「
原
序
」
と
丘
処
機
の
伝
記
―
―
」
（
『
文
化
』
第
四

十
二
号
第
三
・
四
号
、
一
九
七
九
）
、
太
田
辰
夫
「
『
西
遊
記
』
雑
考
」
（
『
神

戸
外
大
論
叢
』
第
三
十
二
巻
第
三
号
、
一
九
八
一
）
、
磯
部
彰
『
『
西
遊
記
』

形
成
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
九
三
）
第
六
章
「
「
元
本
西
遊
記
」
と
虞

集
撰
「
西
逰
記
原
序
」
―
―
丘
処
機
の
事
跡
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
前
掲
論
文

の
改
訂
版
）
。 

５  

呉
聖
昔
「
《
西
遊
証
道
書
》
“
原
序
”
是
虞
集
所
撰
吗
―
―
虞
集
《
西
遊
記

序
》
真
偽
探
考
」（
『
明
清
小
说
研
究
』
一
九
九
一
年
第
三
期
）
、
曹
炳
建
注
１

書
等
参
照
。 

６  

呉
聖
昔
「
《
証
道
書
》
白
文
是
《
西
遊
記
》
祖
本
吗
─
─
与
王
輝
斌
《
〈
西

逰
記
〉
祖
本
新
探
》
商
榷
」
（
『
寧
夏
大
学
学
報(

社
会
科
学
版)

』
第
十
七
巻

第
二
期
、
一
九
九
五
）
。 

７  

実
際
に
、
こ
こ
は
故
宮
世
本
や
李
卓
吾
評
丙
本
で
も
「
那
三
十
年
」
だ
が
、

唐
僧
本
と
楊
閩
斎
刊
本
で
は
「
那
十
三
年
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
唐
僧
本

で
も
独
自
に
訂
正
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

８  

田
中
巌
「
西
遊
記
の
伝
本
」
（
『
横
浜
大
学
論
叢
・
人
文
科
学
系
列
』
第
八

巻
第
三
号
、
一
九
五
七
）
。 

                                        
 

９  

パ
リ
蔵
本
は
原
本
未
見
、
所
蔵
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

た
白
黒
画
像
に
よ
る
。
な
お
、
他
に
大
連
図
書
館
（
懐
徳
堂
刊
本
と
著
録
）

や
九
州
大
学
図
書
館
（
九
如
堂
刊
本
と
著
録
）
な
ど
に
も
同
名
書
が
所
蔵
さ

れ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
も
未
見
。 

１
０ 

曹
炳
建
注
１
書
二
五
三
頁
は
「
文
盛
堂
刻
本
」
「
懐
徳
堂
刻
本
」
「
懐
新
楼

刻
本
」「
九
如
堂
刻
本
」
が
そ
れ
ぞ
れ
証
道
大
奇
書
本
の
別
版
で
あ
る
か
の
よ

う
に
著
録
す
る
が
、
実
態
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
曹
氏
が
浙
江

図
書
館
蔵
本
し
か
調
査
に
及
ん
で
い
な
い
た
め
の
誤
解
で
あ
る
。
な
お
、
曹

氏
が
こ
の
系
統
だ
と
推
測
す
る
『
孫
目
』
の
い
う
懐
新
楼
刊
本
と
は
お
そ
ら

く
後
述
の
羊
頭
狗
肉
十
巻
本
の
こ
と
で
、
証
道
大
奇
書
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

１
１ 

世
徳
堂
と
い
う
名
で
刻
書
を
行
っ
た
版
元
に
は
、
唐
氏
世
徳
堂
の
他
に
、

嘉
靖
間
に
活
動
し
た
顧
氏
世
徳
堂
や
、
康
熙
年
間
に
活
動
し
た
王
氏
世
徳
堂

な
ど
も
知
ら
れ
て
い
る
（
瞿
冕
良
『
中
国
古
籍
版
刻
辞
典
（
増
訂
本
）
』
（
蘇

州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。
）
。
も
ち
ろ
ん
他
に
も
あ
っ
た
可
能
性

は
十
分
に
あ
り
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
と
王
氏
世
徳
堂
と
の
関
係
の
有
無

も
未
詳
。 

１
２ 

寧
稼
雨
「
塵
故
庵
蔵
《
西
遊
記
》
版
本
述
略
」
（
『
淮
海
工
学
院
学
報
』
二

〇
〇
七
年
第
二
期
）
参
照
。 

１
３ 

何
故
か
と
言
え
ば
、
一
名
称
一
版
種
で
対
応
さ
せ
て
お
け
ば
、
例
え
ば
あ

る
伝
本
が
「
甲
本
の
後
修
本
」
で
あ
る
と
か
、
乙
本
は
「
甲
本
の
覆
刻
本
」

で
あ
る
と
か
言
っ
た
形
で
伝
本
間
の
関
係
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
。

対
し
て
、
甲
本
の
中
に
も
複
数
の
版
が
あ
る
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
各
伝
本

の
関
係
が
同
版
の
後
修
本
・
逓
修
本
な
の
か
、
そ
れ
と
も
異
版
の
覆
刻
本
・

翻
刻
本
な
の
か
が
非
常
に
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。 

１
４ 

例
え
ば
、
中
国
国
家
図
書
館
普
通
古
籍
館
所
蔵
の
請
求
記
号
一
一
二
三
五

八
は
、
封
面
右
欄
に
「
悟
一
子
批
評
」
、
中
央
欄
に
「
金
聖
歎
加
評
西
／
遊
真

詮
（
小
字
）
文
奎
堂
梓
」
、
左
欄
に
「

長
春
真
人
證
道
書
」
（

は
孔
子
の

諱
を
避
け
た
丘
の
欠
筆
字
体
）
と
あ
る
十
行
二
十
四
字
の
巾
箱
本
だ
が
、
本

文
も
批
評
も
明
ら
か
に
陳
士
斌
詮
解
本
系
で
、
汪
象
旭
箋
評
本
系
の
特
徴
は
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見
ら
れ
な
い
。 

１
５ 
な
お
、
整
理
が
付
い
て
い
な
い
が
、
所
見
の
陳
士
斌
詮
解
本
系
に
属
す
る

版
本
は
十
版
は
超
え
て
い
る
。 

１
６ 

な
お
、
本
論
文
を
通
し
て
こ
の
句
の
二
字
目
を
た
び
た
び
本
文
系
統
の
継

承
関
係
を
見
る
上
で
の
指
標
と
し
て
用
い
て
来
た
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
ご

く
細
か
い
と
こ
ろ
が
三
種
類
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
逢
」「
過
」

「
經
」
は
全
て
平
声
に
読
め
る
の
で
平
仄
の
都
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
意

味
は
ど
れ
で
も
通
り
、
わ
ざ
わ
ざ
改
め
る
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
。
些
か
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
盗
版
さ
れ
た
際
に
確
実
か
つ
迅
速
に
そ

れ
と
分
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
読
者
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら

で
も
良
い
よ
う
な
と
こ
ろ
を
敢
え
て
変
え
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
得
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
の
細
部
に
版
本
間
で
些
細
な
相

違
が
あ
る
と
い
う
現
象
は
、
百
回
本
『
水
滸
伝
』
の
第
七
十
一
回
に
見
え
る

梁
山
泊
百
八
星
を
席
次
の
順
に
並
べ
る
石
碣
天
書
の
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、

地
煞
星
七
十
二
員
の
下
位
の
好
漢
の
配
列
順
序
及
び
星
名
が
、
文
簡
事
繁
本

系
統
の
第
六
十
六
回
の
同
リ
ス
ト
で
は
異
な
る
と
い
う
形
で
確
認
出
来
る
。

或
い
は
こ
れ
も
右
で
推
測
し
た
よ
う
な
意
図
で
の
並
べ
替
え
が
行
わ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
ち
ら
は
聖
僧
歴
難
簿
の
よ
う
に
古
い
設
定
の
反
映
と
見

る
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
と
て
、
新
し
い
設
定
を
考

え
た
者
が
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
と
も
思
え
な
い
よ
う
な
リ
ス
ト
の
些
細
な
改

変
を
行
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。 
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第
七
章 

 

明
末
の
商
業
出
版
に
お
け
る
異
姓
書
坊
間
の
広
域
的
連
携
の
存
在
に
つ
い
て 

    
 

は
じ
め
に 

前
章
ま
で
に
、
唐
氏
世
徳
堂
、
周
氏
大
業
堂
、
熊
氏
宏
遠
堂
、
汪
氏
蜩
寄
還

読
齋
な
ど
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
に
関
わ
る
書
坊
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
を
見

て
来
た
。
そ
の
中
で
、
世
徳
堂
か
ら
大
業
堂
へ
の
版
木
の
移
譲
や
、
金
陵
唐
氏
・

周
氏
刊
本
の
建
陽
で
の
覆
刻
の
事
例
が
複
数
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
熊
雲
濵
覆

世
徳
堂
刊
本
に
つ
い
て
、
熊
雲
濵
が
盗
版
を
し
た
訳
で
は
な
く
、
世
徳
堂
か
ら

版
権
を
譲
り
受
け
て
開
版
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
磯
部
彰
氏

の
推
測
も
あ
っ
た
（
第
二
章
参
照
）
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
当
時
そ
の
よ
う
な
異

姓
書
坊
間
の
広
域
的
連
携
が
存
在
し
得
た
の
か
ど
う
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

そ
れ
に
関
し
て
、
大
木
康
「
中
国 

明
末
の
出
版
事
情
」（
中
野
三
敏
監
修
『
江

戸
の
出
版
』
所
収
「
近
代
諸
外
国
出
版
事
情
【
三
】
」
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇

五
）
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
（
三
五
三
頁
）
。 

坊
刻
は
、
い
わ
ゆ
る
書
坊
、
す
な
わ
ち
書
店
に
よ
る
出
版
で
あ
る
。
明

末
に
お
け
る
出
版
の
隆
盛
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
こ
の
坊
刻
の
書
物
が
増

え
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
書
店
同
士
の
横
の
連
絡
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 

た
だ
、
書
店
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
先
に
名
を
挙
げ
た
余
象
斗
ら
の

福
建
の
余
氏
の
よ
う
に
、
一
族
で
代
々
出
版
業
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と

い
う
場
合
も
あ
っ
た
。
清
代
の
小
説
『
儒
林
外
史
』
の
中
に
は
、
選
文
家

（
科
挙
の
八
股
文
の
文
例
集
を
作
る
、
現
在
な
ら
受
験
参
考
書
作
り
の
名

人
）
馬
二
先
生
が
、
嘉
興
の
翰
海
楼
で
の
選
文
を
終
え
て
杭
州
へ
赴
く
時

に
、
一
族
の
文
瀚
楼
へ
の
紹
介
状
を
も
っ
て
訪
ね
て
ゆ
く
場
面
が
あ
る
（
第

十
四
回
）
。
ま
た
馮
夢
龍
も
、
葉
昆
池
、
葉
啓
元
、
葉
敬
渓
、
葉
敬
池
な
ど
、

同
族
と
見
ら
れ
る
蘇
州
の
葉
姓
の
い
く
つ
か
の
書
店
か
ら
書
物
を
刊
行
し

て
い
る
。
中
国
で
書
店
同
士
に
連
絡
が
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
の
は
、
い
ず

れ
も
一
族
で
や
っ
て
い
る
書
店
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
本
屋
仲
間
の
活
動
記
録
が
豊
富
に
残
る
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、

江
戸
・
京
・
大
坂
の
三
都
に
散
ら
ば
る
血
縁
関
係
の
無
い
書
坊
の
間
で
も
、
地

域
を
超
え
た
版
木
の
売
買
は
も
と
よ
り
、
新
刊
本
の
共
同
出
版
さ
え
も
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
同
時
期
の
中
国
に
お
け

る
そ
の
よ
う
な
事
例
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
で
も
異

姓
書
坊
間
に
横
の
連
絡
が
あ
っ
た
可
能
性
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
散
発
的
に

指
摘
さ
れ
て
は
い
る
。 
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例
え
ば
、
王
重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
）

は
、
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
所
蔵
の
金
陵
万
巻
楼
周
如
泉
崇
禎
元
年
序
刊
本
『
圖

像
本
草
蒙
筌
』
十
二
巻
首
一
巻
の
項
（
二
五
八
頁
）
で
、
同
書
の
増
補
を
務
め

た
劉
孔
敦
が
建
陽
の
書
坊
喬
山
堂
の
主
人
劉
龍
田
の
子
か
姪
だ
と
推
定
し
た
上

で
、
孔
敦
の
兄
孔
教
が
既
に
進
士
と
な
っ
て
い
た
こ
の
時
期
に
は
喬
山
堂
は
も

う
刻
書
業
を
営
ん
で
は
お
ら
ず
、
そ
れ
で
周
氏
の
刻
書
を
手
伝
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
推
測
を
示
し
て
い
る
。
第
五
章
で
見
た
通
り
、
現
在
で
は
、
劉
孔
敦

（
字
若
樸
）
は
喬
山
堂
の
歴
代
主
人
の
一
人
劉
大
易
（
字
龍
田
）
の
三
男
で
、

孔
敦
の
長
兄
が
天
啓
五
年
の
進
士
劉
孔
敬
（
字
若
臨
）
で
あ
る
と
判
明
し
て
い

る
１

。
王
氏
の
推
測
通
り
だ
と
す
れ
ば
活
動
中
の
書
坊
同
士
の
共
同
事
業
の
例

に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
建
陽
で
書
坊
を
営
ん
で
い
た
人
物
の
息
子
が
金

陵
の
書
坊
を
手
伝
っ
た
事
例
な
の
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
喬
山
堂
が
こ
の
時

期
に
は
既
に
刻
書
業
を
離
れ
て
い
た
と
い
う
確
証
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

現
役
で
活
動
中
の
書
坊
同
士
の
連
携
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

ま
た
、
王
氏
前
掲
書
の
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
『
萬
用
正
宗
不
求
人
全
編
』

三
十
五
巻
の
項
（
三
八
二
頁
）
で
は
、
同
書
が
大
尾
に
「
萬
曆
歳
次
丁
未
（
三

十
五
年
）
／
潭
陽
余
文
台
梓
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
一
方
、
巻
十
六
末
に
は
「
萬

曆
新
歳
穀
旦
喬
／
山
堂
劉
少
岗
繡
梓
」（
但
し
王
氏
の
引
用
は
後
者
の
「
梓
」
を

脱
字
し
て
い
る
）
の
蓮
牌
木
記
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
巻
十
六
は
元
々

は
劉
氏
喬
山
堂
が
万
暦
初
年
に
刊
行
し
た
『
書
法
叢
珠
』
二
巻
で
、
そ
れ
を
余

文
台
が
『
萬
用
正
宗
不
求
人
全
編
』
に
丸
ご
と
採
り
入
れ
た
が
、
そ
の
際
た
ま

た
ま
喬
山
堂
の
蓮
牌
木
記
を
削
り
忘
れ
た
の
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
王
氏
の
推

測
通
り
で
あ
れ
ば
版
木
の
所
有
権
の
移
動
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
話
で
、
同

族
で
な
い
書
坊
同
士
の
横
の
繋
が
り
の
例
と
ま
で
は
言
い
難
い
だ
ろ
う
が
、
こ

の
事
例
に
つ
い
て
は
別
の
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
方
彦
寿
『
建
陽

劉
氏
刻
書
考
（
下
）
』（
『
文
献
』
一
九
八
八
年
第
三
期
）
二
一
九
～
二
二
〇
頁
が
、

ま
ず
族
譜
の
記
載
か
ら
前
述
の
喬
山
堂
主
人
劉
大
易
の
妻
が
余
氏
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、
劉
少
崗
＝
劉
大
易
が
自
家
の
版
木
を
姻
戚
の
余
文
台
こ
と

余
象
斗
２

に
譲
渡
し
、
余
象
斗
は
意
図
的
に
劉
氏
の
名
を
残
し
つ
つ
自
分
の
刊

本
に
組
み
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
も
し
方
氏
の
推
定
が
正

し
け
れ
ば
、
同
じ
建
陽
の
姓
を
異
に
す
る
書
坊
同
士
が
、
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ

上
で
業
務
上
の
連
携
を
持
っ
て
い
た
事
例
と
な
ろ
う
。 

更
に
、
大
塚
秀
高
「
嘉
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ
―
―
熊
大
木
と
英
烈
・
忠

義
を
端
緒
と
し
て
―
―
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
四
冊
、
一
九

九
四
）
は
、
余
象
斗
が
建
陽
で
営
む
書
坊
が
、
万
暦
前
期
の
一
時
期
、
周
氏
万

巻
楼
や
唐
氏
世
徳
堂
と
い
っ
た
金
陵
（
南
京
）
の
書
坊
と
共
同
事
業
を
行
っ
た

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
詳
細
後
述
）
。 

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
大
部
の
善
本
提
要
の
中
の
一
節
で
あ
っ
た
り
、
別
の
大

き
な
問
題
を
論
じ
る
中
で
の
副
次
的
な
指
摘
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
、
多
く
の

研
究
者
の
目
に
は
留
ま
り
に
く
く
、
結
果
と
し
て
「
一
族
で
や
っ
て
い
る
書
店
」
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以
外
の
間
の
横
の
連
絡
は
「
知
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
認
識
が
長
ら
く
一
般

的
に
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
筆
者
が
唐
氏
世
徳
堂
と
周
氏
万
巻
楼
の
歴
代
主
人
の
出
版
活
動
の

状
況
に
関
し
て
研
究
を
進
め
る
中
で
、
い
ず
れ
も
江
西
撫
州
府
金
谿
県
（
別
称

繡
谷
）
の
出
身
者
が
嘉
靖
末
か
隆
慶
年
間
に
金
陵
で
創
業
し
た
世
徳
堂
３

と
万

巻
楼
４

と
が
、
万
暦
十
年
代
半
ば
か
ら
二
十
年
代
前
半
に
か
け
て
少
な
く
と
も

三
回
の
共
同
出
版
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
（
本
論
第
三
章
参
照
）
。
つ

ま
り
、
明
末
の
中
国
に
お
け
る
異
姓
書
坊
間
の
横
の
繋
が
り
の
実
例
が
は
っ
き

り
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
け
ば
、
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
世

徳
堂
と
が
万
暦
十
年
代
末
か
ら
二
十
年
代
半
ば
に
か
け
て
い
ず
れ
も
上
元
王
氏

一
族
の
画
工
を
起
用
し
て
互
い
に
重
複
し
な
い
よ
う
に
章
回
小
説
を
陸
続
と
刊

行
し
て
い
た
り
５

、
万
巻
楼
の
後
身
で
あ
る
周
氏
大
業
堂
（
本
論
第
五
章
参
照
）

が
世
徳
堂
刊
本
の
版
木
に
よ
る
後
印
本
を
複
数
出
售
し
て
い
た
り
す
る
６

と
い

う
の
も
、
唐
氏
の
書
坊
と
周
氏
の
書
坊
の
間
に
密
接
に
し
て
継
続
的
な
協
力
関

係
が
築
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
背
景
に
し
た
共
同
企
画
や
版
権
の
譲
渡
で
あ
っ

た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
後
更
に
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
建
陽
余
氏
も
同
じ
建
陽
の
複
数
の
異

姓
書
坊
と
横
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
て
来
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
過
程
で
、
唐
氏
や
周
氏
の
金
陵
刊
本
が
、
余
象
斗
（
字

仰
止
、
号
文
台
）
と
そ
の
弟
及
び
子
孫
筋
が
営
む
双
峰
堂
三
台
舘
や
、
余
象
斗

の
堂
兄
余
彰
徳
（
字
以
誠
、
号
泗
泉
）
及
び
そ
の
子
孫
筋
が
営
む
萃
慶
堂
７

と

い
っ
た
建
陽
余
氏
の
書
坊
の
手
で
重
刊
（
覆
刻
ま
た
は
翻
刻
）
さ
れ
て
い
る
例

が
少
な
か
ら
ず
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
に
は
前
掲
諸
拙
稿
の
中
で
言
及

し
た
。 

本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
改
め
て
体
系
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、
万
暦
以

降
の
明
末
に
は
、
異
な
る
地
域
で
活
動
す
る
異
姓
の
書
坊
の
間
の
横
の
繋
が
り

が
幾
ら
か
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
重
刊
本
が
刊
行
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
間
々
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

一
、
建
陽
余
氏
の
書
坊
と
建
陽
の
異
姓
書
坊
の
繋
が
り 

 

ま
ず
は
、
共
に
金
陵
を
拠
点
と
す
る
唐
氏
と
周
氏
の
書
坊
の
間
に
提
携
が
あ

っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
余
氏
も
ま
た
同
じ
建
陽
で
活
動
す
る
異
姓
の
書
坊
と

横
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
確
か
め
よ
う
。 

 

（
１
）
文
台
余
象
斗
と
發
吾
楊
鳴
鵾 

『
新
鍥
纂
補
名
公
四
書
披
雲
新
説
』
六
巻
（
国
会
図
書
館
蔵
）
は
、
巻
一
首

に
「
書
林 

余
象
斗
重
梓
」
、
巻
二
首
に
「
書
林 

楊
鳴
鵾

余
象
斗

重
梓
」
、
巻
四
首
に
「
書

林
（
隔
四
格
）
楊
鳴
鵾

余
象
斗

重
梓
」
、
巻
三
・
五
・
六
首
に
「
書
林
（
隔
四
格
）
余
象
斗

楊
鳴
鵾

重

梓
」
と
あ
り
、
大
尾
に
は
「
萬
曆
癸
巳
（
二
十
一
年
）
季
冬
／
余
文
台

楊
發
吾

仝
梓
行
」

の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
。
前
述
の
通
り
文
台
は
余
象
斗
の
号
な
の
で
、
こ
の
本
は

明
ら
か
に
文
台
余
象
斗
と
發
吾
楊
鳴
鵾
の
両
者
が
共
同
で
何
ら
か
の
先
行
版
本
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を
重
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
が
同
版
の
三
本
を
蔵
す
る
〔
万
暦
間
重
刊
〕

本
『
卓
氏
藻
林
』
八
巻
の
う
ち
、
高
野
山
釈
迦
文
院
旧
蔵
本
に
左
右
に
「
新
鐫

官
板
／
卓
氏
藻
林
」
、
中
央
に
「
潭
城
書
林
楊
發
吾

余
文
台

梓
」
と
記
す
封
面
が
残
る
。

こ
れ
も
共
同
刊
行
に
相
違
あ
る
ま
い
。 

二
回
の
共
同
刊
行
が
確
認
出
来
る
以
上
、
余
象
斗
と
楊
鳴
鵾
の
間
に
は
、
そ

れ
が
継
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
一
定
の
提
携
が
あ
っ

た
時
期
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

（
２
）
建
陽
余
氏
の
書
坊
と
建
陽
劉
氏
の
書
坊 

 

ま
た
、
余
氏
の
書
坊
は
建
陽
劉
氏
の
書
坊
と
も
連
携
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ

を
明
示
す
る
の
が
、
大
尾
に
「
萬
曆
歳
次
丁
酉
（
二
十
五
年
）
孟
秋
月
／
書
林

安
正
堂
劉
雙
松
梓
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
『
明
朝
張
柱
國
發

駱
會
魁
家
傳
葩

經
金
石
節
奏
』
四
巻
首
一
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
）
だ
。
同
書
の
封
面
は
、
上
層
に

横
書
き
で
「
永
慶
堂
」
と
あ
り
、
三
欄
に
区
切
っ
た
下
層
の
左
右
に
「
新
鋟
駱

台
晉
著
／
詩
經
金
石
節
奏
」
と
大
書
し
、
下
層
中
央
は
更
に
上
下
に
分
け
て
、

上
に
「
安
正
堂
書
林
／
劉
雙
松
移？ 

記
」
の
陽
刻
長
方
朱
印
を
捺
し
、
下
に
「
丁

酉
秋
月
余
成
章
言
」
と
結
ぶ
四
行
分
の
告
白
を
載
せ
て
い
る
。 

こ
の
余
成
章
は
余
象
斗
の
属
す
る
世
系
の
嫡
流
を
継
い
だ
人
物
で
（
余
彰
徳

の
兄
福
海
の
長
子
）
、
永
慶
堂
は
余
成
章
の
書
坊
で
あ
る
（
注
７
拙
稿
参
照
）
。

従
っ
て
、
同
書
は
劉
双
松
安
正
堂
の
製
作
し
た
版
木
に
よ
る
印
本
を
、
余
成
章

永
慶
堂
が
発
兌
し
た
も
の
と
見
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
余
成
章
永
慶
堂
の
名
を
刻

し
た
封
面
に
劉
双
松
安
正
堂
の
印
が
捺
し
て
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
両
者
の
合
意

の
上
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
疑
念
の
余
地
は
あ
る
ま
い
８

。
万
暦
十
三
年
に
没
し

た
成
章
の
先
妻
の
姓
は
劉
で
あ
っ
た
か
ら
（
注
７
拙
稿
参
照
）
、
こ
れ
は
姻
戚
関

係
を
背
景
と
し
た
連
携
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
こ
の
劉
氏
安
正
堂

と
前
出
の
劉
氏
喬
山
堂
と
は
、
十
世
代
以
上
前
に
分
岐
は
し
て
い
る
が
、
共
に

建
陽
劉
氏
西
族
北
派
貞
房
に
属
す
る
同
族
で
あ
る
９

。 

 

こ
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
引
い
た
『
萬
用
正
宗
不
求
人
全
編
』
の
事
例

も
、
概
ね
方
彦
寿
氏
の
推
測
通
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
ま
ろ
う
。
劉
少
崗
と

劉
大
易
（
龍
田
）
が
同
一
人
物
だ
と
い
う
推
定
に
は
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず

疑
問
が
あ
る
し
、
大
易
の
妻
の
余
氏
が
余
象
斗
の
近
親
者
だ
と
い
う
点
に
も
確

証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
細
か
い
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
余
象
斗
の

方
も
祖
父
と
父
が
二
代
続
け
て
劉
氏
を
妻
と
し
て
い
る
か
ら
１
０

、
「
余
象
斗
と

劉
氏
喬
山
堂
の
間
に
姻
戚
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
版
木
の
譲
渡
が

行
わ
れ
た
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
相
当
に
蓋
然
性
が
高
い
と
言
っ
て
良
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

更
に
、
文
台
余
象
斗
双
峰
堂
万
暦
二
十
年
刊
本
『
音
釋
補
遺
按
鑑
演
義
全
像

批
評
三
國
志
傳
』
二
十
巻
存
十
四
巻
（
建
仁
寺
両
足
院
な
ど
五
箇
所
に
残
本
が

散
在
）
の
序
の
上
層
に
記
さ
れ
る
「
三
國
辯
」
と
題
す
る
文
章
は
、
同
書
に
先

行
し
た
『
三
国
演
義
』
の
全
像
本
四
種
を
列
挙
し
て
短
評
を
加
え
て
い
る
の
だ
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が
、
そ
の
う
ち
鄭
氏
宗
文
堂
刊
本
・
熊
氏
種
徳
堂
刊
本
・
黄
氏
仁
和
堂
刊
本
の

三
種
が
軒
並
み
酷
評
さ
れ
て
い
る
中
で
、
劉
氏
愛
日
堂
刊
本
だ
け
は
、
優
れ
た

版
本
で
あ
っ
た
が
今
で
は
版
木
が
摩
滅
し
て
見
辛
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
１
１

、
と

い
う
非
常
に
肯
定
的
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
余
象
斗
が
劉
氏

愛
日
堂
と
近
し
い
姻
戚
で
あ
っ
た
が
た
め
の
贔
屓
目
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
１
２

。 

 

（
３
）
建
陽
に
お
け
る
異
姓
書
坊
間
の
通
婚
の
可
能
性 

 

こ
の
よ
う
に
、
余
象
斗
は
楊
鳴
鵾
の
書
坊
と
は
確
実
に
提
携
し
て
い
た
し
、

喬
山
堂
や
愛
日
堂
と
い
っ
た
劉
氏
の
書
坊
と
も
（
恐
ら
く
姻
戚
関
係
を
背
景
に
）

あ
る
程
度
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

更
に
、
本
家
筋
の
余
成
章
永
慶
堂
に
も
劉
氏
安
正
堂
と
の
連
携
が
確
認
出
来

る
の
で
、
余
象
斗
だ
け
が
異
姓
書
坊
と
の
関
係
構
築
に
熱
心
だ
っ
た
訳
で
は
な

く
、
注
７
拙
稿
に
お
い
て
余
象
斗
の
双
峰
堂
系
・
余
成
章
の
永
慶
堂
系
・
余
彰

徳
の
萃
慶
堂
系
・
歴
代
主
人
の
名
が
族
譜
に
見
え
ず
前
三
者
と
の
血
縁
関
係
が

不
明
な
自
新
齋
系
と
い
う
四
系
統
に
大
別
し
た
明
末
清
初
の
余
氏
の
書
坊
は
、

ど
の
系
統
も
異
姓
書
坊
と
姻
戚
と
な
っ
て
事
業
の
上
で
も
提
携
を
持
つ
こ
と
に

積
極
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
、
注
７
拙
稿
で
既
に
指
摘
し
た

通
り
、
余
氏
の
族
譜
に
載
る
人
物
の
妻
に
は
、
劉
・
熊
・
葉
・
鄭
と
い
っ
た
建

陽
で
代
々
続
く
書
坊
の
姓
を
持
つ
者
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
の
だ
１
３

。 

更
に
、
い
ず
れ
も
余
氏
と
の
連
携
が
認
め
ら
れ
る
劉
氏
安
正
堂
と
劉
氏
喬
山

堂
が
同
族
な
が
ら
か
な
り
血
筋
が
遠
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
劉
氏
の
側
に
も

同
じ
こ
と
が
言
え
は
し
ま
い
か
。
し
て
み
れ
ば
、
余
氏
と
劉
氏
の
間
の
み
に
止

ま
ら
ず
、
楊
氏
・
熊
氏
・
鄭
氏
・
葉
氏
・
黄
氏
と
い
っ
た
建
陽
の
老
舗
書
坊
を

営
む
一
族
同
士
が
、
互
い
に
累
代
の
通
婚
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。 

も
ち
ろ
ん
、
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
常
に
協
力
し
あ
っ
た
と
は
限
ら

ず
、
商
売
敵
と
し
て
利
害
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
金
陵
で
も
建
陽
で
も
、
姓
を
異
に
す
る
書
坊
同
士
が
常
に
対
立
関
係

に
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
時
に
は
共
同
出
版
ま
で
行
い
得
る
だ
け
の
横
の
繋
が

り
も
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
続
い
て
次
節
で
は
、

遠
く
離
れ
た
金
陵
と
建
陽
の
姓
を
異
に
す
る
書
坊
の
間
に
も
繋
が
り
を
認
め
る

べ
き
事
例
を
示
し
た
い
。 

 

二
、
余
象
斗
と
金
陵
の
唐
氏
・
周
氏
の
書
坊
の
提
携
関
係 

（
１
）
大
塚
説
と
そ
の
問
題
点 

前
述
の
通
り
、
金
陵
の
唐
氏
・
周
氏
の
書
坊
と
建
陽
の
余
氏
の
書
坊
の
間
に

連
携
が
あ
っ
た
可
能
性
は
、
大
塚
秀
高
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

大
塚
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
上
元
王
氏
の
画
工
王
少
淮
（
注
５
拙
稿
参
照
）

の
双
面
連
式
挿
画
を
持
ち
、
一
部
の
葉
の
版
心
下
部
に
「
仁
壽
堂
刋
」
と
見
え
、

巻
二
・
七
の
巻
頭
第
三
行
に
「
書
林 

萬
卷
樓 

刋
行
」
と
あ
る
が
、
そ
の
行
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が
巻
一
・
三
～
六
・
八
で
は
「
書
林 

雙
峰
堂 

刋
行
」
、
附
録
の
巻
九
・
十
で

は
「
書
林 

余
氏 

䨇
峯
堂 

刋
行
」
と
な
っ
て
い
る
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗

演
義
』
八
巻
附
録
二
巻
（
内
閣
文
庫
、
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
天
海
蔵
蔵
）
を
、

周
氏
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
余
象
斗
双
峰
堂
三
台
舘
が
「
お
そ
ら
く
共
同
で
」
刊
行

し
た
も
の
で
、「

初
か
ら
配
分
の
比
率
を
決
め
た
共
同
出
版
で
あ
っ
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
よ
う
」
と
し
た
上
で
（
一
〇
四
頁
）
、
同
様
に
王
少
淮
画
の
双
面
連
式

挿
画
が
附
さ
れ
る
が
余
氏
三
台
舘
の
封
面
を
持
つ
『
新
刻
皇
明
開
運
輯
略
武
功

名
世
英
烈
傳
』
六
巻
（
内
閣
文
庫
等
蔵
）
に
も
「
三
台
舘
と
南
京
の
周
氏
な
い

し
唐
氏
の
共
同
出
版
だ
っ
た
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
、「
共
同
出
版
に
参
加
し
た

書
肆
に
は
出
資
高
に
応
じ
た
製
品
（
書
物
）
の
分
配
が
あ
り
、
そ
れ
に
各
書
肆

が
趣
向
を
凝
ら
し
た
？
封
面
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縄
張
り
で
そ
れ
を
販
売
し

た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
協
力
は
南
京
と
福
建
と
い
っ
た

離
れ
た
地
域
の
書
肆
の
間
で
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
一
一
五

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。 

し
か
し
、
同
論
文
に
は
「
木
版
本
は
一
時
に
大
部
数
は
刷
れ
な
い
し
、
増
刷

に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
加
え
て
当
時
の
ご
と
き
交
通
事
情
に
あ
っ
て
は
、
高
価

か
つ
少
部
数
の
需
要
し
か
見
込
め
ぬ
書
物
は
別
と
し
て
、
あ
る
程
度
以
上
の
需

要
が
見
込
め
る
小
説
の
ご
と
き
作
品
に
つ
い
て
は
、
需
要
が
見
込
め
る
地
域
ご

と
に
板
木
を
そ
な
え
、
そ
の
地
の
需
要
に
応
じ
て
増
刷
す
る
方
が
経
済
の
原
則

に
適
合
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
の
条
件
を
そ
な
え
た
地
域

（
南
京
、
蘇
州
、
杭
州
、
福
建
な
ど
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
こ
ら
し
た

小
説
の
版
本
が
、
ま
る
で
妍
を
競
う
か
の
ご
と
く
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
」（
一
〇
三
頁
）
と
も
見
え
る
。
こ
れ
は
非
常
に
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ

う
。 な

ら
ば
、
金
陵
周
氏
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
建
陽
余
氏
双
峰
堂
三
台
舘
が
共
同
出

資
し
て
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
版
木
を
一
組
だ
け
作
り
、
そ
れ
で
刷

っ
た
五
百
葉
強
に
及
ぶ
嵩
の
張
る
本
を
、
南
京
で
周
氏
が
売
る
以
外
に
余
氏
も

建
陽
で
販
売
し
た
と
い
う
大
塚
説
に
は
、
印
刷
後
の
輸
送
コ
ス
ト
を
計
算
に
入

れ
て
い
な
い
と
い
う
致
命
的
な
欠
点
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
大
塚
説

に
は
見
直
し
の
余
地
が
あ
る
。 

 

（
２
）
大
塚
説
へ
の
修
正
案 

筆
者
は
注
６
拙
稿
に
お
い
て
、『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
は
大
塚
氏
の
右

の
推
測
と
は
異
な
り
、
ま
ず
〔
周
曰
校
〕
万
巻
楼
仁
寿
堂
が
単
独
で
〔
万
暦
前

期
〕
に
金
陵
で
刊
行
し
て
お
り
、
そ
れ
を
〔
余
象
斗
〕
双
峰
堂
が
建
陽
で
覆
刻

し
た
の
が
前
述
の
内
閣
文
庫
等
の
蔵
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
１
４

。 

ま
た
、
注
６
拙
稿
で
は
、
余
象
斗
双
峰
堂
が
、
や
は
り
王
少
淮
の
双
面
連
式

挿
画
を
持
つ
〔
唐
廷
仁
〕
世
徳
堂
〔
万
暦
二
十
一
年
〕
癸
巳
序
刊
本
『
新
刋
出

像
補
訂
叅
采
史
鑑
南
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
十
巻
北
宋
十
巻
（
本
論
第
二
・

三
章
で
も
扱
っ
た
『
南
北
両
宋
志
伝
題
評
』
。
内
閣
文
庫
、
韓
国
明
珠
古
版
画
博

物
館
［
存
南
宋
巻
六
至
八
］
１
５

蔵
）
も
覆
刻
し
て
い
る
こ
と
も
示
し
た
。
大
尾
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に
「
書
林
䨇
峰
堂
／
文
台
余
氏
梓
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
こ
の
覆
刻
本
（
北
京

大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
底
本
で
あ
る
世
徳
堂
刊
本
が
『
南
宋
志
伝
』
と
『
北
宋

志
伝
』
で
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
数
え
て
い
た
巻
数
を
南
北
通
し
に
改
め
て
い
る
が
、

各
巻
の
巻
頭
第
三
行
に
記
す
刊
行
者
名
は
、
巻
五
・
七
・
九
で
「
文
台
余
氏
雙

峰
堂
校
梓
」
に
変
え
て
い
る
の
を
除
き
、
他
の
十
七
巻
で
は
全
て
底
本
と
同
じ

「
繡
谷
唐
氏
世
德
堂
校
訂
（
ま
た
は
梓
）
」
と
な
っ
て
い
る
。 

先
行
研
究
で
は
、
覆
刻
本
と
い
う
と
直
ち
に
無
許
可
の
海
賊
版
だ
と
決
め
つ

け
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
海
賊
版
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
手
に
よ
る
新
刊

を
装
う
べ
く
刊
行
者
名
を
全
て
自
分
の
名
に
改
め
る
か
、
或
い
は
刊
行
者
名
も

全
て
底
本
通
り
に
覆
刻
し
て
底
本
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
装
う
か
、
そ
の
い

ず
れ
か
を
選
ぶ
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
が
、
余
象
斗
双
峰
堂
に
よ
る
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
や
『
新

刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
南
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
の
覆
刻
本
は
、
い
ず
れ
も

新
た
に
版
木
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
余
象
斗
は
自
ら
の
書
坊
名
を
刻

む
他
に
、
わ
ざ
わ
ざ
底
本
を
刊
行
し
た
書
坊
の
名
を
複
数
の
巻
の
巻
頭
に
残
し

て
い
る
。
し
か
も
、
前
者
で
は
一
部
の
葉
で
版
心
の
「
仁
壽
堂
刋
」
ま
で
底
本

通
り
に
覆
刻
し
て
い
る
し
、
後
者
に
至
っ
て
は
、
巻
頭
に
双
峰
堂
の
名
が
見
え

る
巻
よ
り
も
、
世
徳
堂
の
名
が
見
え
る
巻
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
が
海
賊
版
で
あ
れ
ば
、
余
象
斗
は
犯
行
を
自
白
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
、
幾
ら
何
で
も
間
が
抜
け
過
ぎ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

と
な
れ
ば
、
こ
の
二
点
は
い
ず
れ
も
世
徳
堂
や
万
巻
楼
に
話
を
通
し
た
上
で

の
正
規
の
覆
刻
本
で
あ
り
、
余
象
斗
は
そ
の
事
実
を
示
す
べ
く
意
図
的
に
自
ら

の
名
と
底
本
の
刊
行
者
の
名
と
を
両
方
と
も
明
記
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
前
述
の
『
萬
用
正
宗
不
求
人
全
編
』
に

劉
氏
喬
山
堂
と
文
台
余
象
斗
の
蓮
牌
木
記
が
両
方
と
も
見
え
る
こ
と
に
対
す
る

方
彦
寿
氏
の
見
解
、
そ
し
て
何
よ
り
も
本
論
第
二
章
で
見
た
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂

刊
本
に
対
す
る
磯
部
彰
氏
の
見
解
１
６

と
同
様
に
、
異
姓
書
坊
間
の
連
携
の
痕
跡

と
し
て
捉
え
る
べ
き
事
例
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
例
が
あ
る
。
世
徳
堂
の
同
族
の
唐
富
春
（
字
子
和
、

号
対
渓
、
金
陵
富
春
堂
主
人
。
第
三
章
参
照
）
が
万
暦
十
五
年
に
、
画
工
の
署

名
こ
そ
無
い
も
の
の
明
ら
か
に
上
元
王
氏
の
画
風
の
双
面
連
式
挿
画
を
持
つ

『
新
鐫
増
補
全
像
評
林
古
今
列
女
傳
』
八
巻
（
蓬
左
文
庫
、
中
国
国
家
図
書
館

蔵
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
各
巻
巻
頭
第
八
行
に
「
（
低
九
格
）
對
溪
書
坊 

唐
富

春 

梓
」
と
記
す
ほ
か
、
蓬
左
文
庫
蔵
本
に
は
封
面
も
残
り
、
左
右
に
「
鐫
増

補
全
像
評
／
林
古
今
列
女
傳
」
、
中
央
上
層
に
「
萬
曆
丁
亥
（
十
五
年
）
春
」
、

同
下
層
に
「
漢
光
禄
大
夫
劉 

向
撰
／
明
金
陵
書
坊
唐
對
溪
梓
」
と
あ
る
。
こ

れ
を
や
は
り
余
象
斗
が
覆
刻
し
て
い
る
の
だ
が
（
龍
谷
大
学
図
書
館
、
哈
佛
燕

京
図
書
館
等
蔵
）
、
大
尾
の
蓮
牌
木
記
に
「
萬
曆
辛
卯
歳
（
十
九
年
）
秋
／
月
余

文
台
重
梓
」
と
記
す
こ
の
覆
刻
本
の
各
巻
巻
頭
は
、
巻
一
だ
け
は
底
本
そ
の
ま

ま
で
余
象
斗
の
名
は
見
え
な
い
が
、
巻
二
以
降
の
全
巻
で
は
、
第
八
行
の
唐
富
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春
の
名
を
底
本
そ
の
ま
ま
に
残
し
つ
つ
、
底
本
で
は
「
（
低
一
格
）
×
×
傳
」
と

い
う
形
で
篇
目
だ
け
を
記
し
て
い
た
第
九
行
を
、
「
（
低
一
格
）
×
×
傳
（
隔
五

格
）
文
台
書
林 

余
象
斗 

重
」
と
い
う
形
に
改
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
余
象

斗
は
自
分
の
名
を
篇
目
と
同
じ
行
の
下
方
と
い
う
変
則
的
な
位
置
に
追
い
込
ん

で
ま
で
、「
對
溪
書
坊 

唐
富
春 

梓
」
と
「
文
台
書
林 

余
象
斗 

重
」
と
を

隣
り
合
う
行
に
同
じ
高
さ
で
併
記
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
な
る
と
、

同
書
が
唐
富
春
刊
本
を
底
本
と
し
た
余
象
斗
に
よ
る
重
刊
本
だ
と
い
う
事
実
を
、

当
の
余
象
斗
自
身
が
明
確
に
示
そ
う
と
し
て
い
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
あ
る
ま

い
。
も
し
こ
れ
が
無
許
可
の
海
賊
版
な
ら
、
こ
こ
ま
で
堂
々
と
重
刊
た
る
こ
と

を
明
示
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。 

余
象
斗
が
万
暦
前
期
に
複
数
の
金
陵
刊
本
を
重
刊
し
て
お
り
、
そ
の
事
実
を

隠
す
つ
も
り
が
全
く
無
か
っ
た
こ
と
は
、
大
尾
に
「
萬
曆
丁
酉
歳
（
二
十
五
年
）

孟
春
／
月
余
氏
文
台
梓
行
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
『
新
鋟
朱
状
元
芸
窓
彙
輯
百

大
家
評
註
史
記
品
粹
』
十
巻
（
上
海
図
書
館
等
蔵
）
の
冒
頭
に
附
さ
れ
る
双
峰

堂
の
刊
行
し
た
挙
業
書
の
書
目
（
末
尾
に
「
䨇
峯
堂
余
象
斗
謹
識
」
と
署
名
す

る
）
の

後
に
「
上
記
以
外
の
、
金、
陵
等
で
の
刊
本
を
重
刻
し
た
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
や
、
子

部
や
史
部
の
書
物
の
う
ち
科
挙
受
験
に
関
係
の
無
い
も
の
は
、
割
愛
し
て
載
せ

な
か
っ
た
」
（
傍
点
筆
者
）
１
７

と
い
う
小
字
双
行
注
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
。 こ

れ
ら
の
諸
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
前
節
で
挙
げ
た
大
塚
説
は
、「
余
象
斗
は
金

陵
の
唐
氏
や
周
氏
の
書
坊
に
幾
ら
か
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を
支
払
っ
て
彼
ら
の
金

陵
刊
本
を
建
陽
で
覆
刻
し
、
金
陵
で
は
唐
氏
や
周
氏
が
自
身
の
刊
本
、
建
陽
で

は
余
氏
が
そ
の
覆
刻
本
を
各
自
販
売
し
て
い
た
」
と
修
正
出
来
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
な
ら
ば
金
陵
に
も
建
陽
に
も
版
木
が
備
わ
る
た
め
印
刷
後
の

長
距
離
輸
送
の
コ
ス
ト
は
不
要
で
、
大
塚
説
の
欠
点
は
克
服
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
販
売
地
域
は
遠
く
離
れ
て
い
る
か
ら
、
互
い
の
売
り
上
げ
を
食
い
合

う
恐
れ
も
左
程
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
各
地
の
需
要
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ

れ
随
意
に
増
刷
が
可
能
だ
し
、
金
陵
の
唐
氏
や
周
氏
は
自
ら
の
刊
本
の
流
通
圏

か
ら
外
れ
る
建
陽
の
市
場
か
ら
も
覆
刻
権
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
と
い
う
形
で
若
干

の
利
益
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
建
陽
の
余
氏
は
版
下
の
作
成
コ
ス
ト
を

小
限

に
抑
え
た
上
で
新
商
品
を
発
売
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
完
全
な

ウ
イ
ン
＝
ウ
イ
ン
の
理
想
的
関
係
と
な
っ
て
い
る
１
８

。 

そ
し
て
、
余
象
斗
が
覆
刻
の
際
に
い
つ
も
唐
氏
や
周
氏
の
名
を
そ
の
ま
ま
残

す
箇
所
を
設
け
て
い
た
の
は
、
無
論
覆
刻
を
認
め
て
く
れ
た
唐
氏
や
周
氏
に
対

し
て
筋
を
通
す
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
建
陽
刊
本
よ
り
も
遥
か
に
良
質
だ

と
見
ら
れ
て
い
た
金
陵
刊
本
１
９

の
正
式
な
覆
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

宣
伝
し
て
売
り
上
げ
に
繋
げ
よ
う
と
の
商
売
上
の
意
図
も
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
底
本
の
刊
行
か
ら
四
年
後
に
覆
刻
さ
れ
た
『
新
鐫
増
補
全
像
評
林
古

今
列
女
傳
』
は
違
う
だ
ろ
う
が
、
覆
刻
年
が
不
明
な
『
新
刋
大
宋
中
興
通
俗
演
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義
』
や
『
新
刋
出
像
補
訂
叅
采
史
鑑
南
宋
志
傳
通
俗
演
義
題
評
』
に
つ
い
て
は
、

周
氏
や
唐
氏
の
金
陵
刊
本
の
刊
行
自
体
が
、
大
塚
氏
が
想
定
し
た
形
と
は
少
々

異
な
る
も
の
の
、
唐
氏
・
周
氏
と
余
象
斗
と
の
共
同
企
画
だ
っ
た
可
能
性
も
あ

り
そ
う
だ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
大
塚
氏
の
指
摘
通
り
両
作
品
は
共
に
嘉
靖
年
間

に
建
陽
の
熊
大
木
（
号
鍾
谷
）
が
編
集
し
た
も
の
な
の
で
、
金
陵
の
唐
氏
・
周

氏
が
何
ら
か
の
ル
ー
ト
で
嘉
靖
間
の
建
陽
刊
本
を
手
に
入
れ
て
底
本
と
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
ル
ー
ト
が
余
象
斗
を
通
じ
て
で

あ
り
、
唐
氏
・
周
氏
の
金
陵
で
の
新
版
刊
行
は
、

初
か
ら
そ
れ
を
余
象
斗
が

建
陽
で
覆
刻
す
る
こ
と
ま
で
織
り
込
み
済
み
の
企
画
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
も

十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
但
し
、
第
二
章
で
見
た
通
り
〔
唐
廷
仁
〕

世
德
堂
〔
萬
曆
二
十
年
〕
壬
辰
序
刊
本
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
逰
記
』
二
十

巻
（
浅
野
世
本
）
を
熊
大
木
と
同
族
の
宏
遠
堂
主
人
熊
体
忠
（
字
爾
報
、
号
雲

濵
）
２
０

が
覆
刻
し
て
い
る
（
故
宮
世
本
・
日
光
世
本
・
天
理
世
本
）
２
１

か
ら
、

唐
氏
は
建
陽
余
氏
の
書
坊
だ
け
で
は
な
く
、
磯
部
氏
の
推
定
さ
れ
た
通
り
建
陽

熊
氏
の
書
坊
と
も
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
唐
氏
・

周
氏
に
嘉
靖
間
建
陽
刊
本
を
提
供
し
た
の
が
余
象
斗
だ
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の

問
題
は
後
考
に
俟
ち
た
い
。 

な
お
、
大
塚
氏
が
前
掲
論
文
で
三
台
舘
と
唐
氏
ま
た
は
周
氏
の
共
同
刊
行
の

可
能
性
が
あ
る
事
例
と
し
て
も
う
一
つ
挙
げ
て
い
た
『
新
刻
皇
明
開
運
輯
略
武

功
名
世
英
烈
傳
』
に
も
、
前
述
の
内
閣
文
庫
蔵
本
と
は
全
葉
が
異
版
の
刊
本
が

別
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
済
み
で
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
、
こ
れ
も
余
氏
三

台
舘
が
金
陵
刊
本
を
覆
刻
し
た
事
例
と
見
ら
れ
る
２
２

。 

 

三
、
建
陽
の
余
氏
の
書
坊
と
金
陵
の
唐
氏
・
周
氏
の
書
坊 

（
１
）
余
彰
徳
萃
慶
堂
に
よ
る
周
曰
校
刊
本
の
重
刊
の
事
例 

金
陵
の
唐
氏
・
周
氏
の
書
坊
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
建
陽
余
氏
の
書
坊
は
、

文
台
余
象
斗
の
双
峰
堂
三
台
舘
ば
か
り
で
は
な
い
。
余
象
斗
の
堂
兄
で
萃
慶
堂

を
創
業
し
た
泗
泉
余
彰
徳
も
、
唐
氏
や
周
氏
の
刊
本
を
多
数
重
刊
し
て
い
る
。

特
に
対
峰
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
刊
本
を
重
刊
し
た
事
例
が
多
い
の
で
、
ま
ず

は
そ
の
具
体
例
を
示
そ
う
。 

Ａ
．
『
新
鍥
雲
林
神
彀
』
四
巻 

周
氏
万
巻
楼
は
創
業
当
初
か
ら
医
書
を
数
多
く
刊
行
し
て
お
り
、
中
で
も
特

に
同
郷
か
つ
姻
戚
の
儒
医
龔
廷
賢
（
字
子
才
、
号
雲
林
）
が
書
き
下
ろ
し
た
医

書
を
主
力
商
品
と
し
て
い
た
（
本
論
第
五
章
参
照
）
。 

『
新
鍥
雲
林
神
彀
』
四
巻
も
そ
の
一
つ
で
、
半
葉
十
二
行
二
十
字
の
慶
長
八

年
古
活
字
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
と
半
葉
十
一
行
二
十
一
字
の
元
和
六
年
二

條
梅
寿
重
刊
古
活
字
本
（
国
会
図
書
館
等
蔵
）
が
、
い
ず
れ
も
左
右
五
欄
に
分

け
た
封
面
の
中
央
に
「
萬
曆
庚
寅
歳
（
十
八
年
）
秋
月
吉
旦
周

峰
刋
行
」
、
大

尾
の
長
方
木
記
に
「
萬
曆
辛
卯
歳
（
十
九
年
）
書
／
林
周

峰
鐫
行
」
、
各
巻
巻

頭
第
五
行
に
は
「
金
陵
書
林
周
曰
校
刋
行
」
と
あ
る
。
か
つ
「
峕
萬
曆
辛
卯
春
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月
上
吉
歸
安
鹿
門
山
人
茅
坤
譔
」
と
末
尾
に
署
名
す
る
「
雲
林
神
彀
序
」
に
、

同
書
は
龔
廷
賢
の
著
作
を
そ
の
姻
戚
の
周
曰
校
が
刊
行
す
る
も
の
だ
と
の
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
２
３

。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
古
活
字
本
の
底
本
は
万
暦
十
九
年
対

峰
周
曰
校
刊
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
書
物
の
初
刻
本
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

万
暦
十
九
年
刊
本
と
著
録
さ
れ
る
伝
本
を
複
数
調
査
し
た
が
、
ど
れ
も
古
活

字
本
に
見
え
る
大
尾
の
長
方
木
記
を
備
え
て
お
ら
ず
、
封
面
が
あ
っ
て
も
周
曰

校
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
重
刊
本
と
思
わ
れ
る
２
４

。
そ
の
う
ち
内

閣
文
庫
蔵
本
は
、
半
葉
十
行
二
十
字
で
、
左
右
五
欄
に
分
け
た
封
面
の
中
央
に

「
萬
曆
辛
卯
歳
（
十
九
年
）
冬
月
吉
旦
余
泗
泉
刋
行
」
と
あ
る
の
で
２
５

、
泗
泉

余
彰
徳
に
よ
る
重
刊
本
と
知
れ
る
。
大
尾
の
長
方
木
記
は
原
欠
で
、
茅
坤
序
も

無
い
が
（
原
欠
か
こ
の
伝
本
の
み
の
欠
か
は
不
明
）
、
巻
二
・
三
の
巻
頭
第
五
行

に
は
古
活
字
本
二
種
と
同
様
に
「
金
陵
書
林
周
曰
校
刋
行
」
と
あ
る
。
巻
一
・

四
の
巻
頭
に
は
刊
行
者
名
を
記
さ
ず
、
余
彰
徳
の
名
は
封
面
に
し
か
見
え
な
い
。 

 
 

Ｂ
．
『
新
刋
官
板
批
評
正
百
將
傳
』
十
巻
続
四
巻 

内
閣
文
庫
が
同
名
の
三
本
を
蔵
し
、
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
本
が
「
明
萬
曆
周
曰

校
刊
」
、
林
羅
山
旧
蔵
本
が
「
明
萬
曆
二
十
一
年
余
氏
萃
慶
堂
刊
」
、
高
野
山
釈

迦
文
院
旧
蔵
本
が
「
明
刊
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。 

紅
葉
山
旧
蔵
本
は
半
葉
九
行
二
十
字
で
封
面
欠
、
「
萬
曆
己
丑
歳
（
十
七
年
）

孟
秋
吉
旦
東
浙
古
虞
趙
光
裕
書
於
英
武
堂
」
と
結
ぶ
「
批
評
正
續
百
將
傳
序
」

に
周
氏
の
書
坊
が
刊
行
す
る
と
の
旨
が
見
え
２
６

、
各
巻
巻
頭
第
四
行
に
正
伝
の

十
巻
は
「
金
陵 

周
曰
校 

應
賢
甫
刋
」
、
続
伝
の
四
巻
も
「
金
陵 

周
曰
校 

刋
行
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
本
だ
け
を
見
た
場
合
、
確
か
に
周
曰
校
刊
本
と
著

録
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

林
羅
山
旧
蔵
本
は
こ
れ
と
同
版
だ
が
、
一
部
の
版
木
を
彫
り
直
し
た
後
修
本

で
あ
る
。
序
や
各
巻
巻
頭
の
記
載
は
紅
葉
山
旧
蔵
本
と
同
じ
だ
が
、
左
右
三
欄

に
分
か
つ
封
面
が
あ
り
、
中
央
に
「
萬
曆
癸
巳
歳
（
二
十
一
年
）
孟
夏
書
林
萃

慶
堂
余
泗
泉
梓
」
と
あ
る
。 

す
る
と
、
周
曰
校
刊
本
の
版
木
を
泗
泉
余
彰
徳
萃
慶
堂
が
手
に
入
れ
、
一
部

の
版
木
（
封
面
を
含
む
）
を
差
し
替
え
て
印
行
し
た
後
修
本
が
林
羅
山
旧
蔵
本

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
な
の
だ
。
同
名
同
巻
数
の
中

国
国
家
図
書
館
蔵
本
は
、
半
葉
十
行
二
十
字
で
、
封
面
は
欠
く
。
行
款
が
異
な

る
以
上
当
然
な
が
ら
、
右
の
二
者
と
は
全
葉
が
異
版
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は

り
「
批
評
正
續
百
將
傳
序
」
に
「
坊
間
周
氏
請
刋
木
、
以
廣
其
傳
」
と
見
え
（
序

末
の
半
葉
が
欠
葉
で
署
名
と
年
次
は
確
認
不
能
）
、
各
巻
巻
頭
第
四
行
も
同
じ
く

「
金
陵 

周
曰
校 

應
賢
甫
刋
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
葉
の
版
心
下
部

に
「
仁
壽
堂
刋
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
内
閣
文
庫
蔵
の
二
本
に
は
一
切

無
い
。 

 
仁
寿
堂
は
周
氏
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
の
書
坊
で
、
対
峰
周
曰
校
も
仁
寿
堂
主
人

と
し
て
活
動
し
て
い
る
（
本
論
第
五
章
参
照
）
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
『
新
刋
官
板

批
評
正
百
將
傳
』
正
続
は
、
周
曰
校
と
仁
寿
堂
の
名
が
両
方
見
え
る
中
国
国
家
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図
書
館
蔵
本
こ
そ
が
本
物
の
周
曰
校
刊
本
で
、
仁
寿
堂
の
名
が
見
え
ず
余
泗
泉

萃
慶
堂
の
封
面
を
持
つ
林
羅
山
旧
蔵
本
や
、
そ
の
同
版
先
刷
り
の
紅
葉
山
旧
蔵

本
は
、
泗
泉
余
彰
徳
が
周
曰
校
刊
本
を
翻
刻
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

字
様
は
似
せ
て
あ
り
、
も
し
行
款
が
同
じ
で
あ
れ
ば
本
論
で
の
定
義
に
お
い
て

覆
刻
と
称
し
得
る
範
囲
で
あ
る
２
７

。 

 

ま
た
、
国
会
図
書
館
に
も
林
羅
山
旧
蔵
本
と
近
い
時
期
に
刷
ら
れ
た
同
版
本

が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
正
傳
の
封
面
は
欠
く
が
、
続
伝
に
は
左
右
三
欄
の
中
央
に

「
萬
曆
甲
午
歳
（
二
十
二
年
）
孟
夏
書
林
萃
慶
堂
余
泗
泉
梓
」
と
あ
る
封
面
が

残
る
。
林
羅
山
旧
蔵
本
の
正
傳
の
封
面
と
一
年
の
相
違
が
あ
る
が
、
ま
ず
正
伝

か
ら
翻
刻
作
業
を
始
め
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
続
伝
の
翻
刻
に
取
り
掛
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

な
お
、
内
閣
文
庫
の
三
本
の
う
ち
、
残
る
高
野
山
釈
迦
文
院
旧
蔵
本
は
、
ご

く
一
部
の
葉
は
林
羅
山
旧
蔵
本
と
同
版
だ
が
、
大
多
数
の
葉
は
そ
れ
を
行
款
は

変
え
ず
に
崇
禎
康
熙
間
の
字
様
で
翻
刻
し
た
逓
修
本
で
、
巻
頭
第
四
行
を
正
伝

は
「
潭
陽 

余
元
長 

仁
公
甫
訂
」
、
続
伝
は
「
潭
陽 

余
元
長 

訂
刋
」
に
改

め
る
。
こ
れ
と
同
版
の
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
蔵
本
が
白
紙
紅
印
で
左
右
三
欄

の
封
面
を
存
し
、
中
央
下
方
に
「
萃
慶
堂
余
仁
公
重
訂
梓
」
と
刻
し
、
同
上
方

に
「
煙？

□
主
人
識
」
と
結
ぶ
五
行
の
告
白
を
記
し
た
木
戳
を
捺
す
。
余
元
長
は

余
彰
徳
の
曾
孫
で
、
明
末
清
初
の
萃
慶
堂
主
人
で
あ
る
（
注
７
拙
稿
参
照
）２
８

。 

 
 

Ｃ
．
『
昭
代
典
則
』
二
十
八
巻 

ま
ず
広
島
市
立
中
央
図
書
館
浅
野
文
庫
蔵
本
を
見
る
と
、
封
面
上
層
に
「
皇

明
十
二
朝
正
史
」
と
横
書
き
し
、
下
層
を
三
欄
に
分
け
て
「
萬
曆
庚
子
歳
（
二

十
八
年
）
／
昭
代
典
則
／
萬
卷
樓
刋
行
」（
中
央
大
字
）
と
記
し
、
各
巻
巻
頭
第

四
行
が
「
金
陵
周
曰
校
刋
行
」
で
、「
峕
萬
曆
庚
子
歳
中
秋
日
（
官
職
略
）
豫
章

祝
世
禄
撰
」
と
結
ぶ
「
昭
代
典
則
序
」
が
、
刊
行
者
で
あ
る
同
郷
の
周
氏
か
ら

人
づ
て
に
序
を
請
わ
れ
た
旨
を
記
す
２
９

。
以
上
よ
り
、
こ
れ
は
周
曰
校
万
巻
楼

万
暦
二
十
八
年
刊
本
と
判
断
さ
れ
る
。
同
版
本
が
多
く
残
り
、
台
湾
中
央
研
究

院
傅
斯
年
図
書
館
（
二
本
、
一
本
は
封
面
鈔
補
）
、
台
湾
国
家
図
書
館
（
二
本
、

共
に
封
面
欠
）
、
哈
佛
燕
京
図
書
館
（
封
面
・
序
・
巻
一
欠
）
等
が
所
蔵
す
る
。 

一
方
、
そ
れ
ら
と
同
名
同
巻
数
同
版
式
の
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
本

の
封
面
は
、
上
層
と
下
層
中
央
の
文
字
は
変
わ
ら
な
い
が
、
下
層
右
は
「
萬
曆

□
丑
歳
」
、
同
左
は
「
萃
慶
堂
刋
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
序
や
本
文
を

浅
野
文
庫
蔵
本
と
比
べ
る
と
、
行
款
も
字
様
も
序
文
や
各
巻
巻
頭
の
記
載
も
全

て
同
じ
で
は
あ
る
が
、
仔
細
に
見
る
と
全
葉
異
版
で
あ
る
。
封
面
下
層
右
の
「
□
」

は
横
画
三
本
の
左
端
だ
け
を
残
し
て
破
損
し
て
い
る
が
、「
丑
」
と
組
み
合
わ
さ

る
十
干
で
左
端
が
こ
の
形
に
な
る
文
字
は
「
辛
」
し
か
あ
り
得
な
い
。
よ
っ
て
、

東
文
研
蔵
本
は
、
周
曰
校
万
巻
楼
万
暦
二
十
八
年
刊
本
を
、
萃
慶
堂
が
翌
万
暦

二
十
九
年
辛
丑
に
覆
刻
し
た
も
の
と
結
論
付
け
ら
れ
る
３
０

。 
万
暦
三
十
年
代
に
は
余
彰
徳
と
そ
の
長
男
余
応
良
（
字
真
如
、
号
継
泉
、
別

名
道
綱
）
と
が
共
に
萃
慶
堂
名
義
で
刻
書
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
（
注
７
拙
稿
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参
照
）
、
こ
の
覆
刻
本
は
万
暦
二
十
九
年
刊
で
あ
る
か
ら
、
刊
行
者
は
余
彰
徳
で

あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
だ
ろ
う
。 

 

（
２
）
余
彰
德
萃
慶
堂
と
金
陵
の
周
氏
・
唐
氏
の
書
坊
の
提
携
関
係 

 

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
そ
れ
ぞ
れ
の
萃
慶
堂
重
刊
本
は
、
い
ず
れ
も
各
巻
巻
頭
に
は
周

曰
校
の
名
だ
け
を
記
し
、
萃
慶
堂
や
泗
泉
余
彰
徳
の
名
は
封
面
に
し
か
見
え
な

い
。
余
彰
徳
の
名
前
の
出
し
方
は
前
章
で
見
た
余
象
斗
の
覆
唐
氏
・
周
氏
刊
本

よ
り
も
一
層
控
え
め
な
の
で
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
周
曰
校
万
巻
楼
の
同
意
を
得

た
上
で
の
翻
刻
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

萃
慶
堂
重
刊
本
の
刊
行
時
期
は
、
Ｃ
が
周
曰
校
刊
本
の
翌
年
、
Ａ
に
至
っ
て

は
同
年
の
冬
（
大
尾
の
木
記
や
序
と
比
べ
た
場
合
。
封
面
同
士
で
比
べ
る
と
翌

年
）
と
い
う
驚
く
べ
き
早
さ
で
あ
り
、
周
氏
と
余
氏
の
連
絡
の
緊
密
さ
が
窺
え

る
。
な
お
、
Ｃ
は
刊
年
が
分
か
る
周
曰
校
刊
本
の
中
で

も
刊
行
が
遅
い
も
の

で
あ
り
、
周
曰
校
は
万
暦
三
十
年
に
は
引
退
ま
た
は
死
去
し
て
い
た
よ
う
な
の

で
（
本
論
第
五
章
参
照
）
、
周
曰
校
は
そ
の
刻
書
活
動
の

後
ま
で
萃
慶
堂
と
の

提
携
を
保
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。 

 

ま
た
、
余
彰
徳
萃
慶
堂
は
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
も
重
刊
し
て
い
る
。
上
層
に
「
京

陵
原
板
」
と
横
書
き
し
下
層
に
「
壬
寅
歳
（
萬
曆
三
十
年
）
夏
月
吉
旦
／
耳
譚

／
書
林
余
泗
泉
梓
行
」（
中
央
大
字
）
と
記
す
封
面
を
持
ち
、
各
巻
巻
頭
第
四
行

に
「
建
邑
書
坊
萃
慶
堂
梓
」
と
あ
っ
て
、
大
尾
に
「
萬
曆
壬
寅
夏
月
／
余
氏
泗

泉
梓
行
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
『
新
刻
耳
談
』
十
五
巻
（
内
閣
文
庫
蔵
［
二
本
］
）

で
、
い
ず
れ
も
後
印
本
だ
が
、
刊
行
者
名
に
改
刻
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
同

書
の
底
本
は
、
左
右
三
欄
に
分
か
つ
封
面
の
左
右
に
大
字
で
「
重
刻
北
京
／
原

板
耳
譚
」
、
中
央
に
「
金
陵
世
德
堂
梓
」
と
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
四
行
を
「
金
陵

書
坊
世
德
堂
梓
」
と
す
る
〔
万
暦
〕
刊
本
『
新
刻
耳
談
』〔
十
五
巻
存
〕
五
巻
（
台

湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
で
あ
る
。
世
徳
堂
刊
本
は
半
葉
十
二
行
二
十
四
字
だ
が
、

萃
慶
堂
重
刊
本
は
半
葉
十
一
行
二
十
四
字
で
、
Ｂ
の
例
と
同
様
に
、
半
葉
当
た

り
の
行
数
を
減
ら
し
て
同
じ
字
様
で
翻
刻
し
て
い
る
。 

 

こ
の
余
彰
徳
に
よ
る
『
新
刻
耳
談
』
の
翻
刻
本
は
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
違
っ

て
底
本
の
刊
行
者
た
る
世
徳
堂
の
名
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
な
い
が
、「
京
陵
原
板
」

で
あ
る
こ
と
は
示
し
て
い
る
。
周
氏
万
巻
楼
と
唐
氏
世
徳
堂
の
密
接
な
提
携
関

係
や
、
先
に
見
た
余
氏
萃
慶
堂
と
周
氏
万
巻
楼
の
緊
密
な
連
絡
ぶ
り
を
踏
ま
え

れ
ば
、
こ
れ
も
海
賊
版
で
は
な
く
、
筋
を
通
し
た
上
で
の
翻
刻
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
か
ろ
う
。
世
徳
堂
の
名
を
残
し
て
い
な
い
の
は
、
世
徳
堂
は
万
巻
楼
に

や
や
先
立
っ
て
万
暦
二
十
五
～
二
十
七
年
の
間
に
創
業
者
の
唐
廷
仁
か
ら
次
世

代
の
唐
晟
・
唐
㫤
兄
弟
ら
日
冠
一
字
名
輩
の
共
同
経
営
へ
と
代
替
わ
り
し
て
い

る
の
で
（
本
論
第
三
章
参
照
）
、
ま
だ
若
く
経
験
も
浅
か
っ
た
唐
氏
の
第
二
世
代

の
経
営
者
た
ち
と
、
既
に
三
十
年
近
く
刻
書
業
に
携
わ
っ
て
い
た
余
彰
徳
と
の

力
関
係
が
影
響
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

（
３
）
次
世
代
以
降
の
周
氏
書
坊
と
余
氏
書
坊
の
関
係 

 

ま
た
、
貞
享
二
年
洛
陽
青
堂
浅
野
久
兵
衛
重
惟
和
刻
本
『
新
鐫
註
釋
出
像
皇
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明
千
家
詩
』
四
巻
（
内
閣
文
庫
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
等
蔵
）
は
、
各

巻
巻
頭
第
三
行
に
「
南
雍
周
文
卿
以
忠
父 

校
梓
」
と
見
え
、
底
本
の
も
の
を

覆
刻
し
た
と
思
し
き
左
右
三
欄
の
封
面
中
央
の
下
寄
り
に
「
萃
慶
堂
刋
」
と
あ

る
。
対
し
て
、
哈
佛
燕
京
図
書
館
蔵
の
〔
萬
曆
〕
刊
本
は
、
同
名
同
巻
数
同
版

式
で
、
各
巻
巻
頭
の
署
名
も
和
刻
本
と
同
じ
だ
が
、
封
面
に
は
「
光
霽
堂
刋
」

と
あ
る
と
い
う
（
筆
者
未
見
）
３
１

。 

周
文
卿
（
字
以
忠
、
号
蓋
卬
）
は
万
巻
楼
の
創
業
者
の
一
人
と
目
さ
れ
る
周

庭
槐
の
子
で
、
万
暦
後
期
に
光
霽
堂
主
人
と
し
て
金
陵
で
刻
書
を
行
っ
て
い
る

（
本
論
第
五
章
参
照
）
。
し
て
み
れ
ば
、
和
刻
本
の
底
本
は
萃
慶
堂
覆
周
文
卿
光

霽
堂
刊
本
で
あ
っ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。
周
曰
校
の
後
に
万
巻
楼
名
義
で
刻
書

を
行
っ
た
周
文
煥
（
号
玉
卬
）
と
周
文
燿
（
字
汝
映
、
号
如
泉
）
、
及
び
そ
の
二

人
の
同
母
兄
で
万
巻
楼
に
代
わ
っ
て
周
氏
の
書
坊
の
メ
イ
ン
ブ
ラ
ン
ド
と
な
る

大
業
堂
名
義
で
の
刻
書
を
始
め
た
周
文
煒
（
字
赤
之
、
号
如
山
）
ら
は
、
周
文

卿
の
異
母
弟
で
あ
る
（
本
論
第
五
章
参
照
）
。
つ
ま
り
、
余
氏
萃
慶
堂
と
の
提
携

は
周
曰
校
一
代
限
り
で
は
な
く
、
次
世
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
だ
。 

ま
た
、
中
国
国
家
図
書
館
普
通
古
籍
館
所
蔵
の
『
新
刻
全
像
皇
明
諸
司
廉
明

奇
判
公
案
』
四
巻
（
欠
巻
二
～
四
）
は
、
巻
一
巻
頭
第
二
・
三
行
に
「
三
台
山

人 

仰
止 

余
象
斗 

集
／
金
陵
書
坊 

周
氏 

大
業
堂 

梓
」
と
あ
る
。
刊

年
不
詳
だ
が
、
本
文
中
の
十
数
半
葉
お
き
に
半
葉
全
面
形
式
の
挿
画
が
配
さ
れ

て
い
て
、
画
風
は
万
暦
半
ば
過
ぎ
か
ら
清
初
に
か
け
て
大
流
行
し
た
徽
派
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
翻
刻
本
で
、
底
本
は
各
巻
首
第
二
・
三
行
に
「
三
台
山

人 

仰
止 

余
象
斗 

集
／
建
邑
書
林 

余
氏 

建
泉
堂 

刋
」
（
巻
三
の
み

「
建
泉
」
が
「
䨇
峰
」
）
と
あ
り
、
大
尾
に
「
萬
曆
戊
戌
歳
（
二
十
六
年
）
仲
夏

／
月
余
氏
文
台
堂
梓
」
の
蓮
牌
木
記
を
持
つ
上
図
下
文
の
『
新
刋
皇
明
諸
司
廉

明
竒
判
公
案
』
四
巻
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
と
思
し
い
。
こ
の
例
か
ら
、
大

業
堂
も
余
象
斗
と
の
提
携
を
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ま
た
、

余
氏
が
一
方
的
に
金
陵
刊
本
を
重
刊
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
金
陵
側
が
余
氏

刊
本
を
翻
刻
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
３
２

。 

こ
の
よ
う
に
、
金
谿
周
氏
が
金
陵
で
営
む
万
巻
楼
グ
ル
ー
プ
と
、
建
陽
余
氏

が
地
元
で
営
む
萃
慶
堂
や
双
峰
堂
三
台
舘
の
間
に
は
、
周
氏
と
唐
氏
の
間
と
同

様
に
、
累
代
の
提
携
関
係
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
て
み
れ
ば
、
本
章
「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
如
泉
周
〔
文
燿
〕
万
巻
楼
崇

禎
元
年
序
刊
本
『
圖
像
本
草
蒙
筌
』
の
増
補
を
喬
山
堂
主
人
劉
大
易
の
子
が
手

掛
け
た
事
例
も
、
余
氏
と
劉
氏
の
姻
戚
関
係
と
、
余
氏
と
周
氏
の
累
代
の
提
携

と
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
崇
禎
初
期
ま
で
は
、
金
陵
の
周
氏
と
建
陽
の
余
氏
と
の
間
に
、
一

定
の
交
流
が
続
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
３
３

。 

 
四
、『
万
病
回
春
』
に
見
る
各
地
の
書
坊
間
の
関
係 

（
１
）『
万
病
回
春
』
の
周
氏
刊
本
と
余
氏
刊
本 
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『
新
刋
萬
病
囘
春
』
八
巻
は
龔
廷
賢
の
医
書
の
中
で
も

も
広
く
流
通
し
た

も
の
で
、
内
閣
文
庫
が
周
文
憲
・
周
文
煥
・
周
文
燿
万
暦
三
十
年
重
刊
本
を
所

蔵
す
る
が
、
未
発
見
の
初
刻
本
は
周
曰
校
万
暦
十
六
年
序
刊
本
と
推
定
さ
れ
、

他
に
周
曰
校
自
身
に
よ
る
万
暦
二
十
五
年
重
刊
本
（
こ
れ
も
未
発
見
）
も
あ
っ

た
ら
し
い
（
本
論
第
五
章
参
照
）
。 

周
氏
が
初
版
か
ら
僅
か
十
五
年
の
間
に
二
度
も
重
刊
し
て
い
る
同
書
は
、
余

氏
萃
慶
堂
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
し
刊
印
さ
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
左
右
五
欄
に
分
か
つ
封
面
の
中
央
に
「
萬
曆
己
丑
歳
（
十
七
年
）
夏

月
書
林
萃
慶
堂
余
泗
泉
刋
」
、
各
巻
巻
頭
第
七
行
に
「
書
林
萃
慶
堂 

余
泗
泉
梓

行
」
と
記
す
『
重
刋
増
補
萬
病
回
春
』
八
巻
（
研
医
会
図
書
館
蔵
）
が
あ
る
３
４

。

書
名
に
「
増
補
」
と
あ
り
、
各
巻
巻
頭
第
六
行
に
は
「
書
林 

後
學 

余
一
貫

増
補
」
と
い
う
周
氏
刊
本
に
は
見
え
な
い
署
名
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、
実
際
に

各
巻
末
に
若
干
の
処
方
箋
が
増
補
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
、
正
字
を
略
字

に
変
え
る
等
の
省
略
や
単
純
な
誤
字
も
間
々
見
ら
れ
る
も
の
の
、
半
葉
十
三
行

二
十
四
字
の
周
氏
の
万
暦
三
十
年
重
刊
本
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
半
葉
十
二
行
二

十
四
字
に
置
き
換
え
た
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
３
５

。
恐
ら
く
対
峰
周
曰
校
の

万
暦
十
六
年
初
刻
本
も
半
葉
十
三
行
二
十
四
字
で
、
周
氏
の
万
暦
三
十
年
重
刊

本
は
そ
れ
を
覆
刻
し
、
泗
泉
余
彰
徳
萃
慶
堂
の
万
暦
十
七
年
刊
本
は
行
款
を
変

え
て
翻
刻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
序
跋
は
茅
坤
序
と
舒
化
序
を
周
氏
刊
本

か
ら
引
き
継
ぎ
、
ど
ち
ら
も
年
次
を
万
暦
己
丑
夏
に
改
め
て
い
る
が
、
茅
坤
序

の
対
峰
周
君
に
序
を
請
わ
れ
た
と
の
記
述
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
底
本
が
周
氏
刊

本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
箇
所
は
そ
こ
だ
け
だ
が
、
一
応
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
よ
う
。 

 

更
に
、
こ
の
泗
泉
余
彰
徳
万
暦
十
七
年
刊
本
の
後
修
本
が
早
稲
田
大
学
図
書

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
封
面
と
序
は
全
て
欠
き
、
目
録
の
第
一
・
二
葉
や
巻

一
の
第
十
九
・
二
十
葉
な
ど
一
部
の
葉
は
万
暦
十
七
年
刊
本
と
同
じ
版
木
に
よ

る
が
、
大
半
の
葉
は
そ
れ
を
覆
刻
し
た
補
版
葉
に
差
し
替
え
ら
れ
て
お
り
３
６

、

大
尾
に
「
萬
曆
乙
巳
（
三
十
三
年
）
夏
月
／
余
氏
泗
泉
梓
行
」
の
蓮
牌
木
記
が

あ
る
。
各
巻
巻
頭
の
署
名
は
余
彰
徳
万
暦
十
七
年
刊
本
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

そ
し
て
、
萃
慶
堂
は
同
書
を
更
に
翻
刻
し
て
い
る
。
天
頭
に
「
五
刻
新
板
」

と
横
書
き
し
た
左
右
五
欄
の
封
面
中
央
に
「
崇
禎
甲
戌
歳
（
七
年
）
春
月
書
林

萃
慶
堂
余
繼
泉
刋
」
と
あ
り
、
大
尾
に
上
枠
外
に
「
五
刻
」
と
横
書
き
す
る
「
崇

禎
甲
戌
歳
春
月
新
刻
／
萬
病
囘
春
萃
慶
堂
刋
行
」
と
の
長
方
木
記
を
持
つ
『
五

刻
增
補
萬
病
囘
春
』
八
巻
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
。
序
跋
は
万

暦
十
七
年
萃
慶
堂
刊
本
の
そ
れ
と
同
年
次
の
二
つ
の
み
で
、
本
文
の
字
様
と
行

款
は
変
更
さ
れ
て
い
る
。
奇
数
巻
の
各
巻
頭
第
六
～
七
行
に
「
書
林
後
學
余
一

貫
增
補
／
閩
萃
慶
堂
余
昌
宗
校
梓
」
と
あ
り
（
余
昌
宗
は
継
泉
余
応
良
の
子
。

注
７
拙
稿
参
照
）
、
偶
数
巻
は
巻
首
題
の
み
で
第
二
行
か
ら
本
文
に
入
る
が
、
巻

八
の
み
首
題
を
「
四
刻
增
補
萬
病
囘
春
」
と
す
る
３
７

。
「
五
刻
」
と
言
う
か
ら

に
は
、
前
述
の
万
暦
十
七
年
余
彰
徳
刊
本
が
初
刻
、
万
暦
三
十
三
年
余
彰
徳
後
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修
本
が
二
刻
に
当
た
り
、
三
刻
と
四
刻
も
逓
修
本
か
重
刊
本
か
は
不
明
な
が
ら
、

萃
慶
堂
が
印
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（
２
）
蘇
州
葉
氏
や
杭
州
汪
氏
と
周
氏
の
関
係 

一
方
、
清
初
の
康
熙
七
年
に
は
、
周
文
煒
の
長
男
で
崇
禎
十
三
年
の
進
士
の

周
亮
工
が
、
周
氏
大
業
堂
名
義
で
『
万
病
回
春
』
の
重
刊
本
を
刊
行
し
た
（
原

本
未
発
見
）
。
本
論
第
五
章
に
全
文
を
引
い
た
そ
の
重
刊
本
の
周
亮
工
序
は
、
近

年
虎
林
（
杭
州
）
で
「
善
本
」
と
の
角
書
を
加
え
て
内
容
も
改
竄
し
た
海
賊
版

が
出
た
こ
と
を
述
べ
、
口
を
極
め
て
そ
れ
を
罵
っ
た
上
で
、
粗
悪
本
を
駆
逐
す

べ
く
自
ら
校
訂
し
て
原
本
に
忠
実
な
決
定
版
を
重
刊
す
る
こ
と
に
し
た
と
の
経

緯
を
記
し
て
い
る
。 

 

本
論
第
五
章
で
述
べ
た
通
り
、
周
亮
工
が
罵
っ
て
い
る
杭
州
刊
本
は
、
汪
淇

蜩
寄
還
読
齋
康
熙
元
年
序
刊
本
『
增
定
便
攷
萬
病
囘
春
善
本
』
八
巻
（
内
閣
文

庫
蔵
［
欠
巻
七
］
）
と
見
て
間
違
い
な
い
。
周
氏
の
万
暦
三
十
年
重
刊
本
と
比
べ

る
と
、
汪
淇
刊
本
は
処
方
箋
に
示
す
原
料
の
排
列
順
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
分
量
に
関
し
て
「
二
」
を
「
一
」
に
誤
る
な
ど
の
重
大
な
誤
刻
も
確
か
に

間
々
認
め
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
周
氏
の
万
暦
三
十
年
重
刊
本
に
も
誤
刻
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
あ
る

し
、
前
述
の
余
氏
に
よ
る
翻
刻
本
各
種
と
も
な
れ
ば
、
誤
刻
の
程
度
は
汪
淇
刊

本
と
大
差
な
さ
そ
う
だ
。
ま
た
、
同
書
に
は
閶
門
（
蘇
州
）
の
葉
龍
溪
が
〔
明

末
〕
に
刊
行
し
た
重
刊
本
も
あ
る
の
だ
が
（
本
論
第
五
章
参
照
）
、
周
亮
工
は
杭

州
刊
本
だ
け
を
非
難
し
て
お
り
、
建
陽
の
余
氏
刊
本
や
蘇
州
の
葉
氏
刊
本
に
は

何
一
つ
言
及
し
て
い
な
い
。 

本
論
第
五
章
で
は
、
独
り
汪
淇
刊
本
だ
け
が
非
難
さ
れ
て
い
る
点
に
疑
義
を

呈
し
て
考
察
を
保
留
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
本
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、

少
な
く
と
も
余
氏
の
翻
刻
本
は
、
元
々
周
氏
に
話
を
通
し
た
正
規
の
翻
刻
本
だ

っ
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
周
亮
工
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に

非
難
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
３
８

。 

対
し
て
、
汪
淇
刊
本
が
周
氏
に
無
断
で
出
版
さ
れ
た
海
賊
版
だ
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
本
論
第
五
章
で
既
述
の
通
り
、
内
閣
文
庫
蔵
の
汪
淇
刊
本
は
、
王

宇
泰
先
生
重
訂
と
偽
っ
て
い
た
の
が
露
見
し
た
後
に
龔
廷
賢
の
作
で
あ
る
こ
と

を
明
記
し
て
刷
り
続
け
た
と
周
亮
工
が
言
う
後
修
本
に
当
た
る
。
周
亮
工
は
そ

れ
に
怒
っ
て
前
述
の
序
文
を
も
の
し
て
自
ら
重
刊
本
を
刊
行
し
た
訳
で
あ
る
が
、

汪
淇
は
そ
れ
で
も
懲
り
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
汪
淇
刊
本
に
は
書

名
を
再
度
改
竄
し
た
逓
修
本
が
あ
る
の
だ
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）
。
こ
の

逓
修
本
は
、
各
巻
首
題
を
『
增
定
便
攷
醫
學
善
本
』
に
改
刻
し
、
版
心
上
方
の

「
萬
病
囘
春
善
本
」
を
全
葉
か
ら
削
り
取
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
書
名
改
竄

は
不
徹
底
で
、
汪
淇
「
萬
病
囘
春
例
言
」
は
そ
の
ま
ま
の
題
名
で
冒
頭
に
置
か

れ
て
い
る
し
、
殆
ど
の
巻
の
尾
題
に
も
「
萬
病
囘
春
善
本
」
の
文
字
が
残
っ
て

い
る
。
汪
淇
刊
本
が
専
ら
利
益
を
追
求
す
る
海
賊
版
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の

な
ん
と
も
姑
息
な
小
手
先
の
処
理
に
よ
っ
て
販
売
を
続
け
て
い
た
点
か
ら
も
窺
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え
よ
う
。 

一
方
、
周
亮
工
が
非
難
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
蘇
州
の
葉
龍
溪
刊
本

も
正
規
の
翻
刻
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
蘇
州
の
葉
氏
と
周
氏
万
巻
楼
の
繋

が
り
を
明
示
す
る
例
は
残
念
な
が
ら
発
見
出
来
て
い
な
い
が
、
周
氏
刊
本
の
版

木
が
姓
が
不
明
な
蘇
州
の
書
坊
の
手
に
渡
っ
た
事
例
は
確
認
出
来
る
。
即
ち
、

周
曰
校
・
周
宗
孔
・
周
庭
槐
万
巻
楼
万
暦
五
年
序
刊
本
『
新
刋
古
今
醫
鑑
』
八

巻
（
内
閣
文
庫
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
）
に
、
「
萬
曆
戊
子
年
（
十
六
年
）

姑
／
蘇
會
文
堂
刋
行
」
の
蓮
牌
木
記
を
加
え
、
そ
れ
以
外
は
周
氏
の
名
を
元
通

り
残
し
た
後
修
本
（
内
閣
文
庫
蔵
）
が
あ
る
の
だ
（
本
論
第
五
章
の
注
21
参
照
）
。 

ま
た
、
世
徳
堂
主
人
唐
廷
仁
と
葉
氏
の
書
坊
の
繋
が
り
を
示
す
事
例
も
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
各
巻
巻
頭
第
四
行
に
「
繡
谷 
後
學 

唐
廷
仁 

校
梓
」
と

あ
る
が
、
大
尾
に
「
萬
曆
丙
戌
（
十
四
年
）
葉
任
宇
飜
刻
」
と
の
単
行
刊
記
を

持
つ
、『
新
鐫
國
朝
名
儒
文
選
百
家
評
林
』
十
二
巻
（
内
閣
文
庫
、
中
国
国
家
図

書
館
蔵
３
９

）
で
あ
る
。
葉
姓
の
書
坊
は
建
陽
と
金
陵
に
も
知
ら
れ
、
葉
任
宇
（
他

に
活
動
が
確
認
出
来
て
い
な
い
）
が
蘇
州
の
葉
氏
だ
と
い
う
確
証
は
無
い
。
し

か
し
、
金
陵
刊
本
の
正
規
の
重
刊
本
を
異
姓
書
坊
が
同
じ
金
陵
で
出
す
と
は
考

え
に
く
い
し
、
唐
氏
刊
本
の
翻
刻
・
覆
刻
は
建
陽
で
は
余
氏
や
熊
氏
が
手
掛
け

て
い
る
の
で
、
葉
任
宇
は
蘇
州
葉
氏
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

屋
上
屋
を
重
ね
る
憶
測
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
証
拠
か
ら
、
金
陵
の

周
氏
・
唐
氏
の
書
坊
は
、
万
暦
前
期
か
ら
蘇
州
の
葉
氏
の
書
坊
と
も
繋
が
り
を

持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
ま
い
か
。 

  
 

小
結 

本
章
で
は
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
前
近
代
の
中
国
に
お
け
る

異
姓
書
坊
間
の
横
の
繋
が
り
が
、
明
代
万
暦
前
期
か
ら
、
金
陵
の
唐
氏
と
周
氏

の
間
、
建
陽
の
余
氏
と
楊
氏
の
間
、
建
陽
の
余
氏
と
劉
氏
の
間
、
そ
し
て
金
陵

の
唐
氏
・
周
氏
と
建
陽
の
余
氏
の
間
な
ど
に
、
時
に
は
二
世
代
以
上
に
渡
っ
て

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
章
回
小
説
・
通
俗
医
書
・
日
用
類
書
・
挙
業
書

と
い
っ
た
各
種
の
通
俗
書
が
明
末
清
初
に
様
々
な
地
域
で
陸
続
と
刊
行
さ
れ
た

背
景
は
、
こ
れ
ま
で
専
ら
各
地
の
書
坊
間
の
競
争
の
結
果
と
理
解
さ
れ
て
来
た

が
、
今
後
は
各
地
の
書
坊
間
の
提
携
と
い
う
側
面
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

ろ
う
。 

百
回
本
『
西
遊
記
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
は
、
確
か

に
本
論
第
二
章
で
見
た
磯
部
彰
氏
の
推
定
の
通
り
、
唐
氏
世
徳
堂
の
正
式
の
認

可
を
受
け
て
建
陽
で
覆
刻
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
良
さ
そ
う
だ
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
百
回
本
『
西
遊
記
』
に
限
っ
た
話
で
は
な
く
、
世
徳
堂
や
万
巻
楼

が
万
暦
二
十
年
前
後
に
刊
行
し
た
章
回
小
説
と
し
て
は
、
む
し
ろ
当
た
り
前
の

扱
わ
れ
方
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

一
方
で
、
海
賊
版
を
巡
る
諍
い
も
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
清
代
康
熙
初
年

の
周
亮
工
大
業
堂
と
汪
淇
蜩
寄
還
読
齋
の
『
万
病
回
春
』
を
巡
っ
て
の
い
た
ち
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ご
っ
こ
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
江
戸
期
の
日
本
に
見
ら
れ
る
異
姓
書
坊
間
の
広

域
的
な
連
携
や
対
立
が
、
明
末
清
初
の
中
国
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
ご

く
限
ら
れ
た
一
端
と
は
い
え
示
せ
た
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
本
論
第
五
章
・
第
六
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
こ
の
汪
淇
と
は
、

か
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
汪
象
旭
箋
評
本
の
評
者
で
あ
る
汪
象
旭
そ
の
人
に

他
な
ら
な
い
。
江
流
和
尚
説
話
の
増
補
を
行
い
、
虞
集
の
も
の
と
称
す
る
序
を

附
し
て
百
回
本
『
西
遊
記
』
が
長
春
真
人
の
撰
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
し
た
汪
象

旭
は
、
そ
の
汪
氏
蜩
寄
刊
本
『
鐫
像
古
本
西
遊
證
道
書
』
を
刊
行
し
た
の
と
ち

ょ
う
ど
同
じ
時
期
に
、
周
氏
刊
本
『
万
病
回
春
』
を
盗
版
し
て
争
議
を
呼
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
本
論
第
三
章
・
第
五
章
で
述
べ
て
来
た
通
り
大
業
堂
は
世
徳

堂
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
万
巻
楼
の
後
身
で
あ
る
し
、
こ
れ
よ
り
前
に

か
後
に
か
は
不
明
だ
が
、
李
卓
吾
評
乙
本
を
印
行
し
た
書
坊
で
も
あ
る
。
と
も

す
れ
ば
、
汪
氏
蜩
寄
刊
本
『
鐫
像
古
本
西
遊
證
道
書
』
も
、『
增
定
便
攷
萬
病
囘

春
善
本
』
と
同
じ
よ
う
に
、
版
権
者
に
無
断
で
勝
手
に
翻
刻
し
た
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
亮
工
の
怒
り
は
、
『
万
病
回
春
』
だ
け
で
は
な
く
、

他
の
本
―
―
例
え
ば
、
周
氏
万
巻
楼
の
提
携
書
坊
だ
っ
た
唐
氏
世
徳
堂
が
元
々

刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
百
回
本
『
西
遊
記
』
―
―
も
汪
淇
（
汪
象
旭
）
に
盗
版

さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
、
周
亮
工
に
よ
れ
ば
『
增
定
便
攷
萬
病
囘
春
善
本
』
の
前
段
階
で
は
汪

淇
は
撰
者
を
偽
っ
て
い
た
と
い
う
し
、
件
の
周
亮
工
序
に
お
け
る
抗
議
を
受
け

た
後
に
は
書
名
を
変
え
て
ま
で
印
刷
を
続
け
て
い
た
か
ら
、
汪
氏
蜩
寄
刊
本
の

序
跋
の
信
憑
性
は
、
全
般
的
に
眉
に
唾
を
付
け
て
見
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い

か
。
汪
氏
蜩
寄
が
こ
ん
な
書
坊
だ
と
な
れ
ば
、『
鐫
像
古
本
西
遊
證
道
書
』
の
虞

集
序
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
偽
作
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
か
ろ
う
。 

し
か
し
、『
鐫
像
古
本
西
遊
證
道
書
』
に
つ
い
て
は
、
汪
象
旭
が
新
た
な
評
注

を
附
し
た
り
、
本
文
を
全
体
的
に
節
略
し
た
り
、
従
前
の
百
回
本
の
本
文
に
は

見
え
な
か
っ
た
江
流
和
尚
故
事
を
増
補
し
た
り
し
て
い
る
の
は
事
実
な
の
で
、

単
な
る
機
械
的
な
盗
版
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
百
回
本

『
西
遊
記
』
の
展
開
史
上
で

も
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
第
九
回
の
江
流
和
尚

故
事
へ
の
改
変
は
、
商
売
敵
の
関
係
に
あ
る
書
坊
間
の
鞘
当
て
の
産
物
だ
っ
た

と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

                                         

         

 

１  

方
彦
寿
『
建
陽
刻
書
史
』（
中
国
社
会
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）
三
一
九
～
三

二
五
頁
参
照
。
な
お
、
本
論
第
五
章
で
も
述
べ
た
が
、
劉
孔
教
は
方
彦
寿
『
福

建
刻
書
論
稿
』（
花
木
蘭
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
一
）
四
五
頁
所
掲
の
系
図
に

よ
れ
ば
大
易
の
次
男
で
あ
り
、
進
士
及
第
の
事
実
は
確
認
出
来
な
い
。
王
氏

前
掲
書
の
「
兄
孔
教
」
は
、
恐
ら
く
「
兄
孔
敬
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。 

２  

文
台
は
余
象
斗
の
号
。
本
論
第
五
章
の
注
13
と
注
70
参
照
。 

３  
本
論
第
三
章
参
照
。 

４  
本
論
第
五
章
参
照
。 

５  
拙
稿
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
講
史
小
説
三
種
と
上
元
王
氏
の
双
面
連
式

挿
画
に
つ
い
て
」
（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成
（
九
）
・
小
説

集
〔
三
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
一
四
）
参
照
。 
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６  

拙
稿
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
曰
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
本
の
覆
刻

及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇

一
一
）
、
及
び
注
５
拙
稿
参
照
。 

７  

萃
慶
堂
と
そ
の
歴
代
主
人
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
萃
慶
堂
の
歴
代
主
人
に

つ
い
て
―
―
建
陽
余
氏
刻
書
活
動
研
究(

１)

―
―
附
『
書
林
余
氏
重
修
宗
譜
』

「
書
坊
文
興
公
派
下
世
系
」
第
37
世
ま
で
の
翻
刻
と
校
訂
」（
『
中
国
古
典
小

説
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇
一
六
）
参
照
。 

８  

余
成
章
の
告
白
に
「
本
堂
、
、
斯
講
、
則
出
台
晉
駱
先
生
家
傳
子
弟
者
」
と
あ

る
の
で
（
傍
点
筆
者
）
、
或
い
は
版
木
の
製
作
段
階
か
ら
永
慶
堂
も
関
わ
っ
て

の
共
同
刊
行
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
同
書
は
各
巻
巻
頭
第
四
行

に
「
座
師
太
學
士 

洪
陽 

張 
位
發
刋
」
、
同
第
七
行
に
「 

 
 

潭
城
書

林
䨇
松 

劉
朝
琯
領

」
と
あ
る
の
で
、
形
式
的
に
は
刊
行
者
は
張
位
（
号

洪
陽
、
隆
慶
二
年
の
進
士
）
で
、
劉
朝
琯
（
号
双
松
）
が
実
際
の
刊
刻
作
業

を
請
け
負
っ
た
と
い
う
体
裁
を
採
っ
て
い
る
。 

９  

方
彦
寿
前
掲
論
文
、
同
氏
注
１
書
二
種
、
及
びL

u
cille C

h
ia “P

rin
tin

g for P
rofit 

―T
h

e C
om

m
ercial P

u
blish

ers of Jian
yan

g, F
u

j
ian

(11th
-17th

 C
en

tu
ries”

（H
arvard U

n
iversity A

sia C
en

ter,20
02

）
八
三
頁
参
照
。
方
氏
作
の
系
図
とC

h
ia

氏
作
の
系
図
に
は
小
異
が
あ

る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
不
明
。 

１
０ 

注
７
拙
稿
参
照
。
な
お
、
余
象
斗
の
妻
の
姓
は
不
明
。 

１
１ 

原
文
「
惟
愛
日
堂
者
、
其
板
雖
無
差
訛
、
士
子
观
之
樂
、
然
今
板
已
朦
、

不
便
其
覽
矣
」
。 

１
２ 

余
象
斗
の
次
弟
象
箕
と
三
弟
象
聖
の
妻
は
い
ず
れ
も
鄭
氏
だ
が
（
注
７
拙

稿
参
照
）
、
宗
文
堂
と
は
左
程
近
縁
で
は
な
か
っ
た
も
の
か
？ 

な
お
、
愛
日

堂
が
喬
山
堂
や
安
正
堂
と
い
か
な
る
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
か
は
未
詳
。 

１
３ 

楊
氏
を
妻
と
す
る
余
氏
の
刻
書
家
は
所
見
の
族
譜
に
は
見
え
な
い
が
、
こ

の
族
譜
は
清
末
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
、
漏
れ
も
多
い
（
注
７
拙
稿
参
照
）
。

ま
た
、
余
氏
の
女
性
が
楊
氏
に
嫁
い
だ
可
能
性
も
あ
る
。 

                                        
 

１
４ 

万
巻
楼
仁
寿
堂
刊
本
は
、
注
６
拙
稿
で
紹
介
し
た
序
目
と
巻
一
の
み
の
残

本
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
）
の
他
に
、
附
録
の
二
巻
（
巻
九
・
十
）
と
跋
の

一
部
の
み
の
残
本
も
見
つ
か
っ
た
（
台
湾
中
央
研
究
院
傅
斯
年
図
書
館
蔵
。

各
巻
頭
第
三
行
は
「
書
林 

周
氏 

萬
卷
樓 

刋
行
」
と
な
っ
て
い
る
）
。 

１
５ 

こ
の
残
本
は
注
６
拙
稿
発
表
時
や
本
章
初
出
時
に
は
未
発
見
だ
っ
た
も
の

で
あ
る
。 

１
６ 

磯
部
彰
『
『
西
遊
記
』
資
料
の
研
究
』
（
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）

二
〇
九
頁
。 

１
７ 

原
文
「
餘マ

マ

重
刻
金
陵
等
板
及
諸
書
雜
傳
／
無
関
于
举
業
者
不
敢
贅
録
」
。 

１
８ 

な
お
、
大
塚
氏
は
「
白
話
小
説
の
版
画
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
こ
と
ど
も
」（
『
集

刊
東
洋
学
』
第
一
一
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
八
四
～
八
七
頁
で
、
注
５
・
６

各
拙
稿
や
本
論
第
三
章
・
第
五
章
の
各
初
出
論
文
を
踏
ま
え
て
、
唐
氏
・
周

氏
の
章
回
小
説
刊
本
を
余
象
斗
が
相
次
い
で
覆
刻
し
た
こ
と
と
、
余
氏
三
台

舘
が
そ
の
後
ま
た
同
じ
作
品
群
の
上
図
下
文
本
を
刊
行
し
た
こ
と
の
背
景
を

再
考
さ
れ
て
い
る
。
大
塚
氏
は
江
戸
時
代
の
三
都
の
間
に
見
ら
れ
る
類
版
を

巡
る
争
い
を
念
頭
に
、
①
余
象
斗
が
無
断
で
覆
刻
を
行
っ
た
の
で
唐
氏
・
周

氏
と
争
い
が
起
こ
っ
た
、
②
当
初
は
何
ら
か
の
了
解
の
上
で
覆
刻
が
行
わ
れ

た
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
る
出
版
が
契
約
更
改
を
め
ぐ
っ
て
こ
じ
れ
た
、

等
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
覆
刻
本
の
出
版
か
ら
ほ
ど
な
く

唐
氏
・
周
氏
と
余
氏
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
、
そ
の
た
め
に
覆
刻
本
の
販
売

を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
余
象
斗
が
上
図
下
文
本
を
刊
行
し
た
、
と
の
認
識

に
基
づ
く
仮
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
章
第
三
節
で
見
る
通
り
、
万
暦
半
ば

以
降
も
余
氏
は
唐
氏
・
周
氏
刊
本
を
多
数
重
刊
し
て
い
る
し
、
逆
に
余
象
斗

刊
本
を
周
氏
が
翻
刻
し
た
例
も
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
軋
轢
が
生
じ
て
い

た
と
は
考
え
難
い
。
よ
っ
て
、
①
②
は
ど
ち
ら
も
当
た
ら
ず
、
余
氏
が
上
図

下
文
本
を
改
め
て
刊
行
し
た
理
由
は
別
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
い
ず
れ
別
稿
で
考
察
し
た
い
。 

１
９ 

胡
応
麟
『
経
籍
会
通
』
巻
四
に
「
余
所
見
當
今
刻
本
、
蘇
常
爲
上
、
金
陵
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次
之
、
杭
又
次
之
。
（
中
略
）
閩
本

下
」
と
あ
る
。 

２
０ 
但
し
、C

h
ia

注
９
書
九
四
～
九
五
頁
所
掲
系
図
に
よ
れ
ば
、
熊
体
忠
と
熊

大
木
と
の
共
通
祖
先
は
、
体
忠
の
十
二
世
代
前
ま
で
遡
る
。 

２
１ 

第
二
章
で
詳
し
く
見
た
通
り
、
こ
れ
も
熊
雲
濵
の
名
は
巻
十
六
に
し
か
見

え
ず
、
他
の
巻
頭
の
刊
工
者
名
は
底
本
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
修
本
で

あ
る
天
理
図
書
館
蔵
本
だ
け
に
残
る
封
面
も
、「
金
陵
唐
氏
世
德
堂
校
梓
」
と

唐
氏
の
書
坊
名
の
み
を
記
し
て
い
る
。 

２
２ 

拙
稿
「
『
大
宋
中
興
演
義
』
と
『
皇
明
英
烈
伝
』
の
王
少
淮
双
面
連
式
挿
画

本
を
め
ぐ
っ
て
」
（
瀧
本
弘
之
編
『
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成
（
十
）
・
小
説

集
〔
四
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二
〇
一
七
刊
行
予
定
）
参
照
。 

２
３ 

原
文
「
其
姻
對
峯
周
君
、
圖
付
剞
劂
」
。 

２
４ 

台
湾
国
家
図
書
館
蔵
本
は
九
行
二
十
字
、
各
巻
巻
頭
の
記
載
は
後
述
の
内

閣
文
庫
蔵
本
と
全
く
同
じ
で
、
全
葉
の
版
心
下
部
に
「
積
慶
堂
」
と
あ
り
、

封
面
中
央
の
空
欄
に
陽
刻
長
方
「
怡
怡
堂
」
紅
印
を
捺
す
。
字
様
か
ら
見
て

明
末
清
初
の
翻
刻
と
思
し
い
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
東
亜
図
書
館
蔵
本
は
そ

の
同
版
先
刷
り
で
、
封
面
を
欠
く
。
ま
た
、
十
行
二
十
字
で
封
面
欠
の
上
海

図
書
館
蔵
本
は
、
巻
二
・
三
の
巻
頭
第
五
行
を
「
閩
汀
書
林
居
仁
齋
刋
行
」

と
す
る
が
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
東
亜
図
書
館
が
別
に
所
蔵
す
る
黄
紙
墨
印

の
封
面
に
「
同
治
丁
卯
（
六
年
）
重
鐫
」
「
蘊
經
堂
發
兌
」
「
經
濟
堂
藏
板
」

と
見
え
る
本
と
同
版
で
、
清
版
で
あ
る
。 

２
５ 

他
の
四
欄
の
文
字
は
古
活
字
本
二
種
に
同
じ
。 

２
６ 

原
文
「
坊
間
周
氏
請
刋
木
、
以
廣
其
傳
」
。 

２
７ 

半
葉
当
た
り
の
行
数
を
減
ら
し
て
の
翻
刻
は
、
単
純
な
覆
刻
に
比
べ
て
作

業
手
順
も
版
木
や
紙
の
枚
数
も
増
え
て
コ
ス
ト
高
に
な
り
そ
う
だ
が
、
一
般

に
万
暦
期
の
建
陽
刊
本
は
同
時
期
の
金
陵
刊
本
に
比
べ
て
横
幅
が
狭
い
傾
向

が
あ
る
の
で
（
匡
郭
横
の
内
寸
が
、
建
陽
は
一
二
・
〇
㎝
弱
、
金
陵
は
一
三
・

五
㎝
前
後
の
も
の
が
多
い
）
、
も
し
か
す
る
と
建
陽
で
手
に
入
れ
や
す
い
版
木

や
紙
の
規
格
に
合
わ
せ
る
処
理
だ
っ
た
（
そ
の
方
が
却
っ
て
コ
ス
ト
を
抑
え

ら
れ
た
）
の
か
も
知
れ
な
い
。 

                                        
 

２
８ 

な
お
、
半
葉
十
行
二
十
五
字
で
、
巻
頭
第
四
行
の
刊
行
者
名
を
巻
六
の
み

「
金
陵 

周
曰
校 

應
賢
甫
刋
」
と
す
る
が
、
他
の
巻
で
は
「
晋
江
（
隔
七

格
）
甫
刋
」「
書
林
（
隔
七
格
）
甫
刋
」「
書
林
（
以
下
空
白
）
」
等
と
刊
行
者

名
を
削
去
し
、
封
面
中
央
欄
や
大
尾
の
蓮
牌
木
記
も
文
字
を
全
て
削
り
取
っ

て
い
る
『
新
刋
京
板
批
評
正
百
將
傳
』
十
巻
（
蓬
左
文
庫
蔵
）
と
い
う
、
萃

慶
堂
翻
周
曰
校
刊
本
と
は
別
の
翻
周
曰
校
刊
本
も
存
在
す
る
。
晋
江
と
あ
る

の
で
、
泉
州
の
書
坊
が
関
与
し
た
翻
刻
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
も
各
巻
巻
頭
に

は
刊
行
者
名
を
記
さ
ず
、
凡
例
末
に
「
天
啓
四
年
甲
子
孟
冬
／
武
林

秀
堂

刻
發
行
」
の
長
方
木
記
を
置
く
半
葉
十
行
二
十
三
字
の
『
新
刻
批
評
百
將
傳
』

正
集
十
巻
続
集
四
巻
附
録
一
巻
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
、
蓬
左
文
庫
蔵
）

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
序
の
「
坊
間
周
氏
請
刋
木
、
以
廣
其
傳
」
は
そ
の
ま

ま
で
あ
る
。 

２
９ 

原
文
「
吾
郷
周
氏
、
見
而
悦
焉
、
屬
之
剞
劂
。
介
武
車
駕
・
朱
職
方
問
序

不
侫
」
。 

３
０ 

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
と
上
海
図
書
館
が
同
版
本
を
蔵
す
る
が
、
い

ず
れ
も
封
面
を
欠
く
た
め
、
周
曰
校
万
暦
二
十
八
年
序
刊
本
と
著
録
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
蔵
本
（
原
本
未
見
）
の

書
影
を
同
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
巻
一
首
の
半
葉
の
み
閲
覧
出
来
る
が
、
周
曰
校
刊

本
と
も
萃
慶
堂
覆
周
曰
校
刊
本
と
も
異
版
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
の
後
修
本
か
、

或
い
は
全
く
別
の
第
二
の
覆
刻
本
か
、
待
考
。 

３
１ 

『
美
國
哈
佛
大
學
哈
佛
燕
京
圖
書
館
藏
中
文
善
本
書
志
』（
広
西
師
範
大
学

出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
一
一
九
頁
の
著
録
に
よ
る
。 

３
２ 

余
氏
が
金
陵
刊
本
を
重
刊
す
る
際
は
、
行
数
こ
そ
時
に
減
ら
せ
ど
、
字
様

や
挿
画
は
大
半
が
底
本
に
倣
う
。
一
方
、
唐
氏
・
周
氏
が
建
陽
刊
本
を
重
刊

す
る
場
合
、
こ
の
例
も
熊
大
木
の
講
史
小
説
の
翻
嘉
靖
間
楊
氏
清
江
堂
刊
本

も
、
行
款
・
字
様
・
挿
画
を
一
新
し
て
い
る
。
注
19
の
認
識
に
関
わ
ろ
う
。 

３
３ 
な
お
、
本
論
第
三
章
で
見
た
通
り
、
唐
氏
世
徳
堂
は
活
動
自
体
が
天
啓
ま

で
し
か
確
認
出
来
な
い
。 
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３
４ 
巻
一
首
題
を
「
□
刋
増
補
萬
補、
回
春
」
（
傍
点
筆
者
）
に
誤
る
。 

３
５ 
な
お
、
萃
慶
堂
万
暦
十
七
年
刊
本
の
巻
八
末
に
は
「
龔
氏
家
訓
」
が
附
さ

れ
る
が
、
周
氏
の
万
暦
三
十
年
重
刊
本
や
、
万
暦
二
十
五
年
周
曰
校
重
刊
本

を
底
本
と
す
る
和
刻
本
で
は
、
こ
れ
は
目
録
に
は
載
る
が
本
文
に
は
見
え
な

い
。
周
曰
校
万
暦
十
六
年
刊
本
に
は
あ
っ
た
も
の
か
。 

３
６ 

補
版
の
巻
一
首
題
は
「
重
刋
増
補
萬
病
回
春
」
に
な
っ
て
い
る
。 

３
７ 

更
に
、
東
邦
大
学
額
田
文
庫
医
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
同
書
の
後
修
本

を
蔵
す
る
。
封
面
や
長
方
木
記
は
東
北
大
蔵
本
と
同
版
で
文
字
も
そ
の
ま
ま

だ
が
、
舒
化
序
を
欠
き
、
補
版
の
巻
一
首
題
が
「
三
刻
增
補
萬
病
囘
春
」
、
同

じ
く
補
版
の
巻
八
首
題
が
「
五
刻
增
補
萬
病
囘
春
」
に
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
っ
て

い
る
。 

３
８ 

周
亮
工
は
順
治
年
間
に
福
建
按
察
使
・
福
建
右
布
政
使
・
福
建
左
布
政
使

を
歴
任
し
て
省
内
各
地
に
滞
在
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
そ
も
そ
も
建
陽
刊
本

の
存
在
自
体
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
か
ろ
う
。 

３
９ 

両
者
は
同
版
だ
が
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
は
葉
任
宇
の
刊
記
が
あ
る
葉

を
欠
い
て
お
り
、
唐
廷
仁
刊
本
と
著
録
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 
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終 

章 
 

  
は
じ
め
に 

 

本
論
文
で
は
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
（
成

立
）
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
っ
て
多
種
多
様
な
版
本
が
出
版
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
か
（
展
開
）
、
と
い
う
問
題
の
解
明
を
目
指
し
て
、
序
章
か
ら
第
七

章
ま
で
に
渡
っ
て
、
幾
つ
か
の
系
統
に
分
類
さ
れ
て
い
る
百
回
本
『
西
遊
記
』

の
諸
版
本
の
特
徴
や
相
互
の
関
係
を
把
握
す
る
作
業
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の

出
版
に
携
わ
っ
た
書
坊
の
活
動
状
況
を
把
握
す
る
作
業
、
そ
し
て
陳
元
之
「
刋

西
逰
記
序
」
と
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」
条
と
い
う
百
回
本
成
立
史

を
語
っ
た
二
つ
の
資
料
に
名
の
見
え
る
人
物
に
つ
い
て
解
明
す
る
作
業
を
進
め

て
来
た
。
こ
の
終
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
総
合
し
て
、
陳
元
之
「
刋
西
逰

記
序
」
と
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」
条
に
対
す
る
新
し
い
解
釈
を
提

示
し
、
万
暦
二
十
年
序
刊
の
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
初
刻
本
こ
そ
が
初
め
て
編
ま
れ

た
百
回
本
『
西
遊
記
』
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
世
徳
堂
本
の
本
文

が
先
行
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
改
変
を
加
え
て
成
立
し
た
も
の
な
の

か
を
解
き
明
か
し
た
上
で
、
百
回
本
成
立
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
各
章
の
成
果

を
踏
ま
え
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

 

一
、
百
回
本
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て 

 
 

（
１
）
陳
元
之
序 

 

序
章
や
第
三
章
で
触
れ
た
通
り
、
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
に
よ
っ
て
見
る
こ

と
が
出
来
る
陳
元
之
序
に
は
、
世
徳
堂
初
刻
本
の
刊
行
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
陳
元
之
と
い
う
人
物
は
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
が
刊
行
し
た
多
く
の

小
説
・
戯
曲
の
校
訂
者
・
評
釈
者
と
し
て
名
を
残
す
陳
氏
尺
蠖
齋
と
同
一
人
物

で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
（
第
三
章
参
照
）
、
世
徳
堂
の
事
情
に
通
じ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
内
容
に
は
一
定
の
信
頼
を
置
い
て
良
い
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
前
提
の
上
で
、
序
章
に
全
文
を
引
い
た
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊
本
の
台
湾

故
宮
博
物
院
蔵
本
（
故
宮
世
本
）
の
陳
元
之
序
か
ら
、
世
徳
堂
初
刻
本
の
刊
行

に
関
す
る
要
点
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

ま
ず
、
陳
元
之
は
「
西
遊
一
書
、
不
知
其
何
人
所
為
。
或
曰
出
今
天
潢
何
侯

王
之
國
、
或
曰
出
八
公
之
徒
、
或
曰
出
王
自
製
」
と
述
べ
て
、『
西
遊
記
』
の
作

者
の
名
は
当
時
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
る
藩
王
の
王
府
で
作
ら
れ
た
（
出
今
天

潢
何
侯
王
之
國
）
と
か
、
王
侯
の
食
客
の
作
品
で
あ
る
（
出
八
公
之
徒
）
と
か
、

藩
王
自
身
の
手
に
な
る
（
出
王
自
製
）
と
か
い
っ
た
噂
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
し
か
し
、
陳
元
之
は
そ
れ
が
ど
の
王
府
で
あ
っ
た
の
か
に
は
全
く
触
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れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
序
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
『
（
天
啓
）
淮
安
府

志
』
三
十
二
巻
（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
の
巻
十
九
「
藝
文
志
一
」
の
「
呉
承

恩
：
射
陽
集
四
册 

卷
、
春
秋
列
傳
序
、
西
遊
記
」
と
い
う
著
録
１

を
根
拠
に

章
回
小
説
『
西
遊
記
』
の
作
者
を
呉
承
恩
と
看
做
す
立
場
か
ら
呉
承
恩
が
荊
王

府
の
紀
善
を
務
め
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
す
る
説
２

、
周
弘
祖
『
古
今
書
刻
』

に
著
録
さ
れ
る
魯
府
刊
本
『
西
遊
記
』
と
登
州
府
刊
本
『
西
遊
記
』
と
に
結
び

付
け
る
説
３

、
後
述
の
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』「
西
遊
記
誤
」
条
に
引
く
周
如
山

の
証
言
に
見
え
る
「
周
邸
」
と
結
び
付
け
る
説
４

な
ど
が
入
り
乱
れ
て
お
り
、

百
回
本
『
西
遊
記
』
の
成
立
史
を
検
討
す
る
上
で
の
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い

る
。 

 

陳
元
之
序
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
箇
所
は
、
世
徳
堂
初
刻
本
そ
の
も
の
の

刊
行
の
経
緯
を
伝
え
る
、「
唐
光
禄
既
購
是
書
、
竒
之
、
益
俾
好
事
者
為
之
訂
校
、

秩
其
巻
目
梓
之
、
凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
餘
、
而
充
叙
於
余
」
と
い
う
く
だ
り

で
あ
る
。
こ
の
唐
光
禄
な
る
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
従
来
様
々
な

説
が
あ
っ
た
が
、
本
論
第
三
章
に
お
い
て
、
こ
れ
は
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
の
主
人

で
あ
っ
た
唐
廷
仁
（
字
国
寿
、
号
龍
泉
）
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
し
て
み

れ
ば
、
こ
の
く
だ
り
は
、
世
徳
堂
主
人
た
る
唐
廷
仁
が
世
徳
堂
刊
本
の
祖
本
を

購
入
し
て
、「
訂
校
」
し
た
上
で
「
巻
目
を
帙
」
し
て
刊
行
し
た
と
い
う
意
味
に

他
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
訂
校
」
や
「
巻
目
を
帙
」
す
と

い
う
作
業
を
実
際
に
唐
廷
仁
自
身
が
行
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
お
抱
え
の
校
訂
者

に
や
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
唐
廷
仁
の
意
向
と
指

示
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
「
訂
校
」
や

「
巻
目
を
帙
」
す
と
い
う
の
が
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
の
規
模
の
作
業
だ
っ
た

の
か
で
あ
る
。 

 

（
２
）『
休
庵
影
語
』 

 

こ
こ
で
い
っ
た
ん
陳
元
之
序
を
離
れ
、
盛
於
斯
『
休
庵
影
語
』
「
西
遊
記
誤
」

条
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
百
回
本
の
成
立
史
に
関
わ
る
の
は 

余
幼
時
讀
『
西
遊
記
』
、
至
「
清
風
嶺
唐
僧
遇
怪 

木
棉
菴
三
藏
談
詩
」
、

心
識
爲
其
後
人
之
偽
筆
、
遂
抹
殺
之
。 

 
 

 

後
十
餘
年
、
會
周
如
山
云
、「
此
様
抄
本
、
初
出
自
周
邸
、
及
授
梓
時
訂

書
、
以
其
數
不
滿
百
、
遂
增
入
一
囘
、
先
生
疑
者
、
得
毋
是
乎
？
」 

と
い
う
く
だ
り
で
あ
っ
た
。
序
章
で
も
触
れ
た
が
、
こ
れ
は 

・
盛
於
斯
は
幼
い
頃
に
『
西
遊
記
』
を
読
ん
だ
際
、「
木
棉
菴
談
詩
」
の
話

（
現
存
の
ど
の
百
回
本
に
も
こ
れ
と
同
じ
回
目
は
見
え
な
い
が
、
第
六

十
四
回
の
木
仙
菴
で
植
物
の
精
た
ち
に
囲
ま
れ
て
詩
を
詠
む
話
に
当
た

る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
異
体
字
の
相
違
を
除
け
ば
、
ど
の
百
回
本
も

第
六
十
四
回
の
回
目
は
「
荊
棘
嶺
悟
能
努
力 

木
仙
菴
三
蔵
談
詩
」
と

な
っ
て
い
る
）
を
後
人
の
偽
作
と
受
け
止
め
た
。 

・
後
に
周
如
山
か
ら
「
『
西
遊
記
』
は
も
と
も
と
「
周
邸
」
か
ら
抄
本
が
出

た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
校
訂
し
た
際
に
、
全
百
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回
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、（
全
百
回
と
す
る
た
め
に
）
一
回
分
の

話
を
増
や
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
が
偽
作
だ
と
疑
っ
て
い
る

話
こ
そ
が
、
ま
さ
に
そ
の
追
加
さ
れ
た
回
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
」
と
聞
い
た
。 

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
盛
於
斯
の
疑
問
と
周
如
山
の
証
言
は
分
け
て
考
え
る

べ
き
で
、
第
六
十
四
回
を
偽
作
だ
と
断
じ
て
い
る
の
は
盛
於
斯
だ
け
で
あ
り
、

周
如
山
は
「
周
邸
」
か
ら
出
た
抄
本
を
元
に
刊
本
を
出
す
際
に
校
訂
が
施
さ
れ
、

全
百
回
に
す
る
た
め
に
一
回
が
補
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、「
あ
な

た
の
言
う
第
六
十
四
回
こ
そ
が
そ
れ
な
の
で
は
な
い
か
」
と
の
推
測
を
示
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
周
如
山
は
ど
の
回
が
刊
行
時
に
増
や
さ
れ
た
一

回
な
の
か
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

第
五
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
周
如
山
は
確
か
に
金
陵
の
書
坊
周
氏
大

業
堂
の
主
人
周
文
煒
（
字
赤
之
、
号
如
山
、
如
山
は
時
に
字
と
し
て
も
用
い
た
）

で
あ
り
、
か
つ
盛
於
斯
の
親
友
た
る
周
亮
工
の
父
で
も
あ
っ
た
。
周
氏
大
業
堂

は
周
氏
万
巻
楼
の
実
質
的
な
後
継
書
坊
で
あ
っ
た
が
、
万
巻
楼
は
「 
萬
曆
十

六
年
歳
次
戊
子
孟
秋
／ 

之
吉
／
（
一
行
空
白
）
／
周
藩
海
陽
王
崑
湖
勤
炵
撰
」

の
跋
を
持
つ
『
新
刋
萬
病
囘
春
』
八
巻
を
万
暦
十
六
年
・
二
十
五
年
・
三
十
年

と
三
度
も
刊
行
し
て
い
る
な
ど
、
周
藩
と
繋
が
り
の
あ
る
書
坊
で
あ
っ
た
。
そ

の
上
、
如
山
周
文
煒
の
妻
は
周
藩
の
分
家
た
る
胙
城
王
の
娘
で
あ
り
、
彼
自
身

も
周
藩
の
あ
る
河
南
祥
符
で
出
生
し
、
籍
も
生
涯
そ
こ
に
置
い
て
い
た
。 

 

と
な
れ
ば
、
そ
の
周
如
山
が
「
周
邸
」
、
つ
ま
り
周
王
府
（
周
藩
）
か
ら
『
西

遊
記
』
の
抄
本
が
出
た
と
証
言
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
根
も
葉
も
な
い
妄
言

な
ど
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
て
の
発
言
に
違
い
な
い
。
周
藩
か
ら

抄
本
が
出
た
と
い
う
周
如
山
の
証
言
に
は
、
大
い
に
信
を
置
く
べ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
。 

 

更
に
、
本
論
第
三
章
・
第
五
章
・
第
七
章
で
見
た
よ
う
に
、
周
氏
万
巻
楼
は

唐
氏
世
徳
堂
と
同
郷
の
江
西
金
谿
出
身
者
が
営
む
書
坊
で
あ
り
、
両
者
の
間
に

は
万
暦
前
期
か
ら
一
貫
し
て
密
接
な
業
務
提
携
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
書
坊
が
同
じ
王
少
淮
と
い
う
画
工
を
起
用
し
た
双
面
連
式
挿
画
を
持

つ
章
回
小
説
刊
本
を
互
い
に
重
複
す
る
こ
と
な
く
陸
続
と
刊
行
し
続
け
て
い
た

の
は
、
ま
さ
に
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』
が
出
版
さ
れ
た
万
暦
二
十
年
前
後
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
書
坊
名
と
し
て
使
う
の
は
如
山
周
文
煒
に
始
ま
っ
た

と
思
し
き
大
業
堂
も
、
そ
の
時
期
に
世
徳
堂
が
刊
行
し
た
『
唐
書
志
伝
題
評
』

や
『
東
西
両
晋
志
伝
題
評
』
の
版
木
を
後
に
継
承
し
、
後
印
本
を
印
行
し
て
い

る
と
い
う
縁
が
あ
る
。 

つ
ま
り
、
周
如
山
は
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』
の
刊
行
事
情
を
耳
に
し
得
る

立
場
だ
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
周
如

山
の
言
う
「
及
授
梓
時
訂
書
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
陳
元
之
が
言
う
「
益
俾

好
事
者
為
之
訂
校
、
秩
其
巻
目
梓
之
、
凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
」
と
同
じ
こ
と

を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
５

。 
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そ
う
考
え
て
み
る
と
、
陳
元
之
序
が
ど
こ
か
の
王
府
の
関
与
を
ほ
の
め
か
し

て
い
る
の
と
、
周
如
山
が
「
此
様
抄
本
、
初
出
自
周
邸
」
と
断
言
し
て
い
る
の

も
、
や
は
り
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
陳
元
之
は
ど
こ

の
藩
府
か
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
か
、
或
い
は
知
っ
て
い
て
も
ぼ
か
し
て
い
た

け
れ
ど
も
、
世
徳
堂
の
提
携
書
坊
の
主
人
に
し
て
周
藩
の
姻
戚
で
も
あ
る
周
如

山
は
、
息
子
の
親
友
に
自
分
の
知
る
真
相
を
伝
え
た
の
で
は
な
い
か
。
但
し
、

第
五
章
で
確
認
し
た
生
年
に
よ
れ
ば
、
如
山
周
文
煒
は
万
暦
二
十
年
に
は
ま
だ

十
一
歳
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
世
徳
堂
刊
本
『
西
遊
記
』
の
刊
行
当
時
は
ま
だ

本
格
的
に
家
業
に
携
わ
っ
て
い
た
訳
で
は
無
く
、
そ
れ
故
に
ど
の
回
が
増
補
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
詳
細
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
休
庵
影
語
』
に

引
か
れ
る
証
言
も
、
或
い
は
周
氏
の
第
一
世
代
な
り
唐
氏
な
り
の
誰
か
か
ら
後

か
ら
聞
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

な
お
、
前
述
の
通
り
、
陳
元
之
序
の
ほ
の
め
か
す
ど
こ
か
の
王
府
に
つ
い
て

は
、『
古
今
書
刻
』
に
「
西
遊
記
」
の
刊
行
元
と
し
て
見
え
る
魯
王
府
や
、
呉
承

恩
が
紀
善
と
し
て
仕
え
た
荊
王
府
と
看
做
す
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
魯
王
府
に
つ
い
て
言
え
ば
、
丘
処
機
が
登
州
の
人
で
あ
る
の
を
挙

げ
て
『
長
春
真
人
西
遊
記
』
の
こ
と
と
見
る
呉
聖
昔
氏
の
見
解
６

が

も
説
得

力
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
五
章
で
見
た
通
り
周
氏
万
巻
楼
は

魯
王
府
の
官
刻
本
た
る
『
新
刋
魯
府
禁
方
』
四
巻
の
刊
行
作
業
を
万
暦
二
十
二

年
に
請
け
負
っ
て
い
た
か
ら
、
如
山
周
文
煒
は
魯
王
府
の
出
版
事
情
に
も
あ
る

程
度
は
通
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
世
徳
堂
刊
本
の
基
づ
い
た

王
府
本
が
魯
王
府
か
ら
出
た
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
世
徳
堂
の
筋
か
ら

も
魯
王
府
の
筋
か
ら
も
知
り
得
る
立
場
の
周
如
山
は
、「
周
邸
」
と
は
言
わ
ず
に

「
魯
邸
」
と
言
う
は
ず
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
荊
王
府
説
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
呉
承
恩
作
者
説
自
体
が
根
拠
薄

弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
側
か
ら
の
有
力
な
根
拠
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
黄
虞
稷
（
一
六
二
九
～
一
六
九
一
）『
千
頃
堂
書
目
』
に
「
呉

承
恩
西
遊
記
」
が
史
部
地
理
類
の
書
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
呉
承
恩
作
者
説
を
堅
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
を
黄
虞
稷
の
誤
り
だ

と
か
勘
違
い
だ
と
か
し
て
処
理
す
る
よ
り
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
第
五
章
で
見

た
よ
う
に
、
黄
虞
稷
は
周
如
山
の
息
子
周
亮
工
の
門
人
で
、
し
か
も
亮
工
の
息

子
在
浚
と
共
著
で
『
徴
刻
唐
宋
秘
本
書
目
』
一
巻
を
編
ん
で
い
る
人
物
で
あ
り
、

『
千
頃
堂
書
目
』
に
は
周
如
山
の
父
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
「
周
廷
槐
『
大
業
堂

書
目
』
二
卷
」
ま
で
著
録
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
周
氏
大
業
堂
一
族

と
関
わ
り
の
深
い
黄
虞
稷
で
あ
る
か
ら
、
大
業
堂
が
李
卓
吾
評
乙
本
を
印
行
し

た
こ
と
も
あ
る
７

章
回
小
説
『
西
遊
記
』
を
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
史
部
地
理
類

の
書
と
勘
違
い
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 
以
上
の
よ
う
に
、
尺
蠖
齋
陳
元
之
と
如
山
周
文
煒
は
い
ず
れ
も
世
徳
堂
刊
本

の
刊
行
の
経
緯
を
伝
え
て
お
り
、
両
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
陳
元
之
が
言
う
世
徳
堂
刊
本
刊
行
時
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の
「
益
俾
好
事
者
為
之
訂
校
、
秩
其
巻
目
梓
之
、
凡
二
十
巻
數
十
萬
言
有
」
と

い
う
作
業
は
、
周
如
山
の
言
う
「
以
其
數
不
滿
百
、
遂
增
入
一
囘
」
に
当
た
る

作
業
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
８

。
そ
う
な
る
と
、
必
然
的
に
世
徳
堂
刊
本

こ
そ
が
初
め
て
の
百
回
本
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

（
３
）
聖
僧
歴
難
簿
と
「
遂
增
入
一
囘
」 

 

こ
れ
が
確
か
だ
と
す
る
と
、
世
徳
堂
刊
本
で
増
補
さ
れ
た
一
回
と
は
、
一
体

ど
の
回
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
盛
於
斯
が
疑
っ
て
い
る
第
六
十
四
回
は
、
太
田
辰

夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
比
較
的
来
歴
の
古
い
話
な
の
で
、
世
徳
堂
刊
本

刊
行
時
の
増
補
と
は
考
え
に
く
い
９

。 

 

そ
こ
で
、
今
一
度
華
陽
洞
天
主
人
校
本
型
の
聖
僧
歴
難
簿
に
よ
っ
て
こ
の
問

題
を
考
え
て
み
よ
う
。
世
徳
堂
本
そ
の
も
の
に
お
い
て
話
柄
の
再
編
が
行
わ
れ

た
と
な
れ
ば
、
華
本
型
歴
難
簿
は
周
藩
か
ら
出
た
抄
本
（
或
い
は
そ
の
更
な
る

祖
本
）
の
話
柄
の
配
列
順
序
を
伝
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

世
徳
堂
本
に
お
い
て
新
た
に
一
回
分
が
増
補
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
増
補

さ
れ
た
回
に
対
応
す
る
難
は
、
華
本
型
歴
難
簿
に
は
見
え
な
い
は
ず
だ
。
つ
ま

り
、
華
本
型
聖
難
簿
に
対
応
す
る
難
が
無
い
回
こ
そ
、
世
徳
堂
刊
本
に
お
い
て

増
補
さ
れ
た
一
回
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

そ
こ
で
、
第
一
章
表
２
を
仔
細
に
見
る
と
、
第
十
三
回
の
長
安
出
立
か
ら
第

九
十
八
回
の
天
竺
到
着
ま
で
の
唐
三
蔵
西
天
取
経
の
道
の
り
を
描
く
中
で
ち
ょ

う
ど
一
回
だ
け
、
華
本
型
は
お
ろ
か
李
本
型
で
も
陳
本
型
で
も
、
要
す
る
に
あ

ら
ゆ
る
版
本
の
聖
僧
歴
難
簿
に
お
い
て
、
難
が
一
つ
も
配
当
さ
れ
て
い
な
い
回

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
第
三
十
六
回
「
心
猿
正
處
諸
縁
伏 

劈
破
傍

門
見
月
明
」
（
回
目
は
故
宮
世
本
本
文
に
よ
る
）
だ
１
０

。 

 

こ
の
第
三
十
六
回
は
三
蔵
一
行
が
や
た
ら
に
詩
を
詠
み
な
が
ら
勅
賜
宝
林
寺

に
到
着
し
、
寺
の
僧
た
ち
を
ち
ょ
っ
と
お
ど
か
し
た
上
で
投
宿
す
る
こ
と
に
な

り
、
一
行
が
庭
で
月
を
見
上
げ
て
ま
た
詩
の
や
り
と
り
を
し
て
終
わ
る
、
と
い

う
内
容
的
に
も
異
色
の
回
で
、
こ
の
回
の
出
来
事
は
確
か
に
八
十
一
難
に
入
れ

る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
中
野
美
代
子
氏
は
、
六
の
二
乗
数
を
掲
げ
る
こ
の
回

で
「
何
の
難
も
起
こ
ら
な
い
」
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
１
１

。 

 

そ
し
て
、
こ
の
宝
林
寺
で
は
、
次
の
第
三
十
七
回
の
冒
頭
で
三
蔵
の
夢
に
国

王
の
霊
が
出
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
分
則
本
の
陽
至
和
編
本
や
朱
鼎
臣
編

本
で
は
、
百
回
本
の
冗
長
な
詩
の
や
り
と
り
な
ど
な
く
、
寺
に
着
く
や
直
ち
に

そ
の
事
件
が
起
こ
る
し
、
序
章
に
挙
げ
た
百
回
本
以
前
の
物
語
を
伝
え
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
諸
資
料
の
中
で
、
こ
の
第
三
十
六
回
の
話
を
持
つ
も
の
は
一
つ

し
か
な
い
。
そ
の
一
つ
と
は
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
な
の
だ
が
、
こ
の

資
料
は
序
章
で
も
触
れ
た
通
り
清
代
の
百
回
本
を
底
本
と
す
る
邦
訳
を
明
ら
か

に
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
を
田
中
智
行
氏
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
１
２

、

世
徳
堂
本
以
前
に
こ
の
話
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
に
は
足
ら
な
い
。 

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
万
暦
二
十
年
序
刊
の
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
『
新
刻

出
像
官
板
大
字
西
逰
記
』
１
３

二
十
巻
百
回
と
は
、
周
邸
か
ら
出
た
抄
本
に
校
訂
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を
加
え
、
話
柄
の
配
列
順
序
を
改
め
つ
つ
、
第
三
十
六
回
を
新
た
に
作
り
出
し

て
加
え
る
こ
と
で
成
立
し
た
、
史
上
初
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
、
百
回
本
成
立
史
に
つ
い
て
の
本
論
に
お
け
る
結
論
と
し
た
い
。 

 
 

二
、
百
回
本
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て 

 

そ
う
な
る
と
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
と
は
、
万
暦
二
十
年
に
な
っ
て
初
め
て

現
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
本
論
第
二
章
や
第
四
章
で
見
た

通
り
、
そ
れ
か
ら
も
の
の
二
十
年
と
経
た
な
い
う
ち
に
熊
雲
濵
覆
世
徳
堂
刊

本
・
『
唐
僧
西
遊
記
』
・
楊
閩
斎
刊
本
・
李
卓
吾
評
初
刻
本
（
後
修
が
施
さ
れ
る

前
の
丙
本
）
等
の
百
回
本
が
陸
続
と
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
万
暦
四
十
年
頃
に
は

李
卓
吾
評
本
が
銭
希
言
に
よ
っ
て
『
水
滸
伝
』
と
併
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て

い
た
。
百
回
本
『
西
遊
記
』
は
成
立
か
ら
極
め
て
迅
速
に
普
及
し
て
い
た
の
で

あ
る
。 

 

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
迅
速
な
展
開
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
従
来
の
章
回
小
説

の
版
本
研
究
に
お
い
て
常
に
言
わ
れ
て
来
た
各
地
の
書
坊
間
の
競
争
の
結
果
と

い
う
一
面
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
論
第
七

章
で
確
認
し
た
、
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
や
周
氏
万
巻
楼
が
持
っ
て
い
た
他
地
域
（
特

に
建
陽
）
の
異
姓
書
坊
と
の
広
域
的
連
携
が
大
き
く
作
用
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
初
の
百
回
本
『
西
遊
記
』
で
あ
っ
た
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
は
、
そ

の
建
陽
の
書
坊
と
の
連
携
を
背
景
と
し
て
、
刊
行
か
ら
ほ
ど
な
く
熊
雲
濵
に
よ

り
覆
刻
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
陵
と
建
陽
と
い
う
当
時
の
商
業
出
版
の
中

心
地
で
殆
ど
間
を
置
か
ず
に
刊
行
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
百

回
本
が
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
多
数
の
読
者
を
獲
得
し
、
評
判
が
評
判
を
呼
ん
で

短
期
間
で
多
く
の
版
本
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
第
七
章
の
小
結
で
汪
象
旭
箋
評
本
の
誕
生
の
背
景
を
確
認
し
た

通
り
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
の
展
開
に
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
書
坊
間
の
競
争

が
大
き
く
作
用
し
た
実
例
も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
地
の
書
坊
間
の

連
携
と
対
立
と
が
ど
ち
ら
も
あ
っ
て
こ
そ
、
万
暦
二
十
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く

成
立
し
た
百
回
本
『
西
遊
記
』
は
、
嘉
靖
年
間
に
は
既
に
現
行
の
形
が
ほ
ぼ
固

ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
『
三
国
演
義
』
や
『
水
滸
伝
』
と
並
ぶ
四
大
奇
書

の
一
角
を
占
め
る
ま
で
の
急
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
本
論
に
お
い
て
は
扱
い
を
保
留
し
た
分
則
本
も
、
清
末
ま
で
陽
至
和

編
本
の
刊
行
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
万
暦
年
間
に

百
回
本
が
成
立
し
、
そ
れ
が
急
速
に
普
及
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が

章
回
小
説
『
西
遊
記
』
の
全
て
と
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
分
則
本
を
百
回
本
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て

別
途
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

                                         

         

 

１  

『
（
康
熙
）
淮
安
府
志
』
十
三
巻
首
一
巻
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
東

洋
文
庫
等
蔵
）
の
巻
十
二
「
藝
文
志
」
に
も
同
文
が
見
え
る
。
一
方
、
黄
虞



230 
 

                                        
 

稷
『
千
頃
堂
書
目
』
巻
八
「
地
理
類
下
」
に
も
「
呉
承
恩
『
西
遊
記
』
」
が
著

録
さ
れ
て
お
り
、
呉
承
恩
作
者
否
定
説
の
立
場
か
ら
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。 

２  
曹
炳
建
「
《
西
遊
記
》
世
徳
堂
本
研
究
二
題 

」
（
『
東
南
大
学
学
報
（
哲
学

社
会
科
学
版)

）
第
十
一
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
九
）
等
。 

３  

太
田
辰
夫
「
魯
府
本
西
遊
記
と
『
西
遊
釈
厄
伝
』
」
（
同
氏
『
西
遊
記
の
研

究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
四
）
第
十
三
章
）
、
黄
永
年
「
前
言
」
（
『
黄
周
星

定
本
西
遊
証
道
書 
西
遊
記
』
所
収
、
中
華
書
局
、
一
九
九
三
）
等
。 

４  

曹
炳
建
『
《
西
遊
記
》
版
本
源
流
考
』
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
）
第
三

章
第
三
節
（
同
氏
注
２
論
文
と
は
若
干
見
解
が
変
わ
っ
た
点
が
あ
る
）
等
。 

５  

呉
聖
昔
「
論
《
西
遊
記
》
魯
本
和
周
本
信
息
的
異
同
性
」
（
『
上
海
大
学
学

報
（
社
会
科
学
版
）
』
第
七
巻
第
二
期
）
が
、
筆
者
の
結
論
と
同
様
に
、
陳
元

之
序
と
周
如
山
の
証
言
は
同
じ
時
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
だ

と
す
る
。
但
し
、
呉
氏
は
周
如
山
が
大
業
堂
主
人
で
あ
っ
た
可
能
性
ま
で
は

視
野
に
入
れ
て
い
て
も
、
大
業
堂
と
世
徳
堂
が
提
携
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に

ま
で
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
両
者
が
指
し
て
い
る
の
が
世
徳
堂

刊
本
の
刊
行
時
の
事
情
で
あ
っ
た
「
可
能
性
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
み
で
、

ま
さ
に
世
徳
堂
刊
本
の
刊
行
時
の
出
来
事
そ
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
見
る

筆
者
の
結
論
と
は
、
意
味
合
い
が
些
か
異
な
る
。 

６  

呉
聖
昔
「
《
西
遊
記
》
府
本
揭
秘
─
─
兼
談
登
州
府
本
之
真
相
」（
『
明
清
小

説
研
究
』
二
〇
〇
〇
年
第
二
期
）
。 

７  

大
業
堂
が
李
卓
吾
評
乙
本
の
版
木
を
所
有
し
て
い
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

大
業
堂
の
封
面
を
持
つ
パ
リ
李
本
は
、
現
存
の
乙
本
の
中
で
も
刷
り
が
早
い

方
で
あ
っ
た
か
ら
（
本
論
第
四
章
参
照
）
、
『
千
頃
堂
書
目
』
が
編
ま
れ
る
頃

に
は
、
既
に
大
業
堂
は
李
卓
吾
乙
本
を
印
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
仮
に
パ
リ
李
本
が
『
千
頃
堂
書
目
』
成
立
後
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
周
如
山
の
証
言
や
『
休
庵
影
語
』
の
成
立
が
『
千
頃
堂
書
目
』

に
先
行
す
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
黄
虞
稷
と
周
亮
工
・
周
在
浚
の
関
わ
り
の

深
さ
を
思
え
ば
、
黄
虞
稷
が
何
ら
か
の
形
で
周
如
山
の
こ
の
話
を
知
っ
て
い

た
可
能
性
も
十
分
に
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
黄
虞
稷
が
章
回
小
説
『
西
遊
記
』

                                        
 

を
史
部
地
理
類
の
書
と
勘
違
い
す
る
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

８  

江
流
和
尚
故
事
を
韻
文
で
略
述
す
る
の
み
と
す
る
処
理
が
こ
の
際
に
行
わ

れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
唐
廷
仁
が
入
手
し
た
抄
本
の
時
点
で
既
に
な

さ
れ
て
い
た
の
か
が
大
き
な
問
題
と
し
て
残
る
が
、
分
則
本
と
の
関
係
を
視

野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
論
文
で
は
検
討
を
保
留
す
る
。 

９  

太
田
注
３
書
二
一
八
頁
。 

１
０  

な
お
、
華
本
型
歴
難
簿
で
は
他
に
第
十
七
回
に
も
難
が
配
当
さ
れ
て
い
な

い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
第
一
章
で
も
確
認
し
た
通
り
、
第
十
七

回
は
第
十
六
回
で
登
場
し
た
黒
大
王
と
戦
っ
て
決
着
を
着
け
る
話
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
内
容
的
に
欠
か
せ
な
い
回
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
ち
ら
が
世
徳
堂
本
に
お
け
る
増
補
回
だ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。 

１
１ 

中
野
美
代
子
『
西
遊
記
―
―
ト
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル
ド
探
訪
―
―
』（
岩
波
新

書
、
二
〇
〇
〇
）
七
九
～
八
〇
頁
。 

１
２ 

田
中
智
行
「
龍
谷
大
学
図
書
館
藏
『
玄
奘
三
蔵
渡
天
由
来
縁
起
』
翻
刻
（
一
）

附
解
題
」
（
『
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。 

１
３ 

巻
首
題
の
「
官
板
」
と
い
う
角
書
も
、
或
い
は
周
王
府
か
ら
出
た
抄
本
に

よ
る
と
い
う
意
味
合
い
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、

「
官
板
」
と
い
う
角
書
は
、
周
氏
万
巻
楼
刊
本
や
建
陽
余
氏
刊
本
を
含
む
同

時
期
の
坊
刻
本
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
（
特
に
周
曰
校
刊
本
に

多
い
）
、
「
官
板
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
う
し
た
書
物
の
実
態
と
併
せ
て

考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
唐
廷
仁
が
周

王
府
由
来
の
抄
本
を
購
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
既
に
『
万
病
回
春
』
の
万

暦
十
六
年
初
刻
本
に
お
い
て
周
藩
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
周
氏
万
巻
楼
が

一
役
買
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 




