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金

.朝

の

賓

錬

藤

枝

晃

′

ま

へ

が

き

『
金
史
』
は
き
は
め
て
短
日
月
の
問
に
作
-
上
げ
た

も
の
で

あ
る
か
ら
､
あ
-
合
は
せ
の
材
料
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
と
つ

て
出
来
た
と
考

へ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
ー
そ
の
材
料
の
も
り
そ

れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
が
そ
の
ま
ま

『
金
史
』
に
あ
ら
ほ
れ
て
ゐ

る
｡
そ
の
も
っ
と
も
主
要
な
材
料
は
歴
朝
の

『
安
藤
』
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
が
､
同
七
史
館
で
作
る

『
茸
録
』
で
常

.な
が

ら
T

一
つ
1
つ
の

『
賓
錬
』
が
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
艇
を
も
ち
)
を

ヽ
ヽ

れ
ぞ
れ
の
特
質
と
か
く
せ
と
か
い
つ
た
様
な
も
の
を
も
っ
て
ゐ

る
｡
そ
の
速
が
.『
金
史
』
の
中
に
大
鰐
認
め
る
こ
と
が
で
き
TO

/

や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
｡

金
朝
で
は
次
に
表
に
示
し
た
様
に
十
部
の
『
賛
錬
』
が
作
ら

れ
た
｡
大
牌
か
ら
い
ふ
と
.
世
宗
以
後
と
渥
陵
以
前
と
で
ス
タ

イ
ル
が
非
常
に
ち
が
つ
で
ゐ
る
こ
と
娃
容
易
に
認
め
得
る
の
で

あ
る
が
'
細
か
く
み
る
と
､
S
ま
言
っ
た
様
に
､

t
つ
1
つ
に

･
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
?
こ
の
程

『金
史
』
を

l

講
す
る
横
倉
が
あ
っ
た
の
で
'
以
下
､
い
さ
さ
か
知
り
得
た
所

を
書
き
つ
け
て
お
き
た
い
｡

7 16

(
名

稀
)

(琴

敦
)

二

組

宗

鷺

錬

三

春

(尭
朝
賛
蝕
'
始
組
以
下
十

帝賛録
)

】
｢

太

粗

宴

録

二

十
怨

宗 耶完 (
監

顔 修

者＼_/

律

麹

‡弼 越鼠

(
完

成
)

(
『
金
史
』
の
参
照
箇
所
)

自説
統

元
年

′
.
本
畢

･廃

園
億

皇
統

八
年

本
紀
､
66

崩

侍
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≡
.
太

宗

箕

錬

四
､
願

宗

賓

錬

五
.
海

陵

箕

録

六
､
(
容

易

茸

録
)

七
､
世

宗

資

錬

八
.
(
額

琴

･資

録
)

九
.
茸

宗
資

錬

(
衛

紹

賛

錬
)

十
､-
窒

素

鷺

錬

S
Q
(

斯
甥
頭
伽

･

㌫
訴
撃

本
紀
~
議

書

t
等

望
孟

∫

+十

番

醍

.
景

仁
.
I

結

石

烈

良

錦

十

八

巻

.･*
石

巻亀日二
十
懇

爽売高張

谷

帝

臣

岩 野汝 顔

虚 簡撤 邑

大
兄
十

一
年

明

白

四

年

.

承
安
三
年
(?
)

輿

定

四

年

-

正

大

五

年
･

本
紀
､
花
梨
英
侍
､
98
匡
侍

L本
紀
､

完
嶺
匡
侍

本
紀
､
106
張
行
簡
侍

106
雷
金
談
侍

126
玉
葉
鹿
侍

*
巻
数

は

『
三
史
質
疑
』
に
よ
る
｡

こ
の
両
者
は
帝
位
に
つ
い
て
ゐ
な
い
｡

♯

･

同

桧
葉
文

『
逝
牽
宗
賓
錬
表
』
(『
溢
水
集
』
巻
十
)
に
よ
る
｡

数
行
で
以
て
述
べ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
も
､
そ
の
記

∵ 17

(
こ

『
組
宗
賛
録
』
と

(
二
)
『
太
組
要
録
』

国
家
草
創
の
際
は

-
と
-
に
金
朝
の
様
な
異
民
族
出
身
の

王
朝
に
あ
っ
て
按
-

も
ち
ろ
ん
史
官
な
ど
も
な
か
っ
た
し
､

重
要
な
記
録
を
保
存
す
る
と
S
ふ
様
な
こ
と
さ
へ
も
行
な
は
れ

■

夜
か
つ
埠

模
様
で
あ
る
.･
宋
囲
と
や
往
復
文
書
を
集
録
し
た

『
大
金
弔
伐
錬
』
を
み
る
と
'
太
宗
の
天
輔
六
年
以
前
の
記
録

′
′

■

は
な
-
､
そ
れ
以
前
の
采
国
と
の
交
渉
の
経
過
の
あ
ら
ま
し
を

録
の
保
存
の
状
況
が
判
る
｡
記
録
こ
そ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
､

王
室
を
は
じ
め
'
女
尾
久
の
名
家
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
組
先
の
功

柴
を
静
る
言
ひ
侍

へ
が
あ
り
､
ま
た
'
本
朝
で
S
へ
ば
稗
田
の

阿
鰻
の
や
う
な
､
去

-
に
さ
う
い
ふ
故
賓
に
通
じ
た
黄
久
約
(『

金
史
』
令
六
六
に
本
俸
あ
-

)画
離
合
漕
(『
金
史
』
懇
七
七
に

本
俸
あ
り
)
の
如
き
入
物
も
あ
っ
た
｡

太
宗
の
天
倉
六
年
(
二

二
九
年
)
か
ら
売
顔
巌
ら
に
よ
っ
て
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編
修
の
は
じ
め
ら
れ
た

『
組
宗
愛
縁
』
(『
党
朝
賛
錬
』
と
も
『始
●

組
以
下
十
帝
資
錬
』
と
も
書
か
れ
て
あ
-
､
正
式
の
呼
び
名
を

知
ら
ぬ
)
と
『
太
組
賛
鋒
』
と
は
､
さ
う
い
ふ
言
払
侍
へ
を
記
録

し
た
も
の
で
あ
る
.
ま
た
崩
は
授
か
に
も
『女
直
郡
望
姓
氏
諮
』

な
ど
を
作
っ
た
と
い
ふ
(『金
史
本
俸
』
)｡

ヽ

『
金
史
』
を
特
色
づ
け
る
『
世
紀
』
は
す
な
は
ち
そ
の

『
組
宗

､

＼覚
錬
』
に
も
と
づ
い
て
出
来
た
も
の
で
'
『
太
組
本
紀
』
は
S
ふ

ま
で
庵
な
-

『
太
組
賛
録
』
が
そ
の
源
流
で
あ
-
､
ま
た
圃
初

の
名
臣
の
侍
は
､
丙

『
賛
録
』
の
ほ
か
そ
の
様
な
家
億

･
豪
語

の
類
に
依
っ
た
も
.Q
と
思
は
れ
る
｡
そ
の
実
髄
は
'
後
世
の
と

七
の
つ
た
賛
録
の
様
な
､
年
を
逐
仏
日
に
か
け
た
記
録
の
鰹
と

は
趣
を
異
に
し
､
そ
こ
に
は
親
か
ら
子
に
､
子
か
ら
孫
lに
と
語

一

り
侍

へ
言
ひ
機
が
れ
た
物
語
り
の
中
華

草
探
い
ア
シ
ホ
の
生

活
の
匂
ひ
を
強
く
藻
は
せ
て
ゐ
.る
｡

(

≡

)

『太
宗
登
録
』
と
(
四
)
『
麿
宗
茸
鋒
』

『
太
宗
鷺
錬
也
は
大
兄
七
年
に
結
石
烈
良
弼
以
下
の
史
臣
に

ょ
っ
て
雁
-
上
げ
ら
れ
た
て
と
が
､
そ
の
編
修
官
が
一
人
怒
る

曹
望
之
の
侍

(『金
史
』
九
二
)
に
見
え
る
が
､
『
鷹
宗
箕
錬
』
に

つ
い
て
は
､
い
つ
F'､
そ
し
て
誰
が
作
っ
た
の
か
'

『金
星
』
そ
の

他
に
見
え
な
い
o
L
か
L
t
『
太
宗
賛
錬
』
が
大
束
粗
代
に
な
っ

て
や
.つ
と
作
ら
れ
た
の
な
ら
､
『
僻
崇

賓
錬
』
も
せ
れ
に
聾

止
っ

て
作
ら
れ
卑
こ
と
は
ま
づ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
.
､金
朝
で
は
､
-

太
宗
漆
た
り
か
ら
諸
澱
の
制
度
が
次
第
に
湊
風
に
と
と
の
つ
で

ゆ
き
､
麿
宗
か
ら
渥
陵
時
代
に
か
け
て
急
速
に
そ
れ
が
進
ん
だ

て
釆
た
で
あ
ら
う
と
恩
此
れ
る
の
に
､
『
賛
錬
』
の
編
纂
が
あ
-

れ
た
わ
は
､
膳
宗
か
ら
渥
陵
､
せ
宗

へ
の
皇
位
の
穏
承
の
上
に

紛
率
が
あ
つ
た
の
に
関
係
し
た
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
｡

+

そ
の
こ
と
は
妙
も
､
こ
の
南
朝
の

『
賛
録
』
.
に
輔
す
る
も
つ

と
大
切
な
問
題
は
､
元
朝
に
こ
め
両
『
賓
録
』
が
侍
へ
ら
れ
て
t

i
耳
か

『金
史
』
を
作
る
と
善
に
利
用
せ
ら
れ
た
か
香
か
､
と

い
ふ
す
と
で
あ
る
｡
こ

元

の
至
畢

二
年
に

『
遼
金
采
史
』
の
編
竃
が
は
じ
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
､

欧
陽
玄
が
そ
の
親
裁
官
と
し
七
都
に
止
る
と

針
､
も
と
の
東
館
の
同
僚

(
托
し
て
恐
ら
く
は
文
宗
の
と
き
り

編
纂
計
量
の
遭
事
者
で
あ
っ
k
)
蘇
犬
侍
が
か
れ
に
奮

い
宣
造

■っ
た

『
三
史
質
疑
』
(『滋
漢
文
稿
』
二
五
)
の
中
に
'

､ 1-18｣
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｢
金
が
亡
び
た
と
き
､張
柔
が
金
の
萱
録
を
接
収
し
た
の
を
'

中
銃
の
初
め
に
史
館
に
造
っ
て
来
た
が
､
そ
の
と
き
､
す
で

に
太
宗

･
搬
宗
南
朝
の

『
資
錬
』
は
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
か

っ
鷲

こ
れ
は
金
朝
の
商
連
の
際
に
抹
お
き
忘
れ
ら
れ
ず
に

沖
京
ま
で
運
ば
れ
て
ゐ
た
ら
し
S
が
'
ど
う
し
て
張
柔
の
手

=トトトHL･

に
こ
れ
だ
け
が
渡
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
｣

と
嬢
が
つ
て
ゐ
NP.
話
は
す
こ
し
岐
路
に
は
い
る
が
'
蘇
天
欝

は
､
洋
瓦
に
こ
の
二
部
の
茸
録

が
あ
っ
た
こ
と
を
詮
す
る
た

柵町
､
｢
義
宗
の
東
蓮
の
際
に
元
好
間
が

〃
九
朝
賓
錬
ク
の
為
し

を
作
ら
う
と
言
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
れ
は
太
組
か
ら
宜
宗
壇
で
の

七
朝
.h
L蓉
宗
撃

示
の
二
朝
を
加

へ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
｣
と
い

ふ
o
元
好
問
が
ク
九
朝
賛
錬
ク
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
､
か
れ
が

取
除
の
編
修
官
と
な
つ
空
慧
芸

正
大
元
年
(
一
二
二
四
年
).の

は
な
心
で
あ
っ
て
(『
元
文
頼
』
五

一
所
収

『
故
金
漆
水
部
侯
耶

律
公
某
誌
銘
』
)I
′
は
じ
め
に
私
が
数

へ
た
十
部
の

『
賓
録
』
の

-う
ち
の

『
宣
宗
賓
録
』
(
正
大
五
年
成
る
)
は
ま
だ
で
き
て
ゐ
な

い
と
き
で
息
-
､
蘇
天
欝
に
は

こ
の
鮎
に
少
し
誤
解
が
あ
る
｡

そ
れ
は
そ
れ
と
し
で
ノ
蘇
天
欝
が
関
係
し
て
ゐ
た
と
き
に
聞

け
て
ゐ
た
両
朝
の

『
賛
鋒
』
は
陳
陽
玄

の
と
き
に
補
充
し
得
た

か
ど
う
か
｡
も
し
補
充
で
き
な
か
っ
た
と
ん
た
ら
'
こ
れ
放
し

竜

編
纂
が
出
来
.た
で
あ
ら
う
か
.

･
『
三
変
質
疑
』
に
は
'
｢
金
で
も
､『
圃
史
』
を
作
つ
舟
こ
と
が

.あ
っ
て
､
い
ま
史
館
に
は
太
組

･
太
宗

･
麿
宗

･
海
陵
の

『春

紀
』
だ
け
が
あ
る
｡｣
と
い
ふ
O
『国
史
』
と
は
'
そ
の
王
朝
が

亡
び
な
い
前
に
へ
『
資
録
』
な
ど
を
塾
理
し
て
伴
っ
た
紀
侍
鱒
の

鮭
史
で
､
鹿

で
も
采
で
も
t
t
ば
し
ぼ

『
圃
史
』
を
作
っ
た
か

ら
､
倉
で
も
そ
の
ま
ね
を
し
て
こ
'ん

産

こ
と
を
し
た
ら
し
い
?

/

こ
れ
が
あ
れ
ば
･､
南
朝
の

『
本
紀
』
抹
問
題
な
-
作
れ
る
わ
け

で
あ
る
｡
ま
た
茸
采
朝
に
太
組
･太
宗
･宗
麿
･世
宗
四
朝
の
『
撃

訓
』
を
編
輯
し
た
と
い
ふ
か
ら

(『
本
紀
』
承
安
四
年
)
こ
れ
も

＼
故
に
か
の
役
里
且
つ
喪
で
あ
ら
う
.
だ
が
'
『
列
博
』
や

『志
』

は
ど
う
し
た
か
｡.

.

『
三
東
質
疑
』
に
は
'
さ
ら
に

｢
金
で
些
二
品
以
上
の
考
の
た

め
に

〔『賛
録
』
の
中
に
〕
侍
を
立
て
る
が
{
こ
の
こ
と
ば
『
玉

堂
嘉
話
』
巷
八
所
載
の
王
鶴
の
手
記
に
も
見
え
る
〕ー､
そ
れ
は
簡

単
夜
宮
歴
を
し
畠
し

た
だ
け
の
も
の
で
あ
り

〔『明
覚
錬
』
や

『清
賓
録
』
を

知
る
わ
れ
わ
れ
に
は
'
そ
れ
が

どん
忽
も
の
で
ぁ

る
か
｣
膝
の
見
雷
は
サ
-
〕
､
四
品
以
上
の
者
で
重
要
孜
功
綴

･-I19..⊥
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の
ぁ
る
者
や
太
宗

･
撃

等

衛
紹
主
な
ZJ
『
賛
録
』
の
な
い
時

代
に
死
ん
だ
も
の
蜂
そ
れ
さ
へ
な
い
の
だ
か
ら
'
手
の
つ
け
や

う
が
な
い
｣
と
い
ふ
O

.

『
列
俸
』
を

一
通
り
み
た
と
こ
ろ
で
は
'太
宗
鷹
宗
時
代
に
死

ん
だ
者
は
た
し
か
に
少
い
.
:女
異
人
が
数
人
あ
る
が
､
こ
れ
ら

は
家
侍
か
何
か
あ
っ
と
た
思
は
れ
る
か
ら
1

ま
た
､
さ
ケ
い

ヽ

ふ
文
髄
で
あ
る
が

-
こ
れ
を
別
に
し
そ
'
漢
人
で
は
､
そ
の

い
す
れ
も
が
父
ま
た
は
子
の
侍
と
併
せ
て
立
て
ら
れ
て
あ
る
か

ら
､
さ
う
い
ふ
闘
係
で
俸
に
の
つ
た
者
で
あ
り
､
猫
立
で
侍
を

立
て
ら
れ
た
む
の
で
､
こ
の
期
間
に
死
ん
だ
こ
と
を
明
記
せ
ら

′

れ
て
ゐ
る
者
絃

一
人
も
な
い
｡
町
記
せ
ら
れ
て
は

ゐ
庖
-
て

も
､
あ
る
ひ
は
そ
の
頃
に
死
ん
だ
わ
と
思
は
れ
る
者
は
一
二
あ

る
が
(
た
と
へ
ば
巻
八
十
七
の
時
宜
愛
)'

∵
人
二
人
怯
某
誌
銘

か
何
か
の
資
料
が
偶
然
あ
っ
て
博
が
作
ら
れ
た
t
と
い
ふ
や
う

な
こ
と
も
､
常
然
あ
っ
て
燃
え
)べ
き
こ
と
で
ぁ
る
｡

次
に

『志
晦
で
は
､
『穏
志
』
･
『
輿
服
志
』
･
『
暦
志
』
な
ど
は

基
づ
-
べ
き
書
物
が
あ
っ
て
､
そ
れ
を
為
し
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
,､
『
五
行
志
』
･.『食
貸
志
』
･
『進
撃
志
』

な

ど
は
､
『
賛
録
』
か
ら
の
披
き
書
き
で
出
来
て
ゐ
る
や
う
に
見
,

う
け
ら
れ
る
｡
を
の
後
者
の
類
の
諸
『志
』
で
は
､
.こ
の
南
朝
に

蘭
す
る
記
事
が
極
め
て
少
-
て
簡
単
な
こ
i
Jが
､
大
栄
以
後
の

酪
-
ば
か
り
に
紬
か
な
記
事
に
接
績
し
て
ゐ
る
た
め
に
か
へ
つ

ノ
て
目
立
っ
て
偽
る
有
様
で
あ
る
.
つ
ま
り
充
質
し
た

『
賛
鋒
』

が
そ
わ
も
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
正
な
く
て
､
何
か
性
か
の
稜

類
の
材
料
･-

1
恐
ら
-
は

『
国
史
本
紀
』
に
依
っ
た
も
の
で
あ

る
｡

･

『
表
』
に
つ
S
て
も
同
様
で
'
『
交
碑
表
』
の
こ
の
部
分
や

采
に
幽
す
る
健
が
や
や
粍
し
い
だ
け
で
､
西
夏
と
高
覧
と
に
踊

し
て
は
二
光
且
や
誕
生
日
の
釈
栗
の
使
節
の
規
則
的
な
交
換
以
､

′

＼

外
に
し
る
さ
れ
る
こ
.JJ
は
す
-
な
い
.
『
国
史
春
紀
』
だ
け
を
材

料
と
し
で
こ
れ
だ
け
の
も
の
は
結
構
つ
く
れ
さ
う
で
あ
る
.
一と
′

い
ふ
よ
り
､
編
纂
の
と
き
に
せ
い
ぜ
S

『
国
史
本
紀
』
-
ら
い

し
か
材
料
と
す
べ
き
戊
の
が
な
か
つ
凍
/d
L
い
う
と
S
ふ
言
ひ

方
の
､方
が
あ
た
っ
て
ゐ
る
様
な
書
き
ぶ
,-
で
あ
る
｡∵

結
論
と
し
て
'
太
宗

･
麿
宗
の
南
朝
の

『
賓
録
』
は
､
至
正

時
代
の
編
纂
の
と
き
に
も
補
は
れ
る
こ
と
.は
な
-
､
『
国
史
本

紀
』
そ
の
他
の
も
の
で
間
に
合
は
せ
た
､
せ
断
じ
て
も
間
違
払

な
さ
さ
う
で
あ
る
｡

包0
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(
五
)

『
海

陵

鷺

録
』

『
海
陵
賛
録
』
姓
次
の
世
宗
に
よ
っ
て
つ
-
ら
れ
た
｡
こ
の
世

宗
は
非
常
手
段
に
よ
っ
て
海
陵
混
代
っ
て
帝
位
に
つ
い
た
め
で

あ
る
か
ら
'
雨
着
は
政
敵
で
あ
り
､
し
か
も
そ
の
寧
ひ
は
骨
肉

の
間
の
問
題
か
ら
出
て
ゐ
て
､

極
め
て
深
刻
な
も
の
で
あ
っ

た
｡
大
宋
年
間
に
作
ら
れ
た
こ
の

『
茸
錐
』
蛙
､
世
宗
に
勤
す

る
歌
謡
の
結
果
と
し
て
､
海
陵
と
そ
の
某
紙
と
に
封
す
る
は
げ

し
い
感
意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
,.こ
と
が

『
金
史
』
の
亘

の

『
本
紀
』
や

『
后
妃
停
』
･
『
僚
幸
侍
』
の
関
係
の
諸
傍
の
筆
つ
き

か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
衛
紹
王
の

『
賓
錬
』
を
作
る
計

書
が
居
っ
た
と
き
､
そ
の
相
談
を
う
け
た
賢
益
証
が
海
陵
と
世

宗
と
の
間
柄
を
た
と
へ
に
ひ
い
て
､

｢
海
陵
が
封
せ
ら
れ
て
世
宗
皇
帝
が
立
ち
､
大
束
の
三
十
年

間
は
近
臣
で
海
陵
の
悪
S
房

を
摘
畿
し
た
者
拭
よ
い
私
に
あ

り
つ
き
ー
-史
官
が

『
賓
錬
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
は
､

そ
の
乱
行
や
陰
険
さ
を
あ
し
ざ
ま
に
述
べ
､
憩
名
を
千
載
に

I
の
こ

し
た
O
だ
が
今
か
ら
こ
げ

を
み
れ
ば
'
石
に
一
つ
も
信

▲■一-

す

る
こ
と
が
で
き
な
S
.｣

と
述
べ
た
こ
)
)を
元
好
間
が
侍

へ
て
偽
る
.(『
元
遺
山
薬
』撃

二

四
所
収

『東
平
質
氏
千
秋
錬
後
記
』
及
び

『
中
州
集
』
九
雷
益

誰
小
侍
.
『金
史
本
俸
』
は
こ
の
侍
に
よ
っ
溌
も
の
で
あ
る
)｡

ヽ

そ
の
具
牌
的
な
例
が
､
や
は
旦
冗
好
間
の
筆
に
な
る

『
故
金

偽
書
右
丞
耶
律
公

〔屈
〕
細
道
碑
』
(『
元
文
類
』
察
五
十
七
所

～
.

敬
)
の
中
に
語
ら
れ
て
あ
る
｡

神
変
大
夫
の
張
景
仁
が
領
国
史
と
な
り
'
耶
律
属
が
編
修

官
で

『
海
陵
箕
錐
』
を
つ
-

つ
潅
｡
そ
の
後
､
世
宗
が
侍
臣

に
間
ふ
に
は
､
｢
海
陵
が
堅
赤
を
熟
し
た
と
き
､

血
が
顔
に

は
ぬ
か
へ.-
'
袖
に
ま
で
つ
い
た
､
と
S
ふ
が
､
景
仁
は
ど

う
し
て
こ
の
事
を
書
か
な
い
の
か
o｣
と
.
｢
景
仁
は
も
と
も

と
審
陵
に
仕

へ
て
､
信
任
め
あ
っ
た
人
物
で
ご
ざ
S
ま
す
か

ら
､
そ
れ
で
遠
慮
し
て
書
か
汝
か
つ
元

の
で
ご
ざ
い
ま
せ

ろ

｡｣
と
答

へ
た
も
の
が
あ
っ
た
O′
世
宗
は
色
を
夜
し
て
'｢
農

,

仁
に
そ
ん
な
東
棒
が
あ
る
と
は
思
は
な
か
つ
ね
⊥

と
か
ふ

町
で
､
屈
が
す
す
み
出
て
'
｢
私
は
も
と
鴻
f
J
景
仁

と
は
仲

が
よ
ぐ
な
い
.の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
景
仁
が
そ
ん
な

心
持
で
ゐ
名
と
は
思
ひ
.ま
せ
ん
｣
と
癖
護
L
i
io

せ
宗
は
こ
の
調
子
で

『
海
陵
賓
錬
』
､
の
重
き
方
に
文
句
を
つ

､′

繋1
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ヽ
ヽ

け
た
ら
し
く

『
金
史
本
紀
』

の
大
足
十
九
年
漆
挺
り
に

｢
前
代

の
空

事
を
諭
し
た
話
が
二
三
サ
所
見
え
る
O
恐
ら
-
そ
の
頃

に
E
の
.『
資
録
』
政
で
き
た
も
の
で
あ
ら
う
.
さ
う
だ
と
し
た

ら
､
そ
の
年

に
耶
律
屈
が
修
疎
官
に
昇
進
し
た
の
も
､
そ
の
わ

け
が
判
告

張
景
仁
が
御
免
大
夫
で
修
囲
史
を
乗
ぬ
る
.Q
正
大

定
二
十
一
年
で
あ
る
が
'
か
れ
は
さ
う
な
っ
て
間
も
な
-
死
ん

･だ
の
で
あ
り

(『
本
博
』
)､
旦
つ
そ
の
時
に
で
ーき
た
と
す

る
と

『
本
紀
』
と
合
は
な
ぐ
な
っ
て
乗
る
｡
『細
道
碑
』
の
文
に
見
え

る

｢
御
史
大
夫
｣
と
は
､
張
景
仁
の
敬
稗
と
し
で
そ
の
最
終
の
･

官
を
肩
書
に
つ
け
た
も
の
で
､
｢
そ
の
癖
景
仁
が
監
修
国
史

と

な
つ
で
ゐ
た
と
き
に
｣
と
､
よ
む
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
O
.

(

刀

)

『
琴
宗
賓
録
』
と
(
八
)
『顛
宗
賓
鋒
』

.

警

示
と
撃

京
と
は
'
ど
ち
ら
も
在
世
中
壮
帝
位
に
つ
か
す
∵

死
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
子
か
ら
帝
故
を
お
-
ら
れ
'
従
っ
て
そ
の

子
の
と
き
に
作
ら
れ
た
倦
記
が
へ
『
賛
録
』
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
の

で
,
他
の
膝
朝
の

『
資
録
』
と
は
性
質
を
異
に
す
る
..
太
組
以

前
の
組
兜
に
つ
い
て
は

『
金
史
』
は

『
世
紀
』
卑
る
猫
特
の
も

の
を
作
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
言
つ
た
が
､
こ
の
二
帝
の
た
め
に

畔
-『
本
紀
』
の
末
に
.
F
世
紀
禰
』
を
作
-
'
『本
紀
』
と
も
､
ま

盗

品

の

『
列
俸
』
と
も
直
別
t
て
ゐ
る
｡
ふ
ぅ
i
ふ
試
み
は

L.

他
の
正
史
控
は
全
-
み
ら
れ
な
S
｡

ィ

『金
急

発
顔
匡
偉
』
牢

承
安
三
年
:(
二

九
八
年
)
も
⊥

たて
J{つ

く
捻
そ
れ
よ
り
後
に

『
世
采
資
錬
』
を
遮

っ

た
.
i
jあ
る
が
､

『
世
宗
賛
錬
』
は
明
昌
四
年
八
月
Ⅵ
す
で
に
出
来
て
ゐ
る
の
で

雪

か
ら

(撃
こ
れ
は
『金
豊

校
』
に
宝

..ご
と
-
･『禦

賓
録
』
を
作
つ
た
と
い
ふ
こ･

と
や
放
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

･
(
七
)

『
世

∴
永

覚

錬
』
一

●

世
宗
は
近
世
の
名
君
の
一
人
に
数

へ
ら
恥
､
小
勇
舜
の
稀
が

ぁ
り
､
金
の
一
代
で
も
つ
p
も
月
立
っ
た
君
主
で
あ
る
｡『員
数

政
要
』
を
よ
ん
で
唐
の
大
宗
に
感
服
し
て
'
唐
の
太
宗
t
と
ノい

ふ
よ
-
は

『貞
親
政
要
』
計
以
て
理
想
の
政
治
と
し
て
''
さ
か

ん
に
美
音
佳
句
を
吐
い
て
名
君
ぶ
-
を
費
挿
し
た
O
し
か
し
､

莫
言
佳
句
も
吐
く
ば
か
-
で
は
第
二
の
唐
の
太
宗
に
な
れ
た
い

か
ら
'
そ
れ
を
一
々
速
記
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.
す
る
と
､
人

沸
ひ
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
な
相
談
ご
と
は
､
大
切
な
乞
と

で
あ
れ
な
が
ら
記
録
で
き
な
S
.
そ
れ
が
気
に
入
ら
な
S
と
い

-､0...2-｢
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ふ
わ
け
で
'
さ
う
い
ふ
時
は
相
談
に
輿
か
つ
た
大
臣
は
､
あ
と

で
把
官
に
そ
の
話
を
記
録
さ
せ
る
や
う
に
S
ひ
つ
け
た
け
れ
ど
･

ち

('『
本
紀
』大
定
十
二
年
十

一
月
成
子
)
へも
と
屯
と
人
梯
ひ
せ

.

ね
ば
な
ら
な
い
や
う
な
事
を
､

]
々
大
臣
が
記
録
さ
せ
る
は
ず

も
な
い
o
そ
こ
で
､
そ
れ
か
ら
数
年
す
る
と
'
さ
う
S
ふ
場
合

で
も
史
官
だ
け
は
席
を
は
づ
さ
す
に
ゐ
て
記
録
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
の
こ
と
は
､
恐
ら
く

『
賛
錬
』
∫
か
ら
そ
っ
く
り
と
つ

た
と
思
ほ
れ
る
文
が

『
本
紀
』
(大
淀
十
八
年
正
月
)と
時
の
左

丞
石
鋸
の

『侍
』
と
に
見
え
る
｡

修
起
属
注
の
移
刺
傑
が
書
を
た
て
ま
つ
｡

て
申
す
に
は
'

｢
朝
奏
に
人
を
犀
け
て
事
を
議
す
る
に
'
史
官
も
ま
た
輿
-
･

ふ
かど

周
か
ざ
れ
ば
'
記
録
す
る
に
由
し
な
し
｣
と
'
上
は
こ
の
廃

置
に
つ
S
て
左
丞
石
据
と
右
丞
の
庸
括
安
穏
と
に
御
下
問
に
.

相
成
っ
た
｡
土
人
の
こ
た
へ
に
､｢
む
か
し
は
史
官
が
天
子
の

左
右
に
侍
-
'
そ
の
言
動
を
ば
必
ら
ず
記
録
い
た
し
ま
し
た

那
,
こ
れ
は
人
君
の
い
ま
し
め
と
レ
､.
は
ば
か
る
所
が
あ
る

様
に
と
の
な
め
で
ご
ざ
り
ま
す
｡
周
の
成
王
が
桐
の
葉
を
き

っ
て
圭
を
つ
-
り
'
戯
れ
に
叔
虞
を
諸
侯
に
封
ず

る
ま
ね
を

､致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
兜
の
解
放

『
天
子
は
戯
れ
ご
と
を
申
さ
-

ふ
ぴ
と

る
べ
き
で
は
ご
ざ
-
ま
せ
ぬ
｡
申
さ
れ
た
こ
と
ば
路
必
ず

史

が
記
録
し
奉
-
ま
す
』
と
申
し
ま
し
ね
o
さ
れ
ば
､
人
君
の

山す

言
動
と
小
ふ
も
の
は
兜
官
が
t
々
記
録
し
た
も
の
で
､
記
録

･
か
ら
避
け
る
こ
と
が
出
奔
恵
ん
だ
と
相
ひ
見
え
ま
す
る
oL
と

る
か
ど

申
し
上
げ
た
｡
止

の

申
さ
る
る
に
'｢
朕
が

『貞
親
政
要
』
を
み

た
と
こ
ろ
で
は
'
唐
の
太
宗
が
臣
下
と
議
論
し
て
'
は
じ
め

･
些
式
そ
.
そ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
､
最
後
は
か
-
か
-
､
と

い
ふ
書
き
ぶ
り
ぢ
や
が
'
こ
れ
は
紛
れ
も
患
-
史
臣
が
傍
ら

に
屠
っ
て
記
録
し
て
ゐ
た
の
ぢ
や
｡
著
し
機
密
が
洩
れ
る
の

-が
心
配
な
ら
､
と
し
に
憤
し
み
ぶ
か
5
着
を
え
ら
ん
で
こ

の

ノ
役
に
任
す
れ
ば
よ
い
｣
と
.の
仰
せ
で
あ
っ
挺
o
朝
葵
に
人
を

好
け
て
事
を
は
か
る
場
合
に
も
､
由

注
官
が
避
け
な
S
の
抹

こ
れ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

と

の
棟
に
'
何
も
彼
も
記
録
さ
せ
る
と
な
る
と
､

そ
の
記
録
が

気
に
な
っ
て
乗
る
の
d
.
ま
た
雷
然
の
こ
と
で
'
菩

元
は
こ
れ

を
覗
か
う
と
し
た
か
'
書
き
方
に
注
文
を
つ
け
た
か
叫
何
か
し

た
ら
し
い
.
徒
畢
克
率
に
,r
む
か
し
か
ら
人
君
は
白
身
の
記
鍬

は
御
覚
に
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
セ
居
-
ま
す
る
｣
と
S
ま
し
め

ら
れ
て
'
｢
何
も
自
分
の
記
録
が
み
た
S
の
で
按
な
い
｡､
史
の

EB .-
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こ
と
が
判
ら
な
い
か
ら
た
づ
ね
て
ゐ
る
の
ぢ
や
｣
と
苦
し
い
言

心
わ
け
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
九
二

『従
軍
克
寧
侍
』
).

か
.う

し
た
記
録
を
も
と
に
し
て
で
き
た

『
世
宗
賛
鉄
』
は
世

宗
自
身
の
言
動
に
関
す
る
記
載
邪
ば
か
に
詳
し
-
､
ま
た
そ
れ

に
廠
℃
て
一
般
政
務
に
闘
し
て
も
前
代
に
比
べ
て
格
段
に
詳
細

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
｣

『金
変
』
の

『
世
宗
紀
』や
大

ヽ

淀
時
代
の
諸
大
臣
の

『
列
侍
』
､
ま
た
は

『志
』
の
類
か
ら
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
｡
嘗

誓

い
ふ
人
物
は
た
し
か
に
凡
君
で
隼

1

な
か
つ
た
と
思
ふ
が
′
そ
Q
.三
十
年
の
治
世
は
決
し
て
太
平
の
･

時
代
ば
か
り
が
つ
づ
い
た
の
で
な
-
､
即
位
の
そ
も
そ
も
か
ら
･

が
､
非
常
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
初
期
に
望
剛
代
か

ら
ひ
き
つ
づ
い
た
契
丹
人
の
大
乱
が
あ
が
､
(『東
洋
挙
報
』
二

六
ノ
三
､
四
)
中
期
に
も
後
期
に
も
湊
人
の
民
族
主
義
的
な
政

治
運
動
が
し
ば
し
ば
起
-

(『東
洋
史
研
究
』
八
ノ
六
)､
避
巽

は

｢
大
定
時
代
は
乳
民
多
し
｣

と
さ
へ
断
定
す
る
有
様
で
あ
.

る
.
だ
か
ら
'
『
世
宗
紀
.』
に
あ
ら
は
れ
た
所
で
は
､
天
下

の乱

れ
旨

に
雪

て
小
熱
熱
按
針
延
に
大
臣
宅

を
相
手
に
名
君

ぶ
-
を
敬
揮
す
る
､
と
い
ふ
す
が
た
､に
な
っ
て
ゐ
る
.
･

『

惟
宗
覚
録
』
の
完
成
わ
時
期

に
つ
い
･て
､
『
金
星
本
紀
』
に

墜

明
昌
四
年
(
二

九
三
年
)
八
月
苧
亥
に
国
史
院
が
こ
れ
を

た
て
J+
つ

進

っ

た
と
記
健
す
る
が
.､
超
乗
文
の
垂

に
洩
る
常
懐
英
の

『
紳
-

遣
碑
』
′(『
淡
水
集
』
巷
十

一
)に
は
明
員
六
年
に

『
世
宗
賓
錬
』ヽ

の
編
纂
に
参
加
し
た
こ
と
を
い
ふ
o
後
者
墜

/

ぁ
る
ひ
は

『
薪

ヽ宗
賛
錬
』
の
誤
-
で
あ
ら
う
｡

/

ヽ

(
九
)

『茸

.
宗

茸

錬
』

を

世
宗
に
つ
S
で
立
っ
た
そ
の
孫
の
牽
宗
の
時
代
に
な
る
と
う

い
か
な
る
場
合
に
も
諌
官
と
記
注
官
と
は
席
を
は
づ
さ
ぬ
と
5

1

ふ
前
代
の
慣
例
に
は
時
に
よ
っ
て
改
腰
が
あ
っ
た
ら
レ
く
､
す

別

な
は
ち
､
即
位
し
て
間
も
な
-
,
記
注
官
ら
は
席
を
は
づ
さ
ぬ

l

棟
に
き
ま
っ
た
こ
と
が

『
完
顔
守
貞
侍
』
(
七
二
)
に
見
え
､
ま

た
明
呂
四
年
に
な
る
と
御
免
の
奏
上
に
は
退
席
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
ふ
(『
本
紀
』
)O
だ
が
潔
い
た
い
に
お
い
て
前
代
と
同

様
把
あ
る
ひ
は
そ
れ
以
上
に
詳
細
な
記
録
が
作
ら
れ
て
ゐ
た
ら

し
-
ー
茸
宗
に
関
係
し
た
記
事
は
､
『金
史
』
の
転

･
侍

･
志
★

表
を
通
じ
て
-
庭

宗
時
代
以
上
に
-
は
し
い
｡

.

避
菜
文
の

『
潅
水
集
』
十
巻
に

『進
責
牽
宗
皇
帝
資
錬
表
』

が
あ
る
′が
､

牽
宗

一
代
の
功
業
を
述
べ
た
み
ご
と
な
文
で
あ
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る
｡
亡

れ
に
よ
る
と
､
こ
の

『
貿
録
』
略
本
文

一
〇
〇
番
に
封

し
て

『寧
日
』
二
十
巷
が
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
た
と
い
ふ
.
巻
数

の
割
合
と
そ
の
名
か
ら
考

へ
て

『事
日
』
と
い
ふ
の
は
相
雷
こ

b

ま
か
な
内
容
目
録
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が

今
み
る
明
や
清
の

『
茸
録
』
に
綻
.こ
の
様
な
も
わ
は
な
､沖
.
か

う
い
ふ
こ
と
が
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
か
知
ら
な
S
が
'

こ

柑侍
統
些
北
朝
に
も
う
け
つ
が
れ
て
､
各

,『
賛
錬
』
に
は
巻
/

数
か
ら
い
っ
て
本
文
の
二
割
前
後
の

『事
目
』
が
つ
-
ら
れ
て

′l

ゐ
た

(
『
元
文
類
』
巷
十
六
)0

(衛
紹
王
の

『

賓
録

』

)

衛
紹
主
値
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
､.
そ
れ
に
よ
っ
て

立
っ
た
宜
宗
の
朝
で
は
天
子
の
扱
抄
を
し
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
､
さ
き
の
海
陵
の
例
に
絶
っ
て
､
『
賓
錬
』
だ
け
は
作
ら
う
と

し
た
こ
と
が

『
宜
宗
紀
』
輿
宋
五
年
(
一
二
二
一
年
)
正
月
甲
午

の
候
に
見
え
､
そ
し
て
~
衛
紹
王
時
代
の
御
史
中
丞
で
､
略
に

鄭
州
に
引
退
し
て
ゐ
た
貰
各
課
の
も
と
に
史
館
か
ら
編
修
官
を

7
人
涯
遺
し
て
常
時
の
模
様
を
聞
き
取
ら
せ
た
､
と
『
中
州
集
』

巷
九
の
そ
の
億

(『金
史
』
一
六
二
の
侍
は
こ
れ
に
基
づ
-
)

に

見
え
､
ま
た
､
そ
の
と
き
編
修
官
に
お
-
つ
た
詩
も
あ
は
せ
て

の
せ
ら
れ
る
?
と
こ
ろ
が
､
そ
の
編
修
官
と
い
ふ
の
が
'
外
な

ら
ぬ

『
中
州
集
』
の
編
者
元
好
間
で
あ
っ
た
甲
で
､
雷
の
詩
は

ド

元
の

『鄭
州
に
て
致
改
質
左
丞
相
公
に
た
て
ま
つ
･る
』
(遠
山

集
』
巷
八
に
を
さ
む
)
と
い
ふ
詩
に
こ
た
へ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
ー
元
好
間
み
づ
か̀
ら

『取
平
野
氏
千
秋
錬
後
記
』
(『
温
田

集
』
拳

二
十
四
)
の
中
で
語
っ
て
ゐ
る
｡

元
の
詩

(自
‥雪

時
伽

命
を
被
-
公
に
就
い
て
兜
朝
の

屯

一逸
轟
を
訪
ふ
)

＼
.
黄
閣
よ
-
握
り
乗
れ
ば

履
易
も
軽
-

∫

①

天

五
両
を
も
っ
て

.康
率
に
あ
た
ふ
o

P
)

- 95-,-I

四
朝

の
人
物

菅
膏
と
推
し

常
吉
の
清
風

典
刑
に
あ
り
｡

〟

③

鄭
陶
も
亦
よ
-
造
あ
る
を
知
-

.

漠
庭
久
し
く
遺
産
を
訪
ね
ん
と
欲
す
｡

長
-
弧
の
南
に
そ
ふ
て
極
星
を
う
か
が
ふ
｡

肇
城
.こ
の
後

略
依
近
-
､

①
五
両
､
康
撃
｡
『倫
専
決
範
』
に
見
ゆ
｡

㊥
Et朝
.
世
宗
'
牽
宗
､
衛
王
､
よ
且
宗
を
い
ふ
｡

③
列
子
居
都
岡
四
十
年
無
識
者
｡
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旬
草
丈
帝
が
済
南
の
伏
生
に
つ
い
て

『
倍
音
』
を
侍

(
し
め
た
故

事
｡

①
『
史
記
天
官
署
』
南
極
老
人
､
『
正
義
』
老
人

一
度
衣
紋
南
､
鳥
人

主
寿
命
延
長
之
磨
｡

雷

の

詩

聞
-
な
ら
-

才
名

妙
年
よ
-
あ
-
と
'

おろ
か

慾
な
る

政
府

も
と
賢
を
妨
げ
ぬ
｡

物
聾
天
資

今
古
瓦
-

′

風
間
〔中
書
〕
鷺
姦
〔門
下
〕

い
づ
れ
か
後
先
な
ら
む
｡

郵
同

道
尊
貴
を

何
ぞ
敢
て
望
ま
ん
'

済
南
に
書
あ
-

子
ま
さ
に
侍
ふ
べ
L
o

I

言
ふ
な
か
れ

老
ひ
の
眼
に
昏
花
み
ち

見
る
に
及
べ
ば

風
鵬
九
天
に
上
れ
-
と
∵

し
た
も
の
で
あ
る
.I

こ
れ
が
完
成
し
な
か
っ
た
こ
.と
は
､
編
纂
の
任
に
あ
掩
っ
た

(
あ
る
ひ
は
そ
の
内
の
､一
人
で
あ
っ
た
)元
好
間
が
間
も
な
-
史

′
,

館
を
出
た
こ
と
が
､
唯

t
で
は
な
-
と
も
そ
の
亀
重
な
理
由
の

t
つ
で
は
な
か
つ
た
か
.JJ
思
は
れ
る
｡
束
を
ま
は
せ
ば
､
こ
の

厄
介
な

『
賛
録
』
編
纂
の
不
愉
快
な
役
か
ら
元
好
間
の
方
が
逃

げ
出
し
た
の
.か
も
知
れ
た
い
と
.S
ふ
こ
と
も
魔
像
で
き
る
｡

.ヽ

JIJ
(辛

)

『

宜

宗

鷺

録
』

だ
が
こ
の

『
賓
録
』
は
結
局
完
成
し
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
･王

鶴
の
手
記

(『
玉
堂
嘉
儲
』
八
)
蘇
天
欝
の

『
三
史
質
疑
』
'
と
も

に
街
紹
王
に
紘

『
賓
録
』
が
な

か
っ
た
こ
と
を
い
ふ
9
『
千
頃

堂
書
目
』
'悦
輝
の

『補
遼
金
元
聾
文
意
』
な
ど
に
『衛
王
事
迩
』

興
定
五
年
進
な
る
も
の
を
の
せ
る
が
､

こ
れ
は
編
纂
の
食
が
下

っ
た
と
S
ふ
右
の

『
本
紀
』
の
記
事
を
ク

完
成
し
た
〃

と
誤
解

最
後
に
､

『宣
宗
賛
録
』
は
∵
金
の
固
辞
も
危
殆
に
瀬
し
て
ゐ

た
正
大
五
年
(
一
二
二
八
年
)
に
成
っ
た
も
の
で

(
『
本
紀
』
)'
そ

の
監
修
者
は
王
岩
虚
で
あ
っ
た
と
い
ふ
｡

元
好
間
の

『
王
内
翰
某
誌
銘
』
,(『造
山
集
』
巻
十
九
)
な
ら

び
に
そ
れ
に
よ
っ
た

『金
史
』

二

三
ハ
の
本
俸
に
旺
'｢
正
大
初

㍉
め
茸
宗

･
宜
宗
茸
録
成
る
L
i
Jあ
る
.
甘
し

『
本
紀
』
の
記
事

ヽ

が
正
し
け
れ
ば
五
年
を

｢
正
大
初
｣
と
良

い
ひ
難
-
'
｢
牽
宗

賛
鋒
j

は

『金
史
詳
棟
』
に
指
摘
す
る
如
-
'
-
す
で
に
大
束
中

n川_

に
成
っ
て
ゐ
挺
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
遺
山
の
こ
の
記
事
は
間
違

っ
て
ゐ
る
棟
で
あ
る
が
七
草
の
前
後
に
お
な
じ
-
史
館
に
職
を

-- 26-
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奉
じ
て
ゐ
た
遺
山
が
か
う
い
ふ
聞
達
ひ
を
書
い
た
こ
と
は
一
寸

不
可
解
で
あ
る
｡

劉
郎
の
ー『
聯
潜
怒
』
巻
八
に
~
こ
の

『
資
録
』
潮
作
ら
れ
る

と
き
の
次
の
様
な
逸
話
を
侍
へ
て
ゐ
る
｡

1

iE
大
年
間
に
王
君
鹿
が
東
館
を
主
宰
し
て
ゐ
た
と
き
｣
雷

潤
廓
鷹
率
乗
編
修
官
と
な
っ
て
ゐ
て
'
と
も
に
『
室

示
茸
錬
』

の
編
覇
に
あ
た
っ
た
O
二
人
は
文
鰹
の
傾
向
が
同
じ
で
な
S
.･

の
で
よ
く
ご
た
ご
た
が
起
っ
た
.
つ
ま
り
､
三
業
虚
の
方
は

一サ
ラ
サ
う
し
た
筆
致
が
好
き
で
､.壷

観
的
に
述
べ
る
｡
宙
淵

-
は
新
奇
な
と
こ
ろ
を
狙
っ
て
新
語
を
遭
っ
て
傍
ふ
｡
そ
こ
で

王
が
い
ふ
に
は

｢
『
寛
鋒
』
は
た
だ
常
時
の
事
情
を
文
に
す

る
だ
け
の
も
の
な
の
だ
｡
大
切

な
こ
と
は
展
茸
を
犬
は
な

い
t
と
い
ふ
こ
と
だ
..
こ
ん
な
風
に
し
て
歴
史
を
作
れ
ば
事

賓
と
異
つ
七
-
る
｡｣
と
0
雷
は
ま
た
雷
で
ヾ
｢
お
よ
そ
文
章

を
作
る
の
に
)
ト
リ
ッ
ク
を
無
成
し
た
ら
'
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム

に
陥
っ
て
'
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
.
｣
と
い
ふ
Q

だ
か
ら
､.
層
の
作
っ
た
文
は
多
-
は
王
が
手
を
入
れ
て
書

き
か
へ
て
し
ま
ふ
の
で
､
畠

は
憤
慨
に
耐
え
ず
､
人
に
向
つ

･LJ
｢
わ
れ
わ
れ
両
人
の
作
っ
た
も
の
を
天
下
の
文
人
に
見
せ

が

て
､

そ
の
是
非
を
定
め
て
も
ら
払
た
い
｡｣
と
い
つ
兜
?

さ

う

な
･る
と
王
の
方
も
を
さ
ま
ら
す
'｢
宵
君
抹
文
章
を
作
る
と

き
に
'
よ
く
麺
て
こ
な
字
を
使
ひ
た
が
る
が
'
こ
れ
が
ど
う

し
て
新
奇
だ
な
ん
て
雷

へ
る
か
ね
｡｣
と
音

つ
て
ゐ
た
こ
と
が
･

あ
っ
た
｡
笛
の
方
で
も
､
き
た
い
ふ
に
は
､
手
玉
先
生
の
議
･

論
結
大
轡
高
額
で
､
或
茸
も
な
か
な
か
難
か
L
b
O
Iち
ゃ
う

ど
経
義
科
の
試
験
や
科
拳
の
試
験
の
規
則
で
縛
ら
れ
た
梗
な

変
茸
だ
｣
と
｡
･

む

す

ぴ

以
上
'
金
朝
の

『
箕
錬
や
の
一
つ
一
つ
に
つ
5
･て
知
り
得
た

ノ

所
を
述
べ
た
｡

ノ

)

I

元
遠
山
の
し
る
す
所
収
よ
る
と
､
余
部
で
は
歴
代
の
『鷺
錬
』

を
秘
闇
に
赦
し
､
副
頑

一
部
を
史
館
に
お
い
た
と
い
ふ
(『
元
文

類
』
五

1
『
耶
律
貞
墓
誌
銘
』
Vo宋
人
の
手
に
な
る

『
三
朝
北
盟

食
前
』
に
二
ヶ
所
ば
か
り

『
太
絶
賛
錬
』
を
引
く
?
こ
れ
な
ど
紘

極
め
て
例
外
で
､
諜
報
機
関
の
と
と
の
つ
ね
宋
側
に
付
か
秒
こ

と
か
ら
そ
の
部
分
だ
け
が
億
讐

鍵
と
考
へ
る
揮
首
や
､
そ
.の

寛
L
が
無
暗
に
流
布
し
''て
ゐ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
.
金
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～

朝
の
津
京
遷
都
と
と
も
に
'
も
ち
ろ
ん
『
茸
録
』も
選
ば
れ
た
.

一汗
京
陥
落
の
と
き
､
蒙
古
軍
の
大
勝
の
1
人
で
あ
る
張
桑
は
史

館
に
あ
っ
た
方
の
:-『
賓
錬
』
を
手
に
入
れ
た
と
い
ふ

(『
元
朝
名

J

臣
事
略
』
引

『
行
状
』
)｡
そ
し
て
､
こ
の

『
茸
録
』
を
め
ぐ
つ

､

て
元
好
間
の

『金
史
』
編
#
'の
茎
葉
が
行
は
れ
､
結
局
こ
れ
が

王
顎
に
よ
り
元
の
史
館
に
を
さ
め
ら
れ
'
こ

れ
を
材
料
に
し
て

い
ま
の
『金
変
』
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
､
い
せ

1
部
の
『
資

録
』
の
消
息
は
元
朝
時
代

に
す
で
に
軽
ん
ら
侍
は
る
所

が
な

い
｡
な
は
'
津
京
の
陥
落
に
さ
き
だ
つ
て
'
元
好
間
は
小
字
で

ヾ
そ
の
為
し
を
作
っ
て
馬
に
積
ん
で
天
子
め
蒙
盤
に
綻
ば
せ
よ
う

I
と
企
て
た
が
'
賓
蒐
す
る
飴
裕
が
な
か
っ
た
t
と
い
ふ
(『
南
冠

線
引
』
)｡
そ
れ
ら
の
経
緯
は
ま
た
別
に
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
と

L
k
I.i
｡

､

(
二
二
､
八
二

二
)ィ

･†虫8-




