
j＆

る
。
こ
の
’
雨
者
は
圖
考
と
影
集
の
如
く
「
相
輔
而
行
」
べ
き
も
０
で

あ
る
か
ら
、
沿
革
表
の
下
に
第
十
二
章
の
參
照
頁
を
附
し
て
ｓ
７

れ
た
ら
と
望
蜀
０
感
に
堪
へ
ぬ
。

　

第
四
章
六
朝
城
郭
宮
閥
遺
址
に
開
し
て
は
本
書
一
護
後
、
岡
崎

氏
の
「
六
代
帝
邑
致
略
」
（
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所

牧
）
を
反
ま
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。
殊
に
本
書
第
二
節
の
六
朝

水
道
考
は
岡
崎
氏
論
文
中
の
諸
水
致
略
に
見
ゆ
る
如
き
深
き
史
的

理
解
に
ま
で
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

六
朝
陵
墓
に
つ
い
て
は
本
書
の
著
者
に
は
別
に
専
著
が
あ
り
、

本
誌
前
読
で
水
野
君
が
そ
の
時
「
朱
希
阻
（
朱
侑
の
父
）
が
前
篇
で

張
瑛
の
Ｉ
誤
に
か
ぞ
へ
た
棲
霞
山
獅
子
衝
宋
文
帝
陵
脆
を
と
り
極

力
考
澄
し
た
陳
文
帝
陵
脆
を
採
用
し
て
な
い
」
（
七
八
頁
下
段
）
こ

と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
圖
考
第
六
章
の
陵
墓
で
は
家
大
人

の
注
意
も
あ
っ
た
の
か
陳
文
帝
陵
脆
に
韓
向
し
て
ゐ
る
。
流
石
に

専
著
ま
で
あ
る
だ
け
に
こ
の
章
は
す
っ
き
り
し
て
ゐ
る
。

　

そ
ｓ
他
か
き
績
け
れ
ば
際
限
な
い
か
ら
打
切
る
。
本
書
の
功
名

談
は
凡
例
中
に
列
車
し
て
あ
る
か
ら
そ
れ
を
參
照
し
て
こ
の
書
Ｏ

價
値
を
認
め
る
こ
と
。
兎
も
角
こ
の
調
子
で
史
蹟
の
調
査
が
進
め

ら
れ
て
行
く
‘
こ
と
は
異
邦
に
在
っ
て
支
那
の
史
地
を
研
究
す
る
者

の
限
り
な
き
喜
び
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

　

（
森

　
　

鹿

　

三
）

　

西
漢
趾
會
経
済
研
究

　
　

陳
二
珊
江
著

　
　
　
　
　

中
國
祀
會
史
叢
書
（
八
）

　

民
國
二
十
五
年
Ξ
月
新
生
命
書
局

　
　
　
　
　

出
版
四
六
列
。
定
價
一
元

　

民
國
二
十
二
年
（
一
九
三
三
年
）
伍
啓
元
と
言
ふ
人
が
「
中
國
新

文
化
運
動
概
観
」
を
著
し
て
、
そ
の
時
ま
で
０
支
那
に
於
け
る
新

思
潮
新
浬
動
に
對
し
て
一
廉
の
整
理
０
試
み
を
な
し
て
、
其
の
中

に
、
「
支
那
は
今
や
西
欧
文
化
の
直
輸
入
、
盲
目
的
模
倣
の
時
は
過

ぎ
て
東
方
文
化
の
新
な
る
提
侶
が
始
ま
っ
て
ゐ
る
。
東
方
文
化
Ｏ

新
な
る
提
侶
は
未
だ
始
ま
っ
た
ぱ
か
り
で
こ
れ
が
や
が
て
西
欧
文

化
論
者
の
勢
力
に
代
っ
て
勃
興
す
る
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
廻
光

反
照
の
類
に
過
ぎ
な
い
か
今
は
判
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
西
洋
文
化

の
訣
陥
は
東
方
文
化
の
研
究
を
待
っ
て
、
始
め
て
一
暦
深
く
認
識

さ
れ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
で
あ
ら
う
。
将
来
だ
と
へ
西
洋
文
化

論
者
が
勝
利
を
得
る
こ
と
あ
り
と
も
。
思
想
的
に
見
て
、
此
の
新

提
侶
の
東
方
文
化
論
の
影
饗
は
必
中
受
け
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら

う
し
、
か
く
て
始
め
て
西
洋
文
化
に
盲
従
す
る
と
言
ふ
病
態
が
な

く
な
る
で
あ
ら
う
。
廓
の
受
化
こ
そ
甚
だ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

現
布
の
支
那
の
一
般
人
・
の
心
理
的
病
弊
は
他
人
の
模
倣
を
欲
し
な

い
と
言
ふ
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
。
盲
滅
法
に
他
人
の
模
倣
を
事
と
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す
る
に
あ
る
。
今
後
の
學
術
的
思
想
家
は
大
磯
先
づ
思
索
一
番
し

Ｊ

　
　

て
模
倣
的
態
度
を
棄
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
」
（
一
七
四

　
　

頁
）
と
言
っ
て
ゐ
る
。
ま
こ
と
に
五
四
以
来
支
那
の
西
欧
直
輸
入

　
　

的
な
新
文
化
運
動
は
非
常
な
勢
で
社
會
を
風
聴
し
た
。
殊
に
最
近

　
　

の
六
七
年
来
と
言
ふ
も
の
は
唯
物
的
靉
諭
論
が
猛
烈
に
社
會
に
浸

　
　

染
し
、
そ
の
方
面
の
譚
書
は
洪
水
の
如
く
現
れ
、
皮
相
的
な
公
式

　
　

主
義
が
横
行
し
た
。
伍
氏
の
上
掲
の
批
評
は
変
に
富
を
得
た
も
の

　
　

と
言
ひ
得
る
。
か
ｘ
る
室
気
の
中
か
ら
起
っ
て
来
た
も
ｏ
が
一
種

　
　

の
批
判
的
精
紳
に
出
登
す
る
梁
漱
瞑
等
０
唱
へ
る
中
國
文
化
宣
揚

　
　

の
所
謂
東
方
文
化
０
新
提
侶
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
に
支
那
自
身
に

　
　

諮
れ
と
言
ふ
自
省
的
運
動
と
見
る
と
と
が
出
来
や
う
。
而
し
て
此

　
　

の
自
省
的
傾
向
が
學
問
界
に
於
て
は
、
生
硬
な
公
式
的
理
論
研
究

　
　

の
域
を
蝉
脱
し
て
着
変
な
賓
諭
的
研
究
と
な
っ
て
現
れ
、
社
會
史

　
　

経
済
史
の
研
究
に
於
け
る
北
京
大
學
の
陶
希
聖
氏
等
を
中
心
と
す

　
　

る
食
貨
誌
一
黛
の
賓
諭
的
な
態
度
の
如
き
は
我
邦
學
界
に
對
し
て

　
　

も
相
富
の
貢
献
が
あ
る
？

、

　

る
。
か
ｘ
る
支
那
の
文
化
的
傾
向
を
専
ら
政
治
的
方
面
か
ら
の
み

　
　

解
輝
す
る
人
も
あ
る
。
私
は
政
治
的
要
因
を
軽
脱
す
る
者
で
は
な

　
　

い
け
れ
ど
も
、
か
４
る
見
解
に
は
必
ず
し
も
全
然
的
に
賛
す
る
を

　
　

得
な
い
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
寧
ろ
支
那
文
化
の
如
く
古
く
し
て
而

も
洗
練
に
洗
練
を
重
ね
ら
れ
た
文
化
０
み
が
持
っ
自
負
的
心
理
と

内
省
的
性
格
に
由
来
す
る
所
の
文
化
的
現
象
と
見
る
可
き
で
あ
ら

う
。
中
國
自
身
の
道
を
見
出
せ
と
言
ふ
叫
び
を
高
く
強
く
掲
げ
た

夫
の
民
國
二
十
四
年
一
月
の
「
文
化
建
設
」
誌
の
巻
頭
を
飾
る
「
中

國
本
位
的
文
化
建
設
宣
言
」
は
何
よ
り
も
先
づ
斯
る
見
地
か
ら
解

稼
す
可
き
も
の
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
最
近
に
於
け
る

支
那
０
各
種
の
現
象
か
ら
綜
合
し
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
支
那

及
び
支
那
人
が
今
や
漸
く
自
ら
を
深
く
反
省
し
、
本
来
の
自
已
を

発
見
し
、
つ
け
や
き
ば
に
あ
ら
ざ
る
具
の
自
身
の
道
を
求
め
っ
Ｉ

あ
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
前
置
き
は
長
く
な
っ
た
が
、
此
の
陳
噴

江
と
言
ふ
殆
ど
無
名
に
近
い
一
學
徒
の
手
に
な
っ
た
「
西
淡
祗
會

経
済
研
究
」
も
質
に
か
ｘ
る
雰
園
気
の
内
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の

と
考
へ
る
時
、
甚
だ
興
味
あ
る
著
述
だ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
陳
氏

は
早
く
よ
り
支
那
経
済
史
の
研
究
に
従
事
し
た
歴
史
學
の
専
攻
者

で
あ
り
、

の
論
文
が

（
詣
ｊ
「
ａ
代
決
學
」
誌
「
食
貨
」
誌
上
に
は
時
々
氏

載
つ
て
る
る
。
現
在
は
國
立
中
山
大
學
の
文
史
學
研
究

所
に
昼
し
て
そ
の
「
月
刊
」
誌
上
に
於
い
て
も
活
動
し
て
ゐ
る
が
、

精
し
い
こ
と
は
私
に
は
判
ら
な
い
。

　

さ
て
氏
の
此
の
書
を
通
じ
て
先
づ
第
一
に
痛
切
に
感
得
せ
ら
れ

る
こ
と
は
、
前
掲
伍
氏
の
排
し
た
盲
目
的
な
唯
物
史
観
の
公
式
的
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1５７

見
解
馳
蝉
脱
せ
ん
と
し
て
全
ぐ
褐
自
な
祗
會
形
態
Ｓ
'
認
識
を
打
立

て
た
所
忙
あ
る
。
元
来
秦
湊
以
後
二
千
年
に
わ
た
る
支
那
祀
會
が

如
何
な
る
形
態
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
は
Ｉ
近
来
最

も
力
を
注
い
で
内
外
の
諸
學
者
の
論
す
る
所
で
あ
っ
た
。
伍
氏
の

前
掲
書
０
下
篇
「
飲
會
史
の
論
戦
」
な
る
一
章
に
も
具
に
諸
諭
と
’

其
異
同
が
表
示
さ
れ
て
居
り
、
陳
氏
も
本
書
の
導
論
の
内
に
一
々

そ
れ
ら
諸
誕
を
略
述
し
て
検
討
を
行
ひ
、
そ
の
訣
陥
を
指
摘
し

途
に
次
の
様
な
結
論
に
達
し
た
。
秦
漢
以
後
清
に
至
る
支
那
飲
會

は
決
し
て
一
部
論
者
の
脆
く
如
く
封
建
形
態
に
停
滞
し
或
は
其
の

他
の
過
渡
的
状
態
に
停
止
し
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
く
、
支
那
祀
會

は
全
く
一
種
狽
特
な
経
路
を
経
て
音
展
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
西
洋
に
於
け
る
學
者
０
未
が
嘗
っ
て
知
ら
な
か
っ
た

も
０
で
あ
る
。
か
ｘ
る
飲
會
形
態
を
稀
し
て
「
田
傭
祗
會
」
と
言

ふ
。
田
傭
飲
會
と
は
封
建
制
祀
會
崩
潰
し
て
一
路
資
本
主
義
飲
會

へ
と
登
展
し
た
西
欧
飲
會
に
對
立
す
る
全
然
別
個
の
形
態
の
祀
會

で
あ
-
ｓ
＾
、
支
那
飲
會
０
あ
ら
ゆ
る
制
度
文
化
が
西
欧
０
そ
れ
と
質

を
異
に
し
て
ゐ
る
の
は
全
く
そ
れ
が
此
の
佃
傭
制
の
上
に
打
た
て

ら
れ
た
上
暦
建
築
で
あ
る
が
貨
め
で
あ
る
。
然
ら
ば
佃
傭
制
祗
會

と
は
如
何
な
る
も
０
で
あ
る
か
と
言
ふ
に
、
①
農
業
生
産
の
技
術

は
機
械
音
明
以
前
の
世
界
の
何
れ
の
農
業
技
術
よ
り
も
高
度
に
音

　

展
し
て
ゐ
る
ど
と
。
⑩
支
１
　
開
係
は
自
由
地
主
が
佃
１
　
及
び
牛
佃

　

農
、
雇
農
を
支
配
し
、
そ
の
開
係
は
封
建
制
に
於
け
る
如
く
隷
属

‘
形
態
を
と
ら
挙
契
約
の
形
式
を
と
り
、
②
資
本
は
前
資
本
主
義
時

　

代
の
如
く
手
工
品
の
生
産
に
向
っ
て
よ
り
も
寧
ろ
常
に
土
地
に
向

　

っ
て
投
ぜ
ら
れ
、
大
土
地
所
有
に
よ
る
農
産
品
は
常
に
商
品
と
し

　

て
利
潤
追
求
の
目
的
を
持
つ
、
④
富
は
地
主
の
手
に
草
り
、
商
人

　

も
必
慟
土
地
に
投
資
し
て
地
主
と
な
る
。
此
ｏ
篤
め
に
地
主
は
直

　

接
間
接
に
政
洽
法
律
其
の
他
の
制
度
を
支
配
し
諸
々
の
観
念
形
態

　

も
亦
こ
れ
に
よ
っ
て
規
範
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
佃
傭
制
註

　

會
は
封
建
制
註
會
０
崩
潰
後
二
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
支
那
の

　

祗
會
形
態
を
な
し
て
ゐ
た
が
、
そ
ｏ
間
或
は
五
胡
貳
華
の
時
代
或

　

は
元
の
時
代
等
に
は
異
民
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
時
に
退
歩
せ
ざ
る

　

を
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
而
し
な
が
ら
非
常
に
進
歩
し
た
農
業

　

技
術
と
そ
れ
に
恚
す
る
生
産
力
ｏ
強
大
さ
は
、
そ
れ
ら
０
一
時
的

　

打
撃
を
常
に
よ
く
克
復
し
て
再
び
佃
傭
祗
會
を
同
復
し
得
た
。
さ

　

れ
ぼ
こ
れ
ら
一
時
的
退
歩
の
現
象
を
以
っ
て
支
那
祗
會
が
進
歩
退

　

歩
の
循
環
形
態
を
示
し
て
ゐ
る
と
な
す
、
一
部
論
者
の
誕
は
不
営

　

で
寧
ろ
支
那
祗
會
は
常
に
登
展
０
経
路
を
た
ど
り
っ
ご

　

見
る
方
が
よ
く
、
佃
傭
武
會
は
山
秦
漢
よ
り
南
朝
に
至
る
期
を
以

　

っ
て
そ
の
形
成
期
と
な
し
、
問
北
朝
均
。
田
よ
り
唐
末
に
至
る
時
期
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0
０
相
傭
制
度
０
限
制
期
と
す
可
く
、
同
宋
よ
り
清
に
至
っ
て
そ
の

お

　

登
鐘
繁
茂
の
時
期
と
な
す
可
き
で
あ
る
ヽ
本
書
が
西
漢
祀
會
経
臍

　
　
　

を
専
ら
そ
の
研
究
の
對
象
と
し
た
の
は
西
淡
こ
そ
は
二
千
年
に
わ

　
　
　

た
る
佃
傭
祗
會
へ
の
一
大
柿
換
の
時
代
で
あ
り
、
二
千
年
０
歴
史

　
　
　

を
「
動
く
」
と
言
ふ
方
面
か
ら
見
れ
ぼ
西
漢
は
正
に
そ
の
歴
史
の

　
　
　

柿
換
の
枢
軸
を
な
し
た
時
代
で
あ
り
、
「
動
か
な
い
」
と
言
ふ
方
面

　
　
　

か
ら
見
る
な
れ
ば
西
漢
は
正
に
二
千
年
来
の
支
那
飲
會
史
の
一
縮

　
　
　

型
で
あ
る
。
と
言
ふ
重
要
な
時
代
相
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

　
　
　

る
・
以
上
は
主
と
し
て
本
書
の
自
序
導
論
に
よ
っ
て
陳
氏
の
立
場

　
　
　

を
極
め
て
概
略
的
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も

　
　
　

判
る
様
に
陳
氏
は
支
那
吐
會
史
の
上
に
佃
儲
飲
會
な
る
特
殊
の
形

　
　
　

態
を
認
め
、
且
つ
そ
れ
は
絶
對
に
欧
洲
に
於
て
は
認
め
ら
れ
な
い

　
　
　

支
那
狽
特
の
飲
會
登
展
の
形
式
で
あ
り
、
東
西
文
化
の
相
異
の
根

　
　
　

元
は
変
に
此
處
に
存
し
て
ゐ
る
と
解
稼
す
る
。

　
　
　

元
来
西
漢
の
時
代
を
陳
氏
の
様
に
支
那
祀
會
の
一
大
柿
換
期
で

　
　

あ
り
、
叉
そ
０
一
縮
圖
で
あ
る
と
言
ふ
風
に
考
へ
る
こ
と
は
左
程

　
　

新
奇
な
も
の
で
は
な
く
我
が
矢
野
仁
一
博
士
や
小
島
禰
馬
博
士
の

　
　

考
へ
方
に
も
こ
れ
と
相
通
す
る
も
の
が
夙
に
存
す
る
。
然
し
殊
に

　
　

此
０
鮎
に
力
を
注
い
で
そ
の
理
論
的
根
擦
を
求
あ
や
う
と
し
た
も

　
　

の
は
陳
氏
が
始
め
て
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
以
下
陳
氏
は
分
章
し

て
論
柝
す
る
こ
と
十
二
、
西
漢
並
び
に
後
代
の
諸
史
料
を
躯
使
す

る
こ
と
巧
妙
を
極
め
、
加
ふ
る
に
燧
詮
法
的
唯
物
論
を
以
っ
て
指

導
的
原
理
と
な
し
、
西
淡
の
所
謂
田
傭
此
會
な
る
も
の
を
究
明
せ

ん
と
試
み
て
ゐ
る
。

　

そ
０
態
度
は
賀
摯
に
し
て
且
つ
緻
密
叙
述
は
廣
汎
に
渉
り
、
論

理
は
明
柝
で
あ
る
。
而
し
本
書
の
所
論
に
對
す
る
疑
問
の
飴
地
の

厨
ほ
多
々
あ
る
こ
と
は
寧
ろ
富
然
で
あ
っ
て
、
史
料
の
批
判
的
使

用
等
と
言
ふ
鮎
で
は
隨
分
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
し
、
又

日
水
學
界
の
最
近
の
注
目
す
可
き
成
果
た
と
へ
ぱ
本
書
の
税
制
を

論
じ
た
部
分
に
於
い
て
加
藤
博
士
の
財
政
及
び
算
賦
に
関
す
る
研

究
、
演
口
氏
の
辨
役
制
、
更
賦
等
に
闘
す
る
研
究
、
宮
崎
市
定
氏

の
賦
税
制
度
に
闘
す
る
研
究
等
が
顧
み
ら
れ
て
ゐ
な
い
鴛
諺
に
陥

っ
て
ゐ
る
謬
論
も
あ
り
、
又
書
中
示
さ
れ
た
多
く
の
国
表
中
の
記

載
に
は
、
富
を
失
し
た
見
方
が
所
々
に
表
は
れ
て
居
る
。
今
一
々

そ
れ
ら
に
就
い
て
列
挙
す
る
こ
と
は
愚
行
に
近
い
と
思
、
ふ
し
、
親

切
な
る
批
判
は
自
ら
そ
れ
沁
χ
別
個
０
論
文
に
於
い
て
な
さ
る
可

き
で
あ
る
か
ら
、
私
は
今
そ
れ
等
に
関
し
て
述
べ
る
こ
と
を
避
け

度
い
。
又
氏
が
唯
一
の
指
導
原
理
と
す
る
唯
物
史
観
に
し
て
も
、

公
式
的
援
用
の
域
を
ば
脆
せ
ん
と
試
み
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
ｍ

ほ
飴
り
’
に
忠
賃
で
あ
る
と
言
ふ
非
難
を
免
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
極
め
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て
錯
雑
し
た
此
會
史
経
済
史
の
全
蔵
を
一
個
の
法
則
的
見
解
に
よ

っ
て
律
し
去
ら
う
と
す
る
立
場
は
飴
り
に
自
然
科
學
的
で
あ
る
。

歴
史
を
支
配
す
る
偶
然
性
の
問
題
は
も
っ
と
大
き
く
考
へ
ら
る
可

き
も
の
で
あ
り
、
叉
歴
史
が
事
賓
と
し
て
我
々
に
示
し
て
ゐ
る
も

の
は
常
に
自
然
的
な
る
も
の
、
畦
會
的
経
済
的
な
る
も
の
或
は

個
性
的
精
榊
的
な
る
も
の
等
の
雑
多
に
相
開
せ
る
複
雑
な
る
様
相

で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
定
則
的
よ
り
も
寧
ろ
多
分
に
偶
然
的
で
あ

り
、
絶
對
的
な
る
も
の
ｘ
表
現
で
あ
る
よ
り
寧
ろ
常
に
相
對
的
な

る
も
Ｏ
Ｘ
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
歴
史
は
形
式
的
論
理
に
よ
っ

て
把
握
せ
ら
れ
る
も
Ｑ
で
は
な
く
し
て
直
観
に
よ
っ
て
把
握
せ
ら

れ
歴
史
的
論
理
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
可
き
も
０
で
あ
る
。
か
ｘ
る

見
方
か
ら
す
れ
ぱ
、
陳
氏
の
。
立
て
た
佃
傭
獣
會
な
る
概
念
も
亦
充

分
批
判
検
討
の
對
象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
而
し
要
す

る
に
本
書
の
持
つ
意
味
は
そ
れ
か
。
如
何
な
る
訣
鮎
が
あ
り
、
又
如

何
な
’
る
立
場
に
あ
る
に
し
ろ
、
従
来
の
支
那
の
祀
會
史
家
経
済
史

家
が
陥
っ
て
ゐ
た
無
反
省
な
西
欧
的
理
論
追
隨
の
盲
動
的
見
解
か

ら
脱
し
て
、
全
く
一
個
の
支
那
狽
自
の
此
會
形
態
を
認
識
せ
ん
と

し
た
所
に
あ
り
、
そ
の
努
力
の
跡
は
充
分
認
め
ら
る
る
の
で
あ
る
。

即
ち
本
書
は
此
０
意
味
で
支
那
に
於
け
る
吐
會
経
済
史
研
究
史
上

に
於
げ
る
一
個
０
清
算
書
で
あ
り
、
叉
将
来
に
對
す
る
問
題
を
展

開
し
た
阿
の
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
や
う
。
そ
れ
故
に

私
は
本
書
は
将
来
の
學
者
が
支
那
の
祀
會
史
経
済
史
の
研
究
に
営

つ
７
は
必
ず
一
度
は
顧
み
で
批
判
の
對
象
と
し
な
夕
れ
ｒ
な
ら
ね

も
の
で
十
把
一
束
し
て
書
庫
の
塵
に
埋
ら
せ
て
置
く
の
に
は
惜
し

い
本
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　

（
宇
都
宮
清
吉
）

　

古
閑
地
に
関
す
る
研
究
三
種

　

本
年
九
月
の
掲
貢
學
月
列
（
六
省
三
期
）
に
葉
國
慶
氏
０
「
冶
不

在
今
幅
洲
辨
」
と
言
ふ
小
論
文
が
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
昨
年
十
月

努
斡
氏
が
國
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
列
（
第
五
本
第
一

分
）
に
「
漢
音
闇
中
建
置
考
」
を
著
は
し
て
、
葉
氏
が
１
　
て
燕
京

學
報
（
第
五
期
）
に
登
表
し
た
「
古
闇
地
考
」
に
反
對
し
た
０
に
對

す
る
滸
駁
な
の
で
あ
る
。
我
が
國
で
は
和
田
教
授
か
本
年
六
月
の

本
誌
（
第
一
巻
第
五
読
）
上
に
於
い
て
、
市
村
博
±
０
詮
を
援
用

し
、
「
秦
の
闇
中
郡
に
就
い
て
」
な
る
論
文
を
公
に
し
て
葉
氏
の
脆

を
非
難
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
啓
氏
と
は
褐
立
に
登
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
偶
然
に
も
葉
、
啓
二
氏
の
箆
を
調
停
し
た
か
の
様

に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

此
處
に
問
題
と
な
る
冶
聡
は
別
と
七
て
、
頴
建
に
明
ら
か
に
郡

嘱
が
置
か
れ
た
の
は
後
僕
末
か
ら
の
事
で
あ
る
が
、
開
登
が
非
常
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