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大

曾

抄

録

首
輔
高
扶
と
布
衣
部
芳

|
|
明
代
嘉
隆
政
治
の
一
側
而
|
|

城

地

孝

明
代
隆
慶
年
間
(
一
五
六
七
一
五
七
二
)
に
首
輔
を
つ
と
め
た
高
棋
は
、

隆
慶
元
年
(
一
五
六
七
)
に
閣
内
抗
争
に
敗
れ
、
い
っ
た
ん
内
閣
大
凶
晶
子
士
を

辞
し
た
が
、
同
三
年
(
一
五
六
九
)
に
再
入
閣
を
果
た
し
、
以
後
失
脚
す
る

ま
で
二
年
半
の
短
期
間
な
が
ら
時
の
政
治
を
強
力
に
リ
ー
ド
し
た
。
こ
の
高

扶
の
再
入
閣
に
闘
し
て
、
丹
陽
(
現
、
江
蘇
省
丹
陽
市
)
の
布
衣
部
芳
な
る

人
物
が
絡
ん
で
い
た
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
王
肯
堂
『
枇
臨
む
阿
蘇
筆
塵
』
や

沈
徳
符
『
寓
暦
野
獲
編
」
な
ど
複
数
の
筆
記
史
料
に
惇
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
兎
職
さ
れ
て
婦
郷
し
て
い
た
人
士
た
ち
に
再
就
職
の
斡
旋
を
求
め

ら
れ
た
部
芳
が
、
常
時
家
出
し
て
い
た
高
扶
に
目
を
つ
け
、
彼
ら
か
ら
集
め

た
資
金
で
{
臣
官
に
賄
賂
を
賄
っ
て
高
扶
の
再
入
閣
を
賓
現
さ
せ
る
こ
と
で
、

依
頼
者
た
ち
の
求
め
に
慮
、
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
介
の
無
官
の
士

で
あ
り
な
が
ら
、
首
輔
の
人
事
す
ら
動
か
し
た
と
さ
れ
る
部
芳
は
、
も
と
も

と
嘉
靖
年
間
(
一
五
一
一
一
一
一
五
六
六
)
に
倭
冠
針
策
に
力
を
設
揮
し
た
総

督
胡
宗
憲
の
も
と
で
活
躍
し
、
胡
宗
憲
失
脚
後
に
高
扶
の
幕
客
と
な
っ
た
が
、

高
扶
を
失
脚
さ
せ
た
張
居
一
止
に
よ
っ
て
死
に
追
い
や
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

本
報
告
で
は
、
汁
陽
郎
氏
の
族
譜
で
あ
る
上
海
園
書
館
裁
『
部
氏
宗
4
巴

を

は
じ
め
と
す
る
諸
史
料
に
よ
り
つ
つ
、
部
芳
の
活
動
を
跡
附
け
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
嘉
靖
・
隆
慶
年
聞
の
政
治
世
界
の
一
具
健
像
を
示
し
て
み
た
い
。

そ
れ
は
ま
た
、
部
芳
を
幕
下
に
抱
え
た
高
扶
の
政
治
的
背
景
を
考
え
る
上
で

も
何
ら
か
の
示
唆
を
奥
え
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
貼

に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
外
交
官
」
の
登
場
と
そ
の
特
徴

|
|
清
末
外
務
部
期
に
お
け
る
中
関
外
交
の
愛
化
に
つ
い
て
|
|

箱

子

田

恵

科
奉
の
惇
統
を
有
す
る
中
園
に
お
い
て
職
業
外
交
官
は
い
か
に
し
て
登
場

し
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
た
の
か
っ
民
園
期
の
中
圏
外
交
を
巡
っ
て
は
、

顧
維
鈎
ら
岡
際
的
に
著
名
な
外
交
官
に
よ
る
舎
議
外
交
を
中
心
と
し
た
活
動

が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
外
交
官
た
ち
の
登
場
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、

外
務
部
期
の
改
革
で
あ
る
。
一
九

O
六
l
一
九

O
七
年
の
改
革
で
、
外
務
部

に
儲
材
舘
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
公
使
以
下
の
在
外
公
館
員
の
賓
官
化
と
昇
進

ル
l
ト
の
確
立
が
賓
現
し
た
。

先
行
研
究
は
、
改
革
以
前
の
在
外
公
館
員
を
コ
ネ
人
事
に
よ
る
素
人
集
圏

と
見
な
し
、
儲
材
館
の
設
置
に
よ
り
腎
息
子
生
の
登
用
と
外
務
部
に
よ
る
人
事

の
統
制
が
進
み
、
職
業
外
交
官
を
生
み
出
し
た
と
す
る
。
し
か
し
中
央
研
究

院
所
城
の
外
交
柏
案
等
の
史
料
か
ら
は
、
在
外
公
館
で
は
翻
誇
官
ら
の
人
材

が
賓
務
経
験
を
積
み
、
外
交
官
と
し
て
の
階
梯
を
昇
進
し
て
い
く
キ
ャ
リ
ア

パ
タ
ー
ン
が
、
す
で
に
線
理
街
門
期
よ
り
形
成
さ
れ
て
お
り
、
改
革
前
後
の
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在
外
公
館
の
人
的
構
成
に
も
連
績
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

一
九
世
紀
後
半
以
降
、
洋
務
な
ど
の
時
代
の
要
請
に
釣
摩
す
る
も
の
と
し

て
幕
府
制
度
や
局
な
ど
の
臨
時
機
闘
が
重
要
性
を
増
し
た
が
、
在
外
公
館
も

こ
れ
ら
圏
内
洋
務
機
関
と
共
通
す
る
性
格
・
機
能
を
有
し
て
い
た
。
外
務
部

期
の
改
革
は
、
在
外
公
館
が
果
た
し
て
き
た
機
能
を
制
度
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、

外
交
官
の
登
場
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
幕
府
や
局
な
ど
の
髄
制
外
機
関

の
展
開
の
延
長
上
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
職
業
外
交
官
の
登
場
の
一
方
で
、
中
園
の
外
交
権
は
地
方
分
権
化

や
愛
国
主
義
の
高
潮
に
よ
り
ま
す
ま
す
分
散
化
し
て
お
り
、
「
文
明
排
外
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
「
園
民
外
交
」
が
叫
ば
れ
る
中
で
外
交
官
た
ち
は
中

園
外
交
の
近
代
化
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
。
民
園
期
の
外
交
官
の
原
型
が
こ

こ
に
認
め
ら
れ
る
。

貌
耳
目
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
冠
服
制
度
と
礎
制
の
饗
容

|
|
出
土
文
物
中
の
服
飾
資
料
を
題
材
と
し
て
|
|

L
4
 

i
b
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報
告
者
は
、
漢
出
国
聞
に
お
い
て
、
櫨
制
の
一
環
と
し
て
の
公
的
服
飾
制
度

が
ど
の
よ
う
に
饗
化
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
服
飾
制
度

は
中
国
文
明
の
根
幹
を
な
す
礎
制
を
可
楓
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
西

菅
の
櫨
制
で
は
、
服
飾
韓
系
は
五
曜
に
封
摩
す
る
形
で
祭
服
(
士
H

嘘
)
・
凶

服
(
凶
櫨
)
・
朝
服
(
嘉
雄
・
賓
雄
)
・
戎
服
(
軍
種
)
の
四
種
に
大
別
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
、
貌
耳
目
南
北
朝
を
通
じ
て
、
騎
馬
民
族
や
ソ
グ
ド
人
な
ど

の
多
様
な
服
飾
文
化
が
中
園
に
流
入
し
て
い
く
過
程
で
、
中
国
の
服
飾
腫
系

も
大
き
く
愛
化
し
て
い
っ
た
。
本
報
告
に
お
い
て
は
、
服
飾
の
中
で
も
進
賢

冠
と
武
冠
の
饗
遷
に
往
日
す
る
。
漠
唐
聞
の
文
献
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

冠
、
特
に
進
賢
冠
は
、
朝
服
飽
系
の
中
で
官
人
身
分
を
不
す
代
表
的
な
冠
と

し
て
記
述
さ
れ
る
。
確
か
に
後
漠
・
貌
一
品
目
時
代
の
重
像
石
・
壁
書
一
墓
な
ど
の

出
土
資
料
中
に
お
い
て
も
多
く
捕
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
北
朝
時
代
の

出
土
文
物
を
見
る
と
、
進
一
賢
冠
の
出
現
頻
度
が
激
減
し
て
武
冠
が
優
越
す
る

よ
う
に
な
る
ば
か
り
か
、
積
・
鮮
卑
帽
・
折
上
巾
・
三
被
風
帽
な
ど
多
様
な

か
ぶ
り
物
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
後
、
陪
か
ら
初
唐
に
か
け
て
常
服
・
八
ム

服
・
朝
服
・
祭
服
の
回
大
服
飾
鐙
系
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
、
出
土
文
物
の

世
界
に
お
い
て
も
、
常
服
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
岡
領
袖
・
桜
一
政
(
沙

帽
)
の
組
み
合
わ
せ
が
、
朝
服
に
代
わ
っ
て
官
人
の
可
覗
的
身
分
標
識
の
代

表
と
な
る
に
至
る
。
以
上
の
展
望
を
も
と
に
、
貌
耳
目
南
北
朝
と
そ
の
前
後
に

時
代
に
お
け
る
進
賢
冠
・
武
冠
の
あ
り
方
を
通
じ
て
服
飾
制
度
、
ひ
い
て
は

趨
制
の
愛
容
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。
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今
大
聖
令
と
日
本
律
令
制
研
究

大

幸半ア

透

律
令
制
研
究
は
、
日
本
古
代
史
で
は
律
令
園
家
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
中
心

と
な
る
研
究
テ
l
マ
で
あ
り
、
律
令
法
は
継
受
法
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、

唐
の
律
令
と
の
比
較
が
不
可
鉄
で
あ
る
。
し
か
し
唐
の
律
は
『
唐
律
疏
議
』

と
し
て
惇
存
し
て
い
る
も
の
の
、
唐
令
は
散
逸
し
て
し
ま
い
、
そ
の
復
原
は
、
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一
九
三
三
年
に
仁
井
出
陸
著
『
唐
令
拾
遺
」
(
東
方
文
化
皐
院
)
が
出
版
さ

れ
、
お
も
に
日
本
で
准
一
め
ら
れ
た
。
一
九
九
七
年
に
池
田
温
氏
を
中
心
に

『
唐
令
拾
遺
補
』
の
大
慨
が
東
京
大
挙
出
版
舎
か
ら
刊
行
さ
れ
、
二
十
世
紀

の
唐
令
の
復
原
研
究
も
ほ
ぼ
集
大
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
一

九
九
九
年
に
上
海
師
範
大
皐
の
戴
建
園
氏
に
よ
り
寧
波
の
天
一
閤
博
物
館
に

北
宋
天
聖
七
年
(
一

O
二
九
)
に
編
纂
さ
れ
た
天
聖
令
窮
本
一
新
が
惇
存
し

て
い
る
と
の
衝
撃
的
な
大
愛
見
が
惇
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
唐
令
を
も
と
に
す

る
改
訂
さ
れ
た
宋
代
の
現
行
候
文
と
そ
の
あ
と
に
大
量
の
不
行
唐
令
候
文
が

附
載
さ
れ
て
い
た
。
よ
う
や
く
二

O
O六
年
十
一
月
に
な
り
、
中
園
社
命
円
科

阻
学
院
歴
史
研
究
所
の
黄
正
建
氏
ら
の
メ
ン
バ
ー
の
努
力
に
よ
り
『
天
一
悶
戚

明
紗
本
天
聖
令
校
設
』
上
下
二
加
が
中
華
童
日
局
か
ら
出
版
さ
れ
、
天
聖
令
春

二一

1
三
O
の
寓
巽
お
よ
び
詳
し
い
校
訂
を
つ
け
た
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、

唐
令
復
原
案
ま
で
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

報
告
者
は
、
天
聖
令
に
関
係
し
て
科
研
研
究
舎
や
い
く
つ
か
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
組
織
し
て
き
た
。
今

H
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
唐
令
復
原

の
進
展
に
よ
り
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
、
円
本
律
令
制
研
究
の
立
場
か

ら
線
括
し
な
が
ら
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

模
倣
の
債
値
に
つ
い
て

宇
佐
美

文

理

中
園
の
萎
術
論
に
お
い
て
、
「
模
倣
」
と
い
う
思
想
が
持
つ
意
味
を
考
え

直
し
て
み
た
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
愛
表
の
主
旨
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
「
考

え
直
す
」
な
の
か
。
塞
術
に
お
い
て
「
模
倣
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
か
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
中
園
の
文
化
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る

人
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
か
た
ち
だ
け
を
ま
ね
し
て
は
だ
め
で
、
か
た
ち
を

こ
え
た
も
の
、
た
と
え
ば
こ
こ
ろ
と
か
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
い

う
考
え
を
き
っ
と
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
が
ら
は
、
中
園
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
日
本
を
も
含
め
て
、
通
念
と
し
て

存
在
し
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
「
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
と
る
」
こ
と
の
債
値
や
意
味
が
否
定

さ
れ
た
の
は
、
中
園
の
察
術
論
に
お
い
て
は
ご
く
新
し
い
山
川
米
事
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
設
表
に
お
い
て
「
模
倣
の
債
値
」
と
す
る
の

は
、
こ
の
「
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
と
る
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
模

倣
が
、
中
岡
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
な
債
値
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
を
考
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
給
書
一
に
お
け
る
模
倣
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
か

ら
出
昨
役
し
て
み
た
い
が
、
こ
の
間
題
は
、
そ
も
そ
も
中
岡
に
お
い
て
、

「
皐
」
と
は
い
か
な
る
管
震
を
音
信
州
し
た
の
か
、
と
も
か
か
わ
る
こ
と
が
ら

で
あ
り
、
徐
裕
が
あ
れ
ば
「
童
H

」
に
お
け
る
模
倣
の
意
味
を
考
え
あ
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
「
島
干
」
の
問
題
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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明
代
前
半
期
に
お
け
る
出
版
の
愛
、
書

井

上

進

明
初
の
出
版
を
簡
単
に
概
括
す
れ
ば
、
「
貧
困
」
の
一
言
で
表
現
で
き
よ

う
が
、
な
ら
ば
そ
の
貧
同
は
い
か
に
し
て
明
末
期
に
お
け
る
空
前
の
隆
盛
へ



と
愛
化
し
て
い
く
の
か
。
ま
た
こ
の
愛
化
は
常
然
讃
書
の
愛
化
、
す
な
わ
ち

皐
術
の
愛
化
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
出
版
の
愛
化
を
通
じ
て
観

察
さ
れ
る
向
学
術
の
時
制
定
化
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
今
回
の
愛
表

で
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
き
、
で
き
る
だ
け
明
代
前
小
期
刊
本
の
賓
物
に
即

し
て
、
具
樫
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

明
代
中
期
ま
で
、
言
、
つ
に
足
る
民
間
の
出
版
活
動
は
ほ
と
ん
ど
建
陽
に
し

か
見
ら
れ
ず
、
し
か
も
建
陽
の
書
坊
は
、
往
々
に
し
て
他
地
方
の
官
刻
、
家

刻
を
請
け
負
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
園
家
の
出
版
を
部
分
的
に
代
行
し
さ
え

し
て
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
情
況
は
、
弘
治
・
正
徳
中
よ
り
徽
州
の
出
版
が

に
わ
か
に
活
設
に
な
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
愛
化
し
は
じ
め
る
。

こ
の
弘
治
・
正
徳
中
と
は
、
出
版
の
内
容
に
も
額
著
な
愛
化
が
生
じ
た
、

す
な
わ
ち
文
史
の
亭
が
復
興
し
て
く
る
時
期
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
復
興
は
、

王
陽
明
の
登
場
と
相
前
後
し
て
六
経
皆
史
説
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
、
会
定
の

理
論
的
根
擦
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
理
論
的
主
張
を
生
み
だ
し

た
背
景
に
は
「
自
信
」
の
成
長
が
あ
り
、
こ
れ
が
明
末
に
つ
ら
な
る
学
術
、

な
い
し
山
版
の
劇
的
な
展
開
を
導
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
固
民
薫
と
雲
南

|
|
漬
越
銭
路
と
越
境
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
|
|

武

内

房

司
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一
九
一

O
年
、
雲
南
の
昆
明
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ハ
イ
フ
ォ
ン
を
結
ぶ
濃
越

銭
路
が
開
通
し
た
。
こ
の
濃
越
銭
路
は
、
雲
南
筒
奮
で
産
出
さ
れ
る
錫
の
主

要
な
聡
送
手
段
と
な
る
な
ど
、
雲
南
と
仰
領
イ
ン
ド
シ
ナ
と
を
結
ぶ
経
済
動

脈
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
内
陸
に
位
置
す
る
雲
南
は
こ
の
濃
越

銭
路
を
つ
う
じ
て
、
海
域
世
界
と
よ
り
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
物
資
の
み

な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
・
人
的
交
流
の
擦
大
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
濃
越
銭
路
の
開
通
に
よ
っ
て
、
銭
道
関
連
州
労
働
者
と
し

て
雲
南
に
居
住
す
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で

主
的
フ
但
。

こ
う
し
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
亡
命
を
よ

ぎ
な
く
さ
れ
た
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
と
り

わ
け
一
九
三

O
年
の
ヴ
工
ト
ナ
ム
・
イ
エ
ン
バ
イ
に
お
け
る
蜂
起
が
鎮
墜
さ

れ
た
後
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
岡
民
黛
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
雲
南
に
逃
れ
、
そ

こ
を
様
黙
に
濁
立
を
め
ざ
す
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
園
民
黛
雲
南
支
部
を
成
立
さ
せ
た
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ホ
l
チ

ミ
ン
を
中
心
に
、
一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
の
シ
ヤ
ム
や
庚
東
に
お
け

る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
活
動
に
主
と
し
て
光
が
あ
て
ら
れ
、
検
討
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
雲
南
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
悌
領
イ
ン
ド
シ
ナ
政

府
の
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ

1
線
督
時
代
に
設
立
さ
れ
た
治
安
警
察

(ω
骨
え
か
)
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
園
民
黛
を
は
じ
め
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の

雲
南
で
の
活
動
に
早
く
か
ら
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
家
の
動
き
を
克
明
に

記
録
し
て
い
た
。

本
報
告
で
は
、
主
と
し
て
、
供
連
調
書
を
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
海
外
史
料

セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
、
近
年
公
開
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
未
公
刊
文
書
を
用
い

な
が
ら
、
越
境
す
る
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
活
動
の
軌
跡
を
追
う
こ
と
で
、

雲
南
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
や
、
濃
越
銭
路
を
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中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
仰
領
イ
ン
ド
シ
ナ
と
交
流
を
深
め
て
い
っ
た

近
代
雲
南
世
舎
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

一
六
世
紀
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ワ
ク
フ
と
ミ
ル
ク伊

藤

隆

自日

ア
イ
ユ
l
ブ
朝
や
マ
ム
ル
|
ク
朝
時
代
の
ワ
ク
フ
文
書
で
惇
存
し
て
い
る

の
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
、
大
部
分
が
カ
イ
ロ
に
閥
わ
る
も
の
で
あ

り
、
シ
リ
ア
に
閲
し
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
方
シ
リ
ア
で
は
多
く
の
地
方

史
や
地
誌
が
著
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
中
に
モ
ス
ク
や
マ
ド
ラ
サ
、
病
院
生
寸
の
宗

救
・
公
共
施
設
の
場
所
、
設
立
者
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
は
財
源

や
俸
給
に
つ
い
て
も
記
述
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
史
料
状

況
の
た
め
、
オ
ス
マ
ン
朝
よ
り
も
前
の
時
代
の
シ
リ
ア
の
宗
教
・
公
共
施
設

や
ワ
ク
フ
に
闘
す
る
従
来
の
研
究
は
、
主
に
地
方
史
や
地
誌
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
き
た
。

今
後
さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
ワ
ク

フ
調
査
蓋
帳
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
骨
回
時
は
ま

だ
存
在
し
た
ワ
ク
フ
文
書
の
概
要
が
含
ま
れ
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
や
パ
レ

ス
チ
ナ
に
つ
い
て
は
銃
に
こ
れ
ら
調
査
塁
帳
を
利
用
し
て
ア
イ
ユ

I
ブ
朝
や

マ
ム
ル

l
ク
朝
時
代
の
宗
数
・
公
共
施
設
お
よ
び
ワ
ク
フ
に
闘
す
る
研
究
が

行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
校
訂
出
版
さ
れ
て
い
る
史
料
も
あ
る
が
、
そ
の
他
の

シ
リ
ア
の
都
市
・
地
域
に
つ
い
て
は
同
様
の
研
究
も
史
料
の
公
刊
も
ま
だ
さ

ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
オ
ス
マ
ン
朝
支
配
下
の
一
六
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
ダ
マ
ス
ク
ス
州
の
ワ
ク
フ
と
ミ
ル
ク
(
私
財
)
の
調
査
墓
帳
が
最
近
、

校
訂
出
版
さ
れ
た
。
報
告
で
は
、
こ
の
史
料
を
紹
介
し
、
い
く
つ
か
の
観
貼

か
ら
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ム
カ
ル
ナ
ス
(
鍾
乳
石
飾
り
)
か
ら
み
た

イ
ス
ラ

l
ム
建
築
史

|
|
一
四
世
紀
を
中
心
に
|
|

{采

見

奈
緒
子

ム
カ
ル
ナ
ス
と
は
、
天
井
な
ど
を
多
数
の
細
か
な
曲
面
か
ら
構
成
す
る
建

築
技
法
で
、
蜂
の
巣
状
、
あ
る
い
は
鍾
乳
石
状
の
複
雑
な
様
態
を
な
し
、
そ

の
性
状
は
極
め
て
幾
何
向
学
的
で
あ
る
。
起
源
を
た
ど
る
と
、
ブ
ハ
l
ラ
の

サ
l
マ
l
ン
廟
の
ド
l
ム
に
み
る
初
歩
的
な
構
造
技
法
が
次
第
に
装
飾
的
に

進
化
し
、
一
一
世
紀
後
牛
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
、
西
は
ア
ン
グ
ル
シ
ア

や
マ
グ
リ
ブ
か
ら
、
東
は
中
央
ア
ジ
ア
ま
で
、
イ
ス
ラ

l
ム
救
徒
特
有
の
技

法
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
以
来
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス

ラ
l
ム
建
築
の
中
で
好
ん
で
使
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
賓
で
あ
る
。

本
委
表
で
は
、
ム
カ
ル
ナ
ス
技
法
の
流
行
期
と
も
い
え
る
一
四
世
紀
に
焦

黙
を
あ
て
、
各
地
域
の
特
色
と
、
地
域
開
相
互
の
閥
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

今
回
世
紀
の
ム
カ
ル
ナ
ス
を
有
す
る
建
築
と
し
て
、
ア
ル
・
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
、

カ
イ
ロ
の
ス
ル
タ
|
ン
・
ハ
サ
ン
・
マ
ド
ラ
サ
、
ナ
タ
ン
ズ
の
シ
ェ
イ
プ
・

ア
ブ
ー
ル
・
サ
マ
ド
廟
、
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ア
フ
マ
ド
・
ヤ
サ
ヴ
ィ
1

廟
を

192 



取
り
上
げ
、
幾
何
向
学
的
特
色
や
建
築
内
の
配
置
の
工
夫
な
ど
か
ら
、
地
域
色

を
明
ら
か
に
す
る
。
加
え
て
今
ま
で
ム
カ
ル
ナ
ス
の
歴
史
の
な
か
で
と
り
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
オ
マ

l
ン
の
ピ
ピ
・
マ
リ
ヤ
ム
廟
、
パ
サ
ル
ガ

ダ
エ
の
キ
ュ
ロ
ス
王
某
に
刻
ま
れ
た
ミ
フ
ラ

l
ブ
、
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
地
方
の

ジ
ヤ
イ
ナ
数
縛
用
材
に
よ
る
装
飾
天
井
、
中
国
建
築
の
藻
井
、
ア
ル
メ
ニ
ア

建
築
の
ガ
ヴ
イ
ツ
ト
な
ど
の
賓
例
を
イ
ス
ラ

1
ム
の
債
が
り
か
ら
ど
う
許
債

す
べ
き
か
を
問
う
て
み
た
い
。

聖
者
の
執
り
成
し

ー
ー
に
死
の
「
イ
ス
ラ
l
ム
化
」
か
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
「
土
主
花
」
か
|
|

i賓

正

美

田

戸に戸υDυ 

テ
ィ
ム

l
ル
の
父
タ
ラ
ガ
イ
、
テ
ィ
ム

l
ル
肖
身
そ
し
て
彼
の
子
孫
た
ち

が
、
「
聖
者
」
の
遺
骸
の
足
許
に
(
あ
る
い
は
、
聖
者
が
彼
ら
支
配
者
の
傍

ら
に
)
葬
ら
れ
て
い
る
事
賓
は
つ
と
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
埋
葬
の
方
式
が
何
を
意
固
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、

殆
ど
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
タ
ル
マ
シ
リ
ン
か
ら
テ
イ

ム
1
ル
に
至
る
政
治
支
配
者
と
そ
の
宗
教
指
導
者
の
関
係
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・

パ
ウ
ル
氏
の

ω与
2口
r
o
E〔
日
固
め
門
同
国
円

}
H
2
5
H
C
E
E
F
?凶
間
同

F
a
(
b
q

p
E戸
。
N
N
)

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
テ
イ
ム

l
ル
の

廟
グ

l
リ
・
ア
ミ

l
ル
が
存
在
す
る
地
貼
が
、
彼
の
埋
葬
(
お
よ
び
そ
れ
に

先
立
つ
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ス
ル
タ

l
ン
に
よ
る
マ
ド
ラ
サ
と
ハ

l
ン
カ

l
の
建

設
)
の
首
時
に
捨
っ
て
い
た
玄
味
は
、
般
に
「
死
ん
で
い
る
」
聖
者
が
果
た

す
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
役
割
を
通
じ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
役
割
と
は
、
最
後
の
審
判
に
際
し
て
の
神
へ
の
執
り
成
し

r
z
z
t

に
他
な
ら
な
い
。

イ
ス
ラ

I
ム
榊
撃
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
勿
論
そ
の
他
の
使
徒
た
ち
に
も
執

り
成
し
の
権
能
が
あ
る
と
す
る
が
、
聖
者
た
ち
が
こ
の
権
能
を
有
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
沈
歎
し
て
い
る
。
一
方
、
ス
l
フ
イ
ズ
ム
の
聖
者
論
で
は
、

は
や
く
も
九
世
紀
の
ア
ル
・
ハ

1
キ
ム
・
ア
ッ
テ
イ
ル
ミ
ズ
ィ

1
は
、
「
聖

性
の
封
印
」
で
あ
る
聖
者
は
預
言
者
と
同
様
執
り
成
し
の
権
能
を
有
す
る
と

の
主
張
を
行
っ
て
お
り
、
後
代
に
は
ア
プ

l
・
ア
ル
マ
ン
ス

l
ル
・
ア
ル

マ
l
ト
ゥ
リ

l
デ
ィ

l
の
如
き
紳
皐
者
が
自
ら
の
遺
骸
を
、
執
り
成
し
を
約

束
し
た
型
者
の
廟
の
近
く
に
葬
る
よ
う
遺
言
し
た
と
の
惇
承
が
成
立
を
見
る
。

本
設
表
で
は
、
ー
)
聖
者
廟
と
テ
ィ
ム

l
ル
一
門
の
墓
所
の
位
置
的
関
係

2
)
聖
者
た
ち
に
閲
す
る
停
承

3
)
執
り
成
し
に
関
す
る
神
墜
と
ス

l
フ

イ
ズ
ム
の
言
説

4
)
改
宗
聞
も
な
い
テ
ユ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
系
支
配
者
の

心
意
(
に
つ
い
て
の
憶
測
)
に
つ
い
て
述
べ
る
橡
定
で
あ
る
。
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