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十
一

世
紀
、
北
宋
の
中
ご
ろ
、
司
馬
光
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た

「資
治
逼
鑑
」
が、

中
園
の
書
を
誼
む
人
に
よ
っ
て
、
名
著
と
し
て
尊
重
さ

れ
つ
づ
け
つ
つ
、
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
、
中
園
の
書
を
讃
む
人
で
あ
る
限
り
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
書
の
出
現
が
、
中
園

の
知
識
人
の
知
識
の
性
格
を
第
草
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
人
人
の
注
意
に
上
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
書
の
出
現
す
る
ま

で
は
、
自
園
の
歴
史
の
全
貌
を
ふ
り
か
え
る
便
宜
を
、
中
園
人
は
久
し
く
失
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
書
に
よ
っ
て
新
ら
し
く
機
曾
を
輿
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
機
曾
を
輿
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
更
に
護
展
し
て
、
こ
の
書
を
讃
む
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
の
書
の
記
載
す
る
如
き
過
去
の

歴
史
の
全
貌
を
知
悉
し
記
憶
す
る
こ
と
が
、
以
後
の
知
識
人
の
責
務
と
な
り
、
資
格
と
な
る
に
至
る
。
中
園
の
歴
史
拳
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

わ
が
内
藤
虎
次
郎
博
士
の
「
中
園
史
事
史
」
が
あ
る
ほ
か
、
多
く
の
書
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、
い
か
な
る
歴
史
書
が
い
か
に
著
述

さ
れ
た
か
と
い
う
、
著
者
の
が
わ
か
ら
の
歴
史
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
讃
者
の
が
わ
か
ら
す
る
歴
史
に
着
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
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過
去
の
人
聞
の
事
質
へ
の
知
識
を

人
間
の
倫
理
の
基
本
と
し
て
寧
重
す
る
こ
と
は
、

中
閣
の
文
明
の
早
く
か
ら
も
っ
態
度
で
あ
っ
た。

「
六
経
」

も
し
く
は
「
五
経
」
、
す
な
わ
ち
六
古
典
も
し
く
は
五
古
典
は
、
永
遠
不
嬰
の
「
道
理
L

を
記
載
す
る
書
で
あ
る
と
共
に
、
「
道
理
」

の
完
全
に
存
在
し
た
時
代
は
、
二
帝
三
王
の
古
代
に
あ
る
と
い
う
信
仰
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
の
時
代
の
歴
史
事
賞
、
あ
る
い
は
そ

う
意
識
さ
れ
る
も
の
の
記
載
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
前
の
前
漢
の
時
代
ま
で
に
結
集
さ
れ
、
以
後
長
く
民
族
必
讃
の
書
と
な
っ
て
、
前
世
紀

に
至

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
私
が
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、

「
支
那
人
の
古
典
と
そ
の
生
活
」
参
照
。

つ
い
で
司
馬
遁
の
「
史
記
」
が
、
二
帝
三

王
以
後
、
彼
み
ず
か
ら
の
時
代
で
あ
る
前
二
世
紀
漢
の
武
帝
の
時
代
ま
で
の
歴
史
を
結
集
し
た
の
が
、

お
そ
ら
く
は
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
わ
ず
か
に
す
ぎ
た
後
漢
の
時
代
に
は
じ
ま
づ
て
、
最
近
に
至
る
。

「
五
経
」
に
つ
ぐ
必
請
の
書
と
な
っ
た

の
も
、

つ
ま
り
「
五
鰹
」
と
「
史
記
」、
-'--

の
二
つ
は
レ
つ
の
時
代
で
も
、
そ
れ
を
謹
む
の
が
知
識
人
の
責
務
で
あ
り
、
資
格
で
あ
り
、

は
歴
史
事
質
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
知
識
人
必
須
の
知
識
で
あ
り
つ
づ
け
た。

し
た
が

っ
て
そ
の
記
載
す
る
歴
史
事
賞
、
も
し
く

著
述
の
生
産
の
面
か
ら
い
え
ば

「
史
記
」
以
後
も
、

班
固
の
「
漢
書
」
、
何
種
か
の
「
後
漢
書
」
を
は
じ
め
、

多
く
の
歴
史
書
が
間
断
な

- 2一

く
書
き
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
三
四
世
紀
の
歴
史
を
記
し
た
「
亙
白
書
」
が
、
そ
の
列
停
の
五
十
二
に
、
陳
毒
、

王
長
文
、
虞
湾
、
司
馬
彪
、

王

隠
、
虞
預
、
孫
盛
、
干
質
、
郵
祭
、
謝
沈
、
習
盤
歯
、
徐
贋
の
十
二
人
を
、
実
め
て
一
巻
と
す
る
の
は
、
濁
立
し
て

一
範
腐
を
作
る
ほ
と
、
こ

の
時
期
に
歴
史
家
の
む
れ
が
、
輩
出
し
た
の
を
示
そ
う
と
し
て
で
あ
る
。
管
以
後
の
各
王
朝
の
歴
史
も
、
官
撰
あ
る
レ
は
私
撰
の
形
で
堆
積
さ

れ
つ
づ
け
、

七
世
紀
初
、
唐
の
初
期
、
す
で
に
相
首
の
量
に
達
し
た
こ
と
は
、
嘗
時
の
書
籍
目
録
「
惰
書
経
籍
志
」
の
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。

問
題
は
、

一
般
の
知
識
人
は
、

そ
れ
ら
の
歴
史
書
を
、

ど
れ
だ
け
目
に
し
得
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い
は
知
識
人
の
ど
れ
だ
け

が
、
そ
れ
ら
の
歴
史
書
を
見
得
た
か
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
一
般
の
知
識
人
に
あ
る
。
唐
以
前
の
一
般
の
知
識
人

は
、
そ
も
そ
も
多
く
の
書
物
を
讃
む
便
宜
に
甚
だ
乏
し
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
古
い
時
代
ほ
と
、
今
は
失
わ
れ
た
書
物
が
存
在



し
た
ゆ
え
に
、
人
人
み
な
博
皐
で
あ
っ
た
と
軽
率
に
考
え
が
ち
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
錯
費
で
あ
る
。

ま
ず
唐
以
前
の
書
物
は
す
べ
て
潟
本
で
あ
っ
た
。
「
五
経
」
や
「
史
記
」
の
よ
う
な
第
一
級
の
古
典
は
、
寓
本
に
よ
っ
て
も
、
相
嘗
に
流
布

し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
書
物
の
流
布
は
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
量
で
あ
っ
た
。
生
産
量
に
制
限
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
債
も
相
首
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

更
に
ま
た
想
起
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
れ
ら
の
潟
本
は
す
べ
て
巻
子
本
、
す
な
わ
ち
巻
物
の
装
偵
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

三
十
巻
は
、
文
字
通
り
、
百
三
十
本
の

E
大
な
巻
物
で
あ

っ
た
。
貯
蔵
に
は
、

E
大
な
空
聞
を
要
す
る
。
貯
臓
ば
か
り
で
は
な
い
、
開
質
に
も

空
聞
が
い
る
。
方
数
十
セ
ン
チ
に
縮
印
さ
れ
た
「
史
記
」
の
、
べ

l
ジ
を
繰
る
こ
と
に
の
み
な
れ
た
わ
れ
わ
れ
に
は
、
想
像
に
困
難
な
不
便

が
、
そ
三
に
あ
っ
た
。
一
巻
の
書
を
讃
む
な
ら
ば
、
ま
だ
よ
い
。
数
巻
の
書
を
彼
此
参
照
す
る
と
な
れ
ば
、
何
反
か
の
反
物
を
一
奉
に
ひ
ろ
げ

た
の
と
お
な
じ
空
間
が
い
る
。
私
は
か
つ
て
巻
子
本
の
ま
ま
の
形
で
覆
製
さ
れ
た
「
玉
燭
賓
典
」
十
一
巻
の
解
説
を
執
筆
し
、
不
便
を
鎧
験
し

「
史
記
」
百

か
く
流
布
、
貯
蔵
、
閲
讃
、
み
な
困
難
を
き
わ
め
た
巻
子
寓
本
の
時
期
に
お
い
て
、
多
く
の
書
を
識
す
る
場
所
を
求
め
る
な
ら
ば
、
宮
廷
そ

の
他
の
官
庫
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
藤
原
佐
世
の
「
日
本
園
現
在
書
目
録
」
は
、
狩
野
直
喜
博
士
の
「
支
那
摩
文
叢
」
に
解
説
す
る
よ
う
に
、

-3-

た宇
多
天
皇
の
寛
卒
年
間
、
唐
で
は
さ
い
ご
の
天
子
昭
宗
の
時
期
、
そ
の
こ
ろ
の
日
本
の
宮
廷
文
庫
の
漢
籍
目
録
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
正
史
家
」

の
僚
に
は
、

「
史
記
」
、

「
漢
書
」
、

「
後
漢
書
」
、

お
よ
び
そ
の
注
種
、

ま
た
後
漢
の
史
と
し
て
、

「
東
観
漢
記
」

を
列
す
る
ほ
か
、

陳
蕎
の

「
三
闘
志
」
、
唐
太
宗
御
撰
の
「
音
書
」
、
王
隠
の
「
耳
目
室
肩
」
、
沈
約
の
「
宋
書
」
、
李
百
薬
の
「
斉
書
」
、
沈
約
の
「
斉
書
」
、

書
」
、
顔
師
古
の
「
惰
書
」
、
挑
思
廉
の
「
陳
書
」
、
令
狐
徳
棄
の
「
周
書
L

を
、
録
す
る
。
し
か
し
粛
子
顕
の
「
南
青
書
」
、
挑
察
の
「
梁
書
」
、

貌
櫓
の

「
後
親

貌
牧
の
「
読
書
」
な
ど
は
、
依
け
て
い
る
。
日
本
の
宮
廷
の
文
庫
の
牧
蔵
は
、
な
ま
じ
っ
か
な
中
園
の
地
方
蝉
の
文
庫
よ
り
も
整
備
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
今
世
紀
初
、
激
煙
石
室
か
ら
護
見
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
潟
本
群
の
な
か
に
、
「
漢
室
百
」
の
残
巻
は
あ
っ
て
も
、
以
後

「
史
記
」

369 

の
歴
史
書
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
ま
た
日
本
の
卒
安
朝
古
官
何
本
の
現
存
す
る
も
の
が
、

嘗
年
の
日
本
の
臓
書
の
比
率
を
反
映
す
る
と
す
れ
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ば
、
こ
れ
ま
た
「

E

史
記
」

神
神
社
臓
「
周
書
」
の
、
い
ず
れ
も
残
巻
を
、
数
え
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
漢
書
」
の
残
巻
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
て
も
、
以
後
の

「
正
史
」
は
、
某
氏
磁
「
忍
白
書
L

、
守
屋
氏
臓
「
陳
書
」
、
大

で
あ
り

讃
書
一
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
史
記
」
は
別
と
し
、
以
後
は
「
漢
書
」
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
「
後
漢
書
」
コ
ニ
園
志
」
ま
で
が
、
私
人
の
戴
書

唐
の
劉
知
幾
の
「
史
逼
」

が
七
世
紀
に
お

い
て
、
杜

も
っ

と
も
職
業
的
な
一
専
門
家
は
、

別
で
あ
る
。

そ
う
し
た
欣
態
の
中
で
、

佑
の
「
通
典
」
が
八
世
紀
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
出
現
し
た
歴
史
書
の
お
お
む
ね
を
評
論
し
、
資
料
と
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
と
し

五
世
紀
、
宋
の
要
松
之
の
コ
ニ
闘
志
注
」
に
引
用
す
る
書
の
う
ち
史
部
は

て
、
古
書
の
注
四
伴
家
、
事
典
僻
典
の
編
集
者
も
、
そ
れ
に
属
す
る
。

一
百
四
十
二
種
、

六
世
紀
、

梁
の
劉
峻
の
「
世
説
新
語
注
」
に
引
用
す
る
史
部
は
二
百
八
十
八
種
と
、
清
の
沈
家
本
は
数
え
、

七
世
紀
唐
初
の

李
善
の
「
文
選
注
」
に
引
用
す
る
史
書
の
数
も
相
嘗
で
あ
る
。

み
な
多
く
の
史
書
を
引
き
、

「
初
皐
記
」
、

ま
た
事
典
す
な
わ
ち
「
類
書
」

更
に
ま
た
十
世
紀
宋
初
の
「
太
卒
御
覧
L

が、

に
つ
い
て
い
え
ば
、

唐
人
の
「
喜
文
類
緊
」

六
世
紀
北
斉
の
「
修
文
殴
御
覧
L

に
も
と
づ
く
こ

と
、
近
ご
ろ
森
鹿
三
博
士
の
確
認
が
、
東
方
向
学
報
京
都
第
三
十
六
崩
に
見
え
る
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
引
用
す
る
歴
史
書
は
更
に
お
び
た
だ
し

い
。
ま
た
唐
の
玄
宗
の
天
賓
十
載
、
七
五
一
、
に
作
ら
れ
た
孫
憎
の

「
唐
韻
」
の
序
文
が
、

こ
の
字
書
編
集
の
た
め
に
使
用
し
た
資
料
と
し

-4-

て
、
史
、

漢
、
三
園
志
、
音
、
宋
、
後
軸
腕
、
周
、
惰
、
陳
、
宋
、
雨
斉
書
を
い
う
の
は
、
清
の
王
鳴
盛
の
「
十
七
史
商
権
」
の
指
摘
す
る
如
く

で
あ
る
。

し
か
し
私
が
こ
こ
に
い
う
の
は、

そ
れ
ら
諸
種
の
職
業
的
な
専
門
家
に
関
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。

一
般
の
知
識
人
に
開
し
て
の
こ
と
で
あ

る
。
王
鳴
盛
の
「
十
七
史
商
機
」
は
、
そ
の
巻
九
十
九
、

「唐
以
前
は
、
惟
だ
三
史
三
園
の
み
」
と
い
う
僚
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

唐
よ
り
以
前
、
人
間
に
通
行
す
る
者
は
、
惟
だ
馬
と
班
と
沼
の
、
史
記
と
前
後
漢
書
の
三
史
の
み
。
其
の
次
は
則
ち
三
園
志
、
若
し
音
書

及
び
南
北
朝
の
各
史
の
ご
と
!き
は
、
未
ま
だ
流
布
せ
ざ
り
し
也
。



自
窟
以
前
、
唐
よ
り
以
前
、
と
い
う
い
い
方
は
、
唐
を
も
そ
の
中
に
ふ
く
め
、
六
朝
に
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
が
、
六
朝
末
の
事
態
に
つ
い

て
、
王
鳴
盛
の
た
め
に
一
誼
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
六
世
紀
顔
之
推
の
「
顔
氏
家
訓
」
の
「
勉
皐
」
篇
に
、
一
つ
の
挿
話
を
の
せ
る
。
北
湾
の
貌

牧
は
、
「
博
士
」
た
ち
と
、
宮
廷
の
宗
廟
の
制
度
に
つ
い
て
舎
議
を
聞
き
、
「
漢
書
」
を
論
擦
と
し
た
と
こ
ろ
、
「
博
士
」
た
ち
は
、
宗
廟
の
制

度
を
説
く
の
は
「
躍
」
の
「
鰹
」
で
あ
る
、
「
漢
書
」
な
ど
と
い
う
歴
史
書
が
誼
擦
に
な
る
と
は
聞
か
な
い
と
、
冷
笑
し
た
。
貌
牧
は
腹
を
立

て

「
漢
書
」
の
掌
玄
成
の
俸
を
、
投
げ
輿
え
た
。

こ
の
章
玄
成
と
い
う
人
物
は
な
か
な
か
皐
聞
が
で
き
る
と
、
翌
朝
あ
や
ま
り
に
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

の
専
門
的
な
技
術
家
と
し
て
、
政
府
に
い
た
人
人
で
あ
り
、
「
六
経
」
の
解
樟
に
は
精
通
し
て
い
て
も
、

「
博
士
L

た
ち
は
は
じ
め
て
見
る
「
漢
書
」
を
、

一
ば
ん
が
か
り
で
研
究
し
、
な
る
ほ
ど

「博
士
」
と
は
、
嘗
時
の
「
鰹
皐
L

「漢
書
」
は
も
は
や
そ
の
謹
書
で
な

本
は
何
も
讃
ま
な
い
の
を
、
思
わ
せ
る
。

思
い
あ
わ
せ
る
の
は
、

「
六
法
全
書
」
の
候
文
は
暗
記
し
、
そ
の
解
樟
に
は
精
通
し
て
い
て
も
、
そ
の
他
の

「
五
経
正
義
」
で
あ
っ
て
、

唐
初
に
結
集
さ
れ
た

い
ず
れ
も
六
朝
の
「
経

← 5 -

か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
今
の
日
本
の
あ
る
種
の
法
律
家
が
、

師

」

の

討

論

の

集

積

で

あ

る

こ

と

、

拙

著

「

園

誇

向

書

正

義

」

の

は

し

が

き

を

参

照

さ

れ

た

い

が

、

い

ず

れ

も

あ

れ
ほ
ど
詳
し
い
論
述
を
展
開
す
る
な
か
に
、
引
誼
す
る
の
は
「
経
部
」
の
書
で
あ
り
、
歴
史
書
を
は
じ
め
「
鰹
部
」
以
外
の
書
を
引
用
す
る
こ

と
は
、
極
度
に
稀
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
顔
之
推
の
ま
た
い
う
よ
う
に
、
「
俗
聞
の
儒
士
は
、
群
書
に
渉
ら
ず
。
経
緯
の
外
は
、
義
疏
の
み
」
で

あ
る
。
な
お
顔
之
推
は
お
な
じ
く
「
勉
拳
篇
」
に
、
若
い
こ
ろ
の
友
人
で
あ
っ
た
梁
の
元
帝
が
、
十
二
歳
の
こ
ろ
か
ら
皐
を
こ
の
み
、
毎
日

「
史
書
」
二
十
巻
を
、
苦
第
し
て
讃
み
あ
げ
た
と
い
う
挿
話
を
も
記
す
。
元
帝
は
貴
族
の
秀
才
で
あ
り
、
六
朝
の
知
識
人
の
卒
均
の
欣
態
を
示

「
周
易
正
義
」
を
は
じ
め
、

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
さ
き
の
北
膏
の
「
博
士
」
の
話
は
、
歴
史
を
知
る
意
慾
が
、

そ
も
そ
も
六
朝
人
に
は
乏
し
か
っ
た
の
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
便
宜
が
外
的
に
乏
し
か

っ
た
ば
か
り
で
な
い
。

四
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以
上
の
よ
う
な
六
朝
の
朕
態
は
、
大
た
い
唐
の
紋
態
で
も
あ
っ
た
。
意
慾
め
黙
で
は
、
費
化
が
一
部
の
知
識
人
の
聞
に
お
こ
り
、
次
の
宋
代
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で
そ
の
意
慾
が
膨
脹
す
る
前
騒
と
な
る
が
、
今
は
し
ば
ら
く
わ
ざ
と
そ
れ
に
燭
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
史
書
を
讃
む
こ
と
の
不
便
さ
は
、
六
朝
と

大
差
が
な
い
。

時
代
順
に
い

っ
て

「
菅
書
」
か
ら
「
惰
書
」
ま
で
、
六
朝
時
代
各
王
朝
の
「
正
史
」

は
、
唐
初
七
世
紀
の
前
牢
ま
で
に
纂
修
を
お
え
、
ま
た

六
朝
の
通
史
と
し
て
は
、
李
延
誇
の
「
南
史
」
「
北
史
」
の
ほ
か
、
「
建
康
貫
録
」
「
高
氏
小
史
」
な
ど
と
レ
う
書
も
、
存
在
し
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
前
に
い
っ
た
よ
う
な
少
数
の
専
門
家
は
別
と
し
て
、
一
般
の
知
識
人
に
と

っ
て
は
、

と
雨
漢
書
は
、

い
ず
れ
も
手
の
と
ど
か
ぬ
本
で
あ
っ
た
。

王

鳴
盛
の
い
う
よ
う
に
、

「史
記」

讃
ま
れ
た
。

し
か
し
晋
以
後
と
な
る
と
、
逸
話
集
「
世
読
新
語
」

に
よ
る
断
片
的
な
知
識

が
、
お
お
む
ね
で
な
か
っ
た
か
。

つ
い
で
は
「
華
文
類
緊
」
「
初
皐
記
」
な
ど
の
「
類
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
類
書
L

を、

今
わ
れ
わ
れ

は
専
ら
事
項
を
検
索
す
る
事
典
と
し
て
使
用
す
る
け
れ
ど
も
、
首
時
に
あ

っ
て
は
、
史
事
に
つ
い
て
の
知
識
を
増
す
た
め
の
、
讃
む
本
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
初
唐
の
文
人
楊
畑
の
詩
文
を
、
皐
生
諸
君
と
共
に
讃
み
、
そ
の
使
用
す
る
「
典
故
」
が
、

「
初
皐
記
」
を
検
す
れ
ば
即

形
に
ま
と
め
た
「
蒙
求
」
の
類
が
、
他
に
も
多
く
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
c

ち
得
、
そ
の
範
園
を
出
る
こ
と
が
少
な
い
の
に
、
慨
然
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
更
に
品
下
つ
て
は
、
挿
話
の
い
く
つ
か
を
、

「蒙
求
」
は
、
玄
宗
の
天
費
五
年
、
七
四
六
、
に
作
ら
れ
て
い
る
。

よ

い
ろ
は
歌
の
如
き
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り
進
歩
し
た
歴
史
教
科
書
が
輩
出
し
た
後
代
で
は
、
存
在
の
理
由
を
失
っ
て
、
中
園
で
は
亡
び
、

日
本
に
の
み
停
わ

っ
て
、
林
述
粛
の
「
侠
存

叢
書
」
に
牧
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
仕
儀
と
な

っ
た
が
、
唐
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
単
に
「
童
蒙
」
の
「
求
め
」
に
臨
応
ず
る
だ
け
で
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う。

唐
の
知
識
人
の
代
表
と
な
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
詩
人
た
ち
で
あ
る
が
、
彼
等
の
文
皐
に
は
、
右
に
述
べ
た
事
態
を
反
映
す
る
と
思
わ
れ

る
黙
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
の
文
撃
に
使
用
す
る
「
典
故
」
の
範
園
で
あ
る
。
中
園
人
の
好
む
修
鮮
と
し
て
、
過
去
の
著
名
な
事
件
を
、
眼

前
の
事
件
の
比
除
も
し
く
は
封
比
と
し
て
、
あ
る
い
は
単
な
る
追
憶
の
封
象
と
し
て
、
引
用
す
る
の
が
、

「
史
記
」
に
見
え
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
り
、
雨
漢
そ
れ
に
次
ぎ
、

る
「
典
故
」
は
、
「
六
経
」

「
典
故
」
で
あ
る
が
、
麿
詩
に
現
れ

六
朝
人
に
閲
す
る
も
の
に
至

つ
て
は
、
「
世
読

新
語
」
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
楊
畑
の
場
合
の
よ
う
に
、

「
類
書
」
に
出
る
知
識
が
多
い
と
、
感
ぜ
ら
れ
る
。
大
詩
人
李
白
と
い
え
ど
も
例
外



で
な
い
。

「
秦
皇
は
六

い
ま
そ
の
詩
集
を
精
細
に
検
討
す
る
い
と
ま
を
も
た
な
い
が
、
聞
各
第
一
の
「
古
風
」
五
十
九
首
に
つ
い
て
い
え
ば
、

合
を
掃
い
、
虎
親
何
ん
ぞ
雄
な
る
哉
。
刑
徒
七
十
高
、
土
を
起
こ
す
瞳
山
の
隈
。
但
だ
見
る
三
泉
の
下
、
金
棺
寒
灰
を
葬
る
」
。
「
宵
に
伺
僚
の

ま
ね

生
有
り
、
魯
連
特
に
高
妙
」
。
「
燕
越
郭
院
を
延
き
、
遂
に
築
く
黄
金
蓋
。
劇
辛
方
に
趨
よ
り
至
り
、
都
街
復
た
斉
よ
り
来
た
る
」
。
「
股
后
天
紀

お
ろ
か

を
観
り
、
楚
懐
亦
た
己
に
昏
な
り
。
比
干
諌
め
て
死
し
、
屈
卒
湘
源
に
釦
さ
る
」
。
い
ず
れ
も

「
史
記
」
で
あ
る
。

巻
二
十
に
ま
と
め
ら
れ
た

「
懐
古
」
の
類
を
、
詩
題
に
よ

っ
て
拳
げ
れ
ば
、
「
西
施
」
、
「
蘇
蓋
賢
古
」
、
「
越
中
賢
古
」
、
「
商
山
四
陪
」
、
「
四
倍
の
墓
を
過
ぐ
」
、
「
下
郊
の

把
橋
を
経
て
張
子
房
を
憶
う
L

、
「
蘇
武
」
、
み
な
「
史
記
」
も
し
く
は
「
漢
書
」
で
あ
る
。
「
鵬
鵡
洲
を
墓
ん
で
禰
衡
を
悲
し
む
」
は
、
巻
八
の

「
諸
葛
武
侯
俸
を
讃
み
て
懐
を
書
す
」
と
い
う
詩
題
と
共
に
、

「
三
圏
中
山
」
が
李
自
の
謹
書
の
範
園
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
膏
史
へ
の
知

「
世
説
新
一
諮
」

が
知
識
の
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
疑
わ
せ

る
。
斉
の
謝
眺
に
糾
到
す
る
彼
の
縛
往
は
有
名
で
あ
り
、
集
中
あ
ち
こ
ち
の
詩
に
見
え
る
が
、
謝
眺
の
詩
作
品
に
劃
す
る
感
動
で
あ
っ
て
も
、
謝

眺
を
と
り
ま
い
で
あ
っ
た
五
世
紀
南
膏
の
史
事
に
つ
い
て
の
知
識
を
保
誼
し
な
い
。

識
と
し
て
、

「
幌
山
懐
古
」
に
山
濡
を
思
い
、

「
王
右
寧
」
に
王
義
之
を
思
う
の
は
、
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例
外
が
な
い
で
な
い
。
杜
甫
は
、
博
覧
の
人
と
し
て
も
、
嘗
時
有
数
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
諸
菖
亮
に
つ
い
て
の
諸
作
の
ほ
か
、
し
ば
ら
く
随

意
に
「
典
故
」
あ
る
句
を
つ
め
ば
、
「
江
上
徒
ら
に
逢
う
案
紹
の
盃
」
は
、
後
漢
末
三
園
の
形
勢
に
つ
い
て
、
「
野
は
瞭
し
呂
蒙
の
管
」
は
、

「
庚
信
の
晩
年
は
最
も
驚
悲
L

は
、
南
北
朝
末
の
形
勢
に
つ
い
て
、
把
握
が
深
く
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
句
で
あ
ろ

三
園
の
形
勢
に
つ
い
て
、

う
と
、
観
察
す
る
。

あ
る
い
は
更
な
る
例
外
を
求
め
れ
ば
、
九
世
紀
晩
唐
の
詩
人
李
商
騒
が
あ
る
。
そ
の
詩
は
新
傾
向
と
し
て
、
南
北
朝
末
の
史
事
を
好
ん
で
詠

ず
る
。
詩
題
だ
け
を
見
て
も
、
「
南
朝
」
、
「
讃
任
彦
昇
碑
」
、
「
斉
宮
詞
」
、
「
北
斉
」
、
「
陳
後
宮
」
、
「
景
陽
宮
井
梧
桐
」
、
「
惰
宮
守
歳
」
、

「
惰
師

東
」
な
ど
。
彼
は
ま
、た
、
唐
初
に
纂
修
さ
れ
た
「
惰
書
」
が
、
そ
の
謹
書
の
範
園
に
あ
る
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
い
う
。
宣
宗
の
大
中
六
年
、
入

四
川
の
梓
州
で
、
東
萄
の
節
度
使
柳
仲
部
の
幕
僚
で
あ

っ
た
と
き
、
長
官
の
柳
が
彼
の
詩
に
唱
和
し
て
く
れ
た
も
の
に
射
す
る
躍

「
惰
書
」
の
楊
素
俸
を
引
く
。

五
二
ご
ろ
、

371 

肢、

「
河
東
公
の
和
詩
を
謝
す
る
啓
」
が
そ
れ
で
あ

っ
て
、
大
官
が
下
僚
の
詩
に
和
し
た
先
例
と
し
て
、
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ぉ

某
、
嘗
っ

て
階
書
を
讃
み
、
楊
越
公
は
地
は
親
賢
に
慮
り
、
才
は
文
武
を
粂
ぬ
る
に
、
繍
錦
の
う
る
は
し
き
ふ
み
を
伊
ぶ
る
町
民
に
、
必
ず
管

絃
に
的
措せ
I

じ
が
、
首
時
之
れ
と
手
を
握
り
て
情
を
言
い
、
襟
を
披
き
て
侶
を
得
し
者
は
、
惟
だ
醇
道
衡
一
人
の
み
な
る
を
見
る
。

な
お
長
官
の
柳
仲
邸
も
、
好
感
の
大
官
で
あ
っ
て
、
蔵
書
に
富
み
、
「
貌
菅
及
び
南
北
朝
の
史
を
抄
す
る
こ
と
再
」
で
あ
っ
た
と
、

王
鳴
盛
は

「蓋
し
嘗
時
の
翠
な
る
所
」
と
た
た
え
て
い
る
。

「
新
奮

唐
書
L

の
そ
の
停
に
見
え
、

「務
侯
紳
歌
L

、
「蓋
城
瞬
朝
曲
」
、

「湾
宮
」
、
「
陳
宮
詞
」
、

南
朝
の
都
建
康
の
雑
事
を
題
材
と
し
た
「
難
鳴
壕
曲
」
、
「
雑
場
歌
」
、

菅
の
王
敦
の
穆
兵
を
材
と
し
た
「
湖
陰
詞
」
、
五
日
の
謝
安
を
材
と
し
た
「
謝
公
壁

李
商
隠
と
お
な
じ
傾
向
は

そ
の
僚
友
詩
人
温
庭
錆
に
も
見
え
る
。

歌
L

、
梁
の
羊
侃
の
妓
を
詠
じ
「
事
は
具
さ
に
梁
史
に
載
す
」
と
の
序
を
伴
う

「張
静
腕
釆
蓮
曲
」
な
ど
、

い
ず
れ
も
南
朝
史
に
劃
す
る
興
味

と
数
養
を
一
示
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
晩
唐
の
才
人
た
ち
の
示
す
例
外
は
、
唐
詩
全
健
と
し
て
は
、
要
す
る
に
例
外
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う。

ま
た
唐
の
事
態
は
嘗
時
の

「科
暴
」
試
験
の
制
度
が
、
詩
賦
に
よ
る
「
準
士
」
の
課
程
の
み
を
重
ん
じ
、
史
皐
を
軽
ん
じ
た
こ
と
と
も
、

相

い
因
果
し
よ
う。

「
新
唐
書
」
の
「
選
参
士
山
」
を
讃
む
と
、
「
一
史
」

く
、
穆
宗
の
長
慶
三
年
、
八
二
三
、
諌
議
大
夫
股
備
の
上
書
を
の
せ
て
い
う
、

つ

ζ

の

ご

ろ

す

お

三
史
の
書
潟
る
や
、
養
を
動
め
て
悪
を
懲
ら
す
こ
と
、
六
経
に
車
ぐ
に
、
比
来
は
史
皐
都
ベ
て
厳
し
、
身
は
班
列
に
慮
る
に
、
而
か
も
朝
廷

の
奮
章
を
、
能
く
知
る
莫
き
者
有
る
に
至
る
。

「
三
史
」
な
る
課
程
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

一
こ
う
振
わ
な
か

っ
た
ら
し

-8-

そ
こ
で
「
史
科
」
と
コ
ニ
停
の
科
」
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
が
、
か
く
い
う
肢
備
も
、
史
皐
の
効
用
を
、

賓
を
、
政
府
の
「
班
列
に
慮
る
」
官
僚
に
教
え
る
と
す
る
の
は
、
唐
人
の
史
撃
に
劃
す
る
認
識
が
、
そ
そ
も
も
貧
弱
で
あ
り
浅
薄
で
あ
り
が
ち

「
朝
廷
の
奮
章
」
つ
ま
り
有
職
故

で
あ

っ
た
の
を
、
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

五

事
態
は
五
代
を
経
て
宋
に
入
る
と
、
嬰
化
し
は
じ
め
る
。

ま
ず
外
的
な
便
宜
が
襲
化
し
は
じ
め
る
。
印
刷
術
が
普
及
し
、
書
物
の
流
布
が
、



寓
本
よ
り
も
版
本
に
よ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

印
刷
術
は
、

宋
に
さ
き
だ
っ
て
五
代
の
頃
に
は
じ
ま
り
、

ま
ず
儒
家
の
経
典
が
「
九
経
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、

歴
史
書
の
刊
行

は
、
五
代
に
そ
の
形
迩
が
な
い
。
北
宋
に
な
っ
て
か
ら
、
政
府
の
事
業
と
し
て
始
ま
る
。
そ
の
経
過
を
知
る
の
に
便
利
な
の
は
、
南
宋
初
の
人
、

程
倶
の
「
麟
蓋
故
事
」
で
あ
る
。

こ
の
書
は
、
宋
の
朝
廷
が
金
軍
に
追
わ
れ
て
、
杭
州
に
都
を
遷
し
た
ば
か
り
の
紹
興
元
年
、

二
一
ニ
て

中

書
合
人
の
職
に
あ
っ
た
著
者
が
、
租
園
右
文
の
故
事
を
新
し
い
朝
廷
に
-
忘
れ
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
四
部
叢
刊
績
編
L

に
景
印
本
が
あ
る
。
歴
史
書
刊
行
の
事
項
を
、

「
校
儲
」
の
章
か
ら
拾
え
ば
、

さ
い
し
ょ
ま
ず
「
史
記
」
と
「
前
後
漢
書
」
が
、
太
宗
の
淳
化

五
年
、
九
九
四
、
儒
臣
に
よ

っ
て
校
定
さ
れ
、
杭
州
で
開
版
さ
れ
て
い
る
。
杭
州
は
印
刷
の
便
宜
の
よ
い
土
地
な
の
で
あ
ろ
う
e

園士山
L

と
「
音
書
」
と
「
唐
書
」
と
が
、
員
宗
の
威
卒
三
年
、
一

O
O
Oか
ら
、
足
か
け
三
年
ご
し
で
校
定
さ
れ
、
園
子
監
に
よ
っ
て
開
版
さ
れ

た

。

一

O
二
四
、
「
南
北
史
」
「
惰
書
」
校
勘
の
勅
令
が
下
り
、

つ
い
で
「

「
唐
書
」
は
劉
向
の
「
奮
唐
書
」
で
あ
る
。
つ
い
で
ま
た
仁
宗
の
宋
聖
二
年
、

う
ち
「
惰
書
」
は
、
そ
の
刊
本
の
現
存
が
、
葉
徳
輝
の
「
霊
園
林
清
話
」
そ
の
他
に
見
え
る
が
、

「
南
北
史
」
が
果
し
て
刊
行
さ
れ
た
か
否
か
を
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知
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
「
史
記
」
と
雨
漢
書
と
は
、

は
じ
め
の
淳
照
の
版
本
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
員
宗
の
威
卒
か
ら
景
徳
へ
か
け
て
校

定
し
直
さ
れ
、

「
前
漢
書
」
は
更
に
、
仁
宗
の
景
祐
二
年
、

い
ま
百
柄
本
二
十
四
史
が
景
印
す
る
の

は
、
す
な
わ
ち
こ
の
景
祐
改
刊
の
本
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
「
故
事
」
に
は
見
え
な
い
が
、
員
宗
の
乾
輿
元
年
、

一
O
三
五
、
版
を
新
た
に
し
た
と
い
う
。

一
O
こ
こ
に
は
、
孫
寅
の
意

見
に
従
い
、

「
後
漢
書
」
の
あ
と
に
司
馬
彪
の
績
志
三
十
巻
を
刻
し
足
す
と
い
う
よ
う
な
、

」
ま
か
い
仕
事
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
中
書
門
下

か
ら
園
子
監
へ
の
移
牒
を
、

「
新
唐
書
」
も
、
た
だ
ち
に
刊
行
を
見
た
こ
と
、
果
績
の
「
新
唐
書
糾
謬
」
に
い
う
如
く
で
あ
り
、
欧
陽
修
私
撰
の
「
五
代
史
記
」
は
、
身
後

百
柄
本
が
の
せ
る
の
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

欧
陽
修
と
宋
耶
が
、

仁
宗
の
嘉
一
路
五
年
、

一
O
六
O
に
撰
準
し
た

に
刊
行
さ
れ
た
と
、
晃
公
武
の
「
郡
粛
讃
書
志
」
に
い
う
。
か
く
し
て
残
る
と
こ
ろ
は
、
中
間
南
北
朝
の
「
宋
書
」
そ
の
他
と
な
っ
た
が
、
そ

れ
ら
も
仁
宗
の
末
年
、
嘉
一
脂
年
間
、
皇
帝
の
瑳
議
に
よ
り
、
儒
臣
曾
萱
ら
に
よ
っ
て
校
定
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
「
麟
蓋
故
事
」
の
こ
れ
は
「
書

籍
」
の
章
に
見
え
る
ほ
か
、
曾
輩
の
「
元
豊
類
稿
」
巻
十
一
に
牧
め
る
「
南
斉
書
」
「
梁
書
」
「
陳
書
」
校
定
の
序
文
、
百
柄
本
の
「
南
稿
用
書
」

375 
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「陳
書
」

「貌
書」

「
周
書
」
の
は
じ
め
に
見
え
た
諸
臣
の
序
が
、
校
定
と
刊
行
の
経
過
を
語
っ
て
い
る
。
う
ち
曾
輩
の
「
陳
書
」
に
か
ぶ
せ

た
序
文
に
は
、
館
閣
の
本
の
み
な
ら
ず
、
京
師
及
び
州
懸
の
蔵
書
家
の
本
を
あ
ま
ね
く
参
照
し
、
仁
宗
在
位
の
さ
い
ご
の
年
、
嘉
一腕
八
年
、

に
校
定
が
完
成
し
た
こ
と
、

「筆
者
の
考
え
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
」
を

O
六
三
、

ま
た
こ
の
短
い
王
朝
の
歴
史
も
、
人
間
へ
の
数
訓
と
し
て
、

の
ベ
た
上
、
こ
の
書
が
今
は
じ
め
て
人
聞
に
布
く
こ
と
に
つ
き
、

ζ

と
C
と

な

宋
の
興
る
に
及
び
て
己
に
百
年
、
古
文
遣
事
、

畢

く
講
ぜ
ざ
る
は
鹿
し
。

而
う
し
て
始
め
て
天
下
に
盛
行
し
て
、
準
官
に
列
せ
ら
る
る
を

多
量
に
含
ん
で
い
る
こ
と
を
、

得
た
り
。
其
の
之
を
偉
う
る
こ
と
の
難
き
や
又
た
此
の
如
し
。
量
に
遭
遇
は
固
よ
り
自
の
ず
と
時
有
る
に
非
ら
ん
哉
。

と
、
感
慨
を
渡
し
て
い
る
。
な
お
王
鳴
盛
の
「
十
七
史
商
権
」
に
は
、
こ
れ
ら
南
北
朝
の
諸
正
史
は
、

」
の
時
に
は
刊
行
さ
れ
ず
、

た
だ
官
何
本

に
よ

っ
て
各
地
方
摩
校
に
分
た
れ
た
の
で
あ
り
、

南
宋
初
、

高
宗
の
紹
興
十
四
年
、

「
劉
道
原
に
興
う
る
書
」
に
、
官
板
「
正
史
」
の
校
訂
の
疏
漏
さ
を

一
一
四
四
に
至
っ
て、

は
じ
め
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
う

が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
司
馬
光
の
「
温
園
文
正
公
文
集
」
六
十
三
、

い
う
う
ち
に
、

「
宋
書
」
を
穆
げ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
か
ら
で
あ
る
。

す
は
わ

又
た
校
し
得
て
絶
え
て
矯
な
ら
ず
。
只
ち
沈
約
の
叙
俸
の
如
き
、
数
板
を
差
却
す
。
其
の
他
は
知
る
可
き
也
。

「
沈
約
の
叙
傍
」
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
宋
書
」
の

一
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「
数
板
」

の
「
板
」
と
は
、
印
刷
さ
れ
た
本
の
ベ
1

ジ
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、

巻
で
あ
る
。

巻
九
は
、
そ
れ
を
語
る
。

そ
う
し
て
こ
れ
ら
正
史
の
版
本
は
、
市
販
も
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
宰
相
で
あ
っ
た
蘇
煩
の
逸
話
を
、
孫
が
記
録
し
た
「
丞
相
貌
公
訓
語
」

四
部
叢
刊
績
編
景
印
本
に
よ
る
。

持
じ

租
父
の
拳
に
臆
ぜ
し
年
、
元
日
に
相
園
寺
に
遊
ぶ
。
時
に
漸
本
の
中
字
の
前
漢
書
方
め
て
出
づ
。
祖
父
戯
れ
に
之
を
撲
し
、
銭
五
千
十
と
篤

せ
し
に
、
三
淳
一
郷
し
て
皆
な
紅
な
り
。
書
を
欝
ぐ
者
日
わ
く
、
未
だ
嘗
っ
て
下
け
し
所
の
金
を
領
せ
ず
と
。
祖
父
迭
に
行
き
て
取
ら
ず
。

衆
も
亦
た
皆
な
不
卒
な
り
し
が
、
然
れ
ど
も
以
謂
え
ら
く
必
ず
大
い
な
る
喜
慶
有
ら
ん
と
。
月
を
験
え
て
南
廟
の
試
に
第
一
に
て
遂
に
科
に

登
れ
り
。



蘇
煩
は
、
慶
暦
二
年
、
王
安
石
と
同
年
の
進
士
で
あ
る
。
進
士
及
第
に
さ
き
だ
っ
て
そ
の
年
の
元
日
、
作
京
の
さ
か
り
場
で
あ

る
相
園
寺
の
露
居
に
、
漸
江
新
刊
の
「
中
字
」
の
「
漢
書
」
が
な
ら
ん
で
い
る
の
を
、
「
撲
買
」
の
賭
け
で
買
お
う
と
し
た
。
「
撲
貰
」
と
は
、

一O
四
二
、

普
遁
の
買
値
よ
り
も
ず
っ
と
少
い
金
を
賭
け
て
、
銅
銭
三
つ
を
投
げ
、

み
な
表
が
出
れ
ば
賭
け
金
だ
け
で
品
物
が
手
に
入
り
、

で
な
け
れ
ば
賭

け
金
は
返
ら
ぬ
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
蘇
頚
の
投
げ
た
銭
は
、

み
ご
と
三
っ
と
も
表
が
な
ら
ん
だ
が
、
商
人
は
、
賭
け
金
を
あ
ず
か
っ
て
い
な

い
と
い
い
立
て
て
、
本
を
渡
さ
な
い
。
見
物
の
人
人
も
、
商
人
の
不
正
直
を
な
じ
っ
た
が
、
蘇
は
た
だ
黙

っ
て
立
ち
去
っ
た
。
こ
の
陰
徳
の
む

く
い
で
あ
ろ
う
か
、
翌
月
の
瞳
部
の
試
験
に
及
第
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
賭
け
の
劃
象
と
な

っ
た
「
漢
書
」
を
、

「
中
字
」
と
こ
と
わ
る
の

』主

「
漢
書
」
の
版
本
が
す
で
に
一
種
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
。

且
つ
あ
る
い
は
そ
れ
は
私
家
の
版
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

....... 
J、、

要
す
る
に
、
印
刷
術
の
出
現
に
よ
り
、
書
籍
の
入
手
が
、
従
前
よ
り
ず
っ
と
容
易
に
な
る
と
い
う
情
勢
が
、
歴
史
書
に
つ
い
て
も
例
外
で
な
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、4

つ
こ
。

ふ

μ

ふ

/

し
か
し
北
宋
の
時
期
に
は
、
な
お
そ
れ
に
限
界
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
北
宋
の
版
本
は
、
今
に
遺
存
す
る
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
良
質
の
大
き
な
紙
に
、
字
の
大
な
る
こ
と
銭
の
如
し
、
銅
貨
ほ
ど
の
字
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
が
、
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
印
刷
部
教
が
多

か
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
債
も
廉
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

蘇
頚
が
「
撲
買
」
の
方
法
で
「
漢
書
」

を
得
ょ
う
と
し
た
の

も
、
普
通
の
方
法
で
は
、
貧
書
生
の
手
に
入
り
に
く
か
っ
た
か
ら
も
知
れ
ぬ
。
南
宋
以
後
の
営
利
出
版
な
ら
ば
、
需
要
に
麿
ず
る
だ
け
の
部
教

を
、
活
設
に
し
た
が
っ
て
廉
債
に
提
供
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
北
宋
の
政
府
出
版
物
は
、
部
数
に
お
レ
て
も
、
債
に
お
レ
て
も
、
そ
う
し
た
活
設

さ
を
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

」
と
に
出
版
印
刷
に
つ
い
て
の
係
官
が
、

官
官
で
あ
っ
た
む
ね
、

と
き
ど
き
「
麟
牽
故
事
」

に
見
え
る
の

は

一
そ
う
事
が
ら
を
複
雑
に
し
た
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
太
宗
の
淳
化
年
間
、
さ
い
し
ょ
の
「
三
史
」
の
出
版
に
際
し
て
は
、
諸
臣
の
校

「
内
侍
の
斐
愈
を
遣
わ
し
、
本
を
賛
し
て
杭
州
に
就
き
鍍
版
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
文
字
を
知
ら
ず
、
賄
賂
を
む
さ
ぼ
り
や
す

定
が
終
る
と
、

377 

い
官
官
が
、

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
、

一
そ
う
圃
涌
な
流
布
は
望
め
ぬ
。
そ
う
し
て
ま
た
嘗
時
の
澗
大
な
版
本
の
装
願
は
、
粘
葉
の
醐
蝶
装
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で
あ
っ
て
、
ペ
ー
ジ
が
め
く
れ
る
貼
、
巻
子
本
の
不
便
は
消
失
し
て
い
た
が
、
な
お
南
宋
以
後
の
小
型
袋
綴
の
「
坊
本
」
の
如
く
に
は
、
貯
醸

と
取
り
扱
レ
に
便
利
で
な
か
っ
た
。

ほ
か
な
ら
ぬ
司
馬
光
、

せ
っ
か
く
の
諸
「
正
史
」
の
版
本
も
、
一
般
の
知
識
人
に
と

っ
て
は
、
な
お
高
根
の
花
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

「
資
治
通
鑑
」
の
著
者
と
な

っ
た
司
馬
光
が
、
さ
き
に
も
引
い
た
劉
道
原
す
な
わ
ち
劉
恕
あ
て
の
書
簡
で
、
追
憶
を
語

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
く
示
さ
れ
る
。

よ

い

た

光
は
少
時
、
惟
だ
高
氏
小
史
を
得
て
之
れ
を
讃
む
。
宋
白
り
階
に
詑
る
正
史
、
弁
び
に
南
北
史
は
、
或
い
は
未
ま
だ
嘗
っ
て
見
る
を
得
ず
。

或
い
は
之
れ
を
誼
ん
で
熟
せ
、
ざ
り
き
。

「
古
同
氏
小
史
」
と
は
、
歴
代
の
簡
約
な
通
史
で
あ
り
、

の
ち
「
資
治
通
鑑
」
に
塵
倒
さ
れ
て
亡
び
去

っ
た
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
謹
む
だ
け

で
あ
り
、

「宋
書
」
以
下
の
諸
「
正
史
」
は
見
た
こ
と
も
な
か

っ
た
と
追
憶
し
た
上
、
近
ご
ろ
「
通
鑑
」

の
編
修
を
は
じ
め
て
か
ら
、
は
じ
め

て
そ
れ
ら
を
誼
み
、

う
ち
李
延
誇
の

「
南
北
史
」
が
「
佳
史
」
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
お
な
じ
書
簡
の
末
の
方
に
は
、

ま
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た
い
う
、

今
ま
園
家
は
正
史
を
校
定
し
事
印
す
と
雌
も
、
天
下
の
人
家
、
共
に
能
く
幾
本
か
有
り
得
ん
。
久
遠
の
の
ち
に
は
必
ず
世
に
俸
わ
ら
じ
。

「
挙
印
」
と
は
印
刷
を
意
味
す
る
。
近
ご
ろ
は
レ
ろ
い
ろ
の
「
正
史
L

の
刊
本
が
、
園
家
事
業
と
し
て
で
き
た
け
れ
ど
も
、
流
布
は
き
わ
め

て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
あ
と
に
、
前
に
引
い
た
「
叉
た
校
し
得
て
紐
与
え
て
精
な
ら
ず
・
」
云
云
と
、
官
版
の
校

定
の
不
正
確
さ
へ
の
不
満
が
語
ら
れ
て
い
る
。

書
簡
は

「
通
鑑
」
完
成
の
前
、
一
脚
宗
の
初
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
嘗
時
の
情
勢
は
、
そ
の
ご
と
く
で
あ

っ
た
。
む
ろ
ん
専
門
家
は
別
で
あ

る
。
欧
陽
修
の
「
集
古
録
」
の
六
朝
の
石
刻
に
劃
す
る
践
は
、
お
お
む
ね
仁
宗
の
嘉
縮
、
英
宗
の
治
卒
の
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
宋
書
」

「
南
斉
書
」

「
梁
書
」

「貌
書
」

「
北
斉
書
」

「一晴
書
」
が
、
自
由
に
引
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
書
の
版
本
が
出
た
か
出
な
い
か
の
頃
で
あ

る
が
、
彼
は
み
ず
か
ら
も
史
官
で
あ
り
、
政
府
の
要
人
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
。

一
般
の
知
識
人
の
場
合
、
中
園
の
過
去

i

を

完
全
に
知
る
方
法
は
、
北
宋
の
開
園
一
世
紀
を
へ
て
の
ち
も
、
な
お
多
く
の
黙
で
、
と
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
献
態
の
中
で
、

あ
る
い
は
そ
う
し
た
朕
態
を
承
け
て
、

司
馬
光
の

「
責
治
通
鑑
」
が
、

神
宗
皇
帝
の
元
豊
七
年
、

。
八

四
、
欝
然
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
劃
期
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
紳
宗
皇
帝
に
た
て
ま
つ
っ
た
上
表
に
い
う
よ
う

に
、
「
上
は
戦
園
に
起
こ
り
て
、
下
は
五
代
に
終
る
ま
で
、
凡
そ
一
千
三
百
六
十
二
年
、
二
百
九
十
四
巻
」
を
、
前
後
十
九
年
の
歳
月
を
か
け
、

且
つ
政
府
か
ら
輿
え
ら
れ
た
金
と
人
と
設
備
と
を
、
司
馬
光
が
自
由
に
使

っ
て
編
修
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
著
者
司
馬
光
の
誠
寅
な
人

格
が
、
す
み
ず
み
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
り
、
「
偏
く
嘗
史
を
閲
し
」
、
つ
ま
り
見
う
る
限
り
の
資
料
を
讃
ん
で
詳
細
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
、
考
誼
は
周
到
に
精
密
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
芳
ら
小
説
を
も
採
っ
た
」
ゆ
え
に
、
う
る
お
い
と
精
彩
と
を
、
そ
の
人
格
に
ふ
さ
わ
し
い
温
順

で
秩
序
あ
る
文
章
に
、
添
え
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
か
っ
た
。
著
者
が
第
一
の
讃
者
と
し
て
期
待
し
た
神
宗
皇
帝
は
、
撰
準
の
翌
年
に
死
に
、
ま

た
皇
帝
の
死
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
政
局
の
襲
化
か
ら
、
む
か
え
ら
れ
て
首
相
と
な
っ
た
著
者
自
身
も
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
哲
宗
皇
帝
の
元
縮
。

元
年
、
一

O
八
六
、
世
を
去
る
が
、
二
百
九
十
四
巻
の
書
は
、
そ
の
生
前
す
で
に
刊
行
が
、
掻
政
の
太
皇
太
后
か
ら
勅
令
さ
れ
て
い
た
。
文
集

王
十
一
「
責
庭
堅
が
同
じ
く
賀
治
通
鑑
を
校
す
る
こ
と
を
乞
わ
ん
と
奏
す
る
割
子
」
に
そ
の
こ
と
が
見
え
る
。
昨
年
九
月
以
来
、
活
租
福
岡
と
著

者
の
子
の
司
馬
康
と
が
、
原
稿
整
理
の
掛
り
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
こ
の
書
を
園
子
監
の
出
版
と
せ
よ
の
勅
命
を
蒙
っ
た
に
つ
い

て
は
、
活
は
昨
年
崩
御
の
紳
宗
皇
帝
の
貫
録
検
討
官
と
な
り
、
そ
の
方
の
職
務
が
忙
し
い
か
ら
、
「
通
鑑
」
校
正
に
つ
い
て
の
彼
の
職
務
を
克

じ
、
秘
書
省
校
書
郎
の
黄
庭
堅
が
、
好
準
有
文
で
あ
る
の
を
、
後
任
と
し
て
頂
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
元
一
茄
元
年
そ
の
死
に
さ
き
だ
つ
こ

と
わ
ず
か
の
上
奏
文
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
年
の
九
月
一
日
の
死
の
す
ぐ
あ
と
、
十
月
十
四
日
に
は
、
「
聖
旨
を
奉
じ
、
杭
州
に
下
し
て
鍍

版
」
さ
れ
て
い
る
。
全
部
の
刊
刻
が
終
っ
た
の
は
、
元
結
七
年
、

- 13-

一
O
九
二
で
あ
る
こ
と
、
章
鉦
氏
の
「
胡
刻
逼
鑑
正
文
校
宋
記
述
略
」
に
、

黄
庭
堅
の
「
劉
道
原
墓
志
」
を
引
く
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
し
章
氏
が
、
園
子
監
の
刊
本
と
杭
州
の
刊
本
と
、
二
つ
が
あ
っ
た
と
見
る
の
は
、

正
し
く
あ
る
ま
い
。
園
子
監
の
出
版
と
し
て
、
杭
州
で
開
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
一
次
の
刊
本
は
、
少
く
と
も
一
部
分
が
現
存
す
る

の
ち
半
世
紀
を
経
て
、
金
軍
が
杭
州
に
侵
入
し
た
と
き
、

379 

ら
し
く
、
私
は
そ
の
書
景
と
お
ぼ
し
き
潟
員
を
、
所
持
し
て
い
る
。

「
資
治
通
鑑
」
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の
版
木
を
ば
、
車
に
載
せ
て
去
っ
た
と
、

「
金
史
」
の
土
亦
韮
障
の
停
に
見
え
る
の
も
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
の
版
木
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
千
三

百
六
十
三
年
間
の
通
史
は
、
単
に
著
作
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

た
だ
ち
に
印
刷
し
て
世
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
こ
と
に
空
前
の
事
が
ら
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
か
つ
て
の
司
馬
遷
の
「
史
記
」
が
、
彼
の
時
代
ま
で
の
中
闘
の
歴
史
の
全

貌
を
園
民
に
示
し
た
こ
と
を
顧
慮
し
、
空
前
の
二
字
を
遠
慮
さ
せ
る
と
し
て
も
、
司
馬
遷
以
後
千
年
に
し
て
、
中
園
人
は
、

み
、
す
か
ら
の
民
族

の
歴
史
の
全
貌
、
あ
る
い
は
嘗
時
の
意
識
と
し
て
は
人
類
の
歴
史
の
全
貌
を
、
ふ
り
か
え
り
得
ベ
き
便
宜
を
得
た
の
で
あ
る
。
六
朝
人
も
、
唐

人
も
、
ま
た
こ
の
書
の
出
現
す
る
ま
で
の
北
宋
人
も
、
も
た
な
か
っ
た
便
宜
を
、
得
た
の
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
そ
れ
を
責
務
と
せ
ず
と
も
、
そ

た
す

の
便
宜
を
得
た
の
で
あ
る
。
「
責
治
通
鑑
」
と
い
う
名
は
、
直
接
に
は
、
君
主
の
「
治
」
を
「
資
け
L

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
知
識
人
た
ち
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
「
六
鰹
」

と
「
史
記
」
の
内
容
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
以
後
の
歴
史
に
は
疎
で
あ
り
、
断
片
的
な
知
識
し
か
も
ち
得
な
い
と
い
う
朕
態
か
ら
脱
却
し
ょ

こ
の
書
に
つ
い
て
等
ぶ
の
は
、

ひ
ろ
く
知
識
人
の
讃
書
と
し
た
か
っ
た
こ
と
、

司
馬
光
の
意
固
は
、

う
と
す
れ
ば
脱
却
し
得
る
便
宜
を
、

得
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
歴
史
家
、

」
と
に
史
料
主
義
の
歴
史
家
が
、
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「
唐
紀
」
の
部
分
が
、
す
で
に
侠
亡
し
た
諸
資
料
を
引
用
す
る
た
め
、
こ
の
書
で
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
歴
史
事
賓
が
あ
る
の
を
、

重
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
人
人
に
と
っ
て
は
、
六
朝
の
歴
史
も
、
こ
の
書
以
外
に
は
、
知
る
便
宜
が
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
に
珍

と
い
う

よ
り
も
、
過
去
の
時
期
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
平
均
し
た
級
密
な
知
識
を
得
ベ
き
書
は
、

ほ
か
に
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
書
は
す
ぐ
さ
ま
、
人
人
に
よ
っ
て
愛
請
さ
れ
た
よ
う
で
な
い
。
人
人
は
菱
大
な
巻
軟
に
お
そ
れ
を
な
す
の
み
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
元
の
胡
三
省
が
、
著
者
司
馬
光
自
身
の
歎
き
を
、

「
公
自
ず
か
ら
言
う
、
通
鑑
を
修
め
て
成
る
や
、
惟
だ
王
勝
之
の
み
借
り
て
一

讃
す
。
他
人
は
讃
ん
で
未
ま
だ
一
紙
を
も
牽
く
さ
ざ
る
に
、
己
に
欠
伸
し
て
睡
ら
ん
こ
と
を
思
う
」
と
、
引
用
し
て
い
る
の
に
、
象
徴
さ
れ

る
。
ま
た
同
時
代
の
哲
撃
者
で
あ
る
程
顕
ら
「
道
皐
」
の
徒
は
、
文
明
の
携
首
者
と
し
て
自
任
し
、
司
馬
光
と
暗
黙
に
封
立
し
た
が
、
こ
の
書

の
記
載
法
が
、
必
ず
し
も
自
己
の
主
張
す
る
「
道
皐
」
の
規
範
に
合
し
な
い
の
に
、
不
満
を
い
だ
い
た
。
昭
和
四
十
一
年
三
月
「
展
墓
L

、
拙

稿
「
杜
甫
私
記
|
|
元
日
」
参
照
。
「
人
に
篤
志
力
行
し
て
而
か
も
道
を
知
ら
ざ
る
者
有
り
」
、
「
同
学
は
則
ち
曲
学
を
知
ら
ず
」
。
み
な
「
程
氏
遺



書
」
に
見
え
る
司
馬
光
へ
の
批
評
で
あ
り
、
「
道
」
と
い
い
「
皐
」
と
い
う
の
は
、
程
氏
の
主
張
す
る
「
道
皐
」
で
あ
る
。

末
年
、
新
法
黛
人
が
政
権
の
座
に
居
、
司
馬
光
の
政
敵
で
あ
っ
た
王
安
石
の
政
策
を
「
紹
述
」
し
て
、
司
馬
光
ら
奮
法
黛
人
の
著
述
を
禁
絶
し

更
に
ま
た
北
宋
の

た
と
き
に
は
、
こ
の
書
も
厄
を
克
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

は
て
は
史
皐
一
般
の
拳
習
が
禁
ぜ
ら
れ
る
と
レ
う
愚
奉
が
、

い
ま
一
つ
の
愚
奉
、

や
は
り
奮
法
黛
人
で
あ
る
蘇
拭
へ
の
反
感
か
ら
、
詩
作
が
一
般
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
の
と
、
あ
い
と
も
な
っ
た
と
さ
え
い
う
。

事
態
は
、
十
二
世
紀
、
南
宋
に
至
っ
て
、
決
定
す
る
。
紹
興
三
十
年
、

衰
植
の
「
逼
鑑
紀
事
本
末
」
、
み
な
司
馬
光
の
書
が
一
般
の
讃
書
と
な
っ
て
行
く
過
程
を
示
す
が
、

二

六

O
、
史
畑
の
「
責
治
通
鑑
緯
文
」
、
淳
照
元
年
、

さ
い
ど
の
決
定
は
、

一
一
七
四
、

が
、
そ
の
尋
問
類
」
の
あ
ち
こ
ち
で
語
る
よ
う
に
、
康
汎
な
史
皐
の
知
識
を
、

道
星
ゐ
大
宗
、

。
朱
子

「
六
経
」
へ
の
知
識
に
つ
い
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
ん
で
、

知
識
人
必
須
の
責
務
と
し
、
資
格
と
し
、

且
つ
そ
の
た
め
の
教
科
書
と
し
て
、

「
資
治
逼
鑑
網
目
」
を
提
供
し
た
こ
と
に
あ
る
。
朱
子
の
主
張

は
、
以
後
の
儒
拳
に
よ
っ
て
ず
っ
と
縫
承
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

「
綱
目
」
自
鐙
は
あ
る
い
は
閑
却
さ
れ
、
む
し
ろ
「
通
鑑
」
の
原
書
を
讃
む
ベ

し
と
い
う
の
に
し
ば
し
ば
傾
い
た
が
、

知
識
人
の
責
務
と
す
べ
き
知
識
内
容
の
、

宋
以
前
の
そ
れ
に
射
す
る
嬰
革
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ

p
h
u
 

る
。
儀
波
は
日
本
の
儒
皐
に
も
及
び
、
げ
ん
に
清
朝
の
儒
撃
の
末
に
つ
ら
な
り
、
江
戸
の
儒
皐
の
末
に
つ
ら
な
る
私
ご
と
き
も
、
歴
史
拳
を
専

門
と
し
な
い
に
拘
ら
ず
、

「
資
治
通
鑑
」
を
必
讃
の
霊
園
と
意
識
し
、
そ
れ
を
讃
む
時
聞
を
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
。

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
。
司
馬
光
の
書
は
な
ぜ
出
現
し
、
朱
子
に
至
つ
て
な
ぜ
必
讃
の
書
と
な
っ
た
か
。

」
の
論
文
で
の
べ
た
よ
う
な
外
面
的

な
便
宜
の
問
題
だ
け
で
は
、
も
と
よ
り
充
分
な
説
明
に
な
ら
な
い
。
原
因
は
、
宋
の
文
明
が
そ
の
新
し
い
面
の
一
つ
と
し
て
、
過
去
の
人
間
の

生
活
を
批
判
す
る
態
度
を
、

従
前
よ
り
も
多
く
も
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
、

私
は
考
え
る
。

も
し
司
馬
遷
に
す
で
に
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
な
ら

ば
、
そ
の
復
活
で
あ
る
。
態
度
は
、

「
道
皐
」
の
興
隆
と
交
錯
し
つ
つ
護
展
し
た
の
で
あ

っ
て
、
二
程
子
ら
北
宋
の
「
道
皐
」
の
「
通
鑑
」
に

封
ナ
る
多
量
の
反
接
と
少
許
の
向
調
と
は
、
南
宋
の
朱
子
に
至
り
、
多
量
の
同
調
と
少
許
の
反
援
と
な
る
。
そ
の
経
過
を
も
考
え
-
記
そ
う
と
し

て
、
私
は
こ
の
稿
を
お
こ
し
、
多
少
の
準
備
も
し
た
。
し
か
し
紙
数
は
す
で
に
壷
き
、
私
と
編
修
者
に
輿
え
ら
れ
た
時
間
的
な
篠
件
も
、
限
界

に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。
す
べ
て
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
丙
午
三
月
八
日
更
深
。
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