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頁、

nは
同
じ
く
七
十
一
頁
と
い
う
全
篇
を
通
じ
て
の
大
作
で
あ
る
。
こ
う
い

う
寅
設
的
で
重
厚
な
長
文
を
、
た
だ
目
的
も
な
く
漫
然
と
通
讃
す
る
に
は
、

か

な
り
の
根
気
を
必
要
と
す
る
が
、
各
法
帖
に
つ
い
て
多
少
と
も
詳
し
く
調
べ
て

み
よ
う
と
す
る
人
は
、
資
料
の
探
索
の
慶
さ
と
そ
れ
を
整
理
す
る
手
ぎ
わ
の
よ

さ
に
、
あ
ら
た
め
て
感
心
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
長
大
な
鑑
賞
記
が
必
要
で

あ
る
こ
と
自
鐙
、
今
日
伴
え
ら
れ
る
義
之
の
書
、
あ
る
い
は
法
帖
の
形
で
侍
え

ら
れ
る
も
の
が
、
い
か
に
深
い
謎
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

H
四
日
は
米
北
巾
の
著
書
に
見
え
る
法
書
お
よ
び
鑑
穀
印
に
つ
い
て

調
べ
た
も
の
、
口
同
は
士口
法
書
の
保
存
の
し
か
た
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る。
以
上
、
私
は
本
書
の
内
容
を
五
つ
の
項
目
に
わ
け
で
簡
軍
に
紹
介
し
て
み

た
。
全
健
を
通
識
し
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と
は
、
書
を
愛
す
る
著
者
の
並

並
な
ら
ぬ
心
ば
え
で
あ
り
、
し
か
も
書
を
観
念
の
中
で
抽
象
化
す
る
の
で
は
な

く
、
つ
ね
に
文
化
の
線
纏
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
が
、
方
法
の
新
し
さ
と
内
容
の
豊
か
さ
に
お
い
て

劃
期
的
な
業
績
で
あ
る
こ
と
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
う
け

つ
ぎ
ど
の
よ
う
に
護
展
さ
せ
て
ゆ
く
か
は
、
今
後
我
々
に
の
こ
さ
れ
た
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
私
は
、
本
書
が
軍
に
書
畢
者
ば
か
り
で
な
く
、
む

し
ろ
中
園
史
と
く
に
中
園
の
文
化
史
を
専
攻
す
る
異
動
車
な
研
究
者
に
よ
っ
て
慶

く
讃
ま
れ
、
正
し
く
評
領
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
杉
村
邦
彦〉

義

和

研

究

圏

ii 

玄

之

著

一
九
六
三
年
十
二
月

A
5
剣
二
五
四
頁

牽
ゴヒ

中
国
皐
術
著
作
奨
助
委
員
曾

書
評
と
か
紹
介
と
か
を
気
軽
に
ひ
き
う
け
て
お
き
な
が
ら
、
締
切
が
せ
ま
る

と
と
も
に
重
苦
し
い
気
持
ち
に
お
そ
わ
れ
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
、
こ
ん

ど
の
場
合
、
と
り
わ
け
そ
の
感
を
強
く
す
る
。
そ
の
原
因
は
、

本
書
に
た
ち
向

か
っ
て
み
て
も
、
共
感
に
せ
よ
反
震
に
せ
よ
、
こ
ち
ら
の
側
に
そ
れ
ほ
ど
強
い

感
情
の
高
ま
り
が
お
こ
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
責
任
は
私
に
も
あ

る
が
、
著
者
の
側
も
ま
た
一
宇
の
責
任
を
お
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一

言
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
著
者
の
義
和
圏
運
動
全
鰻
に
射
す
る
姿
勢
の
問
題
で
あ

る
。
二
百
数
十
ペ

ー
ジ
の
こ
の
木
の
な
か
で
、
著
者
は
義
和
圏
運
動
に
封
す
る

自
己
の
許
債
を
提
示
し
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
、
著
者
の
考
え
方
が
う
か
が
い
し

れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
全
健
を
通
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
十

分
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
、
著
者
は
英
正
面
か
ら
そ
れ
を

論
じ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
書
は
義
和
圏
運
動
を

一
謄
包
括
的
に
論
じ
な
が
ら
、
結
論
に
あ
た
る
章
を
も
う
け
て
い
な
い
。
最
後

ま
で
讃
み
進
ん
で
み
る
と
、
な
に
か
中
途
半
端
に
終
わ
っ
て
い
る
感
を
ぬ
ぐ
い

き
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
大
陸
雑
誌
」
に
護
表
し
た
論
文
を
集
め
た
と
い
う
本
書

の
な
り
た
ち
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
全
置
の
構
成
を
示
す
と
、
本
書
は
つ
、
ぎ
の
各
章
よ
り
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
義
和
園
的
源
流
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第
二
章
義
和
圏
的
本
質

第
三
章
義
和
園
大
起
的
因
素

第
四
章
義
和
圏
的
嬰
賀
輿
仇
外

第
五
章
醤
波
態
度
輿
戦
宗
之
引
起

第
六
章
東
南
互
保
及
排
外
的
蔓
延

第
七
章
聯
軍
的
行
動

第
八
章
中
外
和
義

そ
し
て
こ
の
ほ
か
に
「
許
友
三
疏
異
僑
緋
」
と
「
董
福
鮮
上
策
中
堂
菓
緋
俄」

の
二
篇
が
附
録
と
し
て
攻
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
本
書
に
は
し
め
く
く
り
の
部
分
が
な
い
の
で
あ
る
。
結
論
の
章
が
な
い
こ

と
に
こ
だ
わ
る
の
は
け
っ
し
て
形
式
の
問
題
を
い
う
の
で
は
な
く
、
著
者
に
よ

る
義
和
園
運
動
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で

あ
る
。
日
清
戦
手
後
に
お
け
る
帝
国
主
義
列
強
の
侵
略
が
激
化
す
る
な
か
で
た

た
か
わ
れ
た
義
和
国
運
動
は
、
中
国
近
代
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し

め
る
の
か
。
そ
し
て
同
じ
中
園
人
で
あ
る
著
者
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
か
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
設
問
自
纏
、
著

者
の
主
張
と
か
み
あ
い
そ
う
も
な
い
。
し
た
が

っ
、
て
以
下
の
論
評
も
、
著
者
の

論
貼
を
私
の
関
心
に
あ
わ
せ
て
整
理
し
、
そ
れ
に
劃
し
て
批
判
の
言
葉
を
つ
づ

る
と
い
う
二
重
の
手
績
き
を
ふ
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
そ
の
貼
で
は
、
い
ち

ぢ
る
し
く
著
者
へ
の
穫
を
失
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る。

も
っ
と
も
、
第
三
章
以
下
を
よ
め
ば
著
者
の
義
和
国
運
動
に
謝
す
る
評
債
は

し
だ
い
に
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
す
第
三
章
に
お
い
て
、

著
者
は
義
和
国
運
動
の
原
因
と
し
て
「
列
強
侵
略
歴
迫
的
刺
激
」
「
数
土
数
民

的
歎
凌
』
「
天
災
的
影
響
」
「
政
府
的
鼓
働
」
の
四
項
目
を
指
摘
し
て
お
り
ハ
こ

の
指
摘
自
僅
は
別
に
新
し
い
見
方
で
は
な
い
)
、
日
清
戦
争
後
に
お
け
る
列
強

。
侵
略
激
化
と
キ
リ
マ
ハ
ト
数
宣
教
師
・
教
徒
の
横
暴
、
大
規
模
な
自
然
災
害
に

言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
義
和
国
運
動
勃
衰
の
必
然
性
〈
正
首
位
で
は
な
く

て
そ
の
必
然
性
)
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
る
に
第
四
章
以
後
、
著
者
は
、

列
強

の
侵
略
に
叫
劃
す
る
抵
抗
の
た
め
に
た
ち
あ
が
っ
た
民
衆
を
み
す
て
て
、
祭
政
者

の
立
場
、
そ
れ
も
す
べ
て
か
ら
超
然
と
か
け
は
な
れ
た
立
場
へ
と
完
全
に
身
を

移
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
(
第
四
章
の
義
和
圏
の
餐
質
を
論
じ
た
部
分
は
、
民

衆
か
ら
著
者
自
身
を
ひ
き
は
な
す
た
め
の

準
備
作
業
と
も
い
え
よ
う
)
。
そ
の

位
置
か
ら
地
上
を
見
お
ろ
し
た
と
き
、
こ
の
持
黙
に
お
い
て
義
和
闘
の
ご
と
き

列
強
へ
の
直
接
的
抵
抗
は
、
中
闘
に
よ
り
大
き
な
図
家
的
損
失
を
も
た
ら
す
が

ゆ
え
に
、
な
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
判
断
が
生
ま
れ
る
。
た
だ
、
著

者
に
よ
れ
ば
罪
は
民
衆
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
れ
ら
を
善
導
し
、
そ
の
行
動

に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、
ま
た
排
外
暴
動
を
初
期
の
段
階
に
お
い
て
芽
一
の
う
ち
に

つ
み
と

っ
て
し
ま
う
べ
き
で
あ
フ
た
の
に
、
そ
れ
を
な
さ
な
か
っ
た
篤
政
者
の

罪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
れ
ら
篤
政
者
の
責
任
の
み
が
追
及
さ
れ
る
。
義

和
圃
運
動
に
参
加
し
た
民
衆
の
立
場
、
運
動
の
主
慢
者
で
あ
る
は
ず
の
民
衆
の

存
在
は
ほ
と
ん
ど
無
調
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
事
柄
を
政
治

上
の
テ
ク
ニ

ッ
ク
と
い
う
範
圏
内
に
限
定
し
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
宮
廷
お
よ

び
上
層
官
僚
内
部
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。
悪
玉
は
「
拳
民
」
を
煽
動
奨
励

し
た
西
太
后
を
頂
黙
と
す
る
守
奮
滋
で
あ
り
、
諮
問
玉
は
、
義
和
圏
郵
墜
を
主
張

し
た
光
緒
帝
及
び
そ
の
側
近
グ
ル
ー
プ
、
山
東
省
内
か
ら
義
和
圏
を
一

掃
し
た

委
世
凱
、
公
使
館
と
西
什
庫
教
堂
を
義
和
圏
の
攻
撃
か
ら
保
護
す
る
た
め
背
後

で
輩
力
し
た
策
線
、

東
南
互
保
約
款
を
ま
と
め
あ
げ
る
上
で
中
心
的
役
割
を
演

じ
た
(
と
著
者
が
論
愛
し
て
い
る
〉
盛
宣
懐
ら
で
あ
る
。
第
五
章
と
第
六
章
が

主
と
し
て
こ
の
部
分
に
あ
た
る
。

著
者
は
第
五
章
第
一
節
「
新
醤
爾
源
的
態
度
」
に
お
い
て
、
西
太
后

・
殺
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濁
・
剛
毅
ら
諸
国
源
〈
守
醤
源
〉
と
、
光
緒
帝
・

許
景
澄
・
亥
頑
・
聯
元
ら
新
添

(
進
歩
汲
〉
の
、
義
和
国
へ
の
郵
態
の
仕
方
の
相
遣
を
検
討
し
、
義
和
圃
を
煽

動
奨
励
し
、
列
強
と
の
開
戦
に
ふ
み
き
っ
た
醤
汲
に
く
ら
べ
て
、
義
和
国
の
初

期
麹
歴
に
よ
り
禍
根
を
た
ち
、
列
強
と
の
協
調
を
主
張
し
た
新
波
こ
そ
、
こ
の

時
貼
に
お
け
る
正
確
安
骨固
な
情
勢
判
断
に
立
っ
て
い
た
と
し
、
西
太
后
が
も
し

新
源
の
主
張
を
採
用
し
て
拳
民
を
鎮
座
し
て
い
た
な
ら
ば
、
「
庚
子
之
踊
」
を

引
き
起
こ
す
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
み
ち
び
き
だ
し

て
く
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
第
三
節
「
圏
攻
使
館
及
北
堂
」
で
は
、

従
来
、
開

戦
論
と
和
卒
論
を
巧
妙
に
使
い
わ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
事
態
を
混
飢
さ
せ
た
人

物
と
し
て
非
難
さ
れ
て
き
た
柴
瞭
の
名
審
回
復
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

著
者
に

よ
れ
ば
、
祭
糠
こ
そ
公
使
館
お
よ
び
西
什
庫
数
堂
を
義
和
園
の
攻
撃
か
ら
「
暗

中
保
護
」
し
、
戟
後
に
激
想
さ
れ
た
最
悪
の
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
と
め

た
功
労
者
で
あ
り
、
「
祭
氏
の
園
家
に
封
す
る
貢
献
、
賞
に
没
す
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
附
録
の
「
董
縞
鮮
上
策
中
堂
菓
務
係
」
は
、
こ
の
駄
に

闘
し
、
董
繭
鮮
に
公
使
館
攻
撃
の
指
令
を
出
し
た
と
し
て
、
策
糠
が
非
難
さ
れ

る
根
嬢
と
な
っ
た
董
書
画
が
傑
作
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

第
六
章
「
東
南
互
保
及
排
外
的
蔓
延
L

は
、
東
南
互
保
約
款
が
中
間
分
割
の
危

機
を
救
っ
た
と
す
る
高
い
静
債
を
前
提
と
し
て
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
第

一
節
で
は
、
東
南
互
保
の
推
進
者
と
し
て
従
来
あ
げ
ら
れ
て
い
た
諸
説
、
す
な

わ
ち
、
①
李
鴻
章
説
、
②
劉
坤
一
説
、
③

張
之
洞
説
、
①
張
之
洞

・

劉
坤
一
共
同
設
を
紹
介
し
、
第
二
節
に
お
い
て
こ
れ
ら
諸
説
を
否
定
し
、
主
と

し
て
張
文
裏
公
全
集
お
よ
び
愚
粛
存
稿
開
校
の
電
報
を
用
い
て
、
推
進
者
が
質

際
に
は
盛
宣
懐
で
る
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
最
大
の
功
績
は
盛
に
錦
せ
ら
る

べ
き
こ
と
を
論
費
し
て
い
る
。
第
三
節
「
互
保
範
囲
的
損
大
」
は
、
文
字
通

勺
、
本
来
江
蘇
・
安
徽

・
江
西
・
湖
南
・
湖
北
の
東
南
五
省
に
限
定
さ
れ
て
い

た
東
南
互
保
の
範
函
が
さ
ら
に
間
聞
東

・
出
回
西
・
掘
削
江

・
扇
建
の
諸
省
へ
と
撹
大

し
て
い
く
過
程
を
論
じ
た
も
の
。
ま
た
山
東
も
裳
世
凱
が
省
内
か
ら
義
和
圏
を

一
掃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
列
強
の
信
任
を
と
り
つ
け
、
賞
質
的
に
は
互
保
の
範

圏
に
入
っ
た
こ
と
を
の
ベ
、
裳
世
凱
の

「識
力

・
塊
力

・
精
明
幹
練
」
を
た
た

え
て
い
る
。
第
四
節
で
は
東
南
諸
省
と
は
逆
に
、
義
和
圏
の
運
動
が
讃
大
護
展

し
た
北
方
諸
省
に
つ
い
て
の
ベ
、
鎖
大
を
許
し
た
責
任
者
逮
の
罪
が
追
及
さ
れ

て
い
る
。

要
す
る
に
第
五
章

・
第
六
章
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、

義
和
圏
の
援
大
は

中
央
に
お
い
て
は
西
太
后
を
は
じ
め
守
奮
波
の

「失
政
」
で
あ
り
、
地
方
に
お

い
て
は
総
督

・
巡
撫
ら
の
識
見
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
賓

に
運
動
に
参
加
し
た
民
衆
は
そ
の
責
任
を
追
及
し
、
そ
の
行
動
を
非
難
す
る
に

さ
え
あ
た
い
し
な
い
客
観
的
封
象
物
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
著
者
は
義
和
園

を
郵
墜
し
、
そ
の
績
大
を
抑
制
し
、

ま
た
列
強
に
劃
し
て
協
調
的
態
度
を
と
っ

た
人
物
の
功
績
の
額
彰
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
著
者
自
身
が
義
和
国
運
動
の
原
因
と
し
て
第
一一一
掌
で
「
列
強
侵
略
歴
迫
的
刺

激
」
「
数
土
数
民
的
欺
凌
」
を
指
摘
す
る
姿
勢
と
ど
の
よ
う
に
む
す
び
っ
く
の

か
。
譲
歩
に
譲
歩
を
か
さ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
列
強
と
の
摩
擦
を
極
力
回
避
す

る
こ
と
に
つ
と
め
た
李
鴻
章
外
交
の
失
敗
は
す
で
に
日
清
戦
宗
に
お
い
て
あ
き

ら
か
と
な

っ
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
「
隠
忍
自
重
L

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国

主
義
列
強
の
侵
略
を
お
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
展
望
は
ま
っ
た
く
な

い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
義
和
圏
運
動
に
お
い
て
爆
裂
し
た
民
衆
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
基
盤
と
し
て
帝
国
主
義
の
侵
略
に
封
決
す
る
以
外
に
道
は
な
い
、
こ
れ

は
も
は
や
自
明
の
理
で
は
な
い
の
か。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
批
剣
は
著
者
だ
け
に
む
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
圃
府
政
機
下
の
史
事
界
に
お
け
る
義
和
園
運
動
評
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慣
に
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
著
者
は
、
楽
禄
に
劃
す
る
評
債
や
、

東
南
互
保
の
推
進
者
が
だ
れ
で
あ
る
か
と
い
う
貼
な
ど
に
お
い
て
‘
本
一

4

剣
農
民

の
「
中
国
近
百
年
政
治
史
」
に
異
を
と
な
え
て
い
る
が
、
義
和
国
運
動
金
値
に

劃
す
る
許
債
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
か
わ
り
が
な
い
の
で
る
る
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
著
者
が
中
圏
分
割
の
危
機
を
救
っ
た
と
し
て
そ
の
功
績
を
ほ
め
た
た
え

て
い
る
義
和
画
賞
時
の
一
部
の
官
僚
遠
の
意
識
や
行
動
は
、
九
-
一
八
以
後
の

日
本
帝
国
主
義
の
大
規
模
な
侵
攻
を
ま
え
に
、
武
力
封
決
を
回
避
す
る
こ
と
に

懸
命
で
あ
っ
た
園
民
黛
政
檎
の
そ
れ
と
、
偶
然
に
も
(
?
)
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
っ
き
つ
め
れ
ば
、
問
題
は
、
義
和
国
運
動
に
し
め
さ
れ
た
民
衆
の
反

帝
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
継
承
し
た
か
否
か
と
い
う
貼
に
騎
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
本
書
を
金
家
瑞
「
義
和
商
運
動
」
や
中
園
科
事
院
山
東
分
院
歴
史
研

究
所
編
「
義
和
圏
運
動
六
十
周
年
紀
念
論
文
集
」
と
よ
み
く
ら
べ
る
こ
と
は
興

味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
雨
者
の
相
違
は
け
っ
し
て
義
和
圏
運
動
研
究
だ
け
に
と

ど
ま
る
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
が
中
園
皐
術
著
作
時
間
助
委

員
曾
の
奨
駒
の
下
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
る
る
こ
と
を
、
こ
ζ

に
附
記
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
と
第
八
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
ベ
て
き
た
よ
う
な
著
者
の
基
本
的
姿
勢

が
無
に
な
る
以
外
は
、
と
り
た
て
て
い
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
第
七
章
で
は
連

合
軍
の
出
兵
と
そ
の
蟹
行
が
、
第
七
章
で
は
義
和
国
の
鼠
嬢
と
和
議
の
進
行
過

程
お
よ
び
辛
丑
和
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
か
な
り
く
わ
し
く
叙
述
さ
れ
て
い

る。

149 

と
こ
ろ
で
本
書
の
注
目
す
べ
き
黙
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
か
っ.た

第
一
章
「
義
和
国
的
源
流
」
お
よ
び
第
二
章
「
義
和
図
的
本
質
」
の
二
章
に
あ

る
。
そ
し
て
、
ま
た
著
者
が
こ
の
部
分
に
も
っ
と
も
自
信
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
「
，
自
序
」
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
義
和
圏
の
起
源
に
つ
い
て
の
ベ
る
場
合
に
、

ほ
と
ん
ど
無
批
剣
に
引
用
さ
れ
て
き
た
努
乃
宣
「
義
和
拳
数
門
源
流
考
」
の
信

葱
性
を
問
題
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
努
乃
宣
が
板
援
と
し
て
あ
げ
て

い
る
嘉
慶
十
三
年
の
上
稔
に
お
い
て
、
給
事
中
周
廷
森
の
報
告
は
、

患
に
義
和

拳
と
い
う
名
前
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
も
う
一
つ
の
史

料
で
あ
る
嘉
慶
二
十
年
の
那
彦
成
の
奏
疏
で
は
、
義
和
門
教
を
「
離
卦
数
之
子

孫
徒
黛
」
と
し
て
い
る
が
、
沈
賓
麟
撲
の
呉
増
停
に
は
こ
れ
と
相
遺
す
る
記
載

が
あ
る
。
②

嘉
慶
年
間
の
義
和
門
離
卦
教
と
光
緒
年
聞
の
義
和
拳
を
躍
に
名

稽
の
一
類
似
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
連
績
さ
せ
て
考
え
る

こ
と
に
は
疑
問
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
を
特
徴
づ
け
る

「降
榊
附
償
」
「
吃
符
聡
児
」
「
万
槍

不
入
」
な
ど
が
前
者
に
は
み
と
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
③
努
乃
宣
が

「
義
和
拳
教
門
源
流
考
」
を
出
版
し
た
意
圃
除
、

義
和
拳
が
邪
教
で
あ
る
こ
と

を
宣
侍
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
名
稽
の
類
似
と
い
う
こ
と
の
み

に
よ
っ
て
義
和
拳
を
歴
代
禁
止
さ
れ
て
い
る
白
蓮
教
の
枠
の
内
に
は
め
こ
む
と

い
う
牽
強
附
曾
を
や
っ
て
の
け
て
い
る
。
著
者
は
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
努
乃

宣
「
義
和
拳
数
門
源
流
考
」
の
信
滋
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
も
か

つ
て
「
義
和
圏
運
動
研
究
序
説
」
(
東
洋
史
研
究
二
三
省
三
貌
)
の
な
か
で
、

勢
乃
宣
説
の
信
懇
性
に
謝
す
る
疑
問
を
の
べ
、
さ
ら
に
「
義
和
圏
の
形
成
」

(
岐
阜
大
皐
教
育
事
部
研
究
報
告
、
人
文
科
拳
十
八
)
に
お
い
て
、
こ
の
貼
を

や
や
詳
細
に
論
じ
た
。
著
者
の
考
え
方
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
賛
成
し
た
い。

そ
れ
で
は
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
か
。
第
一
章
第
二
節
が
こ
の
部
分
に
あ
た

る
。
著
者
は
義
和
圏
の
起
源
を
威
盟
・
同
治
年
聞
の

「
郷
圏
」
に
求
め
て
い

る
。
つ
ま
り
太
卒
天
園
の
動
飢
の
時
期
に
各
地
に
郷
圏
組
織
が
生
ま
れ
た
が
、

そ
れ
ら
は
本
来
は
「
身
家
を
保
衛
し
、
盗
賊
を
防
禦
し
、
守
笠
相
い
助
く
る
」
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こ
と
を
目
的
と
し
た
。
向
義
圏

・
効
忠
園

・
義
勝
囲

・
忠
和
闘
・

安
勝
義
固
な

ど
と
と
も
に
、
義
和
国
(
義
和
拳
)
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
郷
園
は
、

封
外
的
に
は
豚
名
を
冠
し
て
泰
安
闘

・
東
卒
園
と
い
う
ふ
う
に
よ
ば
れ
た
(
著

者
は
義
和
闘
運
動
時
期
の
義
和
幽
も
村
ま
た
は
銀
を
躍
位
と
し
て
組
織
さ
れ
、

そ
の
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〉
。
こ
の
時
期
の
義
和
闘

(
義
和
拳
〉
は
、
毎
年
、
街
の
季
節
に
集
ま
っ
て
拳
法
を
競
い
合
っ
た
の
で
梅

花
拳
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
が
仇
数
個
纏
に
か
わ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
光
絡

十
三
年
の
山
東
冠
豚
梨
園
屯
数
案
で
あ
る
。
以
後
こ
れ
ら
郷
図
に
よ
る
仇
教
活

動
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
冠
豚
十
八
園
(
東
昌
府
十
八
図
〉

で
あ
り
、
の
ち
の
義
和
幽
は
こ
の
冠
豚
よ
り
各
地
に
撹
大
し
た
も
の
、
義
和
園

開
係
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
山
東
老
闘
」
は
冠
豚
十
八
闘
を
指
す
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
官
府
の
剃
墜
L

に
よ
り
光
緒
二
十
四
年
二
、
三
月
の
こ
ろ
に
梅

花
拳
か
ら
義
和
圏
へ
の
名
割
問
曲
変
更
を
行
な
っ
た
と
し
、
著
者
は
義
和
拳
↓
綿
花

拳
↓
義
和
闘
と
い
う
設
展
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
主
張
は
ま
だ
仮
設

と
し
て
の
域
を
で
ず
、
義
和
闘
を
冠
豚
よ
り
の
一

源
的
損
大
と
み
て
い
る
貼
な

ど
疑
問
は
の
こ
る
が
、
一
感
説
得
的
で
は
あ
る
。

第
二
章
「
義
和
図
的
本
質
」
は
、
義
和
幽
の
性
格
・
特
徴
に
つ
い
て
の
べ
て

い
る
が
、
な
か
で
も
通
説
に
反
し
て
、
義
和
圏
と
白
蓮
教
の
関
係
を
否
定
し
て

い
る
貼
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
節
で
は
義
和
闘
の
信
仰
封
象
・

組
織

・
宗
旨
な

ど
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
金
鍾
と
し
て
は
次
節
で
義
和
倒
と
白
蓮
激
と
の

無
関
係
を
論
設
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

義
和
拳
の
信
仰
の
封
象
は
多
く
通
俗
小
説
中
の
人
物
で
あ
る
こ
と
(
著
者
ほ
こ

れ
ら
を
「
肺
仙
」
「
忠
義
之
土
」
「
除
暴
安
良
的
侠
客
」
「
英
雄
的
武
将
」
の

四
つ
に
類
別
し
て
い
る
)
、
組
織
は
秘
密
結
祉
で
は
な
く
、
村
・
銀
を
単
位
と

す
る
公
開
の
組
織
で
あ
る
こ
と
、
義
和
拳
の
「
降
榊
附
僅
L

は
催
眠
術
で
あ
る

こ
と
(
著
者
は
こ
の
貼
を
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
〉
、
宗
旨
に
つ
い
て
は
、

も
と
も
と
政
治
的
色
彩
は
な
く
、
郷
図
組
織
に
よ
る
自
衡
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、

の
ち
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
・
教
徒
と
の
矛
盾
が
激
化
す
る
な
か

で
、
仇
教
を
目
的
と
す
る
も
の
に
嬰
化
し
た
こ
と
、
以
上
の
よ
う
な
義
和
拳
に

つ
い
て
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
節
に
お
い
て
著
者
は
義
和
国
と
白
蓮
教
と
の
無
関
係
な
る
こ
と
を
論
詮

す
る
。
そ
の
根
接
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
つ
ぎ
の
諸
鮎
で
あ
る
。
①

信
仰

封
象
の
相
違
、
す
な
わ
ち
、
白
蓮
教
は
禰
勅
悌
を
信
奉
す
る
が
、
義
和
拳
の
そ

れ
は
通
俗
小
説
中
の
人
物
で
あ
る
こ
と
、

②
組
織
の
相
違
、
す
な
わ
ち
、

白

蓮
・
八
卦
教
は
き
わ
め
て
殿
格
な
秘
密
結
社
で
あ
る
が
、
義
和
拳
は
村
ま
た
は

銀
を
箪
位
と
す
る
公
開
の
圏
健
で
あ
る
こ
と
、
③
儀
式
の
相
達
、
す
な
わ

ち
、
白
蓮
数
・
八
卦
数
の
経
典
に
み
ら
れ
る
「
真
空
家
郷
、加盟
…
生
父
母
」
の
八

字
は
義
和
拳
に
は
み
あ
た
ら
ず
、
他
方
、

義
和
国
の
「
降
一脚附
纏
」
は
白
蓮

・

八
卦
教
に
は
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
、
@

宗
旨
の
相
違
、
す
な
わ
ち
、
白
蓮
・

八
卦
数
は
政
治
的
野
心
を
も
っ
た
「
革
命
圏
鐙
」
で
あ
る
の
に
封
し
、
義
和
拳

は
寸
政
府
を
た
す
け
外
人
に
反
封
」
す
る
闘
健
で
あ
る
こ
と
〈
義
和
闘
の
性
格

を
「
政
府
を
た
す
け
て
外
人
に
反
濁
す
る
」
と
、

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
嘗
然
、
時
期
を
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。
こ

の
ほ
か
、
白
蓮
数
の
教
主
は
世
襲
で
あ
る
が
、

義
和
拳
は
そ
う
で
な
い
こ
と
、

白
蓮
教
は
「
豪
衆
欽
銭
」
を
お
こ
な
う
が
、
義
和
拳
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
な

ど
を
爾
者
の
相
違
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
義
和
圏
は
白
蓮
教
と
無
関
係
で
あ

る
と
著
者
が
主
張
す
る
の
は
、
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
発
乃
宣
「
義
和
拳
教

門
源
流
考
」
の
信
惣
性
を
否
定
し
た
以
上、

暗
闇
然
と
も
い
え
よ
う
。

な
ぜ
な

ら
、
義
和
拳
と
白
蓮
教
(
ま
た
は
八
卦
数
・
天
理
教
)
と
の
関
連
を
指
摘
し
た

記
事
は
、
ほ
と
ん
ど
み
な

「
義
和
盆
教
門
源
流
考
」
も
し
く
は
そ
の
素
材
と
な
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っ
た
嘉
慶
十
三
年
の
上
識
と
嘉
慶
二
十
年
の
那
彦
成
の
奏
疏
に
も
と
ず
い
て
い

る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
前
掲
拙
稿
「
義
和
圏
の
形
成
」
参
照
)
。
そ
し
て
、

も
し
本
書
の
第
一
章
・
第
二
章
に
お
け
る
著
者
の
主
張
す
る
方
向
を
認
め
る
な

ら
ば
、
た
と
え
ば
大
皐
一
般
教
養
む
け
の
あ
る
数
科
書
に
み
ら
れ
る
「
こ
の
よ

う
な
時
に
、
白
蓮
教
の
一
一
淑
の
義
和
拳
教
と
い
う
宗
教
的
秘
密
結
祉
が
山
東
方

面
に
勢
を
え
て

一
八
九
九
年
十
二
月
暴
動
を
お
こ
し
:
:
:
L
と
い
う
よ
う
な
記

述
は
全
面
的
に
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ

れ
は
教
科
書
・
概
読
書
に
と
ど
ま
ら
ず
専
門
の
論
文
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と

で
あ
る
。
義
和
国
運
動
を
論
ず
る
場
合
、
従
来
白
蓮
教
と
の
関
係
に
言
及
す
る

こ
と
が
、
運
動
全
健
の
正
確
な
理
解
を
い
か
に
さ
ま
た
げ
て
き
た
か
、
こ
の
あ

た
り
で
再
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
堀
川
哲
男
)
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