
『
高
暦
邸
紗
』

と

『
高
暦
疏
紗
』

野

和

子

明
の
寓
暦
時
代
史
、
と
く
に
東
林
黛
の
問
題
を
研
究
す
る
上
で
『
蔦
暦
邸
紗
』
と
『
蔦
暦
疏
紗
』
は
き
わ
め
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
だ
が

従
来
こ
れ
ら
二
つ
の
文
献
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
前
者
は
編
纂
者
す
ら
も
不
明
で
資
料
と
し
て
の
性
格
が
駿
味
な
た
め
で
あ

り
、
後
者
は
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
な
事
情
で
刻
本
の
流
布
が
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
雨
書
の
編
纂
者
と
編
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纂
の
背
景
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
あ
わ
せ
て
若
干
の
問
題
黙
に
も
言
及
し
て
雨
書
の
資
料
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

『
蔦
暦
邸
紗
』
に
つ
い
て
は
夙
に
謝
園
禎
が
『
晩
明
史
籍
考
』
四
に
次
の
ご
と
く
に
紹
介
し
て
い
る
。

『
蔦
暦
邸
紗
』
三
十
二
冊

奥
輿
嘉
業
堂
劉
氏
厳
明
紗
本

園
立
北
卒
園
書
館
蔵
停
紗
本
十
八
冊

撲
人
の
名
氏
を
知
ら
ず
。
高
暦
元
年
よ
り
十

一
年
に
至
る
。
叉
た
二
十
年
よ
り
二
十
一
年
に
至
る
。
叉
た
三
十
三
年
よ
り
三
十
五
年
に
至
る
。
叉
た
四
十
四

年
よ
り
四
十
五
年
に
至
る
。
毎
年
数
僚
を
酌
診
す
。
朱
筆
は
倶
に
明
人
の
黙
勘
な
り
。
全
て
録
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。

謝
氏
の
見
た
の
は
恐
ら
く
不
完
全
な
園
立
北
卒
園
書
館
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、

六
八
年
十
二
月
、

蓋
湾
の
正
中
書
局
か
ら
影
印
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
原
本
は
、

よ
り
完
全
な
劉
氏
嘉
業
堂
本
の
方
が
、

九

現
在
蓋
慢
の
中
央
聞
書
簡
に
所
識
さ
れ
て
い
る
。

全
三

(
但
し
一
部
の
年
度
を
飲
く
〉
、
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冊
、
穂
二
四
一
一
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
部
な
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
寓
暦
元
年
正
月
か
ら
同
四
十
五
年
六
月
ま
で
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重
要
な
記
事
と
関
連
す
る
邸
紗
(
官
報
の
一
種
)
を
抄
録
し
且
つ
若
干
の
整
理
と
を
加
え
て
い
て
、
高
暦
時
代
を
ほ
ぼ
覆
う
編
年
睦
の
歴
史
と
し

て
『
明
貫
録
』

と
相
補
う
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
表
紙

・
目
録

・
序
文
等
は

一
切
な
く
、

第

一
葉
に
果
輿
劉
氏
嘉
業
堂
議
室
田
印
と
畢

況
審
定
の
印
が
あ
る
。
畢
一抗
は
い
う
ま
で
も
な
く
清
朝
の
皐
者
で
あ
っ
て
、
本
書
の
随
庭
に
み
ら
れ
る
眉
批
は
皐
況
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
は
こ
の
審
物
に
は
昌
彼
得
の
手
に
な
る
位
録
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

『
蔦
暦
邸
紗
』
は
民
園
の
初
、

劉
氏
の
嘉
業
堂
に
蹄

J

'

-
ぜ
、
品
、

ー
し
手
れ
カ

日
中
戦
争
の
時
に
流
出
し
、
中
央
固
書
館
が
こ
れ
を
購
入
し
た
と
い
う
。

昌
彼
得
は
こ
の
紋
録
の
な
か
で
、

こ
の
書
物
の
編
纂
者
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
な
っ
た
が
、

結
局
編
纂
者
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
し
て
以
下
の
如
き
推
定
を
行
な
っ
て
い
る
。

『
明
史
』
巻
一
二
一
二
顧
憲
成
俸
に
次
の
如
き
記
載
が
あ
る
。

お

〈

ひ

ろ

准
撫
李
三
才
の
論
ぜ
ら
る
る
や
、
慾
成
は
蓄
を
葉
向
古
向
、
孫
歪
揚
に
胎
り
、
第
に
容
を
延
む
。
御
史
奥
売
、
之
を
邸
紗
中
に
刻
す
。

こ
の
臭
亮
に
は

『高
暦
疏
紗
』

と
い
う
編
纂
書
が
あ
り
、
こ
れ
は
刻
本
が
若
干
流
布
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
物
に
は
、
前
記
顧
憲
成
の
業
向

能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
昌
氏
は
『
明
史
』
巻
二
二
九
呉
中
行
博
附
呉
亮
停
に
言
及
し
、

彼
が
東
林
蕪
人
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
す
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高

・
孫
不
一
揚
あ
て
書
簡
は
牧
録
さ
れ
て
レ
な
い
。
と
す
る
と
呉
亮
に
は
『
高
暦
疏
紗
』
の
他
に
『
高
暦
邸
紗
』
な
る

一
書
が
別
に
存
在
し
た
可

の
編
纂
者
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
と
し
た
。

年
、
呉
亮
は
な
お
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
熱
か
ら
も
臭
亮
読
は
可
能
で
あ
る
。
以
後
の
検
討
に
待
ち
た
い
。

る
な
ら
ば
、

喜
内
暦
邸
紗
』

こ
の
書
物
の
記
載
す
る
最
岬
昨
年
度
で
あ
る
高
暦
四
十
五

こ
れ
が
昌
彼
得
の
編

纂
者
に
つ
い
て
の
推
定
の
結
論
で
あ
る
。

。骨

日
ず
誌

、

J
h
'
刀

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
彼
が
引
用
す
る
所
の
願
憲
成
俸
の
邸
紗
は
普
通
名
詞
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、

『
首
問
暦
邸
紗
』
を
さ
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
私
の
結
論
か
ら
先
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
書
物
は
臭
亮
で
は
な
く
銭
一
本
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
。

私
が
こ
の
書
物
が
銭

一
本
の
も
の
だ
と
知
っ
た
の
は
許
献
等
『
東
林
書
院
志
』
巻
二

O
著
述
の
銭
啓
新
先
生
著
の
な
か
に
『
邸
抄
』
と
い
う

書
名
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
時
す
ぐ
に
検
索
し
た
中
央
固
書
館
編
『
明
人
俸
記
資
料
索
引
』

の
銭
一
本
の
項
に
は

一
五

三
九
J
二
ハ
一

O
と
い
う
生
卒
年
が
誌
さ
れ
て
い
る
。

二
ハ
一

O
年
は
高
暦
三
十
八
年
に
嘗
る
。
と
す
れ
ば
寓
暦
三
十
八
年
に
死
残
し
た
人
物



が
蔦
暦
四
十
五
年
ま
で
の
記
録
を
残
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
む
ろ
ん
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
績
修
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
別
で
あ
る
が
1

l
。

そ
の
後
、
私
は
黄
宗
義
『
明
儒
皐
案
』
巻
五
十
九
東
林
事
案
が
銭

一
本
の
俸
の
な
か
で
彼
の
著
作
に
ふ
れ
て

先
生
、
易
摩
に
深
し。

著
わ
す
所
、

『像
象
管
見』

『象
紗』

『
綴
紗
』

0

・
・
:
:
時
政
を
録
し
て

『邸
診』

と
名
づ
く
。
語
録
は

『超
記
』
と
名
づ
く
。

と
述
べ
た
箇
所
が
あ

っ
て、

銭

一
本
に

『
邸
紗
』
な
る
著
作
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
寅
宗
義
は
、
彼
の
死

震
前
後
の
事
情
に
ふ
れ
て
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
た
。

先
生
の
絡
に
残
せ
ん
と
す
る
や
、

強
じ
め
宿
歩
を
営
む
。
地
を
掘
り
て
銭
を
得
た
り
。
兆
、
庚
戊
に
在
り
。
詩
を
賦
し
て
臼
く
、
「
庚
成
は
、
年
逢
か
に
し

た
め
ら

て
月
逢
い
易
し
。
今
年
の
九
月
、
使
わ
ち
相
衝
た
る
」
と
。
叉
日
く
、
「
月
朔
、

初
め
て
逢
う
、
庚
成
の
令
、
夫
行
し
て
再
た
次
且
わ
ざ
る
べ
し
」
と
。
且

つ
期
の
如
く
逝
く
。
蓋
し
丁
巴
九
月
は
月
建
庚
成
な
り
。

つ
ま
り
、

生
前
、
墓
地
を
準
備
し
た
時
に
、

土
中
か
ら
銭
を
得
た
。
銭
は
彼
の
姓
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
彼
自
身
が
土
中
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
彼
は
そ
の
銭
に
よ
っ
て
庚
民
と
い
う
干
支
を
汲
知
し
た
の
だ
が
、
庚
民
と
い
う
年
は
あ
ま
り
に
遠
す
ぎ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
七

年
前
、
高
暦
三
十
八
年
が
庚
民
で
あ
っ
て
、
次
の
庚
戊
を
待
つ
な
ら
ば
五
十
三
年
も
先
の
こ
と
で
あ
る
。

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
月
建
で
い
う
な
ら
ば
、
今
年
の
九
月
が
庚
成
で
あ
っ
て
自
分
は
九
月
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
朔
日
に
庚
民

そ
の
年
ま
で
生
き
の
び
る
こ
と
は
あ

- 35ー

の
月
に
禽

っ
た
わ
け
だ
が
、

ま
よ
わ
ず
行
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
預
言
の
如
く
こ
の
年
九
月
に
逝
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
九
月
と
い
う

の
は
丁
巳
九
月
で
あ
っ
た
こ
と
を
黄
宗
義
は
明
確
に
誌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
丁
巳
は
、

蔦
暦
四
十
五
年
に
嘗
る。

銭

一
本
が
高
暦
四
十
五
年
九
月
に
死
捜
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
同
年
六
月
を
以
て
移
る

『世間

暦
邸
紗
』
が
彼
の
手
に
成
っ

た
と
考
え
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
さ
き
の

『
明
人
傍
記
資
料
索
引
』
が
、
卒
年
を
二
ハ
一

O
年

さ
ら
に
そ
の
年
か
ら
生
年
を
逆
算

(蔦
暦
三
十
八
年
庚
戊
〉
と
し
た
の
は

こ
の
庚
成
の
月
を
庚
成
の
年
と
し
た
こ
と
か
ら
す
る
誤
り
で
あ
り
、
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し
た
た
め
に
生
年
を
も
-
謀
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
黄
宗
義
が
撲
っ

た
の
は
果
亮

「
侍
御
銭
謄
新
先
生
朕
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

さ
き
に
昌
彼
得
が
、
呉
亮
の
手
に
成
っ
た



670 

か
と
推
定
し
た
、

そ
の
呉
売
が
奇
し
く
も
銭
一
本
の
行
献
を
誌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
欣
は
呉
亮
の
文
集
『
止
園
集
』
巻
十
九
に
牧
め
ら
れ

る

行
朕
は
次
の
如
く
に
述
べ

て
い
る。

先
生
、
身
を
旧
聞
に
隠
し
て
而
も
聞
に
限
ず
る
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
、

社
術
(
北
宋
の
人
)
の
家
居
し
て
朝
廷
の
来
事
を
行
な
う
を
山
け
ば
憂
い
、
某
人
を
用

邸
俄
に
桜
す
る
怨
に
其
の
時
政
に
閥
わ
り
あ
る
者
を
手
机
押
す
る
も

て
以
て
常
と
筋
せ
り
。
是
に
於
て

『
邸
抄
』
あ

う
る
を
(
山
け
ば
)
苔
ぶ
者
の
如
し
。

り

呉
亮
の
卒
年
に
つ
い
て
い
う
所
は
、

『
明
儒
問
宇
案
』

に
比
べ
て
い
っ
そ
う
詳
し
い
。

も

き

ょ

う

け

ん

放
丙
辰

(前
向
暦
四
十
四
年
〉
、
先
生
、
退
か
に
宅
兆
を
営
ま
ん
と
欲
し
、
地
を
卜
し
て
西
湾
山
を
得
た
り
。
伯
子
(
銭
春
)
は
、
先
生
、
素
と
彊
な
れ
ば

宜
し
く
凶
事
を
預
じ
め
す
べ
か
ら
ず
と
以
え
ば
則
わ
ち
笑
い
て
答
え
ざ
り
き
。
丁
巳
二
月
、

迭
に
家
事
を
紋
断
し
て
山
に
入
り
州
酬
を
築
き
て
鮪
臨
と
臼
う
。

傍
ら
に
一
足
数
艦
を
構
え
て
寄
忽
と
日
ぅ
。
生
き
て
は
慰
問し
死
し
て
は
腕
す
る
の
義
に
取
る
。
甫
め
土
を
啓
く
や
、
一

五
銭
を
得
。
紹
岡
山
元
賓
と
日
い、北
円
に
叉

た
元
の
字
有
り
。
先
生
、協
然
と
し
て
臼
く
、
紹
照
は
宋
の
光
宗
の
年
続
、
元
年
は
庚
成
な
り
。
此
れ
吾
れ
行
く
の
兆
な
り
。
年
、
待
つ
べ
か
ら
ず
、
其
れ
月

か

た

ま

た

な
ら
ん
乎
と
。
是
年
九
月
、
泊
ま
、

(
月
〉
建
、
庚
戊
な
り
。
先
生
、
乃
わ
ち
詩
を
賦
す
。
「
庚
戊
は
、
年
遥
か
に
し
て
、
月
逢
い
易
し、

今
年
の
九
月
、

う

な

が

な

ん

じ

寸

え

お

使
わ
ち
相
街
た
る
」
の
句
あ
り
。
而
し
て
叉
た
、
兆
を
皆
な
む
を
治
む
る
者
を
越
し
て
臼
く
、
五
同
れ
、
若
と
約
し
て
必
ら
ず
八
月
紗
に
工
を
之
え
ん
と
。
即

た
め
ら

わ
ち
凶
器
中
な
る
も
、
加
臼
か
ら
程
怪
し
て
休
ま
ず
。
九
月
朔
に
至
り
て
復
た
詩
を
賦
し
、
「
月
朔
、
初
め
て
逢
う
、
民
氏
の
令
、
夫
行
し
て
再
た
女
且
わ

の

ぽ

し

も

べ

ざ
る
べ

し
」
の
句
あ
り

・

雨
指
を
信
し
戚
獲
に
示
し
て
日
く
、
吾
れ
月
の
固
な
る
を
須
ち
乃
わ
ち
行
を
成
さ
ん
。
向
、
雨
日
あ
る
を
須
ち
汝
の
扶
侍
を
煩

た
だ

わ
す
の
み
と
。
果
し
て
十
六
日
早
に
越
し
て
湯
休
泌
頒
の
水
を
具
え
、
衣
冠
を
繭
す
こ
と
、

卒
時
の
如
し
。

復
た
安
ら
か
に
綾
ぬ
。
午
に
至
り
、
忽
ち
起
坐

す
。
伯
子
、

身
を
以
て
之
を
ゑ
く
。
目
、
途
に
限
し
、
言
、
私
に
及
ば
ず
。
亦
た
諸
ミ
ヰ
U

を
怖
る
る
の
状
加
熱
し
。
-
先
生
、

寸
品
川
端
丙
午
八
月
十
三
日
に
生
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ま
れ
、
前
向
暦
了
巳
九
月
十
六
日
に
卒
す
。
享
年
七
十
有
二
。

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
果
亮
は
銭
と
同
じ
江
蘇
武
準
の
人
。

し
か
も
そ
の
姻
戚
に
嘗
り
、
東
林
黛
人
と
深
い
交
わ
り
を
持

っ
て

レ
た
。
彼
の

手
に
な
る
こ
の
記
録
は
十
分
に
信
ず
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
明
人
惇
記
資
料
索
引
』
の
銭
一
本
の
生
卒
は
、

し
た
が
っ
て
一
五
四
六

J



一
六

一
七
と
改
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
寓
暦
邸
紗
』
が
、
銭

一
本
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誼
明
す
る
た
め
に
彼
の
生
卒
だ
け
を
先
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
の
書
物
の
資
料
的
性
格
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
政
治
的
な
立
場
に
も
鯛
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
呉
亮
「
行
朕
」
を

主
た
る
資
料
と
し
つ
つ
、
彼
の
俸
記
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

銭

一
本
は
、
字
は
園
瑞
、
競
は
啓
新
、
寄
富
遁
客
。
武
進
の
人
で
あ
る
。
寓
暦
十

一
年
の
準
土
。
す
で
に
張
居
正
は
亡
い
。
最
初
に
知
豚
と

し
て
赴
任
し
た
の
は
江
西
塵
陵
、
か
つ
て
龍
場
の
地
か
ら
か
え
っ
た
王
陽
明
が
知
将
と
な
っ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
こ
に
王
文
成
洞
を
建

て、

郡
守
盆
以
下
十
二
人
を
合
間
す
る
と
と
も
に
生
員
た
ち
を
集
め
て
皐
者
を
招
鴨
し
講
皐
を
行
な
わ
せ
た
。
の
ち
御
史
と
な
る
が
、
彼
の
名

さ
て

を
高
か
ら
し
め
た
の
は
、

「敬
陳
論
相
大
義
以
正
朝
綱
疏
」
と

「園
本
己
定
復
以
悟
聖
心
疏
」
の
二
つ
の
上
奏
で
あ
る
。

『
高
暦
疏
紗
』
巻
三
政
本
類
お
よ
び
同
巻
四
園
本
類
に
全
文
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
蔦
暦
十
九

年
九
月
に
上
奏
さ
れ
た
も
の
で
、

こ
の
上
奏
の
う
ち
後
者
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は
鄭
貴
妃
を
愛
す
る
あ
ま
り
、
皇
長
子
を
太
子
に
立
て
る
こ
と
を
延
期
し
よ
う
と
し
て
、
批
判
を
封
じ
よ
う
と
す
る
神
宗
を
言
葉
は
げ
し
く
非

難
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
そ
の
神
宗
の
意
を
迎
え
て
事
態
を
解
決
で
き
な
い
首
輔
申
時
行
の
優
柔
不
断
を
な
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
翌
二

十
年
、
李
献
可
が
皇
長
子
に
劃
す
る
太
子
と
し
て
の
預
備
教
育
を
請
う
て
削
籍
の
庭
分
を
受
け
た
が
、
こ
れ
に
射
し
て
嘗
局
に
非
難
が
集
中
し

た
。
銭

一
本
も
李
献
可
支
持
を
上
奏
し
た
が
、
同
様
の
上
奏
を
し
た
孟
養
浩
が
銭

一
本
に
依
援
し
つ
つ
君
主
を
謹
い
た
も
の
と
し
て
廷
杖
の
慮

分
を
受
け
た
時
に
、
銭

一
本
自
身
も
同
時
に
削
籍
さ
れ
た
。

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
願
憲
成
ら
他
の
東
林
繁
人
の
ば
あ
い
と
ほ
ぼ
軌
を

一
に
す
る
。

つ
ま
り
園
本
論
を
め
ぐ
っ
て
朝
廷

・
内
閣
と
針
決
す
る
な
か
で
彼
は
政
界
を
追
放

い
ご
銭

一
本
は
郷
里
武
準
に
あ
っ

て
再
び
出
で
て
仕
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

pb
 

武
準
に
は
曾
っ
て
常
州
知
府
施
観
民
の
建
て
た
龍
城
書
院
が
あ
っ
た
。
こ
の
書
院
は
講
皐
を
好
ま
ぬ
張
居
正
の
書
院
弾
座
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ

れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
じ
つ
は
寓
暦
七
年
正
月
、
張
居
正
の
書
院
弾
座
は
そ
も
そ
も
こ
の
施
槻
民
が
書
院
設
立
の
痛
に

「民
財
を
科
鍛

勾

r

し
」
た
こ
と
を
口
買
に
し
て
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
張
居
正
に
掘
び
詰
う
も
の
の
告
震
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

671 
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高
暦
三
十
一
年
、

常
州
に
赴
任
し
た
知
府
欧
陽
東
風
は
、
東
林
書
院
と
も
深
い
関
係
を
も
っ
人
物
で
あ
る
が
、

。。

書
院
を
し
の
ん
で
先
賢
洞
を
建
て
た
。
龍
城
書
院
の
名
は
敢
え
て
避
け
た
と
い
引
。
こ
こ
に
土
地
の
士
紳
た
ち
が
醸
金
し
て

経
正
堂
を
建
て
た

の
で
あ
る
が
、
銭
一
本
は
こ
の
食
堂
に
於
け
る
講
準
を
主
宰
す
る
と
と
も
に
、
翌
三
十
二
年
、
無
錫
に
復
興
さ
れ
た
東
林
書
院
、
宜
興
の
史
孟

ハ
可
J

麟
の
主
宰
す
る
明
道
書
院
と
も
相
呼
腔
し
、
相
互
に
交
流
し
あ
っ
た
。
顧
憲
成
、
高
掌
龍
も
し
ば
し
ば
経
正
堂
に
お
い
て
講
摩
す
る
と
と
も
に

彼
は
こ
こ
に
か
つ
て
の
龍
城

銭

一
本
も
ま
た
東
林
書
院
に
お
い
て
講
附山干
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
事
情
を
呉
亮
は
次
の
よ
う
に
博
え
て
い
る
。

郡
中
の
士
大
夫

:
:
傍
ら
に
経
正
堂
を
構
え
て
講
習
側
切
の
所
と
篤
し
先
生
を
推
し
て
之
を
主
ど
ら
し
め
た
り
。
梁
渓
(
無
錫
)
に
も
亦
た
東
林
書
院
を
修

復
し
て
顧
公
淫
陽

(窓
成
〉
之
を
主
ど
り
、

刑
渓

(宜
興
)
に
は
明
道
書
院
を
修
建
し
て
史
公
玉
池
(
孟
麟
)
之
を
主
ど
る
。
梁
渓
の
諸
公
、
或
い
は
経
正
に

ま
す
ま
す

来
り
曾
し
、
先
生
も
亦
た
或
い
は
往
き
て
東
林
に
曾
し
、
或
い
は
往
き
て
剤
渓
に
舎
す
。
是
に
於
て
四
方
風
を
聞
く
者
、
日
ご
と
に
加
ミ
廃
く
、
来
り
皐
ぶ

お
お

者
も
日
ご
と
に
金
量
衆
し
。庚
く
し
て
且
つ
衆
け
れ
ば
得
失
を
生
ず
る
こ
と
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
。得
失
あ
れ
ば
是
非
を
生
ず
る
こ
と
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
・

こ
の
よ
う
な
無
錫
の
東
林
書
院
を
中
心
と
す
る
在
野
の
人
び
と
の
結
集
が
、

「遁
か
に
時
政
を
執
る
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
東
林
黛
の
政
治
力
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と
し
て
護
協
博
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
反
射
波
の
反
躍
を
招
き
、
高
暦
三
十
年
代
後
宇
に
な
っ
て
激
し
い
議
争
が
行
な
わ
れ
た
こ
と

A
リ

は
か
つ
て
私
が
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
東
林
に
射
す
る
巌
し
い
指
弾
の
な
か
で
銭

一
本
は
い
さ
さ
か
も
動
じ
な
か

っ
た
。
呉
亮
は
、

是
し
と
せ
ら
れ
ざ
る
も
問
ゆ
る
無
く
、
知
ら
れ
ざ
る
も
悔
い
ず
。
正
に
我
輩
、
カ
を
得
る
の
慮
、
亦
た
吾
輩
、
盆
を
受
く
る
の
庭
な
り
。
且
旦
に
是
れ
を
以
て

や

も

と

退
心
を
生
ぜ
ん
や
、
と
日
い
て
往
来
講
習
し
て
綴
め
ざ
る
こ
と
故
の
如
し
。

と
体
え
て
い
る
。
黄
宗
義
が
彼
を
東
林
胤
午
案
に
列
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
彼
の
東
林
書
院
と
の
強
固
な
結
び
つ
き
の
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
反
射
汲

の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
あ
る
「
東
林
黛
人
携
」
や
「
東
林
貼
絡
録
」
が
む
し
ろ
政
治
的
な
蹄
分
け
を
行
な
っ
て
東
林
汲
的
政
治
傾
向
の
者
を
網

羅
的
に
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
た
の
と
は
全
く
趣
き
を
異
に
す
る
。

、引H
Uヴ

ん
H
H、

彼
に
は
、
子
に
銭
春
が
あ
っ
た
。
字
は
若
木
。
高
暦
三
十
二
年
の
進
士
で
あ
る
。
知
鯨
を
経
て
御
史
に
な
っ
た
が
、

徐
兆
魁
が
准
撫
李
三
才

を
攻
盤
し
た
と
き
に
は
、
三
た
び
立
っ
て
上
奏
し
こ
れ
に
反
論
を
加
え
た
。
さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
李
三
才
問
題
は
、
三
十
年
後
牢
に
お
付
る



東
林
汲
と
反
東
林
涯
の
劉
立
の
も
っ
と
も
重
大
な
政
治
的
焦
貼
で
あ
っ
た
。

つ
レ
で
楚
王
の
獄
に
よ
っ
て
繋
が
れ
た
人
び
と
の
惇
放
を
請
い
、

亦
た
採
権
の
害
を
述
べ
て
批
剣
し
、
あ
る
い
は
ま
た
湖
底
に
幅
王
の
荘
田
を
お
く
に
反
射
し
て
紳
宗
の
意
に
さ
か
ら
っ
た
。
銭
春
は
人
び
と
が

許
し
た
よ
う
に
よ
く
東
林
で
あ
る
「
父
の
志
を
縫
い
だ
」
の
で
あ
る
。
彼
が
地
方
に
左
遷
さ
れ
た
時
、
銭
一
本
は
こ
う
述
べ
た
。

東
林
黛
な
る
者
は
同棋
を
磁
え
せ
ば
寧
ぞ
完
卵
あ
ら
ん
や
。
北
地
の
敵
た
る
者
は
、
尾
を
履
め
ば
量
に
人
を
臣
む
を
亮
れ
ん
や
。
彼
れ
震
に
繭
を
出
す
所
の
者

は

す

で

つ

み

は
も
と
爾
の
入
る
を
欲
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
其
の
出
づ
る
や
誰
か
窓
じ
ん
。
且
つ
既
己
に
出
づ
。
出
で
ざ
る
も
叉
た
絡
に
出
で
ざ
る
を
以
て
爾
の
享
と
潟
さ

ん
。
純
度
と
稽
せ
ら
れ
て
官
を
捧
ば
ん
や
。
出
づ
る
も
可
な
り
。然
ら
ざ
れ
ば
、
氷
く
我
に
衡
門
〈
あ
ば
ら
や
〉
の
下
に
従
え
。
亦
た
楽
し
む
に
足
る
者
あ
ら
ん
。

こ
の
の
ち
間
も
な
く
彼
は
父
銭
一
本
の
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

父
子
と
も
ど
も
東
林
の
側
に
立
つ
て
の
政
治
批
判
ゆ
え
を
以
て
、

あ
る
い
は
野
に
放
た
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
左
遷
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
父
子
は
従
容
と
し
て
こ
れ
を
受
入
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
銭

一
本
は
寓
暦
初
年
か
ら
高
暦
四
十
五
年
ま
で
ほ
ぼ
高
麿
一
代
を
覆
う
長
き
に
わ
た
っ
て
前
東
林
お
よ
び
東
林
と
関
係
を
も
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ち
、
と
く
に
三
十
年
代
に
は
父
子
と
も
ど
も
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
銭
一
本
の
『
寓
暦
邸
紗
』
は
東
林
涯
の
側
か
ら
み
た
寓
暦

一
代
の
歴
史
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
昌
彼
得
が

「全
書
の
大
旨
を
通
観
す
る
に
買
に
東
林
の
震
に
張
目
せ
る
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ

と
も
肯
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
顧
憲
成
の
卒
年
が
、
寓
暦
三
十
一

年
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
銭
一
本
が
東
林
書
院
と
か
く
も
深
い
関
係
に
於
い
て
結
ぼ
れ
て
い
た
と
し
た

だ
が
『
蔦
暦
邸
紗
』
の
編
者
が
銭
一
本
で
あ
る
と
す
る
に
つ
い
て
一
つ
の
大
き
な
難
黙
が
あ
る
。

な
ら
ば
、
そ
の
彼
が
願
憲
成
の
卒
年
を
十
年
も
誤
ま
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の

記
事
の
前
後
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
あ
き
ら
か
に
凱
丁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
前
後
の
記
事
は
、
高
暦
四
十
年
に
お
こ
っ

た
事
賓
を
記
載
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
高
暦
二
十
八
年
か
ら
同
三
十
二
年
ま
で
の
約
一

0
0ペ
ー
ジ
は
以
下
の
如

く
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
正
中
書
局
版
〉
。

673 

寓
暦
二
十
八
年

一
一
九
三
J
二
二
二
ペ
ー
ジ
↓
四
十
年
間
十
一
月
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高
暦
二
十
九
年

=
二
三
J
一
二
三
二
ペ
ー
ジ
↓
四
十
年
十
二
月

高
暦
三
十
年

一二
三
三
J
一
二
三
八
ペ

ー
ジ
↓
同
年
二
月

(
三
月
)

一
二
三
八
J
一
二
四
二
ペ

ー
ジ
↓
同
年
三
月

高
暦
三
十
一
年

一
二
四
三
J
一
二
六

0
ペ
ー
ジ
↓
同
年
四
月

一
二
六

一
J
一
二
七
七
ペ
ー
ジ
↓
同
年
五
月

高
踏
三
十
二
年
(
三
月
〉

一
二
七
九
J
一
二
八
三
ペ

ー
ジ
↓
同
年
六
月

(
七
月
)

一
二
八
五
J
一
二
九
二
ペ
ー
ジ
↓
同
年
七
月

(
八
月
)

一
二
九
三
J
一
二
九
九
ペ
ー
ジ
↓
同
年
八
月

お
そ
ら
く
原
書
の
寓
暦
二
十
八
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
の
記
事
が
す
で
に
散
侠
し
て
レ
た
上
、

に
、
誤
ま
っ
て
寓
暦
四
十
年
の
部
分
を
こ
こ
に
漏
入
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
ま
り
が
い
つ
の
時
代
に
起
っ
た
の
か
は
あ

全
世
が
か
な
り
範
れ
た
紋
態
に
あ
っ
た
が
馬
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き
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
書
を
利
用
す
る
ば
あ
い
に
は
こ
の
よ
う
な
凱
丁
に
つ
い
て
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ω
 

以
上
の
如
き
考
誼
を
以
て
『
高
暦
邸
紗
』
の
著
者
は
銭

一
本
で
あ
る
と
断
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

銭

一
本
に
は
ほ
か
に
さ
き
に
あ
げ
た
『
像
象
管
見
』
『
象
紗』

『
績
紗
』
『
電
記
』

『遜
世
編
』
の
著
述
が
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
後
の
二
書
は

内
閣
文
庫
に
所
磁
さ
れ
て
い
る
。

、qJマ
'内

U
、

銭

一
本
に
つ
い
て
述
べ
た
つ
い
で
に
今
ひ
と
つ
ふ
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

銭
春
の
曾
孫
に
首
る
銭
人
麟
(
一
六
八
九
J
一
七
七
二
)
が

清
朝
に
な
っ
て
編
纂
し
た
『
東
林
別
乗
』

で
あ
る
。

『
東
林
別
乗
』
は
「
東
林
朋
議
録
」

「東
林
同
志
録
」

「東
林
籍
貫
」

「東
林
貼
鰐
録
」

「盗
柄
東
林
勝
」
「
東
林
熊
人
楊
」
「
彩
壊
封
誼
録
」
な
ど
主
と
し
て
反
射
援
の
作
成
し
た
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
そ
れ
に
附
し
た
彼
の
蹴
文
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
東
林
業
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
劃
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
が
、

い
反
封
汲
が
指
間
押
す
る
所
を
以
て
す
る
こ
と
も
一
つ
の
有
数
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
リ
ス
ト
は
諸
本
に
よ
っ
て
か
な
り
の
異
同
が
あ

政
治
史
研
究
の
ば
あ



る
。
後
世
、
反
射
涯
の
指
弾
を
蒙
っ
た
こ
と
が
か
え
っ
て
名
替
な
こ
と
と
意
識
さ
れ
、
流
俸
の
過
程
で
次
々
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
彼
は
家
臓
の
も
の
を
は
じ
め
、
異
本
を
求
め
て
こ
れ
ら
諸
本
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
『
東
林
別
乗
』
の
稿
本
は
澄
海
の

高
氏
玉
笥
山
棲
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
八
年
六
月
、
贋
東
の
中
山
圃
書
館
、
が
こ
の
紗
本
に
よ
っ
て
油
印
し
た
。
お
そ
ら
く
極
く
少
部

数
し
か
油
印
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
に
は
全
く
入
っ
て
い
な
い
。
私
は
た
ま
た
ま
中
園
枇
禽
科
開
学
院
歴
史
研
究
所
の
所
蔵
本
を

見
る
機
舎
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
東
林
薬
研
究
に
と
っ
て
は
基
礎
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
東
林
貼
将
録
」
に
つ
い
て
の
寅
誼
研
究
を
行
な
っ
た
の
が
朱
後
女
土
で
あ
る
。
こ
れ

同

ら
の
論
考
は
彼
女
の
手
に
成
る
そ
の
他
の
東
林
議
、
文
祉
に
関
す
る
論
考
と
併
せ
て
『
明
季
社
禁
研
究
』
(
一
九
四
五
年
八
月
商
務
印
書
館
)
に

お
さ
め
ら
れ
た
。
あ
た
か
も
敗
戦
の
年
、
そ
の
月
の
護
行
で
あ
っ
て
こ
の
書
物
も
亦
た
日
本
で
は
見
る
機
舎
を
得
な
い
。
同
女
士
は
園
皐
者
で

《

a，
'h
u、

北
京
大
同時十数授
で
あ
っ
た
朱
希
組
氏
の
女
に
嘗
り
、
家
臓
の
豊
富
な
資
料
を
運
用
し
つ
つ
、
五
百
除
人
の
東
林
繁
人
に
つ
い
て
の
碑
俸
文
を
集

A
切

め
た
大
部
の
『
東
林
碑
俸
集
』
の
原
稿
を
ほ
と
ん
ど
完
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
女
土
お
よ
び
原
稿
の
消
息
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
も
し

こ
の
原
稿
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
出
版
を
願
う
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
『
東
林
別
乗
』
に
撮
り
つ
つ
「
東
林
業
人
携
」

- 41-

つ
ぎ
に
呉
亮

『
高
暦
疏
紗
』
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
こ
の
書
物
は
五
十
巻
、
四
十
冊
、
高
暦
時
代
の
奏
疏
を
問
題
別
に
分
類
し
、
全
文
を
牧

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
巻
の
テ
l
マ
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
(
数
字
は
径
数
を
一示す)。

川

w園
本

伺

綱

常

同
起
康

伸
護
好

ω聖
治

帥
褒
忠

ω聖
徳

帥
援
直

凶
屯
馬

帥
遼
建

ω政
本

川
開
園
是

の
臣
道

制
民
痩

川
明
史
職

M
W
察
典

(lq 

路

ω省
規

ω蓋
憲

ω時
務

帥
糧
儲

肋
懲
貧

M
W
糾
邪

帥
閣
官

ω詮
政

M
W
用
人

ω筋
吏

同
財
計

帥
溢
功

倒
蹟
税

制
損
騎

制
朝
講

帥
東
倭

制
陵
廟

併
時
播

~~ C32) 
明 宗
刑藩

帥
修
省

川
明
日
盗

帥
制
科

制
河
漕

帥
崇
儒

M
W
論

鼠
ハ

例
戎
務

倒
遜
防

倒
遇
制

制
銭
盟

675 

A
同可
く
日
リ

'位
、a
刀
エ
寸

刷
工
商

制
上
書
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『
皇
明
奏
疏
類
妙
』
や
『
皇
明
疏
抄
』
が
寓
暦
初
年
の
編
纂
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
奏
疏
は
ふ
く
ま
な
い
た
め
、
『
寓
暦
疏
紗
』
は
、
こ

の
時
期
の
奏
疏
を
み
る
た
め
の
重
要
な
根
本
資
料
で
あ
る
が
、
流
布
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
ら
し
く
、
謝
園
禎
『
晩
明
史
籍
考
』
に
も
顧
憲

成
の
序
文
に
接
っ
て
別
名
の
『
蔦
暦
奏
議
』
の
名
が
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。

清
代
に
は
禁
書
に
指
定
さ
れ
て
い
て

『
清
代
禁
般
書
目

・
清
代
禁
書
知
見
録
』

(
一
九
五
七

商
務
印
書
館
〉
の
禁
般
書
目
補
遣
に
、

寓
暦
疏
抄
四
木

査
す
る
に
『
高
暦
疏
抄
』
は
編
書
人
の
名
氏
を
者
わ
さ
ず
。
此
本
も
亦
た
残
帥
眠
、
完
た
か
ら
ず
。
僅
か
に
九
谷
を
存
す
る
の
み
。
内
四
十

一
各
中
、
狂
惇
の

詞
多
し
。
胞
に
鈎
般
を
請
う
べ
し
。

の
注
記
が
あ
る
。
四
十
一
を
は
劃
満
洲
問
題
に
関
す
る
奏
疏
を
集
め
た
「
遼
建
」
で
あ
っ
て
、
あ
ら
わ
な
民
族
的
蔑
覗
を
ふ
く
む
こ
れ
ら
の
奏

疏
が
、
禁
止
の
封
象
と
な
っ
た
こ
と
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
書
物
に
は
か
つ
て
李
三
才
に
つ
い
て
述
べ
た

如
き
痛
烈
な
君
主
批
判
と
政
治
批
判
と
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
清
朝
に
と
っ
て
は
全
鐙
と
し
て
好
ま
し
か
ら
ぬ
書
物
と
考
え
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
。

わ
ず
か
に
四
本
し
か
上
進
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
或
い
は
こ
の
よ
う
な
危
倶
が
い
だ
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
前
記
『
清
代
禁
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書
知
見
銭
』
に
は
、
明
金
壇
子
孔
粂
編
と
し
て
そ
の
名
が
み
え
る
。
幸
い
な
こ
と
に
我
が
園
で
は
傘
組
閣
文
庫
に
こ
の
完
本
が
保
存
さ
れ
て
い

喰

H
，る。

さ
て
こ
の
書
物
に
は
、

最
初
に
、
銭

一本、

顧
憲
成
、
呉
亮
の
序
文
が
あ
る
。
夫
々
高
暦
己
酉
今
一
干
七
)
年
多
十
月
、

多
十
二
月
の
日
附
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
暦
三
十
七
年
ご
ろ
に
ほ
ぼ
編
纂
を
終
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
質
際
に
は
そ
の
後
も
補

同
多
十
一
月
、

同

訂
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
、
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
高
暦
四
十
二
年
ま
で
の
奏
疏
を
牧
録
し
て
い
る
。

選
刻
の
姓
氏
と
し
て
掲
げ
る
の
は
次
表
の
八
名
で
あ
る
。
姓
名
の
下
に
誌
す

O
印
は
、
黄
宗
義
『
明
儒
皐
案
』

の
東
林
皐
案
、
陳
鼎
『
東
林

列
侍
』
に
博
を
立
て
る
も
の
及
び
「
東
林
葉
人
格
」
に
名
を
誌
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
高
怒
龍
の
下
に
論
次
の
文
字
が
あ
り
、
呉
亮
の
下
に
参
校
の
文
字
が
あ
る
。
こ
れ
ら
八
人
は
い
ず
れ
も
東
林
の
中
核
伯
な
位
置
に
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亮 廷龍麟数成本主主 |名

武 宜無宜武無武金籍
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盟

草

案

一
東
林
列
博
一
東
林
篤
人
梼

0

0

 

0

0
 

0

0

 

0

0
 

0

0
 

0

0
 

0

0

 

00000 

い
た
メ
ム
バ
l
で
、
こ
の
時
期
、
東
林
書
院
を
中
心
と
し
て
相
互
に
密
接
な
交

流
が
あ
っ
た
。
黄
宗
義
の
東
林
皐
案
は
東
林
書
院
を
中
心
と
し
た
ス
ク
ー
ル
と

し
て
の
東
林
翠
振
を
あ
っ
か
い

わ
ず
か
に
十
六
人
(
目
十
七
人
)
を
掲
げ
る

の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
五
人
が
こ
の
編
纂
に
闘
興
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
東
林
黛
人
と
し
て
政
治
的
な
範
園
を
設
定
し
た

『
東
林
列
惇
』
や
「
東
林

黛
人
携
」
に
も
ほ
と
ん
ど
が
名
を
連
ら
ね
る
。
そ
れ
と
同
時
に
さ
き
の
『
禽
暦

邸
紗
』
の
編
者
銭

一
本
が
序
文
を
書
き
且
つ
編
纂
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
も
注

ま
た
提
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
奏
疏
を
賀
際
に
集
め
た
の
は
、
必
ら
ず
し
も
こ
れ
ら
の
俸
や
リ

目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
彼
自
身
も
邸
紗
な
ど
の
資
料
を
提
供
し
、

ス
ト
に
名
を
連
ら
ね
な
か
っ
た
臭
亮
で
あ
っ
た
。
顧
憲
成
の
序
文
は
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予
の
友
采
子
奥
子
:

e
巡
方
の
暇
に
三
十
年
の
奏
議
若
干
脱
を
蒐
輯
し
若
干
各
に
分
ち
、
凡
そ
先
後
留
中
せ
ら
れ
し
も
の
と
嘗
路
の
世
に
行
な
う
を
欲
せ
ざ

る
者
と
を
悉
く
制
闘
に
附
せ
る
な
り
。
予
、
読
み
て
感
ず
る
有
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
巡
方
の
暇
と
い
う
の
は
彼
が
御
史
と
し
て
宣
府
大
同
を
巡
按
し
た
た
め
で
あ
る
。
選
刻
姓
氏
の
最
後
尾
に
数
段
お
と
し
て
蔦

全
都
司
儒
皐
数
授
李
廷
光
、
訓
導
劉
好
謙
割
問
と
い
う
文
字
の
あ
る
の
も
、
彼
が
宣
大
を
巡
按
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
書
物

に
序
文
と
し
て
は
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
東
林
黛
の
丁
元
薦
に
も
「
刻
奏
議
序
」
が
あ
り
、

『
傘
拙
堂
文
集
』
巻
三
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

果
亮
以
外
の
人
物
が
ど
の
程
度
こ
の
書
物
の
編
纂
に
質
際
に
開
興
し
た
か
は
あ
き
ら
か
で
な
い
に
し
て
も
東
林
の
中
核
的
メ
ム
パ

ー
た
ち
の
あ

つ
い
支
持
の
な
か
で
こ
の

『
高
暦
疏
紗
』

が
刊
行
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
買
で
あ
る
。

序
文
に
よ
っ
て
こ
の
書
物
の
編
纂
の
意
園
を
み
よ
う
。
願
憲
成
の
序
文
は
レ
ぅ
。

わ
か

爾
家
の
怠
は
翠
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

翠
な
る
者
は
上
下
各
と
判
る
る
の
象
な
り
。
是
故
に
大
恒
は
線
を
持
し
て
敢
え
て
言
わ
ず
小
置
は
罪
を
畏
れ
て
敢
え

677 
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。

い

さ

ま

た

て
言
わ
ざ
れ
ば
則
わ
ち
整
、
下
に
在
り
。
幸
い
に
し
て
敢
え
て
言
わ
ざ
る
者
、
肯
え
て
言
う
。
敢
え
て
言
わ
ざ
る
者
肯
え
て
言
う
も
究
に
乃
わ
ち
格
げ
ら
れ

て
報
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
整、

上
に
在
り
。
窪
、
下
に
在
れ
ば
則
わ
ち
上、

加
V
、
上
に
在
れ
ば
、

下、

孤
す
。
之
の
二
者
、
皆
、
大
風
の
道
な
り
。

す
な
わ
ち
、

上
(
君
主
〉
、

下

(
臣
下
)
の
、

い
ず
れ
の
側
か
ら
で
あ
る
に
も
せ
よ
、

言
論
の
パ

イ
プ
の
塞
が
る
こ
と
は
き
わ
め
て
憂
慮
す
ベ

き
事
態
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
近
来
し
ば
し
ば
起
っ
た
。

し

つ

ぴ

つ

お

お

む

遡
，
る
に
、

丁
丑
綱
常
の
諸
疏
、
政
府
、
史
館
に
宣
付
す
る
を
欲
せ
ず
迭
に
怒
り
を
執
聞
の
諸
君
に
遷
す
。
嗣
い
で
愈
モ
出
で
て
愈
ヒ
巧
み
な
り
。
率
ね
留

え

中
に
配
り
て
以
て
其
の
跡
を
浪
し、

言
う
者
を
し
て
他
事
を
以
て
罪
を
獲
し
む
。
通
年
に
至
り
て
且
つ
邸
報
を
弁
せ
て
之
を
禁
ず
。
・
・
乃
る
に
壬
午
一
領

し
て
公
道
屈
し
て
忽
ち
仲
ぶ
。
戊
申
再
製
し
て
公
論
修
し
て
忽
ち
暢
ぶ

j

。

丁
丑
(
五
年
〉
綱
常
の
疏
と
は
張
居
正
奪
情
を
批
判
し
た
も
の
。
こ
れ
は
張
居
正
が
史
館
に
迭
っ
て
公
然
化
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か

っ
た
。
壬
午

(
十
年
)
張
居
正
の
死
に
よ
っ
て
事
態
は
襲
っ
た
も
の

の、

品
川
河
，

，内

u、

れ
て
う
や
む
や
の
う
ち
に
葬
ら
れ
、
批
剣
し
た
者
は
別
の
罪
に
よ
っ
て
政
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
鎖
税
を
め
ぐ
っ

て
の
奏
疏
は
全
く
高
閣
に
束

立
太
子
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
榊
宗
及
び

内
閣
に
劃
す
る
批
剣
は
し
ば
し
ば
留
中
さ
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ね
た
ま
ま
で
あ
る
。
近
来
、
邸
報
す
ら
も
禁
止
さ
れ
て
言
論
は
護
表
す
べ
き
場
所
を
失
な
っ

た
。
だ
が
、
沈
一
貫
が
去
り
王
錫
爵
の
出
馬
が
阻

止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
葉
向
高
内
閣
が
成
立
し
戊
申
会
干
六
年
〉
、
事
態
は
再
び
抽
出
っ
た
。

一
口
論
弾
監
の
罪
は
、
張
居
正
と
沈

一
貫
に
於
い

て
も

っ
と
も
大
き
い
、
と
い
う
の
が
、
願
憲
成
の
考
え
で
あ
る
。

果
亮
の
序
文
は
、

こ
の
寓
暦
三
十
数
年
に
於
け
る
言
論
の
揮
監
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
察
し
て

い
る
。
第

一
期
は
張
居
正
執
政
の
時
期

で
あ
る
。

こ
の
十
年
、

「言
路
の
塞
は
、
塞
、
騎
倍
に
し
て
専
盗
な
る
に
在
」
っ
た
。

な
ら

執
政
、
名
買
を
綜
核
し
、
下
を
縄
す
る
こ
と
提
新
を
束
ね
る
が
如
し
。
家
、
園
に
摺
び
、
様
、
主
を
震
わ
す
。
其
の
知
、
深
く
し
て
勇
蹴
く
、
偵
閲
す
る
者

し

し

は
要
領
を
得
ず
。
撃
に
吠
え
影
を
射
、
藍
街
株
速
す
。
其
の
弛
詑
た
る
言
貌
、
人
を
千
里
の
外
に
距
つ
。
其
の
惨
磁
少
恩
を
極
む
る
こ
と
、
此
れ
一

袋
な
り
。

第
二
期
は
申
時
行

・
王
錫
雷
の
執
政
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
「
言
路
の
塞
は
、
塞
、
世
沓
に
し
て
雇
擁
」
、
草
の
な
び
く
が
如
く
、
浪
浪

と
し
て
紳
宗
の
意
に
従
っ

た
こ
と
に
あ
っ
た
。



上
、
金
k
園
事
に
明
習
し
人
に
太
阿
の
柄
を
倒
授
す
る
を
欲
せ
ず
し
て
、

執
政
、

さ

ん

せ

い

は

ん

た

い

し
め
る
無
し
。
叉
前
車
に
駿
乗
す
る
に
懲
り
て
都
食
す
る
こ
と
多
く
時
鴫
す
る
こ
と
少
し
。
・
・
:
此
れ
一

漫
な
り
。

て
ん

「
言
路
の
塞
は
、
塞
、
眠
挺
に
し
て
巧
匿
に
あ
」

ぁ

一
介
だ
も
取
ら
ず
三
公
も
て
す
る
も
易
え
ざ
る
の
節
の
以
て
衆
望
を
厭
か

第
三
期
は
、
沈
一
貫
執
政
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

っ
た
。

て
ん

眠
艇
は
あ
な
ど
る
こ
と
、

『
列
子
』
力
命
に
で
る
言
葉
で
あ
る
。
彼
ら
は
言
路
を
あ
な
ど
っ
て
開
通
せ
ず
、
す
こ
ぶ
る
巧
妙
に
立
ち
ま
わ

っ
た。

上、

久
し
く
郊
廟
、
朝
講
を
援
し
、
大
小
の
臣
を
厭
薄
し
て
卸
ち
に
は
除
せ
ず
。
諸
署
、
鞠
し
て
茂
草
を
篤
し、
奏
入
る
も
答
え
ざ
る
こ
と
常
に
十
の
九
、
智

を
舞
わ
し
人
を
御
す
る
者
、
因
り
て
以
て
利
と
震
す
。
:
:
:
い
つ
の
日
か
横
政
横
民
、
惇
出
惇
入
し
て
怨
み
上
に
腕
し
下
其
の
寅
を
逃
れ
ん
。此
れ
一

獲
な
り
。

こ
の
よ
う
に
果
亮
は
、
名
こ
そ
挙
げ
な
い
が
、
張
居
正
以
来
の
内
閣
を
、
号
一
回
路
に
劃
す
る
弾
匿
と
い
う
貼
で
全
面
的
に
批
判
し
た
。
以
下
の
五

十
巻
に
分
け
ら
れ
た
各
論
は
し
た
が

っ
て
蔦
麿
三
十
数
年
に
わ
た
る
歴
代
内
閣
に
劃
す
る
批
判
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
言

路
を
閉
塞
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
責
任
追
及
が
、
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

そ
も
そ
も
言
路
を
聞
く
と
い
う
の
は
、
贋
義
に
は
一
般
の
輿
論
あ
る
い
は
そ
れ
を
代
品
附
す
る
も
の
と
し
て
の
官
僚
の
輿
論
の

傘
重
を
さ
す
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が
、
狭
義
に
は
言
官
す
な
わ
ち
科
道
官
の
政
治
批
剣
を
保
障
す
べ
き
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
科
道
官
は
天
子
の
耳
目
の
官
で
あ
り
、
天
子
の
詔

旨
を
も
封
駁
し
、
官
僚
を
弾
劾
す
る
重
大
な
る
権
限
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
に
劃
す
る
監
察
の
擢
は
あ
く
ま
で
隼
重
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
だ
が
、
こ
の
言
路
の
監
察
機
能
は
歴
代
内
閣
の
弾
塵
ゆ
え
に
護
揮
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
が
、

蔦
暦
の
荒
政
と
い
わ

れ
る
所
の
政
治
の
腐
敗
を
招
い
た
と
彼
ら
は
考
え
る
の
だ
が
、

と
り
わ
け
彼
ら
に
危
機
感
を
抱
か
せ
た
の
が
、
願
憲
成
の
序
に
い
う
所
の
邸
報

の
禁
止
で
あ
っ
た
。
か
り
に
こ
の
よ
う
な
言
官
の
制
度
的
な
面
で
の
政
治
批
判
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、

邸
報
が
流
布
す
る
な
ら

ば、

彼
ら
の
言
論
を
人
び
と
に
訴
え
、
大
衆
的
な
輿
論
を
ま
き
お
こ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
さ
え
も
禁
止
さ
れ
た
と
な
れ
ば
、
言
論
の

鼓
吹
は
何
に
よ
っ
て
行
な
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
危
機
感
は
き
わ
め
て
深
刻
で
あ
っ
た
。

こ
の
邸
紗
の
禁
止
は
ご
く

一
時
期
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『寓
暦
疏
紗
』
の
巻
八
言
路
に
牧
録
せ
ら

679 

れ
た
翁
憲
鮮

「時
禁
疑
於
防
口
人
情
愈
加
阻
塞
懇
乞
聖
明
亙
通
章
疏
以
存
清
議
疏
」

〈
寓
暦
三
十
五
年
十
月
〉
、
日
邦
耀

「省
言
莫
若
逼
言
章
疏
亙
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宜
批
設
以
開
言
路
疏
」

(
高
暦
三
十
五
年
十
一
月
〉
、

金
土
衡

「
吾
一
口
路
宜
通
懇
乞
亙
寛
時
禁
以
昭
大
公
疏
」

(
高
暦
三
十
五
年
十
一
月
〉
が
い
ず
れ
む

こ
れ
に
言
及
し
且
つ
こ
れ
に
抗
議
し
て
い
る
。
金
土
衡
の
そ
れ
を
聞
こ
う
。

間
柄
か
に
惟
う
に
言
な
る
者
は
園
家
の
血
脈
に
し
て
、
章
疏
の
惇
わ
る
は
固
よ
り
血
脈
の
薙
り
て
以
て
流
行
す
る
者
な
り
。
政
理
を
普
く
す
る
者
は
、
疏
通
に

務
め
て
翠
蔽
に
務
め
ず
。
翠
蔽
日
ご
と
に
甚
だ
し
き
に
至
れ
ば
、
其
害
勝
げ
て
言
う
可
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。
こ
の
頃
該
科
臣
王
元
翰
、
軍
園
の
秘
密
は
抄
博

し
て
弱
を
示
す
に
宜
し
か
ら
ず
等
の
事
を
疏
陳
す
。
己
に
旨
を
奉
じ
た
る
に
厳
禁
し
て
長
く
遵
守
を
な
さ
し
む
。
但
査
す
る
に
科
医
の
言
う
所
は
軍
機
の
一

事
に
止
ま
り
、
而
か
も
天
語
の
諺
切
な
る
を
恭
緯
せ
り
。
亦
た
惟
う
に
軍
国
の
重
務
は
競
競
た
る
も
、
諸
臣
の
一
切
の
章
奏
に
至
り
て
は
、
原
と
園
家
経
常

ひ
そ

の
事
に
係
わ
る
。
天
下
は
一
家
、
臣
民
は
一
段
な
れ
ば
何
の
嫌
、
何
の
疑
か
あ
り
て
亦
た
之
を
秘
し
耳
目
を
塗
り
、
猪
疑
を
重
う
す
る
や
。
臣
、
切
か
に
以

て
過
ま
て
り
と
為
す
。

王
元
翰
の
、
軍
園
の
秘
密
に
つ
い
て
は
抄
侍
し
て
公
然
と
議
論
さ
れ
る
こ

A
W
V
 

'nu、

と
は
園
防
上
の
見
地
か
ら
し
て
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
上
奏
で
あ
っ
た
。
王
元
翰
は
こ
の
時
工
科
給
事
中
、
鎖
税
の
害
を
厳
し
く
糾
弾
し
、
あ

る
い
は
ま
た
沈

一
貫
の
あ
と
が
ま
と
な
っ
た
大
皐
士
李
廷
機
を
僻
任
の
寸
前
に
ま
で
遣
い
こ
ん
だ
東
林
汲
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
た
め
反
東
林

こ
れ
に
よ
れ
ば
邸
紗
の
禁
止
の
そ
も
そ
も
の
瑳
端
と
な
っ
た
の
は
、
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涯
の
攻
撃
を
受
け
て
職
を
離
れ
、

の
ち
に
顧
憲
成
ら
と
皐
聞
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
王
元
翰
が
奏
疏
の
抄
惇
禁
止
を
い
っ
た
と
す
れ
ば

そ
れ
は
金
土
衡
も
云
う
よ
う
に
軍
園
の
秘
密
に
限
定
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
嘗
局
は
そ
れ
を
奏
疏

一
般
に
ま
で
抜
大
し
て

言
路
を
封
じ
よ
う
と
す
る
意
固
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
、
東
林
書
院
の
人
び
と
に
、

こ
の
よ
う
な
内
閣
と
そ
の
言
路

弾
座
に
針
す
る
抗
議
の
い
み
を
こ
め
て
こ
れ
ら
の
奏
疏
を
編
集
し
、
輿
論
を
も
り
上
げ
る
べ
く
、

で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
邸
紗
の
禁
止
に
つ
い
て
は
『
紳
宗
貫
録
』
に
は
何
ら
記
載
は
な
い
。

『
高
暦
疏
紗
』

の
刊
刻
へ
と
駆
り
た
て
た
の

さ
て
こ
の
書
物
の
質
質
上
の
編
纂
者
で
あ
っ
た
臭
亮
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

呉
亮
は
、
字
は
采
子
、
武
進
の
人
。
銭
一
本
と
郷
里
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

ぃ
。
銭
一
本
の
子
銭
春
は
、
彼
の
親
し
い
友
人
で
あ
り
、
彼
の
著
作
『
毘
陵
人
品
記
』
は
、
武
湛
の
人
物
六
百
七
十
絵
人
に
つ
い
て
も
つ
ば
ら

銭
と
の
関
係
は
そ
れ
の
み
に
は
止
ま
ら
な



帥

鋒
春
と
と
も
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
銭
春
の
子
雁
請
は
、
臭
亮
の
弟
錫
子
の
女
を
縫
室
に
し
て
お
り
、

お
な
じ
く
雁
都
は
臭
亮
の

四
女
を
要
り
、

ま
た
銭
春
の
一
女
は
果
亮
の
三
男
恭
思
に
嫁
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
幾
重
に
も
重
な
る
婚
姻
閥
係
が
銭
一
本
と
果
亮
を
結
び
つ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
呉
亮
の
父
、
呉
中
行
は
寓
暦
初
年
、
張
居
正
奪
情
に
抗
議
し
て
廷
杖
の
拷
聞
を
受
け
た
。

『
明
史
』
巻
二

二
九
果
中
行
俸
は
こ
の
抗
議

の
上
奏
を
紹
介
し
て
の
ち
次
の
よ
う
に
い
う
。

途
く
て
中
行
等
四
人
を
杖
す
。
明
日
進
士
鄭
元
標
、
疏
も
て
争
い
亦
た
廷
杖
さ
る
。
:
:
:
中
行
等
杖
を
受
け
畢
る
や
、
校
尉
、
布
を
以
て
曳
き
て
長
安
門
を

出
づ
。
界
ぐ
に
板
扉
を
以
て
し
即
日
都
城
を
編
出
す
。
中
行
、
気
息
己
に
紹
つ
。
:
:
一
じ
を
投
努
せ
ら
れ
て
乃
わ
ち
蘇
る

o
pめ
る
を
輿
ぎ
南
に
踊
る
。

腐
肉
数
十
衡
を
封
去
す
。
大
な
る
者
は
掌
に
盈
ち
深
き
こ
と
寸
に
至
る
。

一
肢
、
途
く
て
空
し
。

奪
情
を
批
剣
し
て
の
こ
の
よ
う
な
父
中
行
の
い
た
ま
し
い
鐙
験
は
、
張
居
正
に
劃
す
る
憎
悪
と
、
こ
の
張
居
正
を
糾
弾
し
た
の
ち
の
東
林
涯
の

h
M
V
 

人
び
と
へ
の
親
近
感
を
培
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
さ
て
彼
自
身
は
高
暦
二
十
九
年
の
準
土
。
中
書
か
ら
湖
底
道
御
史

伺

に
う
つ
る
。
彼
は
李
三
才
を
め
ぐ
っ
て
の
東
林
汲
と
反
東
林
涯
の
針
決
の
な
か
で
明
確
に
李
三
才
と
東
林
汲
を
支
持
す
る
立
場
に
立
っ
た
。
そ

- 47ー

し
て
願
憲
成
が
李
三
才
を
支
持
し
て
葉
向
高
と
孫
壬
揚
に
迭
っ
た
書
簡
を
邸
妙
に
刻
し
た
こ
と
は
さ
き
に
ひ
い
た
『
明
史
』
顧
憲
成
俸
に
み
え

『
顧
端
文
公
年
譜
』
寓
暦
三
十
八
年
の
僚
は
次
の
よ
う

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
邸
紗
は
『
蔦
暦
邸
妙
』
で
も
『
蔦
暦
疏
紗
』
で
も
な
か
っ
た
。

に
い
う
。奥

侍
御
苑
宣
大
を

(
巡
〉
按
し
之
を
見
て
愛
抄
せ
し
め
印
封
し
て
郵
遅
し
遁
ね
く
在
京
の
各
街
門
に
迭
る
。
東
林
は
透
く
て
進
一
か
に
朝
権
を
執
る
の
目
を
受

け
ぬ
。

帥

つ
ま
り
、
邸
紗
の
形
で
マ
ス
プ
リ
ン
ト
し
、

そ
れ
を
各
街
門
に
郵
迭
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
欧
欧
た
る
非
難
が
起
る
の
だ
が
、
果

亮
は
こ
れ
に
こ
た
え
て
「
抱
病
聞
言
卒
心
剖
理
疏
」

ハ『止
園
集
』
巻
八
〉

を
奉
っ
て
鼎
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

681 

臣
以
え
ら
く
。
准
撫
李
三
才
は
攻
曲
折
、

一
な
ら
ず
、
議
論
、
愈
よ
紛
た
る
に
、
其
の
卒
日
の
直
前
官
に
媛
り
て
、
質
す
に
東
林
の
清
議
を
以
て
し
、
之
が
魚
に
昭
断
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し
て
思
議
を
知
ら
ざ
り
し
は
臣
の
罪
な
り
。
然
而
し
て
三
才
の
筋
に
弊
ぜ
し
者
は
臣
一
人
に
止
ま
ら
ず
、
異
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
願
懲
成
の
三
番
、

設
抄
せ
し
は
一貨
に
臣
に
由
る
。
之
が
博
布
を
局
し
て
更
に
忌
誇
に
燭
れ
し
は
臣
の
界
な
り
。
然
而
し
て
私
書
を
以
て
設
抄
せ
し
者
は
亦
た
願
の
三
書
に
止
ま

ら
ず
。
恨
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
或
い
は
、
夜
抄
は
慾
成
の
意
に
非
ら
ず
と
言
い
、
或
い
は
失
、
設
を
以
て
設
抄
せ
し
人
に
在
り
と
言
う
。
罪
、
臣
に
在
れ

か
ざ

ば
臣
何
ぞ
敢
え
て
文
ら
ん
や
。

ja--E
の
忽
成
を
設
ま
つ
は
惟
だ
書
を
以
て
設
抄
せ
し
の
み
。
其
の
挨
宰
に
上
書
せ
し
は
医
知
ら
ざ
る
な
り
。
山
立
に
窓
成
白

か
ら
誤
ま
つ
や
抑
も
亦
た
臣
之
を
談
ま
つ
や
。
怒
成
は
清
修
、

道
あ
り
或
い
は
未
だ
必
ず
し
も
誤
ま
た
ざ
ら
ん
。山互
に
上
昔
、
設
ま
た
ざ
る
に
設
抄
始
め
て

税
ま
つ
や。

:
:
之
を
ね
ぶ
る
に
計
邪
、
誌
を
合
し
先
に
俗
間
半
を
誕
り
し
は
、
准
撫
を
攻
む
る
の
意
少
な
く
し
て
京
林
を
傾
け
る
の
怠
多
し
。
臣
抑
制
か
に
其

の
微
を
窺
い
、
一院
ち
に
其
の
坑
を
犯
す
。山円四一
政
の
一
崎
、
頂
門
の
一
鎖
、
回
よ
り
其
の
臣
を
恨
み
て
背
に
入
り
、
医
の
把
持
を
謂
う
は
宜
な
り
。
・
・
・
窓
成

の
書
は
貨
に
三
才
を
信
ず
る
こ
と
の
深
き
に
由
り
、
巨
の
疏
は
窓
成
を
信
ず
る
こ
と
の
深
き
に
由
る

0

・
e

抑
も
叉
人
、
臣
の
宜
し
く
東
林
に
依
附
す
べ
か

ら
ざ
る
を
晒
う
者
あ
り
。
臣
は
誠
に
東
林
の
人
な
り
。
井
蛙
の
見
、
東
林
あ
る
を
知
る
の
み
。

こ
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
李
三
才
を
め
ぐ
っ
て
東
林
汲
と
反
東
林
一
伐
の
封
立
が
激
化
し
は
じ
め
た
時
期
、

央
亮
が
東
林
と
願
意
成
の
政
治
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的
立
場
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
あ
た
か
も
こ
の
書
一
物
の
編
纂
さ
れ
た
時
期
に
嘗
る
。
呉
亮
が
こ
の

よ
う
な
立
場
に
あ
っ
て
こ
の
書
物
を
編
纂
し
、
且

つ
東
林
書
一
院
の
中
核
的
メ
ム
パ
ー
た
ち
が

こ
の
書
物
の
編
纂
に
開
興
し
て
い
た
と
す
る
な
ら

ギ
t
h

、
上
、
こ

の
内
容
に
は
立
入
ら
な
い
が
、

全
髄
が
朝
廷
と
歴
代
内
閣
の
政
治
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
も
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
回
目
頭
の
聖
治
、
聖
徳
、
園
木
、
政
本
、
綱
常
が
、
君
主
お
よ
び
内
閣
に
封
す
る
総
括
的
批
判
な
の
だ
が
、
そ
の
量
は
じ
つ
に
全
鐙
の

こ
の
奏
疏
の
編
集
が
こ
の
時
期
の
東
林
の
政
治
的
立
場
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
紙
数
の
関
係

六
分
の

一
を
占
め
る
。
ま
た
以
下
の
各
論
に
お
い
て
も
具
値
的
な
諸
問
題
、
と
く
に
言
論
弾
匿
を
通
じ
て
君
主
お
よ
び
内
閣
に
批
判
を
加
え
た

も
の
が
睦
倒
的
に
多
く
且
つ
戎
務
、
法
防
、
法
的
、
法
功
、
選
建
、
東
倭
、
呼
婚
な
ど
国
防
問
題
も
相
嘗
の
量
を
占
め
る
こ
と
に
も
注
目
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
全
編
が
、
彼
ら
の
閤
政
へ
の
強
烈
な
意
慾
に
貫
か
れ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
地
域
社
舎
の
具
世

的
な
政
治
経
済
問
題
の
論
議
は
む
し
ろ
、

き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
奏
疏
と
い
う
性
格
か
ら
す
る
制
約
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ

て、

彼
ら
が
地
域
社
舎

へ
の
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
に
お
け
る
彼
ら
の



政
治
的
関
心
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
近
年
、
郷
紳
論
と
の
閲
わ
り
に
於
て
、
彼
ら
が
地
域
社
舎
の
利
害
に
密
接
に
開
興
し

て
い
っ
た
貼
が
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
地
域
社
曾
の
利
害
と
園
家
の
政
治
と
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
顧

憲
成
、
果
亮
ら
の
序
文
が
示
す
よ
う
に
、

が
、
こ
の
言
路
と
は
、
地
域
と
園
家
の
あ
い
だ
を
通
す
言
論
の
パ
イ
プ
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
ん
ご
の
東
林

こ
の
書
一
物
は
全
佳
と
し
て
言
路
の
開
、
通
と
い
う
こ
と
を
最
大
の
テ
l
マ
に
編
集
さ
れ

て
い
る

の
だ

糞
研
究
の
な
か
で
検
討
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
、
呉
亮
は
こ
の
書
物
を
編
纂
し
て
の
ち
間
も
な
く
母
の
病
ゆ
え
に
辞
任
を
願
っ
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

母
の
病
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
先
に
の
ベ
た
よ
う
な
反
封
波
の
激
敬
た
る
攻
撃
の
な
か
で
任
に
留
ま
る
こ
と
を
潔
よ
し
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
僻
任
の
許
可
が

出
な
い
う
ち
に
撞
い
ま
ま
に
官
を
去
っ
た
。
高
暦
三
十
九
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
刷
。

林
涯
の
復
活
の
な
か
で
、
南
京
櫨
部
主
事
に
起
用
さ
れ
、

以
後
、

つ
い
で
大
理
寺
少
卿
に
う
つ
っ
た
。
天
啓
四
年
三
六
二
四
〉
、
病
問
位。

の
ち
奪
級
の
慮
分
を
受
け
た
。

天
啓
二
年
、

貌
忠
賢
の
勢 東

力
、
未
だ
猫
娠
に
至
ら
ざ
り
し
が
ゆ
え
に
そ
の
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。帥

掲
げ
な
い
の
は
、
そ
の
潟
で
あ
ろ
う
が
、
「
貼
鰐
録
」
の
歓
を
補
っ
た
「
東
林
同
志
録
」
に
は
そ
の
名
が
み
え
る
。
編
著
書
に
は
『
寓
暦
疏
紗
』

の
ほ
か
『
毘
陵
人
品
記
』
『
名
世
編
』
が
あ
り
、
文
章
は
『
止
園
集
』
に
牧
め
ら
れ
た
。
『
毘
陵
人
品
記
』
は
外
曾
祖
父
毛
憲
と
願
憲
成
の
志

帥

を
つ
い
で
郷
里
の
人
物
に
つ
い
て
の
論
評
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
『
蔦
暦
邸
妙
』
と
『
禽
暦
疏
紗
』
の
編
者
と
編
纂
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
編
年
瞳
を
用
い
て
邸
紗

を
編
纂
し
た
『
寓
暦
邸
紗
』
と
テ
I
マ
別
に
奏
疏
を
分
類
し
た
『
寓
暦
疏
紗
』
と
が
あ
た
か
も
布
の
タ
テ
糸
と
ヨ
コ
糸
の
如
く
に
密
接
に
闘
わ

「
東
林
黛
人
務
」
』
や
「
東
林
黙
賂
録
」
が
、
そ
の
名
を
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り
あ
っ
て
い
る
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

の
編
纂
者
と
編
纂
の
背
景
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

紙
数
の
関
係
上
そ
の
具
鐙
的
内
容
は
別
稿
に
ゆ
.
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
は
た
だ
商
書

こ
れ
ら
の
書
物
を
利
用
さ
れ
る
方
々
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る。
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註ω
「
市
内
暦
邸
紗
』
に
は
こ
の
他、

一
九
六
八
年
、
妥
北
筆
生
出
版
社
が
同

じ
く
中
央
図
書
館
の
紗
本
を
用
い
て
影
印
し
た
も
の
が
あ
る
。
同
内
容
の

も
の
で
は
あ
る
が
、
印
刷
や
技
術
の
簡
で
正
中
書
局
本
の
方
が
は
る
か
に

す
ぐ
れ
る
。
目
白
彼
得
の
叙
録
は
こ
れ
が
中
央
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
か
ら
無
断
で
影
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
強
く
非
難
し
て
い

る。ω
呂
彼
得
叙
録
参
照
。

ω
夏
暦
に
よ
れ
ば
、
寅
の
月
を
以
て
正
月
と
す
る
た
め
、
戊
は
九
月
に
蛍

る
。

ω
内
閣
文
一
庫
蔵
本
。

ω
銭
一
本
の
出
聞
記
と
し
て
は
臭
亮
の
行
欣
の
他
に
以
下
の
如
き
も
の
が
あ

る
。
『
明
史
』
各
一
一一一一

一
銭
一
本
体
。
陳
鼎

『東
林
列
惇
』
巻
二
て

銭

一
本
停
。
挑
希
孟
「
原
任
文
林
郎
一
隅
建
道
監
察
御
史
麿
新
銭
公
墓
表
」

(『材
料
門
集
』
径
二
)。
以
下
の
記
述
は
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
い
る
。

川例

施
槻
民
に
つ
い
て
は
、

業
向
高
「
中
懲
大
夫
庚
東
按
察
司
副
使
龍
岡
施

公
借
配
何
恭
人
墓
誌
銘
」
(
『白常一明文
海
』単位

二
四
所
牧
)
に
以
下
の
如

く
に
託
さ
れ
て
い
る
。

先
生
、
詳
翻
民
、
字
子
我
、
別
措
肌
龍
問
、
一
蹴
建
龍
国
人
:
:
:
勝
守
耳目陵

郡
人
会
相
官
服
、
政
強
気
江
南
諸
郡
最
、乃
尤
大
得
士
人
心
。

下
車
之

始
、
闘
能
城
書
院
、
放
郡
士
之
秀
呉
者
、
議
業
其
中
、
置
回
潟
資
、
旬

課
月
試
、
切
開
如
師
父
、
土
心
大
宮

0

・

先
生
既
政
成
、
適
主
問
責

人
、
沼
郡
以
逢
迎
疏
節
陳
先
生
、
柑
判
的
丘
一海
南
。
阿
者
復
中
以
郡
事
、

奪
其
官
。
毘
日
陵
士
民
、
銃
深
惜
先
生
去
而
菟
其
被
輩
、
莫
不
隈
沸。

『柑肉眼
脂
邸
紗
』
第

一
mm八
一
ペ

ー
ジ
、
首
内
暦
七
年
己
卯
春
正
月
の
係
。

(7) 

吏
部
題
復
、
参
究
文
武
不
職
官
員
大
建
築
貧
等
事
。
奉
旨、

施
槻
民
原

劾
澱
私
狼
籍
、
不
止
利
数
民
財
、
私
朔
書
院

一
節
、
明
係
勘
官
私
庇
容

際
、
濁
以
一
事
坐
罪
、
姑
依
擬
、
若
草
了
職
、
冠
制
情
閑
住
。
其
所
淘
書

院
弁
各
省
直
有
私
建
的
、
箸
迎
照
皇
祖
明
旨
、
都
改
震
公
解

(癖
〉
街

門、

田
糧
査
院
里
甲
、
再
不
許
取
究
徒
遊
食
援
害
地
方

制
『
武
進
陽
湖
合
志
』
径
一
二
象
校
志
は
こ
の
間
の
事
情
を
以
下
の
如

く
停
え
て
い
る
。

張
江
陵
居
正
賞
圏
、
悪
天
下
議
己、

折
段
各
省
書
院
、
地
途
治
於
民
。

三
十
一

年
郡
守
欧
陽
東
鳳
問
地
建
問
、
遊
其
名
目
先
賢
洞
:
:
:
。

な
お
こ
の
龍
城
書
院
に
つ
い
て
、
醇
態
薪
が
「
龍
城
書
院
記
」
(
『
武
道
陽

湖
合
志
』
巻

二
一所
牧
)
を
書
い
て
い
る
。
醇
際
加
は
願
慾
成
の
師
に
嘗

る
。
こ
の
龍
城
窪
田
院
が
張
居
正
の
手
に
よ
っ
て
閉
鎖
止
む
な
き
に
至
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
願
窓
成
も
大
い
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ

れ
る。

例

こ

の

他
顧
怒
成
に
は
こ
の
経
正
堂
に
お
け
る
講
義
を
記
録
し
た
「
経
正

堂
商
語
」
が
あ
り
、

高
耕
平
龍
も
亦
た
し
ば
し
ば
経
正
堂
に
赴
い
て
議問問干
し

た
こ
と
は

『
高
子
年
諮』

高
暦
三
十
六
年
、
三
十
七
年
、
三
十
九
年
、
四

十
四
年
の
記
載
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る。

帥

拙
稿
「
東
林
円
以
考

一
|
|
准
撫
李
三
才
を
め
ぐ
っ
て
1

1
」
(
『
東
方
的
学

報
』
五
十
二
冊
)

帥

銭

春

の
俸
に
つ
い
て
は
『
明
史
』
各
一一一一二

銭
春
惇
参
照。

帥
『
蔦
暦
邸
紗
』
は
し
ば
し
ば
『
高
暦
疏
紗
』
と
混
同
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
ら
し
い
。

た
と
え
ば

蓋
漢
儒
の
「
銭
啓
新
先
生
越
記
序
」
に
は

「公
幼
欄
子
字
義
、
粂
長
詩
賦
。
其
習
文
若
詩
者
見
以
魚
才
士
、
拾
笑
底
陵
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之
政
者
、
見
以
篤
循
吏
、
調
高
暦
疏
紗
者
見
以
震
直
臣
、
及
輿
稽
郷
後
進

者
見
以
鴛
善
人
君
子
」
と
い
う
が
、
こ
の

『蔦
暦
疏
紗
』

は
あ
き
ら
か

に

『
高
暦
邸
紗
』
で
あ
ろ
う
。

帥

銭
人
麟

(
一
六
八
九
l
一
七
七
二
〉

字
は
服
民
、
鈴
落
、
借
翁。

明
の

掌
放
に
詳
し
く
、

嘗
っ

て
東
林
繁
人
を
希
聖
・

惨
忠

・
殉
園

・
偉
望

・
乗

正

・
附
簸

・
隈
繭

・
遊
混

・
晩
葦

・
愛
節
の
十
の
ラ
ン
ク
に
分
ち
、
そ
の

事
跡
を
記
そ
う
と
し
た
が
、

完
成
し
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
籍
賞
、
資曲豆
、

爵
位
、
熊
鏑
な
ど
を
五
表
に
ま
と
め
た
と
い
う
が
、
い
ず
れ
も
現
存
し
な

い
よ
う
で
あ
る
。
銭
維
城
『
茶
山
文
紗
』
各

一
二
に
行
肢
が
あ
る
と
い

う
が
、
見
る
を
得
な
か
っ
た
。

帥
『
明
季
祉
議
研
究
』

の
目
次
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。

付

東
林
篤
人
務
考
誼

口
東
林
貼
賂
録
考
異

日
東
林
著
述
考

伺
明
季
臆
社
考

回

明

季

杭
州
読
書
祉
考

円
明
季
登
楼
祉
考

同
明
季
桐
城
中
江
杜
考

仰
幾
祉
始
末

帥

註

帥

の
奮
稿
の
訂
正
を
か
ね
て
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、

私
は
李
三
才

の

『
漕
撫
小
草
』
は
既
に
失
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
朱
佼
は
註
帥
、
同
に
於
て
こ
の
書
物
は
す
で
に
散仲伏
し
た
と
い

わ
れ
て
い
た
が
、

家
君
の
蔵
書
中
に
は
た
し
か
に
こ
の
書
物
が
あ
っ
た
こ

と
を
注
記
し
て
い
る
。

帥

註

帥
同
書

一
八
ペ
ー
ジ
、
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仰

向

文

庫
の
御
厚
意
で
私
ど
も
の
人
文
科
皐
研
究
所
も
影
印
の
機
舎
を
得

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
機
舎
に
記
し
て
感
謝
の
念
を
表
わ
し
た
い
。

同

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

鴻
従
吾

「朝
政
首
修
乞
駒
精
以
園
高
世
治
安
疏
」

(『寓
暦
疏
紗
』
巻

一
〉
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

臣
見
前
放
皇
上
禁
止
章
奏
、
非
奉
聖
旨
不
許
停
布
。
臣
意
、
皇
上
不
過

以
魚
臣
下
章
奏
多
有
不
識
忌
詩
者
、
恐

一
億
布
則
天
下
停
諦
其
掌
奏
、

必
議
及
於
白
玉
上
之
摩
動
、
故
姑
留
中
以
浪
其
跡
耳。

不
知
今
日
諸
臣
来

朝
而
皇
上
猶
然
静
揺
、
其
紛
紛
議
論
、
観
其
章
奏
所
停
、

更
執
多
寡

乎
。
一

人
之
翠
動
、
四
海
之
観
望
随
之
。
量
在
章
奏
之
停
不
停
也
。
欲

以
浪
其
跡
而
反
以
彰
其
遇
、
宣
皇
上
未
思
及
於
此
耶
。

M
W

王
元
翰
に
は
、

彼
の
奏
疏

・
文
章
を
編
集
し
た

『
凝
翠
集
』

が
あ
り

『
雲
南
叢
書
』

の
な
か
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
邸
紗
の
禁
止

を
上
奏
し
た
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。

帥

呉
亮

「封
戸
部
主
事
松
般
央
公
墓
誌
銘
」
(
『
止
園
祭
』
各
十
八
)

余
林
居
多
暇
、
毎
輿
銭
侍
御
若
木

(銭
春
)、

揚
擁
毘
陵
人
物
、

自
秦

伯
関
呉
以
、迄今
葱
上
下
三
千
四
百
徐
載
、
表
章
六
百
七
十
徐
人
、
作
毘

陵
人
品
記
、
志
仰
止
正月。

ω
但
し
必
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
場
合
だ
け
で
な
い
こ
と
は
彼
の
弟
呉
元

が
東
林
と
反
射
の
立
場
に
立
っ
て

『吾
徴
録』

を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
(
『
明
史
』
巻
二
二
九
臭
中
行
停
附
奥
元
俸
)
。

伺

た
と
え
ば

「
邪
正
紛
伝
安
危
関
係
疏
」
(
『止
園
集
』
各
八
)
。

帥
邸
紗
が
始
め
て
活
板
に
な
っ

た
の
は
、

崇
禎
十

一
年
以
降
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
願
炎
武

「興
公
粛
甥
盟
国
」
(
『願
亭
林
詩
文
集』

五
八
ペ
ー
ジ
)

憶
昔
時
邸
報
至
崇
顧
十
一
年
方
有
活
板
、
自
此
以
前
並
是
篤
本
:
・
:
・
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と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
呉
売
の
行
な
っ

た
マ
ス
プ
リ

ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。
や
は
り

活
仮
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

帥

阻

ん」
ハ
ん
「
先
太
宜
人
炊
」
(
『
止
悶
集
』
各
二
十
)
に
よ
れ
ば
、

彼
の
母
は

京
消
庚
子

(
一
五
四

O
)
の
生
れ
で
逝
去
の
時
、
享
年
七
十
二
才
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
計
算
す
る
な
ら
ば
、
高
暦
三
十
九
年
(
一
六

一
一
)

に
逝
去
し
た
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
こ
の
年
に
彼
は
任
を
離
れ
た
の
で
あ

ろ
う。

同

「
東
林
同
士
心
録
」
は
「
貼
附
付
録
」
の
紋
を
補
な
う
べ
く
佳
呈
秀
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
『
酌
中
士
山
徐
』
に
枚
録
さ
れ
て
い
る
。

倒
臭
亮
「
檎
修
毘
陵
人
口
聞
記
序
」
(『
止
園
集
』
巻
十
六
)

不
得
議
古
諸
公

(毛
滋
)
人
口
問
記
而
後
知
公
之
丞
訓
弘
胎
深
遠
也:・

十
五
年
前
、

欧
陽
郡
侯
擬
修
府
誌
、
民
光
線
淫
陽
顧
公
、
日
間
隙
人
物
、

誌
未
就
。
於
是
、
有
桑
梓
録
存
笥
中
、
大
都
倣
古
稽
公
之
意
、
補
其
未

備
、
綴
其
未
来

-e

叉
且
合
同
志
諸
賢
、
討
論
商
確
、
草
数
易
而
後

定
。
来
嘗
師
心
自
周
治
治
局

一
隅
之
見
也
。

- 52ー



did not succeed｡

　　

Huang advocated ａ‘Big Vocational Education-ism' （Zα一ＣＭｈ･ｙ九一ｃｈｉａｏ-

ｙｌ一硫ｕ-i大職業教育主義), trying to install some sociality in vocational

education, but he hardly received any response, and during the period of

resistance

　

against

　

Japan

　

he volunteered　for the　Patriotic　Anti-Japan

Movement, besides striving for vocational educaton. The movement foｒ･

vocational education can be credited with certain results such as　the･

increase in number of members of the Chinese　Society for Vocational

Education and the ｅχpansion of dependent schools, but it did not have ａ

all-persuasive ｉｎ丑uence on society because it did not break down completely

the abuses of the traditional aesthetic education, and the solution of some:

comprehensive problems had to wait until after the liberation.

THE WAN-LI TI-ＣＨ'ＡＯ萬暦邸妙AND

　

THE WAN-ＬＩ ＳＨＵ-ＣＨ’ＡＯ萬暦疏妙

　　　　　　　　

OnO Kazuko

　　

This paper treats the background of compilation and compilators of

two important works for 巾ｅ study of the history of the　Wan-li　period

(1573-1620), the “Ｗαn-li ti-ｃｈ‘ａ♂(3お‘らTaiwan, Cheng･chung shu-chii

正中書局, 1969) and the “Ｗαn-U ｓｈｕ-ｃｈ‘ａｏ”(50chｕａｎ．34お‘らpossessed･

by the Sonkeikaku 扉経閣Library, preface from Wan-li 37 (1609)), and

it clarifies the character of these sources.

　　

The author of the“耳心刀心だ一ｃｈ’ａｃｔりwasformerly considered unknown,

but now is known that it was compiled by Ch‘ien I-pen 銭一本(1546-

1617) from Wu-chin 武進. This is clear from the liferecord (hｓｉｎｇ-ｃｈｕａｎｇ^

行状)of Ch‘ien I-pen by the hand of Wu Liang呉亮.It is also supported

by the fact that the “χＶａれ.ａti･ch‘ａｏ”which is　written　in　the annals-

form, stops right before the death of Ｃｈ‘ienI-pen.

　　

Ch‘ien l･pen, a person who supervised the Ching-cheng t‘ang 経正堂

School of Wu-chin, had also, by way of the Tung-lin Academy (東林書

院), close connections with people of the Tung-lin Party. Huang Tsung-i

黄宗義in his “Ｍｉｎｓ-jｕ　hｓiieh-ａｎ”明儒學案mentions him in the part ｏｎ｡
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the Tung･lin, the “ Tung一臨l hｓｕeh-ａが東林學案. Also, his son　Ｃｈ‘ｉｅｎ･

Ch‘ｕｎ銭春conducted his political activities from the standpoint of the･

Tung-lin faction. Therefore this book is an　indispensable　work for the

study of political history, being a history of the Wan-li period seen from

the side of the Tung-lin faction. However, as for instance the chapter on

Wan-li 43 (1615) is placed between the 28th　and　the 32nd　year (resp.

1600 and 1604), one has to be careful when using it。

　　

In the“ＸＶａルｈｓhｕ-ｃｈ‘ａｏ≒witĥprefaces　written　by　Ch‘ien　I-pen

and Ku Hsien-ch‘ｅｎｇ顧憲成, the ｓａｍｅ　ＷｕLiang from Wu-chin becomes

the central figure, and, moreover, it is compiled with the help of the core

of the Tung-lin faction members. It　incorporates　thematically the text&

of memoranda from ぺ/Van-li1 (1573) toぺA'^an-li42 (1614). Due to the fact

that it contains memoranda in connection with Manchu-policies it was

designated as ａ forbidden work during the Ch‘ing 清･Dynasty, and there

are only ｅχtremely few works handed down to ｕS｡

　　

ぺNu Liang was related by marriage to Ｃｈ‘ienI-pen, and was sharply

opposed to the anti･Tung-lin faction, supporting Ku Hsien-ch‘eng. There-

fore one can say that also this book has been compiled according to the

contemporary

　

political

　

doctrines

　

of

　

the

　

Tung-lin

　

faction. It　mostly

criticizes the political situation between the monarch and the cabinet,

especially its oppression of freedom of speech, and parts relating tｏ･

concrete local policies are rather rare. This problem also is related to the

gentry-controversy of late, and hereafter one shall have to ｅχamine　the

contents of this book.

THE MEMORANDUM TO AMIR KITBUGHA

　　　　　　　　　

Sato Tsugitaka

　　

The Sultan Qala'un (678/A.D. 1280-689/A. D. 1290), who raised the

expedition army to　Markab in the month Dhu　al-Hijja of 679　23

march:1281) appointed as　his　vice-sultan　amir　Zayn　al-Dln　Kitbugha

al-Mansuri, and leftａ‘memorandum' (tadhkiｒａ）to　him, in　which　he

pointed out the policy for ruling Egypt. This is the so-called‘memorandum
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