
た
。
最
後
に
特
異
な
資
料
と
し
て
、
願
徳
五
年
二
月
園
保
文
書

(
大
谷
文
書
二

八
三
八
鋭
)
を
あ
げ
ら
れ
る
。
一
佐
官
が
豚
醐
闘
に
呼
び
出
さ
れ
、
懲
罰
を
う
け
て

い
る
等
、
他
の
多
く
の
祉
と
は
性
格
を
全
く
異
に
す
る
と
さ
れ
、
今
後
の
検
討

に
資
す
る
と
し
て
結
ば
れ
る
。

著
者
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
敦
爆
の
祉
は
、
サ
ー
ク
ル
的
な
祉
で
あ
る
と
と
も

に
、
街
区
に
あ
っ
た
祉
と
し
て
の
地
縁
的
性
格
を
一
部
も
っ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
よ
り
郊
外
で
は
、
す
な
わ
ち
村
落
に
は
、
全
く
の
地
縁
的
な
引
肢
が
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
文
書
が
混
在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
本
章
で
著
者
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
祉
の
内
容
は
、
従
来
知
ら
れ
た
断
片

的
な
知
識
に
く
ら
べ
て
、
最
も
詳
し
い
座
倒
的
な
量
と
、
生
々
し
い
寅
慢
を
は

じ
め
て
我
々
に
知
ら
し
め
て
く
れ
た
劃
期
的
論
考
で
あ
る
。
中
圏
内
地
の
祉
の

研
究
に
稗
盆
す
る
と
こ
ろ
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
全
て
厳
密
な
考
設
と
既
述
の
ご
と
く
整
然
た
る
論
詮
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
浅
皐
に
よ
っ
て
曲
解
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
を

倶
れ
る
。
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
、
部
分
的
な
紹
介
に
終
っ
た
と
こ
ろ
も
か
な

り
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
精
微
な
論
詮
の
筋
道
を
的
確
に
紹
介
で
き
ず
、
結

論
の
み
記
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ

る
。
各
論
考
に
関
連
す
る
他
論
文
、
そ
の
他
論
文
執
筆
時
の
批
-
評
に
射
し
、
懇

切
な
行
き
と
ど
い
た
紹
介
と
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
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『新
編
分
門
標
題
皇
朝
築
要
綱
目
』
巻
五
十
六
。

『
史
林
』
副
作
|
2
0

『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
λ
十
九
。

ω
同
右
、
各
百
八
。

ω
丹
脅
二
「
北
宋
の
方
般
の
鋭
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
、

『研
究
紀
要
』

日
本
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
。

一
九
八
二
年
二
月

京
都

同

朋

舎

A
5
版
五
八
六
頁

錯

穆
著

朱

子

新

事

案

~ 

刀z

木

見

悟

著
者
三
八
九
五
年
生
)
は
、

『先
秦
諸
子
繋
年
』
『
中
園
近
三
百
年
率
術

史
』
等
の
名
著
に
よ
り
、
そ
の
皐
識
を
高
く
評
債
さ
れ
て
い
る
碩
皐
で
あ
る

が
、
朱
子
へ
の
関
心
は
三
十
歳
未
満
の
頃
よ
り
芽
生
え
た
と
い
い
、
現
在
、

『
中
園
曲
学
術
思
想
史
論
叢
』
伺

(
喜一
湾
、
東
大
図
書
有
限
公
司
刊
)
に
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
「
朱
子
心
皐
略
L

「
朱
子
拳
術
述
許
」
の
雨
論
文
は
、
本
書
よ
り

も
二
十
徐
年
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
宋
元
築
案
』
を
絞
関
し
た
の

は
、
そ
れ
よ
り
更
に
二
十
年
を
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
(
右
論
叢
序
)。

と
こ
ろ
で
右
の
爾
論
文
に
お
い
て
、
著
者
が
強
調
し
よ
う
と
し
た
一
黙
は
、

「
朱
子
の
心
築
に
、
通
じ
な
け
れ
ば
、
朱
子
息
ナ
の
全
貌
は
分
ら
な
い
し
、
ま
た
朱

陸
異
同
の
貧
態
も
分
ら
な
い
」
(
一
一
-
一
一
ペ
ー
ジ
〉
の
語
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
朱
子
皐
を
心
拳
と
規
定
し
、
而
も
そ
れ
は
最
も
優
秀
な
心
皐
で

あ
る
と
断
定
す
る
に
あ
る
。
そ
の
根
援
は
、
「
朱
子
は
心
を
外
に
し
て
、
性
を
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語
り
、
理
を
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
(
向
上
)
と
い
う
に
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
、
陸
王
と
共
通
の
基
盤
に
立
つ
と
し
な
が
ら
も
、
「
王
皐
の
末
流
は
、
良

知
を
重
ん
じ
過
ぎ
て
、
そ
こ
に
蔦
理
を
す
べ
て
具
え
る
と
い
い
、
つ
い
に
外
物

を
全
く
無
視
し
て
、
ひ
た
す
ら
我
心
の
ま
ま
に
振
舞
お
う
と
し
た
た
め
に
、
言

う
に
た
え
ぬ
弊
害
が
生
じ
た
」
(
一
四

0
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
。
こ
こ
で
、
「
過
分

に
良
知
を
信
ず
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
こ
に
か
も
し
出
さ
れ
た
「
弊

害
」
が
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
が
間
わ
れ
て
こ
そ
、
朱
王
雨
纂
の
異

同
が
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
著
者
の
論
考
に
は
、
そ
う
し
た
問

い
か
け
の
姿
勢
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
著
者
は
ま
た
、
天
理
を
設
く
黙
で
は
、

朱
子
も
陽
明
も
幾
ら
な
い
と
い
う
が
(
一
五
一
ペ
ー
ジ
マ
そ
の
天
理
の
質
質
・

構
造
・
認
定
様
式
に
、
朱
子
と
陽
明
と
で
は
相
異
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ

し
て
そ
こ
に
理
拳
と
心
象
と
の
分
岐
す
る
由
来
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

反
省
も
、
全
く
紋
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
手
順
を
ぬ
き
に
し

た
ま
ま
で
、
「
心
皐
の
見
事
な
黙
を
、
朱
子
は
あ
ま
す
な
く
そ
な
え
て
お
り
、

心
皐
の
流
弊
を
、
朱
子
は
あ
ま
す
な
く
脱
却
し
て
い
る
」
(
一
五
七
ペ
ー
ジ
)

と
断
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
設
得
力
は
徴
弱
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
た
び

の
大
著
『
朱
子
新
皐
案
』
に
お
い
て
、
著
者
は
ど
れ
だ
け
の
周
到
な
用
意
の
も

と
に
、
そ
の
頼
回
読
の
補
強
を
な
し
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
全
五
冊
、
二
七
三

0
ペ
ー
ジ
(
別
に
索
引
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
〉
の
堂
々

た
る

E
冊
で
あ
っ
て
、
大
項
目
を
立
て
る
こ
と
五
七
、
小
目
約
て
五
七

O
、

思
想
・
皐
術
・
行
事
の
三
部
門
あ
る
べ
き
中
、
行
事
の
部
は
省
略
し
た
と
い
う

が
、
「
従
遊
延
卒
始
末
」
と
か
、「
朱
子
輿
二
陸
交
遊
始
末
」
の
ご
と
く
、
明
ら

か
に
行
事
と
み
な
し
得
る
項
目
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
外
、
一
見
、
純
粋
に
恩

想

・
皐
術
に
か
か
わ
る
項
目
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
闘
す
る
朱
子
の
年
次
的
設

展
を
細
か
く
考
査
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
逐
次
抽
出
し
て
行
け
ば
、
宛
然
と

し
て
一
篇
の
「
朱
子
皐
術
年
譜
」
を
構
成
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

周

知
の
よ
う
に
、
『
朱
子
文
集
』
『
朱
子
語
類
』
等
に
お
さ
め
る
資
料
を
、
朱
子
の

生
存
年
次
別
に
整
理
す
る
作
業
は
、
す
で
に
王
白
田
・
朱
止
泉
・
夏
技
甫
等
の

清
儒
に
よ
っ
て
精
細
に
推
進
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
諸
説
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
論
貼
も
い
く
た
残
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
著
者
が
、
濁
自
の
新
設
を
提

起
し
て
い
る
場
面
も
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
々
の
蛍
否
は
と
も

か
く
、
そ
こ
に
著
者
の
容
易
な
ら
ぬ
苦
心
の
あ
と
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
が
本
書
撰
述
の
重
要
意
図
の
一
つ
で
あ
っ
た
(
第
一
冊
、
二
三
五
ペ
ー
ジ
〉
。

本
書
撰
述
の
い
ま
一
つ
の
重
要
契
機
は
、
『
朱
子
新
民
平
案
』
と
い
う
書
名
自

陸
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「皐
案
」
と
い
う
稽
呼
か
ら
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の

は
、
黄
宗
義
・
全
一
温
室
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
宋
元
皐
案
』
で
あ
る
が
、
宗

裁
は
劉
蕊
山
ゆ
ず
り
の
王
皐
の
集
習
を
と
ど
め
、
租
由
吾
川
李
穆
堂
の
偏
見
に
染

ま
り
、
陸
撃
に
は
寛
容
、
朱
撃
に
は
冷
淡
、
甚
だ
し
く
門
戸
の
見
に
執
わ
れ
て

い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
書
は
、
今
日
で
も
宋
代
儒
皐
研
究
者
の
必
議
室
回
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
偏
見
を
矯
め
な
け
れ
ば
、
朱
子
壊
の
堂
奥
に
入
る
こ
と
は

不
可
能
だ
、
と
い
う
(
向
上
、
一
一
一
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
。
た
と
え
ば
、
こ
の
警
の
「
晦

翁
皐
案
」
に
は
、
中
和
設
四
篇
を
お
さ
め
る
が
、
朱
子
の
新
奮
爾
設
を
混
同

し
、
み
だ
り
に
制
節
を
加
え
て
、
中
和
設
一

・二

・
三
・
四
と
総
務
す
る
の

は
、
甚
だ
し
い
曲
解
で
あ
り
(
第
二
冊
、
一
五
四
ペ
ー
ジ
)
、
ま
た
「
上
禁
拳

案
」
の
案
語
に
、
「
上
奈
は
朱
子
の
先
河
で
あ
る
」
(
第
三
冊
、
一
七
九
ペ
ー

ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
史
貨
に
契
わ
ぬ
設
言
だ
と
さ
れ
る
。
き
れ
ば

こ
そ
朱
子
準
の
面
白
を
正
し
く
停
え
る
「
新
撃
案
」
が
撰
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
朱
子
皐
が
後
世
の
縫
承
者
に
よ
り
不
嘗
に
歪
曲
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さ
れ
た
と
い
う
反
省
(
第
一
冊
、
二
三
二
ペ
ー
ジ
〉
、
著
者
の
お
か
れ
た
政
治

的
環
境
へ
の
燦
慨
(
同
上
、
二
三
三
ペ
ー
ジ
、
及
び
三
九
ペ
ー
ジ
〉
な
ど
も
、

奮
起
の
要
因
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
配
慮
の
下
に
、
著
者
は
六
年
の
歳
月
を
か
け
て
朱
子
の
著
作
の
讃

み
直
し
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
到
達
し
た
結
論
は
、
朱
子
は
孔
子
と

並
ぶ
、
中
園
歴
史
上
最
大
の
儒
者
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
肩
し
得
る
第
三
者
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
(
向
上
、
一
ペ
ー
ジ
〉
、
全
各
至
る
と
こ
ろ
に
、
朱
子

へ
の
最
高
讃
美
を
く
り
返
し
て
や
ま
な
い
。
「
新
経
皐
を
創
造
し
、
新
理
皐
を

設
展
さ
せ
、
経
皐
と
理
皐
と
を
結
合
し
、
こ
れ
に
百
家
文
史
の
皐
を
加
え
、
先

秦
に
直
接
し
、
営
時
の
儒
皐
を
し
て
理
想
的
な
新
し
い
峰
に
周
か
し
め
た
こ
と

は
、
漢
唐
よ
り
北
宋
に
至
る
ま
で
の
諸
儒
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
孔
子
以

来
の
儒
皐
を
集
大
成
し
た
と
い
う
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
」
(
向
上
、
三

三
ペ
ー
ジ
〉
と
い
う
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
(
そ
の
他
、
第
一
冊
、
二
一
六

ペ
ー
ジ
、
第
五
冊
、
一
五

一
ペ
ー
ジ
等
忠
告
照
)
。
そ
の
度
重
な
る
嘆
僻
は
、
ほ

と
ん
ど
朱
子
を
紳
格
化
す
る
に
近
い
。
こ
う
し
た
朱
子
紹
封
観
の
感
賓
と
、
著

者
の
い
う
「
門
戸
の
見
か
ら
の
離
脱
」
と
が
、
果
し
て
恰
好
よ
く
雨
立
し
得
る

も
の
で
あ
る
か
否
か
、
不
吉
な
激
感
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の
庖
大
な
者
地
か
、
と
も
か
く
破
綻
を
み
せ
な
い
ま
ま
、
一
貫
し
た
ま
と
ま

り
を
も
ち
績
け
て
い
る
の
は
、
朱
子
へ
の
徹
底
し
た
傾
倒
ぷ
り
と
、
項
目
網
羅

的
手
法
が
、
そ
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
張
を
強
化
す

る
た
め
に
、
王
陽
明
は
も
と
よ
り
、
程
筆
撤

・
首
月
川
・
回
線
整
苓

・
賀
泰
泉
・

主
凌
川

・
劉
厳
山

・
糞
宗
義

・
顔
習
菊

・
李
穆
堂
等
、
明
清
諸
儒
の
語
を
遁
宜

引
用
し
、
そ
の
愛
言
を
介
し
て
朱
子
撃
の
性
格
を
、
一
層
鮮
明
に
描
き
な
す
べ

く
工
夫
し
た
あ
と
が
み
え
る
。
そ
の
関
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
陽
明
察
と
の

封
比
と
、
清
朝
考
誼
摩
者
へ
の
反
援
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
清
朝
朱

子
象
者
の
主
張
の
範
囲
を
出
な
い
の
で
(
第
五
冊
、
一
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
)
、

前
者
に
つ
い
て
の
著
者
の
理
解
態
度
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

朱
子
自
身
は
、
み
ず
か
ら
の
翠
聞
を
、
理
皐
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
心

開
学
と
呼
ん
だ
こ
と
は
な
い
が
、
宋
末
に
す
で
に
朱
子
皐
を
心
皐
と
呼
ぶ
者
が
あ

ら
わ
れ
、
明
代
に
入
り
、
王
陽
明
の
心
皐
が
隆
盛
を
き
わ
め
る
や
、
そ
の
向
う

を
張
っ
て
朱
子
心
皐
設
も
熱
気
を
帯
び
、
『
朱
子
心
皐
録
』
と
題
す
る
編
者
す

ら
あ
ら
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
問
題
に
、
朱
子
皐
の
側
か
ら
一
態
の
結
着
を

輿
え
た
と
み
ら
れ
る
の
は
、
「
心
と
理
と
は
、
分
っ
て
二
件
と
な
す
べ
か
ら

ず
。
心
を
合
か
ば
、
何
を
以
て
理
を
見
ん
。
理
を
俸
う
る
は
、
即
ち
心
を
停
う

る
な
り
」
(
漢
皐
商
免
、
巻
中
之
上
)
と
い
う
方
東
樹
の
語
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
従
っ
て
本
書
の
著
者
が
、
朱
子
皐
を
心
皐
と
規
定
し
(
第
一
冊
、
四

八
ペ
ー
ジ
、
第
二
冊
、
一
ペ
ー
ジ
〉
、
「
朱
子
の
暴
術
論
は
、
す
べ
て
心
皐
に
始

ま
り
、
心
皐
に
終
る
」
(
第
二
冊
、
四
七
二
ペ
ー
ジ
)
と
ま
で
い
う
の
は
、
あ

な
が
ち
著
者
の
創
唱
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
著
者
は
、
「
朱
子
の
皐

術
論
は
、
す
べ
て
心
拳
で
あ
り
、
ま
た
理
皐
で
あ
る
」
(
向
上
、
四
五
八
ペ
ー

ジ
〉
と
も
い
う
か
ら
、
朱
子
は
心
皐
に
し
て
理
事
を
粂
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
陽
明
星
を
理
皐
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
か

ら
(
第
一
冊
、
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
、
陽
明
皐
も
心
皐
に
し
て
理
拳
と
い
う
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
て
み
る
と
、
朱
子
と
陽
明
と
は
、
「
心
皐
に
し
て

理
恩
ご
と
い
う
性
格
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
伏
線

と
し
て
著
者
は
、
従
来
の
、
朱
子
翠
は
理
皐
、
陽
明
皐
は
心
皐
と
い
う
公
式
に

反
媛
し
、
こ
の
雨
者
の
関
に
異
質
性
は
存
し
な
か
っ
た
と
認
定
し
、
朱
子
撃

は
、
理
皐
と
し
て
も
、
心
皐
と
し
て
も
、
陽
明
察
を
凌
駕
す
る
と
断
定
し
た
い
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の
で
あ
る
。

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
理
想
ナ
・
心
皐
と
い
う
術
語
が
、
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て

使
い
分
け
ら
れ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
朱
子
も
陽
明
も
と
も
に
、
「
理

墜
に
し
て
心
皐
」
と
い
う
言
い
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
陽
明
が
朱
子
撃
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
、
「
聖
人
の
皐
は
心
撃

な
り
」
と
叫
び
、
心
闘
争
の
名
に
お
い
て
朱
子
皐
の
超
克
を
宣
言
し
た
時
、
従

来
、
漠
然
と
朱
子
撃
に
冠
せ
ら
れ
て
来
た
心
皐
の
呼
稽
は
、
そ
の
寅
質
を
喪
失

し
始
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
陽
明
の
著
り
で
あ
る
か
否
か
の
忠
寅

な
論
設
を
ぬ
き
に
し
て
、
依
然
と
し
て
朱
子
皐
と
同
質
の
次
元
に
あ
る
と
し
、

心
筆
と
し
て
の
規
模
の
大
小
を
比
較
す
る
の
は
、
決
し
て
安
嘗
な
方
法
論
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
陽
明
皐
を
批
刻
し
て
、
「
良
知
設
は
、
首
下
の

工
夫
を
い
う
だ
け
だ
が
、
朱
子
は
粂
ね
て
究
極
の
境
界
ま
で
の
べ
て
い
る
」

(
第
一
冊
、
八
四
ペ
ー
ジ
)
と
か
、
「
良
知
は
、
格
物
を
棄
て
て
致
知
を
講
ず

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
知
は
直
観
知
に
と
ど
ま
り
、
よ
り
以
上
に
そ
の
仁
愛
を
庚

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
同
上
、
二
二
ペ
ー
ジ
)
「
良
知
設
は
、
心
を
以
て

心
を
識
ら
ん
と
す
る
併
激
的
理
設
に
過
ぎ
な
い
」
(
第
二
冊
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
)

な
ど
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
は
門
戸
の
見
に
執
わ
れ
た
既
往
の
朱
子
皐
者
の
口
吻

を
模
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
陽
明
率
を
極
度
に
低
く
評
債
し
な
が

ら
、
こ
れ
を
異
端
と
し
て
朱
子
皐
閣
外
(
或
い
は
儒
皐
圏
外
〉
に
遁
放
し
よ
う

と
し
な
い
の
は
、
偏
狭
固
階
な
朱
子
筆
者
よ
り
も
寛
容
な
よ
そ
お
い
を
示
す
の

で
あ
る
が
、
圏
内
に
引
留
め
る
の
は
、
か
え
っ
て
朱
王
の
優
劣
を
論
じ
や
す
く

す
る
下
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
朱
子
と
陽
明
と
の
接
黙
を
容
認
し

て
、
「
宋
明
の
理
皐
家
や
調
宗
は
、
内
を
重
ん
じ
て
外
を
軽
ん
ず
る
傾
向
を
ま

ぬ
が
れ
な
い
が
、
陽
明
の
事
上
磨
錬
設
は
、
朱
子
の
意
見
と
合
致
す
る
」
(
第

二
冊
、
四
九
七
ペ
ー
ジ
〉
「
陽
明
が
折
に
ふ
れ
天
理
を
存
し
人
欲
を
去
る
こ
と

を
数
え
る
の
は
、
朱
子
と
徐
り
か
わ
ら
な
い
」
(
向
上
、
四
六
七
ペ
ー
ジ
〉
「
大

皐
誠
青
山
章
に
つ
い
て
の
朱
子
の
注
穫
は
、
陽
明
の
誠
意
解
と
、
符
節
を
合
す

る
」
(
同
上
、
四
二
四
ペ
ー
ジ
)
な
ど
と
い
う
の
は
、
朱
子
準
の
お
こ
ぼ
れ
に

あ
ず
か
つ
て
陽
明
拳
が
成
立
し
得
た
こ
と
を
詮
明
し
よ
う
と
す
る
に
外
な
ら
な

「
朱
子
皐
は
心
皐
で
あ
る
」
と
い
う
著
者
の
主
張
は
、
朱
子
準
の
傘
を
無
限

に
庚
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
以
後
の
思
想
史
全
般
を
掩
い
登
そ
う
と
す
る
ね
ら
い

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
著
者
は
、
そ
の
心
皐
な
る
も
の
を
ど
の
よ
う

に
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
が
、
明
確
な
概
念
規
定
を
示

し
て
い
る
場
面
は
見
蛍
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
朱
子
と
て
も
心
と
理

の
一
致
を
言
い
、
特
に
そ
の
心
は
事
理
内
外
を
貫
く
黙
で
、
陸
王
や
調
を
し
の

ぐ
精
徽
な
心
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
、
と
い
う
に
愛
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
陽
明
の
出
現
に
よ
り
、
宋
明
心
皐
路
線
に
重
大
な
屈
折
が
愛
生
し
た
か
ら

に
は
、
一
方
的
に
こ
れ
を
同
一
範
鴫
内
に
ま
る
め
込
も
う
と
す
る
の
は
、
無
謀

な
試
み
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
陽
明
撃
に
お
い
て
は
、
心
意
知
物
を
一
種
化

し
、
心
と
性
を
分
た
ず
、
事
と
理
を
へ
だ
て
ぬ
海
然
た
る
統
一
健
を
心
と
名
づ

け
、
こ
の
心
に
全
分
の
責
任
を
荷
わ
せ
、
理
の
成
立
・
構
成
も
す
べ
て
こ
れ
を

基
盤
と
す
る
。
き
れ
ば
こ
そ
「
心
即
理
」
と
い
わ
れ
る
。
「
心
卸
理
」
と
は
、

心
と
理
と
が
一
致
す
る
(
或
い
は
心
を
理
に
合
わ
せ
る
〉
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
理
に
封
し
て
心
の
自
主
性
が
保
誼
さ
れ
、
保
註
さ
れ
れ
ば
こ
そ
心
が
常
に

意
欲
的
に
理
の
生
成
に
取
組
み
、
そ
の
貸
現
に
責
任
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
心
と
理
と
の
一
致
は
、
そ
の
放
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
、

首
初
か
ら
心
を
理
に
合
致
さ
せ
る
べ
く
操
作
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
陽

明
皐
に
お
い
て
、
時
に
「
性
卸
理
」
と
稽
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
心

と
性
と
を
一
岨
直
観
し
た
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
寅
質
的
に
は
「
心
即
理
」
と
襲
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り
は
な
い
♂
こ
れ
に
射
し
、
朱
子
皐
の
場
合
は
ど
う
で
あ
る
か
。
何
よ
り
も
著

者
自
身
の
言
葉
が
、
そ
の
心
皐
と
し
て
の
不
徹
底
性
を
寅
置
し
て
《
れ
る
。

「
陸
王
は
心
副
理
を
主
と
し
、
徐
り
性
に
言
及
し
な
い
?
一
切
を
あ
げ
て
心
に

節
す
る
か
ら
こ
そ
、
性
を
設
く
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
朱
子
は
理
と
気
と
を
分

読
し
、
性
は
理
に
麗
し
、
心
は
気
に
属
す
る
。
だ
か
ら
心
と
性
と
の
聞
に
は
匡

別
が
あ
っ
て
、
分
言
も
で
き
る
し
、
合
言
も
で
き
る
。
分
言
す
る
場
合
に
は
、

心
郎
理
と
い
え
る
が
、
ム
口
言
す
る
場
合
に
は
、
性
即
理
と
は
い
え
て
も
、
心
即

理
と
は
い
え
な
い
」
(
第
二
冊
、
一
ペ
ー
ジ
、
ま
た
第
一
冊
、
五
二
ペ
ー
ジ
参

照〉
d

と
す
れ
ば
、
心
と
性
と
は
、
陽
明
皐
に
い
う
が
如
く
、
無
保
件
に
一
鎧

化
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
区
分
・
弊
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
心
郎
理
と
性
郎
理
と
は
、
そ
の
内
容
を
異
に

せ
ざ
る
を
得
ず
、
朱
子
皐
の
重
心
は
あ
く
ま
で
後
者
に
お
か
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
著
者
も
、
「
も
し
心
郎
理
と
い
う
だ
らけ
な
ら
、
心
を
重
視
す
る
か
の
よ
う
で

あ
り
な
が
ら
、
貧
は
心
の
分
量
と
機
能
を
著
し
く
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
」

(
第
二
冊
、
=
一
六
ペ
ー
ジ
)
と
危
健
ず
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
。
性
な
き
心
(
理
の
糸
の
切
れ
た
凧
の
よ
う
な
心
〉
は
、
空
廻
り
す

る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
こ
の
愛
想
は
、
み
ず
か
ら

理
皐
と
稽
し
た
朱
子
以
来
の
停
統
を
忠
寅
に
受
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
而
る
に
こ

れ
を
改
め
て
心
皐
に
読
み
か
え
、
あ
ま
つ
さ
え
王
陽
明
及
び
そ
の
後
壌
を
凌
ぐ

僅
質
を
も
っ
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
決
定
的
誤
算
が
あ
っ
た
の
で
あ

る。
右
の
心
皐
論
に
関
連
し
て
、
著
者
が
見
落
し
て
い
る
重
要
な
一
黙
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
先
に
も
の
ベ
た
よ
う
に
、
本
書
に
は
朱
子
皐
理
解
に
必
須
と
す

べ
き
項
目
が
列
翠
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
定
理
」
(
一
定
之
理
)
と
い
う

項
目
が
鉄
落
し
て
い
る
〈
第
二
冊
、
一
「一
八
五
ペ
ー
ジ
に
牢
行
ほ
ど
の
言
及
が
あ

る
〉
。
し
か
し
『
大
暴
或
問
』
そ
の
他
朱
子
の
著
述
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
語
は
朱
子
皐
の
存
立
を
賭
け
た
基
本
概
念
で
あ
り
、
そ
の
理
拳
た

る
所
以
も
一
に
こ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
理
の
基
盤
が
ゆ
ら
ぐ

時
、
朱
子
拳
の
屋
肇
骨
は
倒
潰
の
危
機
に
瀕
す
る
。
陽
明
心
拳
は
、
ま
さ
に
そ

こ
を
衝
き
、
心
を
所
輿
の
理
か
ら
一解
放
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
理
再
生

の
道
を
つ
か
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
簡
明
に
要
約
し
て
い
う

な
ら
ば
、
朱
子
皐
は
定
理
皐
、
陽
明
皐
は
不
定
理
皐
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど

の
重
み
を
も
っ
た
術
語
を
注
視
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
著
者
の
い
う
心

皐
論
の
弱
黙
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
来

の
論
述
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
く
も
心
皐
を
口
に
す
る
以
上
は
、
明
代
思

想
全
般
へ
の
透
徹
し
た
理
解
が
要
求
さ
れ
る
に
拘
ら
ず
、
著
者
の
準
備
は
徐
り

に
も
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
朱
子
に
つ
い
て
の
「
事
案
」
で
一

あ
る
か
ら
、
明
代
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
鰐
護
論

が
持
出
さ
れ
る
か
も
分
ら
な
い
が
、
「
朱
子
準
は
完
餐
な
心
皐
で
あ
る
」
と
い

う
主
張
を
強
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
き
お
い
朱
子
と
陽
明
以
後
の
明
代
思
想

の
動
向
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
は
、
不
可
飲
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
意
識
す
れ
ば
こ
そ
、
著
者
も
明
儒
の
語
を
随
所
に
黙
綴
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
陽
明
の
『
停
脅
録
』
、
羅
整
蓄
の
『
困
知
記
』
を
除
い
て
は
、
す
べ
て

『
明
僑
拳
案
」
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
っ
て
、
よ
り
基
本
的
資
料
を
披
閲
し
た
あ

と
は
み
え
な
い
。
著
者
の
明
儒
に
劃
す
る
研
究
の
備
は
狭
く
、
こ
れ
が
そ
の
心

皐
理
解
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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次
に
著
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一
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し
て
み
る
。
本
書
に
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は
、
「
論
澗
拳
」
と
い
う
章
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
明
代
の
偶
者

が
、
儒
数
と
併
教
の
区
別
を
論
ず
る
の
は
、
す
べ
て
朱
子
の
設
に
も
と
づ
く
」

(
第
三
冊
、
四
八
九
ペ
ー
ジ
〉
と
あ
る
の
は
、
全
く
根
践
の
な
い
妥
言
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
朱
子
と
陽
明
と
の
閲
に
心
翠
と
し
て
の
性
格
の
相
異

が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
心
皐
と
し
て
の
郁
に
射
す
る
に
も
、
蛍
然
異
な
っ
た
封

師
胞
の
仕
方
が
生
ず
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
撃
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
つ

e

つ

け
た
併
教
が
、
明
末
に
至
り
掠
尾
の
光
で
を
放
っ
た
と
い
う
事
貨
を
想
起
す
る

だ
け
で
も
、
そ
こ
に
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
を
讃
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
著
者
は
こ
こ
で
も
例
に
よ
り
、
朱
子
の
排
併
の
語
を
羅
列
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
焦
黙
の
所
在
が
不
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
朱
子
の
公

案
制
攻
撃
の
誇
を
引
用
し
な
が
ら
も
(
向
上
、
四
九

0
ペ
ー
ジ
)、

公
案
制
の

貧
態
掌
揮
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
た
め
、
「
朱
子
は
蛍
時
の
爾
門
中
の
最
高

の
秘
義
を
把
畑
地
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
も
、
何
を
ど
う
把
復
し
て
い
る
の
か
う

か
が
う
す
べ
も
な
い
。
朱
子
が
「
俳
家
の
高
き
底
」
(
第
二
冊
、
二
八
一
ペ
ー

ジ
所
引
)
と
呼
ぶ
郁
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
「
一
世
を
鼓
動
し
得
た
」
の

は
な
ぜ
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
で
も
等
関
観
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
兵

種
的
に
は
大
慧
宗
果
の
翻
を
指
す
は
ず
で
あ
る
が
、
著
者
の
斬
り
込
み
は
、
そ

の
手
前
で
停
止
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
見
通
し
の
乏
し
さ
が
、
「
欄

宗
は
心
即
理
の
設
を
主
と
す
る
も
の
だ
と
、
朱
子
は
語
っ
て
い
る
」
(
第
一
冊
、

五
一
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
不
用
意
な
裂
言
を
誘
裂
す
る
こ
と
と
も
な
る
。
こ
こ
に

引
用
さ
れ
た
朱
子
の
語
に
は
、
「
正
に
天
理
を
見
ざ
る
が
震
に
、
専
ら
此
の
心

を
認
め
て
主
宰
と
篤
す
」
と
あ
る
だ
け
で
、
「
心
副
理
」
と
い
う
語
は
使
用
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
朱
子
の
排
仰
の
標
的
は
、
初
の
理
障

設
(
理
は
悟
り
の
障
援
に
な
る
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
設
〉
に
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
調
脚
の
空
槻
に
心
即
理
設
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
朱
子
の
語
を
な
ぞ
る
に
し
て
も
、
そ
の
民
意
を
わ
き
ま
え
ね
ば
、

『
宋
元
皐
案
』
の
轍
を
く
り
返
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ひ
と
り
鵡
だ
け

で
は
な
い
。
朱
子
を
取
巻
く
同
時
代
の
康
範
多
岐
な
思
想
分
布
の
状
況
に
通
達

し
て
こ
そ
、
朱
子
設
言
の
貝
意
を
汲
み
取
る
道
が
開
け
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
顧
り
み
る
時
、
陸
象
山
や
鵡
宗
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
、

朱
子
の
強
大
な
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
功
利
率
波
に
関
す
る
項
目
が
紋
如
し
て
い

る
の
も
気
が
か
り
で
あ
る
。
「
史
皐
」
(
第
五
冊
、
七
四
ペ
ー
ジ
)
の
章
に
、
わ

ず
か
に
言
及
さ
れ
る
に
止
ま
る
の
は
、
「
朱
子
準
案
」
と
し
て
不
備
の
誹
り
を

ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
こ
う
し
た
資
料
操
作
上
の
不
均
衡
は
、
著
者
の
、
朱
子
周
遊

諸
家
へ
の
目
く
ば
り
不
足
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
す
が
に
『
陸

象
山
全
集
』
『
賀
氏
日
抄
』
と
い
っ
た
あ
り
ふ
れ
た
資
料
に
は
属
目
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
朱
門
の
英
勉
粛
・
陳
北
渓
、
異
端
観
さ
れ
た
張
九
成

・
場

慈
湖
等
の
論
設
は
、
す
べ
て
『
宋
元
皐
案
』
で
聞
に
合
わ
せ
て
い
る
か
に
み
え

る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
皮
肉
で
あ
る
。
先
に
著
者
の
明
人
文
集
へ
の
渉
強
少
き

を
歎
じ
た
が
、
い
ま
こ
こ
に
宋
人
に
つ
い
て
も
同
じ
感
想
を
も
ら
さ
ざ
る
を
得

な
い
の
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

著
者
の
い
う
よ
う
に
、
朱
子
は
た
し
か
に
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
。
だ
が
こ

れ
を
「
あ
ら
ゆ
る
基
準
を
輿
え
た
人
物
」
と
し
て
祭
り
上
げ
る
時
、
い
わ
ゆ
る

道
事
の
ベ

l
ル
の
中
に
彼
の
員
姿
は
掩
わ
れ
て
し
ま
う
。
「
偏
見
な
き
朱
子
像
」

を
描
き
出
す
べ
く
撰
述
さ
れ
た
本
書
も
、
そ
の
熱
意
が
高
揚
す
る
と
と
も
に
、

結
局
、
道
皐
的
意
識
の
中
に
沈
波
し
て
行
か
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本

書
は
恐
ら
く
道
統
路
線
上
、
最
後
の
労
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
。
岡
県
に
関
か
れ
た
立
場
よ
り
す
る
「
朱
子
皐

案
」
が
誕
生
す
る
た
め
の
、
引
き
幕
と
し
て
本
書
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
な
り
の
償
値
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
齢
九
十
に
垂
ん
と
し
、
視
力
も
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殆
ん
ど
失
わ
れ
た
と
聞
く
著
者
に
封
し
、
徐
り
に
も
非
躍
の
言
僻
を
弄
し
た
こ

と
は
深
く
お
詫
び
し
た
い
が
、
そ
の
拳
徳
を
し
た
う
微
衷
に
は
、
い
さ
さ
か
も

漁
り
な
き
こ
と
を
附
号
一
一
目
し
て
お
こ
う
。
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七
一
年
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牽
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