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朱
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歴
史
一
意
識
|
|

と

浦

園

古住

1 

こ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
朱
奈
が
具
睡
的
個
別
的
な
歴
史
事
象
に
劃
し
て
行
な
っ
た
批
剣
や
、
歴
史
記
述
の
方
法
に
闘
す
る
見
解
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
史
評
に
属
す
る
事
柄
で
は
な
い
。
朱
煮
は
い
っ
た
い
塵
史
事
象
の
継
起
の
奥
に
ど
う
い
う
力
や
法
則
を
見
て
い
た
の
か
1
1
1
い
わ
ば

そ
の
歴
史
哲
撃
に
探
り
を
入
れ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
歴
史
哲
皐
と
呼
び
う
る
も
の
が
彼
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
断
定
は
慎
重
で
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あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
第
一
、
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
た
と
え
ば
章
皐
誠
の
『
文
史
通
義
』
の
ご
と
き
専
論
を
書
き
残
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
経
典
の
注
棒
、
門
生
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た
問
答
、

書
簡
や
上
奏
文
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
な
か
に
、
歴
史
を
透

視
し
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
断
片
を
拾
い
集
め
て
み
る
と
、
彼
な
り
の
史
観
が
浮
か
び
上
っ
て
来
る
の
を
否
定
で
き
な
い
。

一
般
に

中
園
人
は
、
個
々
の
歴
史
事
象
に
つ
い
て
は
雄
嬬
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
普
遍
化
す
る
段
に
な
る
と
途
端
に
口
を
喋
み
が
ち
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
風
土
の
な
か
で
は
、
む
し
ろ
朱
奈
は
特
異
な
事
例
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
彼
の
史
観
な
る
も
の
に
は
、
い
わ
ゆ
る
理
気
論
の
影
が

看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
歴
史
哲
皐
と
稽
し
う
る
ほ
ど
整
合
的
瞳
系
的
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
の
で
(
こ
の
非
難
は
再
権
成
カ
を
飲
く
筆
者
自
身
に

(
1

)
 

い
ま
そ
れ
を

e

偲
り
に
「
歴
史
一意
識
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
彼
が
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
理
論
で
割
り
切
ら
な

向
け
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
て
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か
っ
た
の
は
、
歴
史
は
そ
れ
以
上
に
多
様
で

e

錯
綜
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
憧
れ
と
謙
虚
さ
が
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

(
2〉

朱
煮
の
歴
史
一意
識
に

つ
い
て
は
、

貨
は
か
つ
て
筆
者
は
い
さ
さ
か
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
基
本
的
に
は
今
も
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同盟
っ
て
い
な
い
が
、
前
著
は
在
韓
と
い
う
桂
裁
で
あ
っ
た
た
め
、
記
述
も
い
き
お
い
断
片
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し、

ま
た
資
料
の
裏

附
け
な
し
に
見
込
み
で
書
い
た
部
分
も
な
く
は
な
い
。
そ
の
後
、

幾
っ
か
新
し
い
責
料
も
見
出
し
た
の
で
、

(3
)
 

た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
朱
奈
の
関
心
の
幅
は
質
に
庚
大
で
あ
り
、

皐
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、

そ
れ
ら
も
織
り
込
ん
で
再
編
成
し

い
ま
だ
解
明
さ
れ
ざ
る
領
域
が
少
な
か
ら
ず
蔑
さ
れ
て
い
る
。
朱
煮
の
歴
史

と
り
わ
け
そ
の
歴
史
哲
撃
は
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

小
論
は
不
備
で
は
あ
る

が
、
今
後
の
研
究
の
踏
み
蓋
に
で
も
な
れ
ば
筆
者
の
願
い
は
果
た
さ
れ
る
。

朱
煮
の
歴
史
意
識
は
、
大
枠
と
し
て
は
下
降
史
観
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
組
鐙
に
劃
す
る
彼
の
見
方
は
、
は
な
は

だ
悲
観
的
な
色
調
を
幣
び
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
資
料
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
の
直
接
の
話
題
は
歴
史
の
展
開
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
躍

楽
の
演
舞
で
あ
る
が
、
中
園
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
膿
築
の
「
麿
援
」
は
、
歴
史
の
下
降
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
ろ
う
。

1 

躍
幾
が
鹿
欄
惜
し
て
二
千
絵
年
に
も
な
る
。
大
き
な
数
値
か
ら
観
れ
ば
、
二
千
絵
年
と
い
っ
て
も
さ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、

い
に
し
え
の
雄
策
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
今
で
は
考
え
る
手
が
か
り
が
ま
る
で
な
い
。
後
世
、
き

っ
と
大
人
物
が
現
わ
れ
て
、

- 30ー

度
す
っ
か
り
「
訴
洗
」
(
経
目
を
ほ
ど
い
て
洗
い
直
す
〉
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
に
な
る
や
ら
。
今
、
世
の

お

お

こ

の

み

(
4
)

中
は
日
々
に
下
降
線
を
辿
っ
て
い
る
が
、
必
ら
ず
「
碩
イ
ナ
ル
果
食
ラ
ワ
レ
ズ
」

(『易
』
剥
・
上
九
)
と
い
う
道
理
は
あ
る
は
ず
だ
。

ハ『
語
類
』

巻
八
四

・同
〉

も
っ
と
も
、

右
に
お
い
て
は
「
今
世
襲
日
に
下
る
」
と
嘆
か
れ
つ
つ
も
、
大
人
物
の
出
現
が
期
待
さ
れ
、

「
碩
果
不
食
の
理
あ
ら
ん
」
と
墓

み
が
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
朱
蕪
の
歴
史
観
の
も
う
ひ
と
つ
の
枠
組
で
あ
る
循
環
史
観
(
後
述
〉
で
あ
る
が
、
何
に
せ
よ
「
古
」

と

「
今」

の
大
き
な
落
差
は
、
朱
蒸
に
と

っ
て
は
蔽
い
が
た
い
事
質
な
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

二
千
齢
年
と
い
う
時
間
も
大
き
な
尺
度
で
測
れ
ば
そ
れ
ほ

ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
(
若
以
大
数
視
之
、
亦
未
篤
遠
)
と
す
る
雄
大
な
時
間
一
意
識
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
朱
煮
の
歴
史
一意
識
の
あ
る
一
面
を
物
語

る
も
の
で
あ
ろ
う
。



(
5〉

次
の
資
料
は
諸
家
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
も
の
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
奉
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

2

あ
る
人
が
、
陰
陽
の
二
気
と
五
行
と
が
も
つ
れ
あ
っ
て
、
様
々
な
嬰
化
を
作
り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
時
に
先
生
は
言
わ
れ
た、

「
物
は
時
聞
が
た
て
ば
弊
壊
す
る
も
の
だ
。
秦
・
漢
以
後
、
二
気
・
五
行
は
昏
濁
し
て
ゆ
き
、
太
古
の
よ
う
に
清
明
淳
粋
で
は
な
く
な
っ

た
。
た
と
え
ば
南
中
す
る
星
は
、
尭
の
時
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
に
も
う
五

O
度
も
狂
っ
て
し
ま
っ
た
〈
歳
差
の
こ
と
を
い
う
〉
。
秦

・
漢
以

後
、
世
界
は
弊
壊
し
て
ゆ
く
ば
か
り
だ
。
光
武
-
帝
が
起
ち
上
っ
て
少
し
は
整
え
直
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
後
は
ま
た
悪
く
な
っ
た
。
今
度
は

唐
の
太
宗
が
起
ち
上
っ
て
ま
た
少
し
整
え
直
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
後
は
ま
た
悪
く
な
っ
て
、
結
局
太
古
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
」
。

(
『
語
類
』
冬
一
一
一
一
回

・怠
〉

右
に
は
1
と
異
な
っ
て
「
気
」
の
覗
貼
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
の
下
降
は
、

宇
宙
蔦
物
を
形
成
す
る
気
の
疲
弊
と
昏
濁
と
稀
薄
化
に
よ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
朱
蒸
の
歴
史
意
識
の
根
底
に
あ
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
か
か
る
気
の
捉
え
方
は
、
気
は
日
々
に
生
々
す
る
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と
す
る
そ
の
力
強
い
存
在
論
と
明
ら
か
に
背
馳
じ
て
い
る
。
気
は
さ
ら
に
「
数
」
や
「
蓮
」
と
結
合
し
て

「
気
数
」
「
気
運
」
と
い
う
朱
蕪
特

有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
る
の
だ
が
、
歴
史
観
に
お
け
る
そ
の
気
論
に
つ
い
て
は
次
章
一
で
検
討
し
た
い
。
ま
た
)
右
に
い
う
光
武
や
太
宗
に
よ
る

「
整
」
(
二
字
で
言
え
ば
「
整
理
」
「
整
頓
」
、

1
の
「
訴
洗
」
も
ほ
ぼ
同
義〉

も
朱
烹
特
有
の
歴
史
観
に
関
わ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
が
、
本
稿
で

は
注

(
6
)
 

意
を
喚
起
す
る
に
と
ど
め
る
。

歴
史
の
下
降
の
行
き
着
く
先
は
、
こ
の
天
地
の
崩
壊
で
あ
る
。
寅
際
、
朱
官
燃
は
天
地
も
崩
援
す
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

3 

問
う
、
「
人
や
物
が
す

っ
か
り
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
時
、
天
地
は
壊
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
。
先
生
「
や
は
り
混
沌
と
し
た
朕
態
に
な
る

は
ず
だ
。
天
地
は
形
が
あ
り
気
か
ら
成
る
以
上
、
ど
う
し
て
壊
れ
ぬ
こ
と
が
あ
り
得
ょ
う
ぞ
o

-
だ
が
、

(
7〉

新
た
な
天
地
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
」。

一
個
の
天
地
が
壊
れ
る
と
、
ま
た

(
『
語
類
』
巻
四
五

-
S
)

こ
こ
に
は
、
併
敬
の
劫
壷
設
や
道
教
の
劫
運
設
、
近
く
は
郁
康
節
の
元
曾
運
世
設
の
影
響
を
看
取
し
う
る
が
、
朱
煮
は
別
の
個
所
(『
語
類
』
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巻
一
・
ω
由
〉
で
、
天
地
は
崩
壊
せ
ず
と
言
っ
た
あ
と
、
人
が
無
遣
を
行
な
え
ば
崩
壊
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
儒
家
ら
し
い
。
儒
家
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的
と
言
え
ば、

そ
も
そ
も
下
降
史
観
や
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
尚
古
主
義
は
儒
家
の
お
家
喜
で
あ

っ
た
。
し
か
し、

朱
宙開
の
よ
う
に
気
論
を
導
入

し
、
さ
ら
に
終
末
論
も
射
程
に
入
れ
た
下
降
史
観
は
、
俸
統
的
な
そ
れ
に
比
べ
て
い

っ
そ
う
切
迫
し
い

っ
そ
う
悲
観
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

う
朕
況
が
横
た
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

ぃ
。
歴
史
一意
識
が
現
状
認
識
の
反
映
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
朱
奈
が
嘗
時
目
の
あ
た
り
に
し
た
、
南
宋
の
枇
舎
と
人
聞
の
腐
敗
堕
落
と
い

い
わ
ゆ
る
朱
子
準
な
る
も
の
も
、
こ
う
し
た
危
機
感
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
生
ま
れ

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
下
降
史
観
と
補
完
関
係
に
あ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
循
環
史
観
で
あ
る
。
前
者
を
大
枠
と
す
れ
ば
、

後
者
は
中
枠
と
い
う
べ
き
で
、
雨
者
は

互
い
に
絡
ま
り
あ
い
な
が
ら
朱
宙
飛
の
歴
史
一意
識
の
枠
組
を
構
成
す
る
。
歴
史
は
一

治
一
範
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
組
曲匝
と
し
て
は

「江
河
日
に

下
」
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
彼
の
歴
史
一意
識
の
構
園
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

一
治

一
凱
史
観
は
言
う
ま
で
も
な
く
つ
と
に
孟
子
に
よ

っ
て
提
唱
さ
れ
た
が
、
前
引
ー
に
も
見
ら
る
る
通
り
、
朱
煮
は
こ
れ
を
し
ば
し
ば
「
易
」
を
通
し
て
語
っ

て
い
る
。
陰
陽
二
気
の
無
限
の
循
環

を
原
理
と
す
る
「
易
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
彼
に
は
一
治
一

飢
の
恰
好
の
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
れ
ら
を
列
奉
し
て

- 32ー

み
よ
う
。

4 

治
が
長
く
繍
く
と
必
ら
ず
飽
れ
、

蹴
が
長
く
繍
く
と
必
ら
ず
治
ま
る
。
永
繍
し
て
饗
ら
ぬ
と
い
う
道
理
な
ど
天
下
に
存
在
し
な
い
。

5 

(『語
類
』
巻
七

0
・H
N
N

・
泰
卦
〉

お
お

L
C

お

問
う
、
「
盛
は
壊
凱
の
象
で
す
。
凱
は
極
ま
る
と
必
ら
ず
治
ま
る
と
は
い
え
、
ど
う
し
て
『
墨

ハ
元
イ
ユ

亨
ル
』
こ
と
が
で
き
る

の
で

す
か
」
。
先
生
「
凱
極
ま
る
と
必
ら
ず
治
ま
る
の
は
、
天
道
が
循
環
し
て
ち
ゃ
ん
と
そ
う
な
る
の
だ
。
た
と
え
ば
五
胡
が
中
華
を
飢
し
惰

に
お
い
て
凱
が
極
ま
っ
た
場
合
も
、
必
ら
ず
唐
の
太
宗
が
現
わ
れ
た
。
ま
た
、

五
代
の
末
に
は
、
必
ら
ず
宋
の
太
組
を
生
み
出
し
た。

も

し
も
こ
の
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

天
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
象
停
で
は
た
だ
『
豊
ハ
元
イ
ニ

亨
リ
テ
天
下
治
マ
ル
ナ

(
8
)
 

リ
』
と
言
う
の
だ
」。

〈『語
類
』
巻
七

0
・戸∞∞

・
盛
卦
〉

6 

陰
の
極
飢
の
扶
態
が
ま
た
治
ま
り
、
往
く
も
の
が
ま
た
蹄
り
、
凶
が
ま
た
吉
と
な
り
、
危
が
ま
た
安
と
な
る
の
は
、

天
地
自
然
の
運
で



あ
る
。

〈『語
類
』
巻
七
一

ー・
ち
・
複
卦
〉

7 

一
盛
す
れ
ば
必
ず
一
衰
す
る
。
聖
人
が
統
治
し
て
お
れ
ば
、

戦
々
競
々
と
し
て
必
ら
ず
日
々
に
治
世
の
保
持
に
努
め

る
が
、
表
慶
す
る
と
も
う
「
整
頓
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
か
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
必
ら
ず

古
今
の
天
下
は
、

興
起
の
時
が
来
る
。
唐
の
太
宗
の
貞
観
の
治
は
大
饗
盛
世
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
途
中
に
則
天
武
后
が
現
わ
れ
て
、
彼
女
が
そ
の
盛
世

を
ひ
と
た
び
ぶ
っ
壊
し
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
崩
れ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
、
五
代
に
至
っ
て
衰
頚
が
極
ま
っ
た
。
:
:
:
こ
れ
も
や

は
り
感
躍
と
い
う
も
の
が
常
に
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
。

(
『
語
類
』
巻
七
二
・

5
・威
卦
)

右
の

4
に
お
い
て
は
、
治
観
の
開
断
な
き
饗
化
交
替
が
歴
史
と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
だ
と
述
べ
ら
れ
、

5
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が

「
天
道」

の
名
で
呼
ば
れ
法
則
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。

6
に
言
う
「
天
地
自
然
の
運
」
も
同
義
で
あ
ろ
う
。

一
治

一
能
は
避
け
が
た
い
必
然
的
な
理

法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
唐
の
太
宗
や
宋
の
太
温
も
こ
の
理
法
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
彼
等
が
行
な

っ
た
天
下
卒
定
の
偉
大
な
事
業

も
、
「
天
道
」
の
側
か
ら
見
れ
ば
こ
の
大
い
な
る
理
法
を
代
行
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
元
来

「
天
道
」
は
春
秋
末
期
頃
、
天
の
人
格
性
・

主
宰
性

(
9

)
 

が
し
だ
い
に
希
薄
化
す
る
に
つ
れ
て
現
わ
れ
た
観
念
だ
が
、
朱
煮
の
天
観
に
は
古
代
的
な
超
越
紳
の
名
残
り
が
認
め
ら
れ
、

5
で
言
う
「天
道」

も
皐
な
る
冷
た
い
理
法
で
は
な
く
、
全
穫
の
口
吻
か
ら
朱
煮
の
天
に
劃
す
る
信
頼
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
「
天
道
」
は
治
か

ら
観
へ
歴
史
を
下
降
せ
し
め
る
力
と
し
て
で
は
な
く
、
鈍
か
ら
治
を
復
元
す
る
力
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
こ
の
歴
史
に
お
け
る
天

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
の
資
料
幻
も
参
照
さ
れ
た
い
〉
。

7
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
天
の
意
志
は
全
く
捨
象
さ
れ
、
一
治
一
範
と
い
う
法
則
の
成

立
す
る
根
擦
が
「
易
」
の
感
膳
論
に
よ
っ
て
機
械
論
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
治
の
極
ま
り
(
感
〉
が
蹴

(
態
〉
を
呼
び
お
こ
し
、

今
度
は
そ
の

極
ま
り
が
感
と
な
っ
て
治
が
そ
れ
に
薩
じ
、
か
く
し
て
治
観
は
自
動
的
に
循
環
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
は
治
と
蹴
と
が
相
互
に
交
替
す
る
と
は
い
え
、
治
世
と
凱
世
と
の
長
さ
が
同
じ
だ
と
は
限
ら
な
い
。
む
じ
ろ
、
治
世

(
叩

〉

は
短
く
観
世
は
長
い
と
い
ろ
の
が
朱
煮
を
は
じ
め
朱
人
の
共
逼
し
た
歴
史
一
意
識
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
の
問
答
は
直
接
歴
史
に
関
わ

る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
建
景
に
は
治
世
が
短
い
と
い
う
朱
煮
の
悲
観
的
な
歴
史
一意識
が
揺
曳
し
て
い
よ
う
。
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先
生
「
こ
の
問
題
は
時
運
と
い
う
観
貼
か
ら
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
一

日
と
人
の
一
生
だ
が
、

(
U

)

 

繍
き
え
ょ
う
か
」
。

問
う
、
「
花
氏
は
、
天
下
の
理
と
し
て
正
が
不
正
に
勝
つ
の
は
常
に
少
な
く
、

不
正
が
正
に
勝
つ
の
が
常
に
多
い
と
述
べ
て
お
り
ま
す
」。

よ
い
時
が
ど
れ
だ
け
長
く

600 

8 

(
『
語
類
』
品
位
四
七

・
品目)

2 

前
章
に
お
い
て
、
朱
蒸
の
下
降
史
観
が
そ
の
気
論
と
密
接
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い
た
が
、
本
一
章
一
で
は
改
め
て
気
の
め
ぐ

り
が
歴
史
に
及
ぼ
す
影
響
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
朱
蒸
の
哲
皐
は
ひ
と
ロ
に
理
気
哲
皐
と
呼
ば
れ
る
が
、

そ
の
歴
史
観
の
領
域
に
お
い
て
は

む
し
ろ
気
の
方
が
主
役
で
あ
っ
て
、
気
の
塵
倒
的
な
勢
い
に
理
も
天
も
押
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
彼
は
「
高
一

山
河
大
地
が
陥
渡
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
理
は
ち
ゃ
ん
と
存
在
す
る
」
(
『
語
類
』
巻
一

-
H
6、
「
三
綱
五
常

(U
理
)
は
衰
範
大
無
道
の
世
と
い
え
ど
も
存
在
す

- 34一

る
」
(
同
巻
二
四
・
広
N
)
、
さ
ら
に
前
引
資
料
2
に
績
け
て
「
本
然
の
も
の

(
H理
〉
は
壊
れ
な
い
」
な
ど
と
語
っ
た
が
、
彼
が
見
た
歴
史
的
世
界
は
、

こ
と
さ
ら
そ
う
強
調
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
理
の
護
現
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
を
気
の
悪
化
に
求
め
る
。

い
っ
た
い
理
は
恒
常
不
襲
の
も
の
、
不
壊
の
も
の
で
あ
る
が
、

気
は
時
聞
か
ら
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

時
の
経

(
ロ

)

過
と
と
も
に
気
は
疲
弊
し
昏
濁
し
希
薄
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
気
は
天
地
蔦
物
を
形
成
す
る
元
素
で
あ
り
、
人
も
気
を
一
果
け
て
生
ま
れ
気

に
包
ま
れ
て
暮
ら
す
以
上
、
個
人
の
集
合
と
し
て
の
吐
舎
、
社
曾
の
展
開
と
し
て
の
歴
史
は
そ
う
し
た
気
の
嬰
化
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
目な
い
。
気

と
歴
史
と
の
相
闘
に
つ
い
て
は
程
伊
川
も
こ
う
言
っ
て
い
る
。

9

時
に
古
今
の
風
気

・
人
物
の
異
有
る
所
以
は
何
ぞ
や
。
気
に
淳
滴
(
淳
厚
と
溌
薄
)
有
る
は
自
然
の
理
な
り
。
盛
有
れ
ば
則
ち
必
ら
ず
衰

あ
り
。
終
り
有
れ
ば
則
ち
必
ら
ず
始
め
有
り
。
童
有
れ
ば
則
ち
必
ら
ず
夜
有
り
。
こ
れ
を
一
片
の
地
に
響
う
れ
ば
、
始
め
て
荒
田
を
聞
け

ば
則
ち
そ
の
穀
を
牧
む
る
こ
と
倍
な
る
も
、
そ
の
久
し
き
に
及
ん
で
や
、

一
歳
は
一
歳
よ
り
も
薄
し
。
気
も
ま
た
盛
衰
す
る
が
故
な
り
。

(『程
氏
遺
書
』
巻
千
五

・
5
0〉



こ
こ
に
は
例
め
循
環
と
下
降
史
観
と
が
見
ら
れ
る
が
、
程
伊
川
は
右
と
ほ
ぼ
同
じ
文
服
を
別
の
偲
所
で
次
の
よ
う
に
繍
け
て
お
り
、
こ
れ
で

見
る
限
り
彼
は
下
降
よ
り
循
環
の
方
に
傾
斜
し
て
い
た
ら
し
く
思
わ
れ
る

J

お
の

叩
三
代
の
時
を
観
る
に
、
多
少
の
聖
人
を
生
ぜ
し
も
、
後
世
今
に
至
る
ま
で
何
故
に
寂
審
と
し
て
未
だ
聞
か
ざ
る
や
。
蓋
し
気
に
は
自

志
ら
盛
有
れ
ば
則
ち
必
ら
ず
衰
有
り
、
衰
う
れ
ば
則
ち
終
に
必
ら
ず
復
た
臨
ゆ
。
若
し
多

気
化
息
ま
ん
。

春
と
な
ら
ず
、
夜

霊
と
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち

(同

・ω
N
)

(
日
)

朱
煮
も
ま
た
気
の
一
盛
一
衰
を
言
わ
ぬ
で
も
な
い
が
、
右
の
叩
と
同
じ
疑
問
に
劃
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
を
見
る
と
、
程
子
よ
り
い

っ
そ
う
下
降
的
で
あ
る
。

11 

問
う
、
「
孔
子
以
後
、
ど
う
し
て
聖
人
が
居
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
」
。
先
生
「
三
代
以
前
の
あ
の
海
厚
な
文
章一
や
文
字
を
見
れ
ば
わ
か

(
H〉
(

日

)

る
こ
と
だ
。
気
が
日
々
に
薄
く
な
っ
て
行
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
」
。

Q
語
類
』
巻
九
三
・
広
〉

- 35-

気
の
衰
弱
に
せ
よ
一
盛
二
愛
に
せ
よ
、
そ
れ
は
こ
の
天
地
自
然
の
僚
理
で
あ
り
必
然
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
気
は
時
に
は
全
く

悉
一
意
的
な
運
動
を
行
い
、
そ
れ
が
人
聞
と
歴
史
に
抗
い
が
た
い
運
命
と
な
っ
て
披
及
し
て
来
る
こ
と
が
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
人
が

あ
る
事
態
に
遭
遇
し
た
り
祉
舎
に
あ
る
朕
況
が
出
来
し
た
際
、
そ
の
原
因
が
人
聞
の
理
性
的
認
識
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
根

擦
を
見
え
ざ
る
気
の
偶
然
の
動
き
に
求
め
て
そ
れ
を
「
気
数
ハ
ま
た
は
気
運
〉
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
抽
象
的

な
言
い
方
で
わ
か
り
に
く
け
れ
ば
、
具
睦
的
な
事
例
を
挙
げ
よ
う
。

12 

定
皇
(
張
南
軒
の
弟
張
杓
〉
が
落
星
寺
で
み
ま
か
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
城
中
で
慈
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
鄭
博
之
・
責
伯
4

耳目
も

あ
い
縫
い
で
物
故
し
ま
し
た
。

が
残
念
で
す
e

み
な
男
ざ
か
り
で
す
。
や
は
り
い
っ
と
き
の
集
散
の
せ
い
な
の
で
し
ょ
う
。
と
り
わ
け
張
さ
ん
と
鄭
さ
ん

(
『
朱
文
公
文
集
』
別
集
巻
六

・
賞
一一商
伯
書
)

と
こ
ろ
で
、

か
か
る
気
敷
の
思
想
は
中
園
固
有
の
気
論
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
は
ず
だ
が
バ
い
ま
そ
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
カ
ル
な
面
に
限
っ
て
言

601 

え
ば
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
こ
の
語
は
六
朝
期
に
は
す
で
に
市
民
擢
を
得
て
い
た
ら
し
い
。

た
と
え
ば
、
南
朝
朱
の
顔
延
之
「
得
何
衡
陽
達
生
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論
」
(
『
弘
明
集
』
巻
四
〉
に

「凡
そ
気
数
の
内
、
感
射
せ
ざ
る
は
無
し
、
施
報
の
道
は
必
然
の
道
な
り
」
と
い
う
事
例
が
見
え
る
。
こ
こ
に
言
う

気
数
は
難
解
だ
が
、

お
そ
ら
く
気
と
数
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
ほ
ど
の
一
意
一
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
こ
の
世

界
に
あ
っ
て
は
、
事
物
は
互
い
に
見
え
ざ
る

「感
謝
」
(
感
際
)
の
糸
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
施
報
」
(
因
果
態
報
〉
は
必
然

的
に
起
こ
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
気
数
は
感
腔
と
薩
報
を
成
立
せ
し
め
る
根
擦
に
な

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
偶
然
的
な
も
の
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
衣
の
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
「
天
歩
難
難
に
し
て
園
道
用
て
否
が
る
。

基
構
は
永
久
に
固
む
と
難
ど
も
、

而
れ
ど
も
気
敏
は
時
に
飼
う
」
。
こ
れ
は
沈
約
の

『
宋
書
』
巻
六
孝
武
紀
に
記
録
さ
れ
て
い
る
一
帝
の
詔
教
で
あ
る
が
、
園
家
の
健
制
が
堅
固
に

構
築
さ
れ
た
と
は
い
え
こ
れ
か
ら
さ
き
「
気
数
」
の
偶
然
に
よ

っ
て
.
と
う
な
る
と
も
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
う
不
安
を
表
明
し
て
お
り
、
朱
煮
の
気

数
に
よ
ほ
ど
接
近
し
て
い
よ
う
。

他
に
管
見
に
留
ま
っ
た
も
の
を
幾
っ
か
場
げ
て
お
け
ば
、
梁
の
筒
文
一
帝
の

「
招
員
館
碑
」
(『
肇
文
類
爽
』

巻
七
人
〉
に
、
「
星
は
牽
牛
に
起

こ

は

る

か

か

す

か

り
、
蔀
部
(
古
暦
法
で
い
う

一
蔀
七
六
年
の
起
船
舶
〉
遺
遁
な
り
、
律
は
甲
子
に
生
じ
、
気
敷

杏
冥
な
り
」
と
い
う
例
が
見
え
る
。
こ
れ
か
ら
推
せ

ば
、
気
数
は
天
文
律
暦
に
閲
わ
る
ら
し
い
。
ず
っ
と
後
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
『
宋
史
』
巻
一

一
一
八
・

繁
志
三
に
見
え
る
次
の
用
例
も
、

気
数

と
一
耳
目
律
と
の
閲
わ
り
を
示
唆
す
る
。
「
初
め
良
輔
、
元
豊
中
に
在
い
て
築
書
五
巻
を
上
る
。
そ
の
書
は
分
か
ち
て
四
類
と
震
し
、
以
謂
え
ら
く、

霊
に
定
ま
る
。
そ
の
気
数
を
律
し
、
こ
れ
を
通
ず
る
に
一
耳
目
を
以
て
す
」
。
天
文
暦
法
に
つ
い
て
は
『
黄
一帝一
内
経
素
間
』

六

- 36ー

天
地
兆
分
、

気
数

節
象
論
に
次
の
用
例
が
あ
っ
た
。

こ
の
篇
に
は
い
わ
ゆ
る
五
運
六
気
読
が
見
え
て
い
る
か
ら
、
『
素
間
』
の
な
か
で
も
後
出
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ
六
六
の
節
、
九
九
の
制
舎
は
天
の
度
、
気
の
数
を
正
す
所
以
な
り
。
天
度
は
日
月
の
行
を
制
す
る
所
以
な
り
。
』
一熱数
は
化
生
の
用
を
紀

す
所
以
な
り
」
。

ま
た
、
唐
の
玄
宗
の
御
製
序
を
冠
し
た
『
上
方
大
洞
員
元
妙
経
圃
』

(『道
綴
』
洞
玄
部
・
霊
園
類
〉

に
「
気
運
之
圃
」
な
る
も
の

を
牧
載
す
る
。
こ
れ
は
五
行
設
に
も
と
守つ
い
て
歳
と
方
位
を
支
・配
す
る
運
気
を
圃
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
に
も
気
運
と
と
も
に
気
数
の

(

日

〉

ち
な
み
に
こ
の
道
敬
経
典
に
は
、
周
灘
援
の
「
太
極
圏
」
の
源
流
の
ひ
と
つ
と
目
さ
れ
る
「
太
極
先
天
之
国
」
な
る
も

の
も
牧

語
が
見
え
る
。

め
ら
れ
て
い
る
。



-右
に
引
い
た
僅
か
な
事
例
か
ら
、
気
数
と
い
う
概
念
が
天
文
律
暦
と
密
接
に
閥
わ
，る
こ
と
が
珠
測
し
え
よ
う
。
品
目
律
と
暦
法
と
は
、

一克
は
と

言
え
ば
天
地
聞
の
気
の
め
ぐ
り
を
分
節
し
て
数
値
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
集
散
は
本
来
そ
う
し
た
気
の
運
行
の
り
ズ
ム

t

を
意
味
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
気
数
は
嘗
初
、
教
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
し
う
る
あ
る
秩
序
の
謂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
や
が
て
天
人
相

開
思
想
と
結
び
つ
き
、
気
数
は
天
H
自
然
と
人
と
の
整
方
に
跨
が
る
概
念
と
な
っ
た
。
自
然
の
運
行
は
一
年
を
周
期
と
じ
て
規
則
正
し
い
リ
ズ

ム
|
|
定
数
を
刻
ん
で
行
〈
が
、
時
と
し
て
地
震
や
洪
水
と
い
っ
た
、
そ
の
定
数
の
な
か
に
組
み
込
み
え
な
い
飽
調
|
|
饗
数
を
示
す
こ
と
が

あ
る
。
自
然
の
リ
ズ
ム
と
相
関
す
る
人
聞
の
一
生
の
リ
ズ
ム
、
歴
史
の
リ
ズ
ム
は
そ
れ
以
上
に
獲
数
に
満
ち
て
い
る
。
地
震
や
洪
水
と
い
う
自

然
に
お
け
る
第
数
は
、
同
時
に
災
筈
と
い
U

う
人
事
に
お
け
る
襲
数
で
あ
る
が
、

し
か
し
人
聞
は
そ
う
し
た
自
に
見
え
る
災
害
の
他
に
、
原
因
不

明
の
偶
護
的
な
災
厄
に
し
ば
し
ば
遭
遇
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
を
冥
々
の
う
ち
に
お
け
る
気
の
一
時
的
な
饗
調
に
よ
る
感
慮
現
象
と
み

な
し
て
、
定
数
的
側
面
と
と
も
に
こ
の
饗
敷
的
側
面
を
も
気
数
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
|
|
。
以
上
は
翠
な
る
偲
読
に
す
ぎ
ず
、
朱
蒸
以
前
の

必
要
で
あ
ろ
う

J

筆
者
に
は
ま
だ
そ
の
周
到
な
準
備
は
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
女
に
若
干
の
見
通
し
を
記
L
て
お
き
た
い
。
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気
数
観
念
の
構
造
と
演
獲
を
解
明
す
る
に
は
雨
『
漢
書
』
律
暦
志
や
識
緯
思
想
、
さ
ら
に
は
道
教
的
歴
史
観
へ
の
い
っ
そ
う
立
入
っ
た
検
討
が

人
事
の
襲
数
的
側
面
と
は
有
瞳
に
言
え
ば
運
命
の
調
で
あ
る
が
、
気
数
よ
り
早
く
す
で
に
漢
伐
に
「
命
運
」
と
い
う
言
葉
が
、
天
人
相
闘
に

(
げ
)

も
と
づ
く
災
異
思
想
の
文
脹
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
『
白
虎
逼
』
災
獲
に
そ
の
最
も
早
い
例
が
現
わ
れ
て
い
る
。
「
尭
の
洪
水
に
遭
い
湯

の
大
平
に
遭
う
は
亦
た
謹
告
有
る
か
。
尭
の
洪
水
に
遭
い
湯
の
大
手
に
遭
う
は
、
命
運
時
に
然
る
な
り
。
或
い
は
災
慶
あ
り
、
或
い
は
異
あ

る
所
以
は
何
ぞ
や
。
各
お
の
そ
の
行
に
随
い
、
そ
の
事
に
因
る
な
り
」
。
こ
う
し
た
命
運
観
に
は
、
直
接
気
の
語
は
表
面
化
し
て
い
な
い
も
の

の
、
そ
の
背
景
に
は
気
論
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
南
者
は
同
根
と
言
え
る
ヨで
あ
ろ
う
。

運
命
は
不
保
理
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
保
理
|
|
つ
ま
り
は
定
数
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
燭
れ
て
お
か
ね
ば

ド
ム
‘
フ
工
、

o

d
l
p
u
t
d
J
h
v
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い
わ
ゆ
る
「
陽
九
百
六
の
舎
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
文
献
上
の
初
出
は

『
漢
書
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
谷
永
俸
に
言
う
、
・「
陛
下
は

八
世
の
功
業
を
承
く
る
も
、
陽
数
の
標
季
ハ
孟
康
日
く
、
陽
九
の
末
季
な
り
〉
に
嘗
り
ブ
三
七
の
節
紀
(
孟
藤
田
く
、

卒一
帝
に
至
り
て
乃
ち
三
七
)
一一百



604 

一
十
歳
の
厄
な
り
、
今
す
で
に
そ
の
節
紀
に
渉
向
す
)
に
渉
り
、
元
妄
の
卦
運
〈
師
古
日
く
、
易
の
走
妄
の
卦
を
取
り
て
義
と
貸
す
〉
に
遭

い、

F
-
N
か
長

あ
た

隈
(
災
厄
〉
に
直
る
」
。
ま
た
、
『
後
漢
書
』
董
卓
俸
の
賛
に
「
百
六
含
有
り
、
過

・
剥
〈
易
の
大
過
・
剥
の
卦
〉
災
を
成
す
」
と
見
え
、
そ
の
李

賢
注
、
さ
ら
に
『
漢
書
』
律
暦
志
に
は
、
こ
の
厄
運
の

「
易
」
に
も
と
づ
く
数
理
的
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
天
地
の

一
サ
イ
ク
ル
で
あ
る

一
元
H
四
六
一
七
年
の
聞
に
護
生
す
る
災
厄
(
主
に
陽
の
皐
害
と
陰
の
水
害
〉
は
、
あ
る
数
的
秩
序
に
則
っ
て
現
わ
れ
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
災
厄
は
二
克
が
始
ま
っ
て
一

O
六
年
目
(
百
六
の
舎
)
の
歳
か
ら
陽
の
厄
で
あ
る
早
害
が
九
年
間
繍
き
(
陽
九
〉
、

次
は
そ
れ
か
ら
三
七
四
年
後
に
陰
の
厄
で
あ
る
水
害
が
九
年
間
繍
き
|
|
以
下
省
略
す
る
が
こ
の
よ
う
に
し
て
一
元
の
聞
に
災
歳
五
七
年
が
あ

る
周
期
を
も
っ
て
出
現
し
、
次
の
一
元
に
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

時

)

こ
の
漢
代
に
流
行
し
た
未
来
濠
知
術
は
そ
の
後
も
命
脈
を
保
ち
、
と
り
わ
け
遁
数
徒
に
よ
っ
て
熱
心
に
唱
道
さ
れ
た
。
彼
等
の
聞
で
は
、
一

種
黙
示
録
的
な
終
末
論
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
節
さ
え
あ
る
。
六
朝
晴
唐
と
道
数
が
築
え
、
人
々
が
昇
仙
や
洞
天
一
隅
地
を
渇
仰
し
た
背
景
に

は
、
か
か
る
災
厄
説
が
幾
分
か
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

宋
代
で
は
郁
康
節
の
元
禽
運
世
読
に
影
響
を
興
え
た
が
、
他
な
ら
ぬ
朱
宙
飛
も
こ
れ
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
饗
数
を
定
教
化
し
た
陽
九
百
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六
の
舎
は
、
第
数
は
第
数
と
す
る
彼
の
気
数
論
と
異
な
る
と
は
い
え
、
次
の
問
答
を
見
る
と
、
こ
の
数
的
秩
序
に
貫
か
れ
た
一
見
合
理
的
な
議

言
設
に
、
あ
る
程
度
の
信
は
置
い
て
い
た
ら
し
い
。

先
生
は
か
つ
て
術
数
家
に
大
小
陽
九
の
読
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
楊
道
夫
が
尋
ね
る
、
「
果
た
し
て
そ
う
な
ら
、
園
や
家

13 
を
保
一
つ
者
は
ど
う
し
て
修
治
を
大
切
に
し
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
」
。
先
生
「
こ
ち
ら
に
あ
る
も
の
〈
道
徳
的
な
力
を
言
う
か
)
が
あ
ち
ら
(
命

ハ

ω〉

数
〉
よ
り
少
し
で
も
ま
さ
っ
て
お
れ
ば
、
充
分
あ
ち
ら
に
勝
て
る
の
だ
」
o

Q

語
類
』
巻
二
・
斗
3

こ
の
陽
九
百
六
と
は
別
種
の
系
統
で
あ
る
が
、
両
宋
代
に
ま
た
が
っ
て
、
丙
午
・
丁
未
を
厄
歳
と
す
る
設
が
士
大
夫
の
聞
に
贋
ま
っ
て
い
た

こ
と
も
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
を
戦
略
と
し
て
利
用
|
|
あ
る
い
は
本
気
で
信
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
ー
ー
し
た
の
が
、

か
の
事
功

振
の
雄
陳
亮
で
あ
っ
て
、
彼
は
淳
照
五
年
〈
一
一
七
八
〉
に
孝
宗
に
上
っ
た
書
疏
に
お
い
て
、
こ
の

「
天
道
六
十
年
一
翼
」
読
の
歴
史
的
な
例



謹
を
引
い
た
の
ち
、
十
年
後
に
迫
っ
た
丙
午
・
丁
未
の
歳
(
淳
照
十
三
・
十
四
年
〉
に
向
け
、
奮
弊
に
大
鉱
を
振
っ
て
そ
の
大
獲
に
塵
ず
ベ
し
、

(

却

〉

と
皇
帝一
を
教
唆
し
て
い
る
(
『
陳
亮
集
』
倉
一
・
上
孝
宗
皇
一
一帝
第

一
書
)
。
ま
た
、
陳
亮
よ
り
や
や
後
輩
の
柴
掌
一石
川
『
丙
丁
亀
鑑
』
を
著
わ
し
、
秦
漢

以
下
、
五
代
末
に
至
る
一
二
六

0
年
聞
の
丙
午
・
丁
未
の
歳
を
全
て
抜
き
出
し
て
、
そ
こ
に
具
睦
的
な
歴
史
事
象
を
附
し
、
こ
の
連
繍
す
る
両

歳
が
例
外
な
く
天
運
激
嬰
・
園
家
厄
舎
の
節
目
に
嘗
っ
て
い
る
こ
と
を
誼
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
こ
の
書
を
淳
一路
六
年
ハ
一
二
四
一六
〉
丙
午
の

歳
、
時
の
皇
帝
一
理
宗
に
上
っ
た
が
、
一
一
帝
の
怒
り
に
鯛
れ
て
下
獄
の
憂
自
に
遭
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
彼
の
「
準
丙
丁
亀
鑑
表
」
に
は
気
数
の

あ

ら

な

ん

れ

き

し

語
が
見
え
る
。
「
気
数
の
興
亡
を
明
ら
か
に
す
る
に
匪
ざ
れ
ば
、
昌
ぞ
始
終
の
動
戒
を
示
さ
ん
や
」
。

き
て
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
地
と
し
て
も
つ
朱
蒸
の
気
敷
観
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
気
教
と
は
一
般
的
に
言
っ

て、

嘗
然
そ

(
幻
)

う
な
る
べ
き
は
ず
な
の
に
そ
う
な
ら
な
い
事
態
が
出
来
し
た
場
合
に
、
そ
の
背
後
に
想
定
さ
れ
た
気
の
不
保
理
な
力
の
謂
で
あ
っ
た

O
J

た
と
え

ば
、
か
の
孔
子
が
素
主
に
留
ま
っ
た
の
も
気
敷
の
せ
い
で
あ
る
。

は
極
黙
ま
で
達
し
て
い
て
、
も
う
元
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

〈
『
語
類
』
倉
一
四
・
勾
〉
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14 

『
中
庸
』
に
「
大
徳
ハ
必
ラ
ズ
ソ
ノ
位
ヲ
得
」
と
あ
る
の
に
、
孔
子
は
位
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

気
数
の
狂
い
が
孔
子
の
時
代
に

気
教
は
不
僚
理
な
力
と
は
い
え
、
常
に
人
聞
に
敵
劃
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
悪
い
気
敷
も
あ
れ
ば
良
い
気
数
も
あ
る
。
だ
が
、
前
者
の

力
は
常
に
後
者
を
凌
駕
す
る
と
朱
煮
は
言
う
。
こ
こ
に
も
そ
の
悲
観
的
な
歴
史
意
識
が
反
映
し
て
い
よ
う
。

日
良
い
気
数
は
い
つ
も
あ
の
悪
い
気
数
を
防
ぎ
切
れ
な
い
。
た
と
え
ば
秦
櫓
が
十

一
、
二
年
間
も
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
時
、
彼
の
た
め

に
何
人
か
が
殺
さ
れ
、

さ
ら
に
ま
た
多
く
の
人
聞
が
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
み
な
あ
の
悪
い
気
数
が
そ
の
嘗
時
に
伸
長
し
て
い
た
か
ら

だ。

(『
語
類
』
巻
二一二

・
2
〉

そ
う
す
る
と
、
聖
賢
が
生
ま
れ
る
の
は
た
ま
た
ま
そ
の
時
、

良
い
気
数
が
悪
い
気
敷
を
騒
逐
し
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

(n〉

別
の
力
が
良
い
気
数
の
加
勢
を
し
た
か
ら
な
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聖
賢
の
出
現
も
気
数
に
鯖
せ
ら
れ
る
。

日
:
:
:
問
う
、
「
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
天
地
が
聖
賢
を
生
む
の
も
ま
た
偶
然
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
」
。
先
生
「
自
分
は
特
に
聖
賢
を

605 
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生
み
出
し
て
や
ろ
う
、

な
ど
と
天
地
が
言
っ
た
り
し
よ
う
か
。
や
は
り
気
数
が
そ
こ
に
到
る
と
ピ
タ
リ
と
う
ま
い
具
合
に
出
舎
っ
て
聖
賢

(
お
)

を
生
み
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
生
み
出
さ
れ
る
と
、
あ
た
か
も
天
に
意
志
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
だ
」
。
(
『
語
類
』
各
四

・
8
)

し
か
し
な
が
ら
、
気
の
勢
い
は
時
代
と
と
も
に
衰
弱
し
昏
濁
し
て
ゆ
く
か
ら
、
後
世
に
な
る
ほ
ど
聖
賢
は
希
に
し
か
現
わ
れ
な
く
な
り
ハ
資

料
日
参
照
)
、
逆
に
多
く
の
姦
雄
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

17 

問
う
、
「
先
日
、
先
生
は
郁
夫
が
富
貴
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
富
貴
貧
践
は
前
も
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
。
先
生
「
郁
夫
が
富
貴
に
な
れ
た
時
代
は
気
も
格
別
だ
っ
た
が
、

後
世
に
な
る
と
気
運
が
次
第
に
ひ
ね
く
れ
て
行
っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
古
代
封
建
の
位
は
、

つ
ま
り
は
秀
れ
た
人
物
が
上
に
い
た
が
、
春

秩
時
代
に
な
る
と
多
く
の
逆
賊
が
生
み
出
さ
れ
た
。

い
ま
封
建
が
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
嘆
く
儒
者
が
多
い
、が、

た
と
え
行
っ
た
と
し
て

も
う
ま
く
ゆ
く
か
ど
う
か
問
題
だ
。
た
と
え
ば
天
子
だ
が
、
こ
れ
は
必
ら
ず
天
の
生
ん
だ
聖
哲
が
な
る
も
の
だ
。
後
世
、
秦
の
始
皇
帝一
の

よ
う
な
人
物
が
君
臨
し
た
が
、
彼
は
無
道
こ
の
上
も
な
い
人
聞
で
、
漢
の
高
祖
の
よ
う
な
人
物
が
卓
越
し
た
器
量
を
も
ち
な
が
ら
田
野
に

- 40ー

埋
も
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
気
運
が
逆
様
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ね
」
。
問
う
、
「
こ
れ
は
天
命
で
す
か
」
。
先
生
「
そ
う

だ」
。

ハ
『
語
類
』
品
包
囲
・

8〉

大
無
道
の
始
皇
が
天
子
と
な
り
、
天
生
の
聖
哲
に
近
い
高
組
が
野
に
い
た
の
は
(
の
ち
に
は
高
租
は
一帝一
位
に
就
く
が
雨
者
は
一
時
期
そ
う
い
う
欄
係

に
あ
っ
た
て
気
の
め
ぐ
り
が
請
戻
し
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
逆
賊
」
の
出
現
と
気
数
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、

主
安
石
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
王
安
石
が
北
宋
の
枇
舎
に
輿
え

た
衝
撃
は
、
朱
煮
の
時
代
に
も
な
お
除
韻
を
留
め
て
お
り
、
こ
の
強
烈
な
個
性
の
出
現
は
、
朱
煮
に
と
っ
て
は
歴
史
の
遠
景
で
は
な
く
、

L、
'コ

そ
う
切
貫
で
リ
ア
ル
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

18 

「
:
:
:
い
つ
か
台
州
に
立
ち
寄
っ
た
時
、

一
柱
の
額
徳
碑
を
見
た
が
、
そ
の
孔
子
の
道
を
述
べ
た
文
一章
は
大
嬰
素
晴
し
か

っ
た
。
こ
れ
も

ま
た
時
代
が
，次
第
に
よ
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
、
だ
か
ら
こ
う
し
た
人
々
ハ
胡
安
定
、
孫
明
復
、
陳
古
霊
な
ど
U

が
輩
出
し
て
『
魯
一
嬰
ス
V



パ
道
ニ
至
ラ
ン
』
の
気
象
一〈
雰
囲
気
V

が
醸
成
さ
れ
、
二
程
先
生
の
出
現
と
な
っ
た
の
だ
。
も
し
あ
の
嘗
時
、
二
先
生
を
も
う
少
し
隼
童

し
、
そ
の
義
理
の
皐
聞
を
受
け
繕
い
で
い
た
な
ら
、
『
一

獲』

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
に
。
と
こ
ろ
が
あ
い
に
く
王
氏
ハ
安
石
〉
に

ぶ
ち
接
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
。
問
う
、
「
あ
の
嘗
時
徐
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
も
の
が
漸
く
完
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
王
氏
に

(
剖
)

壊
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
気
数
と
い
う
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
レJ

先
生
「
そ
う
だ
」
。

ハ
片
語
類
』
品
位
一

一一九
-
N
N
〉

そ
れ
で
は
人
聞
は
、
こ
う
し
た
気
敷
の
偶
然
に
劃
し
て
扶
手
傍
観
す
る
し
か
な
い
も
の
な
の
か
。

ま
た
、

気
数
に
抗
っ
て
そ
の
軌
道
修
正
を

す
る
カ
は
他
に
存
在
し
な
い
の
か
。
朱
煮
の
次
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。

わ

た

く

し

葉
賀
孫
が
先
生
の
出
慮
を
訊
い
た
機
舎
に
こ
う
申
し
上
げ
た
、
「
気
敷
の
衰
弊
に

つ
き
ま
し
て
は
、

19 

わ
た
く
し
の
考
え
で
は
少
し
ず
つ

よ
く
な
っ
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
も
の
の
、
員
直
ぐ
な
人
聞
の
多
く
は
挫
折
し
へ
た
ば
っ
て
お
り
、

侵
入
が
一
意一
の
ま
ま
に
振
舞
え
る

時
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
」
。
先
生
「
こ
れ
も
ま
る
き
り
そ
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
人
物
が
居
な
い
だ
け
だ
。

ひ
と
り
の
人

→ 41一

物
が
現
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
人
、がみ
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
も
し
そ
れ
で
も
駄
目
な
ら
、
そ
の
時
は
じ
め
て

天
の
せ
い
に
し
、

は
じ
め
て
気
敷
の
語
を
使
う
べ
き
だ
。
い
ま
も
し
二
、
三
人
の
者
に
や
る
気
が
あ
り
、

そ
の
他
の
者
は
て
ん
で
無
関
心

な
ら
、
そ
の
二
、
三
人
が
挫
折
す
れ
ば
も
う
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ
」
。

(
『
語
類
』
倉
一

O
入
・

8
)

右
は
お
そ
ら
く
偽
拳
の
禁
下
に
お
け
る
劉
話
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
朱
煮
は
、
暗
い
献
況
を
軽
々
に
天
や
気
数
に
闘
し
、
朕
況
饗
草
を
一
諦
め
る

姿
勢
を
戒
し
め
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
朱
煮
に
し
て
か
ら
が
、

一
種
の
英
雄
待
墓
論
に
陥
っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
の
英
傑
が
気
数
を
押

し
も
ど
し
得
る
と
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
(
資
料
2
参
照
〉。

右
と
は
文
服
は
異
な
る
が、
‘朱
煮
は
聖
賢
や
英
傑
の
出
現
が
気
そ
の
も
の
を

饗
容
さ
せ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
か
れ
ら
卓
越
し
た
人
聞
は
気
教
の
所
産
で
あ
る
が
(
資
料
日
参
照
U
、
か
れ
ら
が
君
臨
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
気
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
は
気
の
饗
調
も
起
こ
ら
な
い
。

607 
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す

」聖
賢
が
よ
に
あ
れ
ば
気
は
中
和
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
と
気
は
偏
っ
た
流
行
を
す
る
。
だ
か
ら
清
ん
だ
気
を
菓
け
聴
明
な
の
に
一踊
縁
に
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恵
ま
れ
な
い
者
が
出
て
来
る
し
、
濁
っ
た
気
を
菓
け
一
踊
緑
が
あ
り
な
が
ら
愚
か
な
者
も
現
わ
れ
る
。
全
て
気
数
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ

だ。

(『語
類
』
巻
一・仏
印〉

ふ
た
た
び
日
に
も
ど
れ
ば
、
そ
こ
で
は
ひ
と
り
の
英
雄
の
カ
だ
け
で
な
く
、
大
勢
の
人
々
の
「
合
力
」
に
も
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

〈

お

)

を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
要
す
る
に
朱
蒸
は
、
気
教
の
攻
勢
に
封
し
決
し
て
「
人
事
」
を
放
棄
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
理
」
は
ど
う
か
。
気
敢
に
射
し
て
理
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

た

す

し

た

が

凡
そ
陰
を
抑
え
陽
を
扶
く
る
所
以
の
者
は
、
乃
ち
理
に
順
い
て
以
て
裁
成
輔
相
し
〈
過
不
足
を
調
整
し
て
天
地
の
造
化
を
補
助
す
る
。
『
易
』

す
く

か
の
気
数
の
及
ば
ざ
る
者
を
済
う
な
り
。

21 
泰
卦
象
停
〉
、

〈『
文
集
』
巻
六
回
・
答
或
人
)

こ
こ
で
は
「
裁
成
輔
相
」
す
る
主
瞳
は
人
聞
で
あ
っ
て
、

理
は
そ
の
際
人
聞
が
依
援
す
べ
き
規
範
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、

理
が
一
個
の
力

と
な
っ
て
気
数
に
立
ち
向
う
わ
け
で
は
な
い
。
理
は
気
に
秩
序
を
輿
え
る
も
の
だ
が
、

気
の
幾
敷
と
し
て
の
気
数
は
、
す
で
に
理
の
制
禦
か
ら

- 42一

逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
気
数
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
い
わ
ば
理
の
「
化
外
の
民
」
に
押
さ
れ
た
賂
印
な
の
で
あ
る
。

朱
蒸
に
お
け
る
「
天
」
の
一
意
味
に
つ
い
て
は
、
理
と
の
関
係
も
含
め
て
別
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
嘗
面
の
気
数
の
問
題
に
開

し
て
、
天
は
ど
の
よ
う
な
力
を
護
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
気
敷
は
す
で
に
理
の
防
禦
ラ
イ
ン
を
突
破
し

て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
天
は
果
た
し
て
気
敷
を
防
ぎ
切
れ
る
か
ど
う
か
、
失
の
一
文
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
淳
照
十
年
(
二
八
三
〉
十
月
丙
午

の
日
附
を
も
っ
「
丞
相
李
公
(
李
綱
〉
奏
議
後
序
」
(
『
文
集
』
巻
七
六
〉
で
あ
る
。

勾
鳴
呼
、
天
の
人
を
愛
す
る
こ
と
甚
し
と
謂
う
ベ
し
。
惟
み
る
に
そ
れ
人
事
の
獲
に
感
ず
る
も

(天
は
人
聞
社
舎
の
愛
化
に
感
廃
す
る
も
の

、
そ
ろ

、

だ
が
)
而
れ
ど
も
気
敷
の
屈
信
(
伸
)
消
息
の
斉
わ
ざ
る
に
迫
ら
る
。
是
を
以
て
天
下
は
常
治
常
安
な
る
能
わ
ず
し
て
或
は
凱
に
至
る
。
然

あ
ら
か

じ

・

と
ど

れ
ど
も
そ
の
凱
に
お
け
る
や
、
亦
た
未
だ
嘗
て
こ
れ
が
震
に
預
め
能
く
こ
の
飽
を
再
む
る
人
を
出
だ
し
、
以
て
そ
の
後
に
擬
せ
ず
ん
ば
あ

(
お
)

ら
ず
。

先
に
も
燭
れ
て
お
い
た
が
(
一
一
三
頁
〉
、
こ
こ
で
も
天
の
善
一意
に
射
す
る
信
頼
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
天
は
気
数
の
力
に
後
退
を
徐
儀
な
く
さ



れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
気
教
の
境
調
に
よ
る
凱
を
治
に
返
す
英
傑
を
準
備
し
て
く
れ
る
力
強
い
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
、

天
が
生
ん
だ

「
凱
を
再
む
る
人
」
の
ひ
と
り
で
あ
る
李
綱
〈
一

O
八
三
|
二
四
O
)
の
献
策
が
容
れ
ら
れ
ず
、
た
め
に
宋
が
宇
壁
の
天
下
に
甘
ん
じ
ね
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
の
は
何
故
か
。
調
け
て
言
う
、

そ
も
そ

量
に
天
の
人
を
愛
す
る
、
時
あ
り
て
か
の
気
数
の
力
に
勝
た
ざ
る
か
、
抑
も
亦
た
人
事
の
感
、
或
い
は
深
く
或
い
は
浅
く
し
て
、
そ
の
相

A
Y
C
 

い
推
し
相
い
壷
か
す
こ
と
、
固
よ
り
以
て
迭
ご
も
勝
負
の
勢
い
を
魚
す
あ
り
て
然
る
に
至
る
か
(
人
の
側
に
天
を
感
動
さ
せ
る
も
の
が
不
足
し

て
い
た
か
ら
な
の
か
〉
。
鳴
呼
、
痛
ま
し
き
か
な
。

こ
の
序
文
は
歴
史
の
展
開
を
天
・
人
・
気
敷
の
三
者
の
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
天
も
人
も
気
数
の
勢
い
に
塵
迫
さ
れ
て
い
る
。

朱
煮
は
、
か
か
る
塵
史
の
現
貧
を
も
う
一
度
天
に
返
し
て
「
天
命
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
〈
資
料
げ
て
そ
こ
に
天
に
劃
す
る
彼
の
篤
い

信
頼
と
、
現
貧
に
射
す
る
深
い
諦
観
と
を
看
取
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

3 

- 43ー

朱
煮
の
歴
史
一意
識
の
基
礎
概
念
と
し
て
い
ま
ひ
と
つ
「
事
勢
」
〈
ま
た
は
勢
、
理
勢
〉
を
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
風
に
言
え
ば
こ
れ

は
必
ら
ず
し
も
歴
史
皐
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
政
治
挙
、
社
曾
皐
上
の
そ
れ
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
朱
奈
は
こ
の
語

を
、
歴
史
的
世
界
の
大
き
な
局
面
に
お
け
る
獲
革
の
動
力
と
し
て
し
ば
し
ば
使
用
す
る
。

事
勢
の
構
造
に
つ
い
て
は
追
々
徐
討
し
て
ゆ
く
と
し
て
、

ま
ず
そ
の
輪
郭
を
述
べ
て
お
け
ば
、
先
の
気
教
が
超
越
的
な
高
み
か
ら
歴
史
に
は

た
ら
き
か
け
る
の
に
封
し
、
事
勢
は
歴
史
そ
れ
自
鐙
に
内
在
す
る
あ
る
カ
の
謂
で
あ
る
。

「勢
」
の
観
念
は

『
孫
子
』
や
慎
到
や
韓
非
子
以
来

の
長
い
思
想
的
来
歴
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
朱
乗
に
お
け
る
歴
史
概
念
と
し
て
の
用
例
に
即
し
て
言
え
ば
、
あ
る
歴
史
朕
況
P
が
賦
況
Q

へ
と
推
移
し
た
際
、
そ
れ
は
P
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
て
い
た
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
勢
い
|
|
事
勢
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ
る
。
逆

に
、
事
勢
は
全
て
の
推
移
蟹
化
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

P
の
な
か
に
P
を
弾
け
さ
せ
Q
へ
と
獲
化
せ
ず
に
は
や
ま
ぬ
、
名
扶
し

609 
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が
た
い
祉
曾
的
情
勢
の
高
潮
|
|
朱
煮
の
眼
は
時
と
し
て
「
人
民
」
に
ま
で
届
く
こ
と
が
あ
る
ー
ー
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
の

判
断
は
む
ろ
ん
朱
蒸
の
史
眼
に
懸
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ひ
と
た
び
事
勢
が
形
成
さ
れ
る
や
、
聖
賢
英
哲
と
い
え
ど
も
そ
の
潮
流
に
樟
さ
す
他

は
な
い
、
人
聞
の
制
禦
を
越
え
た
強
大
な
力
と
な
り
、

P
は
Q
へ
と
押
し
進
む
。
こ
れ
を
「
事
勢
の
必
然
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
以
下
、
具

佳
的
な
事
例
に
即
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
朱
煮
の
歴
史
意
識
の
な
か
で
「
事
勢
」
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
例
が
誼
明

す
る
。
『
左
俸
』
の
讃
み
方
を
尋
ね
た
門
生
に
射
す
る
答
え
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
こ
で
歴
史
の
構
成
要
素
を
三
つ
に
分
解
す
る
。

や
は
り
心
を
卒
ら
か
に
し
て
か
の
事
理
と
事
情
と
事
勢
と
を
讃
み
取
る
こ
と
だ
。
春
秋
の
十
二
公
は
、
時
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
に

23 
異
な
る
。
隠
公
・
威
公
の
時
な
ど
は
、
王
室
が
東
遷
し
た
ば
か
り
で
、
命
令
が
行
き
わ
た
ら
ず
、
天
下
は
全
く
ば
ら
ば
ら
で
主
人
が
居
な

〈
『
語
類
』
巻
八
三
・
同
∞
)

(
幻
)

「
事
理
」
と
い
う
の
は
、
史
上
の
人
物
の
行
な
い
や
言
葉
、
あ
る
い
は
歴
史
事
象
の
道
義
的
な
正
嘗
性
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ

か
っ
た
。
荘
公
・
億
公
の
時
は
:
:
。

れ
ら
の
「
事
」
や
「
時
」
を
超
越
し
た
不
饗
の
道
理
を
意
味
す
る
の
か
。
「
事
情
」
は
隠
公
な
ら
隠
公
嘗
時
の
具
睦
的
な
時
代
紋
況
の
こ
と
で

- 44ー

あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
朱
煮
の
論
敵
陸
象
山
も
同
じ
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
一
一
者
の
定
立
を
朱
煮
の
濁
創
と
す
る
に
は

慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
象
山
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
。

μ
書
を
讃
む
際
、
物
理
を
明
ら
か
に
し
、
事
情
を
推
し
は
か
り
、
事
勢
を
論
議
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
史
書
を
諌
む
場
合
に
は
、
そ

(
お
)

の
事
柄
が
成
就
し
た
理
由
、
失
敗
し
た
理
由
、
正
し
き
の
根
媛
、
誤
り
の
根
蝶
を
讃
み
取
る
べ
き
だ
。

ハ
『
陸
象
山
文
集
』
各
三
五
・
語
録
下〉

朱
官
燃
は
歴
史
の
場
で

「
事
勢
」
ま
た
は

「
勢
」
の
語
を
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
使
う
。
段
周
革
命
に
射
す
る
コ
メ
ゾ
ト
で
あ
る
。
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周
は
以
前
か
ら
徐
々
に
力
を
蓄
え
て
お
り
、
そ
の
勢
は
日
ま
し
に
増
大
し
て
い
た
。
さ
ら
に
嘗
時
は
一両一
家

(
股
王
朝
)
の
無
道
の
世
で

あ
っ
て
、
天
下
が
周
に
赴
く
の
は
、
そ
の
勢
の
お
の
ず
か
ら
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
文
王
に
至
り
、
天
下
の
三
分
の
こ
を
保
有

し
な
が
ら
肢
に
臣
事
し
た
が
、
孔
子
は
そ
の
至
徳
を
稿
讃
し
て
い
る
。
も
し
文
王
以
外
の
人
な
ら
き
っ
と
天
下
を
奪
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

孔
子
が
至
徳
と
讃
え
た
の
は
二
人
だ
け
で
、

か
れ
ら
は
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
た
の
に
(
天
下
を
取
れ
た
の
に
〉
や
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
人



々
だ
。
周
澱
漢
は
「
天
下
は
勢
の
み
」
と
言
っ
た
が

Q
遁
書
』
第
二
七
・
勢
〉、
勢
と
は
軽
重
の
こ
と
だ
。
周
家
の
基
盤
は
日
々
に
増
大

し
、
そ
の
勢
も
す
で
に
重
く
、
そ
の
う
え
民
も
日
々
に
周
に
赴
い
た
か
ら
、
そ
の
勢
は
い
よ
い
よ
重
く
な

っ
た
。
こ
ち
ら
が
重
く
な
れ
ば

む
こ
う
が
お
の
.
す
か
ら
軽
く
な
る
の
が
勢
と
い
う
も
の
だ
。

~

(
『
語
類
』
巻
三
五
・

5
6

こ
こ
で
朱
宙
飛
は
、
周
の
革
命
が
成
っ
た
の
は
そ
の
勢
に
あ
る
と
す
る
。
周
の
地
道
な
園
力
の
蓄
積
、
肢
の
無
道
、
民
の
師
順
な
ど
に
よ

っ
て

周
の
勢
が
形
成
さ
れ
、
股
と
の
聞
に
勢
の
逆
轄
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
俸
統
的
な
天
命
史
観
と
は
異
な
っ
た
、

歴
史
の
現
寅

を
見
す
え
る
朱
煮
の
醒
め
た
眼
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
旦
勢
が
形
成
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
何
人
も
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

26 

-
:
孟
子
の
頃
に
な
る
と
七
園
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
事
勢
と
し
て
必
ら
ず
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
、
大

い
き
お
い

(mg

車

大

智

の

人

で

も

こ

の

衡

を

遮

り

止

め

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

(

『

語

類

』

各

八

四

・

5

- 45--

気
数
は
歴
史
展
開
の
獲
数
的
側
面
で
あ
っ
た
。
朕
況
P
が
賦
況
Q
に
襲
化
し
た
際
、
P
の
な
か
に
Q
に
移
行
す
る
何
ら
の
因
子
も
見
出
さ
れ

な
い
時
、
人
聞
と
歴
史
を

ι

超
越
し
た
運
命
的
な
力
を
そ
こ
に
想
定
し
て
、
そ
れ
を
気
敷
と
呼
ん
だ
事
情
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。
こ
れ
に
射
し

て
事
勢
は
、

P
に
内
在
す
る
、

Q
へ
と
動
か
さ
ず
に
は
や
ま
ぬ
力
の
謂
で
あ
っ
て
、

気
散
に
削
到
し
て
い
わ
ば
歴
史
展
開
の
定
数
的
側
面
と
言
い

う
る
で
あ
ろ
う
。
事
勢
が
一
治
一
凱
の
必
然
的
な
歴
史
法
則
と
結
合
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

か

た

む

か

え

ほ

り

か

え

訂
泰
卦
の
「
卒
ラ
カ
ニ
シ
テ
肢
カ
ザ
ル
ナ
ク
、
往
キ
テ
復
ラ
ザ
ル
ナ
シ
」
と
「
城
瞳
ニ
復
ル
」
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
機
舎
に
こ
う
申

し
上
げ
た
、
「
否
ハ
塞
が
る
〉
と
泰
(
通
じ
る
〉
と
の
交
互
饗
化
は
か
く
の
如
き
も
の
で
す
が
、
聖
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
訓
戒
を
垂
れ
た
の
で

す
ね
」
。
先
生
「
こ
れ
も
事
勢
の
必
然
と
い
う
も
の
だ
。
治
が
久
し
け
れ
ば
必
ら
ーず
範
れ
、
範
が
久
し
け
れ
ば
必
ら
ず
治
ま
る
。
同
じ
朕

態
が
恒
久
的
に
持
損
し
て
費
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
道
理
は
天
下
に
存
在
し
な
い
」
。

か
か
る
必
然
の
事
勢
に
射
し
て
人
は
何
を
な
し
う
る
の
か
。

(
『
語
類
』
巻
七
0
・H
N
N)

そ
れ
で
は
、
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却
、
器
之
(
棟
埴
〉
が
「
損
盆
」
(
『
論
語
』
震
政
篇
〉
に
つ
い
て
述
べ
た
時
、
先
生
が
言
わ
れ
た
、
「
勢
と
し
て
お
の
.す
か
ら
そ
う
な
る
の
だ
。



制
到
底
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
が
、

よ

人
君
が
現
わ
れ
て
も
こ
の
勢
に
因
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
れ
は
止
め
ら
れ
ぬ
も
の
な
の
だ
。
そ
の
事
態
に
立
ち
至
ら
な
い
と
ど
う
す
べ
き
か

し
た
が

た
だ
聖
人
だ
け
が
こ
の
勢
に
順
い
、
こ
の
道
理
を
牽
く
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
下
の
人
聞
で
は
損

612 

盆
の
よ
ろ
し
き
按
排
が
わ
か
ら
ず
、
や
り
方
を
誤
っ
て
事
態
を
ぶ
つ
壊
し
て
し
ま
う
」
。

(
『
語
類
』
各
二
四
・

5
3

い
ず
れ
に
せ
よ
、
勢
は
聖
人
と
い
え
ど
も
そ
れ
に
従

う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々

は
こ
こ
に
、
意
外
に
も
荘
子
的
な
因
循
主
義
が
復
活
し
て
い
る
事
買
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
、

朱
煮
は
因
循
一
般
を
品
同
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
首
面
す
る
事
態
が
因
循
す
る
ほ
か
は
な
い
事
勢
で
あ
る
か
ど
う
か
の
、

高
度
で

適
確
な
朕
況
剣
断
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
献
況
P
と
Q
と
を
必
然
的
な
因
果
関
係
で
結
び
う
る
の
は
、

Q
を
見
て
し
ま
っ
た
後
世
の
人
間
だ
け

右
に
お
い
て
は
「
損
」
と
「
盆
」
と
の
相
互
交
替
が
勢
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

に
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

P
の
渦
中
に
居
る
賞
事
者
に
は
Q
は
ま
だ
伏
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

m
山
〉

勢
は
理
と
結
び
つ
き
、

「
理
勢
」
な
る
語
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
こ
れ
も
朱
窯
の
造
語
で
は
な
く
、
言
葉
と
し
て
は
古
い
来
歴
が
あ
る
。

た
と
え
ば
『
漢
書
』
買
誼
俸
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
こ
の
語
の
最
も
古
い
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

「
人
主
の
傘
、
警
え
ば
堂
の
如
し
。

群
臣
は
陛
の
如
く
、
衆
麻
は
地
の
如
し
。
:
:
:
高
き
も
の
は
撃
じ
難
く
、
卑
き
も
の
は
陵
り
易
し
。
理
勢

然

る

な

り
」
(
『
新
書』

階
級
篇
ほ
ぼ

同
文
)
。
た
だ
し
、
こ
の
理
勢
に
は
恨
到
1

韓
非
子
流
の
勢
の
思
想
が
看
取
さ
れ
、
君
臣
の
政
治
力
撃
上
の
術
語
で
あ
っ

て
も
歴
史
皐
的
概
念
で

は
な
い
。
時
代
は
飛
ぶ
が
、
宋
代
に
は
史
事
概
念
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
た
よ
う
で
、
蘇
淘
に
擬
せ
ら
れ
る
「
排
姦
」
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

却
事
に
は
必
ら
ず
至
る
も
の
有
り
、
理
に
は
固
よ
り
然
る
も
の
あ
り
。
惟
だ
天
下
の
静
か
な
る
者
の
み
能
く
徴
を
見
て
著
(
顕
著
〉
を
知

か

さ

う

る

お

、

る
と
篤
す
。
月
畳
あ
り
て
風
ふ
き
、
礎
潤
い
て
雨
ふ
る
は
、
人
人
こ
れ
を
知
る
。
人
事
の
推
移
し
理
勢
の
相
い
因
る
は
、
そ
の
疎
澗
に
し

い
ず
れ

て
知
り
難
く
、
襲
化
し
て
測
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
も
、
天
地
陰
陽
の
事
に
敦
輿
ぞ
ハ
陰
陽
の
こ
と
よ
り
人
事
の
方
が
測
り
易
い
は
ず
)
。

而

る
に
賢
者
そ
の
故
ハ
人
事
の
推
移
や
理
勢
の
因
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
〉
を
知
ら
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
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右
の
「
理
勢
相
因
」
は
、
前
文
の
「
理
に
は
固
よ
り
然
る
も
の
あ
り
」
を
承
け
、
必
然
の
理
法
に
則
っ
て
勢
が
繕
起
し
、
歴
史
が
進
行
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
理
法
が
わ
か
れ
ば
、
「
人
事
の
推
移
」
も
透
視
し
う
る
は
ず
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
道
皐



者
の
な
か
で
こ
の
語
を

7

比
較
的
よ
く
用
い
る
の
は
張
載
で
あ
る
。

量
ク
ス
」
に
注
し
て
言
う
、
『

却
理
勢
既
に
饗
じ
、
時
と
順
通
す
る
能
わ
ざ
る
は
、
利
を
壷
く
す
の
道
に
あ
ら
ず
。

一

理
勢
を
理
と
勢
に
割
裂
し
、
互
い
に
劃
立
す
る
も
の
と
み
な
す
陸
象
山
の
次
の
語
は
注
目
に
値
す
る
。

わ
た
〈
し

も

と

ひ

そ

お

も

(

幻

〉

出
直
々
の
士
山
、
素
よ
り
こ
の
理
を
扶
持
せ
ん
と
願
う
。
縞
か
に
謂
う
に
理
勢
の
二
字
は
嘗
に
賓
主
を
排
ず
ベ
し
。
天
下
何
ぞ
嘗
て
勢
な
か

ら
ん
。
勢
理
よ
り
出
ず
れ
ば
則
ち
理
こ
れ
が
主
た
り
、
勢
こ
れ
が
賓
た
り
。
天
下
か
く
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
有
道
の
世
と
漏
り
、
園
か

ハ
忽
)

く
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
有
道
の
園
と
漏
り
・・・・
・・。

一
例
を
引
い
て
お
く
。

『
易
』
繋
僻
上
停
「
鑑
賞
ジ
テ
コ
レ
ヲ
遁
ジ
以
テ
利
ヲ

(
『
横
渠
易
設
』)

(
『
象
山
文
集
』
巻
十
ニ
・
輿
劉
伯
協
)

こ
の
あ
と
、
理
と
勢
の
主
客
関
係
が
逆
轄
す
る
と
無
道
と
な
る
、
と
い
う
句
が
繍
く
。
象
山
の
歴
史
一意
識
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
さ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
彼
に
お
い
て
も
一
種
の
事
勢
史
観
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
彼
の
場
合
、
歴
史
の
展
開
を
理
と
勢
と
の
確
執
と
し
て

捉
え
、
理
が
勢
を
押
さ
え
れ
ば
治
世
、
勢
が
理
を
匪
倒
す
れ
ば
凱
世
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
理
そ
れ
自
鐙
に
歴
史
を
浄
化
し
て
治
に
返

す
力
が
あ
る
と
言
う
の
か
ど
う
か
、
「
こ
の
理
を
扶
持
せ
ん
」
と
言
わ
れ
る
以
上
、
理
の
貫
現
の
た
め
に
は
人
聞
の
積
極
的
開
興
が
前
提
さ
れ

- 47ー

て
い
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
象
山
の
強
烈
な
理
意
識
は
こ
う
し
た
歴
史
の
場
に
お
い
て
も
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
朱
煮
は
理
勢

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

朱
煮
の
理
勢
の
使
い
方
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
歴
史
の
場
に
限
ら
ず
、
道
理
上
、
あ
る
い
は
自
然
の
成
り
ゆ
き
と
し
て
(
朱
烹
に
お
い
て

は
「
必
然
」
も
「
自
然
」
も
殆
ど
同
義
で
あ
る
〉
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
局
面
で
使
わ
れ
る
。
全
く
歴
史
と
関
わ
ら
な
い
、
面
白
い
例
を
ひ
と
つ

引
い
て
み
る
。

ふ
だ
ん

沼
卒
時
こ
れ
を
謹
む
毎
に
未
だ
嘗
て
喜
ば
ず
ん
ば
あ
ら
ず
と
難
ど
も
、
然
れ
ど
も
既
に
喜
べ
ば
未
だ
嘗
て
厭
わ
ず
ん
ば
あ
ら
.
す
。
往
々
一
朕

や

こ

と

さ

を
移
う
能
わ
ず
し
て
罷
む
。
故
ら
に
こ
れ
を
絶
た
ん
と
欲
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
理
勢
の
自
然
に
し
て
蓋
し
暁
る
べ
か
ら
ず
〈何
故
い
や

話
題
は
蘇
東
放
の
文
章
で
あ
る
。
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に
な
る
の
か
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
)
。
然
ら
ば
則
ち
彼
の
そ
の
設
に
酔
う
者
、
吾
ら
が
道
の
門
に
入
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
量
に
猶
お
吾
ら
が



614 

彼
の
書
を
讃
む
が
ご
と
く
な
ら
ざ
ら
ん
や
(
東
坂
の
心
酔
者
が
わ
れ
ら
が
道
曲
学
者
の
文
章
を
讃
め
ば
や
は
り
い
や
に
な
る
だ
ろ
う
)
。

(
『
文
集
』
巻
四
一
・
答
程
允
夫
第
三
書
)

歴
史
拳
上
の
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
理
勢
は
事
勢
ほ
ど
頻
用
さ
れ
な
い
が
、

た
と
え
ば
次
の
例
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
柳
宗
元
の

「封
建

論
」
に
制
到
す
る
論
評
で
あ
る
。

33 

封
建
は
古
代
よ
り
あ
っ
た
。
聖
人
は
た
だ
自
然
の
理
勢
に
因
っ
て
封
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
聖
人
の
公
心
を
看
取
し
う
る
。
た
と
え

し
ん

ば
周
が
康
叔
を
封
じ
た
よ
う
な
例
は
、
や
は
り
古
代
に
こ
の
制
度
が
存
在
し
た
誼
左
で
あ
る
。
功
が
あ
り
徳
が
あ
り
親
が
あ
る
に
因
り
、

や

封
ず
べ
く
し
て
封
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
己
む
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
。
も
し
子
厚

(
柳
宗
元
)
の
読
の
よ
う

い
わ
ゆ
る
勢
は
自
然
の
理
勢
で
あ

で
あ
れ
ば
、
聖
人
が
併
呑
し
よ
う
に
も
か
な
わ
ず
他
に
.と
う
し
ょ
う
も
な
く
て
封
じ
た
こ
と
に
な
る
。

っ
て
、
己
む
を
え
ざ
る
勢
で
は
な
い
こ
と
を
彼
は
わ
か

っ
て
い
な
い
。

(『
語
類
』
巻
一

一一一九
-

N
印
〉

- 48一

朱
煮
は
、
柳
の
「
封
建
は
聖
人
の
意
に
非
ざ
る
な
り
、
勢
な
り
」
と
い
う
テ
1
ゼ
を
大
綱
と
し
て
は
是
認
し
な
が
ら
も
、
聖
人
に
よ
る
封
建

の
奥
に
「
己
む
を
得
ざ
る
勢
」
ハ「己
む
を
得
ず
」
は
「
封
建
論
」
の
語
〉
の
み
を
見
て
「
自
然
の
理
勢
」
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
柳
を
批
剣
す
る
。

「
自
然
の
理
勢」

と
は
そ
う
な
ら
ず
ば
止
ま
ぬ
趨
勢
で
あ
り
、
「
己
む
を
え
ざ
る
勢
」
と
は
、
そ
う
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
趨
勢
の
謂
で
あ
ろ
う
。

前
者
で
あ
れ
後
者
で
あ
れ
、
封
建
を
行
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
人
聞
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
勢
の
な
か
に
組
ーみ
込
ま
れ
た
「
自
然
」

〈
必
然
〉
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
聖
人
の
手
を
逼
し
て
自
己
を
寅
現
す
る
の
に
封
し
、
後
者
の
主
睦
は
あ
く
ま
で
人
聞
で
あ
っ
て
、
聖
人
が
こ
う
す
る

他
は
な
い
と
い
う
剣
断
に
基
づ
い
て
賓
施
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
劃
す
る
人
聞
の
姿
勢
を
因
循
主
義
と
す
る
な
ら
、
後
者
の
そ
れ
は
作
潟
主

(お
〉

義
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
朱
煮
は
、
こ
こ
で
は
作
震
を
排
し
で
因
循
を
よ
し
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
因
り
僻
ゲ
ベ
き
「
自

然
の
理
勢」

に
劃
し
て
彼
が
紹
謝
的
な
信
頼
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
-意
味
す
る
。
し
か
し
、
「
自
然
の
理
勢
」
が
善
な
る
方
へ
歴
史
を
導
び
レ

て
行
く
と
一
睡
何
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
勢
の
奥
に
潜
む
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
い
う
理
は
畢
に
事
物
に
内

在
す
る
僚
理
H
H
法
則
性
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
oi

朱
煮
の
理
の
も
う
ひ
と
つ
の
貌
|
|
世
界
の
窮
極
的
な
擦
り
所
と
し
て
の
超
越
的
な
理



ー
l
卜
を
そ
こ
に
讃
み
取
れ
ぬ
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
こ
で
い
う
理
勢
は
、
象
山
に
お
け
る
よ
う
な
「
理
と
勢
」

で
は
な
く
、
む
し
ろ

「理
の
勢
」

と
訓
じ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
何
人
も
遮
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
の
自
己
展
開
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る。

し
か
し
な
が
ら
、
朱
煮
の
言
う
全
て
の
理
勢
を
こ
の
よ
う
に
解
し
う
る
と
は
限
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
寅
情
は
お
そ
ら
く
、
朱
煮
の
頭
の
な
か
に

封
建
制
に
劃
す
る
絶
大
な
評
債
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
正
嘗
性
を
理
1
l
l
い
わ
ば
大
文
字
の
理
ー
ー
に
よ
っ
て
裏
打
ち
し
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
前
述
の
事
勢
と
こ
の
理
勢
と
の
関
係
も
微
妙
で
あ
っ
て
、
我
々
は
先
ほ
ど
事
勢
に
劃
す
る
因
循
の
主
張
を
見
た
ば
か
り
で
あ
る
。

朱

黒
に
お
け
る
事
勢
な
い
し
理
勢
の
構
造
を
解
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
豊
富
な
事
例
の
検
置
と
朱
宙
開
の
理
意
識
の
綿
密
な
考
察
を
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
現
時
貼
で
の
筆
者
の
預
断
を
言
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
理
勢
と
事
勢
と
は
基
本
的
に
は
同
義
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
あ
た
か

も
あ
ざ
な
え
る
縄
の
ご
と
く
理
|
|
事
物
に
内
在
す
る
僚
理
と
し
て
の
理
、
い
わ
ば
小
文
字
の
理
ー
ー
が
必
然
の
理
法
と
し
て
勢
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
超
越
的
な
理
に
飛
躍
す
る
こ
と
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
朱
煮
の
事
勢
ハ
理
勢
〉
観
に
は
ふ
た

つ
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
善
悪一
と
い
う
債
値
に
関
わ
り
な
く
無
一
一
意
志
的
に
突
き
進
む
事
勢
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ

は
超
越
的
な
理
に
支
え
ら
れ
て
善
な
る
も
の
へ
と
向
う
事
勢
で
あ
る
が
、
こ
の
南
者
は
つ
い
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
|
|。
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以
上
、
我
な
が
ら
歯
切
れ
の
悪
い
論
述
で
あ
っ
た
が
、
朱
蒸
の
歴
史
一
意一一識
を
気
敷
と
事
勢
と
い
う
覗
貼
か
ら
探
っ
て
しみ
た
。
こ
の
よ
う
な
親

黙
の
設
定
そ
れ
自
鐙
の
嘗
否
は
と
も
か
く
、

い
ま
我
々
の
前
に
現
わ
れ
た
の
は
、
通
常
朱
子
泉
の
歴
史
観
の
名
の
も
と
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
、

(
鈍
)

人
欲
に
劃
す
る
天
理
の
最
終
的
な
勝
利
と
い
っ
た
底
の
、
単
純
で
築
天
的
な
歴
史
像
で
は
な
い
。
天
理
の
賓
現
は
朱
煮
の
祈
り
と
願
望
に
す
ぎ

ず
、
そ
れ
を
裏
切
っ
て
進
む
歴
史
の
冷
酷
な
現
賓
か
ら
目
を
そ
む
け
る
ほ
ど
彼
は
オ
プ
チ
ミ
ス
ト
で
も
観
念
論
者
で
も
な
か
っ
た
。
天
H
H
理
は

絶
え
ず
気
の
悉
一
意
的
な
め
ぐ
り
に
脅
や
か
さ
れ
て
い
る
し
、
世
界
の
終
末
さ
え
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
気
教
と
事
勢
と
い
う
箇
を
逼

615 

し
て
我
々
が
見
た
も
の
は
、

か
く
あ
っ
た
歴
史
の
現
貨
に
足
を
踏
ま
え
、

か
く
あ
る
べ
き
未
来
に
向
け
て
手
を
伸
ば
し
て
い
る
ひ
と
り
の
人
間
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の
委
で
あ
る
。

註(
1
〉
こ
の
語
は
吉
川
幸
次
郎
「
宋
人
の
歴
史
意
識
」
Q
東
洋
史
研
究
』
一一

四
|
四
〉
か
ら
奔
借
し
た
。

(

2

)

吉
川
幸
次
郎

・
一二浦
図
雄

『
朱
子
集
』
(朝
日
新
聞
社
)
第
七
草
「
歴

史
と
文
皐
」
。

(
3〉
本
稿
で
は
年
齢
に
よ
る
朱
莱
の
思
想
の
慶
容
と
い
う
相
は
全
く
捨
象

し
、
資
料
を
同

一
レ
ベ
ル
で
扱
う
。
ま
た
、
『朱
子
語
類
』
と
そ
の
他
の
著

述
と
の
聞
に
も
資
料
的
債
値
の
差
等
を
設
け
な
い
。
テ
キ
ス
ト
は
、
『語

類
』
は
中
文
出
版
社
影
印
版
、
『
朱
文
公
文
集
』
は
四
部
叢
刊
本
を
用
い

る
。

(
4
〉
治
世
の
復
活
を
い
う
。
次
の
語
も
参
照
。
「
至
如
極
飢
之
後
、
五
代

之
時
、
又
却
生
許
多
聖
賢
、
如
祖
宗
諸
医
者
、
是
極
而
復
者
也
、
揚
録
云
、

碩
果
不
食
之
理
」
(
『
語
類
』
巻
一

・
島町
)。

〈
5
〉

吉
川
幸
次
郎

「支
那
に
お
け
る
古
代
傘
重
の
思
想
」
(
『
全
集
』
第
二

各
所
牧
)
一一
六
一
一
良、

加
賀
築
治
「
歴
史
観
」
(
大
修
館

『中
園
文
化
叢
書

2
』
所
牧
〉

二
六
九
頁
、
ま
た
、
前
掲
『
朱
子
集
』
四

一一一
一貝
。

(
6
〉

朱
茶
は
歴
史
の
結
節
貼
に
お
い
て
英
傑
が
出
現
し
て
奮
弊
を

一
掃

し
、
弛
緩
し
た
歴
史
を
立
て
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
は
ま
た
新
た
な

時
を
刻
ん
で
ゆ
く
と
考
え
て
い
た。

「掃
蕩
」
「
掃
除
」
も
肉
類
の
語
。
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
思
想
史
の
展
開
に
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
「如
遠
師
諸
論
、
皆
成
片
泰
是
老
妊
意
思
、
直
至
郡
究
合
通
問
、

達
臨串

入
来
、
然
後

一
切
被
他
掃
蕩
、
不
立
文
字
、

直
指
人
心
:
:
:
「
〈
『
語
類
』

巻
二
一
六

・
3
。

(
7
〉
朱
莱
の
天
地
崩
壊
視
に
つ
い
て
は
前
掲
『
朱
子
集
』
二
四
三
頁
以
下

参
照
。

(8
)

本
僚
は

『朱
子
集
』
四
三

O
頁
以
下
に
謬
注
が
あ
る
。

(9
)

た
と
え
ば
「
蒼
蒼
之
謂
天
、
運
穂
周
流
不
己
、
使
是
那
箇
、
而
今
設

天
有
箇
人
在
那
裏
批
剣
罪
悪
、
因
不
可
、
設
道
全
無
主
之
者
、
叉
不
可
、

這
裏
要
人
見
得
」
〈
『
語
類
』
倉
一

-NS
。
ま
た
、
「寓

一
天
意
悔
柄
、
或

誘
其
衷
、
則
我
之
大
欲
者
、
勝
不
用
一
土
之
命
而
可
以
坐
得
」
(
『
文
集
』

倉
一
一

・
壬
午
感
詔
封
事
〉
。

(ω〉
前
掲

『
朱
子
集
』
四
二
四
頁
参
照
。

(日
)

他
に
『
語
類
』
各
五
九

・
怠
篠
、
ま
た
『
朱
子
集
』
四
一

一一

頁
以
下

参
照
。

(
ロ
)
気
が
衰
弱
し
て
ゆ
く
の
は
人
の
一

生
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
人
老
気
衰
」
(『
語
類
』
倉
一

一一一
九
・

8
〉、
「
人
有
規
先
衰
底
、
有
魂
先
衰

底
、
如
莱
近
来
究
重
際
多
忘
、
是
規
先
衰
」
ハ同
巻
三

-NS
。

(日
〉
「
気
運
従
来
一

盛
了
一

表
、

一
表
了
又

一
盛
、
只
管
悠
，
地
循
環
去
、

無
有
衰
而
不
盛
者
、
所
以
降
非
常
之
繭
於
世
、
定
是
生
出
非
常
之
人
」
(『語

類
』
轡
一

-N
S。

(
M
〉
朱
莱
は
一
代
の
気
は
一
代
の
文
皐
に
も
影
響
を
奥
え
る
と
考
え
て
い

た
。
た
と
え
ば

「園
語
説
得
潔
、
只
是
信州
表
、
又
不
如
戦
国
文
字
更
有
此
一一

精
影
」
〈
『
語
類
』
各
一
一
一
一
九

-
C
。
「
文
気
」
と
い
う
語
も
使
わ
れ
る

〈『
語
類
』
径

一
一ニ九

・
ω
・
ロ
な
ど
〉。

- 50ー
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(
時
)
こ
う
し
た
思
考
に
は
す
で
に
先
例
が
あ
る
。
「
後
世
遁
衰
薄
悪
気
、
要

嫁
又
不
時
、
動
苦
過
度
、
是
以
身
生
子
、
皆
倶
傷
而
筋
骨
血
気
不
充
強
」

(
桓
需

「
新
論
形
紳
」
、
『
弘
明
集
』
巻
五
所
牧
〉
。
「
古
者
三
皇
之
時
、
人
皆

気
清
、
深
知
天
地
之
至
情
」
(
『
太
平
御
鷺
』
巻
六
六
八
所
引
『
太
雫
経
』
〉
。

気
の
衰
弱
は
朱
烹
の
時
代
に
お
い
て
も
遂
行
し
て
い
る
。
「
及
紹
興
渡
江

之
初
、
亦
自
有
人
材
、
那
時
土
人
所
倣
文
字
極
盆
、
更
無
委
曲
柔
弱
之
態
、

所
以
亦
養
得
気
字
、
ロ
ハ
看
如
今
秤
斤
注
雨
作
雨
句
破
頭
如
比
、
是
多
少
衰

気
」
〈
『
語
類
』
巻
一

O
九
e4
3
0

(
叫
山
)
友
枝
龍
太
郎
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
(
春
秋
社
〉
二
ハ
一
一
一
頁
以
下
。

(
げ
〉
森
三
樹
三
郎
『
上
古
よ
り
漢
代
に
至
る
性
命
観
の
展
開
』
(
創
文
枇
〉

二
三
人
頁
参
照
。

(
時
〉
『
虞
詰
』
巻
一
四
・
二

O
丁
、
『
無
上
秘
要
』
巻
七
・
十
丁
、
『
三
洞

珠
嚢
』
巻
九
・
五
丁
、
『
機
城
集
仙
録
』
巻
四
・
四
丁
、
『
雲
笈
七
銭
』
巻

二
・
劫
濯
、
『
太
卒
庚
記
』
，品
位
五
七
・
太
員
夫
人
な
ど
。

(
印
〉
運
命
的
な
も
の
主
人
力
と
を
劉
立
的
に
捉
え
る
思
考
は
す
で
に
『
萄

子
』
天
論
に
見
え
て
い
る
が
ハ
制
天
命
市
用
之
〉
、
こ
れ
を
角
逐
と
勝
敗

と
し
て
捉
え
る
の
は
『
史
記
』
伍
子
膏
俸
に
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
「
吾
開

之
、
人
衆
者
勝
天
、
天
定
亦
能
破
人
」
。
い
わ
ゆ
る
「
λ
定
勝
天
」
「
天
定

勝
人
」
で
あ
る
。

一

(
却
〉
夏
承
遣
問
「
陳
亮
詞
論
」
(中
華
書
局
『
龍
川
詞
校
築
』
所
牧
〉
参
照
。

(
幻
山
「
気
敷
舛
戻
、
則
嘗
然
而
不
然
者
多
失
、
執
得
而
旗
門
之
」
(
『
論
語
或

問
』
巻
一
六
・
季
民
〉
。

(
m
μ
)

英
傑
が
生
ま
れ
る
め
は
「
関
気
」
(
気
の
特
別
な
め
ぐ
り
あ
わ
せ
〉

に
よ
る
と
す
る
考
え
は
す
で
に
漢
代
の
緯
書
『
春
秋
緯
演
孔
圏
』
に
見
え

て
い
る
。
程
明
道
は
「
禽
元
の
期
」
に
英
傑
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
「
二

気
交
運
今
、
五
行
順
施
、
剛
柔
雑
探
今
、
美
悪
不
審
円
、
菓
生
之
類
今
、
偏

駁
其
宜
、
有
鍾
粋
美
今
、
曾
元
之
期
」
(
「
李
欝
丞
墓
誌
銘
」
〉
。
こ
の
「
曾

元
の
期
」
も
気
数
の
め
ぐ
り
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。
朱
莱
は
次
の
よ
う
に
コ

メ
ン
ト
す
る
。
「
間
曾
元
之
期
、
日
、
元
気
曾
則
生
聖
賢
、
如
暦
家
推
朔

且
多
至
夜
牟
甲
子
、
所
謂
元
気
曾
亦
似
此
般
模
様
」
(
『
語
類
』
巻
九
五
-

N
N
e
。
ま
た
、
岡
谷
九
七
-
H
N
H
僚
も
参
照
。

(
お
〉
本
僚
は
前
掲

『
朱
子
集
』
四
一
一
一
頁
に
採
録
。

(
剖
)
王
安
石
と
気
数
の
関
係
に
つ
い
て
は
他
に
も
『
語
類
』
巻

一
二
七

・

H

印
僚
な
ど
に
言
及
が
あ
る
。

(
お
〉
運
命
的
な
も
の
と
人
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
語
も
参
照
。

「
元
善
毎
相
見
、
使
設
気
数
誠
緯
、
此
不
足
窓
、
只
是
官
由
天
命
、
然
亦
白

人
事
、
才
有
此
事
、
得
人
去
理
舎
使
了
」
(
『
語
類
』
巻
一
三
人
・
ミ
〉
。
ま

た
、
「
命
只
是
一
箇
命
、
有
以
理
言
者
、
有
以
気
言
者
、
天
之
所
以
賦
奥

入
者
、
是
理
也
、
人
之
所
以
露
天
窮
逼
者
、
是
気
也
、
理
精
微
而
難
言
、

気
歎
又
不
可
設
委
之
而
至
於
慶
人
事
、
故
聖
人
寧
言
之
也
」
(
同
巻
=一
六・

司〉。
(
お
〉
註
〈
刊
日
)
引
用
文
の
後
半
に
も
同
様
の
考
え
が
見
え
る
。

(
幻
)
「
事
叉
嘗
権
箇
時
勢
義
理
軽
重
」
(
『
語
類
』
巻
一
三
一
一
一
・
な
)
と
い

う
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
「
事
理
」
は
「
義
理
」
に
讃
み
換
え
て
も
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

(
お
)
ま
た
『
象
山
集
』
巻
三
四
・
語
録
上
に
も
文
脈
は
や
や
異
な
る
が
同

類
の
言
葉
が
見
え
る
。
「
復
努
家
兄
一
日
見
問
云
、
吾
弟
今
在
何
慮
倣
工

夫
、
某
答
一去
、
在
人
情
、
事
勢
、
物
理
上
倣
些
工
夫
、

復
措
澗
腹
市
己
」。

(
却
)
事
勢
が
止
め
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
語
も
参
照
。
「
蓋
才
設

着
此
事
、
楚
決
不
肯
服
、
使
事
勢
佐
不
得
」
(
『
語
類
』
巻
二
五
-
H
NO
〉。
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(
鈎
〉
「
気
勢
」
と
い
う
語
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
翠
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
な
い
。
前
掲
『
朱
子
集
』
四
一
一
一

O
頁
参
照
。

(
川
副
〉
朱
莱
も
勢
に
つ
い
て

「賓
主
」
を
言
う
が
、
そ
れ
は
理
と
勢
と
の
関

係
で
は
な
く
、
互
い
に
封
立
し
あ
う
ふ
た
つ
の
勢
力
の
力
関
係
の
と
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
天
下
事
勢
、
有
消
長
賓
主
之
不
問
、
以
易
而
言
、
方

其
復
而
長
也
、
一

陽
篤
主
於
下
、
而
五
陰
莫
之
能
温
、
及
其
遇
市
消
也
、

五
龍
夫
矯
於
上
、
而
不
足
以
嘗
一
陰
、
蔵
家
筋
燭
之
字
、
甚
可
畏
也
」
(『文

集
』
各
二
人
・
輿
留
丞
相
第
二
書
)
。
ま
た
、
資
料
お
参
照
。

(
位
〉
理
と
勢
の
劉
比
は
他
に
『
象
山
文
集
』
巻
三

0
・
常
勝
之
道
日
柔
論

に
も
見
え
る
。

〈
お
〉
こ
こ
に
言
う
因
循
と
作
震
に
つ
い
て
は
、
「
易
」
の
制
作
に
関
す
る

朱
寒
の
見
解
が
参
考
に
な
る
。

「
今
人
才
読
伏
議
作
易
、
示
人
以
天
地
造

化
之
理
、
使
非
是
、
自
家
文
如
何
知
得
伏
義
意
思
、
粂
之
伏
養
費
易
時
、

亦
無
意
思
、
他
自
見
得
箇
自
然
底
道
理
了
、
因
借
他
手
重
出
来
爾
、
故
用

以
占
笈
無
不
慮
」
(
『
語
類
』
拳
六
七

-
E〉。

(
M
叫
)
た
と
え
ば
野
口
武
彦
氏
は
言
う
、
「
朱
子
豪
的
歴
史
観
か
ら
す
る
な

ら
ば
、
歴
史
の
推
移
と
は
震
政
者
の
個
人
道
徳
が
「
天
理
」
を
鐙
現
し
た

結
果
と
し
て
の
治
世
と
、
惇
徳
に
よ
っ
て

「
天
理
」
か
ら
背
反
し
た
結
果

た
る
飢
世
と
の
継
起
、
す
な
わ
ち
秩
序
と
反
秩
序
の
交
替
反
覆
を
つ
う
じ

て
現
象
す
る
(
傍
黙
原
文
の
ま
ま
〉
「
天
理
」
の
運
行
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
も
そ
の
場
合
最
終
的
に
貫
徹
さ
れ
る
も
の
は
超
歴
史
的
に
恒
常
な
る

も
の
、
い
わ
ば
宇
宙
的
理
性
と
し
て
の
「
天
理
」
の
支
配
で
あ
る
:
:
:
」

〈
筑
摩
書
房

『
江
戸
の
歴
史
家
』
一
九
頁
)。
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VEGETABLE PRODUCTION AND ORGANIZATION

　　　　　　

UNDER THE TANG DYNASTY

　　　　　　　　　　　　　　　　

OSAWA Masaaki

　　

In this article　ｌam　dealing　with　the　developmental　stages　of

vegetable cultivationtechniques under the Tang dynasty (sorts of produce.

fertilizing皿d supervising techniques, kinds of fertilizer,etc.) as well

as with the analysis of the historical peculiaritiesof related agricultural

organization.

The following points have become clear:

1. As one　phenomenon　related to vegetable cultivation the develop-

　　

ment of suburbian agriculture can be confirmed. This was supported

　　

by the pre-Tang tendency to separate the residences in the cities

　　

from the vegetable gardens. In addition,an increase and improvement

　　

of the variety of vegetables as well as technical progress in the use

　　

of compost as fertilizercontributed considerably to the development

　　

of this suburbian agriculture.

2. Considering the structural organization of agriculture, we find an

　　

increasing specializationon a grand scalein the suburbs of the cities.

　　

On the other hand, an organization according to small units of petty

　　

farmers could also be maintained. In the farming villages, a strong

　　

tendency towards specializationin either grain or vegetables is to be

　　

noted, especially as it can be seen in connection with the introduction

　　

of monetary economy to the villages.

ETHERﾀＳ FORCE OF DESTINY VERSUS THE

　

TREND OF EVENTS - on Zhu Xi 朱熹’ｓ

　　　　　　

understandingof history

MlURA Kunio

　　　

That history moves on down in the repetitive pattern of order and

chaos constitutes the general framework of Zhu χi's understanding of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



history. But this basically pessimistic attitude is then connected with his

theory of ｅtheｒ(9i気), the force of which heaven, earth, and the

myTiad beings are composed, and which is increasingly weakened as

time passes on. Yet this ether influences history as the irresistibleforce

of destiny that causes the arising of selfishmovements in some periods.

Separate from this transcendental power, ether's force of destiny (ｑiｓｈｕ

気敷), Zhu χi also acknowledges the force of necessity inherent in. the

course of history itself.This he calls the trend of events (ｓhiｓhi事勢)･

In Zhu χi'ｓunderstanding of history based on the four forces of ether,

trend (shi勢), principle Qli理), and man (ｒａ人), his detached view

of the reality of history can be recognized, as much as his enthusiasm

about its salvation.

ON THE MUSLIMS IN QUANZHOU 泉州

　　　

UNDER THE MING DYNASTY

Terada Takanobu

　　

This article is based on the main materials presented in “Ｓｅｌｅｃtｉｏｎｓ

Ｆｒｏｍ ＭｕｓｌｉｍＧｅｎｅａｌｏｇｉｅｓｏｆ　Ｑｕａｎｚhoｕ泉州回族譜牒資料選編”(ed. by

the Society for Historical Studies of Quanzhou 泉州歴史研究會, Aug･

1980). Such genealogies, because of their religious rules, were originally

extremely scarce, but from the Song and Yuan dynasties onward they

can be found in Quanzhou, which had a rather strong Muslim population.

　　

My material has been selected and organized on the basis of four

Muslim genealogies : those of Ding of Chen Jiang 陳江丁氏, Li of Rongshan

柴山李氏, Jin of Qingyuan清源金氏and Su of Yanzhi燕支蘇氏, but here

ｌ mainly concentrate on the information given in the Ding of Chenjiang

text. The various questions of the lineage, social life, beliefs etc. of

the family are discussed. After having passed through the turbulences

at the end of the Yuan period and establishing themselves firmly in

Quanzhou, these Muslims were gradually Sinicized and developed ａ

unique society of their own. Studying them. ａ part of Chinese Muslim

history is clarified｡
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