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復

世

の

撃

井

上

進

は

じ

め

に

一
「
輿
復
古
準
、
務
潟
有
用
」

ω
「
興
復
古
翠
」

ω
「
務
震
有
用
」

二

新

し

い

皐

三

復

祉

の

人

々

む

す

び

- 40ー

t主

じ

め

明
末
黛
争
史
に
お
け
る
「
君
子
」
慌
の
捧
尾
を
飾
っ
た
の
は

「
小
東
林
」

復
祉
で
あ
っ
た
。
復
祉
を
特
色
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は

そ
れ
が
官
界
内
部
の
涯
閥
的
存
在
「
朋
窯
」
で
は
な
く
、
皐
生
身
分
た
る
生
員
の
結
社
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
参
加
者
が
南
直
、
新
江
を
中
心

に
全
園
よ
り
三
千
名
に
も
上
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謝
園
禎
氏
は
こ
れ
を
「
政
治
運
動
」
「
祉
曾
運
動
」
と
し
て
見
、
「
秀
才
の
む
ほ

(

1

)

 

ん
」
で
あ
る
と
-
評
さ
れ
た
。
復
社
史
、
延
い
て
は
明
末
の
政
治
、
社
曾
に
劃
す
る
考
察
と
い
う
立
場
か
ら
の
研
究
は
、
わ
が
園
で
も
小
野
和
子

(
2〉

氏
、
宮
崎
市
定
氏
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
更
に
皐
術
史
に
お
い
て
も
、
資
宗
義
、
顧
炎
武
が
、
方
以
智
が
曾
て
復
位
同
人
で
あ
っ
た

と
い
う
事
貫
よ
り
、
復
祉
の
名
は
な
じ
み
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
貫
際
、
復
祉
と
清
初
の
翠
術
に
何
ら
か
の
関
係
、
が
あ
る
の
で
は
な
い
か



と
い
う
黙
は
、
近
代
的
な
復
祉
研
究
の
開
始
と
と
も
に
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
復
祉
に
「
賞
用
主
義
」
と
「
批
判
的
態

(

3

)

 

度
」
を
看
て
取
り
、
こ
れ
こ
そ
が
清
和
の
思
想
を
導
い
た
、
と
い
う
容
整
租
氏
の
設
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
皐
の
面
か
ら
復
祉
を
専
論
し
た
も

の
は
、
今
日
ま
で
遂
に
現
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
固
よ
り
理
由
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
復
祉
の
指
導
者
に
皐
者
、
思
想
家
と
し
て
一
家
を
成
し
た

(
4〉

と
言
え
る
ほ
ど
の
人
が
見
嘗
ら
な
い
こ
と
。
復
祉
の
領
袖
「
婁
東
南
張
」
の
一
、
張
薄
は
「
在
野
政
黛
の
首
領
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
組
織
者
、

(
5〉

貫
務
家
で
あ
る
し
、
も
う
一
人
の
張
采
に
し
て
も
、
或
い
は
陳
子
龍
な
ど
他
の
主
要
人
物
に
し
て
も
、
そ
の
人
自
身
が
大
き
な
翠
間
的
成
果
を

奉
げ
た
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
復
祉
に
は
自
ら
を
皐
汲
と
し
て
成
熟
さ
せ
る
だ
け
の
徐
裕
が
無
か
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
上
記
の
こ
と
の
直
接
的

原
因
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
復
祉
が
組
織
と
し
て
機
能
し
え
た
時
聞
は
十
除
年
ほ
ど
で
し
か
な
く
、
撃
波
と
し
て
自
ら
を
充
分
に
鍛
え
あ
げ
る
こ

と
な
ど
到
底
墓
め
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
復
祉
は
元
来
が
生
員
の
結
社
で
あ
り
、
そ
の
精
力
の
相
嘗
部
分
、
或
い
は
大
部
分
、

は
八
股
文
の
中

に
む
ざ
む
ざ
と
消
費
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
ら
の
皐
を
深
め
、
形
と
し
て
表
現
し
う
る
の
は
、

一
般
的
に
言
え
ば
や
は
り
孝
人
、
進
士

- 41ー

と
な
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
に
興
え
ら
れ
た
時
聞
は
あ
ま
り
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
明
清
の
際
に
お
け
る
皐
術
の
饗

遷
を
考
え
る
上
で
、
可
能
性
と
し
て
の
復
祉
は
依
然
無
硯
す
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
る
。
賞
、
顧
や
方
は
固
よ
り
、
銭
澄
之
、
孫
奇
逢
ら
も
復

祉
の
人
で
あ
っ
た
し
、

潜
采
ら
は
そ
の
父
が
復
枇
同
人
で
あ
っ
た
。

(
6〉

を
、
復
祉
が
輩
出
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
本
朝
の
撃
術
は
蓋
し
こ
れ
ま
で
三
回
出
炭
し
た
。
開
園
の
始
め
、
人
才
は
皆
明

(
7〉

(
8〉

代
の
遺
類
で
あ
り
、

・:た
だ
に
幾
社

・
復
祉
の
絵
波
に
す
ぎ
な
い
」
と
は
仲
々
に
虚
言
で
は
な
い
。
糊
っ
て
明
末
嘗
時
に
在
っ
て
も
、
復
社
、

『天
工
開
物
』
は
周
違
よ
り
世

ま
た
高
斯
問
、

朱
葬
傘
、

更
に
呉
偉
業
や
侯
方
域
と
い
っ
た
著
名
文
人

乃
至
は
そ
の
周
遊
よ
り
、
優
れ
た
皐
間
的
著
作
が
世
に
迭
り
出
さ
れ
て
い
た
。

(

9

)

 

に
問
わ
れ
た
も
の
の
代
表
例
で
あ
る
。

『
農
政
全
書
』
は
復
位
よ
り
、

ハ

ω)

『天
工
聞
物
』
に
す
ば
や
く
反
醸
し
た
方
以
智
は
と
言
え
ば
、
明
末
嘗
時
、
既
に
そ
の
主
著
『
遁
雅
』

を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
但
、
以
上
の
如
き
察
、
現
代
日
本
語
で
い
う
「
賞
拳
」
的
撃
、

は
す
べ
て
紐
皐
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

論
者
こ
れ
を
「
在
野
政
黛
」
と
謂
う
援
な
新
し
い
性
格
の
運
動
に
は
、
新
た
な
皐
を
切
り
拓
く
可
能
性
を
秘
め
た
、
嘗
時
の
先
進
的
意
識
が
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働
い
て
い
よ
う
。
ま
し
て
復
社
自
ら
が
標
携
す
る
所
は
皐
問
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
暴
問
運
動
と
し
て
は
自
ら
の
皐
涯
を
確
立
し
え
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な
い
ま
ま
壊
滅
し
て
し
ま
っ

た
復
位
で
は
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
明
末
の
皐
が
持
っ
て
い
た
可
能
性
、
そ
し
て
そ
の
縫
承
と
断
絶
を
考
え
る
た
め

の
恰
好
の
手
掛
り
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「輿
復
古
皐
、
務
魚
有
用
」

)
 

唱
目
ム(
 

「

輿

復

古

皐
」

「
世
数
衰
え
て
よ
り
土
子
は
経
術
に
通
ぜ
ず
、
た
だ
剰
縞
の
み
を
事
と
し
、
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
だ
け
を
こ
い
願
っ
て
い
る。

明
堂
に
登

治
が
日
々
に
い
い
加
減
に
な
っ
て
い
く
の
は
、

皆
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

郡
邑
に
長
た
れ
ば
人
民
に
恩
浮
を
施
す
こ
と
を
知
ら
な
い
。
人
材
が
日
々
に
荒
麗
し
吏

わ
た
〈
し

(
張
)
薄
は
徳
を
度
ら
ず
カ
を
量
ら
ず
、
庶
方
の
多
士
と
と
も

(

U

)

 

よ
っ
て
名
づ
け
て

『復
社
』
と
日
う
に

- 42ー

れ
ば
そ
の
君
を
尭
舜
の
如
く
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

に
古
撃
を
復
興
し
、
賂
来
官
僚
と
な
る
べ
き
者
を
し
て
務
め
て
有
用
た
ら
し
め
ん
と
し
、

「
復
」
と
は
「
剥
窮
ま
り
て
復
」
の
義
、
表
明
胤
朕
況
の
挽
回
と
い
う
一
意
味
で
あ
り
、

こ
れ
は
多
く
の
地
方
的
文
枇
を
統
合
し
、

全
園
的
組
織
と
し
て
の
復
祉
が
創
設
さ
れ
た
時
の
、
綱
領
と
も
言
う
べ
き
宣
言
で
あ
る
。
復
祉
の

(
ロ
)

そ
れ
は
即
ち

「
紹
皐
を
輿
復
す
る
の
義
」
で
も
あ
っ
た
。

の
典
型
的
表
現
が
八
股
文
、

つ
ま
り
、
古
皐
の
復
興
に
よ
り
有
用
と
い
う
作
用
が
護
現
し
、
現
今
の
衰
凱
は
挽
回
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
古
皐
と
は
何
か
。
そ
れ
は
俗
摩
、
そ

(日〉

に
封
し、

経
息
?
を
本
質
と
す
る

「
買
皐
」
の
こ
と
で
あ
る
。
今
や
古
皐
は
表
徴
の
極
み
に
あ
る
。
彼
ら
の
古
皐
に

封
し
「
郷
議
は
な
お
本
業
に
務
め
な
い
も
の
と
非
難
し
、
繕
紳
の
家
で
は
こ
れ
を
以
て
そ
の
子
弟
を
戒
め
る
に
至
っ
た
」
し
、
古
屋

a

の
士
は
童

(

は

)

試
に
さ
え
連
結
し
て
落
第
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
但
、

張
湾
ら
の
時
文
批
判
、

経
皐
提
唱
を
八
股
文
の
全
面
否
定
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な

(

日

)

八
股
文
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
張
薄

そ
う
し
て
俗
に
訓

し、。

「
儒
者
の
道
は
父
子
に
始
ま
り
、

君
臣
関
係
を
持
っ
て
正
し
い
も
の
と
な
る
」
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

は
言
う
。
我
々
は
時
文
の
盛
行
、
聖
数
の
危
機
に
封
し
、
制
義
に
偲
り
て
問
難
を
通
じ
、

経
の
大
義
を
制
義
の
排
に
著
し
、

(
団
山
〉

え
て
い
る
、
と
。
社
(
文
祉
)
の
起
源
は
八
股
文
研
究
同
好
舎
に
在
る
。

復
社
も
ま
た
盛
ん
な
八
股
文
許
選
活
動
を
通
じ
て
そ
の
組
織
を
擁
大



し
、
自
ら
の
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
。
張
薄
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
制
義
の
排
(
八
股
文
の
評
選
〉
と
は
古
皐
普
及
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
彼
ら

も
大
い
に
八
股
文
制
作
に
駒
ん
だ
。
そ
の
彼
ら
が
な
ぜ
「
本
業
に
務
め
な
い
者
」
な
の
か
。
そ
れ
は
そ
の
文
章
が
時
瞳
に
合
わ
ぬ

「
怪
」
な
る

(

口

)

(

凶

)

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
怪
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
張
薄
の
時
文
は
注
疏
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
い
う
。
欽
定
テ
キ
ス
ト
に
依

ら
ず
注
疏
を
以
て
作
ら
れ
た
時
文
、
こ
れ
は
皐
な
る
文
瞳
の
問
題
以
上
に
「
怪
」
事
で
あ
ろ
う
。
張
薄
は
今
の
「
皐
者
」
た
ち
が
建
て
前
と
し

(
川
口
)

て
振
り
か
ざ
す
巌
格
主
義
を
、
大
道
の
荒
縄
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
と
指
弾
し
て
い
る
。
所
謂
「
皐
者
」
た
ち
の
皐
と
は
固
よ
り
朱
子
撃
で
あ

る
に
違
い
な
い
。
園
家
の
定
め
た
正
皐
に
劉
し
、
敢
え
て
明
確
な
反
射
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
彼
ら
の
時
文
は
朱
子
撃
に
よ

ら
ず
古
摩
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
古
皐
と
は
朱
子
皐
に
よ
ら
ず
に
聖
人
の
道
を
把
握
す
べ
き
経
皐
を
謂
う
の
で
あ
る
。
で
は
彼

ら
の
経
皐
と
は
何
如
な
る
も
の
か
。

張
薄
は
察
建
球
(
復
社
同
人
、
以
下
特
に
説
明
の
無
い
者
は
す
べ
て
復
祉
同
人
)
の
『
周
易
交
物
嘗
名
』
な
る
書
に
序
を
寄
せ
、
易
撃
の
閣
明
の
た

め
、
前
人
の
跡
を
追
わ
ず
、
自
ら
を
限
ら
ず
、
そ
の
濁
得
の
論
を
展
開
せ
よ
、
と
説
く
。
章
美
の
序
に
よ
れ
ば
、
漢
以
来
二
千
年
間
、
易
は
漸

- 43ー

く
組
問
学
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
現
在
に
至
っ
て
始
め
て
こ
の
拳
の
縫
承
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
。
ま
た
曾
文
鏡
は
明
確
に
宋
儒
の
漢
儒
に

(

初

)

劣
れ
る
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
の
易
撃
と
は
、
あ
く
ま
で
嘗
代
の
人
た
る
自
己
を
信
じ
、
直
ち
に
「
聖
人
の
心
を
見
、
聖
人
の
教
を
振
起
」

(章
美
の
語
)
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
儒
な
ど
は
宋
儒
を
無
視
す
る
必
要
か
ら
捨
ぎ
出
さ
れ
た
色
合
い
が
濃
く
、

ハ
幻
)

も
、
漢
易
復
元
を
目
指
し
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
彼
が
象
を
追
求
し
た
の
は
自
ら
経
の
一
意
一
を
把
握
す
る
た
め
で
あ
り
、
漢
儒
の
易
読
を
明
ら

察
の
著
書
自
瞳

め
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
豪
の
密
友
に
徐
世
樽
と
い
う
人
が
い
た
。
彼
は
か
の
院
大
鋸
追
放
運
動
「
留
都
防
凱
公
掲
」
署

名
者
(
以
下
「
公
掲
」
と
略
稽
〉
で
も
あ
る
。
そ
の
徐
は
「
易
に
は
聖
人
の
道
が
四
つ
(
辞
繁
象
占
)
あ
る
」
(
繋
辞
上
)
の
で
あ
る
か
ら
、
繋
辞
俸

(

幻

)

に
加
え
て
繋
愛
、
繋
象
、
繋
占
を
補
う
と
い
う
。
彼
は
自
ら
の
著
述
を
聖
人
の
制
作
に
係
る
繋
辞
俸
と
並
べ
て
怪
し
ま
な
い
。
彼
ら
の
自
信
は

ま
た
こ
の
自
信
が
経
に
劃
す
る
畏
敬
の
念
を
稀
薄
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
に
つ
い
て
張
薄
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
室
田
の
散
侠
し

深
く
、
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た
も
の
は
多
い
。
だ
が
う
ま
く
讃
ま
な
い
な
ら
伏
生
の
二
十
篇
(
?
〉

で
も
惑
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
う
ま
く
讃
む
な
ら
張
覇
の
偽
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(

お

)

作
で
も
員
買
を
つ
か
み
う
る
、
と
。
撃
に
と
っ
て
本
質
的
に
問
題
な
の
は
書
を
讃
む
自
己
で
あ
っ
て
、
自
己
に
よ
っ
て
詰
ま
れ
る
書
の
員
偽
な

ど
で
は
な
い
。
こ
の
様
な
心
情
か
ら
す
れ
ば
「
詩
(
経
)
と
は
詩
で
あ
る
」
と
断
ぜ
ら
れ
る
の
も
ご
く
自
然
の
こ
と
と
な
る
。

樽
の
友
人
、
寓
時
筆
は
詩
の
本
質
を
か
く
喝
破
し
た
上
で
言
う
。

家
途
球
、
徐
世

今
の
君
子
は
傍
注
に
か
ま
け
て
こ
じ
つ
け
を
怒
に
し

古
人
の
「
唱
嘆
淫

と
。
詩
が
詩
で
あ
れ
ば
「
温
柔
敦
厚
」
で
律
し
き
れ
な
レ
と
こ
ろ
も
首
然

ハ

川

副

)

あ
る
だ
ろ
う
。
寓
は
敢
え
て
「
寛
陵
の
門
径
を
以
て
筆
墨
を
弄
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
躍
経
に
し
て
も
そ
れ
自
佳
が
神
聖
な
も
の
で
は
な
い
。
少

侠
、
一
脚
境
超
忽
」
を
ほ
と
ん
ど
「
迂
拙
腐
阻
」
と
し
て
し
ま
っ
た
、

な
く
と
も
現
存
の
膿
経
に
つ
い
て
言
え
ば
そ
う
で
あ
る
。
張
樽
は
言
う
。

(

お

〉

腫
・
儀
般
)
か
、
も
と
も
と
経
で
は
な
い
も
の
(
躍
記
)
か
で
あ
る
、
と
。

経
に
劃
し
て
す
ら
畏
怖
す
る
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
も
の
が
、

経
よ
り
擢

今
の
所
謂
艦
経
と
は
闘
失
に
よ
り
深
微
の
一
意
を
得
難
い
も
の
(
周

威
の
劣
る
も
の
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
張
溝
、
陳
子
龍
、
銭
粛
繁
ら
も
節
を
折
っ
て
之
に
下
っ
た
と
い
う
林
隼
賓
の

書
『
春
秩
林
氏
停
』
は
正
し
く
こ
の
様
な
心
情
の
産
物
で
あ
っ
た
。
孔
子
の
心
は
一
氏
の
能
く
代
っ
て
俸
を
な
す
所
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る

〈

お

)

こ
の
霊
園
に
針
し
、
張
滞
は

「更
に
新
義
を
出
し
、
自
ら
一

書
を
成
し
た
」
と
審
め
、
林
を
斯
皐
の
同
志
と
す
る
。
張
自
身
の
春
秋
皐
は
と
い
え

- 44ー

ば

「
諸
停
の
誤
謬
を
指
し
示
し
、

・
務
め
て
艇
を
取
っ
て
疏
通
を
は
か
り
、
俸
に
隠
っ
て
惑
わ
ず
、
・
:
停
に
囚
わ
れ
て
鰹
を
謹
い
た
り
、

(

幻

)

程
に
泥
ん
で
症
に
叛
い
」
た
り
せ
ず

「
卒
理
も
て
中
を
裁
ち
、
闘
す
る
所
は
至
嘗
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た

「
泥
鰹
叛
在
」
は
不
可
な
り

と
は;

固
よ
り
深
い
用
意
の
下
に
な
さ
れ
た
震
言
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
こ
れ
ま
た
彼
ら
の
自
信
、

そ
し
て
そ
の
自
信
が
粧
の
物
神
性
に
動
揺
を
も
た

ら
し
て
い
る
こ
と
を
今
一
度
我
々
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
判
断
は
「
至
嘗
」
で
あ
り
、
故
に
「
能
く
自
立
」
し
、

ハ
お
)

を
排
し
て
自
ら
の
一
意
見
で
も
の
を
書
き
、
往
時
に
は
無
か
っ
た
も
の
を
作
り
出
」
す
こ
と
は
稿
賛
さ
れ
る
。
つ
ま
り
経
と
は
「
至
嘗
」
な
判
断

(
州
出
)

を
下
さ
れ
る
劉
象
で
あ
り
、
浅
近
、
易
簡
な
「
上
古
の
書
」
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
経
が
「
上
古
の
書
L

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
比
類
な

ハ
鈎
)

い
債
値
の
あ
か
し
で
も
あ
り
、
経
を
傘
ば
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
辱
経
復
古
」
こ
そ
が
彼
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
写
ぶ
べ
き
経
と
は
自
己
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
経
の
意
、
精
神
で
あ
り
、
一
字
一
旬
、
事
、
で
は
な
い
。
こ
こ
に
於
て
経
と
は
残
闘
だ

(
M
U
〉

「
諸
経
の
得
失
を
探
」
っ
た
り
、
泥
経
を
否
定
し
た
り
も
可
能
と
な
る
。
程
、

程
撃
の
一
意
味
す
る
所
が
か
く
の
如

「
首
今
の
訓
話

ら
け
の
上
古
の
書
と
な
り
、



き
で
あ
れ
ば
、
古
と
は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
。
張
鴻
は
言
っ
て
い
る
。
古
の
持
つ
債
値
は
必
ず
今
の
そ
れ
に
優
る
。
だ
が
古
今
の
分
岐
は
時

聞
に
在
る
の
で
は
な
く
、
精
神
に
在
る
の
で
あ
る
。
古
の
精
神
を
我
が
も
の
と
す
れ
ば
、
後
世
に
生
ま
れ
で
も
そ
の
ま
ま
で
古
人
で
あ
る
。
古

(

幻

〉

を
志
向
せ
ず
ん
ば
自
ら
を
軽
ん
ず
る
こ
と
と
な
ろ
う
、
と
。
今
の
人
た
る
己
れ
を
信
ず
る
者
に
と
り
、
時
間
的
古
今
に
債
値
の
差
は
認
め
が
た

(

お

〉

「
才
に
は
深
浅
が
あ
る
が
古
今
は
無
い
。
文
に
は
員
偽
が
あ
る
が
故
新
は
な
い
。
」
語
元
春
を
首
と
し
て
、
張
津
や
朱
瞬
(
公
掲
)
な
ど
寛

し、。陵
涯
の
人
々
が
復
祉
に
参
加
し
て
い
る
の
も
、
如
上
よ
り
す
れ
ば
怪
し
む
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
経
拳
が
俸
注
、
明
ら
さ
ま
に
言
え
ば
朱
子
準
、
の
束
縛
よ
り
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
、
甚
し
き
は
形
骸
と
し
て
の
経
文
に
さ
え
も
規
制

さ
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
我
を
以
て
躍
を
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
彼
ら
の
古
皐
が
「
絶

い
か
な
我
を
以
て
経
を
解
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
鰹
皐
を
標
携
す
る
限
り
、
訓
詰
や
名
物
の

考
査
を
完
全
に
棄
て
さ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
且
つ
こ
の
訓
詰
や
名
物
の
考
誼
は
、
彼
ら
の
反
朱
子
象
的
古
皐
に
と
っ
て
決
し
て
不
利
な

無
考
誼
」
た
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
の
で
は
な
い
。

「
朱
子
も
:
・
制
度
名
物
と
い
う
黙
に
な
れ
ば
、
奮
読
の
誤
を
襲
っ
た
こ
と
と
で
あ
」
り
、

(

鈍

〉

究
め
及
ん
で
は
い
た
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
黙
を
拾
」
う
こ
と
は
、
古
拳
に
と
っ
て
仲
々
役
立
つ
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
古
拳
の
背
後
に
在
る
「
自
信
」
も
考
擦
を
忌
避
せ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
経
の
一
字
一
旬
、
事
、
が
持
つ
神
聖
さ
は
も
は
や
稀
薄
化
し
つ

「
漬
屑
を
捜
順
し
、
朱
子
の
既
に

- 45ー

つ
あ
り
、

か
く
て
事
と
し
て
の
経
を
事
に
即
し
た
形
で
研
究
す
る
こ
と
も
漸
く
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
反
朱
子
向
学
的
態
度
を
穏

や
か
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
古
注
疏
の
復
興
と
な
ろ
う
。
古
注
疏
の
復
興
は
そ
れ
が
考
擦
の
資
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
皐
の
「
自
我
作

古
」
に
非
ざ
る
謹
明
に
も
な
る
。
時
間
的
に
は
今
人
で
も
精
神
的
に
は
古
人
で
あ
る
、
と
は
心
情
に
お
け
る
話
で
あ
り
、
経
皐
と
い
う
表
向
き

の
場
に
お
い
て
、
私
が
経
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
古
注
疏
を
利
用
し
て
の
考
接
、
少
な
く
と
も
古
注
疏
の
復
興
は
企
て
ら
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
張
薄
の
時
文
は
注
疏
を
以
て
作
ら
れ
た
、
と
い
う
。

ま
た
彼
は
『
図
書
注
疏
大
全
合
纂
』
『
五
経
注
疏
大
全
合
纂
』

(
雄
、
春
秋
は
未

247 

い
う
こ
と
自
置
に
新
注
に
劃
す
る
不
満
、

こ
れ
ら
の
書
は
固
よ
り
「
紗
撮
之
皐
」
に
過
ぎ
ず
、
新
注
古
注
の
折
衷
物
で
は
あ
っ
た
が
、
古
注
疏
を
も
取
る
と

(

お

)

よ
り
事
に
密
着
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
経
撃
の
不
明
は
講
説
の
た
め
で
あ

成
)
を
編
纂
し
て
も
い
る
。
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り
、
講
読
を
慶
し
て
専
ら
経
解
を
存
し
、
終
に
は
自
ら
諸
経
の
通
論
を
作
っ
て
己
が
意
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
漢
儒
の
注
本
は
詮
易
す
ベ

(叩む

か
ら
ず
、
と
は
是
に
近
く
、
格
物
補
俸
は
信
じ
な
く
と
も
よ
い
。
更
に
張
薄
の
弟
子
、
張
采
の
女
婿
た
る
菖
芝
の
家
よ
り
は
毛
本
注
疏
と
並
ん

(
幻
)

で
最
初
に
民
間
で
刊
行
さ
れ
た
十
三
組
合
刻
本
、
し
か
も
「
校
封
極
精
審
」
と
い
う
『
十
三
経
古
注
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
注
疏
の
復
興
は

確
か
に
試
み
ら
れ
て
お
り
、
議
読
で
は
な
く
経
解
と
い
う
態
度
も
そ
こ
に
は
認
め
う
る
の
で
あ
る
。

「願
夢
麟
は
沖
櫓
醇
謹
、
毛
鄭
の
撃
に
長
じ
て
い
た
が
、

か
ね
が
ね
講
道
の
名
に
居
る
を
嫌
い
、

つ
ね
に
開
有
光
の
『
漢
儒
は
議
経
と
い
っ

た
が
今
は
講
道
と
い
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
聖
人
の
経
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
斯
道
は
明
ら
か
に
な
る
。
道
に
講
ず
べ
き
絵
地
な
ど
ど
う
し
て

(
お
)

あ
ろ
う
か
』
と
い
う
言
を
稀
賛
し
て
い
た
。
」

願
(
公
掲
)
は
復
祉
の
前
身
、

一

貫
し
て
南
張
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、

(

ぬ

)

(

川

相

)

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
彼
は
崇
頑
中
よ
り
、
顧
炎
武
と
交
わ
っ
て
も
い
る
。
張
薄
に
よ
る
に
、
彼
の
拳
は
古
人
の
書
を
集
め
、
毛
羽
衣

(

川

出

)

冠
の
讃
細
に
ま
で
精
密
な
考
察
を
加
え
、
馬
融
、
鄭
玄
ら
と
共
に
諸
経
の
得
失
を
探
る
、
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
皐
は
漢
皐
的
「
賞
謹
主
義
」

躍
祉
の
創
設
以
来
、

復
祉
を
憎
む
者
か
ら
は
そ
の
中
心
人
物
に
数

を
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
否
で
あ
る
。

彼
の
詩
皐
は
ご
も
敢
え
て
紫
陽
と
戻
る
無
」
し
と
自
稿
す
る
も
の

- 46ー

で
、
た
め
に
社
中
の
急
進
的
部
分
か
ら
は
、
朱
注
を
墨
守
す
る
「
察
究
」
と
噸
笑
さ
れ
さ
え
し
て
い
る
。

(

必

)

開
門
干
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
に
掲
げ
た
謹
言
は
、
張
薄
ら
の
願
望
一
か
ら
な
る

一
穫
の
理
想
像
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
様
な
理
想
像
を
張
薄

が
胸
に
懐
い
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
し
、
顧
自
身
に
も
そ
の
様
な
理
想
像
を
初
得
さ
せ
る
方
向
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

「毛
鄭
の
皐
」
と
い
う
の
も
皐
に
詩

「
注
疏
は
最
も
古
に
近
い
」
こ
と
を
認
め

「
好
ん
で
精
微
を
論
」
ず
る
コ
局
明
者
」
流
の
や
り
た
が
ら
ぬ
名
物
制
度
の
考
査
、

(
川
町
〉

事
」
を
や
ろ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
理
で
は
な
く
事
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
ま
た
彼
は
、
自
ら
の
言
に
も

「
屑
々
詮
解
之

不
必
、
穿
撃
な
ど
と
決
め
つ
け
、
甚
し
き
は
「
ま
っ
た
く
も
っ
て
朱
子
草
卒
の
露
で
あ
る
。
-

(

必

)

ど
う
し
て
こ
ん
な
デ
タ
ラ
メ
を
や
る
の
か
」
と
ま
で
言
う
。

か
か
わ
ら
ず
、

し
ば
し
ば
集
俸
を
謀
、
無
媛
、

「
沖
潜
醇
謹
」
な
彼
は
自
ら
の
反
な
い
し
非
朱
子
準
的
傾
向
を
殆
ど
自
費
し
て
い

な
か
っ
た
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
が
、
彼
の
皐
は
も
は
や
『
大
全
』
流
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
即
ち
朱
公
蓮
や
責
佐
の
書
だ
け
で
は
到



底
満
足
で
き
ず
、
鴻
復
京
の
『
六
家
詩
名
物
疏
』
、
何
楢
の
『
詩
経
世
本
古
義
』
、
そ
し
て
特
に
韻
脚
に
つ
き
、
徐
光
啓
の
『
毛
詩
六
帖
講
意
』

を
援
用
せ
ね
ば
気
が
す
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
祷
は
名
物
と
い
う
事
に
密
着
す
る
こ
と
で
、
集
俸
に
正
面
か
ら
異
を
唱
え
た
人
で
あ
る
し
、

徐
は
、
韻
脚
に
つ
い
て
言
え
ば
、
詩
に
叶
韻
な
し
の
設
を
唱
え
て
集
停
な
ど
度
外
視
し
て
い
た
。
何
は
と
い
え
ば
「
我
古
と
作
る
に
非
ず
、
古

(

必

)

人
の
志
な
り
」
と
噺
き
つ
つ
、
小
序
・
毛
停
・
鄭
築
に
さ
え
と
ら
わ
れ
ず
、

し
か
も
考
擦
に
一一
意
を
用
い
、
自
ら
の
心
で
経
の
意
を
追
求
し
た
人

(

必

〉

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
優
れ
た
象
者
は
決
し
て
復
祉
と
無
縁
で
は
な
く
、
特
に
何
の
如
き
は
直
ち
に
復
祉
の
先
達
と
し
て
よ
い
。
顧
も
や
は
り
自

ら
の
撃
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
願
墓
を
秘
め
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
時
と
し
て
自
ら
の
珍
妙
な
妄
設
を
振
り
ま
わ
し
、
そ
れ
で
「
こ
れ
は

(

幻

〉

先
儒
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
」
な
ど
と
得
意
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
も
仲
々
に
精
確
の
論
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
古
人
に
誼

(
川
明
〉

す
る
を
待
た
」
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
盟
坊
、
察
術
史
上
の
贋
金
作
り
、
の
著
作
に
心
引
か
れ
た
の
も
、
単
に
無
皐
の
た
め
ば
か
り
で
は

(

必

)

な
い
。
彼
に
も
深
い
「
自
信
」
が
あ
っ
た
。
社
中
の
寛
陵
汲
詩
人
を
讃
え
て
彼
は
言
う
。

「
漢
貌
を
自
在
に
扱
い
唐
宋
を
凌
ぎ
、
古
人
の
奴
隷

(

叩

)

と
な
る
こ
と
な
く
、
今
の
人
の
ま
ま
で
自
ら
成
し
た
も
の
、
そ
れ
が
帥
臣
〈
張
津
)
雲
子
(
朱
腕
)
の
詩
で
あ
る
」
と
。
た
だ
彼
に
は
そ
の
自
信

(

日

〉

に
み
あ
う
暴
力
が
無
か
っ
た
。
考
擦
を
志
向
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
先
鄭
と
鄭
玄
を
誤
っ
た
り
す
る
ほ
ど
で
は
、
何
ほ
ど
の
こ
と

が
で
き
よ
う
。
結
局
、
彼
濁
自
の
経
読
は
自
信
ば
か
り
で
説
得
力
を
全
く
快
い
た
妄
設
と
な
り
は
て
て
し
ま
う
。
そ
の
上
に
朱
子
皐
よ
り
の
強

力
な
規
制
が
加
わ
る
。
妄
読
で
あ
っ
て
も
、
読
経
の
佳
を
成
し
て
い
な
く
と
も
、
債
値
あ
る
見
解
と
い
う
も
の
は
あ
り
う
る
。
だ
が
彼
に
は
朱
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子
撃
に
立
ち
向
う
気
迫
な
ど
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

被
ら
の
古
泉
に
は
古
注
疏
の
復
興
、
ま
た
手
段
と
し
て
の
考
援
へ
の
志
向
が
確
か
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
馳
は
ま
た
後
に
鯖
れ
る
所
あ
ろ

う

(2) 

「
務
魚
有
用
」
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「
私
は
い
つ
も
縞
か
に
古
の
三
不
朽
(
立
徳
、
立
功
、
立
一
言
〉
を
慕
っ
て
い
ま
す
が
、

徳
は
我
の
う
ち
に
存
し
て
い
て
次
第
に
極
め
て
い
く
こ
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と
が
で
き
、

ま
た
功
に
は
僚
件
が
あ
っ
て
天
運
に
手
駒
け
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
立
言
の
一
端
こ
そ
が
皐
者
の
本
分
な
の
で

す
。
だ
が
そ
の
全
睦
像
は
浩
大
で
あ
り
、

す
べ
て
に
渉
っ
て
審
ら
か
で
詳
細
に
は
し
難
く
、

一
人
で
で
き
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
古
来
の
経
史
文
集
、
及
び
我
が
明
朝
の
制
書
を
つ
ぶ
さ
に
稽
え
て
み
る
に
、
す
べ
て
依
略
が
あ
り
後
人
の
補
填
す
べ
き
地
と
な
っ
て
い
ま

す
。
・
:
吾
が
祉
の
根
幹
た
る
数
人
に
は
皆
、
著
作
考
述
の
才
が
あ
り
、
磁
々
と
し
て
時
を
遠
い
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
年
月
を
過
ご
し
て
し
ま
う

一
つ
の
も
の
を
分
解
し
部
に
従
っ
て
班
を
分
け
、

(

回

)

し
、
共
に
泡
沫
的
な
ら
ざ
る
不
朽
を
な
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

各
々
が
自
分
に
む
い
て
い
る
封
象
を
選
ん
で
論
著
に
力
を
牽
く

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

張
薄
は
周
立
動
〈
公
掲
〉
に
劃
し
て
こ
う
言
っ
て
い
る
。

経
の
一
意
の
完
全
な
把
握
、

即
ち
徳
の
完
成
は
我
の
う
ち
に
存
す
る
徳
を
次
第
に
極

め
て
い
く
こ
と
で
果
さ
れ
る
。
固
よ
り
そ
の
過
程
に
は
一
定
の
功
夫
が
議
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
個
人
の

内
的
問
題
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
立
徳
に
劃
す
る
外
的
存
在
、
事
の
干
渉
と
か
、
或
い
は
外
よ
り
の
補
完
と
い
っ
た
こ
と
に
何
ら
の
注
意

外
も
外
と
し
て
濁
自
の
立
場
を
要
求
し
よ
う
。

述
、
製
問
研
究
は
外
と
し
て
の
、
そ
れ
自
鐙
の
債
値
を
主
張
し
始
め
る
。
皐
者
の
本
分
は
個
人
の
内
的
問
題
と
し
て
達
成
さ
れ
う
る
立
徳
に
は

も
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

内
が
内
と
し
て
完
結
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

か
く
し
て
著
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在
ら
ず
、
無
限
の
康
が
り
と
複
雑
さ
を
持
つ
事
の
世
界
に
お
け
る
活
動
、
即
ち
立
言
に
こ
そ
在
る
の
だ
、
と
。
徳
と
皐
は
分
離
の
可
能
性
を
持

っ
た
。
張
薄
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

「皐
問
と
は
重
大
事
で
あ
り
、

ま
さ
に
鰹
史
古
今
に
分
っ
て
四
部
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。
経
を
研
究
す

る
者
は
儒
家
(
の
諸
説
)
を
輯
め
、

史
を
研
究
す
る
者
は
世
代
を
排
じ
、

古
を
研
究
す
る
者
は
典
買
に
通
じ
、
今
を
研
究
す
る
者
は
本
朝
を
専

〈

臼

)

数
人
の
力
を
合
わ
せ
て
そ
の
一
部
を
治
め
た
ら
よ
い
」
と
。

ら
に
す
る
。

各
々
が
自
分
に
む
い
て
い
る
封
象
に
就
き
、
部
を
分
っ
て
治
め
、

「
君
子
は
器
な
ら
ず
」
と
孔
子
は
言
っ
た
が
、
今
や

「一

材

一
謹
」
的
皐
が
摩
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
張
薄
は
「
吾
師
」
徐
光
啓
の

(
U
A
〉

「専
ら
神
明
を
以
て
暦
律
兵
農
を
治
め
」
る
と
い
う
翠
を
稽
賛
し
て
や
ま
な
い
。

「専
ら
」
技
術
的
責
用
的
な
「
術
」
を
研
究
す
る
こ
と
、
そ

れ
は
立
涯
に
皐
で
あ
る
。
有
用
は
必
ず
し
も
経
か
ら
追
求
さ
れ
な
い
。
張
薄
に
よ
れ
ば
鰹
は
王
道
・

瞳
と
、
史
は
主
事
・
用
と
連
な
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
韓
用
関
係
と
は
そ
の
一
致
よ
り
む
し
ろ
そ
の
分
別
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
睦
用
相
即
に
重
貼
が
在
っ
た
と
す



(
日
山
〉

れ
ば
、
彼
が
有
用
の
た
め
専
ら
史
を
研
究
し
、
そ
こ
に
お
け
る
泥
古
の
不
可
を
説
い
た
こ
と
は
不
可
解
と
な
ろ
う
。
現
賓
と
規
範
に
は
一
躍
の

匪
別
を
立
て
う
る
の
で
あ
り
、
現
買
は
現
貧
に
よ
り
、
経
世
は
人
震
に
よ
っ
て
虚
理
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
か
く
て
盛
衰
治
観
に
つ
い
て
言
え
ば

(

日

)

「
そ
の
功
は
人
に
存
す
る
。
」
天
人
関
係
は
と
言
う
と
「
そ
も
そ
も
天
人
の
際
に
は
大
勢
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
た
だ
(
石
勃
や
存
堅
の
如
き
)

(

幻

)

英
雄
だ
け
が
よ
く
起
っ
て
こ
れ
に
乗
ず
る
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
そ
れ
は
天
人
相
開
設
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

歴
史
の
大
勢
と
こ
れ
に

針
躍
す
る
個
人
の
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
う
な
れ
ば
王
安
石
の
「
天
襲
不
足
畏
」
読
に
劃
す
る
許
債
も
襲
っ
て
く
る
。
彼
の

罪
は
「
天
襲
不
足
畏
」
と
考
え
た
こ
と
そ
の
も
の
に
在
る
の
で
は
な
く
、

「
明
ら
か
に
経
義
を
排
・
し
は
っ
き
り
と
天
の
侍
む
に
足
ら
.
さ
る
こ
と

を
著
し
た
」
貼
に
在
る
。
即
ち
、
至
隼
の
君
主
を
牽
制
し
て
虐
政
を
防
ぐ
道
具
と
し
て
、
災
異
設
は
非
常
に
有
数
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
日
刊
〉

王
は
そ
れ
を
明
ら
さ
ま
に
否
定
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
洪
範
の
義
さ
え
術
と
し
て
扱
わ
れ
か
ね
な
い
。
徳
と
皐
、

天
と
人
が
分
離
の
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
経
世
の
皐
も
濁
自
の
展
開
を
見
せ
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
は
そ
れ
な
り

の
前
史
が
あ
り
、
王
安
石
評
債
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
首
問
暦
末
年
に
は
既
に
注
目
す
べ
き
一
意
見
が
現
れ
て
い
る
。
吏
緑
を
盆
す
と
い
う
「
王
介

(

叩

叩

)

甫
新
法
の
一
端
」
は
徐
光
啓
よ
り
「
敢
え
て
以
て
非
と
篤
さ
ざ
る
な
り
」
と
さ
れ
た
し
、
郁
承
燦
は
王
を
「
一
代
の
異
人
」
と
評
し
た
。
ま
た
沈

徳
符
も
王
を
程
伊
川
と
並
べ
て
「
宋
朝
大
儒
」
と
謂
っ
て
い
る
。
だ
が
彼
ら
の
こ
う
し
た
評
債
は
ま
だ
断
片
的
、
孤
立
的
に
過
ぎ
、
理
論
的
裏

づ
け
の
乏
し
い
段
階
に
在
っ
た
。
だ
が
今
や
経
世
の
皐
は
自
費
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
石
勤
や
荷
堅
は
英
雄
だ
し
「
管
子
の
見
る
所
は
偏
っ
て

(

印

)

い
る
が
、
そ
れ
で
も
周
を
傘
び
夷
を
嬢
い
、
そ
し
て
覇
業
を
創
建
し
え
た
。
」
桑
弘
羊
、

(

日

〉

用
す
べ
き
重
臣
と
な
る
。
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劉
長
に
至
つ
て
は
便
宜
行
事
の
擢
を
興
え
て
長
く
任

「
治
道
を
言
う
者
は
財
利
を
言
う
を
誇
み
、
劉
長
を
斥
け
て
小
人
と
な
す
。
」
正
史
に
お
い
て
唐
の
中
興
に
功
有
り

と
認
め
ら
れ
た
劉
で
さ
え
一
般
的
評
債
で
は
小
人
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
桑
弘
羊
と
な
れ
ば
、
極
め
つ
き
の
小
人
李
卓
吾
を
除
き
、
敢
え
て
稽

(

臼

)

賛
す
る
者
は
無
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
諸
子
の
術
を
斥
け
る
必
要
も
な
い
。
そ
も
そ
も
墨
子
は
も
と
清
廟
の
官
で
あ
り
、
縦
横
家
は
行
人
の
属
よ

(
臼
〉

「
正
な
れ
ば
治
、
然
ら
ず
ん
ば
凱
な
る
の
み
」
な
の
で
あ
る
。

り
出
た
。
張
樽
は
漢
書
襲
文
志
に
偲
り
て
諸
子
を
許
容
す
る
。
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張
薄
は
微
妙
な
位
置
ま
で
準
ん
で
き
た
。
即
ち
正
か
治
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
王
道
と
王
事
を
一
雁
分
離
し
つ
つ
治
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
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は
正
な
ら
ば
治
よ
り
、
治
な
ら
ば
正
と
い
う
考
え
を
生
み
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
固
よ
り
彼
ら
に
お
い
て
正
と
治
は
ま
だ
幸
福
な
関
係
に
在
つ

た
。
だ
が
治
、
事
功
の
立
場
か
ら
管
仲
や
桑
弘
羊
、
劉
長
を
高
く
許
慣
す
る
の
は
王
道
に
惇
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
世
の
皐
の
濁
立
化
は
ひ
ど

く
物
騒
な
様
相
を
呈
し
て
き
た
。
張
薄
ら
は
こ
の
危
険
を
敏
感
に
察
知
す
る
。
石
勤
、
持
竪
を
英
雄
と
し
、
管
仲
を
高
く
評
債
し
た
の
は
張
采

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
様
な
評
債
は
、

い
わ
ば
守
る
べ
き
規
矩
を
一
歩
越
え
て
し
ま
っ
た
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
震
言
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
は
言
う
。

治
範
は
数
で
は
な
く
て
人
で
あ
り
、
己
れ
で
あ
る
。
故
に
た
だ
己
れ
の
性
を
蓋
し
て
天
地
を
賛
し
、

か
く
て
道
は
内
外
を
合
す
る
。
経
済
は
遁

経
史
(
そ
れ
自
陸
)
の
研
究
も
よ
い
。

(

臼

)

除
事
で
あ
る
。
故
に
私
は
根
本
で
あ
り
雨
者
を
具
足
し
た
理
的
学
に
専
ら
務
め
る
の
だ
、
と
。
諸
子
の
許
容
も
、
そ
の
才
を
徳
の
規
制
下
に
お
い

(

臼

)

て
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
才
な
る
も
不
徳
の
士
」
は
排
斥
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
し
か
し
矯
正
し
悔
悟
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
徳
の
一
義
性
は
動
か
せ
な
い
。
篠
は
人
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
か
く
て
張
樽
の
経
世
論
は
「
治
人
あ
り
て
治
法
な
し
」
と

(
伺
〉

い
う
俸
統
的
観
貼
を
謡
う
も
の
と
な
る
。
だ
が
徳
の
一
義
性
が
す
べ
て
を
貫
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
張
采
の
言
う
如
く
と
な
ろ

に
依
り
、
無
欲
を
主
と
し
、
傘
王
制
覇
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

経
世
の
率
、

だ
が
雨
者
は
倶
に
才
子
の

ぅ
。
徳
と
撃
を
分
離
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
な
ど
全
く
無
用
の
わ
ざ
、
虚
し
い
行
震
で
は
な
い
か
。
即
ち
南
者
の
分
離
を
促
し
た
張
薄
ら
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の
自
信
は
俸
統
の
匪
力
に
抗
し
き
れ
ず
、
震
さ
ざ
る
所
有
る
献
態
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

張
樽
は
新
し
い
撃
を
摸
索
し
て
い
た
。
徳
と
開
門
干
の
分
離
、

一
材

一
嬰
的
皐
聞
の
承
認
、

そ
し
て
、

た
と
え
思
い
つ
き
的
で
は
あ
れ
、
経
史
古

今
と
い
う
新
た
な
皐
問
分
類
、
こ
れ
ら
を
単
な
る
言
葉
の
あ
や
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
古
皐
の
輿
復
を
叫
ん
だ
。
こ
の
間
宇
は
経

皐
を
そ
の
本
質
と
し
た
が
、
そ
の
内
に
は
徳
と
撃
の
分
離
、
諸
撃
の
濁
立
化
、
即
ち
鰹
翠
が
全
て
を
貫
く
と
い
う
考
え
の
否
定
、
が
含
ま
れ
て

い
た
。
本
来
、
古
皐
と
有
用
は
設
用
の
関
係
で
あ
っ
た
。
然
る
に
用
自
睦
が
濁
立
し
、

目
的
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
自
信
は
元

来
の
構
闘
を
裏
切
り
か
ね
な
か
っ
た
。
張
薄
ら
は
こ
こ
に
於
て
歩
を
止
め
、
儒
者
の
道
に
踏
み
と
ど
ま
る
。
だ
が
彼
ら
の
皐
は
こ
こ
で
そ
の
限

界
に
達
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
復
祉
の
土
に
は
斐
然
と
し
て
一
章
を
成
さ
ん
と
し
、
異
端
化
へ
の
危
険
な
道
を
敢
え
て
進
ん
だ
人
物
も
い

た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
陳
子
龍
〈
公
掲
〉
ら
で
あ
る
。
張
湾
ら
に
お
け
る
経
世
の
皐
は
僅
か
に
そ
の
可
能
性
を
か
い
ま
見
せ
た

い
よ
い
よ
貫
質
的
展
開
を
見
せ
始
め
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
張
薄
ら
を
越
え
て
更
に
今
の
人
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
陳
ら
を
得
て
、

る
己
れ
の
立
場
を
強
化
し
、
徳
と
皐
の
分
離
を
推
進
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
経
皐
に
つ
い
て
言
え
ば
、
も
は
や
他
者
に
、
就
中
朱
子
に
、
依

存
し
た
り
或
い
は
折
衷
的
態
度
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
果
し
て
陳
の
詩
撃
は
朱
子
に
封
す
る
攻
撃
の
意
園
も
露
わ
な
、
そ
れ

で
い
て
古
注
な
ど
に
も
と
ら
わ
れ
ぬ
、

「
臆
断
」
を
主
と
す
る
も
の
と
な
る
。

「
生
民
の
詩
で
は
一
帝
武
を

E
人
の
足
跡
の
意
と
い
う
が
、
天
に

足
が
有
ろ
う
か
。
鄭
氏
の
誤
り
で
あ
る
。
:
・
人
々
は
た
だ
史
記
、

鄭
婆
を
信
じ
、

朱
子
も
こ
れ
に
従
っ
て
レ
る
。
」
有
女
向
車
は
左
俸
の
言
う

追
惜
の
詩
で
も
な
け
れ
ば
小
序
の
言
う
鄭
公
子
忽
を
刺
っ
た
詩
で
も
な
く
、
忽
の
妻
、
陳
娯
を
美
め
た
詩
で
あ
る
。

(
印
)

請
を
以
て
相
承
け
、
そ
の
一
意
を
明
ら
め
る
者
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
左
停
、
史
記
も
、

小
序
、

「
こ
の
詩
を
解
す
る
者
は

毛
停
、
鄭
筆
も
、
集
俸
は
論
外
、
自
ら
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か
く
て
そ
の
八
股
文
も
宋
儒
を
直
接
に
罵
し

(

印

)

「
六
経
四
子
は
意
に
任
せ
て
解
轄
し
、
周
程
朱
注
は
こ
れ
を
高
閣
に
束
ね
」
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
勢
い
の
趨
く
所
、
経
書
の
至
高

(

叩

)

性
さ
え
危
険
に
さ
ら
さ
れ
始
め
る
。
陳
は
王
遁
の
経
書
績
成
に
賛
成
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
自
ら
現
代
の
詩
鰹
を
編
纂
し
よ
う
と
し
た
。
陳
が

の
判
断
に
よ
っ
て
取
捨
選
揮
さ
れ
る
劉
象
で
あ
り
、

信
仰
す
べ
き
も
の
な
ど
で
は
更
に
な
い
。

り李
婁
(
公
掲
)
、
宋
徴
輿
と
と
も
に
『
皇
明
詩
選
』
に
採
録
し
た
詩
は
「
洋
々
乎
と
し
て
有
明
の
盛
風
で
あ
り
周
漢
に
並
ぶ
。
子
龍
日
く
、
私
は

こ
こ
に
於
て
詩
が
経
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
、
と
。
・
:
我
々
二
三
子
は
・
:
慨
然
と
し
て
そ
の
志
剛
述
に
在
っ
た
。
」
嘗
代
は
た
だ
に
周
漢
に
並

ぶ
の
み
な
ら
ず
、
更
に
「
風
俗
の
美
な
る
こ
と
周
に
優
」
り
、
周
の
詩
が
経
な
ら
明
の
詩
も
経
た
り
う
る
。
『
皇
明
詩
選
』
は
嘗
代
の
詩
経
で
あ

(

九

)

る
、
と
は
敢
え
て
言
わ
な
い
。
が
、
嘗
代
に
お
け
る
詩
組
編
纂
の
第
一
歩
で
は
あ
っ
た
。
曾
て
泥
経
の
否
定
は
筆
の
誤
ち
で
あ
り
、
泥
古
は
史
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は
皆
排
論
を
加
え
ら
れ
た
。

に
お
い
て
の
み
否
定
さ
れ
た
。
今
、
陳
は
言
う
。
方
孝
指
先
生
が
最
も
好
ま
れ
た
の
は
周
躍
で
あ
っ
た
が
、
九
そ
雑
駁
迂
遠
で
信
じ
難
い
貼
に

(η
〉

「
か
く
て
先
生
の
皐
が
専
ら
古
に
泥
み
、
疏
闘
に
し
て
行
な
い
難
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
」
と
。
現
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存
の
経
書
に
は
信
じ
難
い
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
に
泥
む
の
は
不
可
で
あ
る
。

「
今
の
撃
と
い
う
の
は
古
の
そ
れ
に
異
な
る
。
古
の
謬
は
躍
築
や
堂
一
の
升
降
、
儀
文
度
数
の
聞
に
在
っ
た
が
、
今
そ
れ
ら
は
皆
向
ば
れ
ず
、

た
だ
讃
む
だ
け
で
あ
る
。
・
:
そ
も
そ
も
聖
人
の
徽
言
妙
論
、
性
と
天
道
は
そ
の
嘗
時
か
ら
す
で
に
聞
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
王
者
の
関
心
す
る

所
も
こ
こ
に
は
な
い
。

一
位
、
人
を
論
ず
る
要
、
世
を
治
め
る
方
法
は
皆
六
経
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
古
今
の
治
凱
興
亡
、
是
非
得
失

の
際
に
お
い
て
聖
人
の
言
を
引
誼
す
る
手
だ
て
と
な
る
の
は
諸
々
の
史
が

一
番
で
あ
る
。
土
で
あ
り
な
が
ら
史
に
通
じ
な
い
な
ら
ば
、
天
下
を

治
め
る
道
に
興
か
る
に
は
足
り
な
い
。
・
:
嘗
今
の
患
は
高
尚
な
者
が
性
命
虚
無
の
皐
を
言
い
、
卑
俗
な
者
が
八
股
文
に
か
か
ず
ら
い
、
凡
そ
前

言
往
行
、
古
今
の
故
事
、
一
帝
王
が
人
を
治
め
る
道
な
ど
に
つ
き
、

士
は
こ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ず
、

か
く
て
政
事
に
試
み
ら
れ
で
も
数
果
が

無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
:
・
土
た
る
者
ま
た
ど
う
し
て
皐
ば
ず
に
お
ら
れ
よ
う
。
築
隷
簡
般
の
制
が
嬰
っ
て
よ
り
日
々
に
簡
便
と
な
っ
て
い

き
、
宋
以
後
に
は
ま
た
印
刷
術
が
有
る
こ
と
と
な
っ
た
。
士
が
廉
く
書
を
備
え
よ
う
と
思
え
ば
、
古
人
よ
り
便
利
な
る
こ
と
千
百
倍
で
あ
る
。

-:
皐
校
を
飾
り
た
て
て
も
、

た
と
え
批
麗
を
極
め
、
弟
子
た
ち
と
そ
の
聞
に
躍
を
習
い
堂
に
上
っ
て
歌
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
が
一
盟
、
世
の
中
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に
と
っ
て
何
の
役
に
立
つ
と
い
う
の
か
。
た
だ
翠
者
を
し
て
多
識
強
記
た
ら
し
め
、
そ
し
て
天
下
を
治
め
る
方
略
を
追
求
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が

(

乃

)

先
師
の
一
意
で
あ
り
明
天
子
の
心
で
あ
る
。
L

陳
は
古
を
懸
げ
て
今
を
貰
っ
た
り
せ
ず
、
堂
々
今
を
主
張
し
た
。
経
書
は
も
は
や
宋
事
的
な
理
が
示
さ
れ
た
も
の
、

(

九

〉

く
、
い
わ
ば
「
史
之
言
理
者
」
と
な
っ
た
。
国
よ
り
経
書
は
経
世
の
理
念
を
完
全
に
著
わ
し
て
い
る
と
い
う
貼
で
比
類
な
い
債
値
を
持
つ
。
だ

が
現
存
の
そ
れ
に
は
信
じ
難
い
貼
も
あ
る
上、

具
盤
的
な
経
世
は
や
は
り
事
に
即
し
て
、
史
の
研
究
よ
り
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
、
史

に
よ
っ
て
し
か
理
は
検
誼
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
聞
学
と
は
何
か
。
有
用
た
る
た
め
の
知
識
で
あ
る
。
撃
は
事
の
追
求
を
そ
の
第
一
課
題
と
す

る
。
あ
る
時
、
陳
は
玉
泉
を
奉
ず
る
社
中
の
友
人
よ
り
、
内
に
関
心
を
寄
せ
聖
人
と
な
る
志
を
持
て
と
勤
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
射
し
彼
は
、
所

「載
道
之
文
」
で
は
な

調
内
徳
と
は
無
欲
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
孟
子
の
「
其
の
身
を
潔
く
す
る
に
信仰
す
」
と
い
う
態
度
の
問
題
で
あ
る
。
聖
人
に
な
る
と
い
う
こ
と

(

万

)

を
言
え
ば
、
そ
れ
は
天
授
と
い
う
も
の
で
、
私
の
如
き
が
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
に
べ
も
な
く
援
ね
つ
け
て
い
る
。
今
撃
に
と
っ
て
聖
人



と
な
る
こ
と
な
ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
観
貼
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
数
十
年
来
「
一
二
廉
節
有
意
の
土
」
が
唱
え
た
皐
も

「
虚
空
迂
遠
無
用
」
で
あ
る
。
君
子
小
人
の
排
が

一
旦
明
ら
か
と
な
れ
ば
天
下
は
難
な
く
治
ま
る
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
え
ょ
う
か
。
こ
ん
な

(

祁

)

つ
ま
ら
ぬ
議
論
に
あ
け
く
れ
て
い
た
か
ら
天
下
を
治
め
る
術
、
世
を
済
い
う
る
奇
才
が
無
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
自
ら
の
先
輩
た
る
東

林
を
彼
は
か
く
も
手
巌
し
く
批
判
す
る
。
こ
の
様
な
究
悟
の
下
、
嘉
靖
末
年
以
来
の
流
行
語
た
る
経
世
は
皐
な
る
流
行
語
以
上
の
、
皐
と
い
う

に
足
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

作

)

経
世
の
皐
と
は
浪
々
と
し
て
「
救
時
の
用
」
に
つ
と
め
る
「
経
世
の
術
」
の
謂
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
管
仲
も
範
儒
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
祭
と

は
有
用
た
る
た
め
の
知
識
で
あ
っ
た
。

(

河

〉

「貧血平
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
陳
の
「
吾
師
」
方
岳
貢
は
『
皇
明
経
世
文
編
』
の
編
纂
者
た
る
陳
、

(
刊
は
〉

を
稽
し
て
「
救
時
の
術
を
懐
い
て
い
る
」
と
言
う
。
ひ
た
す
ら
術
に
務
め
る
、
こ
れ
こ
そ
が
鉦
儒
へ
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
、
も
は
や

既
成
概
念
と
し
て
の
儒
者
が
察
を
濁
占
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

「儒
者
は
幼
な
く
し
て
撃
に
志
し
、
長
じ
て
は
博
綜
と
な
る
。
然
る
に
い

そ
の
知
識
を
あ
る
特
定
の
用
に
牧
飲
す
れ
ば
術
と
な
る
。

即
ち
皐
と
は
諸
術
で
あ
り
、

こ
れ
を
し
も

徐
字
遠
〈
公
掲
)
、

宋
徴
壁
(
公
掲
〉

三
人

い
る
の
だ
が

「
皐
士
大
夫
は
そ
の
牢
生
の
問
、
経
書
を
窮
め
て

(

加

〉

一
旦
合
格
し
て
官
僚
と
な
る
や
」
現
貫
に
と
っ
て
は
全
く
の
無
能
者
と
な
る
、
と
彼
ら
は
言
う
。
迂
儒
腐
儒
な
ら
ぬ
博
綜
で
あ
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ぎ
政
治
を
撞
嘗
す
る
段
に
な
る
と
、
本
末
は
飢
れ
措
置
は
ち
ぐ
は
ぐ
と
な
る
に
至
る
」
し
、

る
儒
者
、

一孟一草
句
の
皐
で
は
な
く
窮
経
に
牢
生
を
捧
げ
た
皐
土
大
夫
、
こ
の
様
な
人
物
が
無
痛
無
能
な
の
で
あ
る
。
立
振
な
文
一
章
を
書
く
こ
と
と

(

凱

)

現
貫
の
政
治
を
行
な
う
こ
と
は
、
目
的
も
趣
旨
も
異
な
る
も
の
だ
、
と
徐
字
遠
が
言
う
の
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
言
語
、
道
徳
、
行
政
の
能

力
が
混
沌
の
う
ち
に
一
で
あ
っ
た
時
代
は
彩
ろ
う
と
し
て
い
る
。
経
世
文
編
は
「
権
家
(
軍
事
皐
家
)
を
し
て
そ
の
謀
を
掌
ら
せ
、
儒
家
を
し

(

位

〉

て
そ
の
典
籍
を
守
ら
せ
、
史
家
を
し
て
そ
の
事
買
を
責
め
さ
せ
る
」
の
に
役
立
つ
と
陳
は
言
う
。
彼
は
「
儒
家
」
の
役
割
を
文
献
保
存
に
指
定

し
、
軍
事
や
歴
史
と
並
ぶ
一
撃
涯
と
し
た
。
大
陸
「
覇
術
」
を
絶
割
に
不
可
と
す
る
「
儒
者
」
な
ど
「
大
言
壮
語
し
な
が
ら
も
の
の
役
に
立
た

(
回
)

ぬ
こ
と
甚
し
い
」
愚
物
で
あ
る
。
率
は
「
儒
者
」
の
能
く
濁
占
す
る
所
で
は
な
く
、
覇
術
も
経
世
の
一
端
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
才
も
徳
の
腕
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
賢
の
意
味
す
る
所
で
あ
る
。
陳
に
と
っ
て
才
と
賢
は
医
別
す
る
必
要
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才
が
大
賢
、

の
な
い
語
で
す
ら
あ
っ
た
が
、
徳
と
闘
連
づ
け
れ
ば
そ
こ
に
大
賢
小
賢
の
医
別
が
成
立
す
る
。
即
ち
一
定
の
智
と
才
が
小
賢
、
高
い
徳
と
贋
い

〈
刷
出
〉

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
徳
の
全
面
否
定
な
ど
あ
り
え
な
い
。
問
題
は
徳
が
い
か
な
る
場
合
に
も
常
に
基
本
原
則
と
し
て
要
求
さ
れ
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る
か
否
か
で
あ
る
。
陳
は
才
に
溺
自
の
憤
値
を
認
め
た
。
徳
に
抑
座
さ
れ
て
い
た
才
が
解
放
さ
れ
れ
ば
、
勢
い
そ
の
反
作
用
と
し
て
才
だ
け
を

(

出

山

)

強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
大
道
で
は
(
天
下
を
)
公
と
な
し
、
た
だ
才
だ
け
を
用
い
る
」
と
言
わ
れ
た
り
も
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ひ

か
ら
び
た
俸
統
は
無
視
さ
れ
、

経
世
は
名
で
な
く
買
に
務
め
、
富
国
強
兵
を
目
指
し
て
展
開
す
る
。
地
方
官
と
な
れ
ば
瞳
祭
に
よ
る
統
治
な
ど

不
可
能
で
あ
り
、
治
安
維
持
の
た
め
に
は
、
方
岳
貢
の
如
く
、

(お
〉

執
る
士
大
夫
こ
そ
模
措
で
あ
っ
た
。
方
が
陳
の
「
師
」
た
り
え
た
の
は
、
彼
が
「
も
と
も
と
膏
吏
の
材
で
あ
っ
た
」
〈
明
史
本
俸
)
か
ら
に
他
な

(凹む

ら
な
い
。
買
に
務
む
べ
き
経
世
の
世
界
で
は
、
功
さ
え
あ
れ
ば
た
と
え
私
や
欲
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
軍
事
の
蔑
覗
な
ど
論
外
で
あ
る
。

古
に
在
つ
て
は
文
武
の
道
は
一
で
あ
っ
た
。
「
後
世
の
儒
服
を
着
た
輩
は
兵
を
談
ず
る
を
以
て
恥
と
な
」
し
て
い
る
が
、
全
く
何
た
る
こ
と
か
。

(
初
)

兵
と
は

「儒
者
の
ま
さ
に
務
む
べ
き
所
」
で
あ
る
。
諸
子
の
言
も
「
或
い
は
至
道
に
参
興
で
き
、
或
い
は
政
治
を
補
助
で
き
」
る
。

「
法
に
任
せ
」
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
法
律
に
親
し
み
、
弼
.す
か
ら
吏
事
を

「儒
者
」
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聖
人
の
王
道
に
比
べ
れ
ば
、
「
固
よ
り
論
ず
る
に
足
り
な
い
。
」
だ
が
諸
子

(

m
出

)

そ
の
才
能
、
有
用
性
は
認
め
皐
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
管
子
は
鐙
儒
だ
っ
た
し
、
荘
子
は
「
よ
く
孔

(

卯

)

子
、
老
子
の
外
に
自
立
し
、
以
て
一
道
を
な
し
た
。
」
父
を
無
み
す
る
禽
獣
、

で
は
な
い
が
聖
人
の
徒
で
は
あ
る
陳
よ
り
見
て
「
諸
子
の
皐
は」、

は
そ
れ
ぞ
れ
に
義
を
有
し
た
皐
な
の
で
あ
り
、

聖
と
並
拳
す
る
に
足
る
賢
で
あ
り
、

そ
の
害
は
申
韓
よ
り
甚
し
い
と
さ
れ
た
墨
子
も
、
今
や
孔
子
の

(
川
出
〉

か
く
て
「
儒
墨
に
出
入
」
し
て
い
る
、
と
は
「
名
数
を
楽
し
む
」
君
子
に
劃
す
る
賛
辞
と
な
る
。
陳
ら
は

明
ら
か
に
異
端
化
し
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
の
は
陳
ら
幾
社
系
の
人
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
経
世
の
皐
に
お
け
る
典
型
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
他
の
復

祉
同
人
に
見
る
べ
き
成
績
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
質
際
、
危
険
な
動
き
は
社
中
の
そ
こ
か
し
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た

だ
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
朱
健
(
公
掲
)
、
雨
張
や
陳
と
も
親
し
い
生
粋
の
復
祉
同
人
、

の
『
古
今
治
卒
略
』
に
つ
い
て
の
み
燭
れ
て

お
き
た
い
。
こ
の
書
の
「
大
旨
は
富
国
強
兵
に
在
」
り
、

よ
っ
て
「
首
む
る
に
財
賦
を
以
て
し
終
う
る
に
兵
防
を
以
て
」
す
る
一
方
、
躍
祭
に



(

m
出

)

闘
す
る
記
述
は
こ
れ
を
紋
く
。
本
書
が
萄
子
の
同
月
干
に
遁
ず
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
有
用
、
現
代
の
た
め
「
利
害
に
専
念
」
し
た
も
の
で

(

回

〉

あ
る
、
と
評
さ
れ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
朱
健
も
や
は
り
「
儒
者
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
彼
は
言
う
。
三
代
で
は
文
武
、
儒
吏
は
一

致
し
て
い
た
。
然
る
に
秦
漢
以
降
、
儒
準
が
贋
棄
さ
れ
て
雨
者
は
分
裂
し
、

か
く
て
「
才
者
」
で
さ
え
「
鰹
術
を
執
っ
て
世
を
賊
な
」
う
こ
と

と
な
っ
た
。
「
経
術
は
世
務
を
鰹
す
る
所
以
な
り
、
と
は
固
よ
り
前
哲
(
王
安
石
〉
の
格
言
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
放
た
る
や
既
に
我
々
の
見
る
所

と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
に
そ
れ
は
政
治
の
現
買
に
お
い
て
は
「
管
一
商
に
も
時
と
し
て
敗
を
救
う
術
が
あ
り
、
先
王
の
書
と
て
人
を
殺
す
を
兎

(
川
出
)

れ
な
い
」
と
い
う
道
理
を
人
々
が
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。
朱
の
こ
の
様
な
槻
貼
に
は
確
か
に
新
し
い
「
儒
翠
」
の
璃
芽
が
含
ま
れ
て
い

る
。
陳
子
龍
ら
は
決
し
て
絶
無
僅
有
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

経
世
の
同
学
が
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
遁
程
を
復
社
以
前
に
湖
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
本
稿
の
よ
く
な
し
う
る
所
で
は
な
い
。
だ
が

こ
の
貼
に
つ
き
示
唆
的
な
の
が
張
居
正
評
債
問
題
で
あ
る
。
前
に
「
救
時
」
な
る
語
を
経
世
の
撃
に
特
徴
的
な
言
葉
と
し
て
登
場
さ
せ
た
が
、

こ
れ
は
挑
崇
を
「
救
時
宰
相
」
と
謂
っ
た
の
に
由
来
す
る
。
明
代
の
救
時
宰
相
と
は
張
居
正
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
事
寅
し
ば
し
ば
そ
う
呼
ば

れ
て
も
い
る
。
張
は
そ
の
富
国
強
兵
を
目
指
し
て
買
に
務
め
た
政
治
ぶ
り
、
奪
情
の
敢
行
、
死
後
の
名
器
剥
奪
な
ど
に
よ
り
、

一
旦
は
「
正
人
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君
子
」
の
非
難
を
一
身
に
集
め
た
。
そ
の
彼
が
如
何
に
再
評
債
さ
れ
て
い
く
か
は
、
経
世
の
風
干
の
進
展
と
あ
る
程
度
の
相
開
関
係
を
持
っ
て
い

ょ
う
。
以
下
は
張
居
正
一丹
評
債
年
表
で
あ
る
。

(

M

N

)

 

(
「
東
林
七
銭
」
中
の
人
に
は
一
傍
線
を
、
復
祉
同
人
、
ま
た
後
に
同
人
と
な
る
者
に
は
※
を
附
す
。
)

(
M
m

〉
|
的

張
奪
情
、
泰
州
涯
の
取
定
向
こ
れ
を
是
認。

高
暦

5 10 

張
卒
す
。

18 

こ詔
れし
ょて
り張
前の
、罪

李朕
卓を
吾ヲミ

下
張に
を示
稿す
賛(ロ)。

12 

257 

28 

こ
れ
よ
り
前
、

4
y

斗
J

ム
V
、

王
世
貞
、
心
痛
か
に
張
を
評
慣
す
、
と
い
う
。
鴻
雁
京
、
張
の
遺
文
を
求
め
か
。
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32 

帥

『
皇
明
経
世
貫
用
編
』
で
張
を
稿
賛
。

}馬

35 

禽
試
程
文
、
張
を
評
債
、
主
考
は
楊
遁
賓
と
寅
汝
目的。

銭
謙
盆
、
曾
試
射
策
で
張
の
名
を
伏
せ
つ
つ
こ
れ
を
許
債
、
こ
の
針
策
は
孫
承
宗
に
見
出
さ
る
。
主
考
は
王
国
と
粛

例

雲
翠
。
雷
思
訂
ら
に
よ
り
張
の
文
集
出
版
準
備
す
す
む
。

こ
の
頃
、
張
の
名
器
回
復
を
請
う
者
あ
り
。

38 

天
啓

何
は
「

沈
鯉
、
張
の
文
集
に
序
を
書
き
、
張
を
絶
賛。

呂
坤
も
書
後
を
寄
せ
紹
賞
。
文
集
出
版。

hv 

こ
の
頃
、
蓋
諌
ら
が
張
の
菟
を
訟
う
と
い
う
。

〉
|

|

|

肋

元
0
・
梅
之
燥
、
張
の
名
君
回
復
を
請
う
。

(
1
1
1

切

倒

2

陳
大
道
の
請
に
よ
り
部
分
的
名
器
回
復
。
郷
元
標
、

こ
れ
に
興
っ
て
力
あ
り
と
い
う
。

〉

※

伺

こ
の
頃
0
・
銭
轄
(公
掲
)
、
そ
の
四
書
文
を
専
ら
張
の
菟
を
雲
ぐ
た
め
に
作
る
。

※

〈

例

張
宿
(
湖
底
の
人
)
、
何
心
隠
の
集
を
出
版
し
、
そ
の
序
に
お
い
て
張
を
絶
賛
。

け
同

盟
式
相
、
張
を
稽
賞
。

張
の
孫
に
恩
蔭
を
興
う
。
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40 5 

凶宗頑

フじ2 3 

ω
 

羅
除
義
の
請
に
よ
り
名
器
回
復
す
す
む
。

※

ω
 

張
采
、
張
を
評
債
。

※
 

こ
の
頃
、
張
補
、
張
の
論
策
を
明
代
を
代
表
す
る
も
の
の
一
に
数
知
。

※

例

許
重
照
、
張
を
稿
賛
。

※

日

陳
子
龍
、
張
を
稽
賛
。

6 10 11 

ム

『
皇
明
経
世
文
編
』
出
版
、
張
を
絶
動
σ



13 

周※李|
聖日|
棺宣|

遣事
?語
。賛

奪名
情春
も回
含復
め完
哩J:(め
賀件) v 

15 

一
見
明
ら
か
な
如
く
、

張
居
正
再
評
債
は
東
林
の
系
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
経
世
文
編
に
至
っ
て
ほ
ぼ
最
高
貼
に
達
し
た
。
東
林
は

も
と
も
と
張
居
正
に
反
劃
す
る
側
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
し

(
公
掲
)
、
果
雁
箕
(
公
掲
起
草
者
〉
の
口
振
り
な
ど
、

「
小
東
林
」
復
祉
に
も
張
を
非
難
す
る
聾
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
陳
貞
慧

(
巾
引
)

曾
て
の
「
君
子
」
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
だ
が
大
勢
と
し
て
見
れ
ば
、

張
の
再
評
慣
が
東

林
、
復
祉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
張
と
東
林
、
復
祉
の
目
指
し
た
方
向
が
員
に
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な

ぃ
。
滅
亡
前
夜
の
危
機
的
朕
況
の
中
で
、

曾
て
王
朝
に
小
康
を
も
た
ら
し
た
張
が
な
つ
か
し
く
憶
い
出
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
も
無
論
あ
ろ

ぅ
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
ま
ず
泰
州
涯
、
李
卓
吾
、

一
段
落
お
い
て
東
林
、
復
祉
が
張
を
評
債
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
後
に
ま
た
鯛
れ
て
み
た
い
。

陳
子
龍
は
皐
を
有
用
た
る
た
め
の
知
識
と
し
た
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
皐
が
軍
事
や
政
治
、
経
済
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は

- 57ー

無
論
な
い
。
注
疏
の
摩
に
し
て
も
「
卑
者
を
し
て
そ
の
見
聞
を
贋
め
、
高
者
を
し
て
精
買
に
準
ま
し
」
め
、
や
は
り
現
代
の
役
に
立
つ
の
で
あ

(
m
m
)
 

り
、
決
し
て
贋
し
え
な
い
。
陳
ら
自
身
の
程
撃
は
救
時
に
急
な
る
あ
ま
り
お
よ
そ
読
経
の
睦
を
成
さ
ぬ
も
の
と
な
る
か
、
そ
の
「
自
信
」
の
故

を
劉
象
と
し
て
精
密
な
検
討
を
加
え
、
冷
静
な
剣
断
を
下
す
前
提
篠
件
と
な
る
。

に
「
臆
断
」
を
主
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
躍
を
玩
弄
す
る
が
如
き
態
度
、
経
の
現
買
に
射
す
る
拘
束
力
の
低
下
、
こ
れ
こ
そ
が
鰹

(

卯

)

「
六
経
は
服
鄭
を
隼
び
百
行
は
程
朱
に
法
る
」
と
は
、
あ
る

意
味
で
漢
皐
一
般
に
適
合
す
る
語
で
あ
ろ
う
。
現
貫
を
支
配
す
る
規
範
と
そ
の
規
範
の
根
源
た
る
べ
き
経
の
一
意
、
こ
の
雨
者
の
聞
に
分
裂
が
な

け
れ
ば
漢
皐
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
。
陳
の
鰹
皐
は
な
る
ほ
ど
ま
だ
「
臆
断
」
の
段
階
に
在
っ
た
が
、
事
に
即
し
た
経
の
研
究
が
進
展
し
て
い

や
が
て
は
そ
の
「
臆
断
」
、
或
い
は
員
の
経
意
、
が
精
密
な
考
誼
の
外
衣
を
ま
と
っ
て
主
張
さ
れ
る
日
を
迎
え
よ
う
。
「
小
序
は
必
ず
し

も
そ
の
壷
く
が
古
義
に
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
漢
は
な
お
古
に
近
く
、
毛
亨
、
毛
甚
、
街
宏
に
は
皆
授
受
が
あ
る
。
:
・
一

世
、
漢
人
を
以
て
朱
に
較
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
よ
り
信
頼
し
う
る
か
に
豊
坊
の
偽
書
な
ど
尤
も
笑
う
べ
き
で
あ
り
、
朱
子
に
射
す
る
反
論
、

け
ば
、

259 



260 

ハ
問
)

古
義
の
問
明
は
漢
儒
の
経
読
を
参
考
に
し
つ
つ
己
が
判
断
と
責
任
で
な
す
べ
き
で
あ
る
。
考
援
の
撃
は
翠
の
方
法
論
と
し
て
濁
自
の
展
開
を
途

げ
、
そ
の
精
密
さ
を
増
し
て
い
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
可
能
性
と
し
て
の
復
祉
の
翠
は
以
上
で
そ
の
大
陸
が
霊
く
さ
れ
た
。
た
だ
張
薄
は
固
よ
り

陳
子
龍
に
し
て
も
、
精
紙
な
理
論
を
背
景
に
持
ち
つ
つ
自
ら
の
思
想
を
表
現
し
た
人
で
は
な
い
。
皐
は
知
識
、
諸
術
の
集
合
と
な
っ
た
が
、
こ

の
様
な
皐
問
の
全
世
像
、
そ
の
背
後
に
在
る
べ
き
一
定
の
鐙
系
は

一
向
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
新
た
な
理
論
の
創
造
は
、
陳
の
密

友
で
公
掲
に
も
関
わ
っ
た
方
以
智
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
考
接
家
で
あ
り
且
つ
員
に
思
想
家
と
い
う
に
足
る
方
の
皐
に
つ
き
、
系

統
的
論
述
を
試
み
る
こ
と
は
本
稿
の
課
題
を
は
る
か
に
越
え
る
。
因
っ
て
こ
こ
で
は
、
方
が
新
た
な
皐
に
盟
系
を
輿
え
よ
う
と
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
の
み
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

張
湾
、
陳
子
龍
は
今
に
強
い
誇
り
を
懐
い
て
い
た
が
、
方
は
こ
の
態
度
を
更
に
明
確
な
も
の
と
す
る
。

「古
今
は
智
を
堆
積
さ
せ
て
い
き
、

聖
の
表
章
を
承
け
、

そ
し
て
私
は
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
。
古
を
考
え
る
の
は
今
を
決
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
古
に
泥
ん
で
は
な
ら
な
い
。
:
・
今
の
世
に
生
ま
れ
、
諸

(
則
)

私
は
居
な
が
ら
に
し
て
千
古
の
智
を
集
め
て
そ
の
聞
を
折
衷
で
き
る
。
何
と
幸
福
で
は
な
い
か
。」

群
英
の
癖
難
を
経
、

彼
に
と
っ
て
現
代
と
は
文
明
の
最
先
端
で
あ
っ
た
。
現
代
人
は
「
文
字
を
轄
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
文
字
に
碍
ぜ
ら
れ
は
」
せ
ず
、

(

問

)

疑
い
う
る
の
で
あ
る
。

方
の
疑
は
曾
て
張
横
渠
や
程
伊
川
が
主
張
し
た
疑

こ
こ
に
於
て

- 58-

よ
く
古
を

ま
た
「
物
理
」
の
疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
さ
え
も
、

(
近
思
銭
二
、
三
)
と
同
じ
も
の
で
は
恐
ら
く
な
い
。
張
や
程
の
疑
と
は
、
究
僅
的
に
言
え
ば
、
聖
賢
と

一
致
せ
ぬ
自
己
を
疑
う
も
の
で
あ
り
、

(

問

〉

か
た
や
方
の
疑
が
封
象
と
す
る
の
は
、
本
質
的
に
は
、
他
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

皐
は
博
く
深
く
疑
い
、
ま
ず
博
と
な
り
そ
し
て
約
へ
、
古
今

(
山
間
〉

の

「
通
」
へ
と
進
む
。
こ
れ
を
も
う
少
し
具
鐙
的
に
言
う
と
ど
う
な
る
か
。

「
専
ら
徳
行
を
言
う
者
、
専
ら
経
済
を
言
う
者
、
専
ら
文
章一
を
言

う
者
、
専
ら
技
塞
を
言
う
者
、
専
ら
擢
勢
を
言
う
者
、
専
ら
:
・
な
ど
が
あ
る
。
統
べ
て
こ
れ
を
言
え
ば
遣
に
非
ざ
る
は
無
く
、
性
命
に
非
ざ
る

は
無
い
。
」

「
道
徳
、
経
済
、
文
章
、
小
率
、
方
伎
な
ど
は
こ
れ
を
約
せ
ば
天
道
人
事
と
な
り
、
こ
れ
を
精
に
す
れ
ば
要
す
る
に
性
理
物
理
で
あ

(
附
〉

り
、
窮
極
で
は
命
に
至
る
。
器
に
即
く
が
道
で
あ
り
、
つ
ま
り
は

一
大
物
理
で
あ
る
。」
皐
と
は

(
附
〉

り、

一
大
物
理
世
界
の
下
、
無
数
の
襲
(
翠
)
は
各
々
濁
自
の
債
値
を
持
つ
。

「太

一
に
本
づ
き
分
塞
に
協
う
」
も
の
で
あ

そ
し
て
こ
こ
で
は
所
謂

「
性
命
」
の
拳
な
ど

と
も
か
く
許
容



「
考
究
の
門
は
卑
し
い
が
、
し
か
し
性
命
の
自
ず
か
ら
悟
る
こ
と
が
で
き
、

常
理
の
経
を
守
る
の
み
で
よ
い
の
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
。
必
ず
博
く
皐
び
長
く
蓄
積
し
、
詮
擦
が
揃
う
の
を
待
っ
て
始
め
て
決
す
る
の
で

(

間

)

あ
る
。
」
常
理
と
は
恐
ら
く
五
常
を
想
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
方
は
既
成
の
道
徳
性
命
な
ど
歯
牙
に
か
け
な
い
。
彼
に
す
れ
ば
、
自
ら
の
一
大

さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
甚
だ
卑
し
い
地
位
し
か
奥
え
ら
れ
な
い
。

物
理
世
界
は
既
成
の
理
の
世
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
復
祉
の
中
に
育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
新
た
な
挙
、
諸
術
の
集
合
た
る
皐
は
、
方
以
智

に
至
っ
て
い
よ
い
よ
自
ら
の
盟
系
を
持
と
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

復

祉

の

人

々

復
祉
は
「
在
野
政
黛
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
如
く
、
結
社
と
し
て

一
定
の
組
織
性
を
持
つ
新
た
な
性
格
の
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
員
、

h-r-

争
J
中
J

単
に
制
謹
の
た
め
、
科
奉
合
格
の
た
め
の
み
に
祉
に
加
わ
っ
た
の
で
は
な
い
白
魔
的
成
員
、

に
は
そ
の
聞
に
共
通
す
る
精
神
的
紐
帯
が
存
在
し

- 59ー

た
は
ず
で
あ
る
。
『
復
吐
姓
氏
停
略
』
を
讃
ん
で
い
て
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
「
任
侠
」
「
異
人
」
的
傾
向
で
あ
る
。
『
富
強
要
費
』

(
印
刷
〉

な
る
書
を
著
し
た
呉
国
初
(
易
?
公
掲
〉
、
臓
書
家
の
朱
衰
(
金
俊
明
)
、
「
復
祉
の
魁
渠
」
閤
爾
梅
な
ど
、
任
侠
的
同
人
は
い
く
ら
も
お
り
、
そ
の
有
意

的
存
在
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
任
侠
と
撃
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
右
の
三
人
も
そ
う
だ
し
、
顧
炎
武
に
し
て
も
、
そ
の
親
友

開
荘
と
と
も
に
曾
て
は
「
蹄
奇
顧
怪
」
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
陳
子
龍
は
自
ら
の
曾
祖
を
任
侠
、
父
を
奇
人
と
し
て
描
き
、
ま
た
躍
俗
に
反

(

川

〉

抗
す
る
任
侠
の
人
を
絶
賛
す
る
。
方
以
智
に
至
つ
て
は
「
任
侠
の
数
」
な
る
も
の
を
説
く
。
「
任
侠
の
結
議
お
よ
び
反
抗
行
震
は
、
彼
か
ら
見

(

川

〉

れ
ば
新
時
代
の
新
道
徳
で
あ
」
っ
た
。
彼
ら
は
既
存
の
枇
舎
に
違
和
感
、
孤
立
感
を
懐
い
て
い
た
。
陳
が
君
子
必
敗
論
を
説
く
の
も
こ
の
様
な

(
山
)

心
情
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
任
侠
は
信
義
、
朋
友
を
何
よ
り
重
ん
じ
、
祉
は
四
海
に
吃
る
ま
で
を
朋
友
関
係
で
結
ぶ
。
「
友
の
義
た
る
五
倫
の

(

山

)

道
を
備
う
」
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
人
倫
を
水
卒
闘
係
の
一
貼
に
集
中
さ
せ
た
新
た
な
人
間
関
係
を
持
ち
た
い
と
感
じ
、
自
ら
の
新
た
な
組
織
を

(
旧
)

摸
索
し
て
い
た
。
張
漕
は
自
ら
を
孔
子
に
比
し
た
と
「
謹
告
」
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
あ
な
が
ち
謹
と
言
え
な
い
。
張
に
よ
れ
ば
、
数
に
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は
下
よ
り
上
へ
達
す
る
場
合
と
、

上
か
ら
下
を
感
じ
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
上
に
高
皇
帝
が
お
れ
ば
、
数
は
自
ず
と
下
に
ゆ
き
渡
る
で
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(
川
川
)

あ
ろ
う
。
だ
が
現
在
、
世
数
は
表
徴
の
極
み
に
あ
る
。
張
湾
は
自
ら
立
っ
て
祉
を
輿
し
、
数
を
主
持
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
数
と

は
「
上
の
施
す
所
、
下
の
数
う
所
」
(
説
文
解
字
〉
の
は
ず
で
あ
る
。
下
が
教
を
主
持
す
る
な
ど
、
孔
子
に
非
ず
ん
ば
「
勝
手
に
門
庭
を
立
て
て

(
山
)

君
師
に
封
抗
し
、
捜
ま
ま
に
そ
の
職
を
司
る
」
も
の
で
は
な
い
か
。
復
祉
と
は
水
卒
関
係
で
結
ば
れ
、
下
か
ら
教
を
主
持
す
べ
き
、
甚
だ
危
険

な
運
動
で
あ
っ
た
。

「心
開晶子
の
横
流
」
で
あ
る
。

る
。
そ
の
最
も
根
本
的
な
駐
は
自
己
の
債
値
に
劃
す
る
確
信
で
あ
り
、
外
面
的
に
は
買
の
主
張
、
任
侠
等
々
を
翠
げ
う
る
。
復
社
中
に
王
翠
系

危
険
な
運
動
と
レ
え
ば
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
が

た
し
か
に
雨
者
に
は
そ
れ
と
思
わ
せ
る
共
通
黙
が
存
在
す

の
人
が
い
て
も
、
そ
れ
を
例
外
、
偶
然
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
陳
子
龍
の
友
人
に
王
翠
を
奉
ず
る
者
が
い
た
こ
と
は
前
に
燭
れ
た
が
、
陳

(
川
〉

自
身
に
も
陽
明
と
高
懇
龍
を
共
に
自
ら
の
先
輩
と
し
た
文
が
あ
る
。
ま
た
明
末
の
心
皐
大
師
、
劉
宗
周
の
子
、
拘
(
公
掲
)
や
劉
の
弟
子
た
ち
、

資
宗
義
(
公
掲
)
は
そ
の
一
、
も
復
祉
に
加
わ
っ
て
い
る
。
更
に
何
心
隠
の
集
を
出
版
し
た
の
も
(
後
の
)
復
祉
同
人
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
書

(
川
)

は
張
宿
が
梅
之
煉
(
公
掲
)
や
陳
弘
緒
ら
に
謀
っ
て
出
版
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
梅
は
之
燥
の
い
と
こ
で
李
卓
吾
の
後
援
者
た
る
園
禎
の
子
、

- 60ー

ま
た
は
陳
は
方
以
智
や
黄
宗
畿
の
友
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
後
、
何
の
集
は
選
集
と
し
て
銭
啓
忠
に
よ
り
再
び
出
版
さ
れ
る
。
鎮
の
い
と
こ

父
子
倶
に
復
枇
同
人
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
本
に
序
を
寄
せ
た
の
は
曾
て
何
の
異
人
侠
者
ぶ
り
を
絶
賛
し
た
陳

〈
川
)

弘
緒
と
陳
際
泰
、
や
は
り
復
祉
の
有
力
同
人
、
で
あ
っ
た
。

「
小
東
林
」
復
祉
が
「
心
皐
の
横
流
」
を
直
接
に
縫
い
だ
も
の
で
あ
る
、
な
ど
と

主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
。
だ
が
王
皐
と
復
社
、
朔
つ
て
は
東
林
、
が
本
質
的
に
樹
立
す
る
も
の
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
正
皐
を
奉
ず
る
醇
儒

(

山

)

か
ら
見
れ
ば
、
東
林
と
て
「
買
は
良
知
の
読
に
出
入
」
し
て
お
り
、
復
祉
に
至
つ
て
は
「
儒
を
以
て
詰
病
と
な
」
し
て
い
た
。
こ
れ
は
仲
々
に

は
盆
忠
、
盆
忠
の
子
は
粛
楽
、

鋭
い
観
察
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
ぜ
顧
憲
成
や
郷
元
標
は
何
心
隠
に
同
情
し
た
の
か
。
そ
れ
は
南
者
が
と
も
に
「
暗
黒
勢
力
」
に
反
抗
し
て
い

(

山

)

た
か
ら
だ
、
と
容
肇
租
氏
は
言
う
。
雨
者
の
最
も
基
本
的
な
方
向
は
、
或
い
は
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

島
田
慶
次
氏
は
泰
州
、
卓
吾
に
よ
り
王
翠
が
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
展
開
さ
れ
た
結
果
、

「
匡
々
た
る
『
儒
皐
』
を
こ
え
て
積
極
的
に
『
拳
』
そ
の

も
の
、

つ
ま
り
『
中
闘
の
翠
』
、

の
立
場
を
打
ち
建
て
よ
う
と
し
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
機
運
の
端
絡
を
ひ
ら
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と



(

凶

)

言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
精
確
を
極
め
た
論
断
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
心
皐
に
お
け
る
最
も
先
鋭
な
る
主
張
は
卓
吾
を
以
て
断
絶
し
、
卓
吾
の

(

印

)

後
縫
者
は
遂
に
あ
ら
わ
れ
」
ず
、
こ
れ
を
以
て
儒
敬
思
想
、
中
園
思
想
が
「
思
い
も
か
け
ぬ
生
面
を
ひ
ら
く
」
こ
と
の
可
能
性
が
断
た
れ
た
、

と
い
う
の
に
は
、
若
干
の
補
足
説
明
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
心
皐
は
卓
吾
に
お
い
て
窮
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
中
園
の
皐
」
を
目

指
す
運
動
が
卓
吾
で
移
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
小
人
」
卓
吾
の
後
、

「君
子
」
に
出
自
す
る
復
祉
一
涯
は
、
道
徳
性
命
を
皐
に
お
け
る

ほ
ん
の
小
さ
な
一
専
攻
分
野
と
す
る
新
た
な
皐
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
卓
吾
は
挑
戦
的
な
ま
で
に
過
激
で
あ
り
、
奇
矯
な
言
行
で
知
ら

れ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
輝
か
し
い
先
騒
者
で
あ
り
、
突
出
し
た
、
即
ち
孤
立
し
た
、
位
置
に
居
た
こ
と
を
物
語
る
。
陳
子
龍
や
方
以
智
は
、
異

人
や
任
侠
を
稽
賛
し
て
も
や
は
り
「
君
子
」
で
あ
り
え
た
。
彼
ら
も
少
数
汲
で
あ
っ
た
。
だ
が
彼
ら
は
自
ら
の
孤
立
を
奇
矯
な
言
行
で
表
現
せ

ず
に
す
み
、
相
嘗
数
の
同
志
と
と
も
に
自
ら
の
組
織
を
持
ち
得
た
。

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
考
擦
の
皐
も
「
中
園
の
皐
」
の
方
法
論
と
し
て
成
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
方
以
智
の
如
き
個
人
的
資
質
の
卓
越
し
た

「中
園
の
皐
」
は
復
祉
に
至
っ
て
よ
う
や
く
自
に
見
え
る
形
を
成
そ
う
と

よ
り
一
般
的
な
も
の
と
し
て
の
考
援
家
が
社
中
に
は
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
人
物
の
ほ
と
ん
ど
が
「
公
掲
」
署

名
者
と
な
っ
た
讃
書
祉
の
皐
風
は
、
精
密
な
讃
書宍

考
誼
の
重
視
を
そ
の
特
徴
と
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
皐
の
運
動
が
作
り
だ
し
た
風
気
の

(

問

)

産
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

- 61-

人
だ
け
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
に
も
梅
驚
や
陳
第
な
ど
、

考
援
家
の
名
に
恥
じ
ぬ
人
は
い
た
。

特
に
陳
の
如
き
は
泥
古
の
不
可
を
説
き
、

(
山
)

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
の

事
、
貫
用
を
重
ん
じ
、
文
武
の
一
致
を
言
い
、
傍
注
に
依
頼
せ
ず
に
自
ら
の
考
え
で
経
を
解
そ
う
と
し
た
、

皐
は
ま
さ
し
く
復
祉
の
皐
の
先
河
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
だ
が
彼
ら
は
ま
だ
個
別
的
存
在
で
あ
り
、

そ
こ
に
運
動
を

認
め
る
こ
と
は
難
し
か
ろ
う
。
ま
た
個
々
の
主
張
が
新
た
な
暴
の
創
出
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
に
は
、

ま
だ
ま
だ
相
嘗
の
距
離
が
存
在
し
た
に

違
い
な
い
。
以
上
を
穂
ベ
て
言
え
ば
、
明
末
の
可
能
性
は
卓
吾
の
後
も
生
き
績
け
、
復
祉
に
至
っ
て
買
を
結
ぶ
か
に
見
え
た
の
で
あ
る
。

む

す

び
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陳
子
龍
は
儒
墨
に
出
入
す
る
名
数
の
士
、

な
る
像
を
描
い
た
。
こ
れ
よ
り
百
五
十
年
後
、
墨
子
を
額
一
彰
し
た
在
中
は
「
名
数
の
罪
人
」
と
罵
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(
白
〉

し
ら
れ
る
。
更
に
百
齢
年
後
、
在
中
の
こ
の
言
は
「
後
人
に
改
賀
さ
れ
」
た
も
の
と
し
て
「
校
正
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
儒
墨
に
出
入

す
る
名
教
の
土
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
陳
は
自
ら
と
名
数
に
矛
盾
が
あ
る
な
ど
と
は
考
え
て
レ
な
か
っ
た
。
彼
は
あ
く
ま
で

名
数
盟
制
に
忠
で
あ
り

そ
の
結
果
、

清
朝
よ
り
忠
裕
な
る
誌
を
賜
わ
る
こ
と
と
な
る
。

方
以
智
に
し
て
も
名
教
の
散
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
彼
は
所
謂
性
命
を
小
馬
鹿
に
し
て
い
た
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
常
理
や
宋
皐
的
性
命
は
基
本
と
し
て
許
容
さ
れ
る
。
現
買
を
支
配
し
、
自

り
え
な
い
。
方
と
名
数
の
聞
に
は
魁
闘
が
存
在
し
た
し
、

ら
こ
そ
が
普
遍
的
な
至
高
の
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
宋
閉
学
的
な
理
を
打
倒
す
る
こ
と
な
し
に
、

彼
の
描
い
た

一
大
物
理
世
界
は
有
数
た

、ヵ

そ
の
こ
と
を
彼
も
知
ら
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
物
分
り
よ
く
相
手
を
認

め
、
宇
い
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
最
も
先
鋭
的
な
人
々
で
さ
え
無
自
莞
で
あ
る
か
、
或
い
は
自
民丸
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
援
な
朕
態
で
、
満
州

人
の
武
力
に
よ
っ
て
名
教
の
危
機
を
救
お
う
と
し
た
醇
儒
た
ち
に
よ
く
敵
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
敗
北
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
復
祉
の
土

に
は
確
か
に
忠
臣
烈
士
や
遺
民
と
な
っ
た
者
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
名
数
の
散
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
彼
ら
の
中
に
は

一
般
的
に
言
え

- 62ー

ば
、
清
朝
に
出
仕
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
代
の
李
婁
は
「
李
賢
と
同
じ
く

『
私
』
の
一
幅
一
音
を
宣
揚
」
し
た
と
い
う
が
、
清
代
の

彼
は
「
幾
祉
の
創
設
は
功
名
を
勝
ち
と
る
た
め
で
あ
っ
た
。
明
代
に
成
功
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
清
代
に
な
っ
て
官
僚
と
な
っ
て
も
か
ま

(
凶
〉

わ
な
い
」
と
言
う
。
名
数
の
反
撃
は
美
事
に
成
功
し
た
。
復
祉
の
翠
は
漢
皐
の
成
立
を
準
備
し
つ
つ
、
無
残
な
敗
北
の
う
ち
に

一
ま
ず
彩
鷲
し

た
の
で
あ
る
。

註(
1
〉

謝
圏
禎
『
明
清
之
際
世
摘
社
運
動
考
』
七
、
復
社
始
末
上、

四
、
商
務
印
書
館)。

(
2
〉
小
野
和
子
「
明
末
の
結
社
に
関
す
る

一
考
察
」

(『
史
林
』
四
五
の

二
、
三
、
一
九
六
二
)
、
宮
崎
市
定

「
張
潟
と
そ
の
時
代
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
三
三
の
三
、
一
九
七
四
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
五
所
収
)。

ハ
3
〉
容
肇
租
「
述
復
位
」
(
『
明
代
思
想
史
」
一
九
四
て
開
明
書
庖
、

附
九

録
、
但
し
こ
の

一
篇
は
一
九
二
五
年
に
愛
表
さ
れ
た
も
の
と
い
う
〉
。

(

4

)

「
述
復
社
」
に
見
え
る
評
。
朱
後
「
幾
社
始
末
」
(
『明
季
社
禁
研

究』

一
九
四
五
、
一
商
務
印
書
館
、
所
収
〉
も
張
痔
を
「
在
野
政
紫
領
袖
」

と
謂
う
。
ま
た

『
明
清
之
際
窯
社
運
動
考
』

て

引
論
、
で
も

「窯
」
と

「杜
」
が
園
民
議
と
結
び

つ
け
て
語
ら
れ、

特
に
祉
に
つ
い
て
は
「
在
歴

史
上
関
了
一
箇
新
紀
元
」
と
評
債
す
る
。
こ
れ
ら
先
皐
の
言
を
皐
な
る
比
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品
明
、
或
い
は
附
曾
と
片
附
け
る
こ
と
は
不
遺
骨
田
で
あ
ろ
う
。
復
祉
の
も
つ

結
社
と
し
て
の
組
織
性
に
つ
い
て
は
小
野
氏
前
掲
論
文
で
も
検
討
さ
れ
、

こ
れ
を
認
め
う
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
5
〉
崇
顧
十
四
年
、
張
痔
の
死
後
、
復
祉
に
到
し
て
攻
撃
が
か
け
ら
れ
た

際
、
張
采
は
「
若
復
社
之
起
、
臣
己
潟
鯨
令
、
不
預
書
生
事
」
(
張
采

『
知
畏
堂
文
存
』
巻
一
、
具
陳
復
社
本
末
疏
〉
云
々
と
癖
解
し
て
お
り
、

事
賞
、
そ
の
名
は
、
己
に
逼
籍
し
て
い
た
た
め
、
復
社
同
人
名
簿
、
(
註

6
)
に
見
え
な
い
。
だ
が
彼
は
復
祉
の
前
身
、

際
社
の
約
を
張
薄
ら
と
定

め
た
人
で
あ
り
、
「
復
祉
撃
気
偏
天
下
、
倶
以
雨
張
震
宗
」
(
陵
世
儀
『
復

社
紀
略
』
巻
上
、
註
6
参
照
)
と
さ
れ
る
。
張
采
が
復
祉
の
中
心
に
居

た
と
い
う
の
は
賞
時
の
通
念
で
あ
り
、
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
う
。
な
お
本

稿
で
用
い
た
『
知
畏
堂
文
存
』
と
は
康
照
十
三
年
序
刊
、
十
二
巻
の
本
。

謝
園
禎
『
櫓
訂
晩
明
史
籍
考
』
(
一
九
八
て
上
海
古
籍
出
版
社
)
に
接

れ
ば
別
本
が
有
る
ら
し
い
。
以
下
『
知
畏
堂
文
存
』
を
『
知
畏
』
と
略
稽

す
る
。

(
6
〉

復
社
同
人
名
簿
に
よ
る
。

こ
こ
で
い
う
名
簿
と
は
陸
世
儀
『
復
祉
紀

略
』
、
奥
鋼
『
復
祉
姓
氏
銭
円
央
臨
箕
『
復
祉
姓
氏
』
〈
貴
池
先
哲
遺
書
本

『
麿
禎
雨
朝
剥
復
録
』
巻
十
)
一一一
書
を
言
う
。
各
書
の
性
格
な
ど
に
つ
い

て
は
朱
希
租
『
明
季
史
料
題
政
』

(
一
九
六

一
、
中
華
書
局
〉
と
『
櫓
訂

晩
明
史
籍
考
』
の
関
係
部
分
に
詳
し
い
。
ま
た
一同
呉
の
書
を
封
校
し
た
も

の
に
蒋
逃
雲
「
復
祉
姓
氏
考
訂
」
(
『
張
簿
年
譜
』
一
九
八
二
、
斉
魯
書
位、

附
録
〉
が
あ
る
。
な
お
『
復
社
紀
略
』
の
通
行
す
る
者
は
園
粋
叢
書
本
の

み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
郵
貨
の
践
に
も
言
う
通
り
、
脱
誤
の
彩
し
い
本
で

あ
る
。
本
稿
で
は
薙
正
中
程
穆
衡
手
抄
上
下
二
巻
本
(
北
京
大
皐
議
)
を

用
い
、
謬
釜
孫
の
務
香
郵
貯
抄
本
(
向
上
競
〉
及
び
園
粋
本
を
以
て
若
干
の

文
字
を
校
改
し
た
。

(

7

)

復
祉
は
地
方
的
文
祉
の
連
合
穫
と
考
え
ら
れ
、
雲
閲
幾
祉
の
土
は
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
に
復
祉
の
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
復
位
傘
下
の
諸
祉
は
各
々
そ

の
濁
立
性
を
失
な
っ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
復
祉
と
幾
祉
な
ど
を
並
稽
す
る

こ
と
も
ご
く
一
般
的
で
あ
る
。
問
題
は
杜
登
春
『
祉
事
始
末
』
の
「
ハ
幾

・

復
)
商
社
封
時
」
「
不
欲
並
穏
復
祉
」
と
い
っ
た
文
字
で
あ
る
が
、
要
す

る
に
こ
れ
は
た
め
に
す
る
所
有
つ
て
の
言
で
、
「
失
於
偏
見
」
(
「
幾
社
始

末
」
〉
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
卒
心
に
論
ず
れ
ば
「
幾
祉
諸
人
魚
復
社

務
翼
」
(
李
延
呈
『
南
奥
醤
話
録
』
巻
一
一
一
二
)
こ
そ
寅
銭
と
す
べ
き
で
あ

る
。
結
局
、
幾
祉
と
復
位
、
幾
祉
の
領
袖
陳
子
龍
ら
と
張
鴻
を
封
立
さ
せ

る
こ
と
は
到
底
成
立
し
え
な
い
。

(

8

)

露
政
『
復
堂
日
記
』
巻
一
。

(

9

)

『
農
政
全
書
』
は
陳
子
龍
が
原
稿
を
整
理
し
、
張
薄
ら
に
序
を
書
い
て

も
ら
っ
た
上
で
出
版
し
た
書
。
『
天
工
開
物
』
の
著
者
宋
態
星
は
、
高
暦

四
三
年
の
翠
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
復
祉
に
参
加
し
て
は
い
な
い

が
、
そ
の
知
交
は
ほ
と
ん
ど
が
復
祉
同
人
(
高
時
筆
、
徐
世
湾
、
陳
弘
絡

等
〉
或
い
は
東
林
系
の
人

(菱
田
康
、
宋
の
著
作
の
出
版
を
援
助
し
た
徐

紹
燈
な
ど
〉

と
確
認
で
き
る
。

宋
の
交
友
関
係
に
つ

い
て
は
洛
吉
星
『
明

代
科
準
家
宋
態
星
』
〈
一
九
八

て

科
皐
出
版
社
)
に
詳
し
い
。

(
凶
)
薮
内
清
「
天
工
関
物
に
つ
い
て
」
(
同
氏
編
『
天
工
開
物
の
研
究
』

所
枚
、

一
九
五
三
、

恒
星
社
)
参
照
。

(
日
)
『
復
社
紀
略
』
巻
上
、
「
天
如
(
張
簿
)
乃
合
諸
祉
箆
て
而
篤
之
立

規
僚
、
定
課
程
目
、
自
世

(
も
と
士
に
作
り
、
四
砂
本
は
校
改
し
て
聖
と
す

る
。
今
、
園
粋
に
銭
っ
て
改
め
る
)
数
表
、
土
子
不
通
経
術
、
但
剥
耳
給

目
、
幾
倖
中
、
獲
於
有
司
、
登
明
堂
不
能
致
君
、
長
郡
邑
不
知
津
民
、
人
材
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日
下
、
吏
治
日
像
、
皆
由
於
此
、
浮
不
度
徳
、
不
量
力
、
期
輿
庶
方
々
タ土

共
輿
復
古
血
中
、
特
使
異
日
者
務
震
有
用
、
因
名
目
復
社
、」
。

(
ロ
〉
楊
鳳
萄
『
秋
室
集
』
巻
五
、
奥
孝
靖

(
翻
)
紀
略
、
及
び

『
祉
事
始

末』。

(
日
〉
張
捕
時
『
七
録
資
集
』
巻
二
、
易
文
観
通
序
、
「
経
皐
之
不
雲
久
泉
、

・
:
予
嘗
側
然
子
斯
、
求
其
獲
之
所
始
、
聖
賢
之
路
紹
而
不
通
、
皆
綴
時
文

之
道
整
之
也
、
・
菱
俗
皐
之
成
、
若
有
受
授
、
其
本
末
然
也
、
」
又
、
巻

五
、
答
周
勤
白
(
立
駒
〉
「
嘗
今
経
業
壇
類
、
土
鮮
貨
準
、
世
所
銑
昼間
魁

然
者
:
質
未
夢
見
諸
子
、
何
有
六
経
、
」

な
ど
。
な
お
本
稿
で
用
い
た

『
七
録
粛
集
』
は
孫
殿
起
『
清
代
禁
書
知
見
録
』

(
一
九
五
七
、

一商務
印

書
館
)
に
言
う
『
七
銭
賛
初
集
』
で
、
進
士
登
第
(
崇
禎
四
年
〉
以
前
の

文
を
集
め
た
も
の
。
通
籍
以
後
の
作
に
つ
い
て
は
、
利
用
し
え
た
他
の
集

を
讃
め
な
か
っ
た
た
め
、
(
註
泌
を
除
き
〉
文
集
以
外
か
ら
若
干
篇
を
引

く
に
止
ま
っ
た
。
論
に
謀
り
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
る
の
み
で
あ
る
。
以
下

『
七
銭
粛
(
初
)
集
』
を
『
七
録
』
と
略
稽
す
る
。

(
凶
〉
『
知
畏
』
巻
三
、
治
骨
量
文
事
序
、
叉
、
同
巻
七、

孝
厳
輿
滋
王
公

(
士
心
慶
)
墓
誌
銘
、
王
志
慶
を
古
屋
'
の
士
と
い
う
の
は
単
な
る
訣
墓
の
僻

で
は
な
い
。
彼
の
著
『
古
偲
府
』
に
削
到
す
る

『
四
庫
全
書
純
白
』
(
以
下

『
徳
目
』
と
略
稽
)
の
評
債
を
参
照
。
ま
た
仲
兄
志
長
(
復
位
同
人
)
、

伯
兄
志
堅
(
寓
暦
三
八
年
進
士
)
の
著
作
も

『終
日
』
よ
り
頗
る
高
く
評

領
さ
れ
て
い
る
。

(
間
以
〉
『
七
録
』
巻
二
、
房
稿
呑
却
敵
序
。

(
日
目
)
『
七
銭
』
径
二
、
詩
経
際
社
序
。

(
ロ
〉
呉
偉
業
『
復
祉
紀
事
』
。

〈
国
〉
黄
宗
毅
『
責
梨
洲
文
集
』
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〈
陳
乃
乾
編
、

一
九
五
九
、
中
華
書
局
、

二
一
七
頁
)
顧
麟
士
(
夢
麟
)
先
生
墓
誌
銘。

(川口)

『
七
録
』
巻
三、

図
表

(復
祉
の
最
初
の
社
稿
〉
序
、
「
今
以
天
下

之
大
、
概
稽
開
学
者
、
家
縄
尺
而
護
責
以
太
上
之
事
、
議
其
不
能
、
市
不
抽
出

以
易
至
之
説
、
則
人
附耐
震
大
道
之
荒
紹
、
」
。

(
初
)
『
周
易
交
物
嘗
名
』
張
湾
序
、
「
易
書
寂
荷
量
、
於
今
傷
之
、
・
時
義

散
漫
、
賞
音
盆
稀
、
追
縦
前
人
、
不
如
胆
'・4
、
繁
子
美
周
毎
焦
燥
府
、

欲
以
東
技
海
外
之
文
、

等
山
陽

(
王
弼
)
枯
家
之
論
、
其
事
誠
難
、
頃
者

譲
交
物
嘗
名
一
書
、
則
長
仰
青
天
観
白
日
'笑
、

北白
人
謂
春
日
牧
水
未
可

古
向
、
擬
内
則
猶
俳
佃
踏
外
、
以
曹
(
植
)
劉
(
禎
)
自
限
、
烏
足
輿
語
子

雲
哉
、」

昔
人
と
は
梁
関
文
一
帝
を
意
識
す
る
か
(
『
梁
書
』
庚
肩
吾
停
)
。
叉
、

章
美
序
、
「
自
商
盤
田
何
而
下
、
聖
人
漸
遠
、
同
県
傍
流
失
、
二
千
年
以
来
、

各
自
居
間
設
無
第
、
:
余

・
級
夫
紹
皐
之
不
縫
也
、
不
意
嘗
五
ロ
世
而
得

一
人

駕
、
日
新
安
程
子
子
上
(
閣
若
環
『
潜
郎
劉
記
』
各
五
に
言
う
「
十
二
塁

人
」
の

て
恐
ら
く
は
同
巻
二
に
言
う
「
新
安
程
元
初
」
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
但
、
元
初
に
子
上
な
る
字
競
が
あ
っ
た
か
否
か
は
未
詳
。
)
・
:
越
十

五
年
而
叉
得

一
人
、
回
東
略
家
子
美
周
、
:
-
然
則
忽
程
子
之
設
、
可
以
見

聖
人
之
心
、

篠
察
子
之
設
、
可
以
振
聖
人
之
教
、
」
叉
、
品
目文
鏡
序
、
「
渓

儒
好
言
象
、
宋
儒
好
言
理
、
土
日
人
謂
漢
儒
不
言
理
而
易
存
、
宋
儒
言
理
而

易
亡
、
:
:
:
漠
儒
俵
経
設
義
、
依
託
象
類
、
所
言
治
乱
吉
凶
、
得
失
憂
虞

之
故
、
往
往
而
合
、

後
世
窮
理
者
不
能
逮
、
術
亦
深
於
象
之
数
耶
、
」
。

(
幻
)

『
徳
目
』
の
評
僚
は
仲
々
に
嘗
っ
て
い
よ
う
。

(n〉
『
周
易
交
物
嘗
名
」
徐
世
湾
序
、
及
び
朱
発
写
『
経
義
考
』
巻
六

五、

徐
世
薄
『
易
繋
』
察
途
球
序
。

(
幻
〉
『
七
録
』
巻
二
、
行
各
小
関
序
、
「
以
是
論
之
、
書
之
散
逸
者
多
失
、

・:
蓋
不
善
讃
書
、
伏
生
之
二
十
篇
、
不
無
可
惑
、
若
其
善
讃
之
、
錐
張
覇
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之
偶
作
、
得
以
起
意
造
情
、
」
。

(

M

)

『
縫
目
』
首
問
時
華
『
詩
経
偶
婆
』
、
及
び
『
経
義
考
』
巻
一
一
七

『
詩
経
偶
婆
』
自
序
。
青
木
正
見
博
士
は
玉
夫
之
の
詩
経
を
文
剛
容
と
し
て

見
ょ
う
と
す
る
態
度
に
注
目
さ
れ
た
が
、
(
『
撞
仰
代
文
皐
評
論
史
』
一
九
五

O
、
岩
波
書
底
、
『
全
集
』
第
一
巻
所
校
)
そ
の
源
流
は
や
は
り
明
末
の

風
気
に
在
り
、
高
や
陳
子
龍
、
(
註
叩
・
礼
〉
は
こ
れ
を
よ
く
反
映
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

(
お
〉
『
七
録
』
巻
一
、
理
質
序
。

(
叩
山
〉
呉
山
嘉
『
復
祉
姓
氏
停
略
』
巻
七
、
林
の
係
、
叉
、
『
経
義
考
』

巻

二
O
七
、
林
傘
賓
『
春
秋
侍
』
自
序
、
及
び
張
薄
序
。

〈
幻
)
『
知
畏
』
巻
二
、
春
秋
三
書
序
、
「
三
番
者
我
友
張
子
讃
春
秋
所
作

也
、
・
:
一
回
列
園
論
、
:
・

一日
諸
傍
断
、
・
:
張
子
指
摘
諸
停
、
明
具
異

問
、
徳
一
年
中
是
非
、
務
取
経
通
、
不
随
停
惑
、
:
:
:
一
日
書
法
解
、
春

秋
書
法
不
て
・
:
則
皆
得
御
停
認
経
、
復
泥
経
叛
註
、
張
子
:
・
乃
卒
理
裁

中
、
彼
錦
至
賞
、
」
。

(
お
)
『
七
銭
』
巻
三
、
即
山
集
序
、「
君
烈
(
沈
承
、
雨
張
の
亡
友
)
:
閉

門
距
路
、
研
究
墳
素
、
復
排
時
之
訓
話
、
白
昼
周
造
潟
、
製
往
者
之
所
無
、

可
謂
能
立
失
、
」
。

(
m
U

〉
『
知
畏
』
巻
三
、

遜
言
序
、
「
浅
斯
著
、
近
斯
達
、
尚
古
之
書
、
日

経
日
典
、
:
・
是
故
、

徴
乎
乾
坤
、
額
乎
躍
描
末、
而
必
日
易
関
、
易
筒
者
遡

之
時
義
也
、
大
失
哉
、」。

(
初
〉
『
七
録
』
各
て
五
経
徴
文
序
。

(
汎
)
註
(
H
U

〉
に
同
じ
。

(
辺
)
『
七
銭
』
巻
二
、
小
題
細
序
、
「
謂
古
日
不
必
熱
子
今
日
、
古
月
不

必
清
子
今
月
、
可
也
、
謂
古
文
字
不
必
美
子
今
文
字
、
則
非
高
才
羨
知
之

言
也
、
雄
然
、
異
古
異
今
、
皆
白
人
魚
之
、
人
而
志
乎
岡
県
瀬
静
遠
、
端
雅

朴
重
也
者
、
生
乎
後
世
、
居
然
其
前
此
之
人
突
、
否
則
降
而
自
軽
、
:

如
五
ロ
郡
社
中
数
子
、
:
・
親
郡
中
之
篤
今
入
者
若
隔
代
鷲
、
」
。

(
お
)
『
七
銭
』
巻
三
、
行
巻
表
露
序
。

(
川
品
)
夏
桁
『
述
朱
質
疑
』
各
十
、
輿
某
論
朱
子
傍
注
書
、
叉
、
余
龍
光
、

連
朱
質
疑
後
政
〈
余
践
は
『
景
紫
堂
全
書』

と
な
っ
て
か
ら
附
録
〉
。

(
お
〉
五
経
『
合
宮
前
』
は
『
愛
知
大
事
漢
籍
分
類
目
録
』
(
一
九
六

O
)
に

見
え
る
。
ま
た
宮
崎
市
定
氏
前
掲
論
文
、
及
び
「
四
書
考
詮
闘
争
」
(
『
石
潰

先
生
還
暦
記
念
論
文
集
』
第
一
集
、
一
九
五
二
、
関
西
大
皐
東
西
拳
術
研

究
所
、

『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
四
所
牧
)
は
四
書
一
『
合
纂
』
に
つ
い
て
の

考
察
を
含
む
。
な
お

「紗
撮
之
皐
」
と
は
詩
『
合
纂
』
に
制
到
す
る

『徳

目
』
の
許
償
。

(
お
〉
張
薄
『
七
銭
祷
詩
文
合
集』

古
文
近
稿
径
一
、
五
経
注
疏
大
全
合
纂

序
、
叉
、
巻
五
、
大
田
学
注
疏
大
全
合
纂
序
。

(
幻
)
即
ち
永
懐
堂
本
、
高
板
。
淑
江
書
局
重
修
本
が
通
行
し
て
い
る
。
こ

の
本
に
射
す
る
評
僚
は
都
路
辰
等
『
増
訂
四
庫
簡
明
目
録
標
注
』
(
一
九

五
九
、
中
華
書
局
)
に
よ
る
。

(
犯
〉
康
照
『
蘇
州
府
士
山』
径
七
四
、
隠
逸
停
、

後
『
復
杜
姓
氏
停
略
」
巻

二
、
顧
の
僚
に
採
録。

(
ぬ
)
『
知
畏
』
巻
二、

楊
子
常
(
葬
)
四
書
稿
序
、
又
、
『
復
位
紀
略
』

巻
下
、
徐
懐
丹
徴
。

(
品
別
)
沈
岱
防
総

『
同
志
贈
言
』

(『
顧
亭
林
先
生
遺
書
補
遺
十
種』

所
収
〉

告
周
顧
寧
人
徴
天
下
書
籍
陸
、
(
順
治
九
年
頃
)
に
親
友
楊
勢
ら
と
と
も
に

名
を
連
ね
る
。
顧
炎
武
の
親
友
婦
妊
が
楊
葬
と
訂
交
し
た
の
は
崇
禎
十
年

で
あ
る
が
ハ
越
経
蓬
『
蹄
玄
恭
先
生
年
譜』
)、恒聞
批併
の
家
に
は
天
防
省
中
よ
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り
顧
問
ダ
麟
が
寄
寓
し
て
い
た
。
婦
妊
が
顧
夢
麟
と
知
り
合
っ
た
の
も
こ
の

頃
に
違
い
な
く
、
雨
顧
の
交
際
も
恐
ら
く
は
こ
の
年
を
去
る
こ
と
ほ
ど
遠

か
ら
ぬ
頃
、
少
な
く
と
も
顧
炎
武
が
楊
葬
の
郷
り
へ
居
を
移
し
た
崇
顧
十

七
年
〈
張
穆

『
顧
亭
林
先
生
年
譜
』

及
び
そ
の
校
補
、
嘉
業
堂
叢
書
本
)

以
前
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

(
川
出
)
『
七
銭
』
各
て
楊
顧
二
子
小
言
序
。

ハ
必
〉
顧
夢
麟
『
詩
経
設
約
』
巻
十
、
幽
風
、
七
月
、
第
四
章
按
語
。
彼
を

期
笑
し
た
の
は
陳
子
龍
『
詩
問
略
』
(
「
皐
究
堅
守
朱
註
如
顧
麟
土
、
紙
依

阿
不
能
置
攻
、
可
笑
也
、
」
)
ま
た
「
毛
鄭
之
皐
」
と
か
「
毛
鄭
家
畳
一
口
」
な

る
語
は
高
時
撃
の
『
詩
経
偶
築
』
に
つ
い
て
(
『
復
祉
姓
氏
俸
略
』
巻
六
、

高
の
傑
〉
、
ま
た
徐
字
速
、
或
い
は
徐
と
陳
子
龍
、
周
立
勅
に
つ
い
て

(
陳
乃
乾
、
陳
位
仲
間
輯
『
徐
閲
公
先
生
年
譜
』
蔦
暦
二
九
年
係
、
同
附

録
、
林
産
撲
、
徐
闇
公
捕
問
、
王
法
撲
、
東
海
先
生
俸
〉
も
用
い
ら
れ
て
い

る。

(
州
知
)
『
詩
経
設
約
』
自
序
。

(
U
M

〉
『
詩
経
設
約
』
各
十
、
翻
風
、
七
月
、
第
五
章
按
語
。
朱
子
に
依
頼

し
き
れ
な
か
っ
た
顧
の
態
度
は
悶
若
竣
の
夙
に
看
破
す
る
所
と
な
っ
て
い

る
。
(
『
棚
田
郎
劉
記
』
巻
五
、
叉
輿
石
企
蔚
〉
。

(
必
〉
『
詩
経
世
太
古
義
』
曹
皐
佳
序
に
引
く
何
の
語
。

(
M
W
)

鴻
復
京
の
子
は
箭
と
斑
、

『
清
史
列
停
』
文
苑

一
に
「
箭
:
幼
承
父

敬
、
篤
志
讃
書
、
:
・
輿
弟
斑
並
自
信
周
鴻
氏
一
家
之
島
4

(

王
賂
盗
『
柳
南
績

筆
』
巻
二
、
鴻
氏
之
飽
午
、
参
照
)
、
奥
中
稽
二
潟
、
其
暴
・
尤
遼
於
詩
、
・
:

婁
東
張
油
開
倍
篤
復
社
、
屡
招
尻町
、
街
以
祉
名
犯
父
偏
詩
、
謝
不
往
」
と
い

う
。
街
が
張
の
招
き
を
断
わ
っ
た
の
は
「
秀
才
手
間
気
、
恥
居
人
後
」
(
鄭

之
誠
『
清
詩
紀
事
初
編
』
倉
一
)
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
或
い
は

も
っ
と
積
極
的
に
怪
し
む
べ
き
黙
を
復
祉
に
見
出
し
た
の
か
分
ら
な
い

が
、
と
も
か
く
張
の
側
で
は
彼
を
招
こ
う
と
し
た
。
ま
た
釘
は
銭
謙
盆
と

善
く
、
復
京
の
墓
誌
銘
も
銭
の
手
に
な
る
。
徐
光
感
は
張
鴻
の

「
師
」
で

あ
っ
た
し
(
註
臼
)
、
『
由
民
政
全
書
』
を
出
し
た
の
も
復
祉
で
あ
っ
た
。
何

棺
(
天
啓
五
年
進
士
)
は
張
樽
の
友
人
で
(
何
儲
『
古
周
易
訂
詰
』
張
涛

序
、
ま
た
附
録
の
張
天
如
太
史
来
書
)
、
そ
の
弟
、模
縦
、
側
、
子
の
熊
は

皆
復
祉
の
人
と
な
っ
た
。
『
詩
経
世
本
古
義
』
の
参
閥
諸
公
に
も
張
湾
、

陳
子
龍
ら
、
復
位
、
東
林
の
名
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。

〈
円
引
〉
『
詩
経
設
約
』
巻
十
五
、
小
雅
、
小
弁
、
第
一

一章
按
語
な
ど
。

〈
必
)
『
詩
経
設
約
』
巻
て
周
南
、
盆
斯
、
第
一
章
按
語
、
「
急
回
線
稿
、

而
斯
潟
語
僻
、
不
待
琵
古
人
也
」
な
ど
と
い
う
の
は
戴
震
の
読
(
『
果
渓

詩
経
補
注
』
巻
一
〉
に
同
じ
い
。

(
川
相
〉
書
中
、
盟
の
『
魯
詩
世
拳
』
を
引
い
て
は
「
見
皆
輿
余
合
」
(
巻
七
〉

な
ど
と
稽
賛
し
、
ま
た
「
詩
停
(
堕
俄
撰
『
子
貢
詩
停
』
)
即
不
必
篤
子

貢
作
、
然
固
特
筆
也
、
叉
在
宋
諸
大
儒
前
」
(
各
六
〉
な
ど
と
言
う
。
盟

俄
撰
経
俸
の
大
流
行
ぶ
り
に
つ
い
て
は
『
中
園
叢
書
綜
録
』
や
『
経
義

考
』
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
俄
経
俸
の
流
行
、
管
志
道
や
劉
宗
周
ま
で
が

こ
れ
に
「
惑
わ
さ
れ
た
」
と
い
う
事
震
は
、
明
末
の
思
想
情
況
の
解
明
に

と
っ
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

(
印
〉
張
浮
『
旨
資
詩
草
』
顧
序
。

(
日
)
『
詩
経
設
約
』
巻
七
、
貌
風
、
伐
檀
、
第
二
章
按
語
。

(
臼
〉
『
七
録
』
各
五
、
答
周
勅
白
、
「
毎
私
慕
古
不
朽
三
事
、
徳
存
於
我
、

可
漸
累
致
、
功
貴
有
具
、
而
不
能
無
籍
於
天
、
惟
立
言
一
端
、
皐
者
本

等
、
而
鐙
統
活
大
、
難
於
審
細
、
非
一
人
可
潟
、
歴
稽
古
来
経
史
文
集
、

監
有
明
制
書
、
皆
有
飲
略
、
震
後
人
補
取
之
地
、
・
:
若
吾
祉
肝
高
数
人
、
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成
有
著
作
考
述
之
才
、
不
宣
磁
磁
逐
時
、
治
過
年
歳
、
断
合
按
部
分
斑
、

各
以
資
之
所
近
、
間
押
極
論
著
、
共
潟
不
沫
、
」
。

(
臼
〉
陳
子
龍
等
輯
『
皇
明
経
世
文
論
』
ハ
以
下
『
経
世
』
と
略
稽
)
張
序
。

(
臼
〉
徐
光
啓
『
農
政
全
書
』
張
序
、
張
と
徐
は
門
生
座
師
の
関
係
で
あ
る

が
、
張
の
徐
に
制
到
す
る
傘
敬
は
決
し
て
形
式
的
な
も
の
で
は
な
い
。

(
間
山
〉
『
知
畏
』
巻
五
、
論
略
題
僻
、
「
天
如
:
・
叉
謂
窮
経
則
王
道
明
、
通

史
則
王
事
著
、
明
王
道
者
輿
立
盤
、
著
王
事
者
輿
遁
用
、
則
取
二
十
一

史
、
明
白
譲
次
、
凡
・
:
皆
列
論
断
、
実
嬰
前
法
、
:
叉
以
震
古
今
勢
殊
、

不
透
於
今
魚
泥
古
、
自
高
皇
帝
以
来
、
断
白
神
廟
止
、
大
之
人
物
、
:
・
細

至
服
物
宮
室
、
放
班
孟
竪
鐙
、
動
潟
一
書
、
叉
以
信
用
治
天
下
者
、
蛍
有
経

営
天
下
之
志
、
:
・
則
緊
二
京
各
省
通
志
及
府
州
豚
志
、
:
・
」
。

(
日
山
〉
『
七
録
』
各
て
宋
宗
玉
稿
序
。

(
町
)
『
知
畏
』
巻
五
、
東
育
文
題
僻
。

(
関
)
『
七
録
』
論
略
、
災
異
論
、
「
蓋
大
君
之
所
畏
者
惟
天
、
・
:
商
人
(
王

と
張
百
問
〉
豊
田
県
知
天
之
不
足
畏
哉
、
:
・
濁
雨
入
者
瞬
排
経
義
、
明
箸
天
之

不
足
侍
、
而
人
之
無
求
於
天
、
則
人
君
之
上
、
更
不
見
有
所
謂
天
者
、
市

後
世
之
主
、
有
其
聴
之
不
詳
、
慢
紳
虐
民
、
覆
亡
之
禍
、
日
見
子
天
下

会
、
故
深
慮
之
士
、
急
望
有
道
之
君
、
講
洪
範
之
義
、
而
災
群
之
奏
明
、

責
於
所
司
之
人
、
」
。

(
ぬ
)
徐
光
麿
「
庭
置
宗
藤
査
核
透
飼
議
」
ハ
『
経
世
』
径
四
九
一
)
、
都
承

燦
『
渚
生
堂
蔵
書
約
』
、
沈
徳
符
『
野
獲
編
』
補
遺
品
位
一
、
今
上
史
皐
。

(
印
〉
『
知
畏
』
巻
十
二
、
非
柳
四
維
論
。

(
町
出
〉
『
七
銭
』
論
略
、
盛
法
論
。

(
位
〉
王
夫
之
『
讃
通
鑑
論
』
巻
二
四
、
及
び
李
賢
『
蔵
書
』
巻
十
七
。

(
臼
〉
『
七
録
』
容
三
、
洛
如
位
序
。

(
臼
〉
『
知
畏
』
巻
二
、
責
敬
漁
〈
文
且
、
公
掲
〉
測
時
十
論
序
、
及
び
同

巻
て
答
融
関
子
書
。

(
回
〉
『
七
録
』
巻
二
、
程
墨
表
経
序
。

(
印
)
『
七
録
』
論
略
、
賦
役
論
。

〈
同
町
)
「
留
都
防
飢
公
掲
」
姓
氏
に
は
臭
留
の
本
と
央
官
服
箕
の
本
が
あ
り
、

陳
の
名
は
奥
懸
箕
本
に
し
か
見
え
な
い
。
た
だ
陳
が
公
掲
を
断
乎
支
持
し

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
(
陳
貞
慧
『
書
事
七
則
』
)
、
こ
こ
で
は
一
際
掲

中
の
人
と
し
て
お
く
。

〈
回
)
『
詩
間
略
』
、
「
臆
断
」
は
『
線
目
』
の
-
評
。

(
回
〉
銭
穆
『
中
園
近
三
百
年
皐
術
史
』
(
一
九
三
七
、
商
務
印
書
館
〉
一

六
O
頁
に
引
か
れ
た
陳
の
四
書
文
。
叉
、
葉
夢
珠
『
関
世
編
』
巻
八
、
文

章。

(
叩
〉
陳
子
龍
『
安
雅
堂
稿
』
(
以
下
『
安
雅
』
と
略
稽
)
巻
四
、
詩
経
類

考
序
。

(
ね
)
『
安
雅
』
巻
四
、
自
主明
詩
選
序
、
「
於
是
・
:
洋
洋
乎
有
明
之
盛
風
、

健
於
周
漢
失
、
子
龍
目
、
我
於
是
市
知
詩
之
篤
経
也
、
:
・
二
三
子
生
於
寓

暦
之
季
、
而
慨
然
志
在
制
述
、
遺
品
附
夏
之
業
、
約
於
正
経
、
以
維
心
術
、

量
日
能
之
、
園
家
景
運
之
隆
、
腎
油
其
一
意
智
耳
、
」
、
「
風
俗
の
美
・
:
」
と

は
同
巻
十
三
、
節
婦
許
太
濡
人
停
、
の
語
。

(η
〉
『
安
雅
』
各
二
、
方
正
皐
先
生
遜
志
資
集
序
。

(
花
〉
『
安
雅
』
巻
七
、
重
修
建
陽
豚
皐
記
、
「
今
之
篤
皐
也
輿
古
者
異
、

古
者
在
於
穫
祭
升
降
、
儀
文
度
数
之
関
、
而
今
也
皆
所
不
向
、
惟
請
而
巳

失
、
:
・
夫
聖
人
之
徴
言
妙
論
、
性
奥
天
道
、
自
其
蛍
時
己
不
可
閲
失
、
市

王
者
之
所
念
、
叉
不
在
於
此
、
惟
其
論
人
之
要
、
治
世
之
方
、
皆
著
於
六

経
、
而
古
今
治
飢
興
亡
、
是
非
得
失
之
際
、
所
以
引
誼
聖
人
之
言
者
、
莫
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備
於
諸
史
、
士
不
通
此
、
不
足
以
輿
於
治
天
下
之
道
、
・
:
賞
今
之
患
、
高

者
好
言
性
命
虚
無
之
察
、
而
卑
者
拘
牽
於
章
旬
、
凡
夫
前
言
往
行
、
古
今

之
故
、
-
帝
王
治
人
之
道
、
士
皆
不
得
而
閲
之
、
故
試
於
政
事
而
無
数
、

・
:
夫
土
叉
安
可
不
感
哉
、
自
鉄
線
開
閉
之
制
易
、
而
日
趨
間
使
、
自
宋
以

後
、
復
有
鍛
刻
、
土
欲
庚
置
書
史
、
使
於
古
入
者
千
百
失
、
・
夫
使
飾
孔

子
之
官
、
即
極
荘
園
、
而
輿
其
弟
士
習
時
、
升
歌
其
閥
、

官
何
盆
子
世

用
、
惟
使
皐
者
多
識
強
記
、
以
求
治
天
下
之
略
、
此
先
師
之
意
、
而
明
天

子
之
心
也
。
」

(
丸
)
王
世
貞
『
会
州
山
人
四
部
稿
』

各

一
四
四

(「葱
苑
庖
言
」
一
)
、
こ

れ
は
固
よ
り
六
経
皆
史
設
の
一
種
で
あ
る
。
銭
鍾
書
『
談
義
録
』
(
一
九

四
八
、
上
海
開
明
書
庖
〉
参
照
。

(
符
)

『
安
雅
』
径
十
八
、
輿
戴
石
房
(
之
傑
)
、
又
、
答
戴
石
房
。

(
河
)
『
安
雅
』
巻
十、

向
有
震
。

(
作
〉
『
経
世
』
潟
明
新
序。

(
沌
)
『
経
位
』
陳
子
龍
序
(
『
安
雅
』
袋
五
)
。

(
m
m
)

『
経
世
』
方
序
。

(
加
)
『
経
性
』
宋
徴
壁
、
凡
例
、
問
、
許
容
卿
序
。

(
刷
出
〉
『
経
世
』

徐
序
。

(
回
)
註
(
祁
)
に
同
じ
。
「
権
家
」
に
つ
い
て
は
『
安
雅
』
巻
十
七
、
上
張

玉
笥

(
圏
維
)
中
丞
、
に
「
孫
武
審
丘
(
勢
、
居
周
櫨
家
之
租
」
と
い
う。

(
回
〉
『
安
雅
』
径
四
、
左
氏
兵
法
測
要
序
。

(
制
)

『安
雅
』
巻
二、

張
天
如
先
生
文
集
序
、
才
と
賢
を
同
義
語
と
し
て

い
る
の
は
同
各
三
、

瞬
水
部
芙
容
枇
序
。

(
お
)
『
安
雅
』
巻
十
二
、

策
問
。

ハM
m

)

『安
雅
』
各
十
、
振
主
権
、
同
各
六
、
迭
翁
象
韓
之
松
渓
令
序
、
同

巻
七
、
寄
郡
伯
穀
城
百
円
修
方
公
五
十
序
、
同
巻
十
三
、
挑
司
冠
停
。

(
幻
)
『
安
雅
』
巻
十
、
去
欽
蔽
、
叉
、
向
有
盛
岡
。

(
問
山
)
『
安
雅
』
毎
回
、
兵
家
言
序
。

(
加
)
『
安
雅
』
を
四
、
設
集
諸
子
序。

(川出〉

『
安
時
仕
』
巻
四
、
諮
子
荘
騒
二
象
序
。

(
引
)

『安
雅
』
単
位
十
四
、
非
喫
狗
文
、
同
巻
七、

詩
秋
援
許
翁
七
十
序。

(

m

出
)
『
古
今
治
卒
略
』
朱
徽
(
健
の
弟
、
復
位
同
人
)
序
、
及
び
朱
健
、

凡
例
。

(
回
)
『
古
今
治
卒
略
』
待
冠
序
、
叉
、
陳
子
龍
序
(
『
安
雅
』
巻
五
)
。

(
何
)
『
古
今
治
卒
略
』
朱
健
序
、
叉
、
朱
徽
序
に
引
く
朱
健
の
語
。

(
間
山
)
「
東
林
七
録
」
に
つ
い
て
は
朱
佼
「
東
林
著
述
考
」
(
『庚
州
製
報
』

一
の
一
、
一
九
三
七
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
M
m
)

的
資
宗
義
『
明
儒
築
案
』
泰
州
四
、
秋
小
間
降
、
仲
李
資
『
焚
書
』
各

て

答
鄭
明
府
君
、
付
『
野
獲
編
』
巻
二
五
、
、
在
南
漢
文
、

M
W
園
祭
基
本

叢
書
本
『
張
文
忠
公
全
集
』
(
以
下

『
全
集
』

と
略
稽
〉
附
録
、

高
以
俊
、

太
師
張
文
忠
公
集
政
、
仙
川
広
明
隠
京
『
白
星
明
経
世
賞
用
編
』
乾
集
三
、
親
賢

考
、
村
小
註
ニ
に
同
じ、

川w銭
謙
盆
『
初
皐
集
』
巻
八
九
、
高
暦
三
十
八

年
曾
試
墨
巻
、
同
『
列
朝
詩
集
小
傍』

丁
集
中
、
雷
思
探
及
び
孫
承
宗
の

係
、
例
小
註
ニ
に
同
じ
、
仰
『
全
集
』
附
録
、
沈
鯉
序
、
例
『
全
集
』
附

録
、

ω『
全
集
』
附
録
、
周
聖
楢
『
楚
賀
』
、
防
『
全
集
』
附
録
、
沈
鯉

(
?
〉
、
張
文
忠
公
論
、
切
『
議
宗
貫
録
』

二
年
五
月
戊
成
、

倒
臭
態
箕
『
東

林
本
末
』
下、

江
陵
奪
情
、
又

『
明
史
』
張
居
正
体
、
同
梁
章
鐙
『
制
義

叢
話
』
径
七
、
例

『何
心
隠
集
』

(
一
九
六

O
、
中
華
書
局
)
張
序
、

ω

程
式
租
『
盤
忠
宣
公
集
』
(
乾
坤
正
気
集
本
)
巻
一
、
任
人
宜
貴
賓
数
疏
、

ω『
明
史
』
張
居
正
停
、

ω
『
知
畏
』
各
八
、
先
考
贈
君
考
略
、

ω
『七
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録
』
巻
六
、
論
表
策
設
、
的
許
重
照
『
憲
章
外
史
綴
編
』
巻
七
、
問
『
安

雅
』
巻
二
、
李
衡
公
曾
昌
一
品
集
序
、
叉
、
自
撰
『
年
盟
国
』
崇
顧
十
年

僚
、
帥
『
経
世
』
徐
李
遠
序
、
叉
、
同
巻
三
二
四
至
三
二
九
「
張
文
忠
公

集
」
-
評
語
、
例
小
註
ソ
に
同
じ
、
同
小
註
ル
に
同
じ
。

(
的
引
)
『
書
事
七
則
』
、

書
江
陵
武
陵
先
後
奪
情
事
、
『
東
林
本
末
』
上
、
門

戸
始
末
、
下
、
江
陵
奪
情
。

(
弼
)
『
安
雅
』
巻
四
、
詩
経
類
考
序
。

ハ
叩
)
江
藩
『
圏
朝
宋
皐
淵
源
記
』
巻
上
。

(
川
〉
『
詩
問
略
』。

(
肌
)
方
以
智
『
遁
雅
』
巻
首
之
一
、
孜
古
通
論
、
「
古
今
以
智
相
積
、
而

我
生
其
後
、
孜
古
所
以
決
今
、

然
不
可
泥
古
也
、
古
人
有
議
後
人
者
、
出
皐

編
殺
青
、
何
如
雌
版
、
・
:
生
今
之
世
、
承
諾
聖
之
表
章
、
経
群
英
之
組
問

難
、
我
得
以
坐
集
千
古
之
智
、
折
中
其
問
、
量
不
幸
乎
」
。

(
m
M
)

『
通
雅
』
巻
首
之
二
、
讃
書
類
略
提
語
、
叉
、
同
銭
澄
之
序
に
引
く

の
方
の
語
。

(
郎
)
『
通
雅
』
巻
首
之
三
、
文
章
薪
火
、
に
云
う
。
「
三
才
之
察
衛
、
高

理
之
曾
通
、
有
所
以
然
者
存
、
不
明
所
以
然
中
之
各
各
省
然
、
而
用
嘗
然

之
所
以
然
、
則
百
家
竪
白
同
呉
之
舛
午
、
何
一
不
可
疑
我
、
:
・
則
強
鉾
鴻

河
、
安
能
不
狗
不
透
、
物
物
而
不
物
子
物
乎
」
と
。
物
を
物
と
し
て
物
に

物
と
さ
れ
な
い
こ
と
、
即
ち
我
が
疑
う
の
で
あ
っ
て
我
を
疑
わ
し
め
ぬ
こ

と
、
こ
れ
が
方
の
疑
で
あ
る
。
一
方
、
朱
子
は
「
皐
之
篤
言
数
也
L

(

『論

語
』
拳
而
首
章
注
)
と
言
い
、
張
繍
渠
は
「
不
知
疑
者
只
是
不
便
賞
作
、

既
賞
作
則
須
有
疑
、
有
不
行
慮
、
是
疑
也
」
(
『
近
恩
録
』
巻
一
一
〉
と
言

う
。
「
有
不
行
庭
」
の
は
固
よ
り
自
己
で
あ
っ
て
聖
賢
で
は
な
い
。

(
山
間
)
『
通
雅
』
叉
自
序
、
「
皐
惟
古
訓
、
博
乃
能
約
、
首
其
博
、
即
有
約

者
遜
之
、
博
拳
不
能
観
古
今
之
遇
、
叉
不
能
疑
、
正
盈
貝
書
箆
乎
、」
。

(
防
)
『
通
雅
』
巻
首
之
三
、
文
一
章
薪
火
、
「
有
専
一
吉
徳
行
者
、
専
言
経
済

者
、
幕
言
文
章
者
、
専
言
技
護
者
、
専
言
権
勢
者
、
・
:
統
而
言
之
、
無
非

道
也
、
無
非
性
命
也
、
」
同
巻
首
之
二
、
蔵
書
刷
書
類
略
、
「
道
徳
、
経

済
、
文
章
、
小
同
学
、
方
伎
、
約
之
篤
天
道
人
事
、
精
之
止
是
性
理
物
理
、

而
窮
至
子
命
、
町
器
是
道
、
乃

一
大
物
理
也、」
。

(
附
〉
『
通
雅
』
巻
首
之
三
、
文
一
章
薪
火
。

(
問
〉
『
通
雅
』
凡
例
。

(
m
M
)

閣
折
、
文
節
公
白
査
山
人
家
俸
(
閣
爾
梅
『
閣
古
古
全
集
』
巻

一
附

録
)
に
見
え
る
語
。
な
お
、
奥
田
拐
を
『
明
史
』
な
ど
で
は
奥
易
と
し
、
業

廷
渚
『
鴎
阪
漁
話
』
は
そ
れ
が
正
し
い
と
言
う
。

(
問
)
『
安
雅
』
径
十
四
、
先
考
繍
府
君
行
述
、
又
、
同
巻
十
三
、
宋
幼
清

(
徴
輿
の
父
、
怒
澄
)
先
生
侍
。

(
川
)
侯
外
底
「
方
以
智
中
園
的
百
家
全
書
一
波
大
哲
皐
家
」
(
『
歴
史
研

究』

一
九
五
七
、

第
六
、
七
期
、
『
中
園
思
想
通
史
』
第
四
巻
下
所
収
。
)

(
川
)
『
安
雅
』
巻
九
、
別
邪
正
。

(
山
)
『
七
録
』
各
て
庚
臨
阻
止
紅
序
、
「
・
:
乃
来
之
(
呉
昌
時
)
彦
林
〈
銭

腕
)
欲
因
其
祉
而
推
大
之
、
詑
於
四
海
、
:
君
子
動
身
而
有
行
、
莫
若
其

自
震
之
、
至
自
負
之
以
求
同
度
、
則
必
然
之
合
、
懐
乎
鳥
鳴
、
祭
其
予

野
、
朋
友
所
持
帥
来
也
、
:
・
要
其
大
者
、
友
之
魚
義
、
備
五
倫
之
道
駕
。

(
山
)
『
復
祉
紀
略
』
巻
下
、
徐
懐
丹
激
。

(
山
)
『
七
銭
』
論
略
、
建
皐
論
。

(
川
〉
王
夫
之
『
宋
論
』
巻
三
。

(
山
)
『
安
雅
』
各
四
、
王
伯
安
高
景
逸
雨
先
生
語
録
合
刻
序
。

(
川
)
『
何
心
際
集
』
張
宿
序
、
張
が
出
版
を
謀
っ
た
「
同
社
」
九
名
の
う
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ち
、
七
名
ま
で
が
後
に
復
位
同
人
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

(川〉

陳
弘
絡
『
石
荘
初
集
』
巻
二、

答
張
，諦
宿
書
、
叉
、
同
巻
四
、
何
心

際
選
集
序
、
銭
前
回
忠
云
々
は
『
寅
梨
洲
文
集
』
、
清
総
銭
先
生
墓
誌
銘
、

に
よ
る
。
叉
、

陳
際
泰
『
己
吾
集
』
を
て
何
心
隠
文
集
紗
序
。

(
川
〉
李
桓
輯

『
図
朝
者
献
類
徴
初
編
』
儒
行
二、

張
履
群
、
部
路
辰
撰

体
、
叉
、

在
家
稽
撰
墓
表
。

(
印
〉
『
何
心
隠
集
』

附
録
、
郷
元
標
、

梁
夫
山
停
、
又
、
顧
懲
成
、
重
刻

懐
師
録
題
僻
、
容
氏
の
評
僚
は
氏
の
何
心
隠
集
序
に
よ
る
。

(川〉

島
田
度
次
『
朱
子四
月子
と
陽
明
周
平
』

〈
一
九
六
七
、
岩
波
書
庖
、
一
八

四
頁
)
。
氏
は
ま
た
方
以
智
に
「
新
機
運
の
端
緒
」
を
認
め
て
お
ら
れ
る

(
向
上
〉
。

(
印
)

島
田
度
次
『
中
園
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』

(
一
九
七

O
新
版
、

筑
摩
書
房
、
二
三
五
頁
)
及
び
『
朱
子
撃
と
陽
明
息
子
』
(
一
八
O
頁)。

(
出
〉
小
野
氏
前
掲
論
文
、
及
び
朱
後

「明
季
杭
州
讃
書
祉
考
」
(『
園
田
李
季

刊
』
二
の
二
、

一
九
二
九
〉
。

(
以
)
『
明
代
思
想
史
』
第
八
章
「
考
詮
皐
輿
反
玄
摩
|
陳
第
」
。

(防〉

在
中
『
述
皐
』
内
篇
三
、
回
申↑
子
序
、
及
び

こ
れ
に
劃
す
る
翁
方
綱

『
復
初
荷
集
』
巻
十
五、

書
墨
子、

叉
、
孫
話
譲
『
塁
子
開
詰
』
附
録
、

奮
序
、
の
在
序
に
附
せ
ら
れ
た
孫
氏
按
語
、
「
此
叙
揚
州
刻
本
気
後
人
鼠

改
」
云
々
。
『
述
皐
』
を
刊
行
し
た
の
は
子
の
喜
孫
だ
が
、
彼
は
中
の
皐

を
能
く
縫
承
し
た
と
稽
賛
さ
れ
る
人
で
あ
り
〈
陳
失
『
師
友
淵
源
記
』)、

改
認
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(m)
胡
寄
窓
『
中
園
経
済
思
想
史
』

下
(
一
九
八
一
、
上
海
人
民
出
版

社
)
四
三
九
J
四
四

O
頁
、
及
び
謝
園
禎
「
遣
問
初
利
用
漢
族
地
主
集
圏
所

施
行
的
統
治
政
策
」
(
『
中
園
史
研
究
』

一
九
八

O
、
第
四
期
、
『
明
末
清

初
的
皐
風
』
所
牧
)
に
引
く
李
愛
『
林
屋
洞
稿
』
。
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THE SOCIAL CHANGES IN THE SICHUAN REGION IN THE

　　　　

TANG AND THEIR DISTINCTIVE CHARACTER

Satake Yasuhiko

　　

In the present study l show that though the Sichuan region funda-

mentally constitutedan autonomous economic sphere in the Tang dynasty,

the relations with the outside world both by river and by land grew

stronger as time passed； especially the relations with Central China by

the waterways of the Yangzi River system made ａ great impact on the

region. I study the processes whereby these outside influences　were

assimilated and their special features mainly from the point of view of

the changes that occurred in the structure of militarypower in the region.

l investigate the　distinctive　system of　tlULTぴie-bing　團結兵that was

established in the Sichuan region in the　Tang and the process of its

breakdown, the special characteristicsand the transformation of the 砲71ぷ昭

壇T and zidi-bing子弟兵armies which were based on ａ society of

partiallySinicized aboriginals,and the unique features of the structure of

the military power of the regional government 藩銅, which, its army

consisting of mercenary soldiers,was premised on the settlement ofａlarge

number of vagrants in the interior of Sichuan and the ｅχistenceof ａ

commodity economy lead by the Sichuan local magnates.

　　　　　　　

THE SCHOLARSHIP OF ＴＨＥ,ＦＵＳＨＥ復祗

　　　　　　　　　　　　　　　

INOUE Susumu

　　

The

　

establishment

　

of

　

the Ｆｕｓｈｅ　does　not　merelv　constitute　the

closing scene of the history of the late Ming partisan incidents ； it is

worthy of our　attention also because it fostered ａ large number of

excellent scholars active during the early Qing. Thｅ Ｆｕｓhedefined itself

initially as ａ scholarly movement that strove for the revival 0f“ ancient
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learning ” 古學.“Ancient learning ” basically meant the study of the

Confucian classics. The movement arose on the background of antipathy

against the principles of the Cheng-Zhu 程朱ｏｒthodoχｙ of Song learning

which was felt as ａ constraint ； it expressed the belief that one's worth

as ａ person was complete in itself and did not depend on anything else.

Because individual morality was to be perfected within oneself, morality

and scholarship were set apart, and the possibility arose that the pursuit

of scholarship had ａ value in itself. In this the members of the Ｆ絹Ｍ

became able to take the classics and other ancient documents as objects

for their research. But ultimately they cannot be regarded as self-conscious

rebels against ｏｒtｈｏｄｏχｙ名数:though they prepared the ground for Qing

dynasty tｅχtualcriticism, they failed to escape from the rule of tradition

and create ａ new system of learning.

THE FORMATION OF THE HUNANESE BUREAUCRATIC

　　　　　　　　　　

GROUP IN THE LATE QING

　　　　

seen in relationto its philosophy of statecraft

　　　　　　　　　

and concrete policy initiatives

　　　　　　　　　　　　　　　

Otani Toshio

　　

In the late Qing Hunan turned out ａ large number of Han Chinese

bureaucrats that played important roles at the Qing court； one can speak

of the formation of ａ“ Hunanese bureaucratic group ”.　In this study l

wish to investigate the emergence of this group with point of departure

in the group's philosophy of statecraftand concrete policy initiatives.In

the firstsection l study the causes of the fact that so many bureaucrats

came from Hunan from the point of view of the history of ideas. I point

out that in Hunan there was ａ strong tradition of the neo-Confucianism

initiated by Zhu χi in the Southern Song and that, combined with ideas

of statecraft,this philosophy became　systematisized as ａ statecraft based

on jy盾義理. In the second section l take up the problem of the rise of

the Hunanese　bureaucratic group from the point of view of politics. I

study the Hunanese　bureaucrats' interrelationships based on clan ties。
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