
戴

震

と

院

源

の

撃

術

木

下

銭

矢

経
済
皐
に
お
い
て
、
生
理
皐
に
お
け
る
顕
微
鏡
の
役
割
り
を
果
す
の
は
抽
象
力
で
あ
る
と
は
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
研

'hυ 
n
3
 

究
に
つ
い
て
も
ま
た
然
り
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
先
づ
第
一
に
歴
史
研
究
の
取
り
扱
う
資
料
の
多
く
は
文
献
資
料
で
あ
り
、
第
二

に
そ
れ
を
分
析
し
理
解
し
一
つ
の
歴
史
像
を
構
成
す
る
研
究
も
ま
た
徹
頭
徹
尾
言
葉
と
そ
れ
に
類
す
る
概
念
装
置
を
以
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
言
語
行
痛
の
な
い
歴
史
研
究
は
有
り
得
な
い
。
そ
し
て
言
語
行
震
は
、
史
料
の
形
で
果
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
に
せ
よ
、
研
究
者
が

行
う
も
の
に
せ
よ
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
個
的
な
る
も
の
を
普
遍
の
場
に
引
き
入
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
こ
そ
可
能
な
規
定
を
行
う
行
魚

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

言
語
行
震
は
、
い
か
に
破
れ
目
が
多
か
ろ
う
と
も
、
一
つ
の
笹
系
を
め
さ
す
行
痛
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
、
そ
の
行
震
は
一
つ
一
つ
の

も
の
を
そ
れ
ら
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
偶
然
性
の
暴
力
の
海
か
ら
引
き
離
し
、
必
然
性
の
う
ち
に
安
定
さ
せ
る
秩
序
あ
る
位
置
づ
け
へ
と
移
し
か

え
る
行
震
で
あ
る
。
或
る
事
象
を
言
葉
を
も
っ
て
分
析
し
説
明
す
る
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
事
象
の
出
現
、
存
在
、
消
滅
を
或
る
必

然
性
の
網
の
中
へ
織
り
込
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
事
象
に
か
か
わ
る
偶
然
を
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
振
り
落
し
て
行
く
。
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だ
が
個
的
な
も
の
は
本
質
的
に
偶
然
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
個
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
せ
ず
し
て
個
的
な
も
の
を
把
え
る
こ
と
は
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出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
に
よ
っ
て
必
然
性
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
事
象
は
、
普
遍
の
場
に
投
影
さ
れ
た
影
と
し
て
の
み
現
わ

れ
、
事
象
そ
の
も
の
の
個
的
存
立
は
把
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
歴
史
像
が
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
歴
史
像
は
ま
さ
し

く
作
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
無
論
歴
史
研
究
が
言
語
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
る
以
上
、
こ
の
こ
と
は
本
質
的
に
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
必
然
性
の
も
と
へ
の
組
み
込
み
を
事
象
の
も
つ
偶
然
性
に
よ
っ
て
撹
凱
し
、
必
然
性
を
め
ざ
す
研
究
の
賀
ら
す
歴
史
像
を
一

つ
の
抽
象
像
と
し
て
反
省
し
、
相
針
化
し
て
お
く
こ
と
は
可
能
で
も
あ
る
し
、
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
或
る
問
題
的
な
概
念
設
定

の
も
と
に
非
本
質
的
と
し
て
振
り
落
さ
れ
て
い
る
情
報
を
可
等
に
掘
り
お
こ
し
、
洗
い
出
し
、
そ
の
煩
墳
と
、
偶
然
的
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
よ

う
な
設
定
を
批
判
的
に
相
封
化
し
つ
づ
け
る
作
業
を
怠
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

歴
史
的
事
象
に
お
い
て
最
も
根
本
的
に
個
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
各
時
代
各
社
舎
に
生
死
し
た
一
人
一
人
の
人
間
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、

言
葉
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
個
的
な
各
個
人
の
営
み
を
設
定
さ
れ
た
或
る
普
遍
の
場
に
引
き
込
ん
で
行
な
わ
れ
る
、
歴
史
的
規
定
と
歴
史
像
構
成

し
か
も
そ
の
批
判
的
相
制
化
を
行
な
う
と
は
、
今
一
度
そ
の
各
個
人
に
も
ど
っ
て
、
そ
れ
ら

の
普
遍
的
な
規
定
と
構
成
が
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
を
含
ま
ぬ
か
、
個
人
に
即
し
て
見
た
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
ど
の
よ
う
な
密
度
で
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
の
か
を
測
定
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
づ
は
果
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
が
行
な
わ
ん
と
す
る
の
は
、
戴
震
と
院
涯
の
何
学
術
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
が
必
ず
し
も
重
視
す
る
こ
と
を
行
な
わ
な
か
っ
た
史
料
と

情
報
を
提
示
し
、
以
上
述
べ
た
如
き
撹
凱
と
測
定
の
手
が
か
り
と
を
、
こ
の
方
面
で
の
歴
史
理
解
に
封
し
て
加
え
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。

の
、
不
可
避
性
と
有
数
性
を
一
方
に
認
め
つ
つ
、

「
腕
汲
」
と
は
、
所
謂
「
乾
嘉
の
島
ご
、

或
は
一
口
に
「
清
朝
考
誼
皐
」
と
呼
ば
れ
る
、

清
朝
中
期
に
現
わ
れ
た
皐
術
運
動
を
代
表
す
る
皐

振
の
一
つ
を
指
差
す
名
稿
で
あ
る
。
安
徽
省
徽
州
府
休
寧
鯨
出
身
の
戴
震
を
先
達
と
す
る
皐
涯
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
安
徽
省
の
雅
名
で
あ
る

「
院
」
を
採
っ
て
「
暁
涯
」
と
呼
ば
れ
る
。
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こ
の
「
暁
涯
」
は
、
乾
嘉
期
の
経
撃
を
代
表
す
る
今
一
つ
の
皐
涯
で
あ
る
「
呉
汲
」
と
並
稽
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
拳
涯
と
し
て
認
定
さ
れ
る

(

1

)

 

皐
風
に
つ
い
て
も
封
比
的
に
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
呉
振
と
は
、
江
蘇
省
蘇
州
府
呉
鯨
出
身
の
恵
棟
、
同
太
倉
直
隷
州
嘉
定
鯨
(
も

と
は
蘇
州
府
に
属
す
)
出
身
の
銭
大
析
な
ど
、
蘇
州
を
中
心
と
す
る
江
蘇
省
出
身
の
向
学
者
逢
を
皐
涯
と
し
て
括
っ
た
名
稀
で
あ
り
、
「
呉
」
と
は

(

2

)

 

贋
く
江
蘇
省
を
指
差
し
て
「
暁
」
に
劃
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
呉
汲
」
と
い
う
名
稿
を
以
て
括
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
括
ら
れ
る
皐
者
達
の
出
身

地
分
を
名
賓
と
も
に
示
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、

一
方
「
暁
汲
」
の
方
は
と
い
う
と
、
そ
の
貼
幾
分
に
名
と
賓
と
が
需
離
し
て
い

る

王
引
之
で
あ
り
、
こ
れ
に
戴
震
を
加

「
戴
段
二
王
の
照
子
」
と
い
う
名
稽
も
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
段
玉
裁
は
江
蘇
省
鎖
江
府
金
壇
懸
、
王
念
孫
、

王
引
之
父

子
は
同
じ
く
江
蘇
省
揚
州
府
高
郵
州
の
出
身
で
あ
り
、
王
父
子
は
別
に
立
て
ら
れ
た
「
揚
州
皐
涯
」
の
中
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

(

3

)

 

る
。
こ
の
貼
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
「
暁
涯
」
を
代
表
す
る
撃
者
と
し
て
一
般
に
言
及
さ
れ
る
の
は
段
玉
裁
、
王
念
孫
、

〉えて、
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「
院
波
」
と
い
う
名
稽
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
院
南
徽
州
府
出
身
の
、
他
で
も
な
い
こ
の
戴
震
と
い
う
皐
問
的
個
性
に
由
来
す
る

拳
涯
で
あ
る
と
い
う
了
解
が
含
ま
れ
た
一
種
の
固
有
名
稽
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
最
も
逼
切
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
、
こ
の
「
暁
波
」
と
い
う
名
稽
は
、
ま
さ
し
く
出
身
地
方
に
よ
っ
て
拳
涯
を
括
る
と
い
う
使
用
の
さ
れ
方
も
震
さ
れ
る
の
で
あ

(

4

)

 

っ
て
、
戴
震
と
同
じ
徽
州
府
、
委
源
問
脚
出
身
の
江
永
を
こ
の
「
院
汲
」
に
含
め
る
の
は
極
く
普
通
の
こ
と
で
あ
る
し
、
更
に
同
徽
州
府
教
師
榊
出

(

5

)

 

身
の
程
落
田
、
金
携
な
ど
も
こ
の
「
暁
涯
」
の
名
稽
の
も
と
に
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
江
永
、
字
は
慎
修
、
康
照
二
十
年
三
六
八
一
)
に
生
ま

れ
、
乾
隆
二
十
七
年
(
一
七
六
二
〉
に
卒
す
c

程
落
田
、
字
は
易
回
、
一
に
易
曙
、
潅
正
三
年
(
一
七
二
五
〉
に
生
ま
れ
、
嘉
慶
十
九
年
(
一
八
一

四
)
に
卒
す
。
金
拐
、
字
は
輔
之
、
一
に
薬
中
、
潅
正
十
三
年
(
一
七
三
五
〉
に
生
ま
れ
、
嘉
慶
六
年
(
一
八
O
一
〉
に
卒
す
。
更
に
、
戴
震
、
字

は
恨
修
、
一
に
東
原
、
薙
正
元
年
〈
こ
の
年
の
十
二
月
二
十
四
日
、
こ
れ
は
西
暦
一
七
二
四
年
一
月
十
九
日
に
賞
る
)
に
生
ま
れ
、
乾
隆
四
十
二
年
〈
一

(
6〉

七
七
七
〉
に
卒
す
。
洪
携
の
「
戴
先
生
行
朕
」
に
、
「
時
に
先
生
の
同
志
密
友
、
郡
人
の
鄭
牧
、
江
肇
龍
、
程
落
田
、
方
矩
、
金
携
の
六
七
君
、

日
ミ
江
先
生
(
即
ち
江
永
〉
方
先
生
'(
即
ち
方
薬
如
〉
に
従
ひ
、
従
容
と
し
て
質
疑
問
難
す
」
と
言
及
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
(
後
述
、

一
O七頁)。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
「
院
波
」
と
い
う
名
稿
に
よ
っ
て
括
ら
れ
る
同
学
者
達
に
は
、
賓
の
と
こ
ろ
、
戴
震
を
中
心
と
し
て
二
様
の
グ
ル
ー
プ
が
先

づ
は
見
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
つ
は
戴
震
が
家
郷
に
居
た
時
代
に
出
舎
い
討
論
を
交
し
た
人
々
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
院
南
徽
州
に
お
い

(

7

)

 

て
形
成
さ
れ
た
皐
者
達
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
彼
が
三
十
二
歳
の
年
、
即
ち
乾
隆
十
九
年
(
一
七
五
四
)
に
京
師
に
の
ぼ
り
、
一
躍
そ
の
聞
学
名
を

(

8

)

 

知
ら
れ
て
以
後
に
形
成
さ
れ
た
、
出
身
に
関
し
て
は
む
し
ろ
非
徽
州
的
な
翠
汲
に
括
ら
れ
る
皐
者
達
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
院
涯
」
に
一
括

さ
れ
る
撃
者
達
を
以
上
の
如
く
差
異

e

つ
け
る
こ
と
は
、
貫
は
ま
た
「
院
波
」
と
一
括
さ
れ
る
拳
風
の
う
ち
に
或
る
差
異
を
見
分
け
る
こ
と
を
膏

ら
し
、
更
に
言
わ
ば
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
媒
介
者
と
な
っ
て
い
る
者
と
し
て
戴
震
の
皐
聞
を
把
え
か
え
す
必
要
を
賓
ら
す
で
あ
ろ
う
。

今
見
分
け
た
暁
涯
の
う
ち
の
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
の
聞
に
あ
る
差
異
の
性
格
づ
け
を
行
な
う
た
め
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
貼
か
ら
の
取
り
扱
い
が

- 98-

必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω彼
ら
の
皐
間
的
業
績
に
就
い
て
そ
の
具
値
的
な
形
と
内
容
を
比
較
討
究
す
る
こ
と
、

ω彼
ら
の
個
人
史
に
就
い

て
、
制
就
中
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
祭
問
的
研
究
の
道
、
更
に
限
定
す
れ
ば

「
鰹
皐
」
の
う
ち
に
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
の
か
を
、
そ
し
て
伽

第

一
の
グ
ル
ー
プ
が
徽
州
府
に
お
い
て
濁
自
に
形
成
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
徽
州
府
の
土
地
柄
の
中
で
そ
れ
ら
の
人
々
を
、
そ
し
て
そ
の

皐
聞
を
考
察
し
、

ω彼
ら
の
う
ち
で
何
故
に
戴
震
こ
そ
が
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
方
向
へ
の
事
涯
形
成
を
行
な
い
得
た
の
か
を
考
え
る
と
い
う
諸

酷
で
あ
る
。

四

か
つ
て
私
は
、
戴
震
の
音
韻
事
を
分
析
し
、
そ
の
音
韻
拳
の
究
明
せ
ん
と
し
た
針
象
が
、
汎
時
論
的
な
人
聞
の
一
音
盤
の
瞳
系
で
あ
り
、
そ

の
汎
時
論
的
性
格
は
、
人
聞
の
口
腔
器
と
い
う
肉
盤
的
形
肢
と
能
力
の
ま
さ
し
く
汎
時
的
な
構
造
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
更
に
こ

の
貼
で
、
段
玉
裁
等
の
、
音
韻
の
歴
史
的
獲
化
を
巌
重
に
受
け
と
め
、
そ
の
貼
で
の
時
代
匡
分
を
堅
持
し
て
、

「経
書
」
の
時
代
の
豆
一
日
韻
を
こ



そ
、
そ
の
同
時
代
的
情
報
(
例
え
ば
『
詩
経
』
の
押
韻
欣
況
、
諮
聾
字
の
撃
符
に
よ
る
系
列
性
、
異
僅
字
関
係
等
)

(

9

)

 

明
し
よ
う
と
す
る
歴
史
的
音
韻
皐
と
封
取
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
分
析
は
今
述
べ
た
と
こ
ろ
の
第
一
黙
に
か
か

の
寅
誼
的
研
究
に
の
み
基
づ
い
て
究

わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

(

ω

)

 

更
に
こ
の
黙
で
示
唆
す
る
所
の
多
い
の
は
、
卒
田
昌
司
氏
の
「
『
審
一
音
』
と
象
数
|
|
院
涯
音
皐
史
稿
序
説
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。
そ
の

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
第
一
黙
に
か
か
わ
り
、
更
に
第
二
貼
の
似
に
及
ぶ
の
で
、
今
少
し
く
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
、
先
づ
「
い
ま
論
じ

ょ
う
と
す
る
の
は
、
暁
涯
の
皐
聞
を
支
え
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
音
韻
皐
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
い
か
に
縫
承
さ
れ
た
か
の
過
程
で

あ
る
」
と
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
わ
れ
た
。

ω院
波
の
一
耳
目
韻
同
月
干
の
任
い
手
、
江
永
、
戴
震
、
段
玉
裁
、
王
念
孫
た
ち
を
、
院

涯
と
し
て
一
括
し
て
言
う
こ
と
の
不
逼
切
で
あ
る
こ
と
。

ω清
朝
丘
目
韻
向
学
史
の
理
解
に
お
い
て
は
、

「
考
古
」
(
古
代
一
音
韻
の
研
究
を
、
嘗
の
古
代

文
献
の
寅
査
に
の
み
基
づ
い
て
行
い
、
後
世
の
皐
問
、
特
に
等
韻
皐
を
ま
じ
え
る
こ
と
を
排
す
る
)
と
、

「審
音
」
(
一
音
韻
皐
に
お
い
て
は
、
人
関
の
愛
音
そ
れ
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自
鐙
の
汎
時
間
な
生
理
、
構
造
の
究
明
が
重
要
で
あ
り
、
古
代
音
韻
皐
も
そ
の
成
果
に
よ
っ
て
勘
案
さ
れ
て
こ
そ
完
全
た
り
得
る
〉
と
の
二
涯
の
か
か
わ
り
が

重
要
で
あ
る
。
大
ま
か
に
は
、
江
永
、
戴
震
は
審
菅
波
、
段
玉
裁
、
王
念
孫
は
考
古
汲
と
な
る
。

ω江
、
氷
、
戴
震
は
、
安
徽
省
徽
州
府
、
段
氏

王
氏
は
江
蘇
省
出
身
で
あ
り
、
こ
の
「
審
一
耳
目
」
涯
は
す
ぐ
れ
て
安
徽
省
に
護
展
し
た
一
音
韻
皐
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ω江
永
に
つ
い
て
は
、

同
じ
安
徽
省
(
た
だ
し
安
慶
府
桐
城
懸
〉
出
身
の
方
以
智
か
ら
の
系
譜
が
重
視
さ
れ
る
。
方
氏
の
一
音
韻
皐
に
は
、
明
瞭
に
、
明
末
に
及
ぶ
耶
蘇
曾

土
渡
来
と
相
関
し
て
、
等
韻
皐
へ
の
好
向
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
呈
目
撃
鐙
系
の
背
後
に
象
歎
の
存
在
を
お
く
こ
と
が
見
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
両

面
は
確
か
に
江
永
に
縫
承
さ
れ
て
い
る
。

ω江
永
か
ら
戴
震
へ
の
縫
承
は
、

「
審
一
音
」
に
お
け
る
泰
西
及
び
象
散
の
排
除
、

ひ
き
つ
づ
く
「
考

古
」
へ
の
同
化
と
い
う
過
程
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戴
氏
の
例
え
ば
『
孟
子
字
義
疏
誼
』
に
お
け
る
葬
氏
異
端
へ
の
排
斥
と
並
行
し
、
ま
た

彼
の
暦
算
皐
が
西
法
を
利
用
し
つ
つ
、
中
園
固
有
の
形
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
軌
を

一
に
す
る
。
川
明
方
氏
江
氏
に
お
け
る

音
韻
皐
と
象
歎
向
学
と
の
結
び
つ
き
は
、
宋
代
部
落
『
自
主
極
経
世
書
』
巻
四
「
盤
呈
日
唱
和
之
園
」
の
思
想
の
縫
承
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
朱
子
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の
故
郷
で
あ
る
院
南
に
す
ぐ
れ
て
存
在
し
た
朱
子
準
、
象
数
皐
の
俸
統
の
中
で
こ
そ
理
解
さ
れ
る
。
戴
氏
も
ま
た
濁
自
の
「
理
」
の
考
え
方
に
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よ
り
象
数
を
脂
逐
し
た
が
、
し
か
し
「
理
」
な
る
も
の
を
把
捉
せ
ん
と
す
る
黙
で
、
や
は
り
こ
の
停
統
の
う
ち
に
あ
る
。
の
「
『
審
音
』
と
は
、

朱
子
皐
的
世
界
を
音
盤
の
う
ち
に
も
見
い
だ
せ
る
と
信
じ
、
そ
の
方
法
と
し
て
も
と
も
と
呈
一
回
議
の
鐙
系
を
追
求
し
て
い
た
等
韻
皐
を
え
ら
び
と

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
た
一
つ
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
成
立
の
最
大
要
因
は
、
院
南
に
お
け
る
朱
子
皐
の
隆
盛
で
あ
り
、
第
二

『
西
翠
』
の
俸
来
、
清
朝
の
『
園
語
』
で
あ
る
満
洲
語
と
の
接
舗
に
よ
る
等
韻
摩
の
再
瑳
見
で
は
な
か
っ
た
か
。
さ
ら
に
『
審
音
』
を
さ

さ
え
た
象
政
皐
は
、
地
方
性
を
示
す
皐
間
で
あ
る
。
『
四
庫
全
書
穂
目
』
子
部
術
数
類
数
皐
之
属
、
つ
ま
り
『
皇
極
経
世
書
』
お
よ
び
そ
の
注

樟
を
含
む
部
門
に
つ
い
て
、
部
落
以
後
の
著
者
三
十
二
人
の
出
身
の
う
ち
わ
け
を
調
査
す
る
と
、
江
西
の
八
人
を
最
高
に
、
一
幅
建
の
四
人
、
安

徴
、
湖
南
、
江
蘇
、
険
西
の
三
人
と
つ
づ
き
、
江
西
と
象
敢
同
月
干
の
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
院
南
は
、
象
数
泉
の
祭
え
た

土
地
の
中
心
に
あ
た
る
と
言
っ
て
よ
い
」
。

「
「
考
古
』
が
果
(
即
ち
江
蘇
省
l

|
木
下
)
に
お
い
て
展
開
し
た
の
は
、

朱
子
皐
の
拘
束
か
ら
の
自

由
さ
ゆ
え
に
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
古
音
の
た
め
の
古
音
拳
が
存
在
し
え
た
の
で
あ
る
。

『
審
一
耳
目
』
は

か
た
わ
ら
よ
り
古
一
音
皐
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の
構
造
化
に
協
力
し
た
の
ち
、
象
数
、

『
西
同
月
ご
と
い
う
こ
つ
の
支
柱
を
戴
震
に
よ
っ
て
失
い
、
段
玉
裁
の
『
考
古
』
へ
と
吸
牧
さ
れ
る
に
至

る
。
/
『
審
一
耳
目
』
あ
る
い
は
院
の
察
問
の
も
つ
、
理
論
的
綴
密
さ
と
い
う
特
色
は
、

山
聞
の
皐
問
で
あ
る
た
め
に
『
博
』
よ
り
も
『
精
』
を
え

ら
ぶ
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
と
い
っ
た
侠
件
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
朱
子
準
、
象
数
息
子
の
も
つ
宇
宙
論
と
そ
う
し
た
綴
密
さ
と
の
形
影
の

関
係
は
た
し
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
。

今

一
つ
の
補
足
を
行
な
っ
て
お
く
と、

卒
田
氏
は

「
審
一
立
一
回
」
汲
が
西
拳
の
侮
来
と
か
か
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
貼
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が

「
世
界
史
」
の
蹟
が
り
の
中
で
こ
そ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
買
は
、

形
成
深
化
が
行
な
わ
れ
、

ま
さ
に
清
朝
経
皐
の
水
準
を
支
え
た
古
代
一
音
韻
皐
の
進
展
そ
の
も
の
が
、

---， 

世「
界考
史古
し_ Lー

の波
中も
で含
こめ
そて
可、
.t.，ぺ~
目己、 」

で、の
あ、時
っ、代
Tこ、に

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

清
朝
古
代
一
音
韻
撃
の
基
礎
は
顧
炎
武
の
「
一
音
事
五
書
」、

就
中
そ
こ
に
お
け
る
古
代
一
音
韻
に
存
在
す
る
十

部
分
類
の
洞
察
に
あ
る
の
だ
が
、
顧
氏
自
身
そ
の

「
王国皐
五
書
序
」
の
中
で
、

「
炎
武
潜
心
す
る
こ
と
有
年
、
既
に
贋
韻
の
書
を
得
て
、
乃
ち

始
め
て
中
に
護
倍
し
、
而
し
て
其
の
読
に
秀
逼
す
。
是
に
於
て
唐
人
に
擦
り
て
以
て
宋
人
の
失
を
正
し
、
古
経
に
擦
り
て
以
て
沈
氏
唐
人
の
失



を
正
す
。
而
し
で
三
代
以
上
の
一
耳
目
、
部
分
秩
如
と
し
て
、
至
蹟
に
し
て
観
す
可
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
如
く
、
彼
に
お
け
る
『
贋
韻
』
と
の
出
曾

『
贋
韻
』
二

O
六
韻
分
類
の
う
ち
に
分
属
す
る
各
文
字
に
劉
し
、
明
代
中

い
こ
そ
が
そ
の
洞
察
を
葡
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

期
の
陳
第
に
由
来
す
る
古
代
音
の
寅
誼
法
を
施
し
て
こ
の
二

O
六
韻
を
組
み
換
え
、
そ
こ
に
古
代
一
音
そ
の
も
の
の
韻
部
分
類
が
洞
察
さ
れ
た
の

〈

日

)

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
贋
韻
』
の
二

O
六
韻
そ
の
も
の
が
、
例
え
ば
尾
崎
雄
二
郎
氏
が
述
べ
ら
れ
る
ご
と
く
、
併
数
東
俸
に
と
も
な

(

ロ

)

い
博
え
ら
れ
た
、
「
究
語
率
、
イ
ン
ド
古
典
一
音
盤
皐
の
、
精
密
な
一
主
目
撃
観
察
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
撃
的
原
理
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
卒
田
氏
も
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
江
永
、
戴
震
の
「
審
一
音
」
波
は
等
韻
皐
を
再
接
見
し
、
そ
れ
の
示
す
一
Z

目
撃
瞳
系
表
に
よ
っ
て
そ
の
音
韻
築

(

刊

日

)

を
形
成
し
、
古
代
音
韻
撃
の
構
造
化
に
寄
興
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
等
韻
皐
も
ま
た
究
信
の
知
識
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
清
朝
呈
一
日
韻
皐
が
、
古
代
音
韻
に
つ
い
て
の
盟
系
的
洞
察
を
行
な
う
と
い
う
準
的
能
力
を
形
成
し
た
の
は
、
遠
く
古
代
イ
ン
ド
の
古
典

一
音
盤
皐
へ
と
諮
け
て
い
る
世
界
史
の
汀
に
お
い
て
こ
そ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

卒
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
ど
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
多
彰
に
し
て
着
買
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
私
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が
疑
問
を
呈
し
た
い
の
は
、
朱
子
撃
な
り
象
数
準
な
り
の
地
方
性
を
述
べ
ら
れ
る
際
に
絵
り
に
も
抽
象
的
に
皐
統
と
い
っ
た
系
統
の
存
在
を
考

え
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
『
四
庫
全
書
穂
目
』
術
数
類
数
撃
之
属
に
つ
い
て
の
出
身
の
統
計
を
示
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
の
み
で
は
ほ

と
ん
ど
統
計
と
し
て
も
一
意
味
が
な
い
と
思
う
。
更
に
徽
州
を
山
開
地
方
と
の
み
考
え
て
お
ら
れ
る
節
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
江
永
、
戴
震
の

時
代
に
中
園
一
商
業
界
の
一
大
勢
力
で
あ
っ
た
「
徽
商
」
の
故
郷
と
し
て
、
こ
の
地
方
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
吐
曾
経
済
史
的
研
究
を
中
心
と
す
る

(

日

)

地
方
史
的
研
究
が
準
捗
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
よ
り
級
密
に
こ
れ
ら
の
皐
者
の
営
み
を
こ
の
地
方
に
引
き
も
ど
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
要
は
、
開
門
子
統
を
考
え
る
に
し
て
も
、
各
皐
者
の
個
人
史
、
更
に
嘗
時
の
地
方
史
に
も
ど
し
て
、
そ
の
差
異
と
密
度
を
具
鐙
的
に
測
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。

525 
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五

だ
が
そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
今
彼
ら
の
豆
一
目
韻
皐
の
聞
に
存
在
す
る
差
異
に
つ
い
て
紹
介
し
た
分
析
を
勘
案
し
つ
つ
、
院
涯
の
中
の
二
つ

の
グ
ル

ー
プ
が
示
す
事
聞
の
相
巽
を
簡
単
に
性
格
づ
け
て
お
き
た
い
。

彼
ら
の
一
耳
目
韻
皐
が
示
す
の
は
、
江
氏
戴
氏
に
あ
っ
て
は
、
人
聞
の
一
耳
目
撃
と
い
う
物
の
首
位
を
究
明
す
る
方
向
が
主
で
あ
り
、

一
方
段
氏
王
氏

に
あ
っ
て
は
、
古
典
文
献
に
よ
っ
て
古
典
的
一
音
韻
を
分
析
し
究
明
す
る
と
い
う
方
向
が
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
し
く
抽
象
す
れ

t工

一
方
は
物
の
首
睦
を
知
り
た
い
と
い
う
精
神
を
示
し
、
一
方
は
文
献
(
就
中
経
書
)
を
そ
れ
が
文
献
と
し
て
示
す
限
り
に
お
い
て
知
り
た
い

と
い
う
精
神
を
示
す
。
物
の
嘗
鎧
を
知
り
た
い
と
い
う
精
神
に
あ
っ
て
は
、

例
え
ば
そ
れ
が

「
経
書
」
に
向
え
ば
、
そ
こ
こ
こ
に
物
の
嘗
鐙
が

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
文
字
も
そ
う
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
る
天
文
、
地
理
、
躍
制
度
、

楽
律
、
更
に
は
そ
の
経
書
全
鐙
の
嘗
盟
、
町

い
わ
ば
生
来
的
に
、

種
の
知
的
興
味
の
制
限
を
身
に
幣
び
て
い
る
。
前
者
の
精
神
は
、

か
く
し
て
博
物
同
学
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
が
、

--e--
J、

手
J
J
J

、i、

「
博
」
と
い
う
よ
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ち
「
聖
人
」
の
精
神
、
更
に
そ
の
嘗
践
で
あ
る
「
道
」
、

と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。

一
方
後
者
は
、
最
初
か
ら
常
に

り
t主

各
個
の
物
の
首
鐙
を
精
確
に
把
捉
し
た
い
と
い
う
一
意
欲
が
中
心
に
あ
る
限
り
、

究
物
同
月
子
(
誤
解
の
恐
れ
な
し
と
も
し
な
い
が
窮
理
皐
と
い
っ

て
も
よ
か
ろ
う
)
と
い
っ
た
言
い
方
の
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
我
々
が
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
翠
げ
た
江
氏
、
戴
氏
、
程
洛

田
、
金
楕
な
ど
の
業
績
に
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
精
神
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
ら
の
業
績
に
は
い
づ
れ
も
「
躍
」
に
つ
い
て
の
研
究
が
含

ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
躍
」
文
献
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
曜
の
制
度
の
首
健
と
し
て
の
研
究
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

程
落
田
の
『
、
通
事
録
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
諸
篇
は
彼
ら
の
皐
風
の
一
つ
の
形
を
示
す
が
、
例
え
ば
そ
の
「
九
穀
考
」
が
『
説
文
解
字
』

E
れ

を
は
じ
め
諸
経
俸
の
設
を
反
復
疏
通
し
、
「
既
に
し
て
叉
た
博
く
農
民
相
沿
の
語
に
稽
へ

、
之
を
播
穫
の
時
に
験
し
、
諸
を
五
方
土
宜
の
同
異

に
参
じ
、
而
し
て
之
を
論
説
し
、
以
て
篇
に
著
は
す
」
と
序
し
て
、
章
中
例
え
ば
「
余
細
か
に
農
人
に
詞
ひ
、
叉
た
目
験
す
る
を
以
て
之
を
知

(
江
川
〉

る
」
な
ど
と
述
べ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
「
考
工
創
物
小
記
」
な
ど
が
多
く
の
園
解
を
載
せ
て
説
く
こ
と
、
こ
れ
に
思
い
併
せ
る
に
江
永
は
そ
の



(

日

叩

)

一
音
韻
皐
の
著
述
の
中
で
嘗
時
の
方
言
を
論
擦
と
し
て
よ
く
引
用
し
、
戴
震
に
も
『
考
工
記
園
』
と
い
う
圃
解
の
書
が
有
り
、
ま
た
、

(

口

)

代
の
揮
天
儀
を
復
元
し
、
自
ら
工
匠
に
指
園
し
て
作
ら
せ
た
こ
と
が
有
る
こ
と
な
ど
を
見
る
に
、
彼
ら
の
皐
問
的
精
神
が
、
物
の
嘗
睦
と
し
て

一
言
で
い
え
ば
、
技
術
家
的
精
神
、
或
は
作
園

か
つ
て
古

の
具
像
的
な
知
識
を
求
め
、
ま
た
逆
に
知
識
の
具
像
化
を
好
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

的
精
神
と
い
っ
た
も
の
が
彼
ら
の
皐
聞
に
は
存
在
す
る
。

_._ 
J、

戴
震
が
自
ら
の
暴
間
的
な
生
い
立
ち
を
回
想
し
た
文
章
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
有
る
。

を
さ
な

1

僕
は
少
き
時
よ
り
家
賃
し
く
、
親
師
を
獲
ず
、
聖
人
の
中
に
孔
子
な
る
者
有
り
て
六
経
を
定
め
後
の
人
に
示
す
と
聞
き
、
其
の
一
鰹
を

求
め
、
啓
き
て
之
を
讃
む
も
、
荏
荏
然
と
し
て
費
る
無
L
。
尋
思
す
る
の
久
し
き
に
、
心
に
計
り
て
日
く
、
「
経
の
至
れ
る
者
は
道
也
、

ふ
み

道
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
の
者
は
其
の
詞
也
、
詞
を
成
す
所
以
の
者
は
字
也
、
字
に
由
り
て
以
て
其
の
調
に
遁
じ
、
詞
に
由
り
て
以
て
其

よ
う
や
く

ιれ

の
遁
に
通
ず
れ
ば
、
必
ら
ず
漸
す
る
こ
と
有
ら
ん
」
と
。
所
謂
字
な
る
も
の
を
求
め
、
諸
を
家
書
に
考
へ
、
許
氏
の
『
読
文
解
字
』
を
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得
て
、
三
年
に
し
て
其
の
節
目
を
知
り
、

よ

ざ
る
を
疑
ひ
、
友
人
従
り
『
十
三
鰹
注
疏
』
を
偲
り
て
之
を
讃
み
、
則
ち
、

さ
だ
ま

後
に
定
れ
る
も
の
と
篤
す
べ
き
こ
と
を
知
る
。 漸

く
古
の
聖
人
の
(
漢
字
〉
制
作
の
本
始
を
観
る
。

叉
た
許
氏
の
故
訓
に
於
て
未
だ
能
く
童
さ

一
字
の
義
は
、
嘗
に
室
経
を
貫
き
、
六
書
に
本
づ
き
て
然
る

(
『
戴
東
原
文
集
』
巻
九
「
奥
是
仲
明
論
聞
字
書
」
、
乾
隆
笑
酉
、

一
七
五
三
、
三
十
一
歳
〉

こ
れ
以
下
、
更
に
「
経
の
明
ら
か
に
し
難
き
が
若
き
に
至
り
で
は
向
ほ
若
干
の
事
有
り
」
と
し
て
、
天
文
準
、
古
代
音
韻
風
午
、
歴
史
地
理
、

考
工
器
物
、
鳥
獣
虫
魚
草
木
の
吠
類
名
競
、
算
皐
等
に
つ
い
て
の
精
確
な
知
識
の
必
要
な
こ
と
を
読
き
、

ひ
か
げ
ば
し
ら

2

之
を
震
す
こ
と
叉
十
年
、
漸
く
鰹
に
於
て
曾
通
す
る
所
有
り
て
、
然
る
後
に
聖
人
の
道
は
縄
を
懸
け
勢
を
樹
つ
る
〈
測
量
す
る
〉
が

た
が

若
く
、
喜
麓
も
差
ふ
こ
と
有
る
可
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
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ー
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
述
ゃ
へ
ら
れ
て
い
る
年
数
を
朔
れ
ば
、
恐
ら
く
は
十
七
、
八
歳
(
満
十
五
、
六
)
の
頃
以
前
に
経
書
に
出
禽
い
、
『
読
文
解
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字
』
に
沈
潜
し
、

『十
三
経
注
疏
』
を
人
に
借
り
て
讃
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

凶

〉

十
一
日
〉
附
け
の
段
玉
裁
宛
て
の
書
簡
に
、
「
僕
は
十
七
歳
の
時
自
り
道
を
聞
く
に
志
す
こ
と
有
り
て
謂
へ
ら
く
、
之
を
六
経
孔
孟
に
求
む
る
に

非
ざ
れ
ば
得
ず
、
字
義
制
度
名
物
に
従
事
す
る
に
非
ざ
れ
ば
白
り
て
以
て
其
の
語
言
に
通
ず
る
無
し
、
と
。
宋
儒
の
訓
話
の
皐
を
議
り
て
語
言

文
字
を
軽
ん
ず
る
は
、
是
れ
、
江
河
を
渡
ら
ん
と
欲
し
て
舟
揖
を
棄
て
、
高
き
に
登
ら
ん
と
欲
し
て
階
梯
無
き
也
。
之
を
箆
す
こ
と
品
川
徐
年
、

こ
れ
は
そ
の
死
の
年
の
正
月
十
四
日
〈
一
七
七
七
年
二
月

灼
然
と
し
て
知
り
ぬ
、
古
今
治
凱
の
源
の
是
に
在
る
を
」
と
云
う
の
と
正
に
軌
を

一
に
す
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
は
、
こ
の
十
七
歳
前
後
に
お

け
る
自
ら
の
出
設
と
、
嘗
時
自
ら
が
心
計
す
る
に
至
っ
た
も
の
が
、
常
に
、
晩
年
に
至
る
ま
で
回
想
さ
れ
、
彼
自
身
の
生
涯
を
論
理
づ
け
る
起

黙
と
し
て
一
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
e

そ
う
で
あ
る
限
り
、
こ
の
出
震
の
時
の
健
験
は
本
質
的
な
重
要
性
を
彼
に
お
い
て
も
っ
。

こ
の
文
章
の
冒
頭
が
述
べ
る
事
柄
、

「控
走
然
と
し
て
究
る
無
し」

の
鐙
験
が
何
時
の
こ
と
か
は
確
定
出
来
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ

の
一
節
は
私
の
目
を
打
つ
。
と
い
う
の
も
、
嘗
時
、
開
学
者
と
し
て
は
天
下
第

一
と
も
稿
せ
ら
れ
る
人
物
な
ら
、
幼
年
時
代
よ
り
四
書
五
経
を
暗
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唱
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
気
が
つ
い
た
時
に
は
こ
れ
ら
が
す
ら
す
ら
と
口
を
衝
い
て
出
る
朕
態
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
、
私
は
軍
純
に
思

(

悶

)

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
戴
震
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
事
態
は
嘗
時
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
例
を
次

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

七

先
づ
第
一
に
、
江
永
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
生
い
立
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
他
な
ら
ぬ
戴
震
に
よ
っ
て
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

を
さ
な

3

先
生
、
姓
は
江
氏
、
名
は
永
、
字
は
慣
修
、
委
源
江
簡
の
人
。
少
く
し
て
外
停
に
就
き
し
時
、
里
中
の
童
子
と
世
俗
の
皐
を
治
む
。

E
れ

日
、
明
の
丘
氏
『
大
向
学
術
義
補
』
の
書
を
見
る
に
、
内
に
『
周
躍
』
を
徴
引
す
。
之
を
奇
と
し
、
諸
を
積
書
家
に
求
め
て
『
周
瞳
』
の
正

え

文
を
篤
す
を
得
、
朝
夕
調
請
す
。
是
れ
自
り
遂
に
前
人
合
集
す
る
所
の
『
十
三
組
注
疏
』
な
る
者
に
精
心
す
、
而
し
て
三
躍
に
於
て
尤
も

功
深
し
。
(
『
戴
震
文
集
』
を
十
二
、
「
江
恨
修
先
生
事
略
紋
」
、
乾
隆
二
十
七
年
、
一
七
六
二
、
五
月
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
江
永
の
死
は
同
年
の
一
一
一
月
十
一
一
一



目
、
一
七
六
二
年
四
月
六
日
、
で
あ
る
。
〉

ま
ね

こ
の
同
じ
文
一
章
に
よ
る
と
、
江
永
は
嘗
て
、
乾
隆
五
、
六
年
の
頃
に
一
度
、
同
郡
の
程
怖
の
延
き
に
よ
り
京
師
に
至
り
、

三
躍
館
総
裁
方

菅
、
及
び
臭
紋
と
躍
経
周
躍
に
つ
い
て
答
難
し
、
雨
者
を
折
服
さ
せ
た
こ
と
が
有
る
が
、
塗
に
生
涯
徽
州
の
地
に
在
っ
て
、
そ
の
皐
問
も
、
自

ら
と
し
て
は
特
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
移
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
置
く
京
師
の
祭
者
達
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
主
に
戴
震
の
紹
介
に
よ

る
。
戴
氏
自
身
、
こ
の
文
章
の
中
で
、

4 

額
然
と
し
て
老
に
就
く
を
顧
み
て
謂
へ
ら
く
、

所
、
皆
な
在
る
者
無
け
れ
ば
、
愈
〉
、
盆
ミ
感
憶
し
、
乃
ち
鮮
謝
す
。
市
し
て
戴
震
に
輿
へ
し
書
に
日
く
、

非
ず
」
と
。
卒
に
強
い
て
起
こ
す
能
は
ず
。
其
の
後
、
戴
震
嘗
て
都
に
入
り
、
秦
尚
書
恵
国
之
を
客
と
す
る
に
、

書
笥
中
に
先
生
の
歴
翠

「
名
場
に
馳
逐
す
る
は
素
心
に

先
生
は
自
ら

復
た
用
ふ
可
き
無
し
、

と

叉
た
昔
京
師
に
至
り
輿
に
遊
せ
し

数
篇
有
る
を
見
て
、
其
の
書
を
奇
と
す
。
戴
震
因
り
て
震
に
先
生
を
言
ふ
。
山
間
書
、

象
授
時
の
一
類
に
入
れ
、
而
し
て
『
推
歩
法
解
』
は
則
ち
全
書
を
取
り
て
裁
入
し
、

『
五
雄
通
考
』
を
撰
ぶ
に
、
先
生
の
設
を
掠
ひ
て
翻

先
生
の

『
瞳
経
綱
目
』
を
見
る
を
獲
ざ
る
を
憾
む
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也

と
俸
え
、

銭
大
所
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
十
三
、

「
輿
戴
東
原
書
」
に
は

5 

前
に
足
下
に
暁
嵐
(
紀
同
〉
の
所
に
遇
ふ
に
、
足
下
盛
ん
に
、
委
源
江
氏
推
歩
の
皐
は
宣
城
(
梅
文
鼎
〉
の
下
に
在
ら
ず
と
稽
す
。
僕
、

た
だ

足
下
の
言
は
是
れ
信
な
ら
ん
と
惟
ひ
、
即
ち
に
其
の
書
を
得
て
之
を
讃
ま
ざ
る
を
恨
む
。
(
中
略
、
迭
に
讃
む
を
得
た
こ
と
を
述
べ
、
江
氏
の
論

足
下
に
如
く
は
莫
し
、
而
る
に
濁
り
江
を
推
し
て
異
僻
無
し
。
量

定
に
射
す
る
批
剣
を
行
な
っ
て
い
る
。
)
嘗
今
、
皐
の
天
人
に
通
ず
る
者
、

わ
か

に
少
き
と
き
江
に
習
ひ
而
し
て
特
に
之
が
延
審
を
漏
せ
る
耶
、
抑
ヒ
更
に
説
有
り
て
以
て
僕
の
惑
を
解
く
耶
、
請
ら
く
は
再
び
之
を
足
下

に
質
す
。
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と
有
っ
て
、
戴
氏
が
事
賞
、
江
氏
の
拳
聞
を
京
師
に
宣
揚
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(

初

)

戴
震
が
江
永
に
出
禽
っ
た
の
は
、
そ
の
二
十
八
歳
の
年
、
乾
隆
十
五
年
〈

一
七
五
O
〉
、
徽
州
府
教
懸
の
紫
陽
書
院
に
お
い
て
で
あ
る
。

時
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江
氏
は
七
十
歳
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
戴
氏
の
皐
聞
は
既
に
こ
の
時
一
家
を
な
す
程
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
下
に
引
く
ロ
を
参
照
)
。

こ
の
前
後
の
こ
と
は
、
洪
樽
の
『
戴
先
生
行
朕
』
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
は
、

6 

ハ
戴
)
先
生
、

(
江
氏
を
〉

一
見
し
て
心
を
傾
ぶ
く
、
因
り
て
卒
日
皐
び
し
所
を
取
り
、
就
き
て
質
正
す
鷲
。
江
先
生
、
其
の
盛
年
に
し

て
博
皐
な
る
を
見
、
相
ひ
得
て
甚
だ
歓
ぶ
。

一
目
、
歴
算
中
の
教
事
を
奉
げ
て
先
生
に
問
ひ
て
日
く
、

「
吾
れ
疑
ふ
所
有
る
も
、
十
徐
年

未
だ
決
す
る
能
は
ず
」
と
。
先
生
、
其
の
書
を
請
ひ
、
之
を
一
諦
一
翻
し
、
因
り
て
剖
析
比
較
を
魚
し
、
其
の
然
る
所
以
を
言
ふ
。
江
先
生
驚

一
日
に
し
て
穣
け
た
り
、
其
の
敏
な
る
こ
と
及
ぶ
可
か
ら
ず
」
と
。
先
生
も
亦
た
、
江
先
生
の

喜
し
、
歎
じ
て
日
く
、

「
累
歳
の
疑
ひ
、

翠
の
周
詳
精
整
な
る
を
歎
ず
。

と
有
っ
て
、
彼
ら
が
溺
自
に
育
て
て
来
た
皐
聞
が
、
そ
の
皐
問
的
精
神
の
形
を
含
め
て
、
契
を
合
す
る
が
如
く
か
み
合
い
、
質
疑
問
難
す
る
様

が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
雨
者
に
於
け
る
心
契
の
経
験
は
、
互
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皐
問
的
な
生
い
立
ち
の
う
ち
に
有
る
或
る
同
型
性
を
感
じ
と
り
、
そ
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れ
に
よ
っ
て
こ
そ
深
い
共
感
的
理
解
を
示
し
合
う
と
い
う
こ
と
を
含
む
で
あ
ろ
う
。
間
接
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
示
す
二
つ
の

謹
言
を
今
引
い
て
お
こ
う
。

一
つ
は
銭
大
析
の

「
江
先
生
永
俸
」
中
の
一
節
で
あ
る
。

わ

か

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

E
れ

休
寧
の
戴
震
、
少
き
と
き
郷
曲
に
春
れ
あ
ら
ず
。
(
江
)
先
生
濁
り
之
を
重
じ
、
引
き
て
忘
年
の
交
り
を
魚
す
。
震
の
事
は
諸
を
先
生
に

7 
得
る
も
の
多
し
と
魚
す
e

(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
十
九
)

今
一
つ
は
、
在
中
の
「
大
清
故
貫
生
涯
君
墓
誌
銘
」
の
中
の
一
節
で
あ
る
。

8 

園
初
以
来
、
皐
土
の
有
明
の
習
ひ
を
阻
と
し、

大
業
に
潜
心
し
て
六
謹
に
通
ず
る
者
は
数
家
、
故
に
儒
皐
に
子
て
盛
ん
と
潟
す
。
乾
隆

老
師
墨
ぼ
蓋
く
、
而
し
て
虚
土
の
江
慎
修
、
委
源
に
堀
起
し
、
休
寧
の
戴
東
原
之
に
纏
ぎ
、
経
籍
の
道
の
復
た
明
ら
か

な
る
こ
と
此
こ
に
始
ま
る
。
商
人
は
末
流
に
自
奮
し
て
、
常
に
郷
俗
の
怪
し
む
所
と
漏
り
、
叉
た
孤
介
に
し
て
合
ふ
所
少
な
し
、
而
し
て

地
は
僻
晒
な
れ
ば
従
ひ
て
5

書
を
得
る
無
し
。

の
初
紀
に
迫
び
、

(『
述
皐
』
品
位
六
〉



戴
震
が
江
永
の
死
の
二
ヶ
月
後
に
、
そ
の
名
と
皐
聞
の
謹
浸
す
る
の
を
恐
れ
て
執
筆
し
た
「
江
慣
修
先
生
事
略
紋
」
の
官
頭
(

3

)

に
他
句

を
は
さ
ま
ず
、
江
氏
の
皐
聞
の
起
黙
と
な
っ
た
、
江
氏
と
『
周
躍
』
と
の
出
舎
い
を
俸
え
る
の
は
、
決
し
て
あ
な
が
ち
に
魚
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
王
組
の
「
江
慎
修
先
生
墓
誌
銘
」
は
、
戴
震
の
依
頼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
の
事
情
を
次
の
如
く
述

ベ
る
。9

余
が
友
、
休
寧
の
戴
君
東
原
は
所
謂
天
地
人
に
逼
ず
る
の
儒
也
。
常
に
自
ら
、
其
の
準
術
の
貫
は
之
を
江
慣
修
先
生
に
本
づ
く
も
の
な

る
を
述
ぶ
。
乾
隆
二
十
七
年
三
月
先
生
卒
す
。
是
の
年
東
原
は
郷
に
拳
げ
ら
れ
、
明
年
京
師
に
衆
り
て
先
生
を
誌
す
所
以
の
者
を
求
む
る

も
、
卒
卒
と
し
て
果
さ
ず
。
叉
た
十
齢
年
、
余
萄
よ
り
朝
に
還
り
、
而
し
て
東
原
は
薦
を
以
て
庶
士
口
士
を
授
け
ら
れ
、
四
庫
館
の
書
を
校

理
す
。
是
に
於
て
自
ら
震
る
所
の
朕
及
び
在
世
重
等
の
年
譜
を
取
り
て
、
余
に
之
を
銘
す
る
を
属
す
。
(
『
碑
停
集
』
巻
一
一
一
一
一
一
一
所
載
に
よ
る
)

戴
氏
の
心
事
を
こ
こ
に
計
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

も
墓
誌
銘
ら
し
く
、

ま
た
王
視
の
筆
で
は
、
恐
ら
く
今
の
文
中
に
言
う
「
年
譜
」
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、

ハ
h
こ

l
t
t
 -107ー
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お
ぽ

先
生
、
名
は
永
:
:
:
生
六
歳
に
し
て
書
を
謹
み
日
ミ
数
千
言
を
記
ゆ
。
嘗
て
明
丘
氏
の
『
大
皐
街
義
補
』
を
見
る
に
:
:
:

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
梯
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八

今
引
用
し
た
洪
楊
「
行
朕
」
の
一
節

(
6
〉
は
、
以
下
、

て
質
疑
問
難
す
。

時
に
先
生
の
同
士
山
密
友
、
郡
人
の
鄭
牧
、
在
肇
龍
、
程
瑠
回
、
方
矩
、
金
携
の
六
七
君
、

〈
九
七
頁
に
銑
に
引
く
〉

日
ミ
江
先
生
、
方
先
生
に
従
ひ
、
従
容
と
し

11 
と
績
き
、
家
郷
時
代
に
お
け
る
戴
震
の
交
友
を
俸
え
る
が
、
程
落
田
の
「
五
友
記
」
(
『
逼
慈
録
』
中
の
『
修
辞
徐
紗
』
に
枚
む
)
は
直
接
の
謹
言
と
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し
て
次
の
如
く
述
べ
る
。
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庚
午
(
乾
隆
十
五
年
、

一
七
五
O
)
辛
未
(
同
十
六
年
、

つ
ね

同
じ
く
す
。
毎
に
嘗
世
の
士
の
交
わ
り
て
講
習
の
盆
を
賀
る
可
き
者
を
論
ず
る
に
、
余
は
戴
東
原
也
と
日
ふ
。
東
原
、
名
は
震
。
休
寧
隆

阜
の
人
。
是
に
先
だ
ち
て
、
己
巳
の
歳
ハ
乾
隆
十
四
年
、
一
七
四
九
、
戴
震
は
二
十
七
歳
、
程
諸
国
は
二
十
五
歳
〉
、
余
は
初
め
て
東
原
を
識
る
。

一
七
五
一
)
の
問
、

余
は
稚
川

(
注
量
龍
)
及
び
余
の
腕
靖
在
松
民
「
と
三
人
研
席
を

是
の
時
に
嘗
り
東
原
は
方
に
小
試
に
蹟
く
も
、

而
る
に
皐
は
己
に
粗
ぼ
成
り

其
の
校
す
る
所
の

『
太
停
躍
』

を
出
し
て
余
に
示
す
。

『
太
停
躍
』
な
る
者
は
、
人
多
く
治
め
ざ
れ
ば
、
故
に
組
停
錯
互
し
、
{
子
句
謁
股
し
て
、
皐
者
恒
に
其
の
難
語
に
苦
し
む
。
東
原
、

に
之
を
更
正
す
。
余
は
誼
み
て
驚
き
た
り
駕
。
遂
に
東
原
と
交
わ
り
を
定
む
。
是
こ
に
至
り
、
稚
川
、
松
容
も
亦
た
威
な
東
原
に
交
わ
る

ま
ね

失
。
壬
申
(
乾
隆
十
七
年
、
一
七
五
二
)
の
夏
、
松
昇
、
其
の
従
組
の
弟
、
在
湘
(
在
梧
鳳
)
に
言
ふ
。
在
湘
因
り
て
東
原
を
延
け
ば
、
其
の

家
に
至
り
以
て
其
の
子
に
数
ふ
。
是
に
於
て
余
数
人
、
時
時
に
東
原
と
庭
れ
り
。
故
に
東
原
を
知
る
こ
と
最
も
深
き
也
。

戴
震
が
在
梧
鳳
の
家
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
引
い
た
在
中
の
「
大
清
故
貫
生
涯
君
墓
誌
銘
」

(

8

)

が
績
け
て
述
べ
て
い
る
部
分
に
も
見

ロ
)
に
言
及
さ
れ
る
在
肇
龍
の
簿
記
を
次
に
紹
介
し
、
今
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
戴
震
の
回
想
(

1

)

を
相
劉
化

-108ー

え
る
が
、
こ
れ
ら
(
口
、

し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
鄭
虎
文
の
「
証
明
経
肇
龍
家
俸
」
で
あ
る
。

13 

今
皇
上
御
極
の
三
十
八
年
、
歳
次
笑
巳
(
一
七
七
三
〉
、
-
初
回
し
て
永
楽
大
典
を
修
め
、

四
庫
館
を
聞
き
、
贋
く
遺
書
を
天
下
に
求
む
。
安

徽
皐
臣
朱
開
閉
子
士
錫
、
委
源
の
在
氏
紋
、
江
氏
、
氷
雨
先
生
の
遺
書
を
以
て
之
を
朝
に
上
し
、
雨
先
生
の
主
を
膿
迭
し
て
郡
城
紫
陽
山
子
朱
子

ぇ

岡
に
入
れ
、
春
秋
に
配
享
す
。
時
に
余
、
洞
芳
書
院
の
古
懐
徳
堂
に
主
議
す
る
者
、
巳
に
六
載
、
因
り
て
上
す
所
の
書
を
讃
む
を
得
、
市

し
て
壷
く
、
南
先
生
の
高
第
弟
子
と
交
わ
る
。
:
:
:
江
氏
の
皐
を
俸
ふ
る
者
は
、
首
に
休
寧
の
東
原
戴
氏
震
を
稽
し
、
教
の
松
麓
在
氏
肇

龍
、
及
び
鄭
氏
周
牧
、
程
氏
易
回
、
在
氏
在
湘
、
方
氏
隣
原
(
方
矩
)
、
金
氏
薬
中
の
六
七
君
皆
な
名
を
知
ら
る
。
而
し
て
教
の
篤
行
君
子

を
稿
す
る
は
、
則
ち
必
ら
ず
、
稚
川
先
生
と
日
ふ
。
稚
川
と
云
ふ
は
、
在
君
松
麓
の
字
也
。

を
さ
な

君
は
郡
城
の
某
里
に
居
す
。
先
世
は
隠
徳
耀
か
ず
、
考
某
批
某
氏
三
子
を
生
む
。
君
は
少
く
し
て
孤
、
叉
た
善
く
病
す
。
兄
は
夫
し
て

捜
は
寡
と
な
り
、
而
し
て
弟
は
弱
く
、
家
は
徒
に
四
壁
立
つ
の
み
。
年
十
三
、
甫
め
て
書
を
一
童
子
師
に
受
く
も
、
尋
い
で
鹿
罷
し
、
力
食



し
て
以
て
鍾
粥
を
供
す
。
長
じ
て
買
を
習
へ
ば
則
ち
晴
然
と
し
て
日
く
、

を
得
ず
」
と
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
棄
て
て
簡
り
、
家
刻
を
習
ひ
、
銭
筆
を
責
り
て
以
て
活
く
る
者
之
を
久
し
く
し
、
梢
梢
六
書
に
通
ず
。
君
の

「
是
れ
、
甚
だ
巧
偽
な
る
に
非
ざ
れ
ば
、
善
買
と
稿
せ
ら
る
る

族
、
今
の
侍
御
、
名
は
存
寛
な
る
者
(
託
存
寛
、
乾
隆
十
九
年
進
士
、

二
甲
六
名
)
之
を
器
と
し
、
之
に
皐
を
勤
む
れ
ば
、
則
ち
大
い
に
喜
び
、

従
ひ
て
章
句
を
受
く
。
年
二
十
有
二
た
り
失
(
肇
龍
の
生
年
は
康
照
六
十
一
年
、

一
七
二
二
、
戴
震
よ
り
一
歳
年
長
で
あ
る
〉
。
是
よ
り
皐
に
委
己

し
て
、
寝
食
を
忘
る
に
至
り
、

四
子
書
、
五
経
、
左
園
の
大
義
に
遁
ず
。
.

後
、
江
門
に
遊
び
、
専
ら
鰹
を
治
む
る
に
力
む
れ
ば

則
ち
宋
の
王
氏
伯
厚
、
本
朝
の
閣
氏
百
詩
に
梯
階
し
、
而
し
て
漢
の
康
成
を
以
て
宗
主
と
篤
す
。
是
に
於
て
『
爾
雅
』
、
『
読
文
』
、
諸
と

の
小
屋
'
書
以
て
及
び
水
組
、
地
理
、
歩
算
、
鍾
律
、
一
耳
目
韻
、
器
数
、
名
物
の
率
、
霊
籍
を
博
綜
し
て
考
擦
の
精
審
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
而

し
て
三
躍
に
於
て
尤
も
功
深
し
。
師
友
の
問
、
威
な
其
の
精
心
果
力
な
る
に
服
し
、
隠
然
、
不
朽
の
業
を
以
て
相
ひ
期
待
す
失
。

庚
辰
(
乾
隆
二
十
五
年
、
一
七
六
O
〉
、
皐
官
の
弟
子
に
補
せ
ら
る
。
壬
午
(
乾
隆
二
十
七
年
、
一
七
六
二
)
、
東
原
、
郷
に
翠
げ
ら
れ
、
君
も

亦
た
副
携
を
以
て
太
皐
に
貢
入
せ
ら
る
。
乙
酉
(
乾
隆
三
十
年
、
一
七
六
五
〉
、

駕
南
巡
し
、
薬
中
(
金
務
)
召
試
に
雁
じ
、
内
閣
中
書
舎
人し

た

を
授
け
ら
る
。
君
借
に
京
師
に
遊
ぶ
。
京
師
の
公
卿
、
東
原
を
知
る
者
、
亦
た
君
を
知
り
、
威
な
君
を
招
致
す
る
も
、
君
は
顧
だ
濁
り
曜

ま
ね

し
み
て
余
が
延
き
に
就
き
、
余
が
亡
見
師
薙
に
課
す
。
是
を
用
て
君
を
知
る
こ
と
深
し
。
:
:
:
是
の
年
、
京
兆
の
試
に
腹
ず
る
も
下
第

し
、
開
る
。
蹄
り
て
猶
ほ
一
た
び
省
試
に
赴
く
も
、
迭
に
一
意
一
を
進
取
す
る
に
絶
つ
。
日
ミ
未
だ
見
ざ
る
所
の
書
を
讃
み
、
悉
く
資
り
て
以

-109一

て
考
援
し
、
而
し
て
皐
盆
ミ
深
し
。
庚
寅
(
乾
隆
三
十
五
年
、
一
七
七
O
)、
易
田
〈
程
渚
田
)
は
賢
書
に
登
り
(
郷
試
に
及
第
し
〉
、
壬
辰
(
乾

隆
三
十
七
年
、
一
七
七
二
〉、
薬
中
は
殿
試
第

一
に
奉
げ
ら
る
。
東
原
は
尋
い
で
経
皐
を
以
て
徴
せ
ら
れ
て
四
庫
館
纂
修
と
魚
り
、
編
修
を
授

け
ら
る
。
而
る
に
君
は
故
よ
り
落
落
と
し
て
遇
ふ
所
無
く
、
箪
瓢
晒
巷
に
し
て
曇
如
た
る
也
。

あ
き
な

君
の
弟
肇
溶
、
湖
南
の
盆
陽
に
買
ふ
こ
と
有
年
た
り
会
。
君
は
之
を
念
ひ
て
置
か
ず
、
叉
た
自
ら
、
就
衰
子
無
き
を
顧
み
、

欝
欝
と
し

ひ

て
自
得
せ
ず
。
丙
申
(
乾
隆
四
十
一
年
、
一
七
七
六
)
の
春
、
一
妥
を
撃
き
、
往
き
て
肇
溶
に
従
ふ
。
居
る
こ
と
数
歳
、
妾
を
遣
り
て
去
ら
し

君
は
長
身
玉
立
、

533 

む
。
莞
ひ
に
後
無
く
し
て
卒
す
。

蜜
眉
は
紳
の
若
く
、

見
る
者
は
知
り
て
有
道
の
土
と
篤
す
。
顧
だ
色
は
精
充
な
ら
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ず
、
盤
は
気
微
な
ら
ず
、
余
素
よ
り
其
の
大
年
無
き
を
憂
ふ
。
君
の
楚
に
遊
ぶ
の
明
年
に
蓮
び
、
余
絡
に
新
安
を
去
ら
ん
と
す
。
而
し
て

お
も

東
原
-
初
め
て
残
す
。
因
り
て
霊
園
を
君
に
寓
せ
、
其
の
早
に
三
曜
の
書
を
勤
成
せ
ん
こ
と
を
調
す
る
も
、
然
れ
ど
も
意
は
ず
、
君
の
果
し
て

是
に
至
る
也
。

以
下
も
引
用
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
切
ろ
う
。
こ
の
一
文
、
同
じ
く
徽
州
に
育
ち
「
盛
年
」

(
『
碑
停
集
』
各
一
一
一
一一
一
一
所
裁
に
よ
る
〉

(
6
を
見
よ
)
の
時
代
に
互
い
の
拳
聞
を

形
成
し
合
っ
た
人
々
が
、
ま
さ
に

「
院
振
」
と
し
て
天
下
に
認
め
ら
れ
て
い
く
歴
史
に
側
面
か
ら
光
を
あ
て
て
、
興
味
深
い
。
鄭
虎
文
の
筆
致

自
睦
が
そ
の
よ
う
な
意
園
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
、
迭
に
家
郷
か
ら
遠
く
楚
の
地
に
浬
渡
し
て
い
っ
た
在
肇
龍
と
、
戴
震
と
は
、
ど
れ

程
の
相
遣
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

銀
大
析
の
「
戴
先
生
震
俸
」
は
、

性
は
介
特
、
多
く
物
と
杵
ひ
、
落
落
と
し
て
自
得
せ
ず
、

14 
ず
、
人
皆
な
目
し
て
狂
生
と
篤
す
。

策
楚
し
て
京
師
に
至
る
。

一
日
、
其
の
著
す
所
の
書
を
揖
え
て
予
が
粛
を
過
る
。
談
論
す
る
こ
と
覧
日
。
既
に
去
れ
ば
、
予
之

年
三
十
除
、

逆
放
に
困
し
み
、

題
粥
幾
ど
縫
が

-110-

「
天
下
の
奇
才
也
」
と
。

と
、
戴
震
の
風
貌
を
惇
え
る
が
、
そ
こ
に
は
、
鄭
氏
が
在
肇
龍
に
つ
い
て
「
落
落
と
し
て
遇
ふ
所
無
く
」

を
目
、迭
し
、
嘆
じ
て
回
く
、

(
『
渚
研
堂
文
集
』
各
三
九
)

「
欝
欝
と
し
て
自
得
せ
ず
」
と
言
う

の
と
同
じ
翻
察
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
に
し
て
拳
聞
の
う
ち
に
入
り
込
み
、
ど
の
よ
う
に
し
て
都
に
の
ぼ
り
、

家
郷
に
と
り
蔑
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
有
る
心
情
に
お
い
て
、
深
い
同
型
性
が
存
在
す
る
と
見
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

九

15 

慮
士
、
姓
は
銭
氏
、
語
は
民
、
字
は
子
仁

一
つ
は
銭
大
析
の
「
銭
鹿
土
行
朕
」
が
俸
え
る
、
彼
の
一
一
族
鎮
民
の
場
合
で
あ
る
。

一
に
生
翁
と
字
す
。
嘉
定
懸
外
岡
里
の
人
。
早
に
孤
た
り
。
十
三
、
書
を
棄
て
て
買
を
皐

徽
州
以
外
の
例
を
二
つ
加
え
て
お
く
。



のみ

「
世
は
多
く
妄
人
、
そ
の
妄
な
ら
ざ
る
者
を
求
む
れ
ば
、
聖
賢
市
己
」
と
。

め
ざ

初
め
名
は
植
、
字
は
子
辰
な
る
も
、
許
魯
費
ハ
許
衡
)
の
数
ふ
る
に
民
の
名
を
以
て
す
る
を
夢
み
、
究
め
て
思
ひ
て
日
く
、
「
聖
人
の
民
に

ぶ
も
、
敷
ミ
郷
里
の
侮
る
所
と
震
る
。
乃
ち
歎
じ
て
日
く
、

慨
然
と
し
て
聖
を
皐
ぶ
の
志
有
り
。
主
円
浦
に
孔
子
の
衣
冠
と
墓
有
り
と
聞

お
の
れ

き
、
日
を
揮
び
、
斎
戒
し
て
往
謁
す
e

願
ふ
ら
く
は
聖
人
の
徒
と
焦
ら
ん
と
。
是
の
夜
、
夢
に
己
に
告
ぐ
る
者
有
り
て
日
く
、
「
漢
以
来

の
諸
儒
の
論
設
を
謝
絶
せ
ば
、
乃
ち
皐
を
粛
す
可
し
」
と
。
是
よ
り
始
め
て
四
書
の
正
文
を
誼
む
。
年
己
に
三
十
た
り
央
。
:
:
:
慮
土
の

渡
せ
し
よ
り
己
に
七
十
徐
年
、

子
孫
に
能
く
書
を
誼
む
者
無
く
、
遺
文
存
す
る
と
難
へ
ど
も
、
吾
は
後
人
の
用
ひ
て
醤
翫
を
覆
ふ
こ
と
を

於
け
る
や
、

亦
た
類
す
る
也
」
と
。

迭
に
今
の
名
に
易
ふ
。

恐
る
る
也
。
因
り
て
其
の
行
な
ひ
を
銃
次
す
る
こ
と
右
の
如
し
。

(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
五
O〉

今
一
つ
は
、

16 

「
院
涯
」
の
皐
者
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
凌
廷
堪
の
場
合
で
あ
る
。

波
君
、
議
は
廷
堪
、
字
は
次
仲
、
安
徽
教
師
脚
の
人
。
:
:
:
父
の
文
娼
、
海
州
に
業
費
す
。
君
は
海
州
に
生
ま
る
。
六
歳
に
し
て
孤
た
り
。

う

あ

ら

ま

の

み

、

窮
巷
中
に
困
苦
し
、
母
の
王
氏
は
箸
耳
を
曹
る
。
塾
師
に
就
く
も
癒
し
姓
名
を
記
す
而
己
。
去
り
て
買
を
皐
ぶ
も
成
ら
ず
。
年
二
十
除
、

始
め
て
復
た
霊
園
を
讃
み
撃
に
轡
ひ
、
能
く
属
文
す
。
(
庇
元
『
寧
綬
室
二
集
』
巻
四
、

「
次
仲
凌
君
停
」
)

以
上
ま
と
め
る
に
、
彼
ら
に
お
い
て
は
、

ω父
親
等
が
謹
書
人
で
な
く
、

ω貧
ま
た
は
孤
で
あ
っ
て
自
ら
が
家
計
を
築
か
ね
ば
な
ら
ず
、

ω

そ
の
よ
う
な
子
弟
と
し
て
は
一
商
買
と
な
る
こ
と
が
祉
曾
的
に
彼
ら
に
期
待
さ
れ
る
生
き
方
で
あ
り
、
仲
「
塾
」
と
呼
ば
れ
る
初
等
数
育
を
一
様

に
受
け
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
俗
準
」

(
3
〉
が
主
で
彼
ら
の
興
味
を
特
に
引
き
出
す
よ
う
な
数
育
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
例
や
が
て
、

、江ま、

一
商
買
と
し
て
の
生
き
方
に
性
分
が
向
い
て
い
な
い
こ
と
の
自
費
か
ら
、
或
い
は
自
ら
生
の
形
で
「
経
書
」
に
出
舎
う
(
1
、
3
)
と
い
う
睦
験

を
経
て
皐
聞
の
道
に
入
っ
て
行
き
、
制
同
時
に
「
科
事
」
の
制
度
に
素
直
に
は
し
た
が
わ
な
い
頭
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
嘗
時
の

知
識
人
の
仲
間
の
中
で
は
、
そ
れ
と
し
て
の
出
世
に
苦
労
、
乃
至
絶
一
意
と
い
う
屈
曲
を
生
涯
行
い
つ
づ
け
た
、
と
い
う
諸
黙
を
共
通
に
見
い
出

535 
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す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。。

次
に
目
を
碍
じ
て
、
暁
汲
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る
段
玉
裁
、

王
念
孫
、
そ
れ
に
臭
涯
を
代
表
す
る
銭
大
析
の
場
合
を
見
る
に
、
以

上
の
人
々
と
は
全
く
違
う
皐
問
的
生
い
立
ち
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
。

段
玉
裁
、
字
は
若
勝
、
暁
は
茂
堂
。
曾
租
武
、
組
文
、
考
世
績
、
皆
な
生
員
と
な
っ
て
お
り
、
讃
書
人
の
家
柄
で
あ
る
。
六
歳
、
祖
父
に
従

い
て
護
蒙
を
う
け
、
七
歳
、
『
論
語
』
の
暗
唱
を
始
め
、
八
歳
、
叔
祖
父
段
郁
文
に
従
い
讃
書
す
、
九
歳
、
父
考
に
従
い
、
十
歳
、
叔
祖
父
段

斑
文
に
従
い
、
十
一
よ
り
十
四
歳
ま
で
は
ま
た
父
考
に
従
い
て
讃
書
し
、
十
三
歳
、
皐
使
者
の
重
子
試
に
庭
じ
、
能
く
、
『
小
皐
』
『
因
子
書
』

『
詩
』
『
書
』
『
易
』
『
周
櫨
』
『
躍
記
』
『
春
秋
左
氏
』
及
び
『
胡
俸
』
を
背
請
す
。
江
蘇
同
学
使
者
者
ノ
曾

一
の
費
え
め
で
た
く
、
入
沖
を
許
さ
れ
、
特

に
無
錫
高
氏
所
注
の
朱
子
『
小
拳
』

一
部
二
加
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
(
『
経
由
同
様
集
』
巻
八
、

「
博
陵
晋
ノ
師
所
賜
朱
子
小
皐
恭
政
」
の
自
述
に
援
る
。
)

-112ー

王
念
孫
、
字
は
懐
組
、
説
は
石
躍
。
高
租
開
運
、
高
郵
州
皐
生
員
、
曾
祖
式
組
、
康
照
十
七
年
三
六
七
八
)
副
梼
貢
生
、
租
曾
様
、
薙
正
元

年
(
一
七
二
三
〉
貢
生
、
考
安
園
、
薙
正
二
年
(
一
七
二
四
)
曾
試
第
一
名
、
殿
試
第
一
甲
第
二
名
、
吏
部
向
書
に
至
る
。
四
歳
、
能
く
『
尚
書
』

を
讃
み

立
て
板
に
水
の
如
く
請
し
た
。

考
安
園
自
ら
口
授
を
行
い
、

に
、
同
行
の
某
氏
夜
に
奏
稿
を
作
り
て
鰹
俸
を
援
く
、

し
、
二
子
の
謂
誤
も
無
し
、
十
歳
、
『
十
三
組
』
を
暗
唱
す
る
こ
と
畢
り
、

戴
震
を
延
き
、
念
孫
に
命
じ
て
経
を
受
け
し
め
た
。
十
八
歳
、
一
重
子
試
に
臆
ず
、
州
試
第
二
、
二
十
二
歳
〈
乾
隆
三
十
)
、
高
宗
江
南
に
巡
行
す
、

錯
誤
有
る
を
恐
れ
、 一

時
の
都
下
に
紳
童
の
固
有
り
、

七
歳
、
父
考
と
と
も
に
東
行
す
る

念
孫
は
熟
睡
す
る
も
、
聾
に
鷹
じ
て
之
を
諦

王
念
孫
に
詞
う
、

『
史
』

『
鑑
』
に
及
ぶ
。
是
の
年
、
父
安
園
は
、
都
下
に
あ
っ
た

念
孫
は
大
臣
の
子
な
る
を
以
て
迎
え
、
煩
加
を
献
ず
、
詔
有
り
て
奉
入
を
賜
ふ
。

三
十
二
歳
(
乾
隆
四
十
年
乙
未
)
、

是
の
年
ま
で
に
曾
試
に
赴

く
こ
と
四
た
び
、
皆
中
せ
ず
、
是
の
年
に
中
す
、
殿
試
第
二
甲
七
名
。
(
『
高
郵
王
氏
六
葉
俸
状
碑
誌
集
』
巻
四
、
王
引
之
「
石
腿
府
君
行
吠
」
、
『
明
清
進

士
題
名
碑
録
索
引
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
O
、
に
擦
る
。
)



四
十
歳
〈
乾
隆
二
十
七
年
、
一
七
六
二
〉
に
参
入
、

四
庫
館
纂
修
官
と
な
り
、

五
十
二
歳
、
特
に
旨
を
得
て
、

因
み
に
、

戴
震
は
、

都
合
五
田
舎
試
に
中
せ
ず
、
五
十
一
歳
、
孝
人
を
以
て
特
に
召
さ
れ
て

乙
未
(
翌
乾
隆
四
十
年
)
の
曾
試
及
第
者
と
と
も
に
殿
試
に
参
加
す
る
こ
と
が
預
め
許

か
く
し
て
こ
の
年
の
殿
試
に
の
ぞ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
王
念
孫
と
同
じ
殿
試
で
あ
る
。
戴
震
は
、
第
三
甲
四

十
三
名
、
く
り
返
せ
ば
、
王
氏
は
第
二
甲
七
名
。
こ
こ
で
雨
名
の
、
特
に
戴
震
の
心
事
に
つ
い
て
何
事
か
を
思
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

さ
れ
、
五
十
三
歳
、

(洪

務
『
行
状
』
、
向
上
『
題
名
碑
録
』
に
嬢
る
。
)

銀
大
折
、
字
は
境
徴
、
一
に
及
之
、
競
は
辛
楯
、
叉
た
竹
汀
居
士
。
租
王
畑
、
年
三
十
三
始
め
て
拳
官
の
弟
子
に
補
せ
ら
る
。
家
貧
し
け
れ

ば
課
徒
す
る
を
以
て
自
給
す
。
考
桂
護
、
年
四
十
に
近
く
し
て
始
め
て
拳
官
の
弟
子
に
補
せ
ら
る
。
子
の
大
析
の
逼
籍
登
朝
す
る
に
及
び
、
遂

に
意
を
進
取
す
る
に
絶
ち
、
詩
酒
を
以
て
自
ら
娯
し
む
。
租
王
畑
、
年
六
十
を
総
え
て
始
め
て
孫
大
析
を
得
、
生
ま
れ
て
一
年
、
即
ち
字
を
識

た
め

る
を
数
え
、
五
歳
の
こ
ろ
よ
り
親
し
く
経
書
を
授
け
、
梢
ミ
暇
な
れ
ば
即
ち
興
に
前
代
の
故
事
を
議
論
し
、
詳
悉
に
指
示
し
、
記
憶
し
て
忘
る

る
こ
と
勿
か
ら
停
め
て
乃
ち
止
む
。
是
の
如
き
者
、
殆
ど
十
年
で
あ
っ
た
。
十
一
歳
、
始
め
て
重
子
試
に
麿
ず
。
(
『
渚
研
堂
文
集
』
巻
五
O
、
「
先

(

幻

)

大
父
贈
奉
政
大
夫
府
君
家
停
」
、
同
「
先
考
贈
中
憲
大
夫
府
君
家
俸
」
、
『
竹
汀
居
土
自
訂
年
譜
』
に
嬢
る
。
)

-113ー

以
上
ま
と
め
る
と
、
彼
ら
に
共
逼
す
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
諸
黙
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。

ωい
づ
れ
も
謹
書
人
の
家
柄
で
あ
り
、

ωた
だ

し
、
そ
れ
と
し
て
も
大
名
族
の
家
柄
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
員
程
度
に
止
ど
ま
る
こ
乃
至
三
世
代
を
経
て
、
そ
の
意
味
で
は
寅
直
な
、
し
か

し
こ
れ
か
ら
こ
の
方
向
で
の
家
運
を
聞
い
て
行
く
と
い
う
期
待
を
次
世
代
に
強
く
持
っ
て
い
る
家
柄
で
あ
る
。
助
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
期
待
の

も
と
に
生
ま
れ
(
段
氏
王
氏
に
つ
い
て
は
特
に
、
出
生
に
際
し
て
の
父
祖
の
強
い
期
待
を
俸
え
る
揺
話
が
存
在
す
る
。
二
氏
の
劉
紛
迭
に
よ
る
「
年
譜
」
を
参

っ
と

照
。
戴
氏
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
停
え
ら
れ
て
い
な
い
貼
に
注
意
せ
よ
)
、
祖
父
乃
至
父
親
の
親
し
い
数
育
の
も
と
に
、
経
書
を
早
に
た
た
き

込
ま
れ
て
い
る
。

ωそ
し
て
、
彼
ら
自
身
、
充
分
な
能
力
の
も
と
に
、
そ
の
期
待
に
麿
え
、
ほ
ぼ
十
歳
(
満
八
、
九
)
を
そ
う
多
く
は
過
ぎ
ぬ
こ

537 

ろ
に
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で
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。
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王
、
銭
三
氏
の
聞
に
か
な
り
な
差
異
が
存
在
し
、
更
に
、
我
々
が
今
後
に
掘
り
起
こ
す
こ
と

む
ろ
ん
、
今
ま
と
め
た
鈷
に
つ
い
て
も
、
段
、

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
資
料
、
そ
し
て
結
局
史
料
に
は
残
り
ょ
う
も
な
い
無
数
の
事
情
が
有
る
こ
と
を
思
い
見
れ
ば
、
軽
々
に
結
論
を
出
す
謬

-
F

」
キ

ι
、

、

円

叫

守
込
、

t
t
L
カ
広
・
刀

し
か
し
、
先
に
い
さ
さ
か
詳
し
く
紹
介
し
た
人
々
の
生
い
立
ち
に
比
べ
る
時
、
こ
の
三
氏
の
皐
問
的
生
い
立
ち
が
或
る
同
型

性
を
も
っ
て
そ
れ
ら
に
刻
時
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
に
見
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら

れ
る
、
戴
震
の
皐
問
的
個
性
の
形
と
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
に
お
い
て
果
し
た
働
き
の
性
格
の
一
斑
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

戴
震
は
ま
こ
と
に
素
朴
に
「
経
書
」
に
出
禽
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
故
郷
徽
州
府
は
、
嘗
時
活
躍
し
た
「
徽
一
商
」
達
の
資
金
を

背
景
に
、
多
く
の
書
院
、
塾
率
、
義
祭
等
が
経
営
さ
れ
、
科
奉
の
登
第
者
数
も
、
全
園
的
に
見
て
高
い
比
率
を
示
す
、
数
育
の
盛
ん
な
地
方
で

(

幻

)

あ
っ
た
。
だ
が
、
我
々
の
今
日
の
如
き
統

一
的
な
近
代
的
初
等
数
育
制
度
の
存
在
し
な
い
吐
舎
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
、

「
経
書
」
に
つ
い
て

の
数
育
に
し
て
も
、
一
様
に
高
い
密
度
で
そ
の
敬
育
を
受
け
る
機
舎
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
見
た
と
こ
ろ

が
示
す
ご
と
く
、
幼
年
期
の
教
育
と
し
て
は
、
そ
れ
は
家
庭
的
に
果
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
吾
が
郡
は
卒
原
瞭
野
少
な
く
、

(幻〉

山
に
依
り
て
居
を
魚
し
、
東
西
に
一
商
買
し
、
外
に
行
管
し
て
以
て
口
食
に
就
く
」
と
い
う
徽
州
に
あ
っ
て
は
、
幼
に
し
て
そ
の
穎
質
を
見
い
だ

さ
れ
、
科
翠
を
通
じ
て
出
世
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
ま
さ
に
一
商
買
と
し
て
外
郷
に
出
る
の
が
普
通
の
生
き
方
で
あ
っ
た
で

(

川

品

)

(

お

)

あ
ろ
う
。
戴
震
の
家
は
、
隆
阜
の
戴
氏

一
族
の
摘
宗
で
は
あ
っ
た
が
、
早
に
窮
貧
し
、
彼
自
身
、
三
十
二
歳
の
時
に
、

一
族
の
豪
な
る
者
に
租

墳
を
侵
さ
れ
、
訟
え
出
た
も
の
の
、
そ
の
者
は
財
を
た
の
ん
で
知
鯨
と
結
交
し
、
逆
に
彼
の
身
に
危
険
が
及
ば
ん
と
し
た
の
で
着
の
身
着
の
ま

(
お
〉

ま
に
京
師
へ
逃
が
れ
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
更
に
彼
の
幼
年
期
に
つ
い
て
は
、
洪
積
が
「
生
ま
る
る
こ
と
十
歳
、
乃
ち
能
く
言
う
」
と
停

(

幻

)

、

、

、

ぇ
、
穎
質
を
幼
く
し
て
見
い
出
さ
れ
る
に
は
程
遠
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
康
く
存
在
し
た
塾
拳
の
た
ぐ
い
に
し
て
も
、
ま

(

叩

叫

)

さ
に
「
俗
拳
」
(
商
人
と
な
る
た
め
の
譲
み
書
き
算
盤
の
た
ぐ
い
で
あ
ろ
う
〉
が
主
で
あ
っ
た
(

3

)

。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
こ
の
地
方
の
人
々
に
は
、
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科
事
に
登
第
し
て
い
く
人
聞
は
だ
い
た
い
こ
う
い
う
人
聞
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
印
象
が
有
り
、
戴
震
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
人
聞
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う

(
7
、
8
)
。

か
く
し
て
戴
震
は
濁
自
に
「
経
書
」
に
出
曾
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
「
控
室
百
」
の
世
界
と
言
葉
は
、
年
端
も
い
か
ぬ
裡
に
身
に
入
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
〈
王
念
孫
の
場
合
は
ま
さ
に
封
瞭
的
で
あ
る
、
ね
ぼ
け
て
い
て
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
)
。
そ
の
た
め
、

あ
た
か
も
我
々

が
初
等
数
本
を
未
だ
移
え
ぬ
程
度
で
ゲ
l
テ
や
カ
ン
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
な
ど
の
原
典
に
向
う
時
の
如
く
(
し
か
も
、
我
々
も
ま
た
多
少
の
う
わ
さ
に

誘
か
れ
て
一
刻
も
早
く
そ
れ
ら
を
譲
み
た
い
と
思
う
の
で
は
な
い
か
)
、
彼
に
は
直
裁
に
、
そ
れ
が
理
解
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
費
さ
れ
、
そ
れ

故
に
こ
そ
、
理
解
困
難
な
言
語
記
載
を
讃
解
せ
ん
と
す
る
場
合
の
、
嘗
り
前
と
い
え
ば
嘗
り
前
す
ぎ
る
、
正
攻
法
と
い
え
ば
正
攻
法
的
す
ぎ
る

遣
り
方
を
、

一
か
ら
自
分
で
考
え
、
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
彼
に
よ
っ
て
、
身
を
以
て
行
な
わ
れ
た
、
経
息
で
か
古
典
準
で

あ
る
こ
と
の
、
更
に
、
そ
れ
が
古
典
準
と
し
て
も
つ
べ
き
で
あ
る
着
買
な
方
法
論
の
自
費
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
気
が
つ
い
た
時
に
は
身
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
自
ら
の
一
部
と
し
て
、

-115ー

ほ
と
ん
ど
無
自
費
に
経
書
の
言
葉
を
貯

わ
え
、
そ
の
限
り
で
、
あ
た
か
も
身
謹
の
如
く
、
理
解
す
る
よ
り
先
に
そ
れ
を
所
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
一
か
ら
こ
と

だ
て
ら
れ
た
方
法
的
自
賓
が
切
り
込
ん
で
来
る
も
の
は
、
ま
こ
と
に
強
烈
な
印
象
を
興
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
(
ロ
、

M
Y
こ

の
戴
震
と
い
う
男
の
、
こ
の
強
烈
な
皐
問
的
精
神
に
よ
っ
て
こ
そ
、
続
涯
、
特
に
そ
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
皐
術
は
形
成
さ
れ
た
と
言
い
得
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
強
烈
さ
と
形
成
力
の
大
き
さ
は
、
先
に
分
析
し
今
も
述
べ
た
、
間
学
問
的
生
い
立
ち
の
彼
我
に
お
け
る
懸
隔
の

上
に
こ
そ
現
わ
れ
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

539 

以
上
な
お
論
ず
べ
く
し
て
論
じ
残
し
た
貼
が
多
い
。
特
に
徽
州
と
い
う
土
地
柄
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
戴
震
遠
の
停
記
資
料
を
更
に
精

(
m
U
)
 

査
L
、
こ
れ
を
例
え
ば
、
葉
額
恩
氏
の
『
明
清
徽
州
農
村
社
曾
輿
佃
僕
制
』
な
ど
の
述
べ
る
と
こ
ろ
と
考
え
併
せ
て
行
く
な
ら
ば
、
な
お
多
く
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の
こ
と
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。
だ
が
今
は
煩
墳
の
一
訂
補
を
行
な
い
以
て
践
に
か
え
た
い
と
思
う
。

戴
震
が
生
ま
れ
た
の
は
、
先
に
言
う
ご
と
く
(
九
七
頁
)
、
発
正
元
年
十
二
月
二
十
四
日
で
あ
る
。
こ
れ
は
陳
垣
の
『
二
十
史
朔
閏
表
』
な
ど

(

初

)

に
検
す
れ
ば
、
西
暦
一
七
二
四
年
一
月
十
九
日
に
嘗
る
。
中
園
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
越
玉
新
鈷
校
『
戴
震
文
集
』
、

(

汎

)

義
疏
誼
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の

「
貼
校
説
明
」
に
は
正
確
に
「
生
於

一
七
二
四
年
(
薙
正
元
年
十
二
月
己
巳
ど
と
誌
し
、

(

犯

)

史
』
で
は
「
戴
震
〈
公
元
一
七
二
四
|
一
七
七
七
年
〉
」
と
直
裁
に
誌
す
。

何
文
光
整
理
『
孟
子
字

銭
賓
謀
主
編
『
中
園
数
同
学

と
こ
ろ
が
本
邦
に
お
い
て
は
、
戴
震
を
取
り
暴
げ
或
は
言
及
す
る
論
文
著
述
の
大
旨
が
、
彼
の
生
残
年
を
、
簡
単
に
西
洋
紀
年
を
用
い
て

(
お
)

「
一
七
二
三

l
一
七
七
七
」
と
示
す
。
だ
が
こ
れ
は
、
西
洋
紀
年
の
み
で
示
す
と
い
う
形
で
あ
る
以
上
、
誤
り
で
あ
る
と
し
か
言
い
得
な
い
。

宜
し
く
銭
氏
に
つ
く
べ
き
で
あ
る
。

私
自
身
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
徐
り
に
も
打
ち
重
な
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
我
々
は
何
か
或
る
凱
暴

な
無
関
心
に
便
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
に
私
は
と
ら
わ
れ
る
。
こ
の
幸
い
に
し
て
侍
え
ら
れ
て
い
る
数
字
の
前
に
立
ち
止
ま

り
、
自
分
達
の
使
用
す
る
暦
に
引
き
換
え
て
、
そ
の
一
日
が
ど
の
よ
う
な
一
日
で
あ
っ
た
の
か
を
一
度
は
偲
ん
で
み
る
と
い
う
よ
う
な
用
意
を

怠
ら
ぬ
こ
と
こ
そ
、
史
料
の
う
ち
に
何
か
を
誼
も
う
と
す
る
場
合
に
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
林
秀
雄
の
言
葉
に
、
死
に
見
の
歳
を

指
折
り
数
え
る
母
親
の
、
掛
け
が
え
の
な
い
愚
か
さ
を
こ
そ
、
最
低
限
の
技
術
と
し
て
、
歴
史
家
は
共
有
す
べ
き
だ
と
い
う
旨
の
も
の
が
あ
っ

た
と
費
え
る
が
、
今
私
に
そ
の
思
い
は
深
い
。

註(
1
〉
士
口
川
幸
女
郎
「
清
代
三
省
の
率
術
」
(
全
集
団
)
、
河
田
悌
一
「
乾
嘉

の
土
大
夫
と
考
詮
拳
」
(
本
誌
四
二
巻
四
鋭
、
一
九
八
四
)
九
一
頁
、

な
ど
。

(

2

)

日
原
利
園
編
『
中
園
思
想
辞
典
』

二
頁
、
近
藤
光
男
「
奥
波
」
の
項
を
参
照
。

(

3

)

張
舜
徽
『
清
代
揚
州
民
平
記
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
二
)
。

〈4
)
(
1
)
に
言
う
論
文
、
ま
た

(
2
〉
に
言
う
書
の
六

O
頁
、
近
藤
光
男

「続
汲
」
の
項
な
ど
を
見
よ
。
婆
源
問
肺
は
水
系
的
に
は
都
陽
湖
に
向
う

(
研
文
出
版
、
一
九
八
四
)
一
四
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も
の
に
属
し
、
現
在
は
、
江
西
省
に
属
す
。

(
5
〉
周
予
同
選
註
『
漢
皐
師
承
記
』
(
香
港
一
商
一
務
印
書
館
重
印
版
、
一
九

六
四
に
よ
る
〉
「
序
言
」
一
二
頁
な
ど
。

(

6

)

『
戴
東
原
先
生
全
集
』
(
大
化
書
局
、
一
九
七
八
、
安
徽
叢
書
第
六

期
の
影
印
本
〉
所
載
。

(

7

)

洪
積
『
行
吠
』
、
段
玉
裁
『
戴
東
原
先
生
年
譜
』
は
翌
乾
隆
二
十
年
に

繋
け
る
。
今
は
銭
大
析
『
竹
汀
居
士
自
訂
年
盟
国
』
に
譲
り
て
訂
す

2
m

文
書
庖
排
印
本
、
一
九
七
四
〉
。
近
藤
光
男
「
清
朝
経
師
に
お
け
る
科

皐
意
識
」
(
日
本
中
園
畢
舎
報
四
、
一
九
五
一
一
一
)
一

O
二
頁
を
見
ょ
。

(

8

)

梁
麿
超
『
清
代
拳
術
概
論
』
第
一
一
一
章
を
参
照
。

(

9

)

「
古
呈
自
民
一
干
の
歴
史
」
(
中
園
思
想
史
研
究
創
刊
鏡
、
京
都
大
皐
中
哲

史
研
究
室
、
一
九
七
七
〉
、
「
戴
震
の
音
拳
」
〈
東
方
皐
五
八
輯
、
一
九

七
九
)
。

〈
叩
〉
「
均
祉
論
叢
」
九
(
京
都
大
拳
中
文
研
究
室
内
、
一
九
七
九
)
所

載
。
な
お
以
下
卒
田
氏
の
論
黙
に
つ
い
て
は
、
頼
惟
動
「
清
朝
以
前
の

協
韻
設
に
つ
い
て
」
〈
お
茶
の
水
女
子
大
皐
人
文
科
紀
要
八
、
第
三
分

間
文
準
、
一
九
五
六
)
を
参
照
。

(
日
〉
以
上
詳
し
く
は
、

(
9
〉
に
言
う
「
古
一
音
皐
の
歴
史
」
を
見
ら
れ
た

(
ロ
〉
尾
崎
雄
二
郎
「
切
韻
系
韻
書
に
お
け
る
韻
の
排
列
に
つ
い
て
」
〈
『
中

園
語
一音
韻
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八

O
所
岐
に
よ
る
)
。
ま
た
、

周
法
高
「
併
敬
東
俸
制
到
中
園
耳
目
韻
皐
之
影
響
」
(
『
中
園
語
文
論
叢
』
正

中
書
局
、
一
九
六
三
)
を
参
照。

(
日
〉
(
ロ
)
に
言
う
も
の
、
ま
た
、
(
ロ
)
に
言
う
書
に
含
ま
れ
る
尾
崎
氏
の

「
漢
語
史
に
お
け
る
賛
語
皐
L

、
卒
田
昌
司
「
『
皇
極
経
世
盟
主
日
唱
和

一
九
八
四
〉
な
ど

園
』
奥
『
切
韻
指
掌
園
』
」
(
東
方
皐
報
京
都
五
六
、

を
見
ょ
。

〈
M
〉
藤
井
宏
「
新
安
商
人
の
研
究
」
一
|
四
(
東
洋
皐
報
三
六
の
一
ー

四
、
一
九
五
三
、
四
)
、
得
衣
凌
「
明
代
徽
州
一
商
人
」
(
『
明
清
時
代
一
商

人
及
一
商
業
資
本
』
人
民
出
版
社
、
一
九
五
六
)
、
薬
願
恩
『
明
清
徽
州

農
村
祉
舎
輿
佃
僕
制
』
(
安
徽
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
〉
、
章
有
義

『
明
清
徽
州
土
地
閥
係
研
究
』
(
中
園
祉
舎
科
皐
出
版
社
、
一
九
八

四
)
、
『
明
清
徽
商
資
料
選
編
』
(
黄
山
書
位
、
一
九
八
五
〉
な
ど
。
『
ア

ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
1
(
同
朋
合
、
一
九
八
四
)
一
一
一
一
一
七
、
三
七
三

頁
、
及
び
葉
氏
の
著
書
に
射
す
る
岡
野
昌
子
氏
の
書
評
〈
本
誌
四
三
巻

三
鋭
、
一
九
八
四
〉
を
参
照
。

(
日
〉
「
梁
」
の
項
。

ハ
日
〉
〈

m)に
言
う
卒
田
氏
の
論
文
、
四
四
|
五
頁
参
照
。

(
口
〉
段
氏
『
年
譜
』
。

(
叩
日
〉
段
氏
『
年
譜
』
丁
酉
係
。
安
徽
叢
書
第
六
期
、
戴
震
「
遺
墨
」
一
巻

中
に
見
え
る
。

(ω
〉
こ
と
は
、
「
経
書
」
に
つ
い
て
の
初
等
敬
育
が
こ
の
時
代
の
寅
際
に

お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。
不
皐
に
し
て

専
論
有
る
を
未
だ
聞
か
ぬ
が
、
明
代
に
つ
い
て
は
、
佐
野
公
治
「
明
代

に
お
け
る
記
読
|
|
中
園
人
と
経
書
」
(
日
本
中
園
皐
曾
報
三
三
、
一

九
八
一
)
が
有
っ
て
、
多
く
の
禅
盆
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
初
)
段
氏
『
年
盟
国
』
は
乾
隆
七
年
に
繋
け
る
が
、
今
は
許
承
完
の
安
徽
叢

書
第
六
期
へ
の

「
序
」
及
び
余
英
時

「
戴
震
的
経
考
輿
早
期
間
学
術
路

向
」
(
『
論
戴
震
興
霊
祭
誠
』
龍
門
書
底
、
一
九
七
六
〉

一
六
五
頁
以
下

の
考
詮
に
擦
り
て
訂
す
。
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(幻
)

(

7

〉
を
見
よ
。

(
幻
)
(
リ
凶
〉
に
言
う
葉
氏
の
品
昔
、
一
八
七
頁
以
下
を
参
照
。

(
幻
)
『
戴
震
文
集
』
巻
十
二
「
戴
節
婦
家
停
」
の
語
。
同
様
の
記
述
は
こ

の
時
代
に
多
く
見
ら
れ
る
。
(
H
H
)

に
言
う
『
資
料
選
編
』
を
見
ょ
。

(μ
〉
『
豆
棚
閑
話
』
第
三
則
「
朝
奉
郎
揮
金
値
閣
制
」
に
、
「
明
年
小
主
十

六
歳
了
、
徽
州
俗
例
、
人
到
十
六
歳
、
就
要
出
門
拳
倣
生
意
」
、
ま
た

「
父
親
在
彦
:
・
十
五
六
歳
、
限
了
彩
計
、
翠
脅
江
湖
販
資
生
意
」
と

(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
排
印
本
に
よ
る
)
。

(
お
)
『
戴
震
文
集
』
巻
十
一
「
族
支
譜
序
」
。

(
お
)
段
氏
『
年
譜
』
乙
亥
係
。

(
幻
)
程
堀
田
「
五
友
記
」
に
は
「
東
原
生
九
歳
始
能
言
、
十
五
始
力
皐
」

と
有
る
。

(
お
)
明
代
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
『
太
函
集
』
巻
七
七
「
荊
園
記
」
に
は

「
休
、
欽
右
寅
左
儒
、
直
以
九
章
嘗
六
籍
」
と
有
る
。
珠
算
の
普
及
に

興
っ
て
力
の
有
っ
た
『
算
法
統
宗
』
の
著
者
程
大
位
は
休
寧
の
人
で
あ

る。

(
m
m
〉

(
M
〉
を
見
ょ
。

(
ぬ
)
中
華
書
局
、
一
九
七
四
港
版
に
よ
る
。

(
況
)
中
華
書
局
、
北
京
一
九
六
て
一
九
八
二
版
。

〈
泣
)
科
祭
出
版
社
、
一
九
八
一

。

(
幻
)
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
1
、
島
田
度
次
「
序
論
」
三

O
頁
を
参

昭一。
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DAI ZHEN 戴震AND THE SCHOLARSHIP OF

　　　　　　　

THE WAN 院 SCHOOL

KiNOSHITA Tetsuya

　　

The scholars of the　Wan school, which represents　Qing　dynasty

classical studies (ｎｎｓｘｕｅ経學）ｗiththe Wu 臭school, can largely be

divided into two groups: those who pursued their studies in Huizhouル

徽州府of Anhui 安徽province, and those who were followers of Dai

Zhen after he left Anhui and went to the capital. What inヽfactwas the

background to Dai Zhen's academic character such that he ｗａｓable to

found the latter group, generally known to be the Wan school?^ That is

the subject of this essay｡

　　

On this subject,l eχamined Dai Zhen's personal academic history in

which, according to his own testimony, he firstencountered classicaltｅχts

only in the middle of his teens. From this point l broadened the inquiry

to include the academic background of other scholars. I found that,in

the society of that time, there was a big discrepancy in the conditions

of primary education, depending on the background of each scholar, that

determined the relation between an individual and the classical texts.

Within this general discrepancy, Dai Zhen encountered the classicsin ａ

unique way, and from this ｅχperience,he entered into classicalstudies.

Because

　

of this, he was able to formulate ａ new type of scholarship

that was di丘erent from that of people who had memorized the classics

from an early age.

THE VARIOUS ANTECEDENTS OF THE SONG DYNASTY

　　　　

MALE HEAD TAX （ＳＨＥＮＤＩＮＧＳＨＵＩ身丁税〉

　　　　　　　　　　　　

Shimasue Kazuyasu

　　

Until now, the Song male head tａχwas considered to be ａdescendant

of the head tax of the Five Dynasties period or ａ derivative of the

-

４－


