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士
大
夫
の
ノ
ル
ム
の
形
成
|
南
宋
時
代

中

砂

明

徳

開
稽
年
閃
(
一

二
O
五
l
O七
)
に
都
で
初
め
て
輔
漢
卿
に
曾

っ
た
。
彼
は
朱
文
公
の
古
参
の
弟
子
で
、
私
た
ち
は
舎
う
た
び
に
先
生
の
お

語
録

・
著
述
を
す
べ
て
く
れ
た
。
嘉
定
元
年
(
一
二

O
八)、

な
い
が
、
か
え
っ
て
後
撃
を
誤
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

度
周
卿
が
出
版
の
話
を
持
ち
か
け
て
く
る
と
、

「
出
し
惜
し
み
す
る
の
で
は
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言
葉
や
文
章
を
繰
り
返
し
吟
味
し
て
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
萄
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な

っ
た
時
、
彼
は
手
持
ち
の
先
生
の

か
つ
て
張
宣
公
が
『
沫
酒
言
仁
録
』
を
ま
と
め
た
時
、

文
公
が

『
手
司
と
り
ば
や
く
勉
強
し
て
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
耳
に
入
れ
た
も
の
を
す
ぐ
に

口
か
ら
出
す
安
易
な
風
潮
を
招
く
の
が
必
配
だ
』
と

お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
気
掛
か
り
な
の
は
そ
の
こ
と
な
の
だ
」
と
答
え
た
。
結
局
数
年
後
に
出
版
の
運
び
と
な
っ
た
が
、

そ
の
時

も
後
事
へ
の
警
告
を
序
文
に
入
れ
て
お
く
よ
う
彼
に
念
を
押
し
た
。
今
度
は
史
廉
叔
が
黄
土
毅
の
編
纂
し
た
も
の
を
手
に
入
れ
て
出
版
す

(
1
〉

る
と
い
う
こ
と
で
、
私
に
序
文
の
執
筆
を
依
頼
し
て
き
た
。
老
婆
心
な
が
ら
こ
こ
で
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
。

私
に
は
他
に
淫
す
る
も
の
は
な
い
が
、

書
癖
だ
け
は
如
何
と
も
し
が
た
い
。
都
の
本
屋
の
陳
思
は
日
頃
私
の
探
室田
に
協
力
し
て
く
れ
て
い

て
、
見
つ
け
て
く
れ
た
本
の
由
来
に
つ
い
て
も
答
え
ら
れ
ぬ
例
し
が
な
い
。
あ
る
日
、
自
分
が
編
輯
し
た

『
資
刻
叢
編
』
を
迭
っ
て
き
て



一
筆
添
え
て
欲
し
い
と
言
う
。

何
度
も
断
っ
た
の
だ
が
引
き
下
が
ら
な
い
。

中
身
を
覗
い
て
み
る
と
石
刻
の
所
在
地
、
由
来
が
一
目
瞭

(

2

)

 

土
大
夫
も
形
な
し
だ
。
溜
息
を
つ
き
つ
つ
、
こ
の
拙
文
を
寄
せ
る
。

然
。
あ
あ
、
盲
人
風
情
で
こ
ん
な
立
涯
な
仕
事
を
す
る
と
は
、

初
め
の
文
章
は
眉
州
刊
『
朱
子
語
類
』
に
劃
し
て
嘉
定
十
三
年
(
一
ニ
ニ

O
)
に
寄
せ
た
も
の
。

っ
た
時
黙
で
あ
る
。
既
に
五
年
前
に
池
州
で
「
語
録
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
眉
州
本
の
特
徴
は
記
録
者
ご
と
に
で
は
な
く
、
テ
ー
マ

別
編
成
を
取
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
現
行
の
繋
靖
徳
編
『
語
類
』
が
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
文
章
の
書
き
手
が

張
拭
と
朱
子
の
や
り
と
り
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
も
そ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。

先
生
が
亡
く
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
二
十
年
経

「
仁
」
の
こ
と
を
述
べ
た
先
賢
の
有
り
難
い
お
言
葉
を
集
め
る
の
は
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
分
類
編
成
は
「
仁
」
に
直
接
言
及
し
た
も
の

以
外
を
排
除
す
る
危
険
性
を
苧
む
。
こ
れ
だ
け
押
さ
え
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
と
い
う
安
心
感
は
「
仁
」
の
ホ

l
リ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
追
求
の
道
を

(

3

)

 

入
門
者
へ
の
折
角
の
配
慮
が
皮
肉
な
結
果
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
先
生
が
こ
う
言
っ
た
の
は
四
十
三
才
、
ま
だ
こ
の

閉
ざ
す
こ
と
に
な
り
、
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時
黙
で
は
ま
さ
か
五
十
年
後
に
再
俸
の
世
代
が
自
ら
の
「
語
言
文
字
」
に
つ
い
て
同
じ
懸
念
を
口
に
す
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
だ
ろ

〉
勺
ノ
。

前
者
の
「
教
育
者
の
憂
い
顔
」
に
比
べ
て
衣
の
文
章
は
な
ん
と
も
の
ん
び
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
出
入
り
の
本
屋
と
の
馴
れ
合
い
の

気
分
が
漂
う
。
し
か
し
、
こ
の
本
屋
、
書
き
手
が
言
う
よ
う
に
只
者
で
は
な
い
。
『
賓
刻
叢
編
』
の
編
集
粂
護
行
人
、
陳
思
は
よ
り
有
名
な
同

(
4〉

姓
の
本
屋
陳
起
と
活
躍
時
期
が
重
な
る
震
に
紛
ら
わ
し
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
漢
音
以
後
の
書
論
を
編
集
し
た
『
書
苑
菩
華
』
や
書
家
の

小
俸
集
成
司
量
一
回
小
史
』
あ
る
い
は
『
海
裳
譜
』
と
い
う
仕
事
も
あ
っ
て
、
陳
起
の
役
ど
こ
ろ
が
少
し
ハ
イ
，フ
ラ
ウ
な
「
江
湖
詩
涯
」
の
仕
掛
人

と
い
っ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
方
は
趣
味
の
世
界
の
流
通
促
進
捨
嘗
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
そ
の
庖
舗
に
は
書
物
の
み
で
な
く
、
石
刻

の
拓
本
も
.
す
ら
り
と
並
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
の
ち
に
は
お
上
の
費
え
も
め
で
た
く
、
有
名
人
の
小
字
を
出
典
を
明
記
し
つ
つ
並
べ
た
『
小
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字
録
』
を
刊
行
し
た
お
り
に
は
麗
々
し
く
「
成
忠
郎
絹
照
殿
園
史
貫
録
院
秘
書
省
捜
訪
」
な
る
肩
書
き
を
掲
げ
て
も
い
る
。
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さ
て
、
書
き
手
の
方
だ
が
、

『
書
苑
普
筆
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
の
も
彼
で
、
雨
者
の
親
近
ぶ
り
を
裏
づ
け
る
。
と
す
る
な
ら
、
序
文
執

筆
を
「
何
度
も
断
っ
た
」
と
あ
る
の
は
問
中
な
る
文
飾
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
賓
刻
』
の
方
は
最
初
は
イ
ヤ
イ
ヤ
、
聞
け
て
び
っ
く
り
と
い
う
文
の
運
び
な
の
に
劃
し
て
、

が
ら
、

『
脊
華
』
の
方
は
ひ
と
ま
ず
春
め
て
お
き
な

〈

5
〉

「
吾
の
所
謂
字
を
識
る
者
に
は
非
ず
」
と
編
者
そ
の
も
の
に
劃
し
て
で
は
な
い
に
せ
よ
少
々
嫌
味
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
や
は
り
彼

は
親
し
き
仲
に
も
本
屋
風
情
と
自
ら
の
聞
に
巌
然
と
し
た
一
線
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ホ
イ
ホ
イ
引
き
受
け
ま
し
た
と
書
く
書
に
は
い

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
屋
の
方
に
し
て
も
、
相
手
の
そ
う
し
た
気
分
は
長
い
つ
き
あ
い
か
ら
十
分
呑
み
込
ん
で
い
る
。
あ
の
先
生
の
こ
と
だ
か
ら
何
か
一
言
あ
る

か
も
知
れ
な
い。

し
か
し
、

そ
れ
は
「
有
り
難
い
お
言
葉
」
で
あ
る
わ
け
だ
し
、
中
身
よ
り
何
よ
り
欲
し
い
の
は
看
板
で
あ
る
。

こ
の
康
告
文
案
に
「
紹
定
二
年
(
一
一
一
一
一
九
)
、
鶴
山
翁
」
と
最
後
に
自
署
し
た
の
は
鶴
山
先
生
貌
了
翁
(
二
七
八
|
二
三
石
)
。
同
い
年
の

岡
県
徳
秀
(
一
一
七
八
|
一
二
三
五
)
と
土
大
夫
社
舎
の
名
撃
を
二
分
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
の
政
権
か
ら
院
ま
れ
も
し
て
嘗
時
官
を

こ
れ
が
む
し
ろ
彼
の
株
を
一
一
層
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
少
し
前
に
陳
起
の
方
が
「
江
湖
詩
案
」
を
お
こ
し
て
お
上

奪
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
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の
お
目
玉
を
食
ら
司
た
に
も
闘
わ
ら
ず
、

陳
思
が
わ
ざ
わ
ざ
建
都
な
土
地
(
靖
州
)
に
ま
で
執
筆
依
頼
肢
を
出
し
た
の
は
そ
う
し
た
時
代
の
気

配
を
誼
ん
で
の
こ
と
だ

っ
た。

だ

要
注
意
人
物
の
お
墨
付
き
な
ん
て
却
っ
て
危
な
く
は
な
い
か
、
と
は
お
節
介
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
陳
に
と
っ
て
恐
い
も
の
は
他
に
あ
っ
た
の

(
6〉

「
他
の
本
屋
が
出
版
し
た
カ
タ
ロ
グ
は
、
編
集
が
杜
撰
で
、
版
木
や
紙
墨
の
無
駄
遣
い
で
お
話
に
な
ら
な
い
」
と
二
年
後
、
陳
思
は
直
驚

陳
振
孫
に
書
い
て
も
ら
っ
た
。
名
代
の
ピ
ブ
リ
オ
フ
ィ
ル
の
言
葉
に
誇
張
は
あ
っ
て
も
嘘
は
な
い
だ
ろ
う。

し
か
し
、
鶴
山
の
一
枚
看
板
で
足

り
ず
に
駄
目
を
押
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
出
来
は
と
も
か
く
市
場
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
ラ
イ
バ
ル
を
突
放
す
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
魔
し

(
7〉

ぃ
。
後
追
い
企
萱
も
あ

っ
た
ろ
う
。
鶴
山
の
「
聞
け
て
び
っ
く
り
」
を
文
字
通
り
に
信
用
す
る
な
ら
、

「
ま
た
か
」
と
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
同

種
の
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
『
賓
刻
』
の
編
集
の
工
夫
は
確
か
に
目
を
引
く
も
の
で
、
書
物
の
力
が
筆
を
取
ら
せ
た
と
い
う



鶴
山
の
言
葉
も
そ
れ
な
り
に
信
を
置
い
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
現
に
こ
う
し
て
我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
『
費
刻
』
は
生
命
力
の

あ
る
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
序
文
を
寄
せ
た
鶴
山
の
さ
さ
や
か
な
築
光
で
も
あ
る
。

『
語
類
』
の
方
の
書
き
手
は
気
の
毒
だ
っ
た
。
こ
の
書
物
、
編
集
方
法
に
は
新
機
軸
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
繋
靖
徳
も
そ
の
こ

と
こ
ろ
が
、

と
は
評
債
し
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
こ
ま
で
だ
と
彼
は
言
う
。
テ
キ
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ

I
ク
が
等
閑
だ
っ
た
の
だ
。

お
ま
け
に
史
廉
叔
が
校
勘

を
お
ろ
そ
か
に
し
た
ま
ま
版
木
に
の
せ
た
の
で
、
文
字
の
脱
落
が
ひ
ど
く
、
剣
讃
不
能
に
陥
っ
て
い
る
。
家
が
こ
う
述
べ
た
十
年
前
に
や
は
り

テ
ー
マ
別
編
集
の
『
語
録
格
言
』
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
に
寄
せ
ら
れ
た
王
途
の
序
文
は
黄
土
毅
の
テ
キ
ス
ト
を
定
本
と
認
定
し
た
責
め
を
序

(
8
)
 

丈
の
書
き
手
鶴
山
親
公
に
蹄
し
て
い
る
。

そ
う
、
こ
の
序
文
の
作
者
も
貌
了
翁
な
の
で
あ
っ
・
た
。
前
段
の
方
で
言
い
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
「
其
の
高
弟
に
変
わ
る
を
獲
て
、
壷
く
其
の

(
9〉

書
を
得
て
以
て
同
志
に
お
く
る
。
九
そ
今
の
層
別
本
の
停
わ
る
所
は
こ
れ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
の
弟
子
輔
賢
か
ら
テ
キ
ス
ト
を

的
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
一
因
は
、
紛
れ
も
な
く
新
し
い
事
聞
の
息
吹
き
を
迭
り
こ
ん
だ
!
と
い
う
よ
り
友
の
贈
り
物
の
お
蔭
で
あ
っ
た
。
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得
て
こ
れ
を
局
の
地
に
贋
め
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
彼
は
自
任
し
て
い
た
。
鶴
山
が
彼
の
地
の
士
大
夫
社
舎
の
中
で
領
導

そ
の
ひ
と
つ
『
語
孟
集
注
』
に
つ
い
て
、

聞
・
漸
聞
の
書
擦
が
刊
行
し
た
も
の
に
比
べ
る
と
二
・
三
割
、
趨
忠
定
公
(
汝
愚
)
が
成
都
で
出
版
し
た
も
の
に
比
し
て
六
・
七
割
が
た

(

叩

)

は
出
演
わ
っ
て
い
る
。

と
彼
は
言
う
。

友
が
「
朱
文
公
に
従
う
こ
と
最
も
久
し
い
」
と
は
誇
張
で
あ
る
し
、

〈

日

)

が
、
入
門
が
先
生
晩
年
の
こ
と
で
、
彼
が
費
ら
し
た
先
生
の
語
言
文
字
は
「
正
確
か
つ
最
新
の
」
情
報
で
あ
司
た
。

『
語
孟
集
注
』
が

一
躍
完

成
を
み
た
の
が
淳
照
四
年
〈
二
七
七
)
の
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
も
改
訂
作
業
が
績
け
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

度
正
が
出
版
の
話
を
持
ち
か
け
て
き
た
り
、
史
廉
叔
が
序
文
を
依
頼
し
た
り
し
た
い
き
さ
つ
は
.さ
つ
と
こ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
鶴

山
は
道
事
の
瑳
信
源
の
一
た
る
こ
と
を
自
任
す
る
分
、
受
信
側
の
ア
ン
テ
ナ
の
精
度
に
も
思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
冒
頭
の

あ
ま
り
出
来
の
よ
い
弟
子
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
の
だ
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護
言
と
な
?
た
わ
け
だ
が
、
迭
信
の
中
縫
駐
の
問
題
と
い
う
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
足
を
掬
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
序
文
執
筆
は
そ
の
書
物
へ
の
参
霊

行
局
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
に
は
書
物
に
向
け
ら
れ
た
非
難
も
ま
た
分
か
ち
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

王
遂
の
批
判
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
並
べ
て
み
た
二
つ
の
序
文
は
書
き
手
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
、
書
物
の
性
質
は
ま
司
た
く
異
な
る
し
、
そ
れ
に
麿
じ
て
書
き
手
の
示

す
表
情
も
た
し
か
に
違
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
書
物
を
世
に
出
す
」
と
い
う
こ
と
|
執
筆
は
む
ろ
ん
、
讃
み
手
を
院
ん

だ
編
集
方
法
、
序
文
を
書
く
と
い
う
行
局
の
重
み
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
を
興
え
て
く
れ
て
い
る
。

な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
の
は
書
物
・
出
版
の
話
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
南
宋
と
い
う
時
代
が
出
版
の
一
大
躍
進
期
で
あ
る
こ
と

は
も
う
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
(
た
だ
、
協
進
の
カ
l
ブ
の
勾
配
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
共
通
の
理
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
。
「
今
の
世
の
中
、

(ロ〉

印
本
が
多
い
が
た
め
に
木
を
員
創
に
讃
む
と
い
う
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
」
と
嘆
く
夫
子
自
身
が
生
計
の
足
し
に
し
よ
う
と
し
て
、
友
人
の
止

(
日
)

め
る
の
も
聞
か
ず
に
本
作
り
に
い
そ
し
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
も
あ
る
く
ら
い
だ
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
「
書
物
の
力
」
が
作
用
し
て
い
る
よ
り
大
き
な
場
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
つ
の
序
文
は
こ
の
ま
ま
で

- 90ー

は
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
有
数
な
補
助
線
を
引
け
る
か
ど
う
か
が
以
下
の
紋
越
の
課
題
と
な
る
。

「朱
子
の
印
務
」
に
つ
い
て
論
じ
た
陳
柴
捷
教
授
の
『
朱
子
新
探
索
』
に
は
先
生
の
金
石
趣
味
を
取
り
上
げ
た
一
項
が
あ
る
。
烹
少
年
は
金

石
文
字
を
集
め
よ
う
に
も
お
小
遣
い
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
欧
陽
修
の
集
古
録
を
眺
め
る
こ
と
で
そ
の
渇
き
を
癒
し
て
い
た
。
時
に
は
文
字
を

目
で
追
う
う
ち
に
我
を
忘
れ
て
逸
品
を
じ
か
に
手
に
と
っ
て
摩
っ
て
い
る
自
分
を
夢
想
す
る
こ
と
も
あ
司
た
。
少
年
は
長
じ
て
も
貧
困
は
相
獲

(

U

)

 

わ
ら
ず
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
か
ど
の
目
利
き
に
は
な
っ
て
い
た
。

赫
々
た
る
業
績
を
翠
げ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
が
、
首
時
の
文
化
を
考
え
る
上
で
は
こ
れ
で
な
か
な
か
看
過
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
よ
う
だ
。
古
器
の
牧
厳
家
と
し
て
は
『
鐘
鼎
款
識
』
の

朱
子
が
信
頼
し
た
同
好
の
士
に
王
厚
之
(
乾
道

二
六
六
年
進
土
〉
と
い
う
人
が
い
る
。



著
が
あ
り
、
石
刻
に
つ
い
て
は
『
復
策
碑
録
』
と
い
う
カ
タ
ロ
グ
荷
作
っ
て
い
る
。
後
者
は
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
先
掲
の
『
賓
刻

叢
編
』
に
も
碑
録
か
ら
四
百
傑
あ
ま
り
の
引
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
嘗
時
の
権
威
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

し
か
し
、
宋
人
に
と
っ
て
の
厚
之
と
は
何
と
い
っ
て
も
「
蘭
亭
の
人
」
で
あ
っ
た
。
蘭
亭
の
中
で
も
嘗
時
「
天
下
第
ご
と
評
さ
れ
た
の
が

「
定
武
本
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
が
、
問
題
は
北
宋
末
の
有
数
の
美
術
牧
集
家
欝
紹
彰
が
自
ら
の
蔵
品
の
債
値
を
高
め
る
べ
く
石
か
ら
五

(

日

)

字
を
依
損
さ
せ
た
と
か
、
石
を
盗
ん
で
代
わ
り
に
ニ
セ
モ
ノ
を
世
上
に
流
通
さ
せ
た
と
の
風
評
が
纏
わ
り
つ
い
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
五
字

が
依
け
て
い
る
か
ら
こ
れ
ぞ
定
武
本
で
あ
る
謹
援
だ
、
イ
ヤ
そ
れ
以
前
の
五
字
未
依
本
の
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
ヤ
レ
肥
本
が
本
物

だ
、
痩
本
の
持
つ
味
わ
い
は
他
に
儲
買
え
が
た
い
、
と
そ
れ
は
も
う
や
か
ま
し
い
議
論
が
あ
司
た
の
で
あ
る
。
王
厚
之
は
そ
う
し
た
議
論
の
中
で

(
お
〉

『
遂
初
堂
書
目
』
の
尤
裏
(
一
一
一
一
四
|
九
一
ニ
)
と
と
も
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
擢
威
で
あ
っ
た
。
朱
子
も
ま
た
百
種
取
り
揃

(

げ

〉

そ
こ
に
附
け
ら
れ
た
陸
滋
(
一
一
一
一
五
|
一
二
O
九
〉
ら

え
て
い
た
と
い
う
厚
之
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
蘭
亭
序
を
借
り
受
け
て
い
る
が
、

(

日

〉

マ
ニ
ア
た
ち
の
数
多
く
の
蹴
語
を
見
て
控
え
め
な
感
想
を
記
し
て
い
る
。

蘭
亭
熱
は
世
代
を
追
う
ご
と
に
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
?
た
。
陸
携
の
甥
っ
子
で
『
回
文
類
家
』
の
編
者
で
も
あ
る
桑
世
昌
は
王
厚
之
の
息
子

- 91-

か
ら
父
親
の
臓
品
を
借
観
す
る
な
ど
し
て
目
を
肥
や
し
て
『
蘭
亭
博
議
』
と
い
う
本
を
出
し
、

進
士
)
が
こ
れ
を
自
己
流
に
刈
り
込
み
(
嘉
定
十
七
、
一
二
二
四
年
序
〉
、

『
史
略
』
の
高
似
孫
(
淳
隈
十
一
、

一
一
八
四
年

さ
ら
に
次
世
代
の
食
松
は
『
蘭
亭
績
考
』

(
淳
祐
二
、

一
二
四
二
年
序
)
を

著
す
。

『
績
考
』
に
並
ん
で
い
る
蘭
亭
各
本
に
附
さ
れ
た
敏
文
を
眺
め
る
と
、
有
名
ど
こ
ろ
が
殆
ど
雁
首
を
揃
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
蘭
亭
熱
の
有
り
様
を
能
癖
に
語
っ
て
く
れ
る
一
人
が
朱
子
の
誼
議
を
父
に
代
わ
っ
て
作
り
一
躍
文
名
を
高
め
た
後
村
劉
克
荘
(
一

一
八
七
|
一
二
六
九
〉
で
あ
っ
た
。
彼
は
食
松
か
ら
じ
き
じ
き
に
蘭
亭
の
善
本
を
入
手
し
た
の
を
始
め
と
し
て
諸
本
の
牧
集
に
情
熱
を
注
ぎ
込
ん

(

印

〉

だ
。
修
業
の
甲
斐
あ
っ
て
そ
の
鑑
定
眼
に
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
友
人
た
ち
の
所
顕
品
に
し
き
り
に
肢
を
書
く
よ
う
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
中
で
員
贋
・
優
劣
を
遠
慮
舎
緯
な
く
述
べ
て
お
り
、
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
窺
わ
せ
る
。
た
と
え
ば
長
年
の
盟
友
林
希
逸
の
持
つ
あ
る
一
本
に
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つ
い
て
「
定
武
石
が
消
え
た
の
ち
、
贋
物
が
横
行
し
て
い
る
中
で
こ
い
つ
は
賞
に
貴
重
だ
」
と
言
っ
た
か
と
思
う
と
、
別
の
一
本
に
劃
し
て
は
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(

勾

)

「い
ま
士
大
夫
の
家
臓
品
や
都
城
の
本
屋
が
買
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
醇
氏
の
す
り
か
え
本
で
話
に
な
ら
な
い
」
と
切
り
捨
て
る
。
武
人
韓
世

(

幻

〉

忠
が
、
入
手
し
た
硬
黄
本
を
「
逸
少
の
員
蹟
」
と
思
い
込
ん
で
(
貸
は
高
宗
の
皇
后
の
臨
書
〉
高
宗
に
献
じ
た
と
い
う
笑
い
話
は
論
外
と
し
て
、
後

村
に
限
ら
ず
南
宋
人
の
書
い
た
も
の
を
眺
め
て
い
る
と
、
蘭
亭
を
語
る
こ
と
が
士
大
夫
社
舎
へ
の
参
入
篠
件
だ
司
た
の
で
は
、

と
ま
で
思
え
て

く
る
。蘭

亭
の
つ
い
で
に
も
う
少
し
後
村
の
お
喋
り
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

同
じ
く
王
義
之
に
援
す
る
「
楽
毅
論
」
。

蘭
亭
の
焦
離
が
五
字
紙
に

あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
依
落
の
あ
る
な
し
が
問
題
に
さ
れ
た
。

そ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
海
の
字
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
と
、
全
部
揃
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
世
上
で
は
「
止
海
字
本
」
が
善
木
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

コ
レ
ク
タ
ー
は
大
事
に
抱
え
こ
ん
で
い
る
が

残
念
な
の
は
完
全
本
で
な
い
こ
と
だ
。

陳
広
が
五
百
鎮
で

「
都
下
の
常
買
人
」

か
ら
一
字
の
依
け
も
な
い
も
の
を
入
手
し
て
「
こ
れ
ぞ
古
人
の
全
容
を
幼
併
と
さ
せ
る
」
と
大
喜
び
し
て

い
た
が
、

(

幻

)

彼
は
元
一
柘
年
開
に
出
た
「
績
閣
帖
」
の
な
か
に
全
木
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
の
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

- 92ー

「
績
閣
帖
所
牧
の
全
本
の
由

(
m
ω
)
 

来
を
知
ら
ぬ
」
と
言
い
添
え
て
い
た
が
、
恐
ら
く
そ
れ
が
「
待
詔
経
生
の
輩
の
臨
書
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

朱
子
は
か
つ
て
あ
る
「
祭
毅
論
」
を
一
市
さ
れ
た
時
、
沈
括

・
尤
衰
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
石
が
北
宋
の
か
な
り
早
い
段
階
で
断
片
と
化
し
、
文

字
の
方
も
模
糊
と
な
司
た
筈
な
の
に
、
あ
ま
り
に
そ
の
拓
本
が
く
っ
き
り
と
鮮
明
で
あ
る
こ
と
を
訪
し
ん
だ
後
、

そ
の
こ
と
を
嘗
時
有
数
の
書
家
で
あ
っ
た
陳
誌
(
一
一
七
一

l
一
二
三

O
〉
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、

完
全
本
へ
の
強
い
希

求
に
目
が
肱
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

(

処

〉

『
賓
刻
叢
編
』
の
中
に
も
嘗
然
「
繁
毅
論
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
擢
威
と
し
て
引
か
れ
る
の
は
や
は
り
王
厚
之
だ
っ
た
。
井
戸
の
中

か
ら
幽
霊
な
ら
ぬ
秘
石
が
出
で
き
た
り
、
幻
の
完
全
本
が
出
て
く
る
時
空
聞
を
「
地
世
年
行
、
畑
然
と
し
て
目
に
在
ら
し
む
る
」
よ
う
に
秩
序

だ
て
て
く
れ
る
カ
タ
ロ
グ
が
あ
り
が
た
が
ら
れ
る
所
以
だ
が
、
後
村
の
友
人
所
識
の
一
本
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
は
よ
い
も
の
で
あ
る
に
も
開

(
お
)

わ
ら
ず
、
そ
れ
に
附
け
ら
れ
た
厚
之
の
肢
の
方
が
傑
物
で
、
本
物
の
目
利
き
な
ら
ば

「権
威
の
保
護
」
そ
の
も
の
の
員
贋
の
剣
定
能
力
を
も
問



わ
れ
る
世
界
が
そ
こ
に
は
あ

っ
た
。

牧
集
家
に
と
っ
て
堪
え
ら
れ
な
い
も
う
一
つ
の
劃
象
が

コ
浮
化
閣
帖
」
で
あ
る
。

王
義
之
に
比
べ
れ
ば
、
歴
史
の
重
み
と
い
う
貼
で
は
初
手

か
ら
に
し
て
北
宋
初
の
待
詔
風
情
の
模
刻
に
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、

と
言
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
。
都
合
の
い
い
こ
と
に
「
葎
帖
」

「
締
帖
」

「
武
岡
帖
」
等
々
集
め
だ
し
た
ら
切
り
が
な
い
ほ
ど
テ
キ

ス
ト
は
多
く
、
血
道
を
あ
げ
る
の
に
も
っ
て
こ
い
で
あ
る
。

近
人
多
く
は
閣
帖
を
識
ら
ず
、

某
の
家
は
某
本
を
珍
蔵
し
、

或
る
ひ
と
は
高
債
を
用
い
て
某
本
を
得
し
も
皆
員
に
あ
ら
ざ
る
も
の
な

り

〈お〉

後
村
は
こ
う
決
め
つ
け
た
後
、
自
ら
の
探
求
歴
を
語
り
だ
す
。
出
護
黙
は
弟
か
ら
貰
っ
た
在
遣
の
『
淳
化
閣
帖
排
記
』
で
あ
る
。
著
者
は
朱
子

(

幻

〉

の
縁
者
筋
に
あ
た
り
、
夫
子
か
ら
天
下
第
一
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
お
墨
附
き
を
貰
っ
て
い
る
。

『
鉾
記
』
の
記
述
と
一
致
す
る
本
物
探
索
の
援
が

始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
断
片
的
に
は
見
つ
か
っ
て
も
道
中
常
に
播
行
す
る
書
僅
は
な
か
な
か
一
杯
に
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
二
十
年
が
経
っ
て
し
ま

- 93一

っ
た
と
こ
ろ
で
幸
運
が
舞
い
込
ん
で
き
た
。
北
宋
末
の
有
名
な
コ
レ
ク
タ

1
李
建
の
臓
品
と
稽
す
る
十
巻
も
の
を
入
手
で
き
た
の
で
あ
る
。
巻

ご
と
に
所
臓
印
が
念
入
り
に
押
し
て
あ
る
し
、
李
廷
珪
墨
が
使
わ
れ
て
い
る
な
ど
『
排
記
』
の
記
載
と
一
々
合
致
す
る
。
間
違
い
あ
る
ま
い
と

曾
子
三
千
楕
の
大
枚
を
叩
い
て
入
手
し
た
。
そ
の
倫
悦
を
濁
り
占
め
し
て
お
い
て
贋
物
を
摺
ん
で
嬉
々
と
し
て
い

る
連
中
〈
こ
の
場
合
で
あ
る
な

ら
後
村
の
同
郷
の
枚
集
家
た
ち
)
を
横
目
で
見
な
が
ら
ニ
ヤ
リ
と
し
て
い
て
も
よ

か
っ
た
し、

現
に
ど
う
い
う
思
惑
か
『
排
記
』
を
贋
め
ぬ
方
が

ょ
い
と
言
う
者
が
あ

っ
た
。

(
お
)

る。

し
か
し
、

「
敢
え
て
濁
善
せ
ず
、

人
に
逢
え
ば
必
ず
こ
れ
を
告
げ
た
」
と
後
村
は
わ
ざ
わ
ざ
啓
蒙
を
買
っ
て
で

こ
の
よ
う
に
書
に
つ
い
て
は
満
幅
の
自
信
を
有
す
る
彼
だ
が
、
董
の
方
に
は
柳
か
心
許
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
だ
。

直
鴻
草
堂
園
。
方
惜
の
珍
蔵
品
。
童
の
方
は
お
く
と
し
て
添
え
ら
れ
た
十
志
に
誤
字
が
多
い
。

が
、
こ
れ
は
氷
に
引
き
ず
ら
れ
た
か
ら
で
荘
子
に
こ
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。

「
疑
氷
」
を
「
凝
氷
」
と
書
い
て
い
る

479 

大
い
に
強
う
ベ
し
だ
。

(
m
m
)
 

楊
凝
之
〉
の
肢
も
周
盆
公
(
必
大
)
の
肢
も
僑
物
、
鄭
編
集
の
と
こ
ろ
に
あ
る
絹
本
も
ま
た
し
か
り
だ
。

揚
風
子
(
五
代
の
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唐
代
の
有
名
な
臆
者
直
鴻
の
草
堂
圃
は
北
宋
末
か
ら
し
き
り
に
題
、
詠
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
一
本
が
蓋
北
園
立
故
宮
博
物
院

(

初

〉

に
藤
さ
れ
て
い
る
。
故
宮
臓
品
に
も
二
百
年
を
隔
て
た
楊
凝
之
(
九
四
七
年
)
と
周
必
大
(
二
九
九
年
〉
の
雨
肢
が
き
ち
ん
と
並
ん
で
い
る
。

伯
時
の
臨
せ
る
韓
幹
の
馬
。
前
に
元
中
(
李
沖
元
)
が
杜
甫
の
讃
を
書
き
つ
け
、

後
に
伯
時
が
自
践
を
書
い
て
い
る
。

元
中
の
小
措
は
嘗

時
で
も
有
名
で
、
伯
時
の
行
書
は
諸
帖
の
中
に
散
見
す
る
。
こ
の
軸
物
の
字
と
比
べ
て
み
る
と
、

ぴ
っ
た
り
同
じ
。
字
が
員
な
ら
霊
も
本

物
に
き
ま
っ
て
い
る
。
伯
時
は
絹
に
描
か
な
い
し
、
絵
の
具
を
使
わ
な
い
か
ら
蟹
だ
と
文
句
を
つ
け
る
手
合
い
が
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の

重
に
関
し
て
言
う
な
ら
、
韓
幹
に
出
来
る
だ
け
近
づ
こ
う
と
し
て
霊
材
も
そ
れ
に
臆
じ
て
選
ん
だ
だ
け
の
こ
と
、
こ
れ
で
紙
に
水
墨
な
ら

(
幻
〉

伯
時
で
あ
る
こ
と
に
文
句
は
な
か
ろ
う
が
。

重
材
を
問
題
に
し
て
李
公
麟
作
を
疑
う
見
解
に
劃
し
て
後
村
は
筆
跡
鑑
定
の
方
か
ら
友
人
の
臓
品
を
捧
護
す
る
。
こ
の
雨
践
で
問
わ
れ
て
い
る

の
は
給
霊
そ
の
も
の
の
質
で
は
な
く
、
政
文
で
あ
り
、
萱
材
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

「
草
堂
闘
」
を
権
威
づ
け
る
役
回
り
を
背
負
わ
さ
れ
た
周

網
は
長
い
こ
と
時
聞
が
経
つ
と
け
ば
立
っ
て
き
て
、
腕
の
い
い
職
人
で
な
け
れ
ば
補
修
不
能
な
の
に
、

こ
の
重
の
絹
は
新
日
間
同
然
だ
と
い
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必
大
三
三
二
ハ
|
一
二

O
四
)
は
前
出
の
コ
レ
ク
タ

l
在
遼
所
臓
の
果
重
の
一
本
に
つ
い
て
、

う
者
が
い
る
。

(
位
)

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
蘇
舜
欽
や
東
放
の
筆
跡
を
は
じ
め
有
名
人
の
践
語
が
軸
を
埋
め
量
く
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
逸
品
と
い
え
る

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。

呉
董
の
本
物
が
四
百
年
後
に
そ
う
そ
う
残
っ
て
い
る
筈
も
な
い
こ
と
は
分
か
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
米
帝
で
す
ら
異
品
は
四
本
し
か
見
て

〈

お

)

い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

古
人
は
遠
い
存
在
だ
。
曹
不
興
や
呉
道
子
ら
近
世
の
人
で
さ
え
一
筆
も
見
ら
れ
ぬ
の
に
、

ま
し
て
や
顧
佳
之

・
陸
探
微
な
ど
何
を
か
い
わ

(
鈍
)

と
言
い
、
李
成
・
菰
寛
と
い
っ
た
ま
だ
身
近
な
と
こ
ろ
で
勝
負
す
る
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
至
極
ま
司
と
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
口
に
出
さ
ね
ば

ん
や
だ
。



な
ら
ぬ
の
が
寅
情
だ
っ
た
し
、
後
村
が
一
人
の
友
人
に
つ
い
て
「
顧
・
陸
か
ら
唐
宋
の
名
手
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
目
利
き
は
ま
ず
誤
る
こ
と

(
お
〉

が
な
か
っ
た
」
と
評
し
た
時
、
そ
う
で
な
い
牧
蔵
家
が
殆
ど
だ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
米
土
巾
や
周
必
大
・
後
村
の
よ
う
に
参
照
す
ベ

き
輿
件
を
多
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
内
容
か
ら
作
品
を
鑑
定
し
う
る
者
は
更
に
ほ
ん
の
一
握
り
に
過

r
h
:
、。

ミ》

C
チ
九
、

v

か
た
ち
へ
の
志
向
、

そ
れ
は
政
文
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
記
述
形
態
を
取
る
も
の
だ
と
い
う
の
は
嘗
た
ら
な
い
。
書
董
に
や
た

(
お
〉

と
り
わ
け
北
宋
末
に
始
ま
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば

ら
に
駿
文
を
附
け
る
よ
う
に
な
る
の
が
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
、

な
ら
な
い
。

な
ら
ば
、

コ
レ

ク
タ
l
た
る
も
の
、
作
品
の
本
質
よ
り
も
周
逢
部
に
つ

い
て
の
研
績
を
積
む
べ
き
な
の
か
。
た
し
か
に
後
村
は
「
閣
帖
」
の

李
廷
珪
墨
を
、

「
李
建
国
書
」
印
を
強
調
し
て
い
る
し
、
近
世
諸
公
の
蹴
文
な
ら
比
較
材
料
も
豊
富
で
、
有
力
な
剣
定
基
準
に
な
る
。

- 95ー

「
草
堂
園
」
の
政
文
が
贋
物
と
い
う
の
は
分
か
り
ゃ
す
い
が
、
政
文
が
員
、
本
瞳
が
贋
と
い
う
代
物
が
あ
る
か
ら
厄
介
で
あ
る
。

(
日
出
)

米
士
巾
は
本
物
に
つ
い
た
古
肢
を
切
り
取
っ
て
贋
物
に
く
っ
つ
け
て
そ
れ
ら
し
く
見
せ
る
手
口
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
書
童
の
ラ
ン
ク
や
自

(

お

)

ら
古
賢
を
模
作
し
た
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
こ
れ
の
印
を
押
し
て
い
る
と
述
べ
て
、
親
切
に
も
鑑
定
指
南
を
興
え
て
い
る
。
自
ら
の
「
権
威
」
が

し
か
し
、

濫
用
さ
れ
て
い
る
事
態
に
黙
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
室
酉
史
』
に
は
そ
う
し
た
モ
ノ
の
員
贋
を
め
ぐ
る
言
設
が
あ
ち
こ
ち
に
轄
が

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
浮
か
び
上

(

羽

〉

が
っ
て
く
る
の
は
彼
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
「
好
事
者
と
賞
鑑
之
家
と
は
二
等
た
り
」
と
い
う
構
園
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
の
『
重
史
』

「
賞
鑑
之
家
」
の

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
た
る
老
米
は
友
人
の
王
説
ら
牢
ば
給
輩
。ブ
ロ
ー
カ
ー
と
化
し
て
い
た
連
中
に
し
て
や
ら
れ
る
「
好
事
者
」
を
正
し
く
暦
蒙
し
て

や
ろ
う
と
す
る
(
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
「
賞
鑑
之
家
」
が
共
犯
関
係
、
ま
た
は
重
な
り
合
う
こ
と
に
や
や
こ
し
き
が
あ
る
の
だ
が
〉
。

し
か
し
、
北
宋
末
の
段
階
で
は
秘
府
の
作
品
寡
占
と
い
う
朕
況
も
あ
っ
て
、

『
重
史
』

『書
史
』
の
世
界
は
さ
ほ
ど
庚
が
り
を
持
た
な
い
。
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そ
れ
が
解
瞳
さ
れ
た
南
宋
に
な
る
と
、

正
し
く
指
南
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
「
好
事
者
」
は
盆
々
増
え
て
く
る
。
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『
洞
天
清
総
集
』
の
出
現
は
(
嘗
時
ど
れ
だ
け
の
讃
者
を
持
っ
た
か
は
別
に
し
て
)
そ
う
し
た
事
態
に
腔
え
る
も
の
だ
司
た
。

(
川
叫
〉

大
夫
の
趣
味
生
活
の
確
立
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
青
木
正
見
ら
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
お
馴
染
み
の
書
物
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
蘭
亭

青
銅
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
テ
ム
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

宋
代
に
お
け
る
士

や
繁
毅
論

・
閣
帖
へ
の
言
及
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、

霊
や
怪
石
、

硯

琴

し
か
し
、
こ
の
本
の
性
格
は
そ
れ
ら
の
趣
味
に
劃
す
る
描
蓄
を
傾
け
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
い
ち
い
ち
が

「
O
O緋
」
と
い
う
表
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

要
す
る
に
員
贋
鑑
定
の
手
引
き
書
で
あ
っ
た
。

蛍
書
の
誼
み
ど
こ
ろ
は
贋
物
つ
く
り
の
技
法
の
紹
介
部
分
に
あ

る
。
た
し
か
に
、
素
材
や
践
女
な
ど
作
品
の
周
溢
部
は
一
核
心
部
の
値
踏
み
に
有
力
な
援
軍
と
な
り
う
る
が
、

い
っ
そ
れ
に
裏
切
ら
れ
ぬ
と
も
限

、，
h

、、
o

pvJ
ι
L
 

硬
黄
紙
。
唐
人
が
経
典
を
寓
す
の
に
使
用
。

黄
葉
で
染
め
る
の
は
虫
除
け
の
魚
。

滑
ら
か
で
光
津
が
あ
る
の
で
書
を
よ
く
す
る
者
は
愛

(
H
U
)
 

用
。
い
ま
世
に
「
二
王
員
蹟
」
と
さ
れ
る
も
の
に
こ
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
嘗
然
唐
人
の
模
本
で
あ
る
。

韓
世
忠
が
こ
れ
を
讃
ん
で
い
た
ら
待
て
よ
と
思
司
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

さ
ら
に
裏
の
裏
を
か
く
技
法
が
設
達
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
だ
け

- 96ー

を
笑
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

書
の
模
刻
は
複
製
襲
術
の
濫
腸
で
あ
り
、
給
童
と
て
『
洞
天
清
総
集
』
の
「
古
董
排
」
を
見
れ
ば
再
生
産
が
た
や
す
く
思
え
て
く
る
。
政
文

の
使
い
よ
う
で
一
の
も
の
が
こ
に
も
三
に
も
な
る
。
そ
う
し
た
世
界
の
中
で
モ
ノ
の
員
贋
の
境
界
線
が
ぼ
や
け
、

そ
も
そ
も
何
を
員
贋
と
す
る

の
か
も
定
か
で
な
く
な
り
は
じ
め
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

そ
ん
な
な
か
で
「
員
」
を
言
い
つ
の
っ
て
世
界
を
測
る
物
差
し
な
ぞ
一
顧
だ
に
し
な
い

単
細
胞
も
い
る
。

一
方
、
啓
蒙
家
の
身
振
り
の
下
に
フ
ェ
イ
ク
の
快
感
を
忍
び
込
ま
せ
て
い
る
複
雑
な
分
子
も
あ
る
。
そ
し
て
と
り
あ
え
ず
啓

蒙
家
に
つ
い
て
い
く
よ
り
仕
方
な
い
と
思
い
定
め
た
卒
九
で
生
真
面
目
な
ひ
と
た
ち
。
こ
う
し
た
構
聞
は
趣
味
の
世
界
に
お
い
て
は
至
極
あ
た

り
ま
え
の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
に
つ
い
て
は
い
ま
し
ば
し
解
答
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。



贋
物
に
踊
さ
れ
て
も
生
き
死
に
の
問
題
に
ま
で
は
至
ら
な
い
。
牧
集
家
の
世
界
で
微
細
な
差
異
を
争
う
前
に
、

よ
り
段
差
の
き
つ
い
階
梯
を

人
は
昇
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
奉
子
の
業
」
を
戦
い
ぬ
く
テ
ク
ネ
ー
が
何
よ
り
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

(

必

)

一
)
の
名
が
冠
さ
れ
た
『
東
莱
先
生
分
門
詩
律
武
庫
』
は
自
ら
を

「詩
戦
の
具
」
と
定
義
す
る
。

腕
沙
で
出
版
さ
れ
る
呂
兄
の
著
述
は
員
僑
相
牢
ば
し
て
い
る
。
浮
き
世
離
れ
し
た
私
で
は
、
と
て
も
で
は
な
い
が
利
に
逸
る
本
屋
の
所
業

(

日

制

)

を
押
さ
え
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
み
じ
く
も
呂
租
謙
(
二
三
七
l
八

と
朱
子
が
盟
友
の
死
後
に
苦
々
し
く
語
っ
て
い
る
が
、

『
十
七
史
詳
節
』
を
は
じ
め
と
し
て

「
東
莱
先
生
」
の
看
板
を
掲
げ
る
科
奉
用
数
本

が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(
斜
〉

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
し
、
す
べ
て
が
ニ
セ
モ
ノ
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
大
半
が
信
託
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
書
坊
の
仕

業
と
切
っ
て
捨
て
る
に
は
「
東
爽
先
生
現
象
」
は
徐
り
に
大
き
い
。
そ
れ
は
「
金
華
撃
波
」
と
い
う
こ
と
ば
で
は
到
底
括
り
え
な
い
代
物
で
あ

『
武
庫
』
と
同
系
の
名
前
を
持
つ
『
精
騎
』
に
つ
い
て
は
口
口
組
謙
自
身
が
文
責
の
あ

- 97ー

っ
た
。そ

の
中
で
一
躍
先
生
の
作
と
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
『
古
文
閥
鍵
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
看
古
文
要
法
」
「
看
韓
文
法
」
「
看
柳
文
法
」

「
論
作
文
法
」
と
い
っ
た
直
裁
的
な
見
出
し
が
並
び
、

蘇
東
披
の
文
章
を
模
範
に
す
る
な
ら
そ
の
意
を
用
い
る
べ
き
で
、
文
を
員
似
れ
ば
飽
き
ら
れ
て
し
ま
う
。
多
く
の
人
が
讃
ん
で
い
る
か
ら

(

必

)だ。

と
い
っ
た
あ
け
す
け
な
謹
書
・
作
文
の
法
が
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
目
録
に
「
呂
組
謙
評
」
と
あ
る
横
に
「
建
安
奈

(

必

〉

文
子
註
」
と
見
え
る
二
番
手
の
男
の
方
で
あ
る
。
こ
の
人
物
、
圏
境
を
越
え
て
金
人
元
好
問
(
一
一
九
O
l
一
二
五
七
)
の
目
に
も
鰯
れ
後
世
ま

(

円

引

)

(

泊

四

)

で
生
命
力
を
保
っ
た
『
陸
朕
元
資
治
遁
鑑
詳
節
』
の
う
ち
の
一
本
に
も
校
正
者
と
し
て
名
を
列
ね
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
ち
ら
の
看
桓
の
方
は

483 



484 

「
朕
元
」
に
し
て
は
正
瞳
が
あ
や
ふ
や
で
場
屋
に
お
け
る
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
で
な
ん
と
か
穏
続
に
有
り
つ
い
た
人
と
い
う
の
が
貫
態
ら

(ω) 

し
い
。

さ
て
、
こ
の

『
詳
節
』
に
も
ま
た
巻

一
に

「
論
看
通
鑑
法
」
が
据
え
ら
れ
る
が
、
質
は
こ
れ
ま
た
巴
粗
謙
の
「
讃
史
綱
目
」
を
そ
っ
く
り
頂

(
印
〉

戴
し
た
も
の
だ
っ
た
。
東
莱
先
生
の
み
で
は
な
い
。
こ
の
本
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
三
蘇

・
王
安
石

・
沼
租
百
円
と
い

っ
た
北
宋
人
、
さ
ら
に

近
く
は
胡
寅
(
一

O
九
八
l
二
五
六
)
・
林
之
奇
(
一
二
二
a
l
七
六
)
・
王
十
朋
(
一
二
二
七
一
〉

・
張
拭
(
一
一
一
一
一
一
一
一
l
八
O
γ
朱
子
と
い
っ

(

日

)

た
中
興
以
後
の
名
公
の
議
論
を
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
察
文
子
は
そ
の
他
に
も
こ
れ
ま
た
目
租
謙
が
ら
み
の
『
呂
氏
家
塾
増
注
三
蘇
文

(

臼

〉

(

臼

)

選
』
、
同
じ
く
建
安
の
人
亥
橿
(
二

「
朕
元
」

「
名
公
」
の
陰

に
か
く
れ
て
な
か
な
か
幅
康
い
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

臼

〉

や
は
り
建
安
に
お
い
て
『
詳
節
』
の
一
本
に
刊
行
者
と
し
て
か
か
わ
司
た
同
姓
の
本
屋
が
あ
っ
た
。
察
文
子
と
の
閥
係
は
分
か
ら
な
い
が
、

同
じ
く
「
察
氏
家
塾
校
正
」
に
な
る
仕
事
に
『
孫
仲
盆
内
簡
尺
臆
』
が
あ
ア
た
。

著
者
孫
観
(
一

O
八
一
ー
ー
一
一
六
九
〉
の
名
は
今
日
で
こ
そ
徐
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

(

日

)

る
者
こ
れ
を
賓
と
せ
ざ
る
な
く
、
以
て
持
式
と
な
す
」
と
の
護
行
人
の
う
た
い
文
句
に
は
多
少
眉
に
唾
し
で
か
か
ら
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
四
六

(

日

)

一
二
七
|
一
一
一

O
六
)
と
並
び
稿
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の

し
か
し

「
九
そ
其
の
片
紙

・
隻
字
の
人
聞
に
遺
落
せ

。0
0
3
 

の
分
野
に
お
い
て
東
披
涯
の
後
縫
者
と
し
て
楊
誠
粛
寓
里
(

誠
粛
に
つ
い
て
は
『
誠
粛
先
生
四
六
護
遺
膏
憩
』
と
い
う
木
が
や
は
り
出
版
さ
れ
、
本

・
績
・
別
の
三
集
が
出
て
い
る
が
、
す
べ
て
が
彼
の
作

品
と
い
う
の
で
は
な
く
、

(
貯
)

ぃ
。
梅
亭
に
つ
い
て
は
『
四
六
標
準
』
と
い
う
本
も
出
て
い
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
個
人
選
集
で
は
作
品
数
を
水
増
し
し
よ
う
と
し
て
も
限
度
が
あ
る
。
そ
こ
で
登
場
し
て
く
る
の
が
、
建
陽
の
書
庫
富
事
堂
説

堂
々
と
梅
亭
李
劉
(
嘉
定
元
、

一一一

O
八
年
進
士
)
の
作
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
し

混
ぜ
物
も
か
な
り
あ
る
ら
し

湾
賢
と
葉
査
と
い
う
人
物
が
組
ん
で
世
に
問
う
た
『
聖
宋
名
賢
五
百
家
播
芳
大
全
文
梓
』
二
九
O
年
序
〉
。
富
謬
堂
が
有
名
な
本
屋

(
日
山
)

で
あ
る
の
に
到
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
殆
ど
そ
の
事
績
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
書
物
が
好
許
を
博
し
た
せ
い
か
、
引
き
緩
い
て

〈
紹
隈
元
、
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『
聖
宋
名
賢
四
六
叢
珠
』
を
今
度
は
陳
彦
甫
と
い
う
本
屋
と
組
ん
で
出
し
て
い
る
(
慶
元
二
、
二
九
五
年
序
〉
。
さ
ら
に
二
年
後
同
じ
く
建
陽
の

(

印

)

劉
元
起
家
塾
刊
『
後
漢
書
』
の
校
正
者
の
中
に
も
姿
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
く
。

『
大
全
』
に
は
四
六
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
ス
タ
イ
ル
、
用
途
(
但
し
、
生
活
と
無
縁
な
「
論
」
は
む
ろ
ん
な
い
)
の
文
例
を
取
り
揃
え
、

「
五
百

(
用
語
集
〉

「
四
六
全
編
」

な
る
べ
く
讃
者
に
身
近
な
時
代
に
取
材
す
る
の
が
編
集
方
針
。
例
え
ば
、
巻
八
五
は

『
叢
珠
』
の
方
は
門
類
を
更
に
子
目
に
分
か
ち
、
「
総
説
」
を
掲
げ
た
後
、
「
故
事
」

「
四
六
摘
句
」
と
績
け
る
。
車
な
る
例
文
集
よ
り
一
歩
進
ん
だ
が
、
こ
れ
で
は
ま
だ
貫
戦
向
き
で
な
い
。

『
叢
珠
』
の
方
法
論
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
宋
末
の
「
一
網
打
壷
モ
ノ
」
の
一
般
『
新
編
通
用
啓
街
載

家
」
の
な
か
に
は
北
宋
人
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

す
べ
て
ま
だ
存
命
中
の
朱
子
の
尺
膿
に
嘗
て
ら
れ
る
。

『
大
全
』
の
用
途
の
贋
さ
、

〈

侃

)

江
網
』
。甲

集

巻
四

換
易
活
套
門
|
書
き
出
し
の
用
例
。
例
え
ば
「
官
俗
起
居
套
」
は
相
手
へ
の
呼
び
掛
け
用
語
集
。
必
ず
し
も
官
員
に
限
定

き
れ
ず
、
醤
者
・
術
者
に
及
ぶ
。

- 99ー

巻
五

巻
七
・
八

文
物
門
書
、
董
等
の
用
語
集
の
あ
と
、
法
帖
・
董
軸
の
贈
答
の
手
紙
例
。

襲
術
門
!
琴
・
棋
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
星
命
・
地
理
・
設
相
・
雑
劇
も
そ
こ
に
入
っ
て
く
る
。
風
水
を
み
て
も
ら
う

依
頼
朕
〈
例
|
「
遁
得
沙
形
、
雄
非
龍
耳
究
見
、
山
水
環
豪
、
少
憾
人
意
、
欲
漁
藻
鑑
、
試
一
観
之
」
〉
、

芝
居
の
招

待
賦
〈
「
優
人
撤
書
来
謁
、
未
完
賜
之
、
擬
就
下
合
、
以
義
自
呈
、
敢
屈
遇
此
一
翻
」
)
な
ど
。

丙
集

巻
一

l
四

婚
姻
門
|
親
族
同
士
(
世
婚
〉
、

二
度
目
(
再
醗
〉
な
ど
様
々
な
ケ

l
ス
が
あ
る
し
、
年
齢
も
気
に
な
る
(
晩
婚
)
。
そ

れ
ぞ
れ
の
蒋
櫨
に
つ
い
て
呼
ぶ
側
呼
ば
れ
る
側
壁
方
の
書
献
。
も
ち
ろ
ん
、
依
席
通
知
も
あ
り
。
附
録
で

は
あ
る
が
、

「
農
商
工
塞
」
の
人
々
の
場
合
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
牙
倫
の
女
が
工
匠
に
嫁
す
と

台、
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前
牢
の
内
容
は
ざ
っ
と
こ
う
し
た
も
の
で
、
以
下
、

丁
集
|
巻
一

J
四

慶
誕
門
、

五
J
八

築
達
門
、
戊
・
己
集
|
仕
官
門
、
庚
・
辛
集
|
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慶
蕎
門
、

壬
集
喪
葬
門
・
:
と
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
績
く
。
最
後
の
笑
集
は
信
道
相
手
の
場
合
を
扱
う
。

ま
さ
に
雑
魚
一
尾
を
も
逃
す
ま

い
と
い
う
網
の
自
の
詰
み
具
合
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
少
し
前
に
出
た
『
新
編
四
六
質
苑
妙
語
』
も
こ
れ
ほ
ど
の
懇
切
さ
に
は
及
ば
ぬ
も
の
の
、
受
信
側
に
輿
え
る
数
果
を
計
算
に
入
れ

『
霊
園
林
清
話
』
以
来
、
宋
代
に
版
権
あ
り
ゃ
な
し
や
と
い
う
論
議
の
際
に
取
り
上
げ

(

臼

〉

ら
れ
る
訴
肢
に
『
方
輿
勝
覧
』
と
並
ん
で
海
賊
版
か
ら
の
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。

雨
書
の
護
行
人
覗
穆
が
四
六
(
『
方
輿
勝
覧
』
も
四
六
作
文
の
震
の
名
所
案
内
)
だ
け
で
な
く
、

た
方
法
論
を
説
い
て
、

か
な
り
評
剣
を
呼
ん
だ
ら
し
い
。

『
事
文
類
豪
』
の
編
纂
、

『
全
芳
備
租
』
の
校
正

と
、
類
書
界
に
お
け
る

E
魁
の

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
彼
は
序
文
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に

「朱
子
の
母
黛
」
で
あ

(

臼

〉
り
、
朱
子
の
母
祝
氏
が
夫
と
と
も
に
こ
の
地
に
や
っ
て
き
た
時
に
一
族
は
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
父
を
早
く
に
失
ア
た
穆
は
語
録
に
こ
そ
登

(

U
凹
〉

場
し
て
こ
な
い
が
、
弟
の
沫
と
と
も
に
晩
年
の
朱
子
の
側
近
く
に
あ
っ
た
。
弟
の
ほ
う
は
先
生
の
孫
の
鑑
と
協
力
し
て
晩
年
の
集
注
一
ア
ク
ス
ト

(

臼

)

を
公
刊
し
て
い
る
。

博
覧
の
弊
害
を
し
ば
し
ば
説
い
た
先
生
の
膝
元
で
育
ち
な
が
ら
兄
と
弟
は
別
の
道
を
歩
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
で
は
兄
は
先
生
の
数
え

-100ー

に
背
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
寅
際
、
類
書
の
編
者
た
ち
は
彼
に
限
ら
ず
、
博
覧
を
非
難
す
る
言
説
に
自
ら
が
決
し
て
無
神
経
で
は
な
い
こ
と
を
序

文
に
必
ず
盛
り
込
ん
で
い
さ
さ
か
後
ろ
め
た
く
思
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

最
近
の
ヒ
ル
デ

・
デ

・
ウ
ェ
l
ル
ト
氏
の
研
究
は
『
事
文
類
棄
』
に
加
え
て
『
古
今
源
流
至
論
』

『
群
書
考
索
』

『
玉
海
』
の
四
つ
を
取
り

上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
博
覧
主
義
と
朱
子
撃
的
知
の
緊
張
関
係
、

そ
し
て
前
者
が
後
者
と
い
か
に
折
り
合
い
を
つ
け
た
か
を
論
じ
た
。

四
つ
の
中

で
は
『
源
流
至
論
』
の
み
が
俸
統
的
な
類
書
と
違
っ
て

R2mgF円
、
な
構
成
を
取
り
、
博
覧
を
排
除
す
る
が
凶
己

5
2凡
な
傾
き
の
あ
る
朱
子

撃
的
知
の
あ
り
か
た
を
ト
レ

ー
ス
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
あ
と
の
三
つ
は
結
局
の
と
こ
ろ
朱
子
の
存
在
を
他
の
皐
涯
か
ら
際
立
た
せ
る

(
白
山
)

こ
と
な
く
、
博
覧
の
一
環
に
組
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
整
理
が
そ
こ
で
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。

従
来
、
宋
代
の
類
書
の
研
究
者
た
ち
は
知
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
封
象
を
思
想
史
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い



た
。
何
せ
普
か
ら
あ
る
も
の
だ
し
、

せ
い
ぜ
い
「
奉
子
の
業
」
用
の
も
の
と
片
づ
け
る
こ
と
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
女
史
の
研
究

知
」
の
枠
組
み
の
中
へ
浸
潤
し
て
い
く
様
相
を
観
察
し
よ
う
と
し
た
。

は
思
想
史
(
と
い
う
よ
り

Z
S
2
2
Z曲目

F
2
8
4
と
い
う
言
葉
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
が
〉
の
封
象
と
し
、

し
か
し
、
そ
れ
が
本
嘗
に
「
停
統
・
保
守
的
」
な
も
の
な
の
か
は
必
ず

朱
子
撃
的
知
が
「
停
統
的
な

し
も
検
註
さ
れ
て
い
な
い
し
、

た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
「
停
統
」
が
普
及
す
る
事
態
の
新
し
さ
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
六
に
つ
い
て
も
同
じ
事
が
言
え
る
。

古
文
運
動
以
来
、
文
章
の
奮
格
は
饗
わ
っ
た
。
然
し
、
制
詰
や
表
啓
は
相
獲
わ
ら
ず
四
六
で
い
く
よ
り
な
か
っ
た
。
古
文
涯
の
領
袖
た
ち

だ
っ
て
腕
を
揮
っ
て
取
り
組
ん
だ
ほ
ど
だ
。
こ
の
こ
と
は
宋
代
を
遁
じ
て
襲
わ
ら
な
か
っ
た
。
土
大
夫
は
試
験
の
時
に
は
時
文
に
精
を
出

(
m
む

し
、
い
ざ
合
格
し
た
ら
こ
ん
ど
は
四
六
の
修
業
に
勘
む
。

遺
民
の

一
人
は
宋
一
代
の
文
撃
の
あ
り
か
た
を
ク
ー
ル
に
こ
う
総
括
し
て
い
る
。

古
文
涯
が
四
六
の
空
虚
を
排
撃
し
て
既
に
長
い
時
聞
が
経

(

伺

〉

っ
。
そ
れ
で
も
な
お
『
裁
江
網
』
に
掬
い
取
ら
れ
た
同
時
代
人
の
ひ
と
り
後
村
は
何
よ
り
四
六
の
作
文
能
力
を
自
慢
に
し
て
い
た
。
四
六
は
土

し
か
し
、
問
題
は
こ
う
し
た
「
四
六
モ
ノ
」
が
衣
か
ら
衣
へ
と
出
て
き
た
事
態
に
あ
る
の

大
夫
の
生
活
に
必
須
の
テ
ク
ネ
ー
で
あ
り
績
け
た
。

-101ー

だ。一
慶
誕
門
を
例
に
と
れ
ば
、

テ
ク
ネ
ー
へ
の
要
求
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
ほ
ど
『
詩
律
武
庫
』
な
る
書
物
に
少
し
燭
れ
た
が
、
こ
れ
は
巻

ま
ず
「
天
上
石
朕
麟
」
と
い
う
目
が
立
て
ら
れ
、
出
典
の
『
南
史
』
徐
陵
俸
の
母
の
故
事
を
あ
げ
、
さ
ら
に
そ
れ

を
用
い
た
杜
甫
の
詩
を
添
え
る
と
い
う
車
純
な
得
物
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
詩
を
道
具
と
し
て
、
作
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
モ
ノ
と
し
て
扱
う
こ
と
の
意
味
は
考
え
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

東
披
の
編
年
を
試
み
る
詩
史
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
頃
に
「
分
門
纂
類
」
が
こ
の
分
野
に
も
登
場
す
る
。
そ
の
分
類
が
有
名
詩
人
個
々
に
闘

一
方
で
杜
甫
や

し
て
で
も
な
く
、
詩
型
に
よ
る
も
の
で
も
な
く、

「
時
令
門
|
春
類
探
春
目
」
と
い
司
た
風
に
完
全
に
名
詩
僻
典
と
化
し
た
も
の
が
『
分
門

一
躍

「後
村
先
生
編
集
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
存
の
も
の
に
は
序
文
も
つ
い
て
い
な
け
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纂
類
唐
宋
時
賢
千
家
詩
選
』
で
あ
る
。
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(

的

〉

れ
ば
、
後
村
の
文
集
に
も
出
て
こ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
室
の
風
流
人
組
孟
査
が
序
文
(
威
淳
元
、

(

初

)

年
)
を
寄
せ
て
い
る
『
分
門
纂
類
唐
歌
詩
』
が
傍
ら
に
位
置
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
に
は
道
具
の
使
い
方
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

一
二
六
五

こ
の
書
物
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

「家
法
」
、

「詩
法
」
、
な
ど
と
い
う
名
稽
が
示
す
よ
う
に
、
車
に
唐
詩
を
選
ん
で
牧
め
た
と
い
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の
「
法
」

H
原
理
、
規
範
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
貼
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
全
一
瞳
を
単
に
三
つ

の
形
式
に
分
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
つ
い
て
、
表
現
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
作
品
を
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
、

(

冗

〉

お
そ
ら
く
こ
の
書
物
以
前
に
は
例
の
な
い
も
の
で
、
編
者
周
弼
の
濁
創
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

淳
一
柘
年
聞
に
江
湖
涯
の

一
人
周
弼
が
編
ん
だ
『
三
瞳
詩
』
に
射
す
る
村
上
哲
見
氏
の
解
説
は
そ
の
出
現
の
事
件
性
を
過
不
足
な
く
言
い
表
わ
し

「
貫
接
」

「
用
事
」
:
と
い
司
た
項
目
の
も
と
に
作
品
を
分
類
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
彼
の
濁
創
と
い
っ
て
よ
い

も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
時
代
の
テ
ク
ネ
ー
へ
の
希
求
を
鐙
現
し
た
鋭
利
な

て
い
る
。

「
虚
接
」

『
論
事
縄
尺
』

(

η

)

 

事
新
編
糊
倣
文
章
百
段
錦
』
と
い
っ
た
文
章
を
格
に
よ
っ
て
分
類
し
た
工
具
書
の
同
時
代
現
象
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
詩
戦
の
具
」

と
い
っ
て
よ
く
、

『太
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こ
う
し
た
現
象
の
出
護
貼
に
「
母
子
の
業
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
買
で
あ
る
。

出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
肝
腎
な
の
は
む
し
ろ
そ
の
先
で
あ
る
。

「
東
莱
先
生
現
象
」
は
書
感
が
科
奉
と
い
う
舞
蓋
の
上
で
演

『
精
選
古
今
名
賢
佳
話
詩
林
庚
記
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
先
賢
の
詩
を

「
朱
文
公
云
」
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
つ
き
で
紹
介
し
、
さ
ら
に
陶

詩
な
ら
そ
れ
に
劃
す
る
東
披
の
和
詩
を
附
け
て
く
れ
る
と
い
っ
た
念
の
入
り
ょ
う
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ル
は
「
奉
子
の
業
」
用
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
文
章
軌
範
』
の
謝
坊
得
(
一
二
三
ハ
|
八
九
)
の
弟
子
で
も
あ
る
編
集
人
察
正
孫
の
序
文
(
歳
屠
維
赤
奮
若
U
己

丑
H

一
二
八
九
〉
が

「嬰
凱
焦
灼
の
後
、

〈
明
日
〉

賢
の
評
話
を
集
め
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
も
う
王
朝
は
替
わ
っ
て
科
奉
は
な
い
。

そ
れ
で
も
讃
者
は
こ
う
し
た
書
物
を
要
求
し
て
い
た
。
文
史
の
世
界
の
「
東
莱
現
象
」
に
封
し
て
詩
の
世
界
で
は
や
や
遅
れ
て
「
須
漠
現

母
子
の
業
を
棄
て
て
詩
の
道
に
打
ち
込
み
、
先
賢
の
詩
を
豊富
き
骨
局
し
て
は
子
弟
に
敬
え
、
併
せ
て
前



象
」
が
起
こ
る
。
高
津
孝
氏
が
論
じ
た
評
黙
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
劉
辰
翁
(
一
二
三
二
九
七
)
が
時
代
の
寵
児
と
し
て
登
場
し
て
い
た
。
察
も
劉

(
引
内
〉

も
い
わ
ば
遺
民
世
代
で
あ
る
。
従
っ
て
高
津
氏
も
こ
う
し
た
詩
の
流
行
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
内
向
」
と
捉
え
て
い
る
が
、
王
朝
鼎
革
期
の

事
象
を
と
り
あ
え
ず
「
遺
民
」
と
い
う
こ
と
ば
で
説
明
す
る
こ
と
は
彼
ら
の
言
読
の
畏
に
落
ち
込
む
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
事
態
の
す
べ
て
で

は
な
い
。
む
し
ろ
か
か
る
知
の
あ
り
か
た
は
も
は
や
奉
子
の
業
と
い
う
直
接
の
需
要
を
離
れ
て
土
大
夫
に
骨
が
ら
み
と
な
っ
て
ま
と
わ
り
つ
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

様
を
太
租
朝
以
下
の
「
名
臣
停
」

お
手
本
が
求
め
ら
れ
た
の
は
何
も
詩
文
の
分
野
に
限
ら
れ
な
い
。
『
皇
朝
仕
周
子
規
範
』
(
淳
照
三
、

〈

万

〉

「
皇
朝
名
臣
四
科
事
貫
」

「
粒
官
」

「
陰
徳
」

二
七
六
年
序
〉
。
模
範
た
る
士
大
夫
の
有
り

「
名
臣
言
行
録
」
以
下
百
種
の
文
献
よ
り
引
用
し
て
、
「
鋳
事
」

「
作
詩
」
の
各
門
の
下
に
ま
と
め
る
。
朱
子
編
『
名
臣
言
行
録
』
が
成
っ
た
の
が
わ
ず
か
三
年
前
の

「
皇
朝
類
苑
」

「
行
己
」

「
作
文
」

こ
と
だ
か
ら
嘗
時
と
し
て
は
な
か
な
か
ホ
γ
ト
な
書
物
で
あ
る
。
こ
の
い
さ
さ
か
説
教
臭
い
書
物
を
編
ん
だ
張
鎚
(
一
一
五
一
一
一
!
?
〉
が
、
青
木

-103-

正
見
「
宋
人
趣
味
生
活
の
二
典
型
」
の
中
で
『
山
家
清
供
』
の
著
者
林
洪
と
と
も
に
風
流
入
の
範
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
人
物
と
同

一
な
の

〈

沌

)

か
は
多
少
疑
問
が
な
く
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
名
前
が
趣
味
の
世
界
と
仕
事
の
世
界
を
結
び
つ
け
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
て
お
こ

〉
円
ノ
。

同
種
の
試
み
と
し
て
は
五
十
年
近
く
後
に
『
自
警
編
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
さ
ら
に
道
事
臭
が
加
味
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
『
仕
事

規
範
』
の
引
用
書
自
に
も
「
名
臣
」
が
並
ん
で
い
た
よ
う
に
、
南
宋
時
代
に
お
け
る
「
名
臣
」

「
名
賢
」
を
掲
げ
た
書
物
の
族
出
に
は
目
を
見

張
ら
さ
れ
る
。
本
稿
に
も
既
に
い
く
つ
か
姿
を
見
せ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
書
名
を
並
べ
て
み
よ
う
。

言
行
類
編
』

『
名
賢
氏
族
言
行
類
纂
』
(
章
定
編
、
嘉
定
二
、

(
刊
印
〉

『
名
臣
事
纂
』
(
葉
遁
編
〉
。
朱
子
『
言
行
録
』
も
そ
の
中
の
一
加
に
過
ぎ
な

〈

刊

は

〉

(

m

叩

)

ぃ
。
文
撃
に
お
い
て
も
「
名
賢
」
ば
や
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
て
き
た
が
、
『
新
刊
圏
朝
二
百
家
名
賢
文
梓
』
『
古
今
名
賢
歌
詩
押
韻
』
の
二

(
町
山
〉

例
追
加
。
歴
史
の
本
に
お
い
て
は
や
が
て
『
文
献
遁
考
』
に
お
い
て
完
成
態
を
み
る
「
増
入
名
儒
議
論
」
と
い
う
形
を
取
り
、
場
入
部
分
の
み

『
名
臣
碑
俸
碗
瑛
集
』
(
社
大
珪
編
、
紹
興
四

(

竹

川

)

(
鍾
売
品
臥
編
〉

一
一
一
二
四
年
序
〉

一二

O
九
年
序
〉

『
皇
朝
名
臣

『
皇
朝
名
臣
言
行
事
封
』

〈

寅

済

編

〉

489 
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(

位

)

を
一
本
に
ま
と
め
た
感
の
あ
る
『
名
賢
歴
代
各
論
』
も
あ
る
。
こ
れ
に
『
名
公
書
判
清
明
集
』
も
附
け
加
え
て
お
こ
う
か
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
坊
刻
の
も
の
も
多
く
、
素
性
が
一
番
確
か
な
『
名
臣
言
行
録
』
に
つ
い
て
も
旦
口
組
謙
に
そ
の
編
集
の
杜
撰
を
言
わ
れ
て
朱

(
問
山
)

子
が
反
論
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
書
物
の
つ
く
り
と
し
て
は
い
い
加
減
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、

「
名
臣
」

「
名
賢
」
そ
れ
も
大
瞳
に
お

い
て
本
朝
の
名
人
の
言
行
が
規
範
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
雄
需
に
物
語
る
事
象
で
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
個
々
の
名
前
は
無
化

さ
れ
る
。
人
は
そ
こ
か
ら
士
大
夫
が
い
か
に
行
動
し
、

い
か
に
詩
文
を
も
の
し
、

い
か
に
気
の
敷
い
た
議
論
を
吐
く
の
か
を
翠
ぶ
。
そ
れ
を
精

調
し
す
べ
て
を
賀
行
に
移
す
必
要
は
な
い
。
た
だ
、

る
、
も
の
の
、

士
大
夫
と
は
何
か
と
問
う
て
も
古
の
聖
賢
は
大
ま
か
な
方
向
性
を
指
し
示
し
て
く
れ
は
す

士
大
夫
を
現
買
に
生
き
る
テ
ク
ネ
ー
を
数
え
て
く
れ
は
し
な
い
の
に
劃
し
て
、
近
世
の
名
賢
は
一
躍
の
指
針
を
興
え
て
く
れ
る
。

こ
れ
ら
の
書
物
の
族
出
は
南
宋
時
代
に
お
い
て
土
の
範
型
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
へ
の
希
求
が
き
わ
め
て
強
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
裏

返
せ
ば
「
規
範
と
は
何
か
」
が
い
ま
だ
手
探
り
紋
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
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「
母
子
の
業
」
に
「
馬
己
の
撃
」
を
封
置
し
た
朱
子
は
先
に
み
た
よ
う
に
「
東
茶
先
生
現
象」

に
な
す
す
べ
も
な
い
「
閑
人
」
と
自
ら
を
卑

下
し
て
み
せ
た
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
ど
う
し
て
少
数
波
た
る

「
震
己
の
開
学」

の
宣
揚
の
震
に
こ
そ
戦
略
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
編
集
人

と
し
て
も
朱
子
は
嘗
代
一
流
だ
司
た
。
弟
子
ら
〈
の
書
簡
を
誼
む
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
主
題
は
撃
聞
に
闘
す
る
質
疑
膳
答
な
の
だ
が
、

そ
れ
と

と
も
に
彼
が
い
か
に
「
書
物
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
持

っ
て
い
た
か
が
分
か
る
。

「
的
と
し
て
舛
誤
な
し
」
と
の
う
た
い
文
句

を
端
か
ら
裏
切
る
社
撰
な
編
集
、

「
ほ
と
ん
ど
讃
む
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
」
書
物
が
横
行
す
る
中
で
、
朱
子
と
弟
子
た
ち
の
編
集
・
校
勘
チ
l

ム
は
蛍
時
最
強
と
い
っ
て
よ
く
、

『
名
臣
言
行
録
』
は
些
細
な
汚
黙
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

数
か
月
も
せ
ず
に
上
が

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

(

但

)

が
、
サ
イ
ズ
は
大
き
す
ぎ
ず
描
梢
に
も
便
利
だ
。

い
ま
温
陵
(
泉
州
)
で
印
刷
中
だ
。

昨
日
あ
ち
ら
か
ら
迭
っ
て
き
た
サ
ン
プ

ル
を
み
た
の
だ



乾
道
四
年
〈
一
一
六
八
〉

出
版
を
持
ち
か
け
た
の

『
程
氏
遺
書
』
の
刊
行
は
朱
子
の
ス
ク
ー
ル
に
と
っ
て
一
時
期
を
董
す
る
出
来
事
だ
っ
た
。

(
皿
山
〉

は
泉
州
の
地
方
官
程
舶
だ
ア
た
が
、
朱
子
は
弟
子
た
ち
に
校
正
を
分
携
さ
せ
た
う
え
に
、

(

館

山

)

し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、

こ
う
し
て
仕
上
が
り
の
朕
態
も
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク

ス
ク

ー
ル
が
庚
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
編
集
工
房
に
と

っ
て
誤
算
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
買
は
こ
れ
以
前
に
も
デ

(
初
)

ピ
ュ

l
作
と
も
言
う
べ
き
『
上
薬
語
録
』
の
校
訂
原
稿
が
「
何
者
か
に
よ
っ
て
俸
出
さ
れ
て
版
木
に
の
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
ア
た
の

乾
道
九
年
(
二
七
三
〉

だ
が
、
以
後
の
ト
ラ
ブ
ル
略
年
表
を
示
す
と
、

同

淳
照
四
年
(
二
七
七
)

淳
照
六
年
(
二
七
九
〉

淳
照
十
三
年
(
二

八
六
)
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婆
州
義
烏
で
『
論
孟
精
義
』
再
刊
の
動
き
あ
り
。
日
租
謙
に
調
査
か
た
が
た
中
止
す
る
よ
う
に
説
得
し
て
も

(
∞
∞
〉

ら
う
。
こ
の
時
は
ま
だ
「
移
書
禁
止
」
と
い
う
強
行
手
段
を
た
め
ら
い
周
旋
を
依
頼
し
て
い
る
。

と『
後伊
に洛
朱淵
子源
は録
圭五 』

26b成
。)る

と

ろ
カl

「
編
集
中
に
後
生
が
俸
出
し
て
流
布
し
た
の
が
今
の
都
武
印
本
だ
」

『
論
孟
集
注
』
成
る
。
う
ち
、

お
膝
元
で
何
の
断
り
も
な
し

-lO5ー

刊
行

気
付
L、

た
時

t主
ど
う『
し論
よ語
う集
も注
な』
カミ は
イコ ー「

た9O朋
L3〉友

の
聞
で
傍
去
さ
れ

南
康
軍
知
事
赴
任
中
、
軍
数
授
の
楊
大
法
が
長
官
の
著
書
(
お
そ
ら
く

『論
孟
集
注
』
)
を
事
糧
銭
で
刊
行
し
よ

う
と
す
る
。
貌
安
行
が
か
つ
て
『
程
向
書
論
語
』
を
刊
行
し
て
坐
臓
の
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に

出
し
て
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
、
も
う
版
木
に
載
せ
た
分
に
つ
い
て
は
自
腹
を
切
っ

て
賠
償
す
る
こ
と

を
申
し
出
る
。
そ
れ
を
頼
み
込
む
手
紙
の
中
で
、
婆
源
で
も
最
近
『
西
銘
読
』
を
刻
し
た
者
が
あ
っ
た
が
、

(
川
出
)

書
を
や
っ
て
版
を
鼓
た
せ
た
と
述
べ
て
い
る
(
し
か
し
、
僑
皐
の
禁
の
時
に
本
軍
に
致
板
の
命
令
が
下
っ
て
い
る
と

(

回

〉

こ
ろ
を
見
る
と
賞
際
に
は
出
版
さ
れ
て
い
た
)
。

贋
西
の
安
撫
使
窟
韓
仁
に
何
度
も
中
止
を
懇
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
論
孟
集
注
』
・
『
中
庸
章
句
』
な

ど
が
刊
刻
さ
れ
る
。
破
産
し
て
で
も
版
木
を
回
牧
し
た
い
と
申
し
出
る
が
、
結
局
折
れ
て
二
年
前
か
ら
の
改
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(
m
m
)
 

訂
部
分
を
向
う
が
迭
っ
て
よ
こ
し
た
印
本
に
記
載
し
て
参
考
に
供
す
る
に
止
ま
る
。

(

似

)

『
中
庸
章
句
』
等
、
刻
本
前
に
盗
印
す
る
者
有
り
と
聞
い
て
調
査
中
だ
が
、
突
き
止
め
ら
れ
ず
。

(
%
)
 

こ
の
他
に
も
『
周
易
本
義
』
が
成
書
前
に
や
は
り
「
俸
出
模
印
」
さ
れ
、
版
木
を
回
牧
し
た
時
に
は
も
う
世
に
贋
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

淳
照
十
五
年
〈
二
八
八
)

朱
子
は
「
わ
が
意
固
に
反
し
て
」
不
本
意
な
テ
キ
ス
ト
が
流
布
し
た
と
嘆
く
。
好
一
意
的
な
俸
道
だ
け
で
な
い
。
中
に
は
「
籍
出
」

「
盗
印
」

も
あ
っ
た
と
強
い
口
調
で
語
る
。
有
名
な
唐
仲
友
諌
劾
事
件
〈
淳
照
十
二
年
)
の
際
に
も
公
使
庫
銭
流
用
の
出
版
を
理
由
の
一
に
あ
げ
た
彼
で
あ

ア
た
か
ら
、
坊
刻
の
み
か
官
刻
に
つ
い
て
も
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

彼
と
て
ど
の
著
作
に
つ
い
て
も
同
じ
態
度
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
族
の
故
郷
婆
源
で
『
西
銘
読
』
が
刊
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
そ

の
版
木
を
襲
っ
た
彼
が
『
中
庸
集
解
』

『
通
書
』
に
つ
い
て
は
出
版
を
臨
応
援
し
、
南
康
軍
赴
任
中
に
お
い
て
も
下
僚
に
よ
る
出
版
は
回
止
し
ょ

(
m
m
)
 

(
建
本
初
刊
時
の
名
は
『
精
義
』
)
を
出
そ
う
と
し
た
時
に
は
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。

う
と
し
た
が
、
近
郊
の
や
は
り
州
事
数
授
が
『
語
孟
要
義
』

ほ
ぼ
十
全
な
出
来
と
判
断
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
弘
布
は
む
ろ
ん
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

一
方
に
仕
事
を
急
い
で
い
る

-106ー

よ
う
に
見
え
る
夫
子
が
い
る
。

近
思
録
は
校
勘
が
十
分
で
な
か
司
た
。
後
に
こ
ち
ら
の
書
坊
か
ら
出
版
さ
せ
、
増
補
分
を
巻
中
に
組
み
込
み
、
重
複
し
て
い
る
文
字
を
倒

(巾む
っ
た
。

(
m
m
〉

改
訂
部
分
を
示
し
て
塗
る
か
ら
検
討
し
て
ほ
し
い
。
改
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
改
め
た
い
。
窟
宮
本
の
こ
れ
以
上
の
流
布
を
防
ぎ
た
い
。

注
の
中
の
あ
な
た
の
二
句
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
戻
っ
て
き
て
か
ら
相
談
す
る
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
印
刷
す
る
。
待
つ
て
は
い

〈

ω)

ら
れ
な
い
。

最
初
か
ら
完
壁
な
仕
事
な
ど
あ
り
え
な
い
し
、
出
来
て
か
ら
す
ぐ
に
誤
り
を
改
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
と
こ
ろ
に
朱
子
の
偉
さ
が
あ
る
。
印

刷
上
の
純
粋
に
技
術
的
な
問
題
か
ら
と
り
あ
え
ず
出
版
せ
ね
ば
な
ら
な
か
司
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う。

出
版
に
は
出
版
の
力
撃
が
あ
る
。
呂
租
謙
は
『
精
義
』
の
近
所
で
の
出
版
中
止
の
斡
旋
を
頼
ま
れ
た
時
、

「
婆
州
で
出
る
本
は
、
値
段
が
高



(

川

)

く
、
所
詮
建
本
の
散
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
費
用
が
嵩
む
し
大
第
だ
ろ
う
か
ら
止
め
さ
せ
て
欲
し
い
」
と
書
き
遺
っ
た
裏
に
あ

〈
山
山
)

る
朱
子
の
本
一
孟
一
目
を
自
が
見
透
か
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
呂
と
朱
子
の
聞
の
書
簡
の
運
び
屋
の
中
に
「
販
書
人
」
「
曹
書
人
」
が
登
場
す
る
こ
と
、

(

川

〉

「
こ
ち
ら
で
は
ご
著
書
が
入
手
し
に
く
い
の
で
、
本
屋
に
百
徐
加
ほ
ど
増
し
刷
り
し
て
お
く
つ
て
く
だ
さ
れ
ば
あ
り
が
た
い
」
と
の
呂
の
文
言

は
朱
子
と
本
屋
の
閥
係
の
親
密
さ
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
。
彼
と
て
建
陽
の
人

「
閑
人
」
で
い
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
の
だ
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

淵
源
録
を
お
返
し
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
類
の
書
物
は
慌
て
て
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
速
成
で
社
撰
な
も
の
を
出
す
く
ら
い
な
ら
数
年

『
語
孟
精
義
』
を
慌
て
て
出
し
た
失
敗
を
ま
た
繰
り
返

を
か
け
て
ほ
ぼ
完
壁
と
い
う
扶
態
に
な
る
の
を
待
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

(

川

〉

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

性
急
な
の
は
原
稿
を
録
出
し
た
り
、
盗
み
だ
し
た
り
、
著
者
と
の
打
ち
合
せ
も
そ
こ
そ
こ
に
出
版
に
と
り
か
か
る
地
方
官
ら
朱
子
の
周
囲
の
人

不
完
全
な
も
の
が
停
わ
る
の
を
恐
れ
て
死
の
直
前
ま
で
弟
子
に
小
出

し
に
し
て
見
せ
た
も
の
の
、
け
っ
し
て
『
易
停
』
を
篤
録
さ
せ
な
か
っ
た
程
子
に
比
べ
て
、
オ
ー
プ
ン
な
彼
は
隙
を
常
に
見
せ
て
い
た
し
、
は

々
だ
け
で
は
な
い
。

、、，
n
-

、、

、
V

4

ふ
れ
、
uw

「
俸
出
」

「
籍
出
」
と
彼
は
言
う
が
、
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た
し
て
す
べ
て
が
「
不
本
意
」
だ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

印
本
だ
け
で
は
な
い
。
俸
出
さ
れ
た
も
の
が
さ
ら
に
停
録
さ
れ
る
。
死
の
直
前
ま
で
大
事
の
改
訂
に
孜
々
と
し
て
努
め
た
と
い
う
徐
り
に
有

名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
る
時
臨
時
貼
で
弟
子
た
ち
周
聞
の
人
聞
が
篤
し
取
っ
た
種
々
の
テ
ク
ス
ト
が
撤
き
散
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
何
や
ら
そ
れ
は
「
蘭
亭
」

「
築
毅
論
」
、

「
閣
帖
」
の
テ
ク
ス
ト
が
微
妙
な
差
異
を
競
い
合
い
な
が
ら
流
布
し
て
い
っ
た
事
態
と
重
な
り

あ
っ
て
く
る
。

が未
気完
に成
なの
つ本
てを
仕軽
方率
ヵ， ~こ

な〈も
い!日出
。)版

さ
せ
て

そ
れ
を
止
め
よ
う
と
も
し
な
い
友
達
の
委
を
み
て
は
、

そ
の
無
責
任
さ
加
減
、
大
局
観
の
な
さ

493 

と
述
べ
る
朱
子
さ
え
も
が
時
代
の
性
急
さ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
。

、:、
、iv
ナ
ん

む
し
ろ
朱
子
門
下
の
あ
の
熱
狂
は
夫
子
が
時
代
の
要
求
す
る
速
度



494 

に
鹿
じ
て
衣
々
と
テ
ク
ス
ト
を
産
生
し
て
い
?
た
か
ら
こ
そ
賓
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
朱
子
撃
を
他
の
ス
ク
ー
ル
か
ら
際
立
た
せ
人
々
を
吸
引
し
た
の
は
、
世
界
の
原
理
を
開
示
し
た
こ
と
に
加
え
て
、

「
矯
己
の
事
」

の
テ
ク
ネ
ー
を
人
々
に
俸
授
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
朱
子
は
懇
々
と
誼
蓄
の
工
夫
に
つ
い
て
説
き
、
テ
ク
ス
ト
の
綱
領
を
指
し
示
し
た
。
そ

(

川

〉

れ
は
東
莱
一
涯
の
「
論
看
通
鑑
法
」

や

「看
左
氏
規
模
」
と
性
質
を
異
に
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
求
め
ら
れ
て
い
た
の
が
方
法
論
の
開

示
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る
。
弟
子
た
ち
が
編
纂
し
た
『
語
録
』
は
そ
の
大
字
が
讃
書
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
。
そ
の
前
で
は
貌
了
翁
の
つ
ぶ
や
き
な
ど
も
の
の
数
で
は
な
い
。

E 司

朱
子
請
書
法
Ik. 

=司

な語
る類
単』

行-~こ
本106よ
ま〉る

で分
出類
7こは

こ
と
が
、
人
々
の
要
求
の
あ
り
か
を
示
し
て
い
る
。
淳
一
柘
年
開
以
後
の
牢
官
事
化
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
さ
え
、

(

川

)

の
論
文
の
書
き
方
」
(
『
群
害
曾
元
裁
江
網
』
〉
や
『
文
場
資
用
分
門
近
思
録
』
と
い
っ
た
形
で
「
奉
子
の
業
」
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
堕
に
通
俗
化
と
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、

「
朱
子
に
つ
い
て

む
し
ろ

「
孝
子
の
業
」
を
中
に
含
み
こ
ん
だ
方
法
論
へ
の
時
代
の
要
求
と
い
う

-108-

覗
黙
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
、

そ
の
後
の
朱
子
撃
の
展
開
を
押
さ
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

少
数
の
テ
ク
ス
ト
を
精
讃
す
る
こ
と
を
勤
め
、
多
讃
濫
讃
を
切
に
戒
め
た
朱
子
だ
が
、
質
際
一
介
の
誼
み
手
が
ど
れ
だ
け
の
テ
ク
ス
ト
に
燭

れ
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
章
で
「
蘭
亭
」
や
「
閣
帖
」
の
テ
ク
ス
ト
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
の
を
眺
め
、
そ
し
て
さ
き
ほ
ど
朱
子
の
テ
ク
ス
ト

が
「
嬬
去
」

(

川

)
ば
、
よ
り
局
限
さ
れ
た
世
界
の
中
に
お
け
る
出
来
事
で
は
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
見
て
み
た
い
、
か
と
い
っ
て
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
。
朱
烹
少
年
が
か
つ
て
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
『
集
古
録
』
を
眺
め
た
よ

う
に
、
貧
し
い
後
輩
た
ち
は
『
賀
刻
叢
編
』
等
の
カ
タ

ロ
グ
は
手
に
し
え
て
も
、
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
商
品
を
購
入
す
る
程
盟
か
で
は
な
く
、
指

「
盗
印
」
も
僻
さ
な
い
ほ
ど
の
熱
狂
に
迎
え
ら
れ
た
の
を
見
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
も
例
え
ば
明
末
清
初
の
事
態
に
比
べ
る
な
ら

を
街
え
て
い
る
よ
り
し
か
た
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、

O
譜
」

(
例
え
ば
「
嘉
枝
譜
」

「菊諮問」

「
梅
譜
」

「
蘭
譜
」 カ

タ
ロ
グ
だ
け
で
も
十
分
に
繁
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
北
宋
中
期
ご
ろ
か
ら
の
「

O

「蟹諮問」

「
揚
州
有
薬
譜
」

「
現
譜
」

「香諮問」

「雲
林
石
譜
」
な
ど
〉
の
頻



出
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
陳
思
『
海
裳
諮
問
』
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
も
出
来
る
だ
け
コ
ン
パ
ク
ト
な
形
で
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
結
日
開
化
し
た
の
が
「
纂
門
分
類
」
の
類
書
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
本
の
タ
イ
ト
ル
を
み
て
も
「
詳
説
」
を
う
た
う
傍
ら
で
「
精
義
」
が
貰
り
物
に
さ
れ
、
「
詳
節
」

全
て
を
、

「
大
全
文
粋
」
と
い
う

欲
張
司
た
も
の
ま
で
出
現
し
て
く
る
。

「
心
」
の
字
の
解
剖
が
あ
り
ハ
「
聖
門
事
業
国
」
〉
、
有
職
故
賞
あ
り
〈
「
春
明
退
朝
録
」
)
、
地
方
官
と
し

て
の
心
得
あ
り
(
「
重
策
絡
論
」
〉
、
詩
話
あ
り
、

も
っ
と
何
で
も
詰
め
込
も
う
と
し
て
、

「
O
O譜
」
あ
り
、

閣
帖
研
究
あ
り
(
「
法
帖
譜
系
」
)
、

と
い
っ
た
一
見
雑
然
と
し
た
つ
く
り
な

が
ら
そ
の
賓
計
算
さ
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
古
鄭
山
人
左
圭
編
の
『
百
川
翠
海
』
ほ
ど
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
と
い
い
、
嘗
時
の
人
々
の
欲
望
が
那

過
に
あ
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
が
需
要
さ
れ
た
背
景
に
「
練
闇
」
を
く
ぐ
り
抜
け
よ
う
と
す
る
人
々
の
激
増
が
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
と

-109ー

同
時
に
諸
々
の
世
界
を
一
望
の
も
と
に
領
略
し
た
い
と
い
う
人
々
の
希
求
の
強
さ
こ
そ
が
南
宋
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
か

ら
士
大
夫
の
ノ
ル
ム
も
ま
た
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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註(
1〉

開
稽
中
、
予
始
識
輔
漢
卿
於
都
滅
。
漢
卿
従
朱
文
公
最
久
、
重
得

公
卒
生
語
言
文
字
、
毎
過
予
、
相
輿
熟
復
請
味
、
純
移
日
告
弗
去
。

予
既
補
外
、
漢
卿
悉
翠
以
相
昇
。
嘉
定
元
年
、
予
留
成
都
、
度
周

卿
詩
刻
本
以
幸
後
皐
。
予
目
、
「
予
非
敢
新
也
、
所
篤
弗
敢
繍
障
者
、

恐
以
課
後
皐
耳
。
」
:
:
:
予
目
、
「
:
・
:
且
張
宣
公
以
程
子
之
一
意

類
衆
孔
孟
言
仁
、
而
文
公
猶
恐
長
皐
者
欲
速
好
径
之
心
、
滋
入
耳

出
口
之
弊
。
脱
是
書
之
行
、
其
無
乃
非
公
所
云
云
者
乎
。
主
ロ
甚
健

鷲
。
」
:
:
:
後
数
年
、
寛
従
予
乞
本
刊
諸
育
衣
:
:
:
然
予
且
謂
局

卿
日
、
「
子
其
以
此
一
意
者
於
篇
端
、
停
皐
者
母
製
是
弊
也
。
」
:
・

・
:
今
史
廉
叔
所
得
英
子
洪
類
本
、
:
:
・
賂
板
行
、
以
予
有
志
於
斯

也
、
属
殺
所
以
作
。
予
告
周
言
嘗
以
告
周
卿
者
。
・
:
:
今
未
可
級
以

是
信
用
疑
而
関
其
停
:
:
:
嘉
定
十
三
年
九
月
了
亥
朔
、
臨
苅
貌
了
翁

序。余
無
官
噌
。
惟
書
癖
殆
不
可
盤
。
臨
安
欝
書
人
陳
思
多
篤
余
牧
携

散
逸
、
担
其
書
類
末
、
純
封
如
響
。
一
日
以
其
所
粋
費
刻
叢
録
見

寄
、
且
求
一
言
。
釜
震
御
而
請
不
己
。
務
担
而
廊
之
、
地
世
年
行
畑

(

2

)
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(
3
)
 

然
在
目
。
鳴
呼
、
貿
人
関
子
感
而
善
其
事
若
此
、
可
以
篤
土
而
不

如
乎
。
撫
巻
太
息
、

書
而
錦
之
。
紹
定
二
元
鶴
山
翁
。

『
朱
文
公
文
集
』
巻
=一一

「
答
張
敬
夫
」

類
褒
孔
孟
言
仁
慮
、
以
求
夫
仁
之
説
、
程
氏
篤
人
之
意
、
可
謂
深

切
。
然
専
一
如
此
用
功
、
却
恐
不
完
長
欲
速
好
径
之
心
、
滋
入
耳

出
口
之
弊
。

至
謂
類
褒
言
仁
亦
恐
有
病
者
、
正
筋
近
日
筆
者
厭
煩
就
閥
、
遊
迂

求
捷
、
恐
盆
長
計
獲
欲
速
之
心
:
・
:
不
知
可
以
更
作
一
後
序
、
略

采
此
意
以
警
後
之
皐
者
否
。

胡
念
胎
「
南
宋

《
江
湖
前
、
後
、
綴
集
》
的
編
集
和
流
出
陣
」
(
『文

史
』
一
六
、
一
九
九
二
〉
参
照
。

『
鶴
山
先
生
大
全
集
』
巻
六
五
序
「
書
苑
脊
華
」

臨
安
閑
肩
書
人
陳
思
乃
能
集
漢
貌
以
後
論
書
篤
一
編
、
白
書
苑
著

華
。
量
不
可
向
。
錐
然
是
猶
後
世
誇
工
嗣
折
、
非
吾
所
謂
識
字

者。視
他
書
坊
所
刻
、
或
蕪
副
開
不
切
、
徒
費
板
盤
、
臨
脇
被
格
者
、
可
同

日
語
哉

0

・
:
・
紹
定
辛
卯
小
至
直
組
閣
陳
伯
玉
父
。

今
日
残
っ
て
い
る
の
は
『
費
刻
類
編
』
の
一
例
。

物
常
靖
徳
序

簾
叔
刻
之
、
不
復
讐
校
、
故
文
字
甚
差
脱
、
或
至
不
可
説
。

葉
子
龍
編
『
朱
子
語
録
類
要
』
、
淳
祐
甲
辰
王
途
序

鶴
山
貌
公
別
以
賀
子
洪
所
録
、
統
語
類
。

『
鶴
山
先
生
大
全
集
』
巻
五
五
序
「
朱
文
公
五
書
問
答
」

獲
交
其
高
弟
、
憲
得
其
書
以
諮
問
志
。
凡
今
濁
本
所
傍
是
也
。

『
同
』
巻
五
三
序

「
朱
子
語
孟
集
註
」

(

4

)

 

(
5
)
 

(
6
)
 

〈

7
)

(
8〉

(

9

)

 

(
m
山
〉

王
師
北
伐
之
歳
、
余
請
郡
以
舗
。

稀
漢
卿
康
以
一
訟
孟
集
註
篤
贈

回
、
「
此
先
生
晩
年
所
授
也
」
:
:
:
較
以
関
新
書
感
所
刊
、
聞
十

己
易
其
二
三
、
鎗
忠
定
公
帥
萄
日
成
都
所
刊
、
則
十
易
六
七。

越
汝
愚
が
萄
に
赴
任
し
た
の
が
淳
照
十
三
年
(
一
一
八
七
〉
、
都
に
召

喚
さ
れ
た
の
が
紹
照
元
年
(
一

一
九

O
)
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
成
都

で
の
出
版
が
そ
の
問
、
さ
ら
に
福
建

・
掘
削
江
の
書
感
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
績

く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貌
了
翁
の
言
に
誇
張
は
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
か

ら
も
短
い
期
間
の
う
ち
に
『
語
孟
集
注
』
が
か
な
り
姿
を
繁
え
た
こ
と

が
窺
え
る
。

(
日
)
田
中
謙
二

「
朱
門
弟
子
師
事
年
考
」
(『東
方
皐
報
』
四
回
、
一
九
七

一
二
〉
は
、
第
一
次
師
事
期
が
紹
照
五
年
四
月
ま
で
の
三
カ
月
(
四
年
に

遡
る
可
能
性
あ
り
)
、
第
二
次
が
慶
元
三
年
十
二
月
前
後
、
第
三
衣
が

同
四
年
六
月
以
前
と
す
る
。

(
ロ
)
『
朱
子
語
類
』
径
一

O
「
率
四
議
書
法
上
」
(
妹
録
)

今
入
所
説
書
有
簡
者
、
縁
書
皆
有
印
本
多
了
。

(
日
)
陳
祭
捷
『
朱
子
新
探
索
』
(
翠
湾
皐
生
害
局
、
一
九
八
八
)
(
ニ

O
)
「
朱
子
之
印
務
」。

(
U
)

『
朱
文
公
文
集
』
巻
七
五
「
家
裁
石
刻
序
」

金
石
文
字
、
家
貧
不
能
有
其
書
。
濁
時
時
取
欧
陽
子
所
集
録
、
観

其
序
政
融
問
詮
之
僻
以
居
間
祭
。
遇
適
一窓
一
時
、
悦
然
若
手
摩
裟
其
金

石
、
而
目
了
其
文
字
也
。

『
後
村
先
生
大
全
集
』
袋
一

O
二
「
践
林
竹
渓
定
武
本
」

初
醇
氏
余
〔
子
?
〕
稿
去
奮
石
、
刊
此
本
、
以
代
之
。
今
士
大
夫

家
裁
及
都
城
密
書
人
所
貨
、
皆
醇
氏
子
綴
刊
也
本
〔
本
也
〕
。
竹

渓
此
本
亦
然
。
去
断
石
本
選
突
。

110ー

(

日

)
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た
だ
し
、
『
攻
娩
集
』
巻
七
三
「
政
王
伯
長
定
武
修
模
序
」
は
、

畢
少
董
:
:
:
自
言
、
震
見
時
、
親
在
定
武
、
見
青
石
本
、
「
帯
右

天
」
三
字
己
関
壊
。
大
観
再
見
之
、
輿
奮
所
見
無
異
。
則
五
字
未

必
皆
紹
都
世
新
損
也
。

と
、
欝
犯
人
設
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

(
日
〉
『
洞
天
清
稼
集
』
「
古
今
石
刻
緋
」

定
武
叉
自
有
肥
痩
二
本
、
而
帥
削
損
者
乃
痩
本
、
潟
県
定
武
本
無

疑
。
:
・
:
王
順
伯
・
尤
延
之
争
鮮
如
豪
訟
。

〈
げ
)
『
清
南
文
集
』
巻
二
八
「
政
蘭
亭
祭
毅
論
弁
越
岐
王
帖
」
、
巻
二
九

「
政
蘭
亭
序
」
、
巻
三
一
「
政
陳
伯
予
所
蔵
蘭
亭
帖
」
。

(
国
)

『朱
文
公
文
集
』
巻
八
四
「
政
蘭
亭
序
」

観
王
順
伯
・
案
起
巌
論
蘭
亭
序
、
如
尤
延
之
著
語
、
猶
未
完
有
疑

論
。
余
乃
安
敢
復
措
設
於
其
関
、
但
味
務
観
之
言
、
亦
復
慨
然
有

楚
囚
之
嘆
耳
。
朱
烹
。

『
同
』
巻
八
二
「
題
蘭
亭
叙
」

淳
照
壬
寅
上
巳
飲
稜
舎
稽
郡
治
之
西
国
、
鋳
玩
順
伯
所
蔵
蘭
亭
叙

爾
軸
:
:
・
錦
及
覚
諸
人
政
語
、
叉
知
不
濁
曾
礎
信
用
衆
訟
也
。
附
書

其
左
、
以
護
後
来
者
之
一
笑
。

『
後
村
先
生
大
全
集
』
径
二

O
「
政
鄭
子
普
通
宋
諸
帖
綾
帖
」

此
亦
五
字
不
敏
本
。
来
慮
甚
岡
県
。
近
世
惟
食
松
害時
老
専
枚
模
帖
、

作
蘭
亭
績
考
。
余
得
其
五
字
〔
不
〕
歓
本

・
:
始
知
事
録
老
凡
費
三

本
、
以
其
一
遺
安
晩
(
端
卒
・
淳
一
筋
朝
の
宰
相
で
江
湖
汲
の
詩

人
、
前
野
清
之
〉
、
其
一
遺
余
、
留
其
一
尤
佳
者
、
後
以
遺
魯
公
(
買

似
道
〉
。

『
同
』
巻
一

O
二
「
骸
林
竹
渓

(
山
口
〉(m〉

断
石
本
」

定
石
沼
化
之
後
、
贋
本
盛
行
、
而
岡
県
贋
途
易
位
奏
。
竹
渓
其
珍
関

之
、
十
五
城
勿
軽
換
。

『
同
』
巻
一

O
三
「
墨
林
方
氏
帖
高
宗
恭
翰
臨
蘭
亭
」

時
大
勝
韓
新
王
高
買
得
硬
黄
本
以
震
泡
少
員
積
馳
献
、
不
知
其
魚

板
房
所
書
也
。

『同
』
「
臨
祭
毅
論
」

其
本
有
至
海
字
止
者
、
有
終
篇
者
。
世
云
止
海
字
者
善
本
也
。
人

多
賓
蔵
而
借
其
不
全
。
故
直
龍
園
閣
陳
忽
用
五
百
銭
、
得
都
下
常

賀
人
筆
中
別
本
、
無
一
字
歓
。
自
以
鴛
復
見
古
人
大
全
什
襲
、
以

僅
同
珍
玩
。
然
不
知
元
結
績
閣
帖
己
有
此
全
本
失
。

『朱
文
公
文
集
』
巻
八
四
「
銭
奮
石
本
繁
毅
論
」

延
之
叉
謂
損
紡
模
糊
、
則
石
雄
幸
存
、
亦
無
復
如
此
本
之
清
動

会
。
績
関
帖
中
所
刻
全
文
、
叉
不
知
所
自
来
。

『賓
刻
叢
縞
』
径
一
回
、
常
州
。

『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
二

O
「
践
鄭
子
普
通
宋
諸
帖
」
祭
毅
論

此
五
段
石
本
、
奥
余
所
蔵
無
ト
[
小
〕
異
、
但
王
順
伯
威
、
乃
謄

〔贋
0
・〕
本
、
非
員
筆
也
。

(
m
m
)

こ
れ
は
現
存
し
な
い
が
、
一
冗
の
鄭
杓
『
街
極
』
単
位
五

「
在
季
路
之
緋

審
会
」
の
劉
有
定
注
に
、

其
本
乃
木
刻
、
計
一
百
八
十
四
版
、
二
千
二
百
八
十
七
行
、
後
木

版
多
行
差
、
其
逐
段
以
一
二
三
四
刻
子
串
ni---
其
墨
乃
李
延
珪
:
・

(

幻

)

(

泣

)

(お〉

〈

川

品

)

(お〉

と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
後
村
の
記
述
を
引
用
す
る
。
劉
有
定
は
後
村
の

郷
里
の
後
輩
で
あ
り
、
そ
の
穆
蒙
の
範
圏
が
ど
こ
ま
で
由
民
が
っ
た
か
は

疑
問
な
し
と
し
な
い
。
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『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
四
「
政
呉
道
子
蜜
」

季
路
所
蔵
法
書
名
輩
甚
富
、
計
無
出
其
右
者
。

『後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一

O
五
「
方

一
軒
諸
帖
閣
帖
」

近
人
多
不
識
閣
帖
、
某
家
珍
磁
某
本
、
或
用
高
償
得
某
本
、
皆
非

輿
者
:
;
:
無
競
弟
始
俸
在
端
明
季
路
所
一記
閣
帖
行
数
、
恨
無
員
帖

参
校
:
・
・
晩
使
江
左
、
忽
有
一
不
此
帖
十
巻
者
。
李
建
鮒
馬
故
物

也
。
後
有
朱
印
云
「
李
透
闘
籍
/
上
賜
家
停
/
子
孫
有
徳
/
保
無

窮
年
」
。
十
巻
之
末
、
皆
有
此
印
。
用
三
千
椿
得
之
:
:
余
得
在

氏
之
訣
、
不
敢
濁
善
、
逢
人
必
告
:
・
:
吾
郷
前
一
輩
好
古
博
雅
如

肯
庭
鄭
氏
・

雲
一
荘
方
氏
所
枚
皆
股
本
、
而
相
誇
臼
「
惟
我
輿
爾
有

是
夫
」
・
:
:
或
答
余
不
蛍
以
其
訣
授
人
。

『
同
』
「
虚
鴻
草
堂
園
」

今
居
肺
方
措
敬
則
珍
減
。
第
所
諸
十
志
、
多
誤
字
・
:
:
不
知
氷
事
及

荊
公
録
疑
氷
之
意
。
今
書
疑
震
凝
、
大
可
笑
。
揚
風
子
之
紋
股

也
。
周
金
公
之
践
亦
股
也
。
鄭
編
集
家
有
絹
本
亦
然
。

(
ぬ
〉
鈴
木
敬
『
中
園
給
査
史
』
上
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
)
、
一

一

四
頁
。

(
氾
〉
『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一

O
二
「
政
林
竹
渓
書
蜜
伯
時
臨
韓
幹

馬」

此
壷
元
中
題
老
杜
讃
子
前
、
伯
時
白
抜
其
後
。
元
中
小
棺
有
名
、

伯
時
行
書
閲
見
諸
帖
。
参
校
此
軸
、
字
無
少
異
。
字
員
則
査
員

笑
。
或
言
、
「
伯
時
董
以
紙
、
不
以
絹
。
壷
以
墨
、
不
以
丹
青
。

而
此
用
絹
、
叉
著
色
、
何
也
」
。
余
目
、
「
臨
韓
幹
馬
、
欲
其
宵

幹
。
若
用
素
紙
、
不
出
色
、
是
伯
時
馬
也
。
豊
田
韓
幹
馬
哉
」
。

『
周
文
忠
公
集
』
巻
四
六
「
題
在
季
路
所
蔵
書
査
四
軸
」

(

幻

)

(
お
)

(
m
m
)
 

(

銘

〉

或
謂
、
鎌
吊
久
則
飛
揚
、
須
良
匠
乃
能
補
葺
、
今
赫
瞬
如
新
、
何

也
。
然
治
浪
・
東
技
翰
暴
在
前
、
後
来
名
勝
抜
語
盈
軸
、
可
謂
珍

玩
失
。

『
重
史
』

今
人
得
併
、
則
命
震
呉
、
未
見
集
者
・
・
:
余
白
首
止
見
四
軸
員
筆

也。
『
洞
天
清
稼
集
』
「
古
蛮
緋
」

古
人
遠
失
。
曹
不
興
・
呉
道
子
、
近
世
人
耳
。
猶
不
復
見
一
筆
。

況
顧
・
陸
之
徒
、
其
可
得
見
之
哉
・
:
:
・
故
言
山
水
、
則
嘗
以
李

成
・
沼
寛
;
:
:
得
此
数
家
、
己
盛
岡
奇
妙
・
-
何
必
遼
求
太
古
之

上
、
耳
目
所
不
及
者
哉
。

『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
一
五
七
墓
誌
「
方
采
伯
」

子
輩
、
自
顧
陸
至
唐
宋
諸
名
手
、
皆
究
極
端
緒
、
鑑
定
品
目
、
不

差
宜
毛
髪
。
他
人
蔵
者
、
率
員
贋
惜
別
醜
参
牢
・
:
:
。

(
お
)
青
木
正
見
「
題
董
文
同
月
干
の
設
展
」
(
『
支
那
皐
』
九
|
て
一
九
三

七
。
『
青
木
正
見
全
集
』
第
二
巻
、
春
秋
祉
、
一
九
七

O
)。

(閉山〉

『
費
章
待
訪
録
』
径
三
「
王
右
軍
玉
潤
帖
」

有
古
駿
。
令
装
書
人
背
、
久
不
還
、
及
努
却
牢
駿
、
皆
唐
名
公

也
。
附
理
不
可
得
。
匠
人
願
陪
四
十
千
、
聞
知
其
籍
員
得
金
既

多。
『
書
史
』
「
王
義
之
痘
公
破
発
帖
」

有
開
元
印
。
唐
懐
充
威
、
筆
法
入
神
。
在
蘇
之
純
家
。
之
純
卒
、

其
家
定
直
、
久
許
見
院
。
而
余
使
西
京
宋
還
、
宗
室
仲
愛
力
取
之

・
:
余
途
典
衣
以
婚
其
直
取
因
。
仲
愛
己
使
庸
工
装
背
、
男
損
古

飯
尾
。

(

お

)

(

川

品

)

(

お

)

-112ー
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『
壷
史
』

余
家
最
上
品
書
輩
、
用
姓
名
字
印
:
・
'
玉
印
唯
著
於
書
帖
。
其
他

用
「
米
姓
清
玩
之
印
」
者
、
皆
次
品
也
:
:
:
自
筆
古
賢
、
唯
用
玉

印。
『
董
史
』

好
事
者
輿
賞
鑑
之
家
信
周
二
等
。
賞
鑑
家
、
謂
其
篤
好
遁
閲
記
録
、

叉
復
心
得
、
或
自
能
登
。
故
所
枚
皆
精
口
問
。
近
世
人
或
有
賀
力
、

元
非
酷
好
、
意
作
襟
韻
、
至
俵
耳
目
於
人
、
此
謂
之
好
事
者
。

ハ
紛
)
青
木
正
見
「
文
房
趣
味
」
(
『
書
道
全
集
』
卒
凡
社
、
一
九
五
六
。

『
琴
棋
書
萱
』
春
秋
祉
、
一
九
五
八
に
牧
録
〉
。

(
4
〉
『
洞
天
清
橡
集
』
「
古
翰
墨
員
蹟
緋
」

硬
資
紙
、
唐
人
用
以
書
綬
。
染
以
黄
葉
、
取
其
酷
叶
窓
、
以
其
紙
加

媛
淳
、
笠
而
滑
。
故
善
書
者
多
取
以
作
字
。
今
世
所
有
二
王
艮

蹟
、
或
用
硬
責
紙
、
皆
唐
人
倣
書
、
非
員
蹟
。

『
嘉
業
堂
善
本
書
影
』
品
位
四
掲
載
の
宋
刊
本
目
録
の
木
記

今
得
呂
氏
家
塾
手
抄
武
庫
一
供
、
用
是
以
篤
詩
戟
之
具
、
固
可
以

得
千
軍
、
而
降
勤
散
。

『
朱
文
公
文
集
』
袋
五
三
「
答
沈
叔
晦
」

麻
沙
呂
兄
文
字
、
員
僑
相
半
、
書
坊
噌
利
、
非
閑
人
所
能
禁
。

『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
一
一
一
「
興
呂
伯
恭
」

近
見
建
陽
印
一
加
、
名
精
騎
。
云
於
賢
者
之
手
、
不
知
是
否
。

『
呂
太
史
別
集
』
巻
八
「
輿
朱
侍
講
」

捺
時
文
雑
文
之
類
、
向
者
、
特
居
周
血
宇
土
輩
課
試
計
耳
。

品
位
上
「
看
古
文
要
法
」

蘇
文
嘗
用
英
憲
、
恐
易
厭
人
、
護
近
世
多
讃
故
也
。

(
却
〉

(
m
M
)
 

(川崎〉
〈

H
H
〉

(

日

制

)

集
部
六

線
集
一
「
増
註

(

M

叫
〉
描
開
抽
唱
湘
『
磁
園
群
書
経
眼
録
』
巻
一
七

東
莱
呂
成
公
古
文
闘
鍵
」
二
十
各

宋
刊
本
。
次
行
題
「
東
莱
呂
租
謙
伯
恭
譲
、
建
安
渡
期
文
字
行
之

註」。

(
円
引
)
た
と
え
ば
、
明
代
に
な
っ
て
も
「
毛
菅
訂
正
」
の
一
本
が
出
て
い
る

(
滋
賀
大
皐
数
育
皐
部
磁
〉
。

(
組
閣
〉
陸
心
源
『
儀
顧
堂
績
紋
』
巻
六
に
は
『
陵
吠
元
通
鑑
』
の
二
本
(
宋

禁
氏
家
塾
本
と
麻
沙
刻
本
)
を
紹
介
し
、
後
者
に
「
建
安
奈
文
子
校

正
」
と
あ
る
、
と
す
る
。
二
本
と
も
静
嘉
堂
文
庫
に
蔵
す
る
。

〈
約
)
王
重
民
『
中
園
善
本
書
提
要
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
)

九
二
頁
。

(
印
〉
『
呂
太
史
別
集
』
各

一
四
「
讃
書
雑
記
一

E
讃
史
網
目
。

(
日
)
註
(
川
崎
〉
所
掲
の
二
本
い
ず
れ
も
が
目
録
の
前
に
載
せ
る
「
銭
註
十
七

史
人
姓
氏
」
。
引
用
頻
度
が
最
も
高
い
の
は
胡
寅
『
譲
史
管
見
』
、
林
之

奇
で
あ
る
。

(
臼
〉
『
磁
園
群
書
経
眼
銭
』
巻
一
八

「
集
部
七
総
集
ニ
」

各
首
題
「
東
爽
先
生
呂
租
謙
伯
恭
遜
選
」
「
建
安
置
京
文
子
行
之
助
唱

註」
O
i
-
-
-
宋
誇
不
避
、
遇
宋
一
一
帝
空
格
。
:
:
:
前
有
嘉
定
乙
亥
重

午
日
武
夷
隠
吏
序
。

貧
不
一
烈
『
百
宋
一
座
賦
』
「
察
撮
鐙
而
甫
知
文
子
」
注

亥
氏
逼
鑑
紀
事
本
末
撮
最
八
巻
・
:
・
首
列
商
行
。

:
:
:
一
云
「
建

安
奈
文
子
行
之
撮
」
。

註
(
崎
明
)
。

宋
刊
本
に
は
「
奈
氏
家
塾
校
正
」
の
木
記
が
、
そ
し
て
元
刊
本
に
、

凡
其
片
紙
隻
字
之
遺
落
人
関
者
、
無
不
賓
之
以
震
於
式
:
・
・
慶
元

-113ー
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三
紀
閏
徐
之
月
、
梅
山
奈
建
侯
行
甫
謹
序
。

と
あ
る
。

(
日
〉
『
新
編
四
六
賀
苑
妙
一
車
問
』
各
一

「
議
論
要
訣
上
」
総
論
鐙
製

雄
深
浩
博
出
於
準
縄
之
外
:
:
:
孫
仲
盆

・
楊
誠
努
諸
人
類
東
投
。

(
貯
〉
未
見
。
『
臓
園
群
書
綬
眼
録
』
巻
一
四

「
集

部

三

南
宋
別
集
類
」

に
よ
る
。

(
回
)
貌
斉
賢
に
つ
い
て
は
、
方
彦
蕎

「
閏
北
劉
氏
等
十
四
位
刻
書
家
生
卒

考
略
」

(
『
文
献
』
一
九
九
三
|
一
〉
を
参
照
。

(
回
)
『
蔵
園
群
書
経
眼
録
』
倉
一
八
「
集
部
七
総
集
二
L

明
烏
本
:
:
:
目
後
有
「
建
安
陳
彦
甫
梓
於
家
塾
」
二
行
。

(
印
)
長
津
規
矩
也
「
宋
代
合
刻
本
正
史
の
停
本
に
つ
い
て
」
(
『瀧
川
博

土
還
暦
記
A
主
岬
文
集
(
一
〉
東
洋
史
篇
』
、
一
九
五
七
)
。

(円叫〉

な
お
、
こ
の
書
物
に
序
文
を
「
己
来
年
」
に
寄
せ
た
「
前
進
士
陳
元

善
」
が
、
建
陽
の
方
志
に
よ
れ
ば
開
慶
元
年
(
己
宋
〉
の
進
士
と
あ
る

の
を
信
用
す
れ
ば
、
序
文
の
己
禾
は
元
の
延
髄
六
年
と
な
る
。
し
か
し

書
物
の
内
容
は
宋
代
を
封
象
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
丁
集
巻
て
慶
誕

門
誕
聖
の
「
事
貧
」
注
を
見
る
と
、
宋
一
帝
に
の
み
空
格
を
用
い
て
お

り
、
同
じ
く
巻
三
、
赴
省
地
理
須
知
の
行
政
匡
分
名
を
見
て
も
刊
行
は

宋
末
と
み
ら
れ
る
。
科
患
の
論
文
試
験
封
策
用
に
出
た
『
群
書
曾
元
裁

江
網
』
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
嘉
照
二
年
(
一
二
三
八
〉
雨
漸
鱒
運
司
勝
文

雨
漸
鱒
運
司
録
白
:
援
祝
太
博
宅
幹
人
呉
士
口
朕
;
本
宅
見
隣
諸

郡
志
名
目
「
方
輿
勝
覧
」
口
「
四
六
資
苑
」
雨
番
、
並
係
本
宅
進

士
私
自
編
輯
。

『
新
編
方
輿
勝
覧
』
嘉
照
己
亥
良
月
望
日
新
安
呂
午
序

(
臼
)

建
陽
祝
穆
和
父
、
本
新
安
人
。
朱
文
公
先
生
之
母
黛
也
。
幼
従
文

公
諸
大
賢
遊
。

『
高
暦
建
陽
豚
士
山
』
径
六

「
人
物
志
」
文
苑

租
確
(
朱
子
の
外
祖
父
)
:
:
:
以
女
妻
之
。
其
後
人
多
従
松
入
関

居
駕
。
穆
少
孤
、
奥
弟
笑
同
事
朱
育問
予
雲
谷
山。

(
伍
)
佐
野
公
治
『
図
書
阿
部
ナ
史
の
研
究
』
(
創
文
位
、
一
九
八
八
)
の

「
第

四
一章

四
書
註
穆
書
の
歴
史
、
一

一章
句
集
注
の
テ

キ
ス
ト
に
つ

い

て」。

(
白
山
〉
同
E
O
《凶命者
S
Eて
〉
凹
宮
n
g
o同

ωoロ伺

F
Z
E
R
Z白
-
r
F
H
L〉

同

VHO--BFE門
司

H

ロ』
EFH可

5
8
8
B
O
ω
cc
p
o
g
ω
口
口
問
何
ロ
ロ
『
口
一
0
・

宮
門
回
目
白
m
v

(
H
V

応、2
4
。
泊
。
宣
言
法
魚
川
河町
h
h

。、
い官〈
c
-
ω
L
S
AC-

(
目
別
〉
劉
備
制
『
隠
居
通
議
』
巻
一

一
一
「
餅
騒
一
線
論
」

沓
格
途
端
繋
:
・
・
然
朝
廷
制
詰

・
鰭
紳
表
皆
、
猶
不
完
作
創
到
。
錐

欧

・
曾
・
王
・
蘇
歎
大
儒
、
皆
奮
然
居
周
之
、
終
宋
之
世
不
康
、
謂

之
四
六
。

土
大
夫
方
遊
場
屋
、
即
工
時
文
。
既
擦
科
第
、
合
時

文
、
帥
工
四
六
。
不
者
、
弗
得
稿
文
士
。

(
回
)

『
後
村
先
生
大
全
集
』
倉
一
一

一
一
「
雑
記
」

安
晩
初
相
、
賀
執
満
林
、
晩
以
余
啓
潟
一
。

ハ
印
)
後
村
が
「
唐
五
七
言
紹
句
」
「
本
朝
五
七
言
紹
句
」
、
さ
ら
に
「
唐

紹
句
績
選
」
「
本
朝
紹
句
績
選
」
「
中
興
紹
句
協
相
選
」
(
賢
一路
丙
辰
序
)

を
編
ん
だ
こ
と
は
確
質
だ
が
(
『
大
全
集
』
巻
九
四
・
九
七
〉
、
こ
う
し

た
分
門
纂
類
の
も
の
に
関
し
て
彼
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ

の

「
紹
句
選
」
編
纂
の
最
初
の
動
機
が
「
子
供
に
せ
が
ま
れ
た
」
も
の

で
あ
る
に
せ
よ
、
関

・
新
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
情
領
選
が
出
て
い
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
自
鐙
一商
業
ベ
l
ス
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
る
可

(臼〉
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能
性
が
強
い
。

(
m
N
〉
全
書
百
径
の
う
ち
、
残
十
一
巻
。
分
類
の
仕
方
は
『
千
家
詩
選
』
よ

り
細
か
い
。
諸
書
目
は
編
者
を
越
孟
歪
と
す
る
が
、
序
文
の
内
容
か
ら

み
て
寅
際
に
編
集
に
蛍
た
っ
た
の
は
無
官
の
詩
人
「
雲
林
李
君
算
」
で

あ
り
、
『
千
家
詩
選
』
の
方
も
後
村
が
た
と
え
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
責
務
猪
嘗
は
別
に
い
た
の
だ
ろ
う
。

(
礼
)
『
三
種
詩
』
(
中
園
古
典
選
。
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
〉
解
説
、

三
「
編
者
周
弼
お
よ
び
「
三
韓
詩
」
編
集
の
意
義
に
つ
い
て
」
。

(
花
)
『
論
皐
縄
尺
』
に
は
、
例
え
ば
「
立
設
貫
題
格
」
〈
巻
一
)
「
立
読

出
奇
格
」
(
巻
二
)
な
ど
の
格
が
立
て
ら
れ
、
貧
例
と
し
て
は
事
功
波

の
陳
停
良
の
文
章
が
多
く
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
朱
子
皐
の
半
官

率
化
以
後
の
産
物
ら
し
く
、
「
夜
明
性
理
格
」
(
巻
五
)
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。

『
百
段
錦
』
二
巻
〈
太
田
学
篤
信
務
長
上
舎
三
山
方
顕
孫
編
、
淳

一
斑
二
年
自
序
)
は
未
見
だ
が
、
『
蔵
園
群
書
経
眼
録
』
各
一
九
集
部

八
詩
文
評
類
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
そ
の
下
巻
に
粧
黙
格
、
付
度
格
、

過
度
格
な
ど
が
並
ん
で
い
る
ら
し
い
。

(η
〉
自
製
飢
黛
灼
之
後
、
棄
去
奉
子
習
、
因
得
以
康
意
於
諸
家
之
詩
。
暇

日
、
採
否
宋
以
来
之
数
大
名
家
及
其
絵
拾
笑
人
口
者
、
凡
幾
百
篇
、
抄

之
以
課
見
姪
、
併
集
前
賢
評
話
及
有
所
援
接
模
擬
者
、
冥
捜
穿
引
、
麗

於
各
篇
之
女
。

(
丸
〉
「
宋
元
評
熱
考
」
(
『
鹿
児
島
大
準
法
文
曲
学
部
紀
要
(
人
文
皐
科
論

集
)
』
三
て
一
九
九

0
1

ハ
刊
日
〉
鶏
彦
惇
編
。
『
宋
史
』
巻
二

O
七
議
文
士
山
に
牧
録
。

(
沌
)
『
四
庫
提
要
』
は
「
張
鋭
、
字
功
甫
」
と
著
者
を
紹
介
し
て
同
一
人

物
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
挟
ん
で
い
な
い
が
、
賓
際
の
序
文
に
は
「
秦

川
張
銭
時
可
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
期
に
王
鋭
、
字
時

可
と
い
う
人
〈
紹
興
八
進
士
)
が
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
秦
川
と
は
無
縁

の
よ
う
で
あ
る
。

(
竹
川
)
葉
盛
『
水
東
日
記
』
巻
二
ハ
「
宋
名
臣
言
行
録
」
に
、

叉
局
、
叔
簡
向
貸
家
有
宋
末
座
陵
鍾
発
品
問
所
編
「
言
行
類
編
翠
要

十
六
品
位
前
後
集
」
。

と
あ
る
。
北
京
国
書
館
に
「
寅
集
四
至
七
、
辛
集
四
至
七
、
績
刊
壬
集

一至一
一一
」
の
残
十
一
巻
〈
編
曲
抗
四
九
三
三
〉
を
蔵
す
る
。

(
叩
山
〉
以
上
二
重
聞
は
『
宋
史
』
委
文
志
に
み
え
る
。

(
m
m
)

『
北
京
図
書
館
善
本
書
目
』
集
部
総
集
類

新
刊
園
朝
二
百
家
名
賢
文
粋
三
百
各
。
宋
慶
元
三
年
宣
国
際
資
刻
本

〈
編
貌
八
五
九
三
)
。

(
m
w
〉
楊
誌
編
。
『
宋
史
』
慈
文
志
に
の
せ
る
。

(
組
〉
『
増
入
名
儒
講
義
皇
{
木
中
興
爾
政
』
(
宋
刊
巾
箱
本
、
『
嘉
業
堂
善

本
書
影
』
各
二
)
、

『
新
入
諸
儒
議
論
社
氏
通
典
詳
節
』
ハ
紹
県
五
年
揮

善
堂
刻
本
、
北
京
図
書
館
臓
、
編
銃
五
四
三
一
〉
。

(
位
〉
四
庫
所
牧
本
は
『
歴
代
名
賢
確
論
』
と
す
る
が
、
北
京
図
書
館
蔵
明

刻
本
(
編
続
八
八
八
一
〉
の
タ
イ
ト
ル
は

『
唐
宋
名
賢
歴
代
確
論
』
と

な
っ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
。
た
だ
、
『
直
資
書

録
解
題
』
巻
一
五
に
は
『
歴
代
確
論
』
と
し
、
「
名
賢
」
が
最
初
掲
げ

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

〈
お
〉
『
呂
太
史
別
集
』
各
八
「
輿
朱
侍
講
」

近
聯
沙
一
書
、
日
「
五
朝
名
臣
言
行
録
」
。
板
様
頗
輿
精
義
相
似
。

或
停
、
「
吾
丈
所
編
定
」
。
果
否
。

『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
二
三
「
答
呂
伯
恭
」

-115ー



502 

言
行
二
書
、
首
時
草
草
篤
定
。
其
閲
自
知
向
多
謬
課
。
編
次
亦
都
刑

法
。
初
不
成
文
字
。

『
朱
文
公
文
集
』
績
集
袋
二
「
答
奈
季
通
」

況
視
陵
己
下
手
刊
刻
、
不
数
月
、
嘗
成
。
昨
日
己
寄
得
十
絵
板
様

衆
笑
。
加
不
甚
大
、
使
於
賓
撃。

『
同
』
巻
三
九
「
答
許
順
之
」

向
者
、
程
舶
来
、
求
語
録
本
子
去
刊
。
因
属
令
迭
下
回
巴
中
、
委
諸

公
分
校
。

な
お
、
『
白
太
史
別
集
』
径
七
「
輿
朱
侍
講
」
に
、

遺
書
建
本
未
到
、
己
用
去
冬
所
寄
本
刊
板
、
故
其
閲
一
雨
段
更
易

次
序
慮
、
姑
仰
其
替
、
徐
皆
以
建
本
担
問
正
、
開
旦
夕
亦
畢
工
笑
。

と
あ
り
、
こ
の
書
簡
は
乾
道
六
年
末
の
も
の
な
の
で
、
泉
州
本
の
あ

と
、
す
ぐ
に
建
州
本
、
婆
州
本
が
相
次
い
で
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
町
山
)
『
朱
文
公
文
集
』
巻
七
七
「
謝
上
禁
語
録
後
記
」
(
乾
道
戊
子
四
月
)

官
需
頃
年
校
定
上
薬
先
生
語
録
三
篇
、
来
及
脱
葉
、
而
或
者
停
去
、

途
銭
木
於
機
上
、
愚
意
毎
遺
恨
駕
・
:
:
削
去
版
本
五
十
徐
章
。

『
同
』
巻
三
三
「
答
呂
伯
恭
」

紙
尾
所
如
、
委
人
番
開
精
義
、
不
知
如
何
。
此
近
俸
関
檎
的
、
云

「
是
義
烏
人
」
。
読
者
以
潟
、
「
移
書
禁
止
、
亦
有
故
事
。
」
都
意

甚
不
欲
潟
之
。
:
:
:
試
煩
早
震
開
放
、
以
一
言
止
之
。

『
同
』
巻
五
九
「
答
呉
斗
南
」

哀
集
程
門
諸
公
行
事
、
頃
年
亦
嘗
篤
之
而
未
就
。
今
都
武
印
本
所

謂
淵
源
録
者
、
是
也
。
嘗
時
編
集
未
成
、
而
震
後
生
脇
陣
出
、
致
此

流
布
、
心
甚
恨
之
。

『
朱
子
語
類
』
巻
一
九
「
論
語
一

(
創
出
)

(
お
)

(
田
山
)

(
邸
〉

(
凹
〉

ハ

ω)

語
孟
綱
領
」

(
道
夫
録
)

論
語
集
注
、
蓋
某
十
年
前
本
、
震
朋
友
関
俸
去
。
郷
人
途
不
告
而

刊
。
及
知
究
、
則
己
分
裂
四
出
而
不
可
牧
失
。

『
朱
文
公
文
集
』
各
一
一
六
「
輿
楊
教
授
書
」

寒
昨
日
商
懇
疲
罷
鍍
板
事
、
土
木
蒙
深
察
、
籍
自
悦
恨
・
:
:
此
書
雄

多
前
賢
之
設
、
而
其
去
取
輩
出
都
見
:
:
:
恭
信
用
長
吏
於
此
、
而
使

同
官
用
農
糧
銭
刻
己
所
者
之
書
:
:
:
政
如
頃
年
貌
安
行
刻
程
倫
書

論
語
、
乃
至
坐
賊
論
、
此
不
遠
之
鑑
:
:
:
近
間
髪
源
有
人
、
刻
烹

西
銘
等
設
、
方
此
移
書
、
設
之
書
行
:
:
:
毎
見
朋
友
軽
出
其
未
成

之
書
、
使
人
模
印
流
俸
而
不
之
禁
者
、
来
嘗
不
病
其
自
任
之
不
重

而
自
期
之
不
逮
也
。
:
・:
其
所
己
刻
者
、
烹
請
得
以
私
銭
奉
煩
毅

去。
『
同
』
績
集
各
一
「
答
賀
直
卿
」

得
曾
致
虚
書
云
、
「
江
東
漕
司
行
下
南
康
、
寧
語
・
孟
板
」
。

『
同
』
巻
二
七
「
答
態
帥
書
」

今
痔
霊
喰
、
乃
開
己
途
刊
刻
:
:
:
烹
今
有
公
状
、
申
使
府
、
欲
望

書
押
入
案
、
牧
索
焚
段
。
其
己
用
過
工
費
、
の
乞
示
質
数
、
烹
雄

貧
、
破
産
還
納
、
所
不
欝
也
。

但
雨
年
以
来
節
次
改
定
叉
己
不
少
。
其
開
極
有
大
義
所
繋
、
不
可

不
改
者
、
亦
有
一
雨
文
字
。
若
無
利
害
而
不
改
、
情
移
血
兜
有
病
者
。

今
不
完
就
所
一
示
印
本
改
定
、
納
呈
。

な
お
、
前
掲
註
(
臼
)
佐
野
氏
著
書
で
は
こ
の
書
簡
を
「
遅
く
と
も
淳

照
十
年
以
前
」
と
す
る
が
、
陳
来
『
朱
子
書
信
編
年
考
誼
』
〈
上
海
人

民
出
版
社
、
一
九
八
八
)
に
従
う
。

(
倒
)
『
朱
文
公
文
集
』
巻
五
四
「
答
賂
仁
仲
」

中
庸
等
書
、
未
敢
刻
。
閲
有
盗
印
者
、
方
此
追
究
未
定
、
甚
以
信
用

(
川
出
〉

(
位
〉
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撰
也
。

『
同
』
別
集
巻
一
一
一
「
孫
季
和
」

一
示
及
易
読
:
:
:
奮
讃
此
書
、
嘗
有
私
記
、
未
定
而
潟
人
停
出
模

印
、
近
雄
枚
致
、
而
停
布
己
多
。

〈

Mm
〉
『
同
』
巻
八
一
「
書
徽
州
裳
源
豚
中
庸
集
解
板
本
後
」
「
周
子
通
書

板
本
後
」
「
書
語
孟
要
義
序
後
」
。

(

m

む
『
同
』
巻
六

O
「
答
在
易
直
」

近
恩
小
本
、
失
於
契
勘
、
致
有
差
謀
。
後
来
、
此
閲
書
坊
別
刊
得

一
本
、
品
位
尾
所
増
、
己
附
入
品
位
中
、
の
制
去
重
出
数
字
会
。

『
同
』
績
集
巻
二
「
奈
季
逼
」

啓
蒙
中
欲
改
数
慮
、
今
銭
出
奉
呈
。
幸
更
審
之
、
可
改
印
改
、
震

佳
。
菟
令
奮
本
流
布
太
庚
也
。

『
同
』
績
集
巻
一
一
一
「
奈
伯
静
」

但
注
中
傘
丈
爾
句
不
甚
分
明
。
不
菟
印
出
、
侠
其
錦
、
却
一
商
量
。

今
不
能
久
俊
也
。

『
呂
太
史
別
集
』
品
位
七
「
輿
朱
侍
講
」

然
歎
宮
本
例
賀
高
。
葦
紙
籍
之
費
、
非
貧
土
所
宜
。
勢
必
不
能
奪
建

(
町
)

〈

m
m
)

(

的

〉

〈川〉
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本
之
筈
。

『
同
』
巻
七
「
輿
朱
侍
講
」
。

『
同
』
巻
七
「
輿
朱
侍
講
」

此
聞
事
者
多
欲
着
而
難
得
本
、
告
議
販
害
者
、
令
多
裂
百
絵
本
至

此
、
信
用
佳
。

『
同
』
巻
八
「
輿
朱
侍
講
」

大
抵
此
書
、
其
出
最
不
可
早
。
輿
其
速
成
而
閥
略
、
不
若
少
待
数

年
而
粗
完
備
也
:
:
:
只
如
語
孟
精
義
、
嘗
時
出
之
亦
太
逮
。

(
則
〉
註
(
m
m
)

。

(
川
〉
呂
租
謙
『
左
氏
停
設
』
巻
首
。

(
川
)
張
洪
・
斉
黒
編
。
威
淳
年
関
、
明
州
皐
官
刊
行
。
た
だ
し
、
そ
の
ソ

ー
ス
は
輔
庚
編
集
の
も
の
を
度
正
が
人
を
使
っ
て
校
刊
し
た
も
の
で
あ

る。

(
川
〉
建
安
信
氏
家
塾
刊
行
。

(
川
〉
井
上
進
「
書
買
・
書
嬉
・
文
人
」

活
』
、
卒
凡
社
、
一
九
九
四
〉
。

".....， ".....， 
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sharply criticizedthe fact that the tax increase weighed heavily on　the

public welfare, and they had deman ded ａ tａχΓeduction.　However, the

Ｎａｎ･Qi-shu南斉書, which includes detaileddocuments of this rebellion,

emphasizes the opposition between the Nan-Qi Wu-di government and the

Shidafu faction,in light of the Shidafu.　Therefore, we cannot place

absolute trust in the Nan-Qi･shu as ａ documentary basis.

QUALIFICATIONS OF SHIDAFU IN THE

　　　　

SOUTHERN SONG DYNASTY

Nakasuna Akinori

　　　

Many manuals and catalogues were written and published in the

Southern Song dynasty. In order to attain success in the ｅχaminations,

ａ scholar had to know how to read the canons and famous writings of the

era, as well as how to compose prose and poetry that would attract the

attention of the ｅχaminers. To be considｅｒed a Shidafu, ａ man had to be

skilled at the production of many styles of composition. Moreover, poten-

tial Shidafu were to practice ａ respected hobby, and were supposed to be

able to discern the genuine from the spurious.

　　　

However, examples　of“genuine　Shidafu”are　rarely　to　be　seen.

Candidates for membership in the class of Shidafu needed to know ａ

“norm” for qualification、and even during the Southern Song, the“norm”

developed in the shaping. The many manuals and catalogues produced

met the demands of this age.

　　　

Zhu-zi's school was opposed to study solely in order to attain success

in the ｅχaminations, and instead advanced techniques for reading books

and self-cultivation. Zhu-zi, however, met the demand of this era in his

style. As ａ result, his tｅχtswere enthusiastically sought, and the reading

and usage of these tｅχtswent beyond his control.

　　　

Both the speed of production and the pace of consumption of the

manuals that presented the norms and techniques are characteristic of the

Southern Song ｅｒａ｡
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