
全
-
け
主
局
、
。
ル

第
五
十
六
巻

第
一
一
抗

卒
成
九
年
六
月
護
行

石
鼓
文
製
作
の
時
代
背
景

南

良日

一

年

代

一

狩

猟

と

祭

柁

=
狩
獄
、
軍
事
と
民
衆
組
織

田

巡

狩

と

刻

石

- 1ー

年

代

唐
代
の
初
年
に
、
古
い
文
字
を
刻
し
た
、

い
わ
ゆ
る
ク
石
鼓
少
の
存
在
が
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
社
甫
、
韓
愈
、
蘇
東
波

な
ど
、
少
な
か
ら
ざ
る
文
拳
者
た
ち
が
そ
れ
を
詩
歌
に
詠
み
、
ま
た
鄭
樵
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
人
や
著
名
な
事
者
た
ち
が
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
考
謹
を
重
ね
て
来
た
。
石
鼓
文
に
劃
す
る
関
心
は
今
日
も
な
お
衰
え
ず
、
新
し
い
論
考
が
護
表
さ
れ
な
い
年
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
議
論
の
大
部
分
は
、
石
鼓
文
が
製
作
さ
れ
た
時
代
を
い
つ
に
比
定
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
ら
製
作
年
代
を

め
ぐ
る
多
様
な
議
論
の
中
に
あ
っ
て
、
西
周
初
年
の
製
作
だ
と
す
る
の
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
最
も
古
い
時
代
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

1 



2 

逆
に
、
最
も
下
っ
た
年
代
比
定
と
し
て
は
、
北
競
や
西
貌
の
時
代
の
製
作
だ
と
す
る
考
え
も
存
在
し
て
い
る
。

ほ
ど
贋
い
幅
で
、
そ
の
時
代
比
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
珍
し
い
例
だ
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
1

)

(

2

)
 

た
と
え
ば
、
南
北
朝
時
期
の
北
朝
で
製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
説
も
、
北
周
王
朝
の
儒
教
文
化
を
基
盤
に
す
る
復
古
の
運
動
な
ど
と
結
び
附
け

て
考
え
る
な
ら
ば
、
頭
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
十
個
の
石
鼓
が
、
惰
唐
の
交
替
期
に

一
つ
の
文
物
に
つ
い
て
、
こ
れ

突
然
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
地
中
か
ら
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、
原
野
に
露
出
し
て
並
ん
で
い
る
の
が
護
見
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
買
は
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
ぬ
時
期
に
製
作
さ
れ
、
現
地
に
置
か
れ
た
の
だ
と
す
る
考
え
方
も
、
な
か
な
か
に
魅
力
的

し
か
し
、
石
鼓
に
刻
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
文
字
が
果
た
し
て
北
朝
の
人
々
に
創
作
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
時
、
や
は
り

な
の
で
あ
る
。

北
朝
製
作
設
に
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
(
北
朝
の
皐
者
た
ち
の
撃
力
を
甘
く
見
て
は
な
ら
な
い
と
の
主
張
も
あ
る
だ
ろ
う
が
〉
。

唐
代
の
人
々
が
、
石
鼓
文
の
存
在
を
知
っ
た
時
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
西
周
の
宣
王
時
代
の
遺
物
だ
と
判
断
し
た
の
は
、
石
鼓
の
上
に
刻
さ
れ
た

文
字
を
、
宣
王
の
史
官
で
あ
っ
た
史
鏑
が
製
作
し
た
と
さ
れ
る
鋪
文
と
関
係
き
つ
け
た
こ
と
と
、
石
鼓
に
刻
さ
れ
て
い
る
、
四
字
句
を
基
本
と
す

る
韻
文
が
、
「
詩
」
小
雅
の
車
攻
篇
な
ど
、
小
序
に
お
い
て
宣
王
の
時
代
の
詩
だ
と
さ
れ
て
い
る
作
品
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ

っ
た
。
た
だ
、
石
鼓
が
西
周
王
朝
で
作
ら
れ
た
と
す
る
設
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
の
論
擦
を
求
め
る
の
が
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
石
鼓
は
、

西
周
王
朝
が
、
石
鼓
が
瑳
見
さ
れ
た
快
西
省
の
西
部
地
域
を
支
配
し
て
い
た
時
期
に
、
周
の
王
朝
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、
そ
れ

- 2ー

よ
り
少
し
時
代
が
下
っ
て
、
春
秋
か
ら
戟
園
の
時
期
に
、
こ
の
地
域
を
領
有
し
て
い
た
秦
園
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
す

(
3
)
 

る
考
え
が
、
後
世
で
は
主
流
に
な
っ
、
た
。
そ
の
こ
と
を
早
い
時
期
に
は
っ
き
り
云
司
た
の
は
宋
代
の
鄭
樵
ら
で
あ
り
、
近
年
の
馬
衡
は
、

(

4

)

 

さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
綿
密
に
詮
援
づ
け
て
い
る
。

、ーー

の

石
刻
が
秦
文
化
に
属
す
る
遺
物
で
あ
る
こ
と
を
、

な
い
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
石
鼓
文
が
、
春
秋
戦
園
時
期
に
秦
固
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
異
論
の

そ
の
春
秋
戦
園
時
期
の
内
の
、
五
百
徐
年
も
あ
る
期
間
の
中
で
、
さ
ら
に
限
定
し
て
、
ど
の
時
貼
で

し
か
し
、

石
鼓
が
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
多
く
の
時
代
比
定
説
が
並
立
し
て
い
て
、
多
く
の
人
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
議
論
は
ま



(
5〉

だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
最
近
、
委
錫
圭
氏
が
そ
う
し
た
多
様
な
議
論
を
纏
め
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
擦
り
つ
つ
、
東
周

時
期
の
秦
園
に
よ
る
製
作
読
の
内
で
も
、
具
瞳
的
な
年
代
を
奉
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
な
論
黙
と
そ
の
論
擦
と
を
、
次
に
抽
き
出
し

て
み
よ
う
。

(
6〉

石
鼓
文
の
製
作
を
春
秋
の
最
も
早
い
時
期
に
考
え
る
の
が
、
郭
沫
若
『
石
鼓
文
研
究
』
で
あ
る
。
そ
の
設
に
擦
れ
ば
、
周
の
卒
王
は
、
異
民

族
の
侵
攻
に
抵
抗
で
き
ず
、
険
西
の
故
地
を
捨
て
、
洛
邑
に
都
を
移
し
て
、
東
周
王
朝
を
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
秦
の
裏
公
は
、
そ
う
し
た
周

周
王
朝
再
興
に
輩
力
し
た
あ
と
、
裏
公
は
、

た の
朝
廷
の
東
遜
を
助
け
て
功
績
が
あ
っ
た
。

そ
の
祭
杷
に
際
し
て
、

開
中
の
地
に
も
ど
る
と
、

西
時
の
祭
組
合
}
行
な
っ

石
鼓
文
も
製
作
さ
れ
た
。

西
時
の
杷
り
を
行
な
う
祭
場
の
前
に
立
つ
碑
稿
に
嘗
た
る
の
が
、

こ
の
石
鼓
な
の
だ

と
、
郭
沫
若
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
裏
公
に
よ
る
西
時
の
祭
杷
は
、
そ
の
八
年
、
紀
元
前
七
七

O
年
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
石
鼓
文
の
製
作

も
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

存
在
し
た
の
を
天
輿
豚
(
潅
豚
)
の
南
二
十
里
ほ
ど
の
地
で
あ
っ
た
と
-
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

石
鼓
文
は
、

西
時
の
遺
跡
を
含
む
、
三
時

- 3ー

郭
沫
若
が
、

石
鼓
文
の
製
作
を
裏
公
に
よ
る
西
時
の
祭
杷
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
は
、

「
元
和
郡
勝
国
志
」
轡
二
が
、
元
来
、
石
鼓
文
が

原
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
と
推
定
で
き
る
こ
と
を
根
擦
と
し
て
い
る
。

(
7〉

震
鈎
の
設
も
春
秋
初
年
の
製
作
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
郭
沫
若
設
よ
り
少
し
時
代
を
下
っ
て
、
秦
の
文
公
の
時
期
を
想
定
す
る
。
す
な
わ

ち
、
「
史
記
」
秦
本
紀
は
、
文
公
三
年
に
、
文
公
は
七
百
人
を
引
き
連
れ
て
東
の
地
域
へ
狩
識
に
出
か
け
、
四
年
に
は
祈
水
と
滑
水
と
の
合
流

地
黙
に
ま
で
到
達
し
て
、
そ
の
地
に
邑
を
作
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
石
鼓
文
中
の
「
祈
殴
河
河
」
の
句
に
劃
躍
し
、
ま
た

邑
の
建
設
を
述
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
句
も
石
鼓
文
の
中
に
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
設
に
よ
れ
ば
、

石
鼓
の
製
作
は
、

文
公
四
年

(
前
七
六
二
〉
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
後
れ
な
い
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3 

い
う
句
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、

す
で
に
奉
げ
た
馬
衡
の
研
究
は
、
石
鼓
の
製
作
を
秦
の
穆
公
の
時
代
に
想
定
し
て
い
る
。
馬
衡
の
設
は
、
石
鼓
文
の
中
に
「
天
子
永
寧
」
と

穆
公
が
西
戎
の
覇
者
と
な
り
、

そ
れ
を
蕎
ぐ
天
子
の
使
者
が
穆
公
の
も
と
に
涯
遣
さ
れ
た
と
い
う
事
件



4 

と
、
石
鼓
の
製
作
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

「史
記
」
の
秦
本
紀
に
、

「
謬
公
(
穆
公
)
の
三
十
七
年
、

秦
は
由
余
の
ば
か
り
ご
と
を
用

い
て
戎
王
を
討
伐
し
、
十
二
の
園
を
手
に
入
れ
、

千
里
に
わ
た
る
土
地
を
聞
い
て
、
西
戎
の
覇
者
と
な
っ
た
。
召
公
過
を
使
者
と

〔
そ
の
成
功
を
〕

蕎
い
だ
」
と
あ
る
の
が
、
石
鼓
製
作
の
動
機
と
な
っ
た
事
件
だ
と
し
て
い
る
。
穆
公
三

天
子
は
、

し
纏
公
に
鍾
と
太
鼓
と
を
輿
え
て
、

十
七
年
は
、
紀
元
前
六
二
三
年
に
あ
た
り
、
春
秋
時
代
の
中
期
に
属
す
る
。

唐
蘭
は

石
鼓
文
の
製
作
を
戦
園
時
代
に
想
定
し
て
い
る
。

か
つ
て
は
秦
の
霊
公
三
年
〈
前
回
二
二
)
の
呉
陽
上
下
時
の
祭
場

(

8

)

 

一
九
五
八
年
に
護
表
さ
れ
た
「
石
鼓
年
代
考
」
で
は
、
秦
の
献
公
十

周
の
太
史
踊
憶
が
秦
を
訪
れ
た
と
い
う
事
件
が
石
鼓
文
製
作
の
動
機
だ
と
し
て
、

唐
蘭
自
身
、

の
造
営
と
関
連
し
て
石
鼓
が
作
ら
れ
た
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

一
年
(
前
三
七
四
)
に
、

時
代
を
少
し
下
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
唐
蘭
は
、
石
鼓
の
製
作
を
戟
園
時
代
の
中
期
に
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

石
鼓
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
棄
や
字
瞳
の
検
討
を
は
じ
め
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

検
討
の
中
で
、
時
代
を
決
定
す
る
決
め
手
に
な
る
貼
と
し
て
奉
げ
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
黙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
石
鼓
に
-
記
さ
れ
る
、
秦

公
の
出
遊
経
路
が
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
嘗
時
の
秦
の
都
邑
が
、
石
鼓
が
護
見
さ
れ
た
地
貼
に
近
い
、
薙
城
に
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。
言
い

か
え
れ
ば
、
秦
の
霊
公
が
落
城
か
ら
涯
陽
に
遷
都
し
て
以
降
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
石
鼓
文
の
記
述
か

ら
す
れ
ば
、
秦
固
と
周
王
朝
と
の
関
係
が
親
密
で
あ
っ
た
時
期
に
作
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
こ
と
。
こ
う
し
た
貼
を
考
慮
す
れ
ば
、
石

唐
蘭
の
議
論
は
十
章
に
分
か
れ
て
、

-4-

鼓
文
の
製
作
を
戦
圏
中
期
だ
と
考
え
る
の
が
最
も
無
理
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
周
の
太
史
踊
憾
の
秦
園
訪
問
と
い
う
事
件
を
、

石
鼓
製
作

の
動
機
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

わ
が
園
の
卒
勢
隆
郎
氏
は
、
秦
公
が
王
を
名
の
る
準
備
段
階
に
あ
司
た
、
恵
文
王
の
早
期
(
前
三
三
五
直
前
)
に
石
鼓
が
作
ら
れ
た
と

(
9〉

す
る
設
を
提
出
し
て
い
る
。
卒
勢
氏
は
、
石
鼓
文
中
に
見
え
る

「
嗣
王
」
と
い
う
言
葉
を
特
に
重
視
し
て
、
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ

最
近
、

る。

「
嗣
王
」
の
語
は
、

従
来
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
周
の
天
子
を
指
す
と
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
卒
勢
読
は
、
こ
の
語
実
が
も
っ
と
特

殊
な
意
味
を
備
え
て
い
た
と
主
張
す
る
。
卒
勢
氏
が
「
嗣
王
」
の
語
の
背
景
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
い
く
つ
も
の
観
念
に
つ
い
て
は
、

な
お
慣



重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
本
は
、
嗣
王
と
は
周
王
を
嗣
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
周
王
の
擢
威
を
引
き
繕
い
だ

秦
の
主
君
を
指
し
て
い
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ク
嗣
王
。
の
語
は
、
石
鼓
の
一
つ
、
普
通
ク
而
師
。
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
鼓
に
、

「
天
子
口
来
、
嗣
王
始
口
」
と
見
え
て
、
こ
の
表
現
か
ら

す
れ
ば
、
天
子
が
す
な
わ
ち
嗣
王
な
の
だ
と
す
る
の
に
は
、

い
さ
さ
か
困
難
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
加
え
て
、
前
回
世
紀
の
終
わ
り
に
属
す

る
こ
と
が
確
寅
な
、
中
山
園
の
銅
器
銘
に
も
、
同
じ
頃
に
秦
の
園
で
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
誼
楚
文
」
に
も
、
嗣
王
の
語
が
見
え
て
い
る
。
そ

う
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
戦
圏
中
後
期
に
石
鼓
の
製
作
を
想
定
す
る
卒
勢
氏
の
読
は
、
相
嘗
に
説
得
力
を
持
つ
と
云
え
よ
う
。
ち
な

み
に
、
秦
始
皇
帝
の
峰
山
刻
石
に
見
え
る
「
嗣
世
稽
王
」
の
句
も
、
嗣
王
の
観
念
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

石
鼓
文
中
に
見
え
る
「
王
」
の
語
が
秦
王
を
指
す
と
考
え
て
、
秦
公
が
王
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
、
恵
文

(

叩

)

王
か
ら
秦
始
皇
の
聞
の
時
期
に
、
こ
の
石
鼓
が
製
作
さ
れ
た
と
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
宋
の
鄭
樵
は
、
古
く
、

以
上
の
よ
う
に
、
石
鼓
丈
の
製
作
を
東
周
時
期
の
秦
園
に
想
定
す
る
読
の
中
に
も
、
春
秋
の
最
も
早
い
時
期
の
製
作
だ
と
す
る
主
張
か
ら
、

- 5-

戦
園
時
代
中
後
半
期
に
ま
で
下
が
る
と
す
る
考
え
ま
で
、
買
に
様
々
な
読
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
、
お
の
お
の
が
特
に
重

視
す
る
覗
貼
や
石
鼓
文
中
の
語
棄
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
覗
貼
や
語
句
を
中
心
に
据
え
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
特

定
の
硯
貼
や
断
片
的
な
語
棄
を
特
に
重
大
だ
と
考
え
ぬ
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
議
論
が
十
分
に
説
得
的
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

石
鼓
文
の
製
作
に
つ
い
て
、
何
王
の
い
く
年
の
作
だ
と
い
っ
た
年
代
の
決
定
法
は
、
た
し
か
に
他
人
に
興
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は

大
き
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
多
く
が
史
書
に
遺
る
た
だ
一
僚
の
記
事
を
根
援
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
書
き
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
件
や
失
わ

よ
り
相
麗
し
い
場
面
が
な
か
?
た
と
は
誰
に
も
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
秦
の
園
で
起
こ
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
ほ
と

た
と
え
ば
、

れ
た
記
録
の
中
に
、

ん
ど
大
事
記
的
な
記
録
し
か
持
た
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
断
定
的
な
主
張
を
展
開
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
危
う
い
方
法
な

5 

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
春
秋
時
期
に
秦
園
で
作
ら
れ
た
青
銅
器
、
秦
公
設
や
秦
公
縛
の
銘
文
、
そ
れ
に
戦
園
時
期
の
秦
園
の
製
作
と
さ
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れ
る
「
誼
楚
文
」
な
ど
と
石
鼓
文
と
を
比
べ
合
わ
せ
て
、
字
瞳
の
上
か
ら
時
代
の
先
後
を
論

e
す
る
と
い
う
方
法
も
、
古
く
よ
り
用
い
ら
れ
て
来

た。

し
か
し
、
記
念
碑
的
な
石
刻
の
文
字
が
、

日
用
の
室
田
瞳
か
ら
離
れ
て
、
し
ば
し
ば
復
古
的
な
形
態
を
取
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
濁
特
の

字
形
や
用
語
の
分
析
を
通
じ
て
は
、

石
鼓
文
の
文
字
が
秦
文
化
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
?
た
大
雑
把
な
論
読
は
で
き
て
も
、
時
代
を
せ
ま

く
限
定
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
有
数
な
方
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、

で
、
現
在
で
は
、
東
周
時
期
の
秦
園
で
の
製
作
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
多
く
の
人
々
が
賛
同
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状
の

石
鼓
文
の
製
作
時
期
に
つ
い
て

西
周
時
代
初
年
と
す
る
設
か
ら
南
北
朝
末
期
の
も
の
だ
と
す
る
読
ま
で
が
あ

っ
た
中

上
に
立
っ
て
、
我
々
が
な
す
べ
き
は
、
直
接
に
、
特
定
の
秦
公
や
秦
王
の
第
な
ん
年
の
製
作
だ
と
い
司
た
議
論
を
す
る
の
で
は
な
く
、
東
周
時

期
の
秦
園
の
遺
物
だ
と
い
う
年
代
の
範
囲
を
、

さ
ら
に
少
し
で
も
狭
く
限
定
し
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
、

石
鼓
文
が
春
秋
時
代

の
も
の
だ
と
論
誼
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
戦
園
時
代
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
説
得
的
に
説
明
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
、

断
片
的
な
記
事
か
ら
、

石
鼓
の
製
作
を
特
定
の
秦
の
支
配
者
の
時
代
に
結
び
つ
け
て
論
じ
る
危
う
い
議
論
よ
り
、
ず
司
と
有
意
義
で
あ
る
に
違
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い
な
い
の
で
あ
る
。

て
、
石
鼓
文
の
内
容
、

時
代
範
囲
の
幅
を
せ
ば
め
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
個
別
的
な
事
件
と
石
鼓
文
の
記
述
と
の
整
合
性
を
追
う
よ
り
も
、

お
よ
び
そ
れ
に
関
係
す
る
外
的
な
諸
要
素
の
内
で
も
、
確
寅
で
あ
り
、

む
し
ろ
覗
貼
を
慶
く
持
つ

ま
た
特
徴
的
で
も
あ
る
要
素
を
分
析
し
、
そ
の

固
有
の
性
格
が
ど
の
時
代
に
最
も
よ
く
蛍
て
は
ま
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
最
初
か
ら
鮎
的
な
要
素
に
よ
っ
て
細
か
く
時

代
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
庚
い
面
的
な
特
徴
を
取
り
上
げ
、
大
雑
把
に
、

し
か
し
確
質
性
を
も

っ
て
、
時
代
の
範
圏
を
限
定
す
る

」
と
の
方
が
、

よ
り
説
得
力
を
持
っ
た
議
論
と
な
る
の
で
あ
る
。

狩

識

と

祭

杷

石
鼓
十
個
が
褒
見
さ
れ
た
の
は
、
快
西
省
の
西
部
、
落
懸
の
南
に
あ
た
る
三
時
原
と
呼
ば
れ
る
卒
原
の
上
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に



(

日

)

西
南
へ
準
ん
だ
、
清
水
に
臨
む
陳
倉
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
石
鼓
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
ほ
ど
、
直
径

が
六
十
セ
ン
チ
で
、
胴
部
が
ふ
く
ら
み
、
上
部
が
少
し
す
ぽ
ま
っ
た
園
筒
形
を
な
す
石
の
工
作
物
で
、
そ
の
胴
瞳
周
囲
に
文
字
が
刻
さ
れ
て
い

る
、
お
そ
ら
く
中
国
最
古
の
も
の
と
云
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
、
石
刻
碑
文
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
特
殊
な
形
態
が
な
に
に
由
来
す

る
の
か
が
、
石
鼓
製
作
の
源
流
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
郭
沫
若
『
石
鼓
文
研
究
』
の
、
遊
牧
民
の
テ
ン
ト
を
模

し
た
も
の
だ
と
す
る
、
思
い
附
き
の
よ
う
な
読
以
外
に
、
ち
ゃ
ん
と
し
て
説
明
の
あ
る
の
を
知
ら
な
い
。
ま
た
鄭
樵
「
石
鼓
一
音
序
」
は
、
南
方

の
銅
鼓
と
の
関
係
を
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
謹
擦
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
石
鼓
は
、
元
来
、
十
個
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
、
そ
の
上
部
が

地
上
に
露
出
し
た
形
で
護
見
さ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
遺
物
が
地
中
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

こ
れ
ら
十
個
の
石
鼓
は
、
唐
代
に
は
、
薙
燃
の
南
二
十
能
里
の
地
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
、
ま
ず
近
く
の
鳳
朔
府

撃
に
運
ば
れ
、
さ
ら
に
北
宋
の
末
年
に
は
東
都
沖
京
に
運
ば
れ
た
。
そ
う
し
た
経
過
の
中
で
、
十
個
の
石
鼓
の
内
の
一
つ
が
失
わ
れ
、
後
に
費

見
さ
れ
た
時
に
は
、
上
部
を
切
り
と
っ
て
、
石
臼
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
そ
の
銘
文
か
ら
。
作
原
。
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
鼓
が
そ
れ

で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
。
作
原
。
石
鼓
に
刻
さ
れ
た
文
字
は
、
そ
の
上
宇
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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開
封
を
占
領
し
た
金
の
軍
隊
は
、
石
鼓
十
個
を
北
の
燕
京
へ
運
び
去
っ
た
。
元
代
に
な
る
と
、
そ
れ
が
大
都
の
園
子
監
に
据
え
ら
れ
、
そ
の

ま
ま
民
園
時
期
に
ま
で
引
き
躍
が
れ
て
、
北
京
(
北
卒
)
の
因
子
監
の
あ
と
(
現
在
の
首
都
圏
書
館
〉
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
日
中
戦
争
中
、

日

本
軍
が
北
京
を
占
領
し
て
い
た
時
期
に
は
、

石
鼓
は
南
方
に
運
ば
れ
て
、

四
川
な
ど
の
地
を
轄
々
と
し
た
。

日
本
が
降
伏
し
た
あ
と
、
石
鼓
は

北
京
に
も
ど
っ
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
の
因
子
監
あ
と
に
は
諦
ら
ず
に
、
故
宮
博
物
院
に
牧
め
ら
れ
た
。
十
個
の
石
鼓
は
、
現
在
も
故
宮
博
物

院
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

石
鼓
は
憂
き
世
の
有
篤
轄
饗
を
け
み
し
、
唐
代
に
す
で
に
、
苔
む
し
野
火
に
焼
か
れ
、

さ
ら
に
は
牛
が
こ
れ
で
角
を
磨
い
た

り
す
る
の
で
損
傷
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
宋
代
以
降
に
も
、
文
字
の
上
に
金
が
入
れ
ら
れ
た
り
、

な
ん
ど
も
運
搬
さ
れ

7 

た
り
し
て
、

さ
ら
に
剥
落
が
進
み

J

そ
の
銘
文
は
き
わ
め
て
讃
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

石
鼓
の
現
在
の
様
子
を
見
る



8 

以
上
に
、
古
い
確
寅
な
拓
本
の
存
在
を
追
求
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

石
鼓
丈
の
拓
本
と
し
て
、
唐
代
の
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
拓
本
で
は
、
宋
代
に
は
石
臼
に
仕
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
作
原
。
石

(ロ)

鼓
の
上
宇
部
分
の
文
字
も
見
え
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
拓
本
が
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
拓
本
の
現
物
を
見
な
い
限

り
、
判
断
は
で
き
な
い
。
現
在
、
我
々
が
容
易
に
使
用
で
き
る
の
は
、
郭
沫
若
が
『
石
鼓
文
研
究
』
の
中
に
、

て
い
る
、
北
宋
時
代
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
三
つ
の
拓
本
(
先
鋒
本
、
中
擢
本
、
後
動
本
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

と
し
て
議
論
を
進
め
た
い
。

石
鼓
文
は
、
四
字
句
を
基
本
と
す
る
韻
文
で
あ
っ
て
、
十
個
の
中
で
も
文
字
が
よ
く
遣
っ
て
い
る
。
吾
車
。
石
鼓
で
は
、
主
君
の
狩
猶
が
描

(
臼
〉

寓
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

置
車
既
工

遺
馬
既
同

運
車
既
好

濫
馬
既
騒

君
子
員
強

員
猶
員
遊

盛
鹿
速
二

君
子
之
求

特
ニ
角
弓

弓
蛮
以
寺

コ
ロ
タ
イ
プ
版
に
し
て
複
製
し

こ
れ
ら
の
拓
本
を
基
本
資
料

わ
れ
ら
の
車
は
整
備
さ
れ
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わ
れ
ら
の
馬
は
そ
ろ
司
た

わ
れ
ら
の
車
は
す
ば
ら
し
く

わ
れ
ら
の
馬
は
力
に
溢
れ
て
い
る

ご
主
君
た
ち
は
、

か
く
て
狩
り
を
し

か
く
て
狩
り
を
し
、

か
く
て
遠
出
を
す
る

お
す
鹿
、

め
す
鹿
は
む
れ
走
り

麗ご
し 主
く君
、た

角2ち
材は
で
飾そ
つれ
た を
弓追

し、
カミ
け
る

そ
れ
に
矢
を
つ
が
え
て
手
に
持
た
れ
る



建
殴
其
特

其
来
襲
ニ

聴
ニ
熊
ニ

聞
遣
問
時

塵
鹿
趣
ニ

其
来
大
次

遭
殴
其
撲

其
爽
遺
ニ

射
其
猪
局

わ
れ
ら
が
、
群
れ
の
中
で
も
目
立
っ
て
立
涯
な
獲
物
を
腫
り
出
せ
ば

そ
の
獲
物
は
、
す
る
す
る
と
近
づ
い
て
来
る

あ
る
い
は
走
り
、
あ
る
い
は
た
め
ら
い
〈
?
〉

わ
れ
ら
の
方
、
こ
ち
ら
の
方
に
や
っ
て
来
る

お
す
鹿
、

め
す
鹿
は
あ
わ
て
ふ
た
め
き

つ
ぎ
つ
ぎ
と
群
れ
を
な
し
て
近
づ
い
て
来
る

わ
れ
ら
が
、
群
れ
の
中
で
も
目
立
っ
て
大
き
な
獲
物
を
駈
り
出
せ
ば

そ
の
獲
物
は
、

一
目
散
に
近
づ
く

〔
ご
主
君
は
〕
そ
の
中
で
も
特
に
立
振
な
獲
物
を
矢
で
仕
留
め
ら
れ
た
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こ
の
ク
車
工
。
石
鼓
に
刻
さ
れ
た
韻
文
は
、
十
個
の
石
鼓
の
中
で
も
特
に
讃
み
や
す
い
も
の
な
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
二
字
の
形
容
語

な
ど
、
正
確
な
意
味
を
捉
え
に
く
い
語
棄
が
少
な
く
な
い
。
右
に
示
し
た
誇
も
俵
り
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ん
，
車
工
。
石
鼓
で
は
、
わ
れ
わ
れ
〈
遥
H
吾
)
と
第
一
人
稿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
人
々
が
セ
コ
を
つ
と
め
る
猶
場
に
お
い
て
、

と
呼
ば
れ
て
い
る
支
配
階
層
の
者
が
、
弓
矢
を
執
っ
て
獲
物
を
仕
留
め
る
こ
と
が
味
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
狩
り
は
、
最
初
に
車
が
整
備
さ
れ
馬

が
揃
え
ら
れ
た
こ
と
が
味
わ
れ
る
よ
う
に
、
狩
猫
用
の
回
車
を
用
い
た
大
が
か
り
な
巻
狩
り
で
あ
っ
た
。

「
君
子
」

ち
な
み
に
、
石
鼓
文
の
表
現
と
「
詩
経
」
の
表
現
と
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
、
古
く
よ
り
注
目
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
石
鼓
が
十
個
か
ら
な
る
の
も
、
「
詩
」
が
「

O
O之
什
」
と
呼
ば
れ
て
、
十
篇
が
ひ
と
纏
ま
り
を
な
す
こ
と
と
闘
係
が
あ
ろ
う
こ
と
に

つ
い
て
も
、
す
で
に
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
。
も
し
、
そ
う
し
た
推
測
に
関
連
い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
石
鼓
は
元
来
、
十
個
か
ら
な
っ
て

い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
敷
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
作
ら
れ
た
時
の
ま
ま
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

9 
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こ
の
。
車
工
。
石
鼓
に
刻
さ
れ
た
韻
文
の
中
に
も
「
詩
経
」
と
共
通
す
る
句
や
語
棄
が
少
な
く
な
い
。
特
に
「
詩
」
小
雅
の
車
攻
篇
、
同
じ

く
吉
日
篇
と
は
密
接
な
開
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
小
雅
車
攻
篇
の
最
初
の
三
章
だ
け
を
奉
.け
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
車
既
攻

我
馬
既
同

四
牡
魔
廃

駕
言
但
東

国
車
既
好

四
牡
孔
阜

東
有
甫
草

駕
言
行
狩

之
子
子
苗

選
徒
露
骨
骨

建
旗
設
箆

捧
歌
子
散

わ
れ
ら
の
車
は
整
備
さ
れ

わ
れ
ら
の
馬
も
揃
っ
た

〔
車
を
牽
く
〕
四
匹
の
お
す
馬
は
力
に
溢
れ

い
ま
東
方
へ
と
出
護
す
る

狩
り
の
車
は
す
ば
ら
し
く

- 10-

四
匹
の
お
す
馬
は
は
な
は
だ
立
涯
で
あ
る

東
方
の
狩
り
場
に
草
は
生
え
そ
ろ
い

い
ま
狩
り
に
と
出
裂
す
る

あ
の
方
は
狩
り
に
出
か
け
ら
れ
る

のそ
ぼれ
り Vこ

を従
立う
てセ

空コ

蕗をた
ι りち

き量
己が
、 カミ

ま
び
す
し
し、

教
の
地
で
獣
を
掘
り
た
て
る
の
だ

石
鼓
文
の
内
の
ん

γ

車
工
々
と
「
詩
」
小
雅
の
車
攻
篇
と
を
比
べ
合
わ
せ
て
み
る
時
、
南
者
の
聞
に
は
相
嘗
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
だ
ろ
う



」
と
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
、

「詩
」
の
表
現
が
無
駄
の
な
い
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
石
鼓
文
は
、

「
見
識
の
な
い
撃
者
が
詩
経
を
編
纂
し
た
の
で
、
石
鼓
文
は
詩
経
に
入
る
こ
と
が
で

「
詩
経
」
に
編
入
さ
れ
て
よ
い
ほ
ど
の
内
容
を
備
え
て
い
る

い
か
に
も
そ
ツ

サ
リ
し
た
表
現
で
あ
る
。
韓
愈
は
「
石
鼓
歌
」
の
中
で
、

き
な
か
ア
た
(
随
儒
編
詩
不
得
入
〉
」
と
云
う
の
で
あ
る
が
、

石
鼓
文
の
表
現
が
、

と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
。
車
工
。
石
鼓
に
お
い
て
、
冒
頭
に
「
濫
口
既
口
」
と
い
う
形
式
の
句
を
四
句
も
重
ね
て
い

る
な
ど
、
類
似
句
の
重
複
が
多
い
こ
と
が
、
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
を
強
め
る
の
で
あ
る
。

「
詩
経
」
の
中
の
類
似
句
の
繰
り
返
し

は
、
詩
に
リ
ズ
ム
を
興
え
る
、
有
数
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
石
鼓
文
中
の
類
似
句
の
過
度
の
重
複
は
、
あ
ま
り
句
作
り
に
注
意

を
は
ら
わ
な
か
っ
た
結
果
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
、
普
通
は
、
秦
園
の
人
た
ち
は

「詩
経
」
を
模
倣
し
て
石
鼓
文
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、

か
れ
ら
に
模
倣
を
十
分

に
行
な
う
能
力
が
な
か
っ
た
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し
意
識
し
て
「
詩
経
」
を
模
倣
し
た
の
で
あ
れ

-11ー

ば
、
内
容
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
新
鮮
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、

た
だ
形
式
だ
け
は
類
似
し
て
い
る
と
い
っ
た
表
現
が
生
ま
れ
や
す
い
で
あ

ろ
う
。
石
鼓
文
の
表
現
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
模
倣
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
お
そ
ら
く
石
鼓
文
の
表

現
は
、
秦
の
人
た
ち
の
文
事
的
能
力
不
足
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
詩
」
の
表
現
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
銃
事
的
な
表
現
に

用
い
ら
れ
る
、
濁
特
の
文
瞳
が
、
石
鼓
文
が
製
作
さ
れ
た
嘗
時
に
、
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

十
個
の
石
鼓
の
そ
れ
ぞ
れ
に
刻
さ
れ
た
韻
文
の
内
容
に
つ
い
て
纏
め
る
と
、
決
に
箇
保
書
き
に
し
た
よ
う
に
な
る
。
各
々
の
韻
文
の
主
題
に

つ
い
て
は
、
依
け
た
字
を
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
で
補
っ
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
な
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

う
し
た
推
測
的
部
分
は
除
き
、
確
寅
に
知
ら
れ
る
内
容
の
み
を
取
り
出
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
内
容
解
樟
に
は
、
自
説
に
都
合
の
良
い
本
文
を
作

り
上
げ
、

そ
れ
に
よ
り
つ
つ
論
を
進
め
て
、
自
分
の
主
張
の
正
し
さ
が
謹
明
さ
れ
た
と
強
癖
す
る
、
自
重
自
賛
と
も
い
う
べ
き
傾
向
が
な
く
も

11 

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
、
十
個
の
石
鼓
の
元
来
の
配
列
順
序
に
つ
い
て
も
、
全
睡
で
な
に
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な

想
定
が
な
さ
れ
て
来
た
。
多
く
の
想
定
の
内
で
も
、
唐
蘭
の
ク
作
原
。
石
鼓
が
最
初
に
位
置
し
た
と
す
る
設
が
い
さ
さ
か
説
得
性
を
備
え
て
い

る
勺
作
原
ク
は
狩
り
場
の
整
備
作
業
を
歌
っ
た
も
の
で

こ
れ
全
て
の
行
事
の
始
ま
り
で
あ
り
、

ま
た
。
作
原
。
石
鼓
が
石
臼
に
作
り
費
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
も
、
こ
れ
が
石
鼓
の
列
の
先
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
す
る
設
で
あ
る
)
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
、

し
か
し

元
来
、

ど
の
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
た
の
か
(
丸
く
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
縦
列
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
か
な
ど
)
が
知
ら
れ
ぬ
以
上
、

そ
の
嘗
否
を
剣
定
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ひ
と
ま
ず
「
古
文
苑
」
巻
一
な
ど
、
宋
人
た
ち
が
用
い
て
い
る
、
古
い
順
序
づ
け
に
援
司
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
順

番
に
特
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
採
用
し
た
の
で
は
な
い
。

白白付

吾
車
(
車
工
)
口
君
子
た
ち
の
狩
識
の
様
子
を
、

肝
殴
ぃ
肝
水
で
君
子
た
ち
が
魚
を
獲
る

セ
コ
た
ち
の
硯
黙
で
描
寓
す
る

- 12ー

回
車
一
回
車
に
よ
る
狩
強

村田帥

翠
車
υ

翠
車
を
走
ら
せ
、
弓
矢
を
た
ず
さ
え
、
原
野
で
狩
り
を
す
る

国
雨
υ

雨
が
降
っ
て
み
な
ぎ
る
許
水
に
船
を
浮
か
べ
て
、
君
子
た
ち
が
西
に
行
く

作
原
日
原
野
に
木
を
植
え
る
な
ど
し
て
、
整
備
を
す
る

れ)伺

而
師
一
弓
矢
を
た
ず
さ
え
た
人
々
が
、
車
を
騒
ら
せ
て
集
合
し
、
天
子
も
そ
の
場
に
臨
み
、
嗣
王
が
始
め
て
〔
不
明
〕
を
す
る

馬
薦
ぃ
依
損
が
多
く
て
、
内
容
不
明

ω 
吾
水
口
整
備
さ
れ
た
原
野
を
、
天
子
を
案
内
し
て
車
を
か
け
ら
せ
る

(十)

呉
人

。
呉
人
。
が
謹
ん
で
祭
嘩
を
行
な
う



か
も
、

げ
ん

こ
れ
ら
十
個
の
石
鼓
文
の
中
で
、
原
野
で
の
猫
車
を
並
べ
て
の
狩
り
と
、
軒
の
川
で
の
漁
携
と
が
味
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し

そ
の
狩
猶
と
漁
掛
と
は
、
車
に
大
規
模
な
巻
狩
り
で
あ
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
場
に
は
天
子
(
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
代
理
と
し
て
の
使

者
〉
が
臨
ん
だ
、

一
連
の
行
事
の
中
に
は
祭
杷
儀
躍
も
含
ま
れ
て
い
た
。
く
わ
え
て

五
ロ
水
。
石
鼓
に
「
日
は
維
れ
丙
申
」
な
ど
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
恒
常
的

一
つ
の
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
特
定
の
事
件
を
記
念
す
る
た
め
に
、
石
鼓
が

政
治
的
な
意
味
を
持
っ
た
行
事
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

行
事
で
は
な
く
、
特
定
の
時
駐
に
奉
行
さ
れ
た
、

そ
の
上
に
、
韻
文
形
式
の
石
鼓
文
が
刻
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

作
ら
れ
、

石
鼓
文
に
-
記
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
一
連
の
行
事
は
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
、
金
一
瞳
で
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

狩
猶
と
祭
把
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
中
園
の
先
秦
時
期
の
狩
識
が
祭
把
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と

(

H

)

 

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
周
躍
」
夏
官
の
大
司
馬
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
、
公
的
な
田
識
の
行
事

も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
大
司
馬
の
職
文
の
中
で
、
国
強
に
関
わ
る
部
分
を
要
約
す
れ
ば
、
決
の
よ
う
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

仲
春
に
は
、
大
司
馬
が
、
民
衆
た
ち
を
集
め
て
振
按
(
隊
伍
の
編
成
の
確
認
〉
を
目
的
と
し
た
教
練
を
行
な
う
。
旗
を
建
て
て
、
民
衆
た
ち
を

軍
事
行
動
の
際
と
同
様
に
布
陣
し
、
太
鼓
や
鍾
を
合
園
に
し
て
進
退
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
合
園
の
こ
と
を
よ
く
教
え
た
あ
と
、
引
き

績
い
て
蒐
回
を
行
な
う
。
ま
ず
表
絡
の
把
り
を
行
な
い
、
民
衆
た
ち
に
向
か
っ
て
。
誓
ク
を
行
な
司
た
あ
と
、
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
巻
狩
り
を
行

う

ま
ず
最
初
に
、

-13 -

な
う
。
狩
り
が
終
わ
る
と
、
そ
の
獲
物
で
も
っ
て
祉
を
祭
る
。

仲
夏
に
は
、
支
舎
(
野
径
を
含
む
軍
事
行
動
)
の
教
練
を
行
な
う
。

そ
の
布
陣
の
し
か
た
は
ク
振
放
。
の
場
合
と
饗
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
所

属
ご
と
に
認
識
標
を
定
め
、
夜
戦
の
際
に
混
観
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
。
そ
の
あ
と
、
首
回
を
行
な
う
。
そ
の
や
り
方
は
春
の
蒐
固
と
同
じ

で
あ
る
。
狩
り
で
得
た
獲
物
を
、
約
に
さ
さ
げ
る
。

仲
秋
に
は
、
治
兵
(
軍
事
行
動
に
出
援
す
る
際
の
手
績
き
や
儀
式
〉
の
こ
と
を
教
え
る
。

そ
の
布
陣
の
し
か
た
は
、
春
の

。
振
放
。
の
場
合
と
饗

13 

ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
時
に
は
、
旗
さ
し
も
の
の
こ
と
を
良
く
教
え
る
。
そ
う
し
た
教
練
が
終
わ
る
と
、
瀬
田
を
行
な
う
。
や
り
方
は
蒐
田
と
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同
じ
で
、

そ
の
獲
物
に
よ
っ
て
紡
を
杷
る
。

仲
多
に
は
、
大
関
(
一
年
一
度
の
関
兵
式
〉
の
演
習
を
行
な
う
。

(

お

)

比
べ
て
、
ず
っ
と
詳
し
く
そ
の
や
り
方
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
も

っ
て
虞
人
の
役
目
の
者
が
狩
り
場
の
整
備
を
行
な
う
。
演
習
の
嘗

こ
の
大
聞
の
行
事
に
つ
い
て

周
躍
の
職
女
は
、
他
の
季
節
の
軍
事
数
練
に

日
の
朝
に
は
、
民
衆
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
集
合
し
、
戦
車
に
附
く
人
々
も
、
貫
際
の
作
戦
の
時
と
同
じ
よ
う
に
並
ぶ
。
ま
ず
ぷ
官
。
が
行

な
わ
れ
、

そ
の
あ
と
、
太
鼓
と
鐘
と
の
合
固
に
従
っ
て
、
民
衆
た
ち
は
突
撃
な
ど
の
練
習
を
す
る
。
そ
う
し
た
演
習
が
終
わ
る
と
、
引
き
績
い

ら
れ
、
表
絡
の
肥
り
を
行
な
っ
た
あ
と
、
太
鼓
の
合
圃
で
狩
り
を
行
な
う
。
そ
の
狩
り
の
獲
物
は
、

て
。
狩
回
ク
を
行
な
う
。
こ
の
場
合
に
も
、
太
鼓
と
鐘
と
の
合
固
に
従
っ
て
、
狩
り
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
獲
物
を
狩
り
出
す
車
が
設
け

ま
ず
郊
に
さ
さ
げ
、
開
還
し
た
あ
と
、

悉

へ
の
さ
さ
げ
も
の
と
さ
れ
る
。

以
上
が
「
周
櫨
」
大
司
馬
の
職
文
の
中
の
、
狩
識
に
関
わ
る
部
分
の
要
約
で
あ
る
。
四
つ
の
季
節
の
な
か
ば
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
貼
が

異
な
る
軍
事
演
習
と
、
遣
っ
た
名
稿
の
狩
強
と
、
異
な
る
封
象
へ
の
捧
げ
物
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
季
節
の
行
事
に
あ
っ

て
も
、
そ
の
基
本
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
た
ち
を
集
め
て
、
ま
ず
軍
事
教
練
が
な
さ
れ
て
、
そ
の
軍
事
教
練
の
瞳
制
を
そ
の

ま
ま
用
い
て
狩
猶
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
狩
り
の
獲
物
を
捧
げ
て
祭
杷
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
祭
杷
の
劉
象
は
、
祉
、
約
、
紡
、
郊
と

悉
と
、
そ
れ
ぞ
れ
季
節
ご
と
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
祭
杷
に
共
通
し
た
性
格
と
し
て
、
土
地
神
へ
の
杷
り
と
い
う
傾
向
が
強
く
、
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ま
た
組
先
一
紳
の
把
り
で
あ
っ
て
も
、
個
別
的
な
租
先
紳
で
は
な
く
、
祖
先
紳
を
一
ま
と
め
に
し
た
祭
把
な
の
で
あ
っ
た
。
中
園
古
代
の
祭
把
瞳

(

日

〉

系
の
中
に
あ
っ
て
、
古
い
租
先
紳
が
土
地
神
と
一
睡
と
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
周
躍
」
大
司
馬
が
記
し
て
い
る
、
民
衆
を
動
員
し
て
の
狩
り
の
様
子
を
、
節
略
し
つ
つ
見
た
の
で
あ
る
が
、
大
司
馬
の
職
文
の
中
で
も
、

特
に
仲
冬
に
行
な
わ
れ
る
大
聞
の
行
事
と
石
鼓
文
が
記
録
し
た
行
事
と
の
聞
に
は
、

い
く
つ
か
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

ム
ツ
作
原
。
石
鼓
が
記
す

「
周
瞳
」
で
、
虞
人
が
演
習
の
場
を
、
草
を
刈
っ
た
り
し
て
整
え
る
の

と
同
様
の
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
狩
識
は
、
と
も
に
馬
車
(
国
車
〉
を
用
い
て
行
な
わ
れ
、
民
衆
た
ち
も
そ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。

の
が
、
前
も
っ
て
狩
り
場
の
整
備
を
す
る
こ
と
を
云
う
の
で
あ
れ
ば
、



。
呉
人
。
石
鼓
の
刻
文
に
は
讃
め
ぬ
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
に
も
「
大
規
」
な
ど
の
語
が
見
え
て
、
祭
杷
に
関
わ
る
内
容
が

含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
周
嘩
」
大
司
馬
で
、
季
節
ご
と
の
狩
猶
の
最
後
に
、
み
な
祭
杷
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
と
、

重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
十
個
の
石
鼓
文
全
瞳
を
逼
し
て
、
狩
り
場
の
整
備
、
そ
こ
で
の
狩
灘
、

そ
う
し
て
、
そ
の
獲
物
を
捧
げ
て
の
祭
把
と
い
う
一
連

の
行
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
石
鼓
文
に
お
い
て
は
、
獣
を
劃
象
と
す
る
狩
猶
だ
け
で
な
く
、
所
の

河
で
の
魚
取
り
も
重
要
な
行
事
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
獲
物
の
魚
も
祭
杷
の
際
の
捧
げ
物
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
中
園
古
代
に

お
い
て
は
、
儀
躍
的
な
狩
識
と
漁
拐
と
の
聞
に
は
共
通
性
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
狩
猶
に
弓
矢
が
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な

(

ロ

)

く
、
魚
を
弓
矢
で
射
て
取
る
と
い
う
儀
躍
も
盛
ん
な
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
石
鼓
文
と
「
周
瞳
」
大
司
馬
の
記
述
と
が
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
周
嘩
」
に
登
場
す
る
の

は
、
民
衆
た
ち
と
そ
れ
を
指
揮
す
る
役
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
石
鼓
文
で
活
躍
し
て
い
る
「
君
子
」
た
ち
の
こ
と
は
見
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
民
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衆
を
集
め
て
す
る
軍
事
教
練
的
な
要
素
も
、
石
鼓
文
に
は
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

粗
鋼
と
祭
杷
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
周
櫨
」
大
司
馬
で
は
、
軍
事
演
習
と
狩
強
と
祭
把
と
が
一
連
の
行
事
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
三
つ
の
要
素
の
内
で
も
、
特
に
狩

た
と
え
ば
「
春
秋
公
羊
停
」
桓
公
四
年
の
衣
の
よ
う
な
僚
に
も
表
明
さ
れ
て
い

る

〔
桓
公
〕
四
年
、
春
正
月
、
公
は
郎
の
地
で
狩
を
行
な
っ
た
。

狩
と
は
な
に
か
。
田
猶
の
こ
と
で
あ
る
。
春
の
回
強
を
首
と
い
い
、
秋
の
団
組
織
を
蒐
と
い
い
、
多
の
田
識
を
狩
と
い
う
。
:
:
:
諸
侯
た
ち

は
、
な
ぜ
必
ず
狩
強
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
〔
獲
物
を
〕
干
し
肉
と
し
て
豆
(
タ
カ
ツ
キ
)
に

第
一
に
は
、
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載
せ
て

〔
神
へ
の
捧
げ
物
と
す
る
〕

た
め
で
あ
り
、

第
二
に
は
、
賓
客
た
ち
の
も
て
な
し
に
用
い
る
た
め
で
あ
り
、

第
三
に
は
、
主
君
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の
蓋
所
に
供
給
す
る
た
め
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
狩
識
の
獲
物
を
弓
で
射
殺
し
た
あ
と
、
最
も
良
い
肉
は
、
紳
々
へ
の
捧
げ
も
の
と
さ
れ
、
主
君
の
食
料
に
供
す
る
と
い
う
用
途

は
、
最
後
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
云
え
ば
、
こ
の
「
公
羊
俸
」
が
記
す
季
節
ご
と
の
狩
猶
の
名
稽
は
、
上
に
奉
げ
た
「
周

躍
」
大
司
馬
が
傘
げ
る
名
稽
と
同
じ
く
な
い
。
季
節
ご
と
の
狩
猶
を
い
か
に
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
設
が
あ
っ
て
統
一
が
つ
か
な

い
。
ま
た
「
公
羊
停
」
で
は
、
夏
の
狩
識
の
こ
と
を
云
わ
な
い
。
季
節
ご
と
に
、
一
年
に
四
度
、
狩
猶
を
す
る
と
い
う
読
と
、
夏
を
除
い
て
、

一
年
に
三
度
、
狩
識
を
行
な
う
の
だ
と
す
る
設
と
の
雨
読
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
三
度
だ
と
す
る
設
の
方
が
古
い
の
で
あ
ろ
う
。

「
穀
梁
停
」
の
同
年
の
僚
に
は
、

ま
た
衣
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

四
つ
の
季
節
ご
と
の
田
猶
は
、

す
べ
て
宗
廟
で
の
祭
把
の
た
め
に
行
な
う
の
で
あ
る
。

春
の
田
強
を
田
と
い
う
。

夏
の
田
識
を
苗
と
い

ぅ
。
秋
の
回
猶
を
蒐
と
い
う
。
多
の
田
猶
を
狩
と
い
う
。

四
つ
の
季
節
ご
と
の
回
強
〔
の
獲
物
〕

に
は
、
三
つ
の
用
途
が
あ
る
。

〔
そ
の

獲
物
は
〕
も
っ
ぱ
ら
最
初
に
得
ら
れ
た
も
の
を
用
い
る
。
第
一
に
は
、
乾
燥
肉
と
し
て
互
に
載
せ
て

〔
神
に
捧
げ
る
〕
。

第
二
に
は

賓

- 16-

客
を
も
て
な
す
。
第
三
に
は
、
主
君
の
蓋
所
に
供
給
す
る
の
で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
、
季
節
ご
と
に
狩
強
を
行
な
う
と
い
う
設
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、

田
識
は
宗
廟
で
の
祭
柁
を
第
一
の
目
的
と
し
て
行
な
う
と
い

「
櫨
記
」
王
制
篇
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
敷
桁
す
る
。

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
つ
つ
、

天
子
と
諸
侯
と
は
、
大
き
な
事
件
が
な
け
れ
ば
、

一
年
に
三
度
、

田
淵
舗
を
行
な
う
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
乾
燥
肉
と
し
て
豆
に
載
せ
て

〔
紳
に
捧
げ
る
〕
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
賓
客
を
も
て
な
す
た
め
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
主
君
の
蓋
所
に
供
給
す
る
た
め
で
あ
る
。

大
き
な
事
件
も
な
い
の
に
田
猶
を
行
な
わ
な
い
の
は
、

不
敬
だ
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
狩
強
は
、
中
園
の
古
代
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
楽
し
み
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
主
君
の
義

務
で
あ
り
、
そ
れ
を
依
か
す
の
は
「
不
敬
」
だ
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
神
々
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
た
め
に
も
、
定
期
的
に
田
識
を
行
な
い
、

獲
物
の
肉
を
紳
々
に
捧
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



狩
猶
、
軍
事
と
民
衆
組
識

「
周
檀
」
夏
官
の
大
司
馬
で
は
、
軍
事
訓
練
と
狩
識
と
祭
杷
と
が
一
連
の
行
事
と
し
て
、
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し

た
行
事
の
目
的
と
し
て
、
狩
硝
舗
を
遁
じ
て
貫
際
の
戦
闘
訓
練
を
行
な
う
と
い
う
賞
用
的
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
確
か
で
あ
る
。

そ
の
こ
と

は
、
狩
猶
が
軍
事
演
習
と
同
じ
陣
立
て
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、

詩
内
侍
」
に
も
、
衣
の
よ
う
に
一
去
っ
て
い
る
。

「
太
卒
御
覧
」
巻
八
三
一
に
引
く
「
韓

春
の
狩
り
を
欧
と
い
い
、
夏
の
狩
り
を
捜
と
い
い
、
秋
の
狩
り
を
滴
と
い
い
、
多
の
狩
り
を
狩
と
い
う
。

大
経
の
旗
印
を
建
て
、
諸
侯
は
小
績
を
建
て
て
、
人
々
は
そ
の
旗
印
の
下
に
獲
物
の
獣
を
集
め
る
。
天
子
は
、 〔

狩
猶
に
際
し
て
は
〕
天
子
は

み
ず
か
ら
そ
う
し
た
獲
物

を
跨
門
に
お
い
て
、
弓
矢
で
射
殺
す
る
。

因
調
は
、
そ
の
行
事
を
通
じ
て
、
遣
を
明
ら
か
に
し
、
武
事
に
習
熟
し
、
優
秀
な
兵
士
を
選
抜
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す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
韓
詩
内
停
」
の
断
片
は
、

な
わ
れ
る
田
識
に
、

田
猶
の
持
つ
、
主
と
し
て
軍
事
的
な
面
で
の
賞
用
的
な
数
果
を
述
べ
て
い
る
。
民
衆
た
ち
を
動
員
し
て
行

確
か
に
そ
う
し
た
賓
用
的
な
意
味
あ
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、

李

E
農
「
大
蒐
解
」
の
論
文

は
、
蒐
(
大
蒐
〉
の
行
事
が
、
園
を
奉
げ
て
行
な
わ
れ
る
大
規
模
な
軍
事
演
習
で
あ
っ
て
、

(

四

〉

事
的
匪
迫
を
加
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

時
に
は

そ
う
し
た
行
事
を
通
じ
て
、
他
園
に
軍

h
-
2
-

、

ふ
/
ふ
J

田
強
の
目
的
に
つ
い
て
、
そ
の
軍
事
的
な
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
く
も
な
い
。
も
し
そ
れ
を
純
粋
に
軍
事
的
な

も
の
だ
と
し
て
説
明
す
る
と
、
狩
猶
の
あ
と
に
必
ず
祭
杷
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
十
分
に
説
明
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
李

E

農
民
も
引
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

よ
う
な
一
段
が
あ
る
。

「
園
語
」
斉
語
に
は
、
管
仲
が
四
民
を
定
め
、
三
軍
を
編
成
し
た
と
い
う
故
事
を
述
べ
た
中
に
、
決
の
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管
子
は
、

そ
こ
で
園
を
次
の
よ
う
に
組
織
化
し
た
。

五
つ
の
家
で
も
っ
て
。
軌
。

〔
と
い
う
皐
位
〕

を
編
成
し
、

軌
に
は
長
が
置
か
れ
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る
。
十
の
軌
で
も
っ
て

。
里
。
を
編
成
し
、
里
に
は
有
司
が
い
る
。
四
つ
の
里
で
も
っ
て
ク
連
。
を
編
成
し
、
連
に
は
長
が
置
か
れ
る
。

十
の
連
で
も
っ
て

ク
郷
。
を
編
成
し
、
郷
に
は
良
人
が
置
か
れ
る
。

[
こ
う
し
た
組
織
に
劃
し
て
〕

衣
の
よ
う
な
軍
令
が
定
め
ら
れ
た
。

五
つ
の
家
で
軌
を
編
成
す
る
こ
と
か
ら
、

五
人
で
伍
〔
と
い
う
組

織
〕
を
作
り
、

十
の
軌
で
里
を
編
成
す
る
こ
と
か
ら

、

里

の

有

司

が

こ

れ

を

率

い

る。

四
つ
の
里
で
連
を
編
成
す
る
こ
と
か
ら
、

二
百
人
で
卒
を
作
り
、
連
長
が
こ
れ
を
率
い
る
。
十
の
連
で
郷
を
編
成
す
る
こ
と
か
ら
、

軌
長
が
こ
れ
を
率
い
る
。

五
十
人
で
小
戎
を
作
り

二
千
人
で
放
を
作
り
、
郷
の
良
人
が
こ
れ
を
率
い
る
。

を
率
い
る
。

三
つ
の
軍
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

五
つ
の
郷
が
一
帥
で
あ
る
。
そ
れ
で
一
高
人
で
一
軍
を
作
り
、

五
郷
之
帥
が
こ
れ

〔
そ
の
指
揮
権
を
象
徴
す
る
〕

中
軍
の
太
鼓
と
、
園
子
の
太
鼓
と
、
高
子
の
太
鼓
と
が
置
か

れ
る
。

春
に
は
獲
を
行
な
っ
て
振
放
(
軍
組
織
の
編
成
)
を
な
し
、
秋
に
は
痛
を
行
な
っ
て
兵
の
訓
練
を
な
す
。
こ
う
し
た
手
績
き
が
ち
ゃ
ん
と
な

さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
卒
伍
は
里
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、

部
か
ら
す
る
教
化
が
成
果
を
暴
げ
た
あ
と
は
、
そ
こ
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
指
導
し
て
ゆ
く
。

伍
の
人
々
は
、

一
緒
に
祭
杷
を
行
な
っ
て
同
じ
幸
い
を
享
受
し
、
死
者
が
出
た
時
に
は
悲
し
み
を
共
に
し
、
災
害
も
そ
れ
を
分
け
合
う
。

軍
放
は
郊
(
都
の
外
局
〉
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

内
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人
と
人
と
が
卒
等
に
、
家
と
家
と
が
卒
等
な
闘
係
に
あ
り
、
古
く
よ
り
同
じ
場
所
に
住
み
、
若
い
時
代
に
は
一
緒
に
軍
放
に
も
出
る
。
き

れ
ば
こ
そ
、
夜
戟
の
時
に
は
撃
を
聞
い
て
、
ば
ら
ば
ら
に
な
る
こ
と
な
く
、
重
の
戦
い
に
は
眼
で
見
て
、
互
い
が
確
認
が
で
き
る
。

こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
行
政

・
軍
事
組
織
が
、
そ
の
ま
ま
管
仲
の
時
代
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
春
秋
戦
園
時
代

に
、
各
園
で
行
な
わ
れ
た
軍
組
織
改
編
の
基
本
的
な
方
向
が
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
軍
制
は
、
そ
の
基
礎

的
な
単
位
を
在
地
の
民
衆
組
織
の
上
に
置
い
て
、
そ
れ
を
統
合
す
る
形
で
圏
全
瞳
の
軍
事
盟
系
が
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
礎
単
位

は、

ま
た
共
同
し
て
祭
杷
を
行
な
い
、
そ
の
幸
い
を
い

司
し
ょ
に
享
受
す
る
人
々
の
集
ま
り
で
あ
り
、
春
秋
の
狩
強
の
際
の
民
衆
動
員
の
組
織

と
も
重
な
り
あ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。



「
躍
記
」
祭
義
篇
は
、
民
衆
た
ち
を
組
織
し
て
作
ら
れ
る
、
狩
猶
の
た
め
の
組
織
と
軍
事
的
な
組
織
と
を
並
列
し
て
奪
げ
て
、
衣
の
よ
う
に

云
っ
て
い
る
。

古
の
道
で
は
、

五
十
に
な
る
と
旬
徒
(
狩
磁
の
際
の
セ
コ
〉
に
は
な
ら
な
い
。
獲
物
を
分
け
る
際
に
は
年
長
者
に
厚
く
分
配
す
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
悌
の
精
神
を
狩
猶
組
織
の
中
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
。

軍
隊
組
織
の
中
で
は
、
位
が
同
じ
で
あ
れ
ば
年
長
者
を
傘
重
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
悌
の
精
神
を
軍
隊
組
織
の
中
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ

る。

組
織
が
、

「
瞳
記
」
の
祭
義
篇
が
「
古
の
道
」
と
い
う
時
に
、
ど
の
よ
う
な
時
代
を
想
定
し
て
い
た
の
か
、
確
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
民
衆
の

理
念
的
に
は
、
狩
猶
を
行
な
う
た
め
の
組
織
と
軍
事
的
な
組
織
と
の
二
重
の
構
造
か
ら
成
っ
て
い
て
、
Z

問
者
は
、
重
な
り
合
う
と
こ

ろ
も
あ
り
な
が
ら
も
、
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
周
櫨
」
大
司
馬
な
ど
が
一
連
の
回
強

行
事
と
し
て
記
述
し
て
い
る
、
軍
事
演
習
、
狩
強
、
祭
把
と
い
う
三
つ
の
要
素
は
、
巌
密
に
云
え
ば
、
軍
事
演
習
と
狩
猶
・
祭
記
と
い
う
、
元

来
は
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に
す
る
二
種
類
の
行
事
が
並
列
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
時
期
以
降
に
、
と
も
に
在
地
の
民
衆
組
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織
と
関
わ
る
と
い
う
共
通
性
を
介
し
て
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
種
類
、
三
つ
の
要
素
の
結
合
か
ら
な
る
、

国
強
行
事
全
瞳
の
持
つ
一
意
味
を
考
え
る
た
め
の
参
考
と
し
て
、
戦
園
時
期
の
中
山
王
陵

か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
の
銘
文
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
、
参
考
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

河
北
省
霊
蕎
燃
の
、
戦
園
時
期
の
中
山
王
陵
か
ら
は
多
く
の
文
物
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
遺
物
の
中
で
も
、
長
い
銘
文
が
刻

さ
れ
た
三
つ
の
青
銅
器
が
護
見
さ
れ
た
こ
と
が
、
戦
圏
中
期
の
歴
史
や
思
想
を
考
え
る
た
め
の
同
時
資
料
の
出
現
と
し
て
、
特
に
貴
重
で
あ
っ
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た
。
そ
れ
ら
の
青
銅
器
の
銘
文
の
中
に
は
、
中
山
闘
の
内
部
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
燕
の
園
で
の
政
襲
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た

事
件
と
の
劃
比
か
ら
、
こ
れ
ら
の
銅
器
が
、
紀
元
前
三

O
八
年
を
二
、
三
年
も
外
れ
な
い
時
期
に
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
銘
文
の
中
で
は
、
燕
王
の
子
噌
が
、
賢
者
に
潤
譲
す
る
と
い
う
名
目
で
、
子
之
に
譲
位
を
し
た
と
い
う
、
前
一
ニ
一
六
年
に
起
こ

っ
た
事

件
が
強
く
非
難
さ
れ
て
い
る
。

」
の
騨
譲
事
件
に
よ
っ

て
燕
の
圏
内
が
凱
れ
る
と
、

前
=
二
四
年
に
は

湾
の
宣
公
が
燕
の
園
へ
軍
を
進
め

た
。
そ
の
際
に
、
中
山
園
も
、
賓
の
軍
事
行
動
の
し
り
馬
に
乗
っ
て
燕
に
向
け
出
兵
し
、

い
さ
さ
か
の
土
地
を
占
領
し
て
、
自
分
の
も
の
と
し

た
と
推
定
さ
れ
る
。
三
つ
の
青
銅
器
の
内
の
一
つ
で
あ
る
、
園
査
の
刻
銘
か
ら
、
こ
の
事
件
に
関
わ
る
部
分
を
抜
き
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
記

(
川
口
〉

さ
れ
て
い
る
。

か
み

た
ま
た
ま
燕
の
固
に
、
道
義
を
な
み
し
上
を
軽
視
し
て
、
子
之
が
大
き
な
不
義
を
行
な
い
、

そ
の
主
君
を
臣
下
と
す
る
と
い
う
事
件
が
起

」
っ
た
(
す
な
わ
ち
、
子
之
が
想
議
に
よ
っ
て
燕
君
の
位
に
つ
い
た
)
。

〔
そ
れ
を
知
っ
た
、
中
山
園
の
宰
相
で
あ
る
〕
司
馬
買
は
、
員
っ
赤
に
な
っ
て
怒
り
、
じ
っ
と
は
し
て
お
ら
れ
ず
、
軍
を
率
い
て
燕
の
園
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を
征
し
、
大
い
に
、
中
山
園
の
領
域
を
、
数
百
里
四
方
に
わ
た
っ

て
横
げ
た
。
こ
の
司
馬
員
こ
そ
は
、
園
家
の
大
黒
柱
で
あ
る
。

〔
こ
の
よ
う
に
し
て
領
地
が
手
に
入
る
と
〕
我
が
先
代
の
王
は
、
そ
の
新
し
い
領
土
で
ク
茅
蒐
回
強
。
を
行
な
司
た
。
そ
の
狩
り
場
に
集

っ
た
旗
指
し
物
は
、

あ
た
か
も
林
の
よ
う
。

車
を
操
る
御
者
も
、

車
の
右
に
乗
る
よ

γ

右
者
。
も
心
を
合
わ
せ
、

四
頭
の
牡
馬
も
元
気
一

杯
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
肉
と
干
し
肉
と
を
手
に
入
れ
る
と
、

そ
れ
を
捧
げ
て
先
王
た
ち
を
把
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
土
地
を
自
分
の
も
の
と
し
た
中
山
王
は
、

そ
の
土
地
で
「
茅
蒐
田
猶
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
地
に
い
た
民
衆
た

ち
を
動
員
し
て
の
巻
狩
り
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
狩
り
で
手
に
入
れ
た
獲
物
の
肉
で
先
王
た
ち
を
杷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
附
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
新
領
土
獲
得
に
と
も
な
う
一
連
の
儀
式
に
は
、
天
子
の
使
者
も
臨
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
方
査
の
銘
の
中

の
、
・
次
の
よ
う
な
文
句
か
ら
窺
わ
れ
る
。

燕
の
園
の
も
と
の
主
君
の
子
噌
と
、
新
し
い
主
君
の
子
之
と
は
、
曜
の
根
本
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
も
の
ご
と
の
順
逆
を
無
視
し
た
。
そ

身
は
死
し
て
、
そ
れ
を
救
お
う
と
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
中
で
、

の
結
果
、
園
は
滅
び
、

だ
れ
一
人
、

〔
司
馬
員
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燕
の
園
に
お
け
る
〕
君
臣
の
位
の
あ
り
か
た
と
上
下
の
関
係
と
を
正
し
い
も
の
に
定
め
直
さ
ん
と
し
て

〔
軍
を
動
か
し
〕
、

め
で
た

く
も
手
柄
を
立
て
て
、
中
山
園
の
領
域
を
切
り
接
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

天
子
は
、
こ
う
し
た
動
功
を
し
っ
か
り
と
心
に
留
め
、
そ
の
重
臣
を
使
者
と
し
て
遣
わ
す
と
、
仲
父
な
る
司
馬
員
に
策
書
と
恩
賞
と
を
授

け
た
。
諸
侯
た
ち
も
、

み
な
祝
賀
し
た
の
で
あ
司
た
。

こ
れ
ら
中
山
王
陵
出
土
の
青
銅
器
の
銘
文
を
通
じ
て
、
新
し
く
取
り
込
ん
だ
土
地
で
田
強
を
行
な
い
、
そ
の
地
に
自
生
し
た
獲
物
で
も
っ
て

祖
先
紳
を
記
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
事
的
に
手
に
入
れ
た
土
地
が
、
宗
教
的
に
も
、
確
か
に
中
山
園
の
も
の
に
な
る
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
時
に
天
子
か
ら
の
使
者
が
遭
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
土
地
領
有
が
公
認
さ
れ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
、
中
山
園

側
で
手
を
打
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
諸
侯
た
ち
も
み
な
祝
賀
し
た
と
あ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
中
山
園
側
の
意
識
で
は
、
燕
の
園
か
ら

奪
い
取
っ
た
新
し
い
領
土
を
中
山
園
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
、
諸
侯
た
ち
も
認
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
し
く
手
に
入
れ
た
土
地
を
正
式
に
自
園
の
も
の
と
す
る
行
事
の
中
で
、

能
を
果
た
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

回
強
と
い
う
儀
式
が
相
嘗
に
大
き
な
機

一
方
で
は
、
新
し
く
手
に
入
れ
た
土
地
の
民
衆
た
ち
を
、
狩
猶
の
際
の
セ
コ
と
し
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て
組
織
す
る
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
、
そ
の
土
地
の
民
衆
を
軍
事
的
に
も
組
織
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
同

時
に
ま
た
、
中
山
園
の
青
銅
器
銘
は
、

そ
の
巻
狩
り
で
手
に
入
れ
た
獲
物
で
先
祖
の
紳
々
を
祭
杷
し
た
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。
新
し
く
手

に
入
れ
た
土
地
に
産
し
た
獲
物
で
紳
々
を
祭
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
に
も
そ
の
領
有
が
確
定
さ
れ
る
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
西
周
的
な
封
建
制
が
崩
壊
す
る
過
程
で
生
ま
れ
た
、
新
し
い
性
格
の
儀
躍
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
山
園
が
行
な
っ
た
の
は
、
新
し
く
土
地
を
領
有
し
た
際
に
行
な
わ
れ
た
狩
猶
と
そ
の
獲
物
を
用
い
た
祭
杷
で
あ
っ
て
、
狩
猶
と
祭
杷
と
い

う
一
連
の
行
事
が
土
地
領
有
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
手
績
き
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
よ
く
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
新
し
く
手
に
入

そ
こ
で
巻
狩
り
を
行
な
い
、
そ
の
獲
物
で
祭
杷
を
行
な
う
こ
と
が
、
同
様
に
そ
の
土
地
の
領
有
を
再

れ
た
ば
か
り
の
土
地
で
な
い
場
合
に
も
、
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確
認
し
、

ま
た
そ
の
領
有
を
堅
固
な
も
の
と
す
る
手
段
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
周
櫨
」
大
司
馬
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
回
猶
も
、

一
方
で
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は
、
田
磁
の
行
な
わ
れ
る
地
域
の
領
有
の
再
確
認
の
行
事
と
い
う
意
味
を
背
後
で
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
あ
る
土
地
で
の
狩
り
の
獲
物
で
紳
を
肥
る
と
、
そ
の
土
地
の
領
有
が
確
定
さ
れ
、
そ
の
所
有
が
強
固
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
簡
畢
に
動
物
犠
牲
や
狩
り
の
獲
物
を
捧
げ
て
神
々
に
祈
る
際
に
、
そ
う
し

た
供
物
と
な
る
動
物
が
果
た
す
機
能
に
つ
い
て
纏
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

動
物
犠
牲
を
用
い
る
儀
薩
の
根
本
的
な
性
格
は
、
犠
牲
に
さ
れ
る
動
物
を
介
し
て
、
祭
杷
を
捧
げ
る
人
間
と
神
々
と
の
聞
が
結
合
さ
れ
、
人

人
の
祈
願
を
神
々
に
通
じ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

犠
牲
に
さ
れ
る
動
物
は
、

人
間
世
界
と
神
々
(
主
と
し
て
天

上
に
い
る
天
帯
や
租
先
紳
)
の
世
界
と
を
結
び
合
わ
せ
る
機
能
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
典
型
的
な
形
で
示
す
の
、
が

盟
約
の
際
に
作
ら
れ
る
ゥ
載
書
。
で
あ
ろ
う
。
侯
馬
の
盟
書
と
い
っ
た
貫
物
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
盟
約
を
行
な
い
、
誓
い
の
言
葉

を
朱
書
す
る
と
、
そ
の
文
書
を
犠
牲
の
動
物
と
一
緒
に
穴
に
埋
め
た
。
こ
う
し
た
儀
躍
に
用
い
ら
れ
る
盟
書
が
。
載
童
子
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う

こ
う
し
た
動
物
犠
牲
に
も
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
種
類
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
天
一
帝
一
を
杷
る
た
め
に
聖
別
し
て
養
わ
れ
る

J
帝
牛
。
ゃ
。
郊
牛
。
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
園
都
に
お
い
て
特
別
に
飼
育
さ
れ
た
動
物
を
犠
牲
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
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に
、
犠
牲
に
な
っ
た
動
物
は
、
盟
約
の
書
を
そ
の
背
に
載
せ
て
、
紳
々
の
も
と
ま
で
運
ぶ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
土
地
で
回
猶
を
行
な
っ
て
、

そ
の
獲
物
を
猷
げ
物
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
園
都
で
行
な
わ
れ
る
恒
常
的
な
祭
把
に
は
、
犠
牲
用
に
飼
育
さ

れ
た
。
郊
牛
。
な
ど
の
動
物
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
に
劃
し
て
、
都
か
ら
離
れ
た
土
地
で
行
な
わ
れ
る
祭
杷
に
は
、
そ
の
土
地
で
獲
得
さ
れ
た

動
物
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
獲
物
を
用
い
る
の
は
、
天
上
の
神
々
に
祈
念
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
紳
を
介
す
る

回
謝
儀
式
で
狩
り
の
劃
象
と
な
る
動
物
は
、
お
そ
ら
く
土
地
神
に
属
す
る
も
の
と
-
意
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
土
地
を
手
に
入
れ
た
と
き
、
ま
ず
そ
の
土
地
で
田
識
を
行
な
い
、
そ
の
獲
物
で
も
っ
て
祭
記
を
行
な
う
の
も
、
そ

こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

の
地
の
土
地
神
を
も
自
己
の
祭
杷
盟
系
に
く
る
み
込
む
こ
と
を
意
園
し
た
行
事
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
云
え
ば
、
園
都
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
犠
牲
の
動
物
に
も
ま
た
、
土
地
支
配
の
象
徴
性
が
備
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ



ち
、
そ
う
し
た
動
物
は
、

い
わ
ば
宗
教
的
畿
内
と
も
云
う
べ
き
地
域
全
睡
で
養
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「口口氏

春
秋
」
季
夏
紀
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
畿
内
の
〕
百
豚
か
ら
規
定
の
藁
を
集
め
、
そ
れ
で
犠
牲
を
飼
育
す
る
よ
う
手
配
を
さ
せ
る
。
民

衆
た
ち
に
命
じ
て
、
全
て
の
者
に
労
力
を
供
出
さ
せ
、
〔
そ
う
し
た
民
衆
た
ち
の
第
力
奉
仕
を
背
景
に
し
て
、
主
君
は
〕
皇
天
上
一
帝一
や
名

こ
の
月
に
は
、

四
監
大
夫
に
命
じ
て
、

山
大
川
、

四
方
の
神
々
へ
お
供
え
を
捧
げ
、
宗
廟
や
祉
稜
の
神
霊
た
ち
を
杷
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
民
衆
た
ち
の
た
め
に

〔榊ん
べ
か
ら
〕

幸
一
帽
を
乞
い
受
け
て
や
る
の
で
あ
る
。

ま
た
「
向
書
」
高
責
篇
の
五
服
の
制
度
を
述
べ
た
部
分
に
も
、
女
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
都
か
ら
〕
五
百
里
の
範
囲
を
旬
服
と
い
う
。
〔
そ
の
内
の
〕
百
里
ま
で
は
、
賦
と
し
て
穀
物
と
藁
と
の
全
て
を
納
め
る
。
二
百
里
ま
で

は
、
穂
摘
み
を
し
た
穀
物
を
納
め
る
。
三
百
里
ま
で
は
、
藁
を
納
め
、
そ
れ
に
と
も
な
う
雑
役
に
出
る
。
四
百
里
ま
で
は
、
殻
附
き
の
穀

五
百
里
ま
で
は
、
脱
穀
し
た
穀
物
を
納
め
る
。
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物
を
納
め
る
。

都
か
ら
二
百
里
か
ら
三
百
里
ま
で
の
範
圏
で
は
、
藁
を
納
め
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
雑
役
に
出
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
藁

の
用
途
に
つ
い
て
は
、
「
僑
孔
停
」
に
も
「
書
集
停
」
に
も
、
さ
ら
に
は
「
高
貢
錐
指
」
な
ど
に
も
、
詳
し
い
説
明
が
な
い
。
し
か
し
、
「
口
口

氏
春
秋
」
季
夏
紀
の
記
事
と
考
え
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
も
、
都
で
飼
わ
れ
て
い
る
犠
牲
を
飼
育
す
る
た
め
の
藁
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雑

役
に
出
る
(
服
す
)
と
あ
る
の
も
、
犠
牲
の
管
理
に
嘗
た
る
こ
と
を
含
め
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
藁
が
宗
教
的
に
重
要
な

意
味
を
備
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
周
遁
の
地
域
が
穀
物
を
貢
納
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
地
域
が
藁
を
攻
め
る
こ
と

と
が
、
そ
の
持
つ
意
味
の
重
さ
に
お
い
て
卒
均
が
取
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

「
呂
氏
春
秋
」
が
、
藁
を
供
出
す
る
こ
と
を
逼
じ
て
全
て
の

。
民
。
が
天
地
や
宗
廟
の
杷
り
に
参
興
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、
戦
園
末
年

の
、
中
園
統
一
を
親
野
に
入
れ
た
、
全
て
の
宗
教
を
園
家
の
も
と
に
統
合
し
よ
う
と
い
う
意
園
を
秘
め
た
も
の
で
あ
司
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
犠
牲
の
動
物
を
一
定
の
範
囲
の
土
地
全
睡
で
養
う
と
い
う
観
念
は
、

お
そ
ら
く
は

よ
り
古
く
ま
で
遡
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

23 
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ぅ
。
す
な
わ
ち
、
十
分
に
統
合
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
た
園
の
中
央
地
域
は
、

て
、
そ
の
祭
杷
を
天
上
の
神
々
に
遁
じ
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
地
域
を
代
表
し
て
都
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
犠
牲
を
用
い

そ
の
外
側
の
地
域
に
お
い
て
は
、
狩
猶
の
獲
物
を
用
い
て
、
そ
の
土
地
の
神
を
介
し
、

天
上
の
神
々
を
祭
杷
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
祭
杷
の
最
も
重
要
な
目
的
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
秩
序
と
安
寧
と
が
保
誼
さ
れ
る
こ
と

を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

在
地
の
民
衆
た
ち
が
、
軍
事
と
狩
猶
と
の
二
つ
の
面
を
通
じ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
前
に
指
摘
し
た
が
、
こ

の
よ
う
に
考
え
て
来
て
、
そ
の
中
で
も
、
狩
猶
を
遁
じ
て
の
組
織
化
と
い
う
の
が
、
本
質
的
に
は
、
民
衆
の
宗
教
的
な
統
合
を
意
味
す
る
も
の

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
中
央
に
集
中
す
る
擢
力
が

一
元
的
に
支
配
す
る
軍
事
的
な
組
織
よ
り
も
古
い
性
格
を
留
め
た
、

で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

各
地
域
に
土
着
し
た
、
分
権
的
な
性
格
の
強
い
組
織
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、

。
車
工
。
石
鼓
で
は
、

「
吾
が
草
」

「
吾
が
馬
」
と
、

回
猶
の
セ
コ
に
狩
り
出
さ
れ
る
人
々
の
覗
貼
で
事
態
の
記
述

「
詩
鰹
」
な
ら
ば
。
我
。

「
吾
が
道
」
な
ど
と
見
え
て
、
在
地
の
人
々
の
覗
貼
が
強

わ
れ

ん
，
余
。
と
書
か
れ
る
と
こ
ろ
を
、
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が
な
さ
れ
て
い
た
。

石
鼓
文
に
見
え
る
吾
(
濫
)
の
語
、
が
全
て
そ
う
し
た
民
衆
た
ち
を
指
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検

か
わ

「
吾
が
水
」

た
と
え
ば
。
吾
水
。
石
鼓
に
は
、

討
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、

調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
し
よ
う
。
前
に
示
し
た
よ
う
に
、

石
鼓
文

は
、
お
そ
ら
く
意
識
的
に

4
F
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
手
口
々
と
あ
る
人
々
と
、
狩
識
と
祭
記
で
結
合
し
て
い
る
民
衆
層
と
は
重
な
り
合

う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

巡

狩

と

刻

石

そ
の
あ
と
に
行
な
っ
た
一
連
の
行
事
と
、
秦
が
石
鼓
文
を
製
作
し
た
際
の

事
情
と
の
聞
に
は
、
少
な
か
ら
ざ
る
共
通
貼
が
見
ら
れ
る
。
南
者
と
も
狩
磁
を
行
な
い
、
お
そ
ら
く
そ
の
獲
物
を
捧
げ
て
祭
把
を
行
な
っ
て
い

る
。
そ
う
し
た
際
に
、
周
王
か
ら
使
者
が
遣
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
南
者
に
共
通
し
て
い
る
。
石
鼓
文
が
、

紀
元
前
三
一

O
年
前
後
に
、
中
山
園
が
、
燕
の
土
地
を
奪
取
し
、

「
詩
経
」
と
重
な
り



あ
う
表
現
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
だ
四
字
句
の
韻
文
を
基
本
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中
山
園
の
青
銅
器
の

銘
文
も
、
完
全
な
韻
文
で
は
な
い
に
し
ろ
、
各
所
に
「
詩
経
」
の
句
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
一
例
だ
け
を
奉
げ
れ
ば
、
前
に
引
用
し
た
固
査
の

大
雅
大
明
篇
の
「
股
一
商
之
放
、

其
舎
如
林
」
と
、

ま
た
「
四
牡
坊
訪
」
と
あ
る
句
は
、

大
雅
悉
民
篇
の

銘
に
「
其
曾
如
林
」
と
あ
る
句
は
、

「
四
牡
彰
彰
」
、
あ
る
い
は
小
雅
車
攻
篇
の
「
四
牡
魔
鹿
」
な
ど
の
句
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
中
山
園
の
遺
物
と
石
鼓
と
が
共
通
す
る
要
件
を
翠
.け
れ
ば
、
こ
れ
は
直
接
に
雨
者
の
類
似
性
を
一
示
す
も
の
に
は
な
ら
な

(

勾

)

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
中
山
王
陵
近
迭
で
も
、
文
字
を
刻
し
た
石
が
護
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
賓
が
あ
る
。
こ
の
石
刻
は
、
高
さ
が
九
十
セ

ン
チ
、
幅
が
五
十
セ
ン
チ
、
厚
き
が
四
十
セ
ン
チ
の
石
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
大
き
さ
も
、
秦
の
石
鼓
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
石
の

上
に
二
行
、
十
九
字
の
文
字
が
刻
さ
れ
、
讃
み
に
く
い
部
分
も
あ
る
が
、
狩
り
場
を
管
理
す
る
人
物
と
陵
墓
を
管
理
す
る
人
物
と
の
二
人
の
布

告
、
あ
る
い
は
祈
願
を
記
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
石
制
の
器
具
に
筒
皐
な
銘
文
を
記
し
た
例
は
、
股
代
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
石
碑

に
通
じ
る
形
態
の
石
刻
と
し
て
は
、
こ
の
中
山
園
の
遺
物
が
、
石
鼓
の
年
代
が
決
ま
ら
な
い
現
在
に
あ

っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
年
代
が
知
り
得
る
例

た
だ
、
中
山
園
の
石
碑
は
、
そ
の
文
字
は
石
鼓
文
の
よ
う
に
丁
寧
に
刻
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

ま
た
そ
の
内
容
も
、
直
接
に
政
治
的
事
件
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
黙
で
、
南
者
の
聞
に
差
異
が
あ
る
。

の
中
で
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
そ
の
遺
物
は
ま
れ
な
の
で
あ
る
が
、

石
に
字
を
刻
し
て
碑
を
作
る
と
い
う
観
念
が
戦
園
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
貌
の
安
麓

王
の
墓
か
ら
出
土
し
た
と
さ
れ
る
「
穆
天
子
停
」
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。

「
穆
天
子
停
」
で
は

西
周
の
穆
王
の
西
征
の
途
中
で
、
二
個
所
に

石
碑
が
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
記
事
が
見
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
巻
二
の
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
天
子
は
、

五
日
聞
に
わ
た
っ
て
春
山
の
頂
上
の
あ
た
り
を
見
て
ま
わ
る
と
、
牒
圃
の
峰
の
上
に
、
自
分
の
や
っ
た
こ
と
を
。
銘
。

し
て
、
後
世
に
知
ら
せ
た
。

こ
の
「
銘
し
た
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
郭
嘆
の
注
は
、

「
石
に
刻
し
、
自
分
の
て
が
ら
を
銘
と
し
た
」
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
も
う

25 

一
つ
は
、
巻
三
に
見
え
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
に
は
、
本
文
に
は
っ
き
り
と
石
を
用
い
た
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
衣
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。
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天
子
は
、

そ
の
ま
ま
馬
車
を
揺
ら
し
て
斧
山
に
昇
り
、
そ
こ
で
自
分
の
名
と
て
が
ら
と
を
斧
山
の
石
に
記
し
て
、

そ
れ
を
建
て
た
。
そ
の

極
眉
(
横
額
?
)
に
は
、

西
王
母
の
山
と
あ
司
た
。

そ
れ
ぞ
れ
に
、
穆
天
子
の
西
方
へ
の
遍
歴
の
物
語
り
の
中
で
も
、
特
に
重
要

そ
の
山
の
石
を
用
い
て
銘
を
刻
し
た
の
は
、
車
な
る
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
周
の
穆
王
の

西
方
へ
の
放
の
目
的
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
行
事
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
云
え
ば
、
「
穆
天
子
停
」
の
中
で
、
穆
王

は
、
援
の
途
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
、
大
規
模
な
狩
猶
も
行
な
っ
て
い
る
。

石
碑
が
建
て
ら
れ
た
春
山
と
〔
西
王
母
の
邦
の
〕
穿
山
と
は、

な
地
貼
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
山
で
、

「
穆
天
子
停
」
に
-
記
さ
れ
て
い
る
穆
王
の
旗
が
、
俸
読
を
一
核
に
し
て
護
展
し
た
筋
書
き
の
、
物
語
り
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
秦
の

始
皇
帝
は
、
現
買
に
、
幾
度
か
の
長
途
の
放
行
に
出
て
、
各
地
に
石
碑
(
刻
石
文
〉
を
遺
し
て
い
る
。

秦
の
始
皇
帝
は
、
前
一
=
二

年
に
天
下
を
統

一
す
る
と
、

そ
の
翌
年
か
ら
、
そ
の
領
有
し
た
土
地
の
先
端
に
ま
で
及
ぶ
、
巡
狩
を
始
め
た
。
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最
初
は
毎
年
の
よ
う
に
、
後
に
は
少
し
間
遠
に
な
る
が
、
そ
の
死
ま
で
の
十
年
ほ
ど
の
聞
に
、

五
度
の
大
放
行
を
行
な
い
、
始
皇
一
帝
一
が
死
ん
だ

西
方
の
極
遠
の
地
に
石
碑
を
建
て
た
の
で
あ
っ
た
が
、
始
皇
帝
は
、
そ
れ

(

幻

)

と
は
逆
に
、
も
っ
ぱ
ら
東
方
の
海
岸
地
帯
に
、
合
わ
せ
て
七
つ
の
石
碑
を
建
て
た
と
さ
れ
る
。

の
も
、
そ
う
し
た
巡
狩
の
中
途
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
穆
天
子
は
、

始
皇
帝
の
最
初
の
巡
狩
は
、
天
下
統
一
の
次
の
年
、
前
二
二

O
年
の
も
の
で
、
臨
西
、
北
地
な
ど
を
巡
る
、
西
北
方
へ
の
放
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
こ
の
時
に
は
石
碑
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
石
碑
が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
衣
の
年
の
、
第
二
回
目
の
放
行
か
ら

で
あ
る
。
泰
山
に
登
り
、
抽
岐
部
を
出
て
、
さ
ら
に
湖
南
省
の
湘
山
に
ま
で
足
を
の
ば
し
た
二
回
目
の
巡
狩
の
途
中
で
、
嘩
山
、
泰
山
、
之
宋
、

浪
部
蓋
と
、

四
個
所
で
石
碑
を
建
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
史
記
」
秦
始
皇
本
紀
は
、
衣
の
よ
う
に
云
う
。

〔
始
皇
帝
の
〕
二
十
八
年
、
始
皇
一
帝
は
、
東
方
の
郡
勝
を
巡
り
、
郵
の
峰
山
に
登
る
と
、
そ
こ
に
石
を
立
て
た
。
〔
そ
の
際
〕
魯
の
儒
生

た
ち
の
意
見
を
聞
き
、
そ
の
石
に
文
字
を
彫
っ
て
、
秦
の
徳
を
稽
え
た
。
ま
た
、
封
-
捕
や
山
川
を
望
祭
す
る
こ
と
に
つ
い
て
〔
魯
の
儒
生

た
ち
の
〕
意
見
を
徴
し
た
。
そ
の
後
、
引
き
績
い
て
泰
山
に
登
り
、
石
を
立
て
、
土
壇
を
作
っ
て
祭
記
を
行
な
っ
た
。



石
に
刻
し
た
文
章
は
、
秦
の
徳
を
稽
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、

に
、
こ
れ
ら
の
刻
石
文
の
内
容
は
、
多
分
に
儒
家
的
な
要
素
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

魯
の
儒
生
た
ち
の
意
見
を
徴
し
た
と
あ
る
よ
う

秦

の

始

皇

帝

が

、

い

く

つ

も

の

石

碑

を

遺

し

た

こ

と

と

、

石

鼓

文

の

製

作

と

の

聞

に

は
、
時
代
を
隔
て
た
纏
承
開
係
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
東
海
に
臨
む
地
域
に
始
皇
の
刻
石
が
遣
さ
れ
た
の

は
、
魯
の
儒
生
た
ち
の
言
葉
を
聞
い
て
始
め
て
思
い
立
司
た
こ
と
で
は
な
く
、
秦
の
園
に
停
承
さ
れ
る
政
治
的
、
宗
教
的
な
儀
躍
を
引
き
継
い

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
政
治
的
、
宗
教
的
な
儀
櫨
の
、
古
い
時
期
に
お
け
る
執
行
の
遺
物
が
石
鼓
文
で
あ
り
、
天
下
統
一
の
完
成
と
い

天
下
統
一
の
後
、

各
地
へ
長
途
の
放
行
を
行
な
い
、

う
局
面
で
、
大
々
的
に
賓
行
さ
れ
た
の
が
、
始
皇
に
よ
る
刻
石
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
石
鼓
文
と
始
皇
の
刻
石
と
は
、
石
に
記
念
的
内

容
の
文
章
を
刻
し
た
と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
刻
文
が
四
字
句
の
韻
文
の
形
態
を
取
る
と
い
う
黙
で
も
重
な
り
合

っ
て
い
る
。
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こ
れ
は
皐
な
る
想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、
始
皇
帝
一
は
、
第
一
回
の
、
西
方
へ
の
巡
狩
の
際
に
、
石
鼓
文
を
諌
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

落
城
近
遁
に
こ
の
石
鼓
が
あ
る
の
で
、
西
方
の
領
土
の
固
め
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
始
皇
の
刻
石
は
、
も
つ
ば
ら
東
海

沿
岸
の
新
し
い
領
土
に
建
て
ら
れ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
浪
部
蓋
刻
石
に
、
「
古
の
一
帝
は
、
金
石
に
刻
し
て
、

を
な
し
た
」
と
あ
る
う
ち
、
石
に
刻
し
た
と
い
う
の
は
、
秦
園
に
お
け
る
俸
統
を
踏
ま
え
て
の
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
っ
て
み
.
す
か
ら
紀

始
皇
の
刻
石
が
、
石
鼓
文
に
あ
っ
た
宗
教
祭
杷
的
な
要
素
と
も
無
関
係
で
な
か
司
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刻
石
が
立
て
ら
れ
た
場
所
が
、

泰
山
、
渡
部
蓋
な
ど
、
宗
教
的
に
重
要
な
地
酷
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
よ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
始
皇
の
刻
石
に
は
、
狩
猶
と
の
関

係
が
依
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
巡
狩
の
観
念
が
そ
れ
を
補
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

始
皇
一
一
帝
が
、
こ
の
よ
う
に
盛
ん
に

遠
方
へ
大
き
な
強
行
を
行
な
司
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
。

ら
、
燕
や
演
の
地
に
俸
わ
る
、
東
海
の
神
仙
た
ち
の
俸
承
に
牽
か
れ
、
自
分
も
神
仙
と
な
り
長
生
し
た
い
と
願
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
説
明
も
あ

し
か
し
、
も
っ
と
も
主
要
に
は
、
天
下
の
統
一
者
は
、
四
方
を
巡
狩
す
べ
き
だ
と
い
う
観
念

特
に
東
方
へ
の
並
行
が
多
い
こ
と
か

る
。
確
か
に
そ
う
し
た
面
も
あ
?
た
で
あ
ろ
う
。
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に
動
か
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
園
を
統
合
す
る
主
君
が
、
贋
く
四
方
の
地
を
巡
狩
を
す
る
と
い
う
記
述
は
、

室
田
」
舜
血
ハ
篇
に
見
え
て
い
る
。
舜
典
で
は
、
主
君
は
季
節
の
巡
り
ゆ
き
に
従
っ
て
、
春
に
は
東
方
に
、
夏
に
は
南
方
に
、
秋
に
は
西
方
に
、
多

に
は
北
方
に
巡
狩
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
の
、
春
の
巡
狩
の
部
分
だ
け
を
奉
げ
れ
ば
、
女
の
よ
う
に
あ
る
。

「向

歳
の
二
月
に
は
、
東
方
へ
巡
守
し
て
、
泰
山
に
至
る
と
、
煙
柴
の
祭
把
を
行
な
い
、
東
方
の
名
山
や
大
川
に
劉
し
、
造
奔
し
て
順
番
に
祭

租
を
捧
げ
た
。

ひ
き
つ
づ
き
東
方
の
領
主
た
ち
を
接
見
し
、
暦
を
調
整
し
、
度
量
衡
を
合
わ
せ
、

五
つ
の
儀
躍
と
そ
の
際
に
用
い
る
五
つ

の
玉
、
三
つ
の
吊
、
ニ
つ
の
生
き
た
捧
げ
物
、

一
つ
の
死
ん
だ
捧
げ
物
に
つ
い
て
講
習
を
行
な
っ
た
。

五
つ
の
玉
は
、
終
わ
っ
た
あ
と
、

返
還
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
中
に
度
量
衡
を
統
一
す
る
な
ど
と
い
司
た
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
在
の
舜
典
篇
を
含
ん
だ
、

(

勾

)

尭
典
篇
に
は
、
秦
の
園
の
撃
者
た
ち
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

現
在
に
惇
わ
る
僑
古
文
「
尚
書
」
舜
典
篇
(
古
い
「
向
書
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
実
典
、
あ
る
い
は
帯
典
と
呼
ば
れ
る
篇
に
属
し
た
)
の
本
文
で
は
、

「
向
書
」
の

東
方
ヘ
ク
巡
守
。
し
た
と
あ
る
が

て、

陸
徳
明
の
「
樺
文
」

は
。
巡
狩
。
と
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
と
云
う
。

こ
の
巡
狩
の
語
に
つ
い
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「
孟
子
」
梁
恵
王
篇
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

巡
狩
と
は
、

〔
主
君
が
〕
守
っ
て
い
る
地
域
を
巡
る
の
で
あ
る
。

同
様
に

「
公
羊
俸
」
隠
公
八
年
に
巡
狩
の
語
が
見
え
、

そ
の
何
休
の
注
は
、
次
の
よ
う
に
云
う
。

巡
と
は
循
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
狩
と
は
守
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
循
行
し
て
守
覗
す
る
こ
と
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

い
さ
さ
か
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
相
違
は
あ
る
が
、
と
も
に
巡
狩
の
狩
の
字
を
守
の
字
に
誼
み
替
え
て
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。

し

か
し
、
巡
狩
の
元
来
の
一
意
味
は
、
文
字
通
り
、
巡
っ
て
狩
猶
を
す
る
こ
と
を
云
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
主
君
が
、
そ
の
領
土
の
各
地
を
巡

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
回
強
を
行
な
い
、
そ
の
獲
物
を
神
々
に
捧
げ
る
と
い
う
の
が
巡
狩
の
元
来
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

の
民
衆
た
ち
を
セ
コ
に
し
て
狩
猶
を
行
な
い
、
そ
の
獲
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
支
配
す
る
一
紳
を
介
し
て
、
天
上
の
神
々
に
捧
げ
る
。
そ
の



よ
う
な
行
事
を
逼
じ
て
、
遠
隔
の
土
地
に
劃
す
る
主
君
の
支
配
が
確
か
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
君
は
、
都
に
ば
か
り

留
ま
っ
て
は
お
ら
れ
ず
、
定
期
的
に
巡
狩
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

秦
の
始
皇
帝
の
七
つ
の
刻
石
文
を
讃
む
時
、
そ
の
内
容
は
儒
家
的
な
色
合
い
が
濃
い
も
の
で
、
秦
王
朝
の
統
治
が
法
家
的
な
色
彩
が
強
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
常
識
か
ら
、
い
さ
さ
か
議
想
が
は
ず
れ
た
と
い
?
た
感
じ
を
懐
く
。

そ
れ
と
同
時
に
、

そ
の
語
り
口
が
、

皇
一
帝
が
直
接

に
、
勲
首
や
饗
民
と
呼
ば
れ
る
民
衆
(
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
民
衆
を
現
在
の
概
念
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
)
た
ち
に
語
り
か
け
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
皇
帝
一
は
、
民
衆
と
と
も
に
、
戦
園
時
代
の
混
凱
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
喜
ぼ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
内
容

が
特
に
印
象
的
で
あ
る
。

こ
の
、
皇
帝
が
直
接
に
民
衆
た
ち
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
関
係
が
、

。
個
別
人
身
的
支
配
。
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
別
に

し
て
、
秦
漢
帝
園
の
統
治
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
民
衆
は
、
前
に
述
べ
た
二
種
類

の
民
衆
|
|
軍
事
的
に
組
織
さ
れ
た
民
衆
と
狩
強
行
事
の
中
で
組
織
さ
れ
た
民
衆
ー
ー
ー
の
う
ち
、
後
者
の
方
を
主
瞳
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
の
が
、
小
論
の
結
論
と
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
周
薩
」
大
司
馬
職
に
も
見
え
た
よ
う
に
、
二
つ
の
民
衆
組
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織
は
、

お
そ
ら
く
戦
園
時
代
後
半
期
に
は
す
で
に
一
瞳
化
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
も
前
に
引
用
し
た
「
自
民
春
秋
」
季
夏
紀
に

も
見
え
た
よ
う
に
、
民
衆
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
犠
牲
を
飼
育
す
る
藁
を
供
出
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
主
君
が
行
な
う
皇
天
上
帝
な
ど
種
々
の
祭

把
に
、
開
接
的
で
は
あ
る
が
、
参
加
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
民
衆
組
織
の
原
理
が
、
主
君
の
祭
杷
に
民
衆
た
ち
も
参
加
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

理
念
を
基
礎
に
し
た
、
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
狩
猶
・
祭
杷
と
い
う
儀
薩
に
支
え
ら
れ
た
民
衆
組
織
の
方
が
基
本
に

な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

石
鼓
文
の
中
で
は
、
動
員
を
か
け
ら
れ
、
狩
り
場
の
セ
コ
と
し
て
ク
君
子
。
た
ち
の
狩
猶
を
補
助
す
る
在
地
の
人
々
が
、

人
稿
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
時
代
の
準
展
の
中
で

ク
君
子
。
階
層
が
漫
落
し
て
ゆ
き
、
狩
り
場
の
セ
コ
を
も
つ
と
め
て
い
た
在
地
の
自
主
的
な

民
衆
組
織
が
、
皇
帝
の
権
力
と
直
接
に
つ
な
が
ア
た
時
に
、
秦
漢
一
帝
園
の
基
礎
構
造
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
統
合

五
回
〈
遜
〉
と
第
一
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は
、
墜
に
軍
事
的
、
強
権
的
な
組
織
化
で
は
な
か
っ
た
。
皇
帝
は
、
民
衆
た
ち
の
祭
杷
の
統
合
者
と
い
う
性
格
を
濃
厚
に
備
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
秦
の
始
皇
帝
が
神
仙
探
究
に
熱
心
で
あ
司
た
こ
と
も
、
個
人
的
な
長
生
の
願
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、

一
方
で
は

そ
れ
が
皇
帝
と
し
て
の
務
め
だ
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、

石
鼓
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
の
、

わ
た
く
し
の
考
え
を
示
し
て
お
こ
う
。
小
論
で
は
、
狩
猶
と
祭
杷
を
行
な
い
、

そ
れ
を
紀
念
す

一
つ
の
園
の
外
港
領
域
で
行
な
わ
れ
て
、
祭
杷
儀
櫨
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
地
域
の
領
有
を
確
か
な
も
の
と

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
の
推
測
を
述
べ
て
来
た
。
も
し
そ
の
推
測
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
濯
の
郊
外
と
も
い

う
べ
き
地
黙
に
石
鼓
を
立
て
た
の
は
、
秦
の
献
公
が
、
前
三
八
三
年
に
、
都
を
羅
か
ら
様
陽
に
蓮
し
て
以
後
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
ま
た
、
前
=
二

O
年
前
後
に
、
中
山
園
で
製
作
さ
れ
た
青
銅
器
の
銘
文
の
表
現
、
お
よ
び
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
事
情
と
石
鼓
の
製
作
と
の

る
石
刻
を
立
て
る
と
い
う
行
事
が
、

聞
に
は
、

い
く
つ
か
の
共
通
黙
が
あ
っ
た
。
雨
者
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
を
云
う
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

「
詩
経
」
の
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文
句
の
使
用
の
仕
方
が
、
中
山
園
の
場
合
の
方
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
い
は
石
鼓
の
方
が
古
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
知
れ
な
い
。

と
の
小
論
が
採
っ
て
来
た
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
石
鼓
の
製
作
は
戦
園
時
代
中
期
の
前
後
だ
ろ
う
と
し
か
限
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
も
し

強
い
て
秦
園
の
政
治
的
で
き
ご
と
と
結
び
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
献
公
の
あ
と
を
離
い
だ
孝
公
が
、
い
に
し
え
の
。
穆
公
之
故
地
。
を
回
復
せ

ん
と
し
、
そ
の
元
年
(
前
三
+
ハ
一
)
に
、
西
方
の
戎
族
の
討
伐
を
行
な
ア
た
と
い
う
事
件
と
の
関
係
を
想
定
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ

ら
く
西
戎
討
伐
の
成
功
を
祝
っ
て
で
あ
ろ
う
、
孝
公
の
二
年
に
は
、
周
の
天
子
か
ら
祭
肉
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
想
像
を
遣
し
く
す
れ
ば
、
こ

の
際
の
、
天
子
か
ら
の
使
者
を
迎
え
て
の
田
強
が
、
石
鼓
文
製
作
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
年

代
比
定
に
固
執
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
回
猶
を
行
な
い
、
石
鼓
を
立
て
た
の
は
、
秦
の
園
の
、
西
方
の
領
土
保
有
を
確
か
な
も
の
と
し
よ
う

と
の
意
志
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ア
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
す
ぐ
後
か
ら
、
秦
の
孝
公
は
、
い
わ
ゆ
る
一
商
鞍
の
襲
法
を
積
極
的
に
展



聞
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

註(
1
〉
金
の
馬
定
園
は
、
石
鼓
を
、
字
文
周
の
時
代
の
製
作
の
も
の
だ
と
し

た
と
い
う
。
「
金
史
」
文
義
俸
上
、
馬
定
園
俸
。

〈
2
〉
吉
川
幸
次
郎
「
北
周
の
大
詰
に
つ
い
て
」
(
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
巻

七)。

(
3
〉
鄭
樵
「
石
鼓
一
音
序
」
(
賓
刻
叢
縞
倉
一
〉
。

(

4

)

馬
衡
「
石
鼓
震
秦
刻
石
考
」
(
『
凡
賂
資
金
石
叢
稿
』
一
九
七
七
年
、

中
華
書
局
)
。

(
5
)

菱
錫
圭
「
関
子
石
鼓
文
問
時
代
問
題
」
停
統
文
化
輿
現
代
化
、
一
九

九
五
年
第
一
期
。

(

6

)

郭
沫
若
『
石
鼓
文
研
究
』
一
九
五
五
年
、
人
民
出
版
社
(
重
印
本
)
。

(
7
〉
震
鈎
「
石
鼓
文
集
注
」
(
『
十
築
資
題
政
』
未
見
)
。

(

8

)

唐
蘭
「
石
鼓
年
代
考
」
故
宮
博
物
院
院
刊
一
九
五
八
年
一
期
。

ハ
9
〉
卒
勢
隆
郎
『
新
編
史
記
東
周
年
表
』
東
京
大
拳
東
洋
文
化
研
究
所
、

一
九
九
五
年
。

(m〉
鄭
樵
注
(
3
1

(
江
)
李
仲
操
「
石
鼓
最
初
所
在
地
及
其
刻
石
年
代
」
考
古
輿
文
物
一
九
八

一
年
二
期
、
は
、
陳
倉
の
石
鼓
山
(
現
在
の
賓
鶏
市
の
東
南
十
絵
里
、

清
水
の
南
岸
に
位
置
す
る
)
が
、
石
鼓
の
最
初
の
所
在
地
で
、
石
鼓
を

作
る
た
め
の
用
い
ら
れ
て
い
る
花
嵐
岩
は
、
こ
の
山
の
岩
の
質
と
共
通

す
る
と
云
う
。

(
ロ
)
亥
維
春
『
秦
漢
碑
述
』
北
京
工
妻
美
術
出
版
社
、
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一
九
九

O
年
。
ま

一
九
九
二
年
、
も
参

た
晋
ノ
博
盤
『
石
鼓
文
鑑
賞
』
江
蘇
教
育
出
版
社
、

照。

(
臼
)
石
鼓
文
の
穆
讃
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
忠
「
石
鼓
文
の
新
研
究
」

塚
忠
著
作
集
第
七
巻
『
甲
骨
・
金
文
研
究
」
〉
を
参
照
し
た
。

(
日
比
)
陳
梁
「
古
祉
曾
田
狩
奥
祭
和
之
関
係
(
重
訂
本
〉
」
〈
『
奮
皐
奮
史
読

叢
』
一
九
九
三
年
、
園
立
編
誇
館
〉
。

(
日
)
「
周
躍
」
大
司
馬
に
記
述
さ
れ
る
大
関
の
行
事
の
細
簡
に
つ
い
て

は
、
小
南
一
郎
「
射
の
儀
雄
化
を
め
ぐ
っ
て
i
1ー
そ
の
二
つ
の
段
階
」

(
『
中
園
古
代
躍
制
研
究
』
京
都
大
皐
人
文
科
拳
研
究
所
、
一
九
九
五

年
〉
に
紹
介
が
あ
る
。

(
叩
山
)
小
南
一
郎
「
事
社
考
」
肢
鐘
博
物
苑
苑
刊
創
刊
鏡
、
一
九
八
七
年
。

〈
ロ
〉
陳
梁
「
春
秋
公
矢
魚
於
業
設
」
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
七
本
二

加。

(
路
)
李
毘
農
「
大
蒐
解
」
皐
術
月
刊
一
九
五
七
年
一
期
。

(
却
〉
こ
れ
ら
の
青
銅
器
の
銘
文
の
懇
讃
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郎
「
中
山

王
陵
三
器
銘
と
そ
の
時
代
背
景
」
(
林
巳
奈
夫
篇
『
戟
園
時
代
出
土
文

物
の
研
究
』
一
九
八
五
年
、
京
都
大
準
人
文
科
皐
研
究
所
〉
を
参
照
。

(
初
〉
河
北
文
物
研
究
所
『
響
墓
|
|
戟
圏
中
山
園
図
王
之
墓
』
文
物
出
版

社
、
一
九
九
五
年
。

(
幻
〉
秦
の
始
皇
脅
の
刻
石
に
つ
い
て
は
、
容
庚
「
秦
始
皇
刻
石
考
」
燕
京

皐
報
第
十
七
期
、
一
九
三
五
年
、
を
参
照
。
ま
た
『
書
論
』
二
五
銃
、

赤
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一
九
八
九
年
、
も
、
秦
始
皇
一
帝
の
刻
石
の
特
集
を
し
て
い
る
。

(
勾
〉
陳
夢
家
「
克
典
信
用
秦
官
本
向
書
考
」
(
『
向
書
、
遁
論
』
中
華
書
局
、
一

九
八
五
年
、
増
訂
本
〉
は
、
実
典
の
記
述
す
る
巡
狩
と
始
皇
帝
の
巡
狩

と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
斎
木
哲
郎
「
秦
儒
の
活
動

素
描
|
|
尚
書
桑
典
の
改
訂
と
躍
記
大
同
学
篇
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

(
日
本
中
園
畢
曾
報
第
三
十
八
集
、
一
九
八
六
年
〉
も
参
照
。
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