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第
四
十
五
掛

〔
書

評

〕

荏
晩
園

『
劉
南
錫
集
隻
語
』
三
分
耕

上
海
古
籍
出
版
社
t
l
九
八
九
年
'

1
八
l
O
貢

劉
南
錫
の
研
究
は
､
従
来
'
年
譜
な
ど
そ
の
生
平
に
関
す
る
側
面

に
多
-
の
成
果
を
生
ん
で
い
る
｡
も
と
よ
-
､
作
品
に
封
す
る
注
解

や
分
析
の
試
み
に
見
る
べ
き
成
果
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
'

そ
れ
は
選
注
で
あ
-
､
ま
た
特
定
の
作
品
の
分
析
に
と
ど
ま
る
も
の

で
あ

っ
た
｡
し
た
が
っ
て
へ
こ
こ
に
詩
文
合
わ
せ
て
四
十
雀
の
全
鮭

に
及
ぶ
注
帯
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
'
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
｡

し
か
し
､
出
版
説
明
に
依
れ
ば
'
こ
の

『
劉
南
錫
集
隻
琵
』
は
､

賓
は

一
九
六
五
年
に
は
す
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡
年
譜
の

代
表
的
な
仕
事
で
あ
る
､
羅
聯
添
の

『
劉
夢
得
年
譜
』
(国
立
量
湾
大

学
文
史
哲
学
報
､
第
八
期
､
の
ち
埼
補
さ
れ
て
『唐
代
詩
文
六
家
年
譜
』1

一
九
八
六
㌧
撃
海
出
版
社
I

に
再
録
｡
以
下

『
羅
語
』
と
略
解
す
る
)
が

一
九
五
八
年
､
下
孝
萱
の

『劉
南
錫
年
譜
』
(中
華
書
局
'
以
下

『下

譜
』
と
略
解
す
る
)
が

l
九
六
三
年
に
､
そ
れ
ぞ
れ
襲
表
さ
れ
て
い
る

が
､
そ
れ
ら
と
同
様
､
劉
爵
錫
の
近
代
的
な
研
究
の
歴
史
の
上
で
は
､

極
め
て
早
い
時
期
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
た
仕
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

完
成
後
そ
-
遠
-
な
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
な
ら
､
以
後
の
劉

南
錫
研
究
に
大
き
-
寄
輿
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
筆
者
に
と
っ
て

も
､
喜
ば
し
さ
は
現
在
の
比
で
は
な
い
｡
さ
ら
に
出
版
説
明
に
は
､

文
革
中
に
著
者
の
躍
焼
固
氏
が
迫
害
に
遭

っ
て
世
を
去
-
､
本
書
も

一
部
散
伏
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
を
､
編
集
部
で
草
稿
を
整
理
し
て

補
訂
し
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
う
と
知
れ
ば
､
む
し
ろ
無
念
の

思
い
に
と
ら
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡
崖
晩
園
氏
に
つ
い
て
は
詳
し
い

こ
と
を
知
-
得
て
い
な
い
が
､
出
版
説
明
に
よ
れ
ば
､
両

『唐
書
』

『安
治
通
鑑
』
お
よ
び
歴
代
の
職
官
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
と
い
い
､

ま
た
公
刊
さ
れ
た
著
作
を
目
録
な
ど
で
拾

っ
て
み
る
と
､
『古
史
選

謬
』
『左
停
選
評
』
『楚
軒
今
讃
』
(以
上
三
種
と
も
に
一
九
五
五
へ
春
明

出
版
社
)
『
通
竪
選
』
(
1
九
五
七
'
古
典
文
学
出
版
社
)

『漠
魂
六
朝
賦

選
』
(
一
九
六
四
㌧
上
海
中
華
害
局
)
『李
白
集
校
注
』
(朱
金
城
と
共
著
｡

l
九
八
〇
､
上
海
古
籍
出
版
社
O
後
記
に
は
､
こ
の
書
も
一
九
六
五
年
に
完

成
し
て
い
な
が
ら
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
'
お
よ
び
七
三
年
に
嬰
氏
が
世
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を
去
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
)
な
ど
､
多
数
に
及
ん
で
い
る
｡

そ

の
よ
う
に
､
史
学
の
領
域
に
も
及
ぶ
幅
廉
い
仕
事
を
蔑
し
た
人
ら
し

い
個
性
が
､
本
書
で
も
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
｡
ま
こ
と
に
惜
し
ま
れ

て
な
ら
な
い
｡

哀
悼
の
念
を
懐
き
つ
つ
､
今
は
と
-
あ
え
ず
気
付
い
た
鮎
を
述
べ

た
い
｡
本
書
の
鮭
裁
は
､
本
文
の
後
に
校
勘
と
注
'
お
よ
び
問
題
鮎

を
論
じ
た
寒
護
を
加
え
る
の
を
基
本
と
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
便
宜

上
注
と
隻
語
と
を

一
つ
に
見
､
校
勘
'
注
帯
､
そ
し
て
四
種
の
附
録

の
順
に
と
-
あ
げ
て
ゆ
-
0

3

校

勘

劉
兎
錫
集
に
は
､
紹
興
八
年
刊
本

(以
下
紹
本
と
略
解
す
る
)
と
､

東
山
の
建
仁
寺
の
蓄
蔵
で
'
福
井
氏
の
崇
蘭
館
か
ら
天
理
園
書
館
に

挿
し
た
崇
蘭
館
本

(以
下
崇
本
と
略
柄
す
る
)
の
､

二
種
類
の
宋
刊
本

が
残
-
'
ま
た
北
京
園
書
館
に
は
､
黄
玉
烈
の
蓄
蔵
と
い
う
宋
刊
本

の
複
本

(巻
一
よ
-
巻
四
ま
で
)
が
あ
る
と
い
う
｡
先
の
二
種
に
つ
い

て
は
'
と
も
に
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
お
-

(前
者
は
一
九
六
七
年
に

大
安
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
'

ま
た
後
者
は
四
部
叢
刊
集
部
に
収
め
る
も

書

評

の
が
一
般
的
で
あ
る
)､
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
他
'

畿
輔
叢
書
初
編
集
部
所
収
本

(幾
本
と
略
解
す
る
｡
国
学
基
本
叢
書
に
も

収
め
る
)､
結

一
度
朱
氏
膿
飴
叢
書
所
収
本

(朱
本
と
略
稗
す
る
｡
四
部

備
用
に
も
収
め
る
)
な
ど
が
代
表
的
な
刊
本
で
あ
-
､
校
本
を
作
る
に

あ
た
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
底
本
と
し
､
相
互
に
校
勘
し

て
テ
キ
ス
ト
を
定
め
る
の
が
､
従
来
の
一
般
的
な
態
度
で
あ
る
｡
本

書
も
､
朱
本
を
底
本
と
し
､
他
の
三
種
を
は
じ
め
､
あ
わ
せ
て
十
教

程
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
相
互
に
校
勘
し
て
い
る
｡

全
鮭
に
綿
密
な
仕
事
と
言
え
る
が
､
疑
問
鮎
も
あ
る
｡
ま
ず
､
底

本
に
朱
本
を
選
ん
だ
こ
と
そ
れ
日
経
は
､

一
つ
の
考
え
方
と
し
て
理

解
で
き
る
の
だ
が
､
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
､
同
意
し
が
た
い

鮎
も
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
校
記
序
例
に
お
い
て
､
朱
本
は
誤
-
が

少
な
-
な
い
が

'
優
れ
る
鮎
も
あ
る
と
し
て
例
示
し
て
い
る
'

｢間

大
鈎
賦
｣

(竜
一
'
一
貫
)
の
序
の

｢居
三
年
不
得
詞
｣
の
箇
所
に
見

え
る
判
断
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
箇
所
は
'
紹
本
､
崇
本
を
は
じ
め
､

主
要
な
テ
キ
ス
ト
は
お
お
む
ね

｢
五
年
｣
に
作

っ
て
い
る
が
､
本
書

で
は

｢按
南
錫
授
遵
守
在
元
和
十
年
､
至
十
五
年
正
月
､
穆
宗
即
位
､

必
有
大
赦
'
則
量
移
在
即
､
且
爵
錫
亦
丁
母
憂
行
臭
｡
似
以
作
三
年
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第
四
十
五
伊

者
馬
最
.｣
と
述
べ
て
､

朱
本
が

｢
三
年
｣
に
作
る
の
を
猪
-
優
れ

て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
.
た
し
か
に
､
爵
錫
が
元
和
十
年
三
月
に

連
州
刺
史
を
授
け
ら
れ
て
か
ら
'
十
四
年
冬
に
母
の
死
の
た
め
に
蓮

州
を
離
れ
る
ま
で
は
､
満
五
年
に
足
-
な
い
し
､
序
文
に

｢歳
二
月
｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
､
足
か
け
で
教
え
て
も
五
年
に
及
ん
で
い

な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
商
錫
の
気
拝
か
ら
考
え
れ
ば
､
ま
も

な
-
五
年
目
に
入
ろ
う
と
す
る
連
州
刺
史
と
し
て
の
生
活
を
念
頭
に
､

｢居
五
年
不
得
詞
｣
と
述
べ
る
こ
と
も
､
あ
-
得
な
い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
｡
『露
語
』
お
よ
び
高
志
思

『劉
岳
錫
詩
文
繋
年
』

(
一
九

八
八
㌧
鹿
西
人
民
出
版
社
)
で
は
､

こ
の
作
品
を
元
和
十
四
年
二
月
に

繋
展
し
て
い
る
｡
ま
た

『下
譜
』
で
は
､
虞
-
連
州
で
の
作
と
し
て

制
作
年
を
特
定
せ
ず
､
引
用
に
も

｢
五
年
｣
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
､

朱
本
は

｢
三
年
｣
に
作
る
と
注
記
し
て
い
る
｡
本
書
が

｢
三
年
｣
を

是
と
す
る
の
は
､

一
つ
の
判
断
と
し
て
理
解
で
き
る
が
､
こ
れ
を
も

っ
て
朱
本
の
優
れ
る
鮎
に
数
え
る
こ
と
は
､
い
さ
さ
か
強
引
で
あ
る

と
感
ず
る
｡

ま
た
底
本
を
改
め
る
際
に
も
､
不
統

一
な
箇
所
が
あ
る
｡
こ
れ
も

校
記
序
例
に
例
示
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
､

｢異
王
侯
射
相
公
｣
詩

(撃

二
〇
'

一
〇
二
二
貢
)
の
第

7
句
'
｢干
侯

一
日
病
｣
が
そ
の
l
例

で
あ
る
｡

こ
の
句
は
､
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
『
史
記
』
封
辞

書
に
見
え
る
､
武
帝
が
泰
山
で
封
秤
を
し
た
際
に
'
奉
革
都
尉
で
あ

っ
た
電
子
侯

(零
去
病
の
子
｡
名
は
姐
)
が
､
突
然
の
病
で
そ
の
日
の

う
ち
に
死
ん
だ
と
い
う
記
事
を
ふ
ま
え
る
だ
ろ
う
｡
事
資
､
崇
本
､

畿
本
'
『
全
唐
詩
』
な
ど
は
､
｢干
侯
｣
を

｢
子
侯
｣
に
作

っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
､
本
書
は
､
『史
記
』
封
辞
書
の
記
事
を
指
摘
し
､
｢校
者

不
知
而
臆
改
､
乃
相
集
刑
燭
之
説
也
｣
と
述
べ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

本
文
は

｢干
侯
｣
の
ま
ま
改
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
本
文
は
あ
-

ま
で
底
本
の
ま
ま
に
掲
げ
､
校
勘
で
是
非
を
論
ず
る
の
か
と
見
れ
ば
､

そ
う
で
も
な
い
｡
本
文
を
改
め
た
上
で
､
朱
本
が
他
字
に
作
る
の
は

誤
-
と
校
勘
に
記
す
例
も
､
ま
た
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ

こ
も
､
督
然
本
文
を
改
め
て
良
い
は
ず
で
あ
-
､
理
解
し
が
た
い
不

統

一
で
あ
る
｡

さ
ら
に
細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
､
同
じ
箇
所
で
'
諸
本
の
異
同
が

｢崇
本
､
幾
本
均
作
子
侯
､
親
木
､
全
唐
詩
均
注
云
､

一
作
干
侯
'

又
作
子
輿
｣
と
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
､
『
全
唐
詩
』

の
本
文

も

｢子
侯
｣

で
あ
る
こ
と
を
漏
ら
し
て
い
る
の
は
'
た
ん
な
る
,･'
ス
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と
し
て
も
､
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
本
書
の
校
勘
は
'

一
般
に
綿
密

で
あ
-
､
小
さ
な
異
同
ま
で
も
丹
念
に
拾

っ
て
あ
る
｡
こ
れ
を
､
例

え
ば
､
紹
本
を
底
本
と
し
て
二
十
数
種
の
テ
キ
ス
ト
と
相
互
に
校
勘

し
た
と
稀
す
る
､
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
本
の

『劉
南
錫
集
』

(下
孝
萱
校
訂
'

一
九
九
〇
㌧
中
華
書
局
)
が
､

同
じ
所
に

｢干
侯
｣
の

本
文
を
採
用
し
て
'
｢干
侯
､

畿
輔
木
江
､

又
作
子
輿
｣
と
記
す
の

み
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
な
ら
ば
､
い
か
に
信
頼
の
置
け
る
も
の
で

あ
る
か
が
わ
か
ろ
う
｡
そ
れ
だ
け
に
'
時
折
こ
の
よ
う
な
落
ち
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
､
信
頼
感
を
創
ぐ
結
果
と
な
-
､
惜
し
ま
れ
る
｡

以
前
こ
の
欄
で
'
太
田
次
男
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
た
が
､
中
国
に

お
け
る
校
勘
の
態
度
は
､
校
訂
老
各
自
が
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
猪

白
の
テ
キ
ス
ト
を
作
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
､
絶
じ
て
主
観
的
で

あ
-
､
異
同
の
記
し
方
も
大
雑
把
で
あ
る
こ
と
が
多
い
.
乱
潰
し
の

綿
密
さ
が
､
か
え
っ
て
煩
項
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
-
は
な
か
ろ

う
｡
し
か
し
､
研
究
の
基
礎
と
な
る
仕
事
で
あ
る
か
ら
に
は
､
ど
の

本
文
を
採
用
す
る
か
は
と
も
か
-
も
､
校
勘
に
は
主
要
テ
キ
ス
ト
問

の
異
同
を
丹
念
に
拾

っ
て
お
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
本

書
の
校
勘
は
'
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
い
-
つ
か
の
問
題
鮎
を
残
す

書

評

も
の
の
'
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
'
望
ま
れ
る
水
準
に
最
も
近
い

と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

∽

注

と

集

語

注
は
出
典
､
語
帯
を
中
心
と
し
て
､

一
般
に
簡
略
で
あ
-
､
考
冠

を
必
要
と
す
る
鮎
は
､
隻
護
と
し
て
別
に
と
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る
O

注
に
考
護
が
含
ま
れ
て
い
た
-
､
や
や
重
複
す
る
と
感
じ
ら
れ
る
箇

所
も
見
ら
れ
は
す
る
が
､
基
本
的
に
は
右
の
よ
う
な
区
別
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
｡

そ
の
内
容
は
､
人
名
､
地
名
､
制
度
､
背
景
と
な
る
政
治
情
況
'

人
間
関
係
な
ど
に
関
す
る
説
明
､
考
護
を
中
心
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､

自
居
易
､
柳
宗
元
等
の
酬
答
の
詩
や
'
関
連
す
る
作
品
を
参
考
と
し

て
附
載
す
る
よ
う
に
､
周
逮
資
料
も
丹
念
に
拾

っ
て
あ
る
｡
繁
簡
が

必
ず
し
も

一
定
し
て
い
な
い
憾
み
は
あ
-
､
附
載
さ
れ
る
べ
き
作
品

が
漏
れ
て
い
る
こ
と
も
時
折
見
ら
れ
は
す
る
が
､
も
と
よ
-
寓
全
は

期
し
が
た
い
こ
と
で
あ
-
､
全
鰻
に
注
帯
と
し
て
の
水
準
は
高
い
と

感
じ
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
事
賓
関
係
に
か
か
わ
る
注
が
多
-
､
詩
語

に
つ
い
て
の
注
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
は
､
や
は
-
不
十
分
な
鮎
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肘

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

二
､

三
の
用
例
を
掲
げ
る
だ
け
の
､
安
易

な
注
樺
は
求
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
'
詩
語
と
し
て
の
俸
統
を
ふ

ま
え
た
注
､
文
学
的
な
問
題
鮎
を
と
-
あ
げ
た
考
謹
は
､
よ
-
多
-

の
箇
所
に
加
え
ら
れ
て
良
い
｡
ま
た
､
詩
を
時
の
政
治
情
況
や
人
間

関
係
に
結
び
つ
け
て
解
樺
す
る
､
従
来
の
注
樺
に
ま
ま
見
ら
れ
る
悪

癖
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
も
少
な
-
な
い
｡
こ
れ
ら
の
鮎
は
､

本
書
を
基
礎
と
し
て
､
さ
ら
に
よ
-
良
い
注
樺
が
模
索
さ
れ
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
｡

さ
て
､
細
か
い
こ
と
に
な
る
が
､
以
下
に
気
の
つ
い
た
問
題
鮎
を
'

い
-
つ
か
と
-
あ
げ
て
お
-
｡
注
に
引
か
れ
る
用
例
は
お
お
む
ね
適

切
で
あ
る
が
､
と
き
に
記
憶
違
い
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
誤
-
が
認
め

ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
｢蓉
州
賓
員
外
使
君
見
示
悼
妓
詩
-
-
｣
詩

(奄

三
〇
'
一
〇
l
七
頁
)
の
注
に
'

｢雨
雲
｣

の
語
の
典
横
と
し
て
畢
げ

て
あ
る
詩
句
の
題
名
は
､

｢階
上
桑
｣
で
は
な
-
､

辛
延
年
の

｢
羽

林
部
｣
で
あ
る
べ
き
だ
が
､
こ
れ
は
自
身
の
記
憶
に
よ
っ
て
記
し
､

そ
の
都
度
原
典
に
あ
た
っ
て
確
認
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
誤
-
で
あ
ろ
う
｡
こ
-
し
た
鮎
は
､
清
朝
以
前
の
膏
注
に
も
ま

ま
見
ら
れ
る
こ
と
で
､
学
識
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
た
と
も
言
え
る
の

だ
が
､
と
も
す
れ
ば
見
過
し
て
し
ま
う
だ
け
に
'
注
意
を
要
す
る
｡

よ
-
大
き
な
問
題
鮎
と
し
て
は
､
後
人
の
用
例
と
､
そ
れ
に
封
す

る
注
を
引
用
す
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
｡

そ
の
大
牛
は
､

李
商
陰
の
詩
文
と
漏
浩
の
注
で
あ
-
､

例
え

ば
､

｢自
舎
人
自
杭
州
寄
新
詩
有
柳
色
奉
職
蘇
中
家
之
句
-
-
｣

詩

(外
集
雀

一
㌧

一〇
三
二
頁
)

の

｢女
妓
遠
閲
名
中
小
｣

句

の

｢中

小
｣
に
つ
い
て

､
｢李
商
陰
詩
､
蘇
中
小
墳
今
在
香
.

漏
注
引
楽
府

虞
題
云
蘇
中
小
'
鎖
塘
名
侶
也
､
南
轡
時
人
o
｣
と
注
す
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
｡

ま
た
'

｢洛
中
寺
北
模
見
賀
監
草
書
題
詩
｣
詩

(無
二
l

四
'
七
一
八
頁
)
の
隻
語
の
中
で
､

｢中
国
書
流
誤
皇
象
｣
句
の

｢皇

象
｣
に
関
し
て
'

｢契
南
文
集
合
昌

言
閃
集
序
､

皇
休
明
之
軍
勢
沈

著
｡
漏
浩
注
､
呉
線
､
皇
象
､
字
体
明
､
贋
陵
江
都
人
､
工
害
､
中

国
善
書
者
不
能
及
也
｡
三
倍
慶
名
書
録
､
県
人
皇
象
能
事
､
世
稀
沈

着
痛
快
｡
｣
と
注
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
'

い
ず
れ
も

李
商
陰
の
詩
文
､
あ
る
い
は
漏
浩
の
注
の
記
述
に
よ
っ
て
､
は
じ
め

て
理
解
で
き
る
と
い
-
内
容
の
詩
句
で
は
な
い
｡
仮
に
著
者
が
漏
浩

注
に
よ
っ
て
知

っ
た
事
柄
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
直
接
そ
の
原
典
に

普
た
-
､
そ
こ
か
ら
適
切
な
注
樺
を
作
れ
ば
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

Ilo



手
間
を
省
い
た
も
の
か
､
あ
る
い
は
'
手
元
に
資
料
が
無
-
､
と
-

あ
え
ず
漏
浩
注
に
依
接
し
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
､
い
ず
れ
に
し

て
も
安
易
に
過
ぎ
る
虞
置
で
あ
-
､
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

鮎
で
あ
る
｡

ま
た
､
集
護
で
作
品
の
繋
年
に
つ
い
て
解
れ
て
い
る
場
合
に
も
､

問
題
が
な
い
で
は
な
い
.
例
え
ば
､
｢武
昌
老
人
説
笛
歌
｣
(食
二
言
'

七
七
一
頁
)
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
､
時
期
を
決
定
す
る
嬢
-
ど
こ
ろ

は
無
い
と
し
な
が
ら
も
'

｢
平
葉
州
三
首
｣

｢卒
秀
行
二
首
｣
(
こ
こ

も
'
二
首
の
詩
を
連
ね
て
7
首
の
よ
う
に
掲
げ
る
'
校
正
上
の
､､､
ス
が
見
ら

れ
る
)
｢城
西
行
｣

の
後
に
磨
け
て
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
編
次

を
理
由
に
､

そ
れ
ら
の
作
品
と
は
ぼ
同
時
期
の
作
と
見
な
し
て
､

｢則
似
可
断
馬
元
和
十
三
四
年
間
所
作
｣
と
述
べ
て
い
る
の
は
､
板

接
に
乏
し
い
推
断
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
元
和
十
三
､
四
年

に
は
､
劉
南
錫
は
連
州
刺
史
の
任
に
あ
-
､
そ
う
で
あ
れ
ば
武
昌
の

老
人
が
連
州
ま
で
合
い
に
来
た
こ
と
に
な
る
が
､
詩
の
内
容
か
ら
は
'

そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
｡
『羅
譜
』

は
長
慶
元
年
､

襲
州
刺
史

へ
の
赴
任
の
途
次
､
『
下
語
』
は
長
慶
四
年
､
垂
州
か
ら

和
州
刺
史

へ
の
韓
任
の
途
次
に
'
い
ず
れ
も
武
昌
に
立
ち
寄

っ
た
折

書

評

の
作
と
見
て
い
る
｡
両
説
の
い
ず
れ
が
よ
-
愛
普
で
あ
る
か
は
､
容

易
に
判
定
し
が
た
い
が
､
少
な
-
と
も
､
武
昌
に
在

っ
て
作

っ
た
と

考
え
る
の
が
､

一
般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
｡
本
書
に
は

『
下
語
』
を

引
用
す
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
の
で
､
こ
こ
は

『
下
譜
』
の
繋
年
を
承

知
で
敢
え
て
異
説
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
が
､
徒
い
が
た
い
｡
先
に

述
べ
た
よ
う
に
､
全
鰻
と
し
て
'
背
景
の
事
資
関
係
を
踏
ま
え
て
い

る
注
樺
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
､
作
品
の
繋
年
に
お
い
て
も
､
時
折

こ
の
よ
う
な
､
や
や
強
引
な
推
断
を
下
す
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
も
う

一
つ
､
詩
語
と
し
て
の
注
樺
が
少
な
い
こ
と
と
は
別

に

､

1
歩
踏
み
込
ん
だ
注
が
欲
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
見
ら

れ
る
｡
こ
れ
は
無
い
も
の
ね
だ
-
に
類
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
､

周
適
資
料
を
丹
念
に
拾

っ
て
あ
る
だ
け
に
'
言
及
し
て
は
し
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
例
え
ば

｢竹
枝
詞
二
首
｣
(巻

二
七
'
八
六
八
頁
)
の
其
二
の
末
句
､

｢
回
入
絃
郡
披
緑
羅
｣
の

｢披

緑
羅
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
こ
の
箇
所
に
は
､
本
書
だ
け
で
な
-
､

従
来
の
注
樺
書
で
も
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡

選
江
本
の

中
で
は
比
較
的
優
れ
る
と
思
わ
れ
る
､
奥
汝
燈

『劉
南
錫
選
集
』

(
一
九
八
九
㌧
奔
魯
書
証
)
に
'
｢結
部
｣
の
説
明
に
付
随
し
て
'
｢抜
上
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緑
羅
舞
衣
O

結
郡
曲
種
馬
揚
曲
'
有
舞
｡
｣
(二
七
三
頁
)
と
記
さ
れ
て

い
る
程
度
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
､
本
書
が
次
の

｢綾
部
曲
詞

二
首
｣
の
養
護
に

l
部
を
引
-
､

『蓉
唐
書
』
葦
墜
俸

(奄
一
〇
五
)

の
以
下
の
記
述

(『新
鹿
書
』
巻
五
三
㌧
食
貨
志
三
に
も
'
ほ
ぼ
同
株
の
記

述
が
あ
る
)
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

先
走
､
人
間
戯
唱
歌
詞
云
､
得
鮭
結
那
也
､
柁
嚢
得
鮭
耶
､
浄
素

敵
車
間
､
揚
州
銅
器
多
､
三
郎
首
殿
坐
､
看
唱
得
鮭
歌

(中
略
)

及
此
浮
成
､
陳
鯨
尉
雀
成
甫
以
堅
馬
陳
郡
太
守
整
成
新
霞
'
又

致
揚
州
銅
器
､
朝
出
此
詞
'
贋
集
南
牒
官
､
使
婦
人
唱
之
'
言
'

得
賓
弘
桑
野
'
弘
農
得
賓
郡
､
準
裏
舶
草
間
､
揚
州
銅
器
多
､

三
郎
普
殿
坐
､
看
唱
得
賛
歌
｡
成
甫
又
作
歌
詞
十
首
､
白
衣
故

障
緑
杉
､
錦
牛
腎
､
偏
裡
勝
､
紅
羅
抹
額
､
於
第

一
船
作
戟
頭

唱
之
.
和
老
婦
人

1
百
人
､
皆
鮮
服
親
放
､
努
聾
接
影
'
鼓
笛

胡
部
以
鷹
之
｡

い
さ
ざ
か
長
文
の
引
用
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
が
､
先
の

｢技
緑
羅
｣

は
､
こ
の
中
で
､
崖
成
甫
が
歌
詞
十
首
を
作
-
､
み
ず
か
ら

｢故
障

緑
杉
(食
貨
志
で
は
敏
後
棒
衣
)｣
を
着
て
､
先
頭
の
船
に
乗

っ
て
音
頭

を
と
っ
た
と
い
う
箇
所
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
も
と

よ
-
､
筆
者
に
も
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
｢絃
郡
｣
と

｢緑

羅
｣
を
つ
な
ぐ
'

1
つ
の
手
が
か
-
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
そ
し
て
､

本
書
で
は
､
｢
柁
那
曲
詞
二
首
｣

の
と
こ
ろ
で
葦
墜
侍
の
一
部
を
引

用
し
て
い
る
だ
け
に
､

1
歩
踏
み
込
ん
で
､
こ
こ
で
も
言
及
し
て
お

い
て
は
し
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
｡

以
上
､
や
や
煩
墳
な
鮎
に
わ
た
っ
た
が
､
注
と
隻
語
に
関
し
て
､

問
題
鮎
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
O
補
い
是
正
す
べ
き
鮎
は
な

お
多
い
け
れ
ど
も
､
資
料
を
丹
念
に
拾

っ
て
い
て
､
史
学
研
究
者
で

も
あ

っ
た
著
者
の
持
ち
味
が
艮
-
出
て
い
る
注
樺
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

と
も
か
-
'
全
巻
に
わ
た
っ
て
'
水
準
の
高
い
原
案
が
示
さ
れ
た
こ

と
に
､
本
書
の
注
樺
の
最
大
の
意
義
が
あ
-
､
今
後
の
研
究
の
基
礎

と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

伺

附

録

四

篇

本
書
に
は
､
｢劉
南
錫
集
停
｣

｢劉
商
錫
交
遊
録
｣

｢永
貞
至
開
成

時
政
記
｣

｢飴
錬
｣
の
四
第
が
､
附
録
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
こ
れ
は
上
海
古
希
出
版
社
の
編
集
部
の
手
に
な
る
も
の
だ
が
､

末
尾
に
は

｢劉
商
錫
集
隻
謹
四
角
鋸
鴫
篇
名
索
引
｣
も
附
載
さ
れ
て
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い
る
｡
こ
の
索
引
は
と
も
か
-
と
し
て
'
先
の
四
第
は
､
附
録
で
は

あ

っ
て
も
全
鮭
で
二
六
〇
五
に
及
ぶ
力
作
で
あ
-
､
興
味
深
い
試
み

を
も
含
ん
で
い
る
の
で
､
以
下
に
個
別
に
と
-
あ
げ
て
み
た
い
｡

ま
ず

｢劉
南
錫
集
停
｣
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
両

『麿
書
』
の
劉
南

錫
の
侍
に
誤
-
が
多
-
､
依
探
し
が
た
い
た
め
に
'
｢
子
劉
子
自
俸
｣

(外
集
金
九
､
一
五
〇
一
貫
)
を
中
心
に
､
劉
南
錫
自
身
の
手
に
な
る
資

料
を
主
た
る
材
料
と
し
て
､
そ
の
俸
記
の
再
構
成
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
｡
停
記
の
本
文
は
全
鮭
に
簡
潔
で
要
を
得
て
お
-
､
付
さ
れ
た

考
護
も
お
お
む
ね
安
菅
で
あ
る
｡
世
系
､
籍
貫
な
ど
､
異
説
の
あ
る

鮎
に
つ
い
て
も
､
議
論
の
余
地
は
な
お
あ
る
だ
ろ
う
が
'
ほ
ぼ
襟
首

な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
(な
お
'
世
系
に
つ
い
て
は
下

孝
萱

『劉
商
錫
叢
考
』
-
1
九
八
八
㌧
巴
萄
書
敢
I
に
'
｢
父
系
考
｣
｢母
系

考
｣
の
二
篇
が
収
め
ら
れ
て
お
-
'
1
通
-
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
O)

上
通
し
た
よ
う
に
､
年
譜
に
は

『羅
欝
』
『
下
譜
』
が
先
に
あ
-
～

記
述
も
そ
れ
ら
の
方
が
詳
細
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
そ
れ
は
時
事
､

人
事
お
よ
び
作
品
な
ど
を
詳
し
-
級
-
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
-
､

そ
の
骨
格
に
お
い
て
は
､
決
し
て
見
劣
-
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
な

お
､

年
譜
と
し
て
の
仕
事
に
は
､

他
に
高
志
忠

『劉
南
錫
詩
文
繋

書

評

年
』
(前
出
｡
題
の
如
-
､
詩
文
の
葉
年
を
主
と
す
る
が
'
内
容
は
時
事
'

交
遊
な
ど
に
も
及
ん
で
お
-
､
年
譜
と
し
て
の
基
礎
的
要
件
は
満
た
し
て
い

る
)
や
張
達
人

『
劉
南
錫
年
譜
』

(
7
九
七
七
㌧
墓
碑
商
務
印
書
館
'
人

人
文
庫
｡
全
鮭
に
簡
略
で
'
や
や
物
足
-
な
い
)
が
あ
る
｡
今
後
､
劉
爵

錫
の
事
跡
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
､
こ
れ
ら
の
年
譜
と
と
も
に
､
こ

の

｢劉
南
錫
集
停
｣
も
､
基
礎
的
な
仕
事
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

次
に

｢劉
南
錫
交
遊
録
｣
は
､
題
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
劉
と

交
流
の
あ

っ
た
五
五
人
を
と
-
あ
げ
て
､
そ
の
交
遊
の
情
況
を
検
討

し
た
も
の
で
あ
る
｡
資
料
を
駆
使
L
t
時
に
大
腰
に
推
断
を
下
す
の

は
､
詩
文
の
隻
語
の
場
合
と
同
じ
だ
が
､
こ
ち
ら
の
方
が
よ
-
生
彩

が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
｡
た
だ
し
t
と
-
あ
げ
た
五
五
人
が
､
ど
の

よ
う
な
基
準
に
依
る
の
か
､
疑
問
の
鮎
も
な
-
は
な
い
｡
例
え
ば
'

温
庭
鈎
は
項
目
が
立
ち
､
五
五
人
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
に
封
し
､

李
商
陰
は
令
狐
楚
の
項
な
ど
に
わ
ず
か
に
解
れ
て
あ
る
だ
け
だ
が
'

両
者
と
も
､
劉
と
の
具
腹
的
な
交
遊
の
情
況
は
明
ら
か
で
な
い
｡
両

者
の
扱
い
の
差
異
は
､
淀
に

｢秘
書
劉
尚
書
挽
歌
詞
二
首
｣
の
作
が

あ
る
こ
と
に
､
お
そ
ら
-
基
づ
-
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
れ
が
貸
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第
四
十
五
筋

骨
で
あ
る
か
否
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
五
五
人

と
い
う
教
も
､
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
｡

し
か
し
､
交
遊
に
関
し
て
は
'
下
孝
萱
に
四
四
八
人
を
と
-
あ
げ

た

｢交
遊
考
｣
(『劉
南
錫
叢
考
』
所
収
)
が
あ
-
､
数
量
の
面
で
は
十

分
に
本
箱
を
補
完
す
る
｡
も

っ
と
も
､
こ
ち
ら
は
詩
文
の
題
名
に
名

が
見
え
る
だ
け
の
人
物
を
も
網
羅
し
て
､
い
わ
ば
最
大
限
に
交
遊
の

範
囲
を
虞
げ
て
お
-
､
交
遊
の
安
値
が
ほ
と
ん
ど
不
明
な
者
も
少
な

-
な
い
｡
ま
た
考
謹
も
や
や
表
面
的
と
感
じ
ら
れ
､
両
者
に
共
通
し

て
と
-
あ
げ
ら
れ
る
人
物
に
つ
い
て
比
較
す
る
と
､
概
し
て
本
篤
の

方
が
勝
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
交
遊
の
検
討
は
､
そ
れ
が
そ
の
人
の

文
学
と
ど
の
よ
-
に
関
わ
る
の
か
を
硯
野
に
お
さ
め
て
'
は
じ
め
て

意
味
の
あ
る
研
究
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
鮎
で
は
､
両
篇
と

も
に
な
お
不
十
分
で
あ
る
｡
今
後
は
､
雨
篤
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
､

文
学
的
な
意
味
を
も

っ
た
交
遊
の
検
討
に
歩
を
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
｡

｢永
貞
至
開
成
時
政
記
｣
は
'
永
貞
元
年
か
ら
開
成
五
年
ま
で
を

劉
商
錫
が
政
治
に
閲
興
し
た
時
期
と
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
年
ご
と
に
､

宰
相

･
節
度
使
等
の
任
免
､
主
要
人
物
の
動
勢
､
科
挙
及
第
者
､
劉

商
錫
の
主
要
事
跡
な
ど
を
整
理
し
て
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
｡
開
成

五
年
以
後
､
禽
昌
元
年
､
二
年
の
両
年
に
つ
い
て
は
､
時
事
に
閲
略

が
多
い
の
で
附
載
す
る
に
と
ど
め
た
と
編
例
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
､

末
尾
に
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
､
や
や
簡
略
な
記
述
と
な
っ
て
い

る
｡

一
方
'
永
貞
元
年
以
前
､
と
-
に
貞
元
九
年
に
科
挙
に
及
第
し

て
以
後
の
十
余
年
が
含
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
'
編
例

で
も
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
､
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
が
果
た
し
て
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
劉
南
錫
が
政
治
の
中
枢
に

参
輿
す
る
の
は
貞
元
の
末
年
で
あ
-
'
そ
こ
に
至
る
数
年
も
重
要
な

時
期
で
あ
る
だ
け
に
､
こ
の
虚
位
は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
し
劉
南
錫
研
究
に
お
い
て
'
こ
の
よ
う
な
試
み
は
管
見
の
及

ぶ
か
ぎ
-
他
に
は
無
-
､
時
代
の
中
で
個
人
の
動
き
を
あ
ぶ
-
出
す
'

興
味
ぶ
か
い
仕
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
､
時
政
記
と
い
う
'

そ
れ
自
腹
は
俸
統
的
な
形
式
を
用
い
て
'
劉
商
錫
と
時
の
政
治
情
況

と
の
関
わ
-
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
の
試
み
を
､
た
ん
な
る
記
事

の
羅
列
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
-
､
劉
南
錫
研
究
の
中
で
活
用
し
て

い
-
こ
と
は
､
存
外
に
容
易
で
は
な
い
｡
時
期
だ
け
で
な
-
t
と
-

あ
げ
る
記
事
に
つ
い
て
も
'
手
を
加
え
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
が
'
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こ
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
糸
の
つ
な
が
-
を
見
出
す
か
､
結
局
は
読

み
手
の
資
質
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
-
そ
う
だ
｡

最
後
に

｢静
銀
｣
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
､
詩
話
の
類
に
見
え
る
事

跡

･
作
品
に
か
か
わ
る
記
事
や
､
関
連
事
項
の
う
ち
､
寒
護
の
部
分

に
と
り
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
ま
と
め
て
記
し
た
も

の
で
あ
る
｡
全
部
で
二
六
保
に
分
か
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
に
按
語
が
加
え

ら
れ
て
い
る
｡
記
事
の
配
列
に
は
､
と
-
に
基
準
が
あ
る
よ
う
に
は

見
-
け
ら
れ
な
い
｡
詩
話
の
類
を

一
括
し
て
巻
末
に
附
す
の
も
､
い

わ
ば
俸
銃
的
な
手
法
だ
が
､
こ
れ
は
た
ん
に
羅
列
し
た
も
の
で
は
な

-
､
資
料
と
し
て
吟
味
し
'
み
ず
か
ら
の
見
解
を
も
加
え
て
い
る
鮎

で
許
債
で
き
る
｡

以
上
､
本
書
を
構
成
の
順
に
ひ
と
と
お
-
眺
め
た
が
､
全
鮭
を
通

じ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
､
史
学
者
で
も
あ

っ
た
著
者
歴
晩
園
氏
の
'

劉
南
錫
と
そ
の
時
代
に
封
し
て
注
が
れ
る
目
で
あ
-
､

一
見
識
を
備

え
た
考
護
の
態
度
で
あ
る
.

一
面
で
は
､
そ
れ
が
や
や
強
引
な
推
断

を
も
た
ら
し
た
-
､
事
蜜
関
係
に
偏

っ
た
注
樺
を
書
か
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
は
い
る
の
だ
が
､
し
か
し
同
時
に
､
本
書
の
大
き
な
魅
力
で

書

評

あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
｡
原
稿
完
成
後
'
二
〇
年
以
上
を
経
て
刊
行

さ
れ
た
本
書
だ
が
､
内
容
は
そ
の
年
月
を
越
え
て
な
お
新
し
い
｡
補

正
す
べ
き
鮎
を
含
め
て
､
今
後
の
劉
南
錫
研
究
の
7
つ
の
出
費
鮎
を

提
供
す
る
著
作
で
あ
-
､
基
礎
研
究
と
し
て
持
つ
意
義
は
､
ま
こ
と

に
大
き
い
と
言
え
よ
う
｡

(大
阪
市
立
大
学

斎
藤

茂

)

ア
ン
ド
レ
･
レ
グ
ィ
著

『中
国
古
典
文
学
』
(文
庫
ク
セ

ジ

二

一九
六
)

1
九
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7
年
六
月
､

1
二
五
ペ
ー
ジ

A
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‥
L
a
l
i

i
i
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i
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1
0
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a
n
c
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q
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e.Q
u
e

Sa
i
s
･
j
e

～

2
9
6

.
ju
i
n

t
9
9
)
.

)
2
5

p
,

文
庫
ク
セ
ジ
ュ
の
一
班
と
し
て
､
オ
デ
ィ
ル
･
カ
ル
タ
ソ
マ
ル
ク

女
史
の

『
中
国
文
学
史
』

(Lal%ileJyaiu
re
chin
oise)
が
出
た
の
は
､

第
二
次
大
戦
の
飴
壇
も
ま
だ
さ
め
や
ら
ぬ
一
九
四
八
年
の
こ
と
だ
っ

た

｡

(な
お
､
こ
の
書
は
'
魚
返
善
雄

･
高
田
淳
両
氏
に
よ
る
邦
講

が

一
九
五
七
年
に
出
て
お
-
､
島
田
久
美
子
氏
の
書
評
が

『
中
国
文

学
報
』

第
七
難
に
見
え
る

)

｡

こ
の
度
の
レ
グ
ィ
氏
の
新
著
は
､
文
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