
書
中
国
文
革
報

第
五
十
四
研

許

川
合
康
三
者

『中
国
の
自
停
文
学
』

創
文
社

中
閲
撃
蛮
貴
書

1
九
九
六
年
1
月

本
文

二
八
一
貫

索
引

〓
一貫

歴
史
意
識
の
新
著
な
襲
現
を
み
た
中
国
で
は
､
曹
然
の
こ
と
な
が

ら
歴
史
叙
述
の
俸
銃
も
濃
密
で
あ
-
､
歴
史
叙
述
の
典
型
と
し
て
､

帝
王
の
事
蹟
の
記
録
で
あ
る
本
紀
と
個
人
の
俸
記
で
あ
る
列
侍
を
主

要
な
柱
と
す
る
と
こ
ろ
の
紀
俸
鰹
の
ス
タ
イ
ル
が
つ
と
に
確
立
さ
れ

た
｡
紀
俸
鰹
の
一
つ
の
柱
で
あ
る
列
侍
は
､
個
人
の
俸
記
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
､
し
か
し
そ
れ
は
第
三
者
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
個
人
の
停
記
で
あ
-
､自
ら
が
自
ら
を
描
-
と
こ
ろ
の
俸
記
､
す

な
わ
ち
自
停
か
ら
の
距
離
は
速
い
｡
ひ
と
し
-
停
記
と
は
言
っ
て
も
､

自
侍
は
恐
ら
-
ま
っ
た
-
別
種
の
も
の
な
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
が
書

か
れ
る
た
め
に
は
そ
れ
な
-
の
仕
掛
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡

本
書
の
著
者
川
合
氏
は
､
｢『
中
国
の
自
停
文
学
』
を
め
ぐ
っ
て
｣

と
題
し
た

1
文

(『創
文
』
1
九
九
五
年
十
二
月
額
)
に
､
本
書
に
こ
め

ら
れ
た
抱
負
と
目
論
見
を
自
ら

つ
ぎ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
｡
｢
ル

ジ
ュ
ン
ヌ
に
従
っ
て
西
欧
の
自
侍
の
定
義
を
厳
密
に
あ
て
は
め
て

い

-
と
､
過
去
の
中
国
に
白
棒
は
な
-
な
っ
て
し
ま
う
O
･-
･･･し
か
し

西
欧
の
白
侍
の
定
義
と
ず
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
､
中
国
猪
特
の
自
侍

的
文
筆
の
性
質
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｣｡

か
か
る
抱
負
と
目
論
見
の
も
と
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
本
書
は
､
労
作

と
か
名
著
と
か
､
そ
の
よ
う
な
月
並
み
な
評
語
が
お
よ
そ
似

つ
か
わ

し
-
な
い
ほ
ど
に
意
欲
的
で
刺
戟
的
で
あ
-
'
｢
西
欧

の
自
爆
と
同

質
で
な
い
に
し
て
も
､
中
国
な
-
の

｢自
侍
的
文
学
｣
が
過
去
の
中

国
に
あ

っ
た
こ
と
｣
を
検
認
す
る
と
と
も
に
､
｢中
国
古
典
文
学
全

鰹
の
特
質
､
或
い
は
ざ
ら
に
中
国
に
お
け
る
自
己
認
識
の
あ
-
か
た
｣

(六
頁
)
に
つ
い
て
､
自
俸
文
学
の
角
度
か
ら
あ
ら
た
な
照
明
を
営
て

る
試
み
で
も
あ
る
の
だ
｡

著
者
自
身
の
筆
に
な
る
｢『中
国
の
自
停
文
学
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
の

一
文
は
､
本
書
全
鮭
に
わ
た
る
何
よ
-
も
す
ぐ
れ
た
解
説
な
の
だ
が
､

私
な
-
に
紹
介
と
批
評
を
行
な
う
な
ら
ば
-

､

中
開
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
の
形
式
に
よ
る
白
棒
文
学
創
作
の
歴

史
が
あ
-
､
そ
し
て
つ
い
に
八
-
九
世
紀
の
中
庸
期
に
至
っ
て
､
あ
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た
か
も
西
欧
の
a
u
t
obiography
の
語
に
ぴ

っ
た
-
封
鷹
す
る

｢自

俸
｣
を
題
名
に
用
い
た
二
つ
の
作
品
が
生
ま
れ
た
｡
す
な
わ
ち
､
陸

羽
の

｢陸
文
学
自
停
｣
と
劉
南
錫
の

｢
子
劉
子
自
俸
｣
で
あ
る
O
察

す
る
と
こ
ろ
､
著
者
の
税
座
は
も
っ
ぱ
ら
中
庸
期
に
す
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ

っ
て
､

中
庸
期
に
お
け
る

｢自
停
｣
の
出
現
が
､

｢
こ

の
時
期
の
文
学
､
文
化
に
生
じ
た
大
き
な
襲
化
､
人
間
の
精
神
の
全

鮭
的
な
地
殻
襲
動
､
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
産
物
の
一
つ
で
あ
る
に
違

い
な
い
｣

(二
五
二
～
三
頁
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
中
国

の
文
学
史
な
い
し
は
文
化
史
上
に
お
け
る
中
庸
の
劃
期
性
と
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
｢人
間
を
類
型
に
普

て
は
め
て
認
識
す
る
の
で
な
-
､
多
様
な
存
在
と
し
て
認
め
､
従
来

の
型
に
合
わ
な
い
人
間
像
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
､
そ
の
態
度
が
自

分
に
封
す
る
認
識
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
｡
自
分
を
類
型
に
収
ま
る

像
で
な
-
､
自
分
以
外
の
誰
で
も
な
い
人
間
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
た
自
分
､
ま
た
人
間
に
封
す
る
新
し
い
認
識

が
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
と
い
-
こ
と
は
､
中
庸
の
精
神
が
集
圏
か

ら
離
脱
し
て
個
を
中
心
と
す
る
も
の
に
移
行
し
て
い
-
､
個
の
覚
醒

と
い
-
新
し
い
現
象
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｣
(二
二
六
貢
)0

書

評

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
､
著
者
が

｢寓
県
｣
を
題
材
と
し
た
自
居
易

の
作
品
に
つ
い
て
の
言
及
を
怠
ら
な
い
の
も
ま
こ
と
に
用
意
周
到
で

あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
私
が
思
う
の
に
､
時
あ
た
か
も

中
庸
期
に
お
け
る
群
併
教
の
清
華
澱
地
た
る
隆
盛
は
､
そ
れ
も
ま
た

右
の
著
者
の
指
摘
に
あ
る
時
代
精
神
と
あ
い
通
底
す
る
現
象
で
あ
っ

た
と
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
.
群
の
語
録
に
の
こ
さ
れ
た
お
び
た
だ
し

い
問
答
は
､

つ
ま
る
と
こ
ろ
､

｢
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
と
は
何
か
｣
と

問
う
て
模
索
し
格
闘
し
た
人
び
と
の
記
録
の
堆
積
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
｡

さ
て
と
こ
ろ
で

｢陸
文
学
自
俸
｣
と

｢
子
劉
子
自
停
｣
の
二
つ
の

作
品
が
取
-
上
げ
ら
れ
る
の
は
'
本
書
も
ほ
と
ん
ど
終
-
に
近
い
第

六
章

｢自
分
と
は
何
か
-

｢自
俸
｣
の
登
場
｣
の
中
に
お
い
て
で

あ

っ
て
､
中
国
の
自
侍
文
学
は
そ
れ
ま
で
に
そ
れ
な
-
の
歴
史
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
か
-
し
て
第
六
章
に
至
る
ま
で
に
'
第

1

章

｢
中
国
に
お
け
る
｢自
俸
｣
｣
に
始
ま
-
､
第
二
章

｢衆
多
と
異
な

る
我
れ
-

書
物
の
序
に
見
え
る
自
停
｣､
第
三
章

｢
か
-
あ
-
た
い

我
れ
-

｢
五
柳
先
生
停
｣
型
自
俸
｣
､
第
四
章

｢死
者
の
日
で
見
た

我
れ
1

日
撰
墓
誌
銘
｣
､
第
五
章

｢詩
の
中
の
自
俸
｣
の
語
草
が
設
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中
開
文
学
報

第
五
十
四
筋

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

中
国
の
自
博
文
撃
に
つ
い
て
語
る
著
者
は
､
絶
え
ず
西
欧
の
自
侍

と
の
違
い
に
注
目
し
て
い
る
｡
西
欧
の
自
侍
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る

慨
悔

･
告
白
､
す
な
わ
ち
自
己
省
察
に
乏
し
い
こ
と
と
あ
い
表
裏
し

て
､
｢個
人
の
背
景
と
し
て
の
祉
合
､或
い
は
社
食
の
中
の
個
人
-

政
骨
･時
代
と
密
着
し
た
か
た
ち
で
個
人
を
捉
え
よ
う
と
す
る
｣
(六

貢
)
の
が
中
国
の
自
停
文
学
に
際
立
っ
た
性
格
で
あ
る
と
の
指
摘
が

す
で
に
第

一
章
に
あ
-
'
そ
の
こ
と
は
譜
章
に
お
い
て
繰
-
返
し
強

調
さ
れ
る
論
鮎
と
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
第
二
章
で
は
､
司
馬
遷

の
｢太
史
公
自
序
｣
を
取
-
上
げ
て
言
う
｡
｢自
分
の
非
は
な
か
っ
た

か
を
立
場
を
襲
え
て
振
-
返

っ
て
み
る
と
い
う
姿
勢
が
ま
る
で
見
ら

れ
な
い
こ
と
が
､
中
国
に
お
け
る
自
己
認
識
の
あ
-
か
た
を
示
唆
し

て
い
る
と
思
-
｣｡
｢
西
欧
の
自
侍
が

一
人
の
人
間
の
歴
史
の
中
で
過

去
の
自
分
と
異
な
る
自
分
の
賛
兄
を
契
機
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
､

中
国
の
自
侍
は
人
間
の
集
圏
の
中
で
衆
多
と
異
な
る
自
分
の
学
兄
に

根
ざ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｣
(二
五
貢
)

｡

ま
た
第
三
章
で
は
､
玩

籍
の
｢大
人
先
生
俸
｣
を
取
-
上
げ
て
言
う
｡
｢
以
下
の
中
国
の
自
侍

に
お
い
て
も
､
人
生
の
経
験
の
中
で
襲
容
し
て
い
-
自
己
を
た
ど
る

と
い
う
性
格
は
希
薄
で
あ
-
､
お
お
む
ね
は
宵
像
蓋
の
よ
う
に
固
定

し
た
自
己
の
像
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
ぼ
か
-
だ
｣
(七
四
頁
)
｡
｢陸

文
学
自
博
｣
に
つ
い
て
は
､
｢孤
兄
に
始
ま
-
士
大
夫
の
列
に
連
な

る
ま
で
の
自
己
の
襲
容
を
語

っ
て
い
る
｣
(二
四
九
貢
)
鮎
に
劃
期
性

が
見
出
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
'
し
か
し

｢子
劉
子
自
俸
｣
に
つ
い

て
は
や
は
-
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢劉
南
錫
に
は
自

分
を
省
察
し
よ
う
と
す
る
よ
-
も
､
自
分
を
梓
明
し
よ
う
と
す
る
欲

求
の
方
が
優
勢
の
よ
う
に
見
え
る
｡
自
己
省
察
よ
-
も
自
己
輝
明
､

そ
れ
が
中
国
の
自
停
文
学
を
特
徴
づ
け
る
'
そ
し
て
西
欧
の
自
侍
と

は
異
な
る
性
質
で
は
な
か
ろ
う
か
｣
(二
六
六
貢
)0

第
二
章
に
お
い
て
､
｢太
史
公
自
序
｣
に
始
ま
-

『抱
朴
子
』
の

｢自
叙
｣
に
至
る
ま
で
､
書
物
に
そ
え
ら
れ
た
自
序
が
取
-
上
げ
ら

れ
る
の
は
､
自
分
が
自
分
の
来
歴
を
語
る
部
分
の
そ
の
形
式
が
最
も

自
俸
ら
し
い
鮭
裁
に
か
な

っ
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
｢太

史
公
自
序
｣
に
つ
い
て
は
､
｢
世
間
か
ら
自
分
と
い
う
存
在
が
全
否

定
さ
れ
る
鮭
験
｣､
｢
そ
の
否
定
か
ら
自
己
を
取
-
戻
す
た
め
の
表

白
｣
と
し
て
､
｢初
め
て
自
侍
的
な
る
も
の
が
誕
生
し
た
｣
(二
四
貢
)

と
指
摘
し
､
そ
し
て
そ
れ
ら
の
書
物
の
自
序
全
鮭
に
通
ず
る
こ
と
と
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し
て
'
衆
多
よ
-
卓
越
し
た
者
と
し
て
で
あ
れ
､
衆
多
よ
-
劣

っ
た

者
と
し
て
で
あ
れ
､
他
者
と
の
関
係
の
中
で
自
己
の
輪
廓
を
確
認
し

て
ゆ
-
手
法
に
注
目
さ
れ
て
い
る
｡

第
三
章
で
は
､
書
物
の
自
序
の
鮭
裁
を
と
る
自
侍
の
ほ
か
､
東
方

朔
の

｢非
有
先
生
俸
｣
や
院
籍
の

｢大
人
先
生
俸
｣
の
よ
う
に

｢
か

-
あ
-
た
い
｣
と
い
う
願
望
が
託
さ
れ
た
架
空
の
人
物
の
偉
､
暫
康

の

『聖
賢
高
士
停
賛
』
や
皇
甫
謎
の

『高
士
俸
』
の
よ
う
に
寛
在
と

信
じ
ら
れ
た
人
物
の
侍
で
あ
-
な
が
ら
や
は
-
筆
者
の
希
求
の
念
が

こ
め
ら
れ
た
理
想
的
人
物
の
侍
､
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
を
経
承
し
っ

つ
混
然
と

一
腹
に
し
た
と
こ
ろ
の
陶
淵
明
の

｢
五
柳
先
生
俸
｣
､
そ

の

｢
五
柳
先
生
停
｣
型
自
侍
の
系
譜
が
､
衰
条
の

｢妙
徳
先
生
停
｣
'

王
境
の

｢
五
斗
先
生
俸
｣､
自
居
易
の

｢酔
吟
先
生
停
｣
､
陸
亀
蒙
の

｢甫
里
先
生
俸
｣
'
そ
し
て
さ
ら
に
欧
陽
修
の

｢
六

一
居
士
俸
｣
と
た

ど
ら
れ
て
い
る
o
そ
れ
ら
に
は
な
べ
て
お
お
む
ね
隠
逸
者
と
し
て
の

あ
-
よ
う
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る

自
己
が

｢隠
逸
を
禦
し
む
主
鮭
で
あ
る
と
同
時
に
客
鮭
に
も
な
っ
て

い
る
｣
､
つ
ま
-

｢自
分
も
隠
逸
生
活
を
構
成
す
る
物
の
i
つ
｣

(
1

五
五
頁
)
と
な
っ
て
い
る
と
総
括
し
た
う
え
､
｢自
己
を
自
分
で
問
い

書

評

つ
め
て
い
-
と
い
う
自
己
認
識
｣
を
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
西
欧
の

自
侍
と
'
｢自
己
を
自
分
か
ら
手
放
し
て
共
同
腹

の
中
で
共
有
さ
れ

る
人
間
像
に
造
形
し
て
い
る
｣
(
一
五
六
頁
)
と
こ
ろ
の

｢
五
柳
先
生

俸
｣
型
自
侍
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
｡
か
か
る
指
摘
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
'

｢
五
柳
先
生
俸
｣
に
つ
い
て
､

そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る

の
は

｢
か
-
あ

っ
た
｣
と
い
う
事
資
で
は
な
-
'
｢
か
-
あ
-
た
い
｣

と
い
う
願
望
に
は
か
な
ら
ず
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
常
時
の
人

び
と
は

｢寛
錬
｣
と
考
え
た
の
で
あ

っ
て
､
よ
-
言
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
西
欧
文
学
の
虚
構
性
に
封
す
る
中
開
文
学
の
現
資
性
と
い
う
封
比

が

｢
五
柳
先
生
停
｣
型
の
自
侍
で
は
反
韓
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
､

文
学
研
究
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
い
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て

｢甫
里
先
生
俸
｣
に
関
連
し
て
､
そ
こ
に
い
-
ら
か
自
己
省
察
に

近
い
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
と
も
に
､
｢中
庸
あ

た
-
か
ら
､
詩
の
中
に
官
人
と
農
民
の
労
働
を
封
比
し
て
､
手
を
汚

す
こ
と
な
-
食
ら
う
自
分
に
自
責
の
念
を
覚
え
る
と
い
う
述
懐
が
登

場
す
る
よ
う
に
な
る
｣
(
1
四
二
衰
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
わ

れ
わ
れ
歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
重
要
な
指

摘
で
あ
る
｡
か
つ
て
私
は
梁
の
沈
約
の

｢捨
身
願
疏
｣
(『虞
弘
明
集
』
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類
三
八
)
を
素
材
と
し
つ
つ
､

｢栗
鼠
の
生
産
が
己
れ
に
も
と
づ
か
な

い
こ
と
､
愚
か
な
る
民
衆
が
と
も
に
そ
の
分
け
ま
え
を
有
し
て
い
る

こ
と
､
に
は
ま
っ
た
-
気
づ
か
な
い
｣
自
分
を
反
省
し
､
か
つ
ま
た

州
牌
に
禰
滞
す
る
民
衆
の
息
苦
に
ま
で
い
っ
た
ん
は
混
線
が
虞
が
-

な
が
ら
､
し
か
し
そ
こ
で
思
考
が
停
止
し
､
急
韓
直
下
に
ま
た

一
途

に
傍
に
封
す
る
蹄
俵

へ
と
傾
斜
し
収
束
す
る
､
そ
の
よ
う
な
心
的
構

造
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

(『
六
朝
精
神
史
研
究
』
'
同
朋
舎
出

版

'
一
九
八
四
年
'
第
八
章

｢沈
約
の
思
想
｣)

｡
こ
の
よ
う
に
私
の
論
じ

た
と
こ
ろ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
､
か
か
る
六
朝
時
代
の
精
神
状

況
は
中
晩
麿
期
に
至
っ
て
大
き
-
襲
化
す
る
わ
け
だ
.
そ
し
て
ま
た
､

｢
一
日
作
さ
ざ
れ
ば

一
日
食
ら
わ
ず
｣
と
の
百
丈
懐
海
の
言
葉
に
深

い
意
味
を
認
め
､
そ
れ
を
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
愛
用
の
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
､

｢作
さ
ざ
れ
ば
食
ら
わ
ず
｣
と
封
比
の
う
え
､
こ
の
言
葉
に
M

･
ウ

エ

ー
バ
ー
の
言
う

｢世
俗
内
的
禁
欲
｣
の
宗
教
倫
理
の
尊
露
を
見
出

し
､
そ
れ
が
中
国
近
世
の

｢勤
倹
｣
を
旨
と
す
る
商
人
精
神
と
し
て

受
け
鮭
が
れ
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
余
英
時
氏

(森
紀
子
講
『中
国
近

世
の
宗
教
倫
理
と
商
人
精
神
』
'
平
凡
社
'
1
九
九
1
年
)
と
の
符
合
に
も

思
い
至
る
の
だ
｡

さ
て

｢
五
柳
先
生
俸
｣
の
中
に

｢
か
-
あ
-
た
い
生
｣
を
語

っ
た

陶
淵
明
に
は
､
｢
か
-
あ
る
で
あ
ろ
う
死
｣
を
語
る

｢自
祭
文
｣
と

｢擬
挽
歌
鮮
｣
の
作
品
が
あ
-
､
そ
の
こ
と
と
平
行
し
て
､

｢
五
柳

先
生
俸
｣
型
自
爆
の
作
品
を
の
こ
し
た
王
唐
や
自
居
易
が
自
挟
墓
誌

銘
を
著
わ
し
て
い
る
事
寅
に
注
目
し
て
第
四
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
､
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
者
が
重
な
-
合
う
の
は
､
｢自

分
自
身
の
生

へ
の
強
い
関
心
｣
(
7
五
八
頁
)
に
基
づ
-
の
で
あ
ろ
う

か
と
言
う
｡
そ
れ
ら
自
撰
墓
誌
銘
は
､
死
の
達
観
を
語
る
も
の
と
死

の
恐
れ
を
も
ら
す
も
の
と
に
分
か
れ
る
の
だ
が
､
著
者
が
後
者
に
こ

そ
深
い
共
感
を
示
す
の
は
､
死
を
達
観
し
解
脱
し
て
し
ま
っ
て
は
も

は
や
そ
こ
に
文
学
が
生
ま
れ
る
飴
地
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の
章
に
も
､
自
盾
易
の
ほ
か
､
巌
挺
之
､
葬
具
卿
､
襲
度
､

韓
雅
､
杜
牧
た
ち
が
自
撰
墓
誌
銘
を
の
こ
し
て
い
る
こ
と
に
関
連
し

て
､

ま
た
つ
ぎ
の
記
述
が
あ
る
｡

｢自
撰
墓
誌
銘
に
は
中
庸
の
新
し

い
文
学
活
動
が
背
後
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
だ
｡
自
撰
墓
誌
銘
が
中
庸

の
頃
か
ら
急
激
に
埼
え
て
-
る
と
い
-
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な

-
､
そ
の
時
期
の
文
化

･
文
学
の
新
し
い
動
き
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
次
に
見
る
詩
の
中
の
自
侍
､
ま
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た
最
後
に
見
る

｢自
俸
｣
､
そ
れ
ら
が
中
庸
を
劃
期
と
す
る
の
と
同

じ
精
神
に
根
ざ
し
て
い
る
｣
(
一
九
七
頁
)｡

か
-
し
て
架
橋
さ
れ
た
第
五
章
と
第
六
章
｡
第
五
章

｢詩
の
中
の

自
俸
｣
で
は
､

過
去
と
現
在
の
襲
化
を
､

｢時
代
や
境
遇
よ
-
も
､

自
分
自
身
の
襲
化
､
才
気
焼
聾
の
若
者
か
ら
衰
老
老
残
の
身
に
至
る

一
人
の
人
間
の
襲
化
と
し
て
､
鮮
や
か
な
封
照
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
｣
(二
1
六
頁
)
こ
と
に
成
功
し
､

い
か
に
も
自
俸
詩
と
よ
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
作
品
を
制
作
し
た
杜
甫
を
う
け
て
､
韓
恵
や
自
店
易
が
自

分
自
身
の
内
面
を
見
つ
め
る
詩
を
う
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
中
唐
の

劃
期
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
｡
第
六
章
の
テ
ー

マ
は
､
す
で
に
紹
介

し
た
ご
と
-

｢陸
文
学
自
停
｣
と

｢子
劉
子
自
俸
｣｡
｢隆
文
寧
日
俸
｣

に
は
自
己
の
襲
容
の
過
程
が
語
ら
れ
て
い
る
鮎
に
中
国
の
自
侍
的
作

品
と
異
な
る
斬
新
さ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
､
そ
の
中
の
出
生
譜
は

説
話
的
要
素
に
よ
っ
て
色
濃
-
染
め
ら
れ
て
お
-
､
そ
れ
に
封
し
て

｢
子
劉
子
自
停
｣
は
､
劉
爵
錫
で
な
け
れ
ば

｢絶
封
書
か
れ
よ
う
が

な
い
個
の
顔
｣
(二
五
三
頁
)
を
も
ち
､
そ
の
意
味
で
中
国
で
最
初
の

｢自
俸
｣
と
稀
す
べ
き
だ
が
､
そ
こ
に
は
自
己
の
襲
化
の
跡
は
措
か

れ
ず
､
自
己
の
像
が
常
に

一
定
し
て
い
る
と
い
う
､
ほ
か
な
ら
ぬ
中

書

評

園
の
自
停
文
学
の
特
徴
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
｡

あ
ら
ま
し
以
上
を
内
容
と
す
る
川
合
氏
の
本
書
に
封
し
て
､
す
で

に
こ
れ
ま
で
に
数
名
の
評
者
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
賛
辞
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
｡
私
の
目
に
と
ま
っ
た
か
ぎ
-
で
も
､
模
高
志
氏

(『未
明
』
一

四
畢
)､
松
本
肇
氏
(『東
方
』
l
九
九
六
年
四
月
競
)､
沓
掛
良
彦
氏
(『創

文
』
一
九
九
六
年
六
月
競
)
の
も
の
が
あ
る
｡

み
ず
み
ず
し
い
創
見
と

問
題
提
起
に
満
ち
み
ち
た
本
書
か
ら
'
私
も
お
お
い
に
知
的
刺
戟
を

輿
え
ら
れ
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
も
そ
れ
ら
の
創
見
と
問

題
提
起
は
､
大
言
壮
語
と
は
お
よ
そ
無
縁
に
､
細
心
の
考
察
に
基
づ

い
て
襲
せ
ら
れ
､
ま
た
取
-
上
げ
ら
れ
た
作
品
は
､
い
ず
れ
も
そ
の

全
文
が
よ
-
こ
な
れ
た
和
文
に
移
さ
れ
た
う
え
'
鑑
賞
に
た
え
る
べ

き
説
明
と
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
中
国
文
学
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け

に
関
す
る
解
説
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
｡
か
-
し
て
私
も
賛
辞
を
逸
る

に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
が
､
や
は
-
い
-
ら
か
の
感
想
を
記
し
､
疑
問

と
注
文
を
呈
す
る
の
が
評
者
と
し
て
の
つ
と
め
で
あ
ろ
う
｡

自
俸
文
学
成
立
の
過
程
は
､
著
者
が
言
う
よ
う
に
､
そ
れ
は
そ
の
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ま
ま
自
己
認
識
の
あ
-
か
た
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
｡
著
者
が
劃
期

と
す
る
中
庸
期
､
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
個
人
は

｢家
｣
と
分
か
ち

が
た
-
結
び
つ
き
､
｢家
｣
の
中
の
個
人
と
し
て
存
在
を
つ
づ
け
て

い
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡

そ
の
こ
と
は
､

｢家
｣
を
単
位
と
し
て
書

か
れ
て
い
る

『南
史
』
『北
史
』
の
列
侍
の
鰻
我
や
､
『障
害
』
経
籍

志
の
薙
停
類
に
少
な
か
ら
ざ
る
家
侍
が
著
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
も
お
お
よ
そ
の
察
し
が
つ
-
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
､
自
己

に
つ
い
て
語
る
自
俸
の
創
作
は
な
か
な
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ

っ
た

ろ
う
｡
｢
五
柳
先
生
停
｣
流
に
｢
い
ず
こ
の
人
な
る
や
を
知
ら
ず
｣
と

覇
曝
し
て
み
せ
る
こ
と
は
､
｢家
｣
か
ら
猪
立
し
た
自
由
な
場
を
虚

構
し
､
自
己
そ
の
も
の
を
問
う
た
め
の
一
つ
の
有
数
な
仕
掛
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
自
分
を
優
し
-
包
み
覆

っ
て
い
る
共
同
鰻

と
の
関
係
を
自
ら
断
ち
き
る
方
法
な
の
だ
が
､
飴
儀
な
い
事
情
で
共

同
鰻
か
ら
切
-
離
さ
れ
ざ
る
を
得
な
-
な

っ
た
時
､
庚
信
の

｢哀
江

南
賦
｣
や
窮
乏
推
の

｢観
我
生
賦
｣
が
そ
-
で
あ

っ
た
よ
う
に
､
や

は
-
人
は
自
己
を
見
つ
め
直
す
機
合
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か

し
そ
の
場
合
､
作
品
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
は
､
撃
韓
す
る
境
遇

の
中
で
翻
弄
さ
れ
る
自
己
､
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
な
り
得
ま
い
O

西
欧
の
自
侍
に
顕
著
な
自
己
省
察
が
入
-
こ
む
除
地
は
乏
し
い
で
あ

ろ

う
｡

だ
が
果
た
し
て
､
中
国
人
に
と
っ
て
自
己
省
察
は
そ
ん
な
に
縁
遠

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
梁
の
武
帝
蒲
術
は
､
天
監
三
年

(五
〇
四
)
四
月
八
日
に
更
し
た
詔
の
中
に
つ
ぎ
の
ご
と
-
述
べ
て
い

る
｡

｢悌
弟
子
の
私
は
こ
れ
ま
で
ぐ
ず
ぐ
ず
と
荒
唐

の
中
に
ふ
み
迷

っ
て
ひ
た
す
ら
老
子

(道
教
)
に
つ
か
え
､
先
租
代
々

相
承
し
て
こ
の

邪
法
に
汚
染
さ
れ
て
き
た
.
習
困
み
ご
と
に
覆
し
､

迷
妄
を
振
-
は

ら
っ
て
正
道
に
た
ち
返
る
べ
き
こ
と
に
気
づ
き
､
今
や
蕃
嘗

(老
子
)

を
捨
て
て
俳
の
正
餐
に
蹄
依
し
す
が
-
た
て
ま
つ
る
｣
(『贋
弘
明
集
』

巻
四
)o
こ
れ
は
自
侍
と
は
程
遠
い
天
子
の
詔
で
あ
-
'
ひ
き
あ
い
に

出
す
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
席
蹄
を
お
ぼ
え
る
け
れ
ど
も
､
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
､
宗
教
と
関
わ
-
あ
う
局
面
に
お
い
て
'
人
は
だ
れ
し
も

こ
の
よ
う
な
回
心
の
軌
跡
を
語
る
内
的
欲
求
を
抑
え
が
た
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
｡
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
障
志
雄
俸
類
の

中
に
､
少
な
か
ら
ざ
る
家
侍
に
ま
じ
っ
て

｢震
人
辛
玄
子
自
序
｣
と

｢華
陽
子
自
序
｣
な
る
二
筋
の
書
名
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
気
に
か

か
る
O
著
者
川
合
氏
と
興
膳
宏
教
授
と
の
共
著

『隔
書
経
籍
志
詳
致
』
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(汲
古
書
院
'

1
九
九
五
年
)
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
-
､
『虞
語
』

聞
幽
微
篤
に

｢辛
玄
子
白
銀
井
詩
｣
が
収
め
ら
れ
て
お
-
､
そ
こ
に

は
後
漠
明
帝
時
代
の
諌
議
大
夫

･
上
洛
雲
中
遭
図
三
郡
太
守
辛
隙
の

子
と
し
て
生
ま
れ
た
辛
玄
子
が
仙
道
修
行
に
は
げ
み
､
蛋
紳
と
な
る

次
第
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た

｢華
陽
子
自
序
｣
は
雨
腐
志
に
は
茅

虞
玄
操
と
し
て
著
録
さ
れ
て
お
-
､
華
陽
子
が
も
し
陶
弘
景
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
茅
虞
玄
は
陶
弘
景
の
異
名
な
の
で
あ
ろ
-

か

｡以
上
は
私
個
人
の
と
-
と
め
も
な
い
雑
感
｡
以
下
に
は
､
疑
問
と

注
文
の
い
-
ら
か
を
貢
の
順
序
を
お
っ
て
書
き
つ
ら
ね
る
｡

一
八
貢
'
鄭
玄
の

｢自
序
｣
に
ふ
れ
､

『文
苑
英
華
』
巻
七
六
六

に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
の
注
記
は
い
さ
さ
か
不
親
切
で
あ
っ
て
､
劉

子
玄

(知
幾
)
の

｢孝
経
老
子
注
易
俸
議
｣
の
中
の
引
用
で
あ
る
｡
そ

れ
は
と
も
か
-
､
『後
漢
書
』
鄭
玄
侍
に
引
か
れ
て
い
る
｢成
子
益
恩

書
｣
は
自
俸
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
備
え
て
お
-
､
ど
こ
か

で
言
及
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

四
七
貢
以
下
に

『抱
朴
子
』
の

｢自
叙
｣
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
が
､
『抱
朴
子
』
の
内
篇
､

と
-
わ
け
そ
の
遺
賢
簾
に
は
､

葛
洪

書

評

と
神
仙
道
の
師
の
鄭
陰
と
の
出
合
い
を
語

っ
た
す
こ
ぶ
る
自
侍
的
な

文
章
が
あ
る
｡

一
三
二
頁
､
自
居
易
の

｢酔
吟
先
生
俸
｣
中
に
は
さ
み
こ
ま
れ
た

｢詠
懐
詩
｣
が
文
集
で
は

｢洛
陽
有
愚
里
｣
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
も
の
の
一
部
で
あ
-
､
｢詠
懐
詩
｣
の
｢縦
酒
劉
伶
達
｣
の
句
が

文
集
の
も
と
の
詩
で
は

｢荷
錆
劉
伶
達
｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

す
き

に

う
え
で
言
う
｡
｢｢
錨

を

荷
な
う
｣
な
ら
ば
陶
淵
明

｢園
田
の
居
に
軒

る
｣
詩
の
第
三
首
､
｢月
を
帯
び
鋤
を
荷
な
い
て
締
る
｣
の
句
が
連
想

さ
れ
る
が
'
｢劉
伶
の
達
｣
と
績
-
の
だ
か
ら
'
｢
酒
を
舵
い
ま
ま
に

す
｣
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
｣
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
｡

何
と
な
れ
ば
'

『
世
説
新
語
』
文
学
篇

｢劉
伶
著
酒
徳
煩
､
意
気
所

寄
｣
､
そ
の
候
の
劉
孝
標
注
が
引
-
『
名
士
俸
』
に
つ
ぎ
の
ご
と
-
あ

る
か
ら
で
あ
る
.
｢伶
字
伯
倫
､
蒲
郡
人
O
韓
意
放
蕩
､
以
宇
宙
馬

ヽ
ヽ

狭
O
常
乗
鹿
事
､
携

三
笠
酒
､
使
入
荷
錨
随
之
､
云
､
死
便
掘
地
以

埋
｣
｡一

四
二
頁
､
陸
亀
豪
の

｢甫
里
先
生
俸
｣
に

｢有
牛
不
滅
四
十
蹄
､

有
耕
夫
盲
験
指
｣
と
あ
る
の
が
､

｢
四
十
頭
を
-
だ
ら
な
い
牛
､
百

人
以
上
の
農
夫
が
あ
っ
た
｣
と
謬
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
『史
記
』
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第
五
十
四
筋

貨
殖
俸
の
集
解
や
索
陰
の
解
帯
に
従
う
な
ら
ば
､
牛
四
十
蹄
は
牛
十

頭
､
耕
夫
石
鹸
指
は
農
夫
十
人
飴
-
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
｡

二
三
八
頁
､

｢隆
文
寧
日
俸
｣
の

｢牛
百
二
十
蹄
｣
も

｢百
二

十
頭
に
の
ぼ
る
牛
｣
で
は
な
-
､
牛
三
十
頭
と
い
う
こ
と
｡
ち
な
み

に
こ
の
鮎
に
関
し
て
､
宮
崎
市
定
博
士
の
｢史
記
貨
殖
偉
物
債
考
讃
｣

(全
集
第
五
巻
所
収
)
に
卓
抜
な
解
樺
が
あ
-
､
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
｢牛

四
十
蹄
｣
は
牛
五
頭
､
｢牛
百
二
十
蹄
｣
は
牛
十
五
頭
の
こ
と
と
な
る

け
れ
ど
も
､
こ
こ
は
も
と
よ
-
集
解
と
索
陰
に
基
づ
い
て
解
樺
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

1
五
九
頁
､
『
西
京
雑
記
』
に
見
え
る
前
漠

の
杜
郭
の
自
撰
墓
誌

の
県
憑
性
に
疑
い
の
日
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
営
然
の
こ
と
な
が

ら
､

『後
漢
書
』
蓮
岐
博
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
｡

三
十
除
歳
で
大

病
を
患
い
､
臥
苛
七
年
に
及
ん
だ
題
岐
は
､
そ
の
頃
は
趨
嘉
と
名
の

っ
て
い
た
の
だ
が
､
も
は
や
こ
れ
ま
で
と
観
念
L
t
｢
大
丈
夫
生
世
､

遊
無
箕
山
之
操
､
仕
無
伊
呂
之
動
､
天
不
我
典
､
復
何
言
哉
｣
と
遺

言
し
た
う
え
'
墓
前
に

一
国
石
を
立
て
て
つ
ぎ
の
文
句
を
刻
む
よ
-

命
じ
た
と
い
-
｡
｢漢
有
逸
人
､
姓
題
名
嘉
'
有
志
無
時
､

命
也
奈

何
｣
｡

こ
れ
は

一
九

1
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
韓
華
の
自
撰
墓

誌
銘
に

｢生
有
志
而
卒
不
能
就
､
宣
命
也
夫
､
宣
命
也
夫
(も
と
も
と

志
は
あ
っ
た
の
に
結
局
成
就
で
き
な
か
っ
た
｡
運
命
で
あ
ろ
う
か
'
運
命
で

あ
ろ
う
か
)｣
と
あ
る
の
と
､
遠
-
造
か
に
響
き
あ

っ
て
い
る
の
か
も

知
れ
ぬ
O
殻
岐
を
始
め
と
し
て
､
自
撰
墓
誌
銘
に
関
し
て
は
､
本
書

刊
行
後
に
額
表
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
西
脇
常
記
氏
の

｢韓
愈
の
遺
言
と
そ
の
周
連
｣
(『京
都
大
学
練
合
人
間
学
部
紀
要
』
三
巻
)

を
あ
わ
せ
て
参
照
す
べ
き
で
あ
る
.
さ
て
韓
詞
の
自
挟
墓
誌
銘
の
中

で
､
｢好
ん
で
直
言
し
た
の
で
'
毎
日
上
疏
し
て
も
､

二
三
し
か
採

用
し
て
も
ら
え
ず
｣
と
詳
さ
れ
て
い
る
の
の
原
文
は
､
｢好
直
言
､
一

日
上
疏
或
遇
二
三
｣
で
あ

っ
て
'
直
言
癖
か
ら

一
日
の
上
疏
が
二
三

通
以
上
に
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
､
と
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
ま

た
そ
の
す
ぐ
後
の
原
文
､

｢相
図
牛
公
恰
嬬
鎮
裏
陽
､

以
殿
中
加
支

使
､
旋
葬
秘
書
省
著
作
郎
'
遷
園
子
博
士
､
困
久
寄
裏
陽
､
以
稀
重

篤
便
､

除
別
篤
検
校
砥
部
郎
中
･･････｣
が
､

｢宰
相
の
牛
恰
稀
が
裏

陽
に
お
-
'
殿
中
の
任
を
も

っ
て
支
使
に
加
わ
-
､
す
ぐ
に
秘
書
省

著
作
即
を
拝
命
し
､
園
子
博
士
に
移
-
､
そ
こ
で
長
-
票
陽
に
身
を

寄
せ
､
疎
で
扶
養
す
る
の
に
便
利
で
あ

っ
た
｡
別
駕

･
検
校
建
部
郎

中
に
任
命
さ
れ
-
-
｣､
そ
の
よ
う
に
謬
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
い
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さ
さ
か
晦
碇
で
あ
る
.
韓
雅
は
い
っ
た
ん
殿
中
侍
御
史
の
肩
書
を
も

っ
て
裏
陽
に
鎮
す
る
山
南
東
遺
節
度
使
牛
骨
橋
の
幕
府
の
支
便
､
す

な
わ
ち

｢表
儀
書
翰
を
掌
る
｣
と
こ
ろ
の
支
使
(『賓
治
通
鑑
』
麿
倍
宗

乾
符
元
年
胡
注
)
と
な
-
､
間
も
な
-
中
央
の
秘
書
省
著
作
邸
を
拝
命
､

ま
た
園
子
博
士
に
韓
じ
た
が
､
以
前
に
お
な
じ
-
山
南
東
道
節
度
使

貿
易
直
の
徒
事
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
っ
て
'
長
ら
-
身
を
寄
せ
た

裏
陽
は
何
か
と
生
活
に
便
利
で
あ
-
'
そ
れ
で
ふ
た
た
び
薬
陽
の
別

駕

･
検
校
薩
郡
部
中
に
任
命
し
て
も
ら
っ
た
､
と
い
う
の
で
は
あ
る

ま

い
か
｡

最

後
に
残
念
に
思
う
の
は
､
書
物
の
性
格
と
し
て
､
ま
た
紙
幅
の

関
係
か
ら
致
し
か
た
の
な
い
こ
と
と
は
い
え
､
原
文
が
示
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
｡
た
と
え
ば

一
六
六
貢
､
陶
淵
明
の

｢自
祭
文
｣
に
関
し

たれ

かえ
り
み

な

て
､
｢
噂

か

能
-

魯

る

こ
と
岡

か
ら
ん
｣
と
い
う
訓
読
文
を
示
し

た
う
え
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
そ
れ
が
詳
文
の

｢
だ
か
ら

と
い
っ
て
生
に
執
着
が
な
-
な
る
わ
け
で
は
な
い
｣
に
封
慮
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
了
解
す
る
ま
で
に
は
か
な
-
の
苦
労
が
と
も
な
う
.

原
文
を
そ
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
な
り
の
工
夫
配
慮
が
ほ
し
か

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

(京
都
大
学

曽
川
忠
夫
)

書

評
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