
書

�

中
砂
�
德
著

中
國
�
世
の
福
円
人

︱
︱
士
大
夫
と
出
版
人
︱
︱

高

津

孝

本
書
は
︑
以
下
の
よ
う
な
�
成
と
な
っ
て
い
る
︒

序
說

第
一
部

福
円
士
大
夫
と
官
僚
社
會

第
一
違

劉
後
村
と
南
宋
士
人
社
會

第
二
違

�
末
の
閩
人

第
二
部

歷

敎
科
書
と
福
円
人

第
三
違

敎
科
書
の
埃
を
は
た
く
︱
︱
『
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
再
考

第
四
違

不
�
の
孝
子
︱
︱
『少
�
�
鑑
﹄

第
五
違

『
�
鑑
﹄
の
イ
ン
ブ
リ
ー
ド
︱
︱
｢綱
鑑
﹂

結
語

初
出
は
︑
序
說
の
第
二
�
が
﹁
士
大
夫
の
ノ
ル
ム
の
形
成

︱
︱
南
宋
時

代
﹂
(﹃
東
洋

硏
究
﹄
五
四
-
三
︑
一
九
九
五
年
)
で
あ
り
︑
第
一
違
が

﹁
劉
後
村
と
南
宋
士
人
社
會
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
六
六
册
︑
一
九
九
四
年
)
で

あ
る
︒
ま
た
︑
著
者
﹁
後
語
﹂
に
よ
れ
ば
︑
第
二
違
は
︑﹁
動
亂
の
時
代
と

南
人
﹂
(中
砂
�
德
著
﹃
江
南
：
中
國
�
�
の
源
液
﹄
(
�
談
社
�
書
メ
チ

エ
)
第
五
違
︑
�
談
社
︑
二
〇
〇
二
年
)
を
�
衍
し
た
も
の
で
あ
り
︑
第
二

部
の
第
三
違
︑
第
四
違
︑
第
五
違
は
︑﹁
埃
を
か
ぶ
っ
た
敎
科
書
﹂
(
 
刊
!

日
百
科
﹃
世
界
の
�
學
﹄
中
國
歷

書
"
︑
一
〇
三
號
︑
二
〇
〇
一
年
)

﹁
�
鑑
一
族
の
繁
衍
﹂
(﹃
江
南
：
中
國
�
�
の
源
液
﹄
第
三
違
)
を
大
幅
に

增
補
改
稿
し
た
も
の
と
な
る
︒

序
說
の
第
一
�
は
︑
本
書
%
體
へ
の
槪
說
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
長
江
以
南
︑

中
で
も
長
江
中
・
下
液
域
が
�
'
(
に
突
出
し
た
の
は
︑
一
七
世
紀
以
影
で

あ
り
︑
そ
れ
以
*
は
︑
長
江
以
南
の
地
域
�
'
を
﹁
コ
ロ
ニ
ー
の
�
'
﹂
と

見
な
し
︑
獨
自
性
を
も
っ
た
も
の
と
は
+
め
な
い
︒
宋
代
に
お
い
て
︑
長
江

以
南
は
,
士
合
格
者
數
で
北
を
壓
倒
し
始
め
た
が
︑
ト
ッ
プ
に
來
る
の
は
長

江
中
・
下
液
域
で
は
な
く
福
円
で
あ
る
こ
と
︑
福
円
が
商
業
と
科
擧
に
お
い

て
宋
代
に
め
ざ
ま
し
く
發
展
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま

で
の
福
円
へ
の
-
た
る
關
心
は
︑
.
易
に
よ
っ
て
活
性
'
さ
れ
た
地
域
發
展


で
あ
り
︑
第
一
違
は
︑
そ
れ
を
補
う
目
(
で
︑
南
宋
の
福
円
人
と
し
て
の

劉
克
莊
が
取
り
上
げ
ら
れ
士
大
夫
層
の
動
向
を
叙
述
す
る
︒
ま
た
︑
福
円
人

の
科
擧
で
の
成
功
と
中
央
政
界
に
お
け
る
地
位
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
宋
代
だ
け
の

問
題
で
は
な
い
と
し
て
︑
第
二
違
で
︑
�
代
に
お
け
る
福
円
人
の
中
央
官
界

に
お
け
る
問
題
が
檢
討
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
﹁
海
國
﹂
福
円
に
お
け
る
倭
寇
の

問
題
を
取
り
上
げ
る
︒
第
一
部
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑
宋
代
か
ら
�
代
に
か
け
て

�
時
(
に
福
円
の
變
�
を
1
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
と
ら
な
い
こ
と
︑
著

者
の
關
心
は
︑
福
円
人
の
語
り
の
中
か
ら
︑
中
國
%
體
に
お
け
る
福
円
の
位
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置
を
さ
ぐ
り
あ
て
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
︒
第
二
部
は
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
に
焦
點
を
當
て
︑﹁
裏
方
﹂
の
福
円
人
で
あ
る
円
陽
の

書
肆
の
動
向
に
分
析
を
加
え
る
と
す
る
︒
第
三
違
は
︑﹃
�
鑑
綱
目
﹄
が
"

輯
さ
れ
て
か
ら
︑
そ
の
�
2
版
で
あ
る
﹁
七
家
3
本
﹂
が
成
立
す
る
�
代
中

4
ま
で
の
5
三
世
紀
に
わ
た
る
歷

を
た
ど
っ
た
も
の
︑
第
四
違
は
︑﹃
�

鑑
﹄
�
本
と
し
て
の
﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
再
檢
討
を
加
え
た
も
の
︑
第
五
違
は
︑

�
末
円
陽
出
版
者
の
�
大
手
余
象
斗
が
作
っ
た
﹃
大
方
綱
鑑
﹄
と
そ
の
ラ
イ

ヴ
ァ
ル
本
を
比
�
す
る
こ
と
で
﹁
綱
鑑
﹂
の
特
6
を
7
き
彫
り
に
し
た
も
の

と
さ
れ
る
︒

序
說
の
第
二
�
は
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑
知
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
も
言
う
べ

き
類
書
を
思
想

の
�
:
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
(
と
し
て
い
る
︒
こ
こ

で
著
者
は
︑
見
出
し
の
も
と
に
關
係
記
事
を
集
め
る
形
態
の
書
物
を
す
べ
て

類
書
ス
タ
イ
ル
と
廣
く
考
え
て
い
る
︒
南
宋
で
は
︑
科
擧
志
願
者
の
增
大
に

應
じ
て
︑
科
擧
を
;
ち
拔
く
た
め
の
<
驗
參
考
書
と
し
て
︑
�
違
を
格
に

よ
っ
て
分
類
し
た
工
具
書
︑
類
書
が
數
多
く
作
成
さ
れ
た
が
︑
著
者
に
よ
れ

ば
︑
こ
れ
ら
は
﹁
テ
ク
ネ
ー
へ
の
希
求
﹂
と
い
う
時
代
精
神
を
體
現
し
た
も

の
と
さ
れ
︑﹃
三
體
詩
﹄﹃
朱
子
語
類
﹄﹃
�
鑑
綱
目
﹄
な
ど
︑
詩
歌
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
︑
思
想
書
︑
歷

書
︑
各
種
カ
タ
ロ
グ
類
に
ま
で
廣
が
る
同
時
代
現

象
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
︒
こ
う
し
て
著
者
は
︑
南
宋
社
會

お
い
て
︑
科
擧
志
願
者
數
の
激
增
と
︑
諸
々
の
世
界
を
一
@
の
も
と
に
領
略

し
た
い
と
い
う
人
々
の
希
求
の
強
さ
の
中
で
︑﹁
士
大
夫
の
ノ
ル
ム
﹂
が
形

成
さ
れ
︑
南
宋
滅
A
後
も
︑
士
大
夫
に
骨
が
ら
み
と
な
っ
て
ま
と
わ
り
つ
い

た
と
-
張
す
る
︒
本
�
の
內
容
は
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
に
止
ま
り
︑
說
得
力
を

C
す
る
た
め
に
は
本
書
第
二
部
の
よ
う
な
厚
い
記
述
を
必
D
と
す
る
︒
ま
た
︑

本
書
第
二
部
で
は
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
る
が
本

�
の
內
容
と
の
關
聯
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒

第
一
違
は
︑
福
円
出
身
の
劉
克
莊

(一
一
八
七
-一
二
六
九
)︑
號
後
村
を

取
り
上
げ
る
︒
劉
克
莊
は
︑
南
宋
後
4
の
著
名
な
�
人
︑
政
治
家
で
あ
る
が
︑

こ
れ
ま
で
3
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
︑
詩
人
︑
學
者
と
し
て
の
再
E
價
が

あ
る
だ
け
で
︑
十
分
な
硏
究
が
な
か
っ
た
︒
著
者
は
︑
劉
克
莊
に
つ
い
て
︑

時
代
を
生
き
た
士
大
夫
・
官
僚
と
し
て
彼
を
取
り
上
げ
た
硏
究
が
ほ
と
ん
ど

無
か
っ
た
點
︑
北
宋
を
對
象
と
し
た
﹃
續
�
治
�
鑑
長
"
﹄︑
南
宋
*
4
を

對
象
と
す
る
﹃
円
炎
以
來
繫
年
D
錄
﹄
と
い
っ
た
閏
實
し
た
"
年
�
料
を
缺

く
南
宋
後
4
に
お
い
て
︑
質
量
と
も
に
一
G
の

料
で
あ
る
﹃
後
村
先
生
大

%
集
﹄
一
九
六
卷
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
點
を
指
摘
し
︑
﹁
後

村
の
傳
記
を
中
心
に
す
え
な
が
ら
︑
彼
が
多
面
(
に
描
き
出
し
た
南
宋
後
H

の
官
僚
社
會
宴
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
(
﹂
と
し
て
本
違
を
叙
述
し
て
い
る
︒

著
者
の
結
論
は
︑
劉
克
莊
は
︑
南
宋
末
年
の
風
潮
を
<
け
た
﹁
時
代
の
子
﹂

で
あ
り
︑﹁
淺
く
廣
く
と
い
う
知
の
在
り
方
﹂
を
C
し
︑﹁
朱
子
學
の
公
+
に

よ
り
I
學
色
が
濃
く
な
る
中
で
︑
彼
は
﹁
涉
獵
﹂
を
-
と
す
る
都
會
L
の

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
り
續
け
た
﹂
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
劉

克
莊
を
含
む
南
宋
士
大
夫
が
︑

彌
M
の
宰
相
時
代
に
不
N
感
を
味
わ
い
︑

理
宗
の
端
O
年
閒
に
怨
し
い
時
代
の
到
來
を
夢
見
た
が
挫
折
し
︑
そ
れ
以
影
︑

王
!
が
衰
�
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
共
�
+
識
を
C
し
た
こ
と
︑
南
宋
政

府
に
4
待
し
な
が
ら
も
裏
切
ら
れ
る
と
い
う
<
動
(
態
度
に
Q
始
し
た
こ
と
︑

そ
の
背
景
と
し
て
︑
士
大
夫
た
る
も
の
︑
皇
R
の
恩
N
に
報
い
る
べ
き
と
い

う
使
命
感
を
彼
ら
が
C
し
た
こ
と
︑
士
大
夫
の
S
見
を
政
府
に
反
映
さ
せ
る

べ
き
と
す
る
力
が
こ
の
と
き
南
宋
社
會
に
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

第
二
違
は
︑
*
H
と
後
H
に
分
か
れ
る
︒
*
H
で
は
︑
閩
人

(
福
円
人
)

が
�
!
政
府
に
於
い
て
疎
外
さ
れ
︑
宰
相
︑
大
學
士
と
い
う
�
高
位
の
官
僚
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に
出
世
で
き
な
か
っ
た
點
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
れ
故
︑
萬
曆
三
五
年

(一
六

〇
七
)
に
李
廷
機
︑
葉
向
高
の
二
人
の
閩
人
が
同
時
に
內
閣
大
學
士
に
な
っ

た
こ
と
が
驚
き
を
以
て
U
え
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
閩
人
が
大
學
士
に

な
る
こ
と
は
︑
二
百
年
ぶ
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
實
際
に
は
︑

閩
人
の
科
擧
で
の
成
績
は
優
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
閩
人
の
側
で
︑
閩

人
が
特
に
官
界
で
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
N
感
︑
閩
人
自
身
に
身
內
を

助
け
よ
う
と
す
る
聯
帶
感
の
な
い
點
が
共
C
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
︒
閩
人
自
身
は
そ
の
理
由
を
﹁
性
直
諒
﹂﹁
正
義
の
孤
獨
﹂
に
し
ば
し
ば

歸
す
る
が
︑
著
者
は
︑
當
時
︑
現
實
に
は
閩
人
が
官
界
で
擡
頭
し
て
き
て
い

た
こ
と
か
ら
︑
閩
人
自
身
の
過
大
な
4
待
と
そ
れ
が
滿
た
さ
れ
な
い
こ
と
へ

の
不
滿
を
不
N
感
の
理
由
と
し
て
擧
げ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
第
二
�
で
︑
瓜

計
�
料
を
用
い
て
︑
そ
の
原
因
を
探
求
し
て
い
る
︒
結
論
と
し
て
は
︑
閩
人

は
や
は
り
科
擧
に
強
い
こ
と
︑
福
円
一
省
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
中
の
特
定
の

地
域

(興
'
︑
泉
州
︑
福
州
)
が
極
め
て
強
力
で
あ
る
こ
と
が
確
+
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
科
擧
の
合
格
後
の
官
界
に
お
い
て
は
ど
う
か
︒
科
擧
合
格
の
ト
ッ
プ

ス
リ
ー
に
つ
い
て
は
確
か
に
高
位
高
官
に
登
る
も
の
は
少
な
い
こ
と
が
顯
著

で
あ
り
︑
そ
れ
以
下
の
合
格
者
に
つ
い
て
も
︑
江
南
︑
江
西
に
水
を
空
け
ら

れ
て
い
る
點
が
指
摘
さ
れ
る
︒
殘
念
な
が
ら
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察

は
こ
こ
で
Q
了
し
︑
官
僚
機
�
の
�
V
分
析
に
基
づ
く
他
地
域
と
の
比
�
︑

出
身
地
域
に
よ
っ
て
衣
な
る
地
域
戰
略
が
存
在
し
た
の
か
否
か
な
ど
︑
福
円

の
特
衣
性
を
�
ら
か
に
す
る
た
め
の
論
述
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

本
違
の
後
H
は
︑
�
代
末
4
に
お
け
る
倭
寇
の
問
題
︑
瑛
球
問
題
︑
«
芝

龍
の
問
題
に
つ
い
て
︑
董
應
擧

(一
五
五
七
-
一
六
四
三
)
に
よ
っ
て
殘
さ

れ
た

料
を
中
心
に
︑
當
時
の
福
円
士
大
夫
閒
に
.
わ
さ
れ
た
書
鯵
類
を
讀

み
解
く
こ
と
で
當
時
の
狀
況
を
7
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑

�
末
の
閩
人
の
活
動
を
�
し
て
彼
ら
が
い
か
な
る
歷

(
境
位
に
置
か
れ
て

い
た
か
を
探
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
現
實
に
倭
寇
問
題
に

直
面
す
る
福
円
に
お
け
る
政
策
決
定
︑
對
應
の
樣
子
︑
そ
の
X
報
の
擴
散
の

樣
子
が
活
寫
さ
れ
︑
�
代
末
4
の
東
ア
ジ
ア
海
域
.
液

硏
究
に
�
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
旣
存
の
硏
究
に
Z
い
讀
者
と
し
て
は
︑
中
央
政
府
の

動
向
と
リ
ン
ク
し
た
分
析
を
加
え
て
欲
し
か
っ
た
︒

第
二
部
に
配
さ
れ
た
三
違
は
︑
著
者
が
﹁
後
語
﹂
に
お
い
て
﹁
こ
の
本
に

投
入
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
九
割
が
た
は
︑
こ
ち
ら
に
向
け
ら
れ
て
い
る
﹂
と

述
べ
る
よ
う
に
︑
本
書
の
中
心
部
分
を
な
す
︒
北
宋
・
司
馬
光
﹃
�
治
�

鑑
﹄
か
ら
L
生
(
に
成
立
し
て
く
る
厖
大
な
歷

敎
科
書
テ
キ
ス
ト
群
に
つ

い
て
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
以
影
︑
そ
の
�
末
端
を
形
成
す
る
﹃
�
鑑
﹄
系
俗
書

に
至
る
ま
で
︑
具
體
(
な
歷

記
述
の
內
容
に
分
け
入
っ
て
詳
細
な
檢
討
を

加
え
︑
整
理
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒

第
三
違
で
は
︑﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
に
つ
い
て
の
檢
討
が
行
わ
れ
る
︒﹃
�

治
�
鑑
﹄
二
九
四
卷
は
︑
北
宋
の
司
馬
光
に
よ
っ
て
︑
紀
元
*
四
〇
三
年

(
周
・
威
烈
王
二
三
年
)
か
ら
︑
紀
元
後
九
五
九
年

(後
周
・
顯
德
六
年
)

ま
で
の
一
三
六
二
年
閒
の
"
年
�

と
し
て
"
纂
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
南
宋

の
朱
熹
お
よ
び
朱
熹
の
弟
子
]
に
よ
っ
て
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
の
內
容
を
鯵
略

'
し
︑﹁
綱
﹂
(大
D
)
︑
﹁
目
﹂
(
細
目
)
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
も
と
に
歷


事
實
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
五
九
卷
が
"
纂
さ
れ
る
︒

著
者
は
︑
過
去
の
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
E
價
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
︑
淸

!
の
﹃
四
庫
%
書
總
目
﹄
に
お
け
る
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
の
提
D
を
引
用
す

る
が
︑
そ
こ
に
は
す
で
に
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
の
問
題
が
露
わ
に
な
っ
て
い

る
︒﹃
四
庫
%
書
總
目
﹄
は
︑
康
熙
R
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
た
﹃
御
批
�
鑑

綱
目
﹄
に
つ
い
て
の
提
D
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
自
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體
︑
單
獨
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
︑
後
續
す
る
厖
大
な
二
`
テ
キ
ス
ト
群

を
內
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
尹
起
莘
の
﹁
發
�
﹂︑
劉
友

益
の
﹁
書
法
﹂︑
王
幼
學
の
﹁
集
覽
﹂︑
徐
昭
�
の
﹁
考
證
﹂︑
陳
濟
の
﹁
集

覽
正
c
﹂︑
馮
智
舒
の
﹁
質
實
﹂︑
汪
克
d
の
﹁
考
衣
﹂
で
あ
り
︑
合
わ
せ
て

七
家
3
と
呼
ば
れ
る
︒
さ
ら
に
﹃
�
鑑
﹄
以
*
の
時
代
を
對
象
と
す
る
﹁
*

"
﹂︑
以
後
の
時
代
を
對
象
と
す
る
﹁
後
"
﹂
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
は
︑

﹃
四
庫
%
書
總
目
﹄
へ
の
批
e
を
出
發
點
と
し
て
︑
殘
存
す
る
諸
テ
キ
ス
ト

を
檢
討
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
複
雜
な
內
容
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
順
`
說

き
�
か
し
て
い
く
︒

從
來
の
見
解
︑
た
と
え
ば
︑
淸
!
の
﹃
四
庫
%
書
總
目
﹄
で
は
︑
朱
熹
の

﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
へ
の
關
與
を
低
く
見
る
︑
す
な
わ
ち
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄

は
ほ
と
ん
ど
が
弟
子
た
ち
の
創
作
に
關
わ
る
も
の
と
す
る
が
︑
著
者
は
︑
"

輯
過
f
︑
"
輯
協
力
者
に
着
目
し
た
葉
円
華
︑
湯
勤
福
の
硏
究
を
<
け
て
︑

朱
熹
の
關
與
を
+
め
る
立
場
に
立
つ
︒
ま
た
︑﹃
朱
子
語
類
﹄
に
見
ら
れ
る

具
體
(
な
弟
子
]
と
の
會
話
か
ら
︑
朱
熹
の
正
瓜
論
が
弟
子
た
ち
に
十
分
理

解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
點
︑
正
瓜
論
で
重
D
に
な
る
三
國
時
代
に
つ
い
て
も
︑

朱
熹
の
見
解
に
は
若
干
の
ぶ
れ
が
見
ら
れ
る
點
を
指
摘
す
る
︒
`
に
︑
宋
元

代
に
お
け
る
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
の
出
版
狀
況
を
整
理
し
た
後
︑
類
書
に
お

け
る
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
の
h
わ
れ
か
た
を
檢
討
す
る
︒
類
書
は
︑
科
擧
の

參
考
書
と
し
て
<
驗
に
役
立
つ
事
項
を
手
際
よ
く
樣
々
な
書
物
か
ら
拔
き
書

き
し
た
も
の
で
あ
る
︒
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
︑
林
駉
﹃
怨
箋
決
科
古
今
源

液
至
論
﹄
と
違
如
愚
﹃
山
堂
先
生
群
書
考
索
﹄
で
︑
宋
代
か
ら
�
代
に
か
け

て
福
円
の
円
陽
で
何
度
も
出
版
さ
れ
た
ヒ
ッ
ト
商
品
と
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑

*
述
の
朱
熹
自
身
の
正
瓜
論
の
搖
れ
と
は
對
照
(
に
︑
類
書
に
お
い
て
は
︑

國
家
公
+
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
の
安
定
性
が
強
j
さ

れ
る
點
を
指
摘
す
る
︒

`
に
︑
著
者
は
︑
七
家
3
の
七
家
に
つ
い
て
順
`
檢
討
を
行
う
が
︑
そ
の

檢
討
は
詳
細
を
究
め
る
︒
七
家
は
著
名
な
人
物
で
は
な
く
傳
記
も
は
っ
き
り

し
な
い
場
合
が
多
い
が
︑
著
者
は
關
聯
す
る
�
料
を
搜
し
だ
し
︑
そ
の
﹃
�

治
�
鑑
綱
目
﹄
に
對
す
る
ス
タ
ン
ス
を
�
確
に
し
︑
"
輯
者
の
S
圖
に
よ
っ

て
︑
そ
の
內
容
が
切
り
貼
り
さ
れ
て
い
く
樣
子
を
叙
述
す
る
︒
�
初
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
が
︑
尹
起
莘
の
﹁
發
�
﹂
で
あ
る
︒
尹
起
莘
は
宋
代
に
あ
っ

て
無
名
の
人
物
で
︑
﹁
發
�
﹂
の
作
者
と
し
て
以
外
の
事
實
は
知
ら
れ
て
い

な
い
︒﹁
發
�
﹂
は
︑
金
陵
の
制
置
使
で
あ
る
別
之
k
に
よ
っ
て
!
廷
に
上

申
さ
れ
た
と
さ
れ
︑
當
時
の
學
界
に
お
け
る
C
力
人
物
魏
了
l
の
序
�
が
知

ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
序
�
に
は
尹
起
莘
と
の
關
聯
を
示
す

內
容
は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
經
歷
︑
著
書
に
つ
い
て
の
X
報
も
缺
い
て
い

る
︒
內
容
は
殆
ど
が
﹃
�
鑑
﹄
と
﹃
綱
目
﹄
の
紹
介
で
︑﹁
發
�
﹂
は
︑
本

書
が
�
2
す
れ
ば
﹁
綱
目
の
忠
臣
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ

る
︒
し
か
も
︑
こ
の
序
�
は
魏
了
l
の
�
集
に
の
み
殘
さ
れ
︑﹃
綱
目
﹄
に

は
附
さ
れ
て
い
な
い
︒
著
者
は
﹁
七
家
3
﹂
形
成
の
過
f
で
の
樣
々
な
取
m

�
擇
に
"
輯
者
の
S
圖
を
見
て
い
く
︒
こ
の
序
�
も
看
板
と
し
て
の
S
味
を

持
っ
た
が
︑
內
容
の
問
題
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
可
能
性
を
い
う
︒
ま
た
︑

﹁
發
�
﹂
に
附
記
さ
れ
る
形
で
︑
獨
自
の
正
瓜
論
を
-
張
す
る
�
・
丘
濬

﹃
世

正
綱
﹄
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
﹁
發
�
﹂
が
無
い
場

合
は
﹁
書
法
﹂
に
︑
そ
れ
も
無
い
場
合
は
﹁
目
﹂
に
︑
時
に
は
︑
丘
濬
の
名

*
が
n
え
て
尹
起
莘
の
發
言
と
し
て
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
も
"

輯
者
の
S
圖
が
現
れ
て
い
る
︒
尹
起
莘
は
︑
﹃
綱
目
﹄
を
﹃
春
秋
﹄
と
同
じ

レ
ベ
ル
の
︑
一
字
一
句
ゆ
る
が
せ
に
出
來
な
い
經
典
と
し
て
見
て
お
り
︑
た

だ
ひ
た
す
ら
そ
の
﹁
發
�
﹂
に
努
め
た
︒
そ
の
結
果
︑
無
名
の
學
者
の
著
書
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で
あ
り
な
が
ら
﹃
綱
目
﹄
に
附
隨
し
て
生
き
殘
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
は
な

い
か
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒

`
に
︑
著
者
は
﹁
凡
例
﹂
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
︒﹁
凡
例
﹂
は
︑﹃
綱

目
﹄
の
瓜
系
︑
歲
年
︑
名
號
︑
卽
位
な
ど
に
つ
い
て
そ
の
表
記
の
原
則
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
を
基
準
と
し
て
︑
朱
熹
が
﹃
綱

目
﹄
に
q
め
た
S
圖
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
凡
例
﹂

は
宋
元
の
刊
本
に
は
存
在
せ
ず
︑
�
版
に
な
っ
て
始
め
て
出
現
す
る
︒
著
者

は
︑﹁
凡
例
﹂
に
つ
い
て
語
る
宋
元
4
の
�
獻
を
檢
討
し
︑
さ
ら
に
﹁
凡
例
﹂

と
﹁
考
衣
﹂﹁
考
證
﹂﹁
書
法
﹂
の
關
係
を
具
體
(
な
歷

記
述
に
つ
い
て
檢

討
︑
分
析
し
︑
種
々
の
序
�
等
に
僞
作
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
7
か
び
上

が
ら
せ
る
︒

`
に
︑
著
者
は
︑
七
家
3
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
以
*
の
﹃
綱
目
﹄
合
3
本
で
あ

る
﹃
�
公
先
生
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
諸
本
を
取
り
上
げ
る
︒
著
者
に
依
れ
ば
︑

﹃
�
公
先
生
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
は
円
陽
の
書
肆
で
あ
る
劉
剡
が
"
輯
の
-
體

で
あ
り
︑﹁
集
覽
﹂
を
中
核
と
し
︑
そ
こ
に
﹁
發
�
﹂﹁
考
衣
﹂﹁
考
證
﹂﹁
集

覽
正
c
﹂
が
加
わ
り
︑
合
3
本
の
基
本
ラ
イ
ン
五
3
本
が
形
成
さ
れ
た
︒
そ

の
後
︑
江
西
の
提
學
で
あ
っ
た
黃
仲
昭

(
閩
の
人
)
に
よ
っ
て
︑
江
西
の
劉

友
益
の
﹁
書
法
﹂
が
加
え
ら
れ
︑
六
家
3
本
と
な
り
︑
円
陽
の
書
肆
で
あ
る

愼
獨
齋
の
劉
弘
毅
に
よ
っ
て
﹁
質
實
﹂
が
加
え
ら
れ
七
家
3
が
完
成
し
た
と

す
る
︒
な
お
︑﹁
發
�
﹂﹁
書
法
﹂﹁
考
衣
﹂﹁
考
證
﹂
は
︑﹃
綱
目
﹄
の
筆
法

に
關
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
集
覽
﹂﹁
集
覽
正
c
﹂﹁
質
實
﹂
は
︑﹁
目
﹂
の
語

句
の
3
釋
で
あ
る
︒

第
四
違
は
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄
を
取
り
上
げ
る
︒﹃
少
�
�
鑑
﹄
と
は
︑
北
宋

末
年
の
人
と
さ
れ
る
少
�
先
生
江
贄
が
著
し
た
と
さ
れ
る
﹃
�
治
�
鑑
﹄
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
︑
後
世
の
液
布
本
の
母
體
と
な
る
�
代
宣
德
年
閒
の
円

陽
刊
本
の
フ
ル
ネ
イ
ム
は
﹃
少
�
家
塾
點
校
附
t
�
鑑
�
D
﹄
で
あ
る
︒
江

贄
自
身
の
著
作
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
殘
る
が
︑
江
氏
一
族
の
著
作

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
︑
�
古
の
も
の
と
し
て
は
元
刊
本
が
知
ら
れ
て
お
り
︑

元
代
に
行
わ
れ
�
代
に
円
陽
の
書
肆
で
あ
る
劉
剡
︑
王
u
に
よ
っ
て
�
2
し

た
と
さ
れ
る
︒
﹃
少
�
�
鑑
﹄
は
︑
同
じ
く
﹃
�
鑑
﹄
の
�
本
で
あ
る
﹃
陸

狀
元
增
�
t
R
精
議
�
治
�
鑑
﹄
を
剽
竊
し
た
も
の
と
の
說
が
あ
る
が
︑
著

者
は
對
比
j
査
を
行
い
︑
そ
の
說
を
否
定
す
る
︒
宣
德
本
﹃
少
�
�
鑑
﹄
は
︑

円
陽
の
書
肆
で
あ
る
劉
剡
が
中
心
と
な
っ
て
"
纂
し
た
も
の
と
著
者
は
推
定

し
て
い
る
︒
從
來
の
﹃
少
�
�
鑑
﹄
と
の
相
v
點
は
︑
附
錄
に
つ
い
て
は
︑

﹁
歷
代
R
王
傳
w
總
圖
﹂
︑﹁
讀
�
鑑
法
﹂
︑
元
・
潘
榮
﹁
�
鑑
總
D
�
論
﹂︑

司
馬
光
の
曾
孫
で
あ
る
司
馬
伋
﹁
�
鑑
釋
例
﹂
の
附
加
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本

�
に
つ
い
て
は
︑
元
の
至
治
刊
本
に
お
い
て
旣
に
附
加
さ
れ
て
い
た
︑﹃
�

鑑
﹄
以
*
の
歷

で
︑
黃
R
か
ら
始
ま
る
︑
劉
恕
の
﹃
�
鑑
外
紀
﹄
に
加
え
︑

さ
ら
に
﹁
增
義
﹂
と
し
て
︑
盤
古
か
ら
黃
R
ま
で
の
歷

を
︑
�
・
陳
桱

﹁
世
"
﹂
を
骨
子
と
し
て
附
加
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
存
在
し

な
い
宋
元
代
に
つ
い
て
は
︑
劉
剡
に
よ
っ
て
﹃
�
鑑
�
D
續
"
﹄
が
作
成
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
宋
代
部
分
に
つ
い
て
は
︑
基
本
(
に
�
・
陳
桱
﹃
�
鑑
續

"
﹄
の
大
書
部
分
に
從
い
︑
他
書
も
參
照
し
y
宜
"
輯
を
加
え
て
い
る
︒
元

代
部
分
に
つ
い
て
は
基
本
(
に
�
・
張
美
和
﹃
元

�
D
﹄
に
據
っ
て
い
る
︒

劉
剡
獨
自
の
1
加
部
分
と
し
て
︑
�
天
祥
︑
謝
枋
得
の
記
事
が
あ
る
︒
著
者

は
︑
宰
相
で
あ
っ
た
�
天
祥
に
比
�
し
て
︑
重
D
な
地
位
に
就
い
て
い
な
い

謝
枋
得
を
特
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
點
を
︑
円
陽
と
の
關
係
に
歸
し
て

い
る
︒
謝
枋
得
は
︑
宋
滅
A
後
︑
円
陽
で
占
い
や
家
庭
敎
師
を
し
て
生
活
し
︑

弟
子
]
は
円
陽
の
出
版
界
で
活
{
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
劉

珙
︑
劉
韐
︑
劉
子
}
︑
劉
頜
と
い
う
︑
円
陽
の
書
肆
で
あ
る
劉
剡
の
一
族
に
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つ
い
て
の
記
事
が
揷
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
︒

劉
剡
の
"
輯
に
よ
っ
て
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄
は
︑﹃
�
鑑
﹄
の
範
圍
を
越
え
て
︑

﹁
外
紀
增
義
﹂﹃
�
安
續
"
﹄
を
加
え
︑
太
古
の
時
代
か
ら
宋
元
代
ま
で
一
貫

し
た
�

リ
レ
ー
の
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
が
`
違
で
h
う

﹁
綱
鑑
﹂
に
引
き
繼
が
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
著
者
は
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄

が
﹃
�
鑑
﹄﹃
綱
目
﹄
の
單
な
る
�
略
で
は
な
い
點
を
指
摘
し
て
い
る
︒﹃
�

鑑
﹄﹃
綱
目
﹄
は
年
代
記
と
し
て
の
本
質
を
持
っ
て
お
り
︑
年
代
を
飛
ば
し

て
記
述
す
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄
で
は
︑
四
︑
五
年
が

飛
ば
さ
れ
た
り
︑
v
う
年
の
記
事
が
一
箇
�
に
集
め
ら
れ
た
り
し
て
お
り
︑

年
代
記
の
範
疇
か
ら
踏
み
出
し
て
い
る
︒
科
擧
に
役
に
立
つ
と
い
う
視
點
か

ら
は
︑
歷

書
は
人
物
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
︑
名
言
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
集
で
あ
っ
て

良
い
と
い
う
觀
點
か
ら
の
"
輯
と
な
っ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
そ
こ
に
科
擧
參

考
書
と
し
て
の
性
格
を
見
る
︒

第
五
違
は
︑﹁
綱
鑑
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒﹁
綱
鑑
﹂
は
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑

*
違
で
h
っ
た
﹃
少
�
�
鑑
﹄
2
び
﹃
�
鑑
�
D
續
"
﹄
に
﹃
�
鑑
綱
目
﹄

を
加
算
し
︑
名
家
の
E
語
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
︑
萬
曆
年
閒
以
影
液
行
し

た
と
さ
れ
る
︒
錢
茂
洩
﹃
�
代

學
(
歷
f
﹄
(
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑

二
〇
〇
三
年
)﹁
�
代
綱
鑑
類
圖
書
表
﹂
で
は
︑﹃
中
國
古
籍
善
本
書
目
﹄
に

よ
っ
て
三
四
種
を
擧
げ
る
︒
し
か
し
︑﹁
綱
鑑
﹂
は
︑
本
�
自
體
が
諸
本
に

よ
っ
て
厚
�
に
差
が
あ
り
︑
鯵
略
な
も
の
か
ら
七
〇
卷
の
大
部
の
も
の
ま
で

存
在
す
る
こ
と
か
ら
︑
著
者
は
系
瓜
樹
を
描
く
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
︒

う
ち
︑﹁
綱
鑑
﹂
類
の
一
大
群
を
形
成
す
る
二
〇
卷
本
系
瓜
の
も
の
に
つ
い

て
は
︑
卷
數
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
︑
本
�
の
量
も
少
な
く
︑﹁
論
策
﹂﹁
名

賢
定
論
﹂
と
い
う
先
人
の

E
に
重
點
が
あ
り
︑
歷

敎
科
書
と
い
う
よ
り

參
考
書
に
�
い
と
し
て
︑
考
察
の
對
象
か
ら
外
し
て
い
る
︒

｢綱
鑑
﹂
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
は
︑
王
重
民
の
說
の
訂
正
か
ら
は
い
る
︒

王
重
民
は
︑
司
禮
監
刊
﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
3
と
E
を
增
補
し
た
も
の
が
吉
澄

校
刻
本
﹃
怨
刊
憲
臺
攷
正
少
�
�
鑑
﹄
で
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
余
象
斗
本

﹃
鼎
鍥
趙
田
了
凡
袁
先
生
"
纂
古
本
歷

綱
鑑
補
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
と
す
る
︒

こ
れ
は
︑
﹁
綱
鑑
﹂
の
ル
ー
ツ
を
司
禮
監
刊
﹃
少
�
�
鑑
﹄
と
い
う
�
の
內

府
刻
本
に
歸
す
る
見
解
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
司
禮
監
刊
﹃
少
�
�
鑑
﹄
が
後

繼
諸
本
に
影
�
を
與
え
た
こ
と
の
な
い
こ
と
︑
吉
澄
校
刻
本
は
先
行
す
る

﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
據
っ
た
こ
と
︑
吉
澄
校
刻
本
に
基
づ
い
た
余
象
斗
本
は
︑

第
三
刻
の
﹃
歷

綱
鑑
補
﹄
(
萬
曆
三
八
年
刊
)
で
は
な
く
︑
第
二
刻
の

﹃
大
方
綱
鑑
﹄
(萬
曆
三
二
年
刊
)
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
檢

討
を
經
て
後
︑
著
者
は
﹁
綱
鑑
﹂
の
ル
ー
ツ
を
﹃
怨
刊
古
本
大
字
合
�
綱
鑑

大
成
﹄
四
六
卷

(
�
・
�
順
之
輯
︑
�
隆
慶
書
林
歸
仁
齋
楊
員
壽
刻
本
)
と

推
定
し
て
い
る
︒
理
由
は
︑
﹁
合
�
綱
鑑
﹂
と
い
う
名
稱
と
�
古
の
刊
行
年

を
C
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

`
に
︑
余
象
斗
本
﹃
大
方
綱
鑑
﹄
(
萬
曆
三
二
年
刊
)
を
取
り
上
げ
檢
討

す
る
︒﹃
大
方
綱
鑑
﹄
の
本
�
の
母
體
は
﹃
少
�
�
鑑
﹄
で
あ
る
こ
と
︑
そ

こ
に
﹁
發
�
﹂
﹁
書
法
﹂
を
大
量
に
引
用
し
て
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
の
色
�
を
強

め
て
い
る
こ
と
︑﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
比
べ
て
E
語
の
多
い
こ
と
が
﹁
綱
鑑
﹂

の
特
色
で
あ
る
こ
と
︑
﹃
大
方
綱
鑑
﹄
の
3
の
分
量
は
相
當
多
い
が
︑
そ
の

か
な
り
の
部
分
は
﹃
少
�
�
鑑
﹄
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
の
�
產
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹃
大
方
綱
鑑
﹄
は
︑
﹃
少
�
�
鑑
﹄
を
骨
組
み
と

し
て
︑﹃
�
鑑
綱
目
﹄
本
�
を
加
え
︑﹁
考
衣
﹂
﹁
考
證
﹂
を
除
い
た
﹁
五
家

3
﹂
で
肉
附
け
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
�
代
に
お
い
て
︑

﹃
�
鑑
綱
目
﹄
が
S
味
を
持
っ
た
の
は
︑
﹁
凡
例
﹂
の
存
在
に
依
る
と
こ
ろ
が

大
き
く
︑
そ
れ
を
補
強
し
た
の
が
﹁
考
衣
﹂﹁
考
證
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
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行
っ
た
の
は
円
陽
の
出
版
者
で
あ
っ
た
が
︑﹃
大
方
綱
鑑
﹄
に
至
っ
て
︑
朱

子
學
歷

觀
の
具
現
'
と
い
う
﹃
�
鑑
﹄
系
俗
書
の
性
格
は
希
�
'
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
︒

著
者
に
よ
れ
ば
︑
E
語
の
增
量
が
﹃
少
�
�
鑑
﹄
と
﹁
綱
鑑
﹂
を
分
か
つ

特
6
の
一
つ
と
さ
れ
る
︒﹁
綱
鑑
﹂
は
︑﹃

記
E
林
﹄﹃
漢
書
E
林
﹄
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
︑
�
代
に
樣
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
刊
行
さ
れ
る
E
林
本
の
一
種

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒
議
論
�
の
大
量
揷
入
は
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
の
特
6
で

あ
る
が
︑﹁
綱
鑑
﹂
は
﹃
少
�
�
鑑
﹄
に
﹃
�
鑑
綱
目
﹄
を
加
算
す
る
こ
と

で
︑
諸
儒
の
議
論
が
大
量
に
取
り
q
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
著
者
に
よ
れ

ば
︑
そ
こ
に
は
歷

の
見
方
の
指
南
と
い
う
敎
育
(
配
慮
が
見
ら
れ
る
と
す

る
︒﹁
綱
鑑
﹂
に
�
も
頻
繁
に
登
場
す
る
の
が
南
宋
初
年
の
胡
寅
﹃
讀

管

見
﹄
で
︑
そ
れ
に
`
ぐ
の
が
宋
・
范
祖
禹
﹃
�
鑑
﹄
で
あ
る
︒﹃
讀

管
見
﹄

は
︑
現
在
で
は
E
價
は
高
く
な
い
が
︑
宋
か
ら
�
に
か
け
て
の
歷

E
論
の

代
表
作
と
さ
れ
た
と
い
う
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑﹃
讀

管
見
﹄
刊
行
者
で
あ

る
愼
獨
齋
を
經
由
し
て
揷
入
さ
れ
た
も
の
と
い
う
︒﹃
�
鑑
綱
目
﹄
經
由
以

外
の
E
語
と
し
て
︑
胡
寅
に
`
い
で
よ
く
出
て
く
る
も
の
に
︑
�
・
丁
奉

(丁
南
湖
)
が
あ
る
︒
官
僚
と
し
て
大
成
し
た
人
で
は
な
い
が
︑
�
人
と
し

て
は
知
名
度
が
あ
っ
た
人
物
と
さ
れ
る
︒
彼
の
E
語
は
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑

卓
論
は
な
い
も
の
の
︑
比
�
(
公
O
で
バ
ラ
ン
ス
感
覺
が
あ
り
︑
�
・
丘
濬

の
よ
う
に
夷
狄
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
の
行
爲
を
%
否
定
す
る
と
い
っ
た
過

激
な
と
こ
ろ
は
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
︒
`
い
で
よ
く
出
て
く
る
の
が
丘
濬

で
︑
彼
の
﹃
世

正
綱
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
內

容
は
︑
中
華
の
男
儒
者
た
ち
が
�
い
て
き
た
蔑
視
を
濃
縮
し
た
よ
う
な
議
論

を
展
開
し
て
︑
強
烈
な
個
性
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
︒
當
時
は
あ
ま
り
世
に

行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
︑﹁
綱
鑑
﹂
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
︑
廣
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
︒
以
上
は
︑﹃
大
方
綱
鑑
﹄
に
お
け
る
傾
向
で
あ
る
が
︑
著
者

は
`
に
同
じ
く
円
陽
の
書
林
熊
體
忠
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄

と
の
比
�
を
行
っ
て
い
る
︒
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
で
は
︑
丁
奉
︑
丘
濬
の
引
用
は

﹃
大
方
綱
鑑
﹄
に
比
べ
て
少
な
い
が
︑
%
體
(
に
�
人
の
議
論
を
多
く
引
用

し
て
い
る
︒
著
者
は
︑﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
卷
六
-
九
に
引
か
れ
る
�
人
の
議
論
を

j
査
し
︑
四
〇
人
以
上
の
�
人
を
抽
出
し
て
い
る
︒
そ
の
內
︑﹁
綱
鑑
﹂
の

書
名
に
よ
く
登
場
す
る
名
*
﹁
蘇
濬
︑
�
順
之
︑
王
世
貞
︑
黃
洪
憲
︑
葉
向

高
︑
袁
黃
︑
李
廷
機
﹂
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
僞
託
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
そ
れ
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
も
︑
丁
寧
に
そ
の
出
典
を
探
っ
て
い
る

が
︑
裏
附
け
の
取
れ
な
い
も
の
も
多
く
︑
名
*
を
借
り
た
だ
け
の
可
能
性
を

指
摘
し
て
い
る
︒
一
方
︑
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
に
比
べ
る
と
﹃
大
方
綱
鑑
﹄
に
引

用
さ
れ
る
�
人
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
乏
し
く
︑
正
"
で
は
ほ
ぼ
丁
奉
︑
丘
濬
︑

趙
弼
の
三
人
が
殆
ど
を
占
め
る
と
指
摘
す
る
︒
余
象
斗
本
の
第
三
刻
﹃
歷


綱
鑑
補
﹄

(萬
曆
三
八
年
刊
)
は
︑﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
の
に
ぎ
や
か
な
�
人
E

を
﹁
餘
唾
を
�
り
︑
す
で
に
名
筆
に
非
ず
﹂
と
批
e
す
る
が
︑
著
者
に
よ
れ

ば
︑﹃
歷

綱
鑑
補
﹄
の
取
っ
た
對
抗
措
置
も
大
差
は
な
い
と
す
る
︒

『
歷

綱
鑑
補
﹄
で
�
も
引
用
數
が
多
い
の
は
袁
了
凡
で
あ
る
が
︑
著
者

は
︑
こ
れ
が
�
・
陳
絳
﹃
金
罍
子
﹄
に
載
る

E
か
ら
の
改
變
揭
載
で
あ
り
︑

﹁
袁
了
凡
曰
﹂
三
六
〇
餘
條
す
べ
て
が
﹃
金
罍
子
﹄
を
來
源
と
す
る
僞
託
で

あ
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑
余
象
斗
が
こ
の
ア
イ
デ
ア
を

思
い
つ
い
た
の
が
︑
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
へ
の
對
抗
心
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い

る
︒﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
自
體
︑
"
者
の
葉
向
高
の
E
は
少
な
く
︑
無
名
の
人
物

で
あ
る
李
京
の
E
が
�
人
の
中
で
一
番
多
い
︒
ま
た
︑
著
者
に
よ
っ
て
"
輯

者
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
同
じ
く
無
名
の
人
物
で
あ
る
劉
!
箴
の
E
も
あ

り
︑
こ
う
し
た
C
名
人
で
な
い
人
物
の
E
が
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
の
怨
鮮
味
で
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あ
っ
た
と
い
う
︒﹃
大
方
綱
鑑
﹄
を
S
識
し
て
﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
が
作
成
さ
れ
︑

﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
に
對
抗
し
て
﹃
歷

綱
鑑
補
﹄
が
作
ら
れ
た
と
す
る
の
が
︑

著
者
の
描
く
�
圖
で
あ
る
︒

`
に
本
�
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
が
︑
著
者
は
︑
�
の
李
世
民
の
ク
ー
デ

タ
ー
と
し
て
C
名
な
﹁
玄
武
門
の
變
﹂
を
取
り
上
げ
︑
比
�
を
行
っ
て
い
る
︒

ま
ず
︑﹁
綱
鑑
﹂
の
*
提
と
な
っ
た
﹃
�
治
�
鑑
﹄
か
ら
︑﹃
�
鑑
綱
目
﹄

﹃
少
�
�
鑑
﹄
の
液
れ
を
見
る
と
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
の
記
事
に
對
し
︑﹃
�
鑑

綱
目
﹄
は
︑﹁
�
辭
を
縮
め
つ
つ
も
︑
話
柄
は
で
き
る
だ
け
拾
っ
て
︑
決
斷

に
い
た
る
ま
で
の
李
世
民
の
心
の
搖
れ
︑
幕
僚
た
ち
の
動
き
を
フ
ォ
ロ
ー
し

て
い
る
︒
一
方
︑﹃
少
�
﹄
に
は
そ
う
し
た
關
心
が
な
い
︒
讀
み
物
と
し
て

話
が
�
低
限
�
る
よ
う
に
し
な
が
ら
︑
い
か
に
字
數
を
刈
り
q
め
る
か
に
こ

そ
關
心
が
あ
る
か
ら
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ば
っ
さ
り
切
り
m
て
る
こ
と
を
S
に

介
さ
な
い
﹂
と
さ
れ
る
︒﹃
少
�
�
鑑
﹄
を
<
け
た
﹁
綱
鑑
﹂
で
は
︑﹃
玉
堂

鑑
綱
﹄
の
方
が
﹃
少
�
�
鑑
﹄
を
忠
實
に
引
用
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
對
し
︑

﹃
大
方
綱
鑑
﹄
は
し
ば
し
ば
省
略
を
行
っ
て
い
る
點
︑﹃
大
方
綱
鑑
﹄
の
方
が

﹃
�
鑑
綱
目
﹄
を
強
く
S
識
し
﹁
發
�
﹂﹁
書
法
﹂
の
揷
入
が
非
常
に
多
い
の

に
對
し
︑﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄
の
方
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
︑﹃
�
鑑
綱
目
﹄
に
よ

る
增
量
は
多
い
が
そ
の
揷
入
は
か
な
り
機
械
(
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

一
方
︑
參
考
と
す
べ
き
﹁
本
家
﹂
の
無
い
﹃
�
治
�
鑑
﹄﹃
�
鑑
綱
目
﹄

*
後
の
時
代
は
︑
ど
う
な
る
の
か
︒
著
者
は
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
に
當
た
る
も

の
と
し
て
︑
劉
剡
の
加
工
し
た
﹁
外
紀
增
義
﹂﹃
�
D
續
"
﹄︑
宋
代
に
つ
い

て
は
﹃
�
鑑
續
"
﹄
の
存
在
を
擧
げ
る
︒
ま
た
︑﹃
�
鑑
綱
目
﹄
に
當
た
る

も
の
と
し
て
︑
宋
元
に
つ
い
て
︑
�
!
政
府
が
作
っ
た
﹃
續
�
治
�
鑑
綱

目
﹄
を
あ
げ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
以
*
の
部
分
に
つ
い
て
は
權

威
に
寄
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
自
由
裁
量
が
大
き
い
點
︑
各
﹁
綱
鑑
﹂

に
お
い
て
差
衣
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

『續
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
は
成
'
十
二
年

(
一
四
七
六
)
に
完
成
す
る
が
︑

﹃
�
鑑
綱
目
﹄
に
對
し
て
尹
起
莘
の
﹁
發
�
﹂
が
著
さ
れ
た
よ
う
に
︑﹃
續
�

治
�
鑑
綱
目
﹄
に
對
し
て
︑
無
名
の
人
物
で
あ
る
張
時
泰
に
よ
っ
て
︑
弘
治

元
年

(一
四
八
八
)
に
﹃
續
綱
目
廣
義
﹄
が
!
廷
に
獻
ぜ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に

そ
の
十
年
後
に
︑
や
は
り
無
名
の
人
物
で
あ
る
周
禮
に
よ
っ
て
﹁
續
綱
目
發

�
﹂
が
獻
ぜ
ら
れ
る
︒
兩
者
は
︑
愼
獨
齋
に
よ
っ
て
﹃
續
�
治
�
鑑
綱
目
﹄

に
組
み
q
ま
れ
て
出
版
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹁
綱
鑑
﹂
へ
と
液
れ
q
む
の
で
あ
る
︒

著
者
は
︑
數
年
を
O
氣
で
飛
ば
し
て
記
述
す
る
﹃
少
�
�
鑑
﹄
が
"
年


書
と
し
て
は
問
題
が
あ
り
︑
そ
れ
に
比
べ
て
﹃
大
方
綱
鑑
﹄﹃
玉
堂
鑑
綱
﹄

が
元
代
を
除
け
ば
年
代
記
と
い
う
點
で
良
心
(
な
部
類
に
屬
し
︑
か
つ
︑
E

林
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
點
を
E
價
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
論
�
對
策
を

中
心
に
据
え
る
他
の
﹁
綱
鑑
﹂
と
は
大
き
く
衣
な
る
點
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹁
綱
鑑
﹂
は
何
故
`
々
と
出
版
さ
れ
續
け
た
の
か
と
い
う
點
で
は
︑
E
の
多

さ
に
對
す
る
當
時
の
需
D
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
円
陽
出
版
業
の
特
6

と
し
て
︑
﹁
綱
鑑
﹂
に
顯
著
に
見
ら
れ
る
安
直
な
材
料
の
切
り
貼
り
を
擧
げ
︑

�
代
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
の
省
�
源
の
時
代
の
中
で
︑
比
�
(
�
源
に
惠

ま
れ
た
円
陽
の
あ
り
方
と
し
て
着
目
す
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
綱
鑑
﹂
の
�
大
の

S
義
が
︑
一
つ
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
中
國
�

を
實
現
し
︑
�
2
力
を
持

た
せ
た
點
に
あ
っ
た
と
-
張
す
る
︒

第
二
部
は
︑
北
宋
・
司
馬
光
﹃
�
治
�
鑑
﹄
か
ら
L
生
(
に
成
立
し
て
く

る
厖
大
な
﹃
�
鑑
﹄
系
の
書
物
を
︑
特
に
科
擧
參
考
書
と
し
て
の
�
俗
歷


敎
科
書
群
を
中
心
に
︑
�
代
末
4
の
﹁
綱
鑑
﹂
に
至
る
ま
で
︑
書
肆
の
活
動

を
焦
點
に
お
い
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
︒
�
俗
歷

書
は
︑
科
擧
の
參
考

書
と
し
て
一
括
さ
れ
︑
こ
れ
ま
で
分
析
の
對
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
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歷

事
實
へ
と
向
か
う
歷

學
の
一
般
(
な
傾
向
か
ら
は
︑
そ
れ
は
二
`
(

�
料
で
あ
り
︑
ま
た
朱
子
學
(
歷

觀
に
よ
る
再
"
︑
解
釋
を
經
た
思
想
(

�
料
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
︑
こ
れ
ま
で
十
分
に
考
察
さ
れ
て
來
な
か
っ
た
こ

れ
ら
厖
大
な
﹃
�
鑑
﹄
系
書
物
群
を
︑
分
析
の
對
象
と
し
て
取
り
上
げ
︑
具

體
(
な
歷

記
述
の
あ
り
方
に
ま
で
踏
み
q
ん
で
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
そ
の

成
立
︑
展
開
を
跡
づ
け
︑
極
め
て
大
き
な
成
果
を
擧
げ
て
い
る
︒
特
に
︑
こ

れ
ま
で
指
摘
は
さ
れ
て
き
た
が
︑
具
體
(
に
は
不
分
�
で
あ
っ
た
︑
序
�
︑

3
釋
の
著
名
�
人
へ
の
僞
託
の
問
題
︑
序
�
の
改
"
︑
は
め
q
み
の
問
題
︑

本
�
の
切
り
貼
り
作
業
︑
ま
た
︑
そ
れ
ら
と
具
體
(
な
書
肆
と
の
關
係
を
︑

厖
大
な
�
料
を
�
搜
し
詳
細
に
分
析
し
た
う
え
で
︑
解
�
し
て
い
る
點
は
高

く
E
價
さ
れ
る
︒
�
代
社
會

硏
究
︑
�
代
出
版

硏
究
に
お
け
る
大
き
な

成
果
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
う
し
た
著
者
の
作
業
︑
結

論
は
同
じ
く
科
擧
參
考
書
と
し
て
厖
大
な
量
が
殘
さ
れ
て
い
る
四
書
系
の
書

物
群
の
硏
究
へ
と
大
き
な
示
唆
を
與
え
る
も
の
と
な
る
︒

本
書
は
︑
書
名
に
﹁
中
國
�
世
の
福
円
人
﹂
と
揭
げ
る
よ
う
に
︑
福
円
に

つ
い
て
の
硏
究
と
な
っ
て
い
る
が
︑
な
に
ゆ
え
福
円
を
取
り
上
げ
る
の
か
︑

福
円
の
獨
自
性
は
如
何
な
る
點
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
點
は
必
ず
し
も
�

確
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
れ
は
何
よ
り
︑
他
の
地
域
と
の
比
�
考
察

を
缺
き
︑
中
國
社
會
%
體
の
�
V
の
中
で
の
福
円
の
位
置
づ
け
が
讀
者
に
十

分
�
確
な
形
で
提
供
さ
れ
て
い
な
い
點
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
著
者

の
個
々
の
事
實
に
つ
い
て
の
分
析
は
詳
細
を
究
め
る
が
︑
そ
の
�
V
の
解
�
︑

背
景
說
�
︑
中
國
社
會
%
體
に
お
け
る
位
置
づ
け
︑
中
國

%
體
に
お
け
る

位
置
づ
け
は
行
わ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
對

象
は
極
め
て
鮮
�
に
讀
者
の
目
に
入
っ
て
く
る
が
︑
背
景
は
闇
に
沈
ん
だ
ま

ま
で
あ
る
︒

本
書
を
讀
ん
で
感
ず
る
こ
と
は
︑
こ
こ
三
十
年
ぐ
ら
い
に
お
け
る
硏
究
�

境
の
大
き
な
變
'
で
あ
る
︒
中
國
%
土
に
つ
い
て
の
古
典
籍
目
錄
が
"
纂
さ

れ
︑
さ
ら
に
は
日
本
や
歐
米
で
の
漢
籍
收
藏
狀
況
が
�
ら
か
に
な
り
︑
ど
こ

に
ど
う
い
う
書
物
が
C
る
の
か
が
か
な
り
�
確
に
な
っ
て
き
た
︒
ま
た
︑
多

く
の
貴
重
な
古
典
籍
が
陸
續
と
出
版
さ
れ
︑
以
*
に
は
見
る
こ
と
が
出
來
な

か
っ
た
書
物
を
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
︒
著
者
自
身
の
努
力

も
高
く
E
價
さ
れ
る
が
︑
硏
究
�
境
の
變
'
か
ら
<
け
た
恩
惠
も
大
き
い
︒

一
方
︑
著
者
は
過
去
の
硏
究
者
に
對
し
極
め
て
嚴
し
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
現
在
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
書
物
を
目
に
す
る
こ
と
の
出
來
る
︑

ま
た
︑
複
寫
物
を
入
手
し
比
�
對
照
を
行
え
る
惠
ま
れ
た
�
境
に
誰
も
が
い

る
わ
け
で
は
な
い
︒
限
ら
れ
た
條
件
の
中
で
得
ら
れ
た
成
果
は
︑
不
十
分
で

あ
っ
て
も
貴
重
な
成
果
と
+
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
本
書
で
は
︑
し
ば
し
ば
-
觀
(
色
�
の
強
い
表
現
で
︑
過
去
の
歷


(
人
物
の
行
動
に
つ
い
て
價
値
e
斷
を
加
え
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
こ
う

し
た
點
は
︑
現
代
の
�
俗
(
倫
理
觀
を
押
し
つ
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か

と
<
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
が
懸
念
さ
れ
る
︒
當
時
の
社
會
が
C
す
る
�
V
が

生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
︑
歷

(
展
@
の
中
に
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

二
〇
一
二
年
二
�

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

Ａ
五
e

五+

五
六
七+

一
七
頁

六
六
〇
〇
圓+

稅
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