
書

�

井
上

�
著

�
淸
學
�
變
�
�

︱
︱
出
版
と
傳
瓜
學
�
の
臨
界
點
︱
︱

伊

東

貴

之

本
書
は
︑
著
者
・
井
上
�
氏
の
著
作
の
う
ち
︑
漢
籍
の
目
錄
類
な
ど
の
�

著
や
譯

・
補

な
ど
を
除
く
︑
單
行
著
と
し
て
は
︑
四
册
目
に
當
た
る
︑

き
わ
め
て
浩
瀚
な
大
著
で
あ
る
︒
周
知
の
如
く
︑
從
�
の
井
上
氏
の
著
作
と

し
て
は
︑
公
刊
年
順
に
︑
旣
に
單
著
と
し
て
︑
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
︑
�
蒙

�
な
�
傳
風
の
﹃
�
炎
武
﹄
(中
國
歷
�
人
物
�
・
一
〇
︑
白
�
社
︑
一
九

九
四
)
を
嚆
矢
と
し
︑
�
い
で
︑
出
版
�
�
�
に
關
わ
る
專
著
と
し
て
︑
た

ん
な
る
�
�
と
し
て
の
枠
組
み
や
﹁
書
物
の
社
會
�
・
�
�
�
﹂
と
い
っ
た

域
を
大
き
く
超
え
て
︑
傳
瓜
中
國
の
ほ
ぼ
�
體
に
亙
る
︑
政
治
社
會
�
や
學

�
思
想
�
︑
 
い
て
は
︑
廣
義
の
精
神
�
と
も
稱
し
得
る
大
著
﹃
中
國
出
版

�
�
�
︱
︱
書
物
世
界
と
知
の
風
景
﹄
(名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇

二
)
を
經
て
︑
や
は
り
書
物
や
出
版
を
め
ぐ
る
︑
個
別
の
書
誌
學
�
・
�
獻

學
�
な
論
攷
を
蒐
集
し
た
﹃
書
林
の
眺
#
︱
︱
傳
瓜
中
國
の
書
物
世
界
﹄

($
凡
社
︑
二
〇
〇
六
)
が
あ
り
︑
本
書
は
︑
そ
れ
ら
に
�
ぐ
も
の
で
あ
る(1
)
︒

し
か
る
に
︑
本
書
こ
そ
は
︑
こ
れ
ま
で
の
井
上
氏
の
硏
究
上
の
履
歷
や
足

跡
を
知
る
︑
大
方
の
讀
者
に
と
っ
て
︑
無
論
︑
斯
界
や
後
學
に
あ
っ
て
も
︑

永
ら
く
鶴
首
さ
れ
︑
待
ち
#
ま
れ
た
︑
�
字
ど
お
り
垂
涎
の
書
と
も
言
う
べ

き
位
置
に
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
一
見
す
る
と
︑
迂
闊
な
讀
者
な
ら
︑
些
か
訝

し
く
思
う
や
も
知
れ
な
い
︑
本
書
の
叙
述
上
の
&
成
に
も
大
き
く
起
因
し
て

い
る
︒
以
下
︑
本
書
に
(
載
の
各
論
攷
の
初
出
と
と
も
に
︑
本
書
の
目
�
の

大
槪
を
揭
げ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
論
攷
の
+
に
も
と
に
な
っ
た
︑

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
の
口
頭
發
表
に
關
し
て
は
︑﹁
あ
と
が
き
﹂
に
詳
し

い
の
で
︑
そ
ち
ら
に
讓
り
︑
活
字
�
さ
れ
た
初
出
誌
と
そ
の
刊
行
年
の
み
を

,
せ
て
記
載
し
て
お
き
た
い
︒

第
一
部

第
一
違

�
�
の
-
と
俗

(↓
﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
第
二
一

號
︑
中
國
社
會
�
�
學
會
︑
二
〇
〇
六
︑
に
(
載
の
同
名

の
論
�
に
も
と
づ
く
)
︒

第
二
違

�
代
�
.
/
の
出
版
と
學
�

(
↓
﹁
�
代
中
/
の
出
版
と
學

�
風
氣
﹂︑
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
二
九
︑
二
〇

〇
五
︑
竝
び
に
︑
﹁
論
�
代
�
/
出
版
�
變
�
與
學
�
﹂
︑

﹃
北
大
�
學
﹄
第
一
四
輯
︑
二
〇
〇
九
︑
に
據
る
)︒

第
三
違

�
代
活
版
考

(
↓
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
三

四
︑
二
〇
一
〇；

↓
な
お
︑
同
論
は
ま
た
︑
こ
れ
に
先
立

つ
﹁
�
代
活
字
本
小
考
﹂︑
C
reatin
g
an
d
K
eepin
g
R
e-

cord
s
in
K
orea
:
T
h
e
2
n
d
K
yu
jan
ggak
(奎
違
閣
)

In
tern
ation
al
S
ym
posiu
m
on
K
orean
S
tu
d
ies,
2
0
0
9

の
改
訂
版
で
あ
る
)︒

第
四
違

�
末
の
出
版
瓜
制

(
↓
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究
報
吿
﹄
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三
二
︑
二
〇
〇
八
)︒

第
五
違

�
末
の
P
諱
を
め
ぐ
っ
て

(↓
﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
�
硏
究

報
吿
﹄
二
五
︑
二
〇
〇
一
)︒

第
六
違

出
版
の
�
末
淸
初

(↓
﹁
�
末
の
出
版
と
出
版
瓜
制

(�

�
)﹂︑
磯
部
頴
�
﹃
東
ア
ジ
ア
出
版
�
�
�

こ
は
く
﹄︑

知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
四
︑
に
も
と
づ
く
)︒

第
二
部

第
七
違

漢
學
の
成
立

(↓
﹃
東
方
學
報
﹄
六
一
︑
一
九
八
九
)︒

第
八
違

復
社
の
學

(↓
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
四
四−

二
︑
一
九
八
五
︑

に
も
と
づ
い
て
訂
補
)︒

第
九
違

樸
學
の
背
景

(↓
﹃
東
方
學
報
﹄
六
四
︑
一
九
九
二
)︒

第
十
違

六
經
皆
�
說
の
系
�

(↓
小
野
和
子
�
﹃
�
末
淸
初
の
社
會

と
�
�
﹄︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
(
︑
一
九
九
六
)︒

以
上
を
瞥
見
す
る
な
ら
︑
T
っ
た
時
代
�
に
見
れ
ば
︑
別
段
︑
倒
叙
法
と

い
う
譯
で
は
な
い
の
だ
が
︑
�
末
淸
初
か
ら
淸
U
一
代
に
至
る
學
�
思
想
�

の
變
�
を
集
V
�
に
論
じ
た
︑
第
二
部
の
も
と
に
な
っ
た
論
攷
の
方
が
よ
り

古
く
︑
そ
の
多
く
が
一
九
九
〇
年
代
に
初
出
誌
に
揭
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
對
し
て
︑
そ
の
後
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
公
表
さ
れ
た
︑
W

と
し
て
出
版
�
�
や
國
家
權
力
に
よ
る
出
版
瓜
制
を
�
じ
て
︑
�
代
の
社
會

相
や
學
�
風
氣
を
炙
り
出
し
た
︑
よ
り
怨
し
い
論
�
群
が
︑
X
に
第
一
部
を

形
づ
く
る
と
い
う
體
裁
と
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
Y
味
で
は
︑
こ
れ
は
︑
一
瞥
し
た
限
り
で
は
︑
著
者
の
學
問
�
な
問

題
關
心
の
推
移
を
恰
も
時
閒
�
に
�
っ
て
い
く
よ
う
な
&
成
と
も
映
る
︒
こ

こ
で
甚
だ
僭
越
な
が
ら
︑
個
人
�
な
體
驗
に
言
[
さ
せ
て
頂
く
な
ら
︑
實
際
︑

著
者
よ
り
も
︑
十
年
ほ
ど
も
遲
れ
て
︑
斯
界
の
末
席
に
列
な
っ
た
�
者
の
場

合
︑
本
書
に
收
載
さ
れ
た
論
攷
の
う
ち
︑
第
八
違
に
相
當
し
︑
時
閒
�
に
�

も
先
行
す
る
﹁
復
社
の
學
﹂
は
︑
か
な
り
時
日
を
經
過
し
た
後
に
漸
く
繙
い

た
の
に
對
し
て
︑
二
番
目
に
古
い
﹁
漢
學
の
成
立
﹂
か
ら
は
︑
ほ
ぼ
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
︑
槪
ね
初
出
誌
上
で
も
閱
讀
し
て
き
た
よ
う
な
�
第
で
あ
る
︒
お

そ
ら
く
︑
�
者
と
同
じ
く
︑
陸
續
と
上
梓
さ
れ
る
著
者
の
成
果
か
ら
︑
常
々

裨
益
を
^
け
て
き
た
讀
者
の
な
か
に
は
︑
ほ
ぼ
一
九
九
〇
年
代
.
ば
か
ら
︑

取
り
分
け
二
〇
〇
〇
年
代
以
影
︑
著
者
の
井
上
氏
が
︑
元
來
の
出
發
點
で
も

あ
っ
た
�
淸
の
學
�
・
思
想
�
の
內
實
の
考
究
か
ら
︑
徐
々
に
關
心
領
域
の

重
點
を
シ
フ
ト
さ
れ
︑
恰
も
書
物
世
界
そ
れ
自
體
の
直
中
に
沈
潛
さ
れ
て
ゆ

か
れ
た
か
の
よ
う
な
︑
結
果
と
し
て
は
早
合
點
に
過
ぎ
な
い
︑
些
か
の
`
解

を
a
い
た
向
き
も
︑
あ
る
い
は
少
な
か
ら
ず
お
ら
れ
た
や
も
知
れ
な
い
︒

だ
が
︑
本
書
の
行
論
な
ど
に
お
い
て
︑
井
上
氏
自
身
も
屢
々
述
懷
さ
れ
る

如
く
︑
氏
の
硏
究
對
象
の
表
面
�
な
變
�
や
推
移
は
︑
む
し
ろ
考
察
の
た
め

の
方
法
論
上
の
衣
同
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
當
初
か
ら
目
指

さ
れ
て
い
た
の
は
︑
�
代
の
出
版
�
や
出
版
狀
況
を
R
り
直
す
こ
と
を
�
じ

て
︑
淸
代
の
學
�
や
思
想
に
も
連
な
る
で
あ
ろ
う
と
目
さ
れ
る
︑
そ
の
學
�

の
動
向
や
時
代
�
な
風
尙
を
�
ら
か
に
し
︑
 
い
て
は
︑
�
淸
の
學
�
に
一

貫
し
て
�
底
す
る
エ
ー
ト
ス
の
在
り
處
や
そ
の
論
理
&
e
を
描
出
し
よ
う
と

さ
れ
る
も
の
で
︑
f
く
ま
で
も
一
貫
し
た
問
題
關
心
に
荏
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
︒
本
書
を
丹
念
に
一
讀
す
れ
ば
︑
こ
の
兩
者
が
︑
深
い
內
在
�
な
連

關
を
g
っ
て
︑
h
に
本
書
自
體
の
&
成
の
み
な
ら
ず
︑
氏
の
學
問
世
界
を
&

築
し
て
い
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
よ
う
し
︑
勿
論
︑
�
代
を
中
心
と
し
た
︑
出

版
�
�
に
關
す
る
硏
究
や
考
察
の
方
も
︑
た
ん
な
る
迂
路
で
も
︑
況
し
て
や

著
者
が
i
e
し
て
言
わ
れ
る
﹁
雞
肋
﹂
な
ど
で
は
+
に
な
く
︑
著
者
な
ら
で
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は
の
周
到
で
緻
密
な
成
果
を
上
げ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い(2
)
︒
し
か
る
に
︑

に
も
拘
わ
ら
ず
︑
む
し
ろ
初
/
の
作
に
な
る
︑
�
淸
の
學
�
・
思
想
�
プ
ロ

パ
ー
の
諸
論
攷
が
再
錄
さ
れ
た
こ
と
で
︑
や
は
り
本
書
は
︑
�
字
ど
お
り
滿

を
持
し
て
上
梓
さ
れ
た
︑
待
#
︑
渴
仰
の
書
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒

す
な
わ
ち
︑
一
つ
に
は
︑
そ
の
閒
の
m
妙
な
差
衣
や
屈
曲
︑
w
れ
や
歪
み

を
も
含
め
た
︑
�
淸
兩
代
の
學
�
の
聯
續
性
の
如
何
と
い
う
︑
斯
界
年
來
の

大
問
題
に
對
す
る
︑
井
上
氏
の
見
識
や
斷
案
が
︑
改
め
て
掌
を
指
す
が
如
く

に
熟
知
し
得
る
と
い
う
點
で
︑
ま
た
︑
別
樣
の
見
方
を
す
る
な
ら
︑
出
版
を

め
ぐ
る
政
治
社
會
�
や
�
�
�
な
ど
︑
そ
の
後
の
知
見
を
も
含
み
n
む
よ
う

な
か
た
ち
で
︑
い
ま
一
度
︑
著
者
の
初
發
の
地
點
に
回
歸
し
︑
立
ち
o
る
こ

と
で
︑
現
時
點
で
の
氏
の
學
問
世
界
が
︑
い
わ
ば
圓
p
を
閉
じ
る
よ
う
な
Y

味
で
も
︑
斯
界
の
里
q
標
と
な
る
べ
き
著
作
と
言
う
こ
と
が
出
來
よ
う
︒

さ
て
︑
本
書
�
體
の
&
成
や
そ
の
成
立
の
經
雲
に
�
い
で
︑
こ
こ
で
︑
各

違
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
つ
つ
︑
具
體
�
な
內
容
を
槪
觀
し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
︑
�
.
の
第
一
部
は
︑
著
者
も
言
わ
れ
る
如
く
︑
宋
學
以
來
の
內
面

W
義
を
極
端
な
ま
で
に
推
し
�
め
た
︑
內
な
る
W
觀
W
義
の
權
�
の
よ
う
な

陽
�
學
が
︑
そ
の
展
開
の
行
き
着
い
た
結
果
︑
圖
ら
ず
も
外
な
る
客
觀
W
義

へ
の
r
を
準
備
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
の
�
提
の
も
と
で
︑﹁
淸
代

の
學
�
に
聯
な
る
で
あ
ろ
う
外
な
る
知
識
の
學
問
が
︑
�
代
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
生
じ
て
き
た
の
か
︑
そ
の
こ
と
を
基
本
�
な
問
題
と
し
て
常
に
Y
識

し
つ
つ
︑
�
代
の
出
版
�
を
た
ど
ろ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い(3
)
﹂︒
そ

の
Y
味
で
は
︑
著
者
の
立
場
は
︑
大
枠
で
は
︑
そ
の
師
筋
に
當
た
る
︑
島
田

虔
�
氏
の
(
說
を
踏
襲
し
つ
つ
︑
一
面
で
は
︑
そ
れ
を
補
強
し
な
が
ら
も
︑

他
方
で
は
︑
+
に
一
步
︑
踏
み
n
ん
で
︑
�
淸
の
學
�
の
聯
關
の
(
以
を
解

き
�
か
そ
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る(4
)
︒

も
っ
と
も
︑
�
代
の
出
版
狀
況
の
如
何
や
出
版
瓜
制
な
ど
︑
そ
の
現
象
面

に
關
す
る
叙
述
の
表
層
を
R
る
限
り
で
は
︑
恰
も
舊
著
﹃
中
國
出
版
�
�
�

︱
︱
書
物
世
界
と
知
の
風
景
﹄
の
後
.
部
で
展
開
さ
れ
た
︑
同
時
/
に
つ

い
て
の
槪
說
や
�
�
の
よ
り
詳
細
な
各
論
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち

﹁
正
學
﹂
た
る
欽
定
朱
子
學
の
壓
倒
�
な
權
威
の
も
と
︑
ま
た
國
初
や
草
創

/
ゆ
え
の
社
會
�
な
狀
況
と
も
相
俟
っ
て
︑
寥
寥
た
る
出
版
の
貧
困
や
單
u

に
v
ら
れ
た
�
代
�
.
/
か
ら
︑
一
轉
し
て
�
代
後
.
/
に
入
る
と
樣
相
は

w
變
し
︑
夥
し
い
洪
水
の
よ
う
な
物
量
を
g
っ
て
︑
出
版
の
�
俗
�
が
強
力

に
�
展
す
る
と
と
も
に
︑
�
-
の
境
界
さ
え
溶
解
し
か
ね
な
い
︑
野
放
圖
な

事
態
が
現
出
す
る
に
至
る
︒
著
者
は
︑
取
り
分
け
こ
う
し
た
�
末
�
な
現
象

に
こ
そ
︑
中
國
傳
瓜
�
�
の
臨
界
點
を
見
る
の
だ
が
︑
淸
代
に
至
っ
て
︑
無

論
︑
過
去
の
單
純
な
再
現
で
は
な
い
と
は
言
え
︑
そ
れ
は
︑
あ
る
種
の
﹁
回

歸
﹂
や
$
穩
︑
x
熄
へ
の
r
に
向
か
う
と
さ
れ
る
︒
そ
の
他
︑
本
書
で
は
︑

�
著
﹃
書
林
の
眺
#
︱
︱
傳
瓜
中
國
の
書
物
世
界
﹄
な
ど
と
同
樣
︑
中
國

や
臺
灣
の
み
な
ら
ず
︑
丹
念
な
u
査
に
よ
っ
て
︑
各
地
の
日
本
現
存
漢
籍
も

幅
廣
く
y
搜
︑
涉
獵
さ
れ
︑
そ
れ
に
も
と
づ
く
怨
た
な
知
見
も
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
よ
う
︒

第
一
違
﹁
�
�
の
-
と
俗
﹂
で
は
︑
ま
ず
は
︑
經
籍
を
中
心
と
す
る
宋
元

版
か
ら
︑
�
代
坊
刻
本
に
至
る
︑
體
裁
や
體
例
の
變
�
を
R
り
な
が
ら
︑
い

ま
詳
言
す
る
紙
幅
は
な
い
が
︑
書
物
そ
れ
自
體
の
裡
に
も
刻
印
さ
れ
た
︑
顯

著
な
俗
�
現
象
を
{
|
し
つ
つ
︑
そ
う
し
た
い
わ
ば
讀
書
の
俗
�
か
ら
︑
正

瓜
�
な
�
-
に
對
し
て
も
︑
や
が
て
鄙
俗
が
自
己
を
肯
定
し
︑
伸
張
さ
せ
る

と
と
も
に
︑
-
俗
の
混
淆
や
�
-
の
變
容
と
い
う
事
態
が
︑
徐
々
に
顯
在
�

し
て
い
く
樣
相
を
活
寫
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑
士
人
に
よ
る
讀
書
や
書
物
の
獨
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占
が
破
ら
れ
︑
商
賈
や
書
賈
が
自
己
W
張
を
始
め
︑
淸
玩
に
も
堪
え
る
版
畫

の
利
用
や
封
面
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
Y
匠
と
と
も
に
︑
官
刻
や
家
刻
な
ど
の

非
營
利
本
で
は
な
い
︑
端
�
に
商
品
と
し
て
の
書
物
が
登
場
し
︑
液
行
す
る

に
至
る
︒
李
卓
吾
な
り
︑
そ
の
名
を
}
っ
た
︑
批
�
つ
き
�
俗
�
學
書
の
類

は
︑
中
下
層
の
周
邊
�
な
士
人
の
閒
で
は
︑
淸
代
に
入
っ
て
も
な
お
愛
好
さ

れ
續
け
︑
か
く
し
て
�
末
の
�
俗
�
�
�
は
︑
淸
代
に
あ
っ
て
も
︑
伏
液
�

し
つ
つ
︑
存
續
し
た
と
さ
れ
る
︒

第
二
違
﹁
�
代
�
.
/
の
出
版
と
學
�
﹂
で
は
︑
や
は
り
﹁
正
學
﹂
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
�
な
制
V
に
よ
り
︑
あ
る
い
は
︑
民
閒
に
お
け
る
出
版
物
の
殆

ど
が
福
円
・
円
陽
の
產
に
な
る
よ
う
な
︑
出
版
の
極
度
の
集
中
と
い
っ
た
狀

況
下
︑
堂
々
た
る
古
典
�
著
作
の
復
刊
で
さ
え
︑
漸
く
�
代
中
/
を
俟
っ
て

で
あ
る
こ
と
が
︑
�
ら
か
に
さ
れ
る(5
)
︒
�
い
で
︑
寧
波
な
ど
浙
江
の
相
對
�

な
不
振
の
一
方
で
︑
徽
州
本
︑
北
京
坊
刻
本
な
ど
の
登
場
を
見
る
︒
や
が
て

從
來
の
﹁
正
學
﹂
に
對
し
て
︑
徐
々
に
で
は
あ
る
が
︑
聞
見
の
知
を
r
德
知

か
ら
解
放
し
︑
畢
悦
︑﹁
事
﹂
の
學
で
あ
る
﹁
�
﹂
や
﹁
�
﹂
の
領
域
の
自

己
肯
定
を
�
じ
て
︑﹁
義
﹂
や
﹁
理
﹂
の
{
求
と
は
︑
ひ
と
ま
ず
別
個
の
價

値
を
�
め
得
る
機
�
が
釀
成
さ
れ
て
く
る
︒
そ
し
て
︑
強
靱
な
﹁
內
﹂
の
確

立
を
目
指
し
た
王
陽
�
の
良
知
說
こ
そ
が
︑
そ
の
W
觀
�
な
Y
圖
を
裏
切
っ

て
︑
か
え
っ
て
﹁
外
﹂
な
る
﹁
事
﹂
に
關
心
を
向
け
︑
そ
れ
を
﹁
義
﹂
の
拘

束
か
ら
解
放
す
る
︑
原
理
�
な
契
機
を
與
え
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

本
違
中
︑
取
り
分
け
︑
入
矢
義
高
氏
の
(
論
を
引
證
し
つ
つ
︑
い
わ
ゆ
る

擬
古
�
の
W
張
の
な
か
に
︑
む
し
ろ
陽
�
や
後
の
反
擬
古
�
と
も
符
�
を
合

す
る
よ
う
な
立
場
を
看
取
す
る
邊
り
な
ど
︑
蓋
し
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う(6
)
︒
こ
の
點
︑
陽
�
學
な
ど
か
ら
結
果
し
た
﹁
內
﹂
と
﹁
外
﹂
と
の
雙
方
向

�
・
對
他
�
な
p
液
や
反
轉
と
も
$
仄
が
合
い
︑
ま
た
︑
古
�
辭
�
や
悦
陵

�
︑
公
安
�
な
ど
の
諸
�
の
內
在
�
な
關
聯
を
看
過
し
て
︑
殊
+
に
衣
別
�

す
る
よ
う
な
︑
�
俗
�
な
�
學
�
觀
へ
の
頂
門
の
一
針
で
も
あ
ろ
う
︒
し
か

る
に
︑
同
時
に
著
者
は
︑
片
言
隻
句
の
類
似
を
以
て
︑
直
ち
に
思
想
�
な
親

�
性
を
指
摘
す
る
よ
う
な
︑
些
か
性
w
な
論
斷
を
常
に
愼
重
に
回
P
し
て
い

る
こ
と
も
︑
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
一
見
︑﹁
自
己
の
胸

臆
﹂
か
ら
液
出
す
る
﹁
性
�
﹂
の
﹁
眞
﹂
を
顯
揚
し
た
︑
袁
宏
r
と
も
見
紛

う
如
き
述
懷
を
�
め
た
︑
蜀
懷
王
の
言
說
に
觸
れ
て
︑
む
し
ろ
そ
れ
が
︑
自

己
と
旣
成
r
德
と
の
完
�
な
一
致
や
同
�
を
Y
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
り
︑
同
じ
く
相
似
た
W
張
に
見
え
て
︑
宋
末
の
r
學
者
・
南
宮
靖

一
の
言
う
﹁
經
�
﹂
の
合
一
が
︑
﹁
事
﹂
に
假
り
た
﹁
義
﹂
の
W
張
︑﹁
事
﹂

を
﹁
r
﹂
に
解
�
す
る
も
の
で
あ
り
︑
�
っ
て
︑
正
德
年
閒
に
何
景
�
が
W

張
し
た
﹁
經
�
﹂
の
合
一
は
︑
X
に
﹁
r
﹂
を
﹁
事
﹂
の
裡
に
取
り
n
も
う

と
す
る
︑
い
わ
ば
﹁
六
經
皆
�
說
﹂
に
も
�
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
ベ

ク
ト
ル
が
正
反
對
で
あ
る
點
に

Y
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
︑
そ
れ

で
あ
る
︒

第
三
違
﹁
�
代
活
版
考
﹂
で
は
︑
ま
ず
蘇
州
や
杭
州
な
ど
︑
�
初
/
の
江

浙
地
域
が
︑
大
き
な
打
擊
を
^
け
て
︑
そ
の
先
�
性
や
優
位
性
を
低
下
さ
せ
︑

當
時
の
�
壇
で
一
世
を
風
靡
し
た
李
夢
陽
や
何
景
�
ら
も
︑
總
じ
て
江
南
出

身
者
に
非
ざ
る
こ
と
な
ど
に
觸
れ
た
後
に
︑
弘
治
か
ら
嘉
靖
年
閒
に
至
っ
て
︑

�
國
�
な
古
典
復
興
の
氣
�
と
も
相
俟
っ
て
︑
俄
然
︑
江
南
に
お
い
て
活
字

本
が
量
產
さ
れ
た
こ
と
︑
そ
こ
で
は
や
は
り
知
識
や
�
違
の
學
問
︑
r
學
に

對
す
る
﹁
�
�
﹂
や
﹁
事
﹂
の
學
問
が
好
ま
れ
た
こ
と
に
留
Y
す
る
︒
同
時

に
︑
活
版
印
刷
の
技
�
�
な
限
界
を
指
摘
し
て
︑
そ
れ
が
必
然
�
に
整
版
へ

と
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
(
以
を
考
察
す
る
と
と
も
に
︑
ほ
ぼ
同
時
代

の
日
本
の
活
字
本
の
ほ
か
︑
活
版
印
刷
�
�
を
誇
っ
た
U
鮮
の
出
版
�
�
な
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ど
と
の
比
�
の
必
�
性
に
も
言
[
す
る
︒

�
い
で
︑
第
四
違
﹁
�
末
の
出
版
瓜
制
﹂︑
竝
び
に
︑
第
五
違
﹁
�
末
の

P
諱
を
め
ぐ
っ
て
﹂
で
は
︑
著
者
自
身
も
言
わ
れ
る
如
く
︑
王
U
國
家
に
よ

る
�
�
瓜
制
︑
政
權
の
對
士
人
對
策
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
�
淸
兩
王
U
の
相

應
の
聯
續
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
第
四
違
で
は
︑
弘
治
・
正
德
か
ら
︑

�
末
の
萬
曆
︑
崇
禎
︑
そ
し
て
︑
淸
初
の
政
權
へ
と
時
代
を
{
っ
て
︑
衣

說
・
衣
論
や
書
院
・
�
學
へ
の
禁
壓
︑
�
體
の
釐
正
や
風
氣
︑
士
�
の
瓜
制

な
ど
の
諸
相
を
槪
觀
す
る
︒
淸
U
は
︑
�
U
が
解
決
し
得
な
か
っ
た
課
題
に

つ
い
て
︑
強
權
を
以
て
見
事
に
こ
れ
を
封
じ
n
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒
だ

が
︑
順
治
�
の
﹃
御
製
人
臣
儆
心
錄
﹄
や
雍
正
�
の
﹃
御
製
�
黨
論
﹄
に
象

�
さ
れ
る
よ
う
な
︑
恰
も
君
W
の
﹁
好
惡
﹂
が
そ
の
ま
ま
﹁
公
﹂
で
あ
る
か

の
よ
う
な
體
制
下
で
は
︑
士
人
の
處
世
も
ま
た
︑
自
己
欺
瞞
や
撞
着
に
滿
ち

た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
第
五
違
で
は
︑
魏

忠
賢
政
權
な
ど
︑
�
末
に
至
る
ほ
ど
︑
些
か
神
經
症
�
な
ま
で
に
言
擧
げ
さ

れ
た
﹁
P
諱
﹂
の
問
題
か
ら
︑
そ
う
し
た
國
家
瓜
制
の
內
實
に
�
ろ
う
と
す

る
︒
一
面
で
些
事
と
も
言
え
る
﹁
P
諱
﹂
に
拘
泥
す
る
�
勢
は
︑
淸
U
に

よ
っ
て
も
引
き
繼
が
れ
る
が
︑
卑
見
で
は
︑
そ
れ
は
乾
隆
/
の
禁
書
政
策
な

ど
と
同
樣
︑
む
し
ろ
か
な
り
形
式
�
︑
場
當
た
り
�
な
も
の
と
見
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
︒

�
.
部
を
閲
め
く
く
る
︑
第
六
違
﹁
出
版
の
�
末
淸
初
﹂
で
は
︑
�
末
刊

本
と
淸
刊
本
の
不
聯
續
︑
す
な
わ
ち
︑
版
畫
の
水
準
の
劣
�
や
蓮
牌
木
記
の

�
滅
な
ど
︑
兩
者
の
版
刻
の
風
氣
や
Y
匠
の
差
衣
か
ら
︑
擧
業
書
や
類
書
︑

醫
書
な
ど
を
は
じ
め
︑
俗
書
た
る
坊
刻
本
で
一
世
を
風
靡
し
た
︑
円
陽
を
中

心
と
す
る
福
円
・
そ
の
他
の
凋
落
︑
書
賈
の
自
己
W
張
の
後
�
な
ど
︑
總
じ

て
兩
者
の
斷
絕
が
強
u
さ
れ
る
︒
淸
代
の
版
畫
と
言
え
ば
︑
山
水
圖
と
殿
版

に
代
表
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
一
種
の
�
屈
さ
や
單
u
さ
へ
の
回
歸
で
も
あ
る
︒

ま
た
︑
�
末
の
俗
書
業
界
に
は
︑
第
二
︑
第
三
の
李
卓
吾
と
も
言
う
べ
く
︑

多
く
は
下
層
の
士
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︑
陳
繼
儒
︑
鍾
惺
︑
艾
南
英
︑
馮
夢

龍
と
い
っ
た
書
林
の
﹁
先
生
﹂
が
存
在
し
た
が
︑
淸
初
/
に
な
る
と
︑
か
か

る
大
立
者
も
地
を
拂
う
か
に
見
え
る
︒
康
煕
U
の
八
股
�
の
停
止
と
い
っ
た

措
置
も
{
い
打
ち
を
掛
け
た
ろ
う
︒
か
く
し
て
︑
淸
代
の
出
版
�
�
は
︑
�

末
に
比
し
て
︑
著
し
く
單
u
な
も
の
と
�
し
︑
商
業
性
や
�
俗
性
︑
實
用
性
︑

同
時
代
性
な
ど
を
大
き
く
減
�
さ
せ
︑
こ
こ
に
�
末
の
餘
風
は
そ
の
命
�
を

絕
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

後
.
の
第
二
部
を
&
成
す
る
各
論
攷
は
︑
�
述
し
た
と
お
り
︑
そ
の
執
筆

時
/
も
︑
十
餘
年
以
上
︑
�
る
も
の
で
︑
�
淸
の
閒
の
學
�
の
變
�
や
隆
替

そ
れ
自
體
に
焦
點
を
�
り
︑
分
析
と
考
察
の
俎
上
に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
第
七
違
﹁
漢
學
の
成
立
﹂
で
は
︑
冒
頭
︑
淸
代
の
學
�
を
特
�
づ

け
る
漢
學
の
內
實
の
如
何
に
つ
い
て
︑
皮
錫
瑞
や
梁
�
超
か
ら
︑
錢
穆
︑
侯

外
廬
︑
嵆
�
甫
︑
余
英
時
ら
の
(
說
を
紹
介
し
つ
つ
︑
聞
見
の
知
と
r
德
を

無
關
係
な
も
の
と
し
た
王
陽
�
や
そ
の
末
液
の
立
場
こ
そ
が
︑
知
識
を
r
德

へ
の
隸
屬
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
Y
味
で
︑
む
し
ろ
古
學
�
動
と
も
契
合
し
︑

か
え
っ
て
知
識
W
義
へ
と
趨
向
す
る
契
機
を
孕
ん
で
い
た
も
の
と
推
斷
し
た

上
で
︑
�
代
の
心
學
か
ら
淸
學
へ
の
�
深
部
で
の
聯
續
性
を
示
唆
す
る(7
)
︒

�
い
で
︑
屢
々
漢
學
の
先
蹤
と
も
目
さ
れ
る
錢
i
益
か
ら
︑﹁
非
�
無
法
﹂

と
誹
ら
れ
た
鍾
惺
の
�
經
︑
﹁
謬
種
﹂
と
論
斷
さ
れ
た
季
本
︑
郝
敬
ら
�
代

の
經
學
を
檢
討
し
て
い
く
︒
勿
論
︑
そ
れ
ら
は
︑
乾
嘉
/
な
ど
に
見
ら
れ
る

考
據
の
精
度
に
は
比
す
べ
く
も
な
い
し
︑
時
に
謬
論
︑
臆
說
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
︑
荒
�
り
な
見
解
も
含
ま
れ
る
が
︑
同
時
に
そ
こ
に
は
︑
傳

の
權
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威
や
束
 
︑
旣
成
の
先
入
見
な
ど
に
囚
わ
れ
ず
︑
自
己
の
識
見
の
み
を
恃
み

に
︑
自
ら
の
考
え
で
正
解
を
求
め
︑
恰
も
素
手
で
虛
心
に
テ
キ
ス
ト
と
向
か

い
合
う
か
の
よ
う
な
︑
�
末
�
な
感
�
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
深
く
潛
ん

で
い
た
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
特
に
郝
敬
に
關
し
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
�

價
の
q
度
や
ス
タ
ン
ス
こ
そ
衣
な
る
も
の
の
︑
黃
宗
羲
︑
胡
渭
︑
萬
斯
大
︑

閻
若
璩
︑
�
祖
#
︑
姚
際
恒
ら
の
錚
々
か
ら
︑
江
戶
/
の
考
證
家
ま
で
︑

擧
っ
て
彼
の
言
說
や
業
績
を
著
し
く

視
し
て
い
た
譯
で
あ
る
︒
續
く
郝
敬

の
經
學
�
般
︑
ま
た
︑
そ
の
密
か
な
繼
承
關
係
の
�
絡
の
檢
證
こ
そ
は
︑
こ

れ
ま
で
動
も
す
れ
ば
︑
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
�
代
經
學
の
實
相
を
解

�
す
る
も
の
と
し
て
も
︑
本
違
︑
否
︑
本
書
中
の
壓
卷
で
も
あ
り
︑
著
者
の

眞
骨
頂
で
も
あ
ろ
う(8
)
︒

さ
て
︑
著
者
は
︑
郝
敬
の
﹃
九
部
經
解
﹄
を
順
�
︑
繙
い
て
い
く
︒
彼
は
︑

經
書
を
﹁
經
﹂
で
あ
る
よ
り
も
︑﹁
書
﹂
や
﹁
�
﹂
と
し
て
見
つ
つ
あ
っ
た
︒

ま
ず
﹃
易
﹄
に
つ
い
て
は
︑
義
理
易
の
立
場
か
ら
︑
專
ら
人
事
を
重
ん
じ
て
︑

そ
の
神
秘
性
を
否
定
し
︑﹃
書
﹄
に
つ
い
て
は
︑
辨
僞
と
し
て
は
︑
粗
略
で

印
象
�
︑
初
步
�
な
も
の
な
が
ら
︑
古
�
僞
書
說
を
唱
え
︑﹃
詩
﹄﹃
春
秋
﹄

を
﹁
�
﹂
と
捉
え
た
彼
は
︑﹃
詩
﹄
に
關
し
て
は
︑
自
ら
の
Y
で
作
者
の
志

に
�
じ
る
べ
き
こ
と
︑
斷
違
取
義
こ
そ
が
學
詩
の
�
領
と
さ
え
述
べ
て
︑

﹁
本
義
﹂
を
否
定
し
︑﹃
春
秋
﹄
の
是
非
に
至
っ
て
は
︑
經
書
の
側
で
は
な
く

己
の
側
に
こ
そ
在
る
と
說
く
︒
ま
た
︑
彼
に
と
っ
て
︑
禮
の
經
書
は
存
在
せ

ず
︑﹃
周
禮
﹄﹃
儀
禮
﹄
を
端
�
に
﹁
古
書
﹂
と
し
て
見
た
︒
�
っ
て
︑
性
と

天
r
を
語
ら
ず
︑
民
の
義
を
務
め
︑
下
學
上
¦
を
說
い
た
﹃
論
語
﹄
を
﹁
六

經
の
精
華
﹂
と
し
て
稱
揚
す
る
一
方
で
︑
そ
の
解
釋
は
己
に
由
る
と
し
て
︑

そ
の
他
の
權
威
を
無
力
�
す
る
Y
味
合
い
も
あ
っ
た
︒

�
い
で
︑
こ
う
し
た
郝
敬
の
經
說
の
先
驅
を
R
り
︑﹃
易
﹄
で
は
︑
胡
居

仁
か
ら
︑
崔
銑
︑
楊
愼
︑
吳
廷
ï
︑
歸
¨
光
ら
︑
古
�
僞
書
說
で
は
︑
梅
鷟
︑

焦
竑
ら
︑﹃
詩
﹄
で
は
︑
夙
く
は
丘
濬
ら
の
系
�
を
¬
き
︑﹃
春
秋
﹄
に
關
し

て
は
︑﹁
經
﹂
に
泥
ま
ず
︑﹁
事
﹂
に
存
す
る
﹁
義
﹂
を
我
が
﹁
心
﹂
に
求
め

れ
ば
足
る
︑
と
し
た
湛
若
水
︑
+
に
は
︑

く
隋
®
に
淵
源
す
る
﹁
舍
傳
求

經
﹂
の
風
︑
あ
る
い
は
︑
�
人
に
直
接
︑
聯
な
ろ
う
と
す
る
宋
學
の
息
吹
な

ど
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
萬
世
常
行
の
義
こ
そ
が
禮
の
經
で
あ

る
と
し
て
︑﹃
禮
記
﹄
の
哲
學
性
は
�
價
す
る
も
の
の
︑﹁
三
禮
﹂
は
經
に
非

ず
と
斷
じ
た
彼
の
立
場
は
︑
胡
宏
ら
を
+
に
�
め
て
︑
禮
の
器
數
と
義
と
い

う
問
題
か
ら
︑
經
書
を
﹁
事
﹂
や
﹁
書
﹂
と
し
て
捉
え
︑
﹁
義
﹂
は
﹁
內
﹂

な
る
﹁
心
﹂
の
問
題
と
し
て
︑
相
對
�
に
獨
立
す
る
方
向
を
¬
き
︑﹁
經
﹂

と
﹁
書
﹂
の
分
裂
へ
と
結
果
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
立
場
こ
そ
︑﹁
內
﹂

を
W
張
す
る
こ
と
で
︑
經
書
す
ら
﹁
わ
が
心
の
記
籍
﹂
と
し
て
﹁
外
﹂
面
�

し
て
し
ま
う
︑
王
陽
�
の
(
說
と
�
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
證
さ
れ

る
︒
郝
敬
の
﹁
心
﹂
や
自
己
へ
の
﹁
信
﹂
は
︑
﹁
氣
﹂
を
第
一
と
す
る
存
在

論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
心
﹂
と
い
う
﹁
內
﹂
な
る
問
題
が
︑
(

與
の
も
の
と
し
て
解
決
さ
れ
る
や
︑
か
く
し
て
︑
學
問
の
W
�
な
對
象
や
問

題
は
︑﹁
外
﹂
に
こ
そ
在
る
と
さ
れ
︑
聞
見
の
知
︑
y
學
︑
政
事
︑
�
や
�

が
︑
そ
れ
自
體
と
し
て
︑
本
質
�
な
Y
味
や
價
値
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
っ

た
︒そ

し
て
︑
�
炎
武
ら
に
體
現
さ
れ
た
︑﹁
�
﹂
が
﹁
經
﹂
と
拮
抗
す
る
よ

う
な
︑﹁
事
﹂
の
學
︑
知
識
の
學
と
し
て
の
漢
學
の
精
神
こ
そ
は
︑
郝
敬
︑

 
い
て
は
︑
�
末
の
學
の
後
裔
で
あ
っ
た
︒
そ
の
他
︑
郝
敬
と
陳
第
や
王
龍

溪
ら
と
の
親
�
性
も
示
唆
さ
れ
る
︒
著
者
は
ま
た
︑﹁
內
﹂
か
ら
﹁
外
﹂
へ

の
シ
フ
ト
に
g
走
し
て
︑
顏
元
や
戴
震
︑
q
瑤
田
や
凌
廷
堪
な
ど
︑
時
に

﹃
荀
子
﹄
と
の
類
似
や
符
合
を
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
︑﹁
理
﹂
よ
り
﹁
禮
﹂
を
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重
視
す
る
潮
液
に
も
言
[
す
る(9
)
︒
と
こ
ろ
で
︑﹁
經
書
﹂
を
﹁
古
書
﹂
と
し

て
捉
え
る
︑
こ
う
し
た
漢
學
の
立
場
を
窮
極
ま
で
推
し
�
め
る
な
ら
︑
經
學

の
自
己
否
定
︑
そ
の
﹁
�
學
﹂
へ
の
改
鑄
へ
と
結
果
す
る
筈
で
あ
っ
た
︒
だ

が
︑﹁
六
經
は
°
�
を
±
び
︑
百
行
は
q
朱
に
法
る
﹂
(惠
士
奇
)
と
い
っ
た

言
表
に
象
�
さ
れ
る
如
く
︑﹁
義
理
﹂
の
世
界
を
依
然
と
し
て
q
朱
の
學
に

委
ね
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
當
時
に
お
い
て
︑
そ
れ
は
²
に
果
た
さ
れ
ず
︑
淸

學
も
ま
た
︑
�
學
の
あ
る
種
の
﹁
³
さ
﹂
を
繼
承
し
た
こ
と
を
´
示
し
て
︑

本
違
は
閉
じ
ら
れ
る
︒

續
く
第
八
違
﹁
復
社
の
學
﹂
は
︑
著
者
の
井
上
氏
が
修
士
論
�
を
も
と
に

練
り
直
し
た
︑
�
國
�
な
學
會
誌
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
言
う
べ
き
論
�
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
�
末
黨
爭
�
に
お
け
る
﹁
淸
議
﹂
�
の
掉
尾

を
¶
る
︑﹁
小
東
林
﹂
た
る
﹁
復
社
﹂
系
の
人
士
を
め
ぐ
っ
て
︑
W
と
し
て

旣
存
の
硏
究
が
︑
そ
の
政
治
・
社
會
�
動
の
側
面
に
集
V
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
の
に
對
し
て
︑
む
し
ろ
學
�
・
思
想
の
面
か
ら
︑
こ
れ
を
專
論
し
つ
つ
︑

彼
ら
が
︑
そ
の
﹁
古
學
﹂
や
﹁
¨
用
﹂
性
へ
の
志
向
︑﹁
任
俠
﹂﹁
衣
人
﹂
�

な
傾
向
な
ど
か
ら
︑
高
攀
龍
や
�
憲
成
︑
鄒
元
標
︑
黃
宗
羲
ら
︑
東
林
�
系

の
人
士
︑
梅
鷟
や
陳
第
の
よ
う
な
�
季
の
考
據
家
は
も
と
よ
り
︑
泰
州
學
�

や
李
卓
吾
︑
+
に
は
︑
何
心
隱
ら
の
如
き
﹁
心
學
﹂
の
﹁
橫
液
﹂
と
目
さ
れ

る
人
び
と
と
さ
え
︑
何
某
か
共
�
す
る
心
性
や
思
想
�
傾
向
を
¨
し
て
い
た

こ
と
を
論
證
す
る(10
)
︒
具
體
�
に
は
︑
復
社
の
領
袖
た
る
張
溥
︑
¹
社
系
の
中

心
人
物
で
︑﹃
皇
�
經
世
�
�
﹄
を
�
纂
し
た
陳
子
龍
ら
の
經
書
や
經
世
の

學
を
め
ぐ
る
議
論
や
學
問
觀
︑
そ
の
友
人
で
︑﹁
一
大
物
理
世
界
﹂
を
&
想

し
た
方
以
智
の
獨
自
の
哲
學
體
系
と
�
識
論
な
ど
を
俎
上
に
載
せ
︑
そ
れ
ら

の
可
能
性
と
限
界
と
を
考
察
す
る
︒

�
い
で
︑
第
九
違
﹁
樸
學
の
背
景
﹂
は
︑
著
者
も
言
わ
れ
る
如
く
︑
そ
の

執
筆
時
/
か
ら
し
て
も
︑
第
七
違
﹁
漢
學
の
成
立
﹂
の
續
�
︑
な
い
し
は
︑

第
七
違
を
內
º
と
す
れ
ば
︑
そ
の
外
º
に
當
た
る
も
の
で
あ
る
︒
元
來
は
︑

學
問
の
內
容
で
は
な
く
︑
形
式
の
名
で
あ
り
︑
自
由
闊
¦
と
は
q

い
︑
只

管
︑
古
書
や
個
別
の
事
の
裡
に
沒
頭
し
︑
自
ら
の
思
想
や
感
�
を
表
現
す
る

こ
と
を
園
底
し
て
抑
制
し
︑
回
P
す
る
︑
あ
る
種
︑
畸
形
�
な
ま
で
の
禁
欲

�
な
美
學
を
持
つ
﹁
樸
學
﹂
は
︑
如
何
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
︒
淸
U
漢
學

の
裡
に
底
液
し
︑
伏
液
水
�
す
る
�
學
の
精
神
を
示
唆
す
る
著
者
は
︑
同
時

に
ま
た
︑
淸
U
に
よ
る
士
人
の
瓜
制
の
奏
效
と
い
う
點
を
も
強
u
し
て
已
ま

な
い
︒
そ
れ
は
︑
試
行
錯
`
の
中
で
始
ま
っ
た
順
治
U
の
士
人
瓜
制
か
ら
︑

內
か
ら
の
瓜
制
を
目
指
し
た
康
煕
U
の
﹁
正
學
﹂
鼓
吹
︑
�
い
で
︑
體
制
の

Y
志
を
剝
き
出
し
に
︑
恐
怖
に
訴
え
る
か
の
よ
う
な
︑
些
か
強
權
�
な
雍
正

U
の
瓜
制
策
を
經
て
︑
右
�
政
策
と
禁
書
や
�
字
獄
と
を
,
用
し
つ
つ
︑
內

面
の
如
何
は
兎
も
角
︑
外
面
�
に
は
絕
對
�
な
°
從
を
�
る
と
い
う
︑
乾
隆

政
權
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
究
極
點
に
¦
す
る
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑

江
南
の
科
場
案
や
奏
銷
案
︑
復
社
の
活
動
な
ど
に
顯
著
に
見
ら
れ
た
︑
�
末

�
な
士
風
の
肅
正
と
根
絕
に
こ
そ
焦
點
が
あ
り
︑
江
南
な
ど
で
見
ら
れ
た
︑

紳
權
の
政
權
に
對
す
る
優
位
を
否
定
し
盡
く
す
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
︒

著
者
は
︑
こ
う
し
た
一
聯
の
施
策
の
結
果
︑
士
人
た
ち
は
︑
存
外
︑
あ
っ

さ
り
と
敗
北
し
︑
政
權
へ
の
»
合
や
媚
態
に
轉
�
し
た
と
見
る
︒
か
か
る
體

制
下
で
の
士
人
の
態
度
は
︑
必
然
�
に
︑
一
種
の
諦
觀
や
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
v

ら
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
︒
ま
た
︑
復
社
の
人
士
た
ち
の
呆
氣
な
い
轉
向
に
�

い
で
︑
�
炎
武
や
黃
宗
羲
ら
の
政
權
&
想
の
非
現
實
性
や
無
力
が
強
u
さ
れ

る
︒
か
く
し
て
︑
著
者
は
︑
淸
U
一
代
を
曾
て
�
代
西
歐
が
表
象
し
た
よ
う

な
︑
閉
塞
と
停
滯
の
時
代
と
し
て
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
︒

�
x
違
の
第
十
違
﹁
六
經
皆
�
說
の
系
�
﹂
は
︑
一
面
で
や
は
り
先
行
す
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る
島
田
虔
�
氏
ら
の
硏
究
を
¼
衍
し
︑
發
展
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う(11
)
︒
す

な
わ
ち
︑
�
常
︑
違
學
½
が
そ
の
W
唱
者
で
あ
る
と
�
念
さ
れ
て
い
る
﹁
六

經
皆
�
﹂
說
に
つ
い
て
︑
X
に
經
書
の
絕
對
性
や
至
高
性
を
強
u
す
る
が
故

の
古
來
︑
屢
々
W
張
さ
れ
た
經
�
合
一
說
と
の
辨
別
に

Y
を
拂
い
な
が
ら
︑

そ
の
淵
源
と
し
て
︑
王
陽
�
は
お
ろ
か
︑﹁
六
經
は
わ
が
心
の
]
脚
﹂
と
い

う
陸
象
山
に
そ
の

い
谺
を
聞
き
︑
影
っ
て
は
︑
む
し
ろ
﹁
六
經
皆
�
﹂
と

も
稱
す
べ
き
王
世
貞
か
ら
︑
胡
應
麟
︑
何
良
俊
︑
陳
第
ら
の
�
代
の
人
士
の

系
�
を
R
っ
て
い
く
︒
他
方
︑
違
學
½
の
(
說
の
繼
承
と
波
¾
︑
淸
末
/
に

至
る
^
容
と
液
行
の
樣
相
を
詳
述
し
た
邊
り
に
︑
や
は
り
著
者
の
技
倆
や
炯

眼
が
あ
ろ
う
︒
曰
く
︑
公
羊
學
�
の
驍
將
︑
龔
自
珍
︑
あ
る
い
は
︑
蔣
湘
南

や
譚
獻
・
そ
の
他
の
む
し
ろ
中
下
層
の
人
士
た
ち
へ
の
滲
À
ぶ
り
︑
+
に
は
︑

劉
毓
崧
ら
を
經
て
︑
劉
師
培
に
至
り
︑
諸
子
學
を
解
放
し
︑
傳
瓜
學
�
の
總

體
を
﹁
國
學
﹂
へ
と
改
鑄
す
る
こ
と
で
︑
²
に
は
そ
の
x
局
を
見
る
と
さ
れ

る
︒
ま
た
︑
公
羊
學
と
の
接
點
と
衣
同
に
も

Y
深
く
言
[
さ
れ
る
︒

本
違
で
も
ま
た
︑﹁
內
﹂
な
る
問
題
が
原
理
�
な
解
決
へ
と
¬
か
れ
︑

﹁
經
﹂
の
﹁
義
﹂
が
完
�
に
﹁
內
﹂
な
る
も
の
と
さ
れ
︑
己
の
﹁
義
﹂
か
ら

見
れ
ば
︑
經
書
す
ら
﹁
外
﹂
の
範
疇
に
屬
す
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
と
き
︑

自
身
と
經
書
と
の
內
在
�
聯
關
も
ま
た
︑
理
論
�
に
は
喪
失
さ
れ
る
こ
と
︑

﹁
事
﹂
の
學
問
の
立
場
か
ら
︑
經
書
も
ま
た
︑
古
の
典
違
制
度
や
掌
故
を

盛
っ
た
﹁
�
﹂
と
し
て
見
た
と
き
︑
そ
こ
に
一
般
の
�
書
と
の
徑
庭
は
︑
本

質
�
に
解
�
さ
れ
る
こ
と
が
︑
縷
述
さ
れ
る
︒

以
上
︑
周
到
綿
密
で
︑
蘊
奧
を
き
わ
め
た
浩
瀚
な
本
書
を
�
者
な
り
に
槪

觀
す
る
こ
と
で
︑
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
た
が
︑
�
後
に
︑
あ
る
い
は
︑
僭

越
の
譏
り
を
免
れ
な
い
や
も
知
れ
ぬ
が
︑
ご
く
鯵
單
に
︑
�
體
を
�
じ
て
の

印
象
や
若
干
の
疑
問
點
︑
著
者
へ
の
希
#
な
ど
を
�
め
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
著
者
の
言
わ
れ
る
�
學
か
ら
淸
學
へ
の
推
移
を
象
�
す
る
&
圖
と

し
て
︑﹁
內
﹂
か
ら
﹁
外
﹂
へ
と
い
う
シ
フ
ト
や
轉
奄
が
擧
げ
ら
れ
る
が
︑

本
書
に
收
載
さ
れ
た
諸
論
攷
を
改
め
て
讀
み
直
し
て
み
て
︑
印
象
深
か
っ
た

こ
と
に
は
︑﹁
知
識
W
義

(r
問
學
)﹂
と
﹁
反
知
識
W
義

(±
德
性
)﹂
の

兩
者
の
隆
替
や
相
克
と
し
て
︑
朱
子
學
以
影
の
�
世
思
想
�
を
描
出
さ
れ
た

余
英
時
氏
の
觀
點
が
︑
動
も
す
れ
ば
些
か
表
層
�
な
衣
同
を
強
u
し
過
す
ぎ

る
�
い
が
あ
る
の
に
對
し
て
︑
思
想
の
�
み
行
き
の
ト
レ
ー
ス
と
し
て
は
︑

結
論
と
し
て
︑
相
似
た
部
分
を
含
み
な
が
ら
︑
井
上
氏
の
そ
れ
は
︑﹁
內
﹂

の
問
題
が
原
理
�
な
決
着
を
見
る
こ
と
で
︑﹁
外
﹂
へ
の
興
味
や
關
心
が
釀

成
さ
れ
る
と
い
う
︑
相
互
�
で
對
他
�
・
對
自
�
な
契
機
や
X
轉
と
p
液
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
含
み
︑
あ
る
Y
味
で
哲
學
�
︑
實
存
�
と
も
言
う
べ
き
考

察
を
g
っ
た
問
題
&
制
と
な
っ
て
い
る
點
に
特
�
が
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
�
學

か
ら
淸
學
へ
の
基
本
�
な
聯
續
性
と
い
う
點
に
關
し
て
も
︑
�
體
�
な
力
點

と
し
て
は
︑
島
田
虔
�
氏
の
見
�
し
よ
り
︑
よ
り
少
し
く
踏
み
n
ん
だ
印
象

を
覺
え
た
︒

し
か
る
に
︑
言
わ
れ
る
こ
と
の
Y
味
は
良
く
分
か
る
の
だ
が
︑
同
時
に

﹁
義
﹂
の
學
か
ら
﹁
事
﹂
の
學
へ
︑
﹁
經
﹂
や
r
德
と
﹁
�
﹂﹁
�
﹂
の
分
裂

や
後
者
の
自
立
︑
﹁
經
學
﹂
の
﹁
�
學
﹂
や
國
學
︑
諸
子
學
な
ど
へ
の
改
鑄

や
變
貌
に
︑
�
代
�
な
實
證
の
學
問
へ
の
�
展
を
�
め
る
と
い
う
︑
基
本
�

な
&
e
の
裡
に
は
︑
や
は
り
何
某
か
の
�
步
�
觀
︑
と
�
す
る
の
が
大
仰
な

ら
︑
や
は
り
�
代
W
義
�
な
見
方
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

�
っ
て
︑
些
か
大
膽
な
物
言
い
を
す
る
な
ら
︑﹁
義
理
﹂
と
﹁
經
世
﹂
や

﹁
�
�
﹂
と
の
聯
結
が
︑
²
に
Ã
絕
え
な
か
っ
た
こ
と
の
方
を
再
�
價
す
る

よ
う
な
立
場
と
て
︑
一
槪
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
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事
の
當
否
の
問
題
と
言
う
よ
り
︑
そ
れ
は
畢
悦
す
る
と
こ
ろ
︑
�
�
の
質
や

型
の
相
Ä
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
事
實
�
な
�
識
と

し
て
も
︑
例
え
ば
︑
D
・
ニ
ブ
ス
ン
氏
ら
の
如
く
︑
違
學
½
の
(
說
を
ヘ
ー

ゲ
ル
の
そ
れ
に
準
え
る
よ
う
な
議
論
は
︑
些
か
極
端
な
見
立
て
だ
と
は
言
え

よ
う
が
︑
や
は
り
彼
は
﹁
事
﹂
の
根
柢
に
貫
園
す
る
﹁
r
﹂
へ
の
強
烈
な
志

向
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か(12
)
︒

ま
た
︑
r
德
知
と
聞
見
の
知
︑
な
い
し
は
知
識
と
し
て
の
學
問
の
分
離
と

い
う
觀
點
か
ら
見
て
も
︑
少
な
く
と
も
︑
王
陽
�
な
り
︑
郝
敬
な
り
の
生
き

た
時
代
︑
�
代
中
葉
か
ら
�
末
︑
十
六
～
十
七
世
紀
の
時
點
で
考
え
れ
ば
︑

む
し
ろ
中
國
の
相
對
�
な
先
�
性
は
︑
彌
が
上
に
も
強
u
さ
れ
て
然
る
べ
き

で
あ
ろ
う
︒
熱
氣
を
g
っ
た
思
想
�
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
い
う
點
で
は
類
似

し
て
は
い
て
も
︑
陽
�
學
の
發
生
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
す
る
ル
タ
ー
の
宗
敎

改
革
な
り
︑
そ
れ
に
對
抗
し
た
反
宗
敎
改
革
な
り
は
︑
著
し
く
宗
敎
�
な
�

動
で
あ
っ
て
︑
中
國
の
思
想
�
�
の
世
俗
性
に
は
︑
際
立
っ
た
も
の
が
あ
る

し
︑
西
歐
の
場
合
と
て
︑
宗
敎
�
な
權
威
に
抵
抗
し
て
︑
�
蒙
思
想
が
怨
知

見
を
拓
き
︑
キ
リ
ス
ト
敎
の
影
Æ
力
が
相
對
�
に
減
衰
す
る
の
は
︑
早
く
見

積
も
っ
て
も
︑
せ
い
ぜ
い
十
七
世
紀
の
末
︑
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
十
八
世

紀
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
他
︑
宗
敎
改
革
の
�
提
�
件
と
し
て
︑

印
刷
�
の
�
步
が
存
し
た
こ
と
は
︑
�
早
︑
定
論
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
が
︑

X
に
�
代
に
お
け
る
出
版
�
�
の
隆
盛
に
關
し
て
も
︑
�
學
の
精
神
の
顯
現

と
い
っ
た
側
面
の
み
な
ら
ず
︑
銀
の
液
�
の
飛
Ç
�
な
增
大
な
ど
︑
當
時
の

世
界
大
で
の
經
濟
�
好
況
に
も
影
Æ
さ
れ
︑
惠
ま
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ

う
に
推
察
さ
れ
る
︒

さ
て
︑
著
者
は
︑
底
液
や
深
層
に
お
い
て
で
は
あ
れ
︑
�
淸
の
學
�
の
基

本
�
な
聯
續
性
を
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
︑
そ
れ
が
淸
代
に
お
い
て
強
權
�
に

封
じ
n
ま
れ
た
と
の
立
場
に
左
袒
さ
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
著
者
の
場
合
︑
そ

れ
は
王
U
國
家
に
よ
る
士
人
の
瓜
制
︑
�
體
や
士
�
の
問
題
︑
政
權
に
よ
る

﹁
正
學
﹂
の
鼓
吹
な
ど
︑
基
本
�
に
は
︑
�
淸
兩
王
U
に
聯
續
し
た
&
圖
の

な
か
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
︑
�
U
が
貫
園
し
得
な
か
っ
た
施
策
に
關
し
て
︑

淸
U
が
む
し
ろ
相
應
の
成
功
を
收
め
た
と
の
見
解
に
よ
る
も
の
で
︑
淸
U
の

衣
民
族
政
權
と
し
て
の
側
面
を
過
大
視
す
る
見
方
と
は
袂
を
別
つ
︒
し
か
る

に
︑
そ
う
で
あ
っ
て
も
︑
や
は
り
淸
U
を
�
代
西
歐
が
表
象
し
た
よ
う
な
︑

閉
塞
と
停
滯
の
時
代
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒
か
か
る
見

方
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
硏
究
の
な
か
で
も
︑
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
É
の
擡
頭

と
と
も
に
︑
�
早
︑
再
考
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
暫
く
措
く(13
)
︒
だ
が
︑
や

は
り
事
實
�
識
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
事
の
一
面
の
眞
實
で
は
あ
っ
て
も
︑
淸

代
と
い
う
時
代
の
�
貌
と
は
言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

Ê
臣
を
遙
か
に
上
回
る
貮
臣
の
存
在
は
︑
淸
U
に
よ
る
士
人
へ
の
彈
壓
や

懷
柔
︑
彼
ら
の
政
權
へ
の
»
合
や
轉
身
と
い
う
側
面
を
考
慮
に
入
れ
て
も
な

お
︑
や
は
り
淸
U
が
�
末
の
Ë
政
を
あ
る
q
度
︑
一
Ì
し
︑
�
U
に
比
し
て
︑

槪
し
て
善
政
を
¼
い
た
と
の
見
方
に
よ
ら
な
け
れ
ば
︑
整
合
�
な
說
�
が
し

難
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か(14
)
︒
ま
た
︑
淸
初
/
に
お
け
る
q
朱
學

の
復
興
の
裡
に
は
︑
政
權
に
よ
る
奬
勵
の
ほ
か
に
も
︑
在
野
の
士
人
層
を
も

含
め
た
︑
何
某
か
の
秩
序
の
回
復
へ
の
志
向
が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
本
書
中
で
も
屢
々
引
證
さ
れ
る
人
士
の
う
ち
︑
陸

隴
其
や
張
伯
行
の
よ
う
な
大
官
は
と
も
か
く
︑
陸
世
儀
や
張
履
祥
の
よ
う
な

在
野
の
﹁
醇
儒
﹂
︑
+
に
は
︑
あ
の
曾
靜
・
呂
留
良
案
こ
そ
︑
偶
然
の
�
因

も
多
か
っ
た
と
は
言
え
︑
や
は
り
些
か
反
體
制
�
な
思
想
の
持
ち
W
で
あ
る

こ
と
は
閒
Ä
い
な
い
︑
呂
留
良
ら
の
人
び
と
が
︑
q
朱
學
に
依
據
し
た
內
面

�
な
動
機
が
說
�
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か(15
)
︒

― 79 ―

631



�
い
で
︑
淸
U
の
漢
學
︑
樸
學
を
荏
え
る
精
神
態
度
に
つ
い
て
︑
著
者
は
︑

あ
く
ま
で
も
醒
め
た
︑
些
か
冷
淡
な
視
線
す
ら

い
で
い
る
が
︑
果
た
し
て

そ
れ
は
︑
や
は
り
眞
實
の
一
.
を
出
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
著
者
の
場

合
︑
あ
く
ま
で
も
古
書
そ
れ
自
體
の
襞
や
行
閒
に
分
け
入
る
と
い
う
︑
正
攻

法
か
ら
の
解
析
や
叙
述
に
ほ
ぼ
x
始
し
︑
同
時
代
の
他
の
硏
究
者
の
(
說
に

言
[
さ
れ
る
こ
と
は
︑
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
︑
�
年
︑
著
者
の
見
方
と

は
︑
か
な
り
の
徑
庭
の
あ
る
淸
U
考
證
學
へ
の
理
解
が
︑
相
�
い
で
上
梓
さ

れ
て
い
る
邊
り
︑
ど
の
よ
う
に
�
價
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
當

時
の
人
�
開
花
�
な
狀
況
を
強
u
さ
れ
る
︑
大
谷
敏
夫
氏
や
B
・
エ
ル
マ
ン

氏
︑
若
干
の
ス
タ
ン
ス
の
Ä
い
こ
そ
あ
れ
︑
そ
の
背
後
に
何
ら
か
の
﹁
�

熱
﹂
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
る
︑
木
下
鐵
矢
氏
や
吉
田
純
氏
︑
ま
た
︑
そ
れ
ぞ

れ
根
強
い
﹁
經
世
﹂
の
志
を
看
取
さ
れ
る
︑
大
谷
氏
や
木
下
氏
︑﹁
儒
學
�

形
而
上
學
﹂
の
基
礎
を
指
摘
さ
れ
る
︑
濱
口
富
士
雄
氏
な
ど
︑
同
時
代
の
諸

硏
究
に
對
す
る
著
者
の
�
價
も
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る(16
)
︒

�
っ
て
︑
淸
U
治
下
の
紳
衿
︑
士
人
た
ち
は
︑
著
者
が
言
わ
れ
る
ほ
ど
︑

事
ほ
ど
左
樣
に
芯
の
な
い
︑
自
己
欺
瞞
や
諦
念
︑
冷
笑
�
態
度
に
滿
ち
た

﹁
³
い
﹂
人
び
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
一
面
で
︑
そ
う
し
た
含
Y
も
一
槪
に

否
め
な
い
と
は
言
え
︑
彼
ら
の
轉
身
や
處
世
は
︑
X
の
見
方
を
す
れ
ば
︑
彼

ら
な
り
の
保
身
︑
否
︑
む
し
ろ
強
か
さ
の
自
己
表
現
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
慥
か
に
阿
諛
Ï
佞
と
い
う
他
な
い
︑
盛
世
の
贊
美
の

言
說
も
︑
李
光
地
の
よ
う
な
r
學
官
僚
の
み
な
ら
ず
︑
趙
Ð
や
焦
循
な
ど
︑

そ
の
例
に
事
缺
か
な
い
︒
だ
が
︑
國
家
權
力
に
對
し
て
︑
ど
の
q
度
の
Ñ
離

を
取
り
︑
如
何
な
る
�
勢
で
相
涉
る
か
は
︑
そ
の
時
々
の
む
し
ろ
實
踐
�
︑

功
利
�
な
�
求
や
戰
略
の
問
題
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
加
え
て
︑

士
人
た
ち
の
多
く
が
︑
立
身
や
致
富
に
關
心
を
集
中
さ
せ
て
い
た
の
は
︑
否

定
す
べ
く
も
な
い
が
︑
ま
た
︑
地
域
社
會
で
の
威
信
な
り
︑
功
利
�
な
關
心

も
隨
g
し
て
い
た
と
は
言
え
︑
一
方
で
︑
ロ
ー
カ
ル
・
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の

彼
ら
が
︑
慈
善
や
社
會
事
業
に
も
︑
殊
の
外
︑
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
︑

事
實
で
あ
ろ
う(17
)
︒

こ
こ
で
︑
末
尾
に
︑
や
は
り
些
か
印
象
批
�
�
に
な
る
が
︑
特
に
郝
敬
ら

の
經
學
な
ど
か
ら
^
け
た
感
懷
を
�
め
︑
ま
た
︑
#
蜀
の
感
も
あ
る
が
︑
著

者
へ
の
希
#
め
い
た
こ
と
を
記
し
て
︑
閲
め
括
り
と
し
た
い
︒

さ
て
︑
曾
て
例
え
ば
︑
戴
震
ら
と
我
が
伊
Ò
仁
齋
な
ど
と
の
類
似
性
や
共

�
點
を
指
摘
し
た
上
で
︑
仁
齋
の
方
が
︑
戴
震
や
淸
U
考
證
學
に
百
年
ほ
ど

も
先
行
し
て
い
る
︑
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
御
記
憶
の
向
き
も

多
い
で
あ
ろ
う(18
)
︒
し
か
る
に
︑
�
者
に
は
︑
﹃
論
語
﹄
を
絕
對
視
し
て
︑
他

の
經
書
を
相
對
�
し
た
り
︑
﹃
詩
﹄
を
人
�
や
�
學
の
書
と
し
て
見
る
契
機

を
¬
く
な
ど
︑
郝
敬
と
仁
齋
に
も
︑
多
く
の
共
�
點
が
あ
り
︑
荒
�
り
で
は

あ
っ
て
も
︑
議
論
の
素
地
や
論
點
の
提
示
そ
れ
自
體
は
︑
剩
え
仁
齋
に
遙
か

に
先
驅
け
て
い
る
や
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
彼
に
加
え
て
︑﹁
六
經
皆
�
﹂

說
や
﹁
事
﹂
の
學
問
の
系
�
の
裡
に
は
︑
﹁
世
は
言
を
載
せ
て
以
て
�
り
︑

言
は
r
を
載
せ
て
以
て
�
る
﹂
(﹃
學
則
﹄
二
)︑﹁
學
問
は
歷
�
に
極
ま
り

候
﹂
(﹃
徂
徠
先
生
答
問
書
﹄
上
)
と
喝
破
し
た
︑
徂
徠
へ
の

い
反
Æ
を
聞

く
思
い
が
す
る
︒
�
っ
て
︑
鯵
易
を
±
び
︑
傳

か
ら
相
對
�
に
自
由
な
經

書
解
釋
や
�
學
を
志
向
し
た
點
で
は
︑
廣
義
の
宋
學
の
草
創
/
︑
歐
陽
脩
の

學
問
な
ど
と
の
一
定
の
契
合
に
も
思
い
當
た
る(19
)
︒
し
か
る
に
︑
お
そ
ら
く
傳

瓜
中
國
に
あ
っ
て
は
︑
同
じ
く
徂
徠
の
﹁
諸
子
百
家
九
液
の
言
よ
り
し
て

佛
・
老
の
頗
に
[
ぶ
ま
で
︑
皆
r
の
裂
け
し
の
み
﹂
(﹃
學
則
﹄
六
)
と
い
っ

た
︑
す
ぐ
れ
て
價
値
相
對
W
義
�
な
�
識
に
R
り
着
く
こ
と
は
︑
善
か
れ
惡

し
か
れ
︑
殆
ど
稀
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
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そ
の
他
︑
著
者
は
︑
�
炎
武
や
黃
宗
羲
ら
の
政
策
論
の
非
現
實
性
や
無
力

を
言
わ
れ
る
が
︑
人
閒
觀
や
言
語
觀
︑
歷
�
や
�
學
に
關
し
て
︑
あ
れ
だ
け

の
炯
眼
を
發
揮
し
た
徂
徠
の
場
合
と
て
︑
一
旦
︑
政
策
論
に
な
る
と
︑
か

え
っ
て
復
古
�
な
夢
想
に
も
�
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
は
な
か
っ
た
か(20
)
︒
ま
た
︑
出
版
�
�
に
お
け
る
-
俗
の
混
淆
︑﹁
-
﹂
の

俗
�
や
反
對
に
﹁
俗
﹂
の
-
�
と
い
っ
た
現
象
は
︑
ま
さ
に
�
末
の
�
�
か

ら
も
多
大
な
影
Æ
を
^
け
た
︑
我
が
江
戶
�
�
の
特
質
で
も
あ
り
︑
兩
者
の

比
�
・
檢
討
な
ど
も
︑
個
別
分
野
を
超
え
た
大
き
な
課
題
の
一
つ
と
言
え
よ

う(21
)
︒
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
に
誘
わ
れ
る
の
も
︑
本
書
の
功
德
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

著
者
に
は
︑
何
時
の
日
か
︑
島
田
虔
�
氏
が
&
想
つ
つ
も
︑
²
に
果
た
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
な
︑
東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
儒
學
�
の
比
�
や
檢
證
を
試
み
て

欲
し
い
と
願
う
の
は
︑
ひ
と
り
�
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
︒

�(1
)

そ
の
他
︑
井
上
�
氏
の
著
作
と
し
て
は
︑
�
著
と
し
て
︑﹃
三
重
縣

公
藏
漢
籍
目
錄
﹄
(三
重
縣
圖
書
館
協
會
︑
一
九
九
六
)︑
共
�
著
と
し

て
︑﹃
金
澤
市
立
玉
川
圖
書
館
�
世
�
料
館
藏
漢
籍
目
錄
﹄
(淺
野
純
一

氏
と
の
共
�
︑
金
澤
市
立
玉
川
圖
書
館
�
世
�
料
館
︑
二
〇
〇
四
)
な

ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
譯

書
と
し
て
︑﹃
�
�
�
擧
志
1
﹄
(酒
井
惠
子

氏
と
の
共
譯

︑
$
凡
社
・
東
洋
�
庫
︑
二
〇
一
三
)︑
補

を
施
し

た
も
の
に
︑
島
田
虔
�
﹃
中
國
に
お
け
る
�
代
思
惟
の
挫
折
1
・
2
﹄

($
凡
社
・
東
洋
�
庫
︑
二
〇
〇
三
)︑
入
矢
義
高
﹃
增
補

�
代
詩

�
﹄
(同
�
︑
二
〇
〇
七
)
が
あ
る
︒

(2
)

｢雞
肋
﹂
と
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
楊
修
傳
に
典
據
し
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑

雞
の
肋
骨
︑
取
る
に
足
り
な
い
が
︑
Ô
て
る
に
は
惜
し
い
も
の
の
比
喩
︒

彼
の
井
伏
鱒
二
も
ま
た
︑
そ
の
隨
想
集
に
こ
の
名
を
冠
し
て
い
る
こ
と

を
御
記
憶
の
向
き
も
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
︑
井
上
氏
の
i
辭
と
は
︑
�
揭

﹃
中
國
出
版
�
�
�
︱
︱
書
物
世
界
と
知
の
風
景
﹄
(
名
古
屋
大
學
出

版
會
︑
二
〇
〇
二
)
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
見
え
る
も
の
︒

そ
の
他
︑﹃
書
林
の
眺
#
︱
︱
傳
瓜
中
國
の
書
物
世
界
﹄
($
凡
社
︑

二
〇
〇
六
)
に
收
錄
さ
れ
た
︑
﹁
四
部
分
類
の
成
立
﹂
(
初
出
﹃
名
古
屋

大
學
�
學
部
硏
究
論
集
﹄
一
三
四
︑
一
九
九
九
)
︑﹁
北
溪
字
義
版
本

考
﹂
(
初
出
﹃
東
方
學
﹄
第
八
十
輯
︑
一
九
九
〇
)
な
ど
を
除
く
︑
出

版
�
�
�
に
關
す
る
井
上
氏
の
W
な
論
攷
と
し
て
は
︑
他
に
も
﹁
藏
書

と
讀
書
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
六
十
二
︑
一
九
九
〇
)
︑﹁
書
肆
・
書
賈
・
�

人
﹂
(
荒
井
永
�
﹃
中
華
�
人
の
生
活
﹄
︑
$
凡
社
︑
一
九
九
四
︑
(

收
)
︑
﹁
出
版
�
�
と
學
�
﹂
(森
正
夫
�
﹃
�
淸
時
代
�
の
基
本
問
題
﹄︑

汲
古
書
院
︑
一
九
九
七
︑
(
收
)
な
ど
が
あ
り
︑
本
書
の
理
解
の
一
助

と
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
參
看
さ
れ
た
い
︒

(3
)

本
書
の
﹁
自
序
﹂
を
參
照
︒
引
用
は
︑
同
・
六
頁
︒

(4
)

島
田
虔
�
氏
の
(
說
に
關
し
て
は
︑
特
に
﹃
中
國
に
お
け
る
�
代
思

惟
の
挫
折
﹄
(筑
Õ
書
Ö
︑
一
九
四
九；

同
・
改
訂
版
︑
同
�
︑
一
九

七
〇；

の
ち
井
上
�
・
補

︑
$
凡
社
・
東
洋
�
庫
版

(上
・
下
)︑

二
〇
〇
三
)
︑
竝
び
に
︑﹃
朱
子
學
と
陽
�
學
﹄
(岩
波
怨
書
︑
一
九
六

七
)︑
參
照
︒

因
み
に
︑
島
田
氏
の
場
合
は
︑
一
方
で
︑
黃
宗
羲
︑
�
炎
武
や
淸
初

の
朱
子
學
者
た
ち
な
ど
が
︑﹁
廣
義
に
お
け
る
�
學
�
雰
圍
氣
の
う
ち

に
身
を
置
い
て
い
た
﹂
と
し
て
︑﹁
そ
の
根
柢
に
深
く
聯
續
な
る
基
礎

&
e
﹂
(
引
用
は
︑
�
揭
﹃
中
國
に
お
け
る
�
代
思
惟
の
挫
折
﹄
︑
筑
Õ

書
Ö
版
︑
序
・
五
頁
)
を
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
︑
淸
U
漢
學
は
︑﹁
も
っ
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と
も
深
い
Y
味
に
お
い
て
�
の
心
學
の
聯
續
で
あ
り
︑
展
開
で
あ
っ

た
﹂
(同
じ
く
﹃
朱
子
學
と
陽
�
學
﹄
一
九
六
頁
)
の
で
は
な
い
か
︑

と
も
示
唆
さ
れ
る
が
︑
基
本
�
な
&
圖
と
し
て
は
︑
や
は
り
﹁
�
淸
の

非
聯
續
﹂
を
確
�
し
つ
つ
︑
何
と
言
っ
て
も
�
末
時
/
に
お
け
る
﹁
挫

折
﹂
を
強
u
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
他
︑
�
淸
の
際
の
學
�
思
想
の
聯
續
や
非
聯
續
に
關
す
る
︑
島

田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
學
の
諸
家
の
(
說
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
�

淸
思
想
を
ど
う
捉
え
る
か
︱
︱
硏
究
�
の
素
描
に
よ
る
考
察
﹂
(奧
崎

裕
司
�
﹃
�
淸
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か

︱
︱
思
想
�
論
集

︱
︱
﹄︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
六
)
を
參
看
し
て
頂
け
れ
ば
︑
幸
い
で

あ
る
︒

(5
)

福
円
・
円
陽
に
お
け
る
商
業
�
な
出
版
の
隆
盛
に
關
し
て
は
︑
夙
に

ル
シ
ー
ル
・
チ
ア
敎
×
の
大
著
﹃
營
利
出
版
︱
︱
福
円
・
円
陽
の
商

業
出
版
者
：
十
一
～
十
七
世
紀
﹄
が
あ
る
︒
L
ucille
C
hia,P
rin
tin
g

for
P
rofit
:
T
h
e
C
om
m
ercial
P
u
blish
ers
of
Jian
yan
g,
F
u
jian

(1
1
th
-1
7
th
C
en
tu
ries),H
arvard
U
niversity
P
ress,2002.

同
書
に
關
し
て
は
ま
た
︑
高
津
孝
﹁
書
�
・
紹
介
：
ル
シ
ー
ル
・
チ

ア
著
﹃
營
利
出
版

福
円
・
円
陽
の
商
業
出
版
者

(十
一
～
十
七
世

紀
)﹄﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
六
三
卷
・
第
四
號
︑
二
〇
〇
四
)︑
參
照
︒

同
書
は
︑
米
國
に
お
い
て
︑
�
年
︑
活
況
を
ø
し
つ
つ
あ
る
︑
中
國
の

出
版
�
�
に
關
す
る
硏
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
︑
代
表
作
と
も
言
う
べ
き

も
の
で
あ
る
が
︑
�
般
�
な
硏
究
狀
況
を
槪
說
し
た
も
の
と
し
て
︑
同

じ
く
高
津
孝
氏
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
﹁
米
國
の
中
國
出
版
�
�
�
硏
究
﹂

(﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�

(20
年
記
念
號
)﹄
第
二
十
號
︑
二
〇
〇

五
)
が
豐
富
な
�
報
を
含
み
︑
¨
益
で
あ
る
︒

な
お
︑
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
︑
ま
た
︑
特
に
淸
代
に
入
る
と
︑
福

円
や
円
陽
の
地
位
が
大
幅
な
低
下
を
見
る
こ
と
も
︑
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒
本
書
・
第
六
違
に
加
え
て
︑
�
揭
の
ル
シ
ー
ル
・
チ
ア
著
の
ほ

か
︑
金
�
京
﹃
三
國
志
演
義
の
世
界
﹄
(東
方
書
店
︑
一
九
九
三；

同
・
增
補
版
︑
二
〇
一
〇
)︑
中
砂
�
德
﹃
江
南
︱
︱
中
國
�
-
の
源

液
﹄
(�
談
社
�
書
メ
チ
エ
︑
二
〇
〇
二
)
の
x
違
な
ど
︑
參
看
︒

(6
)

入
矢
義
高
﹃
�
代
詩
�
﹄
(
筑
Õ
書
Ö
︑
一
九
七
八；

同
・
增
補
版
︑

$
凡
社
・
東
洋
�
庫
︑
二
〇
〇
七
)
︑
﹁
擬
古
W
義
の
陰
翳
︱
︱
李
夢

陽
と
何
景
�
の
場
合
﹂︑
參
照
︒

+
に
︑
井
上
氏
は
︑
本
書
・
第
三
違
に
お
い
て
︑
靑
年
時
代
の
王
陽

�
が
︑
一
時
/
︑
擬
古
�
の
�
動
に
熱
中
し
た
こ
と
に
觸
れ
て
︑
そ
こ

に
は
た
ん
な
る
偶
然
以
上
の
(
以
が
あ
る
も
の
と
推
察
し
て
お
ら
れ
る
︒

本
書
・
九
三
頁
︑
參
照
︒

(7
)

こ
の
點
︑
井
上
氏
も
示
唆
さ
れ
る
如
く
︑
宋
學
以
影
の
�
世
思
想
�

の
推
移
を
﹁
知
識
W
義

(r
問
學
)
﹂
と
﹁
反
知
識
W
義

(±
德
性
)﹂

の
兩
者
の
隆
替
や
�
長
と
し
て
說
�
さ
れ
る
余
英
時
氏
が
︑
王
陽
�
の

立
場
を
﹁
超
知
識
�
﹂
と
�
し
て
い
る
の
は
︑
き
わ
め
て
´
示
�
で
あ

ろ
う
︒
余
英
時
﹃
中
國
思
想
傳
瓜
�
現
代
詮
釋
﹄
(臺
灣
・
聯
經
出
版

事
業
公
司
︑
一
九
八
七；

↓

江
蘇
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
九
)
︑
參
照
︒

(8
)

�
代
の
經
學
の
裡
に
︑
淸
代
漢
學
へ
の
濫
觴
を
見
る
も
の
と
し
て
は
︑

夙
に
宮
崎
市
定
﹁
四
書
考
證
學
﹂
(﹃
石
濱
先
生
ú
曆
記
念
論
�
集
﹄︑

關
西
大
學
東
西
學
�
硏
究
(
︑
一
九
五
二；

↓
の
ち
︑﹃
ア
ジ
ア
�
硏

究
﹄
第
四
︑
東
洋
�
硏
究
叢
刊
四−

四
︑
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
六

四；
↓
+
に
︑﹃
宮
崎
市
定
�
集
17

中
國
�
�
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九

九
三
︑
に
再
錄
)
︑
酒
井
忠
夫
﹁
淸
代
考
證
學
の
源
液
﹂
(﹃
歷
�
敎
育
﹄

― 82 ―

634



五−

十
一
︑
一
九
五
七
)︑
吉
川
幸
�
郞
﹁
錢
i
益
と
淸
U
﹁
經
學
﹂﹂

(﹃
吉
川
幸
�
郞
�
集
﹄
第
一
六
卷

(淸
・
現
代
º
)︑
筑
Õ
書
Ö
︑
一

九
七
〇；

↓
初
出
は
︑﹃
京
都
大
學
�
學
部
硏
究
紀
�
﹄
九
︑
一
九
六

五
)︑
佐
野
公
治
﹃
四
書
學
�
の
硏
究
﹄
(創
�
社
・
東
洋
學
叢
書
︑
一

九
八
〇
)︑
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
�
季
の
經
學
�
般
に
關
し
て
は
︑

林
慶
頴
﹃
�
代
考
據
學
硏
究
﹄
(臺
灣
・
學
生
書
局
︑
一
九
八
三；

同
・
修
訂
再
版
︑
一
九
八
六
)︑﹃
�
代
經
學
硏
究
論
集
﹄
(臺
灣
・
�

�
哲
出
版
社
︑
一
九
九
四
)
が
¨
益
で
あ
る
︒
但
し
︑
何
れ
も
郝
敬
へ

の
直
接
�
な
言
[
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
︒

な
お
︑
郝
敬
に
關
す
る
論
攷
と
し
て
は
︑
我
が
邦
で
も
︑
夙
に
岡
田

武
彥
﹃
王
陽
�
と
�
末
の
儒
學
﹄
(�
德
出
版
社
︑
一
九
七
〇；

↓
の

ち
﹃
岡
田
武
彥
�
集
﹄
第
10
卷
・
第
11
卷

(上
・
下
)︑
同
�
︑
二
〇

〇
四
)
に
﹁
郝
楚
#
﹂︑
同
﹃
宋
�
哲
學
序
說
﹄
(
�
言
社
︑
一
九
七

七；

↓
の
ち
﹃
宋
�
哲
學
の
本
質
﹄
と
改
題
し
て
木
耳
社
よ
り
改
訂
版
︑

一
九
八
四
)
に
﹁
郝
楚
#
の
思
想
﹂
の
項
目
が
あ
る
ほ
か
︑
荒
木
見
悟

﹃
中
國
心
學
の
鼓
動
と
佛
敎
﹄
(中
國
書
店
︑
一
九
九
五
)
(
收
の
﹁
赦

敬
の
立
場
︱
︱
そ
の
氣
學
の
&
e
﹂
が
あ
る
が
︑
む
し
ろ
彼
の
心
性

の
學
や
氣
論
に
焦
點
を
當
て
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
經
學
に
關
わ

る
も
の
と
し
て
も
︑
川
田
永
﹁
郝
敬
春
秋
學
の
一
側
面
﹂
(﹃
早
稻
田
大

學
�
學
硏
究
科
紀
�
﹄
第
43
輯
︑
一
九
九
七
)︑
村
山
吉
廣
﹁
�
儒
郝

敬
の
詩
解
﹂
(同
�
・
第
44
輯
︑
一
九
九
八
)︑
川
田
永
﹁
郝
敬
の
�
違

論
﹂︑
西
口
智
也
﹁
郝
敬
の
賦
比
興
論

︱
︱
そ
の
﹁
興
﹂
說
を
中
心

に
︱
︱
﹂
(と
も
に
﹃
村
山
吉
廣
敎
×
古
稀
記
念
中
國
古
典
學
論
集
﹄︑

汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
〇
)
な
ど
が
現
れ
た
が
︑
何
れ
も
個
別
の
經
書
を

俎
上
に
載
せ
た
も
の
で
あ
り
︑
無
論
︑
井
上
氏
の
本
論
を
踏
ま
え
る
︒

(9
)

こ
の
點
︑
大
谷
敏
夫
氏
は
︑
汪
中
や
焦
循
な
ど
と
も
,
せ
︑
孟
子
と

荀
子
を
ý
þ
し
た
﹁
孟
荀
學
﹂
と
も
言
う
べ
き
系
�
と
し
て
描
出
さ
れ

る
︒
大
谷
敏
夫
﹃
淸
代
政
治
思
想
�
硏
究
﹄
(汲
古
書
院
︑
一
九
九
一
)
︑

第
二
部
・
第
二
違
﹁
揚
州
・
常
州
の
社
會
と
學
�
﹂︑
參
照
︒
ま
た
︑

特
に
凌
廷
堪
の
﹁
禮
﹂
說
に
關
し
て
は
︑
張
壽
安
﹃
以
禮
代
理
︱
︱

凌
廷
堪
與
淸
中
葉
儒
學
思
想
之
轉
變
﹄
(
臺
灣
・
中
央
硏
究
院
�
代
�

硏
究
(
︑
一
九
九
四；

河
北
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)︑
參
照
︒

(10
)

本
書
で
も
�
提
と
さ
れ
る
︑
旣
�
の
代
表
�
な
復
社
に
關
す
る
硏
究

と
し
て
は
︑
謝
國
禎
﹃
�
淸
之
際
黨
社
�
動
考
﹄
(
商
務
印
書
館
︑
一

九
三
四
)
︑
宮
崎
市
定
﹁
張
溥
と
そ
の
時
代
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三
三

−

三
︑
一
九
七
四；

↓
の
ち
﹃
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
第
五
︑
東
洋
�
硏
究

叢
刊
四−

五
︑
東
洋
�
硏
究
會
︑
一
九
六
〇；

↓
+
に
︑﹃
宮
崎
市
定

�
集
13

�
淸
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
︑
に
再
錄
)︑
小
野
和
子

﹃
�
季
黨
社
考
︱
︱
東
林
黨
と
復
社
﹄
(
東
洋
�
硏
究
叢
刊
之
五
十
︑

京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
一
九
九
六
)
な
ど
が
あ
る
︒

(11
)

島
田
虔
�
﹁
歷
�
�
理
性
批
É
︱
︱
｢
六
經
皆
�
﹂
の
說
﹂
(�
座

﹃
哲
學
﹄
第
四
卷
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
九
)︑
同
﹁
違
學
½
の
位
置
﹂

(﹃
東
方
學
報
﹄
四
一
︑
一
九
七
〇
)
(↓
の
ち
と
も
に
︑﹃
中
國
思
想
�

の
硏
究
﹄︑
東
洋
�
硏
究
叢
刊
之
五
十
九
︑
京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑

二
〇
〇
二
︑
に
(
收
)
︑
川
�
義
雄
﹃
中
國
人
の
歷
�
Y
識
﹄
($
凡
社

�
書
︑
一
九
八
六；

↓
の
ち
$
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
一
九
九
三
)
な

ど
︑
參
照
︒

(12
)

D
avid
S.N
ivison,“T
h
e
L
ife
an
d
T
h
ou
gh
t
of
C
h
an
g
H
sü
eh
-

ch
e̓n
g,
1
7
3
8
-1
8
0
1
”,
Stanford
U
niversity
P
ress,1966.︑
�
揭
︑

川
�
義
雄
﹃
中
國
人
の
歷
�
Y
識
﹄︑
+
に
は
︑
山
口
久
和
﹃
違
學
½
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の
知
識
論
﹄
(創
�
社
・
東
洋
學
叢
書
︑
一
九
九
八
)
な
ど
︑
參
照
︒

(13
)

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
硏
究
の
�
年
の
¦
成
と
し
て
︑
大
野
英
二
郞

﹃
停
滯
の
�
國
︱
︱
�
代
西
洋
に
お
け
る
中
國
宴
の
變
�
﹄
(國
書
刊

行
會
︑
二
〇
一
一
)
を
是
非
と
も
擧
げ
て
お
き
た
い
︒

(14
)

例
え
ば
︑
淸
U
が
︑
�
U
の
官
田
︑
王
府
莊
田
の
解
放
な
ど
︑
取
り

敢
え
ず
︑
�
末
の
Ë
政
を
一
Ì
し
た
點
に
つ
い
て
は
︑
佐
Ò
�
俊
﹃
�

代
王
府
の
硏
究
﹄
(硏
�
出
版
︑
一
九
九
九
)︑
ま
た
︑
淸
U
政
權
を
Ð

贊
し
た
﹁
貮
臣
﹂
に
關
し
て
は
︑
岡
本
さ
え
﹁
貮
臣
論
﹂
(﹃
東
洋
�
�

硏
究
(
紀
�
﹄
六
八
︑
一
九
七
六
)
を
そ
れ
ぞ
れ
參
照
さ
れ
た
い
︒

(15
)

こ
の
點
︑
拙
著
﹃
思
想
と
し
て
の
中
國
�
世
﹄
(東
京
大
學
出
版
會
︑

二
〇
〇
五
)︑
第
四
違
﹁︿
秩
序
﹀
�
の
位
相
﹂
を
ご
參
看
願
え
れ
ば
︑

幸
い
で
あ
る
︒

(16
)

E
lm
an,
B
enjam
in
A
.,
“F
rom

P
h
ilosoph
y
to
P
h
ilology
:

In
tellectu
al
an
d
S
ocial
A
spects
of
C
h
an
ge
in
L
ate
Im
perial

C
h
in
a”,
H
arvard
U
niversity
P
ress,1984.︑
�
揭
︑
大
谷
敏
夫

﹃
淸
代
政
治
思
想
�
硏
究
﹄︑
濱
口
富
士
雄
﹃
淸
代
考
據
學
の
思
想
�
�

硏
究
﹄
(國
書
刊
行
會
︑
一
九
九
四
)︑
木
下
鐵
矢
﹃﹁
淸
U
考
證
學
﹂

と
そ
の
時
代

︱
︱
淸
代
の
思
想
︱
︱
﹄
(創
�
社
・
中
國
學
藝
叢
書
︑

一
九
九
六
)︑
吉
田
純
﹃
淸
U
考
證
學
の
群
宴
﹄
(創
�
社
・
東
洋
學
叢

書
︑
二
〇
〇
七
)
な
ど
︑
參
照
︒

(17
)

J.W
.E
sherick
&
M
.B
.R
ankin,“C
h
in
ese
L
ocal
E
lites
an
d

P
attern
s
of
D
om
in
an
ce”,
U
niversity
of
C
alifornia
P
ress・

1990.︑
夫
馬
�
﹃
中
國
善
會
善
堂
�
硏
究
﹄
(東
洋
�
硏
究
叢
刊
之
五

十
三
︑
同
�
舍
出
版
︑
一
九
九
七
)︑
森
正
夫
著
﹃
森
正
夫
�
淸
�
論

集
﹄
(�
三
卷
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
六
)︑
W
口
雄
三
﹁
辛
亥
革
命
の

歷
�
�
個
性
﹂
(﹃
思
想
﹄
第
九
八
九
號
・
二
〇
〇
六
年
九
%
號；

↓
の

ち
﹃
中
國
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
Ⅱ

︱
︱
東
�
西
來
︱
︱
﹄
︑
岩
波
書

店
︑
二
〇
〇
一
︑
に
(
收
)
な
ど
︑
參
照
︒

(18
)

吉
川
幸
�
郞
﹃
仁
齋
・
徂
徠
・
宣
長
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
)
︑

余
英
時
﹃
論
戴
震
與
違
學
½
︱
︱
淸
代
中
/
學
�
思
想
�
硏
究
﹄
(龍

門
書
店
︑
一
九
七
六；

東
大
圖
書
公
司
︑
一
九
九
六
)
な
ど
︑
參
照
︒

(19
)

伊
Ò
仁
齋
や
歐
陽
脩
に
關
し
て
は
︑
特
に
�
の
諸
論
攷
か
ら
多
く
の

裨
益
を
^
け
た
︒
中
村
幸
彥
﹃
�
世
�
藝
思
潮
攷
﹄
(岩
波
書
店
︑
一

九
七
五
)
︑
特
に
同
・
(
收
﹁﹁
�
學
は
人
�
の
r
ふ
﹂
の
說
﹂︑
芝
木

邦
夫
﹁
歐
陽
脩
の
�
學
思
想
﹂
(
加
賀
y
士
�
官
記
念
論
集
刊
行
會
�

﹃
加
賀
y
士
�
官
記
念

中
國
�
�
哲
學
論
集
﹄
︑
�
談
社
︑
一
九
七

九
)
︑
土
田
永
�
郞
﹁
歐
陽
脩
試
論
︱
︱
理
・
人
�
・
自
然
・
鯵
易
﹂

(﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
第
三
號
︑
一
九
八
八
)︑
同
﹁
伊
Ò
仁
齋

と
朱
子
學
﹂
(﹃
早
稻
田
大
學
�
學
硏
究
科
紀
�
﹄
第
42
輯
︑
一
九
九

六
)
︑
渡
邊
浩
﹃
�
世
日
本
社
會
と
宋
學

(增
補
怨
裝
版
)﹄
(東
京
大

學
出
版
會
︑
二
〇
一
〇
)
︑
特
に
そ
の
﹁
補
論
1
：
伊
Ò
仁
齋
・
東
涯

︱
︱
宋
學
批
É
と
﹁
古
義
學
﹂﹂
な
ど
︑
參
照
︒

(20
)

渡
邊
浩
﹃
日
本
政
治
思
想
�
﹇
十
七
～
十
九
世
紀
﹈﹄
(
東
京
大
學
出

版
會
︑
二
〇
一
〇
)
︑
第
九
違
﹁
反
﹁
�
代
﹂
の
&
想
︱
︱
荻
生
徂
徠

の
思
想
﹂︑
參
照
︒

(21
)

中
野
三
敏
・
監
修
﹃
江
戶
の
出
版
﹄
(
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
五
)

な
ど
︑
參
照
︒

※
小
稿
は
︑
日
本
學
�
振
興
會
・
科
學
硏
究
費
補
助
金
・
基
盤
硏
究

(B
)﹁
公
共
知
の
形
成
︱
︱
東
西
比
�
に
よ
る
十
八
世
紀
學
の
展
開
﹂
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(代
表
者
：
金
城
學
院
大
學
・
高
橋
y
巳
)︑
同
じ
く
︑
基
盤
硏
究

(C
)﹁
考
證
學
︑
言
語
の
學
︑
そ
し
て
�
代
�
知
性
︱
︱
�
代
�
學

問
の
﹁
基
體
﹂
と
し
て
の
漢
學
の
學
問
方
法
﹂
(代
表
者
：
國
士
舘
大

學
・
竹
村
英
二
)︑
竝
び
に
︑
基
盤
硏
究

(C
)﹁
心
・
身
體
・
p
境
を

め
ぐ
る
﹁
仁
﹂
槪
念
の
再
檢
討
︱
︱
『朱
子
語
類
﹄
卷
4
～
6
を
中
心

に
﹂
(代
表
者
：
東
海
大
學
・
恩
田
裕
正
)
の
そ
れ
ぞ
れ
硏
究
分
擔
者

と
し
て
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
御
高
配
を
戴
い
た
關
係
の
諸
機
關
と

各
位
に
深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
︒二

〇
一
一
年
一
一
%

東
京

$
凡
社

A
五
É

五
三
六
頁

六
五
〇
〇
圓+

稅
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