
『
潜

夫

論
」
版
本
小
考

　
　
　
　
　
ー
特
に
元
大
徳
本
に
つ
い
て

池

田

秀

三

　
『
潜

夫

論
』
の
研
究
に
於
て
圧
継
培
の
箋
注
が
必
読
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
採
用
せ
る
底
本
巴
優
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

さ
と
校
訂
の
行
届
い
て
い
る
点
で
、
こ
の
注
氏
箋
本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
現
在
最
も
依
拠
す
る
に
足
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
そ
の
注
氏
の
基
い
た
底
本
は
元
刊
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
圧
氏
自
ら
序
し
て
云
う
、

　
　王
符

「翼
論
』
の
今
に
行
わ
る
る
者
に
・
明
の
程
栄
本
゜
何
鐘
却
『
何
本
は
程
よ
り
出
つ
れ
ば
・
異
同
・
為
・
ず
。
別

　
　
に

旧
本
有
り
、
　
『
白
虎
通
徳
論
』
　
『
風
俗
通
義
」
と
合
刻
せ
り
。
　
『
風
俗
通
義
』
巻
首
に
題
し
て
「
大
徳
新
刊
」
と
云
う
。
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
タ
リ

　
　
書

同
時
に
出
つ
れ
ば
、
蓋
し
元
刻
な
ら
ん
。
元
刻
文
字
、
程
本
に
視
べ
て
勝
れ
り
と
為
す
。
辺
議
・
巫
列
．
相
列
．
夢
列
．
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
難

の

諸
篇
、
簡
編
脱
乱
し
、
程
本
に
如
か
ず
。
其
の
務
本
・
遍
利
・
慎
微
・
交
際
・
明
忠
・
本
訓
・
徳
化
．
志
氏
姓
の
諸
篇
、

　
　
各
本
脱
乱
並
び
に
同
じ
。
…
…
是
の
本
、
元
刻
を
以
て
拠
と
為
し
、
其
の
別
本
及
び
他
書
引
く
所
を
以
て
改
補
す
る
者
は
、

　
　
「
旧
　
某
に
作
る
。
某
本
某
書
に
拠
り
て
改
む
。
」
「
旧
　
某
を
脱
す
。
某
本
某
書
に
拠
り
て
補
う
。
」
と
日
い
、
其
の
己
が
意
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
以
て

改
補
す

る
者
は
、
止
「
旧
　
某
を
脱
す
、
旧
　
某
に
作
る
。
」
と
日
う
の
み
。

と
。　

こ
の
よ
う
に
注
氏
自
ら
「
大
徳
新
刊
」
「
元
刻
」
と
明
記
し
て
い
る
上
に
ま
た
、
版
本
に
つ
い
て
の
権
威
的
工
具
書
た
る
部
慾
辰

『
四

庫
簡

明
目
録
標
注
」
・
莫
友
芝
『
部
亭
知
見
伝
本
書
目
」
お
よ
び
楊
立
誠
『
四
庫
目
略
』
の
『
潜
夫
論
」
の
項
に
も
、
大
徳
中
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に

『
白
虎
通
」
　
『
風
俗
通
」
と
合
刊
し
た
と
さ
れ
る
本
が
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
　
『
潜
夫
論
」
元
大
徳
本
の
存
在
は
何
ら
疑

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

③

う
こ
と
な
く
公
認
さ
れ
て
き
た
。

　
私

も
そ
の
存
在
を
信
じ
、
目
賭
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
内
外
の
主
要
漢
籍
所
蔵
機
関
の
目
録
を
通
覧
し
て
み
た
が
、
そ
の
い
ず
こ

に

も
元
大
徳
本
は
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
残
念
な
が
ら
亡
侠
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
と
、
今
度
は
清
代
の
家
蔵
書
目
を
中
心

と
し
て
明
よ
り
民
国
初
期
ま
で
の
目
録
類
を
一
渡
り
調
べ
て
み
た
が
、
元
大
徳
本
は
お
ろ
か
明
刊
の
覆
元
本
の
類
さ
え
一
向
に
見
出

す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
が
最
後
に
よ
う
や
く
唯
一
条
、
王
国
維
「
伝
書
堂
善
本
書
志
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ω

　
　
明
刊
本
　
王
符
　
明
嘉
隆
間
刊
本
。
与
大
徳
刊
白
虎
通
風
俗
通
行
款
同
。
蓋
亦
影
元
本
也
。

と
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
↓
旦
は
、
こ
の
伝
書
堂
本
の
底
本
こ
そ
注
氏
所
見
本
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

や

が

て

そ
の
表
現
の
曖
昧
な
る
と
根
拠
の
薄
弱
な
る
と
に
対
し
、
果
た
し
て
真
に
影
元
本
な
る
や
、
の
疑
問
を
抑
え
難
く
な
っ
た
。

王

氏
は

『
白
虎
通
徳
論
」
　
『
風
俗
通
義
』
元
大
徳
本
と
行
款
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
影
元
本
と
判
定
し
て
い
る
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
が
、
行
款
と
い
う
点
で
は
同
一
（
半
葉
九
行
、
行
十
七
字
）
の
『
両
京
遺
編
』
本
は
影
元
本
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
同
一

の

行
款

を
有
し
か
つ
影
元
本
に
非
ざ
る
版
本
が
存
在
す
る
以
上
、
影
元
本
に
非
ず
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
無
論
で
き
ぬ
と
し
て
も
、

行

款
の

一
致
の

み

を
以
て
直
ら
に
影
元
本
な
り
と
判
定
す
る
こ
と
も
ま
た
甚
だ
危
険
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
元
大
徳
中
に
三
書
が

合

刻
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
り
得
な
い
。
か
く
し
て
、
結
局
の
所
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
の
書
目
の
中
に
は
、
　
『
潜
夫
論
」
元
大

徳

本

の

存
在
を
明
確
に
伝
え
る
例
は
皆
無
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
合
刻
し
た
と
さ
れ
る
『
白
虎
通
徳
論
」
　
『
風
俗
通
義
』

二
書
の
元
大
徳
本
の
方
は
、
盟
鋪
『
鉄
琴
銅
剣
棲
蔵
書
目
録
」
に
併
せ
登
載
す
る
を
始
め
と
し
て
そ
れ
ら
の
書
目
に
数
多
く
著
録
さ

　
　
　
　
　
　
　
ω

れ

て

い
た

の

で

あ

る
。
是
に
於
て
私
は
、
　
『
潜
夫
論
」
元
大
徳
本
な
る
も
の
の
存
在
そ
の
も
の
に
疑
念
を
抱
く
に
至
っ
た
。

　

『
臼
虎
通
徳
論
」
　
『
風
俗
通
義
」
の
元
大
徳
本
は
旧
蔵
書
目
に
数
多
く
著
録
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
北
京
図
書
館
他
一
、
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二

の馨
館
に
現
蔵
さ
れ
て
も
㌔
ま
蔓
に
「
随
萎
氏
馨
続
編
」
な
ら
び
三
四
部
叢
刊
」
に
も
収
め
ら
れ
て
い
て
、
影

刊
影
印
と
は
い
え
簡
単
に
そ
の
も
と
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如
く
、
こ
の
両
者
が
そ
の
全
貌
を
今
に
伝
え
て
い
る
に

対

し
・
同
刻
で
あ
る
筈
の
『
潜
夫
論
』
だ
け
は
一
切
そ
の
跡
を
断
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
な
る
偶
然
、
　
「
潜
夫
論
』
の
不

運

と
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
疑
い
は
、
　
『
白
虎
通
徳
論
」
　
『
風
俗
通
義
』
の
出
版
経
過
を
知
る
に

及
ん

で

愈

々
濃
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
白
虎
通
徳
論
」
　
『
風
俗
通
義
』
の
元
大
徳
本
に
は
そ
れ
ぞ
れ
序
駿
が
あ
り
、
詳
細
な
る
出
版
事
情
が
知
ら
れ
る
。
　
（
こ
の
序
嚴

は

明
刊
諸
本
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
附
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
元
刊
本
自
体
は
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
元
大
徳

本
が
存
在
し
た
こ
と
は
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
も
両
書
と
『
潜
夫
論
』
は
明
瞭
な
る
対
照
を
為
す
。
）
そ
れ
に
よ

る
と
・
両
本
と
も
無
錫
県
学
で
刊
行
し
た
も
の
で
、
ま
ず
大
徳
九
年
に
州
守
劉
世
常
（
字
平
父
）
家
蔵
の
宋
監
本
を
用
い
て
『
白
虎

通
徳

論
』
が
刊
行
さ
れ
、
次
い
で
十
一
年
、
こ
れ
ま
た
宋
本
に
拠
っ
て
『
風
俗
通
義
」
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目

す

べ

き
は
『
風
俗
通
義
』
出
版
の
動
機
で
あ
る
。

　
大
徳

丁

未
（
十
一
年
）
中
和
節
の
日
附
を
有
す
る
李
果
の
『
風
俗
通
義
」
序
に

　
　
錫

学
撃
冒
虎
通
』
を
刊
せ
り
・
颪
俗
通
』
は
一
体
の
書
な
る
に
、
尚
隷
を
欠
く
。
三
衝
の
毛
希
聖
摯
え
来
り
て
経

　
　
を
横
に
す
。
錫
守
劉
平
父
一
見
し
、
此
を
以
て
之
を
勉
め
、
遂
に
梓
に
学
に
繍
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

と
あ
り
、
ま
た
大
徳
乙
巳
（
九
年
）
陽
月
の
謝
居
仁
序
に
引
く
李
晦
の
語
に

　
　
魯

斎
許
文
正
公
の
門
人
劉
平
父
世
常
、
来
り
て
吾
が
邦
に
守
た
り
。
嘗
て
『
白
虎
通
』
を
学
に
刊
せ
り
。
参
政
格
斎
厳
公
　
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た

　
　
首
に
題
す
。
方
に
未
だ
『
風
俗
通
』
を
得
て
以
て
二
書
を
完
く
せ
ざ
る
を
慮
る
に
、
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
某
の
子
元
昭
、

　
　
呉
洋

に

録
せ

ら
れ
、
之
を
館
下
生
に
得
て
以
て
帰
る
。
郡
博
士
遂
に
之
を
抄
し
、
将
に
併
せ
て
学
に
刻
さ
ん
と
す
。
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と
あ
る
。
　
『
風
俗
通
義
』
は
『
白
虎
通
徳
論
」
と
「
一
体
の
書
」
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
「
併
せ
刻
さ
」
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
出
版
は
、
　
「
白
虎
通
徳
論
』
刊
行
後
直
ち
に
企
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
本
の
行
款
字
体
は
悉
く
同
じ
い
。
そ
れ
は
合

刻
で
あ
る
以
上
当
然
で
は
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
形
態
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
根
本
的
意
味
に
於
て
も
こ
の
両
本
は
合
刻
と
称

す

る
に
足
る
。
そ
の
一
体
ぶ
り
を
謝
居
仁
は
、
張
華
の
語
を
引
き
「
神
物
終
合
」
と
ま
で
評
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
一
体
の
観
念

は

い

ず

こ
よ
り
生
じ
た
か
と
い
う
と
、
厳
度
の
『
白
虎
通
徳
論
」
序
に

　
　
漢
唐
書
籍
、
通
を
以
て
名
つ
く
る
者
五
あ
り
。
惟
『
白
虎
通
』
と
「
風
俗
通
」
と
の
み
世
に
行
わ
る
。

と
云
え
る
如
く
、
と
も
に
「
通
」
の
名
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
　
「
潜
夫
論
』
が
こ
の
両
書
と
合

刻
さ
れ
る
い
わ
れ
は
全
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
世
、
　
『
白
虎
通
』
　
『
風
俗
通
」
の
二
つ
が
合
刻
或
い
は
合
印
さ
れ
た
こ
と
は
幾
度

か

あ
る
が
、
三
つ
が
合
刻
さ
れ
た
例
は
絶
え
て
聞
か
な
い
。
以
上
の
理
由
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
宜
な
る
哉
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
同
時
に
合
刻
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
　
『
潜
夫
論
」
が
少
し
遅
れ
た
時
期
に
同
様
の
版
式
を
以

て

刊
行
さ
れ
た
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
。
が
そ
れ
な
ら
、
　
『
潜
夫
論
』
の
場
合
に
於
て
も
、
先
行
二
本
同
様
序
駿
に
そ
の
縁
起
を
記

し
て
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
が
、
注
継
培
の
見
た
本
に
は
序
祓
が
附
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
『
潜
夫
論
」
ば
か
り
で
は

な

い
、
　
『
白
虎
通
徳
論
」
に
も
『
風
俗
通
義
』
に
も
附
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
見
た
本
に
そ
れ
が
あ
っ
た
な
ら
、
も
っ

と
明
確
に
元
大
徳
本
と
断
定
し
た
筈
で
あ
り
、
　
『
風
俗
通
義
』
の
巻
頭
に
「
大
徳
新
刊
」
と
あ
る
か
ら
「
蓋
し
元
刻
な
ら
ん
」
と
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
oo

う
よ
う
な
曖
昧
な
言
い
方
を
す
る
わ
け
は
な
い
。
で
は
、
彼
の
見
た
本
で
は
序
駿
が
偶
々
欠
落
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
そ

う
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
が
、
清
代
の
書
目
に
著
録
さ
れ
る
『
白
虎
通
徳
論
』
　
『
風
俗
通
義
』
の
元
大
徳
本
の
大
半
に
序
祓
が

存

し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
小
さ
い
。
他
で
は
完
全
に
亡
侠
し
た
『
潜
夫
論
』
を
併
せ
有
す
る
ほ
ど
の
善
本

が
、
序
抜
だ
け
を
す
っ
ぱ
り
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
何
と
も
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
本
来
序
駿
を
有
せ
ざ
る
本
で
あ
っ
た
と
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考
え
る
方
が
は
る
か
に
勝
・
て
い
る
・
か
く
考
え
来
た
れ
ば
、
結
論
は
も
は
や
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
う
つ
。
す
な
わ
ち
、
ま
所

見
の

「
旧
本
」
は
元
大
徳
本
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
元
大
徳
本
な
ど
と
い
う
も
の
は
始
め
か
ら
存
在
し
な
い
。

そ
れ
で
は
・
『
四
庫
簡
明
目
録
標
柱
三
以
下
『
標
注
」
と
略
称
）
等
に
も
元
大
徳
本
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
，
つ
解
し
た
ら
よ

い

の

で

あ
ろ
う
か
・
次
に
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
標
注
』
の
該
項
の
全
文
を
原
文
の
咋
ま
左
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
元

大
徳

間
・
与
臼
虎
通
風
俗
通
合
刊
・
題
日
新
刻
三
種
。
漢
嚢
書
本
明
胡
維
新
両
京
遺
編
本
四
巻
又
明
刊
本
二
巻
湖

　
　覆
量
注
継
箋
注
本
・
朱
修
伯
日
・
注
因
可
箋
注
。
精
博
無
比
。
明
金
董
諒
刊
本
。
似
即
看
所
称
明
刊
本
。
此
其

　
　

最
善
者
。

こ
れ
ら
諸
本
の
う
ち
・
最
初
の
本
が
当
面
の
問
題
で
あ
る
。
元
い
か
に
も
実
吻
を
見
た
か
の
如
き
記
述
だ
が
、
実
は
そ
．
つ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
・
毘
が
実
見
し
た
版
本
だ
け
を
挙
げ
て
い
・
の
で
な
い
・
と
は
、
二
巻
㍗
あ
・
胡
維
新
『
両
京
遺
鯉
本
を
四
巻
と
誤
．

て

い

る
調
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
し
・
元
版
を
筆
頭
に
挙
げ
な
が
ら
、
張
氏
の
説
を
そ
の
ま
ま
採
．
て
明
刊
本
を
「
撃
口
」
と
称

し
て
い
る
の
も
三
奇
妙
で
あ
る
・
部
氏
が
元
大
徳
本
を
見
て
い
な
い
更
な
る
証
拠
は
、
『
白
虎
曇
』
扇
俗
通
墾
の
各
項
に

於
て

元

大
徳
本

な
い
し
倣
元
大
徳
本
の
類
を
挙
げ
な
が
ら
、
曇
夫
論
』
と
の
三
種
合
刻
本
に
つ
い
て
は
；
。
も
言
口
及
し
て
い
な
い

と
、
う
こ
と
で
あ
る
・
蓋
し
部
氏
は
涯
氏
自
序
の
文
に
よ
り
て
彼
の
如
く
著
録
し
、
更
に
私
意
も
て
「
題
日
新
刻
三
種
」
の
六
字
を

　
し

加

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
『
聾
』
す
ら
か
く
の
如
き
次
第
と
す
れ
ば
・
『
部
亭
知
見
伝
本
青
』
『
四
冒
略
』
に
著
録
す
る
元
大
葉
も
、
そ
の
実
見

せと
非
ざ
る
こ
麺
た
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
・
が
・
・
の
両
書
の
場
合
は
む
・
ろ
属
注
」
の
引
写
・
・
み
た
方
が
実
状
に
近

か

ろ
細
莫
氏
の
挙
げ
る
諸
本
は
・
元
大
葉
農
後
緩
く
順
序
変
更
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
藻
注
』
と
全
三
致
。

て

い

る
し
・
楊
氏
は
莫
氏
の
も
の
に
二
種
つ
け
加
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
両
氏
と
も
、
『
両
京
遺
編
』
本
を
四
巻
と
記
す
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誤

り
を
襲
っ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
な
お
楊
氏
は
「
題
日
新
刻
三
種
」
の
六
字
を
刷
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
圧
氏
自
序
に
そ
の
六
字

が

記

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
元
大
徳
本
に
対
す
る
疑
念
が
楊
氏
に
も
少
し
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
莫
氏
の
順

序
変
更

も
ま
た
そ
う
し
た
疑
念
の
現
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
　
「
標
注
」
等
に
於
け
る
元
大
徳
本
の
記
載

は
、
そ
の
存
在
に
対
す
る
疑
念
を
一
層
深
め
こ
そ
す
れ
、
証
明
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
さ
て
、
元
大
徳
本
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
注
氏
の
見
た
と
い
う
「
旧
本
」
は
い
か
な
る
版
本
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
探
求
が

次

の

課

題
で

あ

る
。
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
　
『
白
虎
通
徳
論
」
　
「
風
俗
通
義
』
　
「
潜
夫
論
』
の
三
書
を
合
刻
し
た
例
は
絶
え
て
聞
か

な

い
。
と
な
れ
ば
、
三
書
全
て
を
収
め
た
叢
書
の
離
れ
と
み
る
か
、
或
い
は
個
別
に
刊
行
さ
れ
た
三
本
が
一
同
に
集
ま
り
、
そ
の
行

款
．
字
体
．
紙
質
い
ず
れ
も
が
偶
然
に
も
一
致
し
て
い
た
た
め
合
峡
さ
れ
て
い
た
と
で
も
考
え
る
他
は
な
い
が
、
後
の
ケ
ー
ス
は
実

際

に

は

ま
ず
あ
り
得
ま
い
か
ら
、
結
局
は
前
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
刊
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
は
元
大
徳
よ
り

清

嘉
慶
に
至
る
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
旧
本
」
と
云
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
ま
ず
明
刊
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

か

く
対
象
を
絞
っ
て
く
れ
ば
、
答
は
す
ぐ
出
る
。
上
の
二
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
私
の
知
る
限
り
、
唯
一
つ
し
か
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
少
し
触
れ
た
胡
維
新
の
「
両
京
遺
編
」
　
（
以
下
『
遺
編
』
と
略
称
）
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
注
氏
所
見
本
が
『
遺
編
」
本
ら
し
い
と
想
到
し
た
と
き
、
私
は
当
初
よ
り
の
疑
問
が
晴
れ
た
思
い
が
し
た
。
そ
の
疑

問

と
は
、
圧
氏
が
世
に
行
わ
る
る
本
と
し
て
程
本
・
何
本
の
み
を
挙
げ
、
　
「
遺
編
」
本
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
遺

編
」
本
は
な
る
ほ
ど
程
．
何
両
本
ほ
ど
通
行
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
諸
家
の
書
目
に
も
数
多
く
著
録
せ
ら
れ
、
ま
た
現
在
で

も
割
合
簡
単
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
行
本
に
近
い
版
本
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
狂
氏
が
必
ず
見
て
い
な

・
れ
ば
な
ら
ぬ
・
い
う
・
・
に
は
勿
論
な
ら
な
い
が
・
元
大
徳
本
を
所
蔵
し
て
い
“
ど
の
者
が
・
「
遣
編
』
を
見
て
い
な
か
・
た

の
は

何

と
し
て
も
奇
妙
で
あ
る
。
が
そ
れ
も
、
　
『
遺
編
」
本
を
元
大
徳
本
と
錯
覚
し
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
　
一
応
納
得
が
い
く
。
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「
遺

編
」
に
は
三
書
が
全
て
収
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
序
列
上
も
こ
の
三
書
は
並
ん
で
い
る
。
即
ち
『
白
虎
通
徳
論
』

よ
り
「
潜
夫
論
』
、
し
か
し
て
『
仲
長
統
論
』
を
挾
ん
で
『
風
俗
通
義
」
と
続
く
の
で
あ
る
。
　
「
白
虎
通
徳
論
」
よ
り
『
風
俗
通
義
」

に

至

る
　
団
が
離
れ
と
な
り
、
そ
し
て
更
に
そ
こ
か
ら
「
仲
長
統
論
」
が
欠
落
し
た
、
圧
氏
の
見
た
本
は
か
か
る
経
過
を
た
ど
っ
た

本
で

は

な

か

っ

た

か

と
思
わ
れ
る
。
い
か
に
も
都
合
の
よ
い
推
測
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
な
が
ち
根
拠

の

な
い
話
で
は
な
い
。
叢
書
の
分
離
は
ご
く
普
通
の
現
象
で
あ
る
し
、
　
「
遺
編
』
に
そ
う
し
た
離
れ
本
が
多
い
こ
と
は
、
目
録
等
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
⑰

通

覧
す
れ
ば
す
ぐ
気
づ
か
れ
る
事
実
で
あ
る
。
　
『
潜
夫
論
」
の
離
れ
も
実
際
に
存
す
る
。
従
っ
て
、
　
『
白
虎
通
徳
論
』
よ
り
『
風
俗

通

義
』
ま
で
の
部
分
が
離
れ
る
こ
と
は
充
分
に
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
「
仲
長
統
論
」
だ
け
が
欠
落
し
た
と
考
え

る
の
も
、
ま
た
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
、
　
『
仲
長
統
論
」
は
他
の
三
書
に
比
し
て
分
量
が
非
常
に
少
な
い
か
ら
で

あ
る
。
特
に
、
も
し
一
書
ご
と
に
装
釘
し
て
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
欠
落
の
可
能
性
は
よ
り
高
ま
ろ
う
。
以
上
で
、
三
書
合
刻
に
つ
い

て

の
説

明
は
つ
い
た
も
の
と
思
う
。

　
『
遺

編
」
本
が
注
氏
所
見
本
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
に
足
る
根
拠
は
、
上
記
以
外
に
も
な
お
二
、
三
あ
る
。
そ
の
一
は
、
　
「
風
俗

通

義
』
目
録
の
首
行
に
「
大
徳
新
刊
校
正
風
俗
通
義
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
圧
氏
自
序
に
、
辺
議
．
巫
列
．
相
列
．

夢

列
・
釈
難
諸
篇
に
簡
編
の
脱
乱
あ
り
と
あ
る
が
、
　
『
遺
編
』
本
の
こ
れ
ら
の
諸
篇
に
は
確
か
に
他
本
に
は
見
え
な
い
脱
乱
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
圧
氏
の
挙
げ
な
い
交
際
篇
に
も
同
様
の
脱
乱
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
下
の
各
本
共
通
の
脱
乱
諸
篇
中
に
交

際
篇
が
出
て
く
る
た
め
の
書
落
し
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
注
氏
所
見
本
に
序
駿
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
既
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
　
『
遺
編
』
本
の
三
書
に
は
ま
さ
し
く
序
駿
が
な
い
。
根
拠
の
第
三
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
『
遺
編
」
本
は
江
氏
所
見
本
た
る
基
本
条
件
を
全
て
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
否
定
的
要
素
も
無
い
わ
け
で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑱

は

な
い
。
そ
の
一
は
、
　
『
白
虎
通
徳
論
』
の
巻
端
に
「
明
楊
砧
校
」
の
四
字
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
底
本
か
ら
し
て
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既
に

明
刊
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
　
『
遺
編
』
本
『
白
虎
通
徳
論
』
の
元
刊
に
非
ざ
る
こ
と
は
勿
論
、
ひ
い
て
は
『
潜
夫
論
」
　
『
風

俗
通

義
」
の
元
刊
に
非
ざ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
涯
氏
の
見
た
の
が
『
遣
編
」
本
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ

の

四

字
を
見
落
し
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
が
、
巻
中
な
ら
と
に
も
か
く
、
巻
端
に
あ
る
も
の
を
見
落
す
な
ど
常
識
で
は
考
え
ら

れ

な

い
。
更
な
る
そ
し
て
よ
り
重
大
な
る
疑
問
は
、
「
遺
編
」
は
字
体
等
か
ら
容
易
に
明
刊
、
そ
れ
も
嘉
靖
以
降
の
刊
本
（
実
際
の

刊
行
は
万
暦
十
年
）
で
あ
る
こ
と
が
判
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
『
遺
編
』
は
明
版
の
中
で
は
精
な
る
も
の
と
称
揚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
09

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
文
字
は
程
本
に
視
べ
て
勝
」
っ
て
は
い
る
が
、
元
版
と
誤
認
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
絶
対
に
な
い
。
ま
た
、

『
白
虎
通
徳
論
』
『
風
俗
通
義
」
元
大
徳
本
と
行
款
を
同
じ
く
す
る
大
字
本
で
、
版
心
の
下
部
に
刻
工
の
名
を
記
し
、
　
『
潜
夫
論
」

に

於

て

は

巻
第
幾
の
次
に
篇
目
を
並
記
す
る
と
い
っ
た
旧
本
的
形
態
を
存
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
以
て
直
ち
に
元
版
と
見
な
し
得

ぬ

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
序
に
は
「
大
徳
新
刊
」
と
あ
る
か
ら
「
元
刻
」
と
判
定
し
た
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
、
も
し
本
当

に

そ
れ
だ
け
で
即
断
し
た
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
言
語
道
断
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
注
釈
を
著
す
人
が
そ
ん
な
初
歩
的
な
ミ
ス
を

犯

す

こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
。
ど
う
や
ら
話
は
六
分
四
分
近
く
ま
で
戻
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
是
非
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
外
面
的
傍
証
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
　
『
遺
編
』
本
か
否
か
の
決
定
は
、
よ
り

根
本
的
な
本
文
異
同
の
検
討
を
侯
っ
て
始
め
て
下
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
。
以
下
そ
の
検
討
を
し
て
み

た
い
の
で
あ
る
が
、
叙
述
の
都
合
上
、
そ
の
前
に
『
遺
編
』
本
の
底
本
に
つ
い
て
調
べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

『
遣

編
」
本
の
底
本
を
推
定
す
る
手
掛
り
は
脱
乱
で
あ
る
。
　
『
遺
篇
』
本
に
は
上
述
の
如
く
、
辺
議
等
数
篇
に
脱
乱
が
あ
る
が
、

そ
の
脱
乱
は
全
て
三
百
六
十
字
つ
つ
で
あ
り
、
相
互
に
入
れ
換
え
れ
ば
直
ら
に
原
形
に
復
し
得
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
脱

乱

は

文

字
通
り
の
錯
簡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
底
本
の
探
索
は
簡
単
で
、
錯
簡
部
分
を
ち
ょ
う
ど
一
葉
に
収
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
o

い

る
本
を
見
つ
け
れ
ば
よ
い
。
か
く
し
て
求
ま
る
の
が
「
四
部
叢
刊
』
本
、
即
ち
「
影
宋
精
妙
本
」
と
称
さ
れ
て
い
る
本
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
こ
れ
は
順
治
五
年
に
鴻
寄
家
が
妙
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
底
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
求
む
べ
き
は
、
鷹
氏
の
拠
り
て

紗
せ

し
所
の
本
で
あ
る
。
薦
氏
自
祓
に

　
　
沈
与
文
蔵
す

る
所
の
宋
板
翻
刻
本
を
得
、
因
り
て
工
に
命
じ
て
此
の
書
を
印
抄
せ
し
む
。

と
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
翻
宋
本
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
ま
ず
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
沈
氏
旧
蔵
本
は
後
に
黄
　
烈
の
所
蔵

と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
更
に
転
じ
て
麗
鋪
の
手
に
帰
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
逓
蔵
の
跡
は
、
『
士
礼
居
題
祓
記
」
巻

三

（
又

『
尭
圃
蔵
書
題
識
』
巻
四
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
む

　
　
明
刻
本
。
　
『
潜
夫
論
』
、
此
の
本
を
以
て
最
古
と
為
す
。
明
人
の
蔵
奔
、
率
ね
此
を
用
て
す
。
余
が
旧
蔵
本
は
、
沈
与
文
．
呉

　
　
曲
の
蔵
せ
し
所
に
し
て
、
薦
己
蒼
蔵
す
る
所
は
、
即
ち
此
よ
り
出
づ
。

と
あ
る
の
や
、
『
鉄
琴
銅
剣
棲
蔵
書
目
録
」
巻
十
三
に

　
　此
の

本
・
明
初
重
刻
宋
本
よ
り
蜘
つ
・
今
蓼
程
本
を
以
て
相
校
す
乏
・
勝
れ
・
処
甚
だ
多
・
．
…
誓
羅
葵
川

　
　
呉

氏
収
蔵

図
書
」
「
士
礼
居
蔵
」
「
海
蜜
陳
纏
観
」
の
諸
朱
記
有
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
そ
の
刊
行
が
明
代
初
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
明
初
刊
翻
宋
本
は
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
張
金
吾
『
愛
日
精
盧
蔵
書
志
』
や
丁
丙
『
善
本

書
室

蔵
書
志
西
著
璽
れ
る
他
・
董
鐸
『
木
犀
護
蔵
旧
本
冒
』
・
王
修
『
諮
覆
§
』
麓
見
え
・
；
刊
本
L
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

板

ら
し
い
。
因
に
、
黄
　
烈
は
沈
氏
本
を
手
放
し
た
後
に
、
ま
た
別
の
同
板
一
部
を
購
入
し
て
い
る
。

　
以

上
、
　
『
遺
編
」
本
の
底
本
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
明
初
刊
翻
宋
本
が
そ
れ
に
当
る
こ
と
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ

た
と
思
う
。
刊
行
時
期
か
ら
言
っ
て
も
、
普
及
度
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
こ
と
に
底
本
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
も
う
こ
れ
以
上
の
考

証

は

蛇

足

と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
が
、
念
の
た
め
『
遺
編
』
本
と
明
初
刊
翻
宋
本
（
『
四
部
叢
刊
』
本
に
て
代
用
）
と
の
比
較
を
し
て
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お

こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
ま
ず
版
式
で
あ
る
が
、
巻
端
第
一
行
目
、
「
潜
夫
論
巻
第
幾
」
の
下
に
「
王
符
」
の
二
字
の
み
を
挙
げ
、
次
行
よ
り
「
某
某
第
幾
」

と
篇
名
を
並
記
し
て
正
文
に
続
け
る
と
い
う
重
要
な
一
致
が
見
ら
れ
る
。
篇
名
の
頂
格
と
低
格
、
巻
末
の
終
字
の
有
無
等
の
少
異
は

あ
る
が
、
厳
密
な
覆
刻
で
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
巻
第
十
叙
録
に
於
て
は
、
篇
ご
と
に
改
行
す

る
と
い
う
こ
れ
ま
た
重
要
な
一
致
が
あ
る
。
但
、
『
遺
編
」
本
で
は
務
本
第
二
の
み
改
行
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
翻
宋
本
を
一
見

す

れ
ば

す

ぐ
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
翻
宋
本
で
偶
々
讃
学
第
一
が
行
末
に
来
た
た
め
の
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
両
者
の
親
近
性
を
明

示

す
る
も
の
と
言
え
る
。
次
に
本
文
異
同
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
両
本
の
本
文
は
同
一
系
統
な
り
と

断
言
で
き
る
。
勿
論
完
全
に
［
致
し
て
は
い
ず
、
そ
の
間
に
数
ケ
条
の
異
同
は
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
明
白
な
る
誤
刻
で
あ
る

し
、
そ
も
そ
も
重
刊
本
に
は
こ
の
程
度
の
異
同
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
許
容
範
囲
内
で
あ
り
、
底
本
で
あ
る
こ
と
を
く
つ
が

え
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
否
定
的
材
料
は
無
視
し
得
る
程
度
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
肯
定
的
方
向
に
は
有
力
な
る
材
料

が

存
在
す

る
。
そ
れ
は
字
体
で
あ
る
。
翻
宋
本
に
は
彩
し
い
数
の
俗
字
が
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
多
く
は
ま
た
正
字
と
混
用

さ
れ
て
い
る
。
　
「
遺
編
」
本
に
於
て
は
、
翻
宋
本
に
見
ゆ
る
俗
字
は
大
体
そ
の
ま
ま
の
形
で
刻
し
て
お
り
、
正
俗
の
混
用
に
つ
い
て

も
三
分
の
二
以
上
一
致
し
て
い
る
。
翻
宋
本
で
は
ま
た
於
・
子
、
修
・
脩
、
惟
・
唯
等
を
混
え
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
使
い
分
け
に

つ

い

て

も
『
遣
編
』
本
は
翻
宋
本
と
ほ
ぼ
全
て
合
致
す
る
。
更
に
重
要
な
の
は
、
　
「
遺
編
」
本
が
桓
・
恒
・
匡
等
を
欠
画
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
に
れ
は
宋
本
よ
り
踏
襲
し
た
も
の
に
相
違
な
く
、
こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
底
本
が
翻
宋
本
で
あ
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
ぽ

承
認

さ
れ
よ
う
。
残
る
問
題
は
、
　
『
遺
編
」
本
に
は
空
格
が
非
常
に
多
く
、
影
宋
紗
本
に
な
い
空
格
が
二
十
七
個
所
も
あ
る
こ
と
で

あ

る
が
、
こ
れ
は
底
本
の
破
損
が
甚
だ
し
か
っ
た
た
め
と
考
え
れ
ば
す
む
。
二
十
七
の
空
格
の
う
ち
、
四
隅
に
在
る
も
の
六
、
首
末

行

に

在
る
も
の
二
、
一
線
に
並
ぶ
も
の
三
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
推
測
を
裏
づ
け
よ
う
。
こ
こ
に
『
遺
編
』
本
の
底
本
が
明
初
刊
翻
宋
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本
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
た
。

話

を
『
遺
編
』
本
と
江
氏
箋
本
の
本
文
比
較
に
戻
そ
う
。
涯
氏
が
「
旧
作
某
」
這
脱
某
」
等
に
よ
．
咬
異
同
を
掲
著
せ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

凡
て

四

百
四
＋
三
条
・
そ
の
う
ち
『
遺
編
』
本
と
合
致
す
る
も
の
四
百
三
＋
三
条
、
合
わ
ざ
る
も
の
＋
条
で
あ
る
。
△
口
わ
な
い
条
が

予
想
外
に
多
い
・
程
本
と
合
わ
ず
し
て
肩
本
L
に
合
・
え
る
も
の
が
六
＋
一
条
も
あ
る
・
と
か
ら
み
て
、
『
遣
編
』
本
が
肩
本
」

罪
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
も
し
・
れ
が
底
本
を
議
し
て
い
る
場
合
な
ら
、
問
題
は
即
解
決
で
あ
る
．
だ
が
、
見

た

本

か

否
か
を
決
め
よ
う
と
い
う
と
き
に
は
、
近
い
と
い
う
だ
け
で
は
不
＋
分
で
、
原
則
と
し
て
完
全
に
薮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・
琵
所
見
本
が
『
遣
編
」
本
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
極
め
て
困
警
る
事
態
置
面
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

実

は

『
遺

編
」
本
と
箋
本
と
の
間
に
は
、
更
に
箋
注
の
附
さ
れ
て
い
な
い
、
或
い
は
附
さ
れ
て
い
て
も
校
語
は
記
さ
れ
て
い
な
い
ー

つ

ま
り
這
本
L
の
本
文
そ
の
ま
ま
で
あ
る
筈
の
1
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
文
字
の
異
同
が
あ
る
個
所
が
数
＋
個
所
も
存
在
し
て

い

る
の
で
あ
り
・
讃
は
益
々
悪
化
す
る
・
で
は
、
か
の
推
定
は
も
は
や
放
琴
る
他
は
な
い
の
で
あ
ろ
・
つ
か
。
然
り
、
客
観
的
立

場
か

ら
言
え
ば
・
放
棄
す
る
の
が
順
当
な
い
し
は
轟
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
保
留
は
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

一 25一

本

稿
は

始
め

こ
こ
で
・
即
ち
涯
氏
所
見
本
は
不
明
と
い
う
墾
珊
の
ま
ま
終
．
て
い
た
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
現
在
の
私
は
、
偏

見
な

い

し
は
主
観
的
心
証
に
過
ぎ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
・
と
を
承
知
の
上
で
、
敢
え
て
狂
氏
所
見
本
は
『
遣
編
』
本
で
あ
る
と
い
．
つ
説

を
固
持
し
た
い
・
亘
あ
き
ら
め
か
け
た
私
亀
び
か
よ
う
な
確
信
を
抱
か
し
め
た
新
た
な
る
き
っ
か
け
は
、
『
続
修
四
庫
全
書
提

要
』
　
（
以
下
『
提
要
』
と
略
称
）
の
次
の
如
き
記
述
で
あ
っ
た
。
曰
く
、

　
　其
の

間
パ
し
く
差
失
有
る
は
・
変
免
れ
誓
所
な
り
。
即
ち
讃
学
蓼
以
て
之
を
論
ぜ
ん
。
「
是
の
故
警
．
景
の
才
、

　
　
視
◆
匡
の
志
無
く
し
て
・
而
も
強
い
て
身
を
損
て
家
を
出
で
、
日
を
師
門
撮
し
う
す
る
者
」
の
「
身
を
損
て
家
を
出
三
は
、



　
　
当
に
蒙
を
損
て
身
を
出
だ
し
L
に
作
る
べ
し
。
果
た
し
て
今
本
の
如
く
ば
、
則
ち
箋
文
と
合
わ
ず
・
「
凡
工
妄
匠
・
規
を
執
り

　
　
矩
を
乗
る
」
の
摯
空
格
。
箋
に
呑
つ
、
程
本
執
に
作
る
、
蓋
し
意
を
以
て
之
を
補
う
な
ら
ん
・
と
・
然
れ
ど
も
述
古
着
本

　
　
も
亦
た
執
に
作
れ
ば
、
意
を
以
て
樋
つ
に
非
ざ
る
に
似
た
り
。
又
た
述
赦
篇
に
「
是
共
緩
覆
冤
し
・
罪
法
を
証
奏
し

　
　
て
、
主
上
を
し
て
妄
に
曜
を
行
わ
令
め
ん
と
す
云
云
」
と
あ
る
が
若
き
、
此
の
本
令
を
今
に
作
る
も
・
亦
た
委
箋
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

　
　
せ

ざ
れ
ば
、
知
ら
ず
、
今
に
作
る
の
是
に
し
て
、
令
に
作
る
の
非
な
る
を
。

と
。
か
な
り
遠
慮
し
た
言
い
方
で
あ
る
が
、
「
提
要
』
が
箋
本
に
讃
お
よ
び
無
断
の
改
訂
あ
る
を
疑
・
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ

。
。
本
々
、
情
況
証
拠
の
点
で
は
有
利
な
の
で
あ
る
。
従
．
て
、
も
し
箋
本
に
讃
お
よ
び
無
断
の
改
訂
が
あ
る
ξ
が
確
認
さ
れ

れ

ば
、
『
遺
編
』
本
底
本
説
は
復
権
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
今
、
・
の
『
提
警
の
問
題
提
起
を
も
と
に
蓼
進
め
る
こ
と
と
し
よ

う
。
ま
ず
、
よ
り
客
観
的
比
較
の
容
易
な
空
格
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。

注
氏
の

注
記
す・
「
旧
本
」
の
空
格
は
全
部
で
二
＋
一
二
条
あ
㍉
そ
の
個
所
は
曇
」
歪
於
て
も
全
て
空
格
妄
っ
て
い

る
。
と
。
ろ
で
『
遣
編
』
本
の
空
格
は
全
部
で
二
＋
七
で
あ
る
か
ら
、
空
格
に
関
し
て
は
一
応
両
本
同
じ
と
判
断
し
て
よ
い
・
が
・

前
述
し
た
よ
．
つ
に
、
『
遺
麺
本
の
空
格
は
そ
の
底
本
の
破
損
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
同
歪
固
有
の
も
の
で
あ
三
と
す
れ
ば
・

肩
本
」
が
『
遺
編
」
本
そ
の
も
の
で
な
い
限
り
、
「
旧
本
」
の
底
本
と
「
遺
墾
本
の
そ
れ
と
が
偶
然
に
も
同
三
あ
・
た
と
い

，

つ
こ
と
に
な
る
が
、
話
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
と
し
て
も
、
現
実
に
は
ま
ず
あ
り
得
ま
い
。
そ
れ
に
、
二
度
に
わ
た
・
て
辺
議
篇
等

の
錯

簡
寛
逃
さ
れ
た
と
も
考
え
難
い
。
「
遣
編
」
本
の
重
刊
本
で
も
想
定
す
る
方
が
差
し
も
だ
が
・
そ
れ
は
三
書
合
刻
の
基
本

条
件
に
抵
触
す
る
し
、
時
期
的
に
も
困
難
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
残
る
答
は
唯
；
、
肩
本
」
イ
〒
ル
『
遺
編
」
本
で
あ
る
・

か

く
結
論
が
定
ま
れ
ば
、
箋
本
で
空
格
に
な
っ
て
い
な
い
四
個
所
に
つ
い
て
は
、
涯
氏
が
無
断
で
填
め
た
と
考
え
る
よ
り
し
よ
う
が

な

い
。
或
い
は
単
純
な
注
記
の
し
忘
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
無
断
の
改
訂
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
・
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か

く
の
如
く
、
注
氏
箋
本
の
本
文
は
「
旧
本
」
の
ま
ま
で
は
な
く
、
無
断
に
改
訂
し
た
所
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

が
・
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、
空
格
以
外
の
、
旺
氏
の
注
記
な
く
し
て
両
本
合
わ
ざ
る
個

所

も
・
同
様
に
無
断
に
改
訂
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と
・
ろ
で
、
そ
れ
ら
箋
本
と
『
遺
編
』
本
の

不
合

個
所

を
程
本
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
半
数
は
箋
本
と
合
い
、
半
数
は
『
遺
編
』
本
と
合
う
。
そ
し
て
、
箋
本
と
△
口
・
つ
の
は
、

『
遣

編
』
本
で
其
゜
又
自
と
あ
る
を
箋
・
程
本
で
は
号
文
・
自
に
作
る
と
い
っ
た
形
近
き
の
字
で
あ
っ
て
、
し
か
も
『
遺
編
』

本

の

説
で

あ

る
こ
と
が
明
白
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
従
．
て
こ
の
類
に
属
す
る
異
同
は
、
注
氏
が
程
本
に
従
．
て
改
め
た
こ
と
に

よ
・
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、
注
記
が
な
く
と
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
。
箋
本
に
於
て
は
噂
は
使
用
さ
れ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

ま
た
混
用
字
も
一
方
（
於
・
修
・
惟
）
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
涯
氏
の
注
記
の
規
準
が
知
ら
れ
よ
う
。

問
題
は
・
『
遣
編
』
本
と
程
本
と
が
藪
す
る
も
う
桓
の
方
で
あ
る
。
箋
注
で
程
本
に
言
及
し
な
い
の
は
、
「
旧
本
」
の
本
文

が

勝

る
と
判
断
し
た
故
に
、
よ
り
劣
る
程
本
に
つ
い
て
は
わ
ざ
わ
ざ
言
を
費
や
さ
な
か
．
た
の
に
違
い
な
い
が
、
一
方
「
程
本
作
某
。

誤

」
と
云
う
が
如
き
校
語
を
附
し
て
い
る
個
所
も
少
な
く
な
い
点
か
ら
み
て
、
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
注
記
を
加
え
て
い
る
も

の

と
考
え
ら
れ
る
・
と
す
れ
ば
、
こ
の
類
に
つ
い
て
は
、
注
記
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
に
、
諸
本
全
て
「
正
列
」

に

作

れ

る
を
・
箋
本
独
り
「
巫
列
」
と
為
す
が
如
き
は
、
何
と
し
て
も
注
記
の
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
る
。
篇
名
の
異
同
と
い
う

重

要
な

問
題
を
注
記
不
要
と
見
な
す
筈
は
な
い
か
ら
、
注
記
し
忘
れ
た
詣
違
な
い
が
、
篇
名
す
ら
か
よ
・
つ
に
不
注
意
に
扱
．
て
い

る
と
す
れ
ば
・
況
ん
や
単
な
る
文
字
の
異
同
に
於
て
お
や
。
全
て
注
記
洩
れ
と
考
え
た
と
て
、
決
し
て
武
断
に
は
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
注
記
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
直
視
す
れ
ば
、
注
記
洩
れ
は
何
も
程
本
に
つ
い
て
の
も
の
と
限
る
必
要
の
な
い

こ
と
に
気
づ
こ
う
・
す
な
わ
ち
・
「
旧
本
」
に
つ
い
て
の
注
記
、
例
え
ば
「
旧
作
某
」
が
洩
れ
た
と
考
え
て
も
、
何
の
不
都
△
口
も
な

い

わ

け
で
あ
り
・
更
に
は
注
氏
の
注
記
せ
ざ
る
箋
本
と
『
遺
編
』
本
の
異
同
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
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然

ら
ば
圧
氏
の
掲
著
せ
る
「
旧
本
」
と
異
な
る
十
条
に
つ
い
て
は
何
如
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
実
は
程
本
を
「
旧
本
」
と
取
り
違
え

た
と
い
う
有
力
な
解
釈
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
注
氏
自
身
の
明
記
が
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
そ
れ
を
認
め
る
他
は
な
く
、
そ
の

解

釈

も
所
詮
は
臆
説
の
域
を
出
な
い
。
前
に
主
観
的
心
証
と
称
し
た
所
以
で
あ
る
。
従
．
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
贅
説
を
避
け

る
こ
と
と
す
る
が
、
た
と
え
い
か
な
る
解
釈
も
不
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
な
お
注
氏
所
見
本
は
『
遺
編
」
本
で
あ
っ
た
と
信

ず
る
。
全
体
的
覧
て
、
肯
定
面
の
方
が
大
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
私
見
、
真
の
当
否
は
読
者
の
判
断

に

委
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。

｝王ω
圧
継
培

箋
に
は
原
刻
の
湖
誓
警
本
の
他
、
思
賢
講
舎
本
山
部
備
要
李
警
集
成
本
（
国
学
基
本
誓
本
）
°
諸
子
集
成
本
（
学
術
名
著

本
）
．
上
海
古
籍
出
版
社
標
点
本
が
あ
る
。
本
稿
で
は
湖
橿
本
を
用
い
た
が
、
他
の
諸
本
も
全
て
湖
海
棲
本
に
依
拠
し
て
お
り
・
葦
の
誤
植

　
を
度
外
視
す
れ
ば
、
本
文
自
体
は
同
一
で
あ
る
。
但
し
、
出
版
様
式
に
は
か
な
り
相
異
が
あ
り
、
特
に
標
点
本
は
段
落
等
に
問
題
が
多
い
。
な
お
・

王

紹

蘭
序
の
あ
る
も
の
（
思
賢
講
舎
本
・
叢
書
集
成
本
）
と
な
い
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
湖
薩
本
そ
の
も
の
に
有
無
二
種
あ
る
の

　
に
よ
る
ら
し
い
。

②

「
何竃
」
は
局
允
中
本
」
と
あ
る
べ
き
と
・
ろ
。
何
允
中
「
広
漢
魏
馨
』
序
に
「
叢
書
彙
自
括
蒼
何
先
生
鐘
・
版
行
則
新
安
程
氏
・
」
と
あ

る
如
く
、
何
鐘
は
原
輯
者
で
あ
。
て
刊
行
者
で
は
な
く
、
従
っ
て
何
鐘
本
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
・
『
漢
魏
叢
置
の
出
版
事
情
に
つ
い
て
は

岡

本
保
孝
の
湊
魏
馨
縁
起
」
（
「
況
斎
雑
著
」
第
一
九
二
冊
－
静
嘉
堂
文
庫
蔵
稿
ド
、
又
「
況
斎
叢
書
』
第
三
＋
六
冊
所
収
⊥
示
都
大
学

附

属
図
書
館
蔵
抄
本
｜
）
に
詳
し
い
が
、
こ
の
匡
の
脊
義
に
量
に
「
本
末
源
流
タ
カ
ヘ
ル
ナ
リ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
・
も
・
と
も
こ
の

　
誤
解

は
、
圧
氏
の
み
な
ら
ず
、
諸
家
の
論
中
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。

③
曇
夫
論
通
検
」
凡
例
に
、
諸
本
の
一
と
し
て
元
大
徳
本
を
挙
げ
て
い
る
の
が
そ
の
一
例
。
ま
た
『
続
修
四
庫
全
書
提
要
』
の
『
潜
夫
論
箋
」
の
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項

も
、
元
大
徳
本
に
依
拠
し
た
と
あ
る
に
つ
い
て
は
何
も
論
評
を
加
え
て
い
な
い
。

㈲
蒋
汝

藻
「
伝
書
堂
善
本
書
目
』
に
は
「
明
嘉
靖
刻
本
」
を
著
録
す
る
だ
け
で
、
こ
の
本
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
補
遺
』
に
も
見
え
な
い
。

㈲
同
一
行
款
か
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
他
に
周
星
治
原
撰
、
羅
振
常
重
編
「
伝
忠
堂
書
目
』
お
よ
び
蒋
鳳
藻
「
秦
漢
十
印
斎
書
目
」
に
著
録
す
る

　
「
（
明
嘉
靖
）
文
始
堂
刊
本
」
が
あ
る
。
文
始
堂
本
と
言
え
ば
嘉
靖
中
刊
の
『
申
馨
』
が
有
名
で
あ
る
が
、
『
潜
夫
論
』
に
つ
い
て
は
余
り
知
ら

　
れ

て

い
な

い
。
従
っ
て
確
信
が
持
て
な
い
の
で
注
記
す
る
に
止
め
る
が
、
か
く
明
記
し
て
あ
る
か
ら
に
は
、
『
申
襲
』
と
同
じ
く
半
葉
九
行
行
十

　
七
字
で
あ

っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

⑥

「
両

京
遺
編
』
本
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
な
お
参
考
の
た
め
に
注
記
す
れ
ば
、
伝
書
堂
所
蔵
「
両
京
遺
編
』
に
は
「
潜
夫
論
』
が
欠
け
て
い
る
。

⑦

「
白
虎
通
徳
論
』
は
、
張
金
吾
『
愛
日
精
盧
蔵
書
志
」
・
陸
心
源
「
語
宋
縷
蔵
書
志
』
お
よ
び
「
儀
顧
堂
題
祓
』
・
『
伝
書
堂
善
本
書
目
』
お
よ
び

　
『
伝

書
堂
善
本
書
志
』
・
傅
増
湘
「
隻
鑑
棲
善
本
書
目
』
（
「
四
部
叢
刊
」
本
の
底
本
）
　
・
莫
伯
殴
『
五
十
万
巻
棲
蔵
書
目
録
初
編
』
等
に
、

　
「
風
俗
通

義
』
は
、
院
元
輯
「
天
一
閣
書
目
』
・
黄
　
烈
『
士
礼
居
蔵
書
題
祓
記
」
お
よ
び
『
莞
圃
蔵
書
題
識
』
・
潜
祖
蔭
「
傍
記
斎
蔵
書
記
』

　
（
？
）
等
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
な
お
数
種
「
元
大
徳
本
」
を
著
録
す
る
書
目
が
あ
る
が
、
巻
数
（
と
も
に
十
巻
）
や

　
行

款
か
ら
み
て
明
ら
か
に
別
本
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
省
略
す
る
。

⑧
「
北
京
図
書
館
善
本
書
目
」
巻
四
子
部
上
に
、
『
白
虎
通
徳
論
』
二
部
、
『
風
俗
通
義
」
一
部
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
　
（
以
下
、
北
京
図
書
館
所

　
蔵

書
に
つ
い
て
は
こ
の
書
に
拠
る
。
）
『
白
虎
通
徳
論
』
は
上
海
図
書
館
お
よ
び
静
嘉
堂
文
庫
（
陸
心
源
旧
蔵
本
）
に
、
『
風
俗
通
義
』
は
台
北
国

　
立

中
央
図
書
館
（
残
巻
第
八
至
第
十
、
旧
北
平
図
書
館
蔵
本
）
に
そ
れ
ぞ
れ
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

⑨
羅
振
常
『
善
本
書
所
見
録
』
巻
三
所
録
「
風
俗
通
義
」
（
元
大
徳
本
）
の
項
引
く
劉
燕
庭
識
語
に
、
　
「
李
晦
。
初
名
燧
。
蔵
淳
進
士
。
嘗
従
外
家
尤

　
氏
抄
本
最
富
。
自
号
恵
泉
散
人
。
著
有
顕
翁
記
聞
・
李
姓
源
流
・
白
虎
通
風
俗
通
校
正
諸
書
。
見
無
錫
県
志
。
」
と
あ
る
。
『
潜
夫
論
」
の
校
正
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
な
い
こ
と
に
注
意
。
な
お
こ
の
本
は
、
　
「
第
一
巻
題
日
大
徳
丁
未
重
刊
風
俗
通
議
○
○
（
篇
名
）
第
幾
。
書
口
則
分
巻
上
下
。
上
五
巻
下
五
巻
」
と
の
書

　
誌
か

ら
み
て
元
大
徳
本
で
は
な
い
。
或
い
は
明
初
の
覆
刻
本
か
。
ま
た
、
版
式
な
ら
び
に
李
・
謝
両
序
の
な
い
点
、
『
遺
編
』
本
と
同
一
で
あ
る

　

こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
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ほO

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
程
栄
「
漢
魏
叢
書
』
所
収
の
『
白
虎
通
徳
論
』
と
『
風
俗
通
義
』
で
、
前
者
に
は
厳
度
と
張
階
の
序
が
、
後
者
に
は

　
李
果
の
序
が
そ
れ
ぞ
れ
附
さ
れ
て
い
る
。
『
潜
夫
論
」
で
程
本
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
当
然
両
書
の
場
合
も
程
本
を
見
て
い
た
と
考
え
ら

　
れ

る
。
し
か
る
に
何
故
そ
れ
を
判
断
材
料
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。

㎝
宣
統
三
年
原
刊

本
、
両
託
作
西
。
今
拠
増
訂
本
改
正
。

⑫
版

心

（
巻
第
五
ま
で
が
巻
上
、
巻
第
六
以
下
巻
下
）
に
よ
る
。
胡
維
新
序
に
も
二
巻
と
云
う
。
但
し
、
正
式
に
は
勿
論
十
巻
と
す
べ
き
で
あ
る
。

圓
孫
星
術
『
孫
氏
祠
堂
書
目
内
編
』
に
も
四
巻
と
誤
記
す
。
或
い
は
部
氏
の
由
り
て
誤
れ
る
所
か
。

個
莫
氏
「
宋
元
旧
本
書
経
眼
録
』
に
も
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。

⑮

「
郡

亭
知
見
伝
本
書
目
』
莫
縄
孫
序
に
、
　
「
先
君
子
干
経
籍
刊
板
善
劣
時
代
。
毎
箋
志
四
庫
簡
目
当
条
之
下
。
…
…
又
釆
録
那
位
西
年
丈
所
見
経
籍

　
筆
記
益
之
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
経
籍
筆
記
」
と
は
即
ち
「
標
注
』
の
原
本
と
思
わ
れ
る
。
支
偉
成
「
清
代
撲
学
大
師
列
伝
』
巻
第
七
部
蕗
辰
伝

　
に

も
、
　
「
伝
抄
所
見
書
目
二
十
巻
。
則
就
四
庫
簡
明
目
録
一
一
孜
其
版
刻
源
流
。
標
於
書
眉
。
独
山
莫
氏
即
拠
此
編
知
見
伝
目
云
。
」
と
あ
る
。
ま

　
た

『
四

庫
目
略
』
に
つ
い
て
は
、
楊
氏
自
序
に
『
標
注
』
な
ら
び
に
「
部
亭
知
見
伝
本
書
目
』
を
参
照
し
た
む
ね
記
し
て
あ
る
。

㈹
陳
春
『
湖
海
棲
叢
書
」
総
序
に
、
　
「
（
春
）
蓄
疑
未
達
。
則
求
教
邑
中
有
道
之
士
。
得
以
読
其
所
蔵
之
書
。
於
注
吏
部
蘇
潭
尤
契
治
也
。
吏
部
家

　
蔵
図
籍
。
而
捜
訪
不
勧
。
毎
得
善
本
。
挙
以
相
示
。
」
と
あ
る
か
ら
、
注
氏
が
か
な
り
の
蔵
書
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
王
紹
蘭
『
潜
夫

　
論
箋
」
序
に
、
　
「
潜
夫
論
久
無
善
本
。
…
…
吾
友
圧
主
事
因
可
。
績
学
超
奇
。
通
心
而
敏
。
会
奉
群
刻
。
」
と
あ
る
に
よ
り
、
注
氏
が
「
潜
夫
論
』

　
諸
本
の
収
集
に
努
力
し
た
様
子
が
想
見
さ
れ
る
。

⑰
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
（
大
木
文
庫
）
蔵
の
「
明
刊
本
」
お
よ
び
静
嘉
堂
文
庫
蔵
の
「
正
徳
間
刊
本
」
は
、
と
も
に
「
両
京
遺
編
」
本
で
あ

　
る
。

⑱
明
楊
砧
刊
本
に
つ
い
て
は
『
善
本
書
室
蔵
書
志
』
巻
十
八
に
解
題
が
あ
る
。
な
お
、
砧
を
祐
も
し
く
は
佑
に
作
る
書
目
も
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
砧

　
が

是
で

あ

ろ
う
。

脇
葉

昌
熾
『
書
林
清
話
」
巻
五
「
明
人
刻
書
之
精
品
」
に
、
　
「
其
絵
叢
刻
書
。
以
顧
元
慶
四
十
家
文
房
小
説
為
最
精
。
胡
維
新
両
京
遺
編
次
之
。
程

30



　
栄
漢
魏
叢
書
又
次
之
。
」
と
あ
る
。

20

こ
の
本
は
銭
曽
述
古
堂
旧
蔵
に
係
る
も
の
で
（
但
し
「
読
書
敏
求
記
」
『
述
古
堂
蔵
書
目
』
と
も
に
著
録
せ
ず
．
）
、
後
二
、
三
の
手
を
経
て
丁
丙

　
の

所
蔵
に
帰
し
、
更
に
転
じ
て
他
の
丁
書
と
と
も
に
江
南
図
書
館
（
江
蘇
省
立
国
学
図
書
館
）
に
収
め
ら
れ
た
が
、
現
在
は
ま
た
遷
っ
て
北
京
図

　
書
館
に
入
っ
て
い
る
。

㎝
出
字
疑
問
。
「
善
本
書
室
蔵
書
志
」
巻
十
五
引
は
乃
に
作
る
が
、
そ
の
方
か
実
情
に
合
う
。

22
丁

氏

は

士

礼
居
本
・
愛
日
精
嘘
本
・
鉄
琴
銅
剣
棲
本
を
同
板
と
認
定
し
て
い
る
が
、
誠
に
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
な
お
『
標
注
』
で
「
張
目
称
す

　
る
所
の
明
刊
本
に
似
た
り
。
」
と
云
わ
れ
る
金
壷
王
諒
刊
本
に
つ
い
て
は
、
詳
細
不
明
で
あ
る
。

23

『
士
礼

居
題
祓

記
』
に
ま
た
云
う
、
　
「
余
家
向
蔵
一
本
。
己
易
出
。
今
又
去
刻
留
校
。
」
な
お
、
こ
の
本
も
ま
た
北
京
図
書
館
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
よ

　

う
で
あ
る
。

24
胡

玉
繕

『
四

庫
全
書
総
目
提
要
補
正
」
巻
二
十
七
に
、
　
「
墾
氏
目
録
有
明
初
重
刊
宋
本
。
…
…
此
本
当
是
巻
端
第
一
行
但
標
王
符
二
字
之
本
。
」
と

　
あ
る
。
ま
た
『
善
本
書
室
蔵
書
志
』
に
、
　
「
塘
西
労
氏
丹
鉛
精
舎
。
有
金
刻
潜
夫
論
。
巻
端
第
一
行
但
標
王
符
二
字
。
為
銭
蒙
隻
．
薦
研
祥
蔵
本
。

　
此
錐

明
刻
。
巻
端
題
名
。
亦
砥
二
字
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
金
刊
本
に
つ
い
て
も
詳
細
不
明
。

鮒
程

本
に
於
て
も
、
恒
字
に
欠
画
す
る
例
が
見
ら
れ
、
ま
た
俗
字
、
混
用
字
に
つ
い
て
も
か
な
り
翻
宋
本
と
一
致
す
る
か
ら
、
程
本
の
底
本
も
や
は

　

り
翻
宋
本
ら
し
い
。

06
左
に

簡
単
に
列
記
し
て
お
く
。
箋
本
本
文
と
箋
注
を
上
に
掲
げ
、
※
印
の
下
に
「
遺
編
」
本
の
該
字
も
し
く
は
本
文
を
示
し
、
併
せ
て
他
本
と
の

　
異

同
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ω
讃
学

「
其

不
有
済
乎
」
箋
「
有
字
旧
脱
。
程
本
作
不
有
」
※
「
其
有
済
乎
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
②
慎

微
「
武
王
夙
夜
敬
止
」
箋
「
按
此
為
成
王
詩
。
武
当
作
成
」
※
成
。
諸
本
皆
作
成
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　

β
実
貢
「
災
異
蜀
為
識
」
箋
「
識
旧
作
機
」
※
飢
。
程
本
作
鱗
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
④

同
上
「
王
葬
之
所
損
」
箋
「
旧
作
損
」
※
損
。
程
本
作
損
。

31



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む

　
6
三
式
「
乃
令
酎
金
以
瓢
之
」
箋
「
酎
旧
作
酪
」
※
酎
。
程
本
作
酷
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

⑥
勧

将
「
此
非
天
之
罪
」
箋
「
非
旧
作
亦
。
拠
下
文
改
」
※
非
。
程
本
作
亦
。

⑦
辺
議

「
下
貧
而
上
薯
誰
也
」
き
☆
、
旧
互
置
」
※
品
藷
加
富
・
影
霧
本
゜
程
本
皆
作
上
貧
而
下
貧
・

⑧

卜
列
示
人
聞
善
聞
悪
L
箋
忌
字
補
」
※
示
人
聞
ぎ
程
本
作
小
人
聞
善
聞
・

⑨
志
氏

姓
「
良
畏
」
箋
「
昔
作
些
※
良
・
程
本
作
艮
・

側

同
上
覆
姓
」
箋
肩
作
鑑
」
※
鑑
・
程
本
作
優
性
・

　
な
お
こ
の
他
に
救
辺
篇
に
一
例
あ
る
が
、
箋
注
の
誤
刻
な
る
こ
と
が
明
白
な
の
で
採
り
あ
げ
な
い
。

27

商
務
印
書
館
排
印
本
今
作
令
。
非
。
拠
油
印
原
本
。

朗

な
わ
「
遺
編
』
本
に
な
く
し
て
箋
本
の
み
に
あ
る
空
格
が
述
赦
篇
に
「
例
見
え
て
い
る
が
、
程
本
も
空
格
に
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

　
箋
本
の
誤
刻
か
と
思
わ
れ
る
。

29
但

し
、
こ
の
傾
向
は
「
湖
海
棲
叢
書
』
全
体
に
わ
た
る
の
で
、
こ
の
統
一
は
或
い
は
陳
春
の
方
針
か
も
し
れ
な
い
。
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