
漢
代
の
准
南
学

劉
向
と
許
慎

池
　
田
　
秀
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『

准
南
子
』
は
な
か
な
か
に
厄
介
な
書
物
で
あ
る
。
各
篇
を
個
別
に
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
思
想
を
道
家
・
儒
家
・
法

家
等
々
と
定
め
て
い
く
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
ま
た
全
篇
を
通
じ
て
も
、
主
題
別
に
、
た
と
え
ば
宇
宙
論
や
処
世
思
想
に

お

け
る
基
本
的
傾
向
を
抽
出
す
る
こ
と
は
決
し
て
至
難
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
試
み
ら

れ
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
そ
の
全
体
像
を
つ
か
も
う
と
す
る
や
、
こ
と
は
途
端
に
極
め

て

難
渋

と
な
る
。
あ
ま
り
に
雑
駁
と
し
て
い
て
、
こ
の
書
物
が
全
体
と
し
て
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
何
が
言
い
た
い
の
か
、
さ
っ

ぱ

り
要
領
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ぼ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
成
書
よ
り
わ
ず
か
百
年
余
り
し
か
隔
た
ら
ぬ
、

し
か
も
碩
学
中
の
碩
学
た
る
劉
向
や
劉
歌
が
「
雑
家
」
と
し
か
分
類
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
現
代
の
我
々
が
そ
う
簡
単
に
本
質
を

把
握
で

き
よ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
皆
目
見
当
も
つ
か
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
そ
の
全
体
を
貫
き
支
え
る
幹
が
老
荘
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
誰

の

目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
編
纂
意
図
が
、
道
家
の
形
而
上
的
道
を
も
っ
て
形
而
下
の
事
物
を
統
合
す
る
こ
と
、
す
な
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わ

ち
道
と
事
の
相
即
に
在
る
と
は
「
要
略
」
自
ら
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
図
が
一
応
の
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
こ
と
は
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の

研
究
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
政
治
思
想
史
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
中
央
集
権
体
制
に
密
着
し
て
そ
の
強
化
の
た

め
の
理
論
を
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た
儒
家
に
対
抗
し
、
地
方
分
権
の
維
持
を
一
方
で
図
り
な
が
ら
、
道
家
的
立
場
か
ら
統
一
体
制
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論

を
提
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
把
え
方
が
］
般
的
で
あ
り
、
も
は
や
定
説
と
な
っ
て
久
し
い
。
私
も
ま
た
、
や
や
図

式

的
と
い
う
感
は
す
る
も
の
の
、
如
上
の
見
解
に
対
し
て
基
本
的
に
は
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
細
部
は
よ

り
詳
密
に
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
見
解
の
大
筋
の
骨
格
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
る
ま
い
、
と
さ
え
思

わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
劉
向
や
劉
甑
が
な
ぜ
そ
れ
を
雑
家
に
分
類
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
劉
向
が
『
准

南
子
』
を
よ
く
読
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
誘
腕
に
よ
れ
ば
、
劉
向
は
本
書
を
「
校
定
撰
具
し
て
、
こ
れ
を
准
南
と
名
づ
け
」

て

い

る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
精
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
諸
子
学
全
般
に
わ
た
る
知
識
が
不
足
し
て
い
た
な
ど

と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
博
識
か
ら
し
て
さ
ら
に
あ
り
得
な
い
。
現
に
『
漢
書
』
芸
文
志
・
諸
子
略
に
残
さ
れ
た
彼
の
九
流
十
家
の
概

括

は
、
非
歴
史
的
に
し
て
か
つ
経
学
的
偏
向
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
各
家
の
本
質
を
適
確
に
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
道
家
は
劉
向
自
身
の
思
想
を
形
成
し
た
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の
熟
悉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

と
す
る
な
ら
ば
、
『
准
南
子
』
全
体
の
性
格
と
し
て
上
に
述
べ
た
程
度
の
こ
と
は
、
劉
向
に
は
十
分
に
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
は
な

い

か
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
思
想
史
学
の
立
場
と
同
様
の
視
点
を
も
ち
得
た
わ
け
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
全
体
的
主
調

が
道
家
思
想
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
究
極
の
目
標
が
道
と
事
と
の
統
一
に
在
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
看
取
し
た
に
相
違
な
い
。
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
劉
向
は
そ
れ
を
道
家
に
で
は
な
く
、
雑
家
に
分
属
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
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ろ
う
か
。

　
答

は
い
く
つ
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
目
標
は
声
高
ら
か
に
宣
明
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
は
後
か
ら

こ
じ
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
相
互
に
矛
盾
を
か
か
え
た
雑
駁
な
ま
ま
に
結
局
は
終
っ
て
い
る
と
感
じ
、
そ
の
実
情
に
即

し
て
雑
家
に
分
類
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
み
る
こ
と
も
十
分
で
き
よ
う
。
し
か
し
私
は
、
こ
う
い
う
見
方
だ
け
で
は
、
問
題
は
片
づ

か
な

い

よ
う
に
思
う
。
と
言
う
の
は
、
も
し
内
容
雑
駁
の
故
に
雑
家
と
す
る
な
ら
、
他
に
い
く
ら
で
も
内
容
雑
駁
の
も
の
は
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
『
漢
志
』
に
著
録
さ
れ
た
先
秦
諸
子
の
書
物
で
純
粋
な
る
も
の
は
む
し
ろ
稀
で
あ
る
。
各
家
の
交
流
混
渚
の
結
果
、
多
か

れ
少

な
か
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
内
容
雑
駁
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
ら
全
て
を
雑
家
と
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く

は
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
『
漢
志
』
で
は
実
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
内
容
雑
駁
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
半
が
諸
子
の
う
ち
の
ど

れ

か
一
家
に
所
属
し
て
お
り
、
雑
家
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
少
な
い
。
こ
れ
は
、
劉
向
が
雑
駁
だ
か
ら
雑
家
と
い

う
よ
う
な
安
易
な
分
類
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
各
書
の
内
容
を
詳
細
に
分
析
し
て
本
質
的
部
分
と
非
な

る
部
分
を
分
ち
、
そ
の
抽
出
し
た
本
質
を
も
っ
て
各
書
の
分
属
を
決
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い

ま
、
そ
の
一
例
と
し
て
『
管
子
』
を
挙
げ
よ
う
。
幸
い
こ
の
書
に
は
劉
向
叙
録
が
残
存
し
て
お
り
、
彼
の
分
類
の
仕
方
を
探
る

に

は

恰
好
の

も
の
で
あ
る
。
叙
録
は
ま
ず
型
ど
お
り
種
々
の
テ
キ
ス
ト
を
提
示
し
た
の
ち
伝
記
を
記
し
、
そ
の
次
に
管
仲
の
思
想
・

行
動
を
ま
と
め
評
価
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
、

　
　
管
子
既
に

相

た
り
、
区
区
の
斉
　
海
浜
に
在
る
を
以
て
、
貨
を
通
じ
財
を
積
み
、
国
を
富
ま
せ
兵
を
彊
く
し
、
俗
と
好
醜
を
同

　
　
じ
う
す
。
故
に
其
の
書
に
称
し
て
曰
く
、
「
倉
康
実
ち
て
礼
節
を
知
り
、
衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
。
上
の
服
に
度
あ
れ
ば
則
ち

　
　
六
親
固
く
、
四
維
張
ら
ず
ん
ぼ
、
国
乃
ち
滅
亡
す
。
令
を
下
す
こ
と
猶
ほ
流
水
の
源
の
ご
と
き
な
る
は
、
令
　
民
心
に
順
へ
ぼ
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な
り
」
と
。
故
に
論
卑
く
し
て
行
ひ
易
し
。
俗
の
欲
す
る
所
は
、
因
り
て
之
を
予
へ
、
俗
の
否
と
す
る
所
は
、
因
り
て
之
を
去

　
　

る
。
そ
の
政
を
為
す
や
、
善
く
禍
に
因
り
て
福
と
為
し
、
敗
を
転
じ
て
功
と
為
す
。
軽
重
を
貴
び
、
権
衡
を
慎
し
む
。
…
…
凡

　
　

そ
管
子
の
書
、
国
を
富
ま
せ
民
を
安
ん
ず
る
に
務
め
、
道
は
約
に
し
て
言
は
要
な
り
。
以
て
経
義
に
暁
合
す
べ
し
。

　
『
管
子
』
に
極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
一
読
す
ぐ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
は
右
の
文
は
ほ
と
ん
ど
が
『
史
記
』
管
仲
伝

の

引
き
写
し
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
評
価
は
本
来
司
馬
遷
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
以
上
、
同
時
に

劉
向
自
身
の
評
価
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
管
子
』
の
思
想
は
、
一
言
も
っ
て
こ
れ
を
蔽
え
ば
、
「
富
国
強
兵
」
も
し
く
は
「
富

国
安
民
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
我
々
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
法
家
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
事
実
、

『

陪
書
』
経
籍
志
以
降
の
目
録
で
は
大
体
法
家
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
稜
下
学
派
の
輻
較
し
た
思
想
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
点

か

ら
み
れ
ば
、
前
述
の
ご
と
く
雑
家
と
す
る
も
不
可
は
な
い
。
だ
が
劉
向
は
、
あ
え
て
そ
れ
を
道
家
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
『
管

子
』
の
本
質
を
道
家
と
み
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
彼
の
考
え
る
道
家
と
は
『
管
子
』
の
ご
と
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
漢
志
』

に
、

　
　
道
家
者
流

は
、
蓋
し
史
官
よ
り
出
づ
。
成
敗
・
存
亡
・
禍
福
・
古
今
の
道
を
歴
記
し
、
然
る
後
要
を
乗
り
本
を
執
り
、
清
虚
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

　
　
て

自
ら
守
り
、
卑
弱
以
て
自
ら
持
す
る
を
知
る
。
此
れ
君
人
南
面
の
術
な
り
。

と
あ
る
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
道
家
と
は
、
国
を
保
ち
民
を
治
め
る
た
め
の
統
治
術
に
他
な
ら
な
い
。
亡
禍
を
存

福
に

転

じ
、
卑
に
し
て
行
い
や
す
く
、
「
道
要
言
約
」
な
る
『
管
子
』
の
「
富
国
安
民
」
（
こ
れ
は
劉
向
自
身
の
語
）
の
術
は
、
ま
さ

に

そ
の
道
家
の
本
質
に
合
致
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
『
管
子
』
は
道
家
に
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
雑
家
的
な
る
書
物
も
、
そ
の
本
質
を
見
極
め
た
上
で
そ
の
分
類
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
分
類
は
決
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し
て
杜
撰
な
も
の
で
は
な
く
、
非
常
に
厳
密
な
注
意
が
払
わ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
『
准
南
子
』
が
雑
家
と
さ
れ

た
こ
と
の
意
味
も
、
改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
に
私
は
「
雑
家
と
し
か
分
類
で
き
な
か
っ
た
も
の

を
」
と
言
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
分
類
に
困
っ
て
の
一
時
逃
避
的
処
置
で
は
な
く
、
雑
家
を
立
て
る
に
は
立
て
る
だ
け
の
積
極
的
意

義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い

ま
見
た
よ
う
に
、
『
管
子
』
は
自
ら
の
定
め
た
分
類
基
準
、
す
な
わ
ち
各
家
の
概
括
的
綱
領
に
忠
実
に
従
っ
て
道
家
に
列
入
さ
れ

て

い

た
。
ま
た
『
曇
子
』
『
萄
子
』
『
列
子
』
な
ど
叙
録
の
現
存
し
て
い
る
書
物
を
調
べ
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
の
叙
録
の
要
旨
と
所

属
せ

る
家
の
綱
領
と
が
ピ
ッ
タ
リ
対
応
し
て
い
る
。
『
列
子
』
叙
録
の
ご
と
き
は
、
そ
の
文
中
に
、

　
　
其
の

学
　
黄
帝
・
老
子
に
本
づ
き
、
号
し
て
道
家
と
日
ふ
。
道
家
な
る
者
は
、
要
を
乗
り
本
を
執
り
、
清
虚
無
為
な
り
。

と
、
綱
領
を
引
い
て
さ
え
い
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
主
要
な
叙
録
を
し
た
た
め
て
か
ら
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
綱
領
を
作
成
し
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
叙
録
と
綱
領
と
の
密
接
な
関
係
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
叙
録
は
、
こ
の
あ
と
続
い
て

『

列
子
』
の
雑
駁
さ
を
批
判
し
、
「
迂
誕
恢
誰
に
し
て
君
子
の
言
に
非
ず
」
、
「
二
義
乖
背
し
て
一
家
の
書
に
似
ず
」
と
論
評
し
て
い

る
。
一
家
の
書
で
な
い
な
ら
雑
家
に
入
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
劉
向
は
そ
う
は
せ
ず
、
や
は
り
道
家
に
分
類
し
た
。
そ
れ

は
「
寓
言
多
く
し
て
荘
周
と
相
類
す
」
る
が
た
め
で
も
あ
る
が
、
主
た
る
理
由
と
し
て
は
、
「
景
皇
帝
の
時
、
黄
老
の
術
を
貴
び
、
こ

の

書
頗
る
世
に
行
は
る
」
と
い
う
史
実
が
物
語
る
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
書
の
主
旨
が
黄
老
の
術
に
帰
着
す
る
こ
と
に
よ

る
。
客
観
的
に
み
て
『
列
子
』
が
黄
老
思
想
の
書
か
ど
う
か
は
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
劉
向
は
そ
う
考
え
た

の

で

あ
る
。
黄
老
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
『
老
子
乙
本
巻
前
古
侠
書
』
の
発
見
以
来
、
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
資

料
認
定
の
問
題
も
あ
り
、
な
お
定
論
的
把
握
に
は
至
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
無
為
清
静
を
標
榜
し
つ
つ
、
そ
こ
に
臣
民
統
治
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ら
　

の

法
術

を
取
り
入
れ
た
道
主
法
従
の
折
衷
的
政
治
術
で
あ
る
こ
と
は
、
動
か
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
黄
老
の
術
は
道
家
綱

領
に

い

う
「
人
君
南
面
の
術
」
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
か
ら
、
劉
向
が
『
列
子
』
を
道
家
に
列
す
る
も
、
何
ら
異
と
す
る
に
足
り

な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
分
類
規
準
は
し
っ
か
り
と
守
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
以
上
の
所
論
に
対
し
て
は
、
恐
ら
く
た
だ
ち
に
、
『
列
子
』
叙
録
を
も
っ
て
劉
向
の
学
問
を
云
々
す
る
の
は
危
険
で
独
善
的

で
あ
る
と
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
『
列
子
』
は
真
偽
未
定
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
劉
向
叙
録
も
ま
た
そ
の
偽
を
か
ね
て
よ
り
強
く
疑
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
の
学
界
で
は
、
偽
作
説
が
絶
対

的
優
位
に
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
実
を
言
え
ば
、
私
も
ま
た
偽
作
説
に
与
す
る
者
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
『
列
子
』
本
文
に

つ

い
て

の

こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
わ
せ
て
叙
録
を
も
抹
殺
す
る
こ
と
に
は
に
わ
か
に
賛
成
し
か
ね
る
。
何
と
な
れ
ば
、
偽
作
さ
れ
た
と

推
定

さ
れ
て
い
る
魏
晋
時
期
に
は
『
別
録
』
が
な
お
完
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
と
い
本
文
が
失
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
叙
録

だ

け
は
原
本
の
ま
ま
目
賭
し
得
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
別
録
』
が
ど
れ
く
ら
い
世
間
に
流
布
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
諸

書
に

か

な
り
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
稀
書
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
す
れ
ぼ
、
叙
録
を
偽
撰

す

れ

ば
、
か
え
っ
て
馬
脚
を
現
し
か
ね
な
い
。
偽
撰
者
が
そ
ん
な
危
険
を
犯
す
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
叙
録
だ
け
は
本
物
を
も
っ
て

き
て
、
全
体
を
そ
れ
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
真
筆
と
断
定
す
る
こ
と
は
控
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
上
の
矛
盾
は
確
か
に
あ
る
し
、
ま
た
『
別
録
』
に
『
列
子
』
が
収
録
さ
れ
て

い

な
か
っ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
く
、
私
に
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
自
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
よ
し
ん
ば
偽
作
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
上
述
の
論
旨
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
内
容
で
は
な
く
、
書
式
だ

か

ら
で
あ
る
。
偽
作
者
が
他
の
叙
録
を
ま
ね
て
書
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
叙
録
の
様
式
・
書
き
方
を
理
解
し
そ
れ
に
則
っ
て
こ
の
叙
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録

を
著
し
た
こ
と
、
こ
れ
は
絶
対
確
実
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
に
そ
う
な
っ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
も
し
形
式
的
に
破
綻
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
真
偽
な
ど
初
め
か
ら
問
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
こ

の

叙
録
に

見

え
る
様
式
、
た
と
え
ば
綱
領
の
引
用
は
劉
向
叙
録
一
般
に
お
け
る
常
用
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
、
あ
な
が

ち
牽
強
で
は
あ
る
ま
い
。
よ
っ
て
、
『
列
子
』
叙
録
は
劉
向
真
筆
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
た
と
い
偽
作
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
叙
録
と
綱
領
の
緊
密
な
関
係
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
で
き
る
。

　
以

上
、
話
が
少
し
横
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
劉
向
の
諸
子
の
分
類
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

つ

ま
り
、
明
確
な
る
分
類
規
準
が
ま
ず
定
立
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
各
書
の
本
質
を
考
察
要
約
し
て
叙
録
に
述
べ

（『
漢
志
』
に
云
う
、
「
向
抑
ち
其
の
篇
目
を
条
し
、
其
の
指
意
を
撮
り
て
、
録
し
て
之
を
奏
す
」
と
）
、
さ
ら
に
今
度
は
、
そ
の
得
ら

れ

た
要
旨
を
分
類
規
準
と
照
合
し
て
そ
の
所
属
を
決
め
て
ゆ
く
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
全
て
の
書
物
に
つ
い
て
か
か

る
周
到
な
手
順
が
ふ
ま
れ
た
か
ど
う
か
、
少
し
心
許
な
い
と
こ
ろ
が
残
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
劉
向
の
誠
実
な
仕
事
ぶ
り
か
ら
推
し
て
、

大
半

は
大
丈
夫
だ
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
校
書
の
前
に
分
類
規
準
が
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
も
提
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
、
恐
ら
く
は
校
定
を
進
め
る
作
業
の
中
で
次
第

に

整
備
・
確
定
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
綱
領
と
し
て
成
文
化
さ
れ
る
の
は
な
お
か
な
り
遅
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
。
が
、
規
準
の
大
体
は
、
当
初
か
ら
具
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
お
お
よ
そ
の
規
準
や
理
念
も
な
し
に
解
題
を
作
る
こ
と

な
ど
、
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
さ
て
、
話
を
本
題
の
『
准
南
子
』
へ
戻
す
と
し
よ
う
。
『
准
南
子
』
も
ま
た
、
い
ま
述
べ
た
と
お
り
の
過
程
を
へ
て
雑
家
に
分
類
さ

れ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
叙
録
に
お
い
て
そ
の
本
質
が
考
求
さ
れ
、
そ
の
考
察
の
結
果
と
し
て
の
要
旨
が
雑
家
の
綱
領
に
符
合
す
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る
に
基
づ
い
て
雑
家
に
列
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
分
類
が
、
単
に
雑
然
と
し
た
も
の
だ
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は

他
に
分
類
し
よ
う
が
な
い
か
ら
と
か
い
っ
た
消
極
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
改
め
て
再
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
雑
家
に
は
雑
家
と
し
て
の
本
質
、
一
家
を
立
て
る
に
値
す
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
雑
家
の
本
質
・
意
義
と
は
何
か
。
そ
の
答
が
雑
家
の
綱
領
、
す
な
わ
ち
『
漢
志
』
諸
子
略
・
雑
家
叙
の
文
で
あ
る
。
彼
処

に

云
う
、

　
　
雑
家
者
流

は
、
蓋
し
議
官
よ
り
出
づ
。
儒
墨
を
兼
ね
、
名
法
を
合
す
。
国
体
の
此
れ
有
る
を
知
り
、
王
治
の
貫
か
ざ
る
無
き
を

　
　
見

る
。
此
れ
其
の
長
ず
る
所
な
り
。
（
師
古
曰
く
、
治
国
の
体
、
当
に
此
の
雑
家
の
説
有
る
べ
し
。
王
者
の
治
、
百
家
の
道
に
於

　
　
て

貫
綜
せ
ざ
る
無
し
。
）

儒
・
墨
・
名
・
法
等
の
諸
家
を
合
せ
兼
ね
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
各
家
が
同
格
に
並
列
さ
れ
て
い
て
全
体
を
統
一
体
系
づ
け
る
主

導
的
思
考
の
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
雑
家
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
統
一
の
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
雑
家
の
存
在
意
義
が
あ
る
の

で

あ
る
。
統
一
が
な
け
れ
ば
こ
そ
、
「
百
家
の
道
を
貫
か
ざ
る
な
き
」
王
治
の
あ
り
方
を
示
現
し
、
ま
た
そ
の
助
け
と
な
り
得
る
の
で

あ
る
。
様
々
な
立
場
か
ら
の
論
議
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
君
主
の
視
野
は
広
が
り
、
そ
の
治
世
は
内
容
豊
か
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で

は
、
統
一
は
か
え
っ
て
治
の
障
害
と
な
る
。
だ
が
、
統
一
が
一
切
無
用
と
い
う
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
単
な
る
意
見
の
羅
列
は
、

「

漫
羨
に

し
て
心
を
帰
す
る
所
な
き
」
無
秩
序
で
し
か
な
い
。
た
だ
、
い
ま
も
言
い
し
ご
と
く
、
雑
家
自
ら
が
統
一
性
を
有
す
る
必

要
は

ま
っ
た
く
な
い
、
と
言
う
よ
り
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
百
家
を
統
一
し
体
系
化
す
る
大
綱
は
、
最
初
か
ら
別
に
用
意
さ

れ
て

い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
大
綱
と
は
、
か
の
「
六
経
の
義
」
で
あ
る
。
王
治
が
六
経
の
義
の
実
践
で
あ
る
限
り
、
王
治
に
奉
仕

す
る
雑
家
が
六
経
の
義
に
支
配
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
て
、
雑
家
は
六
経
の
義
を
充
実
・
輔
翼
す
る
と
い
う
役
割
に
お
い
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て
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
簡
単
に
言
っ

て

し
ま
え
ば
、
雑
家
は
六
経
の
義
を
豊
富
に
す
る
た
め
の
材
料
を
提
供
す
る
、
い
わ
ば
経
学
の
た
め
の
百
科
全
書
と
し
て
の
み
、
そ

の
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上

は
雑
家
な
る
項
目
の
説
明
で
あ
っ
て
、
『
准
南
子
』
自
体
に
つ
い
て
の
評
価
で
は
な
い
。
肝
心
の
叙
録
が
亡
侠
し
て
し
ま
っ
た

い

ま
、
劉
向
の
同
書
に
対
す
る
直
接
的
見
解
を
知
る
術
は
残
念
な
が
ら
な
い
。
が
、
前
に
も
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
綱
領
と
叙

録

は
相
互
規
定
的
関
係
に
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
右
の
雑
家
へ
の
意
味
づ
け
は
大
体
そ
の
ま
ま
『
准
南
子
』
に
も
当
て
は
ま
る
と
み
て

も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
劉
向
は
『
准
南
子
』
を
あ
く
ま
で
一
種
の
百
科
全
書
と
み
な
し
、
ま
た
そ
の
点
に
お
い
て
の

み

評
価
し
た
、
と
い
う
の
が
本
節
の
結
論
と
な
る
。

　
か

つ
て

金
谷
治
氏

は
、
『
准
南
子
』
が
単
な
る
百
科
全
書
で
は
な
く
、
そ
こ
に
同
時
に
、
道
家
の
老
荘
思
想
に
よ
る
統
一
が
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

い

る
こ
と
を
力
説
さ
れ
た
。
こ
の
説
は
広
く
承
認
さ
れ
て
お
り
、
以
後
の
『
准
南
子
』
研
究
は
全
て
そ
の
線
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て

き
た
と
す
る
も
過
言
で
は
な
い
。
私
も
不
朽
の
鉄
案
だ
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
現
代
の
我
々
に
よ
る
一
見
解
に
す

ぎ
な
い
。
劉
向
が
別
な
る
見
方
を
し
た
と
て
、
何
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
さ
り
な
が
ら
、
劉
向
が
道
家
の
主
導
的
地
位
を
無
視
し

て

い

る
点
は
や
は
り
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ま
無
視
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
ど
う
み
て
も
意
図
的
無
視
と
し

か
思

え
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
劉
向
の
学
問
の
レ
ヴ
ェ
ル
・
内
容
か
ら
み
て
、
各
家
の
比
重
を
見
誤
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
彼
は
、
准
南
王
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
学
術
に
も
深
く
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
准
南
学
術

に

道
家
的
色
彩
が
濃
厚
な
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
雑
家
の
綱
領
に
儒
・
墨
・
名
・
法
を
挙
げ
る
の
み
で
道
家
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ん

で
い

な
い
の
も
、
あ
る
い
は
何
か
含
み
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
た
だ
「
六
家
要
指
」
を
襲
用
し
た
だ
け
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の

こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
か
え
っ
て
劉
向
の
秘
め
ら
れ
た
意
図
を
顕
わ
に
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
六
家
要
指
」
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
六
家
の
中
で
道
家
を
最
高
の
も
の
と
目
し
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
の
理
由
は
、

　
　
其
の

術

た
る
や
、
陰
陽
の
大
順
に
因
り
、
儒
・
墨
の
善
を
采
り
、
名
・
法
の
要
を
撮
る
。
時
と
遷
移
し
、
物
に
応
じ
て
変
化
す

　
　
れ

ば
、
俗
を
立
て
事
を
施
す
に
、
宜
し
か
ら
ざ
る
所
な
し
。

と
い
う
よ
う
に
、
諸
家
を
総
合
統
一
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
金
谷
氏
は
ま
た
、
道
家
の
立
場
か
ら
の
総
合
統
一
を
め
ざ
す
『
准

南

子
』
の
内
容
が
こ
の
「
要
指
」
の
道
家
の
概
念
と
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
を
も
っ
て
、
「
『
准
南
子
』
は
、
雑
家
の
書
で
あ
る
よ
り
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む

し
ろ
道
家
の
書
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
も
ま
た
不
易
の
卓
見
で
あ
り
、
『
准
南
子
』
自
体
の
評
定
と
し

て

は

正
鵠
を
得
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
劉
向
が
そ
れ
を
雑
家
と
認
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
謬
見
と
簡
単
に
斥
け
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
そ
れ
で
別
の
思
想
史
的
意
義
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
劉
向
の
諸
子
の
概
括
な
ら
び
に
分
類
が
、
そ
の
構
想
の
基
本
を
「
六

家
要
指
」
に
負
う
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
そ
の
六
家
の
概
念
も
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
「
要

指
」
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
『
准
南
子
』
が
典
型
的
道
家
の
書
で
あ
る
こ
と
も
当
然
わ
き
ま
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
劉
向
は
、

あ
え
て
「
要
指
」
に
従
わ
な
か
っ
た
。
「
道
」
の
字
を
「
雑
」
の
字
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
、
儒
・
墨
・
名
・
法
兼
採
の
骨
子
は
残

し
な
が
ら
。
こ
れ
は
意
図
的
変
更
と
と
る
以
外
に
な
い
。

　
で

は
、
か
か
る
変
更
を
行
っ
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
快
な
る
解
答
は
見
出
し
難
い
。
が
、
劉
向
自
身
の
学
問
・

思
想

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
道
家
の
定
義
変
更
に
伴
う
附
随
措
置
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
ふ
さ
わ
し
い
ネ
ー

ミ
ン
グ
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
彼
は
よ
り
積
極
的
意
義
を
雑
家
に
与
え
て
い
る
と
思
う
。
序
列
は
第
八
位
だ
が
、
目
録
と
し
て
は
純
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の

家
を
先
に
列
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
価
値
の
低
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
雑
家
に
対
す
る
高
い
評
価
は
『
呂

氏
春
秋
』
の
扱
い
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
何
よ
り
彼
自
身
の
学
問
・
思
想
が
は
な
は
だ
雑
家
的
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

素
を
雑
家
書
か
ら
吸
収
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
自
身
、
己
の
学
問
・
思
想
の
雑
家
的
な
る
を
自
覚
し
、
そ
の
重
要
性
に
鑑

み

て
、
雑
家
な
る
一
家
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
将
来
の
儒
教
が
そ
こ
か
ら
多
く
の
栄
養
を
吸
収
す
る
こ
と
を
願
っ
て

の

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
雑
な
る
が
故
に
吸
収
は
か
え
っ
て
容
易
だ
と
。
と
も
あ
れ
劉
向
は
、
雑
家
を
百
科
全
書
と
し

て

既

し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
百
科
全
書
た
る
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
、
そ
こ
に
意
義
を
賦
与
し
た
の
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
は
劉

向
に
と
っ
て
、
道
家
で
は
な
く
、
百
科
全
書
と
し
て
活
用
さ
る
べ
き
書
物
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二

　
後
漢
は

経
学
の

「

極
盛
時
代
」
（
皮
錫
瑞
『
経
学
歴
史
』
）
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
か
ら
言
え
ば
、
諸
子
学
に
と
っ
て
の

衰
亡
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
後
漢
で
は
、
正
統
的
地
位
を
得
た
儒
家
の
い
く
つ
か
の
典
籍
や
別
格
的
存
在
た
る
『
老

子
』
等
を
除
い
て
、
大
半
の
諸
子
書
が
研
究
は
お
ろ
か
、
読
ま
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
、
忘
却
の
深
淵
に
沈
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
か
る
諸
子
学
不
振
の
中
に
あ
っ
て
、
わ
が
『
准
南
子
』
は
忘
却
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
何
と
注
釈
さ
え
著
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

で

あ
る
。
注
釈
を
書
い
た
の
は
許
慎
・
馬
融
・
高
誘
の
三
名
、
そ
れ
に
疑
問
符
つ
き
な
が
ら
延
篤
・
応
勘
ま
で
加
え
れ
ば
、
計
五

　
　
　
　
　
レ
　

人
に

も
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
諸
子
の
書
と
し
て
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
学
界
の
本
書
に
対
す
る
格
別
の
重
視
を
示
す

も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
『
准
南
子
』
は
何
故
か
く
も
注
目
を
浴
び
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
疑
問
こ
そ
が
本
稿
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執
筆
の

動
機
で
あ
る
。

　

『

准
南

子
』
に
許
慎
と
高
誘
の
注
が
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
特
に
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
私
が

『

准
南

子
』
の
特
殊
な
地
位
に
気
づ
い
た
の
は
、
馬
融
の
こ
と
を
少
し
調
べ
て
み
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
の
折
に
は
、
辞

賦
の

大
家

た
る
馬
融
の
個
人
的
趣
味
に
よ
る
も
の
と
即
断
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
辞
賦
の
勉
強
の
た
め
に
『
楚
辞
』
に
注
し
た
馬
融

が
、
そ
の
つ
い
で
に
『
楚
辞
』
と
関
係
の
深
い
准
南
王
の
書
を
読
ん
で
み
た
の
だ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
老
荘
思
想
へ
の

深
い

傾
倒
か
ら
し
て
も
、
彼
が
『
准
南
子
』
に
興
味
を
抱
く
こ
と
は
ご
く
自
然
な
よ
う
に
思
え
た
。

　
以
上
の

解
釈
が
誤
り
で
あ
る
と
は
い
ま
で
も
思
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な

わ

ち
、
そ
こ
に
さ
ら
に
経
学
な
い
し
儒
学
と
の
関
連
と
い
う
視
点
を
つ
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
経
学
・
儒
学
と
の
関
連
に
お

い
て

『

准
南
子
』
を
再
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
高
誘
の
次
の
二
つ
の
序

文
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
序
に
云
う
、

　
　

こ
の
書
の
尚
ぶ
所
は
、
道
徳
を
以
て
標
的
と
為
し
、
無
為
を
以
て
綱
紀
と
為
し
、
忠
義
を
以
て
品
式
と
為
し
、
公
方
を
以
て
検

　
　
格
と
為
す
。
孟
輌
・
孫
卿
・
准
南
・
揚
雄
と
相
表
裏
す
る
な
り
。
是
を
以
て
著
せ
ら
れ
て
（
別
）
録
（
七
）
略
に
在
り
。
誘

　
　
孟
子
章
句
を
正
し
、
准
南
・
孝
経
解
を
作
り
畢
く
識
る
。
…
…

こ
こ
で
『
准
南
子
』
は
、
孟
子
・
筍
子
・
揚
雄
と
い
う
儒
家
の
代
表
選
手
と
並
挙
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
と
同
等
の
価
値

を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
儒
家
の
教
義
に
背
馳
し
な
い
こ
と
も
あ
わ
せ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
高
誘

の

私
見
に

す

ぎ
ず
、
客
観
的
に
み
て
も
正
し
い
か
ど
う
か
、
ひ
い
て
は
『
呂
氏
春
秋
』
の
把
え
方
が
妥
当
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る

が
、
一
方
、
ま
っ
た
く
の
独
断
偏
見
と
斥
け
る
こ
と
も
当
を
失
し
て
い
よ
う
。
当
時
の
学
界
の
一
般
的
評
価
を
か
な
り
の
程
度
映
し
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て

い

る
と
み
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
高
誘
は
、
『
孟
子
章
句
』
を
正
し
、
『
孝
経
解
』
を
作
る
と
い

う
一
連
の
作
業
の
中
で
、
『
准
南
子
』
の
解
を
著
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
一
連
の
問
題
意
識
が
持
続
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
高
誘
は
、
経
学
・
儒
学
と
共
通
な
い
し
関
連
す
る
何
ら
か
の
特
徴
を
『
准
南
子
』
に
見
出
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
特
徴
が
何
か
と
い
う
探
索
は
い
ま
姑
く
置
い
て
、
残
る
も
う
一
つ
の
『
准
南
子
注
』
（
正
式
に
は
『
准
南
鴻

烈
解
』
）
の
序
を
先
に
み
て
み
よ
う
。

　
同
序
の
末
尾
に
、
自
ら
の
学
問
の
由
来
を
記
し
て
云
う
、

　
　
　
　
わ
か

　
　
誘
　
少
き
と
き
自
り
、
故
の
侍
中
　
同
県
の
盧
君
に
従
ひ
て
其
の
句
読
を
受
け
、
大
義
を
請
挙
せ
り
。
会
た
ま
兵
災
に
遭
ひ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
天
下
棋
の
ご
と
く
峙
し
て
、
書
伝
を
亡
失
し
、
廃
し
て
尋
脩
せ
ざ
る
こ
と
二
十
飴
載
。
建
安
十
年
、
司
空
橡
に
辟
さ
れ
、
東
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
は

　
　
撲
陽
の
令
に
除
せ
ら
る
。
時
人
の
准
南
を
為
む
る
者
少
な
き
を
観
、
遂
に
陵
遅
せ
ん
こ
と
を
耀
る
。
是
に
於
て
朝
舗
事
畢
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
間
を
以
て
、
乃
ち
深
く
先
師
の
訓
を
思
ひ
、
参
ず
る
に
経
伝
道
家
の
言
を
以
て
し
、
其
の
事
を
比
方
し
て
、
之
が
注
解
を
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
へ
け
シ

　
　
悉

く
本
文
に
載
せ
、
井
せ
音
読
を
挙
ぐ
。

高
誘
の
准
南
学
は
、
同
郷
の
先
輩
盧
植
よ
り
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
盧
植
自
身
は
注
釈
を
残
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
高
誘

注
に

三
個
所
「

師
説
」
と
し
て
そ
の
説
を
引
い
て
い
る
か
ら
、
そ
の
『
准
南
子
』
に
対
す
る
研
究
・
造
詣
は
か
な
り
深
い
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
盧
植
は
鄭
玄
と
な
ら
ぶ
経
学
の
大
家
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
『
准
南
子
』
に
精
通
し
て
い
た
と

い

う
事
実
は
、
同
書
の
経
学
に
お
け
る
重
要
性
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
盧
植
に
も
道
家
的
要
素
が
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
、
そ

の

道
家
的
要
素
が
『
准
南
子
』
か
ら
修
得
さ
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
あ
り
得
る
。
だ
が
、
学
問
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
彼
は
徹
頭
徹

尾
、
経
学
の
人
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
『
准
南
子
』
に
対
す
る
関
心
も
、
第
一
義
的
に
は
経
学
の
一
環
と
し
て
お
こ
っ
て
き
た
に
相
違
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な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
学
問
を
深
め
充
実
さ
せ
る
上
で
不
可
欠
の
資
料
と
認
め
、
研
究
し
た
の
で
あ
る
。

　
か

よ
う
に
、
『
准
南
子
』
が
経
学
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
五
経
無
双
」
の
許
慎
が
そ
の

注

を
著
し
た
こ
と
に
も
、
何
の
不
思
議
も
な
く
な
る
。
馬
融
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
彼
ら
経
学
者

た

ち
が
『
准
南
子
』
の
何
を
評
価
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
に
着
目
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
新
た
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て

く
る
。
こ
の
問
題
は
、
前
に
挙
げ
た
高
誘
の
一
連
の
問
題
意
識
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
課
題
と
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の

最
終
的
解
決
の
た
め
に
は
、
『
准
南
子
』
は
も
と
よ
り
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
も
、
高
誘
注
全
体
を
詳
細
に
検
討
分
析
し
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
が
、
本
稿
に
は
も
は
や
そ
の
紙
幅
は
残
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
準
備
も
い
ま
だ
な
お
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
い
。

そ
の
考
察
は
将
来
の
課
題
と
し
、
今
回
は
取
り
敢
ず
許
慎
注
を
概
観
し
、
一
応
の
見
通
し
を
つ
け
る
に
止
め
た
い
。

三
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今
本

『

准
南
子
』
が
高
誘
本
と
許
慎
本
の
雑
揉
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
故
日
某
某
、
因
以
題
篇
」
の
八
字
が
篇
題
注
の
末
尾

に

あ
り
、
か
つ
注
中
に
音
読
を
有
す
る
十
三
篇
が
高
注
本
で
、
そ
れ
ら
の
な
い
残
り
八
篇
（
　
称
・
斉
俗
・
道
応
・
詮
言
・
兵
略
・

人
間
・
泰
族
・
要
略
）
が
許
注
本
で
あ
る
こ
と
は
、
古
く
は
蘇
頒
、
近
く
は
島
田
翰
等
、
彼
我
の
諸
先
学
に
よ
っ
て
考
証
し
つ
く
さ

れ
て

お

り
、
す
で
に
定
説
、
と
い
う
よ
り
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
論
証
の
改
め
て
の
再
確
認
は
行
わ
ず
、

た
だ
ち
に
許
慎
注
の
内
容
に
立
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
な
お
テ
キ
ス
ト
に
は
周
知
の
ご
と
き
種
々
の
問
題
が
あ
り
、
本
来
な
ら
新
た
な
校
定
本
を
作
成
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
い
ま
は
便
宜



上
、
通
行
の
劉
文
典
集
解
本
（
底
本
は
荘
達
吉
本
）
を
用
い
る
。
ま
た
供
文
に
つ
い
て
は
『
集
解
』
に
よ
る
ほ
か
、
通
覧
の
便
の
た

め
、
陶
方
埼
『
准
南
許
注
異
同
詰
』
を
参
照
し
た
。

　

さ
て
、
許
注
八
篇
を
通
覧
し
て
ま
ず
感
じ
る
の
は
、
そ
の
注
釈
の
簡
略
な
こ
と
で
あ
る
。
注
の
附
せ
ら
れ
て
い
る
個
所
が
少
な
い

ば

か

り
で
な
く
、
注
の
文
章
も
ま
た
大
変
短
い
。
高
注
の
詳
密
な
る
に
比
し
て
、
誰
の
目
に
も
一
目
瞭
然
た
る
対
照
を
な
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
篇
に
よ
っ
て
注
の
繁
簡
が
き
わ
だ
っ
て
相
違
す
る
こ
と
が
、
許
・
高
二
注
混
在
発
見
の
一
つ
の
大
き
な
糸
口
で
あ
っ
た
。

こ
の
許
注
の
簡
略
さ
は
亡
侠
の
結
果
で
は
な
い
。
本
文
と
同
じ
よ
う
に
、
注
文
に
も
少
な
か
ら
ぬ
脱
誤
の
あ
る
こ
と
は
免
れ
え
な
い

が
、
本
の
伝
承
状
況
よ
り
み
て
、
基
本
的
に
は
今
本
は
か
な
り
よ
く
当
初
の
原
貌
を
留
め
て
い
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
間
詰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

と
称
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
許
注
が
も
と
も
と
簡
略
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
間
詰
」
と
は
、
あ
ま
り
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

な
れ
な
い
名
称
だ
が
、
文
字
ど
お
り
「
間
ま
訓
詰
す
る
」
意
味
に
違
い
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
万
遍
な
く
注
を
つ
け
て
あ
る
の
で
は

な
く
、
要
所
要
所
に
最
少
必
須
の
注
を
施
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
均
一
型
で
は
な
く
、
い
わ
ば
重
点
指
向
の
注
釈
で
あ
る
。
こ
の

名
称
を
い
つ
誰
が
つ
け
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
私
は
許
慎
自
身
の
命
名
と
み
た
い
。
も
し
然
り
と
せ
ば
、
こ
の
注
釈
は
簡
略
な

る
が
故
に
、
か
え
っ
て
許
慎
の
学
問
の
性
格
を
う
か
が
う
絶
好
の
材
料
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
注
を
下
し
た
個
所
こ
そ
彼
の
興

味
の

あ
る
と
こ
ろ
、
重
点
の
置
き
場
所
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
で

は
、
許
慎
が
『
准
南
子
』
に
注
す
る
に
際
し
て
重
点
と
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
私
の
概
観
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
お
お
よ
そ
次
の
三
種
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
は
難
読
字
の
解
釈
・
訓
詰
、
二
は
同
じ
く
難
解
な
る
文
章
も
し

く
は
語
句
の
要
約
、
三
は
事
物
の
説
明
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
要
す
る
に
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
名
物
訓
詰
の
注
釈
で
あ

る
。
麗
々
し
く
持
上
げ
た
に
し
て
は
何
と
つ
ま
ら
な
い
結
論
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
一
見
す
れ
ば
何
の
変
哲
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も
な
い
あ
り
き
た
り
の
注
に
見
え
る
。
何
休
や
鄭
玄
の
注
を
読
む
よ
う
な
お
も
し
ろ
さ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
山
田
勝
芳
氏
は
「
小
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ば

家
的
注
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
宜
な
る
か
な
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
訓
詰
小
学
の
注
で
あ
る
こ
と
は
、
許
慎
の
学
問
を
考
求
す
る
に
無
益
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
漢
代
思
想
研
究
に
お
い

て

無
用

の

も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
『
説
文
』
は
ま
こ
う
こ
と
な
き
訓
詰
小
学
の
書
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
最
高

級
の

思
想
書
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
訓
詰
の
注
釈
に
終
始
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
小

学

の
一
環
と
し
て
の
分
を
守
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
許
慎
の
『
准
南
子
』
に
対
す
る
深
い
共
感
が
現
れ
て
い
る
、
と
言
え
な
く
は
な
い

で

は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
彼
が
自
覚
的
に
そ
う
し
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
ま
い
。
何
と
言
っ
て
も
創
始
の
業
の
こ
と
で
あ
り
（
い

く
ば
く
か
の
先
行
業
績
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
、
］
通
り
読
解
し
訓
を
与
え
る
だ
け
で
ま
ず
精
一
杯
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た

当
時
は
注
釈
そ
の
も
の
が
な
お
草
創
期
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
経
書
の
注
釈
も
や
は
り
ほ
と
ん
ど
が
訓
詰
の
そ
れ
で
あ
る
。
許
慎
の
師

た
る
質
達
の
『
左
伝
解
詰
』
や
『
国
語
解
詰
』
も
、
残
存
の
侠
文
よ
り
推
せ
ば
、
典
型
的
な
る
名
物
訓
詰
の
注
釈
で
あ
る
。
許
慎
は

当
然
そ
れ
ら
を
模
範
と
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
『
准
南
子
注
』
が
類
似
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、

単
な

る
訓
詰
の
注
釈
に
す
ぎ
ぬ
と
い
っ
て
も
、
経
書
の
注
に
は
経
書
に
対
す
る
深
い
尊
崇
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
私
は
、
『
准
南
子
注
』
に
お
い
て
も
同
様
の
関
係
を
想
定
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
許
慎
に
と
っ
て
『
准
南
子
』

は
、
五
経
と
ま
っ
た
く
同
等
の
価
値
を
有
す
る
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
一
種
の
経
典
で
あ
り
、
よ
っ
て
そ
の
研
究

は
ま
さ
し
く
経
学
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
許
慎
の
経
学
の
集
大
成
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
説
文
』
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
の
注
釈
が
経
学
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
成
果
は
当
然
『
説
文
』
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
両
者
の
関
係
は
極
め
て
緊
密
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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上
述
の

『

准
南
子
注
』
の
第
一
類
、
文
字
の
訓
話
は
三
百
五
十
条
ば
か
り
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
『
説
文
』
の
説
解
と
一
致
す
る
も
の

が
六
十
二
条
、
近
似
す
る
も
の
は
約
七
十
条
（
類
義
か
ど
う
か
判
定
し
難
い
も
の
も
あ
り
、
正
確
な
数
は
出
せ
な
い
）
に
も
の
ぼ
る
。

注
釈

と
字
典
と
い
う
両
者
の
性
質
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
相
合
う
分
量
の
多
さ
は
驚
異
的
と
言
え
よ
う
。
十
三
篇
注
の
供
文
に

つ

い
て

も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
の
比
率
の
高
さ
は
、
ど
う
し
て
も
『
説
文
』
が
『
准
南
子
注
』
の
訓
詰
を
大
幅
に
採
用
し
た
た

め
と
み
る
他
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
『
説
文
』
に
は
、
『
准
南
子
』
に
依
拠
し
て
説
解
を
立
て
る
も
の
も
非
常
に
多
く
見
え
て
い
る
。
そ

の

こ
と
を
声
を
大
に
し
て
力
説
し
た
の
が
陶
方
埼
で
あ
り
、
「
許
君
説
文
多
采
用
准
南
説
」
（
『
漢
撃
室
文
紗
』
巻
二
）
に
お
い
て
残
る

隈
な

き
ほ
ど
詳
細
に
考
証
を
加
え
て
い
る
の
で
、
い
ま
彼
の
言
う
と
こ
ろ
を
聞
く
と
し
よ
う
。

　
　
許
君
説
文
叙
中
に
云
ふ
、
「
博
く
通
人
に
采
り
、
信
に
し
て
徴
有
り
」
と
。
准
南
は
許
君
手
注
の
書
た
れ
ば
、
宜
な
り
其
の
甑
采

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

　
　
の
多
き
こ
と
。
准
南
に
采
り
て
明
ら
か
に
其
の
書
を
著
す
者
有
り
、
如
へ
ば
魑
字
・
鯉
字
・
芸
字
・
蝸
字
・
畜
字
共
て
五
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ
く

　
　
准
南
に
采
り
て
其
の
書
を
著
さ
ざ
る
者
有
り
、
如
へ
ば
説
文
名
字
の
下
「
名
は
自
ら
命
る
な
り
」
は
乃
ち
膠
称
訓
の
文
、
威
字

　
　
の
下
「
火
　
戌
に
死
す
」
は
乃
ち
天
文
訓
の
文
、
鳳
字
の
下
「
羽
を
弱
水
に
濯
ひ
、
暮
て
風
穴
に
宿
る
」
は
乃
ち
覧
冥
訓
の
文
、

　
　
称
字
の

下

「

秋
分
に

し
て
禾
秒
定
ま
る
」
は
乃
ち
天
文
訓
の
文
。
又
た
許
君
自
ら
准
南
注
中
の
説
を
采
る
有
り
。
凡
そ
史
伝
志

　
　
注
・
類
書
引
く
所
の
許
君
准
南
注
、
多
く
説
文
と
同
じ
き
者
有
り
。
…
…
説
文
部
内
字
、
経
籍
中
常
見
す
る
に
非
ず
、
又
た
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

　
　
子
百
家
の
有
す
る
所
に
非
ず
し
て
、
其
の
僅
か
に
准
南
に
の
み
見
ゆ
る
者
は
、
准
南
よ
り
采
引
し
た
る
こ
と
疑
ひ
無
し
。
即
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　

僅
か
に
准
南
に
の
み
見
ゆ
る
に
あ
ら
ざ
る
者
有
る
と
も
、
許
君
既
に
手
つ
か
ら
准
南
に
注
す
れ
ば
、
其
の
説
文
の
訓
の
諸
を
准

　
　
南
注

よ
り
出
だ
す
者
、
必
ず
甚
だ
少
な
か
ら
ざ
ら
ん
。
大
抵
説
文
の
一
書
、
准
南
に
詰
注
す
る
の
後
に
成
り
し
な
ら
ん
。
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ぼ

　
　
采
引
必
ず
多
し
。
余
　
事
に
触
れ
て
校
質
し
、
略
刺
取
を
為
せ
ば
、
之
を
表
出
せ
ざ
る
を
得
ず
。
如
へ
ば
説
文
玉
部
碗
の
下
に
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云

ふ
、
「
圭
の
碗
有
る
者
」
と
。
淡
の
下
に
云
ふ
、
「
壁
の
上
・
美
色
を
起
こ
す
な
り
」
と
。
即
ち
説
山
訓
「
碗
談
の
玉
」
の
文
。

　
　
磯
の
下
に
云
ふ
、
「
珠
の
円
な
ら
ざ
る
者
」
と
。
即
ち
人
間
訓
「
輩
翠
珠
磯
」
の
文
。
…
…

以
下
、
何
と
二
百
二
十
例
に
及
ぶ
証
を
挙
げ
、
し
か
も
「
以
上
の
諸
文
は
准
南
に
出
つ
る
者
の
大
半
、
引
く
べ
き
者
甚
だ
衆
け
れ
ば
、

繁
列
せ
ざ
る
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
論
は
な
お
終
ら
ず
、
さ
ら
に
連
文
の
例
、
二
蒙
～
四
蒙
相
連
な
る
（
『
説
文
』
の
文
字
の
順

序
が
『
准
南
子
』
の
文
章
と
合
致
す
る
こ
と
を
い
う
）
例
を
あ
ま
た
列
挙
し
て
い
る
。
陶
氏
に
は
や
や
思
い
入
れ
過
剰
の
気
味
が
あ

り
、
あ
ま
り
適
切
で
な
い
例
も
散
見
さ
れ
る
。
が
、
全
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
陶
氏
の
説
の
と
お
り
で
あ
り
、
『
説
文
』
が
そ
の
多
く

を
『
准
南
子
』
に
負
う
て
い
る
こ
と
は
明
々
白
々
た
る
事
実
で
あ
る
。
『
准
南
子
』
な
か
り
せ
ば
『
説
文
』
も
ま
た
な
し
、
と
言
う
も

決

し
て
過
言
で
は
な
い
。

　
『

説
文
』
成
立
に
お
け
る
『
准
南
子
注
』
の
重
要
性
を
認
め
る
の
は
、
ひ
と
り
陶
氏
の
み
に
限
ら
な
い
。
現
代
の
許
学
を
代
表
す

る
一
人
で
あ
る
白
川
静
氏
も
、
両
者
の
関
連
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
「
説
文
中
に
准
南
子
・
准
南
説
を
用
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た

多
く
陰
陽
五
行
説
を
字
説
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
許
注
が
説
文
の
述
作
と
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
〔
こ
と
〕
が
推
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
よ
う
。
」
「
許
氏
の
五
経
異
義
と
准
南
子
注
と
は
、
説
文
解
字
の
成
立
の
上
に
、
緊
密
な
関
聯
を
も
つ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。

　

『

准
南
子
注
』
が
『
説
文
』
の
準
備
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
も
は
や
疑
い
は
な
い
。
そ
の
成
書
の
年
代
は
つ
ま
び
ら
か

で

は
な
い
が
、
理
屈
か
ら
い
っ
て
『
説
文
』
成
立
以
前
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
か
な
り
若
い
時
期
の
作
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
『
説

文
』
の
執
筆
も
相
当
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
白
川
氏
の
ご
と
く
、
『
説
文
』
と
前
後
す
る
と
み
る
も
不
可
は
な

い
。
『
准
南
子
注
』
が
若
書
き
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
率
直
に
言
っ
て
、
あ
ま
り
出
来
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が

よ
く
な
い
の
で
あ
る
。
思
想
的
理
解
が
全
般
に
浅
い
感
が
あ
る
し
、
ま
た
誤
読
の
個
所
も
一
二
に
止
ま
ら
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、
詮
言
篇
「
聖
人
勝
心
、
衆
人
勝
欲
」
に
対
し
て
許
慎
は
、
「
心
は
欲
の
生
ず
る
所
な
り
。
聖
人
は
欲
を
止
む
、
故
に
其
の
心
に
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

ち
、
百
姓
を
以
て
心
と
為
す
な
り
。
」
「
心
こ
れ
を
欲
す
る
も
耐
く
勝
止
す
る
な
り
」
と
そ
れ
ぞ
れ
注
し
て
い
る
。
本
文
は
、
聖
人
は

天
性
の

心

を
保
持
す
る
の
に
対
し
、
衆
人
は
欲
望
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
許
注
で
は
意
味
が
ま
っ
た
く
反

対
に

な
る
。
こ
の
「
勝
」
は
王
念
孫
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
任
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
。
前
後
の
行
論
よ
り
し
て
も
、
本
文
の
趣
旨

は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
注
釈
が
出
て
く
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
そ
も
そ
も
許
慎
に
は
、
道
家
の
人
間
観
や
養
性

保
真
の

思
想
に

つ

い
て

の
基
本
的
理
解
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
さ
え
禁
じ
得
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は

り
学
問
の
未
成
熟
、
若
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
注
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
自
体
、
意
図
的
な
も
の
と
は
い
え
、
一
面
で
は
未

熟

さ
か
ら
く
る
已
む
を
得
ざ
る
処
置
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
准
南
子
注
』
は
、
葉
徳
燗
が
「
蓋
し
其
の

書
、
許
君
未
だ
業
を
卒
へ
ざ
る
の
書
た
り
。
僅
か
に
約
略
に
其
の
芳
に
箋
識
す
る
の
み
に
し
て
、
爽
注
の
若
く
然
り
」
（
「
鴻
烈
間
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ
　

祓
」
）
と
い
う
よ
う
に
、
習
作
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
自
分
の
勉
強
の
た
め
の
ノ
ー
ト
の
類
で
あ
っ
て
、
公
け
に
世

に

問
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
引
用
の
出
典
や
音
読
を
一
切
示
さ
な
い
の
も
、
他
人
に
読
ま
せ
る
つ
も
り
が
な
い
と
す

れ
ば
、
う
な
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
本
伝
に
同
書
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
辺
の
事
情
を
暗
示
す
る
も
の
か
も
し
れ

な

い
。
（
た
だ
そ
う
す
る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
許
注
本
に
題
さ
れ
た
「
記
上
」
の
二
字
で
あ
る
。
こ
の
二
字
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ザ

な
い
が
、
劉
績
の
「
猶
ほ
標
題
進
呈
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
が
ま
ず
第
一
に
思
い
浮
か
ぶ
解
釈
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
習
作
に
す
ぎ
ぬ

も
の
を
献
呈
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
、
そ
の
意
味
に
は
と
れ
な
い
。
私
は
、
正
文
の
傍
に
箋
識
す
る
こ
と
を
「
上
に
記
す
」
と

表
現

し
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
臆
見
に
す
ぎ
ず
、
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
ま
暫
く
は
な
お
存
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疑
の

ま
ま
に
し
て
お
き
た
い
。
）

　

さ
て
次
に
、
『
説
文
』
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
許
慎
が
何
故
に
ま
ず
『
准
南
子
』
に
取
り
組
ん
だ
か
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
実

は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
白
川
氏
が
す
で
に
解
答
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
い
う
、
「
（
『
准
南
子
』
は
）
当
時
に
お
い
て
、
最
も
網

羅

的
、
体
系
的
で
あ
り
、
し
か
も
『
講
論
道
徳
、
総
統
仁
義
、
其
旨
近
老
子
』
と
い
う
思
想
性
の
高
い
百
科
辞
書
的
著
述
で
あ
る
。

説
文

は
叙
に
『
六
芸
群
書
之
詰
、
皆
訓
其
意
、
而
天
地
鬼
神
、
山
川
草
木
、
鳥
獣
虫
魚
、
雑
物
奇
怪
、
王
制
礼
儀
、
世
間
人
事
、
莫

不
畢
載
』
と
い
う
よ
う
に
、
万
象
を
文
字
学
に
包
括
し
、
か
つ
そ
れ
に
体
系
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
う
ち
に

は
あ
る
種
の
近
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
許
慎
が
准
南
に
注
し
た
の
は
、
そ
の
文
字
学
の
体
系
を
構
想
す
る
上
か
ら
も
、
有
益
と
考
え

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
准
南
子
に
お
い
て
百
科
辞
書
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
当
時
の
世
界
観
を
、
許
慎
の
説
文
解
字
は
、
文
字
学
的
方

法

を
以
て
そ
の
表
現
を
試
み
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
経
学
の
上
か
ら
は
、
古
文
学
派
と
し
て
の
古
文
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

を
確
立
す
る
事
業
で
も
あ
っ
た
。
」

　
ま
こ
と
に
周
到
か
つ
明
快
な
説
で
あ
っ
て
、
私
が
つ
け
加
う
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
『
准
南
子
』
の
思
想
性
を
云
々
す
る

こ
と
に
つ
い
て
だ
け
は
、
一
旦
留
保
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
と
言
う
の
は
、
許
慎
は
『
准
南
子
』
の
思
想
を
学
ぼ
う
と
し
た
の
で
は

な
く
、
そ
の
興
味
は
ま
ず
何
よ
り
も
そ
こ
に
登
載
さ
れ
て
い
る
言
語
・
事
物
の
豊
富
さ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
思
想
的
理
解
の
不
足
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
思
想
は
五
経
だ
け
で
必
要
十
分
な
の
で
あ
る
。

他
の
思
想

を
導
入
す
る
こ
と
は
異
端
と
な
る
。
だ
が
、
言
語
・
事
物
は
五
経
の
み
で
は
収
容
し
き
れ
な
い
。
世
界
全
体
を
経
学
の
内

に

統
合
す

る
た
め
に
は
、
経
書
に
な
い
言
語
・
事
物
を
も
取
り
込
み
補
完
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
経
の
権

威
を
弱
め
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
真
理
性
・
絶
対
性
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
森
羅
万
象
を
包
括
し
体
系
化
せ
ん
と
す
る

一
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『

説
文
』
の
骨
格
た
る
世
界
観
は
、
あ
く
ま
で
経
学
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
か

よ
う
な
立
場
に
立
つ
許
慎
に
と
っ
て
、
南
方
文
化
の
宝
庫
た
る
『
准
南
子
』
は
、
中
原
な
い
し
北
方
文
化
を
中
心
と
す
る
五
経

を
補
足
す
る
に
お
い
て
絶
好
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
楚
人
謂
某
日
某
」
な
る
注
を
頻
用
す
る
の
も
、
そ
の
興
味
の
現
れ
で
あ
ろ

　
　
　
ぺ
だ
ら

う
。
地
理
・
動
植
物
等
々
、
『
説
文
』
中
に
採
用
さ
れ
た
も
の
の
多
様
さ
は
、
前
に
陶
方
埼
が
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い

わ

ば
空
間
的
完
成
と
言
え
る
。
因
み
に
、
許
注
で
は
歴
史
的
人
物
名
に
丹
念
に
注
を
つ
け
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
時
間
的
完
成
を
目
指

す

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
経
学
世
界
は
空
間
の
み
な
ら
ず
、
時
間
に
お
い
て
も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
は
ず
だ
か
ら
（
『
五
経

異
義
』
で
は
、
歴
史
的
事
実
を
も
っ
て
判
定
す
る
も
の
が
数
例
あ
る
）
。

　

こ
の
よ
う
に
許
慎
は
、
『
准
南
子
』
を
あ
く
ま
で
知
識
の
宝
庫
、
百
科
全
書
と
し
て
扱
っ
た
。
百
科
全
書
は
哲
学
書
で
は
な
い
。
そ

の

用
途

は
、
言
語
・
事
物
の
資
料
を
収
集
す
る
、
す
な
わ
ち
訓
詰
名
物
の
学
に
資
す
る
に
あ
る
。
つ
ま
り
百
科
全
書
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
こ
そ
、
訓
詰
名
物
の
学
‖
小
学
を
為
む
る
許
慎
の
本
領
で
あ
っ
た
。
而
し
て
そ
の
小
学
と
は
、
彼
に
と
っ
て
経
学
世
界
の
建

設
作
業
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
私
が
許
慎
に
と
っ
て
『
准
南
子
』
研
究
は
経
学
の
一
環
で
あ
っ
た
と
強
調
す
る
所
以
は
ま
さ
し
く
こ

こ
に
存
す
る
。
許
慎
が
『
准
南
子
』
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
白
川
氏
の
い
う
よ
う
に
、
当
時
最
も
網
羅
的
体
系
的
百
科
全
書
で
あ
っ

た
か
ら
に
違
い
な
い
が
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
か
の
劉
向
の
『
准
南
子
』
評
価
で
あ
る
。
劉
向
は
『
准
南
子
』
を
経
義
の
実
践

に

資
す
る
た
め
の
百
科
全
書
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
存
在
を
承
認
し
た
。
許
慎
は
そ
の
劉
向
の
評
価
ど
お
り
に
『
准
南
子
』
に
対
し

た
の
で
あ
る
。
許
慎
の
師
は
費
達
で
あ
る
が
、
そ
の
費
達
は
ま
た
劉
飲
の
学
統
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
許
慎
は
劉
歌
の
学
統

に

連
な
る
の
で
あ
り
、
劉
向
の
評
価
を
忠
実
に
守
っ
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。
当
時
、
道
家
の
学
が
禁
圧
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
劉
向
が
『
准
南
子
』
を
道
家
に
分
類
し
て
い
た
と
し
て
も
、
許
慎
は
そ
の
注
を
作
っ
て
い
た
か
も
し
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れ
な

い
。
だ
が
そ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
想
像
だ
が
、
一
種
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
高
誘
が
「
其

の

旨
、
老
子
に
近
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
誰
の
目
に
も
『
准
南
子
』
が
実
は
道
家
の
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
許
慎
も
む
ろ
ん
わ
か
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
『
准
南
子
』
研
究
に
適
進
で
き
た
の
は
、

や

は
り
劉
向
の
お
墨
付
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
許
慎
ば
か
り
で
は
な
い
。
馬
融
や
盧
植
・
延
篤
に
つ
い
て
も
、

事
情
は

同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
人
は
、
奇
し
く
も
み
な
東
観
で
校
書
あ
る
い
は
著
作
に
従
事
し
て
い
る
。
と
く
に
許
・
馬
二
人
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い

一
緒
に
東
観
に
在
籍
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
（
永
初
中
）
の
東
観
は
「
老
子
戚
室
、
道
家
蓬
莱
山
」
（
『
後
漢
書
』
賓
章
伝
）
と
称

せ

ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
道
家
、
と
り
わ
け
『
老
子
』
研
究
の
メ
ッ
カ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
は
ず
っ
と
後
ま
で
続
い

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
延
篤
と
同
時
に
東
観
に
い
た
の
が
、
『
老
子
銘
』
を
著
し
た
か
の
辺
詔
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
東
観
の
状
況
か

ら
み
て
、
彼
ら
が
道
家
の
学
に
浅
か
ら
ぬ
見
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
彼
ら
を
し
て
『
准
南
子
』

に

目
を
向
け
し
め
た
要
因
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
な
か
ん
つ
く
許
慎
と
盧
植
は
根
っ
か
ら
の
経
学
者

で

あ
っ
た
。
ま
た
東
観
も
、
建
前
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
経
学
が
主
で
あ
り
、
諸
子
伝
記
は
そ
の
補
助
た
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼

ら
に
と
っ
て
『
准
南
子
』
お
よ
び
道
家
の
学
は
、
や
は
り
経
学
の
補
完
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
、
と
私
は
思
う
。
後
漢
に
お

け
る
准
南
学
の
隆
盛
は
、
劉
向
の
雑
家
評
価
の
路
線
の
延
長
上
に
お
い
て
、
経
学
の
一
環
と
し
て
花
開
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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前
節
で
私
は
、
許
慎
は
『
准
南
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思
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摂
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し
た
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で
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べ
た
が
、
実
は
摂
取
し
た
も
の
が
一
つ
あ
っ
た
の
で



あ
る
。
そ
れ
は
陰
陽
五
行
思
想
、
よ
り
広
く
言
え
ば
「
気
」
の
思
想
で
あ
る
。
許
注
に
は
陰
陽
五
行
や
気
を
も
っ
て
説
く
条
が
か
な

り
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
（
本
文
は
省
略
）
、
「
春
に
は
女
　
陽
に
感
じ
て
則
ち
思
ひ
、
秋
に
は
士
　
陰
を
見
て
悲
し
む
」
（
　
称
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら

「

其
の
化
は

陰
の
陽
に
入
る
に
視
ひ
、
陽
の
陰
に
入
る
に
従
ふ
」
（
斉
俗
）
、
「
夏
祭
に
は
竃
を
先
に
す
。
周
は
火
徳
な
り
。
都
氏
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
、
『
五
徳
の
次
は
勝
た
ざ
る
所
に
従
ふ
。
故
に
虞
は
土
、
夏
は
木
、
般
は
金
、
周
は
火
』
と
」
（
同
上
）
、
「
精
穫
は
気
の
侵
入
す
る

者
な

り
」
（
泰
族
）
、
「
易
は
気
を
以
て
吉
凶
を
定
む
、
故
に
鬼
な
り
」
（
同
上
）
、
「
太
清
は
元
気
の
清
め
る
者
な
り
」
（
道
応
）
、
「
太
一

の

容

と
は
、
北
極
の
気
合
し
て
一
体
と
為
る
な
り
」
（
要
略
）
、
「
造
化
の
母
と
は
元
気
太
一
の
神
」
（
同
上
）
な
ど
で
あ
る
（
終
り
の

三
条
は

太
一
神
1
1
北
辰
を
万
物
生
成
の
根
源
た
る
元
気
と
み
る
も
の
で
あ
り
、
漢
代
の
北
辰
信
仰
お
よ
び
元
気
論
の
重
要
資
料
で
あ

る
が
、
い
ま
は
指
摘
す
る
に
止
め
る
）
。
肝
心
の
原
道
や
天
文
篇
の
許
注
が
失
わ
れ
て
い
る
の
は
残
念
の
極
み
で
あ
る
が
、
「
人
心
以

上
は

気
の

往
来
す

る
所
な
り
」
（
原
道
）
や
「
虎
は
陰
中
の
陽
」
（
天
文
）
な
ど
の
供
文
よ
り
み
て
、
同
様
の
傾
向
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
陰
陽
五
行
や
気
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
　
　
時
に
は
そ
の
必
然
性
が
な
い
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
　
　
　
こ
と
が
多
い
の
は
、
許
慎
の
陰
陽
五
行
や
気
に
対
す
る
深
い
関
心
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
道
理
で
、
陰
陽
五

行
や
気

は
許
慎
の
世
界
観
の
根
幹
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
説
文
』
に
は
陰
陽
五
行
を
も
っ
て
説
解
す
る
条
が
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
構
成
ー
そ
れ
は
す
な
わ
ち
許
慎
の
世
界
観
に

他
な

ら
な
い
　
　
も
ま
た
陰
陽
五
行
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
『
准
南
子
』
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
漢
代
最
大
の
気
の
論
書
で
あ

へ　
　る

。
許
慎
が
『
准
南
子
』
に
興
味
を
抱
き
、
そ
れ
を
『
説
文
』
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
白

川
氏
は
い
う
、
「
許
氏
が
准
南
に
寄
せ
た
関
心
は
、
字
書
的
知
識
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
准
南
子
は
思
想
の

書
で

あ
り
、
原
道
第
一
に
道
を
論
じ
て
万
有
の
根
源
を
説
き
、
末
篇
の
泰
族
に
は
六
芸
の
帰
を
論
じ
て
王
化
の
こ
と
を
い
う
。
…
：
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一
書
の
趣
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
道
は
陰
陽
の
気
に
乗
じ
て
万
物
を
化
成
し
、
天
地
人
文
は
み
な
五
行
消
長
の
秩
序
に
従
っ
て
運
旋

す

る
理
を
説
く
。
そ
れ
は
説
文
が
、
『
一
、
惟
初
太
始
、
道
立
於
一
、
造
分
天
地
、
化
成
万
物
』
を
以
て
は
じ
め
、
『
亥
、
菱
也
、
十

月
微
陽
起
、
接
盛
陰
、
亥
而
生
子
、
復
従
一
起
』
と
終
始
に
韻
語
を
用
い
、
分
殊
よ
り
し
て
ま
た
は
じ
め
に
循
環
す
る
理
を
寄
せ
よ

う
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
と
み
て
よ
い
。
…
…
許
慎
は
…
…
万
有
を
道
の
消
長
分
化
の
過
程
と
す
る
准
南
子
の
世
界
観
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ざ

そ
の
字
説
を
思
想
的
な
体
系
に
ま
で
近
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
全
著
の
構
成
の
し
か
た
の
上
に
も
、
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

こ
れ
ま
た
至
当
の
論
で
あ
り
、
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。

　

『

准
南
子
』
の
「
道
」
の
概
念
、
お
よ
び
気
に
よ
る
宇
宙
万
物
生
成
論
が
道
家
、
と
り
わ
け
『
老
子
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
今
さ
ら
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
自
ら
の
世
界
観
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
は
道
家
の
徒
と
な
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
前
に
私
は
、
許
慎
の
世
界
観
は
あ
く
ま
で
経
学
的
世
界
観
で
あ
っ
た
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
よ
う
。
が
、
矛
盾
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
学
的
世
界
観
は
、
ま
さ
し
く
『
准
南
子
』
の

そ
れ
と
揆
を
一
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
儒
家
に
お
い
て
は
、
董
仲
辞
よ
り
積
極
的
に
陰
陽
五
行
説
を
導
入
し
始
め
、
劉
向
父
子

や

揚
雄
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
。
元
（
気
）
の
思
想
も
董
仲
辞
に
よ
っ
て
創
始
せ
ら
れ
、
揚
雄
・
班
固
・
張
衡
ら
を
経
て
何
休
に
流

れ
て

ゆ

く
。
ま
た
『
易
』
に
「
太
極
」
あ
り
、
劉
歌
「
三
統
暦
」
に
「
太
極
元
気
」
を
い
う
。
か
か
る
状
況
の
中
で
、
許
慎
が
『
准

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

南
子
』
の
元
気
生
成
論
と
陰
陽
五
行
説
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
自
ら
の
体
系
の
強
化
を
図
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
う

べ

き
で
あ
る
。
ま
し
て
や
学
問
の
祖
た
る
劉
向
・
劉
散
が
先
縦
た
る
に
お
い
て
を
や
。
そ
れ
は
異
端
的
行
為
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
純

然

た
る
経
学
の
事
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
道
家
の
元
気
生
成
論
を
そ
の
基
盤
と
す
る
よ
う
な
経
学
は
、
も
は
や
仁
義
礼
楽
を
事
と
す
る
本
来
の
儒
学
か
ら
は
遠
く
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逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
経
学
的
世
界
を
完
全
な
る
宇
宙
と
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

道
家
の

書

を
あ
く
ま
で
雑
家
と
し
て
利
用
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
は
、
い
ず
れ
無
理
が
く
る
。
高
誘
の
注
こ
そ
、
そ
の
経
学
と
し
て
の

准
南
学
の
破
綻
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
道
家
の
儒
家
に
対
す
る
逆
転
優
位
の
始
ま
り
を
告
げ
る
鐘
の
音
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

注
（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（7
）

　
金
谷
治
『
老
荘
的
世
界
ー
准
南
子
の
思
想
ー
』
二
九
五
九
）
第
二
部
第
二
章
、
お
よ
び
『
奏
漢
思
想
史
研
究
』
二
九
六
〇
）
第
五
章
第
三

節
参
照
。
以
下
、
簡
便
を
期
し
、
後
者
の
み
挙
げ
る
。

　
本
田

済

「

『

准
南

子
』
の
一
面
」
（
「
人
文
研
究
」
四
i
八
、
一
九
五
三
、
ま
た
『
東
洋
思
想
研
究
』
所
収
）
参
照
。

以
下
、
便
宜
の
た
め
、
劉
向
の
み
記
す
。
『
漢
志
』
の
叙
は
、
お
お
む
ね
劉
向
の
考
え
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
拙
稿
「
劉
向
の
学
問
と
思
想
」

（「

東
方
学
報
」
五
〇
、
一
九
七
八
）
参
照
。

倉
石
武
四
郎
「
准
南
子
の
歴
史
」
（
「
支
那
学
」
三
－
五
・
六
、
一
九
二
三
）
は
、
高
誘
序
の
後
世
の
偽
作
な
る
を
疑
う
が
、
こ
れ
は
今
本
が
『
漢
志
』

著
録

の
「
准
南
内
二
十
一
篇
」
に
あ
ら
ず
と
す
る
見
解
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
提
と
も
ど
も
従
え
な
い
。
現
在
で
は
、
そ
の
真
な
る
こ
と
は
ほ

ぼ
認
め

ら
れ
て
い
る
。

　
金
谷
治
「
黄
老
の
術
に
つ
い
て
」
（
前
掲
書
第
二
章
第
三
節
）
、
内
山
俊
彦
「
黄
老
の
学
と
黄
帝
・
老
子
の
書
」
（
『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然

認
識
』
第
七
章
二
、
一
九
八
七
）
参
照
。

　
武
内
義
雄
「
列
子
冤
詞
」
（
「
支
那
学
」
一
ー
四
、
一
九
二
〇
、
全
集
第
六
巻
）
参
照
。

　
金
谷
氏
前
掲
書
四
三
〇
頁
参
照
。
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13　　12　11　10　　9　　8（1
4
）

（1
5
）

（1
6
）

　　　　　A

22　21
）　　　　）

A　　　　A　　　　　　　　　　

20　　19　　18　　17

　
た
と
え
ば
、
例
の
『
准
南
沈
中
鴻
宝
苑
秘
』
に
よ
る
錬
金
術
の
失
敗
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

　
金
谷
氏
前
掲
書
五
五
四
～
五
頁
。
な
お
こ
れ
は
、
武
内
義
雄
『
老
子
と
荘
子
』
（
一
九
三
〇
、
全
集
第
六
巻
）
中
の
説
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
前
掲
拙
稿
参
照
。

　
現
在
で

は
、
延
篤
注
の
存
在
は
肯
定
、
応
勘
注
は
否
定
と
い
う
の
が
大
勢
で
あ
る
。

　
高
誘
序
に
「
先
賢
通
儒
、
述
作
之
士
、
莫
不
援
采
以
験
経
伝
」
と
あ
り
、
准
南
学
を
為
す
者
の
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

陶
方
埼

は
馬
融
を
い
う
と
す
る
。
馬
注
を
み
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
に
は
や
は
り
盧
植
を
指
す
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

お

こ
の
序
文
に
は
、
戸
川
芳
郎
氏
の
訳
注
（
「
中
国
古
典
文
学
大
系
」
6
『
准
南
子
・
説
苑
』
所
収
、
一
九
七
四
）
が
あ
る
。

注
釈

を
別
行
せ
ず
に
、
本
文
に
併
載
す
る
こ
と
。
経
書
注
で
そ
の
体
裁
を
と
る
本
は
馬
融
に
始
ま
る
か
ら
、
あ
る
い
は
馬
注
本
か
ら
す
で
に
注
を
併

載

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
音
読
も
馬
注
よ
り
の
踏
襲
で
あ
ろ
う
。

蘇
頒
「

校
准
南
子
題
序
」
（
『
蘇
魏
公
集
』
巻
六
六
）
「
惟
集
賢
本
巻
末
有
前
賢
題
載
云
、
許
標
其
首
、
皆
日
間
詰
、
鴻
烈
之
下
、
謂
之
記
上
、
」
『
郡

斎
読
書
志
』
（
衰
本
）
「
許
慎
注
標
其
首
、
皆
日
間
詰
、
次
日
准
南
鴻
烈
、
自
名
注
日
記
上
、
」

　
島
田
翰
が
「
間
詰
当
是
猶
日
粗
解
其
訓
詰
」
と
い
う
も
、
ほ
ぼ
同
意
。
呉
則
虞
「
准
南
子
書
録
」
（
「
文
史
」
二
、
一
九
六
三
）
に
「
許
注
名
日
間

詰
、
下
題
日
記
上
、
間
謂
間
隙
也
、
記
猶
箋
識
也
、
言
得
其
間
而
箋
識
之
、
猶
王
氏
雑
志
、
愈
氏
平
議
之
摘
句
説
経
」
と
い
う
の
は
私
の
読
み
と
同
じ

だ

が
、
『
雑
志
』
等
と
同
じ
と
す
る
の
は
、
書
物
の
性
格
か
ら
み
て
い
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
「

中
国
古
代
の
商
と
費
　
　
そ
の
意
味
と
思
想
史
的
背
景
　
　
」
（
「
東
洋
史
研
究
」
四
七
1
］
、
一
九
八
八
、
二
二
頁
）

　

『

説
文
新
義
』
巻
一
五
、
］
九
七
三
、
四
二
～
三
頁
。

　
馬
宗
窪
『
准
南
旧
注
参
正
』
の
序
に
「
題
日
間
詰
、
猶
云
爽
注
、
或
疑
其
本
非
成
書
、
理
或
然
欺
」
と
あ
り
、
葉
説
を
肯
定
し
て
い
る
。

　
劉
説
は

全
体
の
論

と
し
て
は
誤
り
だ
が
、
こ
の
個
所
の
読
み
方
そ
の
も
の
は
決
し
て
不
当
で
は
な
い
。
な
お
『
古
文
旧
書
考
』
参
照
。

　
前
掲
書
四
二
～
三
頁
。

　
地
名
も
丹
念
に
注
さ
れ
て
い
る
。
単
に
「
山
名
」
「
水
名
」
等
と
す
る
も
の
も
多
い
が
、
こ
の
注
記
も
『
説
文
』
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
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（2
3
）

（2
4
）

26　25
　　　）

⌒補
）

あ
る
。

許
沖
の

上
表
に

「

慎
前
以
詔
書
校
書
東
観
」
と
あ
る
が
、
厳
可
均
『
許
君
事
蹟
考
』
は
、
こ
れ
を
永
初
四
年
、
郵
后
の
命
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
ま

た
『
後
漢
書
』
馬
融
伝
に
「
（
永
初
）
四
年
、
拝
為
校
書
郎
中
、
詣
東
観
典
校
秘
書
」
と
あ
る
。
な
お
白
川
氏
前
掲
書
二
九
頁
参
照
。

　
『
准
南
子
』
に
見
え
る
気
論
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
「
道
家
の
気
論
と
『
准
南
子
』
の
気
」
（
『
気
の
思
想
』
第
三
章
第
一
節
、
一
九
七
八
）
に
拠

る
。
ま
た
平
岡
禎
吉
『
准
南
子
に
現
わ
れ
た
気
の
研
究
』
（
一
九
六
一
）
参
照
。

　
前
掲
書
六
五
～
六
頁
。
ま
た
阿
辻
哲
次
『
漢
字
学
　
　
　
『
説
文
解
字
』
の
世
界
　
　
』
（
一
九
八
五
）
参
照
。

　
『

准
南
子
』
に
は
「
元
気
」
の
用
例
は
な
い
が
（
『
太
平
御
覧
』
天
部
引
く
天
文
訓
は
「
元
気
」
に
作
る
が
、
是
非
は
に
わ
か
に
は
定
め
難
い
）
、
実

質
的
に
は
後
の
元
気
論
に
ほ
ぼ
近
い
生
成
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
許
慎
が
『
准
南
子
』
の
道
を
元
気
と
把
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
な
お
『
説
文
』
に
は
、
元
気
の
語
が
二
度
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
気
の
用
例
は
極
め
て
多
数
で
あ
る
。
戸
川
芳
郎
「
後
漢
期
に
お
け
る
気

論
」
（
前
掲
『
気
の
思
想
』
第
一
部
第
四
章
）
を
参
照
。
な
お
こ
の
論
文
に
は
、
『
説
文
』
の
用
例
が
資
料
と
し
て
附
さ
れ
て
い
る
。

許
注
の
中
で
書
名
を
挙
げ
て
引
用
す
る
数
少
な
い
例
（
他
に
は
『
詩
』
『
老
子
』
『
荘
子
』
が
一
例
ず
つ
）
で
あ
り
、
許
慎
の
陰
陽
五
行
に
対
す
る
深

い
関
心

を
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
『
文
選
』
李
注
に
も
同
文
を
引
い
て
い
る
。
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