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1
尾
崎
・
牧
氏
に
答
う
一

古

田

武

彦

陶

　
　
　
　
　
　
　
①

　
論
稿
「
邪
馬
壷
国
」
　
（
　
九
六
九
年
九
月
）
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
従
来
の

「
邪
馬
台
国
」
研
究
の
基
盤
に
対
し
、
根
本
的
な
史
料
批
判
を
加
え
た
。

　
す
な
わ
ち
、
従
来
疑
わ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
邪
馬
万
国
」
と
い
う
改

定
名
称
を
非
と
し
、
代
っ
て
「
邪
馬
路
国
」
と
い
う
原
文
面
の
原
名
称
に
よ

っ
て
、
新
し
い
研
究
は
再
出
発
す
べ
き
だ
、
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
稿
の
末
尾
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。

　
「
特
に
こ
の
際
銘
記
さ
る
べ
き
は
次
の
一
点
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

な
わ
ち
、
今
後
再
び
、
三
世
紀
に
お
け
る
『
邪
面
壁
国
瞼
の
存
在
を
前
歯
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
立
論
せ
ん
と
欲
す
る
学
的
研
究
老
に
は
、
再
史
料
批
判
上
『
豪
』
が
正
し

く
『
壷
駈
が
誤
で
あ
る
、
と
い
う
必
要
に
し
て
十
分
な
る
論
証
が
言
々
さ
れ

る
、
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
」

　
わ
た
し
の
懸
念
は
つ
ぎ
の
点
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
史
料
批
判
上
「
邪
馬

豪
国
」
と
い
う
改
定
名
称
は
と
る
べ
き
で
な
い
。
そ
の
こ
と
が
す
で
に
徹
底

し
て
論
証
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
あ
え
て
不
問
に
付
し
、
何
の

反
証
も
反
論
も
加
え
ぬ
ま
ま
、
依
然
と
し
て
従
前
通
り
の
「
邪
馬
台
国
」
論

議
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
…
1
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
数
百
年
の
研
究
界
の
大

勢
に
依
拠
し
つ
つ
流
行
す
る
な
ら
ば
、
学
問
に
と
っ
て
真
に
不
幸
で
あ
る
と
、

ひ
そ
か
に
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
の
経
過
に
お
い
て
、
わ
た
し
の
論
稿
へ
の
望
外
の

関
心
が
し
め
さ
れ
た
反
面
、
論
文
に
よ
る
反
論
・
反
証
に
つ
い
て
は
必
ず
し

も
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
論
稿
に
対
す
る
反

論
と
し
て
発
表
せ
ら
れ
た
、
つ
ぎ
の
二
篇
を
す
こ
ぶ
る
貴
重
と
し
た
の
で
あ
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る
。

　
尾
崎
雄
一
、
一
郎
「
邪
馬
毫
国
に
つ
い
て
」
　
（
京
都
大
学
教
養
部
「
人
文
」
第
十
穴

集
）　

牧
健
二
「
古
田
武
彦
氏
の
『
邪
馬
萱
国
』
に
つ
い
て
」
（
龍
谷
法
学
第
2

巻
第
2
、
3
、
4
号
）

　
な
お
、
こ
の
他
に
佐
伯
有
清
氏
は
、
「
九
六
九
年
と
一
九
七
〇
年
の
歴
史

学
界
「
回
顧
と
展
望
」
（
史
学
雑
誌
7
9
1
6
、
8
0
i
5
）
に
お
い
て
、
わ
た
し
の

論
稿
に
対
す
る
長
文
の
紹
介
と
批
評
を
加
え
ら
れ
た
。
こ
と
に
一
九
七
〇
年

の
稿
に
お
い
て
は
、
先
の
尾
崎
論
文
の
論
旨
を
逐
一
紹
介
し
た
上
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
の
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
尾
崎
氏
の
位
置
比
定
に
つ
い
て
は
、
異
論
も
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

古
田
氏
の
説
に
対
す
る
批
判
は
、
正
鵠
を
射
て
い
る
。
そ
の
論
点
の
い
く
つ

か
は
、
筆
者
が
昨
年
の
本
欄
で
簡
単
に
古
田
氏
説
へ
の
疑
問
を
だ
し
て
お
い

た
の
と
ま
さ
に
一
致
す
る
。
古
田
氏
の
「
邪
馬
壷
国
」
論
が
で
て
学
界
の
一

部
に
同
調
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
尾

崎
氏
の
詳
細
な
批
判
が
擬
示
さ
れ
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に
反
応
を
示
す
か
を

　
　
　
　
②

見
守
り
た
い
。
」

　
こ
れ
は
、
尾
崎
氏
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
再
反
論
へ
の
す
す
め
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
今
、
本
稿
に
お
い
て
、
尾
崎
論
文
に
対
す
る
詳
細
な
再
批
判
を

こ
こ
ろ
み
よ
う
と
お
も
う
。

　
実
は
佐
伯
氏
の
勧
請
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
尾
崎
氏
の
論
説
は
、
事
、
中

国
語
音
韻
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
史
学
研
究
者
の
こ
と
に
藩
過
し
や

す
い
点
で
あ
り
、
か
つ
、
い
っ
た
ん
こ
の
点
に
お
い
て
正
鵠
を
失
し
た
な
ら

ば
、
爾
余
千
百
の
論
議
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
そ
の
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
先
ず
、
京
都
大
学
に
お
け
る
中
国
語
音
韻
の
「
専
家
」
た
る

尾
崎
氏
の
論
説
に
対
し
、
そ
の
論
点
の
「
つ
｝
つ
を
客
観
的
な
史
料
批
判
の

光
に
さ
ら
し
て
、
検
証
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

　
　
（
尾
崎
氏
の
論
説
は
大
き
く
五
段
に
分
れ
、
そ
の
各
段
の
中
に
各
種
の
小
事
例
が

　
も
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
そ
の
章
段
の
根
本
を
先
ず
と
り
あ
げ
て
批

　
判
し
、
そ
の
の
ち
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
、
尾
崎
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
各
小
事
例
を
つ

　
ぶ
さ
に
再
検
査
す
る
こ
と
と
す
る
。
）

　
①
史
学
雑
誌
第
七
十
八
編
第
九
号

　
②
　
三
八
ペ
ー
ジ
下
段

二

　
尾
崎
論
文
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
再
批
判
の
第
【
点
は
つ
ぎ
の
命
題
で
あ

る
。　

「
三
国
志
魏
志
倭
人
伝
に
お
け
る
、
倭
国
の
現
地
音
を
表
記
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
表
記
は
、
け
っ
し
て
〃
純
粋
な
音
韻
至
上
主
義
”
で

は
な
い
。
」

　
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
の
論
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
だ
。
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「
魏
志
倭
人
伝
に
倭
語
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
た
漢
字
群
は
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
表
音
的
用
法
と
の
み
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
」
と
。

　
氏
の
論
拠
を
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
氏
は
先
ず
倭
人
伝
の
中
の
倭
語
の
漢
字
表
記
と
見
ら
れ
る
も
の
六
十
六
字

を
「
単
字
表
」
と
し
て
し
め
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
「
こ
の
単
字
表
に
は
、
漢
字
音
の
表
記
と
し
て
見
た
と
き
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

音
の
異
字
は
極
め
て
少
な
い
。
」
と
奪
わ
れ
、
そ
の
立
場
か
ら
、
倭
人
伝
中

の
「
倭
語
の
漢
字
表
記
」
を
〃
純
粋
に
表
音
的
な
用
法
”
と
し
て
見
な
そ
う

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
の
見
地
は
す
で
に
氏
の
前
論
文
に
お
い
て
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
こ
こ
に
氏
が
再
説
強
調
さ
れ
た
理
由
は
、
わ
た
し
の
論
稿
に
お
け
る
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
論
点
を
反
駁
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
す
な
わ
ち
、
〃
三
世
紀
の
三
國
志
原
本
に
お
い
て
、
「
邪
馬
弱
国
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

う
国
名
は
決
し
て
葎
在
し
得
な
い
。
”
と
い
う
命
題
を
、
　
つ
ぎ
の
三
つ
の
論

点
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
論
証
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
中
国
の
支
配
者
は
古
く
よ
り
「
中
華
恩
想
」
の
立
場
か
ら
、
四
囲
の
斑

毛
を
夷
直
視
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
種
族
名
・
国
名
を
漢
字
で

表
記
す
る
ば
あ
い
、
　
「
卑
字
」
を
用
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ぼ
で
あ
っ
た
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
・
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
⑤

と
え
ば
「
東
夷
・
西
戎
，
・
南
蛮
・
北
秋
」
「
飼
奴
」
「
尊
卑
」
の
類
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
三
国
志
東
夷
伝
中
の
国
名
に
も
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
「
卑
字
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
現
れ
て
い
る
。
倭
人
伝
も
こ
れ
ら
と
例
外
で
は
な
い
。
　
「
卑
弥
呼
」
　
「
邪

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

馬
壼
国
」
　
「
奴
国
」
　
「
狗
奴
国
」
等
も
そ
の
例
で
あ
る
。

　
②
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
反
し
、
「
盛
」
と
い
う
字
は
三
国
志
に
お
い
て
は

〃
特
別
至
高
の
意
義
〃
を
帯
び
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
魏
の
曹
操
が
郷
に
三
重
を
建
設
し
て
以
来
、
魏
の
各
天
子
は

天
命
を
う
け
た
天
子
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
「
藁
」
を
建
造
し
た
。

　
　
銅
爵
墓
、
急
結
壁
、
陵
雲
蟹
、
南
巡
壁
、
東
巡
墓
、
九
華
墓
、
東
征
墓
、

　
　
永
始
蟹
、

等
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
、
つ
い
に
「
墓
」
と
い
う
一
語
で
「
洛
陽
の
天

子
の
宮
殿
と
そ
の
薩
属
の
中
央
政
庁
」
を
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
用
法

は
、
三
国
志
中
各
所
に
出
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
倭
人
伝
末
尾
の
壼
古
風
・
献

　
　
　
　
　
　
へ

記
慕
に
も
「
詣
レ
肇
」
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。

　
③
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
「
重
字
」
を
お
び
た
だ
し
く
用
い
な
が
ら
、
そ

の
真
只
中
に
「
壁
」
と
い
う
よ
う
な
「
釜
高
の
下
畑
」
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

あ
り
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　
三
国
志
に
お
い
て
、
魏
朝
は
卑
弥
呼
を
も
っ
て
、
徽
頭
徹
尾
〃
忠
実
な
る

夷
蛮
の
王
”
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
倭
王
を
〃
東
方
の
天
子
”

の
如
く
見
な
し
て
い
る
形
跡
は
絶
無
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
邪
馬
盗
国
」
と
い
う
漢
字
表
記
は
、
三
世
紀
の
三
国
志
の

中
に
は
、
存
在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

1oo （806）
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以
上
の
よ
う
な
わ
た
し
の
論
証
に
鰐
抗
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
、
尾
崎
氏

の
〃
純
粋
表
音
主
義
”
で
あ
る
。

　
氏
は
、
わ
た
し
の
論
稿
に
お
け
る
「
卑
字
」
と
い
う
見
地
を
否
定
し
、
こ

の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
日
本
人
「
独
特
の
ひ
が
み
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、

と
断
ぜ
ら
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
陳
書
に
は
「
卑
字
」
な
ど
と
い
う
特
別
の
意
識
は
全
然
存
在

し
な
い
。
た
だ
、
嶺
時
の
辞
書
と
も
い
う
べ
き
「
韻
書
」
に
よ
っ
て
、
そ
の

各
音
韻
グ
ル
…
プ
の
先
頭
の
文
字
（
「
小
謡
の
首
宇
」
と
呼
ぶ
）
の
如
き
、
使
用

頻
度
の
高
い
文
字
を
「
外
国
音
の
漢
字
表
記
」
と
し
て
、
偶
然
用
い
た
だ
け

の
こ
と
だ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
同
論
文
三
七
ペ
ー
ジ

　
②
「
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
文
字
の
異
同
、
ま
た
、
他
の
文
で
な
く
倭
語
の
一
部
と
し

　
　
て
読
み
込
む
べ
き
だ
と
す
る
説
の
あ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
括
弧
に
入
れ
て
、
該

　
　
当
個
所
の
下
に
加
え
」
る
と
、
共
に
七
十
五
字
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
③
尾
崎
氏
の
「
同
音
の
異
字
」
処
理
の
仕
方
に
対
す
る
批
判
は
こ
の
論
文
末
の

　
　
〈
補
〉
に
詳
記
す
る
。

　
④
尾
崎
雄
二
郎
「
日
本
古
代
史
中
国
史
料
の
処
理
に
お
け
る
漢
語
学
的
問
題
点
」

　
　
（
「
人
文
」
第
十
五
集
、
昭
和
四
十
四
年
｝
月
、
京
都
大
学
教
養
部
）

　
⑤
「
馬
」
「
牛
」
「
狗
」
等
も
こ
れ
に
準
ず
る
。
こ
れ
ら
は
「
龍
」
「
鳳
」
の
類
の

　
　
高
費
な
る
動
物
で
は
な
い
。

三

　
今
、
羅
崎
氏
の
説
の
理
解
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
小
風
の
首
宇
」
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
具
体
的
に
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
唐
代
の
「
広
韻
」
や
三
代
の
「
集
韻
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
韻
書
に
は
、

漢
字
が
音
韻
に
よ
っ
て
分
類
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
広
聴
」
に
よ
っ
て
み
る
と
、
そ
の
最
初
の
巻
は
「
上
平
声
」

巻
第
【
で
あ
り
、
そ
の
は
じ
め
に
「
東
第
一
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

が
さ
ら
に
二
十
五
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
グ
ル
ー
プ
を
あ
げ
る
と
、

　
○
東
・
藁
・
鵜
・
棟
・
像
・
像
・
飯
・
桧
・
漁
・
蝋
・
瀞
凍
・
錬
・
練
・
疎
・

　
　
　
煉
・
薮
・
雑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
右
十
七
字
が
「
小
韻
」
の
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。
そ
の
中
で
「
小
韻
の

首
字
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
最
初
に
お
か
れ
た
「
東
」
で
あ
る
。
羅
崎
氏
の

衰
現
に
よ
る
と
、
　
そ
の
韻
書
作
製
老
と
そ
の
時
代
に
と
っ
て
、
　
も
っ
と
も

「
馴
れ
」
の
度
合
の
強
い
も
の
が
先
頭
に
お
か
れ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
倭
人
伝
「
単
字
表
」
の
文
字
は
そ
の
八
○
・
三
〇

　
　
　
　
③

パ
ー
セ
ン
ト
が
「
小
韻
の
首
字
」
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
か
ら
、
氏
は
〃
三
世
紀
中
国
人
が
外
国
音
を
漢
字
表
記
す
る
場
合
、
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へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

こ
の
小
韻
の
首
字
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
純
粋
に
蓑
質
的
に
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
”
と
い
う
推
定
へ
と
す
す
ま
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
語
は
「
全
体
と
し
て
極
め
て
思
い
出
し
易
い
、
日

常
生
活
の
中
で
使
用
さ
れ
る
頻
度
の
極
め
て
高
い
文
字
」
で
あ
る
と
し
、
「
文

字
の
こ
う
し
た
日
常
性
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
倭
語
を
あ
ら
わ
す
た
め
に

使
わ
れ
た
漢
字
ど
も
の
、
字
義
を
離
れ
た
無
色
性
、
い
わ
ば
純
粋
表
音
機
能

性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
結
び
つ
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
私
は
そ

の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
信
ず
る
。
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
氏

の
〃
純
粋
表
音
主
義
”
は
成
立
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
氏
の
立
論
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
基
本

的
な
脆
弱
点
は
、
〃
肝
心
の
「
三
世
紀
の
韻
書
」
が
現
存
し
な
い
”
こ
と
で

　
④

あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
磯
の
立
論
は
、
史
料
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
七
～
八
世
紀
の
唐
代

の
「
広
韻
」
、
十
三
世
紀
の
宋
代
の
「
集
韻
」
の
類
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
氏
の
論
の
依
拠
点
と
な
っ
た
「
小
野
の
首
字
」
に
つ

い
て
も
、
「
三
世
紀
の
韻
書
」
に
お
け
る
実
体
は
不
明
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
言
語
年
代
学
」
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
日
常
的
な
用
語
（
「
東
」
「
山
」
「
天
」
の
よ
う
な
文
字
）
は
変
化
し
に
く

く
、
文
化
・
経
済
・
政
治
等
に
関
す
る
用
語
は
変
化
し
や
す
い
、
と
い
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
魏
晋
代
の
韻
書
と
紅
舌
代
の
韻
書
と
の
間
に
も
、
お
そ

ら
く
そ
の
よ
う
な
異
同
が
存
在
し
、
　
「
小
蒲
の
首
字
」
に
も
変
化
を
与
え
て

い
る
で
あ
ろ
う
、
と
予
測
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
実
測
し
、
確
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
は
、
三
世
紀
韻
書
が
現
存
し
な
い
た
め
、
史
料
的
に
困
難
な
の
で
あ
る
。

①
尾
崎
論
文
で
は
四
〇
～
四
二
ペ
ー
ジ
に
そ
の
説
明
が
あ
る
。

②
こ
れ
が
同
声
母
、
同
韻
偉
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

③
尾
崎
論
文
で
は
「
八
　
・
八
一
パ
…
セ
ン
ト
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
尾
崎
氏

　
自
身
に
よ
っ
て
ほ
ど
こ
さ
れ
た
「
正
誤
」
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
。

④
断
片
的
な
も
の
と
し
て
は
、
魏
の
李
登
の
「
声
類
」
の
存
在
な
ど
が
知
ら
れ
て

　
い
る
。
し
か
し
、
各
書
の
注
記
に
引
用
さ
れ
た
部
分
し
か
現
存
し
て
い
な
い
か
ら
、

　
そ
の
全
体
の
構
成
は
不
明
で
あ
る
。

⑤
増
田
義
郎
「
太
陽
と
月
の
神
殿
」
（
沈
黙
の
世
界
史
1
2
、
新
潮
社
刊
）
ー
プ

　
ロ
ロ
ー
グ
「
言
語
年
代
学
は
語
る
」
参
照
（
な
お
増
田
氏
は
、
こ
の
問
題
に
関
す

　
る
参
考
文
献
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
o
D
≦
四
象
ω
ダ
ソ
臼
こ
．
．
ピ
⑦
邑
。
♀

　
o
。
3
梓
一
。
・
↑
ざ
σ
脚
昏
茜
。
囲
勺
話
｝
旨
8
同
ぢ
国
昏
三
。
6
。
口
3
。
伸
ρ
．
、
巳
認
服
部
四
郎

　
「
雷
語
学
の
方
法
」
所
載
「
『
言
語
年
代
学
』
即
ち
『
語
彙
統
計
学
』
の
方
法
に

　
つ
い
て
」
）

⑥
氏
が
例
証
と
さ
れ
た
韻
霧
は
七
～
入
世
紀
唐
の
「
広
韻
」
、
十
三
世
紀
宋
の
「
集

　
韻
」
の
類
で
あ
る
。
肝
心
の
三
世
紀
の
韻
書
と
い
う
も
の
が
現
存
し
な
い
か
ら
、

　
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
韻
書
は
三
～
七
・
八
樵
紀
以
降
の

　
間
に
大
差
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
本
文
に
あ
げ
た
「
東
」
の
場
合
は
、

　
現
代
で
も
、
こ
の
「
東
」
は
も
っ
と
も
「
馴
れ
」
の
度
の
高
い
字
で
あ
ろ
う
。
こ

　
の
よ
う
な
方
角
を
し
め
す
用
語
は
二
十
世
紀
に
い
た
っ
て
も
変
化
し
て
い
な
い
の

　
で
あ
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
と
異
る
事
例
も
あ
る
。
（
「
組
紐
」
に
よ
る
）
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邪馬壷国の諸闘題（上）　（古田）

　
○
迂
・
旺
・
晦
・
王
（
玄
声
巻
第
四
、
機
第
四
、
十
一
）

　
○
綴
・
穣
・
呉
・
測
・
沃
・
厄
・
派
’
蘭
・
働
’
矢
・
戻
（
入
声
巻
第
五
、
職

　
　
第
二
十
四
）

　
○
齢
硫
・
搦
・
冷
（
＋
諏
爾
戸
巻
第
四
、
　
穫
第
四
十
山
ハ
）

　
○
面
鞘
・
碕
山
鞍
・
拷
・
叡
・
衝
・
碕
・
銀
・
嫡
（
上
平
声
、
支
窮
五
）

右
に
お
い
て
「
王
」
　
「
側
」
　
「
令
」
　
「
奇
」
等
は
「
小
韻
の
首
字
」
で
は
な
く
、

上
位
で
す
ら
な
い
。
し
か
し
、
三
世
紀
の
韻
書
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
　
（
そ
の
上
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
　
「
馴
れ
」
の
も
っ
と
も

高
い
字
が
「
小
心
の
首
宇
」
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
屠
綺
氏
の
見
解
自
身
に
も

多
少
の
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
．
）
ま
た

　
○
偏
・
怖
・
煽
・
轟
・
哺
…
…
（
入
声
巻
第
五
、
櫛
第
七
）

に
お
い
て
「
佛
」
は
「
小
韻
の
首
題
」
で
あ
る
。

　
仏
教
に
つ
い
て
長
い
流
伝
の
歴
史
を
閲
し
て
き
た
結
盟
に
お
い
て
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
仏
典
の
翻
訳
が
よ
う
や
く
盛
行
し
は
じ
め
た
三
世
紀
の
韻
書
に

お
い
て
も
、
こ
の
位
羅
を
占
め
て
い
た
か
否
か
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
（
こ
の
点
、

後
に
詳
記
す
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
架
空
の
存
在
た
る
「
三
世
紀
の
韻
書
」
を
基
礎
に
す
る
立
論
は
、

ひ
っ
き
ょ
う
史
料
上
の
確
証
な
き
、
　
一
種
の
「
究
論
」
に
す
ぎ
ぬ
。

四

　
こ
の
よ
う
に
「
三
世
紀
史
料
の
欠
除
」
と
い
う
基
礎
的
欠
落
の
上
に
、
尾

崎
説
は
立
っ
て
い
る
。

　
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
羅
崎
説
の
当
否
を
知
る
た
め
に
は
、
三
・
四
世

紀
の
他
の
音
韻
史
料
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
鼠
的
の
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
に
豊
国
な
史
料
を
の
こ
し
て
い
る
の

は
、
大
蔵
経
典
で
あ
る
。
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
け

　
　
①

れ
ど
も
、
今
の
尾
崎
論
文
検
証
の
主
要
眼
目
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
重
複
を
お
そ

れ
ず
、
さ
ら
に
詳
説
し
よ
う
。
）

　
一
代
よ
り
唐
宋
代
に
い
た
る
、
経
典
の
中
国
語
訳
の
中
に
は
、
原
典
内
の

外
国
固
有
名
詞
（
地
名
・
人
名
等
）
の
漢
字
音
訳
が
数
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
魏
晋
朝
は
そ
の
中
で
も
最
も
仏
典
翻
訳
の
盛
行
し
た
時
期
の
一
つ

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
と
え
ば
「
大
無
量
寿
経
」
を
例
に
と
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
の
本
の
先
頭
は
つ
ぎ
の
よ
う
だ
。

　
　
　
上
下
へ
雫
　
シ
！
　
　
　
　
　
　
　
シ
下
ヒ
テ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ
昌

　
　
我
聞
。
　
如
レ
是
。
一
隠
仏
、
住
晶
　
王
内
城
醤
闇
堀
山
中
一
与
昌
大
比
丘

　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
ノ
　
　
　
セ
リ
　
ヲ
ヒ
キ
　
ヘ
ヘ
へ

　
　
衆
万
二
千
人
一
三
。
一
切
大
聖
神
通
巳
達
。
其
夕
日
昌
尊
者
了
三
際
・
尊

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
者
正
願
・
尊
者
韻
語
・
尊
者
二
号
・
尊
者
仁
賢
・
尊
者
離
垢
・
尊
者
名

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
聞
・
尊
者
善
実
・
尊
者
具
足
・
尊
者
牛
王
・
尊
者
優
一
頻
蕨
迦
葉
・
尊

　
　
者
伽
耶
迦
葉
・
尊
者
那
提
迦
葉
・
尊
者
摩
詞
迦
葉
・
尊
者
舎
利
弗
・
尊

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
者
大
目
腱
連
・
尊
者
劫
賓
那
・
尊
者
大
住
・
尊
者
大
浄
志
・
尊
者
摩
詞

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
周
那
・
尊
者
満
願
子
・
尊
者
離
障
・
尊
者
流
灌
・
尊
者
竪
伏
・
尊
老
面

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

　
　
王
・
尊
者
異
乗
・
尊
老
仁
性
・
尊
者
嘉
楽
・
尊
者
善
来
・
尊
者
羅
云
・

　
　
　
　
も
ヘ
ト
　
　
キ
ノ
ノ
　
タ
ル

　
　
尊
者
阿
難
一
心
皆
紅
レ
斯
尊
上
懸
者
也
。

　
一
見
し
て
直
ち
に
判
明
す
る
よ
う
に
、
右
に
あ
げ
ら
れ
た
三
十
一
人
の
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④

「
尊
者
」
名
の
中
圏
語
訳
に
は
、
二
種
類
の
方
法
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
は
「
意
訳
」
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
傍
点
部
が
そ

　
　
　
⑤

れ
で
あ
る
。

　
そ
の
第
二
は
「
音
訳
」
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
傍
線
部
が
そ

れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
今
、
問
題
の
第
二
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
対
照
し
て

表
記
し
て
み
よ
う
。

第
十
一
尊
者

第
十
二

第
十
三

第
十
四

第
十
五

第
十
七

第
二
十

第
三
十

n ’ノ　　　　 ！’　　　　 1ノ　　　　 ノノ　　　　 ’”ノ

第
三
十
一
〃

〈
魏
　
訳
〉

う
　
る
び
ん
ら
　
か
し
よ
う

優
楼
頻
蕨
茎
葉

が
　
や
　
か
し
よ
う

伽
耶
三
葉

な
だ
い
か
し
よ
う

那
提
迦
葉

ま
　
か
　
か
し
よ
う

摩
可
迦
曝

し
や
り
ほ
っ

舎
利
弗

　
ま
　
か
　
こ
う
ひ
ん
な

（
摩
詞
）
劫
賓
那

ま
　
か
し
ゅ
な

鷹
詞
周
那

ら
う
ん

隠
匿

あ
な
ん

阿
難

　
一
見
し
て
明
白
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は

い
っ
た
類
の
「
難
字
」
は
一
切
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

　
な
⑧
　
　
う

「
那
」
　
「
優
」
と
い
っ
た
類
の
字
が
出
現
し
て
い
る
。

〈
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
＞

q
寒
く
篇
く
㌣
弼
珍
ρ
窟

O
醸
㌣
薮
珍
竜
ρ

2
ρ
臼
鼻
飼
珍
琶
ρ

瓢
魯
㌣
冨
珍
ρ
窟

ω
貿
首
喜
蚕

（
鼠
ρ
プ
甲
）
騨
竜
罠
ド

ツ
角
巴
μ
節
－
O
皿
昌
自
即

図
巴
μ
巳
p

》
コ
斜
謬
山
曾

　
　
　
や
　
　
　
ひ
　
　
ぬ
（
な
）
⑦
　
　
う

　
　
「
邪
」
「
卑
」
「
奴
」
「
鳥
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ひ
ん

　
　
　
　
　
　
　
代
っ
て
「
耶
」
「
賓
」

　
こ
の
経
典
の
翻
訳
者
の
机
の
上
に
あ
っ
た
韻
書
が
偶
然
に
も
、
こ
れ
ら
の

文
字
を
「
小
韻
の
首
字
」
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
反
映
し
た
、
と
考
え
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
三
国
志
の
著
者
と
こ
の
経
典
㊨
翻
訳
者
は
、
同
一
の
、
も
し

く
は
ほ
ぼ
同
暁
代
㊨
晶
書
を
か
た
わ
ら
に
お
い
て
音
訳
を
お
こ
な
っ
て
い
た
、

と
見
な
す
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
尾
崎
氏
の
い
わ
れ
る
、
文
字
の
「
馴
れ
」
に
つ
い
て
も
、
両
者
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ぽ
同
晦
代
の
人
々
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
大
無
量
寿
経
の
旧
訳
た
る

　
A
〈
漢
訳
〉
　
「
仏
説
無
量
清
浄
平
等
覚
経
　
後
漢
月
支
国
三
蔵
離
婁
迦
識

　
　
訳
」

　
B
〈
呉
訳
〉
「
仏
説
阿
弥
陀
三
耶
三
二
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
　
呉
月
支

　
　
国
居
士
支
謙
訳
〉

に
お
い
て
も
、
右
の
傾
向
は
変
ら
な
い
。

　
　
　
　
⑩

　
A
〈
漢
訳
〉

　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
曇
鉢
・
摩
尼
・
須
鷹
峯
・
阿
那
含
・
筆
鋒
・
摩
詞

　
　
、
⑪

　
　
那

　
　
　
　
⑫

　
B
〈
呉
訳
V

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
　
三
耶
心
仏
・
拘
隣
・
摩
詞
那
弥
・
維
白
骨
・
迦
為
抜
④
．
那
履
．
那
翼

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
う

　
　
・
⑧
脾
④
・
施
陀
僑
・
阿
難
聖
体
・
那
蜴
脾
・
玉
楼
勤
耶
・
須
耶
惟
干
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邪馬壷国の諸問題（上）　（古田）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
沙
．
拘
還
弥
鉢
誉
・
摩
詞
那
提
・
暫
頭
摩
提
・
満
呼
磯
切
鉢
賓
⑥
・
栴

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
陀
藥
拘
寄
・
寒
波
蓋
頻
尼
・
質
量
藥
・
飾
耶
維
⑥
質
・
楼
耶
帯
・
楼
夷

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
亘
羅
・
曇
摩
迦
・
須
摩
題
・
頭
隠
和
事
・
倉
岳
彼
会
・
那
惟
干
察
・
那

　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
他
薬
・
和
羅
護
身
予
察
⑪
・
沸
覇
図
耶
藥

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
〈
漢
訳
〉
〈
呉
訳
〉
と
も
、
　
「
卑
字
」
は
ほ
と
ん
ど
出

麗
し
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
検
視
し
て
く
る
と
、
問
題
の
真
の
原
因
は
、
韻
書
の
「
小
韻

の
首
字
」
や
「
馴
れ
」
の
せ
い
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
つ

　
　
⑬

て
く
る
。

　
そ
の
理
由
は
つ
ぎ
の
よ
う
だ
。

　
当
然
、
大
無
量
寿
経
の
翻
訳
者
は
西
方
仏
陀
の
国
の
僧
団
の
「
上
首
」
た

る
尊
者
の
名
に
対
し
て
、
〃
夷
蛮
め
い
た
文
字
”
を
あ
て
る
こ
と
を
好
ま
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
　
「
意
訳
」
の
方
の
名
前
が
「
了
心
際
」
　
「
正
願
」
「
大
号
」

「
仁
賢
」
「
離
心
」
と
い
っ
た
風
に
、
い
か
に
も
有
徳
の
「
尊
者
」
た
る
に

ふ
さ
わ
し
い
字
｝
圃
で
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
裏
づ
け
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
大
無
量
寿
経
」
に
お
い
て
、
　
「
意
字
」
が
避
け
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
実
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
遣
え
ぱ
、
三
国
志
東
夷
伝
の
ば

あ
い
に
は
、
少
く
と
も
〃
「
卑
字
」
が
避
け
ら
れ
て
い
な
い
”
と
い
う
事
実

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
念
の
た
め
、
つ
ぎ
の
二
点
を
特
記
し
て
お
こ
う
。

　
0
こ
の
「
大
無
量
寿
経
」
の
各
種
音
訳
の
毒
例
は
、
け
っ
し
て
孤
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

嚢
虫
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
蔵
経
中
の
通
常
の
用
字
法
に
属
し
て
い
る
。

　
⇔
「
卑
字
」
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
右
の
「
漢
訳
」
　
「
呉
訳
」
の
例
に

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
尊
重
す
べ
き
「
尊
者
」
名
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
他
に
も
、
　
「
那
羅
延
」
（
魏
訳
大
無
量
寿
経
）
　
「
福
運
國
」
（
仏
訳
泥
渾
経
く
西

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

晋
》
）
「
摩
蜴
国
（
同
上
）
」
　
「
加
比
延
」
（
同
上
）
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
通
常
の
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

有
名
詞
の
場
合
に
も
、
「
卑
字
」
は
ほ
と
ん
ど
出
現
し
な
い
。

　
右
に
よ
っ
て
、
三
国
志
の
東
夷
伝
・
倭
人
伝
の
外
国
株
の
漢
字
表
記
は
、

「
馴
れ
」
や
韻
書
の
「
小
韻
の
首
字
」
に
よ
る
「
純
粋
表
音
主
義
」
に
も
と

ず
く
も
の
で
な
く
、
夷
蛮
の
国
に
は
夷
蛮
の
国
に
ふ
さ
わ
し
く
、
仏
陀
の
国

に
は
仏
陀
の
国
に
ふ
ざ
わ
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
の
姿
勢
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
史
料
畜
実
の
比
較
に
よ
っ
て
み
る
と
、
三
国
志

の
三
郎
伝
に
お
い
て
、
夷
蛮
に
ふ
さ
わ
し
く
“
「
卑
字
」
が
え
ら
ば
れ
た
”

あ
と
、
歴
然
た
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
①
古
田
著
“
「
邪
馬
台
國
」
は
な
か
っ
た
”
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
第
六
章
－
中
の

　
　
〃
「
卑
字
」
の
新
局
面
”
三
四
四
～
三
五
三
ぺ
…
ジ
。

＠
斌
③
臓
◎
樋
⑨
縢
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②
こ
の
有
名
な
「
魏
訳
」
に
は
「
曹
魏
天
竺
三
蔵
康
僧
鎧
訳
」
と
記
せ
ら
れ
て
い

　
る
。
　
「
習
魏
」
と
は
「
曹
氏
の
魏
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曹
操
に
は
じ
ま
る
曹
氏

　
を
天
子
と
し
た
三
国
時
代
の
魏
朝
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
経

　
典
は
魏
の
時
代
に
「
天
竺
三
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
「
康
僧
鎧
」
（
人
名
）
が
訳
し
た
、

　
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
も
っ
と
も
、
こ
の
「
魏
訳
」
の
成
立
期
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
異
説
が
あ
る
。

　
（
「
浄
土
三
部
経
上
」
岩
波
文
庫
本
、
巻
末
解
説
参
照
）
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

　
の
各
説
も
康
僧
鎧
（
魏
、
二
五
二
年
）
よ
り
笠
法
護
（
西
晋
、
三
〇
八
年
）
や
宝
雲

　
（
東
晋
、
四
　
＝
年
）
な
ど
ま
で
の
晦
期
内
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
魏
晋
朝
（
爽

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
普
を
ふ
く
む
）
こ
ろ
の
翻
訳
と
し
て
大
過
な
い
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

③
「
真
宗
盤
教
全
癒
一
、
三
経
蚕
桑
部
」
に
よ
る
。
同
書
は
つ
ぎ
の
各
版
本
を
対

　
校
し
て
い
る
。

　
（
底
本
）
本
派
本
願
寺
蔵
版
、
　
（
甲
）
高
麗
版
大
蔵
経
所
収
本
（
乙
）
宋
版
大
蔵

　
経
所
収
本
（
丙
）
元
版
大
蔵
経
所
収
本
（
丁
）
明
版
大
蔵
経
所
収
本
（
戊
）
龍
谷

　
大
学
蔵
鎌
倉
時
代
刊
本
（
己
）
本
派
本
願
寺
蔵
回
覚
写
本
（
庚
）
大
鼓
本
願
寺
蔵

　
版
（
但
し
甲
・
乙
・
丙
・
丁
は
大
正
蔵
経
に
拠
る
）
な
お
引
用
文
の
版
本
に
よ
る

　
異
同
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
優
楼
頻
④
迦
葉
↓
⑬
（
甲
・
戊
・
己
）
　
　
火
闘
提
連
↓
健
（
戊
）
　
　
離
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
↓
十
〔
◎
〕
（
畢
）
　
　
　
異
乗
↓
果
（
甲
）
　
　
嘉
楽
↓
喜
（
甲
）

④
こ
の
引
用
文
の
は
じ
め
に
あ
る
「
轡
閣
堀
山
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
Ω
琶
－

　
二
巴
急
欝
に
妾
る
音
訳
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
〈
漢
訳
〉
の
「
霊
鷲
山
」
の
場

　
合
は
意
訳
で
あ
る
。
　
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
「
鷲
の
峰
」
の
意
味
）

⑤
音
訳
か
意
訳
か
一
義
的
に
明
白
で
な
い
も
の
（
「
面
王
」
な
ど
）
も
傍
点
部
に
入

　
れ
た
。

⑥
「
浄
土
三
部
経
上
」
（
岩
波
文
庫
本
）
漢
訳
巻
上
註
に
よ
る
。

⑦
現
在
倭
人
伝
中
の
「
憂
国
」
等
の
「
奴
」
を
「
ナ
」
と
読
む
の
が
通
例
で
あ
る

　
が
、
こ
れ
は
「
ヌ
」
　
「
ノ
」
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
（
古
田
著
前
掲

　
雷
簾
㎎
章
W
〃
「
豊
国
」
を
ど
ヶ
読
む
か
”
二
八
○
～
二
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
な

　
お
、
倭
人
伝
中
の
「
卑
奴
母
離
」
を
従
来
「
拙
守
」
の
義
と
解
し
て
「
ヒ
ナ
モ
ジ
」

　
と
読
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
倭
人
伝
中
の
「
霊
薬
母
饒
」
が
七
・
八
世
紀
以
降
の

　
日
本
側
文
献
（
大
和
朝
廷
系
）
の
「
夷
守
」
と
一
致
す
る
、
と
い
う
保
証
は
ど
こ

　
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
官
名
比
定
」
の
実
証
的
基
礎
は
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

　
せ
ず
、
そ
の
「
比
定
」
は
学
問
上
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

⑧
「
≦
」
の
字
は
倭
人
伝
に
お
い
て
も
、
「
彌
彌
那
利
」
と
い
っ
た
官
名
蓑
記
に

　
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑨
「
魏
訳
」
が
三
～
五
世
紀
間
の
成
立
で
あ
る
上
、
つ
ぎ
の
「
漢
訳
」
「
呉
訳
」

　
お
よ
び
「
西
晋
訳
仏
事
泥
画
経
」
等
も
、
陶
一
傾
向
を
し
め
し
て
い
る
。

⑩
「
真
宗
聖
教
全
轡
一
、
三
経
七
祖
部
」
に
よ
る
。
（
底
本
は
高
麗
版
大
蔵
経
、

　
対
校
本
と
し
て
宋
版
・
元
版
・
明
正
を
使
用
）

⑪
　
こ
の
他
に
も
音
訳
単
語
は
数
多
い
。
今
は
関
連
す
る
音
を
ふ
く
む
も
の
か
ら
あ

　
げ
た
。
な
お
「
馬
師
」
「
牛
呵
」
等
は
音
訳
か
意
訳
か
不
明
で
あ
る
が
．
も
し
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
訳
な
ら
、
倭
人
伝
の
「
邪
馬
壷
国
」
　
「
都
市
牛
利
」
と
共
通
す
る
用
法
で
あ
る
。

⑫
「
真
宗
聖
教
全
書
一
、
三
経
七
祖
部
」
に
よ
る
。
（
底
本
、
対
校
本
と
も
、
⑩

　
に
同
じ
。
）

　
　
　
　
へ

　
　
潜
波
轟
頻
尼
（
高
麗
版
）
↓
螺
（
宋
・
元
・
明
版
）

⑬
　
こ
の
こ
と
は
倭
人
伝
や
大
蔵
経
の
中
圏
語
訳
に
お
い
て
、
　
「
小
韻
の
首
字
」
や

　
「
馴
れ
」
の
度
合
い
の
高
い
文
字
が
使
矯
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
は

　
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
文
字
の
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
確
率
を

　
と
れ
ば
比
率
の
高
い
の
も
自
然
で
あ
る
。
た
だ
、
問
題
は
〃
こ
の
よ
う
な
見
地
か

　
ら
、
　
「
卑
字
」
使
用
の
事
実
を
解
消
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
”
と
い
う
点
に
存

　
す
る
。
そ
の
こ
と
を
倭
人
伝
と
大
蔵
経
の
比
較
が
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

　
っ
て
、
両
者
に
共
通
の
用
字
も
ま
た
多
い
こ
と
、
当
然
の
現
象
な
の
で
あ
る
。
こ
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の
共
通
部
分
こ
そ
「
小
憩
の
首
字
」
や
「
馴
れ
」
と
深
い
関
連
を
有
す
る
も
の
で

　
あ
ろ
う
。

⑭
「
比
丘
」
「
比
丘
尼
」
「
舎
利
弗
」
「
阿
難
」
等
、
い
ず
れ
も
大
藏
経
中
通
常

　
の
単
語
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

⑮
「
優
婆
夷
」
（
漢
訳
）
「
櫻
夷
亘
羅
」
（
漢
訳
）
は
三
里
心
の
「
東
夷
」
と
同

　
じ
用
字
で
あ
る
が
、
こ
の
「
夷
」
字
が
「
二
字
」
で
あ
る
と
は
断
ぜ
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
「
屍
利
滑
◎
」
（
仏
名
一
「
呉
訳
」
高
麗
版
）
の
「
屍
」
の
用
字
は
一
見
「
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
字
」
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
「
屍
利
」
と
い
う
字
両
は
、
仏
に
ふ
さ
わ
し
き

　
意
義
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
も
「
卑
字
」
使
用
の
類
で
は
な
い
。

五

　
さ
ら
に
わ
た
し
た
ち
は
一
歩
を
す
す
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
尾
崎
論
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
い
て
、
　
「
表
意
」
と
「
表
音
」
に
関
す
る
、
用
語
の
基
本
概
念
が
精
密
性

へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
尾
崎
氏
は
「
仏
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。

　
「
そ
も
そ
も
仏
と
い
う
字
が
仏
陀
す
な
わ
ち
b
ご
巳
α
募
の
音
訳
で
あ
り
、

そ
の
字
を
た
と
え
ば
説
文
興
起
が
『
見
不
審
也
、
従
人
弗
声
』
と
釈
す
る
の

は
そ
の
直
前
に
『
相
似
型
、
従
母
方
声
』
と
説
明
さ
れ
る
黒
字
が
置
か
れ
て

い
る
の
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彷
仏
、
す
な
わ
ち
『
ほ
の
か
に
、
な
ん

と
な
く
』
を
意
味
す
る
双
声
、
い
い
か
え
れ
ば
頭
子
音
を
同
じ
く
す
る
二
字

の
擬
態
語
の
下
一
字
と
し
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
い
は
『
な
に
ご
と
の
お

わ
し
ま
す
か
は
し
ら
ね
ど
も
』
類
似
の
寓
意
の
あ
る
こ
と
を
否
定
は
で
き
な

い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
じ
ご
口
＆
｝
憂
が
一
方
で
は
義
訳
語
と
し
て
覚
、

正
覚
、
聡
慧
な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
こ
と
ば
（
た
と
え
ば
モ
二
子
・
ウ
ィ
ジ
ア

ム
ズ
の
辞
轡
で
も
》
毛
巴
お
巳
と
い
う
訳
語
が
一
番
先
に
綴
か
れ
て
い
る
）

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
単
純
な
音
訳
と
見
て
お
い
た
方
が
、
な
お

無
難
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
仏
は
、
仏
家
自
身
み
ず
か
ら
そ
う
呼
ぶ
の
で

あ
る
こ
と
に
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢
字
の
、

字
義
を
は
な
れ
た
表
音
的
用
法
は
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
遠
い
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
切
巳
爵
伊
の
訳
が

　
　
覚
、
正
覚
、
聡
慧
1
〈
意
訳
〉

　｛　
　
仏
（
陀
）
I
l
〈
音
訳
〉

と
し
て
、
二
大
2
4
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
点
の
疑
い
も
な
い
。

　
し
か
し
、
問
題
は
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

　
「
フ
ッ
」
と
発
音
さ
れ
る
語
は
漢
字
の
中
に
一
〇
六
字
あ
り
、
　
「
ブ
ヅ
」

　
　
　
　
　
　
①

は
一
七
字
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ど
れ
を
b
ご
二
黄
色
影
の
最
初
の
音
に
あ
て
る

か
は
、
も
は
や
「
表
音
」
の
立
場
で
は
律
し
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、

こ
れ
を
累
代
の
「
広
韻
」
に
よ
っ
て
、
唐
鞍
の
小
肥
グ
ル
ー
プ
の
み
に
限
定

し
て
み
て
も
、

④
廠
⑧
蚕
◎
閥
⑪
敢
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○
儲
∵
磁
響
婦
・
偏
」
婦
・
趨
・
制
・
魔
・
燐
（
入
声
巻
第
五
、
櫛
第
七
）

の
九
字
あ
っ
て
、
こ
の
中
の
ど
れ
を
と
る
か
は
、
　
「
表
音
」
的
に
は
決
定
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
例
で
は
一
晃
羅
崎
氏
の
「
小
早
の
首
謀
」
説
が
該
冒
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
記

（
三
の
註
⑥
）
の
よ
う
に
、
漢
よ
り
唐
宋
に
い
た
る
十
世
紀
前
後
の
間
に
仏
教

が
流
行
し
、
そ
の
結
果
「
佛
」
は
も
っ
と
も
代
衷
的
な
文
字
と
な
っ
た
。
そ

の
結
果
、
国
憲
の
「
広
韻
」
に
お
い
て
「
小
芋
の
首
脳
」
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
よ
う
や
く
経
典
翻
訳
の
盛
に
な
り
は

じ
め
た
ば
か
り
の
魏
晋
朝
の
韻
書
に
お
い
て
、
　
「
佛
」
の
字
が
す
で
に
「
小

韻
の
首
字
」
の
座
を
占
め
て
い
た
か
否
か
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
お
ぼ
つ
か
な

い
。
こ
れ
は
「
言
語
年
代
学
」
に
い
う
、
盛
衰
交
替
す
べ
き
文
化
的
用
語
の

一
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
上
、
先
ほ
ど
の
よ
う
に
、
経
典
翻
訳
の
場
合
「
純
表
音
主
義
」
に
従

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
三
國
志
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
明

ら
か
と
な
っ
た
。

　
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
佛
」
は
「
人
間
」
で
あ
る
か
ら
「
イ
」
が
っ
く
と

い
う
こ
と
と
共
に
、
「
見
不
レ
審
也
」
と
い
う
文
宇
の
イ
メ
ー
ジ
が
初
期
の
経

典
翻
訳
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
〃
似
つ
か
わ
し
く
”
見
え
た
の
で
は
あ
る

　
へ
　
　
し
　
む

ま
し
カ

　
こ
れ
に
反
し
、
た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
小
韻
の
第
二
字
」
に
当
る
「
④
」

（
い
か
る
さ
ま
、
お
ち
つ
か
な
い
さ
ま
、
む
す
ぼ
れ
る
、
の
字
義
）
を
あ
て
た
の
で
は
、

何
か
〃
小
心
で
、
い
つ
も
い
ら
い
ら
、
く
よ
く
よ
し
て
い
る
外
国
の
神
”
と

い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
、
ど
う
に
も
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
見
え

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
そ
の
端
的
な
証
拠
と
し
て
、
先
の
「
大
成
蟄
寿
経
」
の
「
舎
利
弗
」
と
対

比
し
よ
う
。
　
「
佛
」
と
「
弗
」
と
は
「
イ
」
の
あ
る
か
な
い
か
だ
け
で
あ
り
、

上
古
音
に
お
い
て
同
音
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
（
「
委
」
と
「
倭
」
が
上
古

膏
で
は
と
も
に
「
ヰ
」
と
発
為
せ
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
）

　
と
こ
ろ
が
、
経
典
の
同
一
の
文
爾
に
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
な
が
ら
（
先
記

大
無
量
寿
経
引
用
の
先
頭
に
「
佛
」
が
出
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
経
全
体
に
頻
出
。
）

　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
舎
利
佛
」
と
書
か
ず
、
「
設
我
得
レ
弗
」
（
四
十
八
願
文
）
と
書
か
ぬ
。

　
こ
れ
は
「
佛
」
の
第
一
義
と
し
て
「
見
て
審
か
で
な
い
」
と
い
う
神
秘
性

が
「
舎
利
弗
」
の
方
で
は
な
く
、
神
聖
な
る
「
佛
陀
」
「
諸
佛
」
に
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

〃
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
”
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
の
事
例
の
し
め
す
間
題
を
法
剣
化
し
よ
う
。

　
外
国
音
を
「
表
音
」
的
方
法
に
よ
っ
て
漢
字
表
記
す
る
場
合
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
O
第
」
段
階
と
し
て
は
、
現
地
音
に
相
似
す
る
発
音
を
も
つ
「
漢
字
音
群
」

が
浮
び
あ
が
る
。
（
表
音
的
相
応
の
段
階
一
野
心
段
階
）

　
⇔
第
二
段
階
と
し
て
、
そ
の
中
で
、
〃
対
象
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と

108 （814）



邪馬壼国の諸問題（上）　（古田）

見
な
さ
れ
た
文
字
”
が
一
字
だ
け
撰
択
さ
れ
る
。
（
表
意
的
選
択
の
段
階
I
i
一

字
段
階
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
二
段
階
の
経
過
は
、
い
わ
ゆ
る
「
表
音
」
的
方
法
に
と
っ
て
、
原
理

へ上
不
可
避
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
中
国
文
明
は
は
や
く
よ
り
周
辺
の
外
国
に
対
し
て
、
卓
絶
し

た
数
の
雁
大
な
漢
字
群
を
生
産
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
発
音
」
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
立
場
か
ら
で
は
、
一
の
外
国
音
に
対
し
、
必
ず
相
当
多
量
の
漢
字
群
が
該

も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

有
資
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
r

　
し
か
る
に
、
漢
字
表
記
者
は
実
際
に
表
記
す
る
場
合
、
こ
の
漢
字
群
の
中

か
ら
、
必
ず
【
字
を
撰
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
漢
字
群

の
中
の
各
個
の
漢
字
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
意
味
を
も
ち
、
一
つ
一
つ
個
性
あ

る
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
る
。
　
（
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
同
音
漢
字
個
々
が
別
々

に
果
す
役
割
が
あ
る
の
で
あ
る
。
）

　
だ
か
ら
、
漢
字
表
記
者
に
と
っ
て
、
こ
の
〃
漢
宇
個
々
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
”

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
素
通
り
で
き
ぬ
。
第
二
段
階
の
「
同
音
中
の
一
字
撰
択
」
の
際
に
、
　
「
A
、

対
象
た
る
外
国
名
辞
の
性
格
－
…
B
、
該
当
漢
字
固
有
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
い

う
（
A
I
B
）
間
の
対
応
関
係
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
と
に
、
A
が
「
夷
蛮
の
国
」
と
か
「
仏
陀
の
国
」
と
い
っ
た
風
に
、
特

異
な
性
格
を
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
な
か
ん
ず
く
こ
の
要
素
（
対
応
関
係
）

は
無
視
で
き
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
は
遺
憾
な
が
ら
「
衷
意
」
と
「
表
音
」
と
い
う
、

大
ま
か
な
二
大
別
の
弁
別
の
み
に
と
ど
ま
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
後
者
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
表
音
」
の
方
法
の
中
に
必
然
的
に
介
入
し
て
く
る
「
表
意
的
撰
択
」
、
い
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
え
れ
ば
コ
字
撰
択
の
表
意
性
」
の
問
題
に
対
し
、
こ
れ
を
細
心
に
分
析

さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
・
石
の
第
一
・
二
段
階
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
純
「
表
音
」
的
な
も
の

と
し
て
処
理
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
魏
晋
朝
を
中
心
と
す

る
経
典
史
料
の
検
証
は
、
尾
崎
氏
の
「
推
測
」
を
明
白
に
裏
切
る
結
果
を
し

め
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
崎
氏
が
最
も
重
要
な
論
点
と
し
て
第
一
に
提
起
さ
れ

た
「
純
粋
表
音
主
義
的
な
理
解
」
、
そ
の
到
底
成
立
し
え
ぬ
こ
と
が
必
要
に

し
て
十
分
な
証
明
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
諸
橋
轍
次
「
大
漢
和
辞
典
」

　
②
こ
の
「
佛
」
と
「
弗
」
と
の
使
用
区
溺
は
「
卑
字
」
と
「
当
字
」
と
の
よ
う
に

　
　
き
わ
だ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
る
時
期
に
「
舎
利
佛
」
「
弗
陀
」
と
い
う

　
　
よ
う
な
表
記
の
あ
ら
わ
れ
た
可
能
性
は
絶
対
的
に
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、

　
　
大
無
量
寿
経
（
魏
訳
）
の
よ
う
な
「
舎
利
弗
」
「
佛
」
と
い
う
表
記
が
一
章
化
し
、

　
　
流
布
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
本
文
に
の
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
思

　
　
わ
れ
る
。

　
③
「
弗
」
は
〔
説
文
〕
弗
、
矯
也
、
杁
ニ
ノ
⑧
納
杁
二
輩
省
↓
〔
玉
篇
〕
弗
、
不
レ
正

④
…
怖
　
③
へ

　
　
」
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也
。
　
〔
韻
会
〕
弗
、
違
也
。
と
し
て
「
も
と
る
」
の
字
義
で
あ
る
。
他
に
「
お
さ

　
め
る
」
　
「
の
ぞ
く
」
　
「
う
れ
え
る
」
　
「
ほ
の
か
」
　
「
ず
、
あ
ら
ず
」
　
「
は
や
い
さ

　
ま
」
等
の
意
味
が
あ
る
。

④
尾
崎
氏
が
「
…
…
寓
意
の
あ
る
こ
と
を
否
定
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ

　
ど
も
」
と
い
う
屈
折
し
た
形
で
軽
く
触
れ
ら
れ
た
点
に
こ
そ
問
題
の
急
所
が
存
在

　
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
前
記
引
用
文
参
照
）

一一；一．

ノ、

　
尾
崎
論
文
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
再
批
判
の
第
二
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
だ
。

　
「
わ
た
ル
は
三
国
志
の
、
全
体
と
し
て
の
無
謬
性
な
ど
一
切
主
張
し
て
い

な
い
。
」

　
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
は
「
三
国
志
誤
ま
ら
ず
と
す
る
の
は
早
計
だ
」
と

し
、
終
始
、
わ
た
し
が
あ
た
か
も
三
国
志
無
謬
説
を
と
な
え
て
い
る
か
の
よ

う
に
論
弁
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
遺
憾
な
が
ら
、
全
く
氏
の
誤
解
で
あ
る
、
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

　
わ
た
し
が
先
の
論
文
「
邪
馬
壼
国
」
に
お
い
て
行
っ
た
の
は
、
三
国
志
六

十
五
巻
の
「
登
と
慶
の
全
調
査
」
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
目
的
は
、
三
国
志

成
立
時
よ
り
現
存
最
古
の
版
本
（
幾
分
熈
本
・
紹
興
本
）
ま
で
の
間
に
お
け

る
、
代
々
の
書
写
者
・
版
刻
者
の
筆
跡
状
況
の
復
元
調
査
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
間
に
お
い
て
「
壷
と
毫
」
の
両
字
が
筆
跡
上
酷
似
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

問
題
の
「
邪
馬
三
国
扁
以
外
に
も
、
あ
る
程
度
の
錯
誤
が
生
れ
る
の
が
自
然

で
あ
る
。
し
か
も
、
三
軍
志
全
体
に
多
量
の
「
壷
と
墓
」
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
こ
の
調
査
方
法
の
も
つ
確
率
上
の
意
義
は
い
よ
い
よ
高
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
調
査
の
結
果
は
、
両
者
間
の
錯
乱
が
全
く
存
在
し
な
い
こ
と
を
し
め

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
調
査
は
何
等
〃
三
国
志
全
体
の
無
謬
性
”
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
は
な
い
。
逆
に
、
一
般
に
簗
写
・
版
刻
者
間
に
お
け
る
誤
写
・
誤
刻
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

可
能
性
を
認
め
る
か
ら
こ
そ
、
特
定
文
字
に
対
す
る
限
定
的
な
検
査
・
追
跡

の
必
要
性
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
の
論
難
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

「
三
国
志
誤
ま
ら
ず
」
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
こ
の
よ
う
な
手
数
を
か

け
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
（
ま
た
そ
の
よ
う
な
命
題
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、

右
の
よ
う
な
「
壷
」
と
「
蟹
」
だ
け
の
調
査
で
は
全
く
適
当
し
て
い
な
い
こ
と
は
自
明

で
あ
る
。
）

　
さ
ら
に
こ
れ
を
方
法
論
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
も
し
、
三
国
志
の
無
謬
性
と
い
う
一
般
的
な
信
念
か
ら
、
特
定
文
字
が
錯

乱
し
て
い
な
い
こ
と
を
立
論
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
嶺
然
そ
れ
は
方
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
隅
様
に
、
三
国
志
全
体
の
可
謬
性
を
と
な
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
特
定
文
字
の
錯
乱
を
立
論
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
同
じ

く
方
法
上
の
あ
や
ま
り
な
の
で
あ
る
。
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邪馬壷国の諸問題（上）　（古田）

　
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
論
証
を
も
っ
て
、
あ
た
か
も
「
三
国
志
全
体
の
無
謬

説
」
で
あ
る
か
に
見
な
そ
う
と
す
る
尾
崎
氏
の
立
論
は
、
批
判
と
し
て
の
方

法
論
上
、
遺
憾
な
が
ら
、
大
き
な
〃
ま
と
は
ず
れ
”
を
犯
し
て
い
る
と
い
う

ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
尾
崎
氏
の
二
つ
の
論
拠
を
検
査
し
よ
う
。

　
e
「
邪
馬
挙
国
」
の
場
合
、
中
国
人
に
と
っ
て
、
異
国
の
国
名
で
あ
る
か

ら
、
あ
や
ま
り
や
す
い
、
と
尾
崎
氏
は
言
わ
れ
る
。
中
国
内
部
の
、
物
の
名

前
と
は
、
　
「
知
ら
れ
」
の
程
度
が
ち
が
う
。
だ
か
ら
、
中
国
内
都
の
場
合
を

主
と
し
た
統
計
で
は
、
論
証
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
見
、
も
っ
と
も
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
論
か

ら
、
特
定
の
文
字
「
邪
馬
憂
国
」
の
あ
や
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
「
立
証
」
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

　
な
ぜ
な
ら
、
尾
崎
氏
の
言
わ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
可
能
性
の
問
題
に
す

ぎ
ぬ
。
氏
は
こ
こ
か
ら
す
す
ん
で
、
〃
三
国
志
中
の
夷
蛮
伝
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

他
の
伝
と
異
り
、
　
「
壷
」
と
「
壁
」
の
錯
乱
が
数
々
見
ら
れ
る
。
”
　
と
い
う

「
実
証
」
へ
と
お
も
む
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
1
史
料
上
の
事
実
は
こ

れ
と
反
し
、
三
国
志
内
に
は
、
そ
の
こ
と
（
中
国
内
部
と
異
り
、
夷
蛮
の
名
辞
に

は
「
壷
」
と
「
壁
」
の
錯
乱
が
あ
る
こ
と
）
の
証
明
を
何
等
ふ
く
ん
で
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
原
則
的
な
一
般
論
の
問
題
と
し
て
は
、
尾
崎
氏
の
見
地
に
反
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
方
が
よ
り
正
当
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
「
知
ら
れ
」
の
程
度
は
、
人
々
の
各
階
級
・
部
署
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

異
る
。
中
国
の
｝
般
庶
民
に
と
っ
て
こ
そ
異
国
の
国
名
な
ど
「
知
ら
れ
」
の

度
合
い
は
少
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
魏
朝
の
史
官
や
中
国
代
々
の
朝
廷
直
属
の
学
者
や
版
刻
の
責
任

・
監
修
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
隣
国
で
あ
る
下
身
の
国
名
は
職
掌
上
、
き
わ

め
て
重
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
等
は
、
た
と
え
あ
れ
や
こ
れ
や
の
身
辺

の
雑
事
・
俗
情
に
は
家
人
・
奴
碑
等
よ
り
う
と
く
と
も
、
隣
接
国
の
中
心
国

名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
得
意
と
す
る
、
主
た
る
知
識
領
域
に
属
し
て
い
た
。

そ
れ
を
あ
や
ま
り
筆
写
・
版
刻
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
奉
勅
史
書
や
勅
版

本
の
性
格
上
、
こ
と
に
慎
重
に
慎
重
を
期
し
た
は
ず
で
あ
る
、
と
。

　
つ
ま
り
、
　
「
知
ら
れ
」
の
度
合
い
は
、
決
し
て
中
国
人
全
般
に
一
様
に
共

通
の
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、
そ
の
所
属
す
る
階
級
や
日
常
の
各
自
の
職
掌
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
　
「
隣
国
の
中
心
国
名
表
記
の
重
要
性
」
か
ら
見
れ
ば
、
む
し

ろ
奉
勅
刊
本
に
お
い
て
、
砲
塁
の
可
能
性
は
少
い
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
、
尾
崎
氏
の
よ
う
に
〃
中
国
人
は
中
国
内
部
の
こ
と
に
は
強
い
。

し
か
し
、
外
国
の
こ
と
に
は
弱
い
。
だ
か
ら
、
ま
ち
が
え
た
の
だ
ろ
う
。
”

と
い
う
よ
う
な
論
法
は
、
あ
ま
り
に
も
粗
放
な
論
理
で
あ
る
と
雷
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
宋
紹
煕
本
が
北
宋
威
平
六
年
の
奉
勅
刊
本
の
再
刻
と
晃
ら
れ
、

宋
紹
興
本
が
各
ぺ
…
ジ
一
葉
々
々
に
版
刻
嚢
任
者
の
名
を
印
刻
し
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
刊
本
の
公
的
性
格
か
ら
み
る
と
、
以
上
の
側
面
は

一
段
と
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
⇔
以
上
に
の
べ
た
よ
う
に
、
尾
崎
氏
の
論
法
に
は
、
わ
た
し
の
論
文
の
批

判
と
し
て
は
、
一
種
の
〃
ま
と
は
ず
れ
”
が
方
法
上
存
在
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
を
端
的
に
し
め
す
も
の
は
、
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
具
体
例

だ
。　

氏
は
三
国
志
中
、
・
魏
志
三
十
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
冒
頭
の
序
文
の
あ
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

五
世
紀
の
装
松
之
に
よ
っ
て
注
記
さ
れ
た
「
魏
書
」
の
中
の
「
何
奴
萱
術
縫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

娘
子
」
が
、
実
は
漢
書
六
十
四
「
伺
書
伝
」
に
あ
ら
わ
れ
た
「
壷
術
縫
翼

干
」
の
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
た
の
ち
、

　
「
壱
で
な
い
も
の
を
壱
に
し
た
こ
の
た
だ
一
つ
の
個
所
の
存
在
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
三
国
志
の
邪
馬
壱
誤
ま
ら
ず
と
い
う
命
題
は
、
全
く
そ
の
支
え

を
失
う
の
で
あ
る
。
」
　
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
行
文
に
は
、
氏
の
陥
ら
れ
た
｝
種
の
〃
錯
覚
〃
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
が
あ
た
か
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
主
張
を

し
て
い
る
か
の
ご
と
く
、
氏
は
思
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
ω
宋
本
（
紹
熈
本
・
紹
二
本
）
に
お
い
て
は
、
〃
三
毛
部
分
を
ふ
く
む
、
版

　
　
ヘ
　
　
　
へ

本
の
総
体
”
に
つ
い
て
、
す
べ
て
無
謬
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
②
「
壷
」
と
い
う
文
字
は
、
他
の
い
か
な
る
文
字
と
も
、
あ
や
ま
る
こ
と

の
な
い
文
字
で
あ
る
。

　
右
の
ω
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
わ
た
し
が
三
国
志
本
文
全
体
の
無
謬
性
を
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
は
す
で

に
の
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
三
国
志
本
文
に
さ
え
属
し
な
い
、

五
世
紀
の
風
戸
之
に
よ
る
加
注
引
用
の
「
玉
書
」
を
、
今
の
事
例
に
さ
れ
る

の
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
わ
た
し
が
旧
注
部
分
を
ふ
く
む
三
国
志
宋
代
版
本
（
紹
熈
本
・
紹
興
本
）
総

へ体
の
無
謬
性
を
う
た
っ
て
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
氏
の
反
論
は
反
論
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
版
本
総
体
の
無
謬
性
主
張
な
ど
、

わ
た
し
の
一
切
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
氏
の
反
論
は
、
方
法

上
全
く
の
〃
ま
と
は
ず
れ
”
に
陥
ら
れ
た
、
と
い
う
ほ
か
な
い
（
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
の
ち
に
再
論
す
る
。
）
。

　
つ
ぎ
に
②
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

　
わ
た
し
は
こ
の
②
の
よ
う
な
主
張
も
一
切
有
し
な
い
。
先
に
の
べ
た
よ
う

に
、
わ
た
し
の
検
証
し
た
の
は
、
た
だ
「
壷
と
墓
」
と
の
間
の
異
同
錯
失
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

問
題
だ
。
そ
の
一
点
に
検
証
対
象
は
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
壷
と
壷
」
の
間
の
錯
失
問
題
な
ど
、
わ
た
し
の
論
証
に
と
っ
て
、

無
関
係
だ
。
ま
し
て
三
国
志
に
あ
ら
ざ
る
他
書
に
つ
い
て
、
わ
た
し
が
そ
れ
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を
論
ず
る
必
要
は
皆
無
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
の
検
証
結
果
の
報
告
は
、

こ
の
類
の
こ
と
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ち
な
み
に
、
「
壼
」
は
「
説
文
」
に
「
萱
、
④
壷
也
、
杁
昌
壼
吉
↓
吉
亦
聲
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
壼
と
吉
と
の
合
字
で
あ
る
。
ま
た
「
説
文
通
訓
定
聲
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
、
　
「
壷
、
専
一
也
、
杁
レ
壷
吉
聲
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
壼
」
は
文

字
の
成
り
立
ち
か
ら
し
て
「
壼
」
と
は
深
い
開
連
性
・
相
似
性
を
も
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
両
字
間
の
熱
冷
は
、
も
っ
と
も
生
じ
や
す
い
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
何
等
「
壷
－
峯
」
間
の
錯
失
と
い
う
、
そ
の
こ

と
の
論
証
と
は
関
係
が
な
い
。
思
っ
て
も
み
よ
う
。
〃
X
と
い
う
文
字
は
A

と
い
う
文
字
と
錯
失
し
て
い
る
。
”
1
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
X
が
別
の

B
と
い
う
文
字
と
錯
失
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
の
論
証
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
尾
綺
氏
は
不
幸
な
錯
覚
に
陥
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
①
　
王
沈
「
魏
書
」
魏
志
一
七
六
回
、
蜀
志
八
回
、
素
志
照
回
引
用
、
　
（
裟
松
之
に

　
　
よ
る
）

七

尾
崎
論
文
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
無
批
判
の
第
三
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
だ
。

④
縛

　
「
わ
た
し
の
史
料
批
判
の
根
本
は
、
原
文
改
定
者
に
は
、
改
定
の
た
め
の

“
必
要
に
し
て
十
分
な
論
証
”
が
き
び
し
く
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
一
点
で

あ
る
。
」

　
こ
れ
に
反
す
る
史
料
取
扱
い
態
度
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
は
、
尾
崎
論

文
の
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
る
。

　
「
た
と
え
ば
孫
貴
の
父
、
莞
の
字
が
聖
壱
で
あ
る
か
聖
墓
で
あ
る
か
、
い

く
ら
議
論
を
め
ぐ
ら
し
て
も
、
そ
の
反
対
の
可
能
性
を
払
拭
は
し
き
れ
な
い

（
と
私
は
感
ず
る
の
だ
が
）
」

　
こ
れ
は
、
例
の
「
知
ら
れ
」
論
（
国
内
と
嬉
戯
と
の
「
知
ら
れ
」
の
ち
が
い
）
の

一
節
で
あ
る
が
、
わ
た
し
の
方
法
に
と
っ
て
潜
過
し
え
な
い
の
は
、
こ
の
一

節
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
、
尾
崎
氏
の
史
料
処
理
の
態
度
で
あ
る
。

　
こ
の
「
聖
壷
一
罪
壁
」
問
題
は
、
わ
た
し
の
論
証
に
と
っ
て
、
重
要
だ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　

　
・
1
三
国
志
の
本
文
中
で
あ
り
、

　
X

　
・
1
1
「
壷
i
毫
」
間
の
異
同
で
あ
る
、

　
（

と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
わ
た
し
の
論
証
内
容
そ
の
も
の
に
該
当
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
「
聖
篭
」
が
「
聖
藁
」
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
、
と
い
う
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

定
は
、
元
の
郵
経
一
清
の
盧
弼
一
現
代
中
国
の
学
者
の
代
々
に
わ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
た
。
だ
か
ら
、
重
出
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
論
証
の
要
点
を
再
記
し
よ
う
。
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わ
た
b
は
こ
の
問
題
に
つ
き
詳
細
に
検
討
を
加
え
た
結
果
、
つ
ぎ
の
各
点

を
認
織
し
た
。

　
㈲
郵
経
の
弟
子
、
筍
宗
達
が
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
客
観
は
「
聖
墓
」

と
刻
し
た
刊
本
を
見
た
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
理
路
」
に
立
っ
て

「
原
文
改
定
」
を
行
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
働
三
人
兄
弟
の
中
の
二
人
ま
で
共
通
字
「
盗
」
を
有
し
て
い
る
（
次
男
「
文

蟹
」
、
三
男
「
幼
壷
」
）
か
ら
、
父
親
も
「
四
点
」
で
は
な
く
、
　
「
聖
豪
」
で
あ

ろ
ケ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
都
経
の
系
譜
解
読
は
あ
や
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

清
の
盧
弼
は
こ
れ
を
訂
正
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
理
路
」
に
お
き
，
か
え
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
働
三
人
兄
弗
の
中
の
二
人
ま
で
共
通
字
「
藁
」
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
長

へ
　
　
　
へ

男
も
，
「
聖
壷
」
で
な
く
、
　
「
客
車
」
で
あ
ろ
う
。

　
後
代
の
中
國
に
お
い
て
、
兄
弟
相
共
に
一
字
を
共
有
す
る
事
例
は
存
在
し

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
…

よ
う
9
し
か
し
闇
題
は
、
三
世
紀
の
三
国
志
の
申
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

慣
例
が
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
三
国
志
内
の
系
譜
調
査
は
、

右
の
盧
弼
の
「
推
定
」
を
裏
切
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

　
孔
子
を
「
仲
尼
」
と
い
う
よ
う
に
、
　
「
伯
∵
仲
・
叔
・
季
」
を
も
っ
て
字

に
冠
せ
し
め
る
方
法
は
、
三
盛
釜
中
に
お
い
て
も
、
よ
く
出
現
す
る
。
勿
論
、

こ
の
場
合
、
一
字
を
共
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
有
名
な
蜀
の
芸
備
の
場
合
な
ど
、
兄
弟
中
二
人
（
長
、
次
男
）
は

「
公
」
字
を
共
有
し
な
が
ら
、
三
男
は
「
公
」
字
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
父
の
綿
繭
も
、
　
「
玄
徳
」
で
あ
る
か
ら
、
　
「
公
」
字
を
有
し
な
い
。
）

　
以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
「
兄
弟
三
人
中
、
二
人
が
一
字
を
共
有
す
れ
ば
、

他
の
一
人
も
、
そ
の
文
字
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
だ
。
」
　
と
い
う
「
理
路
」

は
否
定
さ
れ
た
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
だ
か
ら
、
も
は
や
原
文
の
「
聖
壷
」
を
「
聖
塞
」
に
改
定
す
べ
き
根
拠
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
客
観
的
な
根
拠
な
し
に
な
お
、
　
〃
こ

の
唾
壷
は
聖
毫
の
あ
や
ま
り
だ
ど
自
分
は
考
え
た
い
”
と
い
う
な
ら
、
そ
れ

は
も
は
や
単
に
主
観
的
・
恣
意
的
主
張
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
し
か
も
な
お
馬
三
国
志
内
の
系
譜
調
査
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
を
摘
出
し

た
。　

　
　
・
1
「
伯
・
仲
・
叔
・
季
」
と
い
う
よ
う
に
、
兄
弟
順
を
囲
示
し
な
い
場
合

　
（

も
、
三
蟹
志
に
は
し
ば
し
ば
出
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
長

男
に
つ
い
て
は
、
　
何
等
か
の
形
で
第
一
子
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
（
嗣
、

高
な
ど
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

　
・
1
1
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
み
る
と
、
長
男
に
と
っ
て
「
話
説
」
と
い
う
字

　
（

　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な

は
、
右
の
三
国
期
の
字
命
名
状
況
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
で
あ
る
。
実
は
、
最
初
の
「
兄
弟
一
字
非
共
有
」
め
事
莫
の
み
で
、

原
文
改
定
の
「
理
銘
」
を
拒
否
す
る
に
、
必
要
に
し
て
十
分
で
あ
る
。
そ
の
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

上
な
お
、
右
の
よ
う
な
「
長
子
特
定
字
傾
向
」
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
原
文
改
定
」
の
「
理
路
」
は
全
く
消
失
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
論
証
の
経
緯
は
、
わ
た
し
の
論
文
中
に
詳
細
に
記
し
た
9
．
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
羅
崎
氏
が
「
い
く
ら
議
論
を
め
ぐ
ら
し
て
も
、
そ
の

反
対
の
可
能
性
を
払
拭
は
し
き
れ
な
い
」
と
論
弁
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。

　
羅
崎
氏
は
、
片
方
に
郷
経
－
蹴
弼
説
、
他
方
に
わ
た
し
の
説
を
半
々
に

見
や
り
な
が
ら
、
〃
自
分
は
ど
ち
ら
に
も
組
し
な
、
い
”
と
し
て
、
「
中
正
」

を
保
っ
て
お
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
対
立
説
両
者
と
も
、
論
証
不
十
分

の
「
推
定
」
説
を
展
開
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況
下
な
ら
、
そ
れ
も
よ
か
ろ

う
。
し
か
し
．
、
今
、
わ
た
し
の
立
場
は
明
白
だ
。
　
「
原
文
が
ま
ち
が
っ
て
い

る
、
と
い
う
、
必
要
に
し
て
十
分
な
論
証
な
し
に
、
原
文
を
改
定
す
る
こ
と

は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
」
i
こ
の
一
点
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
も
し
誰
人
か
あ
っ
て
、
な
お
「
鄭
経
一
婦
女
説
」
に
魅
力
を

感
ず
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
「
必
要
に
し
て
十
分
な
論
証
」
を
行
う
べ
き
な

の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
　
「
原
文
改
定
」
に
奔
る
べ
き
で

は
な
い
。

　
①
北
京
中
華
書
局
出
版
、
一
九
五
九
年
標
点
本
「
三
岡
志
」
（
全
五
冊
）

　
②
古
細
第
一
論
文
「
邪
馬
嚢
国
」
七
入
～
八
三
ペ
ー
ジ
〔
補
註
〕

　
③
同
〔
補
註
〕
七
九
～
八
一
ペ
ー
嘉

　
④
宋
朝
に
お
い
て
は
「
不
」
「
善
」
「
汝
」
「
崇
」
「
必
」
、
「
良
」
「
友
」
等
の

字
を
各
世
代
（
兄
弟
・
従
兄
弟
）
に
お
い
て
共
有
す
る
。
（
宋
史
三
表
巻
第
十
五
、

古
且
椚
本
所
収
、
元
至
正
刊
本
）
ま
た
明
朝
は
「
木
」
　
「
火
」
　
「
土
」
　
「
金
」
等
の

「
つ
く
り
」
や
「
へ
ん
」
を
各
世
代
の
名
に
含
ま
し
め
る
。
　
（
こ
の
点
、
上
田
早

笛
氏
の
御
教
示
を
え
た
。
）

八

　
尾
綺
論
文
に
対
す
昏
、
わ
た
し
の
再
批
判
の
第
四
点
は
、
斐
松
之
の
「
校

注
方
法
」
の
問
題
で
あ
る
。

　
「
斐
松
之
は
、
三
国
志
と
同
時
代
の
史
書
・
資
料
二
七
二
種
を
対
比
し
て
、

δ
二
〇
回
に
匁
・
て
・
喬
霧
細
に
検
証
し
㌍

　
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
書
物
ピ
し
て
比
較
的
小
さ
．
い
三
国
志
で
も
、
巻
子
に
す
れ
ば
六
十
五
巻

も
あ
る
の
で
あ
る
。
書
物
を
導
く
場
所
と
し
て
考
え
て
も
見
る
が
い
い
。

　
，
三
国
志
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
テ
キ
ス
ト
を
机
上
に
並
べ
、
A
の
テ
キ
ス
ト
を

見
、
B
の
テ
キ
ス
ト
を
見
、
C
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
、
そ
し
て
本
文
を
定
め

る
、
と
い
う
よ
ヶ
な
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
」

　
こ
の
一
文
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
不
可
解
な
一
節
で
あ
る
。

氏
が
研
究
の
際
、
ど
の
よ
う
な
「
机
の
使
い
方
」
を
さ
れ
る
か
、
も
ち
ろ
ん

わ
た
し
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
二
七
二
種
の
本
を
対
比
す
る

の
に
、
〃
全
部
一
ぺ
ん
に
机
上
に
な
ら
べ
る
”
必
要
は
全
く
な
い
。
そ
れ
が

三
国
志
時
代
の
同
輩
代
資
料
で
あ
ろ
う
と
、
三
国
志
自
体
の
異
写
本
の
類
で
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あ
ろ
う
と
、
要
は
問
題
の
箇
所
に
関
す
る
、
A
・
B
・
C
等
の
各
一
巻
の
該

当
箇
所
を
｝
つ
づ
つ
机
上
で
対
比
す
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
氏
の
、
失
礼
な
が
ら
、
い
わ
ば
〃
他
愛
な
い
”
論
議
に
対
し

て
、
一
種
の
「
真
実
味
」
を
そ
え
て
い
る
の
は
、
右
の
文
の
直
後
に
つ
づ
く

つ
ぎ
の
実
例
で
あ
る
、

　
「
古
田
論
文
に
裟
の
用
意
と
し
て
引
か
れ
る
『
見
諸
書
本
、
筍
身
或
作
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

身
』
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
結
構
だ
け
れ
ど
も
、
諸
種
の
異
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

の
検
閲
、
と
取
る
の
は
ど
う
か
。
諸
を
書
本
に
見
る
に
、
つ
ま
り
せ
い
ぜ
い

『
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
』
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
か
れ
の
三
国
志

に
関
す
る
読
書
の
一
経
験
を
語
る
ほ
ど
の
事
柄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

　
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
先
の
論
文
で
、
　
「
見
諸
書
本
」
を
「
諸
書
（
の
）
本
に

見
る
に
」
と
解
し
、
裟
松
之
が
同
一
薯
項
（
こ
の
場
合
は
「
筍
身
」
と
「
句
身
」

の
ち
が
い
）
に
対
し
て
、
各
種
の
別
書
や
異
本
の
類
を
対
照
し
て
い
る
、
と

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
・
　
　
　
シ
オ

論
じ
た
の
に
対
し
、
尾
崎
氏
は
、
，
こ
の
「
諸
」
は
「
之
於
」
の
合
字
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
用
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
た
し
の
解
し
た
「
諸
1
1
も
ろ
く
」
の
用
法
が
現
代
日
本
に
も
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
用
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
　
「
諸
1
1
之
於
」
の
用
法
は
特
殊
用

法
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
こ
は
後
老
の
用
法
だ
、
と
指
摘
さ
れ
た
の
が
中
国

語
学
の
「
專
家
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
、
一
見
わ
た
し
の
不
用
意
な
解
読

で
あ
っ
．
た
か
に
見
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。

　
事
実
、
先
に
あ
げ
た
佐
伯
有
清
氏
の
論
評
（
一
九
七
〇
年
度
）
で
は
、
こ
の

実
例
を
あ
げ
、
尾
崎
氏
が
よ
く
わ
た
し
の
論
文
の
杜
撰
さ
を
反
証
し
え
た
か

の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ

　
し
か
し
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
、
問
題
の
文
脈
は
、
あ
く
ま
で
実
証
的
に
、

す
な
わ
ち
裟
松
之
の
用
語
・
用
文
・
語
法
の
検
証
に
よ
っ
て
、
解
読
さ
る
べ

き
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
国
志
の
中
に
は
二
六
六
箇
の
斐
松
之

の
自
評
（
地
の
文
）
が
譲
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
文

例
を
史
料
と
し
て
、
そ
の
全
用
例
か
ら
帰
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　
そ
の
検
証
に
入
る
前
に
、
三
国
志
以
前
の
例
を
見
よ
う
。

　
確
か
に
「
諸
聾
之
於
」
の
例
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
。

　
ω
諸
、
之
於
也
、
懸
樋
檀
弓
、
、
兄
弟
吾
奨
昌
諸
廟
嚇
雷
レ
呉
昌
之
四
七
一
也
、

　
　
宣
二
年
左
伝
、
鷹
晶
諸
業
】
以
興
レ
之
、
書
レ
蜜
二
之
於
桑
一
也
。
　
〔
経
伝
釈

　
　
詞
、
補
〕

　
⑧
a
邑
臨
漁
論
魂
〔
庇
氏
、
哀
、
之
〕

　
　
b
邑
昌
之
掛
緒
㊥
〔
史
記
、
呉
世
家
〕

　
こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
「
諸
琵
之
於
」
の
例
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
②
に
お
い
て
、
左
氏
の
文
の
「
諸
」
を
の
ち
の

漢
代
の
史
記
段
階
で
は
「
之
於
」
と
い
う
通
常
の
形
に
直
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
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邪馬萱国の諸聞題（上）　（古田）

　
こ
れ
に
対
し
、
　
「
諸
膣
も
ろ
く
」
の
用
法
も
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
。

　
○
諸
徳
之
獲
也
。
　
〔
礼
、
祭
統
〕
諸
、
④
也
。
　
〔
疏
〕

　
○
諸
人
闘
争
学
レ
之
。
　
〔
准
南
子
、
脩
務
訓
〕
諸
、
④
也
。
　
〔
注
〕

　
○
諸
、
詞
之
総
也
、
非
レ
一
也
。
　
〔
一
切
経
音
義
、
二
十
四
〕

　
○
諸
、
一
日
、
④
也
。
　
〔
集
韻
〕

　
右
の
「
④
」
は
「
衆
」
の
正
字
で
あ
り
、
　
「
多
い
」
の
意
義
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
「
諸
」
に
は
「
之
於
」
　
「
も
ろ
も
ろ
」
の
両
義
と
も
に
、

斐
松
之
の
五
世
紀
以
前
に
存
在
し
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
問
題
を
決
す
る
た
め

に
は
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
三
国
志
内
の
斐
注
二
六
六
箇
の
検
証
に

よ
る
ほ
か
な
い
。

　
「
諸
」
は
全
嚢
注
の
中
で
十
穴
馬
出
現
す
る
。
（
今
、
問
題
の
一
箇
所
を
除
く
。
）

　
O
そ
の
う
ち
、
十
五
例
は
明
白
に
「
も
ろ
く
」
の
意
義
で
あ
み
。

働
○
起
晶
下
士
・
昭
陽
譜
殿
鱒
（
太
極
・
昭
陽
の
諸
殿
を
起
す
）
〔
魏
志
第
二
〕

（　
　
　
　
　
へ

　
○
然
漢
氏
諸
帝
、
難
昌
奪
父
為
一
レ
皇
、
…
…
。
（
然
る
に
漢
氏
の
諸
帝
、
尊
父
、

　
　
皇
為
り
と
難
も
…
…
）
〔
転
籍
第
十
三
〕

　
○
超
載
繭
予
中
、
湛
最
有
晶
徳
撫
端
（
鎚
の
諸
子
中
、
湛
澱
も
徳
讐
有
り
）
　
鶯
鋸
士
心

　
　
第
二
十
七
〕

　
⇔
一
例
の
み
、
　
「
野
獣
」
　
「
も
ろ
く
」
の
い
ず
れ
に
も
、
と
り
う
る
ケ

…
ス
が
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
○
而
廟
門
外
無
レ
之
、
問
昌
諸
長
老
碗
…
…
（
而
る
に
廟
門
の
外
、
之
無
し
。
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
長
老
に
問
う
に
1
諸
を
長
老
に
問
ふ
に
…
…
。
）
〔
魏
士
蕊
弟
四
〕

　
㊨
明
白
に
「
之
於
」
の
例
と
見
な
す
べ
き
例
は
絶
無
で
あ
る
。

　
㈲
こ
れ
に
対
し
、
　
「
之
於
」
の
形
が
三
例
出
現
し
て
い
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
○
施
昌
之
於
己
⑩
（
之
を
己
に
施
す
）
　
〔
魏
志
第
十
〕

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
○
載
晶
之
於
篇
崎
（
之
を
篇
に
載
す
）
　
〔
呉
志
第
七
〕

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

　
○
難
レ
失
昌
之
於
明
証
↓
（
之
を
明
帝
に
失
す
と
錐
も
）
〔
呉
志
第
七
〕

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
「
諸
“
之
於
」
の
証
拠
と
な
る
用
例
が
絶
無
で
あ
る
上
、

明
瞭
に
「
之
於
」
の
文
辞
を
使
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
袈
松
之
の
地

の
文
体
に
は
「
諸
一
之
於
」
の
使
用
慣
例
の
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

　
そ
の
上
、
問
題
の
箇
所
が
「
も
ろ
く
」
の
義
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
決

定
的
に
す
る
の
は
、
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。

　
㈲
裟
松
之
の
地
の
文
中
、
七
例
に
わ
た
っ
て
、
　
「
諸
書
」
と
い
う
単
語
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
べ

例
○
臣
松
之
検
漏
諸
書
叫
都
無
轟
此
事
⑩
（
臣
松
之
、
諸
書
を
検
す
る
に
、
都
て
此
の

（　
　
事
無
し
。
）
〔
魏
志
第
四
〕

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
臣
松
之
案
昌
諸
書
嚇
韓
⑧
或
作
昌
韓
猛
納
或
云
昌
韓
若
三
二
レ
詳
昌
執
是
司

　
　
（
臣
松
之
、
諸
書
を
案
ず
る
に
、
韓
・
⑰
一
、
或
は
韓
猛
に
作
る
。
或
は
韓
若
と
云
ふ
。

④
摂
⑧
葵
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未
だ
干
れ
が
是
な
る
か
を
詳
か
に
せ
ず
。
）
〔
魏
志
第
十
〕

　
こ
の
「
諸
書
」
と
は
、
他
で
も
な
い
。
斐
松
之
が
三
國
志
と
尉
比
し
た
二

七
二
箇
の
同
時
代
史
料
を
指
す
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
㈹
こ
の
こ
と
は
、
曲
松
之
が
「
呉
羅
」
（
三
国
志
）
と
「
諸
書
」
と
を
し
ば

く
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
層
明
確
に
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
へ

例
○
案
論
本
伝
及
諸
書
一
粟
云
、
　
…
：
・
（
本
伝
及
び
諸
欝
を
案
ず
る
に
、
並
び
に
云

（　
　
ふ
…
…
）
〔
魏
志
第
十
四
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
臣
松
之
、
案
轟
本
伝
一
云
、
庚
怪
魚
泓
元
中
一
坐
レ
事
諌
、
帯
磁
宝
、
孫
盛
、

　
　
習
盤
歯
諸
書
、
二
黒
鵡
正
元
二
年
↓
…
…
景
慕
与
昌
正
元
｝
相
討
七
八
年
、

　
　
以
昌
濤
行
状
一
検
レ
之
、
如
一
本
霊
界
フ
審
。
（
臣
松
之
、
本
債
を
案
ず
る
に
、

　
　
蚤
ふ
、
庚
は
祭
元
中
を
以
て
事
に
坐
し
て
訣
せ
ら
る
、
と
。
葡
し
て
干
宝
、
孫
盛
、

　
　
習
墾
歯
の
諸
書
は
、
皆
陶
正
元
二
年
と
云
ふ
。
…
・
：
量
元
と
正
元
と
は
相
馬
ぶ
る

　
　
に
七
八
年
、
勝
の
行
状
を
以
て
之
を
検
す
る
に
、
木
螢
の
審
か
為
る
が
如
し
…
…
。
）

　
　
〔
魏
志
第
二
十
一
〕

　
右
の
例
に
よ
っ
て
み
て
も
、
　
「
本
伝
」
に
対
す
る
に
「
諸
霧
」
と
い
う
概

念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
二
例
で
「
干
宝
・
富
盛
・
習
下
歯
の
諸
書
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
装

松
之
が
し
ば
く
引
用
す
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
で
あ
る
。
（
数
字
は
引
用

回
数
）

　
○
干
宝
「
晋
紀
」
一
1
魏
志
1
4
回
、
二
二
2
回
、
呉
志
7
圓
、
計
2
3
回

　
○
孫
盛
・
「
魏
氏
春
秋
」
1
素
志
5
0
回
、
蜀
志
3
園
、
呉
志
1
回
、
計
5
4
回

　
○
習
海
馬
「
漢
晋
春
秋
」
i
…
魏
憲
3
6
回
、
蜀
志
2
2
回
、
蒼
蒼
！
0
回
、
計

　
　
6
8
回

　
こ
れ
ら
が
斐
松
之
の
雷
う
「
諸
書
」
の
一
端
な
の
で
あ
る
。

　
㈹
ま
た
、
裟
松
之
の
地
の
文
の
中
に
、
時
と
し
て
「
諸
強
記
」
（
諸
書
の
記
）

と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
諸
書
本
」
（
諸
説
の
本
）
と
い
う
表

現
（
問
題
の
箇
所
）
と
尉
比
さ
る
べ
き
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
○
臣
松
之
案
、
諸
書
記
、
獣
畜
帝
居
晶
北
宮
門
…
…
（
臣
松
之
案
ず
る
に
、
諸

　
　
書
の
記
、
是
の
時
、
帝
北
野
に
居
す
。
）
〔
魏
志
第
二
〕

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
O
議
案
昌
諸
書
記
及
諸
蔦
緩
解
両
亮
亦
不
レ
為
昌
太
子
太
軽
口
（
又
諸
書
の
記
及

　
　
び
諸
葛
亮
集
を
案
ず
る
に
、
亮
も
亦
太
子
の
太
傳
為
ら
ず
。
）
〔
蜀
志
第
三
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
す
な
わ
ち
「
諸
書
の
記
」
が
〃
諸
書
の
記
す
る
所
〃
〃
諸
書
の
記
事
〃
の

意
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
諸
書
の
本
」
は
〃
諸
書
の
写
本
・
刻
本
の
類
”
を

指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
本
」
の
用
例
は
、
斐
松
之
の
地
の
文
に
左
の
よ
う
に
出
現

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
〇
十
七
条
失
レ
本
。
故
不
レ
載
。
（
十
七
条
、
本
を
失
ふ
。
故
に
載
せ
ず
。
）
　
〔
呉

　
　
志
第
十
三
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
崎
氏
の
採
択
せ
ら
れ
た
訓
読
「
諸
を
慰
本
に
見
る
に
」

が
、
こ
の
場
合
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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邪馬壼國の諸問題（上）　（古田）

①
　
今
、
そ
の
全
検
出
例
中
よ
り
、
斐
松
之
が
五
十
圓
以
上
引
用
し
た
も
の
の
み
を

　
摘
出
し
て
、
左
に
し
め
す
こ
と
と
す
る
。

e＠
　
〈
書
物
名
（
盤
）
〉

王
沈
「
魏
書
」

「
魏
略
」

爽
S
「
江
表
伝
」

「
呉
書
」

郭
頒
「
世
語
」

張
勃
「
劇
毒
」

「
英
雄
記
」

蕎
馨
歯
「
漢
晋
春
秋
」

「
傅
子
」

孫
盛
「
魏
氏
春
秋
」

孫
盛
（
日
×
云
）
（
評
）

（
最
後
の
項
は
、
　
「
孫
盛
日
」

〈
魏
志
〉

～
七
穴

　
五
四

　
　
二

　
一
四

　
入
五

　
　
〇

　
五
六

　
三
六

　
五
〇

　
五
〇

　
三
二

「
孫
盛
云
」

　
〈
蜀
志
〉

　
　
　
八

　
　
一
四

　
　
　
三

　
　
　
三

　
　
　
一

　
　
一
一

　
　
二
二

　
　
　
三

　
　
　
三

　
　
　
九

「
孫
盛
詐
」

〈
呉
志
〉
　
〈
総
回
数
〉

　
　
四
　
　
心
八
八

　
　
○
　
　
｝
六
八

｝
二
〇
　
　
　
一
二
穴

　
九
五
　
　
一
＝
一

　
　
〇
　
　
　
八
八

　
七
七
　
　
　
七
八

　
　
五
　
　
　
七
二

　
一
〇
　
　
　
六
八

　
　
一
　
　
　
五
四

　
　
一
　
　
　
五
四

　
一
〇
　
　
　
五
一

の
三
繍
と
も
、
集
計
し
た
も
の
。
）

古
田
第
一
弘
欄
山
又
「
邪
馬
料
園
M
」
｛
ハ
四
M
ペ
ー
ジ
上
蹴
段
。

も
し
か
り
に
尾
崎
氏
の
よ
う
に
読
ん
だ
と
し
て
も
、
　
「
書
本
」
は
〃
複
数
”
を

も
意
味
し
う
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
氏
は
こ
れ
を
〃
単
数
”
と
し
て
解
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

九

　
尾
崎
論
文
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
再
批
判
の
第
五
点
は
、
史
料
批
判
の
方

法
の
問
題
で
あ
る
。

　
「
一
つ
の
文
献
に
対
し
て
、
各
種
の
異
本
が
派
生
し
て
い
る
場
合
、
必
ず

そ
れ
ら
の
各
異
本
に
簿
し
て
、
〃
史
料
と
し
て
の
信
愚
性
”
を
検
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

　
こ
れ
に
対
し
て
尾
崎
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
も
し
三
国
志
の
場
合
に
も
、
現
行
諸
刊
本
す
べ
て
一
つ
の
祖
本
、
こ
の

場
合
す
な
わ
ち
威
平
本
を
承
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
諸
刊
本
に
共

通
す
る
或
る
一
つ
の
文
字
の
正
当
性
を
、
他
の
資
料
と
の
隔
絶
に
お
い
て
主

張
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
逆

に
私
の
推
測
の
ご
と
く
、
紹
興
刊
本
ま
た
威
平
の
重
刻
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

同
じ
祖
本
に
も
と
つ
く
紹
興
、
紹
熈
両
刊
本
相
互
の
間
に
存
す
る
異
同
は
、

テ
キ
ス
ト
間
の
、
個
々
の
文
字
の
あ
り
よ
う
の
ち
が
い
に
の
み
頼
る
議
論
の
、

よ
っ
て
立
つ
べ
き
基
盤
の
は
か
な
さ
を
、
如
実
に
示
す
絶
好
の
材
料
と
し
て

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
つ
ま
り
、
こ
れ
を
一
言
に
い
え
ば
、
氏
は

北
宋
融
く
繭
灘
餐

と
い
う
伝
来
を
想
定
し
、
君
の
二
南
宋
本
に
「
邪
馬
壷
国
」
が
共
通
し
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
共
に
祖
本
た
る
北
宋
成
平
本
の
分
岐
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
、

信
噛
す
る
に
足
り
ぬ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
地
点
か
ら
、
さ
ら
に
尾
崎
氏
は
太
平
御
覧
所
引
の
魏
志
に
注
目
す
べ

④
享

　
　
　
、
、
！
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き
こ
と
を
説
か
れ
る
。
　
「
ひ
る
が
え
っ
て
た
と
え
ば
、
御
覧
に
引
く
魏
志
の

ご
と
き
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
見
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
古
い
御
覧
は
南
宋
蜀

の
刊
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
刊
刻
の
時
期
に
お
い
て
、
威
平
に
は
譲
る
に
し
て

も
、
御
覧
そ
の
も
の
の
成
心
は
、
北
野
太
平
興
岡
八
年
（
九
八
四
）
と
記
録
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
は
威
平
六
年
を
潮
る
こ
と
二
十
年
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
行

三
国
志
諸
刊
本
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
形
の
も
の
が
見
出
さ
れ
た
と
し
て

も
、
何
の
不
可
思
議
も
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
（
中
略
）
…
…
刊
本
三
国
志
の
み

に
よ
っ
て
、
邪
馬
塁
の
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
い
う
の
は
、
恐
ら
く
正
し
く
な

　
　
　
　
①

い
の
で
あ
る
。
」

　
す
な
わ
ち
、
氏
は
太
平
御
覧
所
引
の
魏
志
中
に
「
邪
馬
耕
国
」
と
あ
る
の

を
も
っ
て
、
右
の
北
宋
威
平
本
と
は
別
種
の
祖
本
に
淵
源
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
に
史
料
上
の
価
値
を
高
く
認
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
氏

が
「
と
も
あ
れ
今
の
私
は
、
女
王
卑
弥
呼
の
塾
す
る
国
の
名
と
し
て
、
ど
れ
を
取
る
か

と
な
れ
ば
、
か
な
り
強
く
邪
馬
壁
に
向
っ
て
傾
斜
す
る
気
持
ち
の
あ
る
こ
と
を
、
告
海

　
　
　
　
　
　
　
②

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
と
言
わ
れ
る
と
き
、
史
料
的
に
は
太
平
御
覧
所
引
の
魏
志

に
従
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
）

　
こ
の
尾
崎
説
に
対
し
、
わ
た
し
の
立
場
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
｝
箇
の
文
献
に
つ
き
、
幾
種
類
か
の
写
本
類
が
存
在
す
る
と
き
、
必
要
な

こ
と
は
、
そ
の
各
種
の
異
本
の
内
実
が

　
㈱
自
己
の
直
面
し
た
書
写
原
本
（
版
刻
原
本
）
を
そ
の
ま
ま
変
改
せ
ず
に
伝

写
し
て
い
6
か
、
そ
れ
と
も
、

　
働
後
代
人
た
る
自
己
の
所
見
を
も
っ
て
、
書
写
（
胃
壁
）
に
改
変
を
加
え
て

ヘ
　
　
　
　
エ
　
へ

㌔
る
カ

　
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
の
検
証
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
存
テ
キ
ス
ト
を

媒
介
と
し
て
、
本
来
の
原
型
に
遡
源
す
る
た
め
の
、
必
須
の
分
析
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
三
国
志
紹
熈
本
・
紹
興
本
は
き
わ
め
て
原
型
に

忠
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
　
「
会
穂
東
治
」
　
「
景
趣
二
年
」
　
「
｝
大
国
」
等
に
つ
い
て
、

い
ず
れ
も
後
代
（
唐
宋
代
）
の
知
見
か
ら
は
異
様
に
見
え
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
に
「
改
定
の
季
」
を
加
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
後
漢
書
は
「
会
稽
東
治
1
↓
会
稽
東
雲
」
の
変
改
を
行
い
、

回
書
は
「
景
初
二
年
一
↓
景
初
三
年
」
　
の
変
改
を
行
い
、
梁
書
・
球
史
は

「
一
大
国
↓
一
重
国
」
の
変
改
を
行
っ
た
。

　
こ
れ
ら
は
当
然
、
後
代
の
知
見
か
ら
は
、
そ
の
改
定
を
正
し
と
信
じ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
史
料
批
判
は
い
ず
れ
も
息
遣
紹
照
本
・
紹
手
本

の
方
が
原
型
を
遣
存
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
た
。
　
（
こ
の
点
、
す
で
に
古
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

著
〃
「
邪
馬
台
国
」
は
な
か
っ
た
”
に
お
い
て
、
そ
の
論
証
を
し
め
し
た
。
）

　
た
だ
「
公
海
劉
」
の
み
は
、
南
宋
紹
煕
本
の
み
こ
の
形
を
と
り
、
紹
興
本

お
よ
び
後
代
の
三
圏
志
刊
本
は
「
対
馬
寒
し
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
紹
熈

本
の
方
が
原
型
を
伝
え
、
紹
興
本
は
「
対
海
国
↓
対
馬
国
」
と
い
う
改
変
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邪馬壷国の諸問題（上）（古田）

を
加
え
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
（
こ
の
論
証
も
、
前
掲
書
に
記
し
た
。
）

　
こ
れ
に
対
し
、
太
平
御
覧
の
所
引
魏
志
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
わ
た

し
の
第
｝
論
文
に
し
め
し
た
ご
と
く
、
は
な
は
だ
奇
怪
な
「
改
定
の
手
」
を

加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
三
国
志
原
本
で
は
倭
国
内
の
「
下
戸
対
大
人
」

と
い
う
階
級
差
別
の
状
況
の
活
写
と
も
い
う
べ
き
描
写
を
、
換
骨
角
下
し
て
、

倭
国
の
使
が
中
国
に
来
て
卑
屈
き
わ
ま
る
屈
従
の
態
度
を
と
っ
た
と
い
う
文

面
に
改
変
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
第
一
論
文
「
邪
馬
壼
国
」
四
九
ペ
ー
ジ
。
前

掲
書
に
も
叙
述
。
）

　
こ
の
よ
う
に
露
骨
な
、
　
「
悪
質
」
と
さ
え
言
う
べ
き
改
変
を
原
文
薗
に
加

え
て
は
ば
か
ら
ず
、
し
か
も
こ
れ
を
堂
々
と
「
魏
重
日
」
と
し
て
、
直
接
引

用
の
形
状
で
掲
載
す
る
「
太
平
御
覧
」
。
こ
れ
を
尾
崎
氏
が
、
別
種
の
正
当

な
二
本
の
正
確
な
伝
写
・
重
刻
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
の
は
、
わ
た
し
に
と
っ

て
不
可
解
で
あ
る
。

　
ざ
ら
に
氏
は
「
引
書
の
二
面
な
ど
は
、
み
だ
り
に
い
う
べ
き
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
」
と
、
わ
た
し
の
論
証
（
太
平
御
覧
所
引
「
魏
志
」
の
僑
愚
性
を
否
定
す

る
論
証
）
を
た
し
な
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
み
だ
り
に
」

と
い
う
言
葉
は
〃
論
証
な
し
に
論
断
す
る
”
立
場
に
対
す
る
挑
評
と
し
て
は
、

た
し
か
に
適
切
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
太
平
御
覧
所
引
の
「
魏

志
」
な
る
も
の
の
聖
画
す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
論
証
を

行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
は
太
平
御
覧
所
引
の
「
魏
志
」
の
信
慧
性

　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
み

の
論
証
を
お
こ
な
う
こ
と
な
し
に
、
そ
の
史
料
価
値
を
高
く
し
ょ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
④

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
史
料
と
し
て
の
各
種
異
本
（
テ
キ
ス
ト
）
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て

の
べ
よ
う
。

　
①
（
A
・
B
・
C
…
…
X
）
の
各
種
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
と
き
、
先
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
れ
ら
の
諸
史
料
に
対
等
の
価
値
を
付
す
る
。

　
②
今
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
各
箇
別
々
の
箇
所
に
つ
き
、
右
の
各
テ
キ
ス

　
　
ト
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
適
切
と
見
な
す
も
の
を
抜
き
出
し
て
採
択

　
　
す
る
。

　
右
の
方
法
は
一
見
「
公
平
」
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
大
き
な
方
法
上

の
あ
や
ま
り
を
お
か
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
な
ぜ
な
ら
、
各
テ
キ
ス
ト
に
対
し
、
形
式
的
に
「
同
等
の
価
値
」
を
付
与

し
た
ま
ま
で
処
理
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
と
は
各
箇
の
箇
所
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

各
テ
キ
ス
ト
の
い
ず
れ
を
取
捨
す
る
か
は
、
全
く
「
論
者
の
識
見
」
「
論
者

　
う
　
　
　
へ

の
判
断
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
し
ま
う
。
一
つ
ま
り
、
“
後
代
人
の
主
観
”

と
い
う
恣
意
性
が
「
至
上
の
基
準
」
と
し
て
権
威
化
さ
れ
る
ほ
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
観
的
な
「
識
見
」
に
も
と
ず
く
撰
択
を
も
っ
て
、

「
史
料
批
判
」
と
称
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
換
言
す
れ
ぼ
、
〃
古
刊
本
に
は
あ
や
ま
り
が
多
い
。
〃
〃
各
異
本
は

平
等
に
と
り
あ
つ
か
う
べ
き
だ
。
”
等
と
称
す
る
畜
殺
は
、
「
見
「
客
観
主
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義
一
の
よ
そ
お
い
を
と
り
な
が
ら
、
逆
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
自
己
の

「
主
観
」
を
絶
対
化
し
、
こ
れ
に
依
拠
す
る
立
場
で
あ
る
。
一
！
こ
れ
が
従

来
の
研
究
方
法
の
お
ち
い
り
や
す
か
っ
た
基
本
的
な
問
題
点
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
わ
た
し
に
と
っ
て
史
料
批
判
の
正
し
い
方
法
は
つ
ぎ
の
よ

う
だ
。

　
あ
く
ま
で
各
史
料
内
部
の
、
全
体
と
し
て
の
徴
証
、
差
異
点
の
正
確
な
対

比
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
異
同
の
生
じ
た
原
因
と
史
料
の
様
態
を
追
跡
し
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
っ
て
各
史
料
の
信
愚
性
を
客
観
化
す
る
。
こ
れ
が
史
料
に
対
す
べ
き
、
唯

一
の
正
し
い
道
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
遺
憾
な
が
ら
、
尾
崎
論
文
に
あ
ら
わ
れ
た
史
料
処
理
の
仕
方
は
、

わ
た
し
の
史
料
批
判
の
方
法
と
は
、
本
質
的
に
異
っ
て
い
る
と
雷
わ
ざ
る
を

え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
（
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
の
〈
補
論
〉
「
史
料
批

判
の
条
件
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
詳
記
す
る
。
）

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
崎
論
文
の
反
論
に
対
す
る
、
わ
た
し
の
再
批
判
の
根

本
を
の
べ
た
。

　
そ
の
反
論
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
み
て
も
、
あ
る
い
は
誤
断
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
、
あ
る
い
は
氏
の
錯
覚
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ

り
も
、
史
料
批
判
の
方
法
の
本
質
的
相
異
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が

判
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
尾
欣
阿
感
心
嗣
掲
瓢
醐
文
「
邪
臣
哩
毫
國
剛
に
つ
い
て
し
五
一
一
～
一
鳳
ペ
ー
ジ
。

②
岡
右
論
文
五
四
～
五
ぺ
！
ジ
。

③
前
掲
書
（
｝
九
七
一
年
、
朝
日
新
聞
社
刊
）

④
氏
は
①
部
分
の
引
用
の
直
後
に
「
少
な
く
と
も
魏
志
倭
人
伝
を
い
う
と
き
、
ひ

　
と
は
御
覧
所
引
の
そ
れ
を
も
、
そ
こ
に
闘
す
る
限
り
、
独
立
し
た
三
國
志
の
一
本
、

　
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
三
国
志
の
一
本
を
伝
え
る
も
の
と
七
て
、
扱
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
書
か
れ
、
　
一
見
諸
異
本
の
一
つ
（
紹
謡
本
・
紹
興
本
と

　
並
ぶ
一
異
本
）
と
し
て
の
権
利
を
太
平
御
覧
所
引
の
魏
志
に
認
め
よ
う
、
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
に
と
ど
ま
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
氏
自
身
は
「
邪
馬
多
望
」
と
い
う
字
面

　
へ
の
傾
斜
を
深
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
②
の
引
用
部
分
の
し
め
す
ご
と
ぐ
で
あ
る
。

　
そ
の
際
そ
の
依
拡
史
糾
を
こ
の
太
平
御
覧
所
引
の
魏
志
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ

　
る
か
ら
、
結
局
、
こ
れ
を
原
型
遺
存
の
正
本
の
引
用
と
し
て
、
高
く
評
価
し
よ
う

　
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

十

　
以
上
に
よ
っ
て
、
尾
騎
論
文
に
対
す
る
再
批
判
の
大
綱
を
終
え
た
。
つ
ぎ

に
、
氏
の
論
稿
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
、
わ
た
し
の
論
文
へ
の
反
論
の
た
め

の
、
九
つ
の
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
、
簡
明
に
反
証
を
加
え
よ
う
。

　
ω
水
谷
論
文
に
つ
い
て
。

　
尾
晦
氏
は
〃
倭
人
伝
中
の
現
地
音
の
漢
字
表
記
に
は
、
憎
字
一
音
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

純
粋
差
音
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
”
と
い
う
自
説
を
展
開
さ
れ
た
中
で
、

音
韻
上
、
中
国
語
と
梵
語
と
の
間
に
は

　
　
平
声
（
中
国
語
）
i
長
母
音
（
梵
語
）
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上
声
（
中
圏
語
）
1
短
母
音
（
梵
語
）

の
対
応
関
係
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
証
拠
に

　
水
谷
真
成
「
梵
語
音
を
表
わ
す
漢
字
に
お
け
る
声
調
の
機
能
i
声
調
史

　
　
　
　
　
　
　
②

研
究
の
一
資
料
1
」

　
　
　
　
　
③

を
引
用
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
水
谷
論
文
を
実
際
に
検
証
す
る
と
、
右
の
結
論
は
「
8

ヘ
　
　
　
へ

世
紀
後
半
期
に
お
け
る
状
況
」
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
上
、
水
谷
氏
は
そ
の
論
文
の
冒
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
5
世
紀
末
期
の
沈
溺
が
口
に
す
る
『
四
声
』
と
影
回
の
近
体
詩
に
い
う

」『

l
声
』
と
が
、
そ
の
『
内
容
』
に
お
い
て
〈
同
じ
〉
で
あ
る
と
い
う
確
証

も
な
け
れ
ば
〈
違
う
〉
と
い
う
明
認
も
、
わ
れ
わ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
与
え
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
事
実
と
知
り
な
が
ら
、
な
お
や
や
と
も
す
れ
ば
、
同

じ
く
『
四
声
』
と
言
い
同
じ
く
『
平
上
虫
入
』
と
称
す
る
が
た
め
に
、
沈
約

の
『
論
評
、
沈
倹
期
・
宋
之
間
の
『
去
』
も
白
楽
天
の
『
去
』
と
何
等
変
り

な
き
も
の
と
し
て
等
賑
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
今
日
の
北
京

語
の
『
平
』
・
呉
語
の
『
平
』
も
轡
語
に
お
け
る
『
平
』
と
、
同
じ
く
『
平
』

と
呼
ば
れ
る
が
た
め
に
同
一
の
調
型
で
あ
る
か
の
ご
と
く
受
取
る
こ
と
が
誤

り
で
あ
る
の
と
、
同
じ
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
繋
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
つ
ま
り
水
谷
氏
は
、
五
世
紀
と
七
・
八
世
紀
と
を
同
一
視
し
、
そ
れ
を
前

提
と
し
た
立
論
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
厳
に
い
ま
し
め
て
お
ら
れ
る
。
ま
こ

と
に
周
到
な
学
的
用
意
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
尾
崎
氏
は
当
然
右
の
水
谷

へ
　
　
　
へ

禁
言
を
知
り
な
が
ら
、
水
谷
氏
の
八
世
紀
後
半
の
結
論
を
さ
さ
え
と
し
て
、

三
世
紀
の
文
献
た
る
三
国
志
を
推
断
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
対
し
て
尾
崎
馬
は
「
や
や
お
く
れ
る
資
料
で
あ
る
け

れ
ど
も
」
と
い
う
一
句
だ
け
は
冠
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
句
は

決
し
て
水
谷
禁
忌
を
お
お
う
に
足
り
な
い
。
当
然
、
三
世
紀
と
八
世
紀
後
半

と
の
同
一
性
を
慎
重
に
論
証
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
尾

崎
氏
は
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
唐
・
宋
の
韻
書
を
史
料
と
し
て
、
現
存
せ
ぬ
三
世
紀
の
韻
書
に

推
断
を
及
ぼ
さ
れ
た
先
述
第
二
～
四
節
の
問
題
の
と
き
の
「
依
拠
史
料
時
代

性
の
飛
躍
」
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
「
親
魏
倭
王
」
．
の
称
号
と
「
豊
富
」
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
。

　
氏
は
、
わ
た
し
が
〃
倭
人
伝
の
固
有
名
詞
表
記
に
は
「
卑
字
」
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
”
と
見
な
し
た
の
に
対
し
て
、
左
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
た
。

　
「
た
と
え
ば
女
王
卑
弥
呼
は
、
魏
主
か
ら
親
魏
倭
王
の
称
号
を
以
て
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
④

か
け
ら
れ
て
い
る
。
試
み
に
思
え
、
ひ
と
を
オ
タ
ソ
チ
ソ
・
パ
レ
オ
ロ
ガ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
い
と
お

と
呼
ん
で
置
い
て
、
さ
て
『
汝
の
忠
孝
、
鳴
れ
甚
く
汝
を
哀
し
む
』
も
な
い

も
の
だ
。
そ
の
名
が
字
づ
ら
か
ら
し
て
人
の
笑
い
を
誘
う
も
の
な
ら
ば
、

『
親
魏
倭
王
卑
弥
呼
』
は
滑
稽
で
あ
ろ
う
。
国
史
に
曝
す
べ
く
記
録
す
る
に

は
、
由
来
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
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（
注
）
夏
目
金
之
助
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
五
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
つ
ま
り
、
氏
の
論
法
で
は
、
一
方
で
「
卑
字
」
を
用
い
て
お
と
し
め
な
が

ら
、
他
方
で
「
親
云
云
王
扁
と
い
う
親
愛
の
称
号
を
与
え
る
の
は
矛
盾
し
て

い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
点
は
、
三
国
志
倭
人
伝
に
お
け
る
「
卑
字
」
の
性
格
に
対
す

る
、
精
細
な
分
析
を
氏
が
欠
い
て
お
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑤

　
先
の
前
掲
書
に
の
べ
た
よ
う
に
、

　
㈲
「
奴
」
な
ど
は
、
樽
代
以
来
の
夷
蛮
の
国
に
対
す
る
「
卑
字
」
で
あ
る
。

　
⑥
し
か
し
「
邪
」
　
「
卑
」
な
ど
は
、
む
し
ろ
「
疑
問
」
　
「
謙
遜
」
等
を
あ

　
　
ら
わ
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
〃
東
方
神
秘
の
国
”
〃
み
ず
か
ら

　
　
へ
り
く
だ
っ
て
中
国
の
天
子
に
貢
を
さ
さ
げ
て
き
た
王
”
に
ふ
さ
わ
し

　
　
い
文
字
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
、
三
国
志
倭
人
伝
の
「
卑
字
」
の
性
格
（
こ
と
に
⑤
）
の
深
め

ら
れ
た
理
解
か
ら
見
れ
ば
、
「
親
魏
倭
王
」
の
称
号
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

く
、
こ
れ
と
調
和
す
る
。
そ
の
上
、
　
「
邪
罵
壷
国
」
　
「
壷
与
」
の
「
嶽
」
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

使
用
の
意
義
（
「
二
心
な
く
天
子
に
忠
節
を
つ
く
す
」
こ
と
）
と
も
、
よ
く
合
致
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
か
ら
も
、
尾
崎
氏
の
避
雷
は
当
を
え
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
㈲
天
子
問
題
に
つ
い
て
。

　
氏
は
〃
三
国
志
で
は
、
魏
の
帝
を
「
天
子
」
と
呼
ん
で
い
な
い
。
”
と
い

う
新
説
を
立
て
ら
れ
た
。
　
「
な
お
、
晋
の
史
臣
と
し
て
三
国
志
の
著
者
陳
寿

は
、
普
の
正
統
性
、
し
た
が
っ
て
ま
た
晋
が
そ
の
譲
を
う
け
た
魏
の
正
統
性

を
強
調
す
る
た
め
に
、
そ
の
な
し
得
る
す
べ
て
の
こ
と
を
な
す
べ
き
で
あ
っ

た
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
思
い
す
ご
し
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
な
に
か
為
に
す

る
議
論
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
魏
志
の
噸
”
紀
』
の
中
で
、
　
『
天
子
』
と

い
わ
れ
て
い
る
の
は
後
漢
の
天
子
で
あ
っ
て
魏
主
で
は
な
い
。
網
主
は
た
だ

帝
と
だ
け
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
国
志
の
中
で
魏
は
、
中
継
ぎ
と
し

て
以
上
に
そ
れ
ほ
ど
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
倭
人
伝
に

『
景
慕
二
年
六
月
、
倭
女
王
遣
大
夫
難
隠
米
等
詣
郡
、
求
詣
天
子
朝
献
』
と

あ
る
の
は
、
漢
減
亡
後
の
こ
と
で
は
あ
り
、
自
然
魏
主
を
指
す
よ
う
に
も
見

え
る
け
れ
ど
も
、
私
は
む
し
ろ
倭
人
が
『
天
子
に
』
と
い
っ
て
来
た
そ
の
こ

と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
に
伝
え
た
い
た
め
に
敢
て
え
ら
ん
だ
措
辞
で
は
あ
る
ま

い
か
と
考
え
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
倭
人

は
、
さ
き
に
朝
貢
し
て
い
た
と
記
録
さ
れ
る
後
漢
の
王
朝
の
倒
壊
も
そ
れ
と

は
知
ら
ず
、
相
手
は
ま
だ
同
じ
『
天
子
』
と
思
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
陛
下
に
お
目
に
か
か
り
た
い
と
、
エ
ー
ベ
ル
ト
の
ド
イ

ツ
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
食
い
ち
が
っ
た
お
か
し
み
を
倭
人
の
こ

と
ば
そ
の
ま
ま
に
『
天
子
』
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
の
こ
そ
う
と
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
そ
れ
ほ
ど
ま
で
で
な
い
に
し
て
も
、
現
実
に

は
だ
れ
も
天
子
と
は
呼
ば
な
い
人
を
、
や
は
り
後
漢
の
天
子
が
そ
う
で
あ
っ
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た
と
同
じ
く
天
子
と
呼
ぶ
と
思
っ
て
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
に
記
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
専
家
の
指
教
を
待
つ
。
と
も
あ
れ
三

国
の
正
統
論
は
、
邪
馬
墓
問
題
の
癬
決
に
多
く
の
貢
献
を
し
な
い
と
、
私
は

古
田
論
文
の
趣
意
に
反
し
て
、
考
え
る
。
」

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
論
議
に
対
す
る
、
直
載
な
反
証
を
な
す
も
の

は
、
三
国
心
中
の
左
の
「
天
子
」
の
用
例
で
あ
る
。

e
A
黄
初
元
年
十
一
月
癸
酉
、
　
以
昌
河
内
之
山
陽
邑
萬
戸
一
丁
昌
盛
帝
一
罪
昌
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

　
　
雷
公
崎
行
一
高
正
朔
剛
以
昌
天
子
之
礼
一
郊
祭
。
　
〔
魏
志
第
二
、
文
帝
紀
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
B
（
威
煕
二
年
五
月
）
又
命
昌
晋
王
一
冤
二
十
有
二
硫
一
膳
昌
天
子
族
旗
押
出
警

　
　
入
躁
、
乗
昌
金
着
車
六
馬
↓
…
…
（
十
二
月
）
使
仲
使
老
奉
昌
皇
帝
璽
綬
一

　
　
冊
、
輝
昌
位
子
晋
嗣
王
一
年
占
漢
魏
故
事
魂
〔
魏
恋
第
四
、
三
少
帝
紀
〈
陳

　
　
留
王
〉
〕

　
右
の
A
は
「
漢
－
魏
」
の
騨
譲
、
B
は
「
魏
－
晋
」
の
膵
譲
の
記
寮

で
あ
る
。
と
も
に
「
天
子
夏
雲
」
「
天
子
門
主
」
と
い
っ
た
表
現
で
し
め
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
魏
は
黄
初
元
年
（
二
二
〇
）
よ
り
「
天
子
巻
網
」
を

行
い
は
じ
め
、
威
煕
二
年
（
二
六
五
）
に
は
「
天
子
族
旗
」
を
晋
王
に
譲
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
罫
書
が
な
ぜ
「
天
子
」
で
な
い
、
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。

⇔
明
帝
崩
、
齊
王
郎
位
、
…
…
丁
誰
電
策
、
使
蕊
爽
白
晶
天
子
一
発
レ
詔
転
昌
宣

　
　
王
一
為
晶
太
鯨
魂
〔
魏
志
第
九
、
曹
爽
伝
〕

　
こ
の
「
天
子
」
は
明
ら
か
に
魏
の
明
帝
を
継
い
だ
皇
帝
の
第
三
代
、
斉
王

を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

⇔
（
正
始
十
年
正
月
）
重
重
謂
・
義
日
「
…
…
今
卿
与
嘉
天
子
一
相
随
、
令
昌
於
天

　
下
叫
誰
敢
不
レ
芯
者
。
」
〔
魏
志
第
九
、
曹
爽
伝
〕

　
右
の
正
始
十
年
（
二
四
九
）
は
魏
帝
た
る
斉
王
の
時
期
で
あ
る
か
ら
、
右
の

「
天
子
」
は
当
然
斉
王
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
魏
臣
の
言
の
直
接
引
用
の

文
中
「
天
子
」
と
呼
ん
で
い
る
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

㈲
「
阜
常
見
蕊
皇
帝
著
鵡
繍
④
↓
…
…
天
子
感
昌
其
忠
言
↓
手
筆
詔
答
。
」
　
〔
魏

　
志
第
二
十
五
、
楊
詩
華
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
明
帝
を
「
天
子
」
と
記
し
て
い
る
。

㈱
「
太
車
戸
、
公
孫
淵
以
昌
遼
東
一
叛
、
…
…
士
庶
上
レ
状
、
天
子
從
レ
之
。
」

　
〔
魏
志
第
二
十
六
、
田
豫
伝
〕

　
「
無
駄
」
（
太
和
元
年
〈
一
　
二
七
＞
i
鯨
帯
七
年
〈
二
三
三
〉
）
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
も
明
ら
か
に
、
「
天
子
」
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
明
帝
で
あ
る
。

㈹
「
（
黄
土
五
年
）
比
能
…
…
乃
与
昌
輔
国
将
軍
鮮
干
輔
書
一
日
『
夷
狭
不
レ
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
昌
文
字
輔
故
校
尉
閻
柔
保
昌
我
於
天
子
刈
…
…
我
夷
秋
不
レ
知
昌
礼
義
｛
兄
弟

　
子
孫
受
昌
天
子
印
綬
叩
…
…
将
軍
当
　
保
昌
明
我
於
天
子
』
」
　
〔
魏
愈
愈
三
十
、

　
飼
比
能
伝
〕

④
福
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こ
れ
は
黄
初
五
年
（
ニ
誌
上
）
で
あ
る
か
ら
、
魏
の
文
帝
を
「
天
子
」
と
呼

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
朝
比
能
は
鳥
丸
・
鮮
卑
伝
中
の
鮮
卑
の
一
種
族
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
東
夷
伝
の
直
前
に
お
い
て
も
、
魏
帝
を
夷
蛮
の
国
の
王
が

「
天
子
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
〃
晋
の
陳
寿
は
魏
主
を
天
子
と
呼
ば
な
か
っ
た
。
”
と
い

う
尾
崎
氏
の
主
張
に
は
へ
何
の
根
拠
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
帝

紀
の
は
じ
め
部
分
に
お
い
て
「
天
子
」
と
呼
ぶ
例
が
漢
の
天
子
を
指
し
て
い
る

た
め
、
氏
は
こ
れ
を
三
国
志
全
体
の
こ
と
と
し
て
速
断
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
三
国
志
内
各
所
に
は
、
右
の
よ
う
に
明
白
に
魏
帝
を
「
天
子
」

と
呼
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
倭
人
伝
景
初
二
年
六
月
項
の
問
題
の
一
句
「
求
叩
三
二
天
子
一
朝

献
よ
」
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
、
陳
寿
の
客
観
葡
な
叙
述
の
文
で

あ
り
、
倭
人
の
言
に
対
す
る
「
礁
接
法
」
の
形
の
引
用
で
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
、
氏
の
よ
ヶ
な
〃
特
異
な
”
解
釈
の
成
立
す
る
余
地

は
、
全
く
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ω
犬
盗
富
と
太
子
寓
に
つ
い
て
。

、
墨
壷
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
犬
盗
宮
が
太
登
宮
と
書
か
れ
た
例
（
漢
・
江
皆
伝
。
こ
れ
は
字
形
の
類
似
の

上
に
、
さ
ら
に
「
太
一
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
も
引
か
れ
た
の
で
あ
ろ

う
）
な
ど
も
あ
っ
て
、
漢
土
の
こ
と
な
ら
何
で
も
、
と
い
う
わ
け
に
は
行
か

な
い
ζ
と
が
わ
か
る
。
要
は
そ
れ
ら
の
文
字
を
含
む
こ
と
ば
の
、
一
般
的
な

『
知
ら
れ
」
の
程
度
に
、
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
尾
崎
氏
は
、
中
国
内
に
お
い
て
も
「
萱
－
墓
」
の
あ
や
ま
り
の
存
す
る

例
と
し
て
、
右
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
く
れ
は
、
漢
書
に
お
い
・

て
、
顔
師
古
註
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
で
出
寒
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

　
〈
本
文
〉
初
、
充
召
見
［
…
犬
蓋
宮
⑩

　
〈
注
記
〉
晋
連
日
、
黄
圃
上
林
有
昌
犬
盗
宮
而
外
有
二
走
狗
観
㎝
也
。

　
　
　
　
　
嘉
賓
日
、
今
書
本
、
犬
墓
有
レ
作
鵠
大
豊
字
一
芸
誤
也
。
訳
無
晶
太

　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
　
　
登
宮
一
也
。

　
　
　
　
か
〔
漢
書
第
十
五
、
鵬
伍
江
息
夫
伝
〕
（
廿
四
史
百
穴
本
所
収
、
北

　
　
　
　
、
宍
二
胡
甜
本
）

　
右
の
注
記
に
あ
ら
わ
れ
た
状
況
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
④
晋
の
晋
灼
は
、
　
「
黄
圃
上
林
」
に
よ
っ
て
、
　
「
犬
壁
宮
」
を
解
説
し
、

外
に
小
犬
が
走
る
の
が
見
え
る
宮
殿
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
が
あ
る
、
と
説

い
た
。

　
㈲
唐
の
顔
師
古
は
、
三
時
（
唐
代
）
の
本
に
、
こ
の
「
犬
蟹
宮
」
を
舶
大
萱

宮
」
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
、
こ
れ
は
あ
や
ま
り
だ
、

と
判
断
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
漢
代
に
は
「
聯
繋
宮
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
右
に
お
い
て
、
問
題
の
焦
点
は
「
大
壷
宮
」
と
い
う
字
面
を
も
つ
「
今
書

126 （832）



邪馬壷国の諸問題（上）（古国）

本
」
で
あ
る
。
こ
の
「
今
の
書
本
」
（
あ
る
い
は
、
他
で
は
「
今
の
流
俗
の
書
本
」

と
も
い
う
や
左
例
参
照
）
と
い
う
曳
航
は
、
顔
師
古
の
注
記
に
し
ば
し
ば
出
境

す
る
慣
例
表
現
で
あ
る
。
そ
の
肘
法
を
し
ら
べ
よ
う
℃

A
〈
本
文
〉
　
「
…
…
籍
入
梁
胸
。
」
籍
田
「
可
英
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
く
注
記
V
師
聖
日
、
胸
、
動
目
窪
。
音
舜
。
動
レ
罪
過
使
レ
之
也
。
今
書
本

　
　
　
　
　
有
昌
作
レ
晒
者
↓
流
俗
所
レ
改
号
。
　
門
漢
書
第
一
、
陳
恩
顧
籍
列

　
　
　
　
　
伝
〕

　
右
は
、
籍
（
項
籍
）
が
入
っ
て
き
た
ら
、
発
（
惑
星
の
季
父
）
が
陶
（
め
く
ば
せ
）

す
る
、
と
い
う
打
ち
合
わ
せ
の
文
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
今
の
書
本
」

（
唐
代
の
通
行
本
Y
に
は
、
　
「
購
」
、
（
な
が
し
め
す
る
）
に
改
定
レ
た
も
の
が
あ

る
、
、
と
顔
師
古
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
「
職
」
と
い
う
文
字
の
＼
遷
代
の
用
法
を
見
失
っ
℃
、
当
時

（
唐
墨
）
に
わ
か
り
や
す
い
「
鱈
」
字
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
、
顔
師

古
は
こ
れ
を
「
流
俗
、
改
む
る
の
み
」
と
し
て
、
し
り
ぞ
け
て
い
る
。

B
〈
本
文
〉
百
萬
之
軍
立
匹
山
里
攻
レ
秦
。
・

　
〈
注
記
〉
師
嘉
島
、
秦
之
地
形
高
附
諸
侯
之
兵
欲
レ
攻
撃
心
中
一
覧
、
皆
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
網
。
故
云
　
「
仰
レ
関
」
一
也
。
今
流
俗
書
本
、
仰
字
作
レ
叩
、
非

　
　
　
　
　
也
。
　
〔
漢
書
第
一
、
陳
勝
墨
画
列
伝
〕

　
こ
の
本
文
中
に
「
仰
レ
関
而
攻
」
の
一
句
が
あ
る
。
　
こ
れ
は
地
形
上
の
実

地
実
形
に
則
し
た
、
リ
ア
ル
な
描
写
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
（
管
代
）
の

通
行
本
で
は
、
こ
の
実
地
形
を
知
ら
ず
、
た
め
に
こ
の
文
面
を
恣
意
を
も
つ

　
　
　
　
　
へ

て
改
定
し
、
「
叩
レ
関
蒲
攻
」
に
し
た
も
の
が
あ
る
、
と
顔
師
古
は
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
改
定
」
者
は
、
一
方
で
事
実
を
精
細
に
確
か
め
る
こ

と
な
く
、
常
識
的
な
当
時
の
知
見
を
も
っ
て
軽
々
し
く
疑
い
、
　
「
仰
は
、
字

形
の
似
た
叩
の
あ
や
ま
り
だ
ろ
う
」
と
推
断
し
、
一
応
意
味
の
通
り
や
す
い

「
叩
」
宇
に
改
め
て
「
流
布
本
」
を
刊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
今
書
本
」
「
今
流
俗
書
本
」
の
用
法
は
、
顔
師
古
注
に

頻
出
す
る
。
要
す
る
に
、
当
代
（
唐
）
に
は
、
〃
後
代
の
知
識
を
も
っ
て
安
易

に
原
文
面
を
改
定
し
た
改
定
刊
本
、
回
書
の
類
”
が
流
布
し
て
い
た
状
況
が

う
か
が
え
る
。
顔
師
古
注
の
一
つ
の
重
要
な
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ら
後
代
の
改

定
を
し
り
ぞ
け
、
　
「
古
形
を
復
元
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
北
宋
石
西
本
漢
書
（
廿
懇
史
酉
納
本
所
収
）
は
、
よ
く
そ
の
原
形
を
保
っ
て

い
る
刊
本
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
ヶ
に
検
し
て
く
れ
ば
、
問
題
の
「
犬
璽
宮
…
一
∀
大
壷
宮
」
と
い
う

改
定
を
行
っ
た
「
今
の
書
本
」
の
史
料
性
格
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
　
「
犬
墓

宮
」
と
い
う
字
薗
を
奇
與
と
し
、
　
（
と
く
に
、
「
蓬
」
は
「
宮
」
を
指
す
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
後
代
か
ら
は
こ
の
両
字
は
重
複
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
「
犬
」

宇
も
宮
殿
名
に
に
つ
か
わ
し
く
な
い
。
）
こ
れ
を
「
大
照
宮
」
と
「
改
定
」
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
連
事
項
が
あ
る
。
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④
天
神
を
祀
る
宮
殿
を
「
太
一
宮
」
と
称
す
る
。

　
〔
准
南
子
、
天
文
訓
〕
鼠
壁
者
、
太
一
之
庭
也
、
紫
宮
者
、
太
一
之
居
也
。

　
　
〔
注
〕
太
｝
、
天
榊
也
。

㈲
「
太
一
」
と
「
大
嘘
」
と
は
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
〔
漢
書
、
司
馬
相
如
伝
〕
使
昌
五
帝
先
導
｝
分
、
反
昌
大
壷
蝉
而
從
品
陵
陽
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
へ

　
　
〔
注
〕
如
淳
日
、
一
極
大
星
一
明
者
、
太
一
常
居
也
。

　
右
の
よ
う
な
背
景
に
立
ち
つ
つ
、
こ
の
後
代
流
布
本
（
言
前
）
は
、
　
〃
「
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ー
1
大
」
「
毫
一
萱
」
は
字
形
が
似
て
い
る
か
ら
、
原
文
面
の
「
犬
藁
宮
」

は
「
大
々
宮
」
の
あ
や
ま
り
だ
ろ
う
。
”
と
見
な
し
て
、
「
後
代
改
定
」
の
手

を
加
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
先
の
「
仰
↓
叩
」
の
改
定
と
同
じ
軽
率
さ
で
あ

る
。
そ
の
上
、
わ
た
し
た
ち
が
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
ぬ
の
は
、
こ
れ
が
太

平
御
覧
所
引
「
魏
志
」
の
「
倭
国
内
階
級
差
別
↓
倭
国
使
の
対
中
国
屈
従
」

の
「
改
定
」
と
、
同
じ
手
口
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
原
文
面
に
対
す
る
、
い
ち
じ
る
し
く
恣
意
的
な

改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
後
代
の
屋
に
よ
る
書
き

変
え
」
と
い
う
や
り
口
が
、
唐
代
の
学
者
に
よ
っ
て
し
き
り
に
実
行
さ
れ
て

い
た
た
め
、
も
っ
て
顔
師
古
の
批
判
を
う
け
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
顔
師
古
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
太
平
御
覧
所
引
の
「
魏
志
」
な
る
も

の
も
、
右
の
よ
う
な
「
今
の
流
俗
の
雷
本
」
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
論
を
す
す
め
れ
ば
、
こ
の
「
犬
壁
宮
1
↓
大
王
宮
」
の
改
．
定
は
、

「
邪
馬
壼
国
1
…
v
邪
馬
壁
国
」
と
い
う
改
定
と
も
、
同
じ
心
理
に
さ
さ
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち

　
ω
「
邪
馬
壷
」
の
字
面
を
怪
し
む
。

　
②
「
壷
　
　
毫
」
は
字
形
が
似
て
い
る
か
ら
、
あ
や
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、

　
　
と
推
断
し
て
「
改
定
」
す
る
。

　
こ
の
二
点
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
例
は
、
〃
三
国
志
以
外
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
「
壼
と

盗
」
と
両
字
面
の
錯
誤
が
存
在
し
た
。
”
　
と
い
う
屈
強
の
事
例
と
し
て
、
尾

崎
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
は
、
〃
原
文
の
「
壁
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

を
軽
々
し
く
後
代
の
知
見
を
も
っ
て
「
壼
」
と
改
め
た
。
〃
　
と
い
う
悪
例
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
ま
さ
に
下
記
の
「
聖
壼
一
撃
豪
」
の
場
合
と
同
じ
き
「
後
代

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

改
定
者
の
錯
央
」
を
し
め
す
、
好
箇
の
事
例
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

よ
っ
て
、
尾
崎
璃
は
わ
た
し
の
論
証
に
反
論
せ
ん
と
し
て
、
．
か
え
っ
て
わ

た
し
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
意
義
深
き
用
例
を
摘
出
し
て
下
さ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
⑤
「
壷
」
の
異
体
字
に
つ
い
て
。
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尾
崎
氏
は
「
壼
と
毫
」
の
両
字
形
が
あ
や
ま
り
や
す
か
っ
た
証
拠
と
レ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
ま
し
て
い
ま
の
漢
書
の
犬
毫
の
例
に
も
見
る
よ
う
に
、
壱
・
肇
は
魯
魚

の
誤
ま
り
を
起
こ
し
易
い
文
字
で
あ
る
。
壷
の
異
体
の
中
に
は
④
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

も
の
さ
え
あ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
（
注
）
羅
振
玉
等

編
『
増
訂
碑
別
字
』
」

　
右
の
「
犬
毫
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
。
そ
こ
で
、
今
、
尾

崎
氏
の
新
た
に
指
摘
さ
れ
る
、
羅
氏
の
史
料
を
見
よ
う
。

　
こ
れ
は
「
上
鞍
・
羅
振
旦
・
玉
輯
」
に
か
か
る
「
増
訂
碑
別
室
、
五
巻
」

に
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
豪
」
の
字
は
「
碑
一
」
（
二
十
七
、

表
罫
～
十
行
）
に
出
て
い
る
。
そ
れ
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

る

。壼
　　に

　　つ
　　い
　　て
　　も
　　掲
　　げ
　　よ
　　う
　　　e

同
書
「
碑
五
」
（
七
、
表
六
～
七
行
）
に
出
て
い

④
壷

轟
辮
欝
爺
据
霞
継
爆
…
　
騰
ぞ
隙
」
一

　
以
上
に
つ
い
て
、
こ
の
史
料
取
扱
い
上
、
注
意
す
べ
き
は
つ
ぎ
の
三
点
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
④
こ
れ
は
当
の
金
石
文
の
直
接
写
真
版
、
も
し
く
は
印
刻
本
の
類
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
史
料
と
し
て
は
第
一
史
料
で
な
く
、
第
二
次
的
な
史
料
で
あ

る
。　

従
っ
て
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
史
料
的
再
検

証
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心
の
原
碑
文
面
が
、
わ
た
し
た
ち

に
検
証
し
確
認
し
え
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
。

　
㈲
と
こ
ろ
が
、
尾
崎
氏
の
指
摘
さ
れ
る
〃
コ
豆
」
字
を
ふ
く
む
「
奎
」
”
と

い
う
字
形
は
、
全
十
三
難
中
、
右
の
「
十
二
、
唐
王
難
墓
誌
銘
」
の
一
例
の

み
で
あ
る
。

　
の
羅
氏
の
判
読
が
正
確
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
つ
ぎ
の
事
実
が
注
目
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
㈲
十
三
例
中
、
十
二
例
ま
で
は
、
尾
崎
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
字
形

　
は
出
現
し
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
㈲
こ
と
に
「
魏
一
晴
」
間
十
例
に
お
い
て
は
、
全
く
そ
の
出
現
例
を

　
　
　
見
な
い
こ
と
。
　
（
唐
に
お
い
て
も
、
三
例
中
、
二
例
と
も
こ
れ
と
は
異
っ
て

　
　
　
い
る
。
）
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ヘ
　
　
ヤ

　
さ
ら
に
沸
羅
振
玉
の
「
碑
別
字
拾
遺
」
（
十
四
、
表
終
行
～
裏
初
行
）
に
は
、

二
代
の
二
例
を
ふ
く
む
、
左
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
い
ず

れ
に
も
、
尾
崎
氏
の
し
め
さ
れ
た
よ
う
な
字
形
は
存
在
し
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
不
安
定
な
史
料
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尾
崎
氏
は

こ
の
よ
う
な
「
増
訂
碑
別
字
」
全
体
の
し
め
す
状
況
を
省
略
さ
れ
た
上
、
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ず
か
ら
摘
出
さ
れ
た
、
そ
の
一
例
が
、
実
は
唐
代
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

原
史
料
に
明
白
に
記
せ
ら
れ
た
肝
心
の
「
時
期
」
を
記
し
て
お
ら
れ
な
い
。

こ
こ
に
は
、
先
の
「
水
谷
論
文
」
の
引
用
の
と
き
と
同
じ
く
、
実
例
の
摘
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

方
法
に
お
け
る
“
時
代
性
の
無
視
”
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
尾
崎
氏
は
前
の
論
文
に
お
い
て
、
　
「
壱
与
」
を
コ
与
」
と
し
、
　
「
邪
馬

壱
」
を
「
邪
馬
一
」
と
す
る
版
本
の
実
例
の
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、

「
そ
れ
ぞ
れ
に
、
い
わ
ば
孤
例
」
で
あ
る
Z
し
て
、
無
造
作
に
斥
け
ら
れ
た
。

　
し
か
る
に
今
、
こ
の
不
安
定
な
「
孤
食
」
（
「
増
訂
碑
別
意
」
の
「
④
」
）
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

前
後
も
時
代
も
切
り
捨
て
た
ま
ま
、
み
ず
か
ら
挙
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
⑥
斐
注
内
の
「
萱
　
　
壺
」
問
題
に
つ
い
て
。
（
再
論
）

　
先
に
六
の
⇔
に
お
い
て
あ
げ
た
こ
の
問
題
（
襲
爵
に
引
用
す
る
魏
書
「
壼
術
提

二
子
」
l
l
漢
書
伺
奴
伝
「
壷
術
幕
軍
予
」
）
に
つ
き
、
再
び
他
の
側
面
か
ら
見
よ

、
つ
。

　
尾
崎
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
「
な
お
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
そ
の
飼
奴
の
軍
干
の
名
を
壱
才
智
に
作
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
斐
の
議
論
は
な
い
。
」
（
傍
点
、
古
田
）

　
こ
れ
は
、
わ
た
し
が
第
一
論
文
に
お
い
て
、
斐
松
之
の
注
記
の
厳
正
さ
を

　
　
⑫

説
い
た
こ
と
に
対
す
る
、
氏
の
反
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
氏
は
一
種
の
「
錯
覚
」
に
陥
っ
て

お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ

　
な
ぜ
な
ら
、
斐
松
之
の
注
記
は
三
国
町
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
ま
で
「
三
国
志
本
文
」
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
諸
書
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
へ

論
ず
る
場
合
に
も
、
そ
の
「
諸
書
」
の
記
事
が
「
三
国
志
本
文
」
と
の
間
に
、

矛
盾
・
異
同
を
有
す
る
と
き
に
行
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
二
丈
之
の
書
い
た
「
上
三
国
屠
蘇
表
」
に
も
明
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ

　
A
其
隠
所
レ
不
レ
載
、
事
宜
レ
存
レ
智
者
、
幣
串
レ
不
三
採
取
以
補
昌
其
閾
↓

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
B
留
出
昌
事
富
麗
ハ
疑
不
レ
能
レ
判
、
並
昏
昏
レ
内
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
C
事
当
否
及
　
寿
之
窮
民
↓
頗
以
　
愚
意
一
病
レ
所
昌
論
弁
4

　
右
の
B
・
C
に
は
、
寿
（
陳
寿
）
の
所
述
に
つ
い
て
、
　
「
本
異
」
を
の
べ
、

「
論
弁
」
を
加
え
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
A
で
は
、
陳
寿
の
の
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
格
上
、
三
国
志
に
記
録
す
べ
き
も
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ぬ

の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
補
う
、
と
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
「
三
幅
志
文
面
の
当
否
」
を
中
軸
と
し
、
こ
れ
を

諸
書
と
対
比
し
つ
つ
論
弁
を
加
え
よ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
れ
に
対
し
、
尾
崎
氏
の
言
わ
れ
る
「
萱
術
黒
黒
干
」
の
場
合
は
、
三
国

カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

志
本
文
に
は
何
等
存
在
し
て
い
な
い
名
辞
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
か
ら
言
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
も
、
三
国
志
に
存
在
す
べ
き
筋
合
い
の
な
い
、
後
漢
時
代
の
旬
奴
の
距
干

名
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
三
國
志
第
三
十
、
鳥
丸
鮮
紀
伝
の
冒
頭
に
、
烏
丸

の
活
躍
の
参
考
畜
項
と
し
て
、
斐
松
之
は
魏
書
を
引
用
し
た
。
こ
の
中
に
た

ま
た
ま
出
て
く
る
だ
け
の
名
辞
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
三
国
志
本
文
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

全
く
存
在
せ
ぬ
、
引
用
「
諸
書
」
中
の
問
題
点
を
、
三
国
志
本
文
と
は
無
関

係
に
い
ち
い
ち
論
弁
す
る
、
な
ど
と
は
、
斐
松
之
は
一
切
の
べ
て
い
な
い
。

ま
た
斐
注
二
六
六
箇
所
の
事
実
も
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
嚢
注
の
立
場
を
無
視
し
て
、
菱
松
之
の
粗
漏
、
上
表
文
と
の

矛
盾
を
印
象
づ
け
る
よ
う
な
、
尾
崎
氏
の
行
文
は
、
や
は
り
不
用
意
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
⑬

ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
比
し
て
、
　
「
邪
馬
壷
国
」
の
場
合
は
こ
れ
と
全
く
異
る
。
明
白
に

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

三
国
志
本
文
中
の
字
句
で
あ
る
上
、
東
夷
伝
中
、
出
色
・
白
眉
の
國
（
魏
覇

一
壷

に
忠
実
に
遠
夷
朝
貢
し
て
き
た
夷
蛮
の
国
）
と
し
て
記
せ
ら
れ
た
中
心
国
名
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
〃
斐
松
之
は
、
三
二
志
本
文
に
お
い
て
、
「
邪
馬
萱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

国
」
　
「
邪
馬
蔓
国
」
と
い
う
二
種
の
牢
・
面
の
異
本
を
見
な
が
ら
、
あ
え
て
こ

れ
を
無
視
し
て
こ
の
異
同
に
つ
い
て
注
記
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
何
の
論
弁
を

も
舶
え
な
か
っ
た
。
”
…
一
こ
の
よ
う
に
、
尾
崎
氏
が
右
の
「
壼
準
準
裂
干
・
」

問
題
に
依
拠
し
つ
つ
、
立
論
し
よ
う
と
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
論
理
の
上
に
お

い
て
、
〃
筋
ち
が
い
の
論
法
”
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。

　
⑦
魏
略
に
つ
い
て
。

　
白
鳥
庫
吉
氏
、
内
藤
湖
南
氏
以
来
、
通
説
化
し
て
き
た
、
魏
略
を
も
っ
て

三
国
志
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
に
見
な
す
考
え
に
対
し
て
、
尾
崎
氏
は
疑

念
を
表
明
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
も
異
存
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
あ
る
【
箇
の
資
料
（
た
と
え
ば
魏
使
の
報
告
文
轡
）
が
あ
っ
て
、
そ

れ
が
一
方
で
は
魏
略
に
、
他
方
で
は
三
国
志
に
現
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ

り
う
る
。
だ
か
ら
、
詳
略
と
三
国
志
と
に
共
通
文
章
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
、

そ
こ
か
ら
直
ち
に
「
魏
略
1
↓
三
國
志
」
の
関
係
は
断
言
で
き
な
い
の
で
あ

⑭
る
。　

こ
の
点
、
わ
た
し
の
第
一
論
文
で
は
一
応
通
説
的
見
地
に
触
れ
た
だ
け
で

　
　
　
⑮

あ
っ
た
が
、
こ
の
両
書
間
の
関
係
は
な
お
慎
重
に
追
跡
さ
る
べ
き
問
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
こ
と
を
尾
騎
氏
と
共
に
確
認
し
た
い
と
思
う
。
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⑧
「
邪
馬
壼
一
八
女
」
説
の
否
定
に
つ
い
て
。

　
尾
崎
氏
は
、
わ
た
し
の
「
邪
潟
萱
圏
扁
所
在
地
論
の
未
来
に
対
し
て
〃
先

ま
わ
り
”
を
し
て
、
わ
た
し
の
「
瑳
鉄
」
を
ふ
せ
こ
う
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
未
だ
誰
人
も
嶋
え
た
こ
と
の
な
い
「
邪
馬
壼
薩
八
女
」
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
み
ず
か
ら
仮
構
し
、
み
ず
か
ら
否
定
す
る
、
と
い
う
労
を
と
ら
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
た
し
の
前
掲
書
に
詳
述
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
氏
は
そ
の
憂
い
を
解
か
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

①
十
一
の
〈
補
注
〉
参
照
。

②
名
古
屋
大
学
文
学
部
二
十
周
年
記
念
論
集
（
昭
和
四
四
年
～
月
三
一
日
）
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
）
　
　
　
（
こ
）

③
こ
れ
は
倭
入
伝
中
の
「
騒
」
と
「
古
」
に
つ
い
て
、
「
前
者
が
平
声
、
後
者
が

　
上
声
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
聴
音
な
が
ら
異
汗
で
あ
り
、
漢
字
音

　
と
し
て
は
、
異
音
字
と
し
て
も
扱
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
」
　
と
い
う
論
を
立
て
ら

　
れ
、
氏
の
～
字
一
音
主
義
約
理
解
に
と
っ
て
の
「
障
害
」
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
解
し

　
よ
ヶ
と
さ
れ
た
論
述
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

④
　
「
知
ら
ん
け
れ
ど
も
十
二
圓
五
十
銭
は
法
外
だ
と
は
何
だ
。
ま
る
で
論
理
に
合

　
は
ん
。
夫
だ
か
ら
貴
様
は
オ
タ
ソ
チ
ン
、
パ
レ
オ
ロ
ガ
ス
だ
と
云
ふ
ん
だ
」
漱
石

　
の
造
語
に
よ
る
侮
蔑
語
で
あ
る
。

⑤
古
田
著
“
「
邪
馬
中
里
」
は
な
か
っ
た
”
第
六
章
一
〃
「
卑
窯
。
扁
の
鷲
局
面
”

⑥
同
右
翼
第
五
難
1
“
な
ぜ
邪
馬
繋
国
と
書
か
れ
た
か
”

⑦
「
大
壷
字
」
の
方
は
「
大
」
、
「
太
壷
宮
」
の
方
は
「
太
」
と
な
っ
て
い
り
。
。

⑧
顔
師
古
は
流
布
本
漠
書
に
「
大
査
宮
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
は

　
「
太
壼
宮
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
し
、
こ
の
富
殿
名
は
当
代
に
は
な
か
っ
た
、

　
と
い
う
認
識
か
ら
、
こ
れ
を
後
代
改
定
者
の
杜
撰
に
し
て
恣
意
的
な
改
定
の
一
つ
、

　
と
見
な
し
て
注
記
し
た
の
で
あ
る
。

の
　
こ
と
に
尾
崎
氏
の
所
論
は
、
胴
に
「
萱
－
崔
」
間
の
錯
雑
が
唐
門
に
生
起
し
た
、

〆
「
k

　
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
文
の
直
後
、
五
世
紀
の
装
松
之
段
階
の

　
問
題
に
つ
い
て
、
注
目
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
氏
が

　
こ
の
「
総
代
」
と
い
う
「
時
代
」
を
削
除
し
た
形
で
引
用
さ
れ
た
の
は
、
～
段
と

　
不
絹
意
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
七
・
八
世
紀
段
階
の
字
形
の
、
こ
の
時
代

　
（
唐
）
に
お
け
る
一
般
性
の
論
証
、
さ
ら
に
こ
の
字
形
を
三
～
五
世
紀
段
階
に
お

　
よ
ぼ
し
う
る
と
い
う
論
証
、
そ
れ
ら
～
切
、
尾
崎
氏
の
論
文
に
は
存
在
し
な
い
の

　
で
あ
る
。

⑩
　
尾
崎
氏
「
礒
本
古
代
史
中
岡
史
料
の
処
理
に
お
け
る
漢
語
学
的
問
題
点
」
（
「
人

　
文
」
雛
十
五
集
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
、
京
都
大
学
教
養
部
）

⑪
「
壷
」
と
「
盗
」
と
の
古
形
比
較
は
、
「
錯
誤
」
問
題
追
求
の
筋
道
と
し
て
検

　
証
す
べ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
陳
寿
自
筆
本
や
三
瞳
志
古
写
本
等
が
欠
除
し

　
て
い
る
以
上
、
到
底
「
決
め
手
」
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
こ
の
点
、
第
一
論

　
文
五
六
ペ
ー
ジ
、
前
掲
欝
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
）
　
（
な
お
、
こ
の
唐
王
慶
墓
誌
の
全

　
文
は
、
羅
宇
玉
「
山
左
虚
誕
遺
文
」
に
収
録
。
）

⑫
第
」
論
文
十
三

⑬
　
そ
の
上
、
こ
の
「
壼
」
表
記
が
魏
書
に
本
来
あ
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
裟
松

　
之
以
後
の
版
刻
の
際
に
生
じ
た
の
か
も
、
簡
単
に
は
断
じ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
「
壷
」
と
「
壼
」
の
あ
や
ま
り
や
す
い
こ
と
は
、
す
で
に
六
の
¢
⇒
に
の
べ
た
。
）

⑭
　
こ
の
点
、
山
尾
幸
久
氏
も
「
魏
志
野
人
伝
の
史
料
批
判
扁
　
（
立
命
館
文
学
2
、

　
一
九
六
七
、
第
二
七
〇
号
）
に
お
い
て
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

⑮
｝
　
鮒
即
　
弧
醐
文
山
一
五
ぺ
；
ジ

⑩
　
た
だ
し
、
尾
崎
氏
の
言
わ
れ
る
、
後
代
典
籍
所
引
の
い
わ
ゆ
る
「
魏
略
」
を
も

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
っ
て
、
　
「
魏
志
の
節
略
」
の
意
と
見
な
す
見
地
は
、
　
一
つ
の
興
味
深
い
ア
イ
デ
ア

　
で
は
あ
る
も
の
の
、
な
お
必
要
に
し
て
十
分
な
論
証
の
上
に
は
立
っ
て
い
な
い
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。

⑰
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
邪
馬
壱
、
邪

　
馬
憂
の
い
ず
れ
を
取
る
べ
き
か
、
後
代
の
日
本
語
と
の
連
系
を
重
視
す
れ
ぽ
H
自
－

　
騨
霧
（
〃
母
音
接
続
”
1
…
連
続
す
る
二
つ
の
語
ま
た
は
音
節
の
澱
音
が
承
接
隣

　
り
合
う
こ
と
一
古
田
註
記
）
に
闘
係
す
る
問
題
と
し
て
何
と
い
っ
て
も
後
者
に

　
分
が
あ
ろ
う
。
ヤ
マ
イ
が
ち
ぢ
ま
っ
て
ヤ
メ
に
な
っ
た
、
邪
馬
壱
は
八
女
で
あ
る
、

　
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
短
絡
的
に
出
て
来
て
も
困
る
の
で
、
い
っ
て
お
く
。
な
る

　
ほ
ど
後
世
メ
の
仮
名
と
し
て
売
（
漢
語
標
準
音
葺
ρ
ε
）
が
使
わ
れ
て
は
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
と
そ
れ
（
馬
混
獲
㊤
岬
峯
．
な
る
ほ
ど
上
声
入
声
の
つ
な
が
り
で
、

　
両
方
と
も
短
い
音
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
）
と
を
結
び
つ
け
る
の
に
は
、
ま
ず
漢

　
語
の
音
節
の
独
立
性
に
つ
い
て
周
到
な
考
慮
を
め
ぐ
ら
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二
つ
の
短
い
音
は
、
　
一
つ
の
長
い
音
に
な
り
易
い
だ
ろ
う
な
ど
と
、
簡
単
に
考
え

て
も
ら
っ
て
も
困
る
。
あ
ら
ゆ
る
方
言
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
語
の
、

長
い
母
膏
は
か
え
っ
て
弱
く
、
短
い
母
音
は
か
え
っ
て
強
い
。
弱
さ
と
長
さ
、
強

さ
と
短
か
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
掛
け
合
わ
せ
た
積
は
同
じ
く
｝
で
あ
っ
て
、
総
量
に

お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
等
し
い
こ
と
が
、
こ
の
國
の
美
文
学
に
、
徹
底
し
た
音
数
律

を
完
成
さ
せ
た
言
語
上
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
、
か
り
に
女
王
の

国
が
邪
馬
壱
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
第
二
、
第
三
音
節
は
か
え
っ
て
強
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
性
の
高
い
音
節
と
、
漢
人
の
耳
に
閥
え
る
音
で
あ
っ
た
と
見
え

る
。
そ
れ
が
後
代
ヤ
メ
に
ち
ぢ
ま
る
可
能
性
を
私
は
簡
単
に
は
信
じ
が
た
い
の
で

あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都

（古田）邪馬萱国の諸問題（上）
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