
紹

介

依
て
吾
等
を
啓
蒙
さ
れ
ん
審
を
切
に
整
む
も
の
で
あ
る
。

銭
、
申
文
館
書
店
舟
行
）
〔
西
井
）

（
定
債
四
三
八
難

　
　
　
　
○
樂
浪
王
光
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
會

　
本
書
は
昭
和
七
年
の
秋
に
採
掘
さ
れ
た
樂
浪
二
古
墳
の
調
査
報
告
で
あ
っ

て
、
こ
れ
に
日
頃
さ
れ
た
小
場
恒
吉
・
櫃
本
醜
次
郎
爾
疑
の
執
筆
に
係
る
り

こ
の
二
古
墳
と
は
貞
柏
里
に
存
す
る
第
百
二
十
七
號
木
幡
墳
郎
ち
樂
浪
郡
の

橡
で
あ
っ
た
温
光
の
墓
と
、
南
井
里
の
第
百
十
九
號
白
雪
墳
と
を
指
す
の
で

あ
る
。

　
王
光
の
墓
は
幸
に
も
盗
掘
の
厄
を
冤
れ
た
の
で
、
そ
の
結
果
幾
多
の
薪
事

實
を
明
か
に
し
得
て
、
漢
代
文
物
の
知
見
を
一
暦
豊
潤
な
ら
む
る
鮎
が
紗
ら

ず
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
今
そ
の
丙
容
に
就
い
て
一
一
三
の
特
記
す
べ
き
黙
を
紹

介
す
る
な
ら
ば
、
先
づ
封
土
の
構
成
と
埋
輩
の
次
第
に
驕
し
て
精
密
な
考
慮

が
は
ら
は
れ
た
黙
で
あ
ら
う
。
一
網
の
墓
に
於
て
も
、
墳
丘
が
岡
陵
を
利
m
屈

し
、
四
角
張
っ
た
形
の
土
饅
頭
形
を
示
し
て
居
る
鮎
で
は
、
置
酒
の
も
の
に
、

比
較
し
て
溺
に
異
例
を
示
し
て
居
る
謬
で
は
な
い
が
、
封
±
の
構
成
に
際
し

て
、
附
近
の
も
の
と
同
じ
土
質
が
使
用
さ
れ
て
居
る
以
外
に
、
他
所
か
ら
堅
、

き
粘
土
が
運
搬
さ
れ
て
、
こ
れ
を
成
暦
賦
に
使
用
し
て
、
封
土
の
崩
解
を
防

い
で
み
る
こ
と
が
今
度
新
ら
し
く
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
猫
又
死
者
の
埋

葬
が
二
回
に
亘
っ
て
行
は
れ
た
こ
と
を
知
る
と
共
に
、
第
二
次
の
埋
葬
に
鞭

て
軍
需
の
四
壁
が
殆
ど
垂
直
に
掘
り
下
げ
ら
れ
、
後
に
再
び
黄
色
粘
土
を
以

っ
て
埋
め
ら
れ
て
み
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
っ
た
Q
棺
解
の
構
造
も
亦
別
に
例

外
を
示
し
て
は
居
な
い
が
、
そ
の
用
材
に
就
い
て
縮
に
は
檜
を
、
榔
に
は
楢

　
　
　
　
　
　
　
佑
甲
こ
．
十
…
巻
　
　
第
｝
號
　
　
　
憎
九
轟
ハ

を
使
用
し
た
こ
と
竜
知
ら
れ
た
Q
次
に
出
土
の
遺
物
に
就
い
て
見
れ
ば
、
そ

の
質
量
に
於
て
は
王
紆
の
墓
や
三
無
塚
に
饗
し
て
遜
色
を
有
す
る
の
で
は
あ

る
が
、
爾
來
知
ら
れ
て
み
な
か
っ
た
高
杯
や
弩
腎
が
護
見
さ
れ
後
者
の
使
周

法
の
實
際
に
就
て
一
道
の
光
明
を
與
へ
こ
の
他
筆
頭
の
存
在
も
認
め
ら
れ
、

蒙
古
索
果
潭
爾
出
土
の
所
謂
居
延
の
筆
と
穂
す
る
も
の
と
同
じ
く
東
漢
時
代

の
筆
の
實
物
が
爾
僻
遽
の
地
に
於
て
目
見
さ
れ
た
繍
が
異
常
な
興
昧
を
惹

く
。
或
は
從
恥
毛
斗
と
穂
せ
ら
れ
て
る
た
も
の
が
奮
の
中
か
ら
出
て
，
女
子

の
化
粧
剛
壬
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
り
、
文
箭
頭
と
櫓
さ
れ
て
居
た
も
の

に
就
て
も
、
蓋
三
三
金
具
で
あ
る
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
他
、

王
光
の
型
名
の
由
っ
て
剃
る
こ
穎
の
黄
楊
材
の
木
印
が
出
土
し
、
一
顎
に
は

一
面
に
大
守
橡
王
光
之
印
、
他
面
に
翫
光
の
若
弟
を
刻
し
、
一
顯
に
は
王
光

私
印
の
四
字
が
刻
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
墳
墓
が
樂
浪
郡
の
扁

麗
官
た
る
王
臣
夫
妻
の
墓
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
叉
婦
人
に
就
て
も
漆

器
の
銘
文
か
ら
姓
を
番
氏
と
即
し
、
そ
の
骨
格
か
ら
三
十
代
で
没
し
た
こ
と

ま
で
論
謹
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
撃
払
里
の
石
榔
墳
は
既
に
盗
掘
を
纒
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
雫
は
破

落
し
遣
物
も
大
傘
を
失
っ
て
居
る
爲
、
表
面
上
若
子
の
興
昧
を
減
殺
す
る
嫌

ひ
は
あ
る
が
、
そ
の
塵
室
の
構
造
上
、
樂
浪
古
墳
に
於
て
当
面
類
例
を
見
な

い
石
築
漁
業
で
あ
る
織
か
ら
、
摯
実
的
研
究
に
於
て
前
者
と
同
様
な
贋
値
を

持
っ
て
層
る
。
師
ち
そ
の
墓
制
の
系
統
に
嘗
て
は
豊
代
盛
行
の
穂
築
墳
に
麗

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
築
成
後
漆
喰
を
使
用
し
た
鰭
に
曾
て
高
句
麗
古
墳

と
の
類
似
が
考
へ
ら
れ
、
こ
の
鮎
か
ら
又
後
者
の
先
騙
を
な
す
も
の
た
る
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
り
墓
墳
の
作
成
年
代
に
關
し
て
は
副
葬
品
に
こ
れ
明
示
す

（196）



る
も
の
が
な
い
の
で
確
定
さ
れ
ぬ
が
、
曾
て
平
壌
騨
構
内
で
磁
力
さ
れ
た
東

晋
永
和
九
年
の
」
在
銘
簿
墳
と
の
比
較
か
ら
、
或
は
五
七
銭
・
大
泉
五
十
等
の

銭
貨
の
出
土
な
ど
か
ら
束
蕃
初
期
を
降
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
簡
略
な
内

容
の
紹
介
で
あ
る
が
猶
附
録
と
し
て
今
村
黒
田
國
房
野
村
諸
氏
の
人
骨
血
精

そ
の
他
粛
々
的
な
調
査
の
結
果
が
掲
げ
ら
れ
て
居
る
。
圏
版
九
十
九
枚
。
雀

末
に
黄
蝶
の
要
項
を
載
せ
て
居
る
。
（
菊
倍
版
・
朝
鮮
古
蹟
研
究
會
護
行
、
九

十
部
限
、
京
都
夷
川
寺
町
文
星
堂
叢
費
、
定
耳
掛
拾
五
圓
）

○
景
印
薔
紗
本
史
記
孝
景
本
紀
第
十
一

　
本
書
は
京
大
文
學
部
創
設
三
十
周
年
の
記
念
出
版
と
し
て
薩
久
原
交
庫
藏

更
記
孝
景
本
記
を
景
印
し
た
巷
子
本
で
あ
る
。
我
が
國
に
於
け
る
吏
記
の
古

紗
本
で
あ
っ
て
、
そ
の
書
窟
年
代
の
亭
安
朝
に
瀦
す
る
も
の
と
し
て
今
臼
ま

で
に
知
ら
れ
て
居
る
限
に
於
て
は
二
種
の
系
統
の
本
が
あ
る
Q
師
ち
｝
は
高

山
毒
。
岩
崎
文
庫
所
藏
の
世
に
所
謂
高
山
寺
本
と
繕
さ
れ
て
居
る
も
の
と
、

こ
れ
よ
り
更
に
薩
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
毛
利
公
爵
家
藏
・
東
北
帝

國
大
層
藏
及
び
本
書
の
原
本
の
三
本
、
所
謂
卜
部
本
の
系
統
の
も
の
と
で
あ

る
。
毛
利
公
欝
家
藏
本
は
呂
盾
本
紀
第
九
で
あ
り
、
東
北
帝
大
本
は
孝
文
本

紀
第
十
で
あ
り
、
こ
れ
は
盤
景
本
紀
第
十
一
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
は
巻
次
に

脹
絡
が
あ
り
、
且
つ
騰
裁
及
び
識
語
等
に
よ
り
、
嘗
て
同
一
人
の
書
窩
に
な

り
、
今
日
に
残
存
し
た
黒
蝿
で
あ
る
こ
と
は
何
等
の
疑
問
も
挾
ま
れ
な
い
。

今
度
景
印
出
版
に
際
し
、
導
波
助
教
授
の
精
緻
な
る
解
説
が
附
さ
れ
て
居
る

が
、
そ
れ
に
撃
っ
て
本
書
の
性
質
露
悪
等
を
明
か
に
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
u

こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
常
世
年
代
は
今
よ
り
約
八
百
六
十
飴
年
前
、
準
安
朝
中

撃

壌
、
後
三
條
天
皇
の
延
久
五
年
で
、
そ
の
筆
渚
は
當
時
漢
學
の
名
家
と
し
て

知
ら
れ
て
層
た
大
江
家
の
一
門
で
あ
る
大
江
家
國
で
あ
る
。
猶
本
書
の
内
容

に
就
て
、
こ
れ
を
汲
古
閣
十
七
史
潮
百
果
本
史
勲
等
と
比
較
校
勘
す
る
と
傳

窮
の
間
に
於
け
る
誤
り
も
若
干
獲
見
さ
れ
る
が
、
然
し
そ
の
細
る
部
分
に
於

け
る
文
句
の
異
同
に
於
て
は
司
馬
蓬
の
原
碧
に
更
に
近
い
・
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
と
想
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
注
意
す
べ
き
鮎
は
孝
文
帝
の
長
公
主
標
の

子
蠕
を
隆
慮
侯
に
封
じ
た
こ
と
、
及
び
中
㎜
二
年
冬
（
b
J
O
H
c
。
い
」
に
諸
侯
の
御

史
及
び
御
吏
中
丞
の
宮
を
罷
め
た
記
事
と
で
あ
る
。
此
の
他
解
設
に
は
吉
澤

教
授
指
導
の
下
に
藤
枝
徳
三
氏
の
調
査
し
た
乎
古
止
鮎
並
び
に
假
名
が
附
載

さ
れ
て
居
る
Q
（
京
大
文
毘
部
卸
町
　
定
温
五
圓
五
拾
銭
）
　
〔
以
上
小
野
〕

　
　
　
○
東
洋
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
洋
史
研
究
會
刊

　
京
大
東
洋
業
平
科
の
卒
業
生
を
中
心
と
す
る
東
洋
史
研
究
會
の
結
集
が
成

っ
た
の
は
一
昨
年
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
其
後
同
會
の
健
や
か
な
畿
展

と
共
に
遽
に
機
熟
し
て
、
本
年
十
月
三
国
「
東
洋
史
研
究
」
を
創
刊
し
、
十
二

月
に
は
捲
い
て
其
の
第
二
號
を
刊
行
し
た
。
最
初
そ
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
，

本
誌
の
趣
旨
と
す
る
所
を
掘
げ
な
か
っ
た
爲
に
、
兎
角
の
批
評
も
あ
っ
た
檬

だ
が
、
要
す
る
に
本
誌
は
、
東
洋
史
學
の
整
斜
陽
描
に
よ
っ
て
、
そ
の
進
む

導
き
分
野
を
明
確
な
ら
し
む
る
こ
と
を
標
榜
し
、
其
の
目
的
の
た
め
東
洋
史

學
に
於
け
る
論
著
の
批
到
及
び
紹
介
に
最
も
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
そ
の
編
纂
膿
例
の
賞
際
に
よ
っ
て
示
し
、
叉
隠
々
遅
蒔
き
乍
ら
、
第
二

號
の
編
輯
後
記
に
よ
っ
て
明
言
し
た
。
か
う
い
ふ
主
意
の
下
に
出
慨
し
た
雑

誌
は
、
史
撃
力
係
の
も
の
玉
中
に
あ
っ
て
は
稀
れ
で
あ
り
、
殊
に
東
洋
史
學

　
　
　
　
　
　
第
二
十
憎
巻
　
第
一
號
　
　
‘
一
九
七
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