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專
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郎

　
　
　
　
　
　
　
一
、
歴
代
名
書
記

　
張
彦
遠
が
「
歴
代
名
叢
記
」
を
書
い
た
の
は
、
晩
唐
の
武
宗
が
會
昌
元
年
か
ら
大
中
元
年
ま
で
（
入
四

一
－
入
四
七
）
の
六
年
遅
間
で
あ
る
。
更
に
彼
に
は
「
法
書
要
録
あ
著
述
が
あ
る
が
、
併
し
叢
で
は
書

の
問
題
に
は
暴
れ
な
い
Q
支
那
に
始
め
て
論
書
が
現
れ
て
か
ら
、
帥
ち
東
替
の
顧
憧
之
の
出
現
か

ら
へ
澄
に
關
す
る
漸
片
的
な
議
論
は
古
く
先
妻
の
時
代
か
ら
も
見
ら
れ
る
が
、
併
し
眞
に
書
論
ご
辮

す
べ
き
は
顧
催
之
の
も
の
を
以
て
最
初
こ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㌧
、
彼
が
こ
の
歴
代
名
叢
記
に

至
る
ま
で
凡
そ
五
百
年
の
歳
月
を
閲
し
て
み
る
。
併
し
こ
の
長
い
年
月
も
、
張
彦
遠
を
見
る
ま
で

は
、
支
那
の
論
書
史
上
に
磯
城
し
き
獲
展
を
齎
し
た
こ
は
、
未
だ
必
ず
し
も
云
ふ
こ
ご
は
出
家
な
い
。

寧
ろ
張
細
工
を
倹
っ
て
始
め
て
、
そ
れ
は
…
大
飛
躍
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
洵
に
彼
は
、
從
家
の

論
書
に
凡
℃
の
結
論
を
輿
ふ
る
ご
共
に
、
更
に
又
．
行
る
べ
き
時
代
の
た
め
に
絡
序
論
を
な
し
て
、
支

那
論
書
史
上
に
最
も
重
要
な
地
位
を
読
む
る
ご
共
に
、
更
に
又
そ
の
所
論
の
優
れ
だ
る
黙
に
於
て

も
下
上
第
嚇
位
の
地
位
を
霞
む
ベ
シ
、
・
人
で
あ
る
の
で
あ
っ
た
Q
彼
が
こ
の
論
叢
史
上
の
地
位
を
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明
か
に
せ
ん
こ
す
る
こ
ε
が
、
こ
の
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
歴
代
名
書
記
は
凡
て
十
窓
か
ら
な
っ
て
み
る
。
そ
の
内
初
め
の
三
食
は
皆
書
論
で
、
四
巻
以
下

が
書
家
の
小
傳
ご
な
っ
て
ゐ
・
。
然
・
に
識
量
中
に
叙
歴
代
能
書
入
名
濫
訴
蠣
、
娼
の
一
章

が
あ
っ
て
、
夫
等
の
人
名
が
延
せ
ら
れ
て
乱
る
。
こ
れ
に
就
て
、
四
庫
全
書
総
目
提
要
の
著
者
は
、
〔
然

勘
第
N
憲
内
所
録
之
三
百
七
十
入
。
既
倶
列
椿
餅
滅
後
。
期
第
一
憲
内
座
出
姓
名
一
籍
。
殊
爲

繁
複
。
其
書
初
爲
三
鼎
。
但
叢
叢
人
姓
名
。
後
衷
輯
其
事
蹟
評
論
。
績
之
墨
壷
。
而
未
洲
其
前

之
姓
名
…
篇
。
故
重
幾
也
Q
」
ご
云
っ
て
み
る
。
併
し
彼
が
初
め
の
三
懇
だ
け
で
打
ち
切
っ
て
、
後

に
四
二
以
下
を
書
い
た
か
ざ
う
か
は
、
推
測
以
外
、
何
等
新
妻
は
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
唯
だ
彼
が
最

初
か
ら
、
此
慮
で
は
四
巻
以
下
に
肢
録
せ
ら
れ
て
る
る
書
家
の
小
量
を
、
書
か
う
ご
思
っ
て
み
た
こ

ご
は
、
後
に
説
く
こ
ご
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
　
更
に
彼
に
は
、
晃
公
武
の
「
讃
書
志
」
に
よ
れ
ば
↓
名
書

猟
精
」
六
懇
が
あ
る
こ
せ
ら
れ
る
が
、
併
し
彼
は
そ
の
歴
代
名
書
記
の
中
に
、
蚕
に
關
係
の
な
い
法
書

要
録
の
こ
ご
に
は
言
及
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
就
て
は
何
等
述
べ
る
所
が
な
い
。
而
し
て
北
宋
の
郭

若
虚
は
、
そ
の
「
圖
書
見
聞
誌
た
、
こ
れ
を
亡
名
氏
撰
こ
し
て
、
張
懐
灌
が
「
叢
断
」
の
後
、
李
嗣
眞
が
「
後
書
品

録
」
の
前
に
録
し
て
み
る
。
則
ち
こ
れ
は
、
彦
遠
の
作
で
は
な
く
、
輩
に
晃
氏
の
誤
り
で
あ
ら
う
。

　
張
心
土
は
六
年
の
歳
月
を
費
し
て
歴
代
名
書
記
十
懸
を
出
し
た
が
、
彼
を
し
て
こ
れ
を
敢
て
せ

　
　
　
張
彦
遽
の
論
澄
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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し
め
た
程
の
何
等
か
の
事
情
が
、
外
部
的
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
然
る
に
、
こ
れ
を

知
る
こ
ざ
は
、
臆
て
又
彼
が
述
作
の
或
る
特
長
が
何
庭
に
あ
る
か
を
、
先
づ
吾
々
に
豫
乱
せ
し
め
る

縁
が
ご
も
な
る
で
あ
ら
う
。

　
彼
以
前
に
著
は
さ
れ
た
書
論
の
数
は
必
ず
し
も
少
し
ご
は
し
な
い
。
併
し
夫
等
の
著
者
の
多

く
は
、
右
い
傳
統
に
固
執
し
、
或
は
孤
露
の
好
悪
に
囚
は
れ
て
、
安
土
に
叢
を
解
す
る
所
が
な
い
。
幼

よ
り
書
書
に
親
し
み
、
生
來
乏
い
鑑
賞
力
を
持
っ
て
る
だ
彼
が
、
ご
う
し
て
是
等
に
満
足
す
る
’
こ
ご

が
出
來
や
う
か
、
寧
ろ
そ
れ
は
不
可
能
事
で
あ
っ
た
。
殊
に
支
那
の
絡
書
は
、
盛
唐
玄
宗
の
開
元
・
天

寳
の
頃
に
、
六
朝
以
來
の
古
い
傳
統
を
破
っ
て
、
悉
く
面
目
を
一
士
せ
る
か
の
槻
が
あ
る
Q
世
の
論

書
家
達
の
こ
れ
を
受
け
容
れ
得
ざ
る
こ
ご
、
蝋
重
囲
し
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
後
肖
ら
も
「
後
漢
の

孫
暢
之
に
述
書
記
あ
り
、
梁
の
武
帝
・
隙
の
眺
最
・
謝
赫
・
階
の
沙
門
彦
擦
・
唐
の
御
史
大
夫
李
嗣
眞
・
秘
書

正
宗
劉
整
・
著
作
郎
顧
況
並
び
に
兼
ね
て
書
評
あ
う
、
中
書
舎
人
斐
孝
源
に
書
録
あ
り
、
量
子
に
書
捨

遺
録
あ
れ
ご
も
、
率
ね
耳
蝉
薄
漏
路
に
し
て
、
数
紙
を
越
え
す
Q
僧
僚
の
評
、
最
も
二
二
こ
な
す
。
傳

爲
叉
復
脱
記
し
だ
れ
ば
、
殊
に
看
る
に
足
ら
す
。
」
ご
云
っ
て
み
る
が
、
事
實
彼
が
先
入
の
誤
解
を
指

摘
し
、
正
當
の
詐
贋
を
輿
へ
て
、
夫
等
の
書
入
に
、
後
世
に
至
る
も
動
か
ざ
る
地
位
を
與
へ
た
例
は
決

し
て
少
し
ご
し
な
い
。
其
一
二
の
例
を
暴
げ
、
併
て
彼
が
鑑
賞
の
態
度
も
瞥
見
し
や
う
。
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六
朝
の
店
立
は
、
主
題
こ
し
て
は
、
人
吻
・
動
物
・
宮
槻
の
頚
で
あ
っ
て
、
偶
山
水
が
書
か
れ
て
も
、
そ
れ

は
軍
に
他
の
背
景
ビ
し
て
の
存
在
以
上
に
出
る
こ
ご
は
出
面
な
か
つ
だ
。
而
し
て
猫
寓
は
勿
論

細
緻
に
測
書
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
然
る
に
劉
宋
の
時
に
、
追
而
圭
微
の
二
入
の
聲
家
が
現
れ
て
、

こ
の
時
流
を
擢
で
、
専
ら
山
水
を
、
然
も
面
識
の
法
を
以
て
憎
い
元
の
で
あ
っ
だ
。
然
る
に
精
緻

な
筆
を
以
て
專
ら
切
似
を
面
こ
し
て
ゐ
淀
人
物
婚
家
、
南
齋
の
謝
赫
は
、
全
く
こ
れ
を
解
し
得
す
、
そ

の
「
古
書
品
鐘
」
に
宗
嫡
を
詐
し
て
「
毫
を
含
み
素
を
命
ず
れ
ば
、
必
ず
損
盆
あ
り
、
」
こ
し
て
、
彼
が
減
筆
を
．

用
ひ
た
る
こ
ご
を
述
べ
、
こ
れ
を
肥
し
て
「
跡
準
的
に
令
す
」
こ
し
て
、
そ
の
正
確
緻
麿
に
物
を
書
か
ざ

る
こ
ざ
を
罪
難
し
ご
れ
を
最
下
級
の
第
六
品
に
澄
し
て
み
る
。
　
こ
れ
に
齢
し
て
、
張
彦
遽
は
、
薪
の

如
↑
く
、
軍
な
る
表
現
の
方
式
を
以
て
、
或
は
叉
密
な
る
樹
己
の
好
悪
に
よ
っ
て
、
詐
慣
を
輿
ふ
べ
き
で

は
な
く
、
凡
て
習
慣
や
傳
統
を
離
れ
融
く
求
め
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
し
て
、
門
此
須
ら
く

廣
見
博
論
す
べ
く
、
勿
々
一
概
し
て
取
る
可
ら
す
。
昔
斐
孝
源
、
都
て
書
を
知
ら
す
、
妄
り
に
品
第
を

定
め
し
が
、
大
い
に
観
る
に
足
ら
ざ
り
き
。
　
但
だ
之
を
好
め
ば
則
ち
金
玉
よ
り
貴
く
、
好
ま
ざ
れ
ば

則
ち
瓦
礫
よ
り
賎
し
。
」
ご
云
っ
て
み
る
。
而
し
て
謝
赫
が
宗
嬉
を
課
せ
る
語
「
柄
は
六
法
に
明
か

に
、
迄
に
適
善
な
し
。
　
而
し
て
毫
を
含
み
素
を
命
ず
れ
ば
、
必
ず
損
盆
あ
り
。
　
跡
露
台
に
宿
す
。
　
意

は
師
放
す
る
に
足
る
。
」
　
を
以
て
、
「
彦
遠
日
へ
ら
く
、
既
に
損
益
あ
り
ご
云
ひ
、
叉
壷
金
に
非
す
ε
云
ふ
。
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「
○

既
に
六
法
善
を
遣
す
亡
し
ε
云
ひ
、
叉
師
数
す
べ
し
ご
云
ふ
。
手
早
の
評
，
固
よ
り
採
る
に
足
ら
ざ

る
な
り
。
且
つ
宗
公
は
高
士
な
り
。
物
外
に
瓢
然
こ
し
て
、
俗
書
を
以
て
，
そ
の
意
旨
を
傳
ふ
可
ら

す
。
」
ご
云
っ
て
こ
の
謝
赫
が
偏
見
を
排
し
、
宗
姻
を
第
四
等
の
中
品
上
に
上
げ
て
み
る
。
師
ち
彼

は
書
に
見
る
べ
き
も
の
は
、
軍
な
る
其
技
巧
手
法
で
は
な
く
し
て
、
唯
だ
是
等
を
瀧
じ
て
現
れ
た
る

意
昧
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ご
を
1
宗
柄
が
山
水
に
現
れ
た
高
雅
な
生
命
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
ご
を
、
主
張
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
襲
に
も
云
っ
た
や
う
に
、
開
元
夫
寳
は
、
支
那
書
の
一
大
聖
遷
の
時
期
で
あ
っ
た
。
　
そ
れ
は
併
し
、

六
朝
以
來
の
傳
統
を
襲
へ
る
書
家
が
、
嘗
時
片
影
を
止
め
な
か
つ
元
ビ
云
ふ
こ
ご
で
は
な
い
。
事

態
同
じ
ご
き
に
鞍
馬
の
名
手
こ
し
て
曹
覇
ざ
そ
の
弟
子
文
士
ビ
の
二
郷
が
喚
び
立
ち
、
そ
の
内
前

者
は
六
朝
以
來
の
帝
統
を
…
縫
い
で
る
る
◎
曹
覇
が
書
く
所
は
、
墨
継
の
史
巌
窟
が
作
ご
せ
ら
れ
る

周
の
穆
王
が
底
心
に
乗
っ
て
周
遊
せ
る
圖
「
入
駿
周
」
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
彦
遠
の
「
皆
璃

頸
龍
膿
。
矢
激
心
馳
Q
非
馬
之
擬
也
。
」
ご
云
へ
る
が
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
輕
快
な
瀧

の
如
き
形
で
、
肩
に
火
炎
の
歌
を
書
き
、
疾
風
の
如
く
走
っ
て
み
る
極
め
て
露
玉
的
な
も
の
で
あ
る

の
で
あ
る
。
而
し
て
毛
色
も
亦
「
騒
耀
雛
駁
」
、
他
に
少
し
も
墾
つ
た
所
が
な
か
っ
た
。
恰
も
そ
れ
は

朝
癬
激
浪
の
面
壁
に
見
ら
れ
る
龍
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
曹
覇
の
叢
く
所
は
こ
れ
に
類
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す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
韓
幹
が
書
く
所
は
、
玄
宗
皇
帝
が
厩
の
、
年
月
を
費
し
て
筋
骨
歩
行

を
調
へ
ら
れ
た
、
現
實
の
美
し
き
肥
大
な
る
馬
で
め
っ
た
。
而
し
て
そ
れ
は
点
心
に
見
ら
れ
る
が

如
き
「
麹
畢
之
姿
」
で
は
な
く
し
て
、
「
心
血
之
膿
」
を
得
た
も
の
で
あ
っ
穴
。
　
恐
ら
く
虚
者
の
書
馬
は
、
類

を
絶
し
π
も
の
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
の
目
新
し
き
も
の
を
當
時
の
人
々
が
受
け
容
れ
得

な
か
つ
π
の
は
寧
ろ
論
纂
の
こ
ご
で
あ
ら
う
○
而
し
て
汐
時
美
術
批
詐
家
ご
み
て
も
著
れ
て
る

た
杜
甫
が
、
曹
覇
に
囎
つ
淀
登
馬
繋
に
、
「
弟
子
韓
幹
早
入
室
。
亦
逆
又
馬
窮
晶
相
。
幹
謹
書
肉
不
書

骨
。
忍
言
騨
耀
氣
凋
喪
。
」
ご
云
っ
て
み
る
の
は
、
正
に
こ
の
間
の
濾
息
を
傳
へ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

然
る
に
彦
遠
は
「
杜
甫
登
に
書
を
知
る
者
な
ら
ん
や
○
徒
ら
に
幹
が
馬
肥
大
な
る
を
以
て
、
途
に
肉

を
霊
く
の
講
あ
り
。
」
ご
冒
頭
に
一
蹴
し
て
、
叢
馬
の
幽
門
を
述
べ
、
最
後
に
韓
語
が
書
か
ん
ピ
し
た

所
を
説
い
て
、
幹
は
「
逮
に
古
今
弁
蓋
こ
な
る
」
ご
云
っ
て
み
る
。
而
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
，
幹
は
唐

第
一
流
の
鞍
馬
の
名
手
ビ
し
て
、
そ
の
位
遣
の
動
く
所
は
な
い
。
現
在
に
も
彼
が
作
は
『
照
夜
自
」
の

乱
圓
が
藩
3
8
さ
れ
て
る
る
○
思
ひ
宇
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
ら
う
。

　
更
に
彼
以
前
の
書
史
に
は
遺
脆
が
至
っ
て
多
い
。
例
へ
ば
嘗
時
の
能
書
謝
隠
逸
・
顧
牛
王
の
脱

漏
せ
る
が
如
き
で
あ
る
。
か
く
て
は
多
く
の
書
人
も
…
逐
に
そ
の
煙
滅
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。

彼
こ
し
て
は
正
確
な
書
史
を
著
は
さ
“
る
を
得
な
い
の
で
あ
．
o
。
畠
ら
「
宋
朝
の
謝
漆
剤
、
陳
の
顧

　
　
　
張
彦
遠
の
論
叢
、
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
｝
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｝
二

野
王
が
流
の
如
き
は
、
當
時
の
能
書
な
る
も
無
品
に
載
せ
す
。
之
を
近
古
に
詳
に
す
れ
ば
遣
脱
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囎

っ
て
多
し
。
　
蓋
し
震
れ
世
上
未
だ
其
踪
を
見
す
、
叉
産
血
の
入
幕
く
求
め
ざ
る
の
み
。
　
鳴
呼
古
よ

り
忠
孝
義
烈
．
潭
没
し
て
澄
せ
ら
れ
ざ
る
者
、
易
ぞ
勝
て
記
せ
ん
や
。
況
ん
や
書
書
を
や
。
」
ご
慨
し

て
み
る
。

　
加
之
當
時
は
武
蔵
の
腹
佛
の
時
で
め
つ
て
、
佛
寺
の
破
壊
せ
ら
れ
、
壁
書
の
失
は
る
、
も
の
は
そ

の
数
を
知
ら
な
か
っ
た
○
彼
は
こ
れ
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
霞
継
そ
の
他
の
寺
院
に
就
て
、
そ
の
壁
書

の
品
目
で
も
牧
録
し
や
う
ご
の
願
を
起
し
た
。
併
し
臆
面
の
磨
佛
は
凡
て
に
及
ん
だ
わ
け
で
は

な
く
、
且
つ
幸
に
し
て
破
壊
せ
ら
れ
た
壁
高
は
一
々
録
せ
ら
れ
て
る
る
。
彼
は
こ
れ
を
叉
牧
銀
し

た
の
で
あ
っ
た
。

　
更
に
彼
が
家
は
代
々
好
樹
あ
り
、
交
霊
の
牧
藏
家
ご
し
て
古
く
か
ら
有
名
で
あ
っ
た
。
併
し
年

ご
共
に
失
は
れ
、
或
は
叉
宮
廷
に
進
心
し
て
、
彼
に
至
っ
て
は
殆
ん
ざ
「
存
す
る
者
纏
か
に
二
三
軸
の

み
」
こ
な
っ
て
み
た
。
大
々
高
李
公
の
如
き
は
皇
宗
に
数
十
憲
も
進
奉
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
。
併

し
彼
は
幼
よ
り
書
書
を
好
み
、
機
會
あ
る
毎
に
こ
れ
を
集
め
た
。
　
良
ら
「
余
弱
年
よ
り
、
遺
失
を
鳩
集

し
、
盤
玩
装
塗
し
、
書
夜
精
勤
し
、
一
懇
を
獲
一
幅
に
遇
ふ
毎
に
、
必
ず
孜
孜
葺
下
し
て
日
を
寛
へ
、
寳
玩

の
致
す
べ
き
者
は
必
ず
面
し
、
弊
衣
を
貨
し
、
蠣
食
を
減
じ
た
れ
ば
、
妻
子
憧
僕
、
切
切
哩
笑
せ
り
○
　
或



垂69

曰
く
、
絡
日
食
盆
の
事
を
な
す
。
寛
に
何
の
補
あ
ら
ん
や
ご
。
既
に
し
て
歎
じ
て
日
ぐ
、
若
し
復
無

難
の
事
を
爲
さ
す
協
ば
、
則
ち
安
ぞ
能
く
涯
あ
る
生
を
悦
ば
し
め
ん
や
ご
。
是
を
以
て
愛
好
愈
篤

く
、
癖
を
成
す
に
近
し
。
」
ご
云
っ
て
み
る
。
か
く
し
て
獲
ら
れ
た
牧
蕨
を
質
し
や
う
ご
は
又
彼
の

願
で
あ
っ
た
。

　
上
船
述
べ
來
つ
た
や
う
な
種
々
な
る
事
情
は
，
途
に
彼
を
駆
っ
て
述
作
に
從
は
し
め
ね
ば
階
か

な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
筆
を
勝
つ
淀
の
は
、
武
宗
の
會
昌
元
年
で
あ
”
⇔
。
そ
れ
は
丁
度
武

宗
の
磨
佛
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
の
歳
月
を
費
し
た
こ
ε
は
既
に
述
べ
た
。
　
一
技

の
探
る
べ
き
も
の
あ
れ
ば
、
悉
く
・
こ
れ
を
放
め
、
三
百
七
十
一
人
を
録
し
π
。
「
史
皇
よ
り
今
の
大
唐

會
昌
元
年
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
三
百
七
十
除
人
、
編
次
し
て
．
差
ふ
無
く
、
鐙
号
し
て
頗
る
定
ま
る
。
こ

の
外
、
労
求
錯
綜
し
て
、
心
目
の
興
る
駈
，
之
を
言
ひ
て
之
を
際
す
な
し
。
將
來
の
蒋
、
能
く
撰
述
す
る

あ
ら
ば
、
そ
れ
或
は
之
を
識
が
ん
。
時
に
大
中
元
年
、
歳
，
心
墨
に
在
り
。
」
ゾ
｝
云
っ
て
み
る
．
．
併
し
會

昌
元
年
以
後
、
筆
を
掻
く
ま
で
の
こ
ε
が
、
問
，
録
せ
ら
れ
て
る
る
Q
彼
は
こ
の
歴
代
名
書
記
ご
法
書
・

要
録
ざ
、
共
に
深
き
唐
信
を
以
て
世
に
薦
め
、
好
事
あ
り
て
余
が
羽
書
を
得
ば
書
冊
の
．
こ
ご
畢
る
ビ

云
っ
て
み
る
。
　
彼
が
後
を
縫
い
だ
者
は
、
「
圖
叢
見
聞
誌
」
の
著
者
、
北
欝
欝
の
郭
若
虚
で
あ
っ
π
。

　
　
　
　
　
　
二
、
張
彦
遠
以
前
の
氣
韻
生
動
論

　
　
　
　
張
彦
蓮
の
論
濫
へ
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
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一
匹

　
氣
韻
生
動
に
關
す
る
議
論
は
，
支
那
の
論
書
史
の
上
に
於
て
、
恐
ら
く
は
そ
の
最
も
重
要
な
部
分

を
占
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。
然
も
そ
の
淵
源
す
る
所
は
甚
だ
遽
い
。
面
々
濾
が
こ
れ
に
關
す
る

評
説
を
探
究
す
る
前
に
、
吾
々
は
先
づ
彼
に
至
る
ま
で
の
そ
の
狡
展
の
跡
を
概
観
し
て
、
彼
が
説
く

所
を
一
層
明
晰
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
（
私
は
嘗
て
難
誌
「
思
想
」
に
一
昭
和
二
年
三
月
號
一
上

代
よ
り
謝
赫
に
至
る
ま
で
の
こ
の
鼠
韻
生
動
論
の
狡
展
を
や
、
精
し
く
論
じ
て
み
る
。
重
複
の

戚
な
き
を
得
な
い
が
、
併
し
唯
だ
張
彦
遠
を
説
く
π
め
に
の
み
、
直
接
彼
に
鯛
係
あ
る
彼
に
至
る
ま

で
の
こ
の
氣
韻
生
動
論
の
概
・
要
を
、
弦
に
賂
叙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

　
支
那
入
は
始
め
、
書
は
劉
象
の
斜
な
る
模
倣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
考
へ
み
た
（
韓
非
子
、
後
漢

書
張
血
忌
，
潅
南
子
＞
Q
併
し
彼
等
は
鷹
て
、
書
は
輩
に
樹
象
の
外
形
を
精
密
に
模
補
す
る
だ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
く
、
こ
れ
に
多
少
の
鍵
更
を
與
へ
て
も
，
こ
の
形
に
君
た
る
者
一
形
の
統
一
者
、
即
ち
そ
の
精
榊

生
命
を
も
、
亦
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
○
即
ち
書
は
生
き
ご
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
す
る
の
で
あ
る
（
潅
南
子
）
。
叢
に
，
理
想
こ
し
て
、
如
何
な
る
生
命
が
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ビ
云
ふ
問
題
が
起
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
　
氣
韻
生
動
論
の
蔚
芽

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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氣
韻
生
鋤
な
る
語
を
叢
論
に
始
め
て
使
罪
し
た
の
は
、
南
齊
の
謝
赫
で
め
っ
た
。
彼
は
そ
の
著

「
古
気
品
録
」
に
絡
書
成
立
の
六
つ
の
要
素
．
盗
の
六
法
を
説
い
て
、
始
め
て
氣
韻
生
動
な
る
成
語
を
用

ひ
た
の
で
あ
っ
た
。
ロ
く
。

　
錐
書
有
六
法
。
翠
能
塾
該
。
而
自
古
書
今
。
各
課
一
節
。
六
法
者
何
。
　
一
氣
韻
生
動
是
也
。

　
刷
ご
三
二
法
用
筆
h
是
也
Q
　
嘱
ご
鷹
…
物
象
隠
蟹
・
也
Q
　
四
随
類
賦
彩
旦
化
・
也
9
　
五
経
齢
尚
位
置
是
也
Q
　
諏
ハ
肺
冊
納
拶

　
模
寓
是
也
。
唯
陸
探
微
衛
協
備
該
之
尖
。

　
彼
は
か
く
六
法
を
暴
げ
た
だ
け
で
、
併
し
こ
れ
に
就
て
は
何
等
の
説
明
も
試
み
て
は
み
な
い
。

唯
だ
こ
れ
を
字
面
よ
b
解
す
れ
ば
、
第
二
以
下
は
、
叢
の
輩
な
る
技
巧
手
法
や
そ
の
修
業
上
の
問
題

に
過
ぎ
な
い
。
郭
著
虚
も
そ
の
「
圓
書
見
聞
誌
」
に
恐
く
解
し
て
み
る
。
然
ら
ば
第
一
は
如
何
な
る

意
味
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
も
亦
字
面
よ
り
解
し
や
う
。
氣
は
古
く
先
奏
よ
り
用
ひ
ら
れ
、
本
來
氣

膿
の
こ
ε
で
あ
る
が
、
比
喩
的
に
用
ひ
ら
れ
て
は
、
勇
氣
・
軍
配
等
こ
な
る
。
然
る
に
韻
は
、
古
く
は
見

ら
れ
す
「
説
交
」
に
も
出
て
み
な
い
。
古
く
は
こ
れ
に
均
を
代
用
し
て
み
る
へ
詩
経
、
荘
子
等
㌔
玉
篇
に

よ
る
に
、
韻
は
「
盤
晋
和
臼
韻
」
ご
せ
ら
れ
る
Q
即
ち
韻
は
昔
暗
中
の
唱
酬
に
署
す
る
要
素
を
云
ひ
表

す
語
ご
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
更
に
難
じ
て
そ
れ
は
、
旋
律
或
は
音
響
の
意
に
も
用
ひ
ら
れ

る
○
腎
以
後
に
作
ら
れ
た
文
学
で
あ
っ
て
、
零
幸
の
頃
に
序
盤
が
定
め
ら
れ
、
切
韻
が
制
定
せ
ら
れ

　
　
　
張
彦
遠
の
論
諜
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
五
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一
山
ハ

て
以
來
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
は
専
ら
詩
の
韻
を
表
す
語
ご
せ
ら
れ
る
Q
併
し
こ
れ
に
他
の
語

が
結
合
し
て
」
個
の
器
品
を
作
れ
ば
、
又
他
の
種
々
な
る
蒙
昧
の
概
念
を
表
す
の
で
あ
る
。
先
づ

手
懸
り
こ
し
て
、
椿
堂
の
頃
ま
で
の
こ
の
韻
の
慰
労
を
求
め
て
（
訳
書
、
世
説
、
文
選
、
暑
書
1
こ
れ
は
唐

初
の
編
纂
で
あ
る
が
吏
料
は
多
く
爾
餐
南
北
朝
に
取
っ
て
み
る
i
等
よ
り
、
、
彼
が
氣
韻
生
動
（
生
動

は
古
く
老
子
に
出
て
み
る
。
現
時
の
用
法
ご
同
様
。
）
な
る
語
の
慣
用
上
か
ら
推
定
さ
れ
る
意
昧

を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
は
「
絡
豊
に
流
露
せ
る
或
る
生
命
が
生
き
動
い
て
み
る
」
こ
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
（
從
來
の
熟
字
、
例
へ
ば
紳
韻
雅
韻
等
は
、
凡
て
入
に
面
す
る
も
の
で
あ
っ
て
．
そ
れ
は
そ

の
人
に
現
れ
た
人
格
の
匂
ひ
、
郎
ち
誤
る
人
物
に
「
表
出
せ
ら
れ
た
る
認
る
種
の
生
命
レ
を
指
し
て
み

る
の
で
あ
る
9
然
ら
ば
第
一
に
こ
の
儲
る
生
命
ご
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
第

二
に
こ
の
藩
儒
生
動
の
適
用
の
範
圃
－
凡
て
の
書
か
れ
た
る
封
象
に
適
用
さ
れ
る
や
否
。
第
三

に
こ
の
生
命
は
叢
か
る
べ
き
物
象
を
見
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
家
自
身
が
内
に
膿
験
し
た
所
の
生

命
の
絡
書
的
表
現
を
指
せ
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
又
物
象
自
身
の
有
す
る
生
命
を
そ
の
ま
、
複
寓
．

し
た
も
の
で
あ
る
こ
す
る
の
で
あ
る
か
。
是
等
三
個
の
問
題
に
吾
々
の
昌
は
先
づ
向
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
臆
氣
韻
生
動
ご
そ
れ
以
下
こ
の
欄
係
一
假
令
第
一
ぱ
こ
れ
を
歓
く
こ
も
、
第
二
以
下
の
、
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少
く
こ
も
そ
の
軌
れ
か
の
一
を
備
ふ
れ
ば
、
こ
れ
を
叢
ビ
聡
し
得
る
の
で
あ
る
か
ご
う
か
、
或
は
又

第
二
以
下
は
唯
だ
第
…
の
た
め
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
る
か
一
1
是
等
の
開
係
も
亦
彼
資
身
の

説
明
に
聞
く
こ
ご
は
蜜
來
な
い
。
併
し
彼
は
六
法
を
悉
く
備
へ
た
ご
し
て
第
一
品
に
暴
げ
て
る

る
衛
協
を
述
べ
て
、
「
六
法
迫
撃
。
追
爲
十
善
。
難
不
該
備
形
似
。
頗
得
肚
氣
。
凌
跨
群
雄
。
畷
代

絶
筆
。
」
ご
云
っ
て
み
る
。
叢
か
れ
た
る
も
の
、
外
形
を
取
っ
て
見
れ
ば
、
帥
ち
そ
の
技
巧
の
方
面

の
み
を
取
っ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
ご
は
云
ひ
難
い
。
併
し
頗
る
肚
氣
を
得
て
み
る
Q

洵
に
聖
代
の
絶
筆
ご
云
ふ
べ
き
で
あ
る
ご
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
師
ち
こ
の
場
含
、
彼
の
叢
は
肚

氣
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
瞬
代
の
絶
筆
で
あ
り
、
第
一
品
で
あ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
換
言
す

れ
ぼ
、
帯
電
に
は
何
等
か
の
生
命
・
精
紳
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
其
の
絡
書
ご
興
す
べ
く
、
披
巧
上
の
問
題

は
直
．
接
こ
れ
に
興
ら
な
い
、
是
等
は
唯
だ
生
命
・
精
紳
に
與
る
勲
に
持
て
の
み
そ
の
意
義
を
有
す
る

ε
云
ふ
考
へ
で
あ
る
。
少
く
も
こ
の
豫
想
を
倹
っ
て
始
め
て
こ
の
詐
品
は
成
立
し
得
る
、
の
で
あ

る
。
更
に
こ
れ
を
確
め
る
も
の
は
、
同
じ
く
第
剛
品
の
張
墨
。
筍
協
を
述
べ
た
「
風
範
氣
候
。
極
妙
墾

紳
。
但
取
精
解
。
遺
其
骨
法
。
若
学
期
膿
物
。
期
未
見
精
粋
。
若
取
心
象
外
。
方
心
高
験
。
可

謂
微
妙
也
Q
」
で
あ
る
。
先
づ
そ
の
書
風
や
筆
加
減
の
極
め
て
優
れ
た
る
黙
を
暴
げ
、
彼
等
が
唯
だ

物
の
精
帥
を
捕
へ
、
こ
れ
を
そ
の
筆
力
の
申
に
現
し
て
み
る
こ
と
を
述
べ
て
み
る
。
さ
う
し
て
こ

　
　
　
脹
彦
選
の
論
霊
（
一
Y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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幅
入

れ
を
観
る
岩
が
若
し
そ
の
形
膿
に
の
み
囚
は
れ
る
な
ら
ば
、
邸
ち
技
巧
の
末
に
の
み
囚
は
れ
る
な

ら
ば
、
そ
の
精
紳
を
見
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。
然
る
に
若
し
形
膿
を
離
れ
て
こ
れ
を
見
る
な
・
ら
ば
、

始
め
て
そ
の
精
気
の
秀
で
、
書
風
に
温
昧
の
あ
る
黙
を
解
す
る
で
あ
ら
う
Q
洵
に
微
妙
ε
謂
ふ
べ

き
で
あ
る
ご
云
ふ
の
で
あ
る
。
　
即
ち
蚕
は
、
形
似
に
九
々
た
ら
す
し
て
、
唯
だ
そ
の
生
命
、
精
紳
の
み

が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
形
似
は
唯
だ
生
命
の
た
め
に
の
み
存
す
る
、
と
彼
は

考
へ
て
る
た
ご
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
彼
の
説
く
所
は
、
第
二
以
下
は
唯
だ
第
一
の
た

め
に
の
み
そ
の
存
在
の
意
義
が
あ
る
、
書
の
書
た
る
所
以
の
も
の
は
唯
だ
脚
韻
生
動
の
み
で
あ
る

ご
云
ふ
こ
ご
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
叢
に
第
一
ε
第
二
以
下
ご
の
關
係
は
、
兎

に
角
關
明
せ
ら
れ
だ
。

　
氣
韻
生
動
な
る
言
葉
は
最
初
に
謝
赫
に
用
ひ
ら
れ
た
が
、
併
し
こ
の
患
想
は
既
に
早
く
顧
榿
之

が
叢
論
（
そ
れ
は
今
は
唯
だ
そ
の
一
部
分
が
歴
代
名
書
記
の
中
に
「
古
よ
り
相
学
脱
錯
」
せ
る
ま
、
を

「
未
だ
妙
本
を
得
て
勘
校
せ
す
」
し
て
牧
幸
せ
ら
れ
て
る
る
の
み
で
あ
る
。
）
に
了
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
そ
の
「
魏
替
勝
流
書
冊
」
、
「
三
目
昌
、
「
書
世
篭
出
記
」
に
見
る
ご
、
彼
は
盤
邑
は
第
一
に
生
き
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ご
云
ふ
こ
ご
を
度
々
云
っ
て
み
る
が
、
併
し
彼
は
、
か
ぐ
輩
に
康
義
の
生
命
が
－
彼
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の
所
謂
「
心
」
が
、
或
は
「
生
塵
」
が
、
あ
る
ご
云
ふ
こ
ご
だ
け
を
以
て
満
足
せ
す
、
更
に
こ
れ
が
如
何
な
る
性

質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ご
云
ふ
こ
ε
を
も
更
に
進
ん
で
蓮
べ
て
る
る
○
［
論
書
」
の
「
北

風
詩
」
の
中
に
「
美
麗
之
形
。
尺
寸
之
制
。
陰
陽
之
数
。
事
書
之
迩
。
世
所
並
貴
。
林
儀
磁
心
。
」
ご

云
っ
て
み
る
Q
技
巧
的
な
外
形
の
美
し
さ
は
俗
入
の
貴
ぶ
所
で
あ
る
が
、
併
し
帥
儀
は
こ
の
外
形

其
物
で
は
な
く
し
て
、
弦
に
現
れ
た
心
或
は
精
神
の
内
に
あ
る
ご
云
ふ
の
で
あ
る
○
即
ち
紳
儀
は

く
時
に
彼
は
「
憩
氣
」
叉
「
紳
」
或
は
「
図
嚢
し
等
の
語
も
用
ふ
る
○
凡
て
同
義
で
あ
る
Q
V
、
心
に
比
し
て
そ
の
外

延
を
縮
少
し
、
そ
の
内
包
を
頒
大
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼
が
、
そ
の
廣
義
の
心
よ
り
も
、
こ

の
狭
義
の
心
で
あ
る
紳
儀
を
よ
り
曝
し
き
も
の
、
一
層
高
き
も
の
こ
考
へ
て
る
た
こ
云
ふ
こ
ご
は
、

心
々
は
生
氣
以
外
に
、
こ
の
紳
儀
な
る
観
念
を
殊
更
に
立
て
た
こ
云
ふ
黙
よ
り
し
て
も
、
或
は
又
彼

が
老
荘
の
學
に
傾
倒
し
て
み
た
黙
か
ら
推
し
て
も
、
強
ち
想
像
に
難
く
は
な
い
で
あ
ら
う
。
然
ら

ば
淋
儀
・
淋
氣
等
は
、
果
し
て
如
何
な
る
意
昧
を
そ
の
内
容
ε
し
て
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
噌
論
書
あ
「
演
義
紳
農
」
の
項
に
「
雛
不
似
今
世
人
。
　
有
奇
骨
、
禰
兼
美
好
。
　
紳
囑
冥
芒
。
　
居
然
有
得
一

之
想
。
」
ざ
あ
る
（
「
得
ご
は
老
子
に
得
て
み
る
、
「
＝
は
叉
「
道
壱
同
士
の
意
で
あ
り
、
荘
子
の
「
太
ご
ご
比
せ

ら
れ
る
）
。
紳
は
幽
玄
の
世
界
に
凝
し
て
み
る
。
さ
う
し
て
こ
の
紳
あ
る
が
故
に
そ
れ
は
安
．
然
ざ

し
て
［
得
＝
の
機
子
を
示
し
、
而
し
て
こ
の
「
得
＝
あ
る
が
故
に
そ
れ
が
墨
壷
の
人
に
見
ら
れ
な
い
奇

　
　
　
張
彦
遠
の
論
蛍
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
ゆ

怪
な
相
貌
を
持
ち
な
が
ら
、
然
も
一
面
に
狡
義
の
美
し
さ
（
美
好
）
を
も
亦
併
せ
持
っ
て
る
る
の
で
あ

る
。
邸
ち
そ
れ
は
、
紳
が
此
書
の
統
一
濟
で
あ
り
、
そ
の
精
妙
で
あ
る
が
故
に
さ
う
で
あ
る
の
で
あ

る
。
「
居
然
爲
単
寧
之
器
。
不
濁
世
中
縄
入
也
。
し
（
同
、
東
王
公
）
は
，
こ
の
黙
を
更
に
閉
か
に
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
是
等
は
」
即
ち
彼
が
、
赫
を
一
種
幽
玄
な
、
普
通
の
精
糖
よ
り
も
一
段
高
き
も
の
ビ
見
て
み

た
こ
云
ふ
こ
ご
を
語
る
も
の
で
あ
る
◎
然
ら
ば
漸
の
如
き
紳
氣
が
、
何
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る

の
で
あ
ら
う
か
。

　
門
魏
晋
勝
流
書
下
」
及
び
「
論
書
」
に
よ
れ
ば
、
紳
勘
夙
は
蟻
壁
を
畿
凹
く
こ
ご
に
よ
っ
て
傳
へ
ら
れ
る
、
郎
ち

そ
れ
は
封
象
の
形
を
借
り
て
書
面
に
現
は
れ
以
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
帥
を
捕
ふ
る
だ
め

に
は
、
書
家
は
甥
象
に
接
し
て
，
「
絶
壁
」
を
以
て
捕
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
の
如
く
外
形
は
そ
の

精
帥
を
宿
す
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
從
っ
て
そ
の
書
の
外
形
に
寸
毫
の
早
早
で
も
あ
れ
ば
、
從
っ

て
又
そ
の
瀞
氣
も
唐
ら
養
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
彼
は
、
形
は
軍
に
精
興
の
た
め
に
の
み
存

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
形
を
外
に
し
て
は
紳
氣
の
現
れ
得
る
路
は
絶
無
に
な
積
紳
氣
は
形

其
物
で
こ
そ
な
い
が
、
併
し
唯
だ
形
を
通
じ
て
、
唯
だ
こ
れ
を
根
擦
ご
し
て
の
み
、
そ
の
顯
現
が
可
能

で
あ
る
こ
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
瀬
盤
之
が
謂
ふ
所
の
賢
母
ご
は
、
然
ら
ば
樹
象
尊
神
の
も
の
を
叢
面
に
そ
の
ま
、
に
移
殖
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し
だ
も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
叉
そ
れ
は
作
家
捨
身
の
膿
験
の
表
現
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
然

る
に
彼
も
亦
韓
非
子
や
潅
南
子
ご
相
去
る
遠
か
ら
ざ
る
模
寓
説
に
垂
球
し
て
み
た
。
「
凡
叢
入
最

難
。
次
山
水
。
次
狗
馬
。
気
軽
一
定
器
耳
。
難
成
而
易
好
。
不
待
遷
想
妙
得
也
。
此
以
巧
歴
不

能
差
潮
品
濃
。
」
（
論
書
）
。
最
も
六
ヶ
越
し
い
の
は
人
物
で
、
次
は
山
水
、
更
に
門
馬
の
類
で
あ
る
。
　
是

等
は
夫
婦
身
精
紳
を
持
っ
て
る
る
。
（
支
那
人
は
牽
く
か
ら
山
水
は
夫
自
身
精
農
を
持
っ
て
，
み
る

ご
考
へ
て
る
た
。
）
從
っ
て
叢
家
は
深
く
そ
の
精
紳
の
内
に
這
入
っ
て
、
こ
れ
を
捕
へ
、
而
し
て
こ
れ

を
獣
邑
而
［
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
師
ち
覚
つ
庭
に
瀞
遷
霜
心
逸
得
」
が
な
け
れ
ば
な
・
ら
な
い
Q
然
る

に
豪
樹
は
州
定
器
に
過
ぎ
7
3
ひ
い
○
そ
れ
は
何
等
の
生
命
を
も
有
し
な
い
。
從
っ
て
同
塵
想
妙
得
あ

藏
に
介
在
す
る
除
地
は
な
い
。
唯
だ
そ
れ
は
形
を
如
何
に
書
く
か
ご
云
ふ
技
法
上
の
黙
に
問
題

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
れ
に
書
の
品
等
を
附
す
る
こ
ご
は
出
血
な
い
Q
帥
ち
彼
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
が
く
夫
良
身
に
精
帥
を
有
し
な
い
も
の
、
書
は
、
書
面
に
そ
れ
の
精
紳
の
現
れ
得

る
仁
君
も
な
い
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
書
こ
し
て
、
そ
の
晶
第
を
附
す
る
こ
ご
も
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

端
的
に
云
へ
ば
、
そ
れ
は
叢
ご
さ
へ
総
し
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
彼
は
明
か
に
素

朴
な
模
寓
説
で
は
あ
る
が
、
併
し
こ
の
彼
が
模
寓
説
納
な
考
に
は
、
こ
れ
を
な
す
も
の
は
少
く
も
作

家
で
あ
る
、
即
ち
作
家
自
身
が
心
象
の
内
に
潜
入
し
て
、
こ
の
謝
象
の
有
す
る
生
命
を
捕
へ
る
の
で

　
　
　
張
彦
還
の
論
遵
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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あ
る
ε
云
ふ
こ
ご
が
、
即
ち
認
る
程
度
に
作
家
の
・
藝
術
的
膿
験
が
、
考
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
ρ

機
械
的
な
模
爲
説
ご
同
一
視
す
る
こ
マ
」
・
は
幾
來
な
い
で
あ
ら
う
。
斯
の
如
く
彼
は
作
家
の
禮
験

を
或
る
程
皮
に
認
め
て
み
る
が
故
に
、
こ
の
こ
こ
か
ら
、
臆
て
マ
ハ
他
面
に
於
て
、
同
じ
生
命
の
中
に
も

高
下
の
差
の
あ
る
こ
ご
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
何
こ
な
れ
ば
作
家
は
醤
象
の
内
に

没
入
し
て
其
生
命
を
捕
へ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
從
っ
て
こ
の
生
命
が
、
直
ち
に
藝
術
家
の
、
更
に

廣
く
は
一
こ
入
間
の
、
入
絡
に
如
何
な
る
程
度
に
肯
定
せ
ら
れ
る
か
ビ
云
ふ
こ
ご
が
、
蕪
に
必
然
に

問
題
こ
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
師
ち
叢
に
償
値
上
の
差
が
認
め
ら
れ
得
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
　
卸
ち
彼
が
、
同
じ
生
命
の
内
に
も
、
高
下
の
差
の
あ
る
こ
ご
を
、
心
或
は
生
氣
ご
融

雪
は
前
脚
ご
の
別
の
あ
る
こ
ご
を
、
認
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
元
所
以
の
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
顧
燈
之
を
縫
い
だ
も
の
は
宗
柄
で
あ
っ
た
（
「
豊
山
水
畔
」
i
歴
代
名
書
記
牧
録
）
。
彼
は
膚
然
の
山

水
が
霊
を
待
っ
て
る
る
も
の
で
あ
っ
て
、
而
し
て
こ
れ
は
「
有
を
質
ε
し
て
暁
れ
る
も
の
で
あ
る
一

～
形
態
を
怪
事
こ
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
ご
先
づ
説
い
て
み
る
○
維
書
は
然
る
に
「
象
を
書
ぐ

し
色
を
布
き
、
弦
に
雲
嶺
を
構
」
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
直
ち
に
融
其
物
を
寓
す
ご
ご
は
出
粥

憎
い
。
然
も
紳
は
本
鋒
端
な
き
も
の
、
即
ち
形
な
き
も
の
、
例
へ
ば
無
極
こ
も
下
せ
ら
る
べ
き
も
の
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で
め
る
か
ら
し
て
、
猶
更
さ
う
で
あ
る
。
併
し
帥
は
凡
て
の
形
の
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ

て
こ
の
形
を
妙
寓
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
こ
の
紳
を
盤
す
こ
ε
が
雷
來
な
け
れ
ば
な
■
ら
な
い
。
「
叉

騨
本
じ
端
。
下
形
戚
類
Q
筆
入
影
遊
。
誠
能
妙
寓
。
韓
土
盤
面
。
」
で
あ
る
。

　
併
し
吾
々
に
は
醤
象
を
そ
の
ま
、
寓
す
こ
ご
は
出
來
な
い
。
箆
岩
は
大
で
あ
る
が
、
吾
々
の
瞳

子
は
小
で
あ
る
Q
從
っ
て
吾
々
は
山
を
隔
て
る
こ
ご
数
里
に
し
て
、
始
め
て
こ
れ
を
「
寸
眸
の
内
に

團
む
」
こ
ε
が
出
寄
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
『
上
歯
三
寸
は
千
偶
の
高
き
に
當
り
、
横
塁
数
尺
は
百

里
の
遍
を
禮
」
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
こ
れ
に
附
加
し
て
、
併
し
精
紳
は
飽
唖
迄
も
形
を
根
擦
こ

し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
形
の
墾
化
は
又
直
ち
に
憩
の
墾
化
を
件
は
ざ
る
を
得

な
い
、
從
っ
て
或
る
謝
象
の
精
騨
を
寓
す
た
め
に
は
、
そ
の
外
形
に
［
似
」
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ご

云
ふ
、
こ
の
「
似
を
云
ふ
こ
ビ
が
窪
く
可
ら
ざ
る
要
件
を
な
す
の
で
あ
る
こ
し
て
み
る
。
叢
に
必
然

に
藝
術
家
の
観
照
が
あ
る
。
　
而
し
て
「
形
を
以
て
形
を
寓
し
、
色
を
以
て
色
を
賜
る
あ
で
あ
る
か
ら

し
て
、
そ
れ
は
純
粋
に
見
る
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
純
粋
な
親
畳
の
活
動
が
重
て
藝
術
的

活
動
こ
な
る
の
で
あ
る
○
骨
盤
之
の
所
謂
遷
想
妙
得
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
目
に

癒
じ
心
に
會
」
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
撃
っ
て
か
く
し
て
得
ら
れ
た
る
蚕
に

よ
っ
て
、
吾
々
は
又
「
鷹
目
野
心
」
し
「
癒
會
戚
紳
。
　
紳
超
理
得
。
レ
を
得
．
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
張
彦
蓮
の
論
叢
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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以
上
の
如
く
彼
は
、
外
形
ご
精
瀞
ビ
の
關
係
を
關
話
し
、
而
し
て
此
外
形
を
「
槻
」
る
を
に
よ
っ
て
、
其

精
帥
を
凹
く
芝
を
二
塁
の
雪
気
た
る
所
以
の
も
の
ざ
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
此
黙
彼
は
顧
燈
之

の
所
説
を
一
貫
明
噺
に
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
而
し
て
更
に
彼
が
外
形
の
墾
更
を
許
し
た
瓢
は
、
顧

榿
之
を
「
歩
武
め
て
、
明
か
に
作
家
の
二
物
へ
其
目
を
向
け
か
け
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
眞
に

自
ら
之
を
解
し
て
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
○
そ
れ
で
彼
が
蕉
に
槻
る
ビ
云
っ
て
み
る
乙
も
、
そ
れ

は
作
家
自
身
の
創
造
で
あ
り
、
構
成
で
あ
る
ご
云
ふ
意
味
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は
矢
張
り
鏡
が
物

を
寓
す
や
う
に
二
黒
の
精
脚
を
見
て
、
而
し
て
こ
れ
を
思
者
に
寓
す
ご
い
ふ
謂
で
あ
る
の
で
あ
る
。

彼
も
亦
模
配
信
を
脱
却
し
た
と
せ
ら
れ
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。
併
し
彼
が
観
照
を
以
て
鋼
象
の

脚
に
遜
じ
、
こ
の
璽
を
補
へ
る
こ
ご
が
雲
叢
成
立
の
核
心
で
あ
る
こ
せ
る
黙
は
、
正
さ
し
く
氣
韻
生

動
の
外
郭
を
説
い
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
彼
が
、
書
か
る
べ
き
読
響
の
精
紳
を
以
て
、

狡
義
の
精
榊
，
即
ち
高
雅
幽
玄
な
る
精
紳
で
あ
る
こ
ご
を
既
定
の
事
實
ご
し
て
議
論
を
進
め
て
み

る
黙
は
、
郎
ち
霊
を
書
く
べ
き
こ
ご
を
主
張
し
て
み
る
瓢
は
、
こ
の
氣
韻
生
動
が
如
何
な
る
性
質
の

も
の
で
あ
る
か
を
、
即
ち
氣
韻
生
動
の
内
容
を
、
早
く
も
吾
々
に
説
き
明
す
も
の
で
あ
ら
う
。

王
難
は
宗
柄
ご
残
年
を
同
じ
く
せ
る
そ
の
後
輩
で
あ
る
。
彼
が
「
罫
書
」
も
亦
歴
代
名
霊
記
に
「
其



1st．

略
日
」
こ
し
て
録
せ
ら
れ
て
る
る
だ
け
で
あ
る
。

　
王
微
は
宗
柄
の
徒
で
あ
る
。
彼
も
亦
最
初
よ
り
書
は
高
雅
幽
玄
な
る
野
物
の
騰
馬
、
郎
ち
露
を

書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
し
て
こ
れ
を
易
の
象
ご
比
較
し
、
書
は
淋
明
の
徳
に
通
じ
、
毒
物
の
情

に
類
す
ご
し
て
み
る
Q
然
る
に
彼
は
、
盤
は
動
を
以
て
現
れ
る
ご
云
っ
て
み
る
。
然
る
に
露
が
あ

る
ご
は
、
生
命
が
あ
る
こ
ご
で
あ
る
か
ら
し
て
こ
れ
に
動
を
附
加
す
る
こ
ご
は
N
種
蛇
足
の
戴
が

な
い
で
も
な
い
。
何
ε
な
れ
ば
生
命
は
、
必
ず
廣
義
の
「
動
」
を
豫
慨
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し

叉
こ
れ
を
他
面
よ
り
見
れ
ば
、
生
命
が
霊
の
核
心
で
あ
る
場
上
、
こ
れ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
殊
更
に

「
動
』
ご
云
ひ
、
或
は
「
横
墾
継
化
、
故
に
動
生
す
」
ご
云
ふ
も
，
甚
だ
理
あ
る
こ
ご
で
あ
ら
う
。
詩
型
が
四
韻

に
「
生
動
」
を
附
加
す
る
の
も
、
こ
の
黙
に
そ
の
根
擦
を
有
し
、
叢
に
そ
の
端
を
罪
し
て
み
る
こ
せ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
Q

　
彼
も
亦
「
盤
の
見
る
、
所
な
し
、
故
に
託
す
る
所
動
か
す
」
ご
云
ふ
言
葉
に
よ
っ
て
、
露
が
一
切
の
物

象
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
々
裏
に
認
め
て
み
る
。
恐
ら
く
黒
駒
器
物
の
類
で
あ
ら

う
。
即
ち
彼
も
亦
霊
を
物
象
其
物
の
精
紳
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
彼
は
云
っ
て
み
る
。
書

は
生
動
す
る
露
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
．
併
し
入
間
の
目
は
そ
の
及
ぶ
所
に
限
り
が
あ
る
。

故
に
見
る
所
は
そ
の
一
切
に
行
き
渡
る
こ
ご
が
掛
簾
な
い
。
是
に
曾
て
一
管
の
筆
を
以
て
太
虚

　
　
　
張
彦
蓮
の
論
鍵
（
「
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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の
禮
に
擬
す
る
所
以
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
見
る
こ
ご
の
出
來
る
部

分
だ
け
を
、
或
は
見
得
る
も
の
、
内
で
そ
の
「
部
分
だ
け
を
取
っ
て
、
然
も
そ
の
樹
象
の
全
精
帥
を

叢
に
象
徴
せ
ん
ざ
欲
す
る
こ
ε
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
一
種
の
除
韻
の
可
能
を
、
換
言
す
れ
ば

絵
叢
の
上
に
作
家
の
想
像
力
を
許
し
π
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
宗
嫡
を
～
歩
進

め
て
、
物
象
其
物
の
霊
の
み
が
唯
一
の
絡
書
の
謝
象
で
は
な
い
こ
ご
從
っ
て
彼
が
作
家
の
藝
術
的

禮
験
に
謝
す
る
反
省
の
、
春
意
の
論
書
家
に
比
し
て
、
一
層
著
し
く
な
っ
た
こ
ご
を
語
る
ご
共
に
、
叉

そ
れ
は
崩
壊
へ
の
路
を
辿
れ
る
模
虚
説
へ
の
挽
歌
こ
も
幕
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
か
く

て
こ
そ
始
め
て
、
一
管
の
筆
を
以
て
太
虚
の
膿
に
擬
し
得
る
所
以
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
氣
韻
生
動
は
謝
赫
に
よ
っ
て
始
め
て
唱
え
ら
れ
た
言
葉
で
は
あ
っ
た
が
、
併
し
そ
れ
は
、
上
來
述

べ
來
つ
た
や
う
に
、
既
に
彼
の
先
行
者
達
に
よ
っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
こ

れ
に
關
し
て
、
彼
は
他
に
何
等
か
の
功
績
を
遺
し
て
i
一
こ
れ
に
何
等
か
新
し
き
風
性
を
附
加
し

て
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
先
づ
彼
が
功
績
こ
し
て
第
一
に
暴
げ
ら
る
べ
き
こ
ご
は
、
こ
の
傅
來
の
思
想
に
、
彼
が
始
め
て
的

確
に
表
現
を
與
へ
た
こ
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
こ
ご
は
、
又
こ
の
思
想
に
彼
が
如
何
に
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明
瞭
に
意
識
的
で
あ
っ
た
か
ご
云
ふ
こ
ご
を
示
す
も
の
「
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
総
…
書
の

理
想
或
は
規
範
が
、
彼
に
よ
っ
て
始
め
て
設
定
さ
れ
だ
こ
云
っ
て
も
い
、
こ
ご
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
彼
は
明
晰
に
絡
書
の
理
想
を
設
定
し
た
が
た
め
に
、
二
っ
て
又
彼
は
、
焼
範
其
物
の
要
求
に
よ

り
、
こ
の
規
範
か
ら
作
品
の
上
下
優
劣
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
古
書

尊
属
」
の
述
作
で
あ
る
。
　
彼
が
こ
の
著
述
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
そ
の
後
法
に
は
鞠
突
吾
の
垂
目
品
」
、
鐘
蝶

の
「
詩
口
鯉
等
が
現
れ
て
み
る
。

　
受
認
生
動
の
宇
宙
は
既
に
述
べ
た
が
、
然
ら
ば
謝
赫
は
こ
れ
を
最
も
廣
義
に
取
っ
て
、
こ
れ
を
軍

に
生
命
ご
同
義
語
ご
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
然
る
に
彼
以
前
の
韻
の
熟
字
は
、
凡
て
其
人
物
の
穂

讃
す
べ
き
人
絡
的
生
命
の
現
れ
を
指
し
て
み
る
Q
否
寧
ろ
更
に
一
歩
を
逃
め
て
、
こ
れ
を
そ
の
繕

讃
す
べ
き
内
で
も
、
特
に
高
雅
ご
名
づ
け
ら
る
べ
き
管
腔
を
指
し
て
み
る
こ
も
限
定
す
る
こ
ご
が

鵠
來
る
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
謝
赫
が
、
高
雅
な
る
生
命
を
指
す
だ
め
に
こ
そ
、
特
に
こ
の
贋
用
に
よ

る
韻
の
新
し
き
熟
宇
、
氣
韻
な
る
語
を
撰
ん
だ
ご
も
解
し
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

加
之
顧
榿
蛍
手
來
の
傳
統
も
1
高
雅
幽
立
な
る
精
帥
を
十
干
の
核
心
こ
す
る
傳
統
も
、
亦
こ
の
推

定
を
根
曳
づ
け
る
も
の
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
謝
赫
は
傳
統
よ
り
足
一
歩
も
出
で
な
か
つ
だ
こ

す
る
こ
ご
が
最
も
穏
當
で
あ
ら
う
。
既
に
謝
配
賦
ら
も
、
始
め
て
六
法
を
整
へ
な
が
ら
、
然
も
こ
の

　
　
　
張
彦
蓮
の
論
盤
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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六
法
を
以
て
彼
自
ら
の
創
始
こ
せ
す
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
み
た
も
の
ざ
し
て
、
突
然
じ
「
叢
に
六
法

あ
り
ご
雛
も
、
能
く
盤
該
す
る
は
罪
な
り
。
而
し
て
古
よ
り
今
に
及
び
、
各
一
節
を
善
く
す
。
六
法

ご
は
何
ぞ
。
」
云
々
ご
云
っ
て
み
る
。
師
ち
そ
れ
は
、
古
く
か
ら
書
に
六
法
の
あ
る
こ
ご
を
、
彼
自
ら

承
認
し
、
自
己
を
以
て
傳
統
の
胎
生
者
こ
し
て
み
る
こ
ご
に
外
な
ら
な
い
。
三
っ
て
彼
が
六
法
を

畢
げ
た
“
け
で
、
殊
夏
に
こ
れ
に
説
明
を
加
へ
な
か
っ
た
の
も
、
六
法
が
右
き
傳
統
で
触
般
周
知
の

こ
ビ
で
あ
る
ご
考
へ
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
う
で
あ
っ
た
ご
見
る
こ
ざ
も
亦
許
さ
れ
得
る
こ
ご
で
あ
ら

う
。
師
ち
彼
の
氣
韻
生
動
は
傳
統
の
ま
、
に
解
せ
ら
れ
る
こ
ご
が
最
も
稔
當
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
彼
は
こ
の
氣
韻
生
動
を
如
何
な
る
封
象
に
適
用
し
た
で
あ
ら
う
か
。
顧
燈
之
は
そ
の
紳

或
は
三
門
を
人
物
の
み
に
適
用
し
て
み
る
。
謝
赫
も
亦
こ
れ
に
從
っ
て
、
そ
れ
を
入
物
に
は
適
用

し
て
み
る
。
何
こ
な
れ
ば
、
彼
の
下
野
に
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
人
物
書
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
三
時
の
書
家
は
ま
た
皆
人
物
控
家
で
あ
っ
た
も
但
だ
彼
は
腔
韻
・
声
韻
・
五
韻
等
の
語
を
以
て
こ
れ

を
評
し
て
み
る
が
、
併
し
是
等
の
語
は
氣
韻
ご
恐
ら
く
同
義
語
で
あ
ら
う
。
假
倉
是
等
が
氣
韻
に

比
し
て
、
そ
の
文
字
唐
身
の
持
っ
て
る
る
特
殊
な
意
味
か
ら
推
し
て
、
多
少
を
の
内
容
に
限
定
せ
ら

れ
る
所
が
あ
る
ご
し
て
も
、
少
く
も
夫
等
は
氣
韻
の
内
に
包
括
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
Q
次
に

人
物
以
外
に
も
彼
は
こ
れ
を
適
用
し
た
で
あ
ら
う
か
。
珍
ら
し
き
山
入
叢
家
宗
嫡
・
王
微
は
、
山
水
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に
盤
を
説
い
た
。
然
る
に
謝
赫
も
亦
こ
の
時
代
を
抜
い
た
二
人
の
天
才
家
に
そ
の
ま
、
魔
っ
て

み
る
の
で
あ
る
。
　
帥
ち
「
柄
明
於
六
法
。
　
迄
無
適
善
。
」
ご
云
っ
て
、
宗
嫡
の
山
水
が
六
法
を
具
へ
て

る
る
こ
ご
を
、
郎
ち
そ
れ
に
氣
韻
生
動
の
あ
る
こ
ご
を
述
べ
て
み
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て

彼
が
人
物
書
ε
山
水
蜜
ご
に
氣
韻
生
動
を
適
用
し
た
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。

　
人
物
山
水
以
外
は
、
然
ら
ば
ざ
う
で
あ
ら
う
か
。
丁
光
の
項
に
彼
は
「
錐
撹
名
取
雀
。
而
筆
跡
輕

臓
。
非
不
精
謹
。
乏
於
生
氣
。
」
ご
云
っ
て
み
る
◎
若
し
こ
の
生
氣
が
氣
韻
ビ
同
義
に
解
せ
ら
れ

る
な
ら
ば
、
彼
は
動
物
書
に
も
こ
れ
を
適
用
し
た
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
先
づ
彼
が
氣
に
韻
以

外
の
字
を
結
合
せ
し
め
た
例
を
継
ぐ
れ
ば
、
人
物
書
家
衛
協
の
項
に
「
堆
氣
」
が
あ
る
。
併
し
そ
れ
は

「
六
法
戦
中
。
　
遣
爲
兼
善
。
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
細
意
ご
同
様
の
意
味
で
あ
る
こ
ε
が
知
ら
れ
る
。

然
る
に
こ
の
生
氣
に
は
、
斯
の
如
き
身
魂
を
下
す
べ
き
根
振
が
そ
の
丁
光
の
項
に
は
見
患
さ
れ
な

い
。
況
し
て
そ
れ
は
入
物
で
な
く
し
て
蝉
雀
の
叢
で
あ
る
。

　
動
物
書
に
氣
韻
の
認
め
ら
れ
た
例
が
彼
以
前
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。
顧
榿
之
は
『
論
書
」
の
「
三
馬
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
項
に
「
公
魚
天
斎
。
等
号
明
輝
碧
羅
察
。
於
馬
勢
盤
善
也
。
〕
ご
云
っ
て
み
る
。
古
く
か
ら
善
及

悪
は
美
及
醜
ご
同
義
に
用
ひ
ら
れ
て
る
る
。
叉
掌
る
場
合
に
は
、
美
の
一
層
完
成
な
る
も
の
を
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
せ
ら
れ
て
る
る
。
「
論
語
」
の
「
八
僑
」
の
「
子
講
諮
。
誰
美
実
Q
盤
善
也
○
導
燈
。
盤
美
実
σ
未
監
善

　
　
　
張
彦
蓮
の
論
澄
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
二
九
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’

　
　
　
哲
學
研
究
第
百
五
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇

也
。
」
の
善
は
即
ち
後
者
の
意
味
の
善
で
あ
る
。
而
し
て
呼
集
之
の
用
ひ
た
善
も
亦
こ
の
意
昧
で

あ
る
。
そ
れ
は
前
後
の
潮
騒
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
が
．
更
に
彼
が
「
，
列
士
」
の
項
に
「
有
骨
卓
然
繭
生
。

恨
意
列
不
似
英
賢
之
慨
。
玉
葉
古
入
。
未
之
見
仏
。
早
事
王
気
謝
荊
蟹
。
傾
覆
大
蘭
。
凡
此
類
。

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

錐
美
而
不
識
善
也
3
ご
云
っ
て
、
善
を
美
の
一
履
高
き
も
の
こ
し
て
こ
の
罪
な
る
文
字
を
用
ひ
て

み
る
膀
か
ら
も
爾
く
推
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
Q

　
か
く
善
が
美
の
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
こ
す
る
な
ら
ば
、
然
ら
ば
顧
榿
之
は
、
こ
れ
を
同
じ
く
よ

b
高
き
美
で
あ
る
所
の
聯
に
代
へ
て
も
差
し
支
へ
な
い
や
う
で
あ
る
が
，
併
し
紳
に
は
更
に
こ
の

上
に
高
雅
幽
翠
ビ
云
ふ
内
容
が
附
加
せ
ら
れ
て
る
る
。
然
ら
ば
彼
の
模
寓
説
の
立
場
か
ら
し
て
、

こ
の
神
を
以
て
卵
塔
に
適
用
す
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
ら
う
」
何
ご
な
れ
ば
動
物
に
、
人
間
的
で
あ

る
所
の
高
雅
幽
玄
な
る
卓
筆
は
，
求
め
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
立
ち
顧
慌
之
が
紳
を
人
物
に

限
っ
た
こ
ご
、
少
く
も
動
物
に
適
用
し
な
か
っ
た
こ
ご
は
甚
だ
明
か
で
あ
ら
う
○

　
氣
韻
生
動
の
内
容
に
於
て
全
然
傳
統
に
随
っ
て
み
る
謝
赫
が
、
唯
だ
そ
れ
の
適
用
の
範
團
に
於

て
の
み
、
彼
自
身
の
猫
創
を
持
っ
て
み
や
う
ご
は
甚
だ
信
じ
難
い
こ
ε
で
あ
る
。
否
寧
ろ
彼
は
始

め
よ
り
六
法
に
於
て
傅
統
の
繊
承
者
を
以
て
自
ら
を
任
じ
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
丁
光

の
場
合
の
生
氣
を
軍
な
る
生
．
命
ε
解
し
て
、
こ
れ
を
氣
韻
よ
り
徐
外
し
、
依
然
と
し
て
彼
が
氣
韻
蛋
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動
を
以
て
、
人
物
ご
山
水
ご
だ
け
に
限
定
し
て
み
た
ご
解
す
る
こ
ご
が
最
も
稔
當
で
あ
ら
う
ご
考

へ
ら
れ
る
。
帥
ち
彼
に
於
て
も
亦
先
行
の
人
々
ε
同
標
に
、
主
題
に
よ
っ
て
そ
の
書
が
氣
韻
を
現

し
得
べ
き
か
否
か
始
め
か
ら
三
っ
て
る
だ
の
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
壷
謝
器
物
或
は
動
物
の
書
の

如
き
は
、
氣
韻
の
表
現
が
出
來
な
い
こ
ε
は
既
定
の
事
實
で
あ
る
の
で
あ
ヴ
黛
、
唯
だ
人
物
山
水
に

の
み
藩
政
生
動
が
め
り
得
る
の
で
あ
る
。
蕪
に
彼
が
、
依
然
ご
し
て
模
寓
説
の
立
場
を
離
れ
得
な

か
っ
た
こ
ご
も
、
亦
看
取
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。

　
次
に
然
ら
ば
心
血
ご
生
命
ご
・
は
、
謝
赫
に
於
て
如
何
な
る
關
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
Q
謝

赫
が
生
命
あ
る
書
を
、
こ
の
生
命
あ
る
が
故
に
．
書
ご
し
て
許
し
た
ご
云
ふ
こ
ご
は
．
露
光
の
項
に
述

べ
て
み
る
所
か
ら
、
直
ち
に
承
認
せ
ら
れ
る
こ
ε
で
あ
ら
う
。
然
る
に
生
命
は
、
既
に
述
べ
た
や
う

に
、
氣
韻
ご
相
掩
ふ
も
の
で
は
な
い
。
然
ら
ば
結
論
ご
し
て
は
、
謝
赫
は
氣
韻
生
動
を
以
て
、
生
命
の

内
で
も
、
よ
り
願
は
し
き
も
の
、
最
も
高
き
理
想
的
な
も
の
こ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
鉄
く
も
の

は
書
ビ
辮
す
る
こ
ご
が
出
立
な
い
こ
し
た
の
で
は
な
い
ご
云
ふ
こ
ご
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
書
に
六
法
あ
り
ご
難
も
、
能
く
盤
該
す
る
は
牢
な
り
。
而
し
て
古
よ

　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
り

り
今
に
及
び
、
各
「
飾
を
善
く
す
Q
」
こ
し
て
、
彼
は
一
節
を
善
く
す
る
も
の
を
、
郎
ち
氣
韻
そ
の
他
は

歓
い
で
も
兎
に
角
生
命
あ
る
も
の
を
、
書
こ
し
て
許
し
ご
れ
を
詐
直
し
た
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て

　
　
　
張
彦
蓮
の
論
霊
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
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三
二

彼
の
云
ふ
六
法
ご
は
、
特
定
の
捨
象
を
主
題
こ
せ
る
も
の
に
、
最
も
蕩
き
絡
書
的
理
想
を
與
へ
ん
が

た
め
の
法
則
で
あ
う
、
是
等
を
品
評
せ
ん
が
た
め
の
規
準
で
あ
る
こ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
謝
赫
は
、
雲
霞
生
動
の
如
何
な
る
瓢
に
於
て
も
、
先
行
の
二
丁
か
ら
、
足
一
歩

も
出
つ
る
こ
ε
は
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
Q

　
以
上
は
謝
赫
に
至
る
ま
で
の
氣
韻
生
動
論
の
大
様
で
あ
る
。
然
る
に
彼
等
よ
り
張
彦
遠
に
至

る
ま
で
の
途
上
に
於
て
、
一
種
中
間
的
な
地
位
を
占
め
る
も
の
ビ
し
て
、
更
に
叢
紅
陳
の
娩
最
績
書

品
〉
が
暴
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
の
綾
叢
品
の
序
の
勢
頭
に
「
夫
丹
青
妙
極
。
未
易

言
禮
。
錐
質
浩
古
意
。
誓
文
墾
今
情
。
立
撃
象
於
胸
懐
。
傳
千
濯
雷
雲
翰
。
四
九
舎
営
上
。
備

表
仙
露
。
四
門
之
塘
○
廣
圖
賢
聖
○
」
云
々
ご
云
っ
て
み
る
Q

　
彼
の
氣
韻
生
動
論
に
關
聯
あ
る
文
章
は
、
唯
だ
右
に
撃
げ
た
簡
軍
な
～
小
部
分
だ
け
で
あ
る
。

籐
り
に
簡
軍
に
し
て
、
然
も
全
文
勝
麗
の
盤
を
用
ひ
た
る
が
た
め
に
、
意
旨
の
存
す
る
所
一
層
瞬
昧

t
し
て
、
そ
の
意
を
捕
捉
す
る
こ
ε
が
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
併
し
彼
が
眼
前
に
存
し
な
い
封
象
を

絡
書
の
鋼
象
ご
「
し
て
認
め
だ
こ
ε
だ
け
は
弦
に
明
か
に
知
ら
れ
る
○
そ
れ
は
郎
ち
彼
が
明
か
に

想
像
力
を
製
作
に
認
め
た
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
維
叢
が
物
象
の



下
歯
で
な
い
こ
ε
を
彼
が
断
定
し
た
こ
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
唯
だ
併
し
、
か
（
し
て
彼
に

よ
っ
て
模
概
説
が
破
ら
れ
た
こ
は
云
へ
、
そ
の
程
度
乃
至
そ
の
内
容
は
、
吾
々
に
は
全
｛
然
不
明
で
あ

る
。
併
し
吾
々
は
彼
に
即
す
る
探
究
は
唯
だ
こ
れ
だ
け
に
止
め
て
、
直
ち
に
目
的
ビ
せ
る
張
彦
遠

に
這
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
未
完
）

ユ89

張
彦
慧
り
論
澄
（
一
）

三
三


