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書
物
の
序
文
は
､
古
-
は
そ
の
本
の
末
尾
に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

右
の

一
事
は
､
中
国
の
古
典
文
献
を
取
り
扱
う
者
な
ら
誰
で
も
知

っ
て
い
る
初
歩
的
常
識
で
あ
る
｡
初
歩
的
常
識
で
あ
る
が
ゆ
え
に
'
古
典

の
入
門
講
義
で
は
必
ず
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
し
､
ま
た
文
献
学
の
概
説
書
の
類
で
も
大
概
は
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
あ
る
｡

そ
ん
な
わ
か
り
き

っ
た
こ
と
を
今
更
の
ご
と
く
云
々
す
る
の
は
面
映
い
次
第
な
の
で
あ
る
が
'
た
だ
私
に
は
､
右
の
常
識
に
つ
い
て
い
さ
さ

か
気
掛
り
な
鮎
が
残
る
の
で
あ
る
｡
と
い
っ
て
も
､
常
識
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
｡
常
識
は
も
と
よ
り

誤

っ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
ま
た
､
絶
封
に
正
し
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
こ
の
常
識
に
言
及
す
る
際
に
は
､
大
抵
は
冒
頭

に
掲
げ
た

l
文
の
ご
と
き
言
い
回
し
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
か
よ
う
な
も
の
の
言
い
方
は
必
ず
し
も
十
全
に
正
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い

3■-

か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
表
現
の
正
確
さ
周
到
さ
の
映
如
が
､
初
学
者
に
'
あ
る
い
は
尊
家
に
封
し
て
さ
え
も
､
い
-
ば
-
か
の
誤
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解
を
輿
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
こ
れ
が
さ
き
に
述
べ
た
私
の
気
掛
り
な
の
で
あ
る
｡

.J

不
正
確
さ
と
い
う
の
は
､
具
牒
的
に
は
次
の
二
鮎
で
あ
る
.
ま
ず
第

一
鮎
は
､
｢古
-
は
｣
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
は
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て

乃

い
て
'
い
つ
の
こ
ろ
を
指
す
の
か
が
暖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
序
文
が
書
物
の
末
尾
に
置
か
れ
る
の
は
は
ば
漢
代
に
限
ら
れ
る
｡
六

朝
期
以
後
は
､
序
文
は
通
常
､
書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る

(後
世
で
も
序
文
に
相
富
す
る
文
章
が
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
｡
い
わ
ゆ

る

｢後
序
｣
で
あ
る
が
､
た
だ
し
こ
れ
は
､
｢後
｣
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､
あ
る
い
は

｢蚊
｣
｢書
後
｣
と
も
解
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ

ぅ
に
､
序
が
巻
頭
に
置
か
れ
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
か
ら
起
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
､
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
序
文
の
位
置
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
)｡

第
二
に
､
｢序
文
｣
と
い
う
汎
稀
的
表
現
も
､
厳
密
に
い
え
ば
'
正
確
さ
を
快
く
｡
よ
り
正
確
に
は
'
｢自
序
｣
(こ
の
語
自
鰭
も
､
後
述
の
ご
と
く
､

重
層
的
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
'
自
ら
の
著
述
･
編
著
に
つ
い
て
撰
者
自
身
が
そ
の
自
著
の
由
来
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
も
の
の

意
味
で
用
い
る
)
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
六
朝
期
以
降
は
も
と
よ
り
､
漢
代
に
お
い
て
も
､
他
者
の
著
し
た
序
文

(注
樺
書
を
含
む
)
は

書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

以
上
要
す
る
に
､
序
文
が
書
物
の
末
尾
に
置
か
れ
る
の
は
､
基
本
的
に
は
漢
代
に
お
け
る
自
序
に
限

っ
て
の
話
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ

れ
を
'
冒
頭
の
文
の
よ
う
に

｢書
物
の
序
文
は
､
古
-
は
そ
の
本
の
末
尾
に
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
｣
な
ど
と

一
般
化
し
て
言

っ
て
し
ま

う
と
､
誤
解
を
招
-
慣
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
'
と
い
う
の
が
私
の
気
に
し
て
い
る
鮎
な
の
で
あ
る
｡

も

っ
と
も
こ
れ
は
､
恐
ら
-
は
私
の
こ
と
さ
ら
な
る
揚
足
取
り
な
の
で
あ

っ
て
､
冒
頭
の

一
文
の
著
者
を
は
じ
め
､
大
方
の
撃
人
は
右
の
事

情
を
先
刻
承
知
の
上
で

一
般
的
な
物
言
い
を
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
に
違
い
な
い
｡
と
-
に
第

一
鮎
は
､
賓
例
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
書
が
ほ
と
ん

ど
漢
代
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
､
賞
質
的
に
は
漢
代
で
は
と
言

っ
て
い
る
に
等
し
い
｡
た
と
え
ば
､
あ
る

『論
文
』
の
概

説
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

序
文
が
後
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
'
司
馬
遷
の

『史
記
』
､
班
固
の

『漢
書
』
､
楊
雄
の

『法
言
』
な
ど
､
昔
の
著
述
の
髄
裁
で
す
｡
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､J-1l

-
-
序
だ
と
思

っ
て
前
を
見
て
は
い
け
な
い
｡
説
文
の
序
は
第
十
五
篇
冒
､

つ
ま
り

一
番
お
し
ま
い
に
つ
い
て
い
ま
す
｡

こ
の
肇
言
者
が
'
序
文
が
後
に
つ
い
て
い
る
書
物
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
が
漢
代
の
講
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
た
だ
､
ま

た
し
て
も
こ
と
さ
ら
に
言
挙
げ
す
る
よ
う
で
心
苦
し
い
が
'
｢昔
の
著
述
の
鱒
裁
｣
と
い
う
言
い
方
は
､
虚
心
に
讃
め
ば
､
漢
よ
り
以
前
の
上
代

か
ら
そ
う
い
う
牒
裁

･
形
式
に
な
っ
て
い
て
､
漢
代
の
書
も
そ
れ
に
倣

っ
た
､
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
少
な
-
と
も
文
面
上
は
漢
代

に
限
定
し
て
い
る
と
は
と
れ
な
い
｡
と
す
れ
ば
古
代

一
般
の
こ
と
と
受
け
取
る
讃
者
が
い
て
も
お
か
し
-
は
な
い
し
､
害
際
､
私
の
経
験
に
卸

し
て
い
え
ば
､
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
し
て
い
る
学
生
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
｡

第
二
鮎
に
つ
い
て
も
､
同
様
に
､
い
や
恐
ら
-
は
第

一
鮎
に
も
増
し
て
､
誤
解
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
｡
ま
た
'
序

文

一
般
の
こ
と
で
は
な
く
､
自
序
に
限
定
さ
れ
る
と
正
し
-
理
解
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
､
誤

っ
て
自
序
な
ら
何
で
も
全
て
末
尾
に
あ

っ
た
と

考
え
て
い
た
り
す
る
｡
た
と
え
ば
､
戸
川
芳
郎
氏
は
そ
の

『准
南
子
』
邦
葦
に
お
い
て
､

高
誘
の

『准
南
子
』
の
注
解
は

｢
〔准
南
〕
鴻
烈
解
｣
と
科
し
､
そ
の
序
文
が
宋
本

･
遺
戒
本
と
も
巻
首
に
冠
し
て
あ
る
｡
漢
代
の
慣
裁
と

(=･1)

し
て
､
自
序
は
巻
篇
の
末
尾
に
置
か
れ
た
も
の
で
､
い
ま

｢叙
｣
を
末
尾
に
付
し
た
｡

と
注
し
て
､
高
誘
序
を
全
書
の
末
に
附
置
し
て
い
る
｡
右
の
注
樺
の
文
白
髄
に
は
何
の
誤
り
も
な
い
｡
だ
が
注
樺
書
の
自
序
は
､
漢
代
に
お
い

て
も
､
末
尾
で
は
な
く
巻
首
に
冠
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
､
高
誘
序
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
｡

以
上
の
こ
と
ど
も
を
勘
案
す
る
に
､
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
は
い
え
､
古
え
の
書
物
で
は
序
文
は
そ
の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
と
い

う
常
識
を
い
ま

一
度
検
討
し
直
し
､
よ
り
正
確
な
認
識
に
改
め
て
お
-
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
い
ま
敢
え
て
こ
の
小
文
を
草
す
る

所
以
で
あ
る
｡
結
論
が
か
な
り
先
走

っ
て
し
ま
っ
た
が
､
以
下
､
そ
こ
に
至
る
経
緯
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
｡
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二

本
論
に
入
る
前
に
ま
ず

｢序
｣
と
は
何
か
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
｡
文
章
の
一
ジ
ャ
ン
ル
､
す
な
わ
ち
文
髄
と
し
て
の

｢序
｣
に
つ
い
て
は
'

明
の
陳
惣
仁

『文
章
縁
起
註
』
に
､

つい

序
な
る
者
は
作
者
の
意
を
序
づ
る
所
以
､
其
の
言

次
第
に
序
有
る
を
謂
ふ
､
故
に
序
と
日
ふ
な
り
｡

と
あ
り
､
ま
た
同
じ
-
明
の
徐
師
曾

『文
髄
明
群
』
に
も
､

按
ず
る
に

『爾
雅
』
(樺
請
)
に
云
ふ
､
｢序
は
緒
な
り
｣
と
｡
字
亦
た
鉱
に
作
る
｡
言
ふ
こ
こ
ろ
は
､
其
の
善
-
事
理
を
鼓
し
､
次
第
に
序

づ
る
こ
と
､
練
の
緒
の
若
し
､
と
な
り
｡
又
た
之
を
大
序
と
謂
ふ
は
､
則
ち
小
序
に
封
し
て
言
ふ
な
り
｡

と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､
事
理
を
整
然
と
順
序
正
し
-
叙
述
し
､
作
者
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
聾
揮
す
る
も
の
が
序
だ
と
い
う
の
で
あ
る
0

こ
れ
は
明
代
の
序
の
定
義
で
あ
っ
て
､
そ
の
ま
ま
漢
代
に
適
用
で
き
る
と
は
断
言
で
き
な
い
が
'
｢序
は
事
を

(序
)
次
す
｣
る
も
の
と
は

『文

心
離
龍
』
論
説
篇
の
説
-
と
こ
ろ
で
あ
り

(｢序
､
次
也
｣
お
よ
び
｢序
､
緒
也
｣
は
各
種
注
樺
･
部
署
に
見
え
る
常
訓
)､
ま
た

『史
適
』
序
例
篇
の
冒
頭

に

｢孔
安
国
云
へ
る
こ
と
有
り
､
序
な
る
者
は
作
者
の
意
を
叙
づ
る
所
以
な
り
､
と
｣
と
あ
る
こ
と
よ
り
み
れ
ば
､
時
代
を
超
え
た
序
の
通
念

と
把
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
､
序
に
封
す
る
考
え
方
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
だ
し
､

ま
た
文
髄
論
的
に
は
さ
ら
に
序

･
引

･
題
解

･
題
蚊
な
ど
に
細
分
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
し
ょ
せ
ん
墳
事
に
す

ぎ
ず
､
右
に
見
た
序
の
基
本
的
意
義
を
根
本
か
ら
饗
更
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
よ
っ
て
こ
こ
で
は
､
｢作
者
の
意
を
序
づ
る
所
以
｣､
す
な
わ
ち
､

固ii･瓦

｢自
身
あ
る
い
は
他
人
の
著
作
に
封
し
､
ど
う
し
て
作
っ
た
か
の
意
団
を

(順
序
正
し
-
)
述
べ
る
も
の
｣
と
い
う
小
川
環
樹
氏
の
定
義
を
援
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
､
こ
こ
で
の
序
の
一
鷹
の
定
義
と
し
て
お
き
た
い
｡

な
お
こ
こ
で
､

一
言
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
序
に
つ
い
て
語
る
者
の
念
頭
に
は
常
に

『尚
書
』
と

『毛
詩
』
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の
序

(以
下
'
｢書
序
｣
｢詩
序
｣
と
略
構
す
る
)
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
劉
知
幾
が
孔
安
国
を
引
き

(前
引
)､
そ
れ

に
つ
づ
け
て
､

縮
か
に
以
ふ
に
､
『書
』
は
典
講
を
列
し
､
『詩
』
は
比
興
を
含
む
｡
若
し
先
づ
其
の
意
を
叙
せ
ず
ん
ば
､
以
て
曲
さ
に
其
の
情
を
得
難
し
｡

故
に
篇
毎
に
序
有
り
て
､
蕨
の
義
を
敷
暢
す
｡
(浦
起
龍

『通
樺
』
に
云
う
､
｢即
ち
書
序
･
詩
小
序
｣｡)

(,:･)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
｡
陳
惣
仁
が

｢書
序
｣
の
作
者
が
孔
子
か
否
か
を
議
論
し
て
い
る
の
は
､
｢書
序
｣
が
序
の

代
表
で
あ
っ
た
か
ら
だ
し
､
徐
師
膏
が

｢大
序
｣
と

｢小
序
｣
に
言
及
し
て
い
る
の
も
､
む
ろ
ん

｢詩
序
｣
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
序
に
つ
い
て
論
ず
る
者
は
必
ず
常
に

｢書
序
｣
｢詩
序
｣
の
こ
と
を
意
識
に
上
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
と
は
正
面
か
ら
序

を
論
題
と
す
る
場
合
の
み
に
は
止
ま
ら
な
い
｡
序
を
書
-
あ
る
い
は
序
に
言
及
す
る
な
ど
､
凡
そ
序
に
関
わ
る
際
に
は
､
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
の

者
が
同
様
の
意
識
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
序
に
関
わ
る
文
人
の
大
牛
が

｢書
序
｣
｢詩
序
｣
を
常
に
念
頭
に
置
-
の
は
'
と
い
う
よ
り
置
か
ざ
る

を
得
な
い
の
は
､
｢書
序
｣
｢詩
序
｣
の
構
成
性
の
故
で
あ
る
こ
と
､
言
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
し
て
'
そ
の
権
威
が
作
者

(に
擬
せ
ら
れ
る
)
孔
子

･

子
夏
の
神
聖
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
賢
言
を
要
し
ま
い
｡
中
で
も

｢書
序
｣
は
､
聖
人
孔
子
の
作
な
る
故
を
以
て
､
絶
封
的

と
も
い
え
る
権
威
を
有
し
て
い
た
｡
か
-
し
て
､
｢書
序
｣
｢詩
序
｣
は
序
の
典
範
と
し
て
絶
大
な
る
権
威
を
保
ち
､
後
世
の
序
文
を
規
制
し
っ

づ
け
る
と
と
も
に
､
多
大
な
影
響
を
輿
え
て
き
た
｡
序
が

｢作
者
の
意
を
序
づ
る
所
以
｣
と
さ
れ
る
の
は
､
｢書
序
｣
｢詩
序
｣
が
ま
さ
し
く
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
｡
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
'
｢書
序
｣
｢詩
序
｣
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
､
序

の
定
義
が
し
か
-
定
め
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
蛇
足
な
が
ら
'
序
に
お
け
る

｢書
序
｣
｢詩
序
｣
の
意
義
許
債
が
い
さ
さ
か
低
す
ぎ
る
感
が
な
-
は
な
い
の
で

(そ
こ
に
は
､
『詩
経
』
研

究
に
お
け
る
｢詩
序
｣
軽
視
の
風
潮
に
封
す
る
個
人
的
不
満
が
混
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
)､
敢
え
て
附
言
し
て
お
き
た
い
｡
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≡

さ
て
､
さ
き
に
私
は
'
序
文
が
書
物
の
末
尾
に
置
か
れ
る
の
は
ほ
ぼ
漢
代
に
限
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
い
た
｡
以
下
'
そ
の
論
語
に
進
み
た
い
｡

た
だ
､
六
朝
期
以
降
に
は
序
文
が
書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
､
現
存
の
賓
例
に
徴
す
れ
ば

一
見
明
ら
か
な
こ
と
で
あ

｢1卜｣

り
､
ま
た
先
達
も
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
､
六
朝
以
後
の
事
例
の
考
察
は
省
略
に
従
う
こ
と
と
し
､
こ
こ
で
は
漢
以
前
に
限

っ

て
考
察
を
進
め
た
い
｡

序
文
が
書
物
の
末
尾
に
置
か
れ
る
の
は
漠
代
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
は
'
そ
れ
以
前
は
書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
ま

っ

た
-
な
い
｡
そ
も
そ
も
戦
国
末
期
近
-
に
至
る
ま
で
､
序
文
な
ど
と
い
う
も
の
自
健
､
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

3i:i

羅
根
津
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
戦
園
よ
り
前
に
は
私
家
の
著
作
は
な
か

っ
た
｡
私
家
の
著
作
が
な
い
以
上
､
自
序
の
あ
る
は
ず
は

な
い
｡
他
者
の
序
は
､
理
窟
の
上
で
は
あ

っ
た
可
能
性
は
存
す
る
が
'
著
者
を
願
彰
し
著
作
の
意
園
を
叙
述
す
る
と
い
う
序
文
の
性
質
か
ら
み

て
､
賓
質
上
､
そ
の
可
能
性
は
皆
無
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡
賓
際
､
春
秋
時
代
の
も
の
と
冒
さ
れ
る
講
書
に
つ
い
て
み
て
も

(た
だ
し
私
自
身
は
､

春
秋
時
代
に
成
立
し
た
書
物
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
す
る
疑
古
的
立
場
を
い
ま
な
お
と
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
い
う
の
は
'
一
部
-

い
ま
や
大
勢
?
-

の
学
者
が
春
秋

時
代
の
書
と
み
な
し
て
い
る
と
の
謂
で
あ
る
)､
序
文
の
附
さ
れ
て
い
た
形
速
は
ま

っ
た
く
な
い
｡

戦
国
期
に
入
る
と
個
人
の
名
を
冠
し
た
著
作
が
現
れ
て
-
る
よ
う
に
な
る
が
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
弟
子
な
い
し
は
後
学
が
師
の
言
行
を
記
録

し
ま
と
め
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
､
賓
質
的
に
は
や
は
り
私
家
の
著
作
と
み
な
し
が
た
い
｡
も

っ
と
も
､
撰
者
に
擬
せ
ら
れ
る
人
物
自

身
の
執
筆
に
係
る
部
分
の
あ
る
こ
と
は

一
概
に
否
定
で
き
な
い
L
t
ま
た
､
も
の
に
よ
っ
て
は
､
そ
れ
が
か
な
り
の
分
量
に
の
ぼ
る
と
推
定
さ

れ
て
も
い
る
｡
が
､
全
書
を

一
人
で
書
き
著
し
た
り
､
あ
る
い
は
自
ら
の
明
確
な
構
想
の
も
と
に
書
物
を
編
纂
し
た
例
は
や
は
り
絶
無
に
等
し

い
と
断
じ
る
は
か
な
い
｡
と
す
れ
ば
､
自
序
の
存
す
る
わ
け
は
依
然
と
し
て
な
い
0
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で
は
'
他
者
に
よ
る
序
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
い
ま
も
述
べ
た
ご
と
-
､
戦
園
期
の
成
立
と
想
定
さ
れ
て
い
る
書
物
の
大
牛
は
後
学
の
手
に

成
る
も
の
で
あ
る
｡
で
あ
る
な
ら
ば
､
最
終
編
者
に
苦
る
人
物
が
い
た
は
ず
で
あ
り
､
し
た
が
っ
て
そ
の
者
に
よ
っ
て
序
が
し
た
た
め
ら
れ
た

可
能
性
は
十
分
残

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
賓
際
の
状
況
に
即
し
て
み
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
賓
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
容
易
に
気
が

つ
-
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
戦
国
期
の
著
作
､
と
く
に
そ
の
中
核
を
占
め
る
い
わ
ゆ
る
先
秦
諸
子
書
の
多
-
は
､
戦
国
末
に
お
い
て
も
な

お
後
学
の
論
述
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
形
成
の
途
上
に
あ
る
､
換
言
す
れ
ば
､
い
ま
だ
な
お
定
着
を
見
て
い
な

い
書
物
に
序
文
の
あ
る
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
｡

か
く
い
え
ば
'
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
確
か
に
増
補
は
な
お

つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
'
そ
れ
は
い
わ
ば
附
録
部
分
の
増
加
で
あ

っ
て
､
本
篇
に
富
る
部
分
の
基
本
的
骨
格

(原
本
と
栴
し
て
も
よ
か
ろ
う
)
は
す
で
に

一
膳
で
き

あ
が
っ
て
い
た
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
い
っ
た
本
篇
部
分
は

l
定
の
ま
と
ま
り
な
い
し
は
髄
系
性
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
､
序
文
に
相
雷
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
｡
現
に

『萄
子
』
の
尭
問
篇

(と
-
に
最
終
章
)
や

『荘
子
』
の
天
下
篇
は
序
的

性
格
を
有
し
て
お
り
､
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
本
の
序
に
あ
て
て
著
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
が
と
も
に
書

物
の
末
尾
に
位
置
し
て
い
る
の
は
､
序
文
を
巻
末
に
置
-
の
が
昔
時
の
な
ら
わ
し
だ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
｡

右
の
反
論
に
封
す
る
私
の
再
反
論
は
以
下
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

論
者
の
い
う
と
お
り
､

一
方
で
増
益
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
本
篇
部
分
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
嘗
然
あ
り
得

る
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
た
だ
ち
に
序
あ
り
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
し
､
ま
た
寅
際
､
そ
の
賓
例
も
見
出
せ
な
い
｡
『萄
子
』
責
問
篇
や

『荘
子
』
天
下
篇
を
そ
れ
に
あ
て
る
の
は
無
理
で
あ
る
｡
確
か
に
両
者
は
'
今
本
で
見
る
限
り
､
序
的
性
格
を
有
し
て
お
り
'
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の

後
序
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
も
い
る
｡
だ
が
そ
れ
は
､
序
的
性
格
を
有
す
る
と
い
う
に
止
ま
る
の
で
あ

っ
て
､
即
イ
コ
ー
ル
序
と
い
う
こ
と
で

朋∫

は
な
い
｡
繭
篇
は
あ
く
ま
で
書
中
の

l
篇
で
あ

っ
て
､
序
と
し
て
猪
立
し
た
も
の
で
は
な
い
し
､
序
と
名
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い

(た
だ
し
'
尭
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間
篇
の
終
章
は
､
押
韻
し
て
い
る
粘
な
ど
か
ら
み
て
衝
立
性
が
強
-
､
も
と
も
と
尭
問
篇
に
廃
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
終
章
の
み
を
取

り
出
せ
ば
､
序
と
し
て
の
性
格
は
い
よ
い
よ
強
ま
る
｡
だ
が
､
た
と
い
そ
う
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
本
来
､
序
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
強

い
疑
念
が
残
る
)
｡

ま
た
､
繭
篇
の
成
立
時
期
は
か
な
り
遅
い
可
能
性
が
強
-
､
戦
国
期
の
作
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
｡
邸
兄
で
は
'
秦
漢
の
際
に
置
-
の
が

安
富
と
思
う
｡

尭
問
篇
が
巻
末
に
あ
る
を
も
っ
て
､
戦
国
期
に
も
序
文
が
末
尾
に
あ
る
の
護
と
馬
す
に
至
っ
て
は
､
ま
っ
た
く
道
理
が
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､

現
行
本

(楊
掠
本
)
で
は
確
か
に
尭
問
篇
が
最
後
で
あ
る
が
､
劉
向
校
定
本
で
は
賦
篇

(第
三
十
二
)
が
後
尾
で
あ
っ
て
､
尭
問
篇

(第
三
十
)
が
最

終
で
は
な
い
｡
そ
も
そ
も
劉
向
が
校
せ
し
と
き
に
は
､

校
讐
す
る
所
の
中

『孫
卿
』
書
'
凡
そ
三
百
二
十
二
篇
､
以
て
相
校
し
､
復
毒
せ
る
二
百
九
十
篇
を
除
き
､
三
十
二
篇
を
定
著
す
｡
(叙
録
)

と
い
う
混
乱
し
た
状
態
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
で
は
篇
の
順
序
は
錯
綜
し
て
い
た
に
違
い
な
-
'
ま
た
原
本

『有
子
』
が
存
在
し
て
い
た
と
も
到
底

考
え
が
た
い
｡
劉
向
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

『有
子
』
は
秩
序
を
得
た
の
で
あ
る
｡

『荘
子
』
に
つ
い
て
も
､
事
情
は
似
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
い
や
､
『荘
子
』
の
テ
キ
ス
ト
の
定
着
が
西
膏
の
郭
象
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
'
『有
子
』
以
上
に
混
乱
し
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
天
下
篇
が
末
尾
に
置
か
れ
た
の
は
い

つ
か
､
確
葦
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
天
下
篇
が
本
来
い
ま
の
形
の
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
､
か
な
り
疑
わ
し
い

の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
尭
問
篇
と
天
下
篇
と
を
も
っ
て
､
戦
国
期
に
序
文
-

少
な
-
と
も
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
著
さ
れ
た
I

が

書
物
の
末
尾
に
あ
る
の
竃
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
か
し
､
そ
れ
で
も
な
お
､
先
秦
期
に
序
な
し
と
断
定
す
る
の
は
早
計
と
い
う
馨
は
出
そ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
｢書
序
｣
と
い
う
厄
介

な
代
物
が
な
お
残

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢書
序
｣
が
い
つ
成
立
し
た
か
は
､
同
書
撃
上
の
長
ら
-
の
懸
案
で
､
い
ま
も
な
お
完
全
な
結
着
は

140
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見
て
い
な
い
｡
孔
子
の
作
と
い
う
の
は
現
在
で
は
さ
す
が
に
論
外
だ
が
､
か
な
り
古
い
時
期
に
ま
で
遡
ら
せ
る
学
者
は
､
い
ま
も
な
お
結
構
い

(･JJ)

る
｡
と
-
に
戦
国
末
期
と
す
る
説
は
か
な
り
有
力
で
あ
り
､
そ
う
し
た
学
者
は

｢書
序
｣
の
髄
例
が
漢
代
の
序
文
の
あ
り
方
を
規
制
し
た
の
だ

(9)

(1)

と
見
て
い
る
｡
た
だ
し
､
そ
の
説
が
学
界
の
主
流
学
説
と
な
っ
て
い
る
と
ま
で
は
い
い
が
た
-
､
｢書
序
｣
は
前
漢
中
期
以
降
の
作
と
す
る
説
が

そ
れ
に
括
抗
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
｡
私
自
身
は
と
い
う
と
､
八
割
が
た
は
漢
代
制
作
説
に
傾
い
て
い
る
の
だ
が
､
戦
国
末
期
成
立
説
も
完
全

に
は
捨
て
去
れ
な
い
と
い
っ
た
あ
や
ふ
や
な
立
場
で
あ
る
｡
な
ぜ
そ
う
な
の
か
を
説
明
し
だ
す
と
そ
れ
だ
け
で
一
篇
の
論
文
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
､
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
､
客
観
的
に
判
断
す
れ
ば
､
漢
代
制
作
説
の
ほ
う
が
安
富
性
が
高
い
こ
と
は
否
め
な
い
｡

こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
､
漢
代
制
作
説
を
支
持
し
て
お
き
た
い
｡

関
連
し
て
問
題
に
な
る
の
は

『逸
周
書
』
の
序

(今
本
で
は
書
の
末
尾
に
附
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
察

‖ヽ｣

の
封
象
と
さ
れ
て
い
ず
'
定
説
の
よ
う
な
も
の
は
い
ま
だ
出
て
な
い
｡
た
だ

『逸
周
書
』
全
能
の
成
立
は
秦
漢
の
際
と
す
る
の
が
大
勢
で
あ
り

(た
だ
し
､
各
篇
の
成
立
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
れ
る
)､
そ
れ
に
従
え
ば
､
富
然
､
序
の
制
作
は
漢
初
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
｢書
序
｣
よ
り
遅

れ
る
こ
と
は
ま
ず
確
薯
だ
か
ら
､
前
漢
も
中
期
以
後
に
ず
れ
こ
む
可
能
性
が
高
い
0

ま
た

｢詩
序
｣
に
つ
い
て
は
'
後
漢
の
衛
宏
の
手
に
な
る
も
の
と
す
る
の
が
は
ぼ
定
説
化
し
て
お
り
､
私
に
も
異
論
は
な
い
｡
な
お
三
家
詩

の
序
に
つ
い
て
は
定
論
を
見
て
い
な
い
が
､
私
は
序
の
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
み
て
い
る

(と
-
に
魯
詩
)｡

以
上
､
少
し
歯
切
れ
が
悪
く
て
申
し
讃
な
い
が
､
積
極
的
に

｢書
序
｣
が
先
秦
期
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
序
に
つ
い
て
'
と
く
に
書
物
の
そ
れ
に
つ
い
て
確
賓
な
こ
と
を
述
べ
ん
と
す
れ
ば
､
秦
漢
期
の
序
に
つ
い
て
語
る
し

か
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
そ
の
確
賓
な
初
出
例
､
『
呂
氏
春
秋
』
自
序
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
｡
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四

中
国
文
戯
史
上
､
初
め
て
自
序
を
具
え
て
出
現
し
た
書
物
は
､
い
ま
も
い
い
し
ご
と
く
､
『呂
氏
春
秋
』
で
あ
っ
た
｡
と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は

現
存
の
文
願
に
徴
す
る
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
『呂
氏
春
秋
』
以
前
に
自
序
あ
る
書
物
が
な
か
っ
た
と
は
'
む
ろ
ん
い
い
き
れ
な
い
｡
た
だ
､

前
述
し
た
よ
う
な
昔
時
の
状
況
か
ら
み
て
､
あ
っ
た
と
し
て
も
ご
-
わ
ず
か
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
､
賓
質
上
､
『呂
氏
春
秋
』
を
自
序

つ
き
著

作
の
第

一
軟
と
認
定
し
て
も
さ
ほ
ど
の
不
可
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
､
『呂
氏
春
秋
』
の
自
序
に
あ
た
る
の
が
'
｢維
秦
八
年
､
歳
在
淫
灘
｣
の
紀
年
を
も
つ

｢序
意
篇
｣
で
あ
る
｡
た
だ
序
意
篇
に
は
後
の

漢
代
の
自
序
の
ご
と
き
目
録
は
具
わ
っ
て
お
ら
ず
'
ま
た
テ
キ
ス
ト
に
も
か
な
り
の
乱
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
を
大
手
を
振

っ
て

自
序
と
栴
す
る
の
に
は
い
さ
さ
か
の
梼
曙
を
感
じ
な
い
で
は
な
い
｡
だ
が
'
内
容
的
に
み
て
､
す
な
わ
ち

｢文
信
侯
日
｣
と
し
て

蓋
し
聞
-
､
古
の
清
世
は
是
れ
天
地
に
法
る
､
と
｡
凡
そ
十
二
紀
な
る
者
は
'
治
乱
存
亡
を
紀
す
所
以
､
毒
天
吉
凶
を
知
る
所
以
な
り
｡

上
は
之
を
天
に
撲
り
､
下
は
之
を
地
に
験
し
､
中
は
之
を
人
に
審
か
に
す
｡
此
く
の
若
-
ん
ば
､
則
ち
是
非

･
可
不
可
避
る
る
所
無
し
｡

天
に
は
服
と
日
ふ
､
順
な
れ
ば
推
れ
生
-
｡
地
に
は
固
と
日
ふ
､
固
な
れ
ば
維
れ
寧
し
｡
人
に
は
信
と
日
ふ
､
信
な
れ
ば
維
れ
聴
か
る
｡

三
者
成
富
れ
ば
､
無
馬
に
し
て
行
は
る
｡
行
は
る
と
は
､
其
の
数
を
行
ふ
な
り
｡
数
を
行
ふ
と
は
､
其
の
理
に
循
ひ
､
其
の
私
を
平
ら
か

に
す
る
な
り
｡

と
､
文
字
ど
お
り
'
『呂
氏
春
秋
』
(よ
り
正
確
に
い
え
ば
｢十
二
紀
｣)
の
編
纂
意
圏
を
序
し
て
い
る
と
い
.う
鮎
よ
り
み
れ
ば
､
著
述
の
目
的

･
意
圏

を
説
-
を
第

一
と
す
る
自
序
の
基
本
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
中
心
に
み
て
､
序
意
篇
を
自
序
の
う
ち
に
数
え

る
こ
と
は
許
さ
れ
て
然
る
べ
し
と
思
う
｡

で
は
､
呂
不
葺
は
何
を
以
て
､
自
序
を
書
き
記
す
と
い
う
よ
う
な
従
前
に
例
の
な
い
破
格
の
撃
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
も
と
よ
り
､
そ
の
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理
由
を
明
確
に
知
悉
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
｡
が
'
自
ら
の
編
纂
物
に
封
す
る
絶
大
な
自
信
が
そ
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
自
信
ゆ
え
に
'
自
ら
が
い
か
に
高
遠
な
理
念
を
有
し
て
い
る
か
を
君
主
は
も
と
よ
り
､
贋
く
世
に
知
ら
し
め
た
い

と
い
う
欲
求
が
起

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
-
な
い
｡
成
陽
の
市
門
に
置
き
､
千
金
を
そ
の
上
に
懸
け
て
､
｢能
く

一
字
を
増
損
す
る
者

有
ら
ば
千
金
を
興
え
ん
｣
と
豪
語
し
た
と
い
う
例
の
故
事
は
､
話
自
鰭
と
し
て
は
か
な
り
眉
唾
と
い
う
気
が
す
る
が
､
そ
れ
だ
け
に
か
え

っ
て

真
害
の

l
端
を
う
が

っ
て
い
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
｢天
地
寓
物
古
今
の
事
を
備
ふ
｣
と
の
満
腔
の
自
信
と
､
自
己
顛
示
欲
の
強
い
目
立
ち
た
が
り

屋
の
性
格

(司
馬
遷
の
侍
質
に
云
う
'
｢孔
子
の
所
謂
聞
な
る
者
は
其
れ
呂
子
か
｡
-
…
邦
に
在
り
て
も
必
ず
聞
え
､
家
に
在
り
て
も
必
ず
聞
ゆ
｣)
を
ま
さ
に
筋
節

と
さ
せ
て
験
す
と
こ
ろ
が
な
い
｡
か
-
し
て
､
序
文
に
は
ま
た
､
自
撰
で
あ
れ
他
撰
で
あ
れ
､
著
者
の
顕
彰
と
い
う

一
要
件
が
加
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
序
意
篇
は

『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
な
る
文
献
の
末
尾
に
位
置
し
て
い
る

(か
か
る
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
､

現
行
の
『呂
氏
春
秋
』
で
は
､
序
意
篇
は
書
物
全
髄
の
末
尾
'
す
な
わ
ち
六
論
の
後
に
在
る
の
で
は
な
-
､
先
直
さ
れ
た
十
二
紀
の
末
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

序
意
篇
の
位
置
､
な
ら
び
に
そ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
十
二
紀
･
八
覚
･
六
論
の
先
後
を
め
ぐ
っ
て
は
､
周
知
の
ご
と
く
P
多
く
の
異
説
が
あ
り
'
い
ま
も
な
お
定
請

を
見
て
い
な
い
｡
私
自
身
､
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
確
た
る
意
見
を
持
っ
て
い
な
い
が
､
た
だ
､
序
意
篇
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
､
換
言
す
れ
ば
本
来
は
猫
立

し
た
十
二
紀
な
る
一
群
の
著
述
の
自
序
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
に
疑
問
の
錬
地
は
な
-
､
し
た
が
っ
て
序
文
の
位
置
と
い
う
嘗
面
の
課
題
に
関
し
て
は
'
『呂
氏
春
秋
』

全
髄
の
成
立
問
題
は
取
り
あ
え
ず
不
問
に
付
し
て
お
い
て
も
支
障
は
な
い
､
と
考
え
る
)｡
こ
の
序
意
篇
の
位
置
に
つ
い
て
は
､
序
文
は
書
物
の
末
尾
に
置
く

(12)

と
い
う
通
例
に
そ
っ
た
も
の
と

一
般
に
は
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
う
簡
軍
に
片
づ
け
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
､
は
な
は
だ
疑

わ
し
い
｡
と
言
う
の
は
､
さ
き
に
考
察
し
た
ご
と
-
､
『
呂
氏
春
秋
』
以
前
に
序
文
を
も

っ
た
書
物
な
ど
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
通
例
も
何
も
あ

っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
通
例
を
云
々
す
る
な
ら
､
む
し
ろ

『
呂
氏
春
秋
』
こ
そ
が
先
例
を
開
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡

な
ら
ば
､
呂
氏
は
な
ぜ
自
序
を
書
末
に
置
い
た
か
が
問
題
と
な
る
が
'
寅
の
と
こ
ろ
､
私
に
も
そ
の
理
由
は
よ
-
は
わ
か
ら
な
い
｡
が
､
案
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外
､
特
別
な
理
由
な
ど
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
序
意
篇
が
著
さ
れ
た
の
は
十
二
紀
全
髄
が
で
き
あ
が
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は

.4

ま
ず
確
か
な
の
で
､
そ
の
順
序
ど
お
り
に
最
後
に
置
か
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い

(『准
南
子
』
要
略
が
末
尾
に
附
さ
れ
て
い
る
の

〃

5眼E

も
､
多
分
､
同
様
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
)｡

と
も
あ
れ
､
自
序
を
書
末
に
置
-
と
い
う
著
述
の
慣
例
は
こ
こ
に
基
を
集
め
た
｡
と
い
っ
て
も
'
ど
れ
ほ
ど
の
規
範
力
を
有
し
た
か
は
疑
わ

し
い
｡
『呂
氏
春
秋
』
は
漢
代
に
お
い
て
決
し
て
軽
顧
さ
れ
た
書
物
で
は
な
い
が
'
さ
り
と
て
強
い
規
範
性
を
聾
揮
す
る
ほ
ど
の
高
い
評
債
を
得

た
書
物
で
も
む
ろ
ん
な
い
｡
ま
し
て
序
意
篇
は
､
自
信
に
は
溢
れ
て
い
る
も
の
の
､
文
章
自
髄
は
短
い
も
の
で
､
後
世
の
堂
々
た
る
大
文
の
自

序
に
比
ぶ
べ
-
も
な
い
｡
そ
の
意
味
で
は
'
序
意
篇
は
自
序
の
先
躍
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
後
世
の
自
序
に
形
式

･
内
容
と
も
に
大
き
な
影
響

を
輿
え
た
と
い
う
鮎
か
ら
い
え
ば
'
ま
ず
第

一
に
は

『推
南
子
』
要
略
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
『准
南
子
』
に
は
明
ら
か
に

『
呂
氏

春
秋
』
を
意
識
し
手
本
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
､
し
た
が
っ
て
要
略
の
作
者
も
'
序
意
篇
の
こ
と
は
執
筆
に
あ
た
っ
て
念
頭
に
あ

っ
た
に
違
い

な
い
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
こ
と
か
ら
み
れ
ば
､
序
意
篇
を
自
序
の
髄
例
の
基
を
集
め
た
も
の
と
評
す
る
の
も
あ
な
が
ち
過
雷
で
は
あ
る
ま
い
｡

そ
し
て
､
い
ま
撃
げ
た

『准
南
子
』
要
略
が
速
を
継
ぎ

(た
だ
し
､
要
略
を
純
然
た
る
序
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
避
雷
で
は
な
い
)､
さ
ら
に
司
馬
遷

の

｢太
史
公
自
序
｣
に
至

っ
て
､
自
序
を
書
末
に
置
-
と
い
う
髄
例
が
完
全
に
定
着
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

五

古
え
の
書
物
の
自
序
が
末
尾
に
あ

っ
た
賓
例
と
し
て
､
｢太
史
公
自
序
｣
は
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
司
馬

遷
は
通
例
に
の
っ
と
っ
て

｢太
史
公
自
序
｣
を
末
尾
に
附
し
た
､
と

一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
先
述
し
た
ご
と
く
､

そ
れ
が
誤
り
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
だ
が

､

賓
は
､
そ
ん
な
通
例
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
､
｢太
史
公
自
序
｣
は
末
尾
に
置
く
ほ
か
は
な
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か

っ
た
の
で
あ
る
｡

｢太
史
公
自
序
｣
は
確
か
に

『史
記
』
執
筆
の
動
機
と
､
紀

･
表

･
書

･
博
各
篇
の
著
述
の
意
園
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
鮎
で
は
紛

れ
も
な
き
序
文
で
あ
る
｡
が
し
か
し
'

一
方
で
ま
た
そ
れ
は
自
侍
､
す
な
わ
ち
司
馬
遷
列
侍
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
｢太
史
公
自
序
｣

が
列
侍

第
七
十
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
司
馬
遷
は
最
初
か
ら
自
ら
を
列
侍
の
中
に
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
自
ら
の
た
め
に
侍
を
立
て

る
と
す
れ
ば
､
ど
こ
に
置
く
か
は
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
｡
最
後
以
外
に
は
あ
り
得
ま
い
｡
そ
し
て
､
か
-
配
置
し
て
こ
そ
､
上
古
よ
り
普
代

に
至
る
ま
で
の
歴
史
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
｡
司
馬
遷
に
と

っ
て
､
｢太
史
公
自
序
｣
が
最
後
に
-
る
の
は
'
最
初
か
ら
の
構
想
で
あ

っ
た
の
で

あ
る
｡
単
純
に
通
例
に
従

っ
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
ま
っ
た
-
の
次
元
の
異
な
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
｡

だ
が

､

一
た
び

｢太
史
公
自
序
｣
が
末
尾
に
配
さ
れ
る
や
'
そ
れ
は
先
例
と
な
り
､
強
烈
な
規
範
力
を
聾
揮
し
た
｡
自
序
は
末
尾
に
附
す
る

以
外
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
か
ら
み
れ
ば
'
｢太
史
公
自
序
｣
が
通
例
に
従

っ
た
と
い
う
よ
り
も
'
む
し
ろ

｢太
史
公
自
序
｣
に
よ
っ

て
通
例
が
成
立
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

位
置
ば
か
り
で
は
な
い
､
自
序
に
は
各
篇
の
意
圃

･
内
容
を
表
明
す
る
文
章
､
す
な
わ
ち
篇
序
を
含
む
こ
と
､
あ
る
い
は
自
侍
を
記
す
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
班
国
の

『漢
書
』
叙
侍
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
た
ほ
か

(た
だ
し
､
そ
の
性
格
に

･‖｣

は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
)､
漢
代
の
自
序
は
多
か
れ
少
な
か
れ
､
｢太
史
公
自
序
｣
の
規
制

･
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
｡
揚
雄
の

『法
言
』

(15)
序

･
許
懐
の

『説
文
解
字
』
叙

･
王
符
の

『潜
夫
論
』
叙
録

･
『論
衡
』
自
紀
篇
､
い
ず
れ
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い

(た
だ
'
篇
序
と
自
侍
と
が
1
億

と
な
っ
て
は
じ
め
て
自
序
は
意
義
あ
る
も
の
と
な
る
と
す
る
司
馬
遷
の
理
念
は
必
ず
し
も
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
､
『法
言
』
『漕
夫
論
』
の
ご
と
き
篇
序
型
と
'

叫耶E

『論
衡
』
の
ご
と
き
自
樽
型
-
自
紀
篇
に
は
『論
衡
』
の
著
述
意
圏
は
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
に
該
嘗
す
る
の
は
む
し
ろ
封
作
篇
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
こ
の

嘉
は
自
紀
篇
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
'
著
述
意
国
を
記
し
た
篇
は
後
尾
に
置
-
と
い
う
原
則
は
一
鷹
守
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
ー

に
分
離
し
て
し
ま
っ
た
の

は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
)｡
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｢1ー.l

後
漢
の

『尚
書
』
の
テ
キ
ス
ト
は
､
各
篇
序
が
集
成
さ
れ
て

一
岩
を
な
し
､
か
つ
末
尾
に
附
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡
｢書
序
｣
が

一
篇
に
ま
と

め
ら
れ
る
の
が
百
両
篇
以
前
に
遡
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
し
､
そ
も
そ
も

｢書
序
｣
と

『史
記
』
の
先
後
日
髄
が
､
前
述
の
と
お
り
あ
や
ふ

や
な
の
で
､
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
､
私
は
こ
れ
も

｢太
史
公
自
序
｣
の
規
制
力
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
ま
た
､

漢
代
､
自
侍
が
往
々

｢自
序
｣
と
構
さ
れ
る
の
は

(揚
雄
･
馬
融
･
鄭
玄
ら
に
｢自
序
｣
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
)､
あ
る
い
は
直
接
的
に
は
司

馬
相
如
の

｢自
序
｣
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
｢太
史
公
自
序
｣
の
名
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
'
｢太
史
公
自
序
｣
に
よ
っ
て
､
自
序
は
そ
の
位
置
と
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
の
だ
が
'
後
漢
も
そ
の
牛
ば
を
す
ぎ
る
こ
ろ
か
ら
､

I.i=]

次
第
に
崩
れ
を
見
せ
始
め
る
｡
そ
れ
は
自
序
に
あ
ら
ず
し
て
し
か
も
自
序
と
同
等
の
意
義
を
擦

っ
た
､
い
わ
ば
自
序
に
あ
ら
ざ
る
自
序
と
も
構

す
べ
き
劉
向
叙
録
の
出
現
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
次
に
劉
向
叙
録
の
も
た
ら
し
た
壁
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
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六

中
国
で
自
著
に
あ
ら
ざ
る
書
物
に
封
し
て
書
か
れ
た
序
文
と
し
て
は
､
劉
向
の
叙
録
は
最
も
早
い
も
の
の
う
ち
に
属
す
る
｡
最
初
と
い
え
な

い
の
は
､
『逸
周
書
』
の
序
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
､
最
も
早
い
も
の
の
一
つ
と
い
う
言
い
方
に
も
ク
レ
ー
ム
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
｡

確
か
に
う
る
さ
-
い
え
ば
､
い
ま
は
知
ら
れ
ざ
る
書
物
に
序
が
つ
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
L
t
ま
た
叙
録
以
前
に

｢書
序
｣
｢詩
序
｣
が
先
行

し
て
存
在
し
た
可
能
性
は
大
で
あ
る
が
､
亡
ん
で
し
ま
っ
た
､
あ
る
い
は
聞
落
し
て
し
ま
っ
た
書
物
や
序
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
言

っ
て
み
て
も

始
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し
ー

ま
た
､
た
と
い
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
が
ご
-
限
ら
れ
た
散
番
的
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い

ー

､

一
方
､
｢詩
序
｣
や

｢書
序
｣
は
あ
-
ま
で

l
篇

l
篇
の
序
で
あ
っ
て
､

l
定
の
ま
と
ま
り
を
も

っ
た

一
部
の
書
物
の
序
と
は
同
列
に
は

論
じ
ら
れ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
寅
質
的
に
は
､
他
者
の
筆
に
な
る
序
は
劉
向
叙
録
よ
り
始
ま
る
と
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
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も

っ
と
も
､
劉
向
叙
録
は
'
周
知
の
と
お
り
､
皇
帝
の
命
に
よ
る
中
秘
書
の
整
理

･
校
定
作
業
の
報
告
書
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
､

後
世
の
縁
故
者
に
よ
る
儀
頑
的
序
紋
と
は
す
こ
ぶ
る
性
格
を
異
に
し
て
い
る
｡
劉
向
は
撰
者
に
封
す
る
賞
賛
的
美
解
は
弄
せ
ず
､
む
し
ろ
厳
正

な
客
観
的
評
債
を
下
す
こ
と
を
旨
と
し
て
い
る

(と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
は
儒
者
劉
向
の
主
観
的
判
定
に
す
ぎ
ず
､
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
叙
線
の
思

想
的
意
義
も
あ
る
の
で
あ
る
が
'
い
ま
は
論
じ
な
い
)｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
の
儀
樫
的
序
蚊
と
鉄
線
と
は
根
本
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
､

む
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
作
者
の
出
自

･
生
卒
を
措
き
､
加
え
て
そ
の
著
作
の
債
値

･
意
義
を
論
評
す
る
こ
と
を
叙
述
の
中
核

に
据
え
る
と
い
う
叙
述
法
に
お
い
て
両
者
は

一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
叙
述
の
仕
方
は
'
自
序
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た

(自
序
で
は
､
自
己
評
債
と
い
う
形
式
で
は
な
-
､
著
述
の
動
機
･
目
的
の
表
明
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
､
賓
質
的

に
は
同
一
の
も
の
と
み
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
)｡
す
な
わ
ち
､
自
撰
で
あ
れ
他
撰
で
あ
れ
､
ま
た
栴
質
の
美
辞
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
､
侍
記
的
叙

W肥内
述
と
評
債
が
序
文
な
る
文
髄
の
不
可
快
の
要
素
と
い
う
こ
と
で
あ
り
'
そ
し
て
か
か
る
ス
タ
イ
ル
の
確
立
に
興

っ
て
力
あ

っ
た
も
の
が
劉
向
の

叙
録
で
あ

っ
た

(劉
向
叙
録
の
侍
記
的
部
分
は
､
『管
子
』
鉄
線
に
｢太
史
公
日
｣
と
引
用
が
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
多
-
は
そ
の
材
料
を

『史
記
』
列

侍
に
負
う
て
い
る
ら
し
い
が
､
『萄
子
』
叙
録
の
ご
と
-
､
『史
記
』
の
列
侍
よ
り
は
る
か
に
詳
細
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
も
の
も
あ
り
､
劉
向
が
校
書
に
あ
た
っ
て
本

＼T･:)

文
を
精
讃
し
た
ば
か
り
で
な
く
､
自
ら
博
-
資
料
を
渉
猟
し
､
力
を
込
め
て
侍
記
を
作
成
し
た
こ
と
が
う
か
が
え

る

)
0

か
よ
う
に
後
世
の
序
文
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
劉
向
の
叙
録
で
あ
る
が
､
で
は
そ
の
叙
録
の
位
置
は
書
物
の
前
後
い
ず
れ
に
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
｡
以
下
､
そ
の
検
討
に
人
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
'
寅
を
言
え
ば
､
検
討
と
か
考
察
な
ど
と
い
う
大
仰
な
議
論
を
侯

つ
ま
で
も
な
-
､

答
は
ま
こ
と
に
あ

っ
け
な
-
出
る
｡
そ
の
答
は
書
前
で
あ
る
｡

､rTl)

現
在
､
叙
録
の
残

っ
て
い
る
書
物
､
す
な
わ
ち

『戦
国
策
』
『妻
子
』
『萄
子
』
『説
苑
』
『管
子
』
『列
子
』
の
諸
本
は
､
『萄
子
』
を
除
い
て
､

ほ
と
ん
ど
全
て
叙
録
を
巻
頭
に
冠
し
て
い
る
｡
こ
の
事
葺
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
､
叙
録
は
書
の
は
じ
め
に
あ

っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
｡
例
外
と
見
え
る

『萄
子
』
(宋
台
州
本

〔古
逸
叢
書
本
〕
･
世
徳
望
本
･
慮
文
昭
校
本
等
)
も
､
楊
椋
が
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文
字
煩
多
を
以
て
､
故
に
奮
十
二
巻
三
十
二
篇
を
分
ち
て
二
十
巻
と
質
し
､
又
た

『孫
卿
新
書
』
を
改
め
て

『萄
子
』
と
鵠
す
｡
其
の
篇

第
も
亦
た
頗
る
移
易
有
り
､
類
を
以
て
相
従
は
し
む
と
云
ふ
｡
(｢萄
子
注
序
｣､
宋
台
州
本
に
掠
る
)

と
説
明
す
る
改
篇
を
行

っ
た
際
､
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
劉
向
叙
録

(原
文
は
｢中
孫
卿
書
録
｣
に
作
る
)
を
末
尾
に
移
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
｡
い
や
､
そ
う
考
え
る
ほ
う
が
妥
嘗
と
私
に
は
思
わ
れ
る
｡
も
し
か
-
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
叙
録
の
現
存
す
る
講
書
は
､

本
来
全
て
そ
の
巻
頭
に
叙
録
を
附
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
結
果
か
ら
み
れ
ば
､
叙
録
の
位
置
は
明
々
白
々
で
､
ま
こ
と
に
簡
単
に
結
着

が
つ
く
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
右
の
結
論
は
､
あ
-
ま
で
現
行
諸
本
が
劉
向
校
定
本
の
原
態
を
基
本
的
に
保

っ
て
い
る
と
の
仮
定
に
立

っ
て
の
話
で
あ
る
｡
も
し

刊
行
者
が
勝
手
に
原
本
の
髄
裁
を
饗
更
し
て
い
た
と
し
た
ら
､
嘗
面
の
問
題
に
絞

っ
て
い
え
ば
､
叙
録
の
位
置
を
動
か
し
て
い
た
と
す
れ
ば
､

話
は
ま
っ
た
-
違

っ
て
く
る
｡
果
し
て
そ
の
疑
い
は
あ
り
や
な
し
や
｡

文
献
学
の
常
識
か
ら
い
え
ば
､
そ
の
嫌
疑
は
完
全
に
は
否
定
し
き
れ
な
い
｡
理
窟
の
上
で
は
'
先
の

『有
子
』
の
例
を
逆
手
に
と
っ
て
､
本

来
書
後
に
置
か
れ
た
叙
録
が
前
に
移
さ
れ
た
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
も
､
あ
な
が
ち
無
理
と
は
い
え
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
｡
そ
し
て
薫
際
､
『戦
国

策
』
で
は
そ
の
よ
う
な
序
文
の
随
意
な
移
動
が
行
わ
れ
た
ふ
し
が
あ
る
｡
責
丞
烈

｢垂
刻
刻
川
挑
民
本
戦
国
策
札
記
｣
に
云
う
､

(骨
子
固
序
)
今
本
は
首
に
在
り
､
飽
本
は
劉
向
序
録
の
下
に
在
り
｡
呉
氏

(師
道
)
此
の
序
の
後
に
識
し
て
云
ふ
､
｢『国
策
』
劉
向
校
定
本
､

われ

高
誘
注
､
曽
葦
重
校
､
凡
そ
漸

･
建

･
括
蒼
本
は
皆
皆
の
定
む
る
所
に
擦
る
｡
刻
川
桃
宏
の
緯
校
注
最
も
後
に
出
づ
｡
予

桃
注
凡
そ
南
本

を
見
た
り
｡
其
の
一
は
冠
す
る
に
目
録

･
劉
序
を
以
て
し
て
､
曾
序
を
巻
末
に
置
-
｡
其
の
一
は
冠
す
る
に
曾
序
を
以
て
し
て
､
劉
序
こ

れ
に
次
ぐ
｡
蓋
し
劉
氏
を
先
に
す
る
者
は
元
本
な
り
､
曾
氏
を
先
に
す
る
者
は
垂
校
な
り
｣

と
｡
Tt
1烈
案
ず
る
に
､
-
-
今
本
は
首
に
在

り
と
は
､
影
抄
梁
渓
安
民
本
此
く
の
如
し
｡
呉
氏
の
云
へ
る
に
擦
り
て
､
桃
氏
の
一
本
残
る
を
知
る
｡
然
れ
ど
も
亦
た
非
､
飽
本
は
尤
も

誤
れ
り
｡
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劉
向
序
と
曾
肇
序
の
配
置
が
異
な
る
本
が
少
な
-
と
も
三
種
､
末
代
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
こ
れ
で
は
､
現
行
本
の
配
置
に

も
と
づ
い
て
原
態
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
も
無
意
味
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
と
も
思
え
る
｡
た
だ
､
劉
向
鉄
線
の
み
に
つ
い
て
言
え
ば
'
私
は

ま
っ
た
-
無
意
味
と
は
考
え
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
曹
序
と
の
先
後
は
あ
れ
'
各
本
い
ず
れ
に
お
い
て
も
巻
首
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
配
置
は
､
劉
向
鉄
線
は
巻
頭
に
在
り
と
い
う
末
代
の
通
念
を
反
映
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
懇
意
的
改
編
を
も

っ
て
非
難
の
定
着
し

て
い
る
飽
彪
本
に
お
い
て
も
な
お
劉
向
叙
録
を
巻
頭
に
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
､
そ
の
よ
う
な
通
念
の
存
在
は
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
し

と
思
う
｡
も
し
然
り
と
し
て
可
な
ら
ば
'
吾
輩
が
入
手
し
た
荏
日本
も
ま
た
劉
向
叙
録
を
巻
頭
に
冠
す
る
本
で
あ
っ
た
と
み
て
不
可
は
な
い
｡
加

え
て
､
同
じ
く
官
軍
校
定
に
係
る

『説
苑
』
の
宋
本
が
叙
録
を
巻
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
傍
謹
と
な
ろ
う
｡

以
上
で
､
劉
向
叙
録
が
書
物
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
の
讃
明
は
ほ
ぼ
な
し
得
た
と
思
う
が
'
そ
れ
で
も
な
お
'
本
来
は
末
尾
に
在

っ

た
は
ず
の
も
の
が
､
六
朝

～
唐
代
に
か
け
て
､
昔
時
の
習
慣
に
従

っ
て
書
前
に
置
き
換
え
ら
れ
た
も
の
､
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

が
､
こ
れ
以
上
の
議
論
は
無
駄
で
あ
ろ
う
｡
劉
向
校
定
の
原
本
竹
筒
で
も
出
て
こ
な
い
限
り
､
絶
封
的
謹
接
の
な
い
以
上
､
議
論
は
水
掛
け
論

に
終
る
し
か
な
い
の
だ
か
ら
｡
私
と
し
て
は
う
絶
封
的
讃
接
の
な
い
以
上
は
'
今
本
の
髄
裁
を
規
準
と
し
て
考
え
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
､
と
答

え
る
し
か
な
い
｡

た
だ
'
も
う

一
つ
だ
け
論
接
が
な
い
で
は
な
い
｡
そ
の
論
接
と
い
う
の
は

『七
略
』
の

｢輯
略
｣
で
あ
る
｡
｢輯
略
｣
と
は
何
か
､
に
つ
い
て

は
様
々
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
､
現
在
で
は
序
文
､
す
な
わ
ち

『漢
書
』
重
文
志
に
見
ゆ
る
練
序
な
ら
び
に
各
類
各
家
の
小
序
の
集
成
と

み
る
の
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
班
国
が

｢漢
志
｣
を
著
す
に
あ
た
っ
て
､
｢輯
略
｣
の
序
文
を
バ
ラ
し
て
各
々
の
分
類
の
と
こ

ろ
に
割
り
つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
私
も
ま
た
こ
の
定
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の

｢輯
略
｣
は

『七
略
』
の
第

一
､
す
な

わ
ち
先
頭
に
配
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
序
文
が

『七
略
』
な
る
書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
相
似
た
性
格
を
有
す
る

｢書

序
｣
は
､
前
述
の
ご
と
く
､
最
後
に
置
か
れ
て
い
た
が
､
そ
れ
と
は
ま
さ
に
封
蹟
的
で
あ
る
｡
｢輯
略
｣
を
は
じ
め
に
置
い
た
の
に
は
､
ど
れ
は
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ど
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
劉
歌
に
序
文
は
前
に
置
く
も
の
と
の
意
識
が
何
か
し
ら
働
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

ハU

も
し
こ
の
想
像
が
貰

っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
､
劉
向
に
も
同
様
の
意
識
が
存
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢輯

乃

略
｣
が
第

1
で
あ
る
か
ら
に
は
､
叙
録
も
巻
頭
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
｡

以
上
述
べ
た
ご
と
-
､
劉
向
叙
録
が
末
尾
に
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
謹
接
は
皆
無
に
近
い
の
に
封
し
て
'
巻
頭
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
讃

接
は
'
絶
封
的
と
は
言
え
ぬ
ま
で
も
､
い
-
つ
か
存
在
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
も
っ
て
劉
向
叙
録
は
書
物
の
巻
頭
に
あ
り
と
断
定
す
る
に
不
可
は

な
い
も
の
と
信
ず
る
｡

因
み
に
言
う
､
劉
向
の
叙
録
と
い
う
と
'
普
通
は

｢護
左
都
水
使
者
光
線
大
夫
臣
向
言
｣
か
ら

｢臣
向
昧
死
｣
ま
で
の
文
章
を
指
す
が
､
正

式
に
は
そ
の
前
の
日
録
を
も
含
む
｡
す
な
わ
ち
､
ま
ず
目
録
が
あ
っ
て
'
そ
の
後
に
解
題
の
文
章
が
つ
づ
-
形
を
と
る
｡
目
録
が
前
に
あ
る
こ

と
は
､
『妻
子
』
叙
録

(『四
部
叢
刊
』
所
収

｢明
活
字
本
｣)
に

内
篇
諌
上
第

一
凡
二
十
五
章

外
篇
不
合
経
術
者
第
八
凡
十
八
章

○右
妻
子
凡
内
外
八
篇
纏
二
百
十
五
章

(22)

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
｡
こ
の
形
式
は

『漢
書
』
聾
文
志
に
も
踏
襲
さ
れ
､
中
国
の
古
典
籍
の
一
つ
の
定
形
と
な
っ
た
｡

七

劉
向
叙
録
以
降
､
自
序
以
外
の
序
文
は
書
物
の
は
じ
め
に
置
か
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
｡
と
い
っ
て
も
賓
存
の
例
は
少
な
く
､
後
漢
末
期



｢序在書後｣説の再検討

の
徐
幹

『中
論
』
の
無
名
氏
序
ま
で
と
ぶ
の
で
､
あ
る
い
は
通
例
と
な

っ
た
と
ま
で
断
じ
る
の
は
い
か
が
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
が
'

私
が
あ
え
て
通
例
と
構
し
た
の
は
後
漢
後
期
に
至
る
と
自
序
さ
え
も
巻
頭
に
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
事
態
は
､

自
序
以
外
の
序
が
巻
頭
に
配
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
､
そ
の
結
果
､
序
文
は
書
物
の
は
じ
め
に
あ
る
も
の
と
の
観
念
が
生
じ
､
そ
れ
が
自
序

に
も
波
及
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
｡
自
序
を
巻
頭
に
冠
し
た
著
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
萄
悦

『漢
紀
』
と
鷹
勧

『風
俗
通
義
』
で
あ

｢･Tl)

る
が
､
こ
の
繭
書
を
論
ず
る
前
に
解
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
注
樺
書
に
お
け
る
序
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
注
樺
書
の
序
こ
そ
､
自
序

を
前
に
置
く
と
い
う
樽
換
を
も
た
ら
す
決
定
的
契
機
の
作
用
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

注
樺
と
い
う
の
は
､

一
面
で
は
他
人
の
著
書
の
た
め
に
著
す
も
の
だ
が
､

l
面
で
は
自
ら
の
著
述
で
あ
る
｡
こ
の
二
面
性
は
そ
の
ま
ま
序
に

も
反
映
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､

一
面
で
は
他
者
の
た
め
の
序
文
だ
が
､

一
面
で
は
自
序
で
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
巻
頭
に
配
す
る
に
さ
ほ
ど
の

心
理
的
抵
抗
は
な
-
､
而
し
て

一
旦
巻
頭
に
置
-
の
が
通
例
と
な
れ
ば
､
今
度
は
純
然
た
る
自
序
も
巻
頭
に
置
-
こ
と
の
呼
び
水
と
な
り
'
そ

の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
具
健
的
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
'
高
誘
の

『呂
氏
春
秋
』
と

『准
南
子
』

の
二
注
､
遭
岐
の

『孟
子
注
』､
何
休
の

『公
羊
経
侍
解
詰
』
で
あ
り
'
そ
の
序

(趨
岐
の
序
は
｢孟
子
題
審
｣
と
科
さ
れ
る
)
は
い
ず
れ
も
巻
頭
に
配

さ
れ
て
い
る
(む
ろ
ん
'
こ
れ
は
今
本
に
掠
っ
て
言
っ
て
い
る
の
だ
が
'
今
本
に
掠
る
こ
と
の
安
富
性
は
前
説
で
績
述
し
た
の
で
'
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
｡
ま
た
､

前
漢
の
注
樺
書
は
ど
う
だ
っ
た
か
､
気
に
す
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
前
漢
に
お
け
る

｢章
句
｣
の
類
に
つ
い
て
は
､
序
は
な
か
っ
た
と
み
て
ま
ず
間
違
い
は

な
い
｡
そ
も
そ
も
寅
の
意
味
で
の
往
樺
書
が
成
立
す
る
の
は
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
因
み
に
言
え
ば
､
侶
古
文
尚
書
は
巻
頭
に
堂
々
た
る

｢孔
安
国
序
｣
を
登

載
し
て
い
る
が
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
償
た
る
こ
と
を
か
え
っ
て
露
呈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
)｡

さ
て
'
『漠
紀
』
と

『風
俗
通
義
』
で
あ
る
が
､
こ
の
繭
書
が
巻
頭
に
自
序
を
冠
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
､
こ
れ
以
後
は
ほ
ぼ

そ
の
ス
タ
イ
ル
が
定
着
す
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
､
書
物
の
慣
裁
の
撃
蓮
の
歴
史
上
の
蓋
期
を
な
す
も
の
で
あ
り
､
そ
の
鮎
に
お
い
て
特
筆
さ
れ

て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
不
思
議
な
こ
と
に
､
中
国
文
献
学
に
お
い
て
そ
の
こ
と
に
解
れ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
が
'
蘭
書
の
柴
草
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の
た
め
に
こ
こ
に

一
言
し
て
お
き
た
い
｡

りん

こ
の
繭
書
は
自
序
を
巻
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
特
徴
を
有
し
て
い
る
｡
『漢
紀
』
に
つ
い
て
言
え
ば
､
巻
末
に
も
序
に

乃

相
富
す
る
文
章
を
附
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
末
尾
に

｢侍
中
悦
上
｣
と
あ
り
､
序
で
こ
の
文
章
を

｢奏
記
｣
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
て
､

『漢
紀
』
を
上
る
際
の
上
表
文
で
あ
ろ
う
が

(萄
悦
は

『漢
書
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
本
を
作
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
)､
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
､

凡
そ

『漢
紀
』
は
､
其
の
年

･
本
紀

･
表

･
志

･
侍
と
栴
す
る
者
は
､
書
家

(班
固
)
の
本
語
な
り
｡
其
の
論
と
構
す
る
者
は
'
臣
悦
の
論

を
さ

ず
る
所
｡
粗
ぼ
其
の
大
事
を
表
し
て
､
以
て
得
失
を
参
し
､
以
て
視
聴
を
虞
む
る
な
り
｡
惟
れ
漢
四
百
二
十
有
六
載
､
皇
帝

乱
を
樺
め

か
へ

て
正
に
反
し
､
武
を
統
べ
文
を
興
し
､
-
-
命
じ
て
国
典
を
立
て
て
､
以
て
群
籍
に
及
ぶ
｡
是
に
於
て
乃
ち
作
し
て
膏
を
考

へ
､
通
じ
て

か
ん
が
み

健
要
を
連
ね
､
以
て

『漢
紀
』
を
述
ぶ
｡
･･････中
興
己
前
､

l
時
の
事
'
明
主
賓
臣
'
規
模
法
則
､
得
失
の
機
､
亦
に
以
て
監

る
に
足
る
｡

『漢
書
』
百
篇
を
摸
し
て
以
て
往
事
を
綜
ぶ
｡
来
者
も
亦
に
此
こ
に
監
る
こ
と
有
る
を
庶
幾
ふ
｡
其
の
節
に
日
く
､

こ
こ

こ
こ

こ
こ

荘
花
た
る
上
古
､
縄
を
結
び
て
治
ま
る
｡
書
契
麦
に
作
り
､
典
譲
云
に
備
は
る
｡
-
･･･於
に
赫
た
る
大
漢
､
元
功
を
統
騨
し
､
穆
穆
と
し

て
惟
れ
砥
む
｡
二
組
六
宗
､
明
明
た
る
皇
帝
､
洪
緒
を
纂
承
す
る
も
､
園
の
閲
凶
に
遭
ひ
､
茶
参
に
困
し
む
｡
害
に
天

徳
を
生
じ
､
蓮

に
鷹
じ
て
主
を
建

つ
｡
-
-
大
建
惟
れ
序
し
､
武
功
既
に
列
す
｡
乃
ち
斯
文
に
質
し
､
樫
は
前
軌
を
惟
ふ
｡
我
が
中
臣
に
命
じ
て
､
麦
に

典
籍
を
著
さ
し
め
､
以
て
膏
勲
を
立
て
､
往
を
統
べ
乗
を
昭
ら
か
に
し
､
永
-
後
昆
に
監
せ
し
む
｡
侍
中
悦
上
｡

と
あ
る
ご
と
-
､
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
､
賓
質
上
は
序
に
近
い
(後
年
に
四
字
句
の
韻
文
を
用
い
た
の
は
常
例
と
も
い
え
る
が
､
こ
こ
で
は
や
は
り
『漢

書
』
叙
侍
の
篇
序
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
｢其
離
日
｣
の
前
の
部
分
は
'
僻
賦
に
お
け
る
序
に
相
苫
す
る
)｡
つ
ま
り
､
『漢
紀
』
は
も
と
も
と
自

序
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
萄
悦
は
､
さ
ら
に
ま
た
序
を
し
た
た
め
た
の
で
あ
る

(序
に
｢悦

逼
り
て
侍
中
と
馬
る
｡
其
の
五

ママ

年
､
書
成
る
'
乃
ち
奏
記
に
四
百
一
十
六
歳
と
云
へ
る
は
､
書
奏
す
る
歳
を
謂
ふ
｣
と
あ
る
か
ら
､
序
文
が
奏
上
後
に
改
め
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
)｡
で
は
､
な
ぜ
改
め
て
序
を
摸
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
む
ろ
ん
'
上
表
を
そ
の
ま
ま
序
と
題
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
た
か
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ら
に
蓮
い
な
い
が
､
ま
た
同
時
に
'
彼
が
右
の
一
文
を
書
物
の
慣
例
上
'
本
来
不
可
紋
の
一
部
分
と
把
え
て
い
た
､
つ
ま
り
序
と
は
み
な
し
て

い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
逆
に
い
え
ば
'
書
物
に
は
別
途
用
意
し
た
序
が
あ
っ
て
嘗
然
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
書
物
に
は
特
撰
さ
れ
た
序
が
あ
る
の
が
普
通
､
後
漢
の
文
聾
は
つ
い
に
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ

は
､
後
漢
末
期
に
お
い
て
碑
銘
が
に
わ
か
に
興
起
し
た
こ
と
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

『風
俗
通
義
』
の
特
色
は
､
全
髄
の
序
文

(纏
序
)
の
ほ
か
に
各
篇
に
小
序

(篇
序
)
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
篇
序
は

一
篇

の
鉄
線
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
各
篇
の
は
じ
め
に
個
々
に
登
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
末
尾
に
叙
録

一
篇

(24)

を
置
-
と
い
う
襲
来
の
形
式
は
完
全
に
破
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡

も
っ
と
も
､
こ
れ
は
鷹
勘
自
身
の
や
っ
た
こ
と
で
は
な
く
'
後
人
の
改
編

(25)

と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る

が

､

私
は
い
ま
の
と
こ
ろ
､
魔
勘
自
身
が
こ
の
鱒
裁
を
用
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
｡
も
し
都
見

に
し
て
誤
り
な
か
り
せ
ば
'
鷹
勘
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
髄
裁
の
整
攻
を
な
し
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
私
は
讃
者
の
便
宜
を
考
慮
し

て
の
こ
と
だ
と
考
え
る
｡

後
漢
の
後
期
は
､
賓
は
中
国
文
献
史
上
の
重
大
な
樽
換
期
で
あ
っ
た
｡
そ
の
樽
換
と
は
､
そ
れ
ま
で
畢
猿
で
行
わ
れ
て
い
た
経
と
博
'
あ
る

い
は
経
と
注
が
合
併
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
馬
融
が

『周
官
侍
』
を
著
す
に
あ
た
っ
て
､
｢学
者
の
繭
讃
を
省
か
ん
と
欲
し
､
故
に
具
さ
に
本
文

を
載
せ
､
経
に
就
き
て
注
を
馬
し
｣
(『毛
詩
』
大
題
正
義
)
た
こ
と
､
鄭
玄
の

『易
注
』
が

｢学
者
の
尋
省
の
了
し
易
さ
を
欲
し
｣
て
､
｢家
象
を

経
に
合
し
｣
(『三
国
志
･
親
書
』
高
貴
郷
公
紀
)
た
こ
と
､
高
誘
が

『准
南
子
』
の
注
樺
を
な
す
に
際
し
て

｢悉
-
本
文
を
載
せ
､
舛
び
に
音
講
を

挙
げ
｣
(｢推
南
柏
烈
解
序
｣)
た
こ
と
､
い
ず
れ
も
そ
の
具
髄
的
賓
例
で
あ
り
､
何
休
の

『公
羊
経
侍
解
話
』
も
そ
の
一
例
に
数
え
ら
れ
る
｡
こ
の

よ
う
な
書
物
の
鰻
裁
の
壁
更
が
試
み
ら
れ
た
の
は
､
馬
融
と
鄭
玄
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
讃
者
の
便
宜
を
囲
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
便
宜
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
状
況
を
招
い
た
の
は
､
学
問
の
あ
り
方
の
整
化
の
故
､
す
な
わ
ち
少
数
の
徒
弟
的
教
育
が
崩

(26)

れ
､
学
者
暦
が
急
激
に
増
大

･
贋
汎
化
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
虞
汎
化
の
一
因
が
紙
の
普
及
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
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『風
俗
通
義
』
の
健
裁
も
か
か
る
学
問
状
況
の
壁
化
に
封
鷹
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
疑
問
の
僚
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
序
文
の
位
置
の
撃

化
と
い
う
さ
さ
や
か
な

一
小
事
に
も
'
や
は
り
文
化
状
況
は
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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等
謬

『准
南
子

･
説
苑
』､

一
九
七
四
､
平
凡
社

(中
国
古
典
文
学
大
系

-
)'
三
四
〇
～

一
頁
｡

(4
)
小
川
環
樹

･
西
田
太

一
郎

『漢
文
入
門
』､

一
九
五
七
㌧
岩
波
書
店
'

一
五
五
頁
｡

(5
)
『文
章
縁
起
註
』
｢漢
書
日
､
書
之
所
起
速
夫
'
至
孔
子
纂
蔦
､
上
噺
干
亮
､
下
記

干
秦
､
凡
百
篇
'
而
薦
之
序
､
按
孔
安
国
序
同
書
､
未
嘗
言
孔
子
作
'
劉
歌
亦
云
'

識
見
浅
随
､
無
所
蓉
明
､
其
非
孔
子
所
作
明
甚
､
願
世
代
久
遠
'
不
可
復
知
｣｡

な
お

｢劉
歌
云
｣
は
明
ら
か
な
誤
り
で
､
こ
れ
は
蕉
沈

『書
集
侍
』
の
文
｡
劉
歌

は

｢書
序
｣
を
孔
子
作
と
み
な
し
て
い
た
｡

(-
)
注

(4
)
に
同
じ
｡

(-
)
羅
根
津

｢戦
国
前
無
私
家
著
作
説
｣
(『管
子
探
源
』'

一
九
三

二

所
収
｡
後
に

『古
史
堺
』
第
四
研
､
『諸
子
考
索
』
に
も
収
録
)
参
照
.

(-
)
程
元
敏

『書
序
通
考
』
(
1
九
九
九
､
蓋
漕
撃
生
害
局
)
は
､
十
三
の
詮
を
畢
げ
て
､

｢書
序
｣
の
成
立
を

｢周
秦
之
聞
｣
と
定
め
て
い
る

(五
八
四
～
五
八
八
貢
)｡
ま

た
蒋
善
園

『同
書
綜
述
』
(
l
九
八
八
､
上
海
古
籍
出
版
社
)
も
'
欝
魯
の
経
師
に

よ
っ
て
秦
李
に
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
い
る

(た
だ
し
氏
は
､
今
侍
の

｢百
篇
書

序
｣
は
秦
李
の
奮
貌
を
存
し
て
い
な
い
と
す
る
｡
六
五
～
六
七
頁
)0

(-
)
程
元
敏
氏
は

｢書
序
撰
作
豊
製
'
影
響
後
世
序
文
鰻
製
'
於
漢
'
直
接
因
襲
書
序
､

或
間
接
参
酌
書
序
者
､
約
有
景
帝
初
年
之
後
所
撰
之
逸
周
書
序
､
准
南
子
要
略
､

司
馬
遷
史
記
太
史
公
自
序

･
表
壁
嚢
侍
'
揚
雄
法
言
序
'
班
固
漢
書
叙
侍

･
表

･

志
壁
嚢
侍
､
及
王
符
潜
夫
論
叙
六
着
｡
此
六
家
書
之
序
文
､
所
倣
於
書
序
者
'
大

概
有
､
倣
書
序
絶
無
全
書
之
末
'
先
言

l
篇
作
意
､
後
乃
言
作
某
篇
､

1
日

1
序

馬
常
､
多
目
共
序
雷
撃
'
以
人
名
命
篇
'
上
下
相
顧
薦
文
'
滞
成

1
大
篇
也
｣
と

い
う

(往

(-
)
所
掲
書
､
五
九
二
頁
)O

(10
)

馬
薙

『《尚
書
》
史
話
』
(
一
九
八
二
､
中
筆
書
局
)
は

『史
記
』
以
降
の
作
と
し

(
7
六
責
)'
ま
た
劉
起
貯

『尚
書
撃
史
』
(
1
九
八
九
㌧
中
華
書
局
)
も
､
張
覇
が

『史
記
』
等
よ
り
抄
録
し
て
偶
作
し
た
も
の
と
す
る

(
1
〇
八
～
九
貢
).
な
お
､

張
覇
が

｢百
両
篇
尚
書
｣
を
贋
作
し
た
の
は
成
帝
の
時
代
で
あ
る
が
'
劉
向
の
校

書
よ
り
は
前
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

(ll
)

程
元
敏
氏
は

｢西
漢
景
帝
初
年
以
後
之
人
｣
と
す
る

(注

(-
)
所
掲
書
､
四
二

～
四
九
頁
)｡
つ
と
に
朱
右
骨
は

｢此
書
既
馬
孔
子
利
別
之
飴
'
不
磨
有
序
､
疑
周

末
史
官
依
放
百
篇
烏
之
､
観
劉
向

･
班
固
言
周
書
七
十

l
篇
､
通
序
番
数
､
知
作

序
者
在
向
固
之
先
夫
｣
(『逸
周
書
集
訓
校
樺
』
巻
十
)
と
述
べ
て
い
る
｡
孔
子
別

別
説
に
立
っ
て
い
る
の
は
誤
り
だ
が
'
｢百
篇
序
｣

に
倣
っ
て
作
っ
た
と
い
う
の

と
､
劉
向
以
前
と
い
う
の
と
は
正
鵠
を
得
て
い
よ
う

｡

(12
)
安
本
博

｢呂
不
葺
-
『呂
氏
春
秋
』
知
恵
の
費
庫
｣
(日
原
利
園
編

『中
国
思
想
史

〔上
〕』､
一
九
八
七
､
ぺ
り
か
ん
社
'
所
収
)
に
､
｢原
形
は

｢八
貿
｣
｢六
論
｣
｢十

二
紀
｣
の
順
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
の
推
測
は
'
-
-
古
代
の
著
作
は
自
序
を
完

成
後
に
書
き
､
最
後
に
附
す
る
の
を
常
例
と
す
る
こ
と
か
ら
'
｢序
意
篇
｣
の
位
置

を
問
題
に
す
る
｣
と
あ
る

(
二

l九
員
)｡

(13
)

金
谷
治

『老
荘
的
世
界
-

准
南
子
の
思
想
-

』
(
1
九
五
九
､
平
楽
寺
書
店
)

は
｢要
略
篇
は
､
要
す
る
に
､
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
二
十
篇
を
前
に
し
て
'

そ
れ
ら
を
統

一
的
に
理
解
す
る
立
場
を
提
供
す
る
た
め
に
'
最
も
お
-
れ
て
著
作

さ
れ
附
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う

(九
九
頁
)｡

(14
)
注

(-
)
所
指
の
川
合
氏
著
書
を
参
照

(二
六
～
七
頁
)0

(1
)
宋
成
『垂
贋
註
揚
子
法
言
』
序
に
'
｢観
夫
詩
書

､
小
序
盃
冠
詩
篇
之
前
'
蓋
所
以

見
作
者
之
意
也
､
法
言
毎
篇
之
序
'
唐
子
雲
親
旨
'
反
列
於
巻
末
､
甚
非
聖
賢
之

法
､
今
升
之
於
章
首
'
取
合
経
義
｣
と
あ
り
'
宋
成
以
前
の
本
で
は
'
李
軌
注
の

よ
う
に
､
序
が
末
尾
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡



｢
ほ

し

(朋
ご

｢序在書後｣説の再検討

垂
(24
)

自
樽
型
自
序
に
つ
い
て
は
'
娃

(-
)
所
指
の
川
合
氏
著
書
に
詳
論
が
あ
る
｡

『経
典
樺
文
』
尚
書

･
舜
典
に
'
｢馬
鄭
之
徒
'
百
篇
之
序
､
練
馬

一
巻
｣
と
見
え

る
｡
孔
壁
古
文
に
も
序

1
篇
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
り

(王
先
謙
説
)'
ま
た
今
文

で
も

｢書
序
｣

一
篇
が
末
尾
に
あ
り
し
こ
と
が
薫
平
石
経
の
残
石
よ
り
う
か
が
え

る
｡
な
お

｢詩
序
｣
に
つ
い
て
も
､
王
引
之
は
別
に

l
巻
を
為
し
て
い
た
と
み
て

い
る

(『経
義
述
聞
』)0

遭
翼

『核
飴
叢
考
』
巻
二
二

｢序
｣
に

｢何
体

･
杜
預
之
序
左
氏

･
公
羊
'
乃
侍

経
者
之
白
馬
序
也
､
史
遷

･
班
固
之
序
侍
､
乃
作
史
者
之
白
馬
序
也
'
劉
向
之
叙

録
請
書
､
乃
校
害
者
之
自
薦
序
也
｣
と
い
う
.

序
が
侍
記
的
記
事
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
余
嘉
錫

｢書
儀
顧
堂
題
政

後
｣
(『余
嘉
錫
論
撃
雑
著
』

一
九
六
三
'
中
華
書
局
'
所
収
)
お
よ
び
同

『目
録

学
費
微
』
(
l
九
七
四
㌧
塾
文
印
著
館
)
を
参
照
O

劉
向
叙
線
の
侍
記
部
分
の
資
料
'
執
筆
態
度
に
つ
い
て
も
､
前
柱
所
指
の
余
氏
論

文
お
よ
び
著
書
を
参
照
｡

『列
子
』
は
'
周
知
の
ご
と
-
､
億
作
の
疑
い
が
濃
い
が
､
叙
鍍
白
燈
は
億
撰
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
､
い
ま
は
列
の
中
に
入
れ
て
お
-
｡
他
に

『韓
非
子
』
に

も
叙
録
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
不
全
で
あ
り
､
ま
た
劉
向
の
真
筆
か
ど
う
か
怪
し
い

鮎
も
あ
る
の
で
､
い
ま
は
取
り
上
げ
な
い
｡

小
川
環
樹
氏
は

｢漢
代
以
前
の
古
書
で
は
目
線
が
最
後
に
置
か
れ
た
が
､
そ
の
目

線
の
後
に
あ
る
序
を

｢後
叙
｣
と
よ
ぶ
｣
と
述
べ
て
い
る

(注

(4
)
所
掲
書
t

l
五
五
貢
)｡
た
だ
し
張
舜
徴

｢鄭
氏
校
讐
撃
聾
微
｣
(『鄭
撃
叢
書
』t
l
九
八
四
､

哲
魯
書
社
､
所
収
)
が

｢蓋
古
書
自
漠
以
前
'
多
無

第

日
､
或
有
之
而
次
第
彼
此

不
同
'
多
少
亦
異
｡
至
向
校
書
時
､
始
修
理
而
論
次
之
｡
-
…
今
俸
世
之
本
'
篇

目
次
第
､
皆
向
所
定
也
｣
(五
二
貢
)
と
い
う
よ
う
に
､
劉
向
校
書
以
前
に
日
録
を

備
え
て
い
た
書
物
は
稀
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

繭
書
以
外
に
自
序
を
前
に
置
-
も
の
に
な
お

『樺
名
』
が
あ
る
が
､
そ
の
序
文
は

極
め
て
短
く

ま
た
誤
脱
が
あ
る
ら
し
く
て
よ
-
讃
め
な
い
の
で
､
い
ま
は
注
記

す
る
に
止
め
る
｡

各
篇
の
冒
頭
に
序
を
備
え
た
書
物
の
先
縦
と
し
て
『史
記
』
の
表

･
書
や

『重
犯
』

が
あ
る
が
'
表

･
書
に
は
別
に
序
が
用
意
さ
れ
て
お
り
､
ま
た

『説
苑
』
は

『風

俗
通
義
』
の
ご
と
き

｢故
日
某
某
｣
と
い
う
よ
う
な
形
式
を
と
っ
て
お
ら
ず
､
な

お
序
的
説
明
文
の
段
階
に
止
ま
っ
て

い
る
｡

(2
)

『風
俗
通
義
』
原
本
の
巻
数
に
関
し
て
は
'
三
十
巻

(新
香

｢唐
志
｣)
と
三
十

一

巻

(｢階
志
｣
･
『意
林
』)
両
様
の
記
載
が
あ
り
､
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
､
決
着
を

見
て
い
な
い
｡
も
し
三
十

一
巻
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
原
本
に
叙
録

一
巻
が
あ
っ

た
可
能
性
が
強
ま
る

(
つ
ま
り
､
本
篇
三
十
巻
に
叙
録

一
巻
を
加
え
て
三
十

一
)0

し
か
し
､
｢隔
志
｣
に
は

｢録

一
巻
､
梁
三
十
巻
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
'
果
樹
卒

｢《風
俗
通
義
》
推
考
｣
(『文
史
』
七
､
一
九
七
九
)
や
夏
乃鼎
｢《風
俗
適
義
》
小
考
｣

(『文
史
』

l
O
､

1九

八
〇
)
は
､
本
篇
三
十
巻
で
別
行
の

｢録
｣
(呉
氏
は
序
と

す
る
が
､
夏
氏
が
批
判
す

る
よ
う
に
目
録
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
)

一
巻
を
加
え

て
三
十

一
巻
と
み
て
い
る
｡
い
ま
の
と
こ
ろ
私
も
呉

･
夏
両
氏
の
見
解
に
同
じ

で
､
し
た
が
っ
て
､
原
本
に
は
篇
序
を
輯
め
た
叙
録
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
｡

た
だ
､
三
十
巻
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
叙
録
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
し
､

ま
た

『
日
本
国
見
在
書
目
』
に
は
三
十
二
巻
に
作
る
か
ら
'
三
十

一
巷
説
も
完
全

に
成
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

(26
)

紙
の
蓉
明

･
普
及
が
後
漢
の
学
術
に
輿
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
､
清
水
茂

｢紙
の

番
明
と
後
漢
の
学
風
｣
(『東
方
撃
』
七
九
､

l
九
九
〇
｡
の
ち

『中
国
目
録
撃
』

に
仮
線
)
を
参
照
｡

附
記

本
稿
執
筆
中
､
嘉
瀬
達
男
氏
よ
り
同
氏
著
の

｢秦
漢
期
の
序
と
著
作
の
あ
り

方
｣
(『樟
蔭
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
｢文
化
研
究
｣
十
三
､
一
九
九
八
)
･
｢序
か
ら
み
た

秦
漢
期
の
著
作
｣
(『撃
林
』
三

一
､

一
九
九
九
)

を
恵
迭
い
た
だ
い
た
｡
両
論
と
も
秦

漢
期
の
序
の
特
色

を
種
々
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
論
考
で
'
大
い
に
啓
零
を
受
け
た

が
､
い
か
ん
せ
ん
原
稿
の
仕
上
げ
の
段
階
に
入

っ
て
い
た
の
で
'
十
分
に
生
か
せ
な

か
っ
た
｡
讃
者
に
は
併
せ
参
看
さ
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
｡

本
研
究
は
､
共
同
研
究

｢文
戯
と
情
報
｣
(班
長

勝
村
哲
也
)
の
報
告
で
あ
る
｡
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