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『
江
悔
翁
乙
丙
日

記
」
　
に
つ
い
て

大

塚

博

久

　
『
涯
梅
翁
乙
丙
日
記
」
　
（
三
巻
）
（
1
）
　
は
・
悔
上
す
な
わ
ち
道
光
庚
子
の
挙
冠
注
士
鐸
（
一
八
〇
ニ
ー
一
八
八
九
）
が
・
一
八
五
三

年
（
威
豊
三
年
）
二
月
太
平
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
江
富
（
金
陵
）
、
お
よ
び
避
難
先
の
黒
馬
、
陶
管
、
安
徽
省
績
渓
に
お
い
て
遭
遇

し
た
数
任
間
の
体
験
と
考
察
を
つ
ぶ
さ
に
書
き
黙
し
た
二
種
の
手
稿
日
記
一
「
乙
卯
随
筆
」
と
「
丙
辰
備
蓄
録
」
i
を
、
当
時
燕

京
大
学
史
学
教
授
で
『
中
華
二
千
年
史
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
郵
之
誠
が
入
手
し
、
校
訂
編
集
の
う
え
、
一
九
三
六
年
（
民
国
二
五

年
）
に
な
っ
て
漸
く
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
編
者
の
目
的
は
、
こ
れ
が
他
の
太
平
軍
に
関
す
る
資
料
や
記
述
と
異
っ
て
、
太
平
軍
制
即
下
の
直
接
の
見
聞
に
基
き
、
か
つ
虚
構
を
排

し
成
敗
に
よ
っ
て
人
事
を
論
じ
な
い
涯
の
姿
勢
が
、
よ
く
太
平
天
国
の
制
度
・
政
策
・
宗
教
・
幹
部
の
出
自
・
内
証
の
原
因
な
ど
の
事
実
を

考
察
、
記
述
し
え
て
い
る
点
に
注
目
し
、
太
平
天
国
革
命
運
動
史
研
究
上
の
好
個
の
資
料
と
し
て
広
く
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
思
想

資
料
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
『
乙
丙
日
記
』
は
そ
の
後
ほ
ぼ
編
者
の
意
図
通
り
の
役
割
を
果
す
と
こ
ろ
に
な
っ
た
が
、

編
者
が
秘
せ
ら
れ
た
手
稿
を
公
開
す
る
に
当
っ
て
危
惧
し
、
そ
の
議
論
に
は
「
時
折
、
や
や
兎
耳
に
与
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
　
（
序
）
と
い

．
い
、
た
と
え
ば
孔
子
批
判
の
箇
所
に
は
わ
ざ
わ
ざ
注
記
し
て
、
「
悔
翁
は
後
世
の
虚
偽
を
深
く
憎
む
余
り
に
、
つ
い
羅
か
に
孔
子
を
そ
し

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
か
れ
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
た
ま
で
で
あ
る
が
、
言
葉
が
過
激
に
渉
っ
て
お
り
手
本
と
す
る
に
は
問
題
が
あ

る
。
今
日
聖
教
葱
非
難
す
る
人
び
と
は
妄
り
に
か
れ
を
引
き
合
い
に
し
て
q
実
と
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」
　
（
『
日
記
』
一
以
下
略

す
1
ニ
ノ
十
七
注
）
と
ま
で
心
を
配
っ
た
側
面
は
、
一
結
局
の
と
こ
ろ
裏
目
に
で
る
結
果
と
な
っ
た
。
郵
之
誠
は
こ
の
日
記
を
民
国
十

年
（
一
九
二
一
年
）
に
大
原
に
お
い
て
入
手
し
た
と
い
わ
れ
を
が
．
（
2
）
、
時
あ
だ
か
も
五
・
四
運
動
か
ら
（
3
）
五
・
三
〇
運
動
に
至

る
過
程
の
、
「
耳
孔
」
の
言
論
大
い
に
あ
が
っ
て
い
た
時
期
で
は
あ
り
、
「
反
孔
」
時
流
に
乗
っ
て
印
刷
に
付
す
る
に
は
心
に
染
ま
ぬ
も

「
．4
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の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
稿
の
た
め
判
読
に
壁
間
が
か
か
り
、
他
に
も
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
十
数
年
も
放
置
さ
れ
た
の
は
い
さ

さ
か
奇
妙
に
思
え
る
。
出
版
に
着
手
し
た
一
九
三
五
年
に
．
は
孔
子
を
嘲
弄
し
た
土
語
堂
の
戯
曲
『
子
見
南
子
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
注
の
よ
う
な
配
慮
は
い
ま
だ
必
要
と
考
え
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
三
四
年
以
降
蒋
介
石
の
提

唱
に
よ
る
「
新
生
活
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
孔
子
再
評
価
は
活
溌
化
し
、
環
境
は
著
し
く
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
抗
日

戦
争
さ
な
か
の
一
九
四
一
年
に
至
り
、
護
教
主
義
者
の
張
爾
田
（
4
）
に
よ
っ
て
そ
の
孔
孟
、
宋
儒
批
判
の
言
説
を
遂
一
批
判
さ
れ
・
か

の
呉
虞
と
並
ぶ
「
名
教
の
罪
人
」
と
断
罪
さ
漁
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
家
族
制
度
を
束
縛
す
る
儒
教
規
範
を
一
切
の
封
建
的
専

制
支
配
の
柱
で
あ
る
と
す
る
根
底
的
な
呉
虞
の
批
判
に
較
べ
れ
ば
、
太
平
軍
の
革
命
的
暴
力
の
前
に
裸
で
立
た
さ
れ
た
読
書
人
の
、
無
念

や
る
方
な
い
想
い
の
孔
孟
批
判
が
比
肩
す
る
は
ず
も
な
く
、
過
ぎ
た
る
非
難
と
い
う
ほ
か
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
ひ
と
つ
の
評
．

価
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
従
来
の
評
価
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
『
清
代
諾
学
大
師
列
伝
」
　
（
一
九
二
五
年
）
に
は
地
理
学
家

と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
　
「
治
学
の
根
抵
は
経
訓
を
以
て
聖
賢
の
大
道
と
な
し
、
体
あ
り
用
あ
り
。
体
は
原
つ
く
こ
と
一
貫
に
し
て
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぎ
り
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
み
く
ぶ
か
く

は
即
ち
万
変
す
。
…
…
…
三
礼
に
精
し
。
」
と
あ
り
、
ま
た
曽
国
道
の
言
と
し
て
「
芳
契
は
陶
靖
節
に
師
わ
ん
と
欲
し
、
湛
冥
に
し
て
ほ

ぼ
蜀
の
（
厳
）
君
平
に
近
し
」
を
引
く
。

　
最
近
、
『
乙
丙
日
記
」
を
中
心
に
か
れ
の
思
想
を
考
察
し
た
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
薄
墨
庸
氏
の
「
注
士
鐸
思
想
剖
析
」
　
（
『
歴
史
研

究
」
七
八
年
二
期
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
太
平
天
国
革
命
期
の
思
想
界
に
お
け
る
「
怪
物
」
好
士
鐸
の
存
在
が
、
流
れ
に
浮

ぶ
泡
沫
で
あ
る
に
し
て
も
、
時
代
の
思
潮
の
深
部
を
表
わ
す
ひ
と
つ
の
在
り
方
で
あ
る
》
と
い
う
観
点
か
ら
憂
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
か
れ
が
太
平
天
国
農
民
革
命
と
敵
対
す
る
階
級
的
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
当
時
の
情
勢
と
そ
の
革
命
の
原
因
を
考
察
し
、
敵
と
味
方

の
優
劣
を
論
じ
る
な
か
で
、
読
書
人
の
多
く
の
反
応
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
て
太
平
天
国
の
反
孔
闘
争
を
認
め
、
か
え
っ
て
儒
教
と
く
に
宋

学
の
空
疎
性
が
清
朝
の
官
僚
支
配
と
軍
制
を
栓
楷
化
し
、
仏
教
、
道
教
と
同
じ
く
民
衆
を
惑
わ
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
打
開
策
を
特
異
の

人
口
論
、
藩
画
論
、
法
家
的
政
策
に
求
め
た
も
の
と
分
析
し
、
本
来
か
れ
の
思
想
は
漢
学
家
に
属
す
る
と
い
．
う
べ
ざ
で
あ
る
が
、
ま
た
士

大
夫
の
絶
望
的
心
理
を
も
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
詮
券
面
藩
ら
と
同
じ
地
主
階
級
反
動
派
で
あ
っ
た
と
規
定
す
る
と
と
も
に
、
歴
史

人
物
の
評
価
に
関
し
て
「
尊
孔
」
、
　
「
反
孔
」
の
区
分
で
見
る
や
か
方
を
否
定
し
、
時
代
の
階
級
闘
争
の
複
雑
性
が
「
儒
家
」
に
対
す
る

批
判
を
決
定
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
左
－
革
命
派
か
ぢ
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
石
か
ら
、
地
主
階
級
買
弁
派
の
極
端
な
反
動
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派
か
ら
も
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
科
学
的
な
具
体
的
分
析
で
あ
る
と
、
．
い
わ
ゆ
る
「
四
人
組
」
時
代
に
横
行
し
た

評
法
批
儒
の
「
儒
法
闘
争
史
」
観
を
批
判
し
て
、
こ
れ
が
今
日
展
開
さ
れ
て
い
る
運
動
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
賜
し
て
い
る
。

　
『
乙
丙
日
記
」
が
公
表
さ
れ
て
以
後
浮
ぴ
あ
が
っ
た
良
士
鐸
の
思
想
は
、
時
代
や
照
射
の
仕
方
に
よ
っ
て
そ
の
相
貌
を
異
に
す
る
か
に
見

え
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
時
代
の
子
と
し
て
の
圧
士
鐸
が
果
し
て
ど
ん
な
素
顔
の
持
主
で
あ
っ
た
か
に
関
心
を
寄
せ
る
必
要
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
。

二

　
郵
之
誠
は
、
注
士
鐸
の
手
稿
日
記
で
あ
る
「
乙
卯
随
筆
」
と
「
丙
辰
備
遺
録
」
と
を
編
集
し
て
『
乙
丙
日
記
』
と
題
し
て
出
版
し
た
事

情
に
つ
い
て
、
「
（
二
書
は
）
感
二
恩
丑
（
三
年
）
、
甲
寅
、
乙
卯
か
ら
丙
辰
（
六
年
）
ま
で
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
大
抵
は
乙
丙

の
間
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
、
一
書
に
編
ん
で
題
名
を
乙
丙
日
記
と
定
め
た
。
取
捨
は
し
た
が
珊
改
は
し
な
か
っ
た
。
ま
ま
同
じ
一

事
を
叙
し
て
い
る
が
詳
細
や
粗
略
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
て
い
る
点
も
あ
る
の
で
小
注
を
加
え
て
詳
し
く
ま
た
筋
が
通
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い

た
。
鎖
細
を
い
と
わ
ず
文
飾
を
加
え
ず
で
き
る
限
り
真
実
に
近
づ
け
る
よ
う
に
し
、
著
書
の
体
裁
に
す
る
よ
・
？
心
懸
け
た
。
悔
翁
の
こ
の
稿

本
は
人
に
示
す
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
旧
聞
に
関
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
手
稿
は
入
り
乱
れ
て
そ
の
ま
ま
景

印
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
校
訂
を
行
い
年
月
を
考
え
な
が
ら
編
集
し
た
の
で
あ
る
。
」
　
（
序
ノ
注
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
み
る
と
、
原
本
の
名
が
示
す
通
り
も
と
も
と
「
日
録
」
の
た
ぐ
い
で
は
な
く
、
異
常
な
状
況
下
に
あ
っ
て
と
く
に
強
く
印
象
づ
．

け
ら
れ
た
こ
と
を
そ
の
都
度
筆
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
た
箇
所
の
ほ
か
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
考
察
も
断
片
的
、
固
執
的
に
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
に
は
別
に
『
縁
学
道
斎
日
録
」
と
い
う
国
本
が
存

在
し
て
お
り
、
そ
の
政
論
は
『
注
梅
村
先
生
集
」
に
も
見
ら
れ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
素
材
的
、
露
出
的
な
こ
の
手
稿
は
、
自
身
の
意
志
で

秘
匿
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
第
一
級
の
資
料
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
涯
士
鐸
（
字
は
振
庵
、
ま
た
梅
村
、
江
蘇
江
富
人
）
が
太
平
軍
の
江
富
府
占
領
と
い
う
事
態
に
遭
遇
し
た
の
は
、
か
れ
五
十
二
才
の
時

で
あ
っ
た
。
．
（
5
）
も
と
も
と
家
系
は
康
煕
昼
間
に
安
徽
省
敏
県
か
ら
移
住
し
・
曽
愚
父
は
大
商
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
・
租
父
の

時
代
に
他
人
と
の
財
産
争
い
で
敗
れ
没
落
し
た
た
め
、
幼
時
よ
り
貧
窮
の
う
ち
に
育
ち
、
十
五
才
頃
よ
り
他
家
に
寄
食
し
最
初
は
商
人
を
．
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目
指
し
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
や
が
て
外
租
父
や
母
方
の
叔
父
の
援
助
で
読
書
生
活
に
入
り
、
以
後
院
試
の
胡
培
蟹
（
一
七
八

二
三
一
八
四
九
）
、
考
史
学
家
の
程
恩
沢
（
「
七
八
五
1
一
八
三
七
）
ら
に
つ
い
て
学
び
、
三
礼
輿
地
の
学
に
精
通
し
た
。
生
活
は
苦
し
く

官
僚
の
食
客
と
し
て
転
々
と
し
、
魏
源
の
家
に
も
い
た
こ
と
が
あ
り
、
『
海
国
図
工
』
の
編
集
に
も
従
っ
た
。
道
光
二
十
年
（
一
八
四
〇

年
）
三
十
九
才
の
時
挙
人
に
中
っ
た
。
主
面
官
は
か
れ
が
後
に
幕
友
と
な
っ
た
胡
林
翼
で
あ
っ
た
。
四
十
九
才
の
息
精
翁
と
号
し
た
。
妻

と
子
息
を
喪
い
、
誤
っ
て
桿
婦
を
婆
り
、
馳
飢
に
奔
走
し
て
自
ら
も
大
病
を
得
、
真
書
を
著
わ
し
て
一
家
言
を
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
を
¶
■

悲
し
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
こ
の
威
豊
三
鉦
五
月
（
五
三
年
二
月
）
礼
部
の
試
に
赴
こ
う
と
し
て
太
平
軍
の
包
囲
に
阻
ま

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
平
軍
が
始
め
て
江
富
城
内
に
突
入
し
た
日
の
二
月
初
十
日
（
三
月
十
五
日
中
の
「
日
記
」
に
、
か
れ
は
「
こ
の
夕
、
婦
お

よ
び
次
女
と
吊
を
縣
m
け
て
自
経
せ
ん
と
欲
す
」
　
（
一
ノ
ニ
）
と
記
し
た
。
嬰
児
が
い
る
た
め
と
賊
の
動
静
を
確
め
る
た
め
果
さ
な
か
っ
た

が
、
ま
ず
こ
う
し
た
行
動
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
価
い
す
る
。
感
豊
三
年
十
一
月
（
五
三
年
十
二
月
）
書
史
に
変

装
、
剃
髪
し
て
江
富
を
脱
出
し
、
票
村
、
陶
巷
を
え
て
威
豊
四
年
歯
七
月
（
五
四
鉦
九
月
）
に
安
徽
省
績
渓
に
落
着
く
こ
と
が
で
き
た
（
こ

の
年
無
不
悔
翁
と
号
を
改
め
た
）
。
こ
れ
よ
り
威
豊
九
年
（
五
九
年
）
初
め
胡
林
翼
の
召
を
受
げ
て
武
昌
に
赴
く
ま
で
滞
在
し
た
。
こ
の
太

平
天
国
勢
力
圏
下
の
数
伍
間
の
見
聞
が
『
乙
丙
日
記
』
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
か
れ
は
績
渓
に
お
け
る
附
近
の
農
民
の
械
闘
や
抗
糧
の
状
況
を
見
聞
し
て
、
こ
れ
が
「
小
則
抗
糧
器
官
、
大
則
謀
反
叛
乱
」
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
農
民
が
反
乱
の
可
能
性
を
も
つ
も
っ
と
も
危
険
な
社
会
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
と
と
も
に
、
他
の
階
層
と
農
民
、
反
乱
と
の

関
係
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ

　
　
「
天
下
に
最
も
愚
か
、
最
も
教
謳
を
聴
か
ず
、
理
を
講
め
ざ
る
者
は
郷
人
な
り
。
自
ら
そ
の
所
謂
理
を
守
っ
て
改
め
ず
、
教
う
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
が
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ご

　
正
し
き
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
誰
然
と
し
て
怒
り
を
動
ず
。
導
く
に
非
為
を
以
て
す
れ
ば
乱
を
な
し
則
ち
挺
然
と
し
て
首
と
称
す
。
そ
の

　
間
婦
人
ま
た
男
子
よ
り
愚
か
な
り
。
山
民
ま
た
通
塗
の
民
よ
り
愚
か
な
り
。
た
だ
笹
身
の
み
は
則
ち
島
島
に
し
て
乱
を
な
さ
ず
、
山
民

　
の
読
書
す
る
者
も
及
ば
ざ
る
な
り
。
在
外
経
商
の
人
は
ま
た
当
地
の
商
質
よ
り
文
弱
な
り
、
四
民
の
う
ち
最
も
乱
を
蒼
し
易
き
者
は
農
、

　
工
こ
れ
に
次
ぎ
《
武
生
こ
れ
に
次
ぎ
、
山
中
の
面
こ
れ
に
次
ぎ
、
商
面
こ
れ
に
次
ぐ
β
城
市
の
士
則
ち
蒼
々
然
と
し
て
以
て
そ
の
乱
を

　
な
さ
ざ
る
も
の
と
決
む
べ
し
。
」
　
（
ニ
ノ
十
八
）

　
反
乱
を
起
し
易
い
階
層
は
、
農
民
、
手
工
業
者
（
と
く
に
爆
竹
製
造
者
、
鍛
冶
匠
）
、
団
練
、
遊
侠
や
星
卜
、
弓
乞
の
類
で
あ
り
、
反
乱
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に
も
つ
と
も
遠
い
存
在
が
都
市
在
住
の
紳
士
、
商
向
な
か
で
も
在
外
経
商
の
人
（
大
商
人
）
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
反
乱
的
性
格
と
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
さ
ぼ

性
に
関
し
て
は
、
　
「
山
居
の
民
貧
し
く
し
て
強
く
尉
面
を
好
み
て
暴
、
尊
し
易
く
静
な
り
難
し
、
寒
苦
に
耐
え
雨
隠
を
楽
し
み
、
利
を
嗜
り

て
恥
な
く
識
見
砂
小
、
心
を
斉
し
う
し
て
持
久
し
、
愚
に
し
て
頑
な
り
。
江
西
、
川
、
雲
、
貴
、
広
西
こ
れ
な
り
。
」
　
（
ニ
ノ
一
）
と
い

う
。
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
適
確
な
分
析
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
の
階
級
観
を
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
で
は
何

故
農
民
を
始
め
と
す
る
民
衆
が
反
乱
を
起
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
要
因
に
つ
い
て
か
れ
は
ま
ず
「
人
満
1
1
人
口
過
剰
」
に
求

め
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
人
口
多
数
の
状
況
は
、
　
「
通
鑑
綱
目
』
の
記
載
で
は
唐
の
中
期
に
全
国
の
戸
口
二
百
数
十
万
で
あ
っ
た
も
の
が
、

今
日
で
は
江
富
府
の
み
で
太
平
軍
包
囲
時
す
で
に
細
し
九
十
万
、
周
辺
四
郷
を
合
せ
れ
ば
追
立
万
に
及
ば
ん
と
し
て
お
り
．
ま
た
理
論
上

人
口
が
三
十
年
で
倍
数
に
増
加
す
る
と
い
う
の
が
『
農
政
全
書
』
の
説
で
、
こ
の
計
算
に
基
づ
け
ば
、
清
艶
の
順
治
四
年
（
一
六
〇
四
年
）

の
一
人
が
現
在
で
は
百
二
十
八
人
と
な
る
。
安
徽
省
の
場
合
に
は
、
早
婚
の
風
習
に
よ
っ
て
二
十
年
で
倍
数
と
な
る
か
ら
約
二
百
二
十
年

後
の
現
在
で
は
な
ん
と
二
千
四
十
八
人
に
達
す
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
人
口
爆
発
の
状
況
と
そ
れ
を
支
え
る
農
業
生
産
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
　
「
山
頂
す
で
に
黍
穰
を
殖
え
江

中
す
で
に
黒
田
あ
り
、
天
中
す
で
に
關
か
れ
老
林
苗
洞
も
す
で
に
開
か
る
。
深
重
（
竹
）
猶
お
養
う
に
足
ら
ず
し
て
天
地
の
力
窮
す
る
が

ご
と
し
。
種
芋
の
下
す
で
に
精
に
し
て
糠
籔
（
核
）
も
ま
た
吝
惜
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
疏
果
尽
く
も
っ
て
食
を
助
け
、
草
木
幾
ん
ど
子
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
だ
て
つ

す
る
な
き
も
猶
お
養
う
に
は
足
ら
ず
し
て
、
人
事
の
権
二
つ
き
た
る
が
ご
と
し
」
　
（
三
ノ
ニ
十
六
）
と
い
う
限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
あ

り
、
農
家
に
お
い
て
は
、
「
早
産
こ
れ
を
聚
む
れ
ば
則
ち
富
み
、
こ
れ
を
分
て
ば
則
ち
貧
し
、
一
組
に
二
，
十
日
な
ら
ば
遂
に
大
戸
も
中
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば

と
な
る
。
再
伝
即
ち
霜
雪
（
随
）
と
な
る
．
」
　
（
三
ノ
ニ
十
七
）
し
、
商
質
に
お
い
て
も
、
　
「
財
利
は
た
だ
こ
れ
に
有
る
の
み
、
古
し
ば

子
を
生
め
ば
即
ち
材
能
な
る
も
、
一
村
に
十
店
一
利
は
す
で
に
極
め
て
微
か
な
り
。
当
方
足
ら
ず
し
て
　
他
方
に
貿
易
せ
ん
と
し
て
寒
く

も
の
鼠
紙
た
り
、
喝
き
ざ
る
の
源
を
以
て
無
涯
の
采
を
供
す
る
な
し
。
」
（
同
前
）
と
い
う
有
様
で
、
い
ず
れ
も
人
口
増
加
が
一
家
の
貧
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ず
る
さ

を
も
た
ら
す
が
解
決
の
方
途
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
斗
　
「
人
才
も
ま
た
養
う
能
わ
ざ
れ
ば
則
ち
徒
者
生
ず
、
富
貴
の
驕
修
を

　
　
　
　
　
う
ら
み

見
れ
ば
則
ち
伎
求
起
こ
る
。
厳
威
明
ら
か
な
ら
ざ
る
も
以
て
採
掘
す
る
な
し
、
則
ち
貧
富
あ
い
傲
し
あ
い
倣
い
別
に
奇
淫
（
奇
論
評
巧
）

　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ

を
創
め
て
無
益
の
作
巧
偽
の
行
い
翫
び
に
甚
し
く
遇
む
べ
か
ら
ず
。
…
…
…
・
－
上
謡
う
る
と
こ
ろ
は
時
文
（
八
股
文
）
、
詩
賦
、
人
必
ず

し
も
尽
く
能
く
し
尽
く
学
ぶ
を
肯
ん
ぜ
ず
、
且
つ
ま
た
用
い
ち
な
し
。
加
う
る
に
能
く
す
る
者
必
ず
し
も
志
を
得
ず
、
志
を
得
た
る
者
必
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ず
し
も
蜜
豆
く
せ
ぎ
る
を
以
て
す
。
し
か
し
て
人
心
平
か
な
ら
ず
。
性
理
は
乃
ち
好
俵
の
表
意
す
る
と
こ
ろ
、
も
と
も
と
笑
う
べ
き
に
属
す
。

郷
野
臥
を
か
知
ら
ん
、
即
ち
教
う
る
に
孝
弟
力
田
を
以
て
す
る
も
頭
を
出
す
と
こ
ろ
と
て
な
く
、
郷
里
に
て
善
人
と
称
さ
る
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
・

才
あ
る
酷
な
す
を
願
わ
ざ
る
な
り
。
邪
教
は
鬼
神
に
依
託
す
る
も
ま
た
小
言
吊
を
以
て
誘
惑
す
る
こ
と
あ
り
、
そ
の
党
人
そ
の
財
を
す
る

が
故
に
こ
れ
に
従
う
虚
血
し
。
読
書
に
直
行
し
て
溝
墾
に
窮
死
す
る
を
人
誰
か
為
す
を
肯
ん
ぜ
ん
や
。
人
の
材
あ
る
は
草
木
の
ご
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

英
（
才
能
）
あ
り
て
一
旦
末
だ
死
せ
ざ
れ
ば
必
ず
自
ら
見
わ
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
今
の
潜
め
八
股
騎
射
を
以
て
す
る
の
ほ
か
呈
身
の
階
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
り

し
、
し
か
し
て
八
股
騎
射
の
取
る
と
こ
ろ
ま
た
人
の
意
を
満
す
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
い
よ
い
よ
奮
を
思
う
。
」
　
（
同
前
）
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
能
力
が
あ
っ
て
も
貧
富
の
差
や
社
会
的
な
地
位
・
出
自
の
違
い
に
阻
ま
れ
て
自
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
向
上

の
意
欲
は
か
え
っ
て
恨
み
心
や
不
平
の
心
を
生
じ
狡
智
を
働
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
社
会
不
安
を
醸
成
す
る
。
科
挙
に
よ
っ
て
も
教
化
に

よ
っ
て
も
、
そ
れ
を
吸
収
あ
る
い
は
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
人
心
」
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
「
天
下
の
治
乱
は
人
心
よ
り
生
ず
、
人
心
の
好
悪
は
諸
風
俗
に
根
づ
く
」
（
三
ノ
五
）
（
6
）

と
い
う
。
　
「
風
俗
」
と
は
歴
代
各
王
朝
の
文
物
制
度
、
一
政
策
等
を
含
む
い
わ
ゆ
る
〈
文
化
〉
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
人
、
坐
は
「
風

俗
」
の
函
数
関
係
に
あ
る
。
か
れ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
「
法
度
南
画
」
は
、
尭
舜
周
孔
が
治
め
て
も
及
ば
な
い
．
く
ら
い
で
あ
り
、

今
日
の
「
治
平
」
は
唐
虞
三
代
の
盛
も
及
ば
な
い
く
ら
い
勝
れ
て
い
る
（
ニ
ノ
十
二
）
も
の
で
あ
り
（
後
言
は
前
王
に
勝
る
一
と
い
う
進
化

史
観
的
理
解
に
立
つ
）
、
刑
罰
軽
く
、
賦
役
、
租
税
の
免
除
の
恩
典
多
く
、
制
度
文
物
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
今
日
に
お

い
て
は
「
禍
変
錆
き
ず
、
兵
革
息
ま
ら
」
　
（
三
ノ
五
）
ざ
る
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
十
ば
か
り
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
は
「
休
養
生
息

久
し
く
」
そ
の
結
果
「
人
満
ち
て
患
を
な
す
」
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
廷
の
「
仁
政
」
が
「
人
心
」
を
恣
意
に
走
ら
せ
、
子
孫
を
多
く
生

み
、
そ
の
繁
栄
を
願
う
結
果
、
人
口
稠
密
と
な
つ
．
て
反
乱
の
原
因
と
な
る
、
と
解
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
「
仁
政
」
↓
（
人
心
放
恣
）
↓

「
人
満
」
↓
（
貧
窮
）
↓
「
反
乱
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
理
由
の
第
二
は
、
「
武
備
を
休
め
文
教
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
久
し
く
」
そ
の

結
果
軍
事
に
う
と
く
重
量
に
人
材
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
。
理
由
の
第
三
は
、
一
定
の
則
例
に
従
っ
て
官
吏
の
登
用
を
す
る
と
い
う

硬
直
し
た
制
度
運
用
が
な
さ
れ
、
人
材
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
。
以
下
の
理
由
は
、
現
実
の
太
平
軍
と
の
戦
闘
に
お
け
る
彼
我
後
劣
の
評
価

に
関
す
る
も
め
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
賊
の
法
令
は
厳
し
く
士
奉
は
死
力
を
尽
し
て
戦
う
が
、
我
方
は
「
寛
仁
」
を
尚
ぶ
、
こ
の
場
合
「
愛

馬
」
は
「
威
克
」
に
及
ば
な
い
（
理
由
の
七
）
や
、
賊
に
従
う
「
姦
民
」
の
存
在
は
実
は
み
な
「
掴
法
は
な
は
だ
寛
や
か
」
に
よ
っ
て
醸
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成
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

　
同
一
王
朝
内
の
比
較
に
お
い
て
、
創
建
期
は
「
兵
強
健
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
嗣
の
「
守
文
之
主
」
の
時
代
は
「
兵
皆
弱
」
で
あ
る
。

創
建
期
の
政
策
は
直
接
武
力
で
人
民
を
威
嚇
し
無
差
別
に
収
奪
す
る
が
、
功
業
が
成
就
す
れ
ば
史
臣
は
こ
の
事
実
を
陰
温
し
て
皇
運
を
賛

美
す
る
。
「
守
文
之
主
」
は
も
っ
ぱ
ら
「
旧
章
」
に
酬
い
「
慈
愛
」
を
語
り
「
節
制
」
を
守
る
。
つ
ま
り
は
「
愛
克
」
は
「
威
克
」
に
及

ば
な
い
（
一
ノ
七
）
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
朝
廷
の
今
日
採
る
べ
き
政
策
は
、
創
建
期
の
よ
う
な
「
兵
強
健
」
下
の
厳
し
い

人
民
抑
圧
政
策
で
あ
っ
て
、
仁
政
や
自
已
の
「
節
制
」
で
は
な
い
。
人
民
の
生
殖
を
含
む
一
切
の
寡
欲
、
節
制
の
状
態
が
、
「
人
心
」
の

良
好
さ
を
保
ち
社
会
の
安
定
を
保
つ
こ
と
と
な
る
、
そ
の
よ
う
な
政
策
へ
の
変
更
を
要
求
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
韓
非
の

”
綜
核
名
実
”
商
鞍
の
”
令
行
禁
止
”
、
白
起
、
王
鶉
、
韓
信
の
倫
”
草
馨
り
て
獣
こ
れ
を
猟
り
、
悪
木
去
ら
ざ
れ
ば
嘉
葦
生
ぜ
ざ
る
”

に
法
る
…
…
…
」
　
（
ニ
ノ
十
二
）
法
術
の
採
用
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
　
「
君
の
徳
は
”
二
千
重
道
”
、
”
傷
武
修
文
”
に

在
ら
ず
し
て
万
英
明
吏
治
”
、
”
綜
核
名
実
”
、
”
兼
資
文
武
〃
、
”
知
人
責
任
〃
に
在
り
。
君
の
心
は
”
寛
仁
慈
恵
”
に
在
ら
ず
し
て

“
英
武
”
に
在
り
。
世
は
文
教
を
日
に
盛
ん
な
る
を
以
て
善
と
な
さ
ず
、
麟
鳳
を
以
て
一
切
瑞
と
な
さ
ず
、
彗
李
（
星
）
を
以
て
妖
と
な

さ
ず
、
豊
年
に
し
て
水
旱
な
き
を
以
て
瑞
と
な
し
、
疫
多
ぎ
を
瑞
と
な
し
、
婦
人
人
寿
多
く
、
巧
雨
曝
給
の
人
多
き
を
妖
と
な
し
、
流
蕩

棍
匪
多
き
を
妖
と
な
す
。
」
　
（
三
ノ
十
一
）
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
王
道
的
価
値
観
の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
君
徳
、

君
心
に
つ
い
て
の
言
及
が
受
業
帝
の
「
大
義
昏
迷
録
」
的
有
徳
者
支
配
を
射
程
内
に
お
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
れ
は
極
め
て
ラ
ジ
カ

ル
な
主
張
と
い
う
他
な
い
の
で
あ
る
。
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三

　
「
仁
政
」
が
「
反
乱
」
の
も
と
と
み
な
す
忠
士
鐸
の
政
治
的
認
識
は
当
然
「
儒
家
批
判
」
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は

か
れ
の
内
に
一
体
如
何
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
儒
家
批
判
」
の
総
論
的
提
示
と
も
い
う
べ
き
議

論
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
「
孔
子
出
で
て
・
・
「
…
…
仁
義
を
い
い
礼
楽
を
い
う
。
然
れ
ど
も
試
み
ざ
る
を
以
て
す
。
故
に
世
に
用
い
ら
る
る
言
書
し
。
孔
子
の
後

　
子
放
恣
に
門
戸
を
立
つ
。
是
こ
に
お
い
て
孔
子
は
儒
家
者
流
と
な
れ
り
。
孟
子
は
儒
中
の
弁
士
な
り
、
そ
の
言
過
偏
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、



自
ら
是
と
す
る
処
な
レ
。
・
そ
の
弊
を
究
む
る
も
の
は
苛
・
楊
ら
の
み
。
儒
は
志
を
得
る
こ
と
少
く
し
て
志
を
得
ざ
惹
こ
と
多
し
し
故
に
孔
子

を
宗
と
す
る
者
多
く
は
そ
の
仁
を
い
い
礼
を
い
う
を
宗
と
し
、
そ
の
経
世
の
説
を
略
せ
り
。
ま
た
（
孔
子
の
）
．
軍
旅
の
こ
と
未
だ
こ

れ
を
学
ば
ざ
る
”
　
（
の
言
）
を
以
て
し
、
し
か
し
て
兵
を
言
う
を
諺
む
。
曇
れ
由
り
儒
は
遂
に
仏
・
老
ら
と
と
も
に
無
用
の
学
と
な
れ
り
℃

　
仏
・
老
の
外
物
を
遺
棄
し
て
以
て
そ
の
真
を
全
う
す
と
い
う
と
、
近
儒
の
理
を
い
い
気
を
い
い
心
を
い
い
性
を
い
う
と
は
、
世
に
無
益

　
な
る
こ
と
同
じ
き
な
り
。
こ
れ
皆
孔
子
位
を
得
ず
設
施
す
る
と
こ
ろ
な
き
が
故
の
み
。
道
徳
の
三
代
の
季
に
行
わ
れ
ざ
り
し
は
、
猶
お

　
富
強
の
必
ず
ま
さ
に
今
に
行
わ
る
る
べ
き
が
ご
と
し
。
故
に
孔
子
の
道
を
敗
る
者
は
宋
儒
な
り
。
孔
子
の
道
を
輔
く
る
者
は
申
・
韓
・

　
孫
・
呉
な
り
。
宋
儒
の
言
を
崇
び
て
以
て
儒
と
な
し
、
し
か
も
申
・
韓
・
孫
・
呉
の
読
み
な
従
略
せ
り
。
不
仁
を
致
す
者
、
間
に
乗
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

　
て
霧
か
に
そ
の
説
に
追
憤
を
発
し
、
遂
に
孔
子
を
併
せ
て
こ
れ
を
濱
．
斥
せ
る
は
則
ち
宋
儒
こ
れ
を
階
む
る
の
「
属
し
き
な
れ
ば
な
り
。
」

　
（
ニ
ノ
＋
一
）

　
こ
こ
で
は
、
・
孔
子
本
来
の
言
説
の
う
ち
現
実
政
治
に
関
わ
る
も
の
は
、
儒
家
を
形
成
し
た
門
流
が
政
権
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
た
め
に
、
孔
子
の
仁
義
説
、
礼
楽
説
の
み
が
継
承
さ
れ
、
経
世
の
説
は
省
略
さ
れ
た
。
ま
た
軍
事
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
を
避
け

続
け
ら
れ
て
無
用
の
学
と
な
っ
た
う
え
、
宋
儒
に
至
り
も
っ
ぱ
ら
性
理
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
家
は
仏
教
、
道
教
と
同

じ
無
益
の
学
問
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
コ
三
代
の
末
期
に
は
道
徳
で
は
な
く
富
強
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
は
依
然
今
日
富
強
の
策
が
講
求
さ
れ

る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
孔
子
の
道
は
申
不
害
・
韓
非
の
法
術
、
孫
子
・
呉
子
の
兵
家
説
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
排
除
さ
れ
、
ひ
と
り
宋
儒
の
言
の
み
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
た
め
満
そ
の
弱
点
を
つ
い
て
今
日
の
よ
う
な
太
平
軍
の
反
乱
が
発

生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
主
張
は
一
切
の
伝
統
教
学
を
否
定
し
去
る
も
の
で
、
孔
子
を
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
土
中

に
責
任
が
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
儒
家
批
判
は
、
今
日
の
社
会
的
危
機
を
招
い
た
有
害
無
益
な
宋
学
と
そ
の
道
統
の
源

ど
し
て
の
孟
子
、
」
な
ら
び
に
孔
子
の
徳
治
主
義
的
側
面
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が

そ
れ
は
法
術
、
覇
道
を
強
く
意
識
し
て
の
批
判
で
あ
っ
た

　
孔
子
批
判
に
つ
い
て
、
か
れ
は
、
「
孔
子
の
弊
は
仁
に
避
ぎ
文
に
過
ぐ
、
短
と
す
る
と
こ
ろ
を
善
用
せ
ず
し
て
兵
を
い
う
を
工
む
。

ま
た
そ
の
長
を
善
用
せ
ず
し
て
し
か
も
善
に
服
せ
ず
。
好
ん
で
人
を
駁
し
妄
り
に
人
と
議
論
し
、
己
を
修
む
る
に
長
じ
世
を
治
む
る
に
短
に
し
て

自
ら
は
服
せ
ず
。
そ
れ
迂
腐
に
し
て
浮
誇
大
言
し
て
自
ら
標
記
を
高
く
し
、
名
実
を
綜
潤
し
て
始
め
て
そ
れ
尽
く
想
像
の
空
談
に
属
す
る
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を
知
る
。
あ
る
い
は
億
万
中
の
間
、
一
二
幸
い
に
験
す
る
も
の
有
ら
ば
、
遂
に
堅
く
執
り
て
左
証
と
な
す
」
（
ニ
ノ
十
七
）
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
仲
尼
は
武
を
能
く
せ
ず
武
略
に
長
ぜ
ず
、
故
に
日
”
姐
豆
の
こ
と
嘗
て
聞
け
り
、
軍
旅
の
こ
と
未
だ
聞
か
ず
”
と
。
　
（
論
語
・
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

霊
園
。
正
し
く
は
「
未
之
学
」
）
翻
心
（
朱
子
）
は
自
已
君
を
欺
く
の
念
度
ぐ
る
を
以
て
、
孔
子
”
聞
き
た
る
も
君
を
欺
き
て
未
だ
聞
か

ず
と
な
す
を
以
て
す
”
と
謂
え
り
と
。
先
ず
欺
く
こ
と
賜
れ
（
論
語
・
憲
問
）
の
戒
め
を
犯
せ
り
。
”
暴
虎
薦
河
”
　
（
論
語
・
述
而
）
と
．

”
征
金
革
”
　
（
中
庸
・
第
十
章
）
　
（
の
勇
）
を
観
て
こ
れ
と
与
に
せ
ざ
る
は
、
徒
だ
こ
れ
に
侍
む
べ
か
ら
ざ
る
に
過
ぎ
ざ
る
こ
と
を
見
わ

す
べ
き
の
み
。
乃
ち
曰
く
「
与
に
せ
ず
」
と
。
則
ち
謀
を
好
む
と
い
え
ど
も
上
れ
ど
も
勇
と
怯
と
は
勢
を
異
に
す
。
安
ん
ぞ
能
く
勝
を
制
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

ん
や
コ
蓋
し
仲
尼
は
兵
を
知
ら
ず
、
故
に
兵
を
い
わ
ず
し
て
以
て
自
ら
そ
の
短
を
蔵
せ
る
な
り
。
後
儒
こ
れ
に
効
う
は
真
に
荒
唐
な
る
か

な
。
」
　
（
三
ノ
ニ
十
）
と
い
う
。
い
ず
れ
も
宋
儒
批
判
に
視
点
を
据
え
て
の
孔
子
批
判
で
、
そ
の
「
修
己
治
人
」
主
義
、
と
く
に
「
兵
」

を
語
ら
ず
と
い
う
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。

　
孟
子
に
つ
い
て
は
多
言
を
費
し
て
批
判
す
る
が
、
批
判
の
た
め
の
批
判
に
終
始
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
か
れ
は
孟
子
を
目
し
て
、
「
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

朝
は
戦
国
の
弁
士
に
し
て
大
言
し
て
暫
じ
ず
、
剛
復
を
自
ら
信
ず
れ
ど
も
、
営
む
る
に
は
足
ら
ぎ
る
の
人
な
り
。
」
　
（
三
ノ
十
六
）
と
断

じ
て
お
り
、
『
孟
子
」
の
議
論
に
つ
い
て
王
充
・
司
馬
光
ら
先
人
が
指
摘
し
た
矛
盾
を
か
れ
も
ま
た
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
。
孟
子
の
虚
談

大
言
は
、
「
そ
の
疵
を
毛
挙
す
れ
ば
指
屈
す
る
に
た
え
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
多
く
を
省
略
し
て
二
、
三
に
つ
い
て
の
み
触
れ
れ
ば
、
「

・
万
章
下
」
の
「
君
有
大
過
、
則
諌
。
反
覆
之
而
不
聴
、
則
易
位
。
」
の
語
に
つ
い
て
、
後
世
の
伊
サ
・
霊
光
ら
の
多
く
が
君
主
を
冠
仇
の
ご
と
く
み

な
し
、
王
葬
・
曹
操
が
君
主
を
軽
視
す
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
で
あ
る
と
し
、
「
梁
恵
王
上
」
の
仁
政
を
行
え
ば
人
民
は
「
可
使
制
黒
土
錘
秦
楚

囚
堅
甲
利
兵
」
の
説
に
対
し
、
ま
こ
と
に
時
世
に
通
ぜ
ざ
る
談
之
い
い
、
　
「
告
子
下
」
の
「
有
王
者
作
、
則
魯
在
所
損
益
乎
。
」
の
語
に

つ
い
て
、
ど
う
せ
王
者
が
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
魯
と
し
て
は
斉
の
南
陽
の
地
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
（
三
ノ
十
六
）
、
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
宋
、
明

人
の
門
戸
の
見
を
一
掃
す
る
た
め
の
挙
例
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
　
「
孟
子
は
理
を
弁
ず
る
も
そ
の
言
は
支
（
離
）
」
　
（
三
ノ
十
七
）
な
る

例
証
と
し
て
、
性
説
に
関
す
る
孟
子
と
桑
子
の
議
論
を
あ
げ
て
、
告
子
の
「
無
言
無
不
善
」
説
を
支
持
し
、
無
善
は
不
善
者
、
無
不
善
は
善

者
と
解
さ
れ
、
孔
子
が
「
性
相
近
也
」
と
い
う
よ
う
に
性
は
善
で
も
あ
り
悪
で
も
あ
り
、
　
「
上
智
下
愚
云
々
」
と
い
う
よ
う
に
」
善
を
好
み

も
し
暴
を
好
み
も
す
る
「
中
人
」
（
7
）
が
多
く
存
在
す
る
ご
と
く
、
結
局
中
人
の
多
く
は
「
習
」
な
の
で
あ
る
と
し
て
、
人
の
性
は
同
一
で

は
な
い
が
、
環
境
や
後
天
的
な
行
為
に
よ
っ
て
善
と
も
悪
と
も
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
実
は
、
上
子
が
訥
弁
で
自
説
を
う
ま
く
展
開
で
き
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6

一



な
か
っ
た
た
め
孟
子
の
雄
弁
が
行
わ
れ
、
宋
元
以
来
こ
の
説
に
加
担
す
る
も
の
が
多
く
、
反
論
も
さ
れ
ず
当
然
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点

の
指
摘
に
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
「
仁
」
な
き
戦
い
を
否
定
す
る
「
仁
者
之
無
敵
」
　
（
梁
恵
呈
上
）
と
「
善
戦
者
服
上
皇
云
々
」
　
（
離
婁
上
）
の
論
に
つ
い
て
、

君
主
が
仁
政
に
心
が
け
た
と
し
て
も
戦
争
以
外
に
暴
乱
を
除
く
方
法
は
な
く
、
黄
帝
以
来
「
兵
」
を
去
り
得
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、

孟
子
が
軍
事
に
関
す
る
無
知
を
隠
し
て
こ
の
よ
う
言
を
虚
構
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
家
人
民
を
大
い
に
誤
ま
ら
せ
る
も
の
だ
と
い

う
。
太
平
軍
と
の
対
決
を
強
く
意
識
す
る
こ
の
論
は
当
面
の
問
題
に
言
及
さ
れ
る
筋
合
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
今
国
家
は
仁
．

の
至
り
と
謂
う
べ
し
。
王
政
を
行
い
仁
政
を
行
う
。
天
下
の
民
こ
れ
を
愛
博
し
て
以
て
君
と
な
す
。
四
号
は
不
仁
の
至
り
と
謂
う
べ
し
、

徒
ら
に
そ
の
衆
を
負
え
る
の
み
」
　
（
三
ノ
十
八
）
で
あ
る
。
　
「
至
仁
」
の
朝
廷
と
「
不
仁
」
の
極
に
あ
る
太
平
軍
と
の
戦
い
で
あ
る
な
ら
・

ば
、
『
孟
子
』
の
論
理
に
従
っ
て
、
現
実
に
は
ど
う
し
て
「
制
挺
錘
其
堅
甲
利
兵
」
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
王
政
な
ら
ば
ど
う
し
て
「

斉
翌
翌
大
運
畏
」
（
膝
甲
公
下
）
の
説
が
実
現
で
き
な
い
の
か
。
ど
う
し
て
孔
子
の
「
仁
不
可
為
手
」
　
（
離
婁
上
）
の
言
が
反
映
さ
れ
な
い
．

の
か
。
ど
う
し
て
「
仁
者
無
敵
」
と
い
う
こ
ど
に
な
ら
な
い
の
か
、
と
迫
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
は
清
朝
の
「
至
仁
」
で
あ
り

「
王
政
」
・
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
君
主
権
は
絶
対
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
孟
子
流
の
仁
政
は
虚
構
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
指
摘
し
、
虚
妄
の
言
を
排
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
か
れ
の
当
面
の
状
況
に
対
す
る
深
い
危
機
感
と
焦
燥
感

が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
　
『
春
秋
』
に
対
す
る
次
の
言
及
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
　
「
”
孔
子
春
秋
を
成
し
て
乱
臣
賊
子
至
る
”
．
と
。
こ
れ
孟
輌
荒
唐
の
大
言
な
り
。
春
秋
す
で
に
成
り
て
乱
賊
前
よ
り
十
倍
す
、
果
し

　
て
何
の
説
そ
や
。
蓋
し
す
で
に
乱
賊
と
な
る
。
な
ん
ぞ
春
秋
を
量
れ
ん
。
ζ
れ
猶
お
後
儒
正
統
の
弁
、
孤
憤
の
詞
の
ご
と
き
の
み
。
成

　
れ
ば
則
ち
漢
・
明
と
な
り
、
成
ら
ざ
れ
ば
則
ち
（
陳
）
勝
（
呉
）
広
・
闊
（
李
自
成
）
、
異
く
張
献
燈
）
と
な
る
…
…
…
皆
乱
臣
賊

　
子
な
り
ρ
事
成
り
て
後
、
史
臣
こ
れ
に
誤
し
て
こ
れ
を
正
統
と
い
い
、
そ
の
強
盛
を
青
り
て
如
何
と
も
す
る
な
く
し
て
こ
れ
を
閏
統
と

　
い
う
も
、
皆
笑
う
べ
き
な
り
、
か
れ
宣
に
春
秋
あ
る
を
知
ら
ん
や
。
ま
た
焉
ん
ぞ
こ
れ
を
量
れ
ん
や
。
」
（
三
ノ
十
一
）
こ
れ
に
続
け

　
て
今
日
伝
わ
る
『
春
秋
」
は
通
鑑
の
大
目
録
の
ご
と
き
も
の
で
、
子
安
石
の
い
う
断
燗
の
朝
憲
で
あ
り
詩
、
書
の
序
と
同
様
で
あ
る
な

ど
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
春
秋
」
論
議
に
目
的
が
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
歴
史
観
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。

上
述
し
た
権
力
の
創
建
過
程
に
お
け
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
在
り
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
太
平
天
国
に
勝
利
す
る
こ
と
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の
必
要
性
、
つ
ま
り
露
わ
な
暴
力
行
使
こ
そ
が
王
朝
の
正
当
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
春
秋
に
義
戦
な
し
」
と
い
う
も
の
の
、
こ
う
し
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
専
制
権
力
の
真
実
の
姿
を
衝
く
虚
飾
な
き
言
葉
が
経
典
に
関
し
て
語

ら
れ
る
客
観
的
な
意
味
の
重
さ
に
注
意
し
た
い
。

　
　
さ
て
、
終
り
に
か
れ
が
「
宋
儒
は
す
べ
て
に
罪
あ
り
」
と
す
る
、
そ
の
宋
学
批
判
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
箇
所
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
「
道
学
家
は
そ
の
源
孟
子
よ
り
出
で
、
争
勝
を
以
て
心
と
な
し
、
己
れ
に
異
れ
る
を
痛
流
す
る
を
以
て
衣
鉢
と
な
す
。
心
、
性
、
理
気
、

　
誠
敬
を
以
て
支
派
と
な
し
、
考
験
す
べ
き
な
き
の
慎
独
、
存
養
を
以
て
蔵
身
の
固
と
な
す
。
内
蓋
外
王
の
大
言
を
以
て
、
あ
い
煽
惑
し

妄
り
旨
ら
尊
大
に
し
て
以
て
、
左
注
を
㌶
る
・
書
を
束
ね
て
観
ざ
る
を
以
て
伝
授
と
な
し
・
文
章
事
功
を
以
て
・
粗
跡
と
な
す
・
位

　
育
、
参
賛
、
篤
恭
、
急
な
く
、
声
色
な
き
を
以
て
遂
に
太
平
の
講
談
に
至
り
、
互
い
に
あ
い
欺
詐
し
て
学
問
と
な
す
。
そ
れ
釈
氏
よ
り

　
高
き
も
の
は
人
に
喜
捨
を
勧
め
ず
、
天
堂
地
獄
隔
禍
福
を
い
わ
ざ
る
の
み
。
故
に
円
く
の
善
く
し
て
聖
人
と
為
る
も
聖
に
頼
ら
ざ
る
な

り
・
彼
の
如
く
し
て
仏
と
成
る
も
・
世
に
た
だ
仏
有
る
を
認
る
る
な
り
・
謡
際
配
る
の
み
・
人
を
害
な
う
こ
と
精
な
る
の
み
。
ト

　
（
ニ
ノ
十
二
）

　
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
宋
学
に
対
す
る
全
く
の
外
在
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
の
常
套
語
を
羅
列
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
過
ぎ
で
は
な
か

ろ
う
。
ほ
か
に
『
論
語
』
に
つ
い
て
の
朱
子
の
説
を
も
批
判
す
る
が
、
立
入
っ
た
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
な
く
、
い
さ
さ
か

の
哲
学
的
批
判
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
書
は
私
的
な
筆
記
で
あ
っ
て
、
ま
と
も
に
問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

開
陳
す
る
意
図
も
余
裕
も
な
か
っ
た
。
た
だ
内
に
向
っ
て
今
日
の
事
態
を
憂
慮
し
、
そ
の
責
任
の
所
在
を
追
究
す
る
に
急
な
だ
け
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
こ
れ
が
当
時
の
思
想
界
に
な
ん
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
安
定
し
た
生
活
空
間
を
奪
わ
れ
、

自
己
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
道
具
立
て
か
ら
剥
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
孤
立
無
援
の
立
場
に
立
た
さ
れ
た
弁
士
鐸
が
、
そ

れ
自
体
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
地
点
に
お
い
て
、
い
わ
ば
異
常
事
態
下
の
日
常
意
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
ら
「
現

実
」
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
思
考
す
る
時
、
余
り
に
も
固
晒
な
体
制
と
名
教
の
欠
陥
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
露
呈
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
道
学
思
想
の
虚
構
性
と
現
実
有
効
性
を
欠
い
だ
学
問
に
対
す
る
直
筆
な
批
判
が
か
か
る
形
で
表
現
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ

に
こ
そ
か
れ
の
孔
孟
、
函
南
批
判
の
意
味
が
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
同
時
に
体
制
の
原
理
に
忠
誠
で
あ
っ
た
か

れ
に
と
っ
て
は
、
太
平
天
国
の
志
向
す
る
変
革
の
意
味
内
容
と
ち
ょ
う
ど
真
反
対
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
体
制
内
修
正
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
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ず
、
こ
の
こ
と
が
屈
折
的
に
、
．
ネ
ガ
テ
そ
ブ
な
改
革
策
を
志
向
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
革
命
」
に
対
す
る
反
動
の
思
想
は
ま
さ
に
か
か

る
状
況
下
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
曽
国
華
は
そ
の
「
討
慶
嘉
激
」
　
（
一
八
五
四
年
二
月
）
に
お
い
て
宋
学
的
大
義
に
基
き
名
教

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
擁
護
を
第
一
義
的
に
掲
げ
た
の
に
対
し
、
か
れ
は
宋
儒
批
判
を
媒
介
に
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
体
制
の
よ
り
強
力

な
暴
力
的
執
行
策
を
志
果
し
た
。
二
人
は
互
い
に
対
比
的
な
問
題
領
域
を
捉
え
る
こ
と
を
通
じ
て
共
通
の
敵
に
厳
し
く
対
決
し
ょ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
表
現
の
相
違
は
、
こ
の
場
合
、
二
人
の
意
識
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
お
か
れ
た
社
会
的
立
場
の
相
違
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
畳
鰯
」
武
装
集
団
を
率
い
る
軍
事
指
導
者
と
し
て
の
当
時
の
曽
国
藩
は
、
太
平
軍
と
の
全
面
的
敵
対
の
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
が
故
に
、

「
名
教
」
擁
護
の
．
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
目
下
は
う
ら
ぶ
れ
た
避
難
民
に
過
ぎ
な
い
涯
に
と
っ
て
は
、
さ
し
当
っ
て
無
関
係

な
政
策
の
考
究
が
生
の
証
し
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　
涯
士
鐸
の
捉
え
る
社
会
混
乱
の
原
因
の
第
一
の
環
は
「
翌
翌
」
の
患
で
あ
り
、
第
二
は
朝
廷
の
制
度
、
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
解

決
の
方
策
す
な
は
ち
「
長
久
治
平
の
法
」
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。

〈
人
口
論
V

　
「
世
乱
こ
れ
人
多
き
に
よ
る
。
　
（
女
人
多
し
、
故
に
人
多
し
）
人
多
け
れ
ば
則
ち
窮
す
。
」
（
三
ノ
ニ
十
八
）
と
認
め
る
か
れ
に
と
っ

て
、
こ
の
人
口
過
剰
の
状
態
の
解
決
策
は
、
　
「
溺
女
の
禁
を
弛
め
、
溺
女
の
法
を
推
量
し
、
比
量
の
冷
薬
を
施
費
せ
し
め
、
家
に
国
女
あ
．

ら
ば
そ
の
賦
を
倍
に
し
、
再
嫁
の
律
を
厳
に
し
、
犯
す
者
は
斬
決
す
。
清
節
堂
を
広
め
、
女
尼
寺
を
広
め
、
童
貞
女
院
を
立
づ
。
品
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら

非
ざ
れ
ば
再
婆
を
準
さ
ず
、
三
女
を
生
む
者
は
そ
の
賦
を
倍
に
し
、
僧
道
寺
観
を
広
む
、
定
ず
三
十
に
し
て
婆
り
、
二
十
五
に
し
て
嫁
し
、

違
う
者
は
斬
決
す
。
」
　
（
三
ノ
ニ
十
九
）
と
い
う
も
の
で
、
徹
底
し
た
人
口
制
限
政
策
を
主
張
す
る
。
と
く
に
女
性
に
対
し
て
は
非
人
道

的
な
「
退
嬰
」
を
勧
め
、
「
堕
胎
」
を
う
な
が
す
な
ど
産
児
制
限
を
課
し
、
ま
た
男
子
は
三
児
以
上
、
女
子
は
両
女
以
上
で
賦
税
を
倍
に

す
る
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
の
人
口
増
加
を
厳
し
く
制
限
す
る
。
し
か
も
こ
の
措
置
は
海
　
「
極
官
」
隠
官
僚
を
除
外
し
、
召
田
人
に
非
ざ
れ
ば
妻
を

取
る
べ
か
ち
ず
。
女
を
生
む
べ
か
ら
ず
。
生
め
ば
即
ち
こ
れ
を
溺
す
。
」
　
〈
三
・
！
三
十
）
　
「
中
戸
は
女
を
生
む
を
準
さ
ず
。
富
戸
も
二
女

生
む
の
罰
あ
り
。
」
　
（
三
ノ
十
九
）
と
い
う
よ
う
に
階
級
、
貧
富
に
よ
っ
て
差
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
天
下
の
貧
者
は
力
を
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以
て
あ
い
尚
ぶ
者
な
り
、
不
才
な
る
者
は
み
な
婆
る
を
得
ず
。
し
か
し
て
人
少
き
は
天
下
の
平
、
・
ト
す
べ
し
。
」
　
（
三
ノ
ニ
十
五
）
之
述

べ
る
よ
う
に
窮
民
の
増
加
が
反
乱
の
原
因
と
な
る
か
ら
で
あ
ら
た
。
こ
の
特
異
な
人
口
論
に
つ
い
て
は
・
か
っ
て
湯
浅
曾
孫
先
生
が
詳
論
（
8
）

さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
に
譲
り
た
い
が
、
弓
長
や
堕
胎
に
よ
る
人
口
調
節
は
元
来
一
種
の
共
同
体
的
規
制
と
し
て
存
在
し
た
が
、
あ
ら
た
に

強
権
1
法
に
よ
っ
て
罰
し
た
り
賞
し
た
り
す
る
一
に
よ
っ
て
操
作
的
、
選
別
的
に
行
う
と
こ
ろ
に
そ
の
特
異
性
が
あ
る
。
戦
乱
の
さ
な
か
に
女

性
の
遭
難
を
数
多
く
目
撃
し
、
自
ら
も
長
女
と
次
女
を
失
っ
た
か
れ
の
痛
切
な
体
験
が
、
一
方
で
は
「
女
を
生
む
こ
と
の
害
」
を
語
ら
せ
、

一
方
で
は
そ
の
社
会
淘
汰
を
考
え
る
と
い
う
こ
の
や
さ
し
さ
と
き
び
し
さ
の
奇
妙
な
矛
盾
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
す
れ

ば
そ
の
心
情
に
加
担
し
が
ち
と
な
る
が
、
こ
れ
は
心
理
的
位
層
で
い
え
ば
自
評
．
の
恐
迫
感
に
対
す
る
一
種
の
反
動
形
成
で
あ
り
、
社
会
的
位
層

で
は
民
衆
に
対
す
る
恐
怖
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
精
神
の
退
廃
現
象
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
〈
弊
政
改
革
口
人
材
登
用
論
V

　
今
日
を
弾
ま
せ
た
も
の
は
「
則
例
な
り
。
翰
林
を
競
う
る
な
り
。
文
官
の
意
気
重
き
な
り
。
」
（
ニ
ノ
士
二
）
と
い
う
よ
う
に
体
制
円
部
の
欠
陥

は
、
王
朝
体
制
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
文
官
優
位
の
制
度
・
法
令
・
慣
習
と
官
人
の
気
風
に
あ
る
と
措
号
す
る
。
　
「
官
多
く
委
員
多
く
し
て
銭

糧
毒
す
な
り
。
実
選
に
あ
ら
ず
し
て
（
任
子
）
野
津
の
人
た
る
こ
と
堪
（
可
）
な
り
。
猶
お
循
例
人
を
用
う
が
ご
と
し
、
而
し
て
豪
傑
志
を

失
う
な
り
。
士
を
取
る
に
三
文
を
以
て
す
な
り
。
広
く
そ
の
塗
を
以
て
人
材
を
取
ら
ざ
る
な
り
。
・
…
・
姑
息
に
し
て
賞
あ
り
て
罰
な
く
、
仁

慈
に
託
し
て
姦
を
養
う
を
以
て
乱
を
醸
す
。
ま
た
優
柔
な
れ
ば
な
り
。
」
　
（
同
前
）
と
い
う
。
翰
林
（
進
士
）
に
つ
い
て
、
本
当
に
そ
の

紫
雲
は
今
日
の
時
務
に
対
応
で
き
、
軍
事
の
任
に
た
え
う
る
の
か
。
時
文
（
八
股
文
）
、
楷
書
、
詩
賦
の
群
れ
た
者
を
用
い
、
性
理
を
学

ん
だ
も
の
を
重
ん
じ
て
登
用
し
さ
れ
て
い
る
が
平
日
は
別
と
し
て
今
日
の
難
局
に
当
り
う
る
の
か
。
　
「
百
姓
言
う
能
わ
ず
敢
え
て
怒
る
の

み
」
　
（
三
ノ
十
二
）
　
で
あ
る
。
督
撫
以
下
地
方
官
の
欠
員
補
充
の
循
例
は
第
一
の
弊
政
で
、
天
下
を
壌
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
（
ニ
ノ
十

九
）
。
「
何
ぞ
人
才
を
求
む
る
に
則
ち
祖
宗
の
法
を
変
せ
ざ
る
を
以
て
せ
ん
や
。
」
　
（
三
ノ
十
二
）
　
そ
の
改
革
は
ま
ず
人
材
の
登
用
か

ら
で
あ
っ
て
、
深
沈
勇
略
の
人
を
上
と
し
て
泣
男
の
輩
を
斥
け
、
天
下
を
論
ず
る
こ
と
四
分
、
吏
治
四
分
、
勇
略
一
分
、
技
芸
一
分
を
合

せ
て
、
の
ち
始
め
て
文
章
力
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
（
三
ノ
十
二
）
、
　
「
士
は
郷
挙
以
後
に
あ
り
て
は
、
宜
し
く
世
事
を
以
て
試
す
べ
く
　

　
　
　
　
　
　
　
も
と

…
・
ゲ
・
史
学
を
以
て
黒
む
べ
く
」
　
（
ニ
ノ
十
二
）
時
文
、
翰
魯
（
博
学
鴻
詞
の
科
）
、
詩
賦
を
廃
し
、
登
用
の
道
を
大
巾
に
拡
げ
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
こ
の
改
革
を
羅
列
す
れ
ば
、
．
「
武
科
を
崇
び
、
力
お
よ
び
技
を
重
ん
ず
。
郷
挙
以
後
は
詩
、
文
字
を
用
い
ず
吏
治
を
講
求
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せ
し
む
。
会
試
は
試
す
る
に
吏
治
、
時
務
を
以
て
し
、
策
論
を
忌
み
、
与
論
に
し
て
文
理
を
論
ず
る
者
ば
斬
決
す
。
科
挙
の
中
に
郷
上
里

、
選
の
意
を
言
え
、
名
に
基
い
て
実
を
核
し
以
て
士
大
夫
に
評
す
。
考
試
よ
り
”
孟
子
”
を
去
り
”
嫁
鑑
”
を
増
し
・
承
平
の
時
ば
加
う
る

に
礼
貌
を
以
て
し
文
に
比
す
。
童
を
し
て
略
ぼ
礼
法
を
知
ら
し
む
れ
ば
則
ち
羨
望
の
心
意
ぼ
警
む
。
厳
罰
信
賞
、
資
格
を
限
ら
ず
人
を
用

い
、
空
文
、
告
諭
の
誉
詞
を
省
き
、
虚
文
、
粉
飾
を
霜
げ
質
実
に
帰
せ
し
む
。
深
山
大
沢
に
て
は
そ
の
豪
を
抜
き
て
以
て
卑
官
と
な
す
、

文
学
を
広
む
れ
ば
則
ち
人
弱
し
、
土
官
は
世
（
襲
）
せ
ず
六
年
に
し
て
】
任
に
及
ぶ
。
道
学
は
則
ち
人
を
し
て
用
う
る
な
か
ら
し
む
。
猛

を
以
て
寛
を
済
い
、
人
を
し
て
有
用
た
ら
ん
ご
と
を
欲
せ
し
む
。
史
学
を
崇
び
、
君
臣
は
道
学
、
異
文
を
以
て
言
わ
ず
、
学
校
を
崇
べ
ば

則
ち
人
は
学
に
向
わ
ん
。
士
は
五
十
に
至
り
て
外
に
始
め
て
道
学
を
い
う
を
準
ず
。
人
才
は
患
に
足
ら
ず
し
て
患
は
頑
梗
に
あ
り
、
官
に
任

ず
る
に
は
俵
便
に
巧
な
る
を
忌
み
、
令
者
に
は
最
も
取
巧
な
る
を
忌
み
、
任
官
に
は
質
僕
、
誠
慧
な
る
者
を
取
ら
し
む
。
六
部
の
耳
管
太
だ

繁
苛
な
る
を
捌
り
、
一
切
破
格
し
て
以
て
損
益
、
鼻
革
、
集
思
、
広
益
、
求
言
に
合
せ
し
む
。
時
に
因
り
、
地
に
因
り
事
に
因
り
、
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

因
り
て
各
々
制
し
、
時
を
救
う
に
は
変
法
せ
ざ
る
を
得
ず
。
必
ず
し
も
孔
孟
六
経
に
拘
せ
ざ
る
な
り
。
鬼
神
を
祀
ら
ず
、
術
数
を
信
ぜ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　

翰
窟
を
崇
ば
ず
、
晋
人
の
元
虚
、
唐
宋
の
禅
学
、
宋
元
の
道
学
を
談
せ
ず
、
一
格
を
主
と
せ
ず
、
富
強
を
誰
け
ず
、
六
経
を
用
い
ざ
る

な
り
。
」
．
（
三
ノ
三
十
、
重
複
の
箇
所
は
適
宜
除
い
た
。
）
と
い
う
。
．
改
革
の
大
体
は
こ
れ
で
理
解
さ
れ
る
。

　
防
衛
体
制
に
つ
い
て
は
、
団
練
、
郷
勇
を
論
じ
て
こ
れ
ら
は
結
局
大
冠
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
太
平
軍
占
領
地
域
の
周
囲
に

五
水
霧
、
十
三
陸
尉
を
設
置
し
、
各
々
境
界
を
区
切
っ
て
防
衛
を
担
当
し
、
敵
の
出
撃
を
待
っ
て
戦
術
を
駆
使
し
て
闘
う
。
勇
敢
な
も
の
、

行
動
上
目
立
つ
も
の
を
一
方
の
将
に
抜
擢
レ
て
他
処
に
は
派
遣
せ
ず
、
ま
た
各
鎮
ご
と
に
兵
を
召
募
し
、
資
格
を
問
わ
ず
則
例
に
よ
ら
ず
、

俊
才
を
賓
・
佐
・
判
官
に
選
任
し
、
鎮
に
は
臨
時
に
生
殺
与
奪
の
権
を
与
え
、
　
「
旧
章
に
照
せ
ず
、
成
例
に
循
わ
ず
、
申
制
に
従
わ
ず
、

事
後
に
奏
聞
」
　
（
ニ
ノ
三
）
す
る
こ
と
と
し
、
命
令
を
受
け
る
の
は
直
接
大
師
（
都
寺
）
か
ら
に
限
る
と
い
う
。
さ
ち
に
、
皇
帝
が
直
接

兵
勢
を
聞
く
と
か
、
．
全
国
を
平
原
、
山
林
、
江
湖
の
四
営
に
分
つ
と
一
か
と
い
う
の
が
、
，
い
わ
ゆ
る
「
藩
鎮
論
」
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ

か
富
強
暴
に
関
し
て
商
人
は
航
海
を
主
導
し
て
域
外
四
洲
に
至
っ
て
貿
易
に
従
事
す
る
、
あ
る
い
は
工
人
に
泰
西
の
技
法
を
民
習
さ
せ
る

と
か
の
考
え
も
の
べ
で
い
る
が
、
資
源
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
．
ま
一
た
太
平
軍
の
生
活
に
学
ん
で
、
鬼
神
、
祷
祀
、
卜
笠
、
，
術
数
な
ど
を

禁
止
す
る
と
と
も
に
、
．
ア
ヘ
ン
吸
煙
、
怠
惰
な
生
活
を
禁
じ
た
点
も
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
は
、
涯
士
鐸
に
お
い
て
太
平
軍
が
た
ん
な
る
農
民
反
乱
で
は
な
く
、
清
朝
な
ら
び
に
封
建
地
主
郷
紳
階
級
に
と
っ
て
巨
大

な
敵
で
あ
り
、
あ
る
い
は
圧
倒
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
相
手
で
あ
っ
た
か
ら
、
従
来
の
法
令
慣
習
を
無
視
し
て
当
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
こ
の
太
平
軍
に
対
す
る
徹
底
し
た
敵
対
的
態
度
は
、
た
と
え
ば
魏
源
の
態
度
と
共
通
す
る
も
の
が

あ
っ
た
。
魏
源
は
『
海
国
図
志
』
に
お
い
て
、
外
国
侵
略
者
に
対
す
る
た
め
、
　
「
中
原
無
数
の
臭
匪
」
を
書
画
し
、
郷
勇
・
水
勇
に
す
る

こ
と
を
提
案
、
毒
を
以
て
毒
を
制
す
る
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
・
（
9
）
　
か
れ
ら
の
意
識
に
お
い
て
は
・
外
国
も
太
平
天
国
な
ど
の
農

民
反
乱
も
等
し
く
敵
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
近
代
と
は
い
え
、
い
ま
だ
伝
統
的
な
国
家
観
の
も
と
に
あ
る
か
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、

外
敵
に
対
す
る
か
ら
愛
国
、
進
歩
的
で
あ
り
、
内
敵
に
敵
対
す
る
か
ら
反
動
的
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
涯
綱

島
に
お
い
て
も
、
上
述
の
ご
と
く
国
内
の
弊
政
の
現
状
を
多
く
指
摘
し
、
そ
れ
が
主
と
し
て
清
朝
体
制
内
の
中
央
、
地
方
官
僚
の
腐
敗
に
’

起
因
す
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
虚
偽
、
因
循
の
風
気
を
改
め
る
こ
と
、
広
く
人
材
を
求
め
る
た
め
科
挙
の
方
法
を
大
胆
に
改
め
る
こ
と
に

言
及
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
太
平
天
国
指
導
者
の
力
量
を
評
価
し
、
そ
の
長
所
に
学
び
自
己
の
側
に
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
現
実
主
義
的

的
態
度
が
見
ら
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
藩
煮
端
の
主
張
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
清
朝
の
全
一
支
配
を
部
分
的
に
否
定
す
る
要

素
を
は
ら
ん
で
お
り
、
古
い
制
度
を
危
機
的
状
況
の
な
か
で
再
生
す
る
と
い
う
合
理
主
義
が
見
受
け
ら
れ
る
。
経
済
的
政
策
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
富
強
の
道
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
進
歩
的
側
面
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
如
何
な
る

方
法
で
如
何
な
る
富
強
を
目
指
す
か
、
洋
務
派
も
ま
た
そ
れ
を
目
指
し
た
。
の
ち
に
空
林
翼
、
隣
国
藩
主
友
と
な
っ
て
そ
の
政
策
に
そ
っ

て
密
着
し
て
い
く
こ
と
を
見
て
も
そ
の
方
向
は
暗
示
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
、
刑
法
の
十
三
才
以
上
の
適
用
を
考
え
、
不
穏
な
農
民
に
墨
刑

を
課
し
、
官
僚
の
責
任
を
問
う
に
も
厳
刑
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
を
主
張
す
る
な
ど
の
法
的
強
制
を
含
め
て
、
体
制
権
力
の
暴
力
的
執
行
を

主
張
し
、
人
民
を
一
方
的
に
抑
圧
制
限
の
対
象
と
し
て
強
圧
し
、
そ
の
よ
う
な
露
骨
な
権
力
行
使
が
「
人
心
」
の
良
好
を
導
き
社
会
の
平

穏
が
保
て
る
と
考
え
る
に
至
っ
て
は
、
自
已
の
属
す
る
階
級
の
み
の
優
位
性
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
反
動
的
と
な
る
。
　
「
現
実
」
重

視
の
方
向
が
そ
う
し
た
自
己
の
立
場
を
衝
き
動
か
し
新
た
な
地
点
へ
赴
こ
う
と
し
な
い
限
り
、
危
機
意
識
に
基
づ
く
と
い
う
だ
け
で
は
、

社
会
的
思
想
的
な
伝
統
批
判
も
か
え
っ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
一
点
で
動
き
う
る
か
ど
う
か
で
そ
の
社
会
観
の
評
価
が
分

れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
、
思
想
的
認
識
上
の
い
く
つ
か
の
点
で
意
外
に
早
馬
珍
、
魏
源
（
旧
知
の
関
係
で
は
あ
っ
た
が
y
　
ら
と
親
近

し
て
い
る
面
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
関
連
に
つ
い
て
は
い
ま
検
討
の
余
裕
が
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
も
と
も
と
公
表
を
予
想
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さ
れ
な
か
っ
た
手
稿
の
考
察
に
は
、

こ
れ
も
今
後
の
研
究
に
待
ち
た
い
。

公
刊
さ
れ
た
著
作
と
は
違
っ
た
方
法
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
充
分
で
な
い
。

〔
註
〕

（
1
＞
本
稿
は
、
近
代
中
国
史
料
二
藍
第
十
三
輯
の
『
圧
面
翁
（
士
鐸
）
乙
丙
日
記
』
（
文
海
出
版
社
）
を
使
用
し
た
。

（
2
）
趙
宗
復
編
『
江
梅
村
年
譜
稿
』
（
文
海
出
版
社
）
た
よ
る
。

（
3
）
ち
な
み
に
、
民
国
十
年
に
は
『
呉
虞
文
録
』
、
『
胡
結
文
存
』
が
出
さ
れ
、
十
一
年
に
は
『
独
秀
文
存
』
が
出
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
胡
思
事
「
江
活
量
思
想
南
濃
」
　
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
七
八
年
二
期
）
論
文
中
の
張
爾
田
『
乙
丙
日
記
糾
膠
』
に
関
す
る
記
述
に
よ
る
。

（
5
）
経
歴
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
前
掲
『
涯
梅
村
年
譜
稿
』
を
参
照
し
、
支
偉
成
『
二
代
撲
学
大
師
列
伝
』
（
芸
文
出
版
社
版
）
お
よ
び
郵
之
誠
の
『
日

　
　
記
』
序
、
注
（
4
）
論
文
に
よ
り
補
っ
た
。

（
6
）
こ
の
考
え
方
は
七
二
珍
『
平
均
篇
』
に
み
え
る
「
人
心
者
世
俗
之
本
締
。
世
俗
者
世
運
之
山
面
。
人
心
亡
則
世
俗
壌
…
…
。
」
〔
襲
自
珍
全
集
。
上
海

　
　
人
民
出
版
社
七
五
年
版
　
七
八
頁
〕
に
酷
似
し
て
い
る
。

．
（
7
）
か
れ
は
「
可
以
善
、
可
以
不
善
者
、
清
濁
併
者
也
。
所
謂
中
人
也
。
中
人
多
而
気
亦
不
一
、
性
置
所
近
、
嗜
好
従
之
。
」
．
（
三
ノ
十
一
～
十
二
）
と
も

　
　
い
う
。
襲
自
珍
の
説
（
關
告
子
）
に
も
、
魏
源
の
説
（
黙
触
学
篇
二
）
に
も
近
い
。

（
8
）
湯
浅
幸
孫
『
吉
士
鐸
の
乙
丙
日
記
i
貧
窮
と
人
ロ
ー
』
。
東
洋
の
文
化
と
社
会
　
第
三
集
。
　
（
一
九
五
三
年
）
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
『
海
国
図
志
』
巻
一
。
簿
海
篇
第
二
。
参
照
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