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林
隆
昌
の
生
卒
年
は
明
ら
か
で
な
い
。
『
宋
陸
墨
案
』
巻
四
十
七
、
丈
軒
学
業
に
よ
れ
ば
、
字
は
粛
翁
、
号
は
竹
渓
、
ま
た
の
号
は
塵

斎
、
福
清
（
苛
田
）
の
人
。
端
平
二
年
（
＝
一
三
五
）
進
士
に
合
格
、
淳
学
生
、
秘
省
正
字
に
遷
り
、
饒
州
に
知
と
な
る
が
、
中
書
舎
人

で
終
っ
た
と
い
う
。
現
存
の
著
書
と
し
て
は
、
『
竹
渓
膚
斎
続
集
』
三
十
巻
、
『
考
選
記
解
』
二
巻
、
老
荘
列
三
子
の
『
口
義
』
が
あ
り
、

就
中
、
後
の
三
書
に
よ
っ
て
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
希
逸
の
学
系
は
、
さ
か
の
ぼ
る
と
、
遠
く
程
門
の
罪
和
靖
か
ら
発
す
る
。
す
な
わ
ち

和
靖
の
門
に
林
光
朝
（
字
謙
之
、
号
支
軒
、
＝
一
四
－
一
一
七
八
）
が
あ
り
、
光
朝
の
門
に
林
亦
之
（
一
事
可
、
号
難
山
、
又
号
月
漁
、

一
＝
二
六
一
一
一
八
五
）
が
あ
り
、
亦
之
の
門
に
陳
藻
（
字
元
潔
、
号
楽
軒
、
七
十
五
歳
で
卒
す
）
が
あ
り
、
そ
の
門
に
希
逸
が
出
で
る

の
で
あ
庵
た
だ
希
逸
は
、
「
菓
は
支
軒
の
商
な
り
。
説
く
所
の
も
の
は
支
軒
の
書
、
守
る
所
の
も
の
は
交
軒
の
道
な
り
」
（
薦
斎
続
集
、

巻
七
、
十
三
丁
）
と
い
う
が
、
算
勘
の
思
想
が
、
そ
の
ま
ま
直
線
的
に
流
れ
来
っ
て
い
る
と
は
み
な
し
が
た
い
。

　
支
軒
に
は
『
支
軒
集
』
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
残
後
、
そ
の
遺
文
を
編
集
し
た
も
の
だ
か
ら
、
完
全
な
全
書
と
は
い
え
な
い
が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
程
学
の
主
張
す
る
理
の
哲
学
の
お
も
か
げ
が
稀
薄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
致
知

格
物
に
つ
い
て
、
「
致
知
は
こ
れ
初
学
の
第
一
平
な
る
も
、
ま
さ
に
こ
れ
を
求
む
る
こ
と
太
り
に
深
か
る
べ
か
ら
ず
。
今
、
日
用
の
件
件

を
以
て
之
を
求
め
、
之
を
求
め
て
已
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
地
を
察
す
」
（
巻
六
、
主
要
次
山
）
と
い
う
が
、
こ
れ
で
は
何
を
致
知
す
る
の

か
不
明
確
だ
し
、
看
て
「
日
用
は
こ
れ
根
株
、
文
字
は
こ
れ
注
脚
」
（
同
上
）
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
程
学
の
と
う
て
い
容
認
し
能
わ

　
　
　
　
　
　
　
砲

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
は
儒
書
を
解
釈
す
る
に
、
一
概
に
儒
釈
一
体
化
す
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
「
儒
釈
之
分
、
若
青
天
白
昼
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
巻
六
、
与
泉
州
李
俸
）
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
後
の
希
逸
の
思
想
と
の
ず
れ
を
思
わ
せ
る
。
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『
朱
子
文
集
』
に
は
、
塾
舎
に
お
く
る
書
簡
一
通
を
の
せ
て
い
る
。
　
（
巻
三
十
八
、
深
林
謙
之
）
こ
れ
は
丈
軒
の
質
問
に
答
え
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
申
で
朱
子
が
、
今
日
の
学
界
の
弊
と
し
て
、
着
実
な
手
順
を
無
視
し
て
即
妙
に
は
せ
る
者
多
き
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
「
未
だ
一
理
も
明
ら
か
に
し
な
い
の
に
、
傲
然
と
し
て
か
ま
え
、
上
智
生
知
を
き
め
こ
み
、
往
々
単
子
懸
絶
の
言
を
吐

く
」
こ
と
を
、
「
朱
子
は
憂
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
支
軒
は
朱
子
よ
り
も
十
六
歳
年
長
で
あ
る
が
、
そ
の
先
輩
に
対
し
て
朱
子
が
、
か
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

如
き
感
想
を
も
ら
す
の
は
、
や
は
り
支
軒
の
学
風
に
廉
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
叡
。
こ
れ
が
網
山
と
な
る
と
、
よ
り
明

確
な
か
た
ち
を
呈
し
て
来
る
。

　
『
網
翔
集
』
（
巻
三
）
に
、
「
伊
川
子
程
子
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で
網
山
は
、
一
応
、
引
子
を
孟
子
以
来
の
人
物
だ
と

讃
え
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
「
伊
川
の
門
に
て
、
文
を
学
ぶ
は
道
を
害
う
と
為
す
と
謂
う
は
、
そ
の
財
田
だ
必
ず
し
も
然
ら
ぎ
る
に
似
た

り
」
と
、
伊
川
の
文
学
軽
視
に
不
満
を
も
ら
し
、
「
蓋
し
天
地
あ
り
て
よ
り
以
来
、
文
章
と
学
問
と
は
、
並
び
行
わ
れ
て
相
川
ら
ず
」
「
古

の
道
を
知
る
者
は
、
未
だ
か
つ
て
文
に
精
し
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
網
山
の
ね
ら
い
が
、
単
に

文
と
道
と
の
対
比
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
は
人
間
の
性
情
の
尊
重
な
く
し
て
道
は
存
在
し
得
ぬ
と
い
う
考
え
を
基
底
に
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
明
ら
か
に
伊
川
流
の
理
の
哲
学
の
窮
屈
さ
か
ら
、
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
仏
教
に
つ
い
て
も
、

三
子
と
は
異
な
っ
た
考
え
方
を
示
す
。
孟
子
が
楊
墨
を
弁
じ
て
楊
墨
の
害
が
お
さ
ま
っ
た
が
、
韓
退
之
が
仏
学
を
攻
め
て
も
、
仏
教
は
ま

す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
孟
子
は
楊
墨
を
深
く
き
わ
め
て
い
た
の
に
、
退
之
は
仏
教
を
知
ら
ず
、
空
言
を
以
て
人
の
視
聴
を
乱

し
た
だ
．
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
、
中
国
之
教
と
西
方
之
俗
と
は
、
本
来
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
並
べ
て
論
じ
る
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
中
国
人
が
西
方
の
ま
ね
を
し
て
、
家
族
を
捨
て
、
異
俗
を
ま
ね
る
の
ば
、
愚
な
こ
と
で
あ
る
。
釈
迦
に
し
て
も
、
初
め
は
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

族
を
も
っ
て
い
た
の
だ
し
、
出
家
し
た
の
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
。
西
方
の
人
が
そ
れ
を
ま
ね
る
の
は
よ
し
と
し
て
、
中
国
の
人
が
そ
れ
を

ま
ね
る
の
は
、
愚
な
こ
と
で
あ
る
。
六
合
の
外
は
、
王
者
の
治
め
ぬ
所
で
あ
り
、
ま
し
て
口
舌
を
以
て
弁
じ
た
り
は
し
な
い
。
だ
の
に
退

之
が
仏
教
の
排
斥
を
強
弁
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
失
敗
の
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
（
邸
中
、
浮
屠
氏
）
こ
の
論
は
、
決
し
て
積
極
的
な
仏

教
擁
護
論
で
は
な
い
。
し
か
し
仏
教
が
中
国
の
風
俗
を
害
し
な
い
様
態
を
以
て
流
行
す
る
こ
と
に
は
、
あ
え
て
反
対
し
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
網
山
は
、
「
平
生
仏
を
学
ば
な
か
っ
た
」
（
巻
八
、
遊
羅
漢
院
記
）
と
い
う
が
、
儒
仏
老
等
の
分
別
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
方
向
に
、
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
一
歩
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
か
ら
彼
は
、
荘
子
を
門
人
に
講
じ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
旬
　
（
林
希
逸
、
荘
子
口
豊
後
祓
）
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清
朝
の
学
者
王
漁
洋
は
、
支
軒
以
下
の
学
統
を
紹
介
し
、
「
交
（
軒
）
　
（
網
）
山
已
下
、
皆
道
学
を
以
て
相
授
受
し
、
風
雅
は
心
を
究
む

る
所
に
あ
ら
ぎ
り
し
な
り
」
（
居
筆
録
、
巻
十
一
）
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
学
統
の
正
し
い
姿
を
と
ら
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
軍
学
村
の
「
楽
軒
詩
釜
序
」
に
よ
る
と
、
朱
子
・
呂
東
葉
・
張
南
軒
・
陸
象
山
が
対
峙
し
て
い
る
時
に
あ
た
り
、
丈
軒
は
遠
く
南
方
に

程
学
を
伝
え
、
「
南
夫
子
」
と
呼
ば
れ
た
。
た
だ
彼
は
必
ず
し
も
門
戸
を
張
る
熱
意
を
も
た
ず
、
そ
の
門
下
も
次
第
に
衰
微
し
、
わ
ず
か

に
園
山
が
そ
の
学
を
伝
え
・
更
に
筆
力
へ
と
伝
え
ら
れ
る
が
・
余
り
世
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
と
り
海
燕
逸
も
・
「
恨
む
所
は
・
男
山
●

楽
章
の
後
、
そ
の
学
す
で
に
伝
わ
ら
ず
、
今
人
こ
れ
を
知
る
者
あ
る
な
レ
」
（
荘
子
口
義
、
巻
十
、
四
十
五
丁
）
と
い
う
。
『
宋
博
学
案
』

を
ひ
も
と
い
て
も
、
こ
の
一
派
が
さ
し
て
重
視
さ
れ
た
形
述
は
な
く
、
陳
皆
具
に
つ
い
て
は
、
八
十
余
字
、
希
逸
に
つ
い
て
は
五
十
余
字

の
説
明
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
こ
の
一
」
派
が
、
儒
家
と
し
て
特
に
発
揮
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

う
判
断
に
も
と
っ
く
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
単
身
の
三
口
義
は
、
わ
が
国
で
も
刊
行
さ
れ
、
広
く
流
布
し
た
の
で
あ
飯
そ
れ
が
老
荘
列

三
子
の
真
意
を
得
て
い
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
独
自
の
註
釈
書
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
独
自
性
は
、
儒
を
本
旨
と
し
つ

つ
、
老
荘
列
を
こ
れ
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
朱
子
学
へ
の
批
判
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
禅
、
特
に
看
話
禅
の
立
場
を
取
込
ん

で
い
る
こ
と
等
に
、
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、
ひ
と
き
わ
き
わ
だ
つ
仏
教
の
教
養
を
、
彼
は
ど
こ
か
ら
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一5
0
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二

　
『
荘
子
口
耳
』
巻
筆
（
四
十
四
丁
）
に
、
「
先
師
嘗
て
曰
く
、
仏
書
は
最
も
吾
書
（
儒
書
）
を
証
す
る
に
好
し
。
証
す
れ
ば
則
ち
縢
り

易
し
」
の
語
が
み
え
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
希
逸
は
、
す
で
に
師
楽
聖
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
よ
う
す
す
め
ら
れ
た
も
の
と
み
え
る
。
ま
た
そ

の
発
題
に
い
う
、

　
　
「
希
逸
、
少
く
し
て
嘗
て
楽
軒
に
聞
く
あ
り
、
三
軒
に
因
り
て
交
軒
の
説
を
聞
き
、
文
字
血
脈
、
や
や
梗
概
を
知
る
。
又
頗
る
嘗
て

　
　
仏
書
を
渉
猟
し
、
孕
る
の
ち
そ
の
縦
横
変
化
の
機
を
悟
り
て
、
自
ら
謂
え
ら
く
、
此
の
書
（
荘
子
）
に
於
て
や
や
得
る
所
あ
り
。
実

　
　
に
前
人
の
未
だ
こ
と
ご
と
く
は
究
め
ぎ
る
所
の
者
な
り
、
と
。
大
蔵
経
五
百
四
十
函
は
、
み
な
此
の
申
よ
り
早
旦
し
出
す
己



　
こ
れ
だ
け
徹
底
し
た
仏
教
へ
の
傾
倒
ぶ
り
は
、
単
な
る
恩
師
ゆ
ず
り
に
は
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
彼
自
身
の
熱
心
な
求
道

参
禅
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
枯
崖
三
碧
の
編
集
し
た
『
枯
崖
漫
録
』
の
記
述
で
あ
る
。
翌
翌
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

希
逸
と
同
郷
人
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
の
序
は
、
北
山
紹
隆
が
書
誌
後
祓
は
、
林
希
逸
の
手
に
な
る
。
そ
の
下
文
（
想
定
四
年
撰
）
の
申

で
、
希
逸
は
、
「
此
の
集
に
記
す
所
は
、
み
な
近
世
の
善
知
識
な
り
。
中
間
、
　
（
致
）
柔
万
庵
・
（
申
）
元
讐
杉
は
、
み
な
余
が
旧
方
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

の
友
な
り
」
と
の
べ
て
い
る
d
『
続
書
存
稿
』
（
巻
胴
）
に
み
え
る
万
庵
の
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
は
有
よ
り
無
に
帰
秘
す
る
と
と
も
に
、
無

よ
り
有
へ
の
軍
国
を
強
調
し
た
よ
う
で
あ
り
、
現
実
界
へ
の
関
心
を
抱
ぎ
続
け
た
僧
侶
で
あ
っ
た
。
讐
杉
は
福
清
の
人
、
『
漫
録
』
に
記

す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の
住
山
は
枯
淡
を
き
わ
め
、
行
道
専
一
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
特
に
彼
が
世
尊
里
馬
に
時
の
丞
椙
に
上
っ

た
書
に
は
、
金
銭
に
よ
る
上
智
制
を
き
び
し
く
批
判
し
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
が
宗
門
の
堕
落
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
慨
歎
し

て
い
る
。
而
も
彼
は
こ
の
申
で
、
太
宗
・
孝
宗
等
の
語
を
引
用
し
、
仏
教
が
儒
教
と
一
体
と
な
っ
て
、
人
心
の
善
導
に
役
立
つ
こ
と
を
力

説
し
て
い
る
。
希
逸
が
親
交
を
も
っ
た
禅
僧
は
、
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
見
識
の
保
持
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
ふ
れ
る
よ
う

に
看
話
禅
へ
の
接
近
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
希
逸
は
、
当
時
の
儒
教
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
た
か
。
．
当
時
、
儒
学
界
に
お
い
て
は
、
漸
次
、
朱
子
学
が

優
勢
の
地
歩
を
占
め
つ
つ
あ
り
、
ま
た
希
逸
自
身
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
応
サ
和
靖
の
学
統
に
連
な
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
脳
裏
に
先
ず

程
朱
学
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
然
る
に
程
朱
学
は
、
元
来
、
排
仏
を
一
主
張
と
し
て
お
ケ
、
希
逸
の
容
仏
的
態
度
と

は
、
相
容
れ
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
朱
子
学
へ
の
不
満
乃
至
は
修
正
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
荘
子
』
麟

栂
篇
に
み
え
る
「
自
得
語
調
、
自
適
其
適
」
止
い
う
語
を
、
希
逸
は
、
「
自
得
自
悟
」
の
意
と
し
、
こ
れ
は
『
論
語
』
に
み
え
る
「
黙
而

識
之
」
、
．
『
易
経
』
に
み
え
る
「
黙
而
成
之
、
不
言
而
信
」
、
『
孟
子
』
に
み
え
る
「
不
言
而
喩
」
等
に
通
ず
る
と
し
、
そ
れ
を
禅
の
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

得
の
意
に
引
き
つ
け
て
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
朱
子
は
、
『
論
語
』
の
識
は
記
の
意
で
あ
り
、
『
孟
子
』
の
語
は
、
「
不
待
人
言
而
自
喩
に

と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
朱
子
は
、
禅
宗
風
の
頓
悟
的
解
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
希
逸
は
、
朱
子
は
象
山
学
派
の
禅
弊
に
こ

り
た
か
ら
、
わ
ざ
と
こ
う
し
た
解
釈
を
し
，
た
の
で
あ
っ
て
、
量
子
二
書
の
本
意
に
は
適
わ
ぬ
と
い
う
。
ま
た
『
荘
子
口
囲
』
（
巻
四
、
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
丁
）
に
は
、
荘
子
は
事
を
理
解
し
た
人
物
で
あ
っ
て
、
単
に
虚
無
を
説
く
の
み
で
は
な
い
と
し
、
程
伊
川
の
「
釈
氏
は
上
達
あ
っ
て

下
学
な
し
」
と
い
う
語
は
、
妥
当
で
あ
る
が
、
『
荘
子
』
の
中
に
は
、
下
学
を
説
い
た
所
が
あ
り
、
精
粗
相
離
れ
ぎ
る
意
が
あ
る
の
だ
と

「
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注
意
し
て
い
る
。
更
に
『
列
子
口
義
』
（
巻
上
、
十
七
丁
）
で
は
、
『
円
覚
経
』
に
説
く
肉
体
分
散
説
は
、
尊
卑
の
所
論
を
ぬ
す
ん
だ
と

す
る
朱
子
の
説
は
、
あ
や
ま
り
だ
と
し
、
「
仏
は
西
方
に
出
づ
。
豊
に
応
に
こ
こ
に
於
て
劇
罪
す
ぺ
け
ん
。
こ
れ
を
舐
る
こ
と
太
り
に
過

ぐ
る
は
、
則
ち
公
な
ら
ず
」
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
老
荘
仏
を
弁
護
す
る
希
逸
の
心
裏
に
は
、
彼
ら
を
一
概
に
孤
高
隠
逸
の
群
と
規
定
し
よ
う
と
す
る
俗
説
を
く
つ
が
え
そ
う

と
す
る
信
念
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
が
、
荘
子
に
お
い
て
精
粗
一
致
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
　
（
荘
子
口
義
、
巻
四
、
二
十
八
丁
、
国
母
、

二
十
九
丁
）
「
荘
子
何
ぞ
嘗
て
全
べ
て
野
宮
礼
楽
を
用
い
ざ
ら
ん
と
欲
せ
ん
」
・
（
同
上
、
巻
五
（
七
丁
）
「
去
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、

則
ち
三
富
の
学
は
、
何
ぞ
嘗
て
稿
木
死
灰
を
以
て
主
と
な
さ
ん
」
（
判
子
口
義
、
巻
上
、
一
〇
六
丁
）
な
ど
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

し
た
意
図
を
示
す
の
で
あ
る
δ

三

　
た
だ
希
逸
の
儒
と
老
荘
と
の
一
致
論
は
、
個
々
の
具
体
的
な
徳
目
に
か
か
わ
る
よ
り
も
、
形
而
上
的
領
域
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
儒
に
お
け
る
形
而
上
的
最
根
源
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
太
極
で
あ
り
、
ま
た
無
極
で
あ
る
。
希
逸
は
、
斉
物
論
篇
の
「
未

始
有
物
」
は
「
太
極
刃
先
」
、
「
其
次
子
有
物
」
は
「
無
極
而
太
極
」
、
「
有
物
而
有
界
」
は
「
太
極
分
為
両
儀
」
こ
と
だ
と
い
う
。
（
荘

子
口
角
、
巻
一
、
三
十
一
丁
）
こ
の
よ
う
に
太
極
の
上
に
無
極
を
立
て
る
こ
と
は
、
朱
子
学
の
原
理
と
は
異
な
る
。
特
に
朱
子
に
お
い
て

は
、
太
極
は
天
理
の
根
源
で
あ
っ
て
、
格
物
致
知
の
手
順
に
よ
り
、
そ
の
天
理
の
普
遍
的
実
在
を
確
認
し
体
得
す
る
こ
と
が
、
最
も
重
要

な
工
夫
の
か
な
め
と
さ
れ
る
に
対
し
、
希
逸
は
、
右
の
一
段
は
空
に
帰
す
べ
き
を
教
え
る
も
の
と
し
、
一
念
発
起
こ
そ
す
べ
て
の
相
対
的

次
元
を
絶
す
る
秘
鍵
だ
と
す
る
。
こ
こ
に
す
で
に
彼
の
儒
仏
合
体
論
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
い
か
に
儒
荘
の
接
近
を
は
か
っ
て
も
、
『
荘
子
』
の
中
に
は
、
ず
い
分
仁
義
礼
智
を
軽
視
し
た
り
、
孔
子
｛
門
を
あ
な
ど
っ

た
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
希
逸
は
、
荘
子
は
孟
子
と
同
時
代
人
で
あ
る
が
、

孟
子
が
専
ら
仁
義
を
語
っ
た
の
に
対
し
、
荘
子
は
専
ら
道
徳
を
語
っ
た
か
ら
、
仁
義
を
お
さ
え
て
自
然
を
談
じ
、
高
妙
の
お
も
か
げ
を
お

び
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
両
者
に
お
け
る
仁
義
の
意
味
が
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
。
　
（
荘
子
口
早
、
二
三
、
四
十
丁
）
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ま
た
儒
と
禅
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
儒
者
、
道
を
悟
れ
ば
、
則
ち
そ
の
心
い
よ
い
よ
細
に
、
禅
家
、
道
を
悟
れ
ば
、
則
ち
そ
の
美
い
よ

い
よ
粗
な
り
」
と
い
う
楽
軒
の
語
を
引
用
し
、
「
こ
れ
二
念
釈
の
骨
髄
を
思
出
す
つ
こ
れ
よ
り
さ
き
未
だ
有
ら
ぎ
る
所
な
り
」
と
も
の
べ

て
い
る
。
　
（
同
上
、
巻
四
、
二
十
九
丁
）
細
と
は
世
事
に
渉
る
こ
と
微
細
の
意
、
粗
と
は
世
事
を
超
脱
す
る
こ
と
粗
豪
の
意
か
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
こ
に
希
逸
は
、
「
悟
る
」
と
い
う
一
つ
の
共
通
の
基
盤
を
認
め
っ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
認
め
よ
、
と
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
両
者
は
、
一
体
で
あ
り
つ
つ
、
ま
た
個
別
相
を
も
つ
の
で
あ
る
。
「
他
人
の
仏
を
開
く
る
は
、
た
だ
皮
毛
を
説
く
の

み
。
更
す
で
に
名
づ
け
て
出
世
法
と
な
す
。
又
入
類
を
絶
ち
倫
紀
を
去
る
の
説
を
以
で
こ
れ
を
開
く
る
も
、
何
に
よ
っ
て
他
服
す
る
を
得

ん
虐
（
同
上
）

　
し
か
し
こ
こ
で
角
度
を
か
え
て
み
れ
ば
、
な
ぜ
彼
が
、
老
荘
列
を
解
す
る
に
、
道
家
思
想
そ
の
も
の
に
よ
ら
な
い
で
、
大
幅
に
仏
教
思

想
を
取
入
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
銭
謙
益
は
、
希
逸
が
荘
子
と
禅
を
混
合
せ
る
を
非
難
し
て
、
「
風
無
き
に

浪
を
起
す
も
の
」
（
有
学
集
、
巻
五
十
、
増
石
天
聖
書
）
と
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
希
逸
に
は
、
彼
な
り
の
意
図
と
信
念
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
、
仏
教
，
が
中
国
に
伝
来
す
る
以
前
か
ら
、
仏
教
的
要
素
は
中
国
に
存
し
た
と
い
う
持
論
を
積
極
的
に
展
開
し
、
（
荘

子
口
義
、
夕
菅
、
十
七
丁
、
池
子
口
癖
、
巻
上
、
八
十
七
丁
）
「
人
は
、
仏
は
秦
漢
の
下
に
出
ず
る
を
知
れ
ど
も
、
愚
は
謂
え
ら
く
、
仏

は
書
以
前
繕
ま
る
・
と
」
（
続
集
・
巻
七
・
＋
丁
）
と
い
い
き
葡
『
荘
子
』
天
下
篇
の
老
聴
を
の
べ
た
下
り
に
・
「
死
與
舞
」

と
あ
る
語
を
と
ら
え
て
、
「
此
の
一
句
に
拠
る
に
、
即
ち
釈
氏
の
学
は
、
そ
の
来
る
こ
と
久
し
き
を
知
る
」
（
巻
＋
、
三
十
九
丁
）
と
い

い
、
ま
た
天
下
篇
を
し
め
く
く
っ
て
は
、
「
こ
の
書
は
、
翻
じ
来
り
覆
し
去
り
、
た
だ
一
箇
の
自
然
の
理
を
説
く
の
．
み
に
て
、
許
多
の
説

話
を
撰
出
し
、
い
よ
い
よ
出
で
て
い
よ
い
よ
奇
な
る
も
、
別
に
第
二
の
題
目
な
し
α
も
し
か
く
の
如
く
看
ば
、
い
よ
い
よ
荘
子
の
及
ぶ
べ

か
ら
ぎ
る
処
を
見
ん
。
仏
書
を
読
む
者
痴
ま
た
然
り
」
と
の
べ
る
。
．
か
く
し
て
、
「
南
華
の
三
十
巻
は
、
即
ち
大
蔵
の
六
百
函
な
り
」

（
続
集
、
春
七
、
十
丁
）
ど
断
ぜ
ら
れ
る
。

　
さ
て
『
荘
子
口
義
』
の
中
に
お
い
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
仏
典
と
し
て
は
、
金
剛
経
・
円
覚
経
・
樗
厳
経
が
目
に
つ
く
が
、
こ
れ
ら
の

経
典
は
、
い
ず
れ
も
禅
思
想
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
ち
、
禅
と
老
荘
と
を
結
合
す
る
所
に
彼
の
本
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
而
も
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
，
彼
は
老
荘
と
儒
教
と
を
結
び
つ
け
る
意
図
も
も
っ
て
い
た
。
と
す
る
と
、
こ
こ
に
浮
び
上
が
る
禅
は
、
必
然
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
の
儒
教
的
世
俗
法
と
抵
触
せ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
に
活
力
を
与
え
る
禅
風
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
忌
事
を
尊
重
し
、
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へ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

人
倫
界
を
も
て
こ
入
れ
し
得
る
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、
そ
う
し
た
野
風
に
よ
っ
て
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
の
は
、
大
当
宗

呆
の
そ
れ
で
あ
る
。
す
で
に
希
逸
は
、
天
道
篇
の
「
虚
則
実
」
と
い
う
語
に
註
し
て
、
「
里
な
れ
ば
則
ち
実
と
は
、
即
ち
禅
家
に
い
わ
ゆ

る
真
空
に
し
て
、
而
る
の
ち
実
有
な
る
な
り
」
（
荘
子
口
義
、
二
五
、
二
丁
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
真
空
即
実
有
な
る
禅
風
が
そ
れ

で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
一
全
体
大
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
（
同
上
、
巻
二
、
三
十
四
丁
、
巻
六
、
十
一
T
）
大
慧
の
名
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
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希
逸
の
著
述
の
随
所
に
み
え
て
い
る
が
、
特
に
子
供
に
先
立
た
れ
た
父
と
し
て
」
の
苦
悩
を
訴
え
る
も
の
に
、
「
泣
き
た
け
れ
ば
、
あ
り
っ

た
け
泣
く
が
よ
い
」
と
か
麿
ま
る
ご
と
同
調
し
た
大
引
の
あ
の
脊
名
な
示
惣
引
用
し
て
い
る
の
は
・
深
く
注
目
す
る
に
値
し
よ
う
・

　
　
「
李
漢
老
、
子
を
嬰
す
る
に
因
っ
て
、
大
恵
に
問
う
に
、
情
を
忘
る
る
能
わ
ざ
る
が
為
に
、
恐
ら
く
道
に
近
か
ら
ぎ
ら
ん
を
以
て
す
。

　
　
大
恵
答
え
て
い
う
、
『
子
死
し
て
実
せ
ざ
る
は
、
こ
れ
射
狼
な
り
』
ど
。
こ
の
老
の
こ
の
語
は
、
極
め
て
見
識
あ
り
。
そ
の
他
の
学

　
　
仏
者
、
も
し
こ
の
間
に
答
う
れ
ば
、
必
ず
こ
れ
胡
説
学
道
せ
ん
己
（
荘
子
口
義
、
巻
六
、
二
十
三
丁
）

　
こ
の
よ
う
に
大
慧
禅
は
、
禅
心
と
人
間
性
と
を
密
着
さ
せ
、
そ
こ
に
高
次
の
自
由
と
新
し
い
人
倫
意
識
の
創
造
を
く
わ
だ
て
て
い
る
の

で
あ
る
。
弱
輩
が
、
『
荘
子
』
刻
意
篇
に
註
し
て
、
「
欝
閉
し
て
流
れ
ざ
る
は
、
則
ち
こ
れ
禅
家
に
い
わ
ゆ
る
黒
山
下
鬼
窟
裏
に
坐
在
す

る
な
り
。
い
わ
ゆ
る
黙
照
準
禅
な
り
」
（
荘
子
口
義
、
巻
五
、
三
十
七
丁
）
と
い
う
の
も
、
黙
照
静
態
禅
を
排
斥
す
る
大
慧
の
口
吻
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。
大
慧
禅
の
本
領
は
、
公
案
を
介
し
て
の
工
夫
に
あ
る
。
そ
の
公
案
の
種
子
と
な
る
話
柄
、
ま
た
は
公
案
と
し
て
受
け

と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
を
も
つ
文
章
が
、
荘
子
の
中
に
は
い
く
た
見
受
け
ら
れ
る
。
　
（
同
上
、
巻
六
、
五
丁
）
荘
子
と
大
慧
禅
と
の

結
合
と
い
う
着
眼
は
、
そ
こ
に
写
し
て
い
る
の
で
あ
ち
う
。
と
同
時
に
、
大
慧
に
は
、
三
教
の
区
分
に
と
ら
わ
れ
ぬ
発
言
が
い
く
た
み
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但

れ
る
。
こ
れ
も
希
逸
の
共
感
を
呼
ん
だ
に
違
い
な
い
。
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四

　
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
、
朱
子
学
が
漸
次
思
想
界
の
主
流
を
な
し
て
、
儒
教
と
道
仏
陽
焔
と
の
間
に
界
線
を
引
く
考
え
方

が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
然
る
に
希
逸
は
、
『
荘
子
』
に
み
え
る
儒
者
侮
蔑
を
弁
護
し
て
、
「
世
故
を
以
て
之
を
観
る
に
、
実
に
此
の
理

あ
，
り
」
（
荘
子
口
義
、
巻
筆
、
三
丁
）
と
い
う
。
彼
は
明
ら
か
に
当
時
の
儒
学
界
の
動
向
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
も
一
般



儒
家
同
様
、
天
理
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
口
に
は
し
て
い
る
が
、
自
ら
の
学
問
を
「
心
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。
　
（
同
上
、
巻
七
、
四
＋
七
丁
）

心
学
と
は
、
「
心
墨
に
就
い
て
理
会
す
る
こ
と
」
（
老
子
口
義
、
一
号
一
章
）
、
つ
ま
り
理
の
権
威
よ
り
も
心
の
自
得
を
第
一
義
と
す
る
学

問
の
謂
で
あ
る
。
「
心
に
即
し
て
是
れ
道
な
り
。
心
の
外
に
道
な
し
已
（
荘
子
口
義
、
巻
三
、
三
丁
）

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
心
学
的
立
場
に
お
い
て
、
理
学
に
い
う
理
は
、
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
の
か
。
希
逸
は
心
の
性
格
を
規
定
し
て
、

「
理
を
以
て
言
え
ば
、
則
ち
性
と
為
し
、
生
を
以
て
言
え
ば
、
則
ち
気
と
為
し
、
之
を
己
れ
に
得
る
者
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
徳
と
為
す
」

（
特
番
口
義
、
巻
上
、
三
十
六
丁
〉
と
、
性
・
気
・
徳
を
心
の
一
元
三
相
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
心
と
性
、
性
と
気
の
区
別
を
明
確
に
す

る
赤
子
説
と
は
一
致
し
な
い
。
否
、
理
と
気
当
知
覚
と
本
然
を
厳
密
に
区
別
す
る
朱
子
学
の
大
原
則
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
崩
ざ
れ
て
行
く
の
で

　
ロ

あ
る
。
も
っ
と
も
、
希
逸
と
て
も
、
　
一
、
概
に
理
を
口
に
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
異
を
合
し
て
以
て
同
と
為
せ
ば
、
万
物

は
同
一
の
理
な
り
。
同
を
散
じ
て
以
て
異
と
為
せ
ば
、
物
々
お
の
お
の
一
理
を
患
う
」
（
荘
子
主
義
、
巻
斗
、
三
十
九
丁
目
と
い
う
語
の

ご
と
き
は
、
朱
子
の
い
う
理
一
十
四
論
に
近
似
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
ま
た
彼
は
、
『
詩
経
』
の
「
有
物
有
則
」
、
『
左
伝
』
の

「
民
国
天
地
船
中
以
生
」
を
根
拠
と
し
て
、
「
性
申
に
仁
義
礼
智
あ
り
」
と
も
説
い
て
い
る
。
　
（
同
上
、
巻
四
、
四
十
丁
）
し
か
し
こ
の

一
段
が
、
「
無
物
活
初
に
同
ず
れ
ば
、
則
ち
虚
な
り
」
と
結
ば
れ
る
時
、
理
の
痕
迩
は
、
終
局
的
に
は
心
の
中
に
吸
収
さ
れ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
一
事
一
物
の
理
を
追
求
す
る
と
い
う
格
物
致
知
の
工
夫
は
生
ま
れ
に
く
い
。
事
実
、
希
逸
が
格
物
を
口
に
す

る
こ
と
は
㍉
ほ
と
ん
ど
な
い
。
彼
の
工
夫
の
ね
ら
い
は
、
一
念
不
起
に
帰
す
る
こ
と
（
同
上
、
巻
一
、
三
十
一
丁
）
、
無
心
に
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

（
同
上
、
巻
三
、
五
丁
、
巻
七
、
三
十
一
丁
）
、
無
我
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
，
か
く
な
れ
ば
、
そ
の
口
に
す
る
理
な
る
も
の
の
性
格
も
、

お
の
ず
か
ら
朱
子
学
の
そ
れ
と
は
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
朱
子
の
い
う
理
は
、
超
個
的
な
権
威
を
も
っ
て
、
是
非
曲
直
を

正
す
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
然
る
に
希
逸
の
い
う
理
は
、
「
万
物
の
間
、
お
の
お
の
自
然
の
理
あ
り
て
、
そ
の
申
に
行
わ
る
」
（
同
上
、

巻
四
、
三
十
一
丁
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
の
理
で
あ
り
、
分
別
決
判
の
態
度
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

朱
子
が
あ
く
ま
で
人
倫
の
し
が
ら
み
の
中
に
、
乱
麻
を
断
ち
つ
つ
進
も
う
と
す
る
に
対
し
、
淫
逸
は
早
く
も
人
倫
の
か
な
た
に
超
越
し
、

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ

　直
観
的
に
適
宜
事
態
に
対
処
し
て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
知
覚
と
本
然
と
を
一
体
化
す
る
彼
の
立
場
よ
り
す
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
、

そ
れ
は
あ
な
が
ち
人
倫
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
理
や
道
が
、
仁
義
礼
智
の
上
一
層
と
な
る
を
免
れ
が
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ

一5
5

｝



彼
は
、
禅
や
老
荘
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
格
物
致
知
の
手
順
を
無
視
し
て
、
一
挙
に
無
念
・
不
起
に
迫
ろ
う
と
す
る
希
逸
は
、

「
頓
と
漸
と
ば
お
の
ず
か
ら
二
機
あ
り
。
漸
あ
り
て
頓
な
し
と
謂
う
べ
か
ら
ず
、
ま
た
必
ず
し
も
人
人
み
な
臼
ら
頓
悟
し
て
こ
れ
を
得
る

に
あ
ら
ず
」
（
同
上
・
巻
三
・
四
＋
四
丁
）
と
い
っ
た
㌔
こ
の
場
合
の
漸
に
し
て
も
・
朱
子
の
い
う
漸
進
義
と
は
・
そ
の
籍
を
異

に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
以
上
の
よ
う
な
希
逸
の
立
場
は
、
儒
禅
い
ず
れ
の
側
か
ら
み
て
も
、
一
種
の
ぬ
え
的
色
彩
を
帯
び
る
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
邦
儒
貝
原
益
軒
は
い
う
、

　
　
「
林
希
逸
、
宋
儒
の
意
を
取
り
て
、
老
荘
を
註
す
。
然
れ
ど
も
老
荘
の
本
意
と
、
相
合
わ
ざ
る
も
の
多
し
己
（
慎
当
山
、
巻
軸
）

　
ま
た
禅
僧
無
隠
道
費
は
い
う
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
「
希
逸
、
，
仏
書
を
読
む
と
錐
も
、
仏
理
に
達
せ
ず
。
そ
の
言
、
甚
だ
謂
わ
れ
な
し
己
（
心
学
典
論
、
巻
一
）

五
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一
方
、
希
逸
が
老
荘
列
三
子
の
註
を
書
く
に
あ
た
り
、
道
教
に
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
な
い
点
に
つ
き
、
道
家
の
側
か
』
b
不
満
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q
9

ら
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
明
代
の
著
名
な
道
士
陸
西
星
は
、
希
逸
が
丹
薬
の
知
識
に
乏
し
い
こ
と
を
た
た
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
荘
子
』
三
三
篇
の
「
慎
守
汝
身
、
物
将
自
壮
、
守
其
一
以
処
其
和
」
と
い
う
語
に
つ
．
い
て
、
希
逸
は
、

　
　
「
我
の
天
地
お
の
お
の
そ
の
官
を
官
と
し
、
我
の
陰
陽
お
の
お
の
そ
の
所
に
居
れ
ば
、
則
ち
こ
の
身
以
て
慎
ん
で
守
る
べ
く
、
物
物

　
　
み
な
お
の
ず
か
ら
堅
固
な
り
。
『
物
』
と
は
、
我
が
身
に
有
す
る
所
の
物
な
り
。
故
に
『
物
将
に
自
ら
壮
な
ら
ん
と
す
』
と
意
う
。

　
　
守
る
所
の
も
の
、
　
一
に
し
て
雑
わ
ら
ず
、
然
る
所
の
も
の
、
和
順
せ
ざ
る
は
な
し
巴
（
荘
子
口
義
、
巻
四
、
十
九
丁
）

と
、
専
ら
天
地
陰
陽
に
随
順
す
る
修
養
論
と
し
て
解
す
る
が
、
西
星
は
、
こ
こ
の
「
物
」
は
丹
家
の
薬
物
と
解
す
べ
．
き
だ
と
し
、
次
の
よ

う
こ
、
う
。

　
壱
　
し

　
　
「
此
の
『
物
』
の
字
は
、
下
す
こ
と
亡
く
も
せ
ず
。
即
ち
丹
家
の
い
わ
ゆ
る
薬
物
な
り
。
こ
れ
に
由
り
て
、
『
其
…
を
守
り
て
以
て

　
　
三
和
に
処
し
』
、
彼
の
互
蔵
の
精
を
し
て
、
吾
が
身
申
の
物
と
混
合
し
て
一
た
ら
し
め
、
而
る
の
ち
聖
君
の
能
事
始
め
て
畢
る
。
蓋



　
　
し
『
守
一
処
和
』
の
四
字
は
、
又
上
履
中
の
肯
繁
な
り
。
林
薦
斎
は
自
ら
、
荘
子
を
看
る
こ
と
頗
る
精
到
な
り
と
い
う
も
、
こ
こ
に

　
　
到
り
て
は
漫
爾
に
説
過
せ
り
。
蓋
し
此
の
老
は
以
て
聖
書
の
上
に
於
て
心
を
究
め
ず
。
こ
ご
を
以
て
　
と
し
て
印
証
す
る
な
く
、
た

　
　
だ
南
華
を
も
っ
て
言
語
文
字
を
作
為
し
、
等
閑
に
読
過
せ
り
。
大
い
に
こ
れ
惜
む
べ
し
巴
（
荘
子
副
墨
、
巻
三
、
十
三
丁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
た
し
か
に
希
逸
に
は
、
道
教
的
臭
味
は
稀
薄
で
あ
毎
そ
れ
に
比
し
て
圧
倒
的
に
強
い
の
は
、
禅
宗
的
臭
味
で
あ
る
。
希
逸
に
、
「
学

浅
き
も
幸
い
に
禅
の
二
障
な
し
」
（
続
集
、
十
四
、
暁
作
偶
作
）
と
い
う
句
が
あ
る
。
禅
の
二
障
と
は
、
『
円
持
経
』
に
い
う
事
事
と
理

障
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
程
朱
学
で
は
、
頭
か
ら
理
障
の
存
在
を
認
め
ぬ
が
、
希
逸
は
こ
の
二
障
な
き
潤
達
自
在
な
境
地
に
あ
こ
が
れ
た
の

で
あ
る
。
彼
の
四
仏
に
対
す
る
態
度
は
、
次
の
詩
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
回
心
無
三
三
超
然

　
　
麓
礪
随
宜
酔
即
眠

　
　
回
読
仏
書
三
三
仏

　
　
賦
游
仙
曲
豊
求
仙

　
　
三
三
語
忌
随
人
後

　
　
康
三
図
看
到
画
前

　
　
老
尽
蓬
窓
卿
雨
耳

　
　
何
曽
敢
道
慕
諸
賢

　
ま
咋
彼
の
「
即
事
」

　
　
伽

て
い
る
。

吟
じ
つ
つ
、

ま
る
の
と
、
．

昨
日
よ
り
今
日
へ
、

と
は
い
う
も
の
の
、

に
い
る
我
が
、 そ

の
大
意
は
こ
う
で
あ
る
。

　
自
ら
の
存
在
を
た
し
か
め
る
。

　
全
く
変
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
今
日
よ
り
明
日
へ
と
、

　
　
　
　
一
切
は
本
来
無
に
帰
す
る
も
の
、

　
，
本
来
の
我
で
は
な
い
と
気
づ
く
も
の
が
、

　
此
の
心
は
著
す
る
な
く
自
ら
超
然
た
り

　
麓
礪
宜
し
き
に
随
い
酔
わ
ば
即
ち
眠
る

　
喜
ん
で
仏
書
を
読
む
も
仏
に
回
す
る
に
非
ず

　
賦
し
て
仙
曲
に
游
ぶ
も
豊
に
仙
を
求
め
ん

　
三
三
の
語
は
人
の
後
に
随
う
を
忌
み

　
康
節
の
図
は
画
前
に
看
到
る

　
老
尽
き
て
蓬
窓
に
柳
雨
た
る
の
み

何
ぞ
か
つ
て
敢
て
諸
賢
を
慕
う
と
道
わ
ん
　
（
続
集
・
巻
一
・
書
窓
即
事
）
⑳

（
同
上
、
四
五
、
二
丁
）
と
題
す
る
詩
に
は
、
悠
久
の
間
に
身
を
寄
せ
る
も
の
の
諦
観
が
、
あ
ざ
や
か
に
描
か
れ

　
　
　
　
　
俗
界
の
冗
事
を
払
い
の
け
る
と
、
人
間
の
骨
格
・
核
心
の
み
が
み
え
て
来
る
。
独
り
坐
し
て
詩
を

　
　
　
　
　
　
　
す
る
と
そ
れ
は
ま
る
で
永
劫
に
、
水
上
に
浮
ぶ
水
草
が
、
、
集
ま
っ
て
は
散
り
、
散
っ
て
は
集

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
一
身
は
、
樹
木
の
栄
枯
に
そ
っ
く
り
で
、
と
て
も
常
住
不
断
と
は
考
え
ち
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
時
は
限
り
な
く
流
れ
て
行
ぐ
。
こ
の
宇
宙
空
間
は
、
先
天
の
易
・
後
天
の
易
に
支
配
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
間
の
消
息
は
、
机
に
よ
っ
て
考
え
て
も
、
な
か
な
か
説
明
し
に
く
い
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
が
そ
の
大
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
無
常
観
を
う
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た
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
小
我
に
閉
じ
こ
も
る
愚
か
さ
を
超
え
て
大
宇
宙
の
循
環
に
身
を
任
せ
る
べ
き
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
無
障
磯
自
在
な
境
地
こ
そ
野
立
の
切
望
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
大
男
禅
と
老
荘
列
と
の
結
合
の
焦
点
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
「
仏

教
の
真
空
実
有
論
は
、
老
子
よ
り
も
高
い
」
（
老
子
口
義
、
第
七
章
）
と
い
う
希
逸
の
断
定
は
、
公
案
禅
を
取
り
こ
ん
だ
彼
の
本
意
の
所

在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
老
荘
の
学
が
、
好
ん
で
驚
世
骸
俗
の
言
を
弄
す
る
弊
害
に
つ
い
て
は
、
彼
も
警
戒
は
し
て
い

る
。
　
（
同
上
、
第
五
章
）
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
、
「
虚
無
を
宗
と
す
る
の
で
は
な
く
（
荘
子
口
義
序
）
心
を
自
由
に
遊
ば
せ
れ
ば
こ
そ
、

世
間
有
用
の
学
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
　
（
同
上
、
巻
十
、
四
＋
丁
）
そ
れ
は
程
朱
学
よ
り
み
る
時
、
余
り
に
も
人
心
と
道
心
、
理
と
気
の

区
別
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

　
　
註
　
釈

ω
　
こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
サ
和
靖
－
林
光
朝
－
林
亦
之
一
型
藻
－
林
手
甲
。
な
お
『
些
些
大
全
集
』
巻
九
十
、

　
城
山
三
先
生
桐
記
、
及
び
『
隠
居
通
説
』
巻
三
、
支
軒
網
豊
楽
軒
三
里
楽
派
を
参
照
。

㈲
　
楠
本
正
継
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
三
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
。
全
祖
望
も
、
「
支
軒
の
宗
旨
は
、
和
靖
に
本
つ
く
も
の
反

　
っ
て
少
く
し
て
、
　
（
王
）
信
伯
に
撃
つ
く
も
の
反
っ
て
多
し
」
と
い
う
。
・
（
陽
平
学
案
平
語
）

㈹
　
希
逸
は
、
h
支
軒
在
り
し
時
、
措
定
（
趙
墨
型
）
の
門
に
客
た
り
適
交
わ
る
所
、
当
世
の
名
勝
多
し
。
紫
陽
（
朱
子
）
尤
も
こ

　
れ
を
敬
愛
す
」
（
続
集
、
巻
十
三
、
剥
身
定
僧
庵
與
井
伯
林
愈
判
諸
帖
）
と
い
い
、
劉
後
村
も
「
先
生
（
支
軒
）
は
、
乾
淳
の
間

　
の
大
儒
に
し
て
、
国
人
こ
れ
を
師
と
す
。
朱
文
墨
、
当
世
の
学
問
に
お
い
て
異
同
す
る
あ
る
も
、
た
だ
先
生
に
於
て
は
敬
を
加
う
」

　
（
後
村
大
全
集
、
巻
九
十
四
、
華
華
集
）
と
い
う
が
、
朱
子
が
無
条
件
に
丈
軒
の
思
想
を
容
認
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ω
　
楽
軒
に
は
、
「
乾
坤
錐
大
人
身
小
、
拳
石
空
申
作
男
遊
」
の
語
が
あ
っ
た
と
い
う
。
　
（
荘
子
口
義
、
巻
六
、
三
丁
）
こ
れ
は
ま

　
さ
に
網
山
ゆ
ず
り
の
胸
懐
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
因
み
に
程
子
の
荘
子
観
は
、
次
の
語
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
荘
子
有
大
底
意
思
、
無
礼
無
本
已
　
（
二
程
全
書
巻
八
、
二
丁
）
「
荘

　
子
叛
聖
人
者
也
。
而
世
人
皆
日
、
矯
時
之
弊
已
（
同
上
、
巻
二
十
八
、
六
丁
）
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㈲
　
後
村
は
ま
た
い
う
、
「
今
、
そ
の
文
を
読
む
に
、
学
を
關
か
に
し
理
を
明
ら
か
に
し
、
浩
乎
と
し
て
自
得
し
、
世
に
希
い
、
合

　
す
る
を
求
む
る
に
汲
汲
た
ら
ず
己
　
（
全
集
、
巻
九
十
五
、
鷺
山
集
）

㈹
　
林
羅
山
は
い
う
、
「
本
朝
、
古
来
、
老
荘
列
を
読
む
者
、
老
は
則
ち
河
上
公
を
用
い
、
荘
は
則
ち
郭
象
を
用
い
、
列
は
則
ち
張

　
湛
を
奪
う
。
而
し
て
未
だ
か
つ
て
希
逸
の
口
早
に
及
ぶ
者
あ
ら
ず
。
近
代
、
南
禅
寺
の
沙
門
（
得
）
岩
惟
肖
、
か
っ
て
荘
子
を
耕

　
雪
老
人
明
魏
に
聞
き
、
早
る
の
ち
惟
肖
始
め
て
荘
子
の
希
辛
口
義
を
読
む
。
爾
来
、
比
比
と
し
て
み
な
託
り
己
　
（
開
山
文
集
、
巻

　
五
十
四
、
老
子
口
警
巡
）
因
み
に
得
早
耳
肖
の
伝
は
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
四
十
に
み
え
る
が
、
足
利
義
持
の
優
遇
を
受
け
、
『
荘

　
子
薦
斎
口
義
砂
』
『
東
海
曖
華
集
』
等
の
著
述
が
あ
る
と
い
う
。

ω
　
『
禅
学
大
辞
典
』
三
三
〇
ペ
ー
ジ
に
虎
丘
紹
隆
と
す
る
の
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

㈲
　
そ
の
法
系
は
、
左
の
如
し
。

　
　
円
悟
克
勤
i
虎
丘
紹
隆
－
応
庵
曇
華
1
証
果
威
傑
1
，
致
柔
万
事
i
中
元
讐
杉

　
　
希
逸
は
ま
た
永
笹
下
源
（
一
二
一
五
一
一
二
九
一
）
と
も
親
交
を
も
っ
た
。
『
続
仏
祖
統
記
』
巻
上
の
師
の
伝
に
は
、
次
の
よ

　
う
な
逸
話
を
の
せ
る
。
「
か
っ
て
林
公
と
一
心
三
身
を
論
ず
。
林
曰
く
、
　
（
天
台
）
智
者
の
空
仮
申
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
即
ち

　
こ
れ
南
華
の
周
国
威
な
り
、
と
。
師
、
お
も
え
ら
く
、
南
華
虚
無
の
説
は
、
量
に
三
観
の
真
実
の
名
義
に
同
ず
る
も
の
な
ら
ん
や
。

　
要
す
る
に
、
文
字
語
黙
を
以
て
会
す
べ
か
ら
ず
、
と
。
林
、
偶
を
以
て
謝
し
て
曰
く
、
誰
か
能
く
渠
が
三
昧
を
会
得
せ
ん
、
便
ち

　
回
れ
宗
家
の
老
大
虫
な
り
、
と
己

　
　
な
お
『
介
石
智
朋
禅
師
語
録
』
（
続
蔵
経
所
収
）
の
巻
頭
に
は
、
希
逸
の
撰
に
な
る
序
文
（
威
淳
四
年
撰
）
を
の
せ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
『
虜
斎
続
集
』
巻
十
二
に
も
収
め
る
が
、
文
字
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
。

ゆ
　
「
論
文
有
感
」
（
続
集
、
巻
五
）
と
い
う
詩
の
申
に
、
「
均
し
く
千
載
無
難
の
士
た
れ
ば
、
三
韓
と
二
二
と
を
問
う
な
か
れ
」

　
の
句
が
あ
る
。
こ
れ
も
三
子
に
対
す
る
希
逸
の
感
覚
を
知
る
上
に
見
逃
せ
な
い
。

㈲
　
明
の
道
士
陸
棚
星
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
意
見
を
も
ら
し
て
い
る
。
「
此
の
段
は
、
大
い
に
禅
語
に
類
す
。
故
に
予

　
か
つ
て
言
う
、
南
華
経
は
中
国
の
仏
経
な
り
、
と
。
林
薦
斎
は
、
此
の
意
を
識
る
に
似
た
り
己
（
南
華
華
経
副
墨
、
巻
六
、
二
十

　
五
丁
）
ま
た
い
う
、
「
当
時
、
西
方
の
貝
典
、
未
だ
郷
国
に
入
ら
ざ
れ
ど
も
、
中
国
に
は
も
と
よ
り
此
の
種
の
学
術
あ
り
。
　
符
節
を
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合
す
る
が
若
し
凶
（
同
上
、
巻
八
、
十
七
丁
）

　
　
た
だ
し
西
星
が
必
ず
し
も
心
逸
の
荘
子
註
に
賛
同
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
と
で
ふ
れ
る
。

ω
　
次
の
語
を
参
照
。
「
『
知
者
は
言
わ
ず
』
と
は
、
こ
れ
達
磨
西
来
、
不
立
文
字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
な
り
。
『
不
言
之
教
』

　
は
、
即
ち
維
摩
の
不
一
．
一
法
門
な
り
已
（
荘
子
口
義
、
八
七
、
十
七
丁
）

㈲
　
『
荘
子
主
義
』
巻
三
、
三
丁
、
二
六
、
十
八
丁
、
巻
十
、
二
十
丁
等
。
『
続
集
』
巻
二
十
八
に
は
、
大
白
に
ま
つ
わ
る
．
、
次
の

　
よ
う
な
伝
聞
を
記
録
し
て
い
る
。
「
径
山
の
無
量
云
う
、
円
悟
・
大
々
の
虚
説
・
相
接
は
甚
だ
好
し
。
然
れ
ど
も
他
は
、
人
な
お

　
得
て
学
ぶ
べ
し
。
徳
山
・
臨
済
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
則
ち
み
な
学
び
得
ず
。
他
は
こ
れ
胸
中
よ
り
流
出
す
、
と
。
此
の
語
は
極

　
め
て
是
な
り
。
無
準
、
時
に
径
山
に
在
り
。
今
の
館
山
の
住
持
允
善
、
，
親
し
く
こ
れ
を
聞
け
り
凶
た
だ
希
逸
は
、
徳
山
・
臨
済
よ

　
り
も
大
回
の
名
を
し
ば
し
ば
あ
げ
て
い
る
。

㈲
　
こ
れ
と
同
趣
旨
の
こ
と
が
、
『
大
慧
書
』
巻
上
、
答
涯
内
翰
に
み
え
る
。

ω
　
こ
う
し
た
見
地
か
ら
希
逸
は
、
韓
退
之
の
排
仏
に
反
撃
し
て
、
「
非
韓
」
を
書
い
た
契
崇
の
態
度
を
不
可
解
な
り
と
し
、
千
年

　
後
に
笑
い
を
の
こ
す
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
ケ
こ
の
よ
う
な
低
い
対
立
次
元
で
は
、
儒
仏
の
間
の
根
本
問
題
解
決
に
な
ら
ぬ
と

　
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
続
集
、
巻
四
、
読
契
崇
非
韓
三
十
首
を
参
照
）
，

㈹
　
「
気
猶
性
」
（
荘
子
口
義
、
巻
三
、
二
十
七
丁
）
「
此
の
知
覚
の
心
あ
れ
ば
、
則
ち
能
く
そ
の
本
然
の
心
を
得
。
本
然
の
心
と

　
知
覚
の
心
と
は
、
二
物
に
あ
ら
ざ
る
な
り
已
　
（
同
上
、
巻
二
、
三
十
五
丁
）
「
生
、
こ
れ
を
性
と
謂
う
已
　
（
同
上
、
系
図
、
五
十

　
三
丁
）

㈹
　
「
無
心
は
一
宗
学
問
相
伝
の
語
な
り
己
（
二
子
口
上
、
巻
上
、
三
十
五
丁
）

㈲
　
次
の
詩
を
参
照
。
「
不
運
深
山
空
谷
翁
　
人
間
冤
債
日
相
逢
　
大
須
勤
面
当
台
鏡
　
莫
道
南
宗
笑
北
宗
」
（
続
集
、
巻
五
、
有

　
警
回
訓
）

⑯
　
太
宰
春
台
も
い
う
、
「
宋
儒
の
愚
者
、
当
に
林
希
逸
を
以
て
，
最
と
な
す
べ
し
。
夫
れ
直
列
荘
の
三
子
の
為
に
口
義
を
著
し
、
往

　
宝
器
会
す
る
に
釈
氏
の
説
を
以
て
し
、
又
時
に
吾
が
聖
人
の
道
を
以
て
之
を
較
ぶ
。
夫
れ
三
子
の
道
た
る
所
以
は
、
吾
が
聖
人
と

　
み
な
そ
の
指
を
異
に
す
。
間
々
同
じ
き
が
如
き
も
の
あ
り
と
錐
も
、
た
だ
そ
れ
密
な
る
の
み
。
希
逸
こ
れ
を
見
、
因
り
て
合
し
て
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こ
れ
を
一
に
せ
ん
と
欲
す
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
本
を
瑞
ら
ず
し
て
、
そ
の
末
を
斉
し
う
す
る
も
の
な
り
。
既
に
三
子
を
知
ら
ず
、
又

　
釈
氏
の
道
を
知
ら
ず
。
い
か
に
況
ん
や
吾
が
聖
人
の
道
を
や
已
（
紫
堺
田
漫
筆
、
巻
八
）
ま
た
い
う
、
「
「
老
荘
列
の
口
義
は
、
最

・
も
鈍
劣
浅
学
に
し
て
、
取
る
に
足
ら
ず
と
な
す
凶
（
同
上
、
巻
五
）

㈹
　
も
っ
と
も
『
続
集
』
巻
一
の
「
耳
鳴
戯
作
」
の
詩
に
は
、
丹
書
の
知
識
を
用
い
た
あ
と
が
み
え
る
。

⑳
　
『
老
子
口
琴
』
第
十
章
の
「
天
門
」
解
に
お
け
る
修
養
家
批
判
、
『
列
子
口
器
』
巻
上
、
五
丁
に
み
え
る
養
生
家
批
判
等
参
照
。

ω
　
「
擬
翁
」
と
題
す
る
詩
（
続
集
、
巻
三
）
を
参
照
。
・
「
凝
悪
疫
処
苦
難
言
　
至
芸
禅
宗
半
似
仙
　
適
意
酒
杯
申
墾
道
　
寄
心
詩

　
句
裏
参
玄
　
錐
然
也
作
人
二
世
　
但
開
元
無
俗
下
縁
　
剰
把
残
編
消
日
子
　
不
妨
吟
畳
枕
書
眠
」

⑳
　
こ
の
詩
の
原
文
は
以
下
の
如
し
。
「
寒
林
葉
引
見
賊
塁
　
独
坐
間
吟
皇
臣
髪
　
万
劫
縮
如
藩
聚
散
　
一
身
尊
見
樹
栄
枯
・
昨
日

　
明
日
算
不
尽
　
先
天
後
天
易
本
無
　
事
有
難
言
長
隠
几
　
何
人
曽
識
我
麗
質
」

（
以
上
）
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