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書 評

林
田
慎
之
助
著

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
』

小

西

昇

孟
子
は
、
弟
子
の
ひ
と
り
か
ら

「
先
生
は
議
論
好
き
だ
と
評
到
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
辮
を
好
む
の
で
す
か
。
」
と
た
ず
ね

ら
れ
た
と
き
、
「
わ
れ
は
豊
に
辮
を
好
ま
ん
や
、
わ
れ
は
や
む
を
得
ざ
る
な
り
。」
と
答
え
た
と
い
う
。
「
わ
よ
は
や
む
を
え
ず

に
や

っ

て
い
る
だ
け
の
こ
と
じ
ゃ
。」
と
。
こ
れ
だ
け
だ
と
や
む
を
え
ず
ひ
き
う
け
た
わ
た
よ
と
、
た
い
し
て
違
わ
な
い

の
だ
が
、
そ
こ
は
孟

、

子
、
や
む
を
え
ぬ
理
由
が
全
く
違
う
。
邪
悪
な
論
説
を
や
め
さ
せ
、

一
方
に
か
た
よ
っ
た
誤

り

の
行
爲
を

し
り

ぞ
け
、
で
た
ら
め
な

言
葉
を
追
放
し
、
「以

っ
て
三
聖
者
を
承
け
つ
が
ん
と
欲
す
。」
そ
の
た
め
に
辮
説
を
ふ
る
う

の
で
あ

っ
て
、
「
わ
れ
豊
に
辮
を
好
ま
ん

や
、
わ
れ
已
む
を
得
ざ
る
な
り
。」
と
い
う
。
や
む
を
え
な
い
と
い
っ
て
も
、
孟
子
に
は
内
か
ら
送
る
正
義
が
あ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
似
た
こ
と
を
い
っ
た
人
が
い
た
。
林
田
氏
も
論
じ
て
い
る

「文
心
雛
龍
」
の
著
者
劉
魏
で
あ
る
。
「
君
子
の
世

に
庭
す

る
や
、
徳
を

樹
て
言
を
建

つ
。
豊
に
辮
を
好
ま
ん
や
、
已
む
を
得
ざ
る
な
り
。」
と
。
決
し
て
い
た
ず
ら
に
辮
を
好
む
の
で
は

な

い
、
そ
こ
に
や
む

を
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
と
。
彼
に
も
孟
子
と
は
違

っ
た
理
由
が
あ
る
。
人
間
の
肉
膿
は
草
木
の
よ
う
に
も
ろ
く
と
も
、
名
聲
は
金

石
に
も
ま
さ
っ
て
不
滅
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
い
願

っ
て
五
十
篇
か
ら
な
る
こ
の
書
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
や
む
を
え
な
い
の
は
、
名
を
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

残
し
た
い
と
い
う
激
し
い
欲
求
の
前

に
や
む
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
ご
と
き
の
、
や
む
を
え
な
い
と
は
わ
け
が
違
う
の
で
あ

る
。
こ
う
い
う
と
、
い
さ
さ
か
氣
が
ひ
け
る
が
、
わ
た
く
し
の

「
已
む
を
得
ざ
る
な
り
」

に
執
着
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
林
田
氏
の
こ
の
書
を
い
ち
ず
に
批
評
す
る
の
で
な
く
て
、

こ
の
書
が
封
象
と
し
て
い
る
問
題
の
原
黙
に
立
ち
蹄

っ
て
み

た
り
、
そ
の
問
題
の
歴
史
的
経
過

に
鰯
れ
て
み
た
り
、
幅
廣
く
と
い
え
ば
あ
る
い
は
淺
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
感
じ
た
こ
と
、
整

理
を
試
み
た
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、

こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
餘
り
に
漠
然
と
し
て
い
て
も
困
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
い

く

つ
か
の
項
目
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

一
は
、
中
國
中
世
文
學

の
批
評

の
分
野
で
、
先
達

の
研
究
者
が
何

を
批
評
の
封
象
と
し

て
選
ん
で
い
る
か
、
こ
の
分
野
で
何
が
硯
究

の
テ
ー
マ
た
り
う
る
の
か
、
そ
の
先
達

の
研
究

に
お
け
る
共
通
す
る
問
題
意
識
は
何
か
、

そ
の
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
。
二
は
、
本
書

の
題
目
が

「中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
と
構
す
る
所
以
は
何
か
、

つ
ま
り
こ
の
書
が
取
り

扱

っ
て
い
る
漢
魏
各
南
朝
晴
唐
の
時
代
を
中
世
と
呼
ぶ
こ
と
の
是
非
、
及
び
そ
の
歴
史
認
識

に
つ
い
て
。
三
は
、
本
書
の
特
色

に
つ
い

て
。
林
田
氏
の
研
究

の
展
開
過
程
と
問
題
意
識
の
攣
遷
。
四
は
、
「創
文
」

一
九
〇
號

に
發
表
さ
れ
た
興
膳
宏
氏

の

「
書
評
」
に
つ
い

て
。
そ
し
て
五
は
、
結
び
と
い
っ
た
順
序

で
進
め
た
い
。

本
書
の
批
評

に
は
い
る
前

に
先
達
の
研
究
成
果
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
林
田
氏
も

い
う
よ
う
に
、

こ
の
分
野
の
す
ぐ
れ

た
研
究
は
、
鈴
木
虎
雄
著

「支
那
詩
論
史
」、
青
木
正
児
著

「支
那
文
學
思
想
史
」
、
郭
紹
虞

著

「
中
國
交
學

批

評
史
」
、
羅
根
澤
著

「中
國
文
學
批
評
史
」
、
朱
東
潤
著

「
中
國
文
學
批
評
史
大
綱
」
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
た
く
し
は
、

こ
れ
に
魯
迅

の

「魏
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奮

の
氣
風
お
よ
び
文
章
と
藥
お
よ
び
酒

の
關
係
」
を
是
非
加
え
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
著
書
は
そ
れ
ぞ
れ

の
視
鮎
と
方
法
に

よ

っ
て
特
色
の
あ
る
研
究
を
達
成
し
な
が
ら
、
し
か
も
共
通
す
る
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
實
で
あ

る
。
そ
れ
は
漢
末

魏
初
に
お
け
る
文
學
の
道
徳
か
ら
の
猫
立
、
文
學
の
自
ら
の
債
値
の
自
畳
、
文
學
批
評
の
成
立
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

共
通
認
識
の
出
發
鮎
、
あ
る
い
は
原
鮎
と
な
っ
た

の
は
、
鈴
木
虎
雄
著

「
支
那
詩
論
史
」
、
特
に
第
二
篇
の

「
魏
奮
南
北
朝
時
代
の
文

學
論
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
鈴
木
氏

の
こ
の
文
章
と
、
さ
き
に
あ
げ
た
諸
氏
の
論
文
著
書
と
の
關
係
、
特
に
魯
迅
の

「魏
否
風
度
及
文
章

與

藥
及
酒
之
關
係
」
と
の
關
連
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
次

に
今
日
の
魏
奮
南
北
朝
文
學
研
究
者
の
ほ
と
ん
ど
が
支
持
す
る
ほ
ど
鈴

木
氏
の
豊
期
的
な
學
説
が
、

一
艦

「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
」、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
二
つ
の
作

業

は
林
田
氏
の
著
書
の
原
黙
と
も
前
提
と
も
な
る
問
題

の
検
討
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

一
九
七
九
年
再
版
の
、
復
旦
大
學
中
文
系
古
典
文
學
教
研
組
著
の

「
中
國
文
學
批
評
史
」
上
冊
を
讃
む
と
、
第
二
編
第

一
章
魏
否
の

文
學
批
評

「
文
章
の
償
値
と
敷
用
」
の
項
の
な
か
で
次
の
文
章
が
あ

っ
た
。

「專
門
の
學
術
的
著
作
を
重
視
す

る

の
は
、
漢
代
知
識
人
の
傳
統
的
な
氣
風
で
あ
る
が
、
曹
丕
が
詩
や
賦
の
債
値
を
こ
の
よ
う
に

高
め
た
の
は
、
建
安
時
代

の
新
し
い
現
象
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
精
神
的
特
徴
は
、
文
學
観
念
が
次
第
に
明
確
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
文
學
が
自
ら
の
債
値
を
自
毘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
魯
迅
の
い
っ
た
よ
う
に

「
近
代
的
な
文
學
観
か
ら

み
る
な
ら
ぽ
、
曹
丕

の
時
代
は

『
文
學
の
自
毘
時
代

』
で
あ

っ
た
と
い
え
ま
す
。」
(《魏
晋
の
氣
風
お
よ
び
文
章
と
藥
お
よ
び
酒

の
關
係
》
)
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
こ
と

の
た
め
に
、
わ
が
國
の
文
學
は
建
安
時
代
に
始
ま
り
、
詩
文
僻
賦
と
い

っ
た
た
ぐ
い
の
文

學
作
品
は
次
第
に
人

々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
重
視
さ
れ
、
文
人

の
社
會
的
地
位
も
高
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
國
の
文
學
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

が
濁
立
し
ま
た
發
展
し
て
い
っ
た
こ
と
の
目
じ
る
し
で
あ
る
。
曹
　
は
行
動

の
上
で
文
學

の
提
唱
に
大
い
に
努

め
、
文
人
を
優
遇

し
た
ぼ
か
り
で
な
く
、
理
論
の
上
で
も
こ
の
時
代
の
文
學
思
想
の
新
し
い
傾
向
を
有
力
に
反
映
し
た
の
で
あ
る
。」

と
。
復
旦
大
學
の
研
究
者
た
ち

(
王
運
熈
氏
を
含
む
)
は
、
漢
末

に
お
け
る
文
學
思
想
の
攣
化
、
文
學

の
自
毘

の
論
述

に
、
魯
迅
を
有

力
な
根
薇
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
魯
迅
の
こ
の
文
章

「
魏
奮
風
度
及
文
章
與
藥
及
酒
之
關
係
」
は
、
廣
東

の
知
用
中
學
及
び
市
教
育
局

が
開
い
た

「
學
術
講
演
會
」
で
講
演
さ
れ
た
も
の
で
、

一
九
二
七
年
七
月
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
青
木
正
児
著

「
支
那
文
學
思
想
史
」

の
序
に
よ
る
と
、
「
さ
て
和
漢
の
學
界
に
於
て
此
の
方
面
に
先
鞭
を
着
け
ら
れ
た

の
は
吾
師
鈴
木
豹
軒

(虎
雄
)
先
生

の

『支
那
詩
論

史
』
大
正
十
四
年
弘
文
堂
刊
で
あ

っ
て
、
漢
繹
も
行
は
れ
て
を
り
、
支
那
で
も
其

の
影
響
を
受
け
て

一
二
同
類
の
著
書
が
現
は
れ
て
ゐ

る
。
」
と
い
う
。
大
正
十
四
年
は

一
九
二
五
年
で
、
魯
迅
の
講
演
よ
り
二
年
前
の
こ
と

で
あ

る
。
し

か
も
魯

迅

の

「
曹
　
の
時
代
は

『
文
學
の
自
畳
時
代
』
で
あ

っ
た
と
い
え
ま
す
。」
と
い
う
文
は
、
鈴
木
虎
雄
氏
の
著
書
の

「
余
は
魏
の
時
代

を

以

て
支
那
の
文
學
上

の
自
覧
時
代
な
り
と
な
す
。」
と
い
う
交
に
非
常
に
近
似
し
て
い
る
し
、
ま
た
魯
迅
は
括
弧
に
入
れ

て

「
文
學
的
自
畳
時
代
」
と
し
、

同

じ
こ
と
ぽ
を
使

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
魯
迅
は
、
鈴
木
氏
の
著
書
を
讃
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
そ
こ

で
青
木
氏

の
い
わ
れ
る
、
鈴
木
氏

の
著
書

の
中
國
繹
と
そ
の
影
響
を
受
け
た

一
二
同
類

の
著
書

に
つ
い
て
調
べ
て

み
る
。
「京
都
大
學

人
文
科
學
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
」
に
よ
る
と
、
「
日
本
鈴
木
虎
雄
撰

孫
仮
工
繹

中
國
古
代
文
藝
論
史

民
國

一
八
年

一
〇
月
」

と
あ
る
。
民
國
十
八
年
は

一
九
二
九
年
で
、
魯
迅
の
講
演
よ
り
二
年
後
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
繹
本
は
讃
め
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
、

一

二
同
類
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
青
木
氏
自
身
が
別
な
と
こ
ろ
で

「
特
殊
な
る
分
野
を
開
い
た
も

の
と

し
て
、
吾
師
鈴
木
豹
軒

先
生

の

『支
那
詩
論
史
』
の
如
き
も
逸
早
く
模
倣
者
を
出
し
、
陳
鐘
凡

・
郭
紹
虞
二
氏

の

『中
國
文
學
批
評
史
』
の
類
が
文
學
史
界
の

一
角
を
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占
め
て
居
る
。」
(
昭
和
十
二
年
六
月

「東
京
帝
大
新
聞
」
に
載
る

「
支
那
文
學
研
究
に
於
け
る
邦
人
の
立
場
」
)
と
述
べ
て
い
る
。
陳

鐘
凡
氏
の
著
書
が

い
つ
出
版
さ
れ
た
か
分
ら
な
い
が
、
そ
の
書
評
が

「
圖
書
評
論
」
の
第

一
巻
第
五
期
に
載

っ
て
そ
れ
が

一
九
三
三
年

(
民
國
二
十
二
)

一
月
で
あ
る
。
書
評
が
二
年
も
三
年
も
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
陳
氏
の
著
書
は
だ
い
た
い

一
九

三

一
年
か

一
九
三
二
年
の
作
で
あ
ろ
う
。
郭
紹
虞
氏
の
著
書
も
い
つ
の
出
版
か
正
確
に
は
分
ら
な
い
が
、
李
立
明
著

「
中
國
現
代
六
百

家
小
傳
」
に
よ
れ
ぽ

一
九
三
四
年

(民
國
二
十
三
)
と
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
二
氏
の
著
書
は
魯
迅
講
演
以
後
の
こ
と
と
な

っ
て

講
演

の
あ

っ
た

一
九
二
七
年
以
前
に
魯
迅
が
こ
れ
ら
の
書
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
魯
迅
が

「支
那
詩
論
史
」
の
課
本
お
よ
び
同
類
の

「
模
倣
」
書
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
次
に
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
魯
迅
が
鈴
木
氏
の

「
支
那
詩
論
史
」
と
全
く
關
係
な
く
さ
き
の
主
張
を
出
し
た

の
か
、
あ

る

い
は
當
時
厨
川
白
村
の

「苦
悶
の
象
徴
」
な
ど
を
翻
課
す
る
ほ
ど
日
本
語
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接

「
支
那
詩
論
史
」
を
讃
ん
だ
の
か
、
こ
の
二
つ
の

可
能
性
で
あ
る
。
ま
ず
後
者
を
確
か
め
る
た
め
に
、

一
九
二
七
年
七
月
二
十
三
日
の
第

一
回
講
演
の
あ

っ
た
時
ま

で
の
魯
迅
の
日
記
を

調
べ
て
み
る
。

日
記
十
三

(
一
九
二
四
年
)
五
月
二
十
三
日
、

「中
國
中
古
文
學
史
」
「
詞
餘
講
義
」
「文
字
學
形
義
篇
」
お
よ
び

コ
音
篇
」
そ
れ

ぞ
れ

一
研
を
買
う
。
計

一
元
。

と
し
る
し
て
い
る
。
こ
の

「中
國
中
古
文
學
史
」
は
劉
師
培
の
著
で
魯
迅
が

「魏
巫日
の
氣
風
お
よ
び
文
章
と
藥
お
よ
び
酒
の
關
係
」
の

な
か
で
他

の
二
冊
と
共
に

「
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
と

っ
て
は
大

へ
ん
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
文
學
が
た
し
か
に
異
彩
あ
る
も

の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
に
よ
く
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。」
と
高

い
評
債
を
下
し
た
書
籍
で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
、
魯
迅
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

の
購
入
書
籍
備
忘
録
と
も
い
う
べ
き

「書
帳
」
に
は

「
中
古
文
學
史
講
義
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
魯
迅
は
こ
の
著
書

か
ら
強
い
影
響

を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

日
記
十
四

二

九
二
五
年
)
九
月
十
五
日
、

東
亜
公
司
に
い
っ
て

「
支
那
詩
論
史
」

一
冊
、
「社
會
進
化
思
想
講
話
」

一
冊
を
買
う
。
計
四
元
。

と
し
る
す
。
東
亜
公
司
は
、
前
後
の
日
記
か
ら
日
本
の
書
籍
を
取
り
扱

っ
て
い
た
書
店
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の

「
支
那
詩
論
史
」
は

鈴
木
虎
雄
氏
の
著
書
で
あ
る
と
思
う
.
「書
帳
」
に
は

「中
國
詩
論
史
」
と
な

っ
て
い
る
。
魯
迅
は

一
九
二
七
年
七
月
の
講
演
に
際
し

て
、
漢
魏
習
南
朝
文
學
關
係
の
書
籍
を
購
入
し
讃
ん
だ
も
の
の
よ
う

で
あ

る
。
「
漢
魏
六
朝
名
家
集
」
「
建
安
七
子
集
」
「曹
集
鐙
評
」

「
箋
注
陶
淵
明
集
」
な
ど
。
鈴
木
虎
雄
氏
の
著
書
は
、
こ
の

「
詩
論
史
」
の
ほ
か
に
、

日
記
十
五

(
一
九
二
六
年
)
の

「書
帳
」
に
、

支
那
文
學
研
究

一
本
六

・
七
〇

二
月
二
十
三
日

の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
も
著
者
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「詩
論
史
」
と
同
じ
く
大
正
十
四
年
弘
文
堂

か
ら
刊
行

さ
れ

た
鈴

木
虎
雄
著

「
支
那
文
學
研
究
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
魯
迅
の

「魏
膏
風
度
及
文
章
與
藥
及
酒
之
關
係
」
と
い
う
文
章
が
、
鈴
木
虎
雄
氏

の

「
支
那
詩
論
史
」

か
ら

一
定

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
實
で
あ
ろ
う
。
(本
來
は
内
容
に
郎
し
て
こ
の
黙
を
更

に
検
討

し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
が
、
紙
幅
も
な
い
の
で
他
の
場
面
に
ゆ
ず
り
た
い
。)
思
う
に
魯
迅
の
こ
の
文
章
や
そ
の
發
想

の
成

立

に
は
、
次
の
三
つ
の

こ
と
が
影
響
を
與
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
林
田
氏
の
論
文

「魯
迅
の
な
か
の
稽
康
」
で
指
摘
す
る
よ
う

に
、
「
一
九
〇
八
年
、
民
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報
が
發
禁
に
な

っ
た
と
き
、
魯
迅
は
友
人
と
と
も
に
、
民
報
杜
で
説
文
解
字
の
講
繹
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
章
太
炎

に
た
の
み
、
か
な

え
ら
れ
て
い
る
。
章
太
炎
と
魯
迅
の
つ
な
が
り
と
章
太
炎
が
魏
巫日
の
文
章
を
提
唱
し
た
時
期
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
魏
晋
の
時
代

に
た

い
す
る
魯
迅
の
關
心
は
ほ
ぼ
こ
の
こ
ろ
か
ら
お
こ
り
、
し
だ
い
に
ふ
か
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
。」
と

い
う
。
章
太
炎

の
影
響

で
あ
る
。
二
つ
は
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
劉
師
培
著

「
中
國
中
古
文
學
史
講
義
」
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
魯
迅
が
漢
末
魏
初
の
文
章
を

特
徴
づ
け
て

「清
峻
、
通
脱
、
華
麗
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
使
う
が
、
そ
れ
は
、
劉
師
培
の
こ
の
著
書
に
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

魯
迅
が
使
用
す
る
時
人
の
逸
話

.
文
章
の
い
く
つ
か
も

「中
古
文
學
史
講
義
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
三

つ
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う

に
鈴
木
虎
雄
著

「支
那
詩
論
史
」
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
魯
迅
は
、
こ
れ

ら

の
も

の
か
ら

の
影
響
を
受
け
な
が
ら

も
、
彼
猫
自
の
認
識
と
創
見
に
基

い
て
そ
の
考
え
を
述
べ
た
こ
と
、
ま
た
當
然
で
あ
ろ
う
。

次
に
鈴
木
虎
雄
著

「
支
那
詩
論
史
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ
の
書
が
大
正
十
四
年
弘
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た

こ
と
は
既

に
述
べ
た

が
、
そ
の
序
に
よ
れ
ぽ
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
、
「
詩
論
史
」
の
第
二
篇

「
魏
否
南
北
朝
時

代

の
文
學
論
」
は
、

大
正
八
年
十
月
よ
り

九
年
三
月
に
亘
り
、
「藝
文
」
誌
上

に
公
表
さ
れ
た
と
い
う
。
「東
方
學
」
第
五
十
二
輯
に
の
せ
る

「鈴
木
虎
雄
博

士
著
作
目
録
」
に
よ

る
と
、
同
論
文
は
、
實
際
は

「
『藝
文
』

一
〇
年

一
0
號
、

一
一
號
、

一
二
號
。

一
一
年
二
號
、
三
號
」
に
載

っ
た

よ
う
だ
。
こ
れ
以

前
、
鈴
木
氏
は
魏
各
南
北
朝
文
學
に
つ
い
て
、
「
山
水
文
學
と
謝
霊
運
」
(明
治
四
四
年
)
と

「
五
言
詩
發
生
の
時
期

に
關
す
る
疑
問
」

(
大
正
八
年
)
を
著
わ
す
の
み
で
、
こ
の
時
期
の
文
學
評
論
に
關
し
て
の
著
作
は

一
篇
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し

「
詩
論
史
」
第
三
篇

の

「
格
調

・
紳
韻

・
性
霞

の
三
詩
読
を
論
ず
」
が
明
治
四
十
四
年
に
執
筆
さ
れ
、
「
藝
文
」
に
發
表
さ
れ
た
。
こ

の

こ
と
は
、
詩
論
、

交
學
論
に
封
す
る
強
い
關
心
が
鈴
木
氏
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
鈴
木
氏
は
詩
論

・
文
學
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

論
に
封
す
る
強
い
關
心
と
研
究
を
、
い
つ
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
向
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
そ
の
契
機
が
何
ん
で
あ

っ
た
か
が
問
題

と
な
る
。
そ
れ
は
鈴
木
氏
の
中
國

へ
の
留
學

(
一
九

一
六
～

一
七
年
)
で
は
な
か

っ
た

か
と
思
う
。
「
鈴
木
虎
雄
博
士
略
歴
」
に
よ
る

と
、
「
大
正
五
年

一
月

(
三
九
歳
)
漢
學
研
究
の
た
め
支
那
國

へ
二
か
年
留
學
を
命
ぜ
ら
る
。
(
三
月
三
十
日
出
發
)
」
と
あ
る
。
そ
し
て

留
學
後

一
年
半

に
し
て

「魏
習
南
北
朝
時
代
の
文
學
論
」
の
發
表
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し

は
、
魯
迅
が
そ
の
研

究

に
強

い
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
劉
師
培
氏
と
、
鈴
木
氏
も
そ
の

「
出
會
い
」
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
思

っ
た
。

そ
れ
に
は
確
た
る
謹
擦
を
今

の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
銭
玄
同
の
作
る

「
左
盒
年
表

(劉
師
培
年
表
)」
に
よ
れ
ば
、
「
一
九

一

七

(
民
國
六
)
年

丁
巳
三
四

(歳
)
任
國
立
北
京
大
學
教
授
」
と
あ
る
。
ま
た
同
作

「
左
盆
著
述
繋
年

(劉
師
培
著
作
目
録
)
」
に

よ
る
と
、
「
六
年
丁
巳

中
國
中
古
文
學
史
講
義
」
と
あ
り
、
同
書

の
人
民
文
學
出
版
肚
の
出
版
説
明
に
よ
る
と
、

「中
國
中
古
文
學
史

講
義
は
、
劉
師
培

(申
叔
)
が
北
京
大
學
で
教
育
研
究
に
た
ず
さ
わ

っ
た
時
に
編
集
し
た
も

の
で
あ
る
。」
と
。
鈴
木
虎
雄
氏
の
中
國

留
學
中
に
、
劉
師
培
氏
は
北
京
大
學
教
授
に
任
命
さ
れ
、
「中
國
中
古
文
學
史
講
義
」
を
講
じ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
講
義

は
そ

の
ま

ま
民
國
六
年

(
一
九

一
七
年
)
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

劉
師
培
著

「中
國
中
古
文
學
史
講
義
」
は
、
そ
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
そ
の
第

一
は
文
學
史
、
文
學
論
に
關
す
る
資
料
が
く
ま
な
く

探

索
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
同
書

の
第
三
課
に
限

っ
て
も
、
文
心
雛
龍
19
、
魏
志
19
、
文
選
Ⅱ
、
そ
の
ほ
か
書
名

だ

け
あ
げ

る
と
、
蜀

志
、
昊
志
、
魚
豪
魏
略
、
藝
文
類
聚
、
太
平
御
覧
、
初
學
記
、
群
書
治
要

が
あ

る
。
ま

た
同
書

の

「
聲
律
読
之
發
明
」
な
ど
の
如
き

は
、
そ
れ
に
關
す
る
基
本
的
な
資
料
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
第
二
は
、
建
安
以
後
三
國
の
文
禮
が
雨
漢
の
文
膿
と
異
な
る

と

い
う
事
例
を
あ
げ
、
こ
の
時
期
に
文
學
が
攣
遷
し
た
こ
と
を
明
言
し
た
こ
と
。
そ
よ
て
そ

の
理
由
の
一
端
を
あ
げ
、
「建
安
文
學
は
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實

に
文
帝
陳
思
王
の
上
に
あ
り
て
提
唱
す
る
に
由
る
な
り
。」
と
い
う
。
そ
の
第
三
は
、
文
學
批
評
の
發
生

に
つ
い

て
読
く
。
例
え
ば

曹

　
、
曹
植
に
つ
い
て
、
「魏
文
帝
典
論
」
「魏
文
帝
與
呉
質
書
」
「
曹
子
建
與
楊
徳
租
書
」
「徳
租
答
書
」
と
い
う

よ
う
に
今
日
の
研
究

者
も
認
め
る
基
本
資
料
を
あ
げ
、
そ
の
典
論
論
文
に
つ
い
て
解
説
し

「案
ず
る
に
、
こ
の
篇
は
建
安
文
學

の
優
劣
を
推
論
し
て
、
深
切

著
明
な
り
。
文
氣
説
ま
た
此

に
基
く
。」
と

い
う
。
そ
の
第
四

は
、
漢
末
魏
初
の
文
膿
の
攣
遷
は
、
後
漢
の
禰
衡

に
始
ま
る
と
読
く
。

「
案
ず
る
に
、
東
漢
の
文
は
均
し
く
和
緩
を
尚
ぶ
に
、
其
の
筆
を
奮

い
て
直
書
し
、
氣
を
以

て
詞

を
運
す

は
、
實

に

(禰
)
衡
に
始

る
。
鵬
鵡
の
賦
の
序
に
謂

へ
ら
く
、
衡
因

っ
て
賦
を
爲
る
、
筆
は
停
綴
せ
ず
、
文
は
黙
を
加

へ
ず
と
。
他
の
丈
も
亦
然
る
を
知
る
。
是

を
以
て
漢
魏
の
文
士
多
く
駒
僻
を
尚
べ
ぽ
、
或
ひ
は
慷
慨
高
属
し
、
或
ひ
は
盗
氣
盆
涌
す
。
此
れ
皆
衡
の
文
こ
れ
が
先
を
開
く
な
り
。」

と
。
こ
の
よ
う
に
検
討
す
べ
き
新
し
い
説
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
総
じ
て
以
上
あ
げ
た
四
黙
か
ら
し
て
も
、
漢
魏
奮
南
朝
文
學
を

研
究
す
る
者
は
、
文
學
史

・
評
論
史
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
最
初
の
豊
期
的
な
業
績
と
し
て
劉
師
培
著

「
中
國
中
古
文
學
史
講
義
」
を

問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

二

わ
た
く
し
の
手
も
と
に
、
王
培
著

『中
古
文
學
史
論
集
』
『
中
古
文
學
思
想
』
『
中
古
文
人
生
活
』
『
中
古
文
學

風
鋭
』、
劉

師
培
著

『
中
國
中
古
文
學
史
』、
鍾
祓
著

『
中
古
詩
歌
論
叢
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
は
、
お
お
む
ね
林
田
氏
の
書
と
同
じ
時
代
を
封
象
と
し

な
が
ら
、
『
中
古
』
と
構
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

『
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
『
中
古
文
學
』

の
呼
稽

の
最
も
早
い
も
の
は
、
徐
嘉
瑞
著

『
中
古
文
學
概
論
』
で
民
國

一
三
年

(西
暦

一
九
二
四
年
)
四
月
初
版
と
あ
り
、
つ
い
で
劉
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

師
培
著

『
中
國
中
古
文
學
史
講
義
』
が
民
國
二
三
年

(
初
版
は
民
國
六
年
で
あ
る
)
と
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
中
古
文
學
の
呼
稔
は
大

駆

正

か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

一
九
六

一
年
に
出
版
さ
れ
た
、
郭
紹
虞
著

『
中
國
文
學
批
評
史
』
は
、
阿
片
戦
孚
以
前
の
中
國
文
學
批

評
史
を
三
つ
の
段
階
に
分

っ
て
、

上
古
期
ー
上
古
よ
り
後
漢
ま
で

中
古
期
-
後
漢
婬
安
時
代
か
ら
五
代
ま
で
。

近
古
期
ー
北
宋
か
ら
清
代
中
頃
ま
で
。

と

し
、
文
學
史

の
時
代
匪
分

に
從

っ
た
と
い
う
。
中
國
で
は
わ
た
く
し
の
知
る
と
こ
ろ
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
こ
の
時
代
の
文
學
を
中

古
文
學
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
結
論
を
さ
き
に
い
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
中
國
と
日
本
と
同
じ
時
代
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
こ

ん
な
に
違

っ
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

林
田
氏
は
こ
の
書
を

『
中
國
中
世
文
學
評
論
史
』
と
命
名
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
の
理
由
を
あ
げ
て
は
い
な

い
。
ま
た
本
文
中

に
も
中
世
文
學
の
こ
と
ぽ
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
網
砧
次
氏
に

『
中
國
中
世
文
學
研
究

南
齊
永
明
時
代
を
中
心
と
し
て
』
の
著
書

が

あ
り
、
廣
島
大
學
文
學
部
内
の
中
國
中
世
文
學
研
究
會
發
行
に

『
中
國
中
世
文
學
研
究
』
と
い
う
學
術
誌

が
あ

り
、
「
中
國
中
世
文

學

」
の
呼
稻
は
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
吉
川
幸
次
郎
氏
も
そ
の

「
六
朝
文
學
史
研
究

へ
の
提
議

一
則
」
の
な
か

で
、

「
中
世
」
の
文
學
、
「中
世
」

の
文
禮
な
ど
の
こ
と
ば
を
使

っ
て
中
國
文
學
史

の
匪
分
を
論
じ
て
い
る
。
「
過
去

の
中
國
の
散
文
の

文
膣

の
歴
史
が
、
三
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
こ
と
は
、
學
者
に
周
知
で
あ
る
。
第

一
は
、
上
古
か
ら
前
漢
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「古
文
」
、

す
な
わ
ち
自
由
韻
律
の
文
禮
の
時
期
、
第
二
、
後
漢
か
ら
唐
ま
で
の

「
麟
文
」
、
す
な
わ
ち
散
文
も
ま
た

一
定
の
韻
律
を
も

っ
た
時
期
、

1



第
三
は
、
宋
か
ら
清
末
に
い
た
る
ま
で
、
再
び
第

一
期

の
自
由
韻
律

の

「
古
文
」
を
典
型
と
し
て
、
そ
の
租
述
を
主
流
と
し
た
時
期
で

あ
る
。
(中
略
)
そ
う
し
て
こ
の
三
匿
分
は
、
軍
に
文
髄
と
い
う
表
現
の
攣
化
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ

と
關
連
し
、
ま
た
そ
れ
を
有
力

な
象
徴
と
し
て
文
學
史
の
諸
事
象
が
攣
化
す
る
匿
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ひ
ろ
く
文
學
史

の
時
期

の
三
庭
分

と

な

し
得
る
。
(中
略
)

更

に
ま
た
こ
の
文
學
史
の
三
匿
分
は
、
中
國
の

一
般
史
の
匿
分
と
し
て
も
、
妥
當
し
得
る
よ
う
で
あ
る
。
故
内
藤
虎
次
郎
博
士
が
首
唱

さ
れ
、
宮
崎
市
定
博
士
を
も

っ
と
も
有
力
な
租
述
者
と
す
る
中
國
史
三
匿
分
説
、
そ
の
古
代
、
中
世
、
近
世
の
匝
分
は
、
あ
た
か
も
わ

れ
わ
れ
文
學
史
の
三
匪
分
と
す
る
も
の
と
、
合
致
す
る
。」
と
。
明
ら
か
に
吉
川
幸
次
郎
氏
は
、
文
學
史

の
三
匿
分
説
を
主
張
し
て
い

る
。
ま
た
中
國

「
中
世
」
文
學
の
呼
稽
に
も
同
調
さ
れ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
よ
氏
は
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
他
の
人
が
そ
う
使

っ
て
い
る
も
の
に
は
括
弧
な
し
で
中
世
と
記
し
な
が
ら
、
自
ら
が
使
う
場
合
に
は
必
ず
括
弧
を

つ
け
て

「
中
世
」
の
文
學
な
ど
と
か

き
、
ま
た
例
え
ぽ
、

要
す
る
に
小
尾
君
の
い
わ
ゆ
る

「中
世
文
學
」
は
、

と
あ
る
よ
う
に
、
中
世
文
學
の
呼
稽
に
積
極
的
に
は
同
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
國
文
學
史
の

三
匠
分
説
を
明
確
に
主
張
し
た
最
初
の
文
章
は
、
青
木
正
児
氏
の

「
文
藝
思
潮
の
三
大
攣
遷
」
(「
支
那
文
藝
思
潮
」
所
牧
、
昭
和
三
年

發
行
)
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「今
支
那
歴
代
の
文
藝
思
潮
を
通
覧
す
る
に
、
凡
そ
次
の
三
期
の
段
階
を
踏

ん
で
發
達
し
て
來

て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
上
世

實
用
娯
樂
時
代

(
上
古
よ
り
漢
ま
で
)。
中
世

文
藝
至
上
時
代

(六
朝
及
び
唐
)
。
近
世

倣
古

低
徊
時
代

(宋
よ
り
清
ま
で
)
。
」
と
。
氏
は
ま
た
時
代
匿
分
と
よ
て
は
、
中
世
の
語
を
使

っ
て
お
ら
れ

る
が
、

い
わ
ゆ
る

「中
世
文

學
」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
六
朝
文
藝
の
用
語
を
も

っ
て
よ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
文
學
史
の
三
匿
分

951

林
田
慎
之
助
著

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
』

(小
西
)



中
國
文
學
論
集

第
九
號

に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
、
日
本
中
國
に
共
通
す
る
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
る
と
何
故
中
國
に
從
來

か
ら
あ

っ
た

「
中
古
文

學
」

の
呼
稻
を

「
中
世
文
學
」
に
改
め
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
網
砧
次
氏
は
、
昭
和
三
十

五
年
發
行

の

「
中
國
中
世
文
學
研
究

南
齊
永
明
時
代
を
中
心
と
し
て
」
の
自
序
の
な
か
で
も
、
そ
の
理
由

を

明
ら

か

に
し
て
い
な

い
。
廣
島
大
學
の

「
中
國
中
世
文
學
研
究
」
の
創
刊
號
で
は
、
こ
の
時
代
の
文
學
を
中
世
文
學
と

呼
ぶ
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て

「『
中

世
』
と
い
う
の
は
、
別
に
學
問
的
根
擦
の
あ
る
分
類
に
從

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
吾
々
の
便
宜
上
の
勝
手
な
分
類
に
從

っ
た
ま
で
で
、

異
論
は
あ
ろ
う
が
、
南
北
朝
、
晴
、
唐

の
時
代
を
廣
く
含
ま
せ
て
い
る
。」
と

い
う
。
し
か
し
、
こ
の
中
世
と

い
う
時
代
匠
分
が
、
中

國
史
研
究
者

の
三
匿
分
説
に
封
懸
し
て
出
て
來
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
の
吉
川
氏
の
論
文
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
中
國
史
に
お

け
る
時
代
匿
分
の
學
説
成
立
の
経
過
を
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。
岩
波
講
座

『
世
界
歴
史
古
代
5
』
に
載
せ
る
堀
敏

一
氏
の
論
文
に
よ
る

と

「
内
藤
湖
南

(目。
　

)
は
、
か

っ
て
六
朝

・
晴
唐

の
時
代
を
貴
族
政
治
の
時
代
と
特
長
づ
け
、
そ
し
て
唐
か
ら
宋
の
間
に
中

國
史
上
の
豊
期
的
な
轄
換
を
認
め
て
、
貴
族
政
治
か
ら
君
主
猫
裁
政
治

へ
移
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を

「
中
世
」
か
ら

「近
世
」

へ
の
移

行
で
あ
る
と
し
た
。
内
藤
の
い
う
貴
族
政
治
は
、
貴
族
が
皇
帝
の
権
力
を
制
約
す
る
の
を
い
う
の
で
あ

っ
て
、
貴
族
な
り
皇
帝
な
り
の

人
民
に
封
す
る
支
配
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
後
の
研
究
は
、
皇
帝
の
人
民
に
封
す
る
官
僚
制
的
支
配
と
の
關
蓮
で
貴
族

制
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
。」
ま
た
後
者
の
學
説
に
立

つ
西
島
定
生
氏
は
、

ア
ジ

ア
的
な
專
制
君
子
の
人
民
に
野
す
る
個
別

人
身
的
支
配
の
な
か
に
、
中
國
古
代
帝
國

(
漢
ー
リ唐
)
の
特
質
が
あ
る
と
み
て
い
る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
貴
族
制
と
は
、
堀
敏

一
氏
に

よ
る
と

「も
と
王
朝
と
は
別
個
に
、
郷
里
の
社
會
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
豪
族
社
會

の
秩
序
と
、
王
朝

の
官
僚
制
的
秩
序
と

が
合
致
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
後

の
六
朝
社
會
を

『貴
族
制
社
會
』
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
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ろ
う
。」
す
な
わ
ち
、
豪
族
社
會
の
秩
序
と
官
僚
制
的
秩
序
の
二
つ
の
ど
ち
ら
を
重
覗
す
る
か
に

よ

っ
て
、
古
代
説
と
中
世
説
と
が
分

か
れ
る
ら
し
い
。
こ
の
貼
を
、
川
勝
義
雄
氏
は
、
岩
波
講
座

『
世
界
歴
史
古
代
5
』
の

「
貴
族
制
社
會
の
成
立
」

の
な
か

で
、
「と
こ

ろ
で
、
谷
川
道
雄
氏
は

一
九
六
五
年
の
は
じ
め
ま
で
の
學
界
の
主
要
な
動
向
を
整
理
し
て
、
貴
族
制
社
會
の
理
解

に
關
す
る
根
本
的
な

問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
最
も
重
要
な
問
題
の

一
つ
は
、
六
朝
貴
族
制
が
官
僚
制
的
な
形
を
と
る
こ
と

に
つ
い
て
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

『
當
時
の
支
配
層

(貴
族
階
層
「
筆
者
)
が
國
家
権
力
の
存
在

に
よ

っ
て
始
め
て
成
立
し
得

て
い
る
と
い
う
意
味
で
官
僚
的
で
あ

る

の
か
、
そ
れ

と
も
、
支
配
暦
は
國
家
権
力

の
存
在
を
前
提
と
せ

ず
、
そ
れ
自
身
と
し
て
支
配
層
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
存
在
形
態
に
お
い
て
官
僚
的
性
格
を
帯

び
る

の
か
、
と

い
う
簡

題
に
蹄
着
す

る
。』
」
と
し
な
が
ら
、
貴
族
階
層
が
國
家
権
力
の
存
在
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
え

て

い
る
と
解

す
る

「貴

族
即
寄
生
官
僚
論
」

と
、
こ
れ
と
は
反
封
に
、
貴
族
階
層
は
國
家
権
力
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
、
そ
れ
自
身
と
し
て
支
配
層
で
あ
る
と
解
す
る

「
中
世
貴
族

制
論
」
と
に
分
か
れ
る
と
説
い
て
、
古
代
説
と
中
世
説
の
基
本
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後

漢
か
ら
唐
ま
で
の
こ

の
時
期
を
、
古
代
に
入
れ
て
中
古
と
す
る
か
、
ま
た
中
世
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
認
識
に
立

っ
て
選
揮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
林
田
氏
が
こ
の
著
書
を

「
中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
中
世
と
す
る
こ
と
、
そ
れ

自
燈
に
反
封
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
當
然
中
世
を
選
澤
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
の
用
意
周
到
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
し
か
し
そ
の
時
代
を
大
體
後
漢
か
ら
唐
ま
で
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
贅
同
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま

た
こ
の
時
代
の
研
究

者
が
こ
の
二
つ
の
問
題
を
た
だ
便
宜
的
で
は
な
く
、
學
問
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
今
日
行
わ
れ
て
い
る
王
朝
に
よ

っ
て
断
代
す
る
文
學
史
の
方
法
も
歴
史
認
識
に
訣
け
て
、
安
易
す
ぎ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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三

本
書

の
特
色
に
つ
い
て
。
本
書
は
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
第

一
章
は
総
論
で
、
中
國
文
學
全
史
を
通
し
て
評
論
の
封
象
と
な

る
資
料
の
紹
介
、
解
釋
、
位
置
づ
け
等
の
第

一
節
と
、
こ
の
時
代
を

一
貫
し
て
提
起
さ
れ
る
主
要
テ
ー
マ

「情
と
志
」
の
問
題
を
よ
り

概
括
的
に
展
望
す
る
第
二
節
と
に
分
か
れ
る
。
第
二
章
は
、
魏
晋
の
文
學
思
想
で
、
主
に
左
思
、
摯
虞
、
曹
丕
、
曹
植
、
陸
機
、
葛
洪

等
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
第
三
章
は
、
魏
奮
時
代
の
五
人
の
詩
人
を
論
じ
た
作
家
論
、
第
四
、
第
五
章
は
、
齊
梁

の
文
學

理
論

で
、
主

に
沈
約
、
装
子
野
、
劉
魏
、
鍾
燥
、
薫
統
、
薫
綱
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
代
表
作

「文
選
」
と

「玉
豪
噺
詠
」
の
文
學
論

が
の
べ
ら
れ
る
。
第
六
章
は
、
主

に
顔
之
推
、
韓
愈
、
朱
子
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
古
文
運
動
を
中
心
に
論
ず
る
。

こ
れ
が
本
書

の
構
成

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
順
序
に
從

っ
て
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。
林
田
氏

の
研
究
が

い
つ
始
ま
り
、
初
め
は
何
を
や

っ
て
い
た
の

か
、
後
で
ど
う
攣

っ
た

の
か
と
い

っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
研
究
の
展
開
過
程
と
氏
の
問
題
意
識
の
攣
遷
と
い
っ
た

こ
と
の
理
解

の
た
め

に
、
發
表
順
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
で
き
る
だ
け
各
章
各
節
の
論
文
そ
の
も
の
に
も
ふ
れ
て
い
く
が
、
省

い
た
も

の
も
あ
る
。
ま
ず
論

文
目
録
を
年
次
別
、
初
出
誌
、
ペ
ー
ジ
敷
の

一
覧
表
を
左
に
あ
げ
る
。

昭
和
33
年

昭
和
34
年

昭
和
35
年

昭
和
36
年

稽
康
評
傳

「中
國
文
藝
座
談
會

ノ
ー
ト
」
11

(
1
～
16
頁
)

稽
康
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
飛
翔
の
イ
マ
ー
ジ

ュ

「中
國
文
藝
座
談
會

ノ
ー
ト
」
12

(
1
～
21
頁
)

玩
籍
詠
懐
詩
考
ー
そ
の
孤
絶

の
意
識
に
つ
い
て

「九
州
中
國
學
會
報
」
6

(
52
～
68
頁
)

郭
瑛
に
お
け
る
詩
人
の
運
命
ー
遊
仙
詩
の
思
想
構
造

「
九
州
中
國
學
會
報
」
7

(
47
～
63
頁
)



昭
和
37
年

昭
和
38
年

昭
和
39
年

昭
和
40
年

昭
和
姐
年

昭
和
43
年

昭
和
48
年

昭
和
49
年

昭
和
50
年

稽
康
と
魯
迅
■
、
ニ
ー
稽
康
集
の
校
訂
か
ら
み
た
魯
迅

「
中
國
文
學
評
論
」
1
、
2

(
10
～

14
頁
、
12
～
16
頁
)

顔
之
推
の
生
活
と
文
學
観

「
日
本
中
國
學
會
報
」
14

(
斯
～
以
頁
)

朱
烹

「
楚
僻
集
註
」
制
作
の
動
機
ー
歴
代
楚
僻
評
債

の
流
れ

に
た

っ
て

「
九
州
中
國
學
會
報
」
9

(
30
～
41

頁
)

漢
魏
六
朝
文
學
論
に
現
わ
れ
た
情
と
志
の
問
題

「
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
中
國
學
論
集
」
(謝
～
蹴
頁
)

南
朝
放
蕩
文
學
論
の
美
意
識

「
東
方
學
」
28

(
64
～
胃
頁
)

魏
否
南
朝
文
學
に
占
め
る
張
華
の
座
標

「
日
本
中
國
學
會
報
」
17

(
69
～
91
頁
)

「
文
心
雛
龍
」
文
學
原
理
論
の
諸
問
題
-
劉
鋸
に
お
け
る
美
の
理
念
を
め
ぐ

っ
て

「
日
本
中
國
學
會
報
」
19

(魏
～
協
頁
)

中
國
文
學
評
論
史

へ
の
親
座

「中
國
文
化
叢
書
」
4

「文
學
概
論
」
(鵬
～
謝
頁
)
善
題

「
文
學
評
論
」

斐
子
野

「
雛
轟
論
」
考
謹
ー
六
朝
に
お
け
る
復
古
文
學
論
の
構
造

「
日
本
中
國
學
會
報
」

20

(櫛
～
塒
頁
)

薫
綱
の

「與
湘
東
王
書
」
を
め
ぐ

っ
て

「中
國
中
世
文
學
研
究
」
7

(
16
～
52
頁
)

韓
愈
に
お
け
る
發
憤
著
書

の
説

「文
學
研
究
」
m

(
九
大
)
(
Ⅱ
～
35
頁
)

爾
漢
魏
習
の
群
賦
論
に
流
れ
る
文
學
思
想

「文
學
研
究
」
71

(九
大
)
(
61
～
87
頁
)

左
思

の
文
學

「
目
加
田
誠
博
士
古
稀
記
念
中
國
學
論
集
」
龍
漢
書
舎
刊

韓
愈

の
散
文
表
現
論

「
文
學
研
究
」
(九
大
)
η

(鵬
～
鵬
頁
)
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

昭
和
52
年

葛
洪

の
文
藝
思
想

「文
學
研
究
」
(
九
大
)
処

(塒
～
榴
頁
)

唐
代
古
文
運
動

の
形
成
過
程

「
日
本
中
國
學
會
報
」
29

(描
～
鵬
頁
)

昭
和
53
年

「典
論
」
論
文
と

「文
賦
」

「
文
學
研
究
」
(九
大
)
お

(
45
～
66
頁
)

鍾
燦
の
文
學
理
念

「中
國
文
學
論
集
」
(
九
大
)
7

(
1
～
16
頁
)

昭
和
54
年

「
宋
書
」
謝
霊
運
傳
論
と
文
學
史

の
自
豊

「
中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
(
蜥
～
獅
頁
)

「
文
選
」
と

「
玉
毫
新
詠
」
編
纂

の
文
學
思
想

「
中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
(
謝
～
柵
頁
)

「
稽
康

の
飛
翔
詩
篇
」
(昭
和
33
年
)

461

儒
教
の
道
徳
秩
序
を
否
定
し
、
世

の
債
値
観
に
さ
か
ら
い
、
反
禮
教
、
反
権
力
を
貫
き
と
お
し
た
稽
康
は
、
身
邊
に
い
つ
も
飛
翔
を

は
ば
む
網
羅
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
お
り
、
「
羅
せ
ら
れ
る
」
恐
れ
に
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
危
機
意
識
を
も

っ
て
い
た
。
「百
羅
、
蔚

羅
、
高
羅
、
網
羅
、
或
い
は
羅
者

の
イ
マ
ー
ジ

ュ
は
い
ず
れ
も
自
由
な
飛
翔
を
さ
ま
た
げ
る
障
害
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
現
實
が
惹
起
す

る
危
機
意
識
の
映
像
で
あ
る
、」
と
。
稽
康
の
飛
翔
詩
篇
に
あ
ら
わ
れ
る
飛
鳥
は

い
ず
れ
も
鶯

・
鴻

・
鳳

・
焦
朋
な
ど
の
霊
鳥

・
大
鳥

で
あ
り
、
「
羅
網
を
尻
目
に
」
は
ぽ
た
く
。
そ
れ
は
稽
康
の
世
界
観
の
根
底

に
あ
る
荘
子
の
哲
學
、
鵬
の
飛
翔
寓

話
と
合
致
す
る
も
の

で
あ
る
、
と
す
る
。
著
者
は
最
後
に

「
述
志
詩
」
の
第
二
首
に
つ
い
て
、
驚
鳳
を
笑
う
斥
鵬
の
笑
い
に

「
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
誤
り

と

い
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
稽
康

の
胸
に
、
脅
か
す
よ
う
な
虚
無
の
響
き
を

つ
た
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。」
「
虚
無

の
う
ち
に
あ

っ
て
、

却

っ
て
そ
の
な
か
か
ら
新
よ
い
飛
翔
の
轄
機
を

つ
か
も
う
と

し
て

い
る
不
敵
な
詩
人
の
逆
読
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
述
べ

る
。



「
玩
籍
詠
懐
詩
考
　

そ
の
孤
絶
の
意
識
を
め
ぐ

っ
て
　
」
(昭
和
35
年
)

著
者
は
、
先
ず
、
「詠
懐
詩
」
に
見
ら
れ
る
肉
親
、
交
友
、
君
臣
の
關
係
に
封
す
る
玩
籍
の
意
識
を
考
察
し
て
、
「
現
實
秩
序
の
存
在

を
も
は
や
な
に
ひ
と
つ
確
實
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
信
じ
る
こ
と
を
や
め
た
」
人
間
關
係
に
お
け
る

「
孤
絶
の
意
識
」
が
あ
る
、
と
す

る
。
次
に

「詠
懐
詩
」
に
多
く
用

い
ら
れ

て
い
る

「
騙
車
」
「
登
高
」
の
語
に
つ
い
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
り
、
ま
た
、
「
岐

路

・
染
締
」
の
故
事
、
「
木
模
」
「
蝉
蜥
」
・
「
丘
墓
」
「
墳
墓
」
の
語
、
「白
日

・
朝
日

・
朱
陽
」
な
ど
の
太
陽
を
い
う
語
と

「蹟

・
隈

・

零

・
傾
」
と
い
う
動
詞
を
結
び
つ
け
た
濁
特
の
表
現
の
意
味
、
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
て

「危
機
意
識
」
「死
茨
意
識
」
を
言
い
、
こ

れ
と
表
裏
を
な
す
も
の
と
し
て

「
登
仙
思
想
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
郭
瑛
に
お
け
る
詩
人
の
運
命
」
(
昭
和
36
年
)

「瞥
書
」
郭
瑛
傳
、
「
世
説
新
語
」
「
資
治
通
鑑
」
な
ど
の
傳
記
資
料
と
郭
瑛
自
身
の
詩
交
を
も
と
に
、
怪
異
諏
、
予
言
諦
を
も
含
め

て
彼
の
人
間
像
を
考
察
し
、
ま
た
、
「省
刑
疏
」
な
ど

の
上
疏
文
を
あ
げ
て
政
治
に
封
す
る
か
か
わ
り
方
を
究
明
し
て
い
る
。
郭
撲
は

元
帝
が
崩
ず
る
と
官
を
僻
よ
て
故
郷
に
蹄
る
。
著
者
は

「遊
仙
詩
」

の
製
作
時
期
を
、
政
治

へ
の
情
熱
が
挫
折
し
た
こ
の
時
期
を
外
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
、
こ
れ
ら
の
詩
に
、
「
内
部
世
界
の
自
由
の
獲
得
」
「
不
自
由
と
不
條
理

か
ら

の
解
放
」
「
人
間
を
や
め
る
攣

形

へ
の
欲
求
」
な
ど
を
観
る
。
郭
瑛
に
關
し
て
は
こ
の
論
文
が
職
後
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
ま
で
が
林

田
氏
の
作
家
論
の
時

代
で
あ
る
。

「稽
康
と
魯
迅
」
■
、
ニ
ー
稽
康
集
の
校
訂
か
ら
み
た
魯
迅

(
昭
和
37
年
)

「
魯
迅
の
な
か
の
稽
康
」

「
野
草
」
所
載

(昭
和
47
年
)
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

著
者
が
、
山
口
大
學
時
代
に
學
部
卒
業
論
文
と
し
て
選
ん
だ
の
が
魯
迅
で
あ

っ
た
。
魯
迅
研
究
こ
そ
著
者

の
今

日
ま
で
の
研
究
過
程

の
原
鮎
で
あ
る
。
著
者
の
研
究
の
最
大
の
特
色
も
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
文
は
本
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
こ

に
取
り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。

「顔
之
推

の
生
活
と
文
學
観
」
(昭
和
37
年
)

顔
之
推
の

「
顔
氏
家
訓
」
は
、
家
訓
の
禮
裁
を
と
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
自
身
の
虜
囚
と
し
て
の
苛
酷
な
運
命
と
身
を
刻
む
恥

辱
を
生
き
て
來
た
論
理
を
、
骨
肉
に
向

っ
て
切

々
と
訴
え
た
記
録
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
中
に
牧
め
ら
れ
た
文
學
論
は
特
有
の

倫
理
性
を
強
調
し
、
文
學
者
の
行
動
と
そ
の
文
膣
と
の
有
機
的
な
關
連
を
論
じ
よ
う
と
意
圖
し

た
も
の
で
あ
る

と

い
う
。
宇
都
宮
清

吉
、
守
屋
美
都
雄
爾
氏
の

「
顔
之
推
論
」
に
伍
し
て
文
學
論
的
覗
黙
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
そ
の
意
味
で
林
田

氏
が
中
國
文
學
批
評
史

へ
第

一
歩
を
進
め
、
日
本
中
國
學
會
報
に
は
じ
め
て
投
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
漢
魏
六
朝
文
學
論
に
現
わ
れ
た
情
と
志

の
問
題
」
(昭
和
39
年
)

'

著
者
は

「
毛
詩
」
大
序
の

「
詩
言
志
説
」
に
つ
い
て
、
「
情
と
志
の
言
語
概
念
を
匠
別
し
、
然
も
そ
れ
が
關
係
す
る
心
の
運
動
過
程

の
機
微
を
う
ま
く
と
ら
え
な
が
ら
、

一
方
で
は
情
を
不
當
に
低
く
評
償
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
。
こ
こ
で
は

「
情
」
は
陶
冶
さ
れ

ね
ぽ
な
ら
ぬ

「
民
の
本
性
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
陸
機

「文
賦
」
の

「詩
縁
情
説
」
に
お
い
て
は
、
「
志
」
は
、
「或
る
目
的

志
向
を
も
つ
心
の
は
た
ら
き

(文
章
を
作
ろ
う
と
す
る
意
欲
)」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
「情
」
は
文
學
創
造

に
訣
か
せ
な
い
蟹
感

の
感
懸
帯
に
あ
た
り
」
、
「志
よ
り
も
情
を
基
本
的
な
心
の
動
き
と
み
な
し
て
重
覗
」
し
て
い
る
と
し
、
文
學
作
品
創
造
に
お
い
て

「
各

々
不
可
鉄
な
も
の
と
し
て
均
衡
に
あ
つ
か

っ
て
い
る
」
と
。
梁
の
時
代
に
な

る
と
、
「
自
然
風
物
↓
情
感
↓
創
作
衝
動
の
關
係
は
廣
く

661



深
い
領
域
に
わ
た
っ
て
具
禮
的
且
つ
詳
細
に
ほ
り
さ
げ
ら
れ

て
く

る
」
と
し
、
鍾
燦
の

「
詩
品
」、
瀟
統
、
瀟
綱

、
劉
魍
の

「
文
心
雛

龍
」、
萢
曄
、
沈
約
、
装
子
野
ら
に
お
け
る

「情
」
「
志
」
の
概
念
の
微
妙
な
違

い
を
中
心
に
、
彼
ら
の
文
學
論
に

つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。
こ
の
論
文

に
よ

っ
て
、
林
田
氏
の
中
國
文
學
評
論

へ
の
道
が
大
き
く
開
か
れ
た
と

い
っ
て
い
い
。
し
か
も
、
文
學
評
論

に
封
す
る

基
本
的
な
認
識
が
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
魏
巫日
南
北
朝
文
學

に
占
め
る
張
華

の
座
標
」
(昭
和
ω
年
)

「
鯖
鶉
賦
」
は

「あ
る
相
封
的
な
充
足
と
小
さ
な
自
己
安
住
を
求
め
る
小
宇
宙
の
思
想
を
、
普
遍
的
な
論
理
性
を
具
有
し
て
定
着
さ

せ
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「本
來
消
極
的
存
在
を
、
積
極
的
な
自
己
主
張
に
切
り
換
え
る
非
連
績
の
論
理
が
あ
る
」
と
。
そ
よ

て
、
こ
れ
を

「
魏
各
清
談
思
想
史

の
上
で
位
置
づ
け
る
と
、
危
機
意
識
の
黙
で
は
稽
康

・
院
籍
と
共
通
性
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
老
荘

的
小
宇
宙
思
想

の
う
ち
に
は
、
爾
巫日
官
僚
、
貴
族
の
清
俗
清
談
に
轄
化
し
て
ゆ
く
必
然
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
意
味
で
、
張
華

の

『
駕
鶉
賦
』
は
魏
晋
と
い
う
政
治
史
的
思
想
史
的
轄
換
期
に
お
け
る
き
わ
め
て
象
徴
的
な
作
品
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。」
と
。
「
情
詩

の
系
譜
」
で
は
、
「文
選
」
「
玉
毫
新
詠
」
以
後
清
代
ま
で
張
華
と
い
え
ば

「
雑
詩
」
「
情
詩
」
と
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
、
「
文
選
」
「
玉
毫
新
詠
」
等
の
総
集
が
導
い
た
鑑
賞
享
受

の
方
向
に
責
任
が
あ
る
と
す

る
。
著
者
は
、
「
情
詩
」
の
ほ
か
に

「
儒
家
的
氣
象
」
「
老
荘
的
氣
風
」
の
詩
、
「
遊
侠
」
「
壮
士
」
を
歌

つ
た
樂
府
詩
な
ど
が
多
く
あ
り
、
「
張
華
詩
賦

の
思
想
的
性
格
は
そ

の
多
面
性
に
特
質
が
あ
る
」
と
し
て
、
艶
情
詩

に
か
た
よ

っ
た
從
來

の
観
方
を
修
正
す
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
、
張
華
が
西
巫
日文
壇
形

成
に
お
い
て
核
の
役
割
を
し
た
こ
と
お
よ
び
、
「
博
物
志
」
を
編
輯
製
作
し
た

こ
と

を
重
覗
し
、
張
華

の

「文
學
所
産

の
多
面
性
」
を

高
く
評
債
す
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

林
田
慎
之
助
著
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國
中
世
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學
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論
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「中
國
文
學
評
論
史

へ
の
覗
座
」
(
昭
和
42
年
)

一
、
文
學
批
評
の
成
立
、
で
は
、
「
詩
継
」
の
編
纂
に
つ
い
て
、
「古
代
の
民
衆
詩
か
ら
三
百
篇

を
え
ら
び
、
現
在
に
傳

わ
る

『
詩

経
』
の
膣
裁
に
整
理
し
た
の
は
孔
子
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
取
捨
選
揮
す
る
過
程
に
、
す
で
に
孔
子
の
意
識
的
な
批
評
の
は
た
ら

き
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
」
と
。
本
書
に

一
貫
し
て
見

ら
れ

る
、
中
國
文
學
批
評
史

に
お
け
る

「詩
文
選
集
」

の
重
要
性
に
封
す
る

著
者
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。
漢
代
に
な

っ
て
現
わ
れ

る

「
楚
僻
章
句
」
「
毛
詩
鄭
箋
」
の
章
句
や
箋
注
も

「
批
評

の
機
能
を
充
足
す
る

も
の
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
文
學
批
評

の
繭
芽
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

二
、
詩
文
選
集
の
編
纂
と
文
學
批
許
、
で
は
、
「文
選
」
な
ど

の
詩
文
選
集

お
よ

び

「
文
心
雛
龍
」
な
ど

の
文

學
評
論

を
と
り
あ

げ

、
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
、
詩
文
選
集
の
重
要
性
を
主
張
す
る
に
急
な
あ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
「『
文
章
流
別
集
』
と

『
文
選
』
は
詩

文
を
選
録
し
た
選
集
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
文
學
批
評
の
專
著
で
あ
る

『
交
心
離
龍
』
『詩
品
』
と

一
括
さ
れ

て

〈
総
集
〉

の
項
に
入

っ

て
い
る
こ
と
は
、
ふ
る
く
中
國
に
お
い
て
は
詩
文
選
集
が
文
藝
批
評
學
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

と
い
っ
た
筆
の
す
べ
り
が
あ
る
。
選
集
が
批
評
學
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
て
、
と
い
う

の
は
事
實
で
な
い
。
「晴
書

」
経
籍
志
集
部
、
総

集

の
書
目
の
あ
と
に
、
「
総
集
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
の
ち
、

「
今
次
二其
前
後

一、
井
二
解
繹
評
論
一、
総
二
於
此
篇

一。」
と
。
「解
繹
評

論
を
も
井
せ
」
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「文
心
彫

(雛
)
龍
」
は
、
文
膣
別
に
並
べ
ら
れ
た

こ
の
書
目
の
文
集
の
目
の
最
後
に
、

「詩
品
」
は
詩
集
の
目
の
最
後
か
ら
二
番
目
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
て
、
「文
章
流
別
集
」
に

つ
づ

い
て

「
文
選
」

「
玉
毫
新
詠
」
「
文
心
雛
龍
」
「
詩
品
」
を
あ
げ

て
六
朝
期
の
文
學
選
集
と
評
論
の
概
要
を
、
文
學
批
評
の
視
黙
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。

晴

・
唐
代
で
は
文
學
批
評
書
と
し
て

「
顔
氏
家
訓
」
を
あ
げ
る
。
こ
の
時
代
詩
歌
選
集
も
敷
多
く
現
わ
れ
る
が
い
ず
れ
も

「
文
學
史
的
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眼
光
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
す
ぐ
れ
た
文
學
評
償
が
う
ち
出
さ
れ
ず
」
片
寄

っ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
宋
以
後
に
つ
い

て
は
、
「
唐
詩
百
家
選
」
「
四
家
集
」
「唐
詩
鼓
吹
」
「
元
遺
山
集
」
な
ど
、
唐
詩

の
す
ぐ
れ

た
選
集
が
南
宋
か
ら
明

に
か
け
て
現
わ
れ

る
、
と
。
詩
話

・
詩
評
で
は

「
瀕
奎
律
髄
」
「
槍
浪
詩
話
」
を
あ
げ

る
。
明
代

に
な

っ
て

「唐
詩
品
彙
」
が
流
行

し
、
盛
唐
模
擬
の
文

風
を
産
み
、
「
唐
詩
選
」
な
ど
の
普
及
書

の
出
る
き

っ
か
け
を
作

っ
た
と

い
う
。
最
後
に
宋

.
明

.
清
の
散
文
選
集
を
簡
軍
に
紹
介
し

て
い
る
。

三
、
文
學
史
論
、
で
は
、
「文
學
史
に
封
す
る
最
も
顯
著
な
自
畳
が
認
め
ら
れ
る
の
は
梁
で
あ
る
」
と
し
、
昭
明
太

子

の

「
文
選
」

序
、
梁
簡
文
帝
の

「
與
湘
東
王
書
」
「
文
心
離
龍
」
時
序
篇
を
あ
げ
て
い
る
。
作
家
の
史
的
位
置
づ

け
で

は
、
齊

.
梁
に
お
い
て
曹
植

が

「
詩
紳
」
の
位
置
に
お
か
れ
、
宋
代
、
李
白

・
杜
甫
が

「詩
聖
」
と
な
る
。
清
初

に
な
っ
て
蘇
東
披

.
黄
庭
堅
が
曹

.
李

・
杜

に
並

ん
で
加
え
ら
れ
る
、
と
。
文
學
批
評
の
停
滞
に
つ
い
て
。
本
格
的
な
文
學
批
評
は
、
鄭
振
鐸
の

「中
國
文
學
史
」
魯
迅

の

「中
國
小
読

史
略
」
が
出
現
す
る
現
代
を
ま
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
よ
て
そ
の
理
由
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
。

四
、
文
學
理
論
に
つ
い
て
。
「
毛
詩
大
序
と
詩
言
志
説
」
「『
文
賦
』
と
詩
縁
情
説
」
「
音
律
法
則
の
發
見
」
「
『詩

品
』
1
技
巧
主
義
の

否
定
」
「『
文
心
雛
龍
』
i
道
と
文

の
理
論
」
「
復
古
文
學
の
意
義
」
「神
韻
説
」
の
項
目
を
た
て
て
、
近
代
に
い
た
る
ま
で
の
詩
論
を
紹

介
し
、
「
近
代
評
論
の
先
騙
」
と
し
て
李
卓
吾
、
金
聖
嘆

の
出
現
に

つ
い
て
述
べ
る
。
最
後
に

「評
論

の
文
膣
」

で
中
國

の
文
學
評
論

の
形
式
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル

(文
膣
)

に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
鰯
れ
て
論
を
終

っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
中
國
文
學
評
論
史

を
概
説
し
た
好
論
文
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
林
田
氏
が
中
國
文
學
批
評
史
を
見
通
し
そ
の
覗
野
に
お
さ
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
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「
斐
子
野

『
離
贔
論
』
考
謹
ー
六
朝
に
お
け
る
復
古
文
學
論
の
構
造
」
(
昭
和
覗
年
)

こ
の
論
文

に
つ
い
て
は
、
四
、
興
膳
宏
氏
の

「
書
評
」
に
つ
い
て
の
章
で
ふ
れ
る
。

「韓
愈
に
お
け
る
發
憤
著
書
の
説
」
(
昭
和
48
年
)

韓
愈
は
自
ら
儒
教
の
正
統
を
嗣
ぐ
者
と
の
自
員
を
も
ち
、
そ
の
儒
教
思
想
に
發
し
た
駐
文
否
定
、
古
文
運
動
の
實
践

の
ゆ
え
に
博
學

鴻
詞
科
の
試
験
に
三
た
び
失
敗
し
、
地
方
官
と
し
て
失
意
不
遇

の
う

ち

に
十
年
間

を
過
す
。
著
者
は
、
こ
の

「
失
意
の
原
燈
験
」
が

「
憤
り
を
發
し
て
書
を
著
す
」
の
語
を
く
り
返
し
韓
愈
に
吐
か
せ
、
ま
た

「
平
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
す
ぐ
れ
た
文
學
を
生
む
」
と
い

う

「
不
平
の
文
學
論
」
を
生
み
、
更
に

「文
章
が
覇
旅
草
野
に
あ
り
て
生
ま
れ
る
の
は
そ
こ
に
窮
苦
愁
思
の
聲
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

と

い
う

「
愁
思
の
美
學
」
を
形
造
ら
せ
た
の
だ
と
よ
、
こ
れ
ら
の
文
學
思
想
、
美
意
識
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程

を
跡
づ
け
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
、
林
田
氏
の
問
題
意
識
の
新
た
な
展
開
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
論
文
の
書
か
れ
た
年
ま
で
の
四
年
間
、
か
の
大
學
紛
孚
の

渦
中

に
巻
き
込
ま
れ
て
、

一
篇
の
論
文
も
書
か
れ
な
か

っ
た
後
の
飛
躍
で
あ
る
。

「
左
思
の
文
學
」
(
昭
和
49
年
)

著
者
は

「『
三
都
賦
』

の
序
文
を
み
る
と
、
左
思
は

『禮
記
』
の
王
制
篇
に
見
え
る

『詩
経
』
采
詩
読
を
群
賦

に
適
用

さ
せ

よ
う
と

し
て
賦
論
に
持
ち
こ
ん
だ
最
初
の
人
で
あ

っ
た
。」
「
こ
の
采
詩
説
を
擦
り
ど
こ
ろ
と

し
て
…
寓
實
の
精
紳
を
強
調
し
て
い
る
。」
と
い

う
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
現
實
主
義

の
目
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
「
詠
史
詩
」
八
首
は
、
「
史
實
に
假
托
し
た
自
己
表
白
」
で
あ
り
、
そ
の
文

餅
は
野
な
る
も
の
の
雄
勤
な
美
し
さ
を
も
つ
と
。
ま
た
、
製
作
年
代
に
つ
い
て
、
習

の
威
寧
五
年
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
程
千
帆
氏
、

威
寧
五
年
か
ら
呉
滅
亡
ま
で
の
二
、
三
年
間
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る
興
膳
氏
の
説
に
封
し
て
晩
年
の
作
と
観
る
。

「
こ
れ
を
歌
う
左
思
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は
す
で
に
数
多
の
人
生
の
辛
酸
を
な
め
つ
く
し
た
老
詩
人
で
あ

っ
た
と
考
え
て
み
る
。
こ
の
老
詩
人
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
呉
征
討
の
大

事
件
も
…
…
若
き
日
の
お
の
れ
の
姿
も
す
べ
て
が
過
去
の
時
間
の
中
の
出
來
事
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
れ
も
、
『詠
史
詩
』

に
ふ
さ

わ
し
い
素
材
で
は
な
い
か
。
過
去

の
自
我
像
を
素
材
と
し
て
あ
つ
か

っ
た
、
そ
こ
に
こ
そ
所
謂

『
詠
史
詩
』
に
封
す
る
左
思
猫
自

の
見

識
が
あ
り
、
彼
ら
し
い
誇
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
。
そ
し
て
、
自
ら
の
若
き
日
の
事
件

で
あ

る
呉
征
討
を
歌

っ
た

一
首
は
他
の

七
首
の
自
序
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
「
『
詠
史
詩
』
と
題
し
て
い
る
が
、
實
は
史
實
に
か
り
た
詠
懐
詩
な
の
だ
と
い
う
意
識
的
な
工

夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
。
そ
し
て
第
八
首
に
人
生

の
辛
酸
を
な
め
つ
く
し

た
者
が
、
死
の
足
音

を
聞
き
な
が
ら
孤
掲

を
か
み
よ
め
る
痛
ま
し
い
絶
望
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
と
し
、
詩
の
構
成
と
内
容
か
ら
製
作
時
期
の
推
定

を
試
み
て
い
る
。

「韓
愈

の
散
文
表
現
論
」
(
昭
和
50
年
)

韓
愈
が
國
子
監

に
復
蹄
し
て
か
ら
後
は
、
顯
職
榮
魯
を
掌
中
に
牧
め
、
充
足
し
た
官
僚
生
活
を

途

っ
た
。
「官

界
出
仕
と
詩
文
表
現

が
密
接
な
關
係

に
あ
る
中
國
文
學
史
に
あ

っ
て
、
劃
期
的
な
文
禮
改
革
を
め
ざ
し
た
古
文
運
動
が
…
:
・多
く
の
俊
英
を
そ
の
傘
下
に
集

め
、
新
し
い
文
膣
創
造
を
可
能
に
な
ら
し
め
た
側
面
に
、
彼
の
光
輝
あ
る
官
僚
生
活
か
ら
繰
り
出
さ
れ
た
指
導
性
と
機
動
力
を
考
慮
の

他
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
著
者
は
と
ら
え
る
。

「古
文
運
動
」
は
、
貴
族
門
閥
出
身
の
官
僚
が
後
退
す
る
安
史
の
齪
後
も
四

六
餅
麗
文
が
官
界
に
お
い
て
隠
然
た
る
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
改
革
す

る
た
め
、
「
古
文
」
と
稽
す
る
が
、
決
し
て
秦
漢
文
學
の
復
元
模

倣
を
い
う
の
で
は
な
く
、
新
よ
い
時
代
の
新
し
い
文
膣

の
創
造
と
確
立
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
興
地
主
階
級
出
身
の
文
人

官
僚
に
よ
る
士
大
夫
の
意
識

の
攣
革
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
「發
憤
著
書
の
説
」
、
「
不
平
の
文
學
論
」、

林
田
慎
之
助
著

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
』

(小
西
)

171



中
國
文
學
論
集

第
九
號

「
氣
」
と

「奇
」
の
説
、
文
章
は
平
易
、
苦
澁
に
關
係
な
く
内
容
が
問
題
だ
と
す

る

「文
章
難
易
論
」
、
文
章
は
必
ず
己
れ
よ
り
出
ず

る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
い
け
な
い
と
い
う

「必
ず
己
れ
よ
り
出
ず
る
」
説
に
つ
い
て
例
を
あ
げ
て
更
に
詳
し
く
述
べ
る
。
ま
た
、
韓
愈

の

文
章
は
、
古
代
聖
賢
の
書

か
ら

は

「
そ
の
意
を
學
び
」
、
麟
文
を
否
定
し
な
が
ら
駐
文
の
魅
力
を
取
り
入
れ
て
、

全
く
新
し
い
文
膿
を

創
造
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「唐
代
古
文
運
動
の
形
成
過
程
」
(
昭
和
52
年
)

唐
代
古
文

の
源
流
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
胡
鷹
麟
の
説
は
十
分
説
得
力
の
あ
る
卓
見
で
あ
る
と
し
、
著
者
は
こ
の

「
胡
氏
読

を
踏
ま
え
て
傳
記

・
文
學
資
料
の
な
か
か
ら
、
そ
の
先
毘
的
文
學
集
團
を
復
元
し
、
…
…
彼
ら
の
思
想
と
文
膿
に
關
す
る
考
察
を
加
え

な
が
ら
、
唐
代
古
文
運
動
が
推
動
し
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
可
能
な
か
ぎ
り
再
構
成
」
し
た
い
と
し
て
い
る
。

韓
愈
の
兄
、
韓
會
か
ら
始
め
て
人
間
關
係
を
た
ど
り
、
人
脈
關
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
古
文
家
集
團
を
三
期

に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
。
元
徳
秀
を
頂
黙
と
す
る
第

一
次
古
文
家
集
團
、
始
動
期
の
第

一
次
集
團
の
人
脈
か
ら
出
て
安
史
の
齪
後
に
文
人
官
僚
と

な

っ
て
登
場
し
た
韓
會
ら
の
、
展
開
期
に
あ
た
る
第
二
次
古
文
家
集
團
、
更
に
こ
の
人
脈
を
媒
介
と
し
て
韓
愈

・
柳
宗
元
が
形
成
よ
た

完
成
期
の
第
三
次
古
文
家
集
團
。
始
動
期
の
古
文
運
動
は
元
結
の
兄
で
あ
る
元
徳
秀
の
も
と
に
集

っ
た
文
人
た
ち
の
集
團
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
る
。
こ
の
中
か
ら
著
者
は
李
華
と
元
結
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
傳
記
、
文
膣
、
文
學
観
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第

一
次
集
團
は
安

史
の
齪
に
巻
き
込
ま
れ
不
幸
な
戦
齪
膿
験
を
持

つ
て
お
り
、
戦
齪
の
前
と
後
で
は
李
華

・
元
結
と
も
に
文
膣

・
思
想
内
容
に
決
定
的
な

攣
化
を
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
。
次
に
、
著
者
は
第

一
次
、
第
二
次
集
團
に
屡
し
た
文
學
者
群
の
思
想
が
唐
代
古
文
完
成
者
で
あ
る
韓

愈

の
思
想
形
成
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
、
ど
の
よ
う
に
影
響
を
與
え
て
、
い
か
に
集
大
成
さ
れ

て

い
っ
た

か
に

つ
い
て
究
明
す
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る
。
儒
教
思
想
、
歴
史
観
、
載
道
文
學
、
経
書
の
學
習
、
六
朝
の
麟
文
否
定
、
六
朝
文
學
批
到
、
漢
代
文
學

の
奪

重
、
藝
術
創
作
論
に

お
け
る

「氣
」
、
と
多
方
面
に
わ
た
っ
て
、
先
人
た
ち
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
い
ち
い
ち
資
料
を
樹
照
し
な
が

ら

の
べ

「
韓
愈
の

文
學
思
想

の
中
核
を
な
す
も
の
の
原
型
が
、
す
で
に
そ
の
人
脈
を
形
成
し
て
き
た
古
文
家

た

ち
の
文
學
思
想
の
中

に
發
見
で
き
る
」
、

と
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
、
人
脈
關
係
を
た
ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
影
響
關
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
方
法
は
、
文
學
史
の
方
法
の

一
つ

と
し
て
評
償
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
著
者
は
こ
の
方
法
に
よ

っ
て
、
韓
愈
に
到
る
古
文
運
動
の
流
れ
を
捉
え
得

て
い
る
。
た
だ
、
こ

の
論
で
は
、

一
次
、
二
次
集
團
の
内
容
的
な
違
い
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
の
読
が
更
に
詳
細
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。
と
こ
ろ
で
、
南
朝
文
學
の
評
償
と
、
唐
代
古
文
運
動
と
は
相
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
林
田
氏
は
ど
う
考
、兄
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

「『宋
書
』
謝
霊
運
傳
論
と
文
學
史
の
自
豊
」
(
昭
和
53
年
)

こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
四
、
興
膳
宏
氏
の

「書
評
」

に
つ
い
て
の
章
で
ふ
れ
る
。

四

興
膳
宏
氏
の

「
書
評
」
(
「創
文
」

一
九
〇
號
)
に
つ
い
て
。
こ
の
書
評
は
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
て
お
も
し

ろ

く
讃

ま
せ

て
も
ら
っ

た
。
そ
の
な
か
で
興
膳
氏
が
疑
義
と
し
て
あ
げ
て
い
る
三
黙
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
三
鮎
を
列
畢
す
る
と
、

1

「
雛
贔
論
」
の
制
作
年
代
と

「文
心
雛
龍
」
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
關
し
て
。

2

沈
約

の

「宋
書
謝
蟹
運
傳
論
」
が
鍾
燦
の

「詩
品
」
に
及
ぼ
し
た
影
響
及
び
玄
言
詩

の
旗
手
に
關
し
て
。

林
田
慎
之
助
著

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
』

(小
西
)
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號

3

「
玉
毫
新
詠
」
の
編
纂
の
時
期
。

で
あ
る
。
疑
義
の
ー
は
、
主
と
し
て
林
田
氏
の
論
文

「
斐
子
野

『
雛
蝕
論
』
考
謹
ー
六
朝
に
お
け
る
復
古
文
學
論

の
構
造
ー
」
に
關
し

て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
、
林
田
氏
に
よ
れ
ぽ
、
「斐
子
野
を
頂
點
と
し
て
形
成
さ
れ

た
文

學
集
團
の
性
格
、
そ

れ
を
さ
さ
え
た
思
想
の
構
造
を
み
き
わ
め
る
の
が
拙
論
の
ね
ら
い
で
あ
る
。」
と
し
、
「
な
か
で
も
、
斐
子
野
の
文

學
観
を
み
る
こ
と
が

で
き
る

『
離
贔
論
』

一
篇

の
制
作
年
代
に
つ
い
て
、
從
來
の
定
説
、
例
え
ぽ
、
鈴
木
虎
雄
氏
、
羅
根
澤
氏
な
ど
の
説
に
訂
正
を
せ
ま
る

必
要
を
感
じ
る
の
で
、
そ
の
考
謹
に
力
鮎
を
お
く
こ
と
に
し
た
。」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ

し
て

「
離
轟
論
」
が

「
宋
略
」
の

一
篇

で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
た
部
分
が
、
最
も
學
問
的
興
味
を
そ
そ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
興
膳
氏
も

「
こ
と
に

『
離
轟
論
』
の
蹄
囑
を

定
め
た
文
章
な
ど
は
、
少
少
オ
ー
バ
ー
に
い
え
ぽ
、
千
年
の
迷
岡
を
梯

っ
た
と
い
え
な
く
も

な

い
手
柄
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
す
る

と
、
問
題
は
、
「雛
贔
論
」
の
制
作
年
代
と
い
う
よ
り
、
「
宋
略
」
の
制
作
年
代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
論
孚
の
封
立
黙
を
整

理
す
る
。
林
田
氏
が
、
「宋
略
」
の
制
作
年
代
を

「沈
約
の

『
宋
書
』
が
か

か
れ

た
永
明
六
年

(
四
八
八
)
以
降
、
齊
の
末
年
、
ほ
ぼ

四
九
0
年
代
に
」
お
く
と
す
る
こ
と
に
樹
し
て
、
興
膳
氏
は
積
極
的
に
自
己
の
説
を
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
林
田
氏
の
説
の
よ
う

に
す
る
と
、
「宋
略
」
総
序
に

「齊
興
り
て
後
敷
十
年
、
宋

の
新
史
、
既
に
世
に
行
な
わ
る
る
な

り
。
…
…
新
史

に
因

っ
て
宋
略
二
十

巻
を
爲
る
。」
と
あ
る
か
ら
、
興
膳
氏
と
し
て
は
、
「
『
齊
興
り
て
数
十
年
』

の

一
句
が
い
か
に
も
苦
し
く
な

り
は
せ
ぬ
か
。
も
し
斐
子

野
の
言
に
忠
實
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
『
宋
略
』
の
成
立
は
五
〇
二
年
の
齊
滅
亡
の
年
と
重
な

り
あ

う
可
能
性
だ

っ
て
あ
る
は
ず
で
あ

る
。」
と
い
っ
て
、
可
能
性
と
し
て
五
〇
二
年
説
を
提
出
す
る
の
か
と
思
う
と
、
ま
た

「
か

つ
ま
た

『宋
略
』
が

齊
末
に
完
成
し
た
に

し
て
も
」
と
い
っ
て
、
林
田
氏
の
説
に
近
づ
く
よ
う
に
も
見
え
る
。
齊
末
と
い
う
い
い
方
は
、
齊
の
末
年
と
い
う

い
い
方
よ
り
幅
が
廣
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い
と
感
ず
る
。
要
す
る
に

「齊
興
り
て
後
敷
十
年
」
を
ど
う
考
え
る
か
、
林
田
氏
に
そ
の
解
繹
を
求
め
、
興
膳
氏
自
ら
も
そ
の

一
句
に

苦
心
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
句
の
と
お
り
に
解
繹
す
る
と
、
薫
道
成
が
齊
を
建
國
し
た
の
が
四
七
九
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
敏
十
年
、
そ
れ
を
五
十
年

と
考
え
る
な
ら
ぽ
、
建
國

の
年
を
入
れ
て
計
算
す
る
と
、
五
二
八
年
、
梁
の
大
通
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
敷
十
年
を
二
十
年

と
解
繹
す
る
と
、
建
國
か
ら
二
十
年
は
四
九
九
年
、
齊
の
永
元
元
年
と
な
る
。

つ
ま
り
四
九
九
年
か
ら
五
二
八
年

ま
で
の
間

に

「宋

の

新
史

(宋
書
)
世

に
行
わ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
沈
約
は
五

一
三
年
に
死
ん
で
は
い
る
が
、
世
に
行
わ
る
と

い
う
の
は
、
な
に
も

そ
の
書
が
著
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
死
後
宋
書
が
流
行
よ
た
と
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
こ
の
段
階

で
、
齊

の
建
國
後
二
十
～
五
十
年
に
し
て
宋
書
が
世
に
行
わ
れ
た
と

い
う
解
繹
は
、
「梁
書
」

の

「齊

の
永
明
の
末
に
及
ん
で
沈
約
撰

す
る
所
の
宋
書
す
で
に
行

は
る
。」
や

「
南
史
」
の

「
齊
の
永
明
の
末
に
及
ん
で
沈
約
撰
す
る
所
の
宋
書
…
…
」
と
矛
盾
す
る
。
沈
約

が

「
宋
書
」
を
撰
し
て
功
を
畢
り
表
し
て

上

っ
た
の
は
、
永
明
六
年

(
四
八
八
年
)
二
月
で
あ
る
。
そ
の
宋
書
が
永
明
の
末
に
及
ん

で
と
い
う
と
、
永
明
は
十

一
年
七
月
で
終

っ
て
い
る
か
ら
、
お
お
よ
そ
永
明
十
年
か
十

一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
暦
で
は
四
九
二

年
か
四
九
三
年
で
あ
る
。
齊
の
建
國
か
ら
敷
え
て
十
四

・
五
年
で
あ
る
。
す
る
と

「宋
略
」

の
総
論

の

一
句

「齊
興
り
て
後
数
十
年
、

宋

の
新
史
世
に
行
は
る
」
は
、
も
と
も
と

「
齊
興
り
て
十
数
年
」
と
あ

っ
た
も
の
を
傳
爲

の
間
に
誤

つ
た
も
の
と
、
考
え
る
ほ
か
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
新
史
に
因

っ
て
宋
略
二
十
巻
を
爲
る
」

の
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
は

「
因

っ
て
」
作

っ
た
と
か
か
か
れ
て
も

「
直
ち
に
」
と
は
な

っ
て
い
な
い
が
、
「
南
史
、
本
傳
」
に
よ
る
と
、
「
宋
書
」
が
永
明
の
末
に
行

わ
れ
て
、
そ
れ
に

「
(斐
)
松
之
已

後
、
聞
ゆ
る
な
し
。」
斐
松
之
が
死
ん
で
か
ら
袈
氏
の
家
で
名
の
聞
え
た
者
は

い
な

い
と
書
か
れ
て
、
表
子
野
は
發
憤
よ
て

「
宋
略
」

林
田
慎
之
助
著

『中
國
中
世
文
學
評
論
史
』

(小
西
)
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に
筆

を
奮

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
「宋
書
」
が
世
に
行
わ
れ
て
か
ら
久
し
く
は

た
た
な
い
う
ち
に
脆
稿
し
た
と
考
え
る
。
さ
て
、

誤
爲
で
あ
ろ
う
と
す
る
推
論
が
、
も
し
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
宋
略
」
の
制
作
年
代

の
設
定
は
、
林
田
氏
の
説

で

一
貫
す
る
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
調
べ
て
い
て
わ
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
林
田
氏
が

「宋
書
」

の
編
纂
が
完
了
し
た
の
は
永
明

六
年

(四
八
八
)
の
こ
と
で
あ
る
と
、
本
書

の
第
四
章
第

一
節
で
書

い
て
い
る
が
、
こ
の
時
で
き
あ
が

っ
た
の
は
本
紀
列
傳
七
十
巻
だ

け
で
、
「
宋
書
」
の
自
序
で
は
沈
約
自
ら

「撰
す
る
諸
志
、
成
る
を
須
ち
て
績
け
て
た
て
ま
つ
ら
ん
。」
と
い
っ
て

い
る
。
「宋
書
」

の

八
志
三
十
巻
は
永
明
六
年
以
後
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
「宋
書
」
の
中
華
書
局
出
版
説
明
に
よ

る
と
、
「
八
志
の
な
か
で
、
『符
瑞
志
』

は
鷺
鳥
を
改
め
て
神
鳥
と
稽
す
る
が
、
こ
れ
は
齊
の
明
帝
薫
鷺
の
詳
を
避
け
た
も
の
で
あ
り
、
『律
暦
志
』
は

「
順
」
を
改
め
て

「
從
」

に
作
る
は
、
梁
の
武
帝
の
父
薫
順
の
誰
を
避
け
た
も
の
で
あ
り
、
『
樂
志
』
は
郷
衛
を
構

し
て
郷
羨
と
爲
す
の
は
、
梁

の
武
帝
薫
衛
の

誰
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
、
『
宋
書
』
の
最
終
定
稿
は
、
ま

さ

に
齊
の
薫
鶯
が
帝
と
構
し
た

(四
九
四
年
)
以
後
に
な

る
だ
ろ
う
し
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
は
梁
の
武
帝
の
印
位

(五
〇
二
年
)
以
後
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
。
「宋
書
」
の
完
成
は
五

0
二
年
か
ら
沈
約
の
死
ん
だ
五

二
二
年
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
「
雛
轟
論
」
か
ら

「
文
心
雛
龍
」

へ
の
影
響
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
。
興
膳
氏
の
指
摘
の
問
題
を
、
林
田
氏
の
論
文
に
あ

た

っ
て
み
る
と

「
こ
の
制
作
年
代
が
訂
正
さ
れ
れ
ぽ
、
六
朝
文
學
批
評
論
著

の
年
代
序
列
は
攣
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

い
ま
ま

で

『
文
心
雛
龍
』、
『
詩
品
』
、
『
文
選
序
』
の
あ
と
に
き
て
い
た

『雛
轟
論
』
が
、
も

っ
と
早
い
時
期
の
も
の
と
な

り
、
逆
に
他
の
批
評

の
論
著
に
、
な
ん
ら
か
の
影
響
を
與
え
て
き
た
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
の
も
ま
た
必
然
で
あ
る
。⑧
」
の
部

分
で
あ

ろ
う
。
し
か

も
註
の
中
に
林
田
氏
の
奮
論
文
の
な
か
で

「
雛
贔
論
」
が

「文
心
離
龍
」
お
よ
び

「詩
品
」
に
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
影
響

の

一
端

に
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つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
蕾
論
文
と
は
、
「
漢
魏
六
朝
文
學
論
に
現
れ
た
情
と
志
の
問
題
」
と

「
文
心
雛
龍
文
學
原
理
論
の
諸

問
題
」
で
あ
る
が
、
こ
の
二
論
文

に
眼
を
通
し
た
と
こ
ろ
、
「離
騒
論
」
と

「文
心
雛
龍
」
と

い
う
爾
書

の
制
作
年
代
を
確
定
し
た
上

で
の
論
で
は
な
く
、
同
時
代
の

一
つ
の
文
學
情
況
の
説
明
と
し
て

「
離
轟
論
」
は
使
わ
れ
、
「装
子
野
の
よ
う
に
素

朴
な
文
學
復
古
主

義
者
で
あ
り
え
な
か
っ
た
」
劉
灘
が
、
も
う

一
つ
の
文
學
情
況
に
も

一
層
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
影
響
を
及
ぼ
よ
た
と

い
え
る
程

の
も

の
で
は
な
い
。

疑
義

の
2
は
、
林
田
氏
の
論
文

「『
宋
書
』
謝
蜜
運
傳
論
と
文
學
史
の
自
畳
」
に
關
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
論
文
は
・

林
田
氏
に
よ
れ
ば
、
「古
代
か
ら
劉
宋
期
に
及
ぶ
ま
で
の
文
學

の
攣
遷
を
あ
と
づ
け
、
時
代

の
す
ぐ
れ
た
丈
學
者
を
歴
史
の
な
か
で
洗
い

出
し
、
評
償
し
て
ゆ
く
文
學
史
の
且
ハ膣
的
作
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
も
書
期
的
な
文
學
批
評
の
論
文
で
あ
る

『宋
書
』

謝
露
運
傳
論
が
六
朝
批
評
史
の
上
に
占
め
る
位
相
を
で
き
る
だ
け
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
拙
論

の
ね
ら
い
で
あ

る
。」
と
い
う
。
こ
れ

に
樹
し
て
、
興
膳
氏
は
、
「
そ
の
着
眼
瀦
に
は
敬
服
す
る
の
だ
が
、
沈
約
が
後
出
の
文
學
論
に
及
ぼ

し
た
影
響
と

い
う

こ
と

に
な
る

と
、
著
者
は
ど
う
も
結
論
を
出
し
急
ぎ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
氣
が
し
て
な

ら
な

い
。
」
と
す
る
。
そ
し
て
且
ハ膿
的

な
例
と
し
て
沈
約
の

「
宋
書

・
謝
蜜
運
傳
論
」
が
鍾
燦
の

「
詩
品
」
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
問
題
を
あ
げ
る
。
こ
こ
で
興
膳
氏
は
、
林
田
氏
が

「
沈

・
鍾
爾
者

の
説
は
表
現
方
法
に
違

い
が
あ
る
が
、
東
巫日
詩
史
批
到
の
主
旨
は
お
な
じ
で
あ
る
」
と
よ
て
、
沈
約
↓
鍾
燦
と

い
う
影
響
を
考
え
、
そ

の
理
由
と
し
て
、

1
沈
約
の

「
言
を
上
徳
に
寄
せ
、
意
を
玄
珠
に
託
せ
ざ
る
は
莫
し
。
逡
麗
の
蹴
聞
く
な
き
の
み
」
が
鍾
燦
の

「
皆
平
典
に
し
て
道

徳
論
に
似
た
り
。
建
安
の
風
力
壷
く
」
と
整
合
す
る
こ
と
、
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2
爾
者
が
共
に
玄
言
詩
の
旗
手
を
孫
紳
、
許
訥
と
み
な
す
こ
と
、

の
二
鮎
を
あ
げ
て
い
る
と
す
る
。
興
膳
氏
は
以
上
の
二
黙
に
論
黙
を
要
約
し
て

お
い
て
、
1
に
樹
し
て
は
、
「
交
選
」
李
善
注
が
、
宋

・
檀
道
鱒
の

「
績
各
陽
秋
」
を
沈
約
の

「謝
霊
運
傳
論
」
の
中
の
東
膏
詩
史
批
到
の
こ
の
部
分
に
引
い
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「
鍾

操
が
ひ
と
り
沈
約
の
影
響
下
に
の
み
あ

っ
て
、
檀
道
鶯
の
影
響
下
に
な
か

っ
た
と
ど
う

し
て

い
え
よ
う
。」
と

い
う
。
2
に
勤
し
て

は
、
「玄
言
詩

の
旗
手
を
孫
紳
、
許
詞
と
み
な
す
」
の
は
、
沈
約

一
人
の
創
見
で
な
く
、
江
滝
の

「
雑
膿
詩
」
に
も
す

で

に
そ
う
で
あ

る
と
い
う
。
「
綾
管
陽
秋
」
は

「
晴
書
、
経
籍
志
」
に
よ
る
と

「
二
十
巻

宋
永
嘉
太
守
檀
道
鶯
撰
」
と
あ
り
、
道
鶯
の
傳
は

「
南
史

七
十
二

列
傳
六
十
二
文
學
」
に
二
十
九
字
の
短
い
記
録
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

「
世
読
新
語
注
」
に
は
八
十
五
條
の
引
用
が

見
ら
れ
、
特
に

「
文
學
第
四
」
に
は
十
條
に
及
ん
で
い
る
。
こ
と
に
沈
約
の

「
謝
霊
運
傳
論
」
に
注
と
し
て

「績
奮
陽
秋
」
が
五
か
所

に
わ
た

っ
て
引
用
さ
れ
る
。
(
「世
説
新
語
」
文
學
第
四
注
に
は
こ
の
五
條
が

一
文
と
し
て
出
る
。)
「謝
霞
運
傳
論
」
の
成
立
を
考
え
る

場
合
、
か
え

っ
て

「
績
習
陽
秋
」
は
無
硯
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
孫
紳

・
許
詞

に
つ
い
て
も

「詞

.
紳
は
並
び
に

一
時
の

文
宗
に
し
て
、
此
れ
よ
り
作
者
は
悉
く
之
に
化
す
」
と
、
爾
者
を
並
畢
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
劉
師
培
の

「
中
國
中
古
交
學
史
講
義
」

に
は

「
世
説
新
語
文
學
篇
注
」
か
ら

「
績
替
陽
秋
」
の
こ
の

一
連
の
文
章
を
す
で
に
あ
げ
る
。

と
こ
ろ
で
影
響
關
係
を
謹
明
す
る
こ
と
は
大
攣
な
こ
と
だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
同
じ
主
旨
だ
か
ら
、
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
か

ら
と
い
つ
て
、
必
ず
し
も
影
響
關
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
う

い
う
事
實
が
あ
る
の
に
全
く
關
係
が
な
い
と
も
言
、兄
な

い
。
本
書
の
第
六
章
第
二
節

「
唐
代
古
文
運
動
の
形
成
過
程
」
の
よ
う
に
、
そ
の
思
想
的
、
文
學
的
影
響
を
人
脈
關
係
を
と
お
し
て
明

ら
か
に
す
る
方
法
は
、
ひ
と

つ
の
有
敷
な
手
が
か
り
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
書
評
に
際
し
て
興
膳
氏
の
著
書
、
論
文
を
讀
ん
だ
が
、
こ
の
疑
義
の
2
と
關
係
す
る
論
文
と
著
書
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「文
心

雛
龍
と
詩
品
の
文
學
観
の
樹
立
」
(昭
和
四
十
三
年
)、
「
詩
品
」
の
翻
課
と
解
説

(昭
和
四
十
六
年
)、
「
『宋
書
』
謝
難
蓮
傳
論
を
め
ぐ

っ
て
」
(昭
和
五
十
五
年
)
、
で
あ
る
。
第

一
に
は

「
鍾
繰
は
ひ
と
り
沈
約
に
反
擾
し
た
だ
け
で
な
く
、
先
輩
の
批
評
家
劉
魏
の
理
論
に

封
し
て
旺
盛
な
敵
粛
心
を
燃
や
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
り
、
第
二
に
は

二

時
は
文
學
界
を
席
巻
す
る
勢

い
を
誇

っ
た
玄
言
詩

も
、

一
時
代
の
ち
の
批
評
か
ら
は
、
き
わ
め
て
冷
淡
な
あ
よ
ら
い
を
受
け
た
こ
と
、
ひ
と
り
鍾
燦
の
論
の
み
で
な
く
、
以
下
に
引
く
沈

約

・
劉
魏
の
論
評
か
ら
も
察
知
さ
れ
る
、」
と
。
第
三
に
は

「
沈
約
が
構
想
し
た
文
學
の
歴
史
を
こ
う
よ

て
跡
づ

け
て
く
る
と
、
我
々

は
ど
う
し
て
も
も
う

一
度
あ
の
檀
道
驚
の

『
綾
習
陽
秋
』
と
の
關
連
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。」
と
あ
る
。

疑
義
の
3
は
、
興
膳
氏
の
説
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
林
田
氏

の
こ

の
論
文

「『
文
選
』
と

『
玉
毫
新
詠
』
編
纂

の
文
學
思
想
」
は
、

文
選
と
詩
品
を
結
び
つ
け
る
結
節
黙
と
し
て
劉
孝
緯
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
が
興
、味
が
あ

っ
た
。

さ
て
こ
れ
も
興
膳
氏
の
も
の
を
讃
ん
で
思

っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
趣
味
の
廣
い
こ
と
は
比
喩
の
幅
を
ひ
ろ
げ
る
も
の
ら
し
い
。
研
究

者
を
野
球
人
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
曹
植
や
陸
機
を
十
種
競
技
の
代
表
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
仕
立
て
た
り
、
羨
し
い
限

り
だ
と
思

っ
た
。

五

一
か
月
の
間
、
林
田
氏
の

「
中
國
中
世
文
學
評
論
史
」
と
つ
き
あ

っ
て
き
た
。
專
門
家
で
も
な
い
わ
た
く
よ
が

ひ
き
う
け
た
の
だ
か

ら
、
初
め
は
い
ろ
ん
な
本
の
読
み
な
お
し
で
あ
る
。
そ
し
て
使
わ
れ
る
資
料
の
多
さ
に
驚

い
て
、
ど
こ
か
ら
こ
の
資
料
を
見

つ
け
て
く

る
の
か
な
と
疑

っ
た
。
そ
し
て
辿

っ
て
い
て
劉
師
培
著

『中
國
中
古
文
學
史
講
義
』
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
の
さ
き

へ
は
、
今
の
と
こ
ろ
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行
け
な
い
で
い
る
。
ま
た
調
べ
た
こ
と
は
、
研
究
者
の
論
文
の
前
後
影
響
關
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
六
朝
文
學
研
究
者

と
し
て
、
林
田
氏
ほ
か
数
人
の
方
の
著
作
年
別
論
文

一
覧
表
を
作

っ
て
み
た
。
誰
が
最
も
早
く
そ
の
封
象

の
研
究
を
始
め
た
か
、
そ
し

て
誰
が
成
果
を
あ
げ
え
た
か
に
注
意
し
て
み
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
時
間
が
過
ぎ
て
林
田
氏
の
書
を
讃
む
こ
と
が
充

分
で
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。
こ
の
書
を
全
腱
讃
み
と
お
し
て
考
え
た
こ
と
を
か
い
て
お
き
た

い
。
ま
ず
な
ん
と
い

っ
て
も
大
作
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
交
學
評
論
史
研
究
で
取
り
上
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
人
と
作
品
お
よ
び
問
題
黙
が
廣
く
丹
念

に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
十
五
年
間
と
い
う
長
期
の
取
り
組
み
の
成
果
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
先
輩
た
ち
と
同
じ
資
料
を
あ
つ
か

っ
て

い
て
も
、
そ
こ
に
新
た
な
問
題
黙
が
露
出
し
て
く
る
見
事

さ
が

あ
る
。
林
田
氏
の
問
題
意
識
は
鏡
角
的

で
あ

る
。
三
に
文
章
が
う
ま

い
。
説
得
力
が
あ
る
と
思

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
昨
年
讃
ん
だ
本
に
藤
原
正
彦
さ
ん
の

「
若
き
敷
學
者
の
ア
メ
リ
カ
」
と

い
う

の
が

あ
る
。
そ
の
な
か
に
話
は
ち
ょ
っ

と
違
う
の
だ
が
、
大
學
院
出
の
研
究
者
の
推
薦
状
を
教
授
が
書
く
話
が
で
て
く
る
。
「
日
本
で
は
推
薦
状
と
言
え
ぽ
、
ま
ず
ど
ん
な
も

の
で
も
、
結
婚
披
露
宴
で
の
新
郎
新
婦
紹
介
に
近
い
内
容
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ぽ

い
い
加
減
な
こ
と
を

書

い
て
、
そ
れ
に
よ
り
當
人
が
採
用
さ
れ
た
と
す
る
。
實
力
の
は
っ
き
り
す
る
世
界
だ
か
ら
、
遅
か
れ
早
か
れ
馬
脚
が
あ
ら
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
以
後
、
そ
の
教
授
の
推
薦
状
は
も
ち
ろ
ん
、
悪
く
す
る
と
教
授
自
身
の
信
用
ま
で
地
に
墜
ち
て
し
ま
う
か
ら

だ
。」
と
い
う
。
わ
た
く
し
は
こ
の

「書
評
」
を
書
き
な
が
ら
い

つ
も

こ
の
話
を
思
い
出
し
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
眞
剣
に
書
評
に
取
り

組
ん
で
い
る
か
、
書

い
た
も
の
に
客
観
性
が
あ
る
か
と
。
そ
し
て
今
、
笹
泥
た
る
も
の
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
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