
ま
え
が
き

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
︑
陳
普
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
は
︑﹁
武
夷

櫂
歌
十
首
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
朱
熹
︵
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
︶

の
詩
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
︒
朱
熹
の
詩
は
︑
彼
自
身
の
別
集
で

あ
る
﹃
朱
文
公
文
集
﹄
で
は
巻
九
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
櫂
歌
﹂

す
な
わ
ち
船
歌
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
り
︑
武
夷
山
︵
福
建
省
︶
九
曲

渓
の
川
上
り
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
﹁
武
夷
九
曲
﹂
の
名
所
を
歌
い
込

ん
だ
七
言
四
句
形
式
の
連
作
で
あ
る
︒
現
代
的
鑑
賞
眼
か
ら
す
れ

ば
叙
景
詩
と
見
な
し
て
然
る
べ
き
内
容
を
も
つ
１

︒
し
か
し
︑
こ

れ
が
作
ら
れ
て
百
二
十
年
ほ
ど
後
に
福
建
の
儒
者
・
陳
普
︵
一
二

四
四
～
一
三
一
五
︑
字
尚
徳
︑
別
号
懼
斎
︶
が
付
し
た
注
釈
は
︑

こ
れ
ら
の
詩
を
一
貫
し
て
︑
朱
子
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
修
養

実
践
の
進
展
を
表
現
し
た
哲
学
詩
と
し
て
読
む
︒
そ
れ
は
お
よ
そ

文
学
的
読
解
と
は
趣
を
異
に
し
︑
か
つ
朱
熹
自
身
の
原
意
と
も
齟

齬
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
も
の
の
︑
朱
子
学
の
権
威
が
確
立
さ

れ
て
以
後
の
伝
統
儒
教
社
会
に
お
け
る
あ
る
種
の
詩
解
釈
の
あ
り

方
を
︑
い
さ
さ
か
誇
張
的
に
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

　

テ
キ
ス
ト
の
名
称
に
つ
い
て
︒﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
と
は
︑
日
本

の
寛
政
・
文
化
間
に
大
学
頭
・
林
述
斎
︵
一
七
六
八
～
一
八
四
一
︶

が
編
纂
し
て
活
字
で
刊
行
し
た
﹃
佚
存
叢
書
﹄２
に
︑
朱
熹
撰
・
蔡

模
注
﹃
文
公
朱
先
生
感
興
詩
﹄
の
附
と
し
て
収
め
ら
れ
た
﹃
武
夷

櫂
歌
﹄
の
部
分
を
︑
陳
普
に
よ
る
注
釈
を
主
体
に
し
て
版
心
題
に

よ
り
呼
称
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
叢
書
は
中
国
で
も
活
字
重
刻
本

と
影
印
本
が
出
さ
れ
︑
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
﹃
百
部
叢
書
集
成
﹄・

﹃
叢
書
集
成
初
編
﹄
に
も
収
録
さ
れ
た
こ
と
で
広
く
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︵
こ
れ
ら
で
は
﹃
武
夷
櫂
歌
﹄
あ
る
い
は
﹃
朱
文
公

武
夷
櫂
歌
﹄が
独
立
の
子
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︶︒﹁
感
興
詩
﹂

は
﹃
朱
文
公
文
集
﹄
巻
四
に
﹁
斎
居
感
興
二
十
首
﹂
と
し
て
収
め

る
五
言
古
詩
の
連
作
で
︑明
ら
か
に
哲
学
的
な
内
容
を
も
つ
︒﹃
武

夷
櫂
歌
註
﹄
末
尾
に
付
せ
ら
れ
た
劉
概
跋
に
よ
れ
ば
︑﹁
感
興
詩
﹂

︿
資
料
﹀

　

陳
普
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
訳
注　
　
　

 

川
上
り
と
し
て
の
朱
子
学 　
　

 

林　
　
　

文　

孝一



の
注
解
と
本
書
と
を
併
収
す
る
出
版
形
態
は
元
代
の
当
初
か
ら
行

わ
れ
て
お
り
︑
本
書
で
の
読
み
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い

え
る
︒
ま
た
︑﹃
佚
存
叢
書
﹄
へ
の
採
録
は
︑
中
国
本
土
で
は
失

わ
れ
た
著
述
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
︒

述
斎
自
身
の
底
本
は
﹁
高
麗
本
﹂︵
朝
鮮
本
︶﹃
感
興
詩
注
﹄
附
録

で
あ
る
こ
と
が
﹁
書
感
興
詩
注
後
﹂
に
示
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に

該
当
す
る
版
本
は
嘉
靖
癸
丑
す
な
わ
ち
明
宗
八
年
︵
一
五
五
三
︶

清
州
牧
刊
本
で
あ
る
こ
と
が
︑
沈
慶
昊
︵
沈　

一
九
九
四
：
一
七

頁
︶
な
ら
び
に
卞
東
波
︵
卞　

二
〇
一
一
：
四
〇
二
頁
︶
に
よ
り

指
摘
さ
れ
て
い
る
３

︒

　

以
下
の
訳
注
で
掲
げ
る
原
文
は﹃
佚
存
叢
書
﹄寛
政
十
二
年︵
一

八
〇
〇
︶
跋
木
活
字
本
︵
国
立
公
文
書
館
蔵
・
昌
平
坂
学
問
所
旧

蔵
の
一
本
︑
請
求
番
号
三
七
〇

－
〇
〇
二
五
を
使
用
︶
を
底
本
と

し
︑
文
字
弁
別
上
の
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
基
本
的
に
現
代
日
本
通

行
の
字
体
に
改
め
︑
適
宜
句
読
点
を
加
え
た
︒

　

訳
注
は
︑
詩
題
と
題
注
︑
第
一
首
～
第
十
首
の
各
首
︑
劉
概
跋
︑

天
瀑
︵
林
述
斎
︶
に
よ
る
﹁
書
感
興
詩
注
後
﹂
の
各
部
分
に
分
け
︑

底
本
に
は
な
い
標
題
を
︻　

︼
で
示
し
︑
各
部
分
は
原
文
︑
校
注
︑

訳
︑
注
の
順
序
で
構
成
す
る
︒

　

原
文
の
掲
げ
方
に
つ
い
て
︒
底
本
で
は
︑
詩
の
本
文
は
行
頭
か

ら
注
の
挿
入
が
な
い
か
ぎ
り
流
し
書
き
︑
注
の
部
分
は
︑
詩
句
中

の
語
句
に
対
す
る
注
は
必
ず
該
当
の
句
の
後
に
改
行
し
て
低
一
格

と
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
内
容
を
解
明
す
る
後
注
は
低
二
格
で
あ

る
４

︒
こ
の
文
章
で
原
文
を
掲
げ
る
さ
い
に
は
︑
詩
の
本
文
は
す

べ
て
句
ご
と
の
改
行
に
改
め
ポ
イ
ン
ト
を
大
き
く
す
る
︒
陳
普
注

に
つ
い
て
は
底
本
で
の
改
行
と
字
下
げ
の
原
則
を
反
映
さ
せ
る
︒

原
文
中
に
は
右
付
き
の
丸
括
弧
を
用
い
て
訳
者
注
の
番
号
を
挿
入

す
る
︒
校
注
は
︵
校
１
︶︑
注
は
︵
１
︶
の
よ
う
に
示
す
︒
地
の

文
︵﹁
ま
え
が
き
﹂
お
よ
び
﹁
解
説
﹂︶
に
対
す
る
注
は
裸
の
数
字

を
用
い
て
文
末
注
と
す
る
た
め
︑
混
在
す
る
こ
と
は
な
い
︒

　

校
注
の
重
点
は
三
つ
あ
る
︒
ま
ず
︑
現
在
広
く
見
る
こ
と
の
で

き
る
版
本
と
し
て
︑﹃
叢
書
集
成
初
編
﹄
排
印
本
︵
以
下
﹁
排
印

本
﹂
と
称
す
︶
と
︑﹃
百
部
叢
書
集
成
﹄
に
影
印
さ
れ
た
光
緒
八

年
︵
一
八
八
二
︶
上
海
黄
氏
活
字
重
刻
本
︵
以
下
﹁
黄
氏
本
﹂
と

称
す
︶
と
に
つ
い
て
︑
底
本
と
の
異
同
を
指
摘
す
る
︒
第
二
に
︑

朱
熹
の
詩
の
本
文
に
つ
い
て
は
注
文
で
の
指
摘
も
あ
る
が
︑
そ
れ

と
は
区
別
し
て
︑
現
代
の
標
準
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
朱
傑
人
・
厳

佐
之
・
劉
永
翔
主
編
﹃
朱
子
全
書
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽

教
育
出
版
社
︑二
〇
〇
二
年
︶所
収﹃
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
﹄︵
底

本
は
﹃
四
部
叢
刊
﹄
影
印
の
明
・
嘉
靖
十
一
年
張
大
輪
・
胡
岳
刊

本
︶巻
九
の
本
文
な
ら
び
に
校
勘
記
の
記
事
を
中
心
に
指
摘
す
る
︒

第
三
に
︑﹃
佚
存
叢
書
﹄
所
収
本
文
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
底
本
と

さ
れ
る
朝
鮮
本
と
の
異
同
を
︑
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
本
に
よ
り
記

す
５

︒

二



　

訳
は
︑
詩
の
本
文
は
原
文
掲
出
時
と
同
様
に
ポ
イ
ン
ト
を
大
き

く
し
︑陳
普
の
注
の
字
下
げ
は
原
文
と
同
様
と
す
る
︒文
中
に︵　

︶

を
用
い
て
語
句
あ
る
い
は
説
明
を
補
う
こ
と
が
あ
る
︒
詩
の
訳
は

船
歌
調
に
近
づ
け
よ
う
と
試
み
た
結
果
ふ
ざ
け
た
印
象
を
与
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
︑
朱
熹
の
原
詩
自
体
が
戯
れ
に
作
っ
た
も
の
と

標
榜
す
る
の
に
免
じ
て
お
許
し
願
い
た
い
︒

　

訳
者
に
よ
る
注
は
︑
簡
単
な
語
注
は
な
る
べ
く
省
く
︒
ま
た
︑

訳
文
中
の
補
足
で
十
分
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
付
け
な
い
︒
武
夷

山
の
名
勝
に
つ
い
て
は
︹
清
︺
董
天
工
﹃
武
夷
山
志
﹄
の
記
述
を

主
に
参
照
す
る
︒
経
書
の
分
章
を
示
す
場
合
は
朱
熹
の
注
釈
書
に

よ
る
︒文
献
表
所
載
の
現
代
の
出
版
物
に
よ
り
引
用
す
る
場
合
は
︑

そ
の
頁
数
を
合
わ
せ
て
示
す
︒

　

最
後
に
総
括
的
な
解
説
を
付
す
る
︒
一
見
非
哲
学
的
な
詩
に
も

哲
学
・
思
想
を
読
み
込
む
陳
普
の
よ
う
な
解
釈
態
度
は
︑
現
代
か

ら
見
れ
ば
奇
矯
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
が
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
場

も
存
在
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
当

該
の
詩
の
題
材
は
︑
朱
子
学
の
読
解
フ
レ
ー
ム
が
適
応
さ
れ
や
す

い
と
い
う
事
情
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
に
か
か

わ
る
考
察
を
︑
解
説
で
述
べ
て
み
た
い
︒

訳
注

 

︻
詩
題
と
題
注
︼

武
夷
櫂
歌
十
首
︵
校
１
︶

　
　

 

公
自
題
云
︑﹁
淳
熙
甲
辰
仲
︵
校
２
︶
春
︵
１
︶︑精
舎
︵
２
︶
閑
︵
校
３
︶
居
︑

戯
作
武
夷
櫂
歌
十
首
︑
呈
諸
友
︵
校
４
︶

遊
︵
３
︶

相
与
一
笑
﹂︒

 

懼
斎
陳
普
尚
徳
註
︵
校
５
︶

 

︹
校
注
︺

 

︵
校 

１
︶
朝
鮮
本
は
︑こ
の
詩
題
を
二
行
に
跨
が
る
ス
ペ
ー
ス
で
︑

第
十
一
葉
第
五
・
六
行
の
界
線
を
取
り
払
い
︑
三
格
分
低
く

特
大
の
字
で
記
す
︒
そ
の
下
の
二
行
分
の
ス
ペ
ー
ス
と
次
の

行
︵
低
三
格
︶
を
用
い
て
︑﹁
公
自
題
﹂
以
下
の
題
注
が
記

さ
れ
る
︒

 

︵
校
２
︶﹁
仲
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
中
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
３
︶﹁
閑
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
閒
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
４
︶﹁
友
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
同
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

５
︶こ
の
七
字
︑朝
鮮
本
で
は
改
行
せ
ず
︑﹁
笑
﹂の
下
に﹁
○
﹂

で
区
切
っ
て
記
す
︒

 

︹
訳
︺

武
夷
櫂
歌
十
首

　
　

 
公
︵
朱
熹
︶
自
身
が
題
し
た
の
に
は
言
う
︒﹁
淳
熙
甲
辰
︵
十

一
年
：
一
一
八
四
︶
仲
春
︑
精
舎
で
穏
や
か
に
過
ご
す
中
で

ふ
ざ
け
て
武
夷
櫂
歌
十
首
を
作
り
︑
友
人
た
ち
に
差
し
上
げ

て
遊
覧
の
さ
い
に
笑
い
の
種
に
し
て
も
ら
っ
た
﹂︒

三



 

懼
斎
陳
普
尚
徳
註

 
︹
注
︺

 

︵
１ 
︶
淳
熙
甲
辰
仲
春　

こ
の
と
き
朱
熹
は
五
十
五
歳
︒
前
々
年

に
浙
東
提
挙
か
ら
の
昇
進
を
辞
退
し
て
帰
郷
し
︑
翌
年
に
私

塾
・
武
夷
精
舎
を
創
建
し
て
学
問
・
教
育
に
専
念
す
る
日
々

を
送
っ
て
い
た
︒

 

︵
２ 

︶
精
舎　

前
注
に
指
摘
し
た
武
夷
精
舎
︒武
夷
九
曲
の
五
曲
︑

大
隠
屏
峰
の
下
に
位
置
す
る
︒
の
ち
︑紫
陽
書
院
と
な
っ
た
︒

 

︵
３ 

︶
呈
諸
友
遊　
﹁
友
﹂
を
﹁
同
﹂
に
作
る
の
に
従
え
ば
︑﹁
い

っ
し
ょ
に
遊
覧
す
る
方
々
に
差
し
上
げ
て
﹂
と
な
り
︑
朱
熹

自
身
も
川
上
り
を
と
も
に
楽
し
ん
で
い
る
状
況
が
想
定
で
き

る
︒

 

︻
第
一
首
︼

武
夷
山
上
有
仙
霊
︵
１
︶

山
下
寒
流
曲
曲
清

欲
識
箇
中
奇
絶
処

棹
︵
校
１
︶

歌
閑
聴
両
三
声

　
　

 

朱
文
公
九
曲
︑
純
是
一
条
進
道
次
序
︑
其
立
意
固
不
苟
︑
不

但
為
武
夷
山
水
也
︒
第
一
首
言
道
之
全
体
︑
徹
上
徹
下
︑
無

内
無
外
︑
散
之
万
物
万
事
︑
無
所
不
在
︑
然
其
妙
処
過
於
膏

粱
︵
校
２
︶

之
美
・
金
玉
之
貴
也
︑
不
可
無
人
発
明
︒
故
曰
︑﹁
欲

識
箇
中
奇
絶
処
︑
棹
歌
閑
聴
両
三
声
﹂︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
棹
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
櫂
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
２
︶﹁
粱
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
梁
﹂
と
誤
る
︒

 

︹
訳
︺

武
夷
山
の
上
に
は
不
思
議
な
仙
人
が
い
て
︑

山
の
麓
の
冷
た
い
流
れ
は
ど
の
曲く

ま

も
清
い
︒

そ
の
中
の
図
抜
け
た
と
こ
ろ
が
知
り
た
い
な
ら
ば
︑

船
歌
に
耳
を
澄
ま
し
な
よ
︑
そ
の
二ふ

た
こ
え声
・
三み
こ
え声
に
よ
︒

　
　

 

朱
文
公
︵
朱
熹
︶
の
九
曲
は
︑
道
へ
と
進
ん
で
い
く
一
本
の

道
程
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
も
ち
ろ
ん
ふ
と

し
た
思
い
つ
き
で
は
な
く
︑
武
夷
の
山
水
を
描
い
た
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
の
だ
︒
第
一
首
の
内
容
は
以
下
の
通
り
：
道

の
全
体
的
な
あ
り
よ
う
は
︑
上
か
ら
下
ま
で
貫
通
し
︑
内
と

外
と
の
区
別
も
な
く
︑
万
事
・
万
物
に
散
在
す
れ
ば
あ
ら
ゆ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
絶
妙
の
働
き
は
ご
ち
そ

う
の
美
味
さ
・
金
や
玉
の
貴
重
さ
以
上
の
も
の
で
あ
っ
て
︑

誰
か
し
ら
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
人
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
そ
の
中
の
図
抜
け
た
と
こ
ろ
が
知
り
た

い
な
ら
ば
︑
／
船
歌
に
耳
を
澄
ま
し
な
よ
︑
そ
の
二
声
・
三

声
に
よ
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

四



 
︵
１ 

︶
武
夷
山
上
有
仙
霊　

武
夷
山
は
武
夷
君
を
は
じ
め
と
す
る

神
仙
の
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
る
︒
武
夷
君
の
伝
説
に
つ
い
て

は
第
二
首
﹁
幔
亭
峰
﹂
の
注
を
見
よ
︒

 

︻
第
二
首
︼

一
曲
渓
辺
︵
校
１
︶

上
釣
船

　

山
有
九
曲
︒

幔
亭
峰
︵
１
︶

影
蘸
晴
︵
校
２
︶

川
︵
２
︶

　

武
夷
君
宴
子
孫
于
幔
亭
峰
下
︒

虹
橋
︵
３
︶

一
断
無
消
息

万
壑
千
巌
鎖
翠
︵
校
３
︶

烟
︵
校
４
︶

　
﹁
翠
﹂︑
一
本
作
﹁
暮
﹂︵
校
５
︶︒
○
此
語
亦
有
桑
海
之
感
︵
４
︶︒

　
　

 

此
首
言
︑孔
孟
去
後
︑道
統
久
絶
︑其
間
︵
校
６
︶

無
窮
無
尽
之
妙
︑

首
章
所
謂
﹁
奇
絶
処
﹂
者
︑
皆
為
気
質
物
欲
所
蔽
︑
加
以
異

端
邪
説
為
障
︑
沈
溺
深
痼
︑
無
能
探
而
見
之
者
︒﹁
上
釣
船
﹂

者
︑
著
︵
校
７
︶

脚
向
学
之
意
︒﹁
幔
亭
峰
影
﹂︑
亦
以
其
始
有
所

見
而
言
也
︒
非
有
所
見
︑
亦
不
能
向
学
︑
亦
不
知
道
統
之
無

伝
︒
苟
知
道
統
之
無
伝
︑而
有
志
於
学
︑則
是
已
見
正
塗
︒﹃
論

語
﹄
所
謂
﹁
可
与
共
学
︵
５
︶﹂
者
也
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校 

１
︶﹁
渓
辺
﹂︑淳
熙
本
で
は
﹁
寒
渓
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒

 

︵
校 

２
︶﹁
晴
﹂︑
淳
熙
本
で
は
﹁
清
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒

 

︵
校 

３
︶﹁
翠
﹂︑淳
熙
本
で
は﹁
暮
﹂に
作
る
と
い
い︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︑
注
に
い
う
﹁
一
本
﹂
と
一
致
す
る
︒

 

︵
校 

４
︶﹁
烟
﹂︑
黄
氏
本
・﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
煙
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

５
︶
こ
の
注
︑
朝
鮮
本
で
は
詩
の
﹁
翠
﹂
字
直
下
に
双
行
で

﹁
一
本
作
暮
﹂
と
記
す
︒
李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︵
校 

６
︶﹁
間
﹂︑
底
本
は
﹁
問
﹂
に
誤
る
︒
排
印
本
・
朝
鮮
本
は

﹁
閒
﹂
に
作
る
︒
黄
氏
本
に
拠
る
︒

 

︵
校 

７
︶﹁
著
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
立
﹂︑
朝
鮮
本
は
﹁
着
﹂
に
作
る
︒

 

︹
訳
︺

一
の
曲く

ま

︑
渓た

に

の
ほ
と
り
か
ら
釣
り
船
に
乗
れ
ば
よ
︑

　

武
夷
山
に
は
九
つ
の
曲
が
あ
る
︒

幔
亭
峰
の
影
が
晴
れ
た
川
に
ひ
た
さ
れ
る
︒

　

武
夷
君
は
子
孫
を
幔
亭
峰
の
ふ
も
と
に
宴
会
に
招
い
た
︒

虹
の
橋
が
い
っ
ぺ
ん
切
れ
た
ら
音
沙
汰
な
し
よ
︑

万
の
谷
合
︑
千
の
岩
山
が
翠み

ど
り
の
も
や
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
︒

　
 ﹁

翠
﹂
は
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
暮
﹂
に
作
る
︒
○
こ
の
言

葉
に
も
桑
畑
が
海
に
変
じ
る
と
い
う
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い

る
︒

　
　

 

第
二
首
の
内
容
：
孔
子
・
孟
子
が
去
っ
て
後
︑
道
統
は
久
し

く
途
絶
え
︑
そ
の
間
の
無
窮
無
尽
の
す
ば
ら
し
い
も
の
︑
首

五



章
に
い
う
﹁
図
抜
け
た
と
こ
ろ
﹂
は
︑
す
べ
て
気
質
・
物
欲

に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
上
︑
異
端
邪
説
が
障
壁

と
な
り
︑
そ
の
中
に
溺
れ
深
く
閉
ざ
さ
れ
て
︑
探
求
し
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
誰
も
い
な
い
︒﹁
釣
り
船
に
乗
﹂

る
と
は
︑
足
を
地
に
つ
け
て
学
問
に
向
か
う
と
い
う
意
味
︒

﹁
幔
亭
峰
の
影
﹂
も
や
は
り
︑
最
初
に
何
ら
か
の
気
づ
き
が

あ
る
こ
と
を
も
と
に
言
っ
て
い
る
︒
気
づ
き
が
あ
る
の
で
な

け
れ
ば
︑
学
に
向
か
う
こ
と
も
で
き
な
い
し
︑
道
統
が
伝
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
︒
か
り
に
も
道
統
が
伝

わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
学
問
に
志
す
な
ら
ば
︑
す

で
に
正
し
い
方
向
性
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
論
語
﹄

に
い
う
﹁
い
っ
し
ょ
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
﹂
者
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
幔
亭
峰　
﹃
武
夷
山
志
﹄
で
は
巻
七
︑
一
曲
・
渓
北
に
記
述

あ
り
︒
同
条
に
引
く
︹
宋
︺
祝
穆
﹁
武
夷
山
記
﹂
が
︑
陳
普

の
指
摘
す
る
伝
説
を
伝
え
て
い
る
︒﹁
古
記
云
︑
秦
始
皇
二

年
八
月
十
五
日
︑
武
夷
君
与
皇
太
姥
・
魏
王
子
騫
輩
︑
置
酒

会
郷
人
於
峰
頂
︑
召
男
女
二
千
餘
人
︑
虹
橋
跨
空
︑
魚
貫
而

上
︑
設
綵
屋
幔
亭
可
数
百
間
︑
飾
以
明
珠
宝
玉
︒
︙
︙
初
郷

人
至
幔
亭
外
︑
聞
鼓
声
︑
少
頃
空
中
有
讃
者
呼
郷
人
為
曾
孫
︑

使
男
女
分
東
西
依
次
進
︒
︙
︙
歌
罷
︑
彩
雲
四
合
︑
環
珮
車

馬
之
音
︑
亘
空
而
至
︑
又
聞
讃
者
云
︑
曾
孫
可
再
拝
為
別
︒

既
下
山
︑
風
雨
暴
至
︑
虹
橋
飛
断
︑
回
顧
山
頂
︑
寂
無
一
物
︑

但
葱
翠
峭
抜
如
初
耳
︒
郷
人
感
幸
︑
因
相
与
立
祠
於
山
下
︑

号
同
亭
云
﹂︵
四
五
三
～
六
頁
︶︒
こ
こ
で
︑
武
夷
君
ら
が
郷

人
を
宴
会
に
招
い
た
と
き
︑
郷
人
た
ち
を
自
ら
の
子
孫
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑﹁
虹
橋
﹂
は
郷
人
を
山
頂

に
招
く
た
め
の
特
別
の
通
路
で
あ
っ
た
︒
陳
普
注
が
宴
会
の

場
所
を
ふ
も
と
と
す
る
の
は
︑
そ
ぐ
わ
な
い
︒

 

︵
２ 

︶
晴
川　
﹃
武
夷
山
志
﹄
で
は
地
名
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒

巻
五
﹁
一
曲
図
﹂
等
参
照
︒
こ
こ
で
は
叙
景
と
し
て
訳
し
た
︒

 

︵
３ 

︶
虹
橋　

注
︵
１
︶
の
伝
説
に
出
る
︒
風
雨
で
断
ち
切
ら
れ

た
虹
橋
の
残
骸
と
さ
れ
る
も
の
が
﹁
虹
橋
板
﹂
と
し
て
武
夷

山
の
各
所
に
あ
る
︒﹁
大
王
峰
昇
真
洞
外
︑
有
木
板
縦
横
挿

於
巌
際
︒
相
伝
武
夷
君
設
宴
幔
亭
時
︑
架
虹
橋
以
引
郷
人
︒

及
下
︑
橋
遂
断
︑
其
板
飛
挿
各
峰
石
鏬
︑
迄
今
大
小
蔵
峰
・

鼓
子
峰
・
金
鶏
洞
諸
処
皆
有
之
﹂︵﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
九
﹁
古

蹟
﹂
虹
橋
板
︑
一
一
七
九
頁
︶︒

 

︵
４ 

︶
此
語
亦
有
桑
海
之
感　

第
四
首
に
﹁
桑
田
海
水
﹂
の
句
が

あ
る
の
を
前
提
に
し
た
指
摘
で
あ
ろ
う
︒

 
︵
５ 
︶
可
与
共
学　
﹁
子
曰
︑
可
与
共
学
︑
未
可
与
適
道
︒
可
与
適

道
︑
未
可
与
立
︒
可
与
立
︑
未
可
与
権
﹂︵﹃
論
語
﹄
子
罕
篇
・

第
二
十
九
章
︶︒﹁
い
っ
し
ょ
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
﹂は﹃
論

語
﹄
で
の
ラ
ン
ク
付
け
と
し
て
は
最
も
下
級
だ
が
︑
陳
普
注

六



で
は
学
へ
の
志
向
性
を
見
出
し
た
も
の
と
し
て
積
極
的
な
評

価
を
与
え
て
い
る
︒

 

︻
第
三
首
︼

二
曲
亭
亭
︵
校
１
︶

玉
女
峰
︵
１
︶

　

有
山
名
玉
女
峰
︒

挿
花
臨
水
為
誰
容

　

状
玉
女
態
︒

道
人
不
復
︵
校
２
︶

荒
︵
校
３
︶

臺
夢
︵
２
︶

　
﹁
荒
﹂︑
一
本
作
﹁
陽
﹂︵
校
４
︶︒

興
入
前
山
翠
幾
重

　

 

得
恬
淡
清
︵
校
５
︶

致
︒
○
蓋
言
︑
彼
雖
︵
校
６
︶

冶
容
︑
道
人
無
復
憐

汝
︑
而
唯
寄
興
於
青
山
也
︒

　
　

 

此
首
言
︑
学
道
由
遠
色
而
入
︒
人
能
屏
絶
此
心
︑
然
後
能
奮

勇
入
︵
校
７
︶

道
︒
若
此
心
未
能
勇
猛
除
去
︑
則
其
志
気
終
為
其

所
昏
惰
︵
校
８
︶︑
進
寸
而
退
尺
︒﹁
前
山
翠
幾
重
﹂︑
即
一
曲
所

謂
﹁
万
壑
千
巌
﹂︒﹁
興
入
前
山
﹂︑
是
其
志
気
清
明
︑
故
能

勇
決
奮
発
︑
必
欲
入
深
詣
極
也
︒﹁
小
畜
﹂
卦
初
爻
辞
︑
全

是
此
意
︒
卦
以
一
陰
居
四
︑
群
陽
之
志
︑
皆
為
其
畜
止
︒
亦

猶
玉
女
之
惑
人
也
︒
初
九
居
卦
之
初
︑
与
︵
校
９
︶

之
相
応
︑
則

其
志
移
矣
︒
而
以
剛
居
乾
健
之
体
︑
能
遠
絶
擺
脱
反
復
︑
而

或
乾
道
以
行
︑故
曰
︑﹁
復
自
道
︑何
其
咎
﹂︒﹁
復
﹂︑反
還
也
︒

﹁
自
﹂︑
由
也
︒
亦
立
脚
発
初
之
意
︒﹁
道
﹂︑
乾
道
也
︒
言
始

為
四
所
惑
︑
即
知
其
非
︑
反
復
而
由
正
道
以
行
︑
非
勇
健
不

能
也
︒
始
為
所
惑
︑
故
有
咎
︒
既
能
不
遠
而
復
︑
則
所
謂
咎

者
悉
無
矣
︒﹁
何
其
咎
﹂︑
言
安
有
咎
哉
︒
程
子
曰
︑﹁
無
︵
校
⓾
︶

咎
之
甚
明
也
﹂︵
３
︶︒
賛
其
勇
之
辞
也
︒
全
是
此
曲
詩
意
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校 

１
︶﹁
亭
亭
﹂︑淳
熙
本
で
は
﹁
亭
頭
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒

 

︵
校 

２
︶﹁
復
﹂︑
淳
熙
本
で
は
﹁
作
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒

 

︵
校 

３
︶﹁
荒
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
陽
﹂
に
作
り
︑
校
勘
記

で
は
﹁
荒
﹂
に
作
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
浙
本
・
閩
本
・
天
順

本
を
挙
げ
る
︒

 

︵
校 

４
︶
こ
の
注
︑
朝
鮮
本
で
は
詩
の
﹁
荒
﹂
字
の
下
に
双
行
︒

李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︵
校 

５
︶﹁
清
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
情
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

６
︶﹁
彼
雖
﹂
二
字
︑
朝
鮮
本
に
よ
り
補
う
︒
底
本
以
下
は

闕
字
と
し
て
﹁
□
□
﹂
に
作
る
︒

 
︵
校 
７
︶﹁
入
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
人
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 
８
︶﹁
惰
﹂︑
底
本
は
﹁
隋
﹂
に
作
る
︒
他
の
諸
本
に
拠
る
︒

 

︵
校 

９
︶﹁
与
︵
與
︶﹂︑
底
本
・
排
印
本
は
﹁
興
﹂
に
誤
る
︒
他

の
諸
本
に
拠
る
︒

七



 
︵
校 

10
︶﹁
無
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
无
﹂
に
作
る
︒

 
︹
訳
︺

二
の
曲
︑
そ
び
え
立
つ
玉
女
峰
︒

　

玉
女
峰
と
い
う
名
の
山
が
あ
る
︒

花
を
か
ざ
し
て
水
鏡
︑
誰
の
た
め
の
お
め
か
し
か
︒

　

玉
女
の
様
子
を
描
写
し
て
い
る
︒

道 

を
め
ざ
す
人
は
も
う
二
度
と
︑
荒
れ
た
楼
台
の
夢
を

見
な
い
︒

　
﹁
荒
﹂
は
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
陽
﹂
に
作
る
︒

心
引
か
れ
る
の
は
前
方
の
山
︑翠
は
幾
重
に
も
重
な
る
よ
︒

　

 

恬
淡
と
し
て
清
ら
か
な
趣
を
得
て
い
る
︒
○
こ
こ
で
言
っ
て
い

る
の
は
︑
あ
の
玉
女
峰
は
顔
つ
き
が
艶
め
か
し
い
け
れ
ど
も
︑

道
を
め
ざ
す
人
は
も
は
や
お
ま
え
を
可
愛
が
っ
た
り
は
せ
ず
︑

青
い
山
だ
け
に
心
を
寄
せ
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　
　

 

第
三
首
の
内
容
：
道
を
学
ぶ
に
は
︑
色
欲
を
遠
ざ
け
る
と
こ

ろ
か
ら
入
る
︒
人
が
こ
の
気
持
ち
を
遮
断
し
尽
く
す
こ
と
が

で
き
て
こ
そ
︑勇
躍
し
て
道
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
気
持
ち
が
勇
猛
に
除
去
で
き
な
い
で
い
る
う
ち
は
︑
そ

の
人
の
志
が
そ
の
た
め
に
怠
惰
に
沈
ま
さ
れ
て
︑
一
寸
進
ん

で
も
一
尺
退
く
有
様
で
あ
ろ
う
︒﹁
前
方
の
山
︑
翠
は
幾
重

に
も
重
な
る
よ
﹂
と
は
︑
一
曲
で
い
う
﹁
万
の
谷
合
︑
千
の

岩
山
﹂
で
あ
り
︑﹁
心
引
か
れ
る
の
は
前
方
の
山
﹂
と
は
︑

そ
の
志
が
清
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑勇
気
を
も
っ
て
決
断
し
︑

何
が
何
で
も
深
い
極
点
ま
で
極
め
至
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︒︵﹃
易
﹄
の
︶
小
畜
︵

︑
乾
下
巽
上
︶

の
卦
の
初
爻
爻
辞
︵﹁
復
自
道
︑
何
其
咎
︑
吉
﹂：
正
道
を
ふ

ん
で
本
来
の
自
己
に
帰
る
な
ら
ば
︑な
ん
の
咎
が
あ
ろ
う
か
︒

吉
で
あ
る
︶
は
︑
す
べ
て
こ
の
意
味
で
あ
る
︒
こ
の
卦
は
一

つ
の
陰
が
四
の
位
を
占
め
︑
他
の
陽
ど
も
の
志
は
す
べ
て
そ

れ
に
よ
っ
て
引
き
止
め
ら
れ
て
い
る
︒
ち
ょ
う
ど
︑
玉
女
が

人
を
惑
わ
せ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
︒
初
九
は
卦
の
最
初
の

位
に
あ
り
︑
こ
の
陰
と
あ
い
応
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
の

志
は
移
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
剛
の
属
性

を
も
っ
て
健
全
な
る
乾
の
体
に
位
置
し
て
お
り
︑
遠
く
を
断

ち
切
っ
て
抜
け
出
し
︑
立
ち
返
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
︑
乾
の
道
も
行
な
わ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑﹁
正
道
を
ふ
ん
で
本
来
の
自
己
に
帰
る
な
ら
ば
︑
な
ん

の
咎
が
あ
ろ
う
か
﹂
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹁
復
﹂
と
は

帰
る
こ
と
︑﹁
自
﹂
と
は
通
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
︒
地
歩

を
固
め
て
開
始
す
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
︒﹁
道
﹂
と
は

乾
の
道
で
あ
る
︒意
味
と
し
て
は
︑初
め
は
四︵
の
位
の
陰
爻
︶

に
惑
わ
さ
れ
な
が
ら
も
す
ぐ
に
そ
の
間
違
い
に
気
づ
き
︑
立

ち
戻
っ
て
正
道
を
通
っ
て
実
践
す
る
の
は
︑
勇
猛
健
全
で
な

け
れ
ば
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
初
め
は
惑
わ
さ
れ

八



る
の
で
︑
咎
が
あ
る
︒
深
入
り
し
な
い
う
ち
に
帰
っ
て
く
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
︑﹁
咎
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
も
完
全
に
無

く
な
っ
て
く
れ
る
︒﹁
な
ん
の
咎
が
あ
ろ
う
か
﹂
と
は
︑
ど

う
し
て
咎
が
あ
ろ
う
か
︑
と
の
意
味
︒
程
子
は
言
う
︒﹁
咎

が
な
い
こ
と
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
﹂︒

そ
の
勇
猛
さ
を
た
た
え
た
辞
で
あ
る
︒
こ
れ
は
完
全
に
︑
こ

の
曲
の
詩
の
意
味
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
玉
女
峰　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
八
︑
二
曲
・
渓
南
の
冒
頭
に
記

述
あ
り
︒﹁
鵠
立
渓
畔
︑
峭
抜
為
諸
峰
第
一
︑
高
数
十
仞
︑

無
径
可
躋
︒
上
稍
侈
︑
其
頂
花
卉
参
簇
︑
若
鬘
髻
︒
旧
志
云
︑

嬝
嬝
婷
婷
有
姝
麗
之
態
︑
良
然
︒
両
石
附
於
後
︑
如
侍
女
随

行
之
状
﹂︵
四
九
五
頁
︶︒
特
異
な
形
で
ほ
っ
そ
り
と
聳
え
る

岩
山
で
あ
る
た
め
に
︑
女
性
的
な
姿
態
に
擬
え
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
︒

 

︵
２ 

︶
荒
臺
夢　
﹁
陽
臺
夢
﹂
で
あ
れ
ば
︑宋
玉
﹁
高
唐
賦
﹂
序
を

踏
ま
え
て
男
女
の
歓
会
を
指
す
成
語
と
な
り
︑
文
脈
上
す
ぐ

れ
る
︒

 

︵
３ 

︶程
子
曰
︑﹁
無
咎
之
甚
明
也
﹂　
﹃
周
易
程
氏
伝
﹄巻
一
︑﹁
小

畜
﹂初
九
の
伝
に
見
え
る︵﹃
二
程
集
﹄第
三
冊
︑七
四
五
頁
︶︒

 

︻
第
四
首
︼

三
曲
君
看
架
壑
船
︵
１
︶

不
知
停
櫂
幾
何
年

桑
田
海
水
今
如
許

泡
沫
風
燈
︵
２
︶

敢
自
憐
︵
校
１
︶

　
　

 

此
曲
言
︑
既
能
遠
色
︑
又
当
於
世
間
一
切
栄
辱
得
喪
︑
皆
能

洗
除
蕩
滌
︑
不
以
介
其
胸
中
︑
然
後
俗
累
皆
絶
︑
沛
然
而
入

道
矣
︒
人
惟
拘
於
血
肉
之
躯
︑故
不
能
不
為
栄
辱
得
喪
所
累
︒

故
仏
家
泡
沫
風
燈
之
説
︑
雖
非
正
理
︑
亦
可
以
滌
人
利
欲
之

心
︑
故
文
公
借
用
之
︒﹁
大
雅
﹂
詠
文
王
之
徳
︵
３
︶

云
︑﹁
無

然
畔
援
︑
無
然
歆
羨
︑
誕
先
登
于
岸
﹂︒
此
両
曲
詩
意
︵
校
２
︶

正
如
此
︒﹁
畔
﹂謂
離
去
︒﹁
援︵
校
３
︶﹂︑攀
援
也
︒
文
公
曰
︑﹁
謂

舎
此
而
取
彼
也
﹂︒﹁
歆
羨
﹂︑
文
公
曰
︑﹁﹁
歆
﹂︑
欲
之
動
也
︒

﹁
羨︵
校
４
︶﹂︑愛
慕
也
︒言
肆
情
以
徇
物
也
﹂︒﹁
岸
﹂︑文
公
曰
︑﹁
道

之
極
至
処
也
﹂︒﹁
人
心
有
所
畔
援
︑
有
所
歆
羨
︑
則
溺
於
人

欲
之
流
︑
而
不
能
以
自
済
︒
文
王
無
是
二
者
︑
故
能
先
知
先

覚
而︵
校
５
︶造
道
之
極
至
也
﹂︒
文
公
此
両
曲
詩
意
︑恰
好
如
是
︒

﹃
論
語
﹄﹁
賢
賢
易
色
﹂︑﹃
中
庸
﹄﹁
去
讒
遠
色
﹂︑
直
是
把
作

箇
大
緊
要
事
︒
故
独
先
言
於
二
曲
︑
然
後
於
三
曲
次
之
以
栄

辱
得
喪
︒
晦
翁
当
時
之
志
︑
当
是
如
此
︑
深
味
之
可
見
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校 

１
︶﹁
燈
敢
﹂
二
字
︑
淳
熙
本
で
は
﹁
煙
苦
﹂
に
作
る
︵﹃
朱

子
全
書
﹄
校
勘
記
︶︒

九



 
︵
校
２
︶﹁
詩
意
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
詩
之
意
﹂
に
作
る
︒

 
︵
校
３
︶﹁
援
﹂
一
字
︑
黄
氏
本
は
脱
す
る
︒

 

︵
校
４
︶﹁
羨
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
義
﹂
に
誤
る
︒

 

︵
校 
５
︶
朝
鮮
本
︑﹁
而
﹂
の
下
に
﹁
一
本
作
以
﹂
と
双
行
注
あ
り
︒

李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︹
訳
︺

三
の
曲
︑
谷
合
に
引
っ
か
か
っ
た
船
を
ご
覧
よ
︒

櫂か
い

で
漕
が
れ
な
く
な
っ
て
何
年
に
な
る
や
ら
︒

桑
畑
は
海
の
水
に
な
っ
て
︑
今
は
こ
ん
な
こ
と
に
︒

う 

た
か
た
や
風
中
の
灯
火
の
こ
の
身
を
︑
憐
れ
ん
で
み

て
も
し
か
た
な
い
︒

　
　

 

こ
の
曲
で
の
内
容
：
色
欲
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら

ば
︑
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
栄
辱
得
失
に
対
し
て
も
す
べ
て
さ

っ
ぱ
り
と
洗
浄
し
︑
胸
中
に
わ
だ
か
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
こ
そ
︑
俗
世
の
係
累
は
す
べ

て
断
ち
切
ら
れ
︑
降
り
注
ぐ
雨
の
よ
う
に
道
に
踏
み
込
む
こ

と
に
な
ろ
う
︒
人
は
血
肉
を
備
え
た
肉
体
に
拘
泥
す
る
か
ら

こ
そ
︑
栄
辱
得
失
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い

の
で
︑仏
教
で
言
う
﹁
う
た
か
た
﹂﹁
風
中
の
灯
火
﹂
の
説
も
︑

正
当
な
道
理
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
人
の
利
欲
の
心
を
洗
い

流
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
︒
だ
か
ら
︑
文
公
は
こ
れ
を
借
用

さ
れ
た
︒︵﹃
詩
経
﹄︶
大
雅
︵
の
﹁
皇
矣
﹂︶
で
文
王
の
徳
を

詠
じ
て
い
う
︒﹁
無
然
畔
援
︵
世
の
人
の
よ
う
に
そ
む
き
離

れ
て
引
か
れ
て
い
っ
て
は
な
ら
ず
︶︑
無
然
歆
羨
︵
世
の
人

の
よ
う
に
欲
し
が
り
慕
っ
て
は
な
ら
ず
︶︑誕
先
登
于
岸
︵
大

い
に
先
に
高
き
に
登
る
の
だ
︶﹂︒こ
の
両
曲
の
詩
の
意
味
は
︑

ま
さ
に
こ
の
と
お
り
で
あ
る
︒﹁
畔
﹂
と
は
離
れ
去
る
と
い

う
意
味
︒﹁
援
﹂と
は
攀
援
で
あ
る
︒
文
公
は︵﹃
詩
集
伝
﹄で
︶

言
わ
れ
た
︒﹁
こ
ち
ら
を
捨
て
て
あ
ち
ら
を
取
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
﹂︒﹁
歆
羨
﹂
に
つ
い
て
文
公
は
言
わ
れ
た
︒﹁
歆

は
欲
が
動
く
こ
と
︒
羨
と
は
︑
愛
慕
で
あ
る
︒
気
持
ち
の
趨

く
ま
ま
に
物
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
﹂︒﹁
岸
﹂

に
つ
い
て
文
公
は
言
わ
れ
た
︒﹁
道
の
極
致
で
あ
る
﹂︒﹁
人

の
心
に
は
背
き
離
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
欲
し
が
り
慕
う
こ
と

が
あ
る
の
で
︑
人
欲
の
逸
脱
に
溺
れ
て
し
ま
っ
て
自
分
で
は

救
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
文
王
に
は
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
な

く
︑
そ
れ
ゆ
え
に
先
に
知
り
先
に
気
づ
い
て
︑
道
の
極
致
に

到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
﹂︒
文
公
の
こ
の
両
曲

の
詩
の
意
味
は
︑ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒﹃
論

語
﹄︵
学
而
・
第
七
章
︶の﹁
賢
を
賢
と
し
て
色
に
代
え
﹂︑﹃
中

庸
﹄︵
第
二
十
章
︶
の
﹁
讒
言
を
退
け
色
を
遠
ざ
け
る
﹂
は
︑

直
接
的
に
そ
れ
を
大
い
に
喫
緊
の
事
と
捉
え
て
い
る
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
先
に
二
の
曲
に
お
い
て
言
っ
て
か
ら
︑
三
の
曲
で
そ

れ
に
次
い
で
栄
辱
得
失
の
こ
と
を
述
べ
た
の
だ
︒
晦
翁
︵
朱

一
〇



熹
︶
が
歌
わ
れ
た
当
時
の
意
向
は
き
っ
と
こ
の
通
り
で
あ
っ

た
に
違
い
な
く
︑
深
く
味
わ
え
ば
わ
か
っ
て
く
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 
︶
架
壑
船　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
九
上
︑三
曲
・
渓
南
﹁
小
蔵
峰
﹂

の
記
述
中
に
﹁
東
壁
隙
間
縦
横
挿
虹
橋
板
︑
上
閣
二
艇
︑
半

在
隙
内
︑
半
懸
於
空
︑
歴
風
雨
不
毀
︑
所
謂
架
壑
船
也
﹂︵
五

四
七
頁
︶
と
あ
る
︒
同
じ
く
巻
十
九
﹁
古
蹟
﹂
の
﹁
架
壑
船
﹂

の
条
に
は
﹁
船
長
約
二
丈
許
︑
中
闊
首
尾
漸
狭
︑
類
梭
形
︒

伝
為
円
木
刳
成
︑
且
具
棹
檝
︒
然
遥
望
之
︑
弗
能
詳
也
﹂︵
一

一
八
四
頁
︶
と
あ
り
︑
さ
ら
に
小
蔵
峰
以
外
に
も
複
数
箇
所

に
存
在
す
る
と
記
さ
れ
る
︒
現
在
で
は
こ
れ
は
古
代
の
懸
棺

葬
の
遺
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︵
武
夷
山
朱
熹
研
究

中
心
編　

一
九
九
〇
：
一
八
三
頁
︶︑
朱
熹
自
身
も
後
年
︵
乙

卯
：
一
一
九
五
年
︶
の
﹁
武
夷
図
序
﹂︵﹃
朱
文
公
文
集
﹄
巻

七
十
六
︶
で
類
似
の
推
測
を
し
た
が
︑
詩
で
は
滄
桑
の
変
の

痕
跡
と
見
な
し
て
い
る
︒

 

︵
２ 

︶
泡
沫
風
燈　

因
縁
に
よ
る
存
在
の
実
体
の
無
さ
︑
現
身
の

危
う
さ
・
は
か
な
さ
を
比
喩
す
る
た
め
に
仏
典
に
よ
く
用
い

ら
れ
る
︒
両
方
の
比
喩
が
一
か
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
と

し
て
︑﹁
依
止
因
縁
︑
無
有
堅
実
︑
如
風
中
燈
︑
如
水
聚
沫
︑

如
水
上
泡
︑
猶
如
芭
蕉
︑
中
無
堅
実
︑
如
幻
如
化
﹂︵
地
婆

訶
羅
訳
﹃
方
広
大
荘
厳
経
﹄︑﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
一
八
七

番
︑
第
三
巻
五
六
八
頁
：SAT

に
よ
り
検
索
・
引
用
︶︒

 

︵
３ 

︶﹁
大
雅
﹂
詠
文
王
之
徳　

引
か
れ
て
い
る
の
は
﹃
詩
﹄
大

雅
﹁
皇
矣
﹂
第
五
章
前
半
︒
朱
熹
﹃
詩
集
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑

天
が
周
の
文
王
に
命
じ
た
言
葉
で
あ
る
︒
以
下
の
﹁
文
公
﹂

は
す
べ
て
朱
熹
﹃
詩
集
伝
﹄
の
該
篇
の
注
︒﹃
詩
﹄
の
引
用

部
分
に
対
す
る
伝
を﹃
朱
子
全
書
﹄に
よ
っ
て
挙
げ
る
と﹁
無

然
︑
猶
言
不
可
如
此
也
︒
畔
︑
離
畔
也
︒
援
︑
攀
援
也
︒
言

舎
此
而
取
彼
也
︒
歆
︑
欲
之
動
也
︒
羨
︑
愛
慕
也
︒
言
肆
情

以
徇
物
也
︒
岸
︑
道
之
極
至
処
也
﹂︑﹁
人
心
有
所
畔
援
︑
有

所
歆
羨
︑
則
溺
於
人
欲
之
流
︑
而
不
能
以
自
済
︒
文
王
無
是

二
者
︑
故
独
能
先
知
先
覚
︑
以
造
道
之
極
至
︒
蓋
天
実
命
之
︑

而
非
人
力
之
所
及
也
﹂︵﹃
朱
子
全
書
﹄第
一
冊
︑六
六
七
頁
︶︒

 

︻
第
五
首
︼

四
曲
東
西
両
石
巌
︵
１
︶

巌
花
垂
露
碧
𣰦
毶
︵
校
１
︶

金
鶏
︵
２
︶

叫
罷
無
人
見

　

四
曲
有
山
名
金
鶏
︒

月
満
空
山
水
満
潭
︵
３
︶

　

意
趣
優
游
︒

　
　

 

此
曲
駸
駸
有
得
︑亦
由
遠
色
屏
絶
俗
累
︒
故
能
進
而
至
於
此
︒

﹁
東
西
両
石
巌
﹂︑仰
高
鑽
堅︵
４
︶欲
得
之
心
切
也
︒﹁
巌
花
垂
露
﹂

一
一



好
意
思
鼎
来
︵
５
︶︑
不
亦
悦
︵
校
２
︶

乎
之
境
也
︒﹁
金
鶏
叫
罷
無

人
見
﹂︑﹁
如
有
所
立
卓
爾
︑
雖
欲
従
之
︑
末
由
︵
６
︶﹂
者
也
︒

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
𣰦
毶
﹂︑
黄
氏
本
で
は
﹁
㲯
毵
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
２
︶﹁
悦
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
説
﹂
に
作
る
︒

 

︹
訳
︺

四
の
曲
︑
東
西
二
つ
の
岩
山
が
聳
え
︑

岩
山
の
花
か
ら
露
が
落
ち
︑
碧あ

お

い
色
が
枝し

だ垂
れ
か
か
る
︒

金
鶏
の
雄お

叫た
け

び
は
や
ん
だ
が
誰
も
見
て
い
な
い
︒

　

四
の
曲
に
金
鶏
山
と
い
う
名
の
山
が
あ
る
︒

月
は
無
人
の
山
に
い
っ
ぱ
い
︑
水
は
潭ふ

ち

に
い
っ
ぱ
い
︒

　

趣
が
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
︒

　
　

 

こ
の
曲
で
急
速
に
得
る
も
の
が
あ
っ
た
の
は
︑
や
は
り
色
欲

を
遠
ざ
け
俗
世
間
の
係
累
を
遮
断
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ

こ
ま
で
進
ん
で
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒﹁
東
西
二

つ
の
岩
山
が
聳
え
﹂
は
︑
仰
げ
ば
高
く
切
れ
ば
堅
い
︵﹃
論

語
﹄
子
罕
︶
な
が
ら
も
得
よ
う
と
す
る
心
が
切
実
な
の
で
あ

る
︒﹁
岩
山
の
花
か
ら
露
が
落
ち
﹂
は
︑
面
白
み
が
ち
ょ
う

ど
訪
れ
た
と
こ
ろ
で
︑亦
説よ

ろ
こば
し
か
ら
ず
や
︵﹃
論
語
﹄
学
而
︶

の
境
地
で
あ
る
︒﹁
金
鶏
の
雄
叫
び
は
や
ん
だ
が
誰
も
見
て

い
な
い
﹂
の
は
︑﹁
高
々
と
何
事
か
を
打
ち
立
て
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
の
だ
が
︑
つ
い
て
行
こ
う
と
し
て
も
そ
の
手
立
て

が
な
い
﹂︵﹃
論
語
﹄
子
罕
︶
も
の
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
東
西
両
石
巌　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
九
︑四
曲
図
説
に
よ
れ
ば
︑

大
蔵
峰
と
釣
台
と
の
対
峙
す
る
と
こ
ろ
を
指
す
︒﹁
渓
経
大

蔵
峰
下
為
臥
竜
潭
︑
向
北
流
︑
峰
立
水
際
︑
聳
抜
入
雲
︑
西

向
与
隔
岸
釣
台
対
峙
︒
朱
文
公
所
謂
﹃
四
曲
東
西
両
石
巌
﹄

是
也
﹂︵
五
六
六
頁
︶︒

 

︵
２ 

︶
金
鶏　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
九
下
︑四
曲
・
渓
南
に
︑﹁
金
鶏
洞
﹂

﹁
鶏
巣
巌︵
巣
亦
作
窠
︶﹂が
ま
と
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒﹁
上

下
二
洞
︑
相
去
不
甚
遠
︒
上
曰
鶏
巣
巌
︑
差
小
︒
下
曰
金
鶏

洞
︒
相
伝
昔
有
鶏
鳴
洞
内
︒
坤
元
録
云
︑
武
夷
澗
東
一
巌
上

有
鶏
棲
︒
即
此
也
﹂︵
五
六
八
頁
︶︒
陳
普
の
注
に
い
う
﹁
金

鶏
山
﹂
と
い
う
山
名
は
見
え
な
い
︒

 

︵
３ 

︶
潭　

臥
竜
潭
︒﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
九
下
︑
四
曲
・
渓
南
に
記

述
あ
り
︒﹁
大
蔵
峰
下
︑湛
深
不
測
︑浸
注
峰
趾
︒
下
有
数
穴
︑

通
於
無
際
︒
伝
有
神
物
居
焉
﹂︵
五
七
一
頁
︶︒
注
︵
１
︶
も

参
照
︒

 
︵
４ 

︶
仰
高
鑽
堅　

顔
淵
が
孔
子
の
偉
大
さ
を
賛
嘆
し
た
語
︒﹁
顔

淵
喟
然
歎
曰
︑
仰
之
弥
高
︑
鑽
之
弥
堅
︑
瞻
之
在
前
︑
忽
焉

在
後
︒
夫
子
循
循
然
善
誘
人
︑
博
我
以
文
︑
約
我
以
礼
︒
欲

罷
不
能
︑
既
竭
吾
才
︑
如
有
所
立
卓
爾
︒
雖
欲
従
之
︑
末
由

也
已
﹂︵﹃
論
語
﹄
子
罕
・
第
九
章
︶︒

一
二



 
︵
５ 

︶
鼎
来　

ち
ょ
う
ど
や
っ
て
来
る
︒

 
︵
６ 
︶
如
有
所
立
卓
爾
︑
雖
欲
従
之
︑
末
由　

注
︵
４
︶
に
指
摘

し
た
の
と
同
じ
章
で
︑
顔
淵
が
孔
子
の
及
び
が
た
さ
を
述
べ

た
語
︒

 

︻
第
六
首
︼

五
曲
山
高
雲
気
深

長
時
煙
︵
校
１
︶

雨
暗
平
林
︵
１
︶

　

写
景
真
︒

林
間
有
客
無
人
識

欵
︵
校
２
︶

乃
︵
２
︶

声
中
万
古
心
︵
校
３
︶

　
﹁
欵
︵
校
２
︶

乃
﹂︑
音
﹁
襖
靄
﹂︵
校
４
︶︒
○
道
味
悠
長
︒

　
　

 

此
曲
入
深
︑
身
及
其
地
︑
独
見
自
得
︑
識
得
万
古
聖
賢
心
事
︒

然
猶
有
雲
気
烟
︵
校
５
︶

雨
︑
則
猶
在
暗
暗
明
明
之
間
︑
未
能
至

於
貫
徹
明
了
︑
不
労
思
慮
者
︑
察
而
無
不
豁
然
之
地
也
︒
上

蔡
先
生
見
程
子
︑
程
子
問
其
近
日
所
得
︒
対
曰
︑﹁
天
下
︵
校
６
︶

何
思
何
慮
﹂︒
程
子
曰
︑﹁
賢
却
発
得
太
早
﹂︵
３
︶︒
蓋
理
誠
如

此
︑
然
未
至
於
豁
然
大
通
︑
則
猶
在
明
暗
之
間
︑
尚
須
省
察
︒

若
遽
言
﹁
何
思
何
慮
﹂︑
反
将
失
之
︑
雖
得
而
未
得
也
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
煙
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄・
朝
鮮
本
は
﹁
烟
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

２
︶﹁
欵
﹂︑
底
本
は
﹁
款
﹂
に
作
る
が
誤
り
︒
黄
氏
本
・
朝

鮮
本
に
拠
る
︒
字
形
と
し
て
は
排
印
本
や
﹃
朱
子
全
書
﹄
で

﹁
欸
﹂
に
作
る
の
が
正
し
い
︒

 

︵
校 

３
︶
こ
の
一
句
︑
淳
熙
本
で
は
﹁
茅
屋
蒼
苔
魏
闕
心
﹂
に
作

る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄
校
勘
記
︶︒

 

︵
校 

４
︶
こ
の
音
注
︑
朝
鮮
本
は
詩
の
﹁
欵
乃
﹂
の
下
に
双
行
で

﹁
音
襖
靄
﹂
と
記
す
︒

 

︵
校
５
︶﹁
烟
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
煙
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
６
︶﹁
下
﹂︑
排
印
本
は
﹁
上
﹂
に
誤
る
︒

 

︹
訳
︺

五
の
曲
︑
山
は
高
く
雲
は
深
ま
る
︒

霧
雨
が
ず
っ
と
降
り
続
き
︑
広
が
る
林
を
暗
く
す
る
︒

　

叙
景
が
真
に
迫
っ
て
い
る
︒

林
の
中
の
旅
人
の
こ
と
を
識
る
人
は
誰
も
い
な
い
が
︑

お 

う
え
い
︑
お
う
え
い
︑
の
か
け
声
は
︑
古
来
永
劫
の

心
だ
よ
︒

　

 ﹁
欵
乃
﹂
の
発
音
は
﹁
襖お
う
あ
い靄
﹂︒
○
道
の
味
わ
い
が
悠
大
で
あ
る
︒

　
　

 

こ
の
曲
は
︑
深
く
入
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
︒
我
が
身
が
そ
の
地

に
来
た
と
き
︑
一
人
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
古
来
永
劫
の
聖

賢
の
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
な
お
も
雲
や
霧
雨
が
あ
る
の
は
︑
ち
ょ
う
ど

暗
く
な
っ
た
り
明
る
く
な
っ
た
り
す
る
あ
わ
い
に
い
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
︒
澄
明
に
貫
き
通
り
︑
何
の
思
慮
も
費
や
さ

一
三



な
い
者
で
︑
見
極
め
れ
ば
す
べ
て
が
豁
然
と
開
け
る
と
い
っ

た
境
地
に
は
︑
い
ま
だ
至
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ

る
︒
上
蔡
先
生
︵
謝
良
佐
︶
が
程
子
に
お
目
見
え
し
た
と
き
︑

程
子
は
彼
に
最
近
得
た
も
の
を
尋
ね
た
︒
お
答
え
し
て
言
っ

た
︒﹁
天
下
の
こ
と
は
何
を
思
い
何
を
慮
る
こ
と
が
あ
ろ
う

か
︵﹃
易
﹄
繋
辞
下
伝
︶︑
で
す
︒﹂
程
子
は
言
っ
た
︒﹁
あ
な

た
は
そ
う
し
た
見
解
を
発
す
る
に
は
早
す
ぎ
る
︒﹂
こ
れ
は
︑

理
と
し
て
は
本
当
に
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
︑
ま
だ
豁
然
と

大
い
に
通
達
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
ち
ょ

う
ど
明
る
さ
と
暗
さ
の
あ
わ
い
に
い
る
よ
う
な
も
の
で
︑
ま

だ
ま
だ
省
察
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
︒
も
し
も
一
足
飛
び

に
﹁
何
を
思
い
何
を
慮
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
﹂
な
ど
と
言
え

ば
︑
逆
に
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
︑
得
た
と
い
っ
て
も

ま
だ
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
平
林　

五
曲
に
は
﹁
平
林
渡
﹂
と
い
う
地
名
が
あ
り
︑
ま

さ
に
武
夷
精
舎
の
目
の
前
の
一
帯
だ
が︵﹃
武
夷
山
志
﹄巻
十
︑

六
六
六
頁
︶︑
陳
普
は
両
句
を
叙
景
に
お
い
て
評
価
し
て
お

り
︑
と
く
に
地
名
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な

い
た
め
︑
こ
こ
で
は
風
景
描
写
と
し
て
訳
し
た
︒

 

︵
２ 

︶
欵
乃　

校
注
１
に
指
摘
し
た
と
お
り
﹁
欸
乃
﹂
に
作
る
の

が
正
し
い
︒
唐
の
元
結
︵
字
次
山
︶
の
﹁
欸
乃
曲
﹂
に
発
し

て
︑
柳
宗
元
﹁
漁
翁
﹂︵﹃
柳
宗
元
集
﹄
巻
四
十
三
：
一
二
五

二
頁
︶
に
も
﹁
欸
乃
一
声
山
水
淥
﹂
と
い
う
用
例
が
あ
る
︒

﹃
柳
宗
元
集
﹄
の
﹁
補
注
﹂
に
は
﹃
岧
渓
漁
隠
叢
話
﹄︵
前
集

巻
十
九
：
一
二
六
頁
︶
を
引
く
︒
そ
の
記
述
か
ら
窺
わ
れ
る

状
況
と
し
て
︑
も
と
も
と
﹃
元
次
山
集
﹄
注
で
は
船
を
漕
ぐ

櫂
の
音
と
さ
れ
た
も
の
が
︑
宋
代
に
は
黄
庭
堅
ら
に
よ
り
船

歌
の
声
と
す
る
理
解
も
広
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
︑
朱
熹
も
ま

た
お
そ
ら
く
そ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
︒
発
音
指
示
も
諸
書

一
定
し
な
い
が
︑陳
普
の
注
は﹃
元
次
山
集
﹄注
に
一
致
す
る
︒

 

︵
３ 

︶
上
蔡
先
生
～
発
得
太
早　
﹃
程
子
外
書
﹄
巻
十
二
に
︑﹁
二

十
年
前
往
見
伊
川
︑伊
川
曰
︑﹁
近
日
事
如
何
︒﹂某
対
曰
︑﹁
天

下
何
思
何
慮
︒﹂
伊
川
曰
︑﹁
是
則
是
有
此
理
︑
賢
却
発
得
太

早
在
︒﹂
伊
川
直
是
会
鍛
錬
得
人
︑
説
了
又
道
︑
恰
好
著
工

夫
也
︒﹂
と
あ
り
︵﹃
二
程
集
﹄
第
二
冊
︑
四
二
六
頁
︶︑﹃
近

思
録
﹄巻
二
の
第
七
十
七
条
と
し
て
も
採
ら
れ
て
い
る
︒﹃
外

書
﹄
の
出
典
は
﹃
上
蔡
語
録
﹄
で
あ
り
︑
巻
上
の
末
尾
近
く

に
見
え
る
︵﹃
朱
子
全
書
外
編
﹄
第
三
冊
所
収
本
︑
一
七
～

八
頁
︶︒

 

︻
第
七
首
︼

六
曲
蒼
屏
︵
１
︶

繞
︵
校
１
︶

碧
湾

一
四



茅
茨
終
︵
校
２
︶

日
掩
柴
関

客
来
倚
棹
︵
校
３
︶

巌
花
落

猿
鳥
不
驚
春
意
閑
︵
校
４
︶

　
　

 
此
曲
︑到
此
能
静
能
安
︵
２
︶︒
天
地
万
物
︑皆
見
其
為
一
体
︵
３
︶︒

智
巧
私
欲
︑
不
逃
虚
照
︒
生
意
流
行
︑
随
処
充
満
︒
天
地
可

位
︑
万
物
可
育
︵
４
︶︑
目
前
皆
和
順
之
境
︑
而
非
末
学
者
之

所
能
見
矣
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
繞
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
遶
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

２
︶﹁
終
﹂︑
淳
熙
本
で
は
﹁
鎮
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒

 

︵
校
３
︶﹁
棹
﹂︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
﹁
櫂
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

４
︶﹁
閑
﹂︑
淳
熙
本
で
は
﹁
還
﹂
に
作
る
︵﹃
朱
氏
全
書
﹄

校
勘
記
︶︒
黄
氏
本
で
は
﹁
閒
﹂
に
作
る
︒

 

︹
訳
︺

六
の
曲
︑
蒼
い
屏
風
が
碧み

ど
り

の
入
り
江
に
沿
っ
て
立
つ
︒

茅
葺
き
の
家
は
一
日
中
︑
柴
の
戸
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
︒

客 

が
来
て
棹さ

お

に
寄
り
か
か
れ
ば
︑
岩
山
の
花
が
落
ち
て

く
る
が
︑

猿
も
鳥
も
驚
き
は
し
な
い
︒
春
の
心
は
の
ど
か
で
す
︒

　
　

 

こ
の
曲
は
︑
こ
こ
ま
で
来
る
と
静
か
に
安
ら
か
に
い
る
こ
と

が
で
き
︑
天
地
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が

一
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
小
賢
し
い
知
恵
や
私
欲
は
︑

虚
空
全
体
の
照
明
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
生
命
感
は

行
き
渡
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
充
満
す
る
︒
天
地
は
あ

る
べ
き
場
所
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
︑
万
物
は
生
育
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
︑
目
の
前
は
す
べ
て
調
和
温
順
の
境
地
で

あ
っ
て
︑末
学
の
者
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
蒼
屏　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
二
︑六
曲
・
渓
北
に
﹁
蒼
屏
峰
﹂

の
記
述
あ
り
︒﹁
橘
樹
澗
西
方
︑
正
如
屏
︒
東
西
与
石
門
巌

対
立
︒
其
背
為
小
桃
源
︑
而
南
北
相
対
︑
則
渓
南
之
響
声
巌

也
﹂︵
七
八
五
頁
︶︒

 

︵
２ 

︶
能
静
能
安　
﹃
大
学
﹄
経
に
﹁
知
止
而
后
有
定
︑定
而
后
能

静
︑
静
而
后
能
安
︑
安
而
后
能
慮
︑
慮
而
能
得
﹂
と
あ
る
の

を
踏
ま
え
る
︒

 

︵
３ 

︶
天
地
万
物
︑
皆
見
其
為
一
体　

い
わ
ゆ
る
万
物
一
体
観
の

表
明
︒
次
注
に
指
摘
す
る
﹃
中
庸
﹄
第
一
章
の
文
言
に
対
し

て
︑朱
熹
﹃
中
庸
章
句
﹄
に
い
う
︒﹁
蓋
天
地
万
物
本
吾
一
体
︑

吾
之
心
正
︑
則
天
地
之
心
亦
正
矣
︒
吾
之
気
順
︑
則
天
地
之

気
亦
順
﹂︒
こ
れ
は
﹁
学
問
之
極
功
︑
聖
人
之
能
事
﹂
と
さ

れ
る
窮
極
の
境
地
で
あ
る
︒

 

︵
４ 

︶
天
地
可
位
︑
万
物
可
育　
﹃
中
庸
﹄
第
一
章
に
﹁
致
中
和
︑

天
地
位
焉
︑
万
物
育
焉
﹂
と
あ
る
︒

一
五



 
︻
第
八
首
︼

七
曲
移
船
上
碧
灘

隠
屏
︵
１
︶

仙
掌
︵
２
︶

更
回
看

　

大
隠
屏
・
仙
掌
巌
︑
乃
七
曲
勝
境
︵
３
︶︒

可
憐
昨
夜
峰
頭
雨

添
得
飛
泉
︵
４
︶

幾
度
寒
︵
校
１
︶

　

 ﹁
可
﹂︑
一
本
作
﹁
却
﹂︵
校
２
︶︒﹃
大
全
集
︵
５
︶﹄
本
一
︵
校
３
︶

作
﹁
人

言
此
処
無
佳
景
︑
只
有
石
︵
校
４
︶

堂
︵
６
︶

空
翠
寒
﹂︒﹁
処
﹂
字
︑

一
本
作
﹁
地
﹂︵
校
５
︶︒
○
写
物
摸
︵
校
６
︶

景
︑
幽
淡
有
趣
︒

　
　

 

此
曲
由
下
学
而
上
達
︵
７
︶︑
雖
上
達
︵
校
７
︶

而
未
嘗
離
乎
下
学
︑

故
曰
︑﹁
隠
屏
仙
掌
更
回
看
︑
可
憐
昨
夜
峰
頭
雨
︑
添
得
飛

泉
幾
度
寒
﹂︑温
故
知
新
︑無
窮
妙
用
︑源
源
而
来
︒
若
拠
﹃
大

全
集
﹄
本
︑
則
其
意
当
云
︑﹁
道
之
体
用
︑
本
非
虚
空
︑
可

悦
︵
校
８
︶

可
楽
︑
亦
無
窮
尽
︒
而
不
学
者
不
知
︑
以
為
迂
遠
無

味
︑
而
不
肯
用
力
也
﹂︵
校
９
︶︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校 

１
︶
後
半
二
句
︑﹃
朱
子
全
書
﹄
で
は
注
の
指
摘
す
る
﹃
大

全
集
﹄本
に
一
致
す
る
︒
ま
た
︑︹
元
︺熊
大
年﹃
養
蒙
大
訓
﹄

に
引
く
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
も
同
様
︒﹃
朱
子
全
書
﹄
校
勘
記
に

よ
れ
ば
︑そ
の
底
本
詩
末
原
注
に
指
摘
す
る
﹁
一
本
﹂
が
﹁
却0

憐
昨
夜
峰
頭
雨
︑
添
得
飛
泉
幾
道0

寒
﹂︵
傍
点
林
︶
に
作
る

と
の
こ
と
で
︑傍
点
部
以
外
は
こ
こ
で
の
本
文
に
一
致
す
る
︒

 

︵
校 

２
︶
こ
の
注
︑
朝
鮮
本
で
は
詩
の
﹁
可
﹂
字
の
下
に
双
行
︒

李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︵
校
３
︶﹁
本
一
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
一
本
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
４
︶﹁
石
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
右
﹂
に
誤
る
︒

 

︵
校 

５
︶﹁
大
全
集
﹂
以
下
こ
こ
ま
で
︑
朝
鮮
本
で
は
次
の
﹁
写

物
～
有
趣
﹂
の
あ
と
に
﹁
○
﹂
で
区
切
っ
て
︑
同
様
の
双
行

注
と
す
る
︒
ま
た
︑﹁
寒
﹂
ま
で
と
﹁
処
字
﹂
以
下
と
の
間

を
﹁
○
﹂
で
区
切
る
︒

 

︵
校
６
︶﹁
摸
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
摹
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
７
︶﹁
達
﹂︑
底
本
は
﹁
違
﹂
に
誤
る
︒
他
の
諸
本
に
拠
る
︒

 

︵
校
８
︶﹁
悦
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
説
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

９
︶
朝
鮮
本
は
こ
の
あ
と
︑﹁
大
全
集
本
︑
後
二
句
云
︑
人

言
此
処
無
佳
景
︑
只
有
石
堂
空
翠
寒
﹂
と
あ
る
︒
重
複
を
嫌

っ
て
林
述
斎
が
削
除
し
た
か
︒

 

︹
訳
︺

七
の
曲
︑
船
を
移
し
て
碧
の
早
瀬
を
上
っ
て
い
き
︑

大
隠
屏
︑
仙
掌
巌
を
︑
も
う
い
ち
ど
振
り
返
る
︒

　

大
隠
屏
と
仙
掌
巌
こ
そ
七
の
曲
の
絶
景
で
あ
る
︒

な
ん
て
こ
と
︑
昨
夜
︑
峰
の
て
っ
ぺ
ん
に
降
っ
た
雨
が
︑

滝
の
し
ぶ
き
を
増
し
加
え
︑
寒
い
の
な
ん
の
︒

　

 ﹁
可
﹂
は
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
却
﹂
に
作
る
︒﹃
大
全
集
﹄

本
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
︑︵
後
半
を
︶﹁
人
言
此
処
無
佳
景
／

一
六



只
有
石
堂
空
翠
寒
︵
人
は
言
う
︒
こ
こ
に
は
よ
い
景
色
な
ん
か

な
く
て
︑／
石
堂
の
翠
の
山
が
冷
え
冷
え
し
て
い
る
だ
け
だ
よ
︑

と
︒︶﹂
に
作
る
︒︵
そ
の
中
の
︶﹁
処
﹂
の
字
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト

で
は
﹁
地
﹂
に
作
る
︒
○
物
の
描
写
︑
景
色
の
模
倣
が
︑
幽
玄

淡
泊
で
趣
深
い
︒

　
　

 

こ
の
曲
は
︑
下
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
を
と
お
し
て
上
の
こ
と

に
通
じ
て
い
く
こ
と
︵﹃
論
語
﹄
憲
問
・
第
三
十
七
章
︶︒
上

の
こ
と
に
通
じ
て
も
︑
下
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
離
れ
る

こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
大
隠
屏
︑
仙
掌
巌
を
︑
も
う

い
ち
ど
振
り
返
る
﹂
と
言
う
の
だ
︒﹁
な
ん
て
こ
と
︑
昨
夜
︑

峰
の
て
っ
ぺ
ん
に
降
っ
た
雨
が
︑
／
滝
の
し
ぶ
き
を
増
し
加

え
︑寒
い
の
な
ん
の
﹂は
︑﹁
故
き
を
温
め
て
新
し
き
を
知
る
﹂

︵﹃
論
語
﹄
為
政
・
第
十
一
章
︶
こ
と
で
︑
無
限
の
す
ば
ら
し

い
作
用
が
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
湧
上
が
っ
て
く
る
︒も
し﹃
大

全
集
﹄
本
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑
そ
の
意
味
は
き
っ
と
下
記
の

よ
う
に
な
ろ
う
︒﹁
道
の
本
体
と
作
用
は
本
来
空
虚
な
も
の

で
は
な
く
︑
喜
ば
し
く
楽
し
く
︑
や
は
り
極
ま
り
の
な
い
も

の
で
あ
る
︒
そ
れ
な
の
に
︑
学
ば
な
い
者
は
そ
れ
を
知
ら
ず

に
︑
迂
遠
で
味
わ
い
が
な
い
な
ど
と
考
え
︑
力
を
注
ぐ
気
に

な
れ
な
い
の
で
あ
る
﹂︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
隠
屏　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
一
︑
五
曲
下
・
渓
北
に
﹁
隠
屏

峰
﹂
の
項
あ
り
︒﹁
紫
陽
書
院
後
︑
高
峰
峭
抜
︑
夷
上
直
下
︑

方
正
如
屏
︒
玉
華
・
接
笋
倚
於
左
右
︒
接
笋
称
小
隠
屏
︑
是

峰
称
大
隠
屏
﹂︵
六
六
七
頁
︶︒

 

︵
２ 

︶
仙
掌　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
二
︑六
曲
・
渓
北
に
﹁
仙
掌
峰
﹂

の
項
あ
り
︒﹁
在
天
遊
峰
右
︑
穹
崖
墻
立
︑
高
矗
天
際
︑
横

可
半
里
許
︒
峰
半
有
類
掌
痕
者
数
処
︒
淋
雨
則
奔
流
自
峰
頂

乱
下
︑
積
久
蠡
成
轍
軌
︑
若
素
練
垂
垂
︒
俗
呼
晒
布
巌
︒
名

雖
未
雅
︑
其
景
最
奇
﹂︵
七
八
〇
頁
︶︒

 

︵
３ 

︶
七
曲
勝
境　
﹃
武
夷
山
志
﹄
に
よ
れ
ば
隠
屏
は
五
曲
︑仙
掌

は
六
曲
の
名
勝
と
な
る
が
︑
こ
こ
で
は
七
曲
か
ら
振
り
返
っ

て
遠
望
す
る
風
景
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒

 

︵
４ 

︶
飛
泉　

詩
に
う
た
わ
れ
る
内
容
は
﹁
仙
掌
峰
﹂
の
記
述
に

見
え
る
﹁
晒
布
巌
﹂
に
似
る
︒
こ
の
ほ
か
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻

十
一
︑
五
曲
下
・
渓
北
に
は
﹁
雪
花
泉
﹂
と
い
う
瀑
布
の
記

述
も
見
ら
れ
る
︒﹁
胡
麻
澗
水
︑
自
天
遊
峰
頂
飛
下
︑
勢
若

万
丈
長
虹
︑
称
雪
花
泉
︑
亦
称
瀑
布
泉
︑
注
于
清
隠
巌
右
深

峡
中
︑
曰
仙
浴
塘
︒
由
伏
虎
巌
下
石
洞
流
出
赴
渓
﹂︵
七
二

三
頁
︶︒

 
︵
５ 
︶
大
全
集　

陳
普
が
参
照
し
得
た
版
本
に
こ
の
名
称
の
も
の

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
未
詳
︒

 

︵
６ 

︶
石
堂　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
二
︑
六
曲
・
渓
北
﹁
小
桃
源
﹂

に
﹁
陥
石
堂
﹂
の
記
述
が
あ
る
︒﹁
在
桃
源
洞
裏
︑
因
陥
没

一
七



石
堂
寺
而
名
﹂︵
七
八
六
頁
︶︒
そ
し
て
︑
小
桃
源
に
は
陳
普

が
隠
居
し
た
と
の
記
述
が
あ
る︵
同
上
︶︒﹃
石
堂
先
生
遺
集
﹄

附
録
の
﹁
石
堂
先
生
伝
﹂
で
は
こ
の
事
実
を
確
認
で
き
な
い

も
の
の
︑
武
夷
に
隠
居
し
た
こ
と
の
あ
る
熊
禾
︵
一
二
五
三

～
一
三
一
二
︶
と
の
交
遊
が
記
さ
れ
る
ほ
か
︑
同
書
巻
十
八

に
は
﹁
石
堂　

五
首
﹂
の
七
言
絶
句
が
あ
り
︑
そ
の
第
四
首

の
小
字
双
行
自
注
に
﹁
石
堂
名
与
予
家
山
偶
同
︑
門
戸
崖
壁

亦
相
類
︒
但
其
中
広
狭
異
爾
﹂︵﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
第
一
三

二
一
冊
︑
五
四
一
頁
︶
と
あ
っ
て
︑
郷
里
の
地
名
と
の
一
致

か
ら
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
︒

 

︵
７ 

︶
由
下
学
而
上
達　
﹃
論
語
﹄
憲
問
・
第
三
十
七
章
の
孔
子
の

言
葉
に
﹁
不
怨
天
︑
不
尤
人
︒
下
学
而
上
達
︒
知
我
者
其
天

乎
﹂
と
あ
る
︒

 

︻
第
九
首
︼

八
曲
風
烟
︵
校
１
︶

勢
欲
開

鼓
楼
巌
︵
１
︶

下
水
縈
洄

　

八
曲
有
鼓
楼
巌
︒

莫
言
此
処
無
佳
景

自
是
遊
人
不
上
来

　
﹁
処
﹂︑
一
本
作
﹁
地
﹂︵
校
２
︶︒
○
誘
学
者
進
一
歩
之
意
︒

　
　

 

此
曲
已
近
於
豁
然
貫
通
︵
２
︶

之
処
︑
而
亦
不
離
於
下
学
︒
其

味
無
窮
︑
其
用
無
尽
︑
非
迂
非
遠
︑
至
易
至
近
︒
人
患
不
用

其
力
而
已
︒
一
日
用
力
︑
無
不
能
至
者
也
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
烟
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
煙
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

２
︶
こ
の
注
︑
朝
鮮
本
で
は
詩
の
﹁
処
﹂
字
の
下
に
双
行
︒

李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︹
訳
︺

八
の
曲
︑
風
に
吹
か
れ
た
靄
は
晴
れ
上
が
り
そ
う
︒

鼓
楼
巌
の
下
に
水
は
渦
を
巻
く
︒

　

八
の
曲
に
は
鼓
楼
巌
が
あ
る
︒

こ
こ
に
は
よ
い
景
色
が
な
い
と
は
言
う
な
よ
︒

も
と
も
と
遊
覧
の
人
が
上
っ
て
こ
な
い
ん
だ
よ
︒

　

 ﹁
処
﹂
は
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
地
﹂
に
作
る
︒
○
学
ぶ
者

た
ち
を
誘
っ
て
一
歩
を
進
め
さ
せ
る
意
味
で
あ
る
︒

　
　

 

こ
の
曲
は
︑
も
う
豁
然
貫
通
に
近
づ
い
て
い
る
地
点
で
あ
る

が
︑や
は
り
下
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
は
離
れ
て
い
な
い
︒

そ
の
味
わ
い
は
窮
ま
り
な
く
︑
そ
の
作
用
は
尽
き
る
こ
と
が

な
い
︒
迂
遠
な
る
も
の
で
は
な
く
︑
き
わ
め
て
平
易
で
身
近

で
あ
る
︒
人
々
に
対
し
て
気
遣
わ
れ
る
の
は
︑
自
分
の
力
を

用
い
よ
う
と
し
な
い
こ
と
だ
け
だ
︒
一
日
で
も
力
を
用
い
れ

ば
︑
至
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
な
ど
い
な
い
の
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

一
八



 
︵
１ 

︶
鼓
楼
巌　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
三
︑
八
曲
・
渓
北
に
記
述
あ

り
︒﹁
鼓
子
二
峰
︑
高
拠
嶺
際
︑
其
前
皆
乱
石
羅
立
︑
乃
本

曲
臨
渓
之
峰
巒
也
︒是
巌
居
七
曲
琅
玕
巌
右
而
涵
翠
巌
之
左
︒

壁
立
桃
花
澗
側
︑
峻
抜
千
仞
︑
巌
溜
飛
灑
如
雨
︑
皆
落
澗
中
︑

又
名
滴
水
巌
﹂︵
八
三
七
頁
︶︒

 

︵
２ 

︶
豁
然
貫
通　

か
ら
り
と
突
き
抜
け
る
︒
朱
熹
﹃
大
学
章
句
﹄

伝
五
章
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
格
物
補
伝
﹂
に
お
い
て
︑
格

物
致
知
の
実
践
を
積
み
重
ね
た
結
果
全
面
的
な
認
識
へ
と
突

破
し
て
い
く
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
言
葉
︒﹁
至
於
用
力
之

久
︑
而
一
旦
豁
然
貫
通
焉
︑
則
衆
物
之
表
裏
精
粗
無
不
到
︑

而
吾
心
之
全
体
大
用
無
不
明
矣
﹂︒

 

︻
第
十
首
︼

九
曲
将
窮
眼
豁
然
︵
１
︶

桑
麻
雨
︵
校
１
︶

露
見
︵
校
２
︶

平
川
︵
２
︶

　
﹁
見
﹂︑
一
本
作
﹁
靄
﹂︵
校
３
︶︒
○
﹁
平
川
﹂︑
地
名
︒

漁
郎
更
覓
桃
源
路
︵
３
︶

除
是
人
間
別
有
天

　

 

此
景
非
人
間
所
多
得
︑
公
曾
以
此
詩
召
謗
︵
４
︶︒
○
蓋
言
人
所

不
知
︑
而
己
所
独
得
之
妙
︒

　
　

 

豁
然
貫
通
︑
無
所
障
礙
︑
日
用
沛
然
︑
万
事
皆
理
︒
雖
優
入

聖
域
︑
而
未
始
非
百
姓
日
用
之
常
︒
夫
豈
離
人
絶
世
而
︵
校
４
︶

有
甚
高
︵
校
５
︶
難
行
之
事
哉
︒
所
謂﹁
道
﹂者
︑不
過
若
是
而
已
︒

若
舎
此
而
求
道
︑
則
皆
異
端
邪
説
︑
誣
民
惑
世
之
論
︑
天
理

之
所
無
︑
聖
賢
君
子
之
所
屏
絶
︑
不
以
留
之
胸
中
者
也
︒

 

︹
校
注
︺

 

︵
校
１
︶﹁
雨
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
両
﹂
に
誤
る
︒

 

︵
校 

２
︶﹁
見
﹂︑
淳
熙
本
で
は
﹁
靄
﹂
に
作
り
︵﹃
朱
子
全
書
﹄

校
勘
記
︶︑
注
に
い
う
﹁
一
本
﹂
に
一
致
す
る
︒

 

︵
校 

３
︶
こ
の
注
︑
朝
鮮
本
で
は
詩
の
﹁
見
﹂
字
の
下
に
双
行
︒

李
楨
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
︒

 

︵
校
４
︶﹁
而
﹂︑
黄
氏
本
は
脱
す
る
︒

 

︵
校
５
︶﹁
高
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
高
遠
﹂
と
す
る
︒

 

︹
訳
︺

九
の
曲
︑
も
う
す
ぐ
終
点
︑
目
の
前
は
か
ら
り
︒

桑
畑
・
麻
畑
が
雨
露
に
濡
れ
て
︑
平
川
が
見
え
た
︒

　

 ﹁
見
﹂
は
︑
あ
る
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
靄
﹂
に
作
る
︒
○
﹁
平
川
﹂

は
地
名
︒

漁
師
は
さ
ら
に
桃
源
へ
の
道
を
探
し
求
め
る
︒

人
の
世
の
外
に
も
う
一
つ
天
が
あ
る
の
だ
︑
と
︒

　
 

こ
の
景
色
は
人
の
世
で
多
く
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
公
は

か
つ
て
︑
こ
の
詩
の
せ
い
で
非
難
を
受
け
た
︒
○
こ
れ
は
︑
人

の
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
︑
自
分
一
人
だ
け
が
会
得
で

き
た
す
ば
ら
し
さ
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
︒

一
九



　
　

 

豁
然
貫
通
し
て
障
碍
と
な
る
も
の
が
な
く
︑
日
常
的
事
物
が

降
り
注
ぐ
雨
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
︑
万
事
が
す
べ
て
理
に

の
っ
と
っ
て
い
る
︒
人
並
み
優
れ
て
聖
人
の
域
に
入
っ
て
は

い
る
が
︑
じ
つ
は
民
衆
の
日
常
生
活
で
な
い
要
素
は
存
在
し

な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
ど
う
し
て
人
や
世
の
中
か
ら
隔
絶
し
た

と
こ
ろ
に
︑
は
な
は
だ
高
遠
で
実
行
し
が
た
い
よ
う
な
事
柄

が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
道
﹂
と
言
わ
れ
る
も
の
は
︑
こ
の
よ

う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
も
し
も
こ
れ
を
捨
て
置

い
て
道
を
求
め
る
な
ら
ば
︑
す
べ
て
異
端
邪
説
で
あ
り
︑
民

に
嘘
を
つ
き
世
を
混
乱
さ
せ
る
議
論
で
あ
っ
て
︑
天
理
に
そ

の
よ
う
な
も
の
は
な
く
︑
聖
賢
君
子
に
よ
っ
て
謝
絶
さ
れ
︑

胸
中
に
留
め
て
も
も
ら
え
な
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
豁
然　

こ
こ
で
の
典
拠
は
明
ら
か
に
︑
陶
淵
明
﹁
桃
花
源

記
﹂
で
漁
師
が
洞
穴
を
抜
け
出
た
と
き
の
描
写
﹁
豁
然
開
朗
﹂

だ
が
︑陳
普
は
第
九
首
で
予
示
さ
れ
た
よ
う
に
朱
子
学
の﹁
豁

然
貫
通
﹂
の
意
味
を
強
く
読
み
込
む
︒

 

︵
２ 

︶
平
川　
﹃
武
夷
山
志
﹄
巻
十
四
の
﹁
九
曲
図
﹂
で
は
斉
雲
峰

の
上
に
こ
の
地
名
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
九
曲
よ
り
も
さ
ら
に

上
流
に
開
け
て
い
る
地
形
が
想
像
さ
れ
る
︒

 

︵
３ 

︶
漁
郎
更
覓
桃
源
路　

陶
淵
明
﹁
桃
花
源
記
﹂
を
踏
ま
え
た

表
現
︒
通
常
は
こ
の
﹁
漁
郎
﹂
を
朱
熹
自
身
の
こ
と
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
が
︑
陳
普
の
解
で
は
︑
こ
の
世
界
以
外
に
別
天

地
を
求
め
よ
う
と
す
る
迷
妄
の
徒
と
な
る
︒

 

︵
４ 

︶
公
曾
以
此
詩
召
謗　

慶
元
二
年
︵
一
一
九
六
︶︑い
わ
ゆ
る

﹁
慶
元
偽
学
の
禁
﹂
に
際
し
て
監
察
御
史
・
沈
継
祖
が
上
奏

し
た
朱
熹
弾
劾
文
に
お
い
て
︑
六
大
罪
の
第
五
に
本
首
結
句

が
引
か
れ
︑
朝
廷
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
し

て
﹁
人
間
豈
容
別
有
天
耶
︒
其
言
何
止
怨
望
而
已
﹂
と
非
難

さ
れ
て
い
る
︵﹃
道
命
録
﹄・﹃
四
朝
聞
見
録
﹄︒
今
︑
束　

一

九
九
二
：
九
六
一
頁
よ
り
再
引
用
︶︒
こ
の
事
実
は
︑
こ
の

句
が
通
常
は
現
世
以
外
の
天
地
を
求
め
る
意
味
に
読
ま
れ
る

こ
と
を
示
す
と
と
も
に
︑
陳
普
が
こ
こ
で
意
図
的
に
︑
嫌
疑

を
招
い
た
読
み
方
を
排
除
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
︒

 

︻
劉
概
跋
︼

　
　
　

 

概
居
遊
武
夷
︑
常
誦
櫂
歌
︑
見
其
辞
意
高
遠
︑
超
絶
塵
俗
︑

而
未
得
其
要
領
︒
近
獲
︵
校
１
︶

承
教
懼
斎
陳
先
生
︑
蒙
出
示

旨
義
︑
有
契
於
心
︑
乃
知
九
曲
寓
意
︑
直
与
﹁
感
興
﹂
二

十
篇
相
為
表
裏
︒
誠
学
者
入
道
之
一
助
︑
不
敢
私
己
︑
敬

刊
以
続
﹃
感
興
詩
解
﹄
之
後
︑
与
同
志
共
之
︒
旹
︵
校
２
︶

大

徳
甲
辰
仲
春
︑
武
夷
劉
概
︵
１
︶

謹
跋
︒

武
夷
櫂
歌
注
終
︵
校
３
︶

二
〇



 
︹
校
注
︺

 
︵
校
１
︶﹁
獲
﹂︑
黄
氏
本
は
﹁
護
﹂
に
誤
る
︒

 

︵
校
２
︶﹁
旹
﹂︑
黄
氏
本
・
排
印
本
は
﹁
時
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 
３
︶
こ
の
六
字
の
尾
題
︑
底
本
で
は
第
七
葉
︑
劉
概
跋
が
表

葉
最
終
行
で
終
わ
っ
た
あ
と
︑
空
格
と
な
っ
た
裏
葉
の
最
終

行
に
記
す
が
︑黄
氏
本
で
は
本
文
第
九
葉
の
末
尾
に
置
か
れ
︑

跋
は
版
心
題
を
改
め
て
丁
付
を﹁
一
﹂と
す
る
︒
ま
た
︑﹁
注
﹂︑

黄
氏
本
は
﹁
註
﹂
に
作
る
︒
朝
鮮
本
は
尾
題
な
く
︑
劉
概
跋

の
次
行
か
ら
さ
ら
に
一
格
下
げ
て
李
楨
跋
が
続
く
︒
排
印
本

も
尾
題
な
し
︒

 

︹
訳
︺

　
　
　

 

私
は
ふ
だ
ん
か
ら
武
夷
に
遊
び
︑
い
つ
も
﹁
櫂
歌
﹂
を
朗

誦
し
て
い
て
︑
そ
の
詩
の
意
味
が
高
遠
で
世
俗
を
超
越
し

て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
︑
ま
だ
そ
の
大
事
な
ポ

イ
ン
ト
が
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒
最
近
︑
懼
斎
・
陳

先
生
の
お
教
え
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
︑
趣
旨
や
意
義

を
お
示
し
下
さ
っ
た
お
か
げ
で
︑
心
に
納
得
で
き
︑
九
曲

に
寄
せ
ら
れ
た
寓
意
が
﹁
感
興
﹂
二
十
篇
と
表
裏
を
な
し

て
い
る
こ
と
が
や
っ
と
わ
か
っ
た
︒
じ
つ
に
学
ぶ
者
が
道

に
入
っ
て
い
く
た
め
の
一
助
で
あ
り
︑
自
分
だ
け
に
と
ど

め
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
で
き
ず
︑謹
ん
で
﹁
感
興
詩
解
﹂

の
後
に
続
け
て
刊
刻
し
︑
同
志
た
ち
と
共
有
す
る
こ
と
と

し
た
︒
時
に
︵
元
の
︶
大
徳
甲
辰
︵
八
年
：
一
三
〇
四
︶

仲
春
︑
武
夷
の
劉
概
︑
謹
ん
で
跋
す
︒

武
夷
櫂
歌
注
終

 

︹
注
︺

 

︵
１
︶
劉
概　

未
詳
︒

 

︻
林
述
斎
に
よ
る
書
後
︼

書
感
興
詩
注
後
︵
校
１
︶

覚
軒
蔡
氏
注
︵
校
２
︶﹃
朱
子
感
興
詩
﹄
一
巻
︑
余
曩
日
獲
活
字
版
古

本
︑乃
知
其
久
伝
於
此
間
矣︵
校
３
︶︒
後
又
獲
高
麗
本
於
友
人
氏︵
校
４
︶︑

校
之
無
甚
異
同
︒
按
永
楽
﹃
性
理
大
全
﹄
編
入
﹁
感
興
詩
﹂︵
１
︶︑

其
注
︵
校
２
︶

互
挙
熊
・
胡
・
劉
・
徐
数
家
︵
２
︶︑
而
蔡
氏
則
僅
一
見

於
第
二
十
首
耳
︒
且
蔡
注
︵
校
２
︶

孤
行
︑
於
諸
書
無
所
見
︒
豈
其
佚

于
彼
者
久
歟
︒
高
麗
本
附
録
朱
子
詩
数
十
首
︑末
又
載
懼
斎
注︵
校
２
︶

﹁
武
夷
櫂
歌
﹂︵
３
︶︒
今
刪
落
其
数
詩
︑
独
存
﹃
櫂
歌
注
︵
校
２
︶﹄︑
亦

以
其
無
別
行
︵
校
５
︶

也
︒
上
章
涒
灘
孟
夏
之
月
中
九
日
︑
天
瀑
識
︒

 
︹
校
注
︺

 
︵
校
１
︶﹁
注
後
﹂
二
字
︑
黄
氏
本
で
は
﹁
註
跋
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校
２
︶﹁
注
﹂︑
黄
氏
本
で
は
﹁
註
﹂
に
作
る
︒

 

︵
校 

３
︶﹁
其
久
伝
於
此
間
矣
﹂︑
黄
氏
本
で
は
﹁
其
伝
於
此
間
久

矣
﹂
に
作
る
︒

二
一



 
︵
校
４
︶﹁
氏
﹂︑
排
印
本
は
﹁
処
﹂
に
作
る
︒

 
︵
校
５
︶﹁
其
無
別
行
﹂四
字
︑黄
氏
本
で
は﹁
取
其
精
華
﹂に
作
る
︒

 

︹
訳
︺

﹃
感
興
詩
注
﹄
の
後
に
書
す

覚
軒
蔡
氏
︵
蔡
模
︶
注
﹃
朱
子
感
興
詩
﹄
一
巻
︒
私
は
以
前
︑
活

字
版
の
古
本
を
手
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
︑
本
書
が
日
本
に
長
ら
く

伝
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
︒
そ
の
後
︑
さ
ら
に
高
麗
本
を
友

人
か
ら
手
に
入
れ
て
︑
校
訂
し
て
み
た
と
こ
ろ
そ
れ
ほ
ど
の
異
同

は
な
か
っ
た
︒
永
楽
年
間
の
﹃
性
理
大
全
﹄
に
編
入
さ
れ
た
﹁
感

興
詩
﹂
を
調
べ
て
み
る
と
︑
そ
の
注
で
は
熊
・
胡
・
劉
・
徐
の
数

家
を
代
わ
る
代
わ
る
挙
げ
て
い
る
が
︑
蔡
氏
は
第
二
十
首
に
一
回

見
え
る
だ
け
で
あ
る
︒
な
お
か
つ
︑
蔡
注
だ
け
が
版
行
さ
れ
て
い

る
の
は
︑
諸
書
に
お
い
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
彼
の
地
で

失
わ
れ
て
久
し
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒
高
麗
本
で
は
朱
子
の
詩

数
十
首
を
附
録
し
て
お
り
︑
末
尾
に
は
さ
ら
に
懼
斎
︵
陳
普
︶
注

﹁
武
夷
櫂
歌
﹂を
載
せ
て
い
る
︒
こ
こ
で
そ
の
数
詩
を
削
除
し
︑﹃
櫂

歌
注
﹄
だ
け
を
残
す
の
も
︑
そ
れ
が
ほ
か
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
︒
庚
申
の
年
︵
寛
政
十
二
年
：
一
八
〇
〇
︶︑
四
月

十
九
日
︑
天
瀑
︵
林
述
斎
︶
記
す
︒

 

︹
注
︺

 

︵
１ 

︶
永
楽
﹃
性
理
大
全
﹄
編
入
﹁
感
興
詩
﹂　
﹃
性
理
大
全
書
﹄

巻
七
十
に
詩
・
古
選マ

マ

と
し
て
﹁
感
興
二
十
首
︑
朱
子
﹂
を
載

せ
る
︒

 

︵
２ 

︶
熊
・
胡
・
劉
・
徐
数
家　

熊
は
熊
剛
大
︑
胡
は
胡
次
焱
︵
号

梅
巌
︶お
よ
び
胡
炳
文︵
号
雲
峰
︶︑劉
は
劉
履
︑徐
は
徐
幾
か
︒

た
だ
し
︑﹃
性
理
大
全
書
﹄
は
当
初
熊
剛
大
の
注
だ
け
を
挙

げ
て
お
り
︑
他
の
諸
家
は
坊
刻
本
で
の
増
補
で
あ
ろ
う
︒

 

︵
３ 

︶
こ
の
記
述
は
︑
朝
鮮
本
の
﹁
増
録
﹂
と
題
さ
れ
た
部
分
に

か
か
わ
る
︒
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
本
に
よ
り
そ
の
篇
目
を
挙

げ
る
と
︑﹁
擬
古
八
首
﹂︵﹃
朱
文
公
文
集
﹄
で
は
巻
一
︒
以

下
巻
数
の
み
表
示
︶︑﹁
奉
同
張
敬
夫
城
南
二
十
詠
﹂︵
巻
三
︶︑

﹁
百
丈
山
六
詠
﹂︵
巻
六
︶︑﹁
雲
谷
二
十
六
詠
﹂︵
巻
六
︶︑﹁
宿

休
庵
贈
陳
道
人
﹂︵
巻
六
︒
文
集
で
は
﹁
宿
休
庵
用
徳
功
壁

間
韻
贈
陳
道
人
﹂と
題
す
︶︑﹁
雲
谷
雑
詩
十
二
首
﹂︵
巻
六
︶︑

﹁
武
夷
精
舎
雑
詠
並
序
﹂︵
巻
九
︒
計
十
二
首
︶︑﹁
洞
天
︵
双

行
注
：
先
生
又
有
武
夷
七
詠
︑
此
其
一
也
︶﹂︵
巻
六
︒
注
に

い
う
と
お
り
﹁
武
夷
七
詠
﹂
の
第
二
首
︶︑﹁
武
夷
櫂
歌
十
首
﹂

と
な
り
︑
総
計
九
十
六
首
を
数
え
る
︒
た
だ
し
︑
癸
丑
の
初

刊
時
に
は
構
成
が
異
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
に
対
し
て
李
滉
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
李
楨
が
全
面
的
に
採
用
し
て
︑
翌
年

に
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
最
初
の

構
成
は
﹁
擬
古
八
首
﹂︑﹁
雲
谷
雑
詩
十
二
首
﹂︑﹁
武
夷
精
舎

雑
詠
十
二
篇
﹂お
よ
び﹁
濯
清
﹂︵﹁
奉
同
張
敬
夫
城
南
二
十
詠
﹂

第
十
四
首
︶
と
﹁
武
夷
櫂
歌
十
首
﹂︑
計
四
十
三
首
で
あ
っ

二
二



た
︵
癸
丑
金
忠
甲
跋
︑
甲
寅
李
楨
跋
︶︒
こ
れ
に
対
し
て
李

滉
が﹁
城
南
二
十
詠
﹂︑﹁
百
丈
山
六
詠
﹂︑﹁
雲
谷
二
十
六
詠
﹂

計
五
十
二
首
の
収
録
を
強
く
勧
め
︑
そ
れ
に
伴
う
修
改
が
最

小
限
に
な
る
よ
う
な
工
夫
を
も
含
め
て
提
案
し
た
の
で
あ
る

︵
い
わ
ゆ
る
﹁
李
滉
跋
﹂︑
増
録
第
十
七
葉
表
～
十
八
葉
表
︒

こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
書
簡
と
し
て
︑﹃
退
渓
先
生
文
集
﹄

巻
二
十
一
﹁
答
李
剛
而
﹂
が
あ
る
︶︒
以
上
に
つ
い
て
は
沈

慶
昊
︵
沈　

一
九
九
四
：
八
～
一
五
頁
︶
が
詳
し
い
︒
そ
う

し
た
経
緯
の
あ
る
箇
所
だ
が
︑
林
述
斎
に
と
っ
て
は
中
国
で

佚
し
て
日
本
に
存
す
る
こ
と
だ
け
が
採
用
の
基
準
で
あ
り
︑

そ
れ
ゆ
え
︑﹃
朱
文
公
文
集
﹄
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
多
く

の
詩
篇
は
顧
慮
す
る
に
値
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

解
説

１　

陳
普
の
略
歴
と
研
究
状
況

　

陳
普
の
伝
記
に
つ
い
て
は
︑
明
代
に
陳
普
の
著
述
を
蒐
集
・
刊

行
し
た
閔
文
振
が﹃
石
堂
先
生
遺
集
﹄に
附
録
し
た﹁
石
堂
先
生
伝
﹂

が
︑
そ
の
後
の
﹃
宋
元
学
案
﹄
等
の
材
料
と
な
っ
て
お
り
︑
陳
普

の﹃
字
義
﹄を
取
り
上
げ
た
拙
稿︵
林
文
孝　

二
〇
一
五
：
以
下﹁
前

稿
﹂
と
称
す
︶
で
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
概
要
を
記
し
た
︒
こ
こ
で

は
︑
若
干
の
情
報
を
付
加
し
つ
つ
略
歴
の
み
紹
介
す
る
︒

　

福
建
・
寧
徳
の
人
︒
郷
里
の
山
に
ち
な
ん
で
石
堂
先
生
と
呼
ば

れ
た
︒
浙
東
会
稽
の
韓
翼
甫
︵
朱
熹
の
高
弟
・
輔
広
の
学
統
︶
に

学
ん
だ
あ
と
︑
宋
の
滅
亡
に
伴
い
隠
居
を
決
意
し
︑
講
学
の
生
活

を
送
っ
た
︒
そ
の
学
問
は
四
書
五
経
を
本
と
し
つ
つ﹁
律
呂
天
文
﹂

等
数
術
的
側
面
に
通
じ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
︒
門
人
と
し
て
は

韓
信
同
等
が
い
る
︒
没
後
︑
そ
の
著
作
は
か
な
り
散
逸
し
た
ら
し

い
が
︑
前
述
の
と
お
り
明
代
半
ば
に
閔
文
振
に
よ
っ
て
蒐
集
編
纂

さ
れ
た
﹃
石
堂
先
生
遺
集
﹄
二
十
二
巻
が
今
に
伝
わ
る
︵
嘉
靖
十

四
年
：
一
五
三
五
︑
序
︶︒
そ
の
中
で
︑
比
較
的
重
視
さ
れ
た
の
は
︑

﹁
渾
天
儀
論
﹂︵﹃
石
堂
先
生
遺
集
﹄
巻
十
︶
等
の
天
文
暦
算
関
係

の
著
作
と
一
連
の
詠
史
詩
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
６

︒

　

陳
普
の
著
作
は
広
く
読
ま
れ
た
と
は
言
い
難
い
が
︑
そ
の
中
で

﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
は
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
︒
す
な
わ
ち
︑
中
国

で
は
閔
文
振
の
言
及
も
な
く
︑
早
く
失
わ
れ
た
ら
し
い
一
方
で
︑

朝
鮮
で
は
肯
定
・
否
定
両
様
の
反
応
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
読
み
継

が
れ
︑
日
本
で
の
﹃
佚
存
叢
書
﹄
へ
の
収
録
を
と
お
し
て
中
国
本

土
に
逆
輸
入
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　

陳
普
の
歴
史
的
影
響
の
程
度
と
比
例
し
て
︑
陳
普
に
つ
い
て
の

研
究
も
き
わ
め
て
少
な
い
︒
思
想
の
概
説
は
﹃
福
建
朱
子
学
﹄
の

一
節
が
あ
る
の
み
︵
高
・
陳　

一
九
八
六
：
一
九
四
～
二
〇
二
頁
︶︒

一
般
向
け
の
伝
記
記
事
と
し
て
は
︑
前
稿
に
挙
げ
た
童
生
︵
童　

二
〇
〇
三
︶
の
ほ
か
︑
林
思
翔
に
︑
陳
普
の
郷
里
へ
の
探
訪
記
を

二
三



兼
ね
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
︵
林
思
翔　

二
〇
一
四
︶︒
彼
が
残
し

た
大
量
の
詠
史
詩
に
つ
い
て
は
︑
張
高
評
に
専
論
︵
張　

二
〇
〇

七
︶
が
あ
る
ほ
か
︑
韋
春
喜
が
宋
代
の
史
論
詩
を
扱
う
複
数
の
論

文
で
分
析
材
料
と
し
て
い
る︵
韋　

二
〇
一
二
ａ
・
二
〇
一
二
ｂ
︶︒

　

陳
普
自
身
に
関
心
を
向
け
る
研
究
が
少
な
い
の
に
対
し
て
︑
朱

熹
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
受
容
史
研
究
に
お
い
て
は
︑
朝
鮮
で
の
論
争

的
状
況
の
形
成
に
陳
普
の
注
が
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
︑

現
存
中
最
も
流
通
し
た
注
釈
書
で
あ
る
と
い
う
事
情
か
ら
︑
よ
り

活
発
に
陳
普
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
現
在
の
多
く
の

研
究
者
が
陳
普
注
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
る
こ
と
は
︑
注
目
に
値
す

る
︒

　

そ
こ
で
︑
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
す

な
わ
ち
︑
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
異
論
を
招
き
が
ち
な
注
釈
ひ
い
て
は

注
釈
態
度
が
︑
受
容
史
の
初
期
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
︑
一
定
部

分
に
は
支
持
さ
れ
︑
朝
鮮
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
と
き
に
増
幅
さ
え

も
さ
れ
な
が
ら
︑
命
脈
を
保
ち
え
た
の
か
︒
私
の
予
想
と
し
て

は
︑
陳
普
の
解
釈
態
度
は
文
学
的
魅
力
に
お
い
て
は
乏
し
い
と
し

て
も
︑
彼
の
読
み
方
を
許
容
す
る
よ
う
な
題
材
と
し
て
︑
武
夷
九

曲
の
川
上
り
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
朱
子
学
と
い
う
哲
学
思
想
が
主
体
に
要
請
す
る

あ
る
種
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
︑
現
実
世
界
の
人
間
活
動
の
中
に

類
比
的
な
も
の
を
見
出
す
と
す
れ
ば
︑
川
上
り
は
非
常
に
適
合
性

が
高
い
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
そ
れ
が
す

ぐ
れ
た
叙
景
表
現
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ

が
同
時
に
朱
子
学
的
修
養
の
詩
的
表
現
と
し
て
受
止
め
ら
れ
る
こ

と
に
も
一
定
の
因
縁
は
あ
ろ
う
︒

　

こ
う
し
た
予
想
の
も
と
に
︑
以
下
︑
陳
普
が
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
か

ら
読
み
取
っ
た
修
養
プ
ロ
セ
ス
を
再
構
成
し
て
そ
の
朱
子
学
的
特

徴
を
確
認
し
︑
次
に
︑
朝
鮮
の
儒
学
者
た
ち
お
よ
び
近
現
代
の
研

究
者
に
よ
る
陳
普
注
へ
の
態
度
を
整
理
す
る
︒
そ
の
中
に
は
︑﹁
武

夷
櫂
歌
﹂
へ
の
哲
学
的
読
解
自
体
は
正
当
だ
と
し
て
独
自
の
読
解

を
展
開
す
る
論
者
も
含
ま
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
最
後
に
︑
よ
り
平

明
な
視
点
か
ら
︑
川
上
り
と
朱
子
学
的
修
養
と
い
う
題
材
ど
う
し

の
構
造
的
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
で
解
説
を
締
め
く
く
り
た
い
︒

２　
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
の
内
容
概
観

 

︻
第
一
首
︼

　

陳
普
は
最
初
か
ら
︑
こ
の
九
曲
を
め
ぐ
る
朱
熹
の
詩
が
単
な
る

山
水
詩
で
は
な
く
﹁
道
へ
と
進
ん
で
い
く
一
本
の
道
程
そ
の
も
の

で
あ
る
﹂
こ
と
を
宣
言
す
る
︒
そ
の
道
程
が
第
二
首
す
な
わ
ち
一

曲
か
ら
始
ま
る
の
に
先
立
ち
︑
第
一
首
が
歌
う
の
は
︑
探
求
の
対

象
と
な
る
べ
き
道
の
存
在
様
態
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
世
界
の
全
体

を
貫
き
︑
上
下
内
外
の
別
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
遍
在
す
る
︒

山
の
上
の
仙
人
も
︑
麓
の
川
の
一
つ
一
つ
の
曲
も
︑
す
べ
て
が
道

二
四



の
表
れ
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
︒

　

だ
と
す
れ
ば
︑
な
ぜ
探
求
の
必
要
が
あ
る
の
か
︒
こ
の
問
い
に

対
し
て
は
︑
道
の
﹁
絶
妙
な
働
き
﹂︑
詩
の
第
三
句
に
い
う
﹁
図

抜
け
た
と
こ
ろ
︵
奇
絶
処
︶﹂︵
叙
景
詩
と
し
て
読
め
ば
﹁
絶
景
﹂

で
あ
る
が
︶
に
つ
い
て
は
︑
別
途
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の

だ
と
答
え
ら
れ
る
︒
言
わ
ば
︑
道
が
遍
在
す
る
こ
の
世
界
に
あ
っ

て
︑
人
は
通
常
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
に
生
き
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
だ
が
︑
道
の
働
き
の
妙
所
︑
い
わ
ば
﹁
理
﹂
に
当
た
る
も
の

を
探
求
し
会
得
し
て
こ
そ
︑
道
の
全
体
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
で
あ
る
︒
先
取
り
し
て
い
え
ば
︑
そ
の
終
着
点
が
第
十

首
注
に
い
う
﹁
豁
然
貫
通
﹂
で
あ
る
︒

 

︻
第
二
首
︼
一
曲

　

峰
の
影
を
見
つ
つ
釣
り
船
に
乗
り
込
む
こ
と
が
︑
目
標
の
認
知

と
探
求
の
開
始
を
比
喩
す
る
と
さ
れ
る
︒
後
半
の
﹁
も
や
﹂
の
描

写
は
︑
気
質
物
欲
に
よ
る
理
の
遮
蔽
︑
異
端
邪
説
に
よ
る
道
統
の

湮
滅
に
た
と
え
ら
れ
︑
こ
れ
ら
の
克
服
が
課
題
と
さ
れ
る
︒

 

︻
第
三
・
四
首
︼
二
曲
・
三
曲

　

こ
の
二
首
を
陳
普
は
一
連
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
︑
第
四

首
注
で
﹃
詩
集
伝
﹄﹁
皇
矣
﹂
注
を
用
い
て
総
括
し
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑
色
欲
を
退
け
︑
栄
辱
得
失
へ
の
顧
慮
を
捨
て
去
っ
て
探

求
に
進
む
べ
き
こ
と
︑
こ
れ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
で
も
色
欲
の

誘
惑
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
︑
二
曲
を
歌
う
第
三
首
で

先
に
そ
の
こ
と
を
言
っ
た
の
だ
と
い
う
︒
朱
熹
の
詩
自
体
︑
玉
女

峰
の
女
性
的
形
姿
を
描
き
つ
つ
︑﹁
道
人
﹂
が
さ
ら
に
前
方
の
山

に
心
を
引
か
れ
る
こ
と
を
歌
う
の
で
は
あ
る
が
︑
陳
普
の
ご
と
く

勇
猛
心
を
以
て
克
服
し
た
と
見
る
か
︑
そ
れ
と
も
︑
も
は
や
性
的

な
興
味
の
な
い
﹁
道
人
﹂
の
立
場
を
諧
謔
的
に
用
い
て
︑
単
独
峰

の
美
し
さ
に
見
と
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
先
の
山
々
に
興
味
が

あ
る
と
歌
っ
て
い
る
の
か
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
分
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ

う
︒
第
四
首
に
至
っ
て
は
︑﹁
架
壑
船
﹂
を
見
て
遥
か
な
時
の
経

過
に
思
い
を
馳
せ
る
詩
想
が
︑
陳
普
の
解
釈
で
は
ほ
と
ん
ど
生
か

さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

 

︻
第
五
首
︼
四
曲

　

色
欲
や
俗
累
を
退
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
進
境
著
し
い
状
態
を
歌

う
︒
陳
普
注
の
典
拠
を
生
か
せ
ば
︑
孔
子
と
い
う
目
標
に
達
す
る

こ
と
を
希
求
し
つ
つ
︑
そ
の
高
さ
︑
及
び
が
た
さ
に
賛
嘆
す
る
顔

淵
の
状
況
で
あ
る
︒
な
お
︑
陳
普
注
で
は
第
四
句
の
解
が
な
い
︒

 

︻
第
六
首
︼
五
曲

　

か
な
り
深
く
道
に
入
っ
て
聖
賢
の
心
が
わ
か
っ
て
き
た
状
態
だ

が
︑
ま
だ
時
に
雲
気
や
煙
雨
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
︑﹁
何
思

何
慮
﹂
と
か
﹁
豁
然
貫
通
﹂
と
い
っ
た
最
終
的
境
地
と
し
て
表
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
古
来
永
劫
の
聖
賢
の
心
の
あ
り
よ
う

に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
﹂に
当
た
る
の
が
第
四
句
な
の
に
︑

雲
気
や
煙
雨
の
描
写
は
前
半
二
句
で
あ
る
か
ら
︑
詩
の
構
造
に
対

二
五



し
て
倒
錯
し
た
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
︒

 
︻
第
七
首
︼
六
曲

　

原
詩
の
穏
や
か
さ
そ
の
も
の
の
内
容
に
対
し
︑
陳
普
注
は
﹃
中

庸
﹄
第
一
章
の
﹁
天
地
位
︑
万
物
育
﹂︑
お
よ
び
そ
の
章
の
朱
注

に
い
う
天
地
万
物
一
体
と
い
っ
た
表
現
を
も
っ
て
応
じ
る
が
︑
こ

れ
は
朱
子
学
上
は
︑
格
物
致
知
の
完
成
で
あ
る
﹁
豁
然
貫
通
﹂
よ

り
も
上
位
の
︑天
地
と
一
体
化
し
た
最
高
の
境
地
で
あ
る
べ
き
で
︑

そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
探
求
途
上
の
表
現
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
は

違
和
感
が
あ
る
︒

 

︻
第
八
首
︼
七
曲

　

原
詩
前
半
二
句
は
︑
移
動
に
伴
う
視
野
の
転
回
が
巧
み
に
表
現

さ
れ
て
い
る
が
︑
陳
普
注
は
こ
れ
を
﹁
下
学
﹂
と
﹁
上
達
﹂
と
の

関
係
性
と
い
う
学
問
方
法
論
に
読
み
替
え
る
︒﹁
上
達
﹂し
て
も﹁
下

学
﹂
か
ら
は
離
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
捉
え
直
し
に
新
味
が
あ

る
が
︑
も
う
一
度
峰
や
巌
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
を
以
て
そ
の
こ

と
の
比
喩
と
見
る
の
は
強
引
で
あ
る
︒
後
半
の
大
き
く
異
な
る
異

文
に
つ
い
て
両
方
の
解
釈
を
付
し
て
い
る
が
︑
ど
ち
ら
で
も
道
の

働
き
の
無
窮
さ
が
鍵
と
な
る
︒
正
文
に
従
え
ば
︑
そ
の
次
々
と
降

り
注
ぐ
し
ぶ
き
の
よ
う
な
働
き
が
喜
ば
し
い
と
さ
れ
︑異
文
で
は
︑

道
本
来
の
充
実
性
︑
そ
の
喜
ば
し
さ
と
無
窮
さ
を
理
解
し
な
い
不

学
者
へ
の
嘆
き
で
あ
る
︒

 

︻
第
九
首
︼
八
曲

　

も
う
す
ぐ
豁
然
貫
通
し
よ
う
と
い
う
状
態
に
達
し
た
︒
や
は
り

﹁
下
学
﹂
か
ら
離
れ
な
い
と
は
︑
こ
の
状
態
に
お
い
て
も
高
遠
に

馳
せ
ず
に
日
常
卑
近
の
事
柄
へ
の
努
力
を
注
ぐ
べ
き
だ
と
言
う
の

だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
朱
熹
の
い
う
﹁
豁
然
貫
通
﹂
は
本
来
︑
格
物

の
累
積
の
上
に
﹁
一
旦
﹂
唐
突
に
訪
れ
る
も
の
な
の
で
︑
こ
こ
で

い
う
﹁
も
う
す
ぐ
豁
然
貫
通
﹂
と
い
う
状
態
が
自
覚
可
能
な
も
の

か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
︒

 

︻
第
十
首
︼
九
曲

　

つ
い
に
豁
然
貫
通
の
境
地
に
達
し
︑探
求
の
道
程
が
完
結
し
た
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
も
陳
普
が
強
調
す
る
の
は
︑
そ
れ
が
何
ら
高
遠

な
領
域
と
か
別
世
界
と
か
で
は
な
く
て
︑
雨
露
に
濡
れ
る
桑
畑
や

麻
畑
の
ご
と
き
日
常
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
か
く
し
て
︑
第
一
首
注
と
世
界
観
と
し
て
は
符
節

を
合
す
る
︒
ま
た
︑朱
子
学
の
想
定
す
る
世
界
観
と
し
て
見
て
も
︑

そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
問
題
は
︑
原
詩
の
解

釈
と
し
て
こ
れ
が
適
切
か
ど
う
か
︑
で
あ
る
︒
注
に
も
指
摘
し
た

と
お
り
︑
後
半
二
句
は
︑
こ
の
九
曲
の
地
点
に
止
ま
ら
ず
さ
ら
に
︑

こ
の
世
な
ら
ぬ
桃
源
境
へ
と
憧
れ
る
心
情
を
描
い
た
も
の
と
し
て

受
容
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
し
︑
現
代
の
研
究
論
文
で
も
多

く
が
そ
う
解
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
陳
普
は
こ
の
方
向
性
を
異
端
邪

説
と
し
て
断
固
排
除
す
る
︒
無
理
筋
で
あ
る
が
ゆ
え
に
力
説
す
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
陳
普
を
是
と
す
る
限

二
六



り
︑
結
句
は
﹁
漁
郎
﹂
の
謬
見
か
︑
も
し
く
は
︑﹁
漁
郎
﹂
を
批

判
す
る
作
者
の
反
語
表
現
︵﹁
人
の
世
の
外
に
さ
ら
に
天
な
ど
あ

ろ
う
か
﹂︶
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
い
ず
れ
も
無
理

で
あ
ろ
う
︒

　

以
上
の
九
曲
の
道
行
き
を
簡
略
化
し
て
整
理
す
れ
ば
︑
目
標
の

存
在
へ
の
気
づ
き
と
探
求
の
開
始
︵
一
曲
︶
↓
色
欲
・
俗
累
の
排

除
︵
二
・
三
曲
︶
↓
進
歩
し
つ
つ
も
不
十
分
な
状
態
︵
四
・
五
曲
︶

↓
万
物
一
体
︵
六
曲
︶
↓
下
学
を
離
れ
ず
上
達
︵
七
・
八
曲
︶
↓

豁
然
貫
通
・
目
標
へ
の
到
達
︵
九
曲
︶︑
と
な
る
︒
こ
れ
を
朱
子

学
的
な
修
養
論
の
各
要
素
︑
す
な
わ
ち
初
学
に
お
け
る
立
志
の
強

調
︑
方
法
論
︵
気
質
変
化
︑
天
理
を
存
し
て
人
欲
を
去
る
︑
下
学

し
て
上
達
す
︶︑
ま
た
現
実
世
界
に
お
け
る
道
の
存
立
構
造
の
理

解
等
と
引
き
比
べ
る
な
ら
ば
︑
見
事
に
符
合
し
て
い
る
︵
さ
せ
ら

れ
て
い
る
︶も
の
と
い
え
よ
う
︒し
か
し
︑探
求
の
中
間
段
階
に﹁
万

物
一
体
﹂
が
訪
れ
る
な
ど
︑
重
大
な
破
綻
も
ま
た
孕
ま
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
︒
陳
普
の
注
が
詩
の
細
部
に
対
し
て
し
ば
し
ば
牽
強

附
会
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
こ
の
場
合
︑
朱
熹
の
原
詩
の

六
曲
の
描
写
︑
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
九
曲
渓
の
実
景
が
︑
否

応
な
い
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
た
た
め
に
︑
逆
に
苦
し
い
解
釈

を
強
い
ら
れ
た
感
が
あ
る
︒

３　
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
の
受
容
状
況

　

中
国
で
陳
普
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
が
早
々
に
忘
れ
ら
れ
た
ら
し
い

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
︒
し
か
し
︑
朱
熹
の
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
自

体
は
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑﹃
武
夷
山
志
﹄
巻

四
に
﹁
櫂
歌
﹂
の
版
心
題
の
も
と
︑
宋
か
ら
清
に
か
け
て
の
和
韻

十
二
名
︑模
倣
作
の
べ
八
名
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑

武
夷
九
曲
の
詩
的
表
現
と
し
て
一
つ
の
規
範
の
位
置
を
獲
得
し
て

い
っ
た
︒

　

陳
慶
元
は
︑
朱
熹
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
研
究
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る

こ
と
の
多
い
重
要
論
文
７

を
著
し
て
い
る
が
︵
陳　

二
〇
〇
一
︶︑

こ
の
よ
う
に
唱
和
詩
が
続
出
し
て
も
な
お
朱
熹
の
作
品
が
冠
絶
し

て
い
る
理
由
を
︑﹁
大
自
然
の
真
美
﹂
を
追
求
し
た
と
い
う
よ
う

な
純
文
学
的
価
値
に
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
の
論
者

が
陳
普
を
評
価
す
る
な
ら
ば
︑﹁
陳
普
も
ま
た
理
学
者
だ
が
︑
理

学
者
・
朱
文
公
の
詩
作
に
は
興
趣
湧
き
出
す
ま
ま
に
道
や
理
の
説

明
な
ど
し
な
い
時
も
あ
る
こ
と
が
︑
彼
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
﹂︵
陳　

一
九
九
五
：
五
九
頁
︶
と
い
っ
た
言
い
方

に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑台
湾
の
王
甦
も
ま
た
︑

陳
普
注
に
対
し
て
は
そ
の
穿
鑿
附
会
ぶ
り
を
容
赦
な
く
非
難
し
て

い
る
︵
王
甦　

一
九
八
一
：
二
五
一
頁
等
︶︒

　

こ
れ
に
対
し
て
︑
朝
鮮
で
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
か
︒
私
自
身

は
韓
国
・
朝
鮮
語
を
よ
く
解
さ
な
い
た
め
に
先
行
研
究
の
把
握
が

で
き
て
お
ら
ず
︑
関
連
史
料
を
独
自
に
分
析
す
る
に
も
至
っ
て
い

二
七



な
い
が
︑
こ
こ
で
は
金
銀
珍
に
よ
る
中
国
語
論
文
︵
金　

二
〇
一

二
ａ
・
二
〇
一
二
ｂ
︶
に
依
拠
し
つ
つ
︑
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
事

実
や
論
点
を
再
構
成
し
て
示
す
︒
金
に
よ
れ
ば
︑
朝
鮮
で
の
﹁
武

夷
櫂
歌
﹂
解
釈
は
︑
基
本
的
に
﹁
哲
理
詩
﹂
と
し
て
の
解
釈
に
終

始
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
方
向
に
異
を
唱
え
て
山
水
詩
と
し
て
の

読
解
を
主
張
し
た
の
が
︑﹁
海
東
朱
子
﹂
と
も
称
さ
れ
る
大
儒
・

李
滉
︵
一
五
〇
一
～
七
〇
︑
号
・
退
渓
︶
と
︑
そ
の
友
人
・
奇
大

升︵
一
五
二
七
～
七
二
︶で
あ
り
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂︵
と
く
に
第
二
首
︶

の
措
辞
を
軽
薄
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
た
の
が
李
瀷
︵
一
六
八
一

～
一
七
六
三
︶
で
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
儒
学
者
た
ち
の

読
解
に
お
い
て
は
︑
陳
普
の
注
︵
と
き
に
そ
れ
は
劉
概
の
も
の
と

誤
認
さ
れ
つ
つ
︶
と
の
関
連
が
つ
ね
に
問
題
と
な
っ
た
︒
ま
ず
︑

金
麟
厚
︵
一
五
一
〇
～
六
〇
︶︑趙
翼
︵
一
五
七
九
～
一
六
五
五
︶︑

宋
時
烈
︵
一
六
〇
七
～
八
九
︶
と
い
っ
た
人
々
が
持
し
て
い
た
の

は
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
を
︑
陳
普
に
の
っ
と
っ
て
︑
と
き
に
陳
普
以

上
に
徹
底
的
に
︑
朱
子
学
的
学
問
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
読
解
し
よ
う

と
す
る
態
度
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
趙
翼
や
宋
時
烈
の
強
硬
と

も
見
え
る
主
張
は
︑
彼
ら
と
は
異
な
る
態
度
を
取
っ
た
大
学
者
の

存
在
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
李
滉

で
あ
り
︑
ま
た
奇
大
升
で
あ
っ
た
︒
李
滉
は
︑
最
初
は
陳
普
の
注

を
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
た
が
︑
し
だ
い
に
疑
問
を
覚
え
る
よ
う

に
な
り
︑
友
人
・
奇
大
升
と
の
討
論
を
通
じ
て
独
自
の
解
釈
に
到

達
し
て
い
く
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
に
は
道
に
進
み
ゆ
く

順
序
と
い
っ
た
意
味
は
な
く
︑
陳
普
の
注
は
穿
鑿
附
会
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
李
滉
か
ら
教
示
を
求
め
ら
れ
た
奇
大
升
は
︑
陳
普
注
の

欲
望
否
定
的
主
張
を
問
題
視
し
︑
王
維
の
詩
に
似
た
悠
然
自
得
の

情
趣
を
こ
そ
読
み
取
る
べ
き
だ
と
考
え
た
︒
著
者
で
あ
る
金
銀
珍

は
明
ら
か
に
︑
李
滉
・
奇
大
升
の
解
釈
態
度
に
共
鳴
し
て
い
る
︒

　

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
中
国
と
朝
鮮
と
の
違
い
に
つ
い
て
︑

二
点
を
補
足
的
に
述
べ
た
い
︒
一
つ
は
︑朝
鮮
で
の
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂

受
容
が
︑
当
初
か
ら
陳
普
注
と
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
︒
し
か
も
そ
れ
が
︑﹃
佚
存
叢
書
﹄
本
が
底
本
に

し
た
﹁
高
麗
本
﹂
す
な
わ
ち
﹃
感
興
詩
﹄
清
州
牧
刊
本
︵
こ
の
本

に
は
李
滉
も
か
か
わ
っ
て
い
る
︶
に
お
け
る
よ
う
に
︑
朱
子
自
身

の
哲
学
詩
で
あ
る
﹁
感
興
詩
﹂
と
も
セ
ッ
ト
で
受
容
さ
れ
た
と
す

れ
ば
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
は
哲
学
詩
だ
と
す
る
見
方
が
ま
ず
強
固
な

先
入
見
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
８

︒
た
と
え
ば
︑
九

曲
の
実
景
を
追
体
験
し
な
が
ら
朱
熹
の
詩
の
本
文
に
対
し
て
唱
和

を
試
み
る
中
国
の
文
人
た
ち
と
朝
鮮
の
士
人
た
ち
と
で
は
︑
読
解

の
枠
組
み
自
体
が
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

も
う
一
つ
は
︑
陳
普
注
の
示
す
朱
子
学
的
読
解
の
方
向
性
が
︑

中
国
で
も
孤
立
例
で
は
な
く
︑
少
な
く
と
も
元
代
に
は
類
例
を
見

出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︹
元
︺
熊
大
年
が
編
ん
だ
﹃
養
蒙

大
訓
﹄９
の
場
合
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂を﹁
訓
蒙
﹂の
詩
の
一
つ
と
し
て
︑

二
八



す
な
わ
ち
︑
儒
教
教
義
を
子
ど
も
に
教
え
る
初
歩
的
教
材
と
し
て

活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
同
書
は
先
儒
の
韻
文
教
材
を
一
句
の

字
数
に
よ
り
分
類
し
て
お
り
︑﹁
七
言
﹂
の
部
に
︑
朱
熹
作
と
さ

れ
る
﹁
訓
蒙
絶
句
﹂︵
九
十
八
首
︶
を
収
録
し
た
あ
と
に
さ
ら
に

朱
熹
の
詩
作
が﹁
観
書
有
感︵
二
首
︶﹂︑﹁
武
夷
櫂
歌︵
十
首
︶﹂︑﹁
感

興
詩
﹂
と
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
ち
ら
は
注
が
な
い
た
め
に
ど
の

よ
う
な
教
訓
的
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
る
か
が
必
ず
し
も
明
確
で

な
い
が
︑﹁
目
録
﹂
に
お
い
て
︑﹁
訓
蒙
絶
句
﹂
の
篇
名
を
並
べ
た

あ
と
︑
次
の
よ
う
に
記
す
︒

　
　

 　

継
以
観
書
有
感
・
武
夷
櫂
歌
等
篇
︑
尤
備
六
義
中
之
賦
・

比
・
興
︑
非
古
今
詞
人
所
能
摹
仿
︒
今
同
編
次
訓
之
︑
使
読

者
因
詩
而
知
学
︑
由
学
以
入
道
也
︒

　
　

 　

そ
の
あ
と
に
﹁
観
書
有
感
﹂︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
等
の
詩
篇
を

置
く
︒
こ
れ
ら
は
と
り
わ
け
︑︵﹃
詩
経
﹄
の
︶﹁
六
義
﹂
の

う
ち
の
﹁
賦
﹂・﹁
比
﹂・﹁
興
﹂
と
い
っ
た
表
現
技
法
を
備
え

て
い
て
︑
古
今
の
詩
人
が
真
似
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
今

こ
れ
ら
も
い
っ
し
ょ
に
編
集
排
列
し
て
訓
導
し
て
や
り
︑
読

む
人
に
︑
詩
を
と
お
し
て
学
を
知
り
︑
学
を
と
お
し
て
道
に

進
ん
で
い
く
よ
う
に
さ
せ
る
︒︵︹
元
︺
熊
大
年
編
﹃
養
蒙
大

訓
﹄
目
録
三
葉
表
：﹃
芋
園
叢
書
﹄
第
一
二
〇
冊
︶

こ
こ
か
ら
確
か
に
言
え
る
の
は
︑熊
大
年
も
ま
た﹁
武
夷
櫂
歌
﹂に
︑

学
を
知
り
︑
道
に
進
む
た
め
の
入
り
口
と
な
る
よ
う
な
役
割
を
期

待
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
現
代
の
文
学
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
陳
普
注
の
解
釈
態

度
が
受
け
入
れ
が
た
い
の
は
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ

が
︑ま
さ
に
︑そ
の
現
代
的
で
文
学
的
な︵
あ
る
い
は﹁
審
美
的
な
﹂︶

読
解
態
度
を
こ
そ
疑
問
視
し
︑
む
し
ろ
陳
普
注
の
方
向
性
を
擁
護

し
つ
つ
独
自
の
解
釈
を
提
起
す
る
論
者
が
存
在
す
る
︒
王
利
民
で

あ
る
︵
王
利
民　

一
九
九
九
︶︒
そ
の
論
旨
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

　

王
利
民
は
︑
李
滉
の
事
例
や
前
出
の
王
甦
に
よ
る
論
評
な
ど
を

取
り
上
げ
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
解
釈
史
に
お
い
て
審
美
的
視
角
が

徐
々
に
哲
理
的
視
角
を
押
し
の
け
て
き
た
一
般
的
趨
勢
を
指
摘
し

た
あ
と
︑
現
代
の
読
者
と
陳
普
と
︑
ど
ち
ら
が
朱
熹
の
意
図
に
近

い
の
か
︑
と
問
い
返
す
︒
朱
熹
が
そ
の
作
品
の
伝
達
受
容
を
期
待

し
た
読
者
層
と
︑
朱
熹
高
弟
の
学
統
に
連
な
る
陳
普
と
は
︑
共
通

の
類
型
に
属
す
る
と
言
え
る
の
だ
か
ら
︑
一
概
に
陳
普
注
を
否
定

し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
︵
王
利
民　

一
九
九
九
：
一
五
一
頁
︶︒

し
か
し
な
が
ら
︑
陳
普
の
解
釈
態
度
も
ま
た
一
面
的
な
と
こ
ろ
が

あ
り
︵
と
は
い
え
︑
そ
の
一
面
的
な
深
さ
か
ら
来
る
啓
発
に
陳
普

注
の
学
術
価
値
が
あ
る
と
も
言
う
の
だ
が
︶︑
過
剰
解
釈
の
欠
陥

を
免
れ
な
い
と
し
て
︑﹁
こ
の
連
作
詩
の
表
面
の
具
象
的
テ
キ
ス

ト
と
深
層
の
抽
象
的
テ
キ
ス
ト
と
を
組
み
合
わ
せ
て
解
読
を
進
め

る
こ
と
こ
そ
が
︑
合
理
的
で
適
度
な
解
釈
な
の
で
あ
る
﹂
と
い
う

︵
一
五
二
頁
︶︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
二
重
テ
キ
ス
ト
を
も
つ
詩
歌

二
九



の
創
作
と
交
流
が
︑
朱
熹
と
そ
の
周
辺
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
お

り
︑
ま
た
そ
れ
は
︑﹃
詩
経
﹄・﹃
楚
辞
﹄
以
来
の
物
に
託
し
て
事

を
言
い
表
す
詩
学
伝
統
に
根
差
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
指
摘
す

る
︵
一
五
八
～
六
〇
頁
︶︒

　

陳
普
は
ど
こ
で
過
剰
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
︒
王
利

民
が
指
摘
す
る
の
は
︑
一
曲
で
の
出
発
を
歌
う
第
二
首
︑
五
曲
を

歌
う
第
六
首
︑七
曲
・
第
八
首
で
の
﹁
下
学
・
上
達
﹂
の
読
み
込
み
︑

そ
し
て
と
り
わ
け
︑
終
点
九
曲
を
歌
う
第
十
首
で
あ
る
︒
い
ず
れ

も
︑
具
象
的
テ
キ
ス
ト
の
文
面
か
ら
乖
離
し
て
抽
象
的
理
路
が
先

行
し
た
弊
害
で
あ
る
︒
第
六
首
に
つ
い
て
の
指
摘
な
ど
は
︑
私
が

内
容
概
観
で
表
明
し
た
違
和
感
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ

こ
で
は
︑
陳
普
の
独
特
さ
が
際
立
つ
第
十
首
に
つ
い
て
︑
王
利
民

の
解
釈
を
見
よ
う
︒

　
　

 　

彼
︵
＝
陳
普
︶
の
考
え
は
︑
表
層
テ
キ
ス
ト
中
の
﹁
さ
ら

に
～
探
し
求
め
る
﹂
の
意
味
と
一
致
し
え
な
い
︒
朱
熹
が
尋

ね
求
め
た
い
の
は
﹁
図
抜
け
た
﹂
峰
々
で
あ
り
︑
か
ら
り
と

開
け
た
平
川
で
は
な
い
︒
我
々
の
考
え
で
は
︑
こ
の
詩
の
抽

象
テ
キ
ス
ト
が
繰
り
広
げ
て
い
る
の
は
︑
波
動
状
に
尋
ね
て

は
ま
た
求
め
る
求
道
の
歴
程
で
あ
っ
て
︑
こ
の
歴
程
は
波
の

ピ
ー
ク
で
終
わ
っ
て
は
お
ら
ず
︑
谷
底
で
休
ん
で
い
る
状
態

で
あ
る
︒
求
道
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
者
は
︑
最
終
的
に

は
も
う
一
度
新
た
な
探
求
の
道
の
り
の
出
発
点
に
立
つ
の
で

あ
る
︒︵
一
五
七
～
八
頁
︒︵　

︶
内
林
︶

私
の
見
る
限
り
︑
王
利
民
の
い
わ
ゆ
る
二
重
テ
キ
ス
ト
読
解
も
︑

具
象
テ
キ
ス
ト
と
の
整
合
性
を
保
つ
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
︑
最
初
か
ら
抽
象
テ
キ
ス
ト
の
存
在
を
前
提
と
し
︑
か
つ
そ

の
内
容
の
正
当
性
を
保
証
す
る
も
の
が
最
終
的
に
は
彼
の
読
解
の

説
得
力
以
外
に
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
︒
す
な
わ

ち
︑
こ
こ
に
見
え
る
朱
熹
の
考
え
は
︑
依
然
と
し
て
解
釈
者
自
身

の
主
観
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

陳
普
と
王
利
民
に
共
通
し
て
確
認
で
き
る
の
は
︑
具
象
テ
キ
ス

ト
と
し
て
は
山
水
遊
覧
の
詩
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
を

あ
く
ま
で
も
哲
学
詩
と
し
て
読
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
︑
陥
ら

ざ
る
を
え
な
い
陥
穽
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

４　

な
ぜ
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
に
朱
子
学
的
読
解
が
試
み
ら
れ
る
の
か

　

最
後
に
︑
陳
普
が
提
起
し
︑
朝
鮮
の
儒
者
た
ち
が
継
承
し
︑
現

代
で
も
そ
の
態
度
を
継
承
す
る
論
者
が
い
る
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
朱

子
学
的
読
解
と
い
う
も
の
が
︑
な
ぜ
試
み
ら
れ
て
き
た
の
か
と
問

う
て
み
た
い
︒
私
自
身
は
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
山
水
詩
と
し
て
の
側

面
を
重
視
す
る
読
解
態
度
に
妥
当
性
を
感
じ
て
お
り
︑
朱
熹
自
身

の
意
図
を
確
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
も
考
え
て

い
る
︒
し
か
し
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
題
材
で
あ
る
﹁
川
上
り
﹂
と

い
う
も
の
は
︑
た
し
か
に
朱
子
学
の
理
論
が
期
待
す
る
修
養
実
践

三
〇



の
あ
り
方
に
類
似
し
て
い
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
類
似
性

こ
そ
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
を
哲
学
詩
と
し
て
読
も
う
と
す
る
試
み
に

一
定
の
正
当
性
の
裏
打
ち
を
与
え
て
き
た
要
素
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
︒

　

こ
の
類
似
性
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
述
べ
て
お
く
︒
ま
ず
︑

川
と
い
う
一
本
の
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
進
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
こ
と
が
︑
陳
普
が
い
う
﹁
道
へ
と
進
ん
で
い
く
一
本
の
道
程
﹂

の
比
喩
と
し
て
成
り
立
ち
や
す
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
︒
人
間
の

行
動
の
類
型
と
し
て
の
川
上
り
は
︑
敵
軍
と
戦
う
と
か
︑
食
事
を

楽
し
む
と
か
︑
高
所
か
ら
一
望
に
俯
瞰
す
る
と
か
︑
山
林
の
中
で

道
に
迷
っ
て
右
往
左
往
す
る
と
か
︑
そ
う
し
た
営
為
と
は
全
く
違

う
し
︑
朱
子
学
の
修
養
プ
ロ
セ
ス
は
︑
手
ご
わ
い
論
敵
と
の
対
話

に
お
い
て
諸
前
提
の
吟
味
に
至
る
と
か
︑
懐
疑
を
徹
底
し
た
末
に

決
断
的
に
選
び
取
る
と
か
︑
瞑
想
の
中
で
全
世
界
を
観
想
す
る
と

か
︑
そ
う
し
た
理
論
や
実
践
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
︒

　

ま
た
︑
朱
熹
ら
の
遊
覧
方
法
が
遡
上
で
あ
っ
た
の
は
重
要
で
あ

る
︒
現
在
で
は
武
夷
九
曲
で
も
川
下
り
に
よ
っ
て
遊
覧
が
行
わ
れ

て
い
る
由
だ
が
︑川
を
上
る
の
は
水
の
流
れ
に
逆
ら
う
が
ゆ
え
に
︑

時
間
と
努
力
を
要
す
る
と
い
う
点
で
朱
子
学
的
修
養
に
接
近
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
加
わ
る
だ
ろ
う
︒
低
き
に
就
く
水
に
乗
っ
て
の
川
下

り
は
︑
難
所
を
乗
り
越
え
る
困
難
は
あ
ろ
う
が
︑
や
が
て
江
海
に

ま
で
達
し
て
低
さ
の
極
に
行
き
着
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
︑
ど
こ
と

な
く
老
子
の
道
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒

　

そ
し
て
︑
九
曲
と
い
う
終
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒
朱
子

学
の
修
養
は
︑
事
実
と
し
て
は
ほ
ぼ
達
成
不
可
能
と
は
い
え
︑
建

前
上
は﹁
聖
人
に
な
る
﹂こ
と
を
も
っ
て
終
極
の
目
標
と
す
る
︒﹁
豁

然
貫
通
﹂
と
い
う
語
を
陳
普
の
よ
う
に
最
終
的
境
地
と
し
て
称
揚

し
て
よ
い
か
は
留
保
が
必
要
だ
が
︑
と
も
か
く
︑
あ
る
終
点
ま
で

到
達
可
能
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
こ
に
理
想
的
な
世
界
︵
陳
普
に
よ

れ
ば
そ
れ
は
日
常
世
界
そ
の
も
の
︶
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
︑

朱
子
学
的
修
養
過
程
に
類
比
的
で
あ
る
︒
王
利
民
の
ご
と
く
さ
ら

に
探
求
の
道
の
り
が
必
要
と
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
人
は
い
つ
ま
で
も

聖
人
に
な
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　
﹁
川
上
り
﹂
と
い
う
事
柄
に
備
わ
る
以
上
の
よ
う
な
要
素
を
︑

朱
子
学
的
修
養
の
比
喩
と
し
て
読
解
可
能
と
見
た
陳
普
の
発
想

は
︑
牽
強
附
会
で
は
あ
る
に
し
て
も
︑
一
定
の
理
由
は
あ
る
も
の

と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

５　

最
後
に

　

私
は
当
初
︑
マ
イ
ナ
ー
思
想
家
と
し
て
の
陳
普
へ
の
興
味
︑
そ

し
て
︑
詩
を
哲
学
的
に
読
む
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
う
興
味

か
ら
本
稿
の
準
備
に
取
り
か
か
り
︑
簡
単
な
作
業
だ
ろ
う
と
高
を

括
っ
て
い
た
︒
朝
鮮
儒
学
で
の
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
受
容
な
ど
の
問
題

の
広
が
り
に
気
づ
い
た
の
が
あ
ま
り
に
も
遅
く
︑
こ
れ
ら
の
資
料

三
一



の
検
討
は
完
全
に
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ

の
際
に
は
︑﹁
感
興
詩
﹂
と
い
う
よ
り
手
強
い
題
材
を
も
避
け
て

通
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
今
は
と
り
あ
え
ず
︑
豁
然
と
は

し
て
い
な
い
も
の
の
九
曲
に
た
ど
り
着
い
た
気
分
で
あ
る
︒

注１　

日
本
語
で
の
近
年
の
研
究
論
文
と
し
て
李
梁
に
よ
る
も
の
が
あ
る
が
︑

そ
こ
で
の
﹁﹁
九
曲
櫂
歌
﹂
は
︑
理
屈
っ
ぽ
さ
︑
議
論
好
き
と
い
う
宋
詩

の
特
徴
が
全
く
み
え
ず
︑
自
然
の
絶
景
に
よ
る
純
真
な
情
趣
が
平
易
か
つ

精
錬
さ
れ
た
詩
句
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
再
現
さ
れ
て
い
る
﹂︵
李　

二
〇

一
二
：
七
九
頁
︶
と
い
う
評
言
は
︑
現
代
的
観
点
を
代
表
す
る
も
の
と
い

え
る
︒

２　

林
述
斎
の
学
問
と
﹃
佚
存
叢
書
﹄
編
纂
事
業
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
章
則

の
論
文
を
参
照
︵
高
橋　

一
九
八
九
︶︒

３　

当
該
刊
本
の
詳
細
な
紹
介
は
沈
慶
昊
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
︵
沈　

一
九

九
四
：
八
～
一
八
︑
二
七
～
三
三
頁
︶︒
た
だ
し
︑
沈
は
林
述
斎
が
清
州

牧
刊
本
を
活
字
本
と
錯
覚
し
た
と
推
測
す
る
が
︵
同
：
一
七
頁
︶︑
跋
文

の
内
容
か
ら
見
て
︑
そ
の
指
摘
は
当
た
る
ま
い
︒
ま
た
︑
日
本
現
存
の
当

該
刊
本
︵
公
益
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
蔵　

甲
一
三
二

－

四
二
三
︶

に
つ
い
て
は
藤
本
幸
夫
が
著
録
し
て
い
る
︵
藤
本　

二
〇
〇
六
：
一
〇
二

三
～
四
頁
︶︒
私
自
身
も
調
査
し
た
結
果
︑
藤
本
の
記
述
が
ほ
ぼ
精
確
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
︒
補
正
す
べ
き
点
は
適
宜
指
摘
す
る
︒

４　

こ
う
し
た
注
の
区
別
が
︑
後
述
の
黄
氏
重
刻
本
で
は
消
さ
れ
て
お
り
︑

す
べ
て
低
一
格
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
後
述
の
朝
鮮
本
で
は
︑﹁
一
本

作
～
﹂
と
い
う
形
式
の
校
注
は
当
該
字
の
直
下
に
双
行
注
と
し
て
挿
入
︑

語
句
に
対
す
る
注
︑
結
句
の
後
で
一
首
を
総
括
す
る
注
は
︑
当
該
句
の
直

下
に
や
は
り
双
行
注
︒
後
注
に
つ
い
て
は
︑
改
行
し
て
低
一
格
で
︑
本
文

と
同
等
の
字
で
刻
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑﹁
一
本
作
～
﹂
と
い
う
形

の
六
箇
所
が
刊
行
者
・
李
楨
に
よ
る
校
注
で
あ
る
こ
と
が
︑
次
注
に
引
く

乙
卯
︵
一
五
五
五
︶
李
楨
跋
に
よ
り
知
ら
れ
る
︒

５　

前
注
に
指
摘
し
た
朝
鮮
本
の
李
楨
跋
は
︑
劉
概
跋
の
次
の
行
か
ら
始
ま

り
︑
も
っ
ぱ
ら
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
に
か
か
わ
っ
て
い
て
︑
朝
鮮
本
テ
キ
ス

ト
の
来
歴
が
わ
か
る
︒
す
な
わ
ち
︑
癸
丑
︵
一
五
五
三
年
︶
当
初
に
写
本

に
基
づ
き
附
録
し
た
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
に
誤
り
が
多
か
っ
た
た
め
に
︑
善

本
の
写
本
を
得
て
改
板
し
た
の
だ
と
い
う
︒
も
と
も
と
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂

を
含
む
﹁
増
録
﹂
と
称
さ
れ
る
部
分
が
翌
年
の
甲
寅
に
修
改
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
諸
跋
か
ら
明
ら
か
だ
が
︑﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
の
部
分
が
さ
ら
に
改
板

さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
れ
ら
諸
跋
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
沈
慶

昊
が
丁
寧
に
指
摘
し
て
い
る
が
︵
沈　

一
九
九
四
︶︑
本
稿
で
は
松
浦
史

料
博
物
館
蔵
本
に
よ
り
そ
の
内
容
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
藤
本

の
指
摘
す
る
版
式
の
混
在
︵
藤
本　

二
〇
〇
六
：
一
〇
二
三
頁
︶
に
は
︑

こ
う
し
た
改
板
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒た
と
え
ば
︑﹃
感
興
詩
﹄

は
基
本
的
に
四
周
双
辺
な
の
に
︑﹁
増
録
﹂
第
十
一
～
十
五
葉
は
単
辺
で

三
二



あ
り
︑
框
廓
の
大
き
さ
も
明
ら
か
に
ば
ら
つ
い
て
い
る
︒
李
楨
の
乙
卯
跋

を
掲
げ
て
お
く
︒﹁
頃
得
棹
歌
註
解
写
本
︑
間
有
誤
字
乙
字
落
字
︑
未
得

善
本
︑
不
能
参
較
︑
依
様
入
板
︑
毎
以
未
得
見
全
本
為
恨
︒
今
年
春
︑
盧

子
膺
得
申
霊
川
手
書
善
本
伝
摹
寄
恵
︒
受
而
読
之
︑
較
諸
前
本
︑
誤
字
三

十
四
︑
落
字
七
十
︑
衍
字
二
十
︑
乙
字
単
六
︑
総
合
一
百
三
十
字
︑
刪
改

補
入
︑
更
定
鋟
板
︒
其
与
他
本
異
者
又
六
字
︑
並
註
其
下
曰
︑
一
本
作
某

字
︒
留
竢
博
学
君
子
更
考
改
正
云
︒
乙
卯
仲
春
初
吉
︑
亀
巌
李
楨
謹
識
﹂︒

﹃
佚
存
叢
書
﹄
本
で
も
︑﹁
一
本
作
～
﹂
の
形
は
︑
陳
普
注
に
対
す
る
一
箇

所
以
外
す
べ
て
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
林
述
斎
の
底
本
が
乙
卯
修
本
で
あ
る

こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
な
お
︑
李
楨
跋
の
﹁
博
学
君
子
更
考
改
正
﹂
と
い

う
文
言
は
︑
最
初
の
癸
丑
刊
本
に
対
す
る
李
滉
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
甲

寅
年
に
修
正
し
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
再
修
時
に
も
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
︒

６　

元
末
明
初
の
張
九
韶
︵
一
三
一
四
～
九
六
︶
に
よ
る
﹃
理
学
類
編
﹄
巻

二
﹁
天
文
上
﹂
に
︑﹁
懼
斎
陳
氏
﹂
の
引
用
が
二
条
見
出
せ
る
︵
三
三
︑

三
五
頁
︶︒﹁
渾
天
儀
論
﹂
の
一
部
で
あ
る
︒

７　C
N

K
I

で
﹁
武
夷
棹マ
マ

歌
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
ヒ
ッ
ト
し
た
十
篇
の

論
文
中
︑
陳
論
文
は
被
引
用
回
数
七
︑
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
回
数
百
五
十
六
回

で
い
ず
れ
も
首
位
で
あ
っ
た
︒そ
れ
ぞ
れ
の
二
位
は
別
々
の
論
文
で
あ
り
︑

被
引
用
三
︑
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
百
十
一
で
あ
る
︵
二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十

九
日
調
べ
︶︒

９　

李
滉
の
場
合
を
例
に
取
れ
ば
︑
彼
が
陳
普
の
﹃
武
夷
櫂
歌
註
﹄
に
触
れ

た
の
は
清
州
牧
初
刊
本
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
︒﹁
感
興
詩
蔡
註
︑曾
所
未
覩
︒

棹
歌
註
解
︑
近
方
聞
有
之
︑
渇
欲
得
見
︒
今
合
為
一
冊
︑
忽
墮
塵
几
︒
如

見
古
人
接
緖
言
於
千
載
之
上
︒
感
幸
尤
深
﹂︵﹃
退
渓
先
生
文
集
﹄
巻
二
十

一
︑﹁
答
李
剛
而
﹂：
韓
国
古
典
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
引
用
︶︒
そ
れ

以
前
に
は
主
に
写
本
で
の
流
伝
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
︑
朝

鮮
の
儒
学
者
た
ち
が
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
を
受
容
す
る
上
で
︑
同
刊
本
の
意
義

は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
李
滉
が
や
が
て
独
自
の
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
理
解

に
到
達
す
る
の
は
︑
一
五
五
九
年
に
始
ま
る
奇
大
升
と
の
四
端
七
情
論
争

に
お
け
る
付
随
的
話
題
と
し
て
で
あ
る
︒

９　

目
録
の
後
の
識
語
中
に
﹁
至
元
丁
丑
︵
三
年
：
一
三
三
七
︶﹂
春
に
編

集
作
業
し
た
旨
の
記
述
が
あ
り
︑
お
そ
ら
く
そ
の
年
に
成
る
︒
白
井
順
論

文
が
︑
こ
の
書
物
で
の
﹃
朱
子
訓
蒙
絶
句
﹄
の
扱
い
と
合
わ
せ
て
︑﹃
養

蒙
大
訓
﹄
の
概
要
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︵
白

井　

二
〇
〇
六
：
八
二
頁
お
よ
び
注
一
三
︑一
四
︶︒
白
井
が
拠
る
の
は﹃
碧

琳
琅
館
叢
書
﹄
本
で
あ
り
︑
私
が
見
た
の
は
よ
り
遅
い
版
で
あ
る
﹃
芋
園

叢
書
﹄
本
で
あ
る
︒

参
考
文
献

※
一
次
史
料
︵
四
部
分
類
順
︶

︹
宋
︺
朱
熹
撰
﹃
詩
集
伝
﹄　

朱
傑
人
・
厳
佐
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劉
永
翔
主
編
﹃
朱

子
全
書
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
︑
二
〇
〇

三
三



二
年
︶
第
一
冊

︹
清
︺
董
天
工
纂
﹃
武
夷
山
志
﹄　
﹃
中
国
道
観
志
叢
刊
﹄︵
南
京
・

江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
第
三
三
～
三
五
冊

︹
宋
︺
謝
良
佐
撰
︹
宋
︺
朱
熹
刪
定
﹃
上
蔡
語
録
﹄　

朱
傑
人
・
厳

佐
之
・
劉
永
翔
主
編
﹃
朱
子
全
書
外
編
﹄︵
上
海
・
華
東
師
範

大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
第
三
冊

︹
明
︺
張
九
韶
﹃
理
学
類
編
﹄　

江
西
高
校
古
籍
整
理
領
導
小
組
整

理
﹃
豫
章
叢
書　

子
部
一
﹄︵
南
昌
・
江
西
教
育
出
版
社
︑
二

〇
〇
二
年
︶

︹
元
︺
熊
大
年
編
﹃
養
蒙
大
訓
﹄　
︹
民
国
︺
黄
肇
沂
編
﹃
芋
園
叢
書
﹄

子
部
︵
第
一
二
〇
冊
︶：
東
洋
文
庫
蔵
︵V-5 -C

-80

︶

︹
宋
︺
程
顥
・
程
頤
著
︵
王
孝
魚
点
校
︶﹃
二
程
集
﹄︵
北
京
・
中

華
書
局
︑
一
九
八
一
年
︶

︹
唐
︺
柳
宗
元
撰
﹃
柳
宗
元
集
﹄︵
北
京
・
中
華
書
局
︑一
九
七
九
年
︶

︹
宋
︺
朱
熹
撰
﹃
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
﹄　

朱
傑
人
・
厳
佐
之
・

劉
永
翔
主
編
﹃
朱
子
全
書
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育

出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︶
第
二
〇
～
二
五
冊

︹
宋
︺朱
熹
撰﹃
文
公
朱
先
生
感
興
詩
﹄一
巻
附
増
録
一
巻　

朝
鮮
・

明
宗
八
年︵
一
五
五
三
︶忠
清
道
清
州
牧
刊
本︵
明
宗
十
年
跋
︶：

公
益
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
蔵
︵
甲
一
三
二

－

四
二
三
︶ 

韓
国
・
奎
章
閣
に
は
同
版
の
二
本
を
所
蔵
す
る
と
い
う
︒

︹
宋
︺
朱
熹
撰
︹
宋
︺
蔡
模
注
︹
宋
︺
陳
普
注
武
夷
櫂
歌
﹃
文
公

朱
先
生
感
興
詩
一
巻　

武
夷
櫂
歌
一
巻
﹄　

寛
政
十
二
年
跋﹃
佚

存
叢
書
﹄
第
二
帙
第
一
三
冊
：
国
立
公
文
書
館
蔵
︵
三
七
〇

－

〇
〇
二
五
︶

︹
宋
︺
朱
熹
撰
︹
宋
︺
陳
普
注
﹃
武
夷
櫂
歌
﹄　
﹃
百
部
叢
書
集
成
﹄

八
〇
・﹃
佚
存
叢
書
﹄︵
拠
光
緒
八
年
上
海
黄
氏
重
刻
本
影
印
︶

︹
宋
︺陳
普
注﹃
朱
文
公
武
夷
櫂
歌
﹄　
﹃
叢
書
集
成
初
編︵
補
印
本
︶

　

孝
詩
及
其
他
二
種
﹄︵
商
務
印
書
館　

一
九
五
九
年
補
印
︶

︹
宋
︺
陳
普
撰
﹃
石
堂
先
生
遺
集
﹄　
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
第
一
三

二
一
冊
︵
拠
明
万
暦
三
年
薛
孔
洵
刻
本
影
印
︶

︹
宋
︺
胡
仔
纂
集
﹃
岧
渓
漁
隠
叢
話
﹄︵
北
京
・
人
民
文
学
出
版
社
︑

一
九
九
三
年
第
二
版
︶

※
研
究
文
献
︵
中
国
語
︑
著
者
名
ピ
ン
イ
ン
順
︶

卞
東
波
︵
二
〇
一
一
︶﹁
朱
子
︽
斎
居
感
興
二
十
首
︾
在
東
亜
社

会
的
流
伝
与
影
響
﹂︑﹃
域
外
漢
籍
研
究
輯
刊
﹄
七
︑
三
六
五
～

四
一
五
頁

陳
慶
元
︵
一
九
九
五
︶﹁
宋
代
閩
中
理
学
家
詩
文
︱
︱
従
楊
時
到

林
希
逸
﹂︑﹃
福
建
師
範
大
学
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学
版
︶﹄
一

九
九
五
年
二
期
︑
五
六
～
六
三
頁

　
　
　

 

︵
二
〇
〇
一
︶﹁
平
林
欸
乃
声
猶
在
│
│
朱
熹︽
武
夷
棹
歌
︾

的
文
化
意
蘊
﹂︑﹃
中
国
典
籍
与
文
化
﹄
三
九
︑
一
〇
一
～
八
頁

高
令
印
・
陳
其
芳
︵
一
九
八
六
︶﹃
福
建
朱
子
学
﹄︑
福
州
・
福
建

人
民
出
版
社

三
四



金
銀
珍
︵
二
〇
一
二
ａ
︶﹁
多
元
解
読　

再
釈
経
典
│
│
朝
鮮
朝

士
林
解
読
︽
武
夷
棹
歌
︾﹂︑﹃
武
夷
学
院
学
報
﹄
三
一
巻
一
期
︑

一
～
四
頁

　
　
　

 
︵
二
〇
一
二
ｂ
︶﹁＂
海
東
朱
子
＂
論
︽
九
曲
棹
歌
︾﹂︑﹃
常

州
工
学
院
学
報
︵
社
科
版
︶﹄
三
〇
巻
二
期
︑
二
七
～
九
頁

林
思
翔
︵
二
〇
一
四
︶﹁
先
生
之
賢
非
一
方
之
賢
也
│
│
閩
東
最

著
名
理
学
家
陳
普
﹂︑﹃
炎
黄
縦
横
﹄
二
〇
一
四
年
七
期
︑
三
八

～
四
〇
頁

束
景
南
︵
一
九
九
二
︶﹃
朱
子
大
伝
﹄︑
福
建
教
育
出
版
社

童
生
︵
二
〇
〇
三
︶﹁
大
儒
石
堂
先
生
﹂︑﹃
福
建
郷
土
﹄
二
〇
〇

三
年
三
期
︑
四
三
頁

王
利
民︵
一
九
九
九
︶﹁
従︽
武
夷
棹
歌
︾論
朱
熹
詩
歌
双
重
文
本
﹂︑

﹃
東
方
叢
刊
﹄
一
九
九
九
年
四
期
︑
一
五
〇
～
六
二
頁

王
甦
︵
一
九
八
一
︶﹁
朱
子
的
武
夷
櫂
歌
│
│
兼
及
対
陳
註
的
商

榷
﹂︑中
国
古
典
文
学
研
究
会
主
編﹃
古
典
文
学
﹄第
三
集
︑台
北
・

台
湾
学
生
書
局
︑
二
二
九
～
五
七
頁

韋
春
喜
︵
二
〇
一
二
ａ
︶﹁
宋
代
史
学
精
神
与
史
論
詩
﹂︑﹃
山
東

大
学
学
報　

哲
学
社
会
科
学
版
﹄
二
〇
一
二
年
三
期
︑
八
六
～

九
六
頁

　
　
　

 

︵
二
〇
一
二
ｂ
︶﹁
南
宋
理
学
史
学
観
与
史
論
詩
﹂︑﹃
文

史
哲
﹄
二
〇
一
二
年
六
期
︑
九
五
～
一
〇
六
頁

武
夷
山
朱
熹
研
究
中
心
編
︵
一
九
九
〇
︶﹃
武
夷
勝
境
理
学
遺
迹

考
﹄︑
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
上
海
分
店

張
高
評
︵
二
〇
〇
七
︶﹁
印
刷
伝
媒
与
宋
代
詠
史
詩
之
新
変
│
│

以
遺
民
陳
普
詠
史
詩
為
例
﹂︑﹃
文
与
哲
﹄
一
一
期
︑
三
一
三
～

五
六
頁

※
研
究
文
献
︵
日
本
語
︑
著
者
名
五
十
音
順
︶

白
井
順
︵
二
〇
〇
六
︶﹁﹃
朱
子
訓
蒙
絶
句
﹄
は
如
何
に
読
ま
れ
た

か
│
│
朱
子
学
の
普
及
と
伝
播
の
一
側
面
│
│
﹂︑﹃
日
本
中
国

学
会
報
﹄
五
八
︑
八
〇
～
九
三
頁

高
橋
章
則︵
一
九
八
九
︶﹁
近
世
後
期
の
歴
史
学
と
林
述
斎
﹂︑﹃
日

本
思
想
史
研
究
﹄︵
東
北
大
学
︶
二
一
︑
一
～
一
八
頁

林
文
孝
︵
二
〇
一
五
︶﹁
陳
普
﹃
字
義
﹄
の
資
料
的
性
格
│
│
儒

教
に
お
け
る
哲
学
辞
典
的
著
作
の
一
例
と
し
て
│
│
﹂︑﹃
言
語
・

文
化
・
社
会
﹄︵
学
習
院
大
学
︶
一
三
︑
近
刊
予
定

藤
本
幸
夫
︵
二
〇
〇
六
︶﹃
日
本
現
存
朝
鮮
本
研
究　

集
部
﹄︑
京

都
大
学
学
術
出
版
会

李
梁
︵
二
〇
一
二
︶﹁
叙
景
詩
と
詩
跡
│
│
朱
熹
の
武
夷
山
を
詠

む
詩
を
手
掛
か
り
に
し
て
│
│
﹂︑﹃
人
文
社
会
論
叢　

人
文
科

学
編
﹄︵
弘
前
大
学
︶
二
七
︑
六
五
～
八
二
頁

※
研
究
文
献
︵
韓
国
語
︶

沈
慶
昊
︵
一
九
九
四
︶﹁
朱
子
﹃
斎
居
感
興
詩
﹄
와
﹃
武
夷
櫂
歌
﹄

의 

조
선
판
본
﹂︑﹃
季
刊
書
誌
学
報
﹄
一
四
︑
一
～
三
六
頁

三
五



 
︹
付
記
︺
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
４
５
２
０
０
４
４
︵
研
究

代
表
者
：
恩
田
裕
正
︶
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

公
益
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
を
初
め
︑
本
稿
で
使
用
し
た
資

料
を
調
査
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
各
所
蔵
機
関
に
深
謝
す
る
︒

 

︹
校
正
時
補
記
︺
日
本
語
の
研
究
文
献
を
一
点
補
足
す
る
︒

高
畑
常
信
︵
二
〇
一
二
︶﹁
朱
子
学
と
福
建
省
武
夷
山
﹂︑﹃
徳
島

文
理
大
学
研
究
紀
要
﹄
八
三
︑
二
七
～
六
二
頁
：
現
地
調
査
を

生
か
し
た
﹁
武
夷
櫂
歌
﹂
訳
注
と
多
く
の
写
真
を
含
む
︒

三
六


