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第
一
〇
三
回
　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
六
日
）

「
華
化
」
と
「
漢
化
」
―
北
魏
孝
文
帝
の
改
革
か
ら

堀　

内　

淳　

一

堀
内
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
今
回
は
東
洋
文
化
研
究
所
の
植
田
さ
ん
か
ら
依
頼
を
受
け
ま
し
て
、
こ
ち
ら
で
講
演
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
分
こ
う
い
う
時
世
で
す
の
で
、
な
か
な
か
皆
さ
ん
に
直
接
お
会
い
し
て
お
話
し
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
オ
ン
ラ
イ
ン
の
形
式
で
の
講
演
と
い
う
こ
と
を
御
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
、
御
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
と
お
り
、
私
も
七
年
前
ま
で
東
洋
文
化
研
究
所
の
助
教
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
東
洋
文
化
講
座
の

講
演
会
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
側
で
や
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
う
や
っ
て
自
分
が
話
す
と
い
う
の
は
何
と
な
く
違
和
感
が
あ
る
と
い

う
か
、
落
ち
着
か
な
い
感
じ
が
し
ま
す
、
思
い
起
こ
す
と
助
教
に
な
る
と
き
の
面
接
試
験
の
と
き
に
面
接
官
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
が
今
の
東
文
研
の
所
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
高
柳
先
生
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
非
常
に
背
筋
が
寒
く
な
る
、
落
ち
着
か
な
い

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

本
日
は
「『
華
化
』
と
『
漢
化
』
―
北
魏
孝
文
帝
の
改
革
か
ら
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
漢



東洋文化研究 23 号　　226

化
政
策
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
北
魏
第
六
代
の
孝
文
帝
（
在
位
：
四
七
一
～
四
九
九
）
は
い
ろ
い
ろ
な
改
革
を
行

い
ま
し
た
。
北
魏
と
い
う
王
朝
に
つ
い
て
ざ
っ
く
り
と
整
理
し
て
お
き
ま
す
と
、
三
八
六
～
五
三
四
年
、
日
本
で
言
う
と
古
墳
時
代

ぐ
ら
い
に
中
国
の
北
半
分
を
支
配
し
て
い
た
王
朝
で
す
。
鮮
卑
族
拓
跋
部
と
い
う
い
わ
ゆ
る
北
方
の
遊
牧
民
族
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
王
朝
で
あ
っ
て
、
大
体
五
世
紀
の
頭
ぐ
ら
い
に
華
北
、
中
国
の
北
半
分
を
統
一
し
て
い
ま
す
。

こ
の
鮮
卑
族
は
モ
ン
ゴ
ル
高
原
東
部
に
も
と
も
と
住
ん
で
い
た
半
遊
牧
半
狩
猟
採
集
を
し
て
い
た
民
族
で
あ
ろ
う
と
、
今
で
は
言

わ
れ
て
い
ま
す
。「
三
国
志
」
や
そ
の
後
の
時
代
の
中
国
本
土
の
混
乱
に
際
し
て
徐
々
に
南
下
し
て
き
て
、
最
終
的
に
は
中
国
北
半

分
及
び
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
一
部
を
支
配
す
る
広
い
王
国
を
創
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
改
革
の
話
が
今
日

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
漢
化
政
策
」
と
一
般
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
、
ざ
っ
く
り
と
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

も
と
も
と
遊
牧
民
族
の
風
習
を
多
く
残
し
て
い
た
北
魏
と
い
う
王
朝
は
、
や
が
て
漢
民
族
の
文
化
と
接
す
る
に
つ
れ
て
、
徐
々
に
内

面
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
六
代
皇
帝
の
孝
文
帝
は
そ
れ
ら
の
変
化
を
制
度
面
及
び
社
会
面
に
反
映
さ
せ
、
様
々
な

政
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
連
の
政
策
を
、
か
つ
て
「
漢
化
政
策
」
と
名
前
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
官
僚
制
の
改
革
で
す
ね
。
も
と
も
と
鮮
卑
族
の
部
族
社
会
の
性
質
を
色
濃
く
残
し
て
い
た
よ
う
な
官
を
縮
小
し
た
り
、

廃
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
増
え
過
ぎ
た
爵
位
を
整
理
し
た
り
、
宗
廟
制
度
、
つ
ま
り
祖
先
祭
祀
の
制
度
を
改
革
し
て
、
非
常
に
多
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
王
室
関
係
者
を
あ
る
程
度
減
ら
す
な
ど
の
コ
ン
パ
ク
ト
化
、
あ
る
い
は
中
央
と
そ
れ
以
外
と
い
う
も
の
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
的
あ
る
い
は
思
想
的
な
面
と
し
て
は
中
原
王
朝
で
あ
る
北
魏
と
し
て
の
正

当
性
の
確
立
を
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
等
を
通
じ
て
目
指
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

孝
文
帝
の
政
策
の
中
で
最
も
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
洛
陽
へ
の
遷
都
で
す
。
こ
の
地
図
は
端
っ
こ
が
少
し
切
れ
て
い
て
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分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ま
で
は
か
な
り
北
の
ほ
う
に

あ
る
平
城
と
い
う
場
所
に
都
が
あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
こ
に
町
が
あ
り

ま
す
が
、
太
線
で
囲
ん
で
い
る
場
所
で
す
。
こ
の
地
図
の
上
下
に
あ
る
太

い
線
が
五
〇
〇
年
前
後
の
北
魏
の
国
境
で
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
平
城

の
町
は
こ
う
や
っ
て
見
る
と
真
ん
中
辺
り
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
よ
り
北

側
は
高
原
地
帯
、
遊
牧
民
が
い
る
場
所
、
南
側
は
い
わ
ゆ
る
中
原
地
帯
、

黄
河
流
域
に
近
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
で
す
。

農
業
す
る
人
と
遊
牧
す
る
人
を
共
に
治
め
る
た
め
の
都
市
と
し
て
平
城

と
い
う
場
所
に
都
が
あ
り
ま
し
た
が
、
孝
文
帝
の
と
き
に
歴
代
中
国
王
朝

の
都
で
も
あ
っ
た
洛
陽
に
都
を
移
し
て
い
ま
す
。
こ
の
地
図
を
見
て
い
た

だ
く
と
分
か
る
よ
う
に
二
重
丸
が
洛
陽
で
す
か
ら
、
非
常
に
南
の
端
に

寄
っ
た
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
と
も
と
北
方
民
族
で
あ
っ
た
鮮
卑
族
の
言
語
、
風
習
を
変

え
よ
う
と
も
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
氏
族
分
定
と
呼
ば
れ
る
国
家
に
よ
る

胡
族
・
漢
族
の
家
柄
を
定
義
し
て
、
胡
族
と
漢
族
の
通
婚
を
奨
励
し
ま
し

た
。
あ
る
い
は
鮮
卑
族
固
有
の
言
葉
や
固
有
の
服
装
を
禁
止
し
て
、
漢
族

風
の
物
に
す
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
を
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
国
家
祭
祀

も
胡
族
有
来
の
国
家
儀
礼
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
り
し
て

地図 1　譚其驤『中国歴史地図集　第四冊』，19-20 頁
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い
ま
す
。

今
の
全
体
と
し
て
の
説
明
は
非
常
に
ざ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
す
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
行
っ
た
か
と
い
う

話
で
は
な
く
、
今
言
っ
た
よ
う
な
様
々
な
政
策
が
、
後
の
時
代
に
何
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
と
い
う
も
の
を
議
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
こ
れ
は
山
川
出
版
社
の
世
界
史
の
教
科
書
で
す
が
、「
北
魏
の
孝
文
帝
は
均
田
制
や
三
長
制
を
し
い
て
農
耕
民
社
会
の
安

定
に
つ
と
め
、
ま
た
平
城
（
現
在
の
大
同
）
か
ら
洛
陽
に
都
を
移
し
、
鮮
卑
の
服
装
や
言
語
を
禁
止
す
る
な
ど
積
極
的
な
漢
化
政
策

を
打
ち
出
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
政
策
を
一
般
的
に
は
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
に
お
い
て
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
例
は
あ
ま
り
あ
り

ま
せ
ん
。

例
え
ば
現
在
の
研
究
書
で
は
「
い
わ
ゆ
る
漢
化
政
策
」
と
か
鍵
括
弧
付
き
の
「
漢
化
政
策
」
な
ど
、
保
留
付
き
の
形
で
使
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
「
孝
文
帝
の
改
革
」、「
孝
文
帝
に
よ
る
諸
政
策
」
な
ど
、「
漢
化
政
策
」
と
い
う
名
前
は
使
わ
な
い
形
で
論

文
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
な
改
革
の
目
的
が
、
少
な
く
と
も
漢
族
へ
同
化
す
る
こ
と
、
漢
化
す
る
こ
と
が
目
的
と

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
の
が
、
現
在
で
は
研
究
の
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。

何
か
具
体
例
が
出
せ
る
と
い
い
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
窪
添
慶
文
『
北
魏
史
』（
東
方
書
店
、
二
〇
二
〇
）
で
は
、
漢
化
政
策
の

と
こ
ろ
を
（
カ
ギ
括
弧
つ
き
の
）「
漢
化
」
あ
る
い
は
「
漢
化
政
策
と
い
う
用
語
」
と
い
う
形
で
文
章
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
細
か

い
話
は
東
方
選
書
か
ら
出
て
い
ま
す
の
で
お
読
み
く
だ
さ
い
。
実
際
に
既
に
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
よ
う
な
形
で
「
漢
化
政
策
」
を

そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

今
日
の
話
題
の
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
で
す
が
、
現
在
、
教
科
書
な
ど
で
は
孝
文
帝
の
諸
政
策
を
「
漢
化
政
策
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
中
国
の
古
代
史
研
究
で
は
一
般
的
に
こ
れ
自
体
を
「
漢
化
」
だ
と
認
め
る
よ
う
な
見
解
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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さ
ら
に
言
う
と
、
何
ら
か
の
史
料
に
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
史
料
上
、「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉

は
ど
こ
か
ら
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
教
科
書
で
は
一
般
的
に
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
形
で
そ
の
ま
ま
何

の
保
留
も
つ
け
ず
に
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

な
ぜ
史
料
用
語
で
も
な
く
、
適
切
な
用
語
と
し
て
も
多
分
違
う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
教
科
書

で
も
使
わ
れ
る
ほ
ど
一
般
化
し
て
い
る
の
か
。
我
々
の
研
究
と
一
般
的
な
理
解
の
間
で
な
ぜ
断
絶
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
今
日

は
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
一
体
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま

ず
探
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
今
日
の
主
な
お
話
の
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。

同
時
代
的
な
評
価

最
初
に
、
孝
文
帝
が
改
革
を
行
っ
た
時
代
の
同
時
代
的
な
評
価
と
い
う
も
の
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
『
魏
書
』

の
中
で
は
、

高
祖
（
孝
文
帝
）
心
に
方
に
革
變
せ
ん
と
し
、
深
く
其
の
對
を
善
し
と
す
。
笑
ひ
て
曰
く
「
任
城
に
非
ず
ん
ば
以
て
變
化
の

體
を
識
る
無
し
。
朕
方
に
朝
制
を
創
改
し
、
當
に
任
城
と
萬
世
の
功
を
共
に
す
べ
き
の
み
」
と
。（『
魏
書
』
巻
十
九
中 

任

城
王
元
澄
伝
）

と
い
う
書
き
方
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
孝
文
帝
が
や
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
漢
化
政
策
」
と
呼
ば
れ
る
政
策
の
こ
と
を
指
し
て
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い
ま
す
。
た
だ
、
見
て
の
と
お
り
「
革
変
」、「
創
改
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
漢
化
」
と
い
う
語
は
ど
こ
に
も
あ
り

ま
せ
ん
。

も
う
一
例
見
て
み
ま
し
ょ
う
。『
魏
書
』
巻
十
六
に
は
、

時
に
革
變
の
始
、百
度
惟
新
し
、（
元
）鑒
上
は
高
祖
の
旨
に
遵
ひ
、下
は
齊
の
舊
風
を
釆
り
、軌
制
粲
然
と
し
、皆
規
矩
に
合
す
。 

高
祖
其
の
上
る
所
を
覽
、
嗟
美
す
る
者
之
を
久
し
く
し
、
顧
み
て
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
「
諸
州
刺
史
皆
な
能
く
此
く
の
如
く

ん
ば
、
變
風
易
俗
、
更
に
何
の
難
き
こ
と
有
ら
ん
」
と
。（『
魏
書
』
巻
十
六 

元
鍳
伝
）（
傍
線
は
演
者
に
よ
る
）

と
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
は
孝
文
帝
は
自
分
の
政
策
の
こ
と
を
「
変
風
易
俗
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
孝
文
帝
の
政
策
に
つ
い
て
同
時
代
の
史
料
は
特
に
決
ま
っ
た
言
い
方
、
固
定
的
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
ろ
い

ろ
な
言
い
方
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
今
、
確
認
し
た
わ
け
で
す
。

で
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
か
、
幾
つ
か
用
例
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
二
つ
挙
げ
た
史
料
の
よ

う
に
、
例
え
ば
「
変
革
」、「
革
変
」
の
よ
う
な
語
を
使
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
一
つ
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ほ

か
の
用
例
で
も
「
旧
風
を
革
変
す
る
を
」
と
か
「
朕
革
変
」
な
ど
「
革
変
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
孝
文
帝
の
い
ろ
い
ろ
な
政
策

を
「
革
変
」
と
い
う
言
い
方
で
表
し
て
い
る
例
が
一
番
多
く
見
ら
れ
ま
す
。「
旧
風
」
と
セ
ッ
ト
で
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う

の
が
こ
こ
の
事
例
で
し
ょ
う
か
。

「
革
変
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
と
い
う
の
が
一
つ
目
の
お
話
で
す
。
で
は
ほ
か
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
出
て

き
ま
し
た
「
創
改
」
で
す
。
少
し
後
の
時
代
で
す
け
れ
ど
も
、『
魏
書
』
巻
十
九
上 
元
匡
伝
に
は
、「
高
祖
權
量
を
創
改
し
已
に
定
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ま
る
に
」
と
い
う
文
章
が
出
て
き
ま
す
。
何
か
創
っ
て
改
め
た
と
い
う
文
章
で
す
。
あ
る
い
は
当
時
の
墓
誌
―
―
死
ん
だ
人
の
た
め

に
作
ら
れ
た
文
章
―
―
を
見
る
と
、「
時
に
高
祖
孝
文
皇
帝
將
に
制
を
改
め
物
を
創
り
」（「
崔
敬
邕
墓
誌
」）
と
い
っ
た
用
例
が
同
時

代
史
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
創
る
」
と
「
改
め
る
」
二
文
字
を
使
う
の
が
、
ど
う
も
孝
文
帝
の
政
策
に
対
す
る
当
時

の
評
価
と
い
う
か
、
呼
び
な
ら
わ
し
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。

あ
と
は
先
ほ
ど
も
あ
り
ま
し
た「
風
俗
」と
い
う
言
い
方
で
す
。「
風
」と
い
う
言
葉
に
は
、当
然
風
が
吹
く
の「
風
」も
あ
り
ま
す
が
、

生
活
習
慣
と
い
う
も
の
を
示
す
と
き
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
今
で
も
「
風
俗
」
と
い
う
言
い
方
は
し
ま
す
ね
。『
魏
書
』
巻
十
四
に
は

元
丕
雅
に
本
風
を
愛
し
、
新
式
に
達
せ
ず
、
俗
を
変
へ
洛
に
遷
り
、
官
を
改
め
服
を
制
し
、
旧
言
を
禁
絶
す
る
に
至
り
て
は
、

皆
願
は
ざ
る
所
な
り
。（『
魏
書
』
巻
十
四
元
丕
伝
）

と
い
う
文
章
が
あ
っ
て
、こ
の
「
洛
に
遷
り
」
以
下
の
部
分
は
い
わ
ゆ
る
孝
文
帝
が
や
っ
た
様
々
な
政
策
を
指
し
て
い
ま
す
。「
新
式
」

「
俗
を
変
へ
る
」
が
、
孝
文
帝
の
政
策
に
対
す
る
全
体
的
な
言
い
回
し
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
だ
け
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
か
に
も
幾
つ
か
例
が
あ
り
ま
し
て
、「
変
風
易
俗
」
あ
る
い
は
「
移
風
易
俗
」
と
い
っ
た

よ
う
な
「
風
」
を
変
え
る
・
移
す
。
そ
し
て
「
俗
」
を
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
本
来
、
儒
教
の

経
典
の
一
つ
で
あ
る
『
孝
経
』
に
出
典
を
持
つ
言
葉
で
す
。

も
う
一
つ
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、「
惟
新
」、「
百
度
唯
新
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
出
て
き
ま
す
。『
魏
書
』
巻
三
十
三
に
は
、

高
祖
鄴
宮
に
在
り
、
之
が
為
に
舉
哀
す
。
時
に
百
度
唯
新
、
青
州
佐
吏
為
さ
ざ
る
所
を
疑
ふ
。（『
魏
書
』
巻
三
十
三 

公
孫
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邃
伝
／
『
北
史
』
巻
二
十
七
も
同
文
）

と
あ
り
、「
時
に
百
度
唯
新
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
見
た
「
百
度
惟
新
し
」
と
か
、
巻
一
百
九
楽
志
な
ど
で
も
「
王

度
惟
新
す
」
と
あ
り
、
孝
文
帝
の
改
革
に
つ
い
て
「
唯
新
」「
維
新
」「
惟
新
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
魏
書
』
公
孫
邃
伝
の
記
事
で
は
「
唯
新
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
ゆ
い
し
ん
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
と

思
い
ま
す
が
、「
唯
」
と
「
維
」
は
同
じ
意
味
で
通
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
「
維
新
」
と
い
う
言
葉
は
『
詩
経
』
大
雅
・
文

王
の
「
周
旧
邦
と
雖
も
、
其
れ
命
維
れ
新
た
な
り
」
と
い
う
文
章
か
ら
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
儒
教
の
経
典
の
中
で
も
維
新
と
惟
新
は

通
用
さ
れ
て
い
ま
す
し
、『
魏
書
』の
中
を
見
ま
す
と
、「
唯
」と「
惟
」は
普
通
に
通
用
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
維
新
」「
唯
新
」「
惟

新
」
の
三
つ
の
用
語
は
「
魏
書
」
の
中
で
は
恐
ら
く
通
用
さ
れ
て
い
る
と
見
て
問
題
な
く
、
全
部
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
も
『
詩
経
』
の
文
言
を
利
用
し
た
言
い
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

こ
こ
ま
で
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
孝
文
帝
の
や
っ
た
政
策
が
「
漢
化
」
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
儒
教
経
典
に
典
故
を
持
つ
言
葉
で
、
そ
の
改
革
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
も
っ
と
も
よ
く
分
か
る
例
と
し
て
、
孝

文
帝
が
朝
臣
を
引
見
し
て
詔
し
た
言
葉
の
中
に
、「
卿
等
魏
朝
を
し
て
美
を
殷
・
周
に
斉
し
く
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
や
」（『
魏
書
』

巻
二
十
一
上　

咸
陽
王
禧
伝
）
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
北
魏
の
王
朝
を
殷
と
周
の
よ
う
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
の
が

孝
文
帝
の
主
張
の
一
つ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
話
で
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
彼
の
政
策
が
あ
る
の
だ

と
い
う
理
解
が
、
当
時
の
人
々
の
中
の
孝
文
帝
の
諸
政
策
に
対
す
る
理
解
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

周
代
の
政
治
を
理
想
と
す
る
考
え
方
自
体
は
、
別
に
孝
文
帝
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
後
の
時
代
、
例
え
ば
西
魏
、
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北
周
な
ど
で
は
『
周
礼
』
に
基
づ
く
官
制
と
い
う
も
の
を
大
々
的
に
採
用
し
て
い
ま
す
し
、
こ
の
時
代
の
特
に
北
朝
で
の
理
想
の
政

治
は
殷
と
周
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
現
在
の
研
究
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
孝
文
帝
が
い
ろ
い
ろ
な
制
度
を

変
え
て
い
っ
た
の
も
、
漢
族
風
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
儒
教
で
す
ば
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
殷
や
周
の
制
度
に
国
家
の

制
度
を
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
が
、
当
時
の
評
価
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
史
料
を
見
る
限
り
で
は
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
孝
文
帝
が
実
際
に
政
策
を
行
っ
て
い
た
同
時
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
胡
語
の
禁
止
や
洛
陽
へ
の
遷
都
な
ど
は
、
胡
族
・

非
漢
族
と
漢
族
と
の
問
題
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
読
め
ま
す
。

で
は
孝
文
帝
の
こ
の
政
策
を
「
漢
化
」
で
あ
る
と
言
い
出
し
た
の
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も

同
時
代
の
史
料
に
は
な
い
物
を
一
体
だ
れ
が
こ
れ
を
漢
化
で
あ
る
と
認
識
し
始
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

時
代
が
も
う
少
し
下
っ
て
く
る
と
一
体
何
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
唐
代
後
半
期
の
政
治
家

で
あ
る
皇
甫
湜
と
い
う
人
物
が
こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。

魏
氏 

其
の
暴
強
を
恣
に
し
、
此
の
中
夏
を
虐
げ
、
斬
伐
の
地
、
雞
犬 
餘
な
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…
孝
文
に
至
り
、
始
め

て
夏
を
用
ひ
て
夷
を
變
じ
、
姓
を
易
へ
法
を
更
む
る
も
、
將
に
及
ぶ
無
か
ら
ん
と
す
。
且
つ
授
受
す
る
に
所
無
く
、
之
れ
を
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何
と
謂
は
ん
や
。（
皇
晋
湜
「
東
晋
元
魏
正
閏
論
」（『
皇
甫
持
正
集
』
巻
二
）

「
孝
文
に
至
り
、
始
め
て
夏
を
用
い
て
夷
を
変
じ
、
姓
を
易
へ
法
を
更
む
る
」
の
部
分
は
、
明
ら
か
に
孝
文
帝
が
行
っ
た
様
々
な

政
策
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、「
夏
を
用
い
て
夷
を
変
じ
」
と
い
う
言
い
方
が
こ
こ
で
初
め
て
出
て
き
ま
す
。「
夏
」
は

中
華
の
「
華
」
と
同
じ
意
味
で
こ
こ
で
は
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
華
に
よ
っ
て
夷
狄
―
―
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
礼
の
な
い
人
た
ち
、
儒

教
的
な
礼
が
及
ん
で
い
な
い
人
た
ち
の
風
習
を
変
え
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
、少
し「
漢
化
」に
近
い
言
い
回
し
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
皇
甫
湜
と
い
う
人
物
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
の
人
で
す
か
ら
、
孝
文
帝
の
改
革
か
ら
三
〇
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
後

の
人
で
す
。
こ
の
と
き
に
な
っ
て
、
恐
ら
く
こ
れ
が
一
番
古
い
例
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
孝
文
帝
の
と
き
に
は
な
か
っ
た
中
華

の
力
で
夷
狄
を
変
え
た
の
だ
と
い
う
評
価
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
人
は
韓
愈
の
弟
子
だ
っ
た
り
、
牛
李
の
党
争
の

牛
党
の
重
要
人
物
だ
っ
た
り
、
結
構
あ
ち
こ
ち
に
出
て
く
る
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
が
「
東
晋
元
魏
正
閏
論
」
と
い
う
文
章
の
中

で
、
こ
の
よ
う
に
北
朝
の
北
魏
が
そ
も
そ
も
正
し
い
中
華
王
朝
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
話
を
始
め
ま
す
。

本
来
、
唐
の
人
が
こ
う
い
う
話
を
し
て
い
い
の
か
、
な
な
か
微
妙
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
唐
王
朝
は
隋
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
成
立

し
て
い
る
王
朝
で
す
。
隋
王
朝
は
北
周
と
い
う
北
朝
の
一
つ
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
王
朝
で
す
。
で
は
そ
の
北
周
は
ど

こ
か
ら
で
き
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
北
魏
が
東
西
分
裂
し
た
後
の
西
魏
か
ら
国
を
譲
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
国
で
す
の
で
、
唐
王

朝
は
最
終
的
に
北
魏
に
ル
ー
ツ
が
た
ど
れ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
北
魏
が
閏
―
―
要
は
正
し
く
な
い
王
朝
だ
と
い
う
言
い
方
は
、
実
は

唐
の
時
代
の
人
か
ら
す
る
と
危
な
い
話
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
唐
が
で
き
て
か
ら
既
に
約
一
〇
〇
年
経
っ
て
、
旧
南
朝
出
身

者
が
力
を
持
ち
つ
つ
あ
り
、
徐
々
に
南
朝
の
ほ
う
が
正
し
い
の
だ
、
北
朝
は
や
は
り
蛮
夷
な
の
だ
と
い
う
言
い
方
が
出
て
き
て
い
た

の
で
は
は
な
い
か
と
い
う
研
究
も
、
一
部
で
は
あ
り
ま
す
。
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唐
代
は
、
隋
朝
が
南
朝
を
征
服
し
た
と
き
に
取
り
込
ん
だ
南
朝
の
知
識
や
世
界
観
は
、
唐
代
中
期
か
ら
後
半
期
に
な
る
と
か
な
り

表
に
出
て
く
る
の
だ
と
い
う
の
が
、
中
国
の
牟
発
松
先
生
な
ど
の
研
究
で
は
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
踏
ま
え
て
考
え

る
と
、
徐
々
に
孝
文
帝
の
諸
政
策
が
中
国
と
夷
狄
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
唐
代
の
状
況
で
あ
る
と

理
解
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
北
朝
と
南
朝
は
一
体
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
ど
ち
ら
が
正
し
く
な
い
王
朝
な
の
か
、
中
国
の
正
統
な
王
朝
の
つ
な
が
り
は

一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
議
論
は
、
特
に
宋
代
に
な
る
と
非
常
に
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
唐
代
に
も
先

ほ
ど
見
た
よ
う
な
議
論
は
あ
り
ま
す
が
、
宋
代
に
入
る
と
南
北
ど
ち
ら
が
正
統
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
く

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
で
も
南
北
朝
正
閏
論
は
日
本
の
南
北
朝
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
特
に
明
治
時
代
の
初
め
は
か
な
り
議
論

さ
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
が
、
中
国
で
は
大
体
十
～
十
一
世
紀
く
ら
い
の
宋
代
に
な
る
と
、
北
朝
が
正
統
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

南
朝
が
正
統
だ
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
宋
に
は
い
る
と
、
徐
々
に
南
朝
が
本
物
だ
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。

例
え
ば
宋
の
文
人
で
あ
る
欧
陽
脩
は
、「
正
統
論
」
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
も
の
の
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。
欧
陽
脩
は
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
南
朝
が
正
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
北
朝
が
正
し
い
と
言
っ
て
い
る
人
を
批
判
す
る
意
味
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
中
で
「
七
世
孝
文
に
至
り
、
夷
を
去
り
華
に
即
き
、
姓
を
易
え
都
を
建
て
、
遂
に
天
下
の
乱
を
定
む
」
と
い
う
文
章
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
北
朝
を
正
統
と
す
る
人
は
い
つ
も
こ
う
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
い
う
欧
陽
脩
が
相
手
の
説
を
引
用
し
て

い
る
部
分
で
す
か
ら
、
こ
の
後
、
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
当
時
、
宋
代
に
北
朝
が
正
統
な
王
朝

だ
と
言
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
孝
文
帝
の
政
策
を
「
夷
を
去
り
華
に
即
き
」
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
良
い
こ
と
だ
と
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考
え
て
い
た
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
新
法
、
旧
法
の
論
争
の
と
き
に
出
て
く
る
旧
法
派
の
司
馬
光
は
、『
資
治
通
鑑
』
と
い
う
通
史
の

代
名
詞
と
な
る
本
を
著
し
た
歴
史
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
司
馬
光
は
文
集
の
中
で
、「
後
魏
孝
文
帝
、
胡
服
を
変
へ
て
華

俗
に
效
ふ
も
、
羣
下
亦
た
悦
ば
ず
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。「
胡
服
を
変
へ
て
華
俗
に
效
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
並
べ
て
い

る
部
分
も
、
先
ほ
ど
見
た
欧
陽
脩
や
皇
甫
湜
の
文
章
と
同
じ
よ
う
に
、
孝
文
帝
の
諸
政
策
は
「
胡
」
か
ら
「
華
」
へ
の
変
化
で
あ
る

と
い
う
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

念
の
た
め
に
言
っ
て
お
く
と
、
彼
が
書
い
た
通
史
の
『
資
治
通
鑑
』
で
は
一
応
、
南
朝
を
正
統
と
は
し
て
い
ま
す
が
、
北
朝
を
胡

と
す
る
表
現
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
ま
せ
ん
し
、
彼
自
身
、『
資
治
通
鑑
』
の
一
部
で
、
中
国
は
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
ど

ち
ら
か
を
基
準
と
し
て
叙
述
す
る
、
と
り
あ
え
ず
南
朝
を
中
心
と
す
る
け
れ
ど
も
別
に
北
朝
に
含
む
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
客
観
的
に

書
き
ま
す
、
と
い
う
文
章
を
書
い
て
は
い
ま
す
（『
資
治
通
鑑
』
巻
六
十
九 

魏
紀
一
）。
し
か
し
、
や
は
り
自
分
の
ほ
か
の
文
章
で

は
北
魏
の
こ
と
を
胡
で
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
華
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
認
識
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
が
よ
り
後
、
例
え
ば
朱
子
以
降
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
、
さ
ら
に
こ
の
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
尹
起

莘
の
『
資
治
通
鑑
綱
目
発
明
』
は
朱
子
の
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
注
を
付
け
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
「
魏
本
胡
人
に
し
て

能
く
其
の
胡
俗
を
改
む
」
と
か
、「
嗚
呼
、
用
夏
変
夷
、
臣
魏
文
に
於
い
て
之
を
見
る
」
と
い
っ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。「
魏
文
に
於

い
て
」
の
「
魏
文
」
は
北
魏
の
孝
文
帝
の
こ
と
を
「
魏
文
」
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
、
魏
の
孝
文
帝
に
お
い
て
「
用
夏
変
夷
」

と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
言
い
方
が
、
南
宋
に
な
る
と
よ
り
鮮
明
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

南
宋
と
い
う
王
朝
は
北
半
分
を
女
真
族
の
金
に
奪
わ
れ
た
後
、
成
立
し
た
国
で
す
の
で
、
心
情
的
に
は
南
北
朝
時
代
の
南
朝
に
非

常
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
る
王
朝
で
す
。
北
の
ほ
う
を
異
民
族
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
北
の
ほ
う
を
持
っ
て
い
る
異
民
族
は
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や
は
り
蛮
族
で
あ
っ
て
、
中
華
の
正
統
は
南
側
に
あ
る
の
だ
と
い
う
発
想
を
強
く
持
っ
て
い
た
王
朝
で
す
の
で
、
や
は
り
「
用
夏
変

夷
」
と
い
う
言
い
方
で
北
朝
で
あ
る
北
魏
を
蛮
夷
と
見
な
す
言
い
方
が
主
流
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
普
通
に
書
き
下
し
を
す
れ
ば
「
夏
を
用
っ
て
夷
を
変
ず
」
と
文
章
と
し
て
読

む
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
後
の
時
代
を
見
て
い
く
と
、
こ
れ
一
語
で
い
わ
ゆ
る
「
漢
化
政
策
」
の
よ
う
に
、
孝
文
帝
の
諸

政
策
を
指
す
特
定
の
用
語
と
し
て
使
い
う
る
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
示
し
た
い
の
で
、
こ
こ
で
幾
つ
か

用
例
を
挙
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
挙
げ
ま
し
た
司
馬
光
の『
資
治
通
鑑
』の
注
と
し
て
最
も
有
名
な
の
が
、南
宋
の
胡
三
省
と
い
う
人
物
が
付
け
た
も
の
で
す
。

こ
の
人
は
南
宋
か
ら
元
に
か
け
て
生
き
て
い
た
文
人
・
政
治
家
で
、
南
宋
が
滅
ん
だ
あ
と
は
著
述
に
励
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
人
で

す
。
例
え
ば
『
資
治
通
鑑
』
の
本
文
に
あ
る
よ
う
な
孝
文
帝
が
任
城
王
元
澄
に
言
っ
た
言
葉
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。「
任
城
此
れ
何
の
言
ぞ
や
。
必
ず
滿
城
し
て
尽
く
著
し
め
ん
と
欲
す
る
や
」
―
―
「
著
し
め
ん
と
」
は
服
を
着
せ
る
と
い
う
意

味
で
す
か
ら
、「
漢
族
の
服
を
着
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
や
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
前
後
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
分
か
り

に
く
い
で
す
け
れ
ど
も
、
孝
文
帝
が
久
し
ぶ
り
に
都
に
帰
っ
て
く
る
と
み
ん
な
鮮
卑
族
の
服
の
ま
ま
だ
っ
た
。
留
守
を
し
て
い
た
任

城
王
元
澄
を
呼
び
出
し
て
、「
漢
族
の
服
を
着
せ
ろ
と
い
う
お
達
し
を
し
た
の
に
こ
れ
は
ど
う
い
う
話
だ
」
と
元
澄
ら
留
守
役
を
怒
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

最
後
、「
澄　

留
守
官
と
皆
な
冠
を
免ぬ

ぎ
て
謝
す
」、
ご
め
ん
な
さ
い
と
謝
り
ま
し
た
と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

こ
こ
に
胡
三
省
は
注
を
付
け
て
、「
史
言
ふ
魏
主
は
用
夏
変
夷
に
汲
汲
た
り
」と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
魏
主
は
孝
文
帝
で
す
。

孝
文
帝
は
用
夏
変
夷
と
い
う
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
た
と
。
い
わ
ゆ
る
胡
服
の
禁
止
の
こ
と
を
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
で
表
し

て
い
ま
す
。
他
に
も
同
様
の
用
例
が
あ
り
ま
す
。「
用
夏
変
夷
」な
の
か「
夏
を
用
い
て
夷
を
変
じ
」な
の
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
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多
く
の
部
分
で
孝
文
帝
を
引
き
合
い
に
出
す
と
き
に
、
こ
の
単
語
で
胡
三
省
は
彼
の
政
策
を
表
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

別
の
と
こ
ろ
で
も
、「
厥
の
後
、
孝
文
帝
夏
を
用
い
て
夷
を
変
じ
、
改
め
て
長
孫
氏
と
為
す
」（『
資
治
通
鑑
』
巻
九
十
七 

晋
・
建

元
二
年
・
胡
注
）
―
―
こ
れ
は
孝
文
帝
の
北
族
由
来
の
、
い
わ
ゆ
る
非
漢
族
由
来
の
姓
を
漢
族
ふ
う
に
直
し
た
こ
と
を
「
夏
を
用
い

て
夷
を
変
じ
」
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
北
人
の
胡
服　

孝
文
遷
洛
の
時
に
至
る
も
、

未
だ
尽
く
は
改
め
ざ
る
な
り
。
用
夏
変
夷
の
難
き
こ
と
是
の
如
き
か
」（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
十
一 

晋
・
隆
安
三
年
・
胡
注
）
と

い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
他
の
と
こ
ろ
で
も
「
史
言
ふ
魏
孝
文
の
用
夏
変
夷
な
り
」（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
三
十
六 

斉
・
永

明
四
年
・
胡
注
）
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
し
、
孝
文
帝
の
い
ろ
い
ろ
な
政
策
の
こ
と
を
全
部
こ
の
言
葉
で
代
用
し
て
い
ま
す
。

あ
た
か
も
今
の
教
科
書
が
孝
文
帝
の
こ
れ
ら
「
漢
化
政
策
は
」
と
一
語
で
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
胡
三
省
は
司
馬
光
の
「
資
治

通
鑑
」
の
注
の
中
で
は
孝
文
帝
の
政
策
の
こ
と
を
全
て
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
四
文
字
で
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
こ
こ
は
間
違

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
は
、
胡
三
省
が
生
み
出
し
た
言
葉
で
は
な
く
、
も
と
も
と
『
孟
子
』
の
中

に
あ
る
言
葉
で
す
。『
孟
子
』
の
中
で
こ
れ
は
南
方
に
あ
っ
た
楚
の
国
の
こ
と
を
指
し
て
、「
私
は
夏
が
夷
を
変
え
る
こ
と
は
聞
い
た

と
し
て
も
、
夷
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
文
章
で
、『
孟
子
』

の
中
で
も
非
常
に
華
夷
思
想
が
強
い
文
章
で
す
。

胡
三
省
以
降
、
孝
文
帝
の
諸
政
策
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
「
用
夏
変
夷
」
の
言
葉
一
語
で
表
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
中
華
の
夷
狄
に
対
す
る
優
越
を
示
す
事
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
来
、

北
方
の
遊
牧
民
で
あ
っ
た
北
魏
の
鮮
卑
族
も
中
華
文
明
に
触
れ
る
こ
と
で
や
が
て
文
明
化
し
て
い
く
の
だ
、
中
華
の
力
は
そ
う
い
っ

た
夷
の
風
俗
を
変
え
る
力
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
に
、
い
つ
も
孝
文
帝
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
用

夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
分
か
り
ま
し
た
。
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で
は
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
す
か
と
い
う
と
、
ま
だ
出
て
き
ま
せ
ん
。「
夏
」
と
「
夷
」
の
話
、
中

華
思
想
の
話
に
は
な
っ
て
き
ま
し
た
。
孝
文
帝
の
時
代
に
は
そ
う
い
う
も
の
も
な
く
て
、
古
い
復
古
政
策
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
唐
末
か
ら
宋
を
経
て
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
華
夷
思
想
の
問
題
、
中
華
思
想
の
問
題
と
し
て
ま
た
違
っ
た
言
い
方

を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
い
い
で
す
が
、
し
か
し
現
代
に
つ
な
が
る
漢
化
思
想
の
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の

段
階
で
も
ま
だ
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

さ
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
辺
ま
で
「
夏
」
と
「
夷
」
と
い
う
認
識
が
残
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
見

る
一
例
と
し
て
、
清
の
趙
翼
と
い
う
人
の
『
廿
二
史
箚
記
』
と
い
う
本
の
中
か
ら
一
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
た
。「
蓋
し
（
孝
文
）
帝　

文
学
に
優
れ
、
本
俗
の
陋
を
悪
み
、
華
風
を
以
て
之
を
変
へ
ん
と
欲
し
云
々
」（
趙
翼
『
廿
二
史
劄
記
』
巻
十
四 

魏
孝
文
遷
洛
）
と

い
う
文
章
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
本
族
、
胡
族
な
の
で
、
中
華
の
力
で
非
漢
族
の
元
の
習
俗
を
変
え
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う

評
価
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
宋
以
来
の
七
百
年
ぐ
ら
い
続
い
て
い
る
見
方
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
こ
で
趙
翼
の
例
を
挙
げ
た
の
は
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
少
し
違
っ
た
評
価
が
出
て
い
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
中
華
の
風

習
を
ま
ね
る
こ
と
、
中
華
の
風
習
を
受
け
入
れ
る
こ
と
自
体
が
、
北
魏
の
滅
亡
の
遠
因
に
な
っ
た
の
だ
と
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
点
が
恐
ら
く
趙
翼
の
少
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
れ
を
挙
げ
た
か
と
い
う
こ

と
は
、
後
ほ
ど
ま
た
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
の
時
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

「
用
夏
変
夷
」
が
使
わ
れ
て
い
た
下
限
を
探
し
て
み
た
の
で
す
が
、
陳
寅
恪
と
い
う
戦
前
戦
後
の
学
者
に
よ
っ
て
一
九
四
四
年
に

書
か
れ
た
『
隋
唐
制
度
淵
源
略
論
考
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史
の
研
究
者
は
一
度
は
読
む
本
で
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
「
寅
恪
案
：
魏
孝
文
帝
之
欲
用
夏
変
夷
久
矣
」
と
か
「
孝
文
帝
用
夏
変
夷
改
革
車
服
羽
儀
諸
制
度
、
悉

令
韶
典
之
」
な
ど
、
孝
文
帝
の
諸
政
策
の
こ
と
を
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
語
で
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
四
四
年
に
出
版
さ
れ
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た
本
で
す
か
ら
、二
十
世
紀
に
入
っ
て
も
な
お「
用
夏
変
夷
」と
い
う
語
で
孝
文
帝
の
政
策
を
表
す
こ
と
は
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
は
唐
代
以
降
、
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
南
宋
ぐ
ら
い
か
ら
一
般
的
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
当
時
の
歴
史
史
料
に
出
て
く
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
れ
を
二
十
世
紀
の

人
に
な
っ
て
も
長
ら
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
み
ん
な
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
こ
こ
で
は
「
用
夏
変
夷
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
一
九
四
四
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
こ
う
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々

が
使
っ
て
い
る
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
の
は
本
当
に
い
つ
出
て
き
た
話
な
の
だ
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。

実
は
陳
寅
恪
は
同
じ
本
の
中
で
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
在
孝
文
同
時
、
其
鮮
卑
舊
族
如
穆
泰

等
…
（
中
略
）
…
其
對
於
漢
化
政
策
固
不
同
意
（
陳
寅
恪
『
隋
唐
帝
国
淵
源
略
論
考
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
一
（
初
出
、
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
四
四
）
四
七
―
四
八
頁
）」
の
よ
う
に
、
傍
線
を
引
い
て
あ
る
よ
う
に
、「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉

も
孝
文
帝
の
諸
政
策
に
対
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
一
九
四
四
年
の
陳
寅
恪
の
文
章
の
段
階
で
、
孝
文
帝
の
い
ろ
い
ろ
な
政
策
を
表
す

言
葉
と
し
て
「
用
夏
変
夷
」
と
「
漢
化
政
策
」
が
併
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
現
在
の
中
国
で
孝
文
帝
の
政
策
の
こ
と
を
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
例
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
私
が
見
つ
け
て
い
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
つ
ま
り
、一
九
四
四
年
代
ぐ
ら
い
で
よ
う
や
く
「
漢
化
政
策
」
と
「
用

夏
変
夷
」
が
入
れ
替
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
こ
の
前
に
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
な
い

の
か
と
い
う
話
は
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
歴
史
を
見
る
と
非
常
に
長
い
間
、
孝
文
帝
の
政
策
は
「
用
夏
変
夷
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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「
漢
化
政
策
」
の
誕
生

さ
て
、
で
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
「
漢
化
政
策
」
は
出
て
く
る
の
か
。
近
代
の
「
漢
化
政
策
」
が
い
つ
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
漢
化
政
策
」
は
一
九
四
〇
年
代
に
陳
寅
恪
と
い
う
研
究
者
が
発
明
し
た
言
葉
な
の
か
、
も
っ
と
古
い
用

例
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
日
本
で
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
こ
と
は
い
つ
頃
か
ら
言
わ
れ
始
め
た
の
か
。
最
初
に
お
見
せ
し
た
の
は

日
本
の
教
科
書
で
す
か
ら
、
日
本
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
あ
た
り
を
探
っ
て
み
て
、
現
代
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

日
本
で
東
洋
史
の
通
史
と
し
て
一
番
古
い
物
と
し
て
言
わ
れ
る
の
は
、那
珂
通
世
が
一
八
九
〇
年
に
著
し
た
『
支
那
通
史
』
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
大
ヒ
ッ
ト
し
て
、
日
本
に
お
け
る
中
国
の
通
史
と
し
て
は
当
時
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
た
物
で
す
が
、
そ
の
内
容

を
見
る
と
「
帝
は
国
俗
の
陋
を
悪
み
、
都
を
遷
し
て
以
て
旧
風
を
変
ぜ
ん
と
欲
す
云
々
」
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
り
、「
蓋
し
帝
は

文
学
に
優
れ
、
深
く
華
風
を
慕
ひ
」
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
り
し
て
、
中
華
の
「
華
」
の
字
を
使
っ
て
孝
文
帝
の
改
革
・
諸
政
策
を

表
し
て
い
ま
す
。

実
は
最
初
の
一
行
の
部
分
は
先
ほ
ど
読
ん
だ
趙
翼
の「
廿
二
史
箚
記
」の
文
章
と
ほ
ぼ
一
緒
で
す
。内
容
は
趙
翼
の『
廿
二
史
箚
記
』、

つ
ま
り
孝
文
帝
は
華
風
に
染
ま
る
、
中
華
の
や
り
方
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
魏
は
徐
々
に
弱
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
と

い
っ
た
書
き
方
を
そ
の
ま
ま
参
考
に
す
る
と
い
う
か
パ
ク
る
と
い
う
か
、
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
「
漢
化
政

策
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

三
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
一
九
二
八
年
に
な
っ
て
も
、
例
え
ば
羽
田
亨
「
支
那
の
北
族
諸
族
と
漢
文
明
」（『
支
那
』
十
九
巻
十
号
、

一
九
二
八
（『
羽
田
博
士
史
学
論
文
集
』
上
巻
、
一
九
五
七
、
同
朋
舎
所
収
）
と
い
う
講
演
録
を
見
る
と
、「
五
世
紀
の
後
半
時
代
に
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有
名
な
孝
文
帝
と
云
ふ
の
が
出
ま
し
て
、
一
々
詳
細
に
そ
の
有
様
を
申
上
げ
る
遑
は
な
い
が
、
要
す
る
に
魏
で
は
支
那
の
文
明
を
取

り
入
れ
て
す
っ
か
り
支
那
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
説
明
で
は
当
時
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
の
で
支
那
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
含
む
と
こ

ろ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
言
い
方
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

一
九
二
〇
年
代
に
入
る
と
、「
支
那
化
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
中
華
民
国
が
一
九
一
一
年
に
成
立
し
た

後
も
、
公
式
に
は
か
た
く
な
に
「
支
那
共
和
国
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
既
に
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
民
間
で
は
「
中
華
」「
中
国
」
と
い
う
言
い
方
が
多
数
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
に
な
か
な
か
「
中
華
民
国
」

と
い
う
言
葉
を
使
い
た
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
恐
ら
く
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
「
支
那
化
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
推
測
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
「
漢
化
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

日
本
の
古
い
研
究
を
見
て
、「
漢
化
政
策
」
と
い
う
表
現
の
初
出
と
し
て
は
、
岡
崎
文
夫
の
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、

一
九
三
二
）
よ
り
古
い
例
が
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な
い
の
で
す
。
恐
ら
く
一
九
三
〇
年
代
の
前
半
に
出
て
き
た
言
葉
な
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
岡
崎
は
「
高
祖
孝
文
帝
に
至
り
、
洛
陽
に
遷
都
し
且
急
激
な
る
蠻
俗
漢
化
政
策
を
行
っ
た
」
と
、
明
ら

か
に
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
を
書
い
て
い
ま
す
し
、「
之
を
漢
族
の
礼
文
に
よ
っ
て
覇
束
せ
し
め
ん
が
た
め
為
に
漢
化
政
策
が

採
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
孝
文
帝
の
政
策
を
指
す
用
語
と
し
て
「
漢
化
政
策
」
を
用
い
て
い
ま
す
。
岡
崎
文

夫
の
こ
の
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』
も
魏
晋
南
北
朝
史
の
通
史
と
し
て
当
時
盛
ん
に
読
ま
れ
た
書
籍
で
、
研
究
者
は
み
ん
な
こ
れ
を
読

ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
影
響
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
岡
崎
の
影
響
で
そ
れ
以
降
、
孝
文
帝
の
政
策
を
「
漢
化
政
策
」

と
呼
び
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ほ
か
な
い
ぐ
ら
い
、「
漢
化
政
策
」
が
出
て
く
る
例
が
あ
ま
り
古
い
物
で
は
見
つ
か
り
ま

せ
ん
。
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一
九
四
四
年
に
な
る
と
中
村
治
兵
衛
の
『
異
民
族
の
支
那
統
治
史
』
と
い
っ
た
本
で
は
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ

て
い
ま
す
。「
つ
い
で
高
祖
孝
文
帝
は
太
和
一
八
年
（
四
九
四
年
）
都
を
洛
陽
に
遷
し
、徹
底
し
た
漢
化
政
策
を
と
る
に
至
っ
た
」（
東

亜
研
究
所
編
『
異
民
族
の
支
那
統
治
史
』 

第
一
章
第
六
節　

漢
化
政
策
と
衰
亡
（
一
九
四
四
）
三
〇
～
三
一
頁
）
と
か
、
そ
も
そ
も

説
の
タ
イ
ト
ル
が
「
漢
化
政
策
と
衰
亡
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
り
、
孝
文
帝
の
政
策
を
「
漢
化
政
策
」
あ
る
い
は
別
の
と
こ

ろ
で
は
「
同
化
政
策
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
も
「
そ
れ
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

今
回
、「
漢
化
政
策
」
の
用
例
ば
か
り
拾
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
省
略
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
例
え
ば
一
九
三
九
年
の
市
村
瓉

次
郎
『
支
那
史
統
』（
冨
山
房
、一
九
三
九
）
と
い
う
中
国
史
の
概
説
書
な
ど
で
は
ま
だ
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
に
は
切
り
替
わ
っ

て
お
ら
ず
、「
支
那
化
」
と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
一
九
四
四
年
の
こ
の
本
で
は
完
全
に
「
漢
化
政
策
」
あ
る
い
は
「
同
化
政
策
」
と
い
う
言
い
方
に
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
恐
ら
く
日
本
国
内
で
は
こ
の
辺
で
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
陳
寅
恪
の
一
九
四
四
年
段
階
で
は
中
国
は

ま
だ
端
境
期
で
し
た
が
、
日
本
で
は
こ
の
段
階
で
ほ
ぼ
「
漢
化
」
に
シ
フ
ト
し
て
い
た
の
で
、
若
干
早
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま

す
。
先
ほ
ど
、
一
九
四
四
年
の
段
階
で
端
境
期
だ
っ
た
と
い
う
話
は
し
ま
し
た
が
、
切
り
替
わ
っ
た
の
は
い
つ
頃
な
の
か
、
あ
る
い

は
中
国
で
も
っ
と
古
い
用
例
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
再
度
検
討
し
た
上
で
結
論
に
至
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
四
八
年
に
厳
耕
望
が
書
い
た
「
北
魏
尚
書
制
度
考
」（『
嚴
耕
望
史
學
論
文
集
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
（
初
出
『
中

央
研
究
院
史
語
集
刊
』
十
八
、一
九
四
八
））
で
は
「
漢
化
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、「
制
雑
胡
華
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
っ

て
、「
始
与
華
制
為
近
」
と
い
う
、
中
華
の
「
華
」
の
字
と
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
が
混
乱
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

一
九
四
八
年
で
す
か
ら
一
応
戦
後
で
す
。
一
九
四
〇
年
代
の
文
章
を
見
る
と
結
構
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
漢
化
」
と
「
胡
華
」
と
か
「
華

化
」
と
か
「
華
風
」
と
い
う
言
い
方
と
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
が
混
入
し
て
い
る
も
の
、
一
緒
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
多
く
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み
ら
れ
る
の
で
、
四
十
年
代
が
端
境
期
だ
っ
た
と
い
う
見
方
自
体
は
合
っ
て
い
そ
う
で
す
。

こ
れ
を
補
強
す
る
説
明
と
し
て
、
顧
頡
剛
と
い
う
中
国
史
の
有
名
な
研
究
者
が
二
回
、
概
説
書
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の

概
説
を
比
べ
て
み
る
と
、
や
は
り
切
り
替
わ
っ
た
時
期
は
四
十
年
代
ぐ
ら
い
か
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と

そ
れ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
九
三
三
年
に
顧
頡
剛
は
『
現
代
初
中
教
科
書　

本
国
史
』
と
い
う
教
科
書
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
教
科
書
で
は
、

無
怪
後
來
王
肅
仕
魏
，
魏
孝
文
帝
只
索
彰
明
較
著
地
傾
慕
華
風
，
連
本
來
的
胡
服
胡
語
也
不
借
犠
牲
，
痛
加
禁
遏
呢
。（『
顧

頡
剛
全
集
』
第
十
三
巻
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
）「
現
代
初
中
教
科
書　

本
國
史
」（
顧
頡
剛
・
王
鍾
麒
著
、
胡
適
校
訂
、

商
務
印
書
館
、
一
九
二
三
）
第
三
編　

中
古　

從
秦
初
到
五
代
之
末　

一
五　

異
族
同
化
和
新
的
四
裔
）（
太
字
は
演
者
に

よ
る
）

北
魏
の
孝
文
帝
と
い
う
人
は
華
風
を
慕
う
と
か
、
本
来
の
胡
服
胡
語
す
ら
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
い
と
わ
な
か
っ
た
と
い
う
文
章
が
書

か
れ
て
い
ま
し
て
、
明
ら
か
に
北
魏
の
孝
文
帝
は
「
胡
」
か
ら
「
華
」
へ
の
変
更
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
言
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
後
に
、
一
九
六
五
～
一
九
六
六
年
に
行
っ
た
講
演
録
が
一
九
八
三
年
に
出
て
い
ま
す
が
、
六
〇
年
代
に
彼
が
行
っ
た
講

演
で
は
、北

魏
孝
文
帝
下
令
，使
自
己
的
民
族
全
部
漢
化
。
衣
服
穿
漢
服
，語
言
、文
字
一
概
用
漢
語
、漢
字
，於
是
魏
完
全
漢
化
。（『
顧



245　　「華化」と「漢化」―北魏孝文帝の改革から　　堀内

頡
剛
全
集
』
第
十
三
巻
（
中
華
書
局
、二
〇
一
〇
）（
初
出 

顧
頡
剛
口
述
、何
啓
君
整
理
『
中
國
史
學
入
門
』（
中
国
青
年
出
版
社
、

一
九
八
三
））
一　

中
國
民
族
史
概
要　

２
．
中
華
民
族
的
形
成
、
壯
大
和
發
展　
（
４
）
三
國
、
兩
晉
、
南
北
朝
）

御
覧
の
と
お
り
、
北
魏
孝
文
帝
は
令
を
下
し
、
自
分
の
民
族
を
全
部
「
漢
化
」
し
た
と
。
そ
し
て
漢
服
を
着
て
、
言
葉
、
文
字
も
漢

語
を
用
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
北
魏
は
完
全
に
「
漢
化
」
し
た
と
、「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
使
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
概
説
書
は
一
九
六
五
～
一
九
六
六
年
に
か
け
て
顧
頡
剛
が
行
っ
た
連
続
講
演
の
記
録
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
す
の
で
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
完
全
に
中
国
で
も
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
が
主
流
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
古
い
例
は
あ
る
の
か
と
探
し
て
み
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
例
だ
け
見
つ
け
た
の
で
持
っ
て
き
ま

し
た
が
、こ
れ
は
一
九
三
六
年
に
谷
霽
光
と
い
う
北
朝
研
究
者
が
書
い
た
文
章
の
中
に
、「
漢
化
事
業
」
と
い
う
文
章
が
出
て
き
ま
す
。

孝
文
帝
が
や
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
漢
化
事
業
」
と
い
う
言
い
方
で
谷
霽
光
は
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
も
し

こ
れ
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
岡
崎
文
夫
が
一
九
三
二
年
、
谷
霽
光
が
三
六
年
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
漢
化
政
策
」、「
漢
化
」
と

い
う
言
葉
が
孝
文
帝
に
対
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

で
は
、
こ
れ
よ
り
古
い
の
は
あ
る
か
と
い
う
と
、
ま
た
こ
れ
が
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
陳
垣
と
い
う
人
が
『
元
西
域
人

華
化
考
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
孝
文
帝
の
改
革
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
は
、「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に

使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
御
覧
の
と
お
り
「
華
化
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
モ
ン
ゴ
ル
の
元

の
時
代
に
西
域
の
人
た
ち
が
中
華
、
中
国
の
や
り
方
に
同
化
し
て
い
く
こ
と
を
考
察
し
た
専
門
書
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
元
代
の
西
域

人
が
「
華
化
」
す
る
こ
と
を
扱
っ
た
研
究
書
で
す
。

こ
れ
の
二
〇
〇
八
年
版
で
は
陳
智
超
が
「
前
言
」
と
い
う
解
説
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
一
九
二
三
年
に
最
初
こ
の
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本
の
第
一
稿
が
出
来
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、「
華
化
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
全
部
「
漢
化
」
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
三

年
一
一
月
に
各
関
係
者
に
配
布
さ
れ
た
抜
き
刷
り
（
抽
印
本
）
で
は
全
部
「
華
化
」
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
原
稿
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
原
稿
自
体
は
残
っ
て
い
て
、
原
稿
で
は
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
抜
き
刷
り
本
を
確
認
す
る
と
、
そ
れ
が
全
部
華
化
に
書
き
改
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
一
九
二
〇
年
代
に
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
て
い
た
証
拠
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
な

ぜ
「
華
化
」
に
書
き
改
め
た
の
か
と
い
う
と
、「
漢
化
」
で
は
分
か
り
に
く
い
し
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
本
は
元
の
話
を
し
て
い
る
の
で
、
北
魏
孝
文
帝
と
は
違
い
ま
す
が
、
逆
に
こ
れ
は
二
〇
年
代
に
「
漢
化
」

と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
今
、
見
た
よ
う
に
恐
ら
く
三
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
で
あ
ろ
う
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
後

の
日
本
に
お
い
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば

一
九
九
七
年
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
と
、
教
科
書
で
は
「
漢
化
政
策
」
と
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。

例
え
ば
山
川
出
版
社
の
『
詳
説
世
界
史
』
の
一
九
九
七
版
で
は
「
中
国
化
政
策
の
採
用
に
つ
と
め
た
」
と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い

ま
す
。
近
年
、
二
〇
一
三
年
版
で
は
、「
積
極
的
な
漢
化
政
策
を
う
ち
出
し
た
」
と
い
う
文
章
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
山
川

出
版
社
だ
か
ら
だ
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
東
京
書
籍
の
「
新
選
世
界
史
」
一
九
九
一
年
版
と
二
〇
一
七
年
版
を
比
べ

る
と
、
な
ぜ
か
「
中
国
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
が
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
有
名
な
帝
国
書
院
の
『
新
世
界
史
』
も
「
漢
化
政
策
」
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
代
以

降
、
歴
史
の
教
科
書
の
記
述
で
は
「
漢
化
政
策
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
戦
後
の
教
科
書
で
は
「
漢
化
政
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策
」
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
四
〇
年
代
の
研
究
者
の
論
文
で
は
入
っ
て
い
た
は
ず
の
「
漢
化
政
策
」
が
教
科

書
で
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。

逆
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
研
究
者
の
間
で
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鍵
括
弧
付
き
の
「
漢
化
政
策
」
あ
る
い
は
「
い
わ
ゆ
る

漢
化
政
策
」
の
よ
う
に
、「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
恐
ら
く
一
九
九
〇
年
代
以
降
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
以
降
、
急
激
に
教
科
書
で
は
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
体
こ
れ
が
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
、
私
に
は
い
い
説
明
が
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
。

も
う
時
間
で
す
の
で
最
後
の
ま
と
め
に
入
り
ま
す
が
、
今
日
の
話
で
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
く
と
、
孝
文
帝
の
政
策
の
具
体
的
内

容
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
同
時
代
の
人
も
唐
代
や
宋
代
の
人
も
近
代
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
同
一
で
し
た
。
つ
ま
り
、
服
飾
や
言
語

を
漢
族
の
も
の
に
し
、
洛
陽
に
遷
都
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
変
え
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
理
解
は
一
緒
で
す
。

た
だ
し
、
そ
の
時
代
、
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
政
策
を
ま
と
め
て
何
と
呼
ぶ
か
と
い
う
部
分
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
用

語
と
い
う
の
は
、
そ
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
時
代
背
景
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
最
後
に
言
っ
た
よ
う
に
現
代
で

も
多
分
、
変
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
歴
史
用
語
は
過
去
の
人
々
と
同
様
に
現
代
の
時
代
背
景
か
ら
自
由

で
は
な
い
の
で
、
我
々
が
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
時
代
に
そ
れ
が
使
わ
れ
る
よ
う
な
何
ら
か

の
構
造
的
な
も
の
が
背
後
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
時
代
背
景
か
ら
自
由
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
の
で
す
が
、
自
分
た
ち
の
使
っ
て
い
る
言
葉
が
歴
史
的
に

中
立
な
言
葉
で
あ
る
、あ
る
い
は
自
分
た
ち
が
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
価
値
観
で
議
論
で
き
て
い
る
と
思
う
の
は
非
常
に
危
険
で
す
。我
々

は
自
由
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
使
っ
た
ほ
う
が
よ
り
安
全
、
か
つ
中
立
、
そ
れ
こ
そ
公
平
な
議
論
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
す
か
と
い
う
こ
と
を
、
最
後
に
お
ま
け
と
し
て
お
話
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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質
疑
応
答
部
分

司
会　

皆
さ
ん
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
堀
内
先
生
な
ら
ど
う
い
う
質
問
で
も
ど
ん
と
来
い
と
受
け
止
め
て
く
だ
さ
る
と
思

い
ま
す
。

堀
内　

私
は
北
朝
の
研
究
を
し
て
い
る
人
な
の
で
、
宋
や
元
、
近
代
の
話
を
し
た
の
は
か
な
り
勇
み
足
で
怖
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
か
、
ピ
ン
ト
外
れ
の
こ
と
を
言
っ
た
ら
す
ご
く
恥
ず
か
し
い
の
で
自
信
は
な
い
の
で
す
が
。

司
会　

今
、
一
つ
全
体
向
け
の
質
問
が
来
て
い
ま
す
が
、「
最
近
の
教
科
書
で
は
ど
う
し
て
漢
化
政
策
が
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

教
科
書
の
会
社
に
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
」。

堀
内　

確
か
に
そ
れ
は
一
つ
、
手
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
教
科
書
の
会
社
と
い
う
よ
り
は
、
監
修
し
た
先
生
に
聞
く
こ
と
に
な
る

の
か
な
。
会
社
自
体
が
「
漢
化
政
策
」
を
使
え
と
か
使
う
な
と
い
う
指
示
は
出
せ
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、教
科
書
の
編
者
の
先
生
、

例
え
ば
二
〇
一
六
版
の
山
川
の
「
詳
説
世
界
史
」
を
見
る
と
、
木
村
靖
二
先
生
、
岸
本
美
緒
先
生
、
小
松
久
男
先
生
が
監
修
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
中
国
史
で
な
ぜ
「
漢
化
政
策
」
で
す
か
と
い
う
の
は
岸
本
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
聞
く
と
分
か
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

個
々
の
教
科
書
で
ど
う
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
は
、
聞
け
ば
あ
る
程
度
そ
れ
ぞ
れ
の
答
え
は
返
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回
の
講
演
で
私
が
言
い
た
か
っ
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
し
っ
か
り
と
し

た
理
由
で
用
語
を
使
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
全
体
と
し
て
徐
々
に
同
じ
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の

か
。
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
が
一
番
自
然
だ
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
、
一
人
一
人
よ
り
は
全
体
に
共
通
し

て
い
る
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
気
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
例
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え
ば
教
育
指
導
要
領
の
よ
う
な
、政
府
か
ら
「
漢
化
政
策
」
を
使
え
と
言
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
ま
し
た
。

面
白
い
質
問
だ
と
思
い
ま
す
し
、
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
読
ん
で
い
る
教
科
書
も
そ
う
し
て
だ
れ
か
が
書
い
て
作
っ
て
い

る
の
で
、
そ
う
い
う
目
で
見
て
も
ら
え
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

司
会　

ほ
か
に
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
チ
ャ
ッ
ト
の
ほ
う
で
私
の
ほ
う
に
来
て
お
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
読
み
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

一
つ
、
ち
ょ
っ
と
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
質
問
だ
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
孝
文
帝
の
い
わ
ゆ
る
漢
化
政
策
の
一
つ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る

改
姓
で
す
が
、
よ
く
単
姓
と
複
姓
に
つ
い
て
単
姓
が
中
華
の
風
俗
で
、
複
姓
は
蛮
族
の
風
俗
と
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
拓

跋
氏
は
元
氏
に
改
め
た
わ
け
で
す
が
、
果
た
し
て
単
姓
と
複
姓
と
い
う
の
は
単
姓
が
中
華
で
複
姓
が
蛮
族
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
今
日
の
講
演
の
中
に
あ
っ
た
長
孫
氏
と
い
う
の
は
複
姓
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考

え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

堀
内　

そ
れ
に
つ
い
て
は
僕
よ
り
も
、
清
代
の
顧
炎
武
が
『
日
知
録
』（
巻
二
十
三　

二
字
姓
改
一
字
）
と
い
う
本
で
さ
ん
ざ
ん
罵

倒
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
昔
か
ら
中
国
に
は
複
姓
が
あ
り
、
胡
族
も
複
姓
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う

の
も
事
実
で
す
。
元
か
ら
明
が
中
国
を
取
り
返
し
た
と
き
に
、
非
漢
族
の
人
も
含
め
て
二
文
字
姓
の
人
を
全
て
一
文
字
に
変
え
る
と

い
う
政
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
件
に
関
し
て
顧
炎
武
は
、
孝
文
帝
の
政
策
は
一
々
姓
の
由
来
を
考
え
て
、
中
国
の
二
文
字
姓
や
一
文
字
姓
に
変
え
て
い
っ
た

も
の
で
あ
る
一
方
、
明
の
人
た
ち
は
何
も
考
え
ず
に
二
文
字
だ
か
ら
一
文
字
と
機
械
的
に
変
え
て
い
っ
た
せ
い
で
、
中
国
古
来
か
ら

あ
る
由
緒
あ
る
苗
字
が
多
く
失
わ
れ
た
、
彼
ら
は
「
用
夏
変
夷
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
こ
れ
を
遂
行
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
も
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分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
『
日
知
録
』
で
書
い
て
い
ま
す
。

　

顧
炎
武
の
文
章
が
答
え
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
孝
文
帝
の
と
き
は
多
く
の
二
文
字
姓
は
二
文
字
姓
で
そ
の
ま
ま
使
っ
て

い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
か
な
り
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
顧
炎
武
に
よ
る
と
、
元
を
北
に
追
っ
た
と
き
の
明
の
洪
武
帝
の
と
き
の

政
策
の
影
響
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
。
間
接
的
な
説
明
で
、
お
答
え
に
な
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

司
会　

学
部
生
の
「
ア
ジ
ア
を
学
ぶ
」
の
授
業
履
修
者
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。「
現
代
で
は
中
国
と
い
う
言
葉
は
多
民
族
国
家

で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
中
心
的
な
民
族
名
を
漢
民
族
と
言
う
た
め
、
中
国
と
い
う
言
葉
と
漢
と
い
う
言
葉

を
使
い
分
け
て
い
る
の
で
な
い
で
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。

堀
内　

中
国
と
い
う
言
葉
は
中
華
人
民
共
和
国
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
中
心
的
な
民
族
名
を
漢
民
族
と
言
う
、
と
い
う
の
は
事
実
で

す
が
、
こ
の
辺
も
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
御
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
漢
民
族
の
定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
数
民
族
で
は
な
い
人
が
漢
民
族
で
す
。

　

そ
う
い
う
問
題
と
、
現
在
進
行
形
で
少
数
民
族
と
い
う
も
の
が
徐
々
に
減
っ
て
い
る
こ
と
も
含
め
る
と
、「
漢
化
」
と
い
う
の
が

一
体
何
な
の
か
と
い
う
の
は
、
質
問
と
し
て
は
「
中
国
化
政
策
」
と
「
漢
化
政
策
」
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
う
の
で
す
が
、
で
は

孝
文
帝
が
や
っ
た
の
は
ど
ち
ら
な
の
だ
と
い
う
認
識
が
な
ぜ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

九
〇
年
代
ま
で
は
孝
文
帝
が
や
っ
た
の
は
「
中
国
化
」
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
な
ぜ
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
こ
れ
は
「
漢
化
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
か
、
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ
れ
ば
一
九
三
〇
年
代
ま
で
は
、
あ
れ
は
「
華
化
」
に
な
る
も
の
だ
と
言
っ

て
い
た
の
が
、
な
ぜ
三
〇
年
代
後
半
か
ら
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
の
が
、
な
ぜ
そ
の
使
い
分
け
が
切
り

替
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
は
、
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
そ
の
理
由
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
と
い
う
の
が
今

日
の
お
話
で
し
た
。
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何
で
切
り
替
わ
っ
た
の
か
と
い
う
あ
ま
り
明
確
な
証
拠
が
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
一
九
三
〇
年
代
は
明
ら
か
に
日
中
戦
争
の
影
響

が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
満
州
国
が
で
き
た
時
期
で
す
か
ら
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
れ
は
「
華
化
」
で
は
な
く
「
漢
化
」
と
い
う
言

い
方
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
、
中
国
側
に
も
日
本
側
に
も
何
か
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

先
ほ
ど
一
瞬
、
戦
後
、
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
か
避
け
て
い
る
ふ
う
で
す
。
研
究
者
で
も
、
例

え
ば
宮
崎
市
定
は
「
漢
化
政
策
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
「
華
化
政
策
」
と
い
う
言
い
方
を
ず
っ
と
し
て
い
ま
す
。
三
〇
年
代
以

前
の
使
い
方
を
続
け
て
い
た
り
し
て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
も
「
漢
化
」
と
言
う
か
言
わ
な
い
か
、
微
妙
な
時
期
が
五
〇
年
代
ぐ
ら
い

ま
で
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、「
華
化
」
か
ら
「
漢
化
」
へ
の
変
化
は
、
何
ら
か
の
価
値
判
断
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
戦
争
に
関
わ
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ
と
は
推
測
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
を
本
当
に
徹
底
的
に
や
っ
て
い
く
と
、
戦
時
中
の
教
育
方
針
が
ど
う
か
な
ど
、

そ
ち
ら
の
方
向
に
関
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
私
の
手
に
は
余
る
の
で
、
使
い
分
け
の
基
準
が
な
ぜ
時
代
ご
と
に
動

く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
疑
問
に
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、今
日
は
勘
弁
し
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
と
一
つ
だ
け
質
問
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
チ
ャ
ッ
ト
の
ほ
う
に
来
て
い
ま
す
。
今
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
き
ま
す
が
、「
日
本
の
研
究

者
の
方
で
「
漢
化
政
策
」
と
括
弧
付
き
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
や
経
緯
は
具
体
的
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。」

堀
内　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
つ
ま
り
孝
文
帝
の
政
策
が
漢
族
へ
の
同
化
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
主
流
と
な
っ
た

た
め
で
す
。
漢
民
族
の
や
り
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
イ
コ
ー
ル
鮮
卑
族
で
あ
る
拓
跋
氏
や
そ
の
周
辺
の
民
族
た
ち
が
漢
族
に
な
っ

て
い
く
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
。

　

孝
文
帝
の
諸
政
策
の
目
的
は
「
漢
族
」
と
鮮
卑
族
や
そ
の
周
辺
の
ほ
か
の
遊
牧
民
た
ち
を
一
緒
に
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
北
魏
の
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人
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え
た
ら
し
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
、
ミ
ッ
ク
ス
し
た
い
の
と
、

ど
ち
ら
か
一
方
に
同
化
し
た
い
の
は
違
い
ま
す
よ
ね
、
と
い
う
の
が
現
在
の
考
え
方
で
す
。

　

そ
れ
を
「
漢
化
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
う
と
、
結
局
、
周
辺
の
少
数
民
族
を
漢
族
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
、
周
辺
の
人

た
ち
が
ど
ん
ど
ん
漢
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
、
漢
族
か
ら
見
た
非
常
に
一
方
的
な
見
方
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
少

数
民
族
の
ほ
う
に
は
当
然
、
彼
ら
が
受
け
入
れ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
持
っ
て
い
た
物
が
全
部
分
解
さ

れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。

　

そ
の
後
の
時
代
を
見
て
も
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
は
や
は
り
北
方
の
草
原
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
し
、「
漢
化
政

策
」
と
言
わ
れ
る
一
連
の
政
策
を
経
て
も
、
彼
ら
が
完
全
に
漢
族
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。「
漢

化
政
策
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
実
態
に
そ
ぐ
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
成
果
で
あ

る
と
私
は
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
研
究
者
の
名
前
を
挙
げ
る
と
怒
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
例
え
ば
魏
晋
南
北
朝
史
の
専
門
家
で
あ
る
川
本
芳
昭
先
生
は
、

八
一
年
に
「
北
魏
高
祖
の
漢
化
政
策
の
理
解
に
つ
い
て
」、「
北
魏
高
祖
の
漢
化
政
策
の
一
考
察
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
を
書
い

て
い
ま
す
。
九
〇
年
代
に
出
た
単
行
本
に
な
る
と
、「
孝
文
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
改
革
に
つ
い
て
」
と
か
「
北
族
社
会
の
変
質

と
孝
文
帝
の
改
革
」
な
ど
、
漢
化
政
策
の
語
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
意
図
的
に
「
漢
化
政
策
」
の
言
葉
を
消
し
て
タ
イ
ト

ル
を
変
え
て
単
行
本
に
収
録
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
聞
い
て
み
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
九
〇
年
代
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
そ

う
い
っ
た
こ
と
は
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
い
わ
ゆ
る
胡
族
の
側
か
ら
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

批
判
が
あ
っ
て
使
わ
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
の
が
今
の
説
明
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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質
問
し
た
方
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
大
分
時
間
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
に
ど
な
た
か
質
問
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
だ

け
、
も
し
分
か
る
よ
う
で
し
た
ら
簡
単
に
答
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、「『
漢
化
』
の
『
漢
』
は
漢
王
朝
、
漢
民
族
、
ま

た
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」。

堀
内　

厳
し
い
と
こ
ろ
が
来
ま
し
た
ね
。

司
会　
「
中
華
の
「
華
」
と
中
夏
の
「
夏
」
と
の
関
係
は
ど
う
な
り
ま
す
か
」。

堀
内　

中
華
の「
華
」に
関
し
て
言
う
と
本
来「
夏
」だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。例
え
ば
秦
の
始
皇
帝
の「
秦
」の
時
代
の
古
い
木
簡
・

竹
簡
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
秦
の
人
の
こ
と
を
夏
の
子
、「
夏
子
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
の
で
、

本
来
は
「
夏
」
が
中
国
本
土
、
中
原
の
人
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
頃
か
ら
「
華
」
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
の
は
、
漢
代
ぐ
ら
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
辺
は
僕
も
今
、
ち
ょ
っ
と
材
料
は
な
い
で
す
。
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
「
夏
」
と
「
華
」
を
同
じ
意
味
で
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本
来
は
「
夏
」
の
ほ
う
が
古
い
言
い
方
で
あ
ろ
う
。

夏
王
朝
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
か
ら
ね
。
多
分
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
夏
」
と
指
す
の
は
も
と
も
と
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

問
題
は
漢
民
族
と
か
漢
族
と
い
う
言
い
方
で
す
が
、
そ
れ
は
一
体
何
が
由
来
か
。
少
な
く
と
も
確
実
に
言
え
る
の
は
、
漢
王
朝
よ

り
前
に
自
分
た
ち
を
「
漢
」
だ
と
い
う
言
い
方
は
し
て
い
な
い
で
す
。
唐
代
以
降
に
は
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
北
魏
の
時

代
に
漢
族
と
い
う
言
い
方
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。
少
し
は
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
、
罵
り
言
葉
で
出
て
き
ま
す
。

　

北
斉
ぐ
ら
い
か
ら
使
わ
れ
て
唐
代
に
は
漢
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
で
も
唐
の
人
は
自
分
た
ち
の
こ
と
を
大
体
、
唐
人

と
呼
び
ま
す
ね
。
漢
族
と
い
う
言
い
方
が
実
際
い
つ
か
ら
あ
っ
た
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
か
な
り
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

は
し
ま
す
。
な
ぜ
漢
王
朝
に
遡
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
中
国
史
に
お
け
る
最
初
の
統
一
王
朝
だ
か
ら
で
す
。
秦
の
始
皇
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帝
は
す
ぐ
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
長
ら
く
中
国
全
土
を
治
め
て
い
た
最
初
の
ル
ー
ツ
と
な
る
王

朝
が
漢
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
漢
民
族
、
漢
人
、
漢
族
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
の
は
結
構
遅
い
で
す
。
魏
晋
期
の
後
半
期
ぐ
ら
い

に
な
ら
な
い
と
出
て
こ
な
い
言
い
方
で
す
。

司
会　

で
は
ほ
か
の
皆
さ
ん
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
こ
れ
だ
け
聞
き
た
い
と
い
う
方
が
あ
れ
ば
ま
た
。

堀
内　

本
当
は
こ
う
い
う
状
況
で
な
け
れ
ば
久
し
ぶ
り
に
学
習
院
に
行
っ
て
、
先
生
方
に
御
挨
拶
す
る
時
間
が
あ
れ
ば
と
思
い
ま
し

た
が
、
す
み
ま
せ
ん
、
こ
う
い
う
形
で
失
礼
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

司
会　

こ
ち
ら
こ
そ
い
ろ
い
ろ
難
し
い
時
期
に
講
演
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は

講
演
を
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
堀
内
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

堀
内　

こ
ち
ら
こ
そ
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
編
集
部
付
記
］

東
洋
文
化
講
座
は
例
年
三
回
程
度
の
連
続
講
演
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
年
度
は
、
Ｃ
ｏ
ｖ
ｉ
ｄ-

１
９
拡
散
の
影
響
で
回
数
を
縮
小
し
、
さ
ら
に
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
一
回
の
み
開
催
し
た
。

講
演
録
後
半
部
分
の
質
疑
応
答
は
、
司
会
を
東
洋
文
化
研
究
所
助
教
・
植
田
喜
兵
成
智
が
担
当
し
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

の
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で
参
加
者
か
ら
届
い
た
質
問
事
項
を
読
み
上
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
講
演
者
で
あ
る
堀
内
氏
が

回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
講
演
会
の
様
子
と
し
て
本
付
記
と
あ
わ
せ
て
記
録
す
る
。




