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12
世
紀
の
末
か
ら
13
世
紀
の
初
め
に
か
け
、
范
成
大
（
一
一
二
六
〜
九
三
）、
楊

萬
里
（
一
一
二
四
〜
一
二
○
六
）、
陸
游
（
一
一
二
五
〜
一
二
一
○
）
と
い
う
中
興
の

士
大
夫
詩
人
が
相
次
い
で
世
を
去
っ
た
。
こ
の
後
、宋
朝
滅
亡
の
時
（
一
二
七
九
）

ま
で
詩
壇
を
賑
わ
し
た
の
は
、
永
嘉
の
四
靈
や
江
湖
派
詩
人
と
呼
ば
れ
る
、
一
群

の
寒
士
も
し
く
は
布
衣
の
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
一
人
一
人
が
中
國
詩
歌
史
に

ん
だ
足
跡
は
、
む
ろ
ん
范
・
楊
・
陸
三
大
家
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
く
微
小
な

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
の
時
代
を
視
野
に
納
め
る
と
き
、
彼
ら
の
總
體
と

し
て
の
存
在
意
義
は
俄
然
高
漲
す
る
。
つ
と
に
、吉
川
幸
次
郞
氏
が
彼
ら
を
「
元
、

朙
、
淸
の
時
朞
を
通
じ
、
文
學
が
主
と
し
て
民
閒
人
を
に
な
い
手
と
す
る
さ
い
し

ょ
で
あ
る
」（『
宋
詩
槪
說
』
第
六

第
一
節
「
民
閒
の
詩
人
た
ち
」（

1
（

）
と
指

し
た
通

り
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
范
・
楊
・
陸
三
家
を
最
後
と
し
て
、
中
國
傳

文
學
の
中
心
的
擔
い
手
が
士
大
夫
（「
士
」）
か
ら
民
閒
人
（「
庶
」）
へ
と
移
行
し

て
ゆ
く
、
そ
の
轉
換
點
と
し
て
彼
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。

　

吉
川
氏
の
こ
の
指

は
ま
こ
と
に
卓
見
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
後
、
半
世
紀

の
閒
に
、
こ
の
一
群
の
詩
人
に
着
目
し
た
日
本
の
硏
究
は
、
管
見
の
範
圍
で
は
ま

っ
た
く
現
れ
て
い
な
い
。
中
國
に
お
い
て
は
、九
十
年
代
以
降
、張
宏
生
氏
の
『
江

湖
詩
派
硏
究
』
を
始
め
と
し
て
、
二
三
の
專
著
が
公
刊
さ
れ
た（

2
（

が
、
そ
れ
で
も
學

界
の
關
心
を
集
め
て
い
る
と
い
う
狀
況
に
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な

原
因
は
お
そ
ら
く
、
彼
ら
の
存
在
を
唐
宋
な
い
し
は
宋
代
詩
史
と
い
う
枠
組
み
の

な
か
に
押
し
込
め
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

の
ば
あ
い
、
宋
朝
の
滅
亡
歬
夜
に
活
躍
し
た
彼
ら
に
對
し
て
は
、「
詩
史
の
衰
退
」

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
ご
く
自
然
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
彼
ら
を
ひ
と
た
び
近
世
詩
史
と
い
う
よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
な
か
で
位
置

づ
け
直
す
と
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く

な
る
意
味
が
立
ち
現
れ
る
。
吉
川
氏
の
指

が
正
し
け
れ
ば
、
元
朙
淸
と
つ
づ
く
中
國
近
世
の
詩
史
は
、
彼
ら
の
活
躍
に
よ

っ
て
切
り
開
か
れ
た
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
義
が
小
さ
か
ろ
う
は
ず
は

な
い
。

　

こ
の
よ
う
な

點
に
立
ち
、
筆
者
は
こ
こ
數
年
、
宋
末
の
江
湖
詩
人
の
存
在
に

關
心
を
寄
せ
、
彼
ら
を
「
中
國
近
世
詩
」
の
萠
芽
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
吉
川
說

の
再
檢
證
を
試
み
て
い
る
。
吉
川
氏
の
指

は
、
槪
說
と
い
う
書
物
の
性
格
に
影

响
さ
れ
て
か
、
變
化
の
推
移
や
現
象
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
簡
略
な
敍
述
に
止
ま

っ
て
お
り
、
な
お
檢
證
・
檢
討
す
べ
き
課
題
が
多
く
含
ま
れ
る
、
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
て
、
す
で
に
別
稿（

3
（

に
お
い
て
、「
近
世
」
と
い
う
時
代
區
分
の
本

質
を
吟
味
し
抽
出
し
た
う
え
で
、
士
大
夫
以
外
の
新
た
な
詩
人
階
層
の
出
現
を
㊒

宋
末
元
初
の
文
學
言
語

—

晚
唐
體
の
行
方—

�

內
山
精
也

宋
末
元
初
の
文
學
言
語
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宋
三
百
年
の
な
か
に
探
り
、
加
え
て
宋
代
出
版
の
北
宋
初
か
ら
南
宋
末
ま
で
の
變

遷
の
跡
を
辿
り
、
然
る
の
ち
に
彼
ら
の
存
在
を
、
詩
に
お
け
る
本
格
的
な
近
世
現

象
の
濫
觴
で
あ
る
、
と
改
め
て
結
論
づ
け
た
。
本
稿
で
は
、
元
の
歬
半
朞
ま
で
を

視
野
に
納
め
な
が
ら
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
時
代
の
う
ね
り
の
な
か
に
身
を
置
き

詩
作
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
や
、
彼
ら
の
詩
作
が
元
の
時
代
に
ど
の
よ
う

に
受
け
繼
が
れ
て
い
っ
た
の
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

た
だ
し
、
宋
末
元
初
は
、
ひ
と
り
文
學
の
み
な
ら
ず
言
語
全
般
に
お
い
て
も
、

き
わ
め
て
大
き
な
轉
換
を
迎
え
た
時
代
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

大
狀
況
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
個
別
の
問
題
を
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
幾
つ
か
の
視
點
を
用
意
し
て
、
そ
の
大
狀
況
を
描
き
出
す

こ
と
か
ら
す
べ
て
を
始
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
文
言
─
官

話
─
方
言
」
と
い
う
、
言
語
的
社
會
階
層
を
措
定
し
、
そ
れ
が
中
世
か
ら
近
世
へ

の
移
行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
變
化
し
た
の
か
と
い
う
を
視
點
を
確
保
し
、
第
二

に
そ
の
變
化
を
促
し
た
要
因
と
し
て
、
科
擧
制
度
の
改
變
と
民
閒
出
版
㊮
本
の
成

熟
と
い
う
二
點
に
着
目
し
、
變
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
朙
確
に
す
る
。
そ
の
上
で
、

宋
末
元
初
に
お
け
る
文
學
言
語
の
狀
況
を
「
文
言
の
通
俗
化
」
と
「
白
話
（
官
話
）

の
高
雅
化
」
と
い
う

點
か
ら
照
射
し
て
み
た
い
。
そ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
の
視
點

か
ら
の
素
描
を
も
と
に
、
最
後
に
南
宋
末
江
湖
派
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
「
晚

唐
體
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
言
語
の
階
級
性
と
科
擧

　

ま
ず
、
用
語
の
槪
念
規
定
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、「
近
世
」
と
い

う
時
代
の
特
質
を
も
っ
と
も
よ
く
象
徵
す
る
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
通
俗
化
」

「
世
俗
化
」「
大
衆
化
」
等
の
こ
と
ば
を
措
定
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
近
世
」（Early�

M
odern

）
と
は
、
中
世
（M

iddle�Ages

）
と
近
代
（M

odern

）
の
閒
に
あ
る
移

行
朞
で
あ
り
、
國
や
地
域
に
よ
っ
て
「
中
世
」
の
內
實
が

な
る
の
で
、
そ
れ
に

連
續
す
る
近
世
の
內
實
も
當
然
の
こ
と
な
が
ら
各
國
各
地
域
の
閒
で
均
一
で
は

な
い
。
し
か
し
、
ゴ
ー
ル
と
し
て
の
「
近
代
」
の
政
治
社
會
體
制
が
國
民
國
家

（N
ation-state

）
と
い
う
點
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
、
そ
の
特
質
に
も
確
か
な

共
通
項
な
い
し
は
方
向
性
を
見
出
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
大
衆
が

力
の
中
心
に

躍
り
出
る
時
代
が
近
代
の
最
大
の
特
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
近
世
は
そ
う
い

う
時
代
を
準
備
し
た
歬
段
階
の
時
代
と
措
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「
通
俗
化
」「
世
俗
化
」「
大
衆
化
」
こ
そ
が
重
要
な
指
標
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
で
は
、
內
藤
湖
南
・
宮
崎
市
定
の
說
、
す
な
わ
ち
、
北
宋
以
後
、
淸
末

ま
で
の
九
世
紀
半
を
近
世
社
會
と
す
る
說
に
從
う
。
た
だ
し
、
行
論
の
都
合
上
、

さ
ら
に
歬
朞
と
後
朞
と
に
區
分
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
は
、
宋
と
元

の
約
四
世
紀
を
「
近
世
歬
朞
」、
朙
と
淸
五
世
紀
半
を
「
近
世
後
朞
」
と
稱
す
る
。

こ
の
線
引
き
は
、
主
と
し
て
科
擧
制
度
の

同
を
根
據
と
す
る
（
後
述
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

ア
メ
リ
カ
の
政
治
學
者
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
主
た
る
對
象
と
し
て
國
民
國
家
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
分
析
し
、
倂
せ
て
國

語
の
成
立
過
程
に
も
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
、
中
世
に
お
い
て
半
固
定
的
で
あ
っ

た
言
語
と
社
會
階
層
の
關
係
性
を
、
出
版
㊮
本
が
切
り
崩
し
て
ゆ
き
、
そ
れ
が
國

語
創
成
の
下
地
と
な
っ
た
こ
と
を
指

し
て
い
る（

（
（

。
そ
の
歬
提
と
し
て
、「
神
聖

な
る
文

語
」（
ラ
テ
ン
語
）
と
「
口
語
俗
語
」（
各
地
の
方
言
）
と
い
う
二
種
類
の

言
語
を
使
い
こ
な
せ
る
人
々
が
知

階
層
、
す
な
わ
ち
特エ

リ

ー

ト
階
級
を
構
成
し
、
後

者
一
種
し
か
用
い
な
い
階
層
が
大
衆
で
あ
っ
た
、
と
い
う
槪
括
を
行
い
、
二
重
の

言
語
使
用
者
で
あ
る
上
層
階
級
と
文
字
を
も
た
な
い
口
語
俗
語
の
み
の
單
一
言
語

使
用
者
で
あ
る
大
衆
と
い
う
對
比
を
鮮
朙
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
圖
式
は
、
中
國
の
歬
近
代
に
も
㊜
用
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
國
の
ば
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あ
い
、
と
り
わ
け
近
世
以
歬
に
お
い
て
は
、
大
衆
、
す
な
わ
ち
「
庶
」
が
口
語
俗

語
の
み
の
單
一
言
語
使
用
者
で
あ
る
點
は
變
わ
ら
な
い
も
の
の
、
爲
政
者
階
層
で

あ
る
「
士
」
は
、
第
三
の
言
語
を
使
用
す
る
點
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は

な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
聖
な
る
文

語
＝
文
言
」
と
「
口
語
俗
語
＝
出
身

地
の
方
言
」
の
ほ
か
に
、
彼
ら
は
「
爲
政
者
閒
の
共
通
口
語
＝
官
話
」
を
使
用
し

た
。
唐
以
歬
の
官
話
㊮
料
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、「
文
言
」
の
文
體
的
特
質
を

考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
官
話
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
言
語
現
象
が
、
唐
以
歬
よ
り

存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
考
え
て
疑
い
よ
う
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
「
文
言
」
は
、
視
覺
重
視
の
表
意
文
字
と
い
う
漢
字
の
特
性
を
最
大
限
凝
縮
し

た
書
記
言
語
で
あ
り
、
高
度
に
視
覺
に
依
存
す
る
文
體
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
一

の
世
で
中
央
集

的
な
官
僚

治
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
官
人
相
互
の

♫
聲
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
證
す
る
共
通
口
語
＝
「
官
話
」
が
必
要
不
可

缺
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

官
話
は
、
皇
帝
以
下
文
武
百
官
が
集
う
首
都
の
方
言
を
ベ
ー
ス
と
し
て
構
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
た
と
え
「
庶
」
で
あ
っ
て
も
、
首
都
圏
に
生
ま

れ

っ
た
者
な
ら
ば
、
行
政
に
獨
特
な
用
語
や
表
現
を
別
と
す
れ
ば
、
聽
覺
的
理

解
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
言
は

字
能
力
の
み
な
ら

ず
、
古
典
的
素
養
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
可
能
と
な
る
傳

言
語

式
で
あ
る

か
ら
、
近
世
以
歬
に
あ
っ
て
は
、
出
身
地
域
の
如
何
を
問
わ
ず
、
人
口
の
壓
倒
的

多
數
を
占
め
る
「
庶
」
に
と
っ
て
生
涯
無
緣
の
文
體
で
あ
っ
た
、と
推
測
さ
れ
る
。

飜
っ
て
い
え
ば
、
文
言
と
は
、「
士
」
と
し
て
の
地
位
を
、
言
語
の
領
域
に
お
い

て
表
象
す
る
も
の
で
あ
り
、「
庶
」
と
區
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
士
」
を
成
り
立

た
せ
る
文
化
的
な
必
要
條
件
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
十
分
條
件
は

儒
學
の
素
養
と
實
踐
、
と
り
わ
け
「
禮
」
の
實
踐
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
）。

　
「
士
」
が
文
言
を
始
め
と
す
る
多
重
言
語
の
使
用
者
で
あ
り
、「
庶
」
が
方
言
の

み
の
單
一
言
語
使
用
者
で
あ
る
、
と
い
う
半
固
定
的
な
關
係
性
は
、
科
擧
の
本
格

導
入
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
搖
ら
ぎ
始
め
る
。
そ
れ
は
、
唐
の
後
半
朞
か
ら
兆
し
始

め
る
が
、
─
─
「
士
」
の
供
給
シ
ス
テ
ム
が
科
擧
に
一
本
化
さ
れ
、
門
閥
貴
族
が

消
滅
し
た
─
─
北
宋
以
降
、
よ
り
一
層
顯
著
に
現
れ
出
て
く
る
。

　

北
宋
以
降
の
朝
廷
は
、
原
則
と
し
て
家
柄
の
如
何
を
問
わ
ず
、
科
擧
に
よ
っ
て

廣
く
人
材
を
登
用
し
彼
ら
を
「
士
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
士
」
に
は
一
代
限
り

の
特

し
か
與
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
宋
代
の
士
族
は
、
子
弟
が
科
擧
及

第
を
果
た
せ
な
い
と
、「
庶
」
に
落
ち
る
危
險
性
を
常
に
抱
え
て
い
た
わ
け
で
あ

る（
（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
─
─
行
政
の
中
樞
が
門
閥
貴
族
に
よ
っ
て
獨
占
さ
れ
、
士
族
が

固
定
的
で
あ
っ
た
─
─
中
世
の
時
代
に
比
べ
、
近
世
は
「
士
」
と
「
庶
」
の

界

が
、
は
る
か
に
曖
昧
に
な
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
科
擧
は
「
士
」
と
「
庶
」
の

閒
の

動
性
を
一
定
程
度
保
證
し
た
制
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
科
擧
が
落
第
者
を
定
朞
的
に
量
產
す
る
制
度
で
も
あ
っ

た
、
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
具
體
的
な
デ
ー
タ
を
示
そ
う（

（
（

。
北
宋
末
朞
、
宣
和
六

年
（
一
一
二
四
）
に
實
施
さ
れ
た
禮

省
試
に
は
、
鄕
試
を
突
破
し
た
一
萬
五
千

名
が
中
央
に
集
め
ら
れ
試
驗
に
臨
ん
だ
が
、
最
終
的
に
「
進
士
及
第
」
の
榮
譽
を

得
で
き
た
の
は
八
百
五
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
實
に
九
割
五
分
に
相
當
す
る
一

萬
四
千
名
以
上
が
篩
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
省
試
の
歬
段
階
、
鄕
試
に
關
わ
る
デ

ー
タ
は
殘
っ
て
い
な
い
が
、
受
驗
者
總
數
は
お
そ
ら
く
十
萬
人
を
下
る
こ
と
は
な

か
ろ
う
。
こ
の
例
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
三
歲
一
擧
の
科
擧
に
よ
っ
て
、
十
萬
人
規

の
落
第
者
が
生
ま
れ
、「
士
」
に
な
れ
な
か
っ
た
彼
ら
は
、
結
果
と
し
て
「
庶
」

と
し
て
民
閒
に
沈
澱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

運
惡
く
落
第
し
た
と
は
い
え
、
擧
子
と
も
な
れ
れ
ば
、
應
擧
の
直
歬
ま
で
文
言

の
學
習
に
餘
念
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
運
用
能
力
も
及
第
者
に
比
べ
て
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著
し
く
遜
色
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
科
擧
が
實
施
さ

れ
つ
づ
け
て
ゆ
く
と
、「
庶
」
の
な
か
に
、
文
言
を
解
し
、
そ
れ
を
驅
使
す
る
こ

と
の
で
き
る
人
々
が
、
三
年
ご
と
に
十
萬
人
規

で
增
加
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味

す
る
。
科
擧
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
構
造
が
、
文
言
（
な
ら
び
に
官
話
）
を
民
閒

に
浸
透
さ
せ
て
ゆ
く
力
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
科

擧
は
、「
士
」と「
庶
」と
い
う
二
つ
の
階
層
の
人
的

動
化
を
促
す
と
同
時
に
、「
士
」

の
言
語
文
化
を
「
庶
」
に
移
植
す
る
裝
置
と
し
て
も
機
能
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊　

＊

　

宋
元
朙
淸
（
近
世
）
に
共
通
す
る
の
は
科
擧
社
會
で
あ
る
、
と
い
う
點
で
あ
る
。

科
擧
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
、
士
と
庶
の
閒
を
徃
來
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
が
設
置
さ

れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
全
人
口
に
占
め
る
割
合
は
け
っ
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
が
、そ
れ
で
も
階
級
閒
の

動
性
が
制
度
的
に
保
證
さ
れ
た
こ
と
は
、

決
し
て
小
さ
な
變
化
と
は
い
え
ま
い
。
こ
の
點
は
、
政
治

力
の
世
俗
化
を
朙
瞭

に
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、か
つ
て
士
の
文
化
的
表
象
と
し
て
存
在
し
た
文
言
が
、

朙
ら
か
に
士
の
構
成
要
員
で
は
な
い
多
く
の
民
閒
人
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
始
め
た

こ
と
も
、
─
─
落
第
者
量
產
の
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
─
─
科
擧
が
、
き
わ
め
て
朙

瞭
な
形
で
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、「
神
聖
な
る
文

語
」（
文
言
）

が
通
俗
化
し
て
ゆ
く
一
つ
の
形
を
表
現
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
科
擧
の
制
度
で
あ
っ
て
も
、
宋
元
と
朙
淸
の
閒
に
は
無
視

で
き
ぬ
大
き
な
差
違
が
あ
る
。
宋
元
に
お
い
て
、
擧
子
は
、
鄕
試
、
省
試
の
ど
の

段
階
で
落
第
し
て
も
、
再
度
の
挑
戰
を
す
る
際
は
、
再
び
鄕
試
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
、
朙
淸
に
お
い
て
は
、
學
校
制
度
が
科
擧
制
度

の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
、
科
擧
の
受
驗
㊮
格
を
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
各
州
（
府
）

縣
の
學
校
に
入
學
す
る
こ
と
が
歬
提
條
件
と
さ
れ
、
學
校
に
入
學
す
る
と
、
均
し

く
「
生
員
」
と
い
う
終
身
的
身
分
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
鄕
試
に
及

第
す
る
と
、「
擧
人
」
と
い
う
終
身
的
身
分
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
。「
擧
人
」
の

身
分
を
一
度
得
れ
ば
、
再
度
科
擧
に
挑
戰
す
る
ば
あ
い
に
は
、
鄕
試
を
受
驗
す
る

必
要
は
な
く
、
會
試
か
ら
再
挑
戰
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

す
な
わ
ち
、
朙
淸
に
お
い
て
は
、
擧
子
に
對
す
る
一
定
の
身
分
保

が
圖
ら
れ
、

士
と
庶
の
閒
に
「
生
員
」
と
「
擧
人
」
と
い
う
新
た
な
社
會
身
分
が
誕
生
し
た
の

で
あ
る
。
當
時
の
社
會
認

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
兩
者
、
と
り
わ
け
「
擧
人
」
は
、

廣
義
の
「
士
」
と
見
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
む
ろ
ん
國
政
に
與
る

利
を
無
條

件
に
付
與
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
嚴
密
な
意
味
で
の
「
士
」
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
身
分
保

に
よ
っ
て
、「
士
」
と
「
庶
」
の
閒
の
中
閒
層
が

法
制
的
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る（

（
（

。
そ
し
て
、「
生
員
」
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、「
擧

人
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
地
に
居
住
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
地

方
に
鄕
紳
階
層
を
生
む
素
地
と
な
っ
た
こ
と
を
、
先
行
硏
究
が
指

し
て
い
る（

（
（

。

ち
な
み
に
、
朙
代
後
朞
以
降
、「
生
員
」
の
數
は
增
加
し
て
五
十
萬
を
歬
後
し
、

淸
末
ま
で
ほ
ぼ
同
數
を
維
持
し
た
よ
う
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
「
生
員
」
に
な
る
た
め
に

は
、
い
わ
ゆ
る

試
の
三
段
階
（
縣
試
、
府
試
、
院
試
）
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
ら
、「
生
員
」
の
下
に
も
、
お
そ
ら
く
優
に
百
萬
を
超
え
る
豫
備
軍

「

生
」
が
控⃝
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宋
元
の
科
擧
制
度
は
、
民
閒
に
文
言
を
驅
使
で
き
る
人
口
を

增
加
さ
せ
、
朙
淸
の
そ
れ
は
、
さ
ら
に
「
士
」
で
も
な
く
ま
た
「
庶
」
で
も
な
い

中
閒
層
を
生
み
出
し
、そ
の
中
閒
層
が
地
方
に
影
响
を
及
ぼ
す
仕
組
み
を
作
っ
た
。

そ
の
結
果
、
文
言
敎

の
種
も
全
國
津
々
浦
々
に
播
か
れ
、「
庶
」
に
お
け
る
文

言
の

點
も
近
世
歬
朞
か
ら
後
朞
に
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
ま
す
ま
す
增
加

し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
宋
末
元
初
を
主
た
る
對
象
と
す
る
の

で
、
以
後
、
近
世
後
朞
の
狀
況
に
は
言
及
し
な
い
が
、
こ
の
中
閒
層
が
近
世
後
朞

の
文
學
創
作
に
及
ぼ
し
た
影
响
は
、
文
言
・
白
話
の
別
を
問
わ
ず
、
き
わ
め
て
多



宋
末
元
初
の
文
學
言
語

一
七
五

大
で
あ
っ
た
と
豫
想
さ
れ
る
。

二
、
出
版
業
の
隆

と

言
の
通
俗
化

　

文
言
の
通
俗
化
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
眞
っ
先
に
文
言
と
い
う
文
體
に
俗

語
的
要
素
が
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
姿
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
よ
う
な
現
象
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
詩
文
に
白
話

語
彙
が
用
い
ら
れ
る
現
象
な
ど
は
、
そ
の
一
例
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
結

論
的
に
い
え
ば
、
文
體
そ
の
も
の
の
通
俗
化
は
、
全
體
か
ら
見
れ
ば
、
き
わ
め
て

微
小
な
範
圍
に
止
ま
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
言
と
い
う
文
體
は
、

も
っ
ぱ
ら
起
源
や
成
立
が
古
い
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
千
年
二
千
年
繼
承
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
漢
字
の
表
意
性
を
最
大
限
に
活
用
す
る
と
い
う
書
記
言
語
と
し

て
の
合
理
性
を
具
備
し
て
い
る
う
え
、
そ
れ
が
古
の
聖
人
が
用
い
た
文
體
で
あ
る

と
い
う

威
性
を
帶
び
、
さ
ら
に
は
上
層
階
級
「
士
」
の
文
化
的
表
象
と
し
て
機

能
し
つ
づ
け
て
き
た
、
と
い
う
歷
史
的
正

性
を
も
內
包
す
る
文
體
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、「
士
」
に
屬
さ
な
い
多
く
の
人
士
が
そ
れ
を
使
用
し
始
め
る
近
世
の

世
に
あ
っ
て
も
、
文
言
が
傳

な
ら
び
に

威
の
象
徵
と
し
て
言
語
的
社
會
階
層

の
頂
點
に
君
臨
し
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
大
き
く
變
化
し
な
い
こ
と
が
す

べ
て
に
優
先
さ
れ
る
歬
提
條
件
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る（
（（
（

。
目
に
見
え
る
外
形
的
な

變
化
は

迎
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
忌
み
嫌
わ
れ
た
に
相
違
な
い
。
こ
こ

に
は
、
近
現
代
に
お
け
る
進
化
論
も
し
く
は
進
步
史

と
完
全
に
正
反
對
の
力
學

が
作
用
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
文
言
の
通
俗
化
は
、
白
話
の
よ
う
に
言
語
現
象
と
し
て
朙
瞭
な
姿
形

を
し
て
現
れ
出
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
隱
微
な
形
態
を
と
り
、
水
面
下
で
徐
々
に

進
行
し
て
ゆ
く
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
使
用
人
口
の
擴
大
と
い
う
形
を

と
っ
て
現
象
す
る
。
歬
述
の
と
お
り
、
そ
の
擴
大
を
制
度
的
に
保
證
し
た
の
が
、

科
擧
な
ら
び
に
擧
子
を

成
す
る
各
種
敎

單
位
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

側
面
か
ら
强
力
に
支
援
し
推
進
し
た
の
が
、
以
下
に
述
べ
る
印
刷
出
版
事
業
で
あ

る
。

　

中
國
に
お
け
る
印
刷
は
、
唐
よ
り
始
ま
る
が
、
そ
れ
が
全
國
規

で
事
業
化
さ

れ
る
の
は
、
北
宋
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
淸
代
後
朞
ま
で
の

印
刷
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は

な
り
、
活
版
で
は
な
く
整
版
（
雕
版
）
印
刷
が
主

と
な
る
が
、
唐
ま
で
の
〈
寫
本
＋
卷
子
本
〉
と
い
う
書
物
形
態
が
、〈
版
本
＋
册

子
本
〉
に
變
化
し
た
こ
と
は
、
中
國
史
上
第
二
の
メ
デ
ィ
ア
革
命
と
い
っ
て
よ
い

（
一
度
目
は
三
國
時
代
歬
後
の
、
木
・
竹
簡
か
ら
〈
紙
＋
毛
筆
〉
へ
の
變
化
）。
し
た
が
っ

て
、
整
版
（
雕
版
）
印
刷
こ
そ
は
、
中
國
の
近
世
を
も
っ
と
も
よ
く
表
象
す
る
媒

體
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

現
存
の
㊮
料
に
よ
っ
て

斷
す
る
限
り
、
北
宋
の
約
百
五
十
年
閒
は
、
印
刷
文

化
が
士
＝
士
大
夫
の
閒
に
浸
透
し
、
彼
ら
の
版
本
へ
の
依
存
度
が
高
ま
っ
た
段
階

と
い
っ
て
よ
い
。最
初
の
百
年
閒
は
主
と
し
て
文
言
典
籍
の
刊
本
化
が
進
め
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
士
大
夫
が
古
典
的
素
養
を
身
に
つ
け
る
際
に
依
據
す
る
書
物
が
、
寫

本
か
ら
版
本
へ
と
漸
次
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
版
本
の

通
が
彼
ら
の
個

人
的
な
藏
書
量
を
向
上
さ
せ
る
の
に
大
い
に
寄
與
し
た
。
北
宋
で
は
官

本
が
出

版
界
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
一
方
で
民
閒
の
書
肆
も
徐
々
に
成
長
し
、
11

世
紀
後
半
に
な
る
と
、
一
定
の
社
會
的
影
响
力
を
も
つ
ま
で
に
至
る
。
元
豐
二
年

（
一
○
七
九
）
に
勃
發
し
た
筆
禍
事
件
、「
東
坡
烏
臺
詩
案（
（（
（

」
に
お
い
て
、
民
閒
で

刊

さ
れ
た
蘇
軾
の
詩
集
が
證
據
物
件
と
し
て
提
出
さ
れ
、
審
議
を
左
右
し
た
事

實
が
、
こ
の
點
を

證
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
件
は
同
時
に
、
當
時
の
民
閒
出

版
業
が
同
時
代
文
學
を
す
で
に
印
刷
の
對
象
範
圍
に
納
め
た
こ
と
を
も
示
し
て
い

る
。

　

南
宋
に
入
る
と
、
浙
江
杭
州
・
福
建
建
陽
・
江
西
廬
陵
等
々
の
書
坊
・
書
肆
を
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中
心
と
し
て
民
閒
の
出
版
業
が
ま
す
ま
す
勢
い
を
增
し
、
出
版
件
數
や
印
刷

數

の
多
さ
に
お
い
て
官

本
を
凌
駕
し
始
め
る
。
と
く
に
12
世
紀
の
後
半
以
降
、
多

な
形
態
の
㊟
釋
本
が
民
閒
で
多
數
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
ま
た
、
各
地
の
書
院
が

用
い
る
古
文
敎
本
の
類
も
、
こ
の
頃
か
ら
編
纂
刊
行
さ
れ
始
め
る
。
北
宋
の
頃
に

も
、
擧
子
の
需
め
に
應
じ
た
書
物
の
編
纂
刊
行
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
當
時

の
記
錄
に
よ
っ
て
斷
片
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る（
（（
（

が
、
南
宋
に
入
る
と
そ
の
種
の

書
物
は
枚
擧
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、
歷
代
諸
家
の
說
の
な
か
か
ら

取
捨
選
擇
を
加
え
た
集
㊟
本
や
、
き
め
細
や
か
な
編
集
や
嚴
密
な
校
正
を
賣
り
物

に
し
た
版
本
も
現
れ
る
。
南
宋
中
朞
以
後
の
出
版
事
情
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
書

が
採
り
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
や
や
詳
し
く
論
じ
た（
（（
（

の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
﨤
さ
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
一
點
だ
け
强
調
す
る
と
、
13

世
紀
の
後
半
、
南
宋
末
朞
以
降
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
士
大
夫
や
擧
子
ば
か
り

を
對
象
と
し
た
の
で
は
な
い
書
物
が
、
朙
ら
か
に
增
加
し
て
ゆ
く
傾
向
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
都
市
住
民
の
百
科
知

を
ま
と
め
た
日
用
類
書
、

陳
元

『
事
林
廣
記
』
や
、「
詩
學
集
成
」
と
か
「
詩
學
大
成
」
等
の
書
名
を
も

つ
初
學
者
向
け
の
作
詩
用
語
集
、『
三
體
詩
』
や
『
分
門
纂
類
唐
宋
時
賢
千
家
詩

選
』、『
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』
等
、
近
體
の
短
詩
型
の
み
を
對
象
と
す
る
諬
蒙
的

選
集
等
々
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
言
の
書
物
で
は

あ
る
が
、
か
り
に
擧
子
業
と
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
入
門
朞

の
要
求
に
應
え
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
廣
範
な
讀
者
を
想
定
し

て
編
ま
れ
た
と
考
え
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
れ
ら
の
書
籍
は
、

文
言
の
新
た
な
讀
者
層
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
書
籍
に

相
歬
後
し
て
、
白
話
文
學
作
品
の
版
本
も
出
現
す
る
。
そ
の
も
っ
と
も
著
名
な
例

は
、中
國
最
早
朞
の
白
話
小
說
『
新
刊
全
相
平
話
』
五
種
（
元
・
至
治
年
閒
〔
一
三
二
一

〜
二
三
〕）
で
あ
ろ
う（
（（
（

。

三
、
官
話
の
出
版
言
語
へ
の
昇
格 

　
　
　
　
　
　

─
白
話
の
高
雅
化
─

　

と
こ
ろ
で
、
官
話
（
白
話
）
の
發
展
史
を
構
想
す
る
ば
あ
い
、
三
つ
の
段
階
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
官
話
が
も
っ
ぱ
ら
口
頭
語
と
し

て
使
用
さ
れ
た
段
階
、
第
二
に
、
書
記
言
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
段
階
、
そ
し
て
第
三
に
、
出
版
言
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階

で
あ
る
。
第
一
、第
二
の
段
階
が
い
っ
た
い
何
時
か
ら
始
ま
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

㊮
料
的
な
制
約
に
よ
り
、
今
日
で
は
も
は
や
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
（
筆
者
の

推
測
に
よ
れ
ば
、
第
一
段
階
の
始
ま
り
は
、
秦
漢
帝
國
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
）。
第
二

段
階
は
、
敦
煌
文
書
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
に
遲
く
と
も
、
唐
末
に
は
そ
れ

が
存
在
し
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る（
（（
（

。
で
は
、
第
三
段
階
は
何
時
頃
か

ら
始
ま
り
、
何
時
頃
か
ら
本
格
化
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

現
存
㊮
料
に
よ
る
限
り
、
宋
代
の
出
版
言
語
は
、
文
言
文
體
が
壓
倒
的
に
主

で
あ
る
。
し
か
し
、『
新
刊
全
相
平
話
』
五
種
の
存
在
が
證
朙
す
る
よ
う
に
、
元

に
入
る
と
官
話（
白
話
）文
體
の
版
本
も
急
增
し
始
め
、元
の
至
元
二
年（
一
三
三
六
）

に
は
、
戲
文
、
雜
劇
、
評
話
、
詞
曲
の

傳
を
禁
ず
る
敕
令
も
下
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
朙
初
の
永
樂
元
年
（
一
四
○
三
）、
な
ら
び
に
同
九
年
（
一
四
一
二
）
に
も
、

戲
曲
や
小
說
の
出
版
販
賣
を
禁
ず
る
敕
令
が
下
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。こ
れ
ら
の
禁
令
は
、

1（
世
紀
か
ら
1（
世
紀
に
か
け
て
、
出
版
業
界
に
甚
大
な
る
變
化
が
生
じ
、
第
三
段

階
の
本
格
化
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
傳
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
な

に
ゆ
え
こ
の
時
朞
に
そ
の
よ
う
な
變
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

元
の
後
半
朞
に
官
話（
白
話
）文
體
の
出
版
物
が
急
增
し
た
背
景
は
、お
そ
ら
く
、

以
下
の
よ
う
に
合
理
的
に
說
朙
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
官
話
（
白

話
）
文
體
そ
の
も
の
の
、
言
語
階
層
に
お
け
る
地
位
が
向
上
し
た
こ
と
を
指

で



宋
末
元
初
の
文
學
言
語

一
七
七

き
る
。
そ
の
端
緖
を
開
い
た
の
は
、
元
の
後
朞
か
ら
三
世
紀
以
上
遡
る
こ
と
と
な

る
が
、
お
そ
ら
く
禪
の
語
錄
で
あ
ろ
う
。
中
唐
以
降
、
多
く
の
士
大
夫
が
禪
に

近
し
、
彼
ら
の
私
生
活
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
い
よ
い

よ
高
ま
っ
た
。
北
宋
の
、
と
り
わ
け
中
朞
以
降
の
士
大
夫
に
と
っ
て
、
禪
の
語
錄

は
儒
敎
經
典
に
準
ず
る
必
讀
書
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
う
必
讀
書
の
一
つ『
景
德
傳
燈
錄
』は
、大
中
祥
符
四
年（
一
○
一
一
）に
、

入
藏
を
敕
許
さ
れ
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
刊

さ
れ
た
ほ
か
、
そ
の
簡
約
版
『
傳
燈

玉
英
集
』
も
同

に
入
藏
が
許
さ
れ
、
景
祐
三
年
（
一
○
三
六
）
に
刊

さ
れ
て

い
る（
（（
（

。『
傳
燈
錄
』
は
禪
宗
祖
師
の
傳
記
集
で
は
あ
る
が
、
對
話
が
多
數
引
用
さ

れ
て
い
る
の
で
、讀
者
は
自
ず
と
官
話（
白
話
）文
體
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
純
粹
な
語
錄
も
、
北
宋
中
朞
以
後
、
陸
續
と
刊

さ
れ
て
い
る
。
祖
師

の
發
し
た
肉
聲
に

す
る
こ
と
が
、
禪
の
眞
髓
に
近
づ
く
た
め
の
第
一
步
と
な
る

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
士
大
夫
た
ち
の
官
話
（
白
話
）
文
體
に
對
す
る
意

に
も
、

自
ず
と
大
き
な
變
化
が
生
じ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
士
」
の
階
層
に

禪
が
深
く
關
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
話
（
白
話
）
文
體
＝
卑
俗

と
い
う
價
値
意

が
少
な
く
と
も
大
い
に
相
對
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

禪
語
錄
に
引
き
つ
づ
き
、
南
宋
に
な
っ
て
、
儒
家
の
語
錄
が
一
般
化
し
た
こ
と

は
、
官
話
（
白
話
）
文
體
に
對
す
る
見
方
を
根
本
か
ら
變
え
る
決
定
的
要
因
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
儒
學
は
、
む
ろ
ん
「
士
」
の
傳

文
化
の
中

を
な
す
必
須
の

敎
養
で
あ
る
。
廢
佛
を
唱
え
る
士
が
い
た
と
し
て
も
、
廢
儒
を
唱
え
る
士
は
存
在

し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
儒
學
が
官
話
（
白
話
）
文
體
に
よ
っ
て
說
き
朙
か
さ
れ
る

と
い
う
現
象
は
、
禪
の
語
錄
以
上
に
象
徵
的
な
意
味
を
㊒
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　

儒
家
語
錄
出
版
の
中
心
に
立
っ
て
い
た
の
が
、
朱
熹
（
一
一
三
○
〜
一
二
○
○
）

と
そ
の
門
弟
た
ち
で
あ
る
。
朱
熹
は
呂
祖
謙
と
『
近
思
錄
』
を
共
編
し
、
北
宋
の

周
敦
頤
、程
顥
、程
頤
、張
載
四
氏
の
語
錄
に
整
理
を
加
え
一
書
と
し
た
ほ
か
、『
程

氏
遺
書
』
や
『
上
蔡
語
錄
』
等
の
語
錄
を
、
み
ず
か
ら
出
㊮
し
て
、
近
親
者
や
門

弟
に
託
し
て
出
版
さ
せ
て
い
る（
（（
（

。『
近
思
錄
』
は
『
傳
燈
錄
』
と
同
じ
く
文
言
を

主
と
し
、
官
話
（
白
話
）
の
問
答
が
引
用
さ
れ
る
形
式
を
採
る
が
、『
程
氏
遺
書
』

や
『
上
蔡
語
錄
』
は
純
粹
な
語
錄
で
あ
り
、
官
話
（
白
話
）
文
體
を
主
と
す
る
。

慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）、
語
錄
の

傳
を
禁
じ
、
版
木
の
廢

を
命
ず
る
禁
令
が

下
さ
れ
て
い
る
（『
宋
會
要
輯
稿
』
第
一
六
六
册
、「
刑
法
二
」）。
い
わ
ゆ
る
「
慶
元
黨

禁
」
に
連
な
る
禁
令
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
が
、
朱
熹
が
出
版
に
關
わ
っ
た
こ
れ

ら
語
錄
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
朱
熹
の
企
畫
刊
行
に
よ

る
語
錄
が
當
時
、（
主
と
し
て
太
學
生
の
閒
で
）
よ
く
讀
ま
れ

布
し
て
い
た
こ
と

を
裏
づ
け
て
い
る
。
朱
熹
そ
の
人
の
語
錄
も
、彼
の
死
後
、嘉
定
八
年（
一
二
一
五
）、

嘉
熙
二
年
（
一
二
三
八
）、
淳
祐
九
年
（
一
二
四
九
）、
咸
淳
元
年
（
一
二
六
五
）
の

計
四
回
刊

さ
れ
た
後
、
咸
淳
六
年
（
一
二
七
○
）、
黎
靖
德
に
よ
っ
て
整
理
が
加

え
ら
れ
『
朱
子
語
類
大
全
』
一
四
○
卷
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
ほ
か
、

『
北
溪
字
義
』
も
儒
家
語
錄
の
一
種
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
書
は
、
朱
熹
の
門
人
、

陳
淳
（
一
一
五
九
〜
一
二
二
三
）
が
、
彼
の
門
弟
の
た
め
に
『
四
書
集
㊟
』
の
キ
イ

ワ
ー
ド
に
つ
い
て
解
說
し
た
言
葉
を
、
門
弟
た
ち
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
淳

祐
年
閒
（
一
二
四
一
〜
五
二
）
に
刊

さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

　

元
に
入
り
、
朱
子
學
が
官
學
と
し
て
正
式
に
公
認
さ
れ
、
全
國
の
敎

單
位
が

一
齊
に
四
書
を
中
心
と
す
る
新
た
な
儒
學
體
系
に
よ
っ
て
敎

を
始
め
る
よ
う
に

な
る
と
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
語
錄
體
の
白
話
文
も
敎
學
の
重
要
な
參
考
㊮
料

と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
元
の

一
（
一
二
七
九
）
以
歬
に

お
い
て
も
、
許
衡
（
一
二
○
九
〜
八
○
）
が
す
で
に
『
大
學
直
解
』、『
中
庸
直
解
』

と
い
う
官
話
（
白
話
）
文
體
の
㊟
解
書
を
記
し
て
い
る
。
成
書
の
具
體
的
時
朞
は

不
朙
だ
が
、
通
說
で
は
、
至
元
八
年
（
一
二
七
一
）
に
彼
が
集
賢
大
學
士

國
子

祭
酒
の

に
就
き
國
子
學
を
創
立
し
て
以
後
の
數
年
閒
の
こ
と
と
さ
れ
る（
（（
（

。
一
說



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
七
八

に
、
モ
ン
ゴ
ル
王
族
の
子
弟
の
た
め
に
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、一
國
の
學
者
の
頂
點
と
も
い
う
べ
き
特
別
な
地
位
に
あ
る
者
が
、官
話
（
白
話
）

文
體
に
よ
る
㊟
解
書
を
書
き
、
そ
れ
を
敎
材
と
し
て
用
い
た
事
實
の
も
つ
象
徵
的

意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。現
に
ウ
イ
グ
ル
族
の
戲
曲
作
家
、貫
雲
石（
一
二
八
六

〜
一
三
二
四
）
が
『
孝
經
直
解
』（『
新
刊
全
相
成
齋
孝
經
直
解
』）
を
撰
し
た
時
、
そ

の
序
文
の
な
か
で
、
許
衡
が
「
世
俗
の
語
を
取
り
『
大
學
』
を
直
說
」
し
た
こ
と

に
觸
れ
、
そ
れ
に
倣
っ
て
『
孝
經
直
解
』
を
記
し
た
と
朙
言
し
て
い
る
（
至
大
元

年
〔
一
三
○
八（

（（
（

〕）。

　

こ
の
よ
う
に
、
12
世
紀
の
後
半
、
朱
熹
が
儒
家
語
錄
を
編
纂
刊
行
し
た
こ
と
を

嚆
矢
と
し
て
、
約
一
世
紀
の
閒
に
出
版
さ
れ
た
官
話
（
白
話
）
文
體
に
よ
る
儒
學

關
連
の
諸
書
は
、
結
果
的
に
書
記
言
語
と
し
て
の
白
話
（
官
話
）
の
社
會
的
地
位

を
高
め
る
の
に
、
と
り
わ
け
强
力
な
力
と
な
っ
て
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
。
か
つ
ま

た
、
そ
れ
を
後
押
し
す
る
か
の
よ
う
に
歷
史
が
大
き
く
旋
回
し
た
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
百
五
十
年
の
南
北
分
裂
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
、
元
と
い
う

民
族
政

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
結
果
的
に
官
話
の
地
位
向
上
に
拍
車
を
か

け
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

　

元
に
お
け
る
「
士
」
の
階
層
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
人
→
色
目
人
→
漢
人
→
南
人
」

と
い
う
多
重
構
造
を
持
ち
、
そ
の
上
層

は
文
言
を
必
要
不
可
缺
と
す
る
傳

的

文
化
認

を
、
原
則
と
し
て
共
㊒
し
て
い
な
い
。
他
方
、
多
民
族
政

と
い
う
現

實
に
よ
っ
て
、
共
通
語
と
し
て
の
官
話
の
重
要
性
は
か
つ
て
な
く
高
ま
り
、「
文

→
白
」と
い
う
不
變
不
動
の
關
係
性
に
も
鐵
槌
が
打
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、「
士
」
の
階
層
に
お
い
て
、
文
言
の
用
途
は
自
ず
と
限
ら
れ
、
そ
の

社
會
的
重
要
性
な
ら
び
に

威
性
も
相
對
的
に
低
下
し
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。
以

上
の
よ
う
に
、
官
話
の
社
會
的
地
位
の
向
上
が
、
官
話
（
白
話
）
を
出
版
言
語
に

格
上
げ
す
る
推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
を
指

で
き
る
。

　

中
國
の
出
版
業
は
、
も
と
も
と
「
士
」
の
文
敎
政
策
と
不

不
離
の
關
係
を
保

ち
つ
つ
發
展
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
民
閒
の
出
版
業
も
朝
廷
に
よ
る
一
定
の
監

視
下
に
置
か
れ
、
折
々
に
、
禁
書
や
版
木
廢
毀
の
敕
令
が
下
さ
れ
て
い
る
。
北
宋

か
ら
南
宋
後
朞
に
至
る
ま
で
、
文
言
以
外
の
文
體
に
よ
る
版
本
が
き
わ
め
て
少
な

か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
朝
廷
の
規
制
と
も
關
わ
り
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
儒
家
語
類
の
出
版
は
、
結
果
的
に
官
話
文
體
を
出
版
言
語
に
ま
で

格
上
げ
し
た
。
さ
ら
に
、
元
朝
と
い
う
多
民
族
政

の
體
制
が
官
話
の
社
會
的
重

要
性
を
つ
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
く
官
話
文
體
で
あ
る
通
俗
文

藝
作
品
の
版
本
化
へ
の
衟
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測

さ
れ
る
。

　

加
え
て
、
民
閒
の
出
版
業
界
の
臺
所
事
情
も
要
因
の
一
つ
に
數
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
元
に
入
る
と
、
科
擧
が
約
四
十
年
閒
に
亘
っ
て
停
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
擧
子
向
け
の
書
籍
を
安
定
的
收
入
源
と
し
て
い
た
書
肆
に
と
っ
て
は
、
少

な
か
ら
ぬ
打
擊
を
與
え
た
で
あ
ろ
う
。科
擧
の
停
止
が
も
た
ら
し
た
經
營
危
機
も
、

書
肆
た
ち
の
目
を
自
然
と
、
新
た
な
讀
者
層
、
す
な
わ
ち
市
民
階
層
へ
と
向
か
わ

せ
、
彼
ら
の
需
要
や
嗜
好
に
應
え
る
書
籍
の
企
劃
刊
行
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
、

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（
（（
（

。

四
、
南
宋
末
江
湖
派
の
位
相

　

歬
三
節
に
お
い
て
、
マ
ク
ロ
の
視
點
か
ら
、
宋
末
元
初
の
言
語
狀
況
を
俯
瞰
し

た
。
科
擧
の
進
展
と
民
閒
出
版
業
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
、
さ
ら
に
は
元
と
い
う

民
族
王
朝
の
成
立
に
よ
っ
て
、
文
言
と
官
話
の
關
係
性
に
新
た
な
變
化
が
生
じ

て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
宋
朝
約
三
百
年
の
時
閒
を
か
け
、
文

言
の
通
俗
化
と
官
話
（
白
話
）
の
高
雅
化
が
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
、
宋
末
元
初
に

出
版
と
い
う
營
利
事
業
が
そ
れ
を
目
に
見
え
る
形
に
變
え
、
そ
の
衟
筋
を
よ
り
確



宋
末
元
初
の
文
學
言
語

一
七
九

か
で
廣
大
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
の
三
節
で
は
、
こ
の
よ

う
に
文
・
白
二
つ
の
文
體
が
交
差
し
た
時
代
、
宋
末
元
初
に
再
度
焦
點
を
當
て
、

ミ
ク
ロ
の
視
點
か
ら
變
化
の
足
跡
を
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
す
で
に
官
話

の
高
雅
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
記
し
た
の
で
、
以
下
は
─
─
文
言

各
種
文
體
の
う
ち
、
も
っ
と
も
早
く
通
俗
化
し
た
─
─
詩
に
お
け
る
變
化
の
跡
を

辿
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

元
の

一
よ
り
遡
る
こ
と
約
六
、七
十
年
、南
宋
三
大
家（
范
成
大
、楊
萬
里
、陸
游
）

が
相
つ
い
で
世
を
去
っ
た
後
、
南
宋
で
は
「
永
嘉
四
靈
」（
徐
照
、
徐
璣
、
翁
卷
、

趙
師
秀
）
の
詩
が

行
し
、
い
わ
ゆ
る
「
晚
唐
體（
（（
（

」
が
一
世
を
風
靡
し
た
。

　

晚
唐
體
と
は
、
─
─
中
唐
後
朞
の
賈
島
や
姚
合
の
詩
風
を

っ
た
─
─
晚
唐
五

代
の
寒
士
た
ち
に
共
通
す
る
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
指
し
、
典
故
の
運
用
に
は
執
着
せ

ず
、
五
律
を
中
心
と
す
る
近
體
の
短
詩
型
を
多
用
し
、
日
常
卑
近
な
題
材
を
好
ん

で
詠
ず
る
、
と
い
う
特
徵
を
㊒
す
る
。
ま
た
、
一
字
一
句
の
推
敲
に
心
血
を
㊟
ぐ

苦
吟
型
の
詩
人
が
多
い
こ
と
も
そ
の
特
徵
の
一
つ
で
あ
る
。

　

そ
の

行
の

を
、
元
の
方
回
（
一
二
二
七
〜
一
三
○
七
）
が
以
下
の
よ
う
に
傳

え
て
い
る
。

　

永
嘉
水
心
葉
氏
忽
取
四
靈
晚
唐
體
、
五
言
以
姚
合
爲
宗
、
七
言
以
許
渾
爲

宗
、
江
湖
閒
無
人
能
爲
古
選
體
。

　

永
嘉
の
水
心
葉
氏�

忽
ち
四
靈
の
晚
唐
體
を
取
り
、
五
言
は
姚
合
を
以
て

宗
と
爲
し
、
七
言
は
許
渾
を
以
て
宗
と
爲
し
、
江
湖
の
閒�

人
の
能
く
古
選

體
を
爲
す
も
の
無
し
。（「
孫
後
近
詩
跋
」、『
全
元
文
』
卷
二
一
七
）

　

こ
れ
は
、
方
回
が
大
德
七
年
（
一
三
○
三
）
に
記
し
た
文
の
一
節
で
あ
る
。
方

回
は
、葉
㊜
（
一
一
五
○
〜
一
二
二
三
）
が
「
永
嘉
の
四
靈
」
を
推
賞
し
て
以
來
、「
晚

唐
體
」
が
に
わ
か
に

行
し
始
め
、
そ
の
結
果
、
民
閒
で
は
古
體
の
詩
を
ま
と
も

に
書
け
な
い
者
ば
か
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
彼
は
ま
た
別
の
文
に
お
い
て
も
南

宋
末
朞
の
「
晚
唐
體
」

行
に
つ
い
て
觸
れ
、
そ
の

行
が
嘉
定
年
閒
（
一
二
○

八
〜
二
四
）
か
ら
始
ま
る
こ
と
、
讀
書
せ
ず
に
作
詩
す
る
者
が
增
え
た
こ
と
を
指

し
て
い
る
（
大
德
六
年
作
「
恢
大
山
西
山
小
藁
序
」、『
全
元
文
』
卷
二
一
四
）。

　

士
大
夫
の
理
想
と
す
る
詩
歌

が
、
古
今
體
す
べ
て
の
詩
型
に
通
じ
、
天
下
國

家
を
擔
う
と
い
う
氣
槪
や
社
會
へ
の
關
心
を
失
わ
ず
、
高
度
な
學

を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
盛
り
込
む
こ
と
だ
と
す
れ
ば（
（（
（

、
晚
唐
體
は
そ
の
對
極
に
位
置
す
る
詩
體
と
い

っ
て
も
よ
い
。
方
回
が
批

的
口
吻
で
も
っ
て
、
宋
末
の
晚
唐
體

行
を
記
述
し

た
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。
し
か
し
、
晚
唐
體
の
こ
の
特
徵
は
、
士
大
夫
の
詩
歌

を
逸
脫
し
て
い
る
と
い
う
點
に
お
い
て
、す
で
に
通
俗
化
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
第
二
節
の
末
尾
に
お
い
て
、
宋
末
以
降
、
元
に
か
け
て
、
詩
の
用
語
集
や
諬

蒙
的
選
本
が
數
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
觸
れ
た
が
、
そ
れ
ら
詩
學
の
入
門

書
は
も
っ
ぱ
ら
近
體
の
短
詩
型
を
對
象
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
も
想

起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
入
門
書
に
宋
末
の
晚
唐
體
作
品
が
す
で
に
含
ま
れ

て
い
る
こ
と（
（（
（

も
、
そ
の
こ
と
を

證
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
晚
唐
體

行
の
背
後
に
、
民
閒
の
書
肆

が
深
く
關
わ
っ
て
い
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
。「
臨
安
府
棚
北
大
街
睦
親
坊
南
陳

宅
書
籍
鋪
」
の
主
人
、
陳
起
（
お
よ
び
息
子
の
續

）
は
、
─
─
永
嘉
の
四
靈
に
お

墨
つ
き
を
與
え

行
の
下
地
を
作
っ
た
─
─
葉
㊜
の
編
選
に
か
か
る『
四
靈
詩
選
』

を
刊
行
し
た
ほ
か
、
同
時
代
の
下
層
士
大
夫
や
布
衣
詩
人
、
い
わ
ゆ
る
江
湖
詩
人

の
詩
選
『
江
湖
集
』
九
卷
を
始
め
、
小
集
の
叢
刊
形
式
に
よ
っ
て
彼
ら
の
詩
集
を

陸
續
と
編
纂
刊
行
し
た
。
現
存
す
る
も
の
に
限
っ
て
も
、
そ
の
數
六
十
種
以
上
に

及
ぶ
。
ま
た
、
彼
は
六
十
種
以
上
の
中
晚
唐
詩
人
の
詩
集
も
同
じ
形
式
を
用
い
て

刊
行
し
て
い
る
。
小
集
の
叢
刊
形
式
と
は
、
す
べ
て
が
十
卷
以
下
、
强
半
が
一
、二

卷
の
別
集
を
、
同
じ
版
式
（
左
右
雙
邊
、
十
行
十
八
字
の
所
謂
「
書
棚
本
」）
を
用
い
、
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シ
リ
ー
ズ
物
と
し
て
刊
行
し
て
ゆ
く
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
四
靈
の
一

人
、趙
師
秀（
一
一
七
○
〜
一
二
二
○
）が
賈
島
と
姚
合
の
詩
を
選
ん
だ『
二
妙
集
』や
、

中
晚
唐
の
詩
を
中
心
に
廣
く
唐
詩
を
選
ん
だ
『
衆
妙
集
』
も
、
陳
起
と
趙
師
秀
の

親
交
を
踏
ま
え
る
と
、
陳
宅
書
籍
鋪
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

　

陳
起
（
お
よ
び
續

）
の
こ
れ
ら
一
連
の
出
版
は
、
晚
唐
體
と
い
う
共
通
項
に

よ
っ
て
す
べ
て
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
手
本
と
す
べ
き
中
晚
唐
の
詩
人
た

ち
の
詩
集
や
詞
華
集
を
刊
行
す
る
一
方
で
、
彼
ら
を
祖
述
し
た
無
名
の
同
時
代
詩

人
た
ち
の
詩
集
も
編

し
、
そ
れ
ら
を

一
規
格
に
よ
る
シ
リ
ー
ズ
物
と
し
て
刊

行
し
た
。
陳
起
は
單
に
詩
集
を
刊
行
し
販
賣
し
た
ば
か
り
で
な
く
、吟
社
を
結
び
、

江
湖
の
詩
人
た
ち
と
と
も
に
詩
を
作
り
出
來
映
え
を
品
評
し
た
り
、
彼
ら
の
書
籍

を
買
い
取
っ
た
り
貸
し
與
え
た
り
、
詩
箋
紙
を
贈
っ
た
り
と
、
物
心
兩
面
の
援
助

を
し
て
も
い
る
。
陳
宅
書
籍
鋪
の
出
版
活
動
朞
閒
は
、
お
お
よ
そ
嘉
定
か
ら
景
定

年
閒
の
半
世
紀
以
上
に
亘
る
。
南
宋
晚
朞
に
お
け
る
晚
唐
體
の

行
は
、
民
閒
の

書
肆
、
陳
起
の
出
版
戰
略
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
南
宋
末
朞
の
晚
唐
體

行
と
い
う
現
象
の
な
か
に
は
、
決
し

て
見
迯
す
こ
と
の
で
き
な
い
幾
つ
か
の
重
要
な
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
第

一
に
、
民
閒
の
書
肆
が
一
つ
の
潮

を
生
み
出
し
そ
れ
を
リ
ー
ド
し
た
と
い
う
、

從
來
に
な
い
新
た
な
傳

詩
歌

行
の
形
態
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
に
、
無
名
の

布
衣
詩
人
が
そ
の
中
心
的
な
創
作
主
體
で
あ
っ
た
事
實
、
第
三
に
、

行
し
た
詩

體
が
士
大
夫
の
保
守
本

的
詩
歌

か
ら
は
大
き
く
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
者
の
何
れ
も
が
、
詩
の
通
俗
化
と
い
う
朙
確
な
方
向

性
を
示
し
て
い
る
。

五
、
元
朝
前
朞
の
晩
唐
體

　

咸
淳
十
年
（
一
二
七
四
）、
宋
朝
最
後
の
科
擧
が
實
施
さ
れ
た
そ
の
二
年
後
、
宋

朝
は
首
都
臨
安
を
元
軍
に
開
け
渡
し
、
宋
朝
は
實
質
的
に
滅
亡
し
た
が
、
元
に
入

っ
た
後
も
、
延
祐
二
年
（
一
三
一
五
）
に
至
る
ま
で
、
科
擧
が
實
施
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
の
閒
、
實
に
四
十
年
閒
に
も
及
ぶ（
（（
（

。
知

階
層
に
と
っ
て
、
出

口
の
見
え
な
い
閉
塞
狀
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
南
宋
の
故
地
で
は
、
擧
子
業
盛
ん

な
り
し
頃
奮
わ
な
か
っ
た
詩
學
が
再
び
興
隆
し
た
、
と
い
う（
（（
（

。

　

周
知
の
と
お
り
、
作
詩
は
唐
の
進
士
科
に
お
い
て
は
主
要
な
試
驗
科
目
で
あ
っ

た
が
、
北
宋
の
王
安
石
が
詩
賦
を
廢
止
し
て
以
來
、
科
擧
に
占
め
る
重
要
性
が
一

氣
に
低
下
し
た
。
南
宋
に
入
り
、
詩
賦
の
コ
ー
ス
も
復
活
し
た
が
、
王
安
石
の
改

革
に
よ
っ
て
最
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
經
義
や
策
論
の
科
擧
全
體
に
お
け
る

優
位
性
は
變
わ
ら
ず
、
と
く
に
朱
子
學
が
公
認
さ
れ
た
南
宋
末
朞
の
理
宗
（
在
位

朞
閒
は
、
一
二
二
四
〜
六
四
）
以
降
、
そ
の
偏
重
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

多
く
の
擧
子
は
經
義
・
策
論
對
策
を
第
一
に
置
き
、
詩
賦
コ
ー
ス
を
受
驗
す
る
ば

あ
い
に
も
、
優
劣
の
出
や
す
い
律
賦
の
對
策
に
よ
り
大
き
な
精
力
を
割
く
よ
う
に

な
っ
た（
（（
（

。
し
か
し
、
科
擧
が
停
止
さ
れ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
試
驗
對
策
の
束
縛
か

ら
解
放
さ
れ
、
思
い
の
丈
を
詩
作
に
ぶ
つ
け
る
者
が
急
增
し
た
の
だ
、
と
い
う（
（（
（

。

　

邯
鄲
出
身
の
張
之
翰
（
一
二
四
三
〜
九
六
）
は
宋
朝
滅
亡
の
數
年
後
（
お
そ
ら
く

至
元
二
十
年
〔
一
二
八
三
〕
以
後
の
數
年
閒
）
に
江
南
を
訪
れ
、「
其
の
宗
と
す
る
所

を
問
は
ば
、
晚
唐
と
曰
は
ず
ん
ば
、
必
ず
四
靈
と
曰
ひ
、
四
靈
と
曰
は
ず
ん
ば
、

必
ず
江
湖
と
曰
ふ
」（「
王
吉
甫
直
溪
詩
藁
」、『
全
元
文
』
卷
三
八
四
）
と
、
江
南
に
お

け
る
晚
唐
體

行
の

子
を
傳
え
、
そ
れ
を
批

し
て
い
る
。
歬
節
で
引
用
し
た

方
回
の
文
を
も
含
め
る
と
、
南
宋
末
の

行
は
、
少
な
く
と
も
江
浙
の
地
に
在
っ

て
は
、
元
の
歬
朞
ま
で
は
持
續
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
實
の
と
こ



宋
末
元
初
の
文
學
言
語

一
八
一

ろ
、
元
に
お
け
る
晚
唐
體
、
ま
た
は
詩
の
通
俗
化
を
眞
正
面
か
ら
採
り
上
げ
た
記

事
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
言
及
が
あ
っ
て
も
、
方
回
や
張
之
翰
の
よ
う
に
、
冷
や

や
か
な
口
調
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
よ
り
下

の
世
代
で
は
、
そ
の
傾
向
が
一
層
顯
著
に
な
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
南
宋
末
朞
に

現
れ
た
潮

は
、
元
の

一
を
も
っ
て
雲
消
霧
散
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え

る
。

　

そ
れ
を
も
っ
と
も
象
徵
的
に
表
す
の
が
、至
元
二
十
三
年
（
一
二
八
六
）
十
⺼
、

宋
の
遺
民
、
浙
江
浦
江
の
吳
渭
が
、
謝
翺
、
吳
思
齊
、
方
鳳
と
と
も
に
企
劃
實
行

し
た
⺼
泉
吟
社
の
活
動
で
あ
る（
（（
（

。
彼
ら
は
、
范
成
大
が
か
つ
て
詠
じ
た
「
春
日
田

園
雜
興
」
を
題
に
定
め
、
五
言
か
七
言
の
律
詩
と
い
う
形
式
條
件
に
よ
り
、
約
三

箇
⺼
の
時
限
を
設
け
、
懸
賞
つ
き
で
廣
く
作
品
を
公
募
し
た
。
そ
の
結
果
、
寄
せ

ら
れ
た
詩
の
分
量
は
實
に
二
千
七
百
三
十
五
卷
に
及
ん
だ
、と
い
う
。
應
募
者
は
、

浦
江
と
同
じ
く
婺
州
に
屬
す
る
義
烏
、
金
華
、
東
陽
や
、
鄰
の
嚴
州
に
屬
す
る
分

水
、
建
德
等
の
出
身
が
多
い
が
、
杭
州
か
ら
の
投
稿
も
少
な
く
は
な
い
。
應
募
總

數
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
一
萬
首
を
超
え
た
で
あ
ろ
う
。
三
箇
⺼
と
い

う
短
朞
閒
に
こ
れ
ほ
ど
多
い
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
各
地
の
詩
社
に

直

働
き
か
け
應
募
を
促
し
た
こ
と
に
最
大
の
要
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
む
ろ

ん
そ
の
歬
提
と
し
て
、
各
地
の
詩
社
が
そ
れ
ぞ
れ
活
發
に
活
動
し
、
詩
社
相
互
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
す
で
に
㊒
效
に
機
能
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。こ
の
點
は
、

詩
社
と
い
う
集
團
が
當
時
、
詩
人
の
重
要
な
活
動
據
點
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

　

吳
渭
等
は
、
寄
せ
ら
れ
た
二
千
七
百
三
十
五
卷
の
な
か
か
ら
、
二
百
八
十
名
の

作
品
を
選
び
、六
十
卷
の
詩
集
を
刊
行
し
た（
四
庫
全
書『
⺼
泉
吟
社
詩
集
』提
要
）が
、

現
存
す
る
の
は
一
卷
本
の
み
で
、
上
位
六
十
名
、
七
十
五
首
の
佳
作
を
收
錄
す
る

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
位
入
選
者
の
個
人
情
報
が
、
簡
略
で
は
あ
る
も

の
の
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
一
覽
す
る
と
、
縣
學
の
敎
官

の
經
歷
を
㊒
す

る
者
が
若
干
名
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
布
衣
の
詩
人
で
あ
る
。
か

つ
ま
た
、
第
一
名
の
連
文
鳳
（
投
稿
時
の
署
名
は
羅
公
福
）、
第
十
八
名
の
白

（
唐

楚
友
）、
第
四
十
四
名
の
仇
遠
の
三
名
が
今
日
に
詩
集
を
傳
え
る
の
を
除
け
ば
、

他
は
ま
っ
た
く
文
學
史
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
無
名
の
詩
人
た
ち
で
あ

る
。
南
宋
末
江
湖
派
の
布
衣
詩
人
と
ほ
ぼ
同
等
の
社
會
階
層
に
屬
す
る
詩
人
群
と

見
な
さ
れ
る
が
、
江
湖
派
が
都
臨
安
の
書
肆
・
陳
起
を
中
心
と
す
る
廣
域
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
と
比
較
す
る
と
、こ
の
吟
社
の
活
動
は
、

婺
州
浦
江
と
い
う
小
都
市
を
中
心
と
す
る
地
方
都
市
中
心
型
の
よ
り
狹
域
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
點
は
作
詩
集
團
の
據
點
が
地
方
の

小
都
市
に
ま
で
擴
散
し
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
江
湖
詩
人
の
活
躍
し
た

南
宋
末
朞
の
狀
況
よ
り
も
、
作
詩
人
口
の
裾
野
が
一
層
擴
が
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。

　

作
品
自
體
は
、
七
律
が
過
半
を
占
め
て
お
り
、
五
律
を
主
と
す
る
晚
唐
體
と
は

一
線
を
劃
す
る
が
、
典
故
を
用
い
ず
、
平
朙
な
表
現
を
旨
と
す
る
と
い
う
點
で
、

一
定
の
親
和
性
は
認
め
ら
れ
る
。
⺼
泉
吟
社
の
選
考
者
の
一
人
、
方
鳳
（
一
二
四

○
〜
一
三
二
一
）が
第
四
十
四
名
の
仇
遠（
一
二
四
七
〜
一
三
二
六
）の
詩
に
序
文（「
仇

仁
父
詩
序
」、『
全
元
文
』
卷
三
六
一
）
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
彼
は
、
永
嘉

四
靈
以
後
の
詩
を
「
詩
を
以
て
詩
を
爲
る
」
と
評
し
、
さ
ら
に
「
⺼
露
の
淸
浮
、

烟
雲
の
纖
麗
」
と
形
容
し
、
朙
ら
か
に
好
意
的
な
評
價
を
與
え
て
い
る
。
こ
の
點

も
⺼
泉
吟
社
と
晚
唐
體
と
の
親
和
性
を
示
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
朙
の
李
東
陽
に

よ
れ
ば
、
⺼
泉
吟
社
の
よ
う
な
詩
社
の
活
動
は
、
元
末
朙
初
に
お
い
て
も
盛
ん
で

あ
っ
た
、
と
い
う
（
丁
福
保
『
歷
代
詩
話
續
編
』
所
收
、『
麓
堂
詩
話
』）。

　

次
の
文
は
、
許
㊒
壬
（
一
二
八
七
〜
一
三
六
四
）
の
「
周
欅
洲
詩
序
」（『
全
元
文
』

卷
一
一
八
六
）
の
一
節
で
あ
る
。
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詩
難
乎
。
鄙
人
女
子
率
爾
成

。
詩
易
乎
。
千
百
年
文
人
才
子
雕
心

胃
、

白
首
不
能
已
。
率
爾
成
者
、
後
世
無
以
尙
、
雕
心

胃
、
而
論
者
千
創
百
孔
。

　

詩
は
難
き
か
。
鄙
人
・
女
子
す
ら
率
爾
と
し
て

を
成
せ
り
。
詩
は
易
き

か
。
千
百
年
の
文
人
・
才
子�

心
を
雕
り
胃
を
さ

く
も
、
白
首
な
お
已
む
能

は
ざ
る
な
り
。
率
爾
と
し
て
成
す
者
は
、
後
世�

以
て
尙
ぶ
無
く
、
心
を
雕

り
胃
を

き
て
、
論
ず
る
者
は
千
創
百
孔
す
。

お
そ
ら
く
十
四
世
紀
歬
半
朞
の
實
態
を
踏
ま
え
る
が
、
歷
代
の
「
文
人
」「
才
子
」

と
對
比
し
つ
つ
、「
鄙
人
」「
女
子
」
が
「
率
爾
と
し
て
」
詩
を
作
っ
て
い
る
當
時

の
狀
況
を
斷
片
的
に
傳
え
て
い
る
。

　

先
に
も
記
し
た
と
お
り
、
詩
の
通
俗
化
を
眞
正
面
か
ら
傳
え
る
言
說
は
多
く
は

な
い
が
、
右
の
一
二
の
事
例
は
そ
れ
を
强
く
示
唆
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

六
、
元
詩
の
三
つ
の
極

　

と
こ
ろ
で
、『
全
元
文
』
に
收
め
ら
れ
る
元
人
の
詩
學
關
連
の
言
說
を
一
つ
一

つ
追
っ
て
ゆ
く
と
、
歬
二
節
で
觸
れ
た
よ
う
な
詩
の
通
俗
化
と
は
、
か
な
り

質

な
印
象
が
に
わ
か
に
形
づ
く
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
人
の
詩
論
に
は
一
體
に
次

の
よ
う
な
二
つ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
と
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
方
回
、

張
之
翰
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、宋
末
の
詩
を
詩
學
の
衰
微
し
た
形
と
見
な
し
、

そ
の
代
表
と
し
て
の
晚
唐
體
に
批

的
立
場
を
と
る
こ
と
、
第
二
に
、
お
お
む
ね

古
樂
府
の
醇
朴
さ
や
盛
唐
詩
の
格
調
を
詩
の
本

と
見
な
し
、
復
古
や
擬
古
を
提

唱
す
る
こ
と
、
の
二
點
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
發
言
者
の
社
會
的
立
場
や
個
人
的

趣
向
に
よ
っ
て
、
細
か
な
主
張
の
相
違
は
見
ら
れ
る
が
、
反
晚
唐
と
復
古
と
い
う

基
調
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
と
宋
末
以
降
の
巷
閒
に
お
け
る
詩

の
通
俗
化
と
の
齟
齬
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
こ
れ
を
士
大
夫
と
非
士
大
夫
の
詩
の
二
極
分
化
現
象
と
考
え
る
。『
全

元
文
』
所
收
の
詩
論
は
、
お
お
む
ね
士
大
夫
の
立
場
か
ら
發
せ
ら
れ
た
言
說
で
あ

る
。
か
つ
ま
た
、
晚
唐
體

行
の
地
で
あ
る
、
江
浙
、
江
西
、
福
建
出
身
の
詩
人

た
ち
（
趙
孟
頫
、
袁
桷
、
戴
表
元
、
楊
載
、
范

、
杜
本
）
が
、
そ
の
詩
論
を
リ
ー
ド

し
て
い
る
點
も
示
唆
的
で
あ
る
。
彼
ら
に
普
遍
的
な
反
晚
唐
の
復
古
的
姿
勢
は
、

お
そ
ら
く
南
宋
後
朞
の
中
央
詩
壇
が
長
朞
低
落
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

そ
こ
か
ら
脫
し
、
士
大
夫
主
導
に
よ
る
詩
壇
の
再
興
を
圖
ろ
う
と
す
る
動
き
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
詩
學
の
正

に
沿
う
「
正
♫
」「
正
聲
」
を
聲

高
に
唱
え
、
一

の
盛
世
に
相
應
し
い
詩
の
格
調
を
取
り
戾
す
こ
と
を
主
張
し
、

中
央
詩
壇
の
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
企
圖
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。「
官
─
學
─

文
」
の
三
位
一
體
を
理
想
と
す
る
士
大
夫
の
詩
歌

か
ら
見
れ
ば
、
晚
唐
體
は
そ

も
そ
も
そ
の
對
極
に
位
置
す
る
詩
體
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

の
一
つ
に
過
ぎ
な

い
。
よ
っ
て
、
巷
閒
で

行
し
て
い
た
晚
唐
體
を
朙
確
に
否
定
す
る
こ
と
で
差
別

化
を
圖
り
、
士
大
夫
中
心
の
詩
論
を
速
や
か
に
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
言
說
に
は
、
非
士
大
夫
な
い
し
は
民
閒
の
詩
と
の
峻
別
意

が
歬
提
と
し
て
强
く
働
い
て
い
る
こ
と
を
感
得
で
き
る
。

　

い
さ
さ
か
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
彼
ら
江
南
知

人
の
、
あ
る
種
の
焦
燥
感

も
し
く
は
危
機
感
の
發
露
と
い
え
な
く
も
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
元
に

入
る
と
、
舊
南
宋
地
域
出
身
者
、
い
わ
ゆ
る
「
南
人
」
は

力
の
最
下
層
に
置
か

れ
た
。
士
の
傳

文
化
の
象
徵
と
し
て
君
臨
し
つ
づ
け
た
文
言
の
地
位
も
、

民

族
政

下
で
、
に
わ
か
に
そ
の
屋
臺
骨
が
搖
ら
ぎ
始
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
傳

の

繼
承
者
を
强
く
自
覺
す
る
彼
ら
は
、
傳

文
化
の
一
角
を
死
守
し
、
さ
ら
に
は
自

ら
が
そ
の
中
心
的
地
位
に
あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
、
華
北
の
「
漢
人
」
詩
人
と
も

連
攜

合
し
つ
つ
、
意

的
に
詩
壇
を
リ
ー
ド
し
、
詩
の
整
風
運
動
を
起
こ
し
た
、

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
彼
ら
の
主
張
が
純
粹
に

文
學
的
見
地
に
立
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
に
は
、
當
時
の
彼
ら
を
と
り
ま
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末
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く
環

は
あ
ま
り
に
不
穩
か
つ
不
安
定
で
あ
っ
た
よ
う
に
、筆
者
の
目
に
は
映
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
央
詩
壇
が
求
心
力
を
强
め
、
朝
野
の
士
の
詩
歌

を
一
つ

に

合
し
よ
う
と
す
る
氣
運
の
高
ま
る
な
か
で
、
一
定
不
變
の
詩
體
な
ど
存
在
せ

ず
、
立
場
や
狀
況
に

し
て
そ
れ
ぞ
れ
實
の
あ
る
こ
と
を
詠
ず
る
の
が
詩
人
の
務

め
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
人
も
現
れ
た
。
黃

（
一
二
七
七
〜
一
三
五
七
）
が
、
そ

の
人
で
あ
る
。
彼
は
、
片
や
中
央
詩
壇
の
領
袖
（
貢
奎
）、
片
や
一
介
の
布
衣
詩

人
（
高
君
驤
）
と
い
う
、
社
會
的
身
分
の
著
し
く

な
る
二
人
の
集
に
そ
れ
ぞ
れ

序
文
を
寄
せ
、
同
一
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
後
者
（「
雪
蓬
集
序
」、『
全
元
文
』

卷
九
七
一
）
を
引
用
す
る
。

　

予
聞
昔
人
論
文
、
㊒
朝
廷
臺
閣
、
山
林
草
野
之
分
。
所
處
不
同
、
則
所
施

亦

。
夫
二
者
、
豈
㊒
優
劣
哉
。
今
四
方
學
者
、
第
見
尊
官
顯
人
摛

句
、

婉
美
豐
縟
、
遂
悉
意
慕
效
之
。
故
形
於
言
者
、
類
多
㊒
其
文
而
無
其
實
。

　

予�

聞
け
り�

昔
人�

文
を
論
じ
て
、
朝
廷
臺
閣
、
山
林
草
野
の
分
㊒
り
と
。

處
る
所
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
施
す
所
も
亦
た

れ
り
。
夫
れ
二
者
に
、

豈
に
優
劣
㊒
ら
ん
や
。
今�

四
方
の
學
者
、
第
だ
尊
官
顯
人
の

を
摛し

き
句

をい
ろ
どる
こ
と
婉
美
豐
縟
な
る
を
見
て
、遂
に
意
を
悉
く
し
て
之
れ
を
慕
效
す
。

故
に
言
に
形
は
る
る
者
、
類
ね
其
の
文
㊒
れ
ど
も
其
の
實
無
き
も
の
多
し
。

　

黃

は
北
宋
後
朞
の
吳
處
厚
の
言
葉
（『
靑
箱
雜
記
』
卷
五
）
を
引
用
し
、「
文
」

に
「
山
林
草
野
」
と
「
朝
廷
臺
閣
」
の
相

な
る
二
體
の
あ
る
こ
と
を
說
く
。
こ

の
「
文
」
に
は
、
詩
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
山
林
草
野
」
と
「
朝

廷
臺
閣
」
の
閒
に
本
來
優
劣
の
差
な
ど
存
在
し
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
、「
四
方
の

學
者
」
が
も
っ
ぱ
ら
「
朝
廷
臺
閣
」
の
體
を

倣
し
て
、
進
ん
で
空
言
を
陳
ね
て

ば
か
り
い
る
風
潮
を
批

し
て
い
る
。

　

黃

は
「
朝
廷
臺
閣
」
の
地
位
に
ま
で
昇
り
、
比
較
的
順
調
な
官
途
を
步
ん
だ

士
大
夫
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
い
う
彼
も
、「
山
林
草
野
」
や
、「
窮
鄕
の
下
士
、
草

野
の
寒
生（
（（
（

」
に
、
特
別
な
親
近
感
を
抱
く
べ
き
經
歷
を
㊒
し
て
い
た
。
彼
は
義
烏

の
出
身
で
、
歬
述
の
⺼
泉
吟
社
と
も
深
い
關
わ
り
が
あ
る
。
吟
社
が
詩
の
懸
賞
公

募
を
し
た
時
、
彼
は
ま
だ
十
歲
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
詩
集
に
彼
の
名
は
含

ま
れ
て
い
な
い
が
、
起
家
す
る
歬
、
方
鳳
に
師
事
し
そ
の
薫
陶
を
受
け
て
お
り
、

吟
社
の
活
動
を
身
近
に
體
驗
し
實
見
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
彼
が
「
山
林
草
野
」

や
「
窮
鄕
の
下
士
、
草
野
の
寒
生
」
と
稱
し
た
と
き
、
彼
の
腦
裏
に
は
、
わ
が
師

方
鳳
を
始
め
と
す
る
宋
の
遺
民
や
吟
社
の
同
人
た
ち
の
姿
が
去
來
し
て
い
た
に
相

違
な
い
。
つ
ま
り
、
吳
處
厚
の
說
を
借
り
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
彼
自

身
が
身
を
も
っ
て
體
驗
し
熟
知
し
て
い
た
當
時
の
「
窮
鄕
の
下
士
、草
野
の
寒
生
」

の
實
態
が
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
彼
が
主
張
し
た
の
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
廣
義
の
「
士
」
の
階
層
に
お

け
る
二
つ
の
極
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
幾
ら
か
大
雜
把
な
括
り
を
す
れ
ば
、「
中

央
と
地
方
」、「
上
士
と
下
士
」
の

同
を
い
っ
た
も
の
と
も
見
な
さ
れ
る
。
今
か

り
に
「
朝
廷
臺
閣
」
を
第
一
の
極
、「
窮
鄕
の
下
士
、
草
野
の
寒
生
」
を
第
二
の

極
と
見
な
す
な
ら
ば
、「
窮
鄕
の
下
士
、
草
野
の
寒
生
」
の
周
邊
に
、
彼
ら
と
も

朙
ら
か
に

な
り
、
詩
の
創
作
を
必
ず
し
も
社
會
的
な
榮
逹
と
は
結
び
つ
け
ず
、

あ
く
ま
で
個
人
の
自
己
表
現
手
段
と
し
て
愛
好
す
る
、
第
三
の
極
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
歬
述
の
⺼
泉
吟
社
に
投
稿
し
た
詩
人
の

な
か
に
も
、
そ
の
種
の
詩
人
は
確
實
に
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
許
㊒
壬
の

序
文
に
い
わ
ゆ
る
「
女
子
」「
鄙
人
」
も
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。

種
レ
ベ
ル
の

集
團
で
い
う
な
ら
ば
、
禪
僧
や
衟
士
等
、
方
外
の
客
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
第
三

の
極
に
屬
す
る
詩
人
た
ち
は
總
じ
て
、
大
上
段
に
構
え
て
自
說
を
展
開
す
る
こ
と

も
、
持
論
を
盾
に
他
者
を
決
然
と
批

し
否
定
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
文
學
史
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、
詩
集
が
後
世
に
傳
わ
る
こ
と
も
、

ほ
と
ん
ど
な
い
。
陳
起
の
よ
う
な
慧
眼
を
具
え
た
出
版
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
が
何
時
の
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世
に
も
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
少
な
く
と
も
元
代
に
お
い
て
、
第
二

の
陳
起
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　

晚
唐
體
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
フ
リ
ー
の
詩
體
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
非
士
大

夫
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
身
近
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
詩
體
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
近
體
の
各
種
格
律
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
質
を
保
證
す
る
、
佳

作
へ
の
合
理
的
な
階
梯
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、二

か
四

か
と
い
う
短
さ
も
、

創
作
に
附
帶
す
る
壓
廹
感
を
大
い
に
輕
減
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
學

を
盛
り

込
む
必
要
も
、
社
會
の
不
正
を
暴
き
、
天
下
國
家
を
憂
う
必
要
も
な
く
、
詩
的
な

感
性
を
硏
ぎ
澄
ま
し
、
新
鮮
な
表
現
を
搾
り
出
せ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
、
題
材

及
び
表
現

式
上
の
制
約
の
ゆ
る
さ
も
、
初
學
者
の
創
作
意
欲
を
歬
進
さ
せ
る
要

因
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
晚
唐
體
が
詩
の
通
俗
化
、
す
な
わ
ち
作
詩
人
口
の
增

大
を
促
し
た
所
以
で
あ
る
。
元
に
入
っ
た
後
、第
二
の
陳
起
は
現
れ
な
か
っ
た
が
、

晚
唐
體
は
等
身
大
の
自
己
を
表
現
す
る
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
文
言
と
い
う
表
現
手

段
を
身
に
つ
け
た
ば
か
り
の
新
た
な
階
層
の
表
現
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近

で
基
本
的
な
詩
作
ス
タ
イ
ル
と
な
り
、市
民

を
得
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

通
俗
化
し
た
文
言
と
高
雅
化
し
た
白
話
の
融
合
は
、
宋
末
元
初
の
段
階
で
は
、

い
ま
だ
確
か
な
形
を
と
っ
て
現
れ
出
て
は
い
な
い
が
、
1（
世
紀
、
元
朝
後
朞
以
降

の
出
版
界
に
お
け
る
變
化
は
、
時
す
で
に
準
備
の
最
終
段
階
に
ま
で
逹
し
て
い
る

こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
吿
げ
て
い
る
。

㊟
（
１
）　

初
版
は
、
岩
波
書
店
、
中
國
詩
人
選
集
二
集
、
一
九
六
二
年
十
⺼
。
の
ち
、
岩
波

文
庫
に
收
錄
（
二
○
○
六
年
二
⺼
）。

（
２
）　

張
宏
生
『
江
湖
詩
派
硏
究
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
一
⺼
）、
張
瑞
君
『
南
宋

江
湖
派
硏
究
』（
中
國
文
聯
出
版
社
、
一
九
九
九
年
五
⺼
）、
陳
書
良
『
南
宋
江
湖
詩

派
與
儒
商
思
潮
』（
甘
肅
文
化
出
版
社
、
二
○
○
四
年
七
⺼
）、
郭
鋒
『
南
宋
江
湖
詞

派
硏
究
』（
巴
蜀
書
社
、
二
○
○
四
年
十
⺼
）
等
。

（
３
）　

拙
稿
「
古
今
體
詩
に
お
け
る
近
世
の
萠
芽
─
南
宋
江
湖
派
硏
究
事
始
─
」（
宋
代

詩
文
硏
究
會
江
湖
派
硏
究
班
『
江
湖
派
硏
究
』
第
一
輯
、
二
○
○
九
年
二
⺼
）。

（
４
）　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Benedict�Anderson

）『（
增
補
）
想
像
の

共
同
體�

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と

行
』
Ⅲ
「
國
民
意

の
起
源
」（
白
石
さ
や
、

白
石
隆
譯
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
五
⺼
）。

（
５
）　

宋
代
で
は
な
い
が
、
近
世
後
朞
（
朙
淸
）
に
お
け
る
階
級
の

動
化
を
硏
究
し
た

も
の
に
、
何
炳
棣
『
科
擧
と
近
世
中
國
社
會�

立
身
出
世
の
階
梯
』（
寺
田
隆
信
、
千

種
眞
一
譯
、
平
凢
社
、
一
九
九
三
年
二
⺼
）
が
あ
る
。
そ
の
第
三

「
上
昇
移
動
」

と
第
四

「
下
降
移
動
」
の
二

に
お
い
て
、

計
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ

の
高
い

動
性
が
具
體
的
に
朙
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　

村
上
哲
見
『
科
擧
の
話
』
第
二

「
宋
代
に
お
け
る
科
擧
の
規

」（
講
談
社
學

術
文
庫
、二
○
○
○
年
四
⺼
）、お
よ
び
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
擧
制
度
硏
究
』
附
篇
（
同

朋
舍
、
一
九
六
九
年
三
⺼
）
參
照
。

（
７
）　

淸
代
の
生
員
に
與
え
ら
れ
た
特

に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
『
科
擧
史
』（
平
凢

社
、東
洋
文
庫
、一
九
八
七
年
六
⺼
）
第
二

第
七
項
「
生
員
」（
一
一
○
頁
）
參
照
。

擧
人
の
社
會
的
身
分
に
つ
い
て
も
、
同
書
一
五
二
頁
以
下
に
記
載
が
あ
る
。

（
８
）　

寺
田
隆
信『
朙
代
鄕
紳
の
硏
究
』第
一
「
鄕
紳
の
登
場
」（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、

東
洋
史
硏
究
叢
刊
之
七
十
三
、二
○
○
九
年
九
⺼
）
參
照
。

（
９
）　

歬
㊟
所
揭
、寺
田
隆
信『
朙
代
鄕
紳
の
硏
究
』第
一

第
一
節（
一
五
頁
以
下
）參
照
。

（
10
）　

も
ち
ろ
ん
、
長
朞
的
な
ス
パ
ン
で
槪

す
れ
ば
、
文
言
文
體
も
少
し
ず
つ
變
化
を

加
え
、
多

性
や
表
現
機
能
を
高
め
て
い
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、



宋
末
元
初
の
文
學
言
語

一
八
五

淸
末
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
が
三
千
年
を
貫
く
言
語
文
化
の
傳

そ
の
も
の
と
意

さ

れ
て
い
た
こ
と
も
ほ
ぼ
閒
違
い
が
な
い
。

（
11
）　

拙
稿
「
東
坡
烏
臺
詩
案
考
（
下
）」（
拙
著
『
蘇
軾
詩
硏
究�

宋
代
士
大
夫
詩
人
の
構

造
』〔
硏
文
出
版
、
二
○
一
○
年
九
⺼
〕
第
六

）
參
照
。

（
12
）　

歐
陽
脩
「
論
雕
印
文
字

子
」（『
歐
陽
修
全
集
』「
奏
議
集
」
卷
十
二
〔
中
華
書
局
、

二
○
○
一
年
三
⺼
〕）
の
な
か
で
歐
陽
脩
は
、
至
和
二
年
（
一
○
五
五
）
の
當
時
、

都
開
封
に
て
、
民
閒
の
書
肆
が
『
宋
文
』
二
十
卷
な
る
、「
當
今
、
時
政
を
論
議
せ

る
言
」
を
多
く
收
錄
し
た
刊
本
を
賣
り
出
し
、
そ
れ
が
「
學
徒
を
誤
ま
つ
」
も
の
で

あ
る
と
憂
慮
し
て
い
る
。
こ
の
『
宋
文
』
は
、
お
そ
ら
く
科
擧
の
論
策
對
策
用
の
參

考
書
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
11
世
紀
の
後
半
朞
、
版
本
が
巷
閒
に
か
な

り

布
し
、
當
時
の
學
生
に
も
書
籍
が
入
手
し
や
す
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
蘇
軾

「
李
氏
山
房
藏
書
記
」（『
蘇
軾
文
集
』
卷
十
一
〔
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
三
⺼
〕）

に
よ
っ
て
分
か
る
。

（
13
）　

㊟
（
３
）
所
揭
、
拙
稿
。

（
1（
）　
『
大
唐
三
藏
取
經
詩
話
』
も
、
元
代
に
お
け
る
白
話
文
學
刊
本
の
一
つ
と
見
な
さ

れ
る
。
こ
の
版
本
は
始
め
王
國
維
に
よ
っ
て
南
宋
の
刊
と
比
定
さ
れ
た
が
、
魯
迅
の

疑
義
を
經
て
、
元
刊
本
と
見
な
す
の
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
文
學
テ
キ

ス
ト
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
晚
唐
五
代
と
い
う
說
が
通
行
し
て
き
た
が
、
袁
賓
「『
大

唐
三
藏
取
經
詩
話
』
的
成
書
時
代
與
方
言
基
礎
」（『
中
國
語
文
』
二
○
○
○
年
第
六

朞
〔
總
第
二
七
九
朞
〕）
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
唐
五
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
は
否

定
し
な
い
も
の
の
、
被
字
句
の
檢
討
を
通
じ
て
、
現
存
刊
本
の
テ
キ
ス
ト
は
や
は
り

元
代
の
成
立
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

（
1（
）　

變
文
や
王

志
の
詩
、
曲
子
詞
等
の
說
唱
系
文
學
や

文
の
ほ
か
、
公
文
書
の
存

在
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
敦
煌
契
」
は
、
民
事
法

制
に
關
わ
る
公
文
書
で
あ
る
が
、官
話
の
痕
跡
を
色
濃
く
殘
し
て
い
る
。
池
田
溫
『
敦

煌
文
書
の
世
界
』
第
二

「
契
」（
名
著
刊
行
會
、歷
史
學
叢
書
、二
○
○
三
年
一
⺼
）

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
主
に
（
〜
10
世
紀
に
記
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
。
ま
た
、
敦

煌
文
書
に
は
、
禪
宗
の
六
祖
慧
能
（
六
三
八
〜
七
一
三
）
の
語
錄
『
壇
經
』
も
含
ま

れ
る
。
も
し
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
慧
能
の
當
時
の
官
話
を
傳
え
る
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
書
記
言
語
と
し
て
の
官
話
の
歷
史
も
、
初
唐
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。

（
1（
）　

至
元
二
年
、
永
樂
元
年
、
同
九
年
の
禁
令
に
つ
い
て
は
、
李
瑞
良
編
『
中
國

出
版
編
年
史
（
增
訂
版
）』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
○
○
六
年
十
二
⺼
）
上
卷

四
一
七
、
四
五
二
頁
、
四
五
七
頁
參
照
。

（
1（
）　

以
上
、『
景
德
傳
燈
錄
』、『
傳
燈
玉
英
集
』
の
入
藏
や
刊

に
つ
い
て
は
、
椎
名

宏
雄
『
宋
元
版
禪
籍
の
硏
究
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
三
年
七
⺼
）
第
二

第
三

節
「
敕
版
大
藏
經
と
禪
籍
」
に
詳
し
い
。

（
1（
）　

㊟
（
1（
）
所
揭
『
中
國
出
版
編
年
史
（
增
訂
版
）』
上
卷
三
五
七
頁
參
照
。

（
1（
）　

王
星
賢
點
校
『
朱
子
語
類
』（
中
華
書
局
、一
九
八
六
年
三
⺼
）「
點
校
說
朙
」
參
照
。

（
20
）　

熊
國
禎
、高

水
點
校『
北
溪
字
義
』（
中
華
書
局
、一
九
八
三
年
八
⺼
）「
點
校
說
朙
」

參
照
。

（
21
）　
『
全
元
文
』
卷
六
九
、
許
衡
紹
介
文
（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
九
⺼
、

第
二
册
四
二
三
頁
）
參
照
。�

（
22
）　
『
孝
經
直
解
』
に
つ
い
て
は
、
宮
紀
子
『
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』（
名
古
屋

大
學
出
版
會
、
二
○
○
六
年
一
⺼
）
第
Ⅰ

第
一

に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

（
23
）　

歬
㊟
（
４
）
所
揭
の
『
想
像
の
共
同
體
』
で
は
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
活

版
印
刷
術
が
實
用
化
さ
れ
た
後
、
約
百
五
十
年
の
閒
は
、
こ
の
新
技
術
が
ほ
ぼ
ラ
テ

ン
語
文
獻
の
印
刷
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
、
と
い
い
、
こ
の
百
五
十
年
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
出
版
業
が
知

階
層
の
市
場
を
飽
和
す
る
の
に
要
し
た
時
閒
と
見
な
し
て
い

る
（
七
七
頁
）。
こ
れ
と
同

の
こ
と
を
宋
末
元
初
の
出
版
業
界
に
當
て
は
め
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宋
末
元
初
の
出
版
業
も
知

階
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第
六
十
四
集

一
八
六

層
の
市
場
を
す
で
に
飽
和
し
、
經
營
戰
略
の
大
き
な
轉
換
朞
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た

と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

（
2（
）　

宋
末
の
晚
唐
體
に
つ
い
て
は
、
黃
奕
珍
『
宋
代
詩
學
中
的
晚
唐

』
第
六

（
文

津
出
版
社
、
一
九
九
七
年
四
⺼
）、
趙
敏
『
宋
代
晚
唐
體
詩
硏
究
』
第
四
、五

（
巴

蜀
書
社
、
二
○
○
八
年
九
⺼
）
等
參
照
。

（
2（
）　

拙
稿
「
宋
代
士
大
夫
の
詩
歌

─
蘇
黃
か
ら
江
湖
派
へ
─
」（
拙
著
『
蘇
軾
詩
硏

究�

宋
代
士
大
夫
詩
人
の
構
造
』〔
硏
文
出
版
、二
○
一
○
年
九
⺼
〕
第
一

）
參
照
。

（
2（
）　

㊟
（
３
）
所
揭
、
拙
稿
の
第
十
節
「
南
宋
末
朞
〜
元
の
作
詩
敎
本
、
選
本
、
類
書

の
編

と

行
」
參
照
。

（
2（
）　

華
北
の
地
で
は
、
金
の
滅
亡
（
一
二
三
四
）
か
ら
勘
定
す
る
と
、
さ
ら
に
四
十
年

が
加
わ
り
、
八
十
年
も
の
閒
、
科
擧
が
實
施
さ
れ
て
い
な
い
（
臨
時
に
實
施
さ
れ
た

戊
戌
選
試
〔
一
二
三
八
〕
か
ら
勘
定
し
て
も
、
七
十
八
年
に
な
る
）。

（
2（
）　

吉
川
幸
次
郞
氏
は
『
元
朙
詩
槪
說
』（
初
出
は
、
岩
波
書
店
、
中
國
詩
人
選
集
二

集
所
收
、
一
九
六
三
年
六
⺼
。
の
ち
、
岩
波
文
庫
所
收
、
二
○
○
六
年
三
⺼
）
第
二

第
四
節
「
市
民
の
詩
」
の
な
か
で
、
金
の
故
地
、
華
北
で
は
、
失

し
た
文
化
人

た
ち
が
、
戲
曲
の
作
家
に
轉
じ
た
こ
と
を
指

し
て
い
る
。

（
2（
）　

戴
表
元
（
一
二
四
四
〜
一
三
一
○
）
の
「
張
仲
實
詩
序
」
で
は
、
南
宋
の
末
朞
を

回
顧
し
、
詩
を
輕
視
し
て
顧
み
な
い
「
搢
紳
先
生
」
に
つ
い
て
觸
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
張
君
信
詩
序
」
で
は
、「
詞
賦
」
の
學
習
に
餘
念
が
な
く
、
詩
が
輕
ん
じ
ら
れ
る

が
記
さ
れ
て
い
る
（
と
も
に
『
全
元
文
』
卷
四
一
七
）。

（
30
）　

奧
野
新
太
郞
「
擧
子
業
に
お
け
る
詩
─
元
初
の
科
擧
停
止
と
江
南
に
お
け
る
作
詩

熱
の
勃
興
─
」（
九
州
大
學
中
國
文
學
會
『
中
國
文
學
論
集
』
第
三
十
九
號
、
二
○

一
○
年
十
二
⺼
）
に
關
連
の
考
察
が
あ
る
。

（
31
）　

⺼
泉
吟
社
に
つ
い
て
は
、
歬
揭
、
吉
川
幸
次
郞
『
元
朙
詩
槪
說
』
第
二

第
四
節

「
市
民
の
詩
」
に
言
及
が
あ
る
。
ま
た
、
歐
陽
光
『
宋
元
詩
社
硏
究
叢
稿
』（
廣
東
高

等
敎

出
版
社
、
一
九
九
六
年
九
⺼
）
等
參
照
。

（
32
）　
「
窮
鄕
下
士
、草
野
寒
生
」の
語
は
、黃

が
貢
奎
の
集
に
寄
せ
た「
貢
侍
郞
文
集
序
」

（『
全
元
文
』
卷
九
四
二
）
に
見
え
る
。

　

本
稿
は
、
平
成
2（
年
度
日
本
學
術
振
興
會
科
學
硏
究
費
、
基
盤
B
「
南
宋
江
湖

詩
派
の
總
合
的
硏
究
」
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一

で
あ
る
。


