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は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
論
稿
に
お
い
て
、朱
熹（
一
一
三
〇

～
一
二
〇
〇
）
が
書
人
と
し
て
の
蔡
襄
（
一
〇
一
二
～
六
七
）
と
そ
の

書
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
が
書
に
関
す
る
彼
の

い
か
な
る
美
意
識
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
き

た（
（
（

。
そ
こ
で
の
論
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

南
宋
初
期
の
こ
ろ
よ
り
蘇
軾
（
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）・
黄
庭
堅

（
一
〇
四
五
～
一
一
〇
五
）・
米
芾
（
一
〇
五
一
～
一
一
〇
七
）
ら
の
書

風
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
朱
熹
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た

傾
向
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
朱
熹
は
書
を

評
価
す
る
に
際
し
て
、古
典
の
書
に
基
づ
く
規
範
的
筆
法
で
あ
る
「
法
」

の
墨
守
を
優
先
的
基
準
に
お
い
て
お
り
、
彼
ら
の
書
は
そ
の
「
法
」
か

ら
あ
ま
り
に
逸
脱
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

朱
熹
に
よ
る
書
人
蔡
襄
へ
の
評
価
の
背
景

―
地
方
官
と
し
て
の
共
感
と
福
建
と
い
う
地
縁

―
津
　
　
坂
　
　
貢
　
　
政

し
て
朱
熹
は
、
宋
代
で
は
蔡
襄
の
書
が
「
法
」
を
墨
守
し
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
、
書
の
評
価
に
関
す
る
朱
熹
の
美
意
識
の
特
質
は
「
尚
法

主
義
」
と
「
人
格
主
義
」
と
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
照
ら

し
て
み
る
と
き
、
蔡
襄
の
書
は
ま
ず
は
そ
の
「
尚
法
主
義
」
に
適
合
し

た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
朱
熹
の
称
賛
を
得
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

で
は
、
朱
熹
は
も
う
一
方
の
「
人
格
主
義
」
の
面
か
ら
蔡
襄
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
彼
が
蔡
襄
の
書
に
書

き
付
け
た
跋
文
で
あ
る
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
二
「
跋
蔡
端
明
帖
」
の

な
か
か
に
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

蔡
公
の
節
概
・
論
議
・
政
事
・
文
学
、
皆
な
以
て
人
に
過
ぐ
る
者

有
り
。
独
り
其
の
書
の
伝
う
べ
き
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
南
来
し

て
真
蹟
を
見
る
こ
と
多
く
、
毎
に
深
く
敬
歎
す
。
朱
熹 

題
す（

2
（

。
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世
を
去
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
朱
熹
が
把
握
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
士
大
夫
と
し
て
の
蔡
襄
像
を
確
認
す
る
た
め
の
基
礎

作
業
と
し
て
、彼
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
名
臣
言
行
録
』（
以

下
、『
言
行
録
』）
を
繙
こ
う
。
こ
の
書
は
、
朱
熹
が
北
宋
士
大
夫
に
関

わ
る
随
筆
や
行
状
・
墓
誌
銘
の
類
か
ら
記
事
を
集
録
し
て
各
人
の
伝
記

を
構
成
し
た
も
の
で
あ
り（

（
（

、
こ
の
な
か
の
『
三
朝
名
臣
言
行
録
』
巻
四

に
は
蔡
襄
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
過
半
は
欧
陽
修
の

「
端
明
殿
学
士
蔡
公
墓
誌
銘
」（『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』巻
三
五
、以
下「
墓

誌
」）
か
ら
の
引
用
で
は
あ
る
も
の
の
、
朱
熹
が
蔡
襄
を
「
名
臣
」
の

列
に
加
え
る
に
値
す
る
人
物
と
し
て
認
知
し
て
い
た
こ
と
は
了
解
さ
れ

よ
う
。

　

そ
こ
で
本
章
で
は
、
蔡
襄
の
「
名
臣
」
と
し
て
の
評
価
へ
と
直
結
す

る
、
彼
の
官
人
と
し
て
の
治
績
に
注
目
し
、
そ
れ
を
朱
熹
が
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　

さ
て
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
朱
熹
の
言
葉
に
「
忠
言
恵
政
」

と
い
う
語
句
が
あ
る（

4
（

。
こ
れ
は
朱
熹
が
、
紹
熙
元
年
（
一
一
九
〇
）
四

月
に
知
事
と
し
て
漳
州
に
赴
任
し
た
際
、
そ
の
地
の
蔡
襄
の
祠
廟
に
捧

げ
た
祝
文
冒
頭
の
文
言
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
四
字
句
を
手
が
か
り
に

朱
熹
の
な
か
の
官
人
と
し
て
の
蔡
襄
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
を
分
析
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
前
二
字
句
の
「
忠
言
」
が
指
す
内
容
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
蔡
襄
の
官
歴
に
つ
い
て
、『
言
行
録
』
に
も
収
録
さ
れ
る
「
墓
誌
」

か
ら
引
用
す
る
。

慶
暦
三
年
、
秘
書
丞
・
集
賢
校
理
・
知
諫
院
を
以
て
、
修
起
居
注

　

こ
の
決
し
て
長
く
は
な
い
一
文
は
、
そ
れ
で
い
て
朱
熹
の
蔡
襄
に
対

す
る
認
識
を
端
的
に
示
唆
し
て
い
る
。
朱
熹
は
蔡
襄
の
書
と
と
も
に
、

そ
の
士
大
夫
と
し
て
の
素
養
や
才
覚
に
つ
い
て
も
称
賛
し
て
お
り
、
彼

が
蔡
襄
を
た
ん
に
能
書
家
と
し
て
の
み
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
朱
熹
が
蔡
襄
の
書
を
高
く

評
価
す
る
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
書
人
と
し
て
の
一
面
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
士
大
夫
と
し
て
の
蔡
襄
を
朱
熹
が
い
か
に
認
識
し
て
い
た
の

か
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
朱
熹
が
蔡
襄
の
書
を
高
く

評
価
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ほ
と

ん
ど
追
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
本
論
で
は
、
朱
熹
が
士
大
夫

と
し
て
の
蔡
襄
を
い
か
な
る
個
別
具
体
的
な
事
象
か
ら
認
知
し
高
く
評

価
し
て
い
た
の
か
を
究
明
し
、
そ
の
顕
彰
が
朱
熹
よ
り
以
後
に
ど
の
よ

う
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
を
追
跡
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
設
定
に
よ
り
、
本
論
で
は
士
大
夫
と
し
て
の
蔡

襄
に
関
す
る
朱
熹
の
認
識
と
彼
の
蔡
襄
の
書
へ
の
評
価
と
の
関
連
性
を

議
論
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
つ
つ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
朱
熹
が
理
想

と
す
る
士
大
夫
像
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
彼
の
思
想
の
特
徴
を
浮
き
彫

り
に
し
、
さ
ら
に
宋
代
以
降
の
朱
熹
思
想
の
伝
播
の
様
相
の
一
端
に
つ

い
て
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

一
．
名
臣
と
し
て
の
蔡
襄

　

蔡
襄
は
、
朱
熹
の
誕
生
か
ら
遡
る
こ
と
六
〇
年
ほ
ど
前
に
は
す
で
に
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当
者
と
が
意
見
を
交
わ
し
つ
つ
政
治
を
す
す
め
、
善
政
が
布
か
れ
た
こ

と
に
つ
な
が
っ
た
点
で
あ
ろ
う（

（
（

。

　

宋
代
は
「
政
治
意
志
の
最
終
的
決
定
権
を
も
つ
皇
帝
を
中
心
に
、
宰

相
を
中
核
と
し
た
行
政
府
と
、
異
議
申
し
立
て
機
能
を
も
っ
た
「
言
路

の
官
」
と
が
政
治
の
二
極
を
構
成
し
、
こ
の
両
者
の
争
い
を
つ
う
じ
て

政
治
が
動
い
て
い
く
時
代（

（
（

」で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。「
墓
誌
」に
も「
言

事
の
臣 

日
と
し
て
進
見
せ
ざ
る
無
」
し
と
あ
っ
て
、
蔡
襄
ら
が
朝
廷

に
お
い
て
言
論
を
さ
か
ん
に
行
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
の

時
に
実
現
し
た
治
政
が
の
ち
に
「
慶
暦
の
治
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
南
宋
士
大
夫
に
と
っ
て
、
こ
の
頃
の
治
政
は
理
想
と
す
べ

き
指
針
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
理
想
と
は
裏
腹
に
、
言
論
を
活
発
化
さ

せ
た
北
宋
士
大
夫
の
政
治
姿
勢
は
、
論
争
が
白
熱
化
す
る
あ
ま
り
に
議

論
倒
れ
の
弊
害
を
生
み
、
党
争
の
激
甚
化
を
も
た
ら
し
た
側
面
も
あ
り

は
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
後
世
の
士
大
夫
か
ら
は
宋
代
の
士
風
と

し
て
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
け
て
も
慶
暦
の
時
期
に
活
躍
し
た

范
仲
淹
の
言
行
は
後
世
に
お
い
て
理
想
化
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
う
し
た

認
識
の
形
成
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
朱
熹
の
『
言

行
録
』
で
あ
っ
た（

（（
（

。
朱
熹
の
編
纂
し
た
『
言
行
録
』
は
、
や
が
て
道
学

の
教
科
書
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
書
き
記
さ
れ
た
北

宋
士
大
夫
の
言
行
は
、
の
ち
の
士
大
夫
に
と
っ
て
の
規
範
と
も
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

つ
ま
り
、
後
世
の
士
大
夫
に
と
っ
て
、
北
宋
仁
宗
朝
の
慶
暦
新
政
は

理
想
の
治
政
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
蔡
襄
は
そ
こ
を
舞
台
に
諫
官

を
兼
ぬ
。
是
の
時 

天
下
に
事
無
く
、
士
大
夫
は
久
安
に
弛
む
。

一
日 

元
昊
叛
き
、
師 

久
し
く
功
無
し
。
天
子 

慨
然
と
し
て
兵
を

厭い
と

い
、
百
度
を
正
し
て
以
て
太
平
を
修
め
ん
こ
と
を
思
い
、
既
已

に
群
議
を
排
し
、
二
三
の
大
臣
を
進
用
し
、
又
た
詔
し
て
、
諫
官

四
員
を
増
置
し
、
遺
を
拾
い
闕
を
補
わ
し
む
る
は
、
之
を
遇
し
て

甚
だ
寵
す
る
所
以
な
り
。
公 

材
名
を
以
て
選
の
中
に
在
り
、
事

に
遇
い
て
感
激
し
、
回
避
す
る
所
無
し
。
是
こ
に
於
い
て
権
倖
は

畏
斂
し
、
敢
え
て
法
を
撓み

だ

し
政
を
干
さ
ず
。
而
し
て
上 

益
ま
す

大
臣
と
与
に
図
議
す
る
を
得
た
り
。
明
年
、
屡
し
ば
詔
書
を
下
し

て
、
農
桑
を
勧
め
、
学
校
を
興
し
、
弊
を
革
め
廃
れ
た
る
を
修
め

て
、
天
下 

悚
然
と
し
て
上
の
治
を
求
む
る
を
知
る
。
此
の
時
に

於
い
て
、
言
事
の
臣 

日
と
し
て
進
見
せ
ざ
る
無
く
し
て
、
公
の

補
益
は
尤
も
多
し
と
為
す（

5
（

。

　

北
宋
の
慶
暦
三
年
（
一
〇
四
三
）
四
月
、
蔡
襄
は
、
彼
に
先
ん
じ
て

そ
の
任
に
あ
っ
た
王
素
（
一
〇
〇
七
～
七
三
）・
余
靖
（
一
〇
〇
〇
～

六
四
）・
欧
陽
修
ら
の
推
挙
も
あ
っ
て
諫
官
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
仁
宗

自
身
の
抜
擢
に
よ
る
政
治
の
刷
新
を
意
図
し
た
人
事
で
あ
り
、
呂
夷
簡

（
九
七
九
～
一
〇
四
四
）
ら
か
ら
范
仲
淹
（
九
八
九
～
一
〇
五
二
）
ら

を
中
心
と
す
る
勢
力
へ
と
政
権
が
交
代
す
る
政
治
動
向
の
一
環
で
あ
っ

た（
6
（

。
こ
こ
で
の
要
点
は
、
朱
熹
が
こ
の
こ
と
を
「
名
臣
」
と
し
て
の
行

い
に
適
合
す
る
と
見
な
し
て
『
言
行
録
』
に
採
録
し
た
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
蔡
襄
を
含
む
増
員
に
よ
っ
て
、
彼
ら
諫
官
が
そ
の
職

責
で
あ
る
「
国
政
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
皇
帝
を
諫
め
、
不
正
不
条
理

を
争
う（

7
（

」
こ
と
を
全
う
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
皇
帝
と
宰
執
ら
政
権
担
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と
市
朝
の
撻
つ
よ
り
甚
だ
し
け
れ
ば
、
則
ち
公
の
剛
も
、
又
た
知

る
べ
き
な
り（

（1
（

。

　

こ
こ
で
も
北
宋
仁
宗
朝
の
治
世
が
「
醇
厚
の
世
」、
つ
ま
り
政
治
的

に
安
定
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
四
君
子
」
が
言
路
の
官
と
し
て

辣
腕
を
振
る
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
王
十
朋
は
、
蔡
襄
の
人
物
像
を
顕
彰
す
る
た
め

に
、彼
の
残
し
た
文
章
の
な
か
か
ら
「
四
賢
一
不
肖
詩
」
を
選
り
出
す
。

こ
れ
は
、
景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
五
月
に
、
呂
夷
簡
と
対
立
し
て
い

た
范
仲
淹
が
左
遷
さ
れ
、
そ
の
范
仲
淹
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
欧

陽
修
・
余
靖
・
尹
洙
（
一
〇
〇
一
～
四
七
）
ら
も
と
も
に
職
を
貶
と
さ

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
蔡
襄
が
、
彼
ら
を
「
四
賢
」
と
し
て
支
持
し
、
逆

に
范
仲
淹
を
論
難
し
た
諫
官
の
高
若
訥
を
「
一
不
肖
」
と
し
て
批
判
す

る
た
め
に
つ
く
っ
た
も
の
で
時
人
に
持
て
は
や
さ
れ
た（

（1
（

。
こ
の
詩
は
、

蔡
襄
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
が
詠
ま
れ
た
事
情
も
含
め
て
後

世
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
十
朋
は
、
こ
の
詩
に
光
を

あ
て
る
こ
と
で
、
蔡
襄
が
理
想
の
士
大
夫
と
し
て
仰
が
れ
た
范
仲
淹
、

お
よ
び
そ
れ
に
与
す
る
者
た
ち
と
志
を
同
じ
く
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と

を
際
立
た
せ
、
彼
ら
を
「
剛
」
と
形
容
し
て
高
く
評
価
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る（

（1
（

。
王
十
朋
の
そ
の
眼
に
映
る
北
宋
仁
宗
朝
の
治
世
は
憧
憬
そ

の
も
の
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
も
官
人
と
し
て
の
蔡
襄
像
は
、
慶
暦
新

政
の
お
り
要
路
に
あ
っ
て
名
を
馳
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
慶
暦
士
大
夫
の
一

員
と
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
南
宋
に
お
い
て
、
蔡
襄
に
は
慶
暦
士
大
夫
と

し
て
の
印
象
が
定
着
し
て
お
り
、
規
範
と
し
て
仰
ぐ
べ
き
理
想
の
士
大

の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
朱
熹
も
『
言
行
録
』
に
こ
の
時
期
の
彼
の
行
動
を

採
録
し
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。

　

蔡
襄
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
印
象
は
、
朱
熹
に
限
ら
ず
南
宋
士
大

夫
の
な
か
で
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
朱
熹
と
ほ
ぼ
同
世

代
の
王
十
朋
（
一
一
二
一
～
七
一
）
は
、
乾
道
四
年
（
一
一
六
八
）
に

泉
州
知
事
と
な
る
と
、
任
地
に
お
い
て
蔡
襄
の
文
集
編
纂
に
た
ず
さ
わ

り
、
み
ず
か
ら
そ
の
劈
頭
を
飾
る
序
文
を
記
し
た
な
か
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る（

（1
（

。

国
朝
の
四
葉
、
文
章 

尤
も
盛
ん
に
し
て
、
欧
陽
文
忠
公
・
徂
徠

先
生
石
守
道
・
河
南
尹
公
師
魯
・
莆
陽
蔡
公
君
謨
、
皆
な
所
謂
傑

然
た
る
者
な
り
。
文
忠
の
文
は
韓
子
に
追
配
し
、
其
の
剛
気
の
激

し
き
所
、
尤
も
「
高
司
諫
を
責
む
る
の
書
」
に
見
れ
、
徂
徠
の
気

は
則
ち
「
慶
暦
聖
徳
頌
」
に
見
れ
、
師
魯
は
則
ち
「
范
文
正
と
同

に
貶
と
さ
る
る
を
願
う
の
書
」
に
見
れ
、
君
謨
は
則
ち
「
四
賢
一

不
肖
詩
」
に
見
る
。
嗚
呼
、
四
君
子
の
者
を
し
て
吾
が
夫
子
の
時

に
生
ま
れ
し
め
ば
、
則
ち
必
ず
未
だ
剛
を
見
ざ
る
の
歎
無
し
。
而

し
て
乃
ち
同
に
吾
が
仁
祖
の
治
平 

醇
厚
の
世
に
出
ず
る
は
、
何

ぞ
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
夫
れ
台
諫
の
風
采
を
以
て
、
朝
士 

其

の
筆
端
を
畏
れ
ざ
る
莫
く
、
自
ら
侍
り
従
い
下
る
。
奔
走
し
て
其

の
門
に
伺
候
す
る
者
、紛
然
た
り
。
文
正 

鄱
陽
の
貶
に
、余
・
尹
・

欧 

既
に
之
と
罪
を
同
じ
く
す
る
な
り
。
蔡
公 

乃
ち
四
賢
の
相
い

継
い
で
黜
謫
せ
ら
る
る
の
後
に
於
い
て
、
歌
詩
に
形あ

ら
わし
て
、
斥せ

め

て
不
肖
と
為
し
、
其
の
縉
紳
に
見
ゆ
る
の
面
を
羞
め
、
辱
む
る
こ
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て
教
え
を
受
け
る
よ
う
遺
言
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
少
年
期
を

建
州
崇
安
県
で
過
ご
し
な
が
ら
勉
学
に
つ
と
め
た
し
、
の
ち
に
は
建
陽

に
居
を
構
え
て
も
い
る
。
つ
ま
り
朱
熹
に
と
っ
て
の
福
建
は
、
人
生
の

大
半
を
過
ご
し
た
土
地
で
あ
り
、ま
た
そ
の
学
術
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
朱
熹
が
生
活
の

場
と
し
た
福
建
北
部
は
、
そ
れ
よ
り
も
以
前
か
ら
道
学
の
流
れ
を
受
け

継
ぐ
土
地
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
南
剣
州
出
身
の
楊
時

（
一
〇
五
三
～
一
一
三
五
）
は
、
北
宋
に
お
い
て
道
学
を
発
展
さ
せ
た
二

程

―
程
顥
（
一
〇
三
二
～
八
五
）・
程
頤
（
一
〇
三
三
～
一
一
〇
七
）

兄
弟
の
高
弟
で
、
官
界
か
ら
身
を
引
い
た
の
ち
故
郷
に
帰
っ
て
学
問
に

専
念
し
た
。
そ
し
て
そ
の
楊
時
に
師
事
し
道
学
を
学
ん
だ
弟
子
の
一
人

に
羅
従
彦
（
一
〇
七
二
～
一
一
三
五
）
が
お
り
、
こ
の
人
こ
そ
が
朱
熹

の
父
の
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
福
建
北
部
と
い
う
土
地
に
は
北

宋
の
二
程
の
学
問
が
直
接
に
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
流
れ
は
当
地
の

人
脈
を
経
由
し
て
朱
熹
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
地
は
南
宋
道
学
の
中
心
地
の
一
極
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
場
所
で

あ
っ
た（

（1
（

。

　

次
に
、
興
化
軍
仙
遊
県
の
人
で
あ
る
蔡
襄
に
と
っ
て
の
福
建
と
は
、

第
一
に
は
自
身
の
故
郷
で
あ
り
、
第
二
に
は
地
方
官
と
し
て
赴
い
た
任

地
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
後
者
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
の
治
績
、
と
り
わ

け
そ
の
風
俗
是
正
と
民
衆
教
化
の
施
策
に
つ
い
て
注
目
す
る（

（1
（

。

　

蔡
襄
の
福
建
へ
の
赴
任
は
数
次
に
わ
た
る
が
、
実
際
に
管
下
の
民
衆

に
直
接
的
に
向
き
合
い
、
こ
れ
を
教
化
す
る
た
め
の
治
績
を
残
し
た
の

は
、
①
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
）
十
月
か
ら
同
七
年
（
一
〇
四
七
）

夫
の
一
人
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。
朱
熹
も
こ
う
し
た
蔡
襄
の
業
績

は
承
知
し
て
お
り
、
そ
れ
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
の
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
朱
熹
が
蔡
襄
を
高
く
評
価
し
た
理
由
と
す
る

の
は
い
さ
さ
か
早
計
に
過
ぎ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
慶
暦
士
大
夫
の
う
ち
書

に
長
け
た
人
物
は
必
ず
し
も
蔡
襄
一
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
種
々
の
文
藝
に
通
暁
す
る
士
大
夫
の
代
表
格
で
あ
っ
た
欧
陽
修

な
ど
は
、
そ
の
資
格
を
備
え
た
者
の
一
人
と
し
て
指
を
屈
す
る
べ
き
存

在
で
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
蔡
襄
の
慶
暦
新
政
に
お
け
る
中
央
官
界
で
の
活
躍
の
み

を
根
拠
と
し
て
、
朱
熹
が
蔡
襄
一
人
を
殊
更
に
高
く
評
価
す
る
こ
と
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
そ
の
蓋
然
性
・
必
然
性
は

ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
．
地
方
官
と
し
て
の
蔡
襄

　

で
は
、
蔡
襄
と
朱
熹
と
を
強
く
引
き
合
わ
せ
る
線
は
何
か
。
こ
こ
で

は
、
福
建
と
い
う
地
域
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

　

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朱
熹
は
そ
の
本
貫
こ
そ
徽
州
婺
源
と

す
る
も
の
の
、
父
で
あ
る
朱
松
（
一
〇
九
七
～
一
一
四
三
）
の
仮
寓
先

で
あ
っ
た
福
建
南
剣
州
尤
渓
県
に
生
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
朱
熹
が
ま

だ
十
四
歳
の
と
き
に
世
を
去
っ
た
父
は
、
一
家
の
こ
と
を
劉
子
羽

（
一
〇
九
七
～
一
一
四
六
）
に
託
し
、
息
子
の
学
問
に
つ
い
て
は
建
安
の

三
先
生
と
い
わ
れ
た
胡
憲
（
一
〇
八
六
～
一
一
六
二
）・
劉
勉
之

（
一
〇
九
一
～
一
一
四
九
）・
劉
子
翬
（
一
一
〇
一
～
四
七
）
に
師
事
し
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な
る
有
ら
ん
や
」
と
曰
い
、
即
ち
令
を
下
し
て
禁
止
す
。
巫
覡
の

病
を
主
り
、
蠱
毒
も
て
人
を
殺
す
の
類
に
至
り
て
は
、
皆
な
痛
く

之
を
断
絶
し
、
然
る
後
ち
民
の
聡
明
な
る
者
を
択
び
教
ゆ
る
に
医

薬
を
以
て
し
、
疾
病
を
治
せ
し
む
。
其
の
子
弟 

教
令
に
率
わ
ざ

る
者
有
ら
ば
、
其
の
事
を
条
し
て
五
戒
を
作
り
、
以
て
之
に
教
諭

す
。
之
を
久
し
く
し
て
、
閩
人 

大
い
に
便
と
す
。
公 

既
に
去
り
、

閩
人 

相
い
率
い
て
州
に
詣
り
、
公
の
為
に
徳
政
碑
を
立
つ
る
を

請
う
。
吏 

法
の
許
さ
ざ
る
を
以
て
謝
す
。
即
ち
退
く
も
、
公
の

善
政
を
以
て
私
か
に
石
に
刻
み
て
曰
く
、「
我
が
民
を
し
て
公
の

徳
を
忘
れ
ざ
ら
し
む
」
と（

（1
（

。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
順
次
、
①
経
学
を
伝
え
る
た
め
に

当
地
の
有
能
な
人
材
を
招
聘
し
、
み
ず
か
ら
も
率
先
し
て
講
学
し
た
。

ま
た
地
域
の
名
士
た
ち
と
礼
節
を
も
っ
て
親
交
を
深
め
た（

11
（

。
②
仏
教
を

信
奉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
葬
儀
に
多
額
の
費
用
を
捻
出
し
て
会
葬
客
を

も
て
な
し
、
贅
沢
を
す
る
こ
と
が
孝
行
で
あ
る
と
考
え
る
風
習
を
批
判

し
て
禁
止
し
た
。
③
罹
病
し
た
際
に
巫
覡
に
頼
っ
て
こ
れ
を
治
そ
う
と

し
た
り
、
蠱
毒
に
よ
っ
て
人
を
殺
そ
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は

一
切
や
め
さ
せ（

1（
（

、
民
間
の
聡
明
な
者
に
医
薬
を
学
ば
せ
て
病
の
治
療
に

あ
た
ら
せ
た
、
と
ひ
と
ま
ず
簡
約
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
施
策
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
地
方
官
た
る
蔡
襄
が
、
管

下
の
実
状
を
見
つ
つ
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
官
歴
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
蔡
襄
は
福
建
の
な
か
で
も
沿
海
部
に
位
置
す
る
福
州
を
中

心
と
す
る
地
域
を
任
地
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
は
地
方
官
と
し

て
統
治
す
る
に
あ
た
り
い
か
な
る
地
域
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
様
子
を

十
一
月
ま
で
の
知
福
州
、
②
慶
暦
七
年
一
一
月
か
ら
同
八
年

（
一
〇
四
八
）
六
月
頃
ま
で
の
福
州
路
転
運
使
、
③
至
和
三
年

（
一
〇
五
六
）八
月
か
ら
嘉
祐
三
年（
一
〇
五
八
）五
月
ま
で
の
知
福
州
、

の
時
期
だ
と
し
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
時
期
に
お
け
る
一
連
の
施
策
の
詳

細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の

概
略
を
「
墓
誌
」
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
た
い
。

公 

政
を
為
す
こ
と
精
明
に
し
て
、
閩
人
に
於
い
て
尤
も
其
の
風

俗
を
知
る
。
至
れ
ば
則
ち
其
の
士
の
賢
な
る
者
に
礼
し
、
以
て
学

を
勧
め
善
を
興
し
て
、
民
の
故も

と

を
変
え
、
其
の
甚
だ
し
き
害
を
除

く
。
往
時
、
閩
の
士 

多
く
学
を
好
む
も
、
専
ら
賦
を
用
い
て
以

て
科
挙
に
応
ず
。
公 

先
生
周
希
孟
を
得
て
、
経
術
を
以
て
伝
授

せ
し
め
、
学
ぶ
者
は
常
に
数
百
人
に
至
る
。
公 

為
に
親
ら
学
舎

に
至
り
経
を
執
り
講
問
し
、
諸
生
の
率
と
為
る
。
処
士
の
陳
烈
を

延
見
し
、
尊
ぶ
に
師
の
礼
を
以
て
し
、
而
し
て
陳
襄
・
鄭
穆 

徳

行
を
以
て
郷
里
に
著
称
せ
ら
る
る
に
方
た
り
て
は
、
公 

皆
な
節

を
折
り
て
之
に
下
る
。
閩
の
俗
は
凶
事
を
重
ん
じ
、
其
の
浮
図
を

奉
じ
、
賓
客
を
会
し
、
力
を
豊
侈
に
尽
く
す
を
以
て
孝
と
為
し
、

否
ず
ん
ば
則
ち
深
く
自
ら
愧
恨
し
、
郷
里
の
羞
じ
と
為
す
。
而
し

て
姦
民
・
游
手
・
無
頼
の
子
、
幸
い
と
し
て
飲
食
を
貪
り
、
銭
財

を
利
す
。
来
る
者
は
限
極
無
く
、
往
往 

数
百
千
人
に
至
る
。
親 

亡
く
な
る
も
秘
し
て
哭
を
挙
げ
ず
、必
ず
産
を
破
り
具
を
辦そ
な

え
て
、

後
ち
敢
え
て
喪
を
発
す
る
者
有
る
に
至
る
。
力
有
る
者
は
其
の
急

時
に
乗
じ
、
其
の
田
宅
を
賤
買
し
て
、
貧
し
き
者
は
券
を
立
て
債

を
挙
げ
、
終
身 

困
し
み
て
償
う
能
わ
ず
。
公 

「
弊 

此
れ
よ
り
大
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を
見
せ
、
そ
の
戸
数
は
北
宋
の
熙
寧
・
元
豊
時
期
に
百
万
戸
を
突
破
し
、

福
州
だ
け
で
も
二
〇
万
戸
を
越
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

こ
う
し
た
開
発
の
様
相
も
加
味
し
て
考
え
る
と
、
蔡
襄
が
赴
任
し
た
慶

暦
・
嘉
祐
の
頃
の
福
州
一
帯
に
は
、
い
ま
だ
在
来
の
風
俗
が
残
存
し
て

お
り
、彼
は
そ
う
し
た
実
状
を
把
握
し
、こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
「
墓

誌
」
に
見
た
①
か
ら
③
の
よ
う
な
一
連
の
施
策
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
は
、
官
側
に
よ
る
地
域
社
会
の
儒
教
化
と
も
言

い
う
る
も
の
で
あ
り
、
蔡
襄
は
任
地
に
お
い
て
こ
れ
に
最
も
腐
心
し
た

地
方
官
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
功
績
を
地
方
志
に
書
き
留
め
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
南
宋
の
福
州
地
域
社
会
に
お
い
て
、
蔡
襄
が
当

地
の
士
人
層
に
経
学
を
広
め
、
在
地
社
会
の
風
俗
を
儒
教
的
生
活
倫
理

に
よ
っ
て
秩
序
化
し
た
地
方
官
の
草
分
け
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
蔡
襄
に
よ
る
地
域
社
会
を
儒
教
化
す
る
施
策
は
、
朱
熹
に

と
っ
て
は
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
な

れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
『
言
行
録
』
に
も
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
先
述
し
た
「
忠
言
恵
政
」
の
「
恵
政
」
の
二
字
句
は
、
蔡
襄
の

如
上
の
諸
施
策
を
そ
こ
に
含
意
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
い
ま
す
こ
し
朱
熹
に
よ

る
地
方
官
蔡
襄
に
対
す
る
個
別
的
事
例
の
評
価
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。

　

福
建
に
お
け
る
蔡
襄
の
地
方
官
と
し
て
の
治
績
の
な
か
で
も
刮
目
す

べ
き
は
、
福
州
知
事
や
福
建
路
転
運
使
の
在
任
中
に
管
下
の
民
衆
に
向

福
州
の
地
方
志
で
あ
る
淳
熙
『
三
山
志
』
巻
三
九
、
土
俗
類
一
、
戒
諭

に
見
て
み
よ
う
。
そ
の
冒
頭
に
は
、
当
地
の
風
俗
に
つ
い
て
、
病
に
罹

患
し
た
際
に
巫
覡
に
頼
る
こ
と
、
仏
教
を
信
奉
し
て
葬
儀
を
執
り
行
う

こ
と
、
婚
礼
の
た
め
に
財
貨
を
浪
費
す
る
こ
と
な
ど
、
前
出
の
「
墓
誌
」

に
見
た
よ
う
な
在
来
の
風
俗
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
の

ち（
11
（

、
次
の
よ
う
に
記
す
。

慶
暦
・
嘉
祐
・
元
符
自
り
以
来
、
長
吏
に
勧
ま
し
む
る
を
積
み
て
、

誨
勅
裁
革
す
。
其
の
碑
刻
・
牓
諭
に
見
す
者
は
、
今
ま
并
せ
て
之

に
存
す
。
庶
は
く
は
観
風
宣
化
し
て
、
儻
し
猶
お
遺
習
有
ら
ば
、

挙
げ
て
行
う
べ
き
な
り（

11
（

。

　

淳
熙
『
三
山
志
』
は
、
梁
克
家
（
一
一
二
八
～
八
七
）
に
よ
る
淳
熙

九
年
（
一
一
八
二
）
の
序
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
南
宋
中
期
の
成
立
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
は
、
そ
こ
か
ら
往
時
を
振
り
返
り
、
か
つ
て
は

こ
の
地
に
蔓
延
し
て
い
た
在
来
の
風
俗
が
、
北
宋
期
に
派
遣
さ
れ
て
き

た
地
方
官
に
よ
っ
て
教
化
・
統
制
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
回
顧
す
る
書

き
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
、
そ
の
時
期
と
し
て
慶
暦
・
嘉
祐
・

元
符
と
い
う
具
体
的
な
年
紀
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
に
は
、
当
該
時
期
に
赴
任
し
て
い
た
地
方
官
の
名
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、右
の
引
用
文
に
引
き
続
き
「
五
戒
」「
戒
山
頭
斎
会
」

「
教
民
十
六
事
」
な
ど
蔡
襄
に
よ
る
諭
告
文
の
類
が
収
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
慶
暦
・
嘉
祐
の
こ
ろ
に
当
地
で
風
俗
是
正
や
民
衆
教

化
に
努
め
た
地
方
官
は
、ま
さ
に
彼
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い（

11
（

。

　

日
比
野
丈
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
福
建
は
非
常
に
開
発
が
遅
れ
た
地
域
で

は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
宋
代
に
は
そ
の
形
勢
が
一
変
し
て
著
し
い
発
展
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予 

念
え
ら
く
、
蔡
忠
恵
公
の
長
楽
に
守
た
る
に
、
巫
覡 

病
を
主

り
、
蠱
毒
も
て
人
を
殺
す
の
姦
を
疾
み
、
既
に
之
を
禁
絶
す
。
而

し
て
又
た
民
の
聡
明
な
る
者
を
択
び
て
、
教
ゆ
る
に
医
薬
を
以
て

し
、
疾
病
を
治
さ
し
む
る
は
、
此
れ
仁
人
の
心
な
り
。
今
ま
閩
の

帥
た
る
詹
卿
元
善
、
実
に
蔡
公
の
処
に
補
さ
れ
て
、
政
は
慈
恵
を

以
て
先
と
為
す
。
試
み
に
以
て
之
に
語
れ
ば
、
儻
い
は
意
有
ら
ん

や
と
。
亟
や
か
に
以
て
之
を
扣
け
ば
、
而す

な
わち
元
善 

報
じ
て
敬
諾

す
と
曰
う
。
乃
ち
二
君
に
讎
正
刊
補
を
属
み
て
、
其
の
本
末
を
書

す
こ
と
此
く
の
如
し
て
以
て
之
に
寄
す
。
…
…
慶
元
元
年
乙
卯
の

歳
五
月
丙
午
、
鴻
慶
外
史
、
新
安
の
朱
熹 

書
す（

11
（

。

　

朱
熹
は
そ
の
晩
年
、
彼
の
門
人
で
と
き
の
福
州
知
事
で
も
あ
っ
た
詹

体
仁
（
一
一
四
三
～
一
二
〇
六
）
に
託
し
て
郭
雍
（
一
〇
九
一
～

一
一
八
七
）
の
著
し
た
医
書
を
出
版
し
、
そ
の
顛
末
を
跋
文
に
書
き
記

し
た（

1（
（

。
こ
れ
は
そ
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
引
用
で
省
略
し
た
前
後

の
部
分
に
は
郭
雍
の
医
書
と
蔡
襄
の
施
策
と
の
直
接
的
な
関
連
性
な
ど

は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
医
書
を
出
版
す
る
こ
と

と
、
そ
の
刊
行
の
地
が
福
州
で
あ
っ
た
こ
と
と
が
、
朱
熹
の
脳
裏
に
か

の
地
で
の
蔡
襄
の
治
績
を
想
い
起
こ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ

れ
を
「
仁
人
の
心
」
と
称
賛
し
て
い
る
。

　

木
下
鉄
矢
氏
は
、
朱
子
学
に
い
う
「
治
国
・
平
天
下
」
の
現
場
こ
そ

州
県
の
行
政
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
こ
で
民
政
の
安
定
向
上
の
た
め
に
闘

う
知
州
・
知
県
な
ど
の
経
験
を
活
写
す
る
が
、
彼
ら
民
政
官
が
、
人
々

の
日
常
生
活
に
関
し
て
直
面
す
る
課
題
の
最
た
る
も
の
の
一
つ
に
医
学

の
水
準
の
問
題
が
あ
っ
た
と
述
べ
る（

11
（

。
罹
病
の
際
に
は
医
薬
を
も
っ
て

け
て
、
そ
の
教
化
や
風
俗
是
正
を
目
的
と
し
た
通
達
や
諭
告
文
を
布
告

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
小
林
義
廣
氏
の
研
究
に
意
が

尽
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
二
度
目
の
福
州
知
事
時
代
に
蔡
襄
が
発
布
し

た「
福
州
五
戒
文
」と
、台
州
仙
居
県
の
知
事
で
あ
っ
た
陳
襄（
一
〇
一
七

～
八
〇
）
が
布
告
し
た
「
勧
諭
文
」
と
の
内
容
に
関
す
る
記
述
に
注
目

し
た
い
。
小
林
氏
は
、
両
者
に
は
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
と
い
っ
た
家
族

関
係
や
近
隣
と
の
人
間
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
ひ
い
て
は
地
域
社

会
の
秩
序
安
定
が
図
ら
れ
る
と
す
る
共
通
し
た
主
旨
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
南
宋
で
は
、
漳
州
知
事
で
あ
っ
た
朱
熹
が
、

陳
襄
の
「
勧
諭
文
」
に
注
釈
を
つ
け
て
管
下
の
民
衆
に
榜
示
し
た
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら（

11
（

、
そ
の
民
衆
へ
の
関
わ
り
方
に
お
い
て
、
蔡

襄
・
陳
襄
・
朱
熹
の
三
者
に
は
類
似
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ

と
は
許
さ
れ
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
蔡
襄
の
諭
告
文
や
陳
襄
の
勧
諭
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

社
会
の
小
規
模
単
位
で
あ
る
家
族
の
人
間
関
係
を
良
好
に
し
、
や
が
て

は
地
域
社
会
秩
序
の
維
持
を
う
な
が
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
朱
熹
自
身

に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
ま
ず
蔡
襄
と
朱
熹
と
の

地
域
行
政
に
携
わ
る
地
方
官
と
し
て
の
近
似
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

　

次
に
蔡
襄
の
個
別
の
施
策
に
つ
い
て
、
朱
熹
が
直
接
言
及
し
た
例
を

挙
げ
よ
う
。
蔡
襄
は
民
衆
教
化
の
た
め
の
施
策
の
一
環
と
し
て
、
罹
病

の
際
に
巫
覡
に
頼
る
こ
と
を
戒
め
て
医
術
を
広
め
、
蠱
毒
に
よ
っ
て
人

を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
朱
熹
の
評
価
を
彼
が
書
い

た
跋
文
の
な
か
に
み
よ
う（

11
（

。
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為
す
。男
女 

僧
廬
に
聚
り
て
伝
経
会
を
為
す
。女
の
嫁
が
ざ
る
者
、

私
か
に
菴
舎
を
為
り
て
以
て
居
る
。
悉
く
之
を
禁
じ
て
、
俗 

大

い
に
変
わ
る（

11
（

。

と
あ
り
、
地
方
官
と
し
て
の
朱
熹
も
ま
た
、
儒
教
的
生
活
倫
理
に
背
反

す
る
よ
う
な
風
俗
を
是
正
し
、
管
下
に
広
ま
っ
た
仏
教
信
奉
に
起
因
す

る
悪
弊
を
払
拭
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
蔡
襄
の
地
方
官
と
し
て
の
経
験
は
、
朱
熹
に
よ
っ
て
も

追
体
験
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
蔡
襄
が
直
面
し
た
地
方
官
と
し

て
の
課
題
は
、朱
熹
に
と
っ
て
も
内
在
化
さ
れ
た
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
の
肝
要
な
点
は
、
両
者
に
と
っ
て
の
福
建
と
い
う
場
の
性
格

で
あ
る
。
蔡
襄
は
「
墓
誌
」
に
「
閩
人
に
於
い
て
尤
も
其
の
風
俗
を
知

る
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
福
建
出
身
で
あ
り
、
か
つ
現
地
を
熟
知
す
る

地
方
官
と
し
て
福
建
に
赴
任
し
、
管
轄
地
域
を
儒
教
的
倫
理
に
基
づ
い

て
秩
序
化
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
で
朱
熹
は
、
福
建
に

生
を
受
け
、
人
生
の
多
く
の
時
間
を
過
ご
し
、
学
術
活
動
の
拠
点
も
そ

こ
に
構
え
た
人
で
あ
り
、
ま
た
知
事
と
し
て
赴
任
し
た
漳
州
で
は
地
方

官
と
し
て
蔡
襄
と
同
じ
課
題
に
向
き
合
っ
て
い
た
。

　

つ
ま
り
、
朱
熹
の
目
線
に
寄
り
添
う
な
ら
ば
、
蔡
襄
は
た
ん
に
慶
暦

新
政
の
時
期
に
中
央
朝
廷
に
あ
っ
て
活
躍
し
た
理
想
的
士
大
夫
で
あ
る

だ
け
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
蔡
襄
は
、
福
建
を
郷
里
に
も
つ
同
郷
人

で
あ
り
、
な
お
か
つ
福
建
に
赴
任
し
儒
教
的
秩
序
を
扶
植
し
よ
う
と
努

め
た
地
方
官
と
し
て
は
偉
大
な
先
達
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て

朱
熹
は
、
蔡
襄
に
対
し
て
二
重
の
親
近
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

こ
れ
を
治
療
し
、
蠱
毒
に
よ
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
を
禁
じ
る
蔡
襄
の
施

策
は
、
管
下
の
民
衆
を
病
と
死
の
危
険
か
ら
守
る
民
政
官
と
し
て
の
重

要
な
職
務
の
遂
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
朱
熹
か
ら
す
れ
ば
称
賛
す
べ
き
処

置
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
蔡
襄
の
よ
う
に
管
下
の
民
衆
を
教
導
す

る
地
方
官
と
し
て
の
立
場
は
、
朱
熹
に
と
っ
て
も
ま
た
共
有
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　

朱
熹
は
そ
の
官
歴
に
お
い
て
、
二
度
に
わ
た
り
福
建
へ
赴
任
し
た
。

彼
は
紹
興
一
八
年
（
一
一
四
八
）
の
科
挙
に
合
格
、
つ
い
で
同
二
一
年

（
一
一
五
一
）
に
は
吏
部
に
よ
る
任
官
試
験
で
あ
る
銓
試
も
通
過
し
、

官
僚
生
活
の
振
り
出
し
と
し
て
福
建
路
泉
州
同
安
県
主
簿
の
職
を
与
え

ら
れ
、
同
二
三
年
（
一
一
五
三
）
に
着
任
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
そ
の

一
度
目
で
あ
る
。
二
度
目
は
、
紹
熙
元
年
四
月
の
漳
州
知
事
と
し
て
の

赴
任
で
あ
っ
た
。
一
度
目
の
主
簿
は
、
知
県
の
属
官
で
帳
簿
の
管
理
を

担
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
二
度
目
は
州
の
行
政
の
長
官
で

あ
り
、
ま
さ
に
民
政
官
と
し
て
管
下
の
民
衆
の
生
活
に
目
配
り
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
漳
州
知
事
時
代
に
お
け
る
朱
熹
の
治
績
に
は
、
ま

ず
経
界
法
の
提
唱
が
挙
げ
ら
れ
る
が（

11
（

、
そ
の
ほ
か
教
育
に
力
を
注
ぎ
、

風
俗
の
改
善
に
も
取
り
組
ん
だ
。
門
人
に
し
て
女
婿
で
も
あ
っ
た
黄
榦

（
一
一
五
二
～
一
二
二
一
）
の
執
筆
に
よ
る
朱
熹
の
行
状
に
は（

11
（

、

意
を
学
校
に
加
え
、
諸
生
を
教
誘
す
る
こ
と
、
南
康
の
時
の
如
く

す
。
又
た
習
俗 

未
だ
礼
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
、
古
の
喪
葬
・
嫁

娶
の
儀
を
采
り
、
掲
げ
て
以
て
之
を
示
し
、
父
老
に
命
じ
て
解
説

し
、
以
て
子
弟
に
教
え
し
む
。
釈
氏
の
教
、
南
方 

盛
ん
な
り
と
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江
左
に
徙
り
、
亀
山
楊
先
生 

道
を
載
せ
て
南
し
、
豫
章
・
延
平 

相
い
継
い
で
出
で
て
、
子
朱
子 

拡
げ
て
之
を
大
い
に
し
、
聖
賢

の
学 

遂
に
経
伝
に
因
り
て
復
た
世
に
明
ら
か
な
り
。
…
…
乃
ち

閩
中
学
術
の
源
流
の
端
緒
を
以
て
之
に
告
ぐ（

11
（

。

　

こ
の
記
述
そ
の
も
の
は
、
本
来
は
別
個
の
話
柄
を
蘇
天
爵
の
見
方
に

沿
っ
て
混
成
し
筋
立
て
し
た
、い
わ
ば
福
建
に
お
け
る
道
学
興
隆
の「
物

語
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開
が
、
唐
の
常
袞
を
黎

明
と
し
て
始
ま
り（

11
（

、
南
宋
の
朱
熹
に
よ
る
集
大
成
を
も
っ
て
終
わ
る
と

す
る
な
ら
、
蔡
襄
は
そ
の
間
の
北
宋
に
お
い
て
福
建
に
儒
教
的
秩
序
を

行
き
渡
ら
せ
、
の
ち
に
こ
の
地
に
道
学
が
芽
吹
き
育
つ
た
め
の
土
壌
を

準
備
し
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に

蔡
襄
の
治
績
は
、
道
学
発
展
の
文
脈
の
な
か
の
一
齣
と
し
て
組
み
入
れ

ら
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
文
章
を
書
い
た
元
の
蘇
天
爵
は
朱
子
学
に
傾
倒
し
た
人
物
で
あ

る（
11
（

。
そ
の
彼
が
福
建
に
お
け
る
蔡
襄
の
治
績
に
目
を
付
け
、
こ
の
一
文

に
そ
れ
を
嵌
め
込
む
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
主
な
原
因
に
、
そ
れ

が
朱
熹
に
よ
る
顕
彰
を
経
た
事
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
の

は
難
し
く
な
い
。
南
宋
末
以
降
、
道
学
の
勢
力
伸
長
に
と
も
な
っ
て
、

朱
熹
の
言
説
は
重
み
を
増
し
つ
つ
、
あ
る
種
の
教
条
的
権
威
を
と
も
な

い
な
が
ら
後
世
の
人
士
に
受
け
と
め
ら
れ
浸
透
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
朱
熹
に
よ
る
蔡
襄
の
書
へ
の
評
価
も
ま
た
、
そ
の
例
外
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
以
下
、
章
を
改
め
て
検
討
し
て
い
く
。

　

要
す
る
に
、
朱
熹
に
よ
る
蔡
襄
へ
の
高
い
評
価
は
、
中
央
朝
廷
に

お
け
る
慶
暦
の
士
大
夫
と
し
て
の
活
躍
に
対
す
る
憧
憬
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
福
建
と
い
う
場
を
共
通
項
に
し
た
生
育
と
地
方
官
活
動
と

の
二
重
の
地
縁
か
ら
招
来
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
こ
う

し
て
み
る
と
、
先
の
祝
文
に
あ
っ
た
「
忠
言
恵
政
」
の
文
言
を
、
中

央
と
地
方
、
そ
の
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
赫
々
た
る
治
績
を
残
し
た
蔡

襄
に
対
す
る
朱
熹
の
称
賛
の
表
白
と
解
釈
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不

当
で
も
あ
る
ま
い
。
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
本
論
冒
頭
に
引
い
た
蔡
襄

の
書
に
添
え
ら
れ
た
朱
熹
の
跋
文
に
、
作
品
と
し
て
の
書
の
み
な
ら

ず
、
一
個
の
士
大
夫
と
し
て
の
あ
り
方
ま
で
を
範
疇
に
入
れ
た
賛
辞

が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
致
せ
ば
、
そ
う
し
た
朱
熹
の

強
い
思
い
入
れ
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
蔡
襄
が
福
建
に
儒
学
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
心
を
砕
い
た

こ
と
は
、朱
熹
よ
り
の
ち
の
人
士
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

元
の
蘇
天
爵
（
一
二
九
四
～
一
三
五
二
）『
滋
渓
文
稿
』
巻
三
〇
「
題

泉
州
士
子
贈
崔
宗
礼
詩
後
」
の
一
例
を
示
そ
う
。

七
閩
の
山
川
は
険
阻
に
し
て
、
漢 

嘗
て
其
の
民
を
江
淮
の
間
に

処
ら
し
め
て
其
の
地
を
虚
し
う
す
。
唐
建
中
の
初
、
常
袞 

観
察

使
と
為
り
て
、
始
め
て
郷
校
を
設
け
、
民
を
し
て
学
を
知
ら
し
め
、

親
ら
講
導
を
加
う
。
是
れ
由
り
閩
の
俗
は
一
変
し
、
歳
の
貢
士
は

内
州
と
等
し
。
宋
の
蔡
忠
恵
公
襄 

世
よ
興
化
に
家
し
、
泉
・
福

両
州
に
知
た
る
を
歴
て
、
尤
も
閩
の
風
俗
を
知
り
、
学
を
勧
め
善

を
興
し
、
節
を
折
り
て
士
に
礼
し
、
以
て
民
の
故
を
変
う
。
宋
氏 
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筆
の
微
意
を
失
は
ず
と
為
さ
し
め
ん
と
云
う
。
紹
熙
庚
戌
臘
月
既

望
、
丹
陽
の
朱
熹 

漳
浦
の
郡
斎
に
て
書
す（

11
（

。

　

朱
熹
は
こ
の
時
、
蔡
襄
の
五
世
孫
で
あ
る
蔡
誼
の
居
宅
を
訪
ね
て
い

た
。
彼
は
そ
こ
に
家
蔵
さ
れ
て
い
た
蔡
襄
の
真
筆
「
献
寿
儀
」
を
鑑
賞

し（
11
（

、
そ
れ
を
も
と
に
石
刻
を
制
作
し
て
漳
州
に
置
き
、
学
生
た
ち
や
弟

子
の
黄
榦
に
供
覧
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
末
の
日
付
は
、
紹
熙
庚
戌

臘
月
、
つ
ま
り
紹
熙
元
年
一
二
月
で
あ
る
。
こ
の
跋
文
は
、
朱
熹
が
漳

州
知
事
と
し
て
着
任
し
て
ほ
ど
な
く
、
そ
の
州
府
か
州
学
な
ど
の
公
的

な
、
し
か
も
人
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
石
刻
を
設
置
し
た
際
に
、
そ

れ
を
制
作
し
た
動
機
や
経
緯
、
母
を
お
も
う
蔡
襄
の
懇
ろ
な
孝
心
な
ど

を
鑑
賞
者
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で（

11
（

、「
献
寿
儀
」
本

体
と
合
わ
せ
て
石
に
刻
み
こ
ま
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
読
み
と
る
べ
き
こ
と
の
第
一
は
、
朱
熹
が
任
地
へ

の
途
次
に
わ
ざ
わ
ざ
蔡
襄
の
子
孫
の
家
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
蔡
襄
の
真

筆
を
拝
観
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
朱
熹

が
蔡
襄
と
い
う
人
物
に
対
し
て
特
別
な
興
味
と
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　

第
二
は
、
こ
の
「
献
寿
儀
」
に
つ
い
て
、
朱
熹
が
そ
の
書
作
品
と
し

て
の
美
点
の
み
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
を
も
評

価
の
範
疇
に
含
め
て
称
賛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
熹
に

と
っ
て
こ
の
蔡
襄
の
書
は
、
書
字
と
文
と
の
双
方
が
鑑
賞
の
対
象
で

あ
っ
た
。
蔡
襄
の
書
に
朱
熹
が
対
峙
す
る
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
能
書
家

た
る
蔡
襄
に
よ
っ
て
揮
毫
さ
れ
た
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
敬
慕

す
る
士
大
夫
と
し
て
の
蔡
襄
の
言
葉
が
書
き
込
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て

三
．
朱
熹
の
美
意
識
の
継
承

　

本
章
の
主
眼
は
、
朱
熹
に
よ
る
蔡
襄
の
書
に
対
す
る
評
価
が
、
ど
の

よ
う
に
後
世
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ

る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
朱
熹
が
蔡
襄
に
対
し
て
特
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た

こ
と
を
示
す
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
彼
は
淳
熙
一
六

年
（
一
一
八
九
）
一
二
月
に
漳
州
知
事
を
拝
命
し
た
の
ち
、
道
す
が
ら

方
々
に
立
ち
寄
り
、
知
人
を
訪
ね
る
な
ど
し
な
が
ら
任
地
に
赴
い
て
い

る（
1（
（

。実
際
に
着
任
し
た
の
は
翌
年
の
紹
熙
元
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
間
の
朱
熹
の
足
取
り
を
辿
っ
て
み
る
と
、
漳
州
に
到
着
す
る
よ
り

少
し
前
、
彼
の
姿
は
興
化
軍
仙
遊
県
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
朱

文
公
文
集
』
巻
八
二
「
跋
蔡
端
明
「
献
寿
儀
」」
に
は
、
朱
熹
の
そ
こ

で
の
行
動
の
一
つ
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

蔡
忠
恵
公
の
書
蹟 

天
下
に
徧
し
。
而
る
に
此
の
帖 
独
り
未
だ
布

か
ざ
る
の
み
。
今
歳 

南
来
し
、
始
め
て
其
の
来
孫 

誼
の
家
に
見

る
を
得
て
、
乃
ち
昔
の
君
子 

其
の
親
に
事
う
る
所
以
の
者
は
、

此
の
如
く
其
の
愛
し
且
つ
敬
い
た
る
を
知
る
な
り
。孤
露
の
余
生
、

孝
を
為
す
所
無
く
、
捧
玩
摧
咽
し
、
仰
視
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
遂

に
其
の
真
を
請
い
、
摹
し
て
之
を
刻
し
、
以
て
世
の
人
の
子
為
る

者
に
視し

め

し
、
以
て
蔡
公
の
永
く
爾
の
類
を
錫た
ま

う
の
志
を
広
め
ん
こ

と
を
庶
う
は
、
独
り
其
の
字
画
の
精
を
以
て
す
る
の
み
に
非
ず
。

然
れ
ど
も
又
た
偶
た
ま
善
工
を
得
れ
ば
、
且
に
諸
生
・
黄
榦
に
属

し
て
臨
視
唯
謹
せ
し
め
、
書
を
知
る
者
を
し
て
亦
た
以
て
其
の
用
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意
志
は
、
彼
が
書
い
た
跋
文
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
共
鳴
す
る
鑑
賞
者
へ

と
継
承
さ
れ
再
生
産
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

乾
隆
『
仙
遊
県
志
』
巻
四
九
、藝
文
に
は
、章
徠
と
い
う
人
物
が
「
献

寿
儀
」
に
付
し
た
跋
文
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
石
刻
の
そ

の
後
の
成
り
ゆ
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

右
、
蔡
忠
恵 

書
す
る
所
の
「
家
庭
献
寿
儀
」
な
り
。
朱
文
公 

臨

漳
に
刻
石
し
、
右
史
待
制
・
真
侯
西
山
先
生
も
又
た
模
し
て
郡
斎

に
刻
す
。歳
月 

未
だ
久
し
か
ら
ず
し
て
、遷
し
置
く
も
常
な
ら
ず
、

委す

て
て
東
廡
の
壁
下
に
在
り
て
、塵
埃 

省
み
ら
る
る
こ
と
莫
し
。

予 

既
に
宣
化
堂
を
新
た
に
し
、
乃
ち
二
石
を
取
り
て
、
限
り
て

壁
間
に
置
き
、
人
の
子
為
る
者
を
し
て
、
其
の
親
に
事
う
る
所
以

を
知
ら
し
め
、
人
の
父
為
る
者
を
し
て
、
其
の
子
を
愛
す
る
所
以

を
知
ら
し
む
な
り
。
愛
敬
の
心
、
節
文
す
る
所
を
得
て
、
天
に
根

ざ
す
者
、
以
て
自
達
す
る
有
り
。
此
れ
乃
ち
堂
に
名
づ
く
る
の
本

意
な
り
。
嘉
定
甲
申
二
月
望
日
、
東
陽
の
章
徠 

書
す（

11
（

。

　

章
徠
は
、字
を
敬
則
、処
州
縉
雲
県
の
人
で
淳
熙
一
一
年（
一
一
八
四
）

の
進
士
で
あ
っ
た（

11
（

。
跋
文
が
書
か
れ
た
の
は
嘉
定
一
七
年（
一
二
二
四
）

二
月
、
朱
熹
が
「
献
寿
儀
」
に
跋
を
書
い
た
日
付
か
ら
は
三
四
年
、
朱

熹
が
世
を
去
っ
て
か
ら
は
二
四
年
が
経
過
し
て
い
た
。
跋
文
か
ら
そ
の

間
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
朱
熹
が
漳
州
に
石
刻
を
制
作
し

た
の
ち
、
さ
ら
に
そ
れ
が
朱
熹
か
ら
再
伝
の
弟
子
に
あ
た
る
真
徳
秀

（
一
一
七
八
～
一
二
三
五
）
に
よ
っ
て
模
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
真
徳
秀
が
模
刻
し
た
石
刻
を
置
い
た
場
所
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
知

州
を
経
験
し
た
泉
州
か
福
州
と
思
わ
れ
る
が
い
ま
は
確
定
で
き
な
い
。

認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
や
は
り
朱
熹
に
と
っ
て

の
蔡
襄
は
理
想
の
士
大
夫
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
看

取
さ
れ
よ
う
。

　

第
三
は
、
蔡
襄
の
書
を
鑑
賞
し
た
場
に
お
い
て
朱
熹
に
生
じ
た
感
慨

は
、
彼
個
人
の
心
の
内
か
ら
横
溢
し
、
跋
文
や
石
刻
と
い
う
形
態
の
な

か
に
姿
を
と
ど
め
、
周
囲
に
伝
播
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
蔡
襄
の
真
筆
が
朱
熹
自
身
の
発
願
に
よ
っ
て
石
刻
と
し

て
複
製
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
が
よ
り
多
く
の
人
々
の
鑑
賞

に
供
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
朱
熹
に
認
定
さ
れ
こ
と
を

意
味
し
た
。
完
成
し
た
石
刻
を
眼
に
す
る
者
は
、「
献
寿
儀
」
本
体
だ

け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
跋
文
を
も
合
わ
せ
て
鑑
賞
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
際
、朱
熹
の
跋
文
は
あ
る
種
の
訴
求
力
を
発
揮
す
る
。

そ
の
効
力
は
、
朱
熹
と
い
う
存
在
を
未
知
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
彼

や
そ
の
思
想
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
り
否
定
的
見
解
を
も
つ
人
物

に
は
働
き
に
く
い
。
だ
が
、
朱
熹
と
い
う
人
物
に
強
く
惹
か
れ
、
彼
の

思
想
に
共
感
し
心
酔
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
に
同
調
を
う
な
が
す

無
視
し
得
な
い
力
と
し
て
機
能
す
る
。
つ
ま
り
、
後
者
は
石
刻
を
眼
前

に
し
て
、
全
く
個
人
的
な
感
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
跋
文
に
示
さ
れ
る
朱
熹
の
美
意
識
に
引
き
ず

ら
れ
、
と
き
に
自
身
の
美
意
識
を
そ
れ
に
順
応
・
同
化
さ
せ
て
対
象
へ

の
認
識
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
。

　

こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
蔡
襄
の
書
と
そ
の
士
大
夫
と
し
て
の
人
格
を

高
く
評
価
す
る
朱
熹
の
美
意
識
、
お
よ
び
「
献
寿
儀
」
に
表
徴
さ
れ
た

母
子
の
間
の
孝
の
あ
り
方
を
模
範
と
し
て
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
朱
熹
の
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と
す
る
意
志
ま
で
も
が
忠
実
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
蔡
襄
の
書
へ
の
朱
熹
の
美
意
識
は
、
宋
代
に
つ
づ
く
元
・
明

代
の
士
人
た
ち
の
な
か
で
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
代
表
的
事
例
を
二
つ
あ
げ
て
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
元
の
虞
集
（
一
二
七
二
～
一
三
四
八
）『
道
園
類
稿
』
巻

三
三
「
跋
呉
伝
朋
書
並
李
唐
山
水
」
に
は
、

大
抵 

宋
人
の
書
、
蔡
君
謨
自
り
以
上
、
猶
お
前
代
の
意
有
り
。

其
の
後
ち
、
坡
・
谷 

出
で
て
、
遂
に
風
靡
き
て
之
に
従
い
、
而

し
て
魏
晋
の
法 

尽
く
る
な
り（

11
（

。

と
あ
っ
て
、
宋
人
の
書
は
蔡
襄
以
前
の
も
の
に
古
典
の
筆
法
が
踏
ま
え

ら
れ
て
お
り
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
が
出
て
か
ら
は
そ
れ
が
喪
失
さ
れ
た
こ

と
を
述
べ
る
。虞
集
は
こ
こ
で
そ
れ
と
明
言
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

実
は
こ
の
一
文
に
は
、
宋
代
の
書
に
対
す
る
朱
熹
の
時
代
観
が
そ
の
ま

ま
写
し
込
ま
れ
て
お
り
、
彼
が
朱
熹
の
著
述
の
内
容
を
熟
知
し
、
そ
の

文
脈
に
沿
う
よ
う
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る（

11
（

。

　

次
に
、明
代
中
期
の
呉
寛
（
一
四
三
五
～
一
五
〇
四
）『
匏
翁
家
蔵
集
』

巻
四
九
「
題
宋
四
家
書
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

朱
文
公 

当
時
の
名
書
を
論
じ
、
独
り
君
謨
の
書
に
典
刑
有
る
を

推
す
の
み
に
て
、「
黄
・
米 

出
で
て
、
欹
傾
・
狂
怪
の
勢
有
り
」

と
謂
う
。
故
に
世
俗
の
甲
乙 「
蘇
・
黄
・
米
・
蔡
」
と
曰
う
者
は
、

公
の
論
に
非
ざ
る
な
り
。
沈
啓
南 

此
の
四
家
の
書
を
得
て
之
を

列
ぬ
る
に
、
深
く
文
公
の
意
に
合
わ
せ
、
遂
に
定
め
て
「
蔡
・
蘇
・

黄
・
米
」
と
曰
う（

11
（

。

　

呉
寛
は
、
朱
熹
が
宋
代
の
優
れ
た
書
を
論
じ
て
、
蔡
襄
の
書
の
み
を

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
献
寿
儀
」
石
刻
は
朱
熹
と
真
徳
秀
と
に
よ
っ
て
合

計
二
基
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
事

情
で
一
所
に
移
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
移
さ
れ
た
二
つ
の

石
刻
は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
塵
埃
を
被
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

章
徠
は
新
た
に
宣
化
堂
を
建
て
、
そ
の
壁
に
石
刻
を
嵌
め
込
ん
で
人
々

の
鑑
賞
に
供
し
、
見
る
者
が
親
子
の
う
ち
の
「
愛
敬
の
心
」
を
覚
る
よ

う
促
す
よ
う
に
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
石
刻
が
い
か
な
る
人
物
に
よ
っ
て
継
承
・

保
全
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
熹
の
作
成

し
た
石
刻
を
模
刻
し
た
真
徳
秀
は
、
南
宋
後
半
期
に
道
学
を
隆
興
へ
と

導
い
た
立
役
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
打
ち
捨
て
る
か
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
た
石
刻
を
保
全
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
朱
熹
の
思
い

を
喧
伝
し
よ
う
と
し
た
章
徠
は
、
い
わ
ゆ
る
慶
元
の
党
禁
の
際
、
陳
賈

に
よ
っ
て
道
学
が
批
判
さ
れ
る
と
、
劉
光
祖
（
一
一
四
二
～
一
二
二
二
）

と
と
も
に
こ
れ
に
対
抗
し
て
道
学
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
た（

11
（

。
つ
ま

り
、
彼
ら
は
道
学
の
学
統
に
連
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
蔡
襄
の
真
筆
で
あ
る
「
献
寿
儀
」
を
も
と
に
朱
熹
自
身

が
制
作
し
た
石
刻
を
事
例
と
し
て
、
彼
が
そ
こ
に
込
め
た
美
意
識
や
顕

彰
の
姿
勢
が
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
か
を
み
て
き
た
。
こ

の
石
刻
は
、
朱
熹
が
没
し
て
よ
り
約
三
〇
年
と
い
う
時
間
の
な
か
で
、

彼
に
共
感
す
る
道
学
系
の
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
こ
で
は
、
朱
熹
が
石
刻
に
付
し
た
跋
文
に
込
め
た
、
蔡
襄
の
書

を
そ
の
士
大
夫
と
し
て
の
人
格
と
と
も
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
美
意
識

や
、
石
刻
を
通
じ
て
母
子
の
間
の
孝
の
模
範
的
あ
り
方
を
顕
彰
し
よ
う
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違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

　

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
真
徳
秀
や
章
徠
は
石
刻
の
現
物
に
接
し
、

蔡
襄
の
書
と
文
、
そ
れ
に
付
属
す
る
朱
熹
の
跋
文
の
内
容
、
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
朱
熹
が
直
に
石
刻
を
制
作
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
朱
熹
の
美
意
識
や
意
図
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で

は
朱
熹
が
示
し
た
、
蔡
襄
の
書
を
そ
の
人
格
と
あ
わ
せ
て
称
賛
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
や
、
母
子
の
間
の
孝
へ
の
感
銘
が
受
け
継
ぐ
べ
き
要
点
と

な
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
朱
熹
の
美
意
識
、
ひ
い
て
は
そ
の
思
想

全
体
を
俯
瞰
で
き
る
立
場
か
ら
み
た
と
き
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
継
承
を
志
す
当
人
た

ち
に
と
っ
て
は
、
仰
慕
し
て
や
ま
ぬ
師
た
る
朱
熹
の
生な

ま

の
思
念
に
肉
薄

す
る
感
覚
を
覚
え
た
に
違
い
な
い
。

　

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
朱
熹
の
思
想
を
学
問
と
し
て
書

物
か
ら
摂
取
す
る
。
そ
の
書
物
に
載
る
朱
熹
の
言
説
は
、
文
章
の
形
式

や
議
論
の
中
身
に
よ
っ
て
系
統
立
て
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
彼

ら
は
そ
の
中
か
ら
最
も
印
象
的
で
、
し
か
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

も
の
を
容
易
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
朱
熹
の
美
意

識
に
お
い
て
は
、
宋
代
の
書
の
な
か
で
も
、
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
の
伝

統
を
よ
く
守
る
蔡
襄
の
書
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
蘇
軾
や
黄

庭
堅
ら
の
書
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
点
が
最
も
象
徴
的
な
も

の
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
書
物
に
収
録
さ
れ
た
限
り
と
は
い
え
、
そ
こ

か
ら
朱
熹
の
思
想
を
総
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
た
彼
ら
は
、
そ

の
美
意
識
に
つ
い
て
も
最
も
核
心
的
な
部
分
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う

自
信
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
典
刑
」が
あ
る
と
し
て
評
価
し
て
い
た
が
、黄
庭
堅
や
米
芾
が
出
て「
欹

傾
・
狂
怪
の
勢
」
が
生
じ
た
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
世

俗
の
も
の
ど
も
が
宋
の
四
家
を
「
蘇
・
黄
・
米
・
蔡
」
の
順
序
で
並
べ

て
い
る
の
は
朱
熹
の
評
価
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
だ
と
断
じ
て
い
る
。
そ

し
て
沈
周
（
一
四
二
七
～
一
五
〇
九
）
は
宋
の
四
家
の
書
を
手
に
入
れ

て
配
列
す
る
際
、
朱
熹
の
見
識
に
合
わ
せ
て
「
蔡
・
蘇
・
黄
・
米
」
の

順
序
に
し
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
朱
熹
が
宋
の
四
家
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
美
意
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
呉
寛
と
沈
周
の
二
人
が
よ
く

承
知
し
て
お
り
、
そ
れ
に
順
応
す
る
こ
と
こ
そ
が
正
当
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
事
例
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う
。ま
ず
一
つ
目
と
し
て
、両
者
が
と
も
に
宋
代
の
書
つ
い
て
、「
前

代
の
意
」
を
と
ど
め
る
と
か
、「
典
刑
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
蔡
襄
を
蘇
軾
や
黄
庭
堅
・
米
芾
よ
り
も
上
に
置
い
て
評
価
し

て
お
り
、
そ
れ
が
朱
熹
の
美
意
識
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
は
、
こ
の
両
者
に
よ
る
表
現
が
、
朱
熹
に
関
わ
る
著
作
物
、

お
そ
ら
く
彼
の
文
集
や
語
類
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る（
1（
（

。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
書
物
の
な
か
の
朱
熹
の
言
葉
を
継
承
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
元
代
以
降
の
官
学
化

―
体
制
教
学
化
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
朱
子
学
」
の
書
物
を
媒
体
と

し
た
流
布
と
深
く
関
わ
る
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
同
じ
朱
熹
の
美
意
識
と
は
い
え
、「
献
寿
儀
」

石
刻
か
ら
の
継
承
と
、
書
物
か
ら
の
そ
れ
と
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
相
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夫
と
し
て
の
人
格
も
含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
朱
熹
は
蔡
襄
に
対

し
て
、
中
央
朝
廷
に
お
い
て
理
想
の
士
大
夫
政
治
を
実
現
さ
せ
た
こ
と

へ
の
敬
意
、
福
建
を
故
郷
に
も
つ
同
郷
と
し
て
の
親
近
感
、
そ
し
て
そ

の
福
建
を
官
務
の
場
と
し
て
地
域
社
会
の
安
定
に
努
め
る
地
方
官
で
あ

る
こ
と
の
共
感
、
そ
う
い
っ
た
幾
重
も
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ

こ
そ
朱
熹
が
蔡
襄
の
書
を
高
く
評
価
し
た
背
景
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
蔡
襄
の
書
に
関
す
る
朱
熹
の
美
意
識
は
、
彼
よ
り
後
に
も
道

学
系
士
人
を
中
心
と
し
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
あ
り
方
は
一
様

で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
媒
体
と
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
継
承
さ
れ
る

内
容
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
が
、
朱
熹
の
美
意
識
が
書
物
を
通
じ
て
、

そ
の
思
想
と
と
も
に
広
く
流
布
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
解
釈

は
次
第
に
画
一
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
を
要
す
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
（
）　

拙
稿
「
書
法
鑑
賞
の
場
か
ら
み
た
南
宋
朱
熹
の
美
意
識
」（
宋
代
史
研

究
会
研
究
報
告
第
十
集
『
中
国
伝
統
社
会
へ
の
視
角
』、汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
所
収
）、お
よ
び
「「
新
意
」と
「
尚
法
」
―
書
の
評
価
に

み
る
北
宋
欧
陽
修
・
蘇
軾
と
南
宋
朱
熹
の
時
代
観
と
美
意
識

―
」（『
七

隈
史
学
』第
二
一
号
、二
〇
一
九
年
）を
参
照
。

　
（
2
）　

蔡
公
節
概
・
論
議
・
政
事
・
文
学
、
皆
有
以
過
人
者
。
不
独
其
書
之

可
伝
也
。
南
来
多
見
真
蹟
、
毎
深
敬
歎
。
朱
熹
題
。

　
（
（
）　
『
名
臣
言
行
録
』
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
『
中
国
の

古
典　

宋
名
臣
言
行
録
』（
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）
の
「
解
説
」
に

詳
し
い
。

　

こ
う
し
た
媒
体
の
違
い
に
よ
る
美
意
識
の
継
承
は
、
そ
の
後
に
何
を

も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
本
章
で
み
た
石
刻
な
ど
は
、
朱
熹

の
没
後
間
も
な
い
時
期
に
は
、
他
に
も
多
々
残
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
し
た
基
本
的
に
一
点
物
の
現
物
が
伝
え
る
情
報
は
、
局
所
的

に
し
か
広
が
り
を
も
た
な
い
し
、
内
容
に
も
個
体
差
が
あ
る
た
め
、
そ

こ
か
ら
継
承
さ
れ
る
美
意
識
に
は
多
様
性
が
生
じ
る
。

　

そ
の
一
方
、
石
刻
な
ど
に
比
べ
て
書
物
の
場
合
は
、
ひ
と
た
び
印
刷

さ
れ
て
さ
え
し
ま
え
ば
、
そ
の
情
報
の
複
製
は
き
わ
め
て
容
易
く
広
域

的
な
広
が
り
が
確
保
さ
れ
、
し
か
も
内
容
は
お
お
む
ね
均
質
で
あ
る
た

め
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
美
意
識
は
画
一
的
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
媒
体
の
性
質
の
違
い
を
認
め
た
う
え
で
、
朱
熹
の
美
意
識

が
、彼
の
思
想
と
と
も
に
書
物
に
よ
っ
て
流
布
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
は
や
が
て
画
一
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
本
章
で
み
た
よ
う
に
、
元
代
以
降
の
士
人
に
よ
る
朱
熹
の
美

意
識
の
継
承
が
、
ほ
ぼ
書
物
か
ら
の
情
報
の
抽
出
に
た
よ
っ
て
い
た
こ

と
は
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
が
、
こ
の
点
は
な
お
一
考
の
余
地
を
残
す

問
題
と
し
て
お
き
た
い
。

結
語

　

以
上
、
本
論
で
は
、
蔡
襄
の
書
に
対
す
る
朱
熹
の
高
い
評
価
が
何
に

依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
そ
の
美
意
識
の
特
質
の
一
つ
で
あ

る
「
人
格
主
義
」
の
面
か
ら
考
察
し
た
。

　

朱
熹
の
称
賛
の
対
象
に
は
、
蔡
襄
の
書
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
士
大
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も
と
づ
く
合
議
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
淳
熙
七
年

（
一
一
八
〇
）、
彼
が
孝
宗
（
一
一
二
七
～
九
四 

在
位

：

一
一
六
二
～

八
九
）
に
上
呈
し
た
「
庚
子
応
詔
封
事
」（『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
一
）

の
な
か
で
「
故
一
家
則
有
一
家
之
綱
紀
、
一
国
則
一
国
之
綱
紀
。
若
乃

郷
総
於
県
、
県
総
於
州
、
州
総
於
諸
路
、
諸
路
総
於
台
省
、
台
省
総
於

宰
相
。
而
宰
相
兼
統
衆
職
、
以
与
天
子
相
可
否
而
出
政
令
。
此
則
天
下

之
綱
紀
也
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
（
（
）　

平
田
茂
樹
『
科
挙
と
官
僚
制
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
六
〇

頁
。

　
（
（0
）　

曹
家
斉
「“
愛
元
祐
”
与
“
遵
嘉
祐
”
―
対
南
宋
政
治
指
帰
的
一
点

考
察
」（『
学
術
研
究
』
二
〇
〇
五
年
一
一
期
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
三

頁
に
は
、
南
宋
士
大
夫
に
と
っ
て
仁
宗
の
「
嘉
祐
の
治
」
は
、
彼
ら
の

施
政
の
模
範
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
政
治
の
目
指
す
べ
き
理

想
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
慶
暦
新
政
も
、
と
き
に
そ
こ
に
含
め
て
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）　

た
と
え
ば
、
竺
沙
雅
章
『
范
仲
淹
』（
白
帝
社
、
一
九
九
五
年
）

二
五
〇
頁
に
は
、「
南
宋
に
な
る
と
、
北
宋
の
士
大
夫
官
僚
に
対
す
る

評
価
が
定
ま
り
、
こ
と
に
朱
熹
が
『
名
臣
言
行
録
』
を
著
し
た
こ
と
に

よ
り
、
名
臣
の
列
に
入
る
者
の
標
準
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、

范
仲
淹
こ
そ
が
宋
代
第
一
の
名
臣
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
遠
藤
隆
俊
「
宋
代
蘇
州

の
范
文
正
公
祠
に
つ
い
て
」（『
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念　

中
国
の
伝

統
社
会
と
家
族
』
汲
古
書
院
、一
九
九
三
年
所
収
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

　
（
（2
）　

朱
熹
『
名
臣
言
行
録
』
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
宮
崎

市
定
「
宋
代
の
士
風
」（『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
一
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
、
初
出
は
一
九
五
三
年
）
に
詳
し
い
。

　
（
（（
）　
『
梅
渓
王
先
生
文
集
』
巻
二
七
「
蔡
端
明
文
集
序
」。

　
（
（4
）　

国
朝
四
葉
、
文
章
尤
盛
、
欧
陽
文
忠
公
・
徂
徠
先
生
石
守
道
・
河
南

　
（
4
）　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
六
「
謁
端
明
侍
郎
蔡
忠
恵
公
祠
文
」
の
「
惟

公
忠
言
恵
政
、
著
自
中
朝
。
筮
仕
之
初
、
嘗
屈
茲
郡
。
歳
時
雖
久
、
称

思
未
忘
。
厥
有
遺
祠
、英
霊
如
在
。
熹
雖
不
敏
、実
仰
高
風
。
涖
事
之
初
、

敬
修
礼
謁
。
謹
告
」。

　
（
5
）　

慶
暦
三
年
、
以
秘
書
丞
・
集
賢
校
理
・
知
諫
院
、
兼
修
起
居
注
。
是

時
天
下
無
事
、
士
大
夫
弛
於
久
安
。
一
日
元
昊
叛
、
師
久
無
功
。
天
子

慨
然
厭
兵
、
思
正
百
度
以
修
太
平
、
既
已
排
群
議
、
進
用
二
三
大
臣
、

又
詔
、
増
置
諫
官
四
員
、
使
拾
遺
補
闕
、
所
以
遇
之
甚
寵
。
公
以
材
名

在
選
中
、
遇
事
感
激
、
無
所
回
避
。
於
是
権
倖
畏
斂
、
不
敢
撓
法
干
政
。

而
上
得
益
与
大
臣
図
議
。
明
年
、
屡
下
詔
書
、
勧
農
桑
、
興
学
校
、
革

弊
修
廃
、
而
天
下
悚
然
知
上
之
求
治
。
於
此
之
時
、
言
事
之
臣
無
日
不

進
見
、
而
公
之
補
益
為
尤
多
。

　
（
6
）　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』（
以
下
、『
長
編
』）
巻
一
四
〇
、
慶
暦
三
年

（
一
〇
四
三
）
四
月
の
条
、「
著
作
佐
郎
・
館
閣
校
勘
蔡
襄
為
秘
書
丞
・

知
諫
院
。
初
、
王
素
・
余
靖
・
欧
陽
修
除
諫
官
、
襄
作
詩
賀
之
、
辞
多

激
勧
。
三
人
者
以
其
詩
薦
於
上
、
尋
有
是
命
」。『
宋
史
』
巻
三
二
〇
、

蔡
襄
伝
、「
慶
暦
三
年
、
仁
宗
更
用
輔
相
、
親
擢
靖
・
脩
及
王
素
為
諫
官
。

襄
又
以
詩
賀
、
三
人
列
薦
之
、
帝
亦
命
襄
知
諫
院
」。
な
お
、「
慶
暦
の
治
」

を
め
ぐ
る
政
治
動
向
に
つ
い
て
は
、
吉
田
清
治
『
北
宋
全
盛
期
の
歴
史
』

（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
一
年
）、
小
林
義
廣
「
欧
陽
脩
に
お
け
る
歴
史

叙
述
と
慶
暦
の
新
政
」（『
欧
陽
脩　

そ
の
生
涯
と
宗
族
』
創
文
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
七
九
・
一
九
八
三
年
）、
近
藤
一
成
「「
慶
暦

の
治
」
小
考
」（『
宋
代
中
国
科
挙
社
会
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九

年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）、
須
江
隆
「
慶
暦
党
争
考
―
蘇
舜
欽
書
簡
を

中
心
に
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
七
六
、一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
（
7
）　

梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』（
同
朋
舎
、一
九
八
五
年
）
六
二
頁
。

　
（
（
）　

朱
熹
は
、
理
想
的
な
政
治
意
思
決
定
の
あ
り
方
と
し
て
、
皇
帝
の
独

断
で
は
な
く
、
皇
帝
と
士
大
夫
層
、
と
り
わ
け
宰
相
と
の
意
思
疎
通
に
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勧
学
興
善
、
而
変
民
之
故
、
除
其
甚
害
。
往
時
、
閩
士
多
好
学
、
而
専

用
賦
以
応
科
挙
。公
得
先
生
周
希
孟
、以
経
術
伝
授
、学
者
常
至
数
百
人
。

公
為
親
至
学
舎
執
経
講
問
、
為
諸
生
率
。
延
見
処
士
陳
烈
、
尊
以
師
礼
、

而
陳
襄
・
鄭
穆
方
以
徳
行
著
称
郷
里
、
公
皆
折
節
下
之
。
閩
俗
重
凶
事
、

其
奉
浮
図
、会
賓
客
、以
尽
力
豊
侈
為
孝
、否
則
深
自
愧
恨
、為
郷
里
羞
。

而
姦
民
・
游
手
・
無
頼
子
、
幸
而
貪
飲
食
、
利
銭
財
。
来
者
無
限
極
、

往
往
至
数
百
千
人
。
至
有
親
亡
秘
不
挙
哭
、
必
破
産
弁
具
、
而
後
敢
発

喪
者
。
有
力
者
乗
其
急
時
、
賤
買
其
田
宅
、
而
貧
者
立
券
挙
債
、
終
身

困
不
能
償
。
公
曰
「
弊
有
大
於
此
邪
」、即
下
令
禁
止
。
至
於
巫
覡
主
病
、

蠱
毒
殺
人
之
類
、
皆
痛
断
絶
之
、
然
後
択
民
之
聡
明
者
教
以
医
薬
、
使

治
疾
病
。
其
子
弟
有
不
率
教
令
者
、条
其
事
作
五
戒
、以
教
諭
之
。
久
之
、

閩
人
大
便
。
公
既
去
、
閩
人
相
率
詣
州
、
請
為
公
立
徳
政
碑
。
吏
以
法

不
許
謝
。
即
退
、而
以
公
善
政
私
刻
于
石
曰
、「
俾
我
民
不
忘
公
之
徳
」。

　
（
20
）　

こ
こ
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
四
人
は
、
黄
宗
羲
『
宋
元
学
案
』
巻

五
に
「
古
霊
四
先
生
学
案
」
と
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
周
希

孟
の
州
学
教
授
へ
の
起
用
に
つ
い
て
は
、『
長
編
』
巻
一
八
七
、
嘉
祐

三
年
（
一
〇
五
八
）
七
月
癸
酉
の
条
に
「
福
州
進
士
周
希
孟
為
国
子
監

四
門
助
教
・
本
州
州
学
教
授
。
以
知
州
蔡
襄
言
其
文
行
為
郷
里
所
推
也
」

と
あ
る
。
ま
た
陳
烈
と
蔡
襄
の
関
係
に
つ
い
て
は
、李
俊
甫『
莆
陽
比
事
』

巻
六
「
諷
蔡
霽
威
・
願
劉
終
恵
」
に
「
蔡
襄
鎮
福
唐
、
政
厳
粛
、
毫
髪

不
容
。
故
人
陳
烈
先
生
、
少
同
筆
硯
、
一
日
維
舟
亭
下
、
不
入
謁
、
留

詩
曰
、「
溪
山
龍
虎
蟠
、
溪
水
鼓
角
喧
、
中
宵
郷
夢
破
、
六
月
夜
衾
寒
、

風
雨
生
残
樹
、
蛟
螭
喜
怒
瀾
、
慇
懃
祝
舟
子
、
移
棹
過
前
灘
」。
守
亭

吏
録
呈
襄
、
遽
以
記
謝
過
曰
、「
先
生
既
以
詩
誨
之
、
不
若
耳
。
提
面

教
之
也
」。
先
生
竟
去
、
襄
自
是
少
霽
厳
威
」
と
あ
り
時
期
は
特
定
で

き
な
い
け
れ
ど
も
、
当
初
、
福
州
に
赴
任
し
た
蔡
襄
の
政
治
が
あ
ま
り

に
厳
粛
す
ぎ
た
た
め
、
陳
烈
が
詩
を
贈
っ
て
諭
し
た
と
こ
ろ
、
蔡
襄
が

こ
れ
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
話
柄
を
伝
え
る
。

尹
公
師
魯
・
莆
田
蔡
公
君
謨
、
皆
所
謂
傑
然
者
。
文
忠
之
文
追
配
韓
子
、

其
剛
気
所
激
、
尤
見
於
「
責
高
司
諫
書
」、
徂
徠
之
気
則
見
於
「
慶
暦

聖
徳
頌
」、師
魯
則
見
於
「
願
与
范
文
正
同
貶
之
書
」、君
謨
則
見
於
「
四

賢
一
不
肖
詩
」。
嗚
呼
、
使
四
君
子
者
生
於
吾
夫
子
時
、
則
必
無
未
見

剛
之
嘆
。
而
乃
同
出
於
吾
仁
祖
治
平
醇
厚
之
世
、
何
其
盛
歟
。
夫
以
台

諫
之
風
采
、
朝
士
莫
不
畏
其
筆
端
、
自
侍
従
而
下
。
奔
走
伺
候
其
門
者

紛
然
也
。
文
正
鄱
陽
之
貶
、
余
・
尹
・
欧
既
与
之
同
罪
矣
。
蔡
公
乃
於

四
賢
相
継
黜
謫
之
後
、
形
於
歌
詩
、
而
斥
為
不
肖
、
羞
其
見
縉
紳
之
面
、

而
辱
甚
市
朝
之
撻
、
則
公
之
剛
、
又
可
知
也
。

　
（
（5
）　
『
長
編
』
巻
一
一
八
、景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
五
月
戊
戌
の
条
、『
宋

史
』
巻
三
二
〇
、
蔡
襄
伝
。「
四
賢
一
不
肖
詩
」
は
『
端
明
集
』
巻
一

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（6
）　

序
に
「
得
古
律
詩
三
百
七
十
、
奏
議
六
十
四
、
雑
文
五
百
八
十
四
、
而

以
「
四
賢
一
不
肖
詩
」
置
諸
巻
首
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
文
集

中
の
各
巻
首
に
配
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
詩
が
蔡
襄
の

代
表
作
と
し
て
い
か
に
強
調
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
（7
）　

福
建
北
部
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
道
学
が
朱
熹
の
思
想
形
成
に
与
え
た

影
響
に
関
し
て
は
、
三
浦
国
雄
『
朱
子
伝
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
、

初
出
は
一
九
七
九
年
）、
市
來
津
由
彦
「
南
宋
初
の
程
学
と
閩
北
に
お

け
る
朱
熹
」（『
朱
熹
門
人
集
団
形
成
の
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、

初
出
は
一
九
八
九
年
）、
な
ど
を
参
照
。

　
（
（（
）　

蔡
襄
の
福
建
に
お
け
る
地
方
官
と
し
て
の
治
績
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
網
羅
的
に
分
析
し
た
程
光
裕
「
蔡
襄
在
閩
之
仕
宦
生
涯
」（『
宋
史
研

究
集
』
第
二
〇
輯
、
一
九
九
〇
年
）
や
、
風
俗
是
正
・
民
衆
教
化
の
た

め
に
布
告
し
た
諭
告
文
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
小
林
義
廣

「
蔡
襄
の
諭
告
文
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

二
九
、二
〇
〇
五
年
）
が
あ
り
、
本
論
で
も
多
く
を
こ
れ
ら
に
拠
っ
た
。

　
（
（（
）　

公
為
政
精
明
、
而
於
閩
人
尤
知
其
風
俗
。
至
則
礼
其
士
之
賢
者
、
以
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に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
眺
め
れ
ば
、
中
央
の

支
配
的
教
条
を
掲
げ
た
官
側
が
、
在
地
社
会
に
根
付
く
旧
来
の
風
俗
を

そ
れ
に
順
応
さ
せ
る
べ
く
抑
圧
・
統
制
し
た
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る

で
あ
ろ
う
。

　
（
2（
）　

前
掲
注
（
（7
）
小
林
論
文
、
六
～
七
頁
。
な
お
、
こ
れ
と
は
別
に
小

林
氏
に
は
、宋
代
の
諭
俗
文
を
論
じ
た
も
の
に「
宋
代
の「
諭
俗
文
」」（
宋

代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
三
集
『
宋
代
の
政
治
と
社
会
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
年
）
や
「『
琴
堂
諭
俗
編
』
解
説
」（
小
林
義
廣
訳
注
『
宋
代

地
方
官
の
民
衆
善
導
論
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
参
考
に

な
る
。
ま
た
陳
襄
の
思
想
に
関
し
て
は
、
土
田
健
次
郎
「
北
宋
の
思
想

運
動
」（『
道
学
の
形
成
』
創
文
社
、二
〇
〇
二
年
、初
出
は
一
九
八
八
年
）

六
八
頁
に
、
彼
は
初
期
道
学
者
の
グ
ル
ー
プ
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た

が
、
そ
の
思
想
は
彼
ら
た
ち
と
近
似
す
る
面
を
濃
厚
に
見
せ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2（
）　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
三
「
跋
郭
長
陽
医
書
」。

　
（
（0
）　

予
念
、
蔡
忠
恵
公
之
守
長
楽
、
疾
巫
覡
主
病
、
蠱
毒
殺
人
之
姦
、
既

禁
絶
之
。
而
又
択
民
之
聡
明
者
、
教
以
医
薬
、
使
治
疾
病
、
此
仁
人
之

心
也
。
今
閩
帥
詹
卿
元
善
、
実
補
蔡
公
之
処
、
而
政
以
慈
恵
為
先
。
試

以
語
之
、
儻
有
意
耶
。
亟
以
扣
之
、
而
元
善
報
曰
敬
諾
。
乃
属
二
君
讎

正
刊
補
、
而
書
其
本
末
如
此
以
寄
之
。
…
…
慶
元
元
年
乙
卯
歳
五
月
丙

午
、
鴻
慶
外
史
、
新
安
朱
熹
書
。

　
（
（（
）　

同
跋
文
に
よ
る
と
、
こ
の
医
書
は
も
と
も
と
江
西
臨
江
軍
新
喩
の
謝

諤
（
一
一
二
一
～
九
四
）
の
所
蔵
で
あ
っ
た
の
を
朱
熹
が
譲
り
受
け
た

も
の
で
、
出
版
さ
れ
た
医
書
の
書
名
お
よ
び
中
身
の
全
容
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
郭
雍
は
河
南
洛
陽
の
人
で
、
そ
の
名
は
『
傷
寒
補
亡
論
』
の

撰
者
と
し
て
も
今
日
に
知
ら
れ
て
い
る
。
詹
体
仁
は
福
建
建
寧
府
浦
城

の
人
で
、『
宋
史
』
巻
三
九
三
、
本
伝
に
「
少
従
朱
熹
学
、
以
存
誠
慎

独
為
主
」
と
あ
る
。
淳
熙
『
三
山
志
』
巻
二
二
、
秩
官
類
三
、
郡
守
に

　
（
2（
）　

蠱
毒
を
も
っ
て
人
を
殺
す
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
宮
崎
市
定
「
宋

代
に
お
け
る
殺
人
祭
鬼
の
習
俗
に
つ
い
て
」（『
宮
崎
市
定
全
集
』

一
〇
・
宋
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
初
出
は
一
九
七
三
年
）
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
殺
人
祭
鬼
」
の
習
俗
に
近
い
も
の
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
習
俗
は
、
宋
代
の
長
江
以
南
の
広
い
範
囲
で
流
行
し
、

鬼
神
を
信
仰
す
る
師
巫
に
よ
っ
て
民
衆
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
（
22
）　

州
自
聖
朝
風
化
之
厚
、
人
知
敦
尚
本
業
、
上
下
相
守
、
気
習
朴
鈍
、

蓋
渾
然
易
治
也
。
有
如
疾
溺
於
巫
、
喪
溺
於
仏
、
婚
溺
於
財
、
与
夫
僧

胥
之
情
偽
、獄
市
之
煩
擾
、下
至
遐
郷
僻
邑
、牙
儈
舟
戸
、及
蓄
蠱
之
家
、

所
以
傷
害
人
者
。

　
（
2（
）　

自
慶
暦
・
嘉
祐
・
元
符
以
来
、
積
勧
長
吏
、
誨
勅
裁
革
。
其
見
於
碑
刻
・

牓
諭
者
、
今
并
存
之
。
庶
観
風
宣
化
、
儻
猶
有
遺
習
、
可
挙
而
行
也
。

　
（
24
）　

同
じ
宋
代
福
建
沿
岸
部
の
地
方
志
で
あ
る
興
化
軍
仙
遊
県
の
黄
巌

孫
・
宝
祐
『
仙
渓
志
』
巻
一
、
風
俗
に
も
、「
生
其
間
者
、
人
性
敦
撲
、

嗜
好
簡
静
始
也
。
士
未
知
有
科
挙
之
利
、
民
未
知
有
紛
華
之
悦
。
承
平

日
久
、
始
多
儒
雅
、
多
世
家
宦
族
、
而
習
俗
漸
趨
於
文
。
…
…
風
声
気

習
之
薫
染
、蓋
可
想
已
。…
…
惟
其
風
俗
之
淳
、故
流
弊
有
所
不
能
免
俗
。

敬
鬼
神
、
則
承
巫
覡
蠱
惑
之
欺
、
性
多
慈
弱
、
則
啓
倖
民
侵
牟
之
害
、

人
皆
愛
身
畏
法
、
則
滋
雁
鶩
舞
文
之
姦
。
使
或
者
、
得
以
議
俗
焉
」
と

あ
り
、
か
つ
て
こ
の
地
で
も
儒
学
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、

巫
覡
に
た
よ
る
な
ど
の
悪
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
福
州

と
同
様
の
風
俗
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
25
）　

元
符
の
頃
の
地
方
官
と
は
、
泉
州
晋
江
の
人
、
温
益
（
一
〇
三
七
～

一
一
〇
二
）
の
こ
と
。

　
（
26
）　
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
福
建
の
開
発
」（『
中
国
歴
史
地
理
研
究
』
同

朋
舎
、
一
九
七
七
年
、
初
出
は
一
九
三
九
年
）。

　
（
27
）　

蔡
襄
の
施
策
に
対
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、「
墓
誌
」
や
地
方
志
な
ど
、

当
時
の
儒
教
的
教
養
を
修
め
た
知
識
人
層
が
書
き
残
し
た
資
料
の
見
方
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『
新
唐
書
』
に
「
郷
校
」
を
設
け
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
興
学
の
象
徴
と
し
て
注
目
を
集
め
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ
の

蘇
天
爵
の
記
述
の
常
袞
の
箇
所
も
お
そ
ら
く
そ
の
『
新
唐
書
』
を
典
拠

と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
（（
）　

こ
の
ほ
か
に
も
、明
代
の
『
書
画
伝
習
録
』
巻
三
、文
章
門
に
は
「
山

人
曰
、「
欧
陽
永
叔
言
、「
蔡
端
明
文
章
事
業
、比
漢
儒
者
」」。
余
謂
、「
閩

士
尚
詩
賦
、
而
公
教
以
経
術
。
厥
後
朱
子
集
諸
儒
之
大
成
、
而
道
学
遂

明
于
世
、
則
端
明
学
士
、
実
晦
庵
氏
之
先
声
也
」」
と
あ
っ
て
、
こ
こ

で
は
明
確
に
蔡
襄
が
朱
熹
に
よ
る
道
学
大
成
の
「
先
声
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
40
）　

趙
汸
『
東
山
存
稿
』
巻
二
「
滋
渓
文
稿
序
」。
な
お
、
蘇
天
爵
の
生

涯
や
学
術
・
著
述
に
関
し
て
は
、『
滋
渓
文
稿
』（
中
華
書
局
、

一
九
九
七
年
）に
点
校
を
施
し
た
陳
高
華
・
孟
繁
清
両
氏
に
よ
る「
前
言
」

が
詳
し
い
。

　
（
4（
）　

以
下
、
基
本
的
に
朱
熹
の
事
跡
は
、
束
景
南
『
朱
熹
年
譜
長
編
』（
華

東
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
拠
る
。

　
（
42
）　

蔡
忠
恵
公
書
蹟
徧
天
下
。
而
此
帖
独
未
布
。
今
歳
南
来
、
始
得
見
於

其
来
孫
誼
之
家
、
乃
知
昔
之
君
子
所
以
事
其
親
、
如
此
其
愛
且
敬
也
。

孤
露
余
生
、
無
所
為
孝
、
捧
玩
摧
咽
、
不
能
仰
視
。
遂
請
其
真
、
摹
而

刻
之
、
以
視
世
之
為
人
子
者
、
庶
以
広
蔡
公
永
錫
爾
類
之
志
、
非
独
以

其
字
画
之
精
而
已
。
然
又
偶
得
善
工
、
且
属
諸
生
黄
榦
臨
視
唯
謹
、
知

書
者
亦
以
為
不
失
其
用
筆
之
微
意
云
。
紹
煕
庚
戌
臘
月
既
望
、
丹
陽
朱

熹
書
于
漳
浦
郡
斎
。

　
（
4（
）　

こ
の
「
献
寿
儀
」
は
蔡
襄
の
文
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
家
庭

内
に
お
い
て
母
（
太
夫
人
）
の
長
寿
を
祈
る
儀
礼
の
段
取
り
と
式
次
第

を
事
細
か
に
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
蒋
維
錟
編
著

『
蔡
襄
年
譜
』（
廈
門
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
八
頁
、
皇
祐

よ
れ
ば
、
彼
は
紹
熙
五
年
（
一
一
九
四
）
閏
十
月
か
ら
翌
年
の
慶
元
元

年
（
一
一
九
五
）
八
月
ま
で
知
州
の
任
に
あ
っ
た
。

　
（
（2
）　

木
下
鉄
矢
「
闘
う
民
政
官
た
ち
」（『
朱
子
学
の
位
置
』
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
七
年
）。

　
（
（（
）　

漳
州
知
事
時
代
の
朱
熹
に
よ
る
経
界
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
吾
妻
重
二

「
朱
熹
の
政
治
思
想
」（『
朱
子
学
の
新
研
究
―
近
世
士
大
夫
の
思
想
史

的
地
平
―
』創
文
社
、二
〇
〇
四
年
、初
出
は
二
〇
〇
二
年
）に
詳
し
い
。

　
（
（4
）　
『
勉
斎
集
』
巻
三
六
「
朝
奉
大
夫
華
文
閣
待
制
贈
宝
謨
閣
直
学
士
通

議
大
夫
謚
文
朱
先
生
行
状
」。

　
（
（5
）　

加
意
学
校
、教
誘
諸
生
、如
南
康
時
。
又
以
習
俗
未
知
礼
、採
古
喪
葬
・

嫁
娶
之
儀
、
掲
以
示
之
、
命
父
老
解
説
、
以
教
弟
子
。
釈
子
之
教
、
南

方
為
盛
。
男
女
聚
僧
廬
為
伝
経
会
。
女
不
嫁
者
、
私
為
庵
舎
以
居
。
悉

禁
之
、
俗
大
変
。

　
（
（6
）　

蔡
襄
の
書
に
対
す
る
朱
熹
の
評
価
と
地
理
的
な
要
素
と
を
関
連
さ
せ

て
述
べ
た
も
の
に
、
方
愛
龍
『
南
宋
書
法
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
そ
の
一
六
八
頁
で
は
、
朱
熹
が
蔡
襄
の
書
を

敬
慕
す
る
理
由
の
一
つ
に
、
蔡
襄
が
福
建
人
で
あ
り
、
そ
の
書
が
当
地

に
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
た
た
め
朱
熹
が
そ
れ
を
目
に
す
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

　
（
（7
）　

七
閩
山
川
険
阻
、
漢
嘗
処
其
民
江
・
淮
之
間
而
虚
其
地
。
唐
建
中
初
、

常
袞
為
観
察
使
、始
設
郷
校
、俾
民
知
学
、親
加
講
導
。
由
是
閩
俗
一
変
、

歳
貢
士
与
内
州
等
。
宋
蔡
忠
恵
公
襄
世
家
興
化
、
歴
知
泉
・
福
両
州
、

尤
知
閩
之
風
俗
、勧
学
興
善
、折
節
礼
士
、以
変
民
之
故
。
宋
氏
徙
江
左
、

亀
山
楊
先
生
載
道
而
南
、
豫
章
・
延
平
相
継
而
出
、
子
朱
子
拡
而
大
之
、

聖
賢
之
学
遂
因
経
伝
復
明
于
世
。…
…
乃
以
閩
中
学
術
源
流
端
緒
告
之
。

　
（
（（
）　

梅
村
尚
樹
「
地
方
官
学
の
興
起
と
文
翁
伝
説
」（『
宋
代
の
学
校
』
山

川
出
版
社
、二
〇
一
八
年
、初
出
は
二
〇
〇
九
年
）
は
、常
袞
に
つ
い
て
、
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使
為
人
子
者
、
知
所
以
事
其
親
、
為
人
父
者
、
知
所
以
愛
其
子
。
愛
敬

之
心
、
得
所
節
文
、
而
根
於
天
者
、
有
以
自
達
。
此
乃
名
堂
之
本
意
也
。

嘉
定
甲
申
二
月
望
日
、
東
陽
章
徠
書
。

　
（
46
）　
『
南
宋
館
閣
続
録
』
巻
九
、
官
聯
三
、
国
史
院
編
修
官
。
そ
こ
で
は

章
徠
を
章
棶
に
作
る
。

　
（
47
）　

王
梓
材
・
馮
雲
濠
『
宋
元
学
案
補
遺
』
巻
七
九
、
劉
氏
同
調
、
少
師

章
先
生
徠
。

　
（
4（
）　

大
抵
宋
人
書
、
自
蔡
君
謨
以
上
、
猶
有
前
代
意
。
其
後
、
坡
・
谷
出
、

遂
風
靡
従
之
、
而
魏
晋
之
法
尽
矣
。

　
（
4（
）　

宋
代
の
書
に
関
す
る
朱
熹
の
時
代
観
に
つ
い
て
は
、
註（
（
）拙
稿

「「
新
意
」
と
「
尚
法
」

―
書
の
評
価
に
み
る
北
宋
欧
陽
修
・
蘇
軾
と

南
宋
朱
熹
の
時
代
観
と
美
意
識

―
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
50
）　

朱
文
公
論
当
時
名
書
、
独
推
君
謨
書
有
典
刑
、
而
謂
「
黄
・
米
出
、

有
欹
傾
・
狂
怪
之
勢
」。
故
世
俗
甲
乙
曰
「
蘇
・
黄
・
米
・
蔡
」
者
、

非
公
論
也
。
沈
啓
南
得
此
四
家
書
列
之
、深
合
文
公
之
意
、遂
定
曰「
蔡
・

蘇
・
黄
・
米
」。

　
（
5（
）　

現
在
に
残
る
テ
キ
ス
ト
で
は
、例
え
ば
『
朱
文
公
文
集
』
巻
八
二
「
跋

朱
・
喩
二
公
法
帖
」
や
『
朱
子
語
類
』
巻
一
四
〇
、
論
文
下
、
九
四
条
・

一
〇
三
条
の
な
か
に
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
52
）　

書
物
と
「
朱
子
学
」
の
流
布
を
め
ぐ
っ
て
は
、
小
島
毅
「
思
想
伝
達

媒
体
と
し
て
の
書
物
―
―
朱
子
学
の「
文
化
の
歴
史
学
」序
説
―
―
」（
宋

代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
六
集
『
宋
代
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古

書
院
、一
九
九
八
年
所
収
）、小
島
毅「
朱
子
学
の
展
開
と
印
刷
文
化
」（
伊

原
弘
・
小
島
毅
編
『
知
識
人
の
諸
相
―
―
中
国
宋
代
を
基
点
と
し
て
』

勉
誠
出
版
、二
〇
〇
一
年
所
収
）、市
來
津
由
彦
「
陳
淳
論
序
説

―
「
朱

子
学
」
形
成
の
視
点
か
ら

―
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
』
一
五
、

二
〇
〇
三
年
）
で
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。

（
広
島
修
道
大
学
非
常
勤
講
師
）

六
年
・
至
和
元
年
六
月
の
条
に
は
、
蔡
襄
が
か
つ
て
杜
衍
に
家
礼
を
教

わ
っ
て
「
家
庭
献
寿
儀
」
を
つ
く
り
、
み
ず
か
ら
揮
毫
し
て
こ
れ
を
子

弟
に
遺
し
遵
行
さ
せ
た
こ
と
を
い
う
。
し
か
も
当
該
頁
に
は
、
そ
の
全

文
が
『
園
中
蔡
譜
』
な
る
書
物
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
族

譜
で
あ
ろ
う
こ
の
書
物
を
筆
者
は
未
見
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
以
下
に
参

考
と
し
て
そ
の
ま
ま
を
転
載
し
て
お
く
。「
歳
首
・
冬
之
朝
、
拝
慶
双
親
、

先
具
果
肴
一
盤
（
倶
慶
則
具
果
卓
二
床
）、酒

一
盞
、置
于
堂
上
東
楹
。

各
有
執
事
二
人
、
如
太
夫
人
夙
興
即
具
竈
二
、
樹
于
堂
上
。
庭
有
四
炬
、

子
孫
先
列
于
堂
下
如
次
。
太
夫
人
就
位
、
座
南
向
（
父
東
母
西
）、
諸

子
孫
及
諸
婦
再
拝
。
長
子
離
位
致
詞
（
如
元
正
格
祁
之
類
）
訖
、
復
位

再
拝
、
子
孫
・
諸
婦
皆
拝
。
又
離
位
致
詞
（
如
通
時
候
、
問
起
居
）、

復
位
再
拝
如
前
。
長
子
・
諸
婦
皆
昇
堂
為
一
列
（
男
東
女
西
）。
移
果

肴
太
夫
人
前
、
長
子
離
位
于

前
酌
酒
一
盞
奉
太
夫
人
訖
、
復
致
詞
称

慶
（
詞
以
酌
長
伸
誠
、
願
寿
椿
松
之
永
）。
堂
上
皆
再
拝
。
太
夫
人
挙

酒
畢
、
諸
婦
降
就
庭
下
位
再
拝
、
在
庭
者
皆
拝
。
太
夫
人
帰
院
、
兄
弟

姉
妹
各
有
尊
卑
列
拝
。
子
孫
之
婦
重
列
于
庭
下
。
子
婿
・
孫
婿
及
別
舎

親
族
等
、
并
家
人
慶
賀
畢
、
引
入
堂
上
、
自
相
慶
賀
。
子
孫
已
官
者
具

袍
笏
、
未
官
而
冠
者
以
情
見
、
未
成
人
者
不
与
此
焉
。
内
外
親
戚
有
与

太
夫
人
礼
均
者
、
称
寿
畢
列
見
」。

　
（
44
）　
「
墓
誌
」
に
は
、「
母
夫
人
尤
有
寿
、
年
九
十
余
、
飲
食
起
居
康
彊
如

少
者
。
歳
時
為
寿
、
母
子
鬢
髪
皆
皤
然
、
而
命
服
金
紫
、
煌
煌
如
也
。

至
今
閩
人
之
為
子
者
、
必
以
夫
人
祝
其
親
、
為
父
母
者
、
必
以
公
教
其

子
也
」
と
あ
っ
て
、
長
命
で
あ
っ
た
母
と
、
そ
の
母
に
子
と
し
て
の
孝

養
を
尽
く
し
た
蔡
襄
が
、
理
想
の
親
子
と
し
て
福
建
人
の
な
か
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
（
45
）　

右
、
蔡
忠
恵
所
書
「
家
庭
献
寿
儀
」。
朱
文
公
刻
石
于
臨
漳
、
右
史

待
制
真
侯
西
山
先
生
又
模
而
刻
于
郡
斎
。
歳
月
未
久
、
遷
置
不
常
、
委

在
東
廡
壁
下
、
塵
埃
莫
省
。
予
既
新
宣
化
堂
、
乃
取
二
石
、
限
置
壁
間
、


