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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
漢
学
者
海
保
青
陵
（
一
七
五
五
─
一
八
一
七
）
が
、『
書
経
』
洪

範
解
釈
を
門
人
武
田
尚
勝
等
に
講
義
し
、
そ
れ
を
武
田
尚
勝
が
筆
記
し
て
出
版
し

た
も
の
が
『
洪
範
談
』
と
さ
れ
る
。『
洪
範
談
』
は
出
版
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
日
付
も
残
っ
て
お
り
、
ま
た
武
田
尚
勝
に
よ
る
『
洪
範
談
』
の
識
や
青
陵

の
識
、
他
の
青
陵
著
作
の
記
述
か
ら
、
そ
の
講
義
が
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
に

行
わ
れ
、
筆
写
さ
れ
た
の
が
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
、
出
版
さ
れ
た
の
が
文
化

十
一
（
一
八
一
四
）
年
で
あ
る
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
（
注
1
）。

　

青
陵
の
『
洪
範
談
』
に
お
け
る
『
書
経
』
洪
範
解
釈
は
独
自
性
の
高
い
も
の

で
、
小
林
武
氏
「
海
保
青
陵
『
老
子
国
字
解
』
に
つ
い
て
（
下
）
─
智
と
職
分

─
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
号　

二
〇
〇
〇
年
三
月
）

で
は
、
青
陵
の
洪
範
解
釈
を
「
洪
範
の
経
文
に
逐
次
、
自
由
な
解
釈
を
加
え
て
い

く
。
そ
れ
は
青
陵
の
い
う
「
活
智
」
を
儒
教
古
典
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
儒
者
風
の
形
而
上
学
的
説
明
を
洪
範
に
加
え
た
も
の
で
は
な

い
」（
一
八
四
頁
）
と
し
、『
洪
範
談
』
を
「
人
の
智
を
運
用
す
る
運
用
の
仕
方
を

語
る
」（『
洪
範
談
』『
海
保
青
陵
全
集
』
六
〇
六
頁
）（
注
2
）
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
い
る
。
た
し
か
に
小
林
氏
の
指
摘
（
前
述
論
文
の
（
注
35
）
一
九
九
頁
）
の

通
り
、
青
陵
は
旧
来
の
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
孔
安
国
伝
や
蔡
沈
集
伝
の
解
釈
を

「
中
々
孔
伝
や
蔡
注
な
ど
の
よ
ふ
に
読
み
て
は
、
今
日
の
用
に
た
た
ぬ
事
な

り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
六
七
頁
）

「
蔡
沈
は
全
く
大
川
を
わ
た
る
に
利
あ
り
と
い
ふ
卦
を
得
て
、
川
を
わ
た
る

男
な
り
。洪
範
と
い
ふ
事
を
よ
み
誤
り
た
る
が
始
ま
り
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全

集
』
六
六
七
─
六
六
八
頁
）（
注
3
）

と
、『
書
経
』
洪
範
を
字
づ
ら
で
捉
え
た
解
釈
と
し
て
批
判
的
に
み
て
お
り
、
そ

の
青
陵
の
解
釈
が
旧
来
の
解
釈
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
（
注
4
）。
小
林
氏
は
そ
の
青
陵
の
洪
範
解
釈
を

「
こ
の
よ
う
に
『
洪
範
談
』
は
、
多
元
的
な
見
方
、
失
敗
の
分
析
、
事
項
の

海
保
青
陵
『
洪
範
談
』
の
「
心
」
と
「
気
」

坂

本

頼

之
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コ
ー
ド
化
、
対
象
を
捉
え
る
冷
静
な
心
、
用
人
法
な
ど
、
日
常
的
で
具
体
的

な
「
智
ノ
ワ
ク
法
」
を
説
い
て
い
る
。
老
子
や
洪
範
が
聴
衆
に
あ
わ
せ
て
卑

近
な
事
例
で
語
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
日
常
の
「
卑
近
さ
」
に
こ
そ
青

陵
の
視
線
は
向
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
卑
近
な
事
例
に
見
ら
れ
る
ア
イ
デ

ア
は
富
商
た
ち
の
才
覚
（「
智
」）
を
養
う
も
の
で
あ
っ
た
」（
前
述
論
文

一
八
八
頁
）

と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
青
陵
に
と
っ
て
「
智
」
と
は
「
徳
は
心
な
り
。
智
な

り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
三
五
頁
）
で
あ
り
、「
人
の
智
は
天
よ
り
受
け
た
る

物
な
れ
ば
、
天
の
通
り
に
な
ら
で
は
い
か
ぬ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
三
二
頁
）
と
さ
れ
、「
天
」
や
「
心
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
青

陵
が
卑
近
な
事
例
に
よ
っ
て
富
商
や
豪
農
に
説
き
、
彼
の
視
線
が
「
卑
近
さ
」
に

向
い
て
い
た
と
し
て
も
、
青
陵
の
思
想
の
中
で
は
そ
れ
ら
卑
近
な
事
例
を
成
立
さ

せ
る
世
界
は
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

「
天
地
の
間
の
事
は
皆
理
な
り
。
皆
理
中
也
。
理
外
な
し
。
畢
竟
理
外
と
い

ふ
は
、
理
の
推
よ
ふ
足
ら
ぬ
ゆ
へ
に
、
理
外
の
よ
ふ
に
み
ゆ
る
な
り
。
理
外

の
よ
ふ
に
見
ゆ
る
が
や
は
り
理
中
也
」（『
天
王
談
』『
全
集
』
五
〇
一
─

五
〇
二
頁
）

の
よ
う
に
「
理
」
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
理
」
を
見
出

し
て
自
ら
の
指
針
と
し
て
い
く
の
が
青
陵
の
い
う
「
智
」
で
あ
ろ
う
。

「
こ
れ
は
皆
心
の
智
を
以
て
天
の
意
を
受
る
事
を
云
へ
り
」（『
洪
範
談
』『
全

集
』
五
九
二
頁
）

「
古
の
智
と
は
、
天
の
理
を
よ
く
知
り
た
る
名
也
。
天
の
理
を
お
し
て
来
年

の
事
を
知
る
。
是
智
也
。
後
の
智
は
心
を
ひ
ね
く
り
ま
わ
し
て
、
天
の
理
に

は
一
向
に
か
ま
わ
ず
に
、
ヶ
様
ヶ
様
に
な
る
に
ち
が
ひ
な
ひ
と
き
め
る
也
。

是
は
前
識
と
い
ふ
も
の
也
。
智
と
は
い
わ
れ
ぬ
也
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』

八
九
二
頁
）

「
天
地
自
然
の
理
と
い
ふ
も
の
を
知
れ
ば
、
智
の
組
立
て
よ
ふ
が
知
れ
る
な

り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
〇
六
頁
）

「
書
を
見
ぬ
人
に
て
も
、理
に
か
し
こ
き
男
は
や
は
り
智
な
り
」（『
天
王
談
』

『
全
集
』
五
〇
三
頁
）

こ
こ
か
ら
す
る
と
『
洪
範
談
』
が
「
人
の
智
を
運
用
す
る
運
用
の
仕
方
を
語
る
」

（
前
述
）
も
の
で
あ
り
、
卑
近
な
事
例
に
満
ち
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
青

陵
が
構
成
す
る
思
想
世
界
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
青
陵

自
身
『
洪
範
談
』
冒
頭
で
「
洪
範
」
と
い
う
書
の
内
容
に
つ
い
て

「
洪
範
は
凡
そ
天
地
の
間
の
万
物
と
万
事
の
規
矩
な
り
。
ヶ
様
に
な
ら
で
は

い
か
ぬ
も
の
、
ヶ
様
に
す
れ
ば
ヶ
様
に
な
る
と
云
ふ
、
一
体
の
物
の
情
と
事
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の
情
と
を
、
天
地
の
理
に
て
責
め
た
る
も
の
な
り
。
物
は
か
ぎ
り
も
な
き
多

き
も
の
な
り
。
事
は
か
ぎ
り
も
な
き
変
化
あ
る
も
の
と
な
れ
共
、
天
地
間
の

事
物
な
れ
ば
、
天
地
の
理
で
推
し
て
推
せ
ぬ
事
は
な
し
。
左
れ
共
ぱ
つ
と
し

た
る
も
の
な
れ
ば
、
何
か
定
木
を
取
て
こ
れ
か
ら
推
し
出
さ
ね
ば
、
手
が
か

り
な
き
事
な
り
。
此
手
が
か
り
を
書
き
の
べ
た
る
が
洪
範
な
り
」（『
洪
範
談
』

『
全
集
』
五
八
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
解
釈
し
、『
書
経
』
洪
範
が
こ
の
世
界
の
万
事
万
物
の
有
り
様
、
そ

の
「
理
」
を
知
る
手
か
が
り
を
著
し
た
書
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。『
洪
範
談
』
の
青
陵
の
解
釈
の
独
自
性
を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
た

青
陵
自
身
の
思
想
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
青
陵
の
思
想
世
界

の
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
心
」「
気
」
と
い
っ
た
青
陵
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
概

念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
青
陵
の
思
想
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
そ
の
手
始
め
に
『
洪
範
談
』
の
中
で
「
徳
と
は
心
な
り
。
智
な
り
」

（
前
述
）
と
「
智
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
心
」、
そ
し
て
そ
の
「
心
」
と
関

連
づ
け
て
説
か
れ
る
「
気
」
や
「
物
」
に
つ
い
て
、
詳
細
に
検
討
を
試
み
た
。

『
洪
範
談
』
に
お
け
る
「
心
」
と
「
気
」

　

ま
ず
『
洪
範
談
』
の
中
で
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。
青
陵
は
『
洪
範
談
』「
三
曰
、
木
、
四
曰
、

金
」
で
、
旧
来
の
洪
範
解
釈
で
は
五
行
の
う
ち
水
火
土
と
並
列
さ
れ
る
木
と
金
と

を
述
べ
た
と
さ
れ
る
部
分
に
対
し
て
、「
こ
の
金
・
木
を
金
と
木
な
り
と
思
ふ
て

解
す
れ
ば
、
聖
人
の
意
に
は
合
は
ぬ
な
り
」「
こ
の
金
・
木
は
気
の
字
を
二
つ
に

わ
け
て
、
陰
陽
を
か
た
り
た
る
も
の
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
〇
─

六
一
一
頁
）
と
し
て
陰
陽
の
二
気
を
「
木
・
金
」
と
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
（
注

5
）。
そ
し
て

「
陰
陽
と
は
気
の
名
な
り
。
気
と
は
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
の
も
の
を
指
て
い

ふ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）

と
、青
陵
の
い
う
「
気
」
に
つ
い
て
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
気
」

は

「
心
と
い
ふ
よ
う
な
る
も
の
の
か
ろ
き
も
の
な
り
」（
同
上
）

と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
「
心
」
は

「
心
は
思
惟
し
て
考
へ
る
も
の
の
名
な
り
」（
同
上
）

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
「
心
」
や
「
気
」
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
と
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
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『
書
経
』
洪
範
「
三
曰
、
木
、
四
曰
、
金
」
で
の
解
説
が
、
最
も
青
陵
の
考
え
が

詳
述
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
箇
所
を
中
心
と
し
て
以
下
に
詳
し
く

見
て
み
た
い
と
思
う
。

　
（
１
）「
気
」
と
「
物
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
青
陵
は
「
気
」
と
「
物
」
の
関
係
に
つ
い
て

「
天
地
間
の
物
は
皆
形
あ
り
。
形
あ
る
も
の
は
皆
気
あ
り
。
唯
、
気
は
形
な

き
も
の
に
も
あ
る
事
あ
り
」

と
、
天
地
間
に
存
在
す
る
「
物
」
す
べ
て
に
「
形
」
が
あ
り
、
そ
し
て
「
形
」
あ

る
も
の
に
は
「
気
」
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
気
」
は
「
形
」
な
き
も
の
に
も
あ

る
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
青
陵
の
い
う
「
物
」
と
は

「
天
地
の
間
の
物
は
皆
土
・
水
・
火
よ
り
生
ず
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

五
九
一
頁
）

「
凡
そ
天
地
間
に
大
物
は
水
・
火
・
土
と
三
色
あ
れ
ば
、
此
三
色
の
気
の
こ

り
か
た
ま
り
た
る
も
の
が
物
に
な
る
な
り
。物
と
は
人
を
は
じ
め
禽
・
獣
・
草
・

木
凡
そ
天
地
間
に
あ
る
と
あ
ら
ゆ
る
物
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
〇
六
頁
）

で
あ
っ
て
、
水
・
火
・
土
の
「
気
」
の
凝
り
固
ま
っ
た
も
の
が
「
物
」
で
あ
り
、

天
地
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
全
て
の
「
物
」
は

水
・
火
・
土
そ
れ
ぞ
れ
の
「
気
」
の
配
分
で
出
来
て
い
る
。

「
水
・
火
・
土
の
気
を
等
分
に
受
た
る
人
も
あ
り
。
水
気
か
ち
た
る
人
も
あ

り
。
火
気
か
ち
た
る
人
も
あ
る
な
り
。
凡
そ
天
地
間
に
あ
る
も
の
皆
左
様
な

れ
共
、
今
此
書
を
と
く
に
は
、
人
の
心
を
知
る
事
第
一
な
れ
ば
、
人
に
て
い

ふ
べ
し
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
〇
六
頁
）

「
一
た
い
天
地
間
の
気
の
こ
り
か
た
ま
る
本
源
が
水
・
火
・
土
の
三
種
な
れ

ば
、
全
く
水
の
気
を
う
け
た
る
も
あ
り
。
水
を
五
分
、
火
を
五
分
う
け
た
る

も
あ
り
。
水
三
分
、
火
三
分
、
土
三
分
う
け
た
る
も
あ
り
。
七
分
三
分
に
う

け
た
る
も
あ
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
〇
八
頁
）

こ
こ
で
説
か
れ
る
「
水
火
土
」
は
存
在
物
や
具
体
的
元
素
と
し
て
の
水
・
火
・
土

で
は
な
く
「
火
は
下
よ
り
上
る
理
を
さ
し
て
い
ふ
。
水
は
上
よ
り
下
る
理
を
さ
し

て
い
ふ
。
土
は
中
に
い
て
動
か
ぬ
理
を
さ
し
て
い
ふ
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
一
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
「
理
」
の
三
様
の
あ
り
方
（
情
）
の
代
表
と
し
て
の

「
水
火
土
」
で
あ
る
（
注
6
）。
つ
ま
り
「
物
」
と
は
元
を
た
だ
せ
ば
「
理
」
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
注
7
）、「
気
」
の
配
分
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
物
」
に
は

「
形
」
が
あ
り
、
そ
し
て
「
形
」
あ
る
も
の
に
は
「
気
」
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
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「
物
あ
れ
ば
必
気
あ
れ
ば
、
気
は
又
水
・
火
・
土
よ
り
も
ず
つ
と
大
い
な
る

も
の
な
り
。
ゆ
へ
に
老
子
に
は
水
・
火
・
土
・
気
と
い
ふ
所
を
天
・
地
・
人
・

道
と
い
ふ
。
天
は
火
に
あ
た
り
、
地
は
水
に
あ
た
り
、
人
は
土
に
あ
た
り
、

気
は
道
に
あ
た
る
な
り
。
水
・
火
・
土
は
実
位
な
り
。
気
は
空
位
な
り
。
天
・

地
・
人
は
物
な
り
。
気
は
事
な
り
。
ゆ
へ
に
気
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
甚
多
し
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）

と
、「
気
」
は
水
火
土
と
は
区
別
さ
れ
、「
水
火
土
（
天
地
人
）」
が
「
物
」
で
あ

る
の
に
対
し
て
「
気
」
は
「
事
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
支
配
す
る
と
こ
ろ
甚
多

し
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
冒
頭
に
あ
げ
た
文
中
で
「
気
は
形
な
き
も
の
に
も
あ
る
事
あ
り
」
と
さ
れ

た
よ
う
に
、「
気
」
は
「
形
」
の
な
い
も
の
に
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
青
陵

は

「
気
質
・
気
風
な
ど
い
ふ
気
の
字
至
極
よ
ろ
し
。
ゆ
へ
に
風
が
気
の
と
ん
と

の
大
将
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）

と
、「
気
質
」
や
「
気
風
」
と
い
っ
た
熟
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
気
」
の
字
の

意
味
が
、「
気
」
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
「
風
」
が
「
気
」
の

大
将
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
「
風
」
が
「
気
」
の
大
将
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と「

風
は
気
の
大
将
な
り
と
い
ふ
は
、
風
は
天
地
の
気
な
り
。
天
地
の
は
だ
か

気
な
り
。
は
だ
か
気
と
は
、
物
に
よ
ら
ぬ
裸
体
の
気
と
い
ふ
事
な
り
。
物
々

皆
気
あ
れ
共
、
目
に
み
え
ぬ
も
の
ゆ
へ
に
、
人
に
知
ら
せ
に
く
き
な
り
。
風

は
ひ
と
り
だ
ち
た
る
気
な
り
。
ゆ
へ
に
こ
れ
が
気
と
い
ふ
も
の
じ
や
と
、
指

し
て
い
ふ
て
き
か
さ
る
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）

と
、「
風
」
は
「
天
地
の
気
」
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
「
気
」
は
見
え
ぬ
も

の
な
の
で
人
に
説
明
し
に
く
い
が
、「
風
」
は
「
物
」
に
内
在
し
な
い
そ
の
ま
ま

の
か
た
ち
で
「
気
」
と
し
て
あ
る
た
め
、「
こ
れ
が
気
で
あ
る
」
と
具
体
的
に
指

し
示
せ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
風
」
が
「
気
は
形
な
き
も
の
に
も
あ
る

事
あ
り
」
の
代
表
例
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
青
陵
に
よ
れ
ば
「
気
」
は
全
て
の
「
物
」
に
内
在
す
る
が
、

「
物
」
に
内
在
し
な
い
か
た
ち
で
も
「
気
」
は
あ
り
、
そ
し
て
全
て
の
「
物
」
は

「
気
」
の
配
分
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
（
2
）「
気
」
と
「
心
」
の
関
係
に
つ
い
て

　

次
に
「
心
と
い
ふ
よ
う
な
る
も
の
の
か
ろ
き
も
の
な
り
」（
前
述
）
と
さ
れ
た

「
気
」
と
「
心
」、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
そ
の
後
文
で
よ
り
詳
し
く
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
気
は
一
い
き
な
る
も
の
な
り
。
あ
た
た
か
き
は
、
あ
た
た
か
き
気
あ
る
ゆ

へ
な
り
。
つ
め
た
き
は
、つ
め
た
き
気
あ
る
ゆ
へ
な
り
。
草
木
の
の
び
る
は
、

の
び
る
気
あ
る
ゆ
へ
な
り
。
此
れ
心
と
い
ふ
字
の
か
ろ
き
字
な
り
。
く
わ
し

く
い
へ
ば
、
気
は
か
ろ
し
。
心
は
お
も
し
。
一
と
た
ば
ね
に
い
へ
ば
皆
気
な

り
。
い
き
て
お
る
ゆ
え
ん
の
も
の
を
指
し
て
い
ふ
字
な
れ
ば
な
り
」（『
洪
範

談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）

こ
こ
で
「
気
」
は
「
一
い
き
な
る
も
の
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
例
で
あ
る
「
あ
た

た
か
き
」「
つ
め
た
き
」「
の
び
る
」
等
か
ら
す
る
と
、
あ
る
一
定
の
ベ
ク
ト
ル
で

継
続
的
な
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
「
一
い
き
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
ま
た
青
陵
が
「
気
」
が
「
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
の
も
の
」

を
指
す
と
い
う
時
の
「
活
き
て
お
る
」
と
い
う
意
味
は

「
い
き
て
お
る
と
い
ふ
は
、
死
生
の
生
の
字
に
あ
ら
ず
。
死
せ
る
も
の
に
は

死
せ
る
気
あ
り
。
腐
れ
た
る
も
の
に
は
腐
れ
た
る
気
あ
り
」（
同
上
）

と
さ
れ
、「
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
」
が
「
生
き
て
お
る
ゆ
え
ん
」
で
は
な
い
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
生
命
力
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
事
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
上
で

「
気
味
と
い
ふ
事
な
り
。
気
質
・
気
風
な
ど
い
ふ
気
の
字
至
極
よ
ろ
し
」
と
続
く
。

そ
の
「
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
」
と
は
ど
の
様
な
意
味
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
「
か
り

そ
め
に
も
形
あ
れ
ば
形
の
心
あ
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）
と
し
て

「
石
は
石
の
心
あ
り
。
木
の
皮
は
木
の
皮
の
心
あ
り
。
枯
魚
は
枯
魚
の
心
あ

り
。
石
や
枯
魚
が
生
て
お
る
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
枯
魚
と
い
ふ
も
の
の
心

あ
れ
ば
、
是
枯
魚
の
心
い
き
て
お
る
よ
ふ
な
る
も
の
な
り
」（
同
上
）

と
さ
れ
、
い
さ
さ
か
で
も
「
形
」
が
あ
れ
ば
「
心
」
が
あ
る
と
説
か
れ
る
。「
石
」

「
枯
魚
」
が
「
生
き
て
お
る
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
枯
魚
と
い

ふ
も
の
の
心
あ
れ
ば
」「
枯
魚
の
心
い
き
て
お
る
よ
ふ
な
る
も
の
な
り
」
と
い
っ

た
例
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
後
文
に

「
箱
は
箱
の
心
あ
り
。
石
燈
籠
は
石
燈
籠
の
心
あ
り
。
箱
は
木
の
い
き
て
あ

る
の
で
は
な
き
な
り
。
石
燈
籠
は
石
の
い
き
て
お
る
の
で
は
な
き
な
り
。
箱

く
づ
れ
て
用
に
立
た
ぬ
ゆ
へ
、
垣
根
に
す
れ
ば
垣
根
の
心
あ
り
。
垣
根
は
箱

の
心
あ
る
に
あ
ら
ず
。
其
形
に
な
れ
ば
、
形
に
よ
り
て
心
其
形
に
居
住
す
る

な
り
。
石
燈
籠
く
づ
れ
て
用
に
立
た
ね
ば
、
香
の
物
の
重
し
に
す
る
。
香
の

物
の
重
し
の
心
な
り
。
ゆ
へ
に
気
は
魂
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
魂
は
形
に
よ
り

て
居
住
す
る
な
り
。
魂
が
大
名
に
入
れ
ば
大
名
の
魂
な
り
。
樵
に
入
れ
ば
樵

の
魂
な
り
。
ゆ
へ
に
い
き
て
お
る
ゆ
え
ん
な
り
と
云
ふ
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
一
一
頁
）
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と
あ
っ
て
、「
気
」
を
「
い
き
て
お
る
ゆ
え
ん
」
と
す
る
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
「
木
」
と
「
箱
」、「
箱
」
と
「
垣
根
」、「
石
」
と
「
石
燈
籠
」、

「
石
燈
籠
」
と
「
香
の
物
の
重
し
」
が
「
形
」
に
あ
る
「
心
」
の
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

「
か
り
そ
め
に
も
形
あ
れ
ば
形
の
心
あ
り
」

「
形
あ
る
も
の
は
皆
気
あ
り
」

「
其
形
に
な
れ
ば
、
形
に
よ
り
て
心
其
形
に
居
住
す
る
な
り
」

「
ゆ
へ
に
気
は
魂
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
魂
は
形
に
よ
り
て
居
住
す
る
な
り
」

上
に
並
べ
た
青
陵
の
説
明
か
ら
考
え
る
と
、「
心
」
と
「
気
」（「
魂
」）（
注
8
）

は
や
は
り
「
一
と
た
ば
ね
に
い
へ
ば
皆
気
な
り
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

る
「
形
の
心
あ
り
」「
形
に
居
住
す
る
」
と
い
う
「
心
」
と
、「
皆
気
あ
り
」「
形

に
よ
り
て
居
住
す
る
」
と
い
う
「
気
」
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
同
じ
も
の
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
文
を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、「
石
」
と
い
う

「
物
」
は
「
石
」
の
「
形
」
で
あ
る
な
ら
ば
「
石
の
心
」
が
あ
り
、「
石
」
と
し
て

の
価
値
や
は
た
ら
き
（
用
）
を
も
つ
。
そ
の
「
石
」
が
「
石
燈
籠
」
に
な
れ
ば
、

そ
の
「
形
」
に
従
い
「
石
燈
籠
の
心
」
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
「
石
」
と

し
て
の
価
値
や
は
た
ら
き
（
用
）
と
は
異
な
り
、「
石
燈
籠
」
と
し
て
の
価
値
や

は
た
ら
き
（
用
）
を
も
つ
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
の
「
心
」
と
は
、

や
は
り
「
気
味
」「
気
質
」「
気
風
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
「
物
」
が
も
っ

て
い
る
価
値
や
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
文
以
外
の「
気
」

を
「
は
た
ら
き
」
と
し
て
い
る
例
で
あ
る

「
扨
、
視
聴
は
人
の
す
る
事ワ
ザ
な
り
。
貌
・
言
・
思
は
物
な
り
。
是
視
・
聴
は

働
き
な
り
。
空
位
な
り
。
ゆ
へ
に
気
と
す
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』六
二
五
頁
）

と
い
う
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。『
書
経
』
洪
範
「
貌
言
視
聴
思
」
の

「
五
事
」
に
つ
い
て
の
解
説
の
文
で
あ
る
が
、「
五
事
」
の
う
ち
「
視
・
聴
」
は

「
人
の
す
る
事
」「
働
き
」
と
さ
れ
「
気
」
に
わ
り
つ
け
ら
れ
る
。「
気
は
事
な
り
」

（
前
述
）
と
い
う
文
と
も
合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
働
き
」
も
や
は
り
「
気
」

に
関
し
て
の
説
明
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
そ
れ
は
そ
の
後
で
「
大
名
」「
樵
」
が
「
魂
」
＝
「
気
」
で
説
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
も
つ
な
が
る
。「
大
名
」「
樵
」
は
「
形
」
の
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
の

「
物
」
と
し
て
の
本
質
は
同
じ
く
「
人
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
が
「
大
名
」

と
い
う
価
値
や
は
た
ら
き
、「
樵
」
と
い
う
価
値
や
は
た
ら
き
で
あ
る
「
魂
」
を

も
つ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
9
）。
そ
れ

は
「
石
燈
籠
」
と
「
香
の
物
の
重
し
」
が
「
物
」
と
し
て
の
本
質
は
「
石
」
で
あ

る
こ
と
は
同
じ
で
も
、「
心
」
は
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
説
明
と
も
合
致
し
て

い
る
。
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一
方
で
「
活
き
て
お
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
枯
魚
」
が
生
き
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、「
枯
魚
」
と
い
う
も
の
の
「
心
」
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
「
枯
魚
の
心
い
き
て
い
る
よ
う
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
「
箱
は
木
の
い

き
て
あ
る
の
で
は
な
き
な
り
」「
石
燈
籠
は
石
の
い
き
て
お
る
の
で
は
な
き
な
り
」

の
よ
う
に
、「
形
」
が
変
わ
る
と
以
前
の
「
形
」
が
活
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
其
形
に
な
れ
ば
、
形
に
よ
り
て
心
其
形
に
居
住
す
る
」
か
ら

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
活
き
て
い
る
」
と
は
、
そ
の
「
形
」
に
従
っ
た
「
心
」
が
そ
こ
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
形
」
が
も
つ
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」
が
そ

こ
に
あ
っ
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
箱
く

づ
れ
て
用
に
立
た
ぬ
ゆ
へ
」「
石
燈
籠
く
づ
れ
て
用
に
立
た
ね
ば
」
と
、「
形
」
が

壊
れ
変
化
す
る
こ
と
で
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」（
＝
「
用
」）
を
失
っ
た
と
し

て
も
、
別
の
「
形
」
を
と
る
こ
と
で
、
そ
の
「
形
」
に
従
っ
て
「
垣
根
に
す
れ
ば

垣
根
の
心
あ
り
」「
香
の
物
の
重
し
の
心
な
り
」
と
、
そ
の
「
形
」
の
「
心
」
が

「
居
住
」
し
、
新
た
な
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」
が
「
形
」
に
お
い
て
作
用
す

る
。
逆
に
「
垣
根
」
と
な
っ
た
「
箱
」
に
は
、
元
は
「
箱
」
で
も
「
箱
の
心
」
は

な
く
、「
垣
根
」
か
ら
は
「
箱
」
と
し
て
の
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」
は
失
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
有
無
が
「
活
き
る
」「
活
き
て
な
い
」
で
あ
る
。「
価
値
」「
は

た
ら
き
」
が
「
形
」
に
宿
り
作
用
し
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
「
価
値
」
や

「
は
た
ら
き
」
が
作
用
し
て
い
る
理
由
や
原
因
は
「
心
」（「
気
」「
魂
」）
が
そ
の

「
形
」
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
気
と
は
活
き
て
お
る
ゆ
え
ん
の
も

の
を
指
し
て
い
ふ
」（
前
述
）
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
注
10
）。

以
上
か
ら
す
る
と
、
青
陵
の
い
う
「
気
」
と
は
、「
物
」
が
（
あ
る
い
は
「
風
」

の
よ
う
に
「
物
」
に
内
在
し
な
い
か
た
ち
で
）
も
つ
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」

で
あ
り
、
そ
の
「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」
が
作
用
す
る
理
由
や
原
因
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
形
」
に
宿
る
「
心
」
は
、
既
に
あ
げ
た
青
陵
が
述
べ
た

「
心
」
の
定
義
で
あ
る

「
心
は
思
惟
し
て
考
へ
る
も
の
の
名
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』六
一
一
頁
）

と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。「
枯
魚
の
心
」
や
「
石
の

心
」
が
「
思
惟
し
て
考
え
る
」
と
は
思
え
な
い
。「
思
惟
し
て
考
え
る
」
と
い
う

主
体
性
を
伴
う
行
動
は
「
人
」
に
特
有
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
（
注
11
）。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
心
」
は
「
人
」
が
「
思
惟
し
て
考
へ
る
」
も
の
の

こ
と
で
あ
る
と
青
陵
が
述
べ
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
（
注
12
）。
こ
う
読
む
こ
と

で
「
心
」
と
「
気
」
と
は
、
と
も
に
人
の
主
体
的
な
活
動
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る

「
価
値
」
や
「
は
た
ら
き
」
と
な
り
、
こ
こ
で
の
青
陵
の
説
明
と
整
合
性
が
と
れ

る
。

　
（
3
）
将
帥
心
と
士
卒
心

　

以
上
の
よ
う
に
、
青
陵
に
お
け
る
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
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「
物
」
に
お
け
る
「
心
」
と
「
気
」
と
の
関
係
は
「
一
と
た
ば
ね
に
い
へ
ば
皆
気

な
り
」（
前
述
）
で
あ
り
、「
気
」
は
「
心
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
関
係
に
も
見

え
る
。

　

し
か
し
青
陵
は
ま
た
「
気
」
を
「
心
と
い
ふ
よ
う
な
る
も
の
の
か
ろ
き
も
の
な

り
」「
此
れ
心
と
い
ふ
字
の
か
ろ
き
字
な
り
。
く
わ
し
く
い
へ
ば
、
気
は
か
ろ
し
。

心
は
お
も
し
」（
前
述
）
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
か
ろ
し
」「
お
も
し
」
の
違
い

を
詳
細
に
説
い
て
い
る
の
が
、
人
の
「
心
」
と
「
気
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
人
の
体
は
物
な
り
。
心
は
気
な
り
。
体
は
心
の
家
来
、
心

は
体
の
君
な
り
」（
前
述
）
と
あ
る
よ
う
に
、
人
に
お
い
て
は
「
体
」
が
「
物
」

で
あ
り
、「
心
」
は
「
気
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
心
」（
気
）
に
も
「
心
」
に
対
し

て
「
気
」
が
存
在
す
る
。

　

前
項
で
見
た
よ
う
に
、
青
陵
の
い
う
「
気
」
と
は
様
々
な
「
物
」
に
内
在
す
る

価
値
や
は
た
ら
き
で
あ
り
、「
物
」
に
従
っ
て
多
種
多
様
に
分
か
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
そ
れ
は
「
陰
」「
陽
」
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。

「
気
を
分
け
て
見
れ
ば
、
い
く
つ
に
も
分
れ
共
、
大
わ
け
は
二
つ
あ
り
。
こ

れ
を
陰
・
陽
と
云
ふ
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
二
頁
）

こ
れ
ら
の
「
陰
」「
陽
」
は
、
天
で
い
え
ば
「
夏
」「
昼
」
が
「
陽
」
で
あ
り
、

「
冬
」「
夜
」
が
「
陰
」
で
あ
る
（
注
13
）。
そ
し
て
そ
れ
を
人
で
い
え
ば

「
人
で
い
へ
ば
、
喜
と
怒
と
は
陽
に
し
て
、
哀
と
懼
と
は
陰
な
り
」（『
洪
範

談
』『
全
集
』
六
一
二
頁
）

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
人
の
「
心
」
が
発
す
る
感
情
は
「
心
」
に
対
す
る
「
気
」
で

あ
る
。
そ
の
た
め

「
聖
人
の
気
を
つ
か
ふ
は
又
上
手
な
り
。
心
が
気
を
つ
か
ふ
な
り
。
喜
怒
の

ま
だ
心
中
に
発
せ
ぬ
を
中
と
い
ふ
と
い
へ
り
。
こ
れ
は
心
の
字
の
解
な
り
。

心
に
は
喜
怒
は
な
き
な
り
。
静
な
る
を
心
と
い
ふ
。
動
く
を
気
と
い
ふ
な
り
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
二
頁
）

と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
「
気
は
物
を
自
由
に
す
る
も
の
に
て
、
自
由
に
な
る
も

の
」「
気
は
事
な
り
。
ゆ
へ
に
気
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
甚
多
し
」（
共
に
前
述
）
で

あ
る
か
ら
、「
気
」
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
多
く
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と

さ
れ
る
。
例
え
ば
水
を
使
う
に
し
て
も
、
水
で
物
を
洗
う
の
は
水
の
「
体
」
を
使

う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
水
で
水
車
を
回
し
て
米
を
つ
か
す
の
は
水
の
「
気
」

を
使
う
こ
と
で
あ
る
（
注
14
）。
こ
の
よ
う
に
「
体
」
を
使
う
だ
け
よ
り
も
「
気
」

を
使
う
こ
と
の
方
が
、
よ
り
巧
み
で
あ
る
と
青
陵
は
説
く
。

「
今
水
で
も
の
を
あ
ろ
ふ
は
、
水
の
体
を
つ
か
ふ
な
り
。
水
で
車
を
ま
わ
し

て
米
を
つ
か
す
は
水
の
気
を
つ
か
ふ
な
り
。水
の
体
を
つ
か
ふ
か
ら
見
れ
ば
、
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水
の
気
を
つ
か
ふ
は
巧
な
る
も
の
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
二
頁
）

そ
の
た
め
自
ら
が
「
心
」
で
「
気
」
を
つ
か
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

一
方
で
「
心
の
あ
や
つ
り
次
第
に
て
、
体
は
貴
と
も
な
り
、
賤
と
も
な
り
、
福
を

も
取
り
、
禍
を
も
取
る
」（
前
述
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、「
心
」
の
取
り
扱
い
次
第

で
は
「
賤
」
に
も
「
禍
」
に
も
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
の
が
「
気
」
を
使
う
の
が

「
上
手
」
な
聖
人
で
あ
る
と
青
陵
は
説
く
。
た
と
え
ば
聖
人
は

「
喜
怒
す
べ
き
と
き
に
、
喜
怒
す
べ
き
ほ
ど
に
喜
怒
し
て
、
ほ
ど
よ
ふ
ゆ
く

と
い
ふ
事
な
り
。
こ
れ
心
で
は
喜
怒
せ
ず
に
、
気
を
つ
か
ひ
て
心
が
気
に
か

り
そ
め
に
喜
怒
さ
す
る
な
り
。
こ
れ
は
己
れ
が
気
を
己
れ
が
心
で
つ
か
ふ
法

な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
三
頁
）

の
よ
う
に
、
自
ら
の
「
心
」
の
制
御
下
に
「
気
」
を
お
き
、「
心
」
の
「
は
た
ら

き
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
し
か
し
「
心
」
の
取
り
扱
い
次
第
で
「
賤
」「
禍
」

に
な
る
よ
う
に
、「
心
」「
気
」
の
扱
い
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。

「
己
れ
が
心
を
己
れ
が
つ
か
ふ
は
、
つ
か
ひ
よ
さ
そ
う
な
る
も
の
な
れ
共
甚

六
ヶ
敷
も
の
な
り
。
兎
角
心
が
気
の
方
へ
引
こ
ま
る
る
も
の
な
り
。
腹
の
た

つ
は
気
な
り
。
腹
を
立
つ
ま
い
と
思
ふ
は
心
な
り
。
た
つ
ま
い
と
思
へ
共
、

ど
ふ
も
立
つ
は
心
の
気
の
方
へ
引
こ
ま
れ
た
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
一
三
頁
）

「
心
」
で
「
気
」
を
使
う
こ
と
が
何
故
難
し
い
の
か
、
そ
し
て
「
気
」
に
「
心
」

が
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
は
何
故
な
の
か
と
い
え
ば
、「
心
」
と
「
気
」
の
違

い
が
大
き
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
心
と
気
と
は
、
上
役
と
下
役
と
ち
が
ふ
ほ
ど
の
ち
が
ひ
な
り
。
や
や
も
す

れ
ば
気
が
心
を
つ
か
ふ
な
り
。
今
大
願
を
発
起
す
る
は
心
な
り
。
人
々
大
願

な
き
も
の
な
し
。
或
は
天
下
に
名
を
あ
げ
た
い
と
か
、
或
は
田
地
を
沢
山
に

ふ
や
し
た
い
と
か
、
或
は
金
を
す
さ
ま
じ
ふ
持
た
い
と
か
思
は
ぬ
人
な
し
。

こ
の
心
即
根
本
の
心
ゆ
へ
、
心
な
り
。
左
れ
共
或
は
金
銀
財
宝
の
為
、
或
は

婦
人
女
子
の
為
に
こ
の
心
を
と
げ
ず
、
或
は
飲
食
遊
遨
の
為
に
心
を
と
り
失

ふ
と
い
ふ
は
、
皆
気
が
心
を
へ
さ
へ
つ
け
て
、
己
れ
が
権
を
ふ
る
ふ
た
る
な

り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
三
頁
）

こ
の
よ
う
に
「
心
」
と
「
気
」
と
は
「
上
役
」
と
「
下
役
」
と
の
違
い
で
し
か
な

い
。
ま
た
「
心
」
は
「
大
願
」
を
発
起
す
る
が
、「
気
」
は
「
金
銀
財
宝
」「
婦
人

女
子
」「
飲
食
遊
遨
」
へ
と
向
か
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
心
」

と
「
気
」
に
質
的
な
違
い
は
な
い
。「
心
」
は
「
大
願
」
を
発
起
す
る
と
い
う
が
、

そ
れ
は
「
天
下
に
名
を
あ
げ
る
」
と
か
「
田
地
を
沢
山
に
ふ
や
し
た
い
」
と
い
っ

た
大
き
な
願
望
の
発
起
で
あ
っ
て
、「
気
」
の
「
金
銀
財
宝
」「
婦
人
女
子
」「
飲
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食
遊
遨
」
と
の
違
い
は
、「
大
願
」
と
眼
前
の
欲
と
い
う
い
わ
ば
「
大
小
」
の
違

い
で
あ
り
、「
上
役
」
と
「
下
役
」
で
い
え
ば
「
上
」「
下
」
と
い
う
違
い
で
し
か

な
い
。
こ
の
質
的
で
は
な
い
差
異
の
こ
と
を
指
し
て
青
陵
は
「
気
は
か
ろ
し
。
心

は
お
も
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
こ
の
質
的
差
異
で
は
な
い
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
が
よ
り
明
ら
か
に

な
る
の
が
、「
心
」
を
「
将
帥
心
」
と
「
士
卒
心
」
と
に
分
け
た
、
二
心
論
に
よ

る
「
心
」
と
「
気
」
の
説
明
で
あ
る
（
注
15
）。『
洪
範
談
』
で
「
将
帥
心
」
と

「
士
卒
心
」
の
関
係
で
説
明
が
行
わ
れ
る
際
に

「
た
と
へ
ば
心
は
一
身
の
君
な
り
。
手
足
は
一
身
の
臣
下
な
り
。
心
の
中
で

い
へ
ば
、
将
帥
心
は
一
心
の
君
な
り
。
士
卒
心
の
気
は
一
心
の
臣
下
な
り
。

身
と
い
ふ
も
、
心
と
い
ふ
も
、
邦
と
い
ふ
も
、
天
下
と
い
ふ
も
同
じ
事
な
り
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
三
三
頁
）

「
人
一
人
の
腹
中
に
取
り
て
見
れ
ば
、
将
帥
心
は
天
子
な
り
。
士
卒
心
の
気

は
民
な
り
。
心
は
気
を
愛
す
る
が
よ
き
な
り
。
よ
け
れ
共
、
宜
し
い
父
母
の

子
を
愛
す
る
通
り
に
愛
す
べ
き
な
り
。
す
て
て
お
く
べ
か
ら
ず
。
又
せ
め
る

ば
か
り
で
は
、
に
く
む
に
あ
た
る
。
心
は
気
を
に
く
む
に
あ
ら
ず
。
実
に
以

て
愛
す
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
四
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
「
将
帥
心
」
と
「
士
卒
心
の
気
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
士
卒
心
」
に

「
気
」
の
文
字
を
加
え
て
対
置
さ
れ
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
青
陵
が
「
将

帥
心
」
と
「
士
卒
心
」、「
心
」
と
「
気
」
の
違
い
が
微
妙
で
あ
り
、
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
扨
、
此
段
に
て
、
詳
か
に
将
帥
心
と
士
卒
心
の
は
つ
き
り
と
わ
か
り
て
、

て
ん
で
ん
の
も
ち
ま
へ
の
あ
る
事
を
云
ひ
て
、
念
に
念
を
入
れ
て
く
わ
し
ふ

と
き
た
る
な
り
。
如
此
に
く
ど
う
と
か
ね
ば
、
将
帥
心
と
士
卒
心
と
は
わ
か

り
に
く
き
ゆ
へ
な
り
。
国
家
に
て
も
伊
尹
・
周
公
な
ど
の
す
る
と
こ
ろ
は
、

甚
君
に
ち
か
き
も
の
な
り
。
左
れ
共
必
君
を
ば
君
に
し
て
お
き
て
、
君
の
命

令
と
い
ふ
も
の
に
し
て
、
臣
よ
り
命
令
の
で
ぬ
よ
ふ
に
し
た
る
も
の
な
り
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
五
三
頁
）

「
将
帥
心
」
と
「
士
卒
心
」、
つ
ま
り
「
心
」
と
「
気
」
と
は
「
上
役
と
下
役
と
ち

が
ふ
ほ
ど
の
ち
が
ひ
な
り
」（
前
述
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
君
」「
臣
」
と
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
が
、「
臣
」
で
あ
っ
て
も
「
伊
尹
・
周
公
」
の
よ
う
な
存
在
は

「
君
」
と
似
て
お
り
、
ま
た
そ
の
命
令
も
非
常
に
良
い
も
の
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。

つ
ま
り
「
士
卒
心
」
で
あ
る
「
気
」
に
従
っ
て
も
、
己
に
と
っ
て
良
い
結
果
を
も

た
ら
す
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
常
に
「
臣
」
の
命
ば
か
り
を

是
と
し
て
任
せ
て
し
ま
っ
て
は
危
う
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
い
つ
き
の
方
向
性

が
天
理
に
あ
っ
て
い
る
か
を
「
将
帥
心
」
が
判
断
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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「
左
れ
ば
た
と
へ
士
卒
心
ふ
と
思
ひ
つ
き
て
、
極
智
を
ふ
る
ふ
と
も
、
将
帥

心
は
一
ぺ
ん
是
非
々
々
天
理
の
秤
・
鏡
に
て
証
拠
を
と
り
て
か
ら
の
事
な
り
。

又
ふ
と
思
ひ
つ
き
た
る
事
に
て
も
、
天
理
に
し
つ
く
り
と
合
へ
ば
、
是
将
帥

心
の
通
り
な
り
と
い
ふ
も
の
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
五
四
頁
）

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、「
士
卒
心
」「
気
」
に
従
っ
た
行
動
を
、
限
定
つ
き
と

は
い
え
是
と
す
る
の
は
、
や
は
り
青
陵
が
「
心
」
と
「
気
」
を
「
重
い
」「
軽
い
」

と
い
っ
た
質
的
で
は
な
い
相
違
で
見
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
青
陵
は
「
将
帥
心
」「
士
卒
心
」
の
関
係
を
発
展
さ
せ
て
、「
将
帥
心
」
に
対

し
て
「
士
卒
心
」
を
分
け
て
「
上
士
卒
心
」「
下
士
卒
心
」
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
も
「
心
」
と
「
気
」
を
質
的
相
違
で
見
て
い
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

「
扨
、
士
卒
心
を
二
つ
に
わ
け
て
、
士
卒
心
の
貴
な
る
方
を
卿
士
と
い
ひ
、

士
卒
心
の
賤
な
る
方
を
庶
民
と
い
ふ
。
こ
の
以
前
に
も
い
ふ
通
り
、
至
り
て

浅
は
か
な
る
気
を
庶
民
と
い
ひ
、
少
し
将
帥
心
に
ま
ぎ
る
る
ほ
ど
、
も
つ
と

も
な
る
了
簡
を
出
す
気
を
卿
士
と
い
ふ
な
り
。
上
の
士
卒
心
と
も
い
ふ
べ
き

も
の
な
り
。至
て
浅
は
か
な
る
気
は
下
の
士
卒
心
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
六
五
頁
）

こ
の
「
上
士
卒
心
」
の
措
定
そ
の
も
の
が
、
青
陵
に
と
っ
て
の
「
心
」
と
「
気
」

の
関
係
を
表
す
だ
ろ
う
。「
少
し
将
帥
心
に
ま
ぎ
る
る
ほ
ど
、
も
っ
と
も
な
る
了

簡
を
出
す
気
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
青
陵
に
お
け
る
「
心
」
と
「
気
」

の
質
的
相
違
の
無
さ
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
質
的
相
違
の
無
さ
は
以
下
の
よ
う
な
考
え
に
至
る
。
行
為
選
択
が
「
天
理

の
本
」
に
も
「
将
帥
心
」
に
も
合
致
し
た
と
し
て
も
、「
天
理
の
末
」「
上
士
卒

心
」「
下
士
卒
心
」
に
は
合
わ
ぬ
と
い
っ
た
場
合
（
注
16
）、

「
己
れ
一
人
の
身
の
行
ひ
方
に
と
り
て
は
宜
し
き
な
り
。
他
人
を
あ
い
て
ど

り
て
の
事
に
は
あ
し
し
。
将
帥
心
は
心
の
本
な
り
。
天
理
の
本
は
理
の
重
き

と
こ
ろ
な
り
。
此
二
つ
は
最
重
き
と
こ
ろ
な
れ
共
、
人
を
あ
い
て
ど
り
て
な

す
事
な
れ
ば
、
あ
し
し
と
云
ふ
は
天
理
の
補
ひ
た
ら
ぬ
ゆ
へ
な
り
。
ま
つ
す

ぐ
す
ぎ
た
る
な
り
。
ま
つ
す
ぐ
す
ぎ
た
る
ゆ
へ
に
、
己
れ
一
人
の
事
に
は
ま

つ
す
ぐ
す
ぎ
た
る
は
、
か
ま
わ
ぬ
事
な
れ
共
、
あ
い
て
の
あ
る
時
に
は
、
ま

つ
す
ぐ
す
ぎ
た
る
は
他
人
が
た
へ
ぬ
な
り
。
き
び
し
き
ゆ
へ
な
り
」（『
洪
範

談
』『
全
集
』
六
六
六
頁
）

と
し
て
、「
将
帥
心
」「
天
理
の
本
」
両
者
か
ら
の
行
為
選
択
は
、
自
ら
を
律
す
る

に
は
良
く
て
も
、
他
者
に
向
か
っ
て
行
う
に
は
良
く
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

「
他
人
が
た
へ
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。「
天
理
」
は
正
し
い
、「
将
帥
心
」
は
正
し
い
。

し
か
し
そ
れ
で
は
「
ま
つ
す
ぐ
す
ぎ
」
て
他
人
が
耐
え
ら
れ
な
い
。「
他
人
を
あ

し
ら
ふ
時
は
、
思
ひ
や
り
な
ふ
て
叶
は
ぬ
事
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
六
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
殊
な
条
件
下
で
は
あ
る
が
、
青
陵
は
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「
将
帥
心
」
か
ら
の
行
動
で
あ
っ
て
も
否
定
す
る
場
合
が
あ
る
（
注
17
）。
ま
た
別

の
箇
所
で
は

「
心
の
上
で
変
を
い
ふ
て
み
れ
ば
、
隣
り
村
に
安
産
が
あ
り
て
、
男
子
を
う

み
て
、
其
よ
ろ
こ
び
に
行
く
、
こ
れ
喜
の
気
へ
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
な
り
。
さ

れ
共
よ
ろ
こ
び
を
い
ふ
て
し
ま
ふ
ま
で
の
事
な
り
。
平
日
平
生
に
な
り
た
ら

ば
、
是
喜
び
の
心
は
と
ん
と
つ
き
は
な
し
て
し
ま
わ
ね
ば
、
智
は
わ
か
ぬ
な

り
。
凡
そ
喜
怒
・
哀
楽
は
変
な
り
。
平
に
あ
ら
ず
。
其
変
に
の
ぞ
め
ば
、
其

変
に
し
よ
す
る
事
孟
子
の
愛
民
の
説
の
通
り
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
八
〇
頁
）

と
、「
平
日
平
生
」
で
は
な
い
「
変
」
の
状
況
化
に
お
い
て
は
、「
気
に
依
る
」
こ

と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
青
陵
の
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
に
お

け
る
、
質
的
相
違
の
無
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
青
陵
の
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
と
は
「
一
と
た
ば

ね
に
い
へ
ば
皆
気
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
一
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

質
的
相
違
で
は
な
い
。「
心
」
に
よ
る
「
気
」
の
制
御
が
説
か
れ
は
す
る
が
、
一

方
で
は
「
気
」
に
依
る
こ
と
す
ら
状
況
に
よ
っ
て
は
是
認
さ
れ
る
と
い
う
、「
気
」

の
領
域
が
広
く
と
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
『
洪
範
談
』
を
元
に
、
青
陵
の
「
心
」
と
「
気
」、
ま
た
「
物
」
と
「
気
」

「
心
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。
青
陵
が
『
洪
範
談
』
に
お
い
て
説
い
て
い

る
「
心
」「
気
」
と
は
、
両
者
と
も
に
「
物
」
に
内
在
す
る
「
価
値
」
や
「
は
た

ら
き
」
で
あ
り
、「
心
」
と
「
気
」
に
は
「
軽
重
」「
大
小
」「
上
下
」
と
い
っ
た

質
的
で
は
な
い
相
違
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
気
」
の
領
域
が
広
く
と
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
で
、『
洪
範
談
』
の
背
後
に
深
く

広
が
る
青
陵
の
思
想
世
界
の
一
端
を
明
ら
か
に
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
こ
で
ま
と
め
に
か
え
て
、
青
陵
の
「
心
」
と
「
気
」
の
曖
昧
さ
、「
気
」
の
是

認
と
領
域
の
広
さ
が
、
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た

い
。

　

思
う
に
、
そ
れ
は
青
陵
が
人
を
「
人
の
性
は
己
れ
よ
か
れ
か
し
と
願
ふ
も
の
」

（『
善
中
談
』『
全
集
』
四
七
六
頁
）「
然
れ
ば
人
の
性
は
善
に
相
違
な
し
」（『
文
法

披
雲
』『
全
集
』
七
四
八
頁
）
と
見
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
青
陵
は
人
の
本
性
を
「
性
善
」
と
み
た
（
注
18
）。
そ
れ
は
「
己
れ

が
善
き
よ
ふ
に
と
思
ふ
を
性
善
と
い
ふ
也
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』
八
七
一

頁
）
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
功
利
的
人
間
観
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
自
己
の
選
択

に
よ
っ
て
生
き
る
主
体
者
と
し
て
の
自
己
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
青
陵
は
「
心
」
と
「
気
」
を
「
大
願
」
の
発
起
と
欲
望
へ
の

傾
向
と
に
分
け
て
は
い
る
が
、
両
者
と
も
に
外
物
の
取
得
と
い
う
意
味
で
は
質
的
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相
違
は
な
い
。
た
だ
人
の
本
性
を
「
自
ら
に
と
っ
て
よ
い
と
す
る
こ
と
を
行
う
」

存
在
と
見
て
い
た
青
陵
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
も
自
ら
に
と
っ
て
「
よ
い
」
よ
う

に
見
え
る
「
心
」
と
「
気
」
の
取
捨
選
択
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ど
ち

ら
が
本
当
の
意
味
で
自
ら
に
「
よ
い
」
の
か
、
あ
る
い
は
状
況
に
よ
り
、
単
発
的

で
検
証
を
要
し
た
と
し
て
も
「
気
」
に
従
う
こ
と
が
「
よ
い
」
こ
と
も
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
選
択
は
非
常
に
微
妙
で
難
し
い
も
の
と
な
る
。

　

そ
の
重
要
さ
、
微
妙
さ
を
反
映
し
た
の
が
『
洪
範
談
』
に
お
け
る
「
心
」
と

「
気
」
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
性
の
背
後
に
広
が
っ
て
い
る

世
界
は
、
生
成
論
か
ら
本
性
論
ま
で
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
上
で
聴
衆

の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
卑
近
な
事
例
が
説
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
青
陵
の
思

想
世
界
の
卑
近
さ
を
表
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ら
「
心
」「
気
」「
物
」
と
い
っ
た
概
念
を
も
つ
青
陵
の
思
想
世

界
と
、
同
じ
く
「
心
」「
気
」「
物
」
と
い
っ
た
概
念
を
も
つ
朱
子
学
と
の
関
係
に

つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

　
「
物
」
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
り
、「
物
」
に
内
在
す
る
「
価
値
」
や
「
は
た
ら

き
」
と
す
る
「
気
」
の
概
念
、
あ
る
い
は
「
人
」
に
お
け
る
「
心
」
の
は
た
ら
き

で
あ
る
「
情
」
を
「
気
」
と
す
る
「
心
」
と
「
気
」
の
関
係
な
ど
、青
陵
の
「
心
」

と
「
気
」
の
概
念
に
は
、
朱
子
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
（
注
19
）。『
洪
範
談
』
で
は
な
い
が
、
青
陵
の
著
作
『
老
子
国
字

解
』
に

「
理
は
開
闢
よ
り
一
す
じ
り
ん
と
引
は
り
て
お
る
も
の
な
れ
ば
、
其
時
其
時

に
よ
り
て
、
色
し
な
は
か
わ
れ
ど
も
、
理
は
か
わ
る
事
は
な
き
也
。
昔
の
智

者
の
で
か
し
た
る
す
じ
が
来
年
己
れ
が
で
か
す
す
じ
也
。
昔
の
愚
者
の
し
く

じ
り
た
る
す
じ
が
来
年
己
れ
が
し
く
じ
る
す
じ
也
。
理
に
二
つ
は
な
し
。
唯
、

か
た
ち
は
時
に
ち
が
ふ
也
。論
語
に
故
き
を
た
づ
ね
て
新
き
を
知
る
と
い
ふ
。

即
ち
こ
の
事
也
。
故
き
事
を
た
づ
ね
る
は
理
を
た
づ
ね
る
也
。
新
を
知
る
は

今
度
其
の
す
じ
を
用
ゆ
る
也
。
昔
の
通
り
の
形
の
事
は
あ
ろ
ふ
は
づ
な
し
。

左
れ
ど
も
其
心
は
や
は
り
昔
の
心
也
。
馬
を
乗
る
帳
面
に
此
馬
は
左
り
が
つ

よ
ひ
ゆ
へ
、
右
の
手
綱
で
引
し
め
る
と
書
つ
け
て
あ
る
。
扨
、
今
度
の
馬
は

右
が
つ
よ
け
れ
ば
左
り
を
引
し
め
る
也
。
是
左
右
の
ち
が
ひ
な
れ
ど
も
、
其

心
は
同
じ
心
な
り
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』
八
四
一
頁
）」

と
あ
る
。
青
陵
の
「
理
」（
＝
す
じ
）
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
が
「
左
れ
ど

も
其
心
は
や
は
り
昔
の
心
也
」「
左
右
の
ち
が
ひ
な
れ
ど
も
、
其
心
は
同
じ
心
な

り
」
と
、「
理
」
が
「
心
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の

「
理
」
＝
「
心
」
が
、
今
ま
で
考
察
し
て
き
た
『
洪
範
談
』
の
「
心
」
に
も
適
用

で
き
る
と
す
れ
ば
、
青
陵
の
「
心
」
と
は
「
理
」
で
あ
り
、
青
陵
の
「
心
」
と

「
気
」
の
関
係
は
、
朱
子
学
の
「
理
」「
気
」
の
関
係
に
似
た
も
の
と
言
う
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
青
陵
は
「
心
」
と
「
気
」
に
質
的
相
違
を
見
て

い
な
い
し
、「
一
と
た
ば
ね
に
い
へ
ば
皆
気
な
り
」
と
「
心
」
を
「
気
」
に
集
約

さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
青
陵
の
「
心
」
は
朱
子
学
に
お
け
る
「
理
」
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の
よ
う
な
、「
物
」
の
「
本
質
」
で
は
な
い
。

　

い
ま
軽
々
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
青
陵
と
朱
子
学
で
は
語
彙
と

し
て
は
同
じ
も
の
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
大
き
な
違
い
が
在
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
陵
と
朱
子
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
分
け
、
調
査
考

察
し
た
い
と
思
う
。

注（
注
1
）	

『
洪
範
談
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
蔵
並
省
自
氏
著
『
海
保
青
陵
経
済
思
想
の

研
究
』（
雄
山
閣
出
版　

一
九
九
〇
年
）
の
第
二
章
「
著
作
と
成
立
年
代
」
の

「
一　

著
作
年
代
明
確
な
書
物
」（
二
五
頁
）
に
お
い
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て

お
り
、
青
柳
淳
子
氏
「
海
保
青
陵
の
伝
記
的
考
察
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
一

〇
二
巻
二
号　

二
〇
〇
九
年
七
月
）
も
蔵
並
氏
の
説
に
従
っ
て
い
る
（
二
三

三
─
二
三
四
頁
）。
ま
た
本
文
に
あ
げ
て
い
る
小
林
武
氏
「
海
保
青
陵
『
老
子

国
字
解
』
に
つ
い
て
（
下
）
─
智
と
職
分
─
」
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
（
一
八
三
─
一
八
四
頁
ま
た
注
（
7
）
一
九
六
頁
）。
こ
こ
で

は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
考
証
に
従
っ
た
。

（
注
2
）	

本
稿
で
は
以
下
の
青
陵
の
著
述
の
引
用
は
、
蔵
並
省
自
氏
編
『
海
保
青
陵
全

集
』（
八
千
代
出
版　

一
九
七
六
年
九
月
）
お
よ
び
谷
村
一
太
郎
氏
編
『
青
陵

遺
編
集
』（
國
本
出
版　

一
九
三
五
年
七
月
）
を
用
い
た
。
青
陵
の
著
作
は
漢

文
か
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
参
照
の
便
の
た
め
、
漢
字

仮
名
交
じ
り
文
引
用
の
際
に
は
筆
者
が
適
宜
ひ
ら
が
な
に
し
た
。
ま
た
『
海

保
青
陵
全
集
』
を
『
全
集
』、『
青
陵
遺
編
集
』
を
『
遺
編
集
』
と
略
称
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
記
し
て
い
る
。

（
注
3
）	

「
川
を
わ
た
る
男
」
と
は
、「
勢
州
の
四
日
市
の
本
陣
の
主
人
に
易
を
読
む
人

あ
り
。
其
人
の
い
い
し
事
今
に
お
ぼ
へ
て
お
る
な
り
。
面
白
き
は
な
し
な
り
。

其
人
の
知
り
た
る
人
、
川
を
渡
る
前
夜
に
易
を
と
り
て
見
た
る
に
、
大
川
を

渡
る
に
利
あ
り
と
い
ふ
卦
を
得
て
、
其
翌
日
川
を
わ
た
り
た
れ
ば
、
中
流
に

て
大
き
に
難
儀
な
る
目
に
逢
ふ
て
、
や
ふ
や
く
か
ら
き
命
を
助
か
り
て
、
向

ふ
の
岸
へ
は
い
上
り
た
り
。
此
人
は
易
を
し
ら
ぬ
人
な
り
。
大
川
を
渡
る
と

云
ふ
は
、
大
川
を
渡
る
事
に
て
は
さ
ら
さ
ら
な
き
な
り
と
云
へ
り
」（『
洪
範

談
』『
全
集
』
六
一
八
頁
）
の
話
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
古
書
を
読
む
上
で

「
書
に
あ
る
通
り
に
心
得
る
人
」（
同
上
）
の
た
と
え
で
あ
る
。
ま
た
ほ
ぼ
同

様
の
例
が
「
大
川
を
わ
た
る
に
利
あ
り
と
は
、
心
い
き
の
事
な
り
」（『
洪
範

談
』『
全
集
』
六
五
九
頁
）
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
4
）	

「
六
経
は
即
ち
天
理
の
註
伝
な
り
」「
左
れ
共
唯
字
の
事
に
て
、
意
の
事
に
は

か
ま
わ
ぬ
な
り
。
天
理
は
棚
へ
あ
げ
て
か
ま
わ
ぬ
は
ず
な
り
」（『
洪
範
談
』

洪
範
談
小
引
『
全
集
』
五
八
五
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
青
陵
に
と
っ
て
蔡

沈
集
伝
や
孔
安
国
伝
と
い
っ
た
旧
来
の
解
釈
は
、「
字
」
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の

で
あ
り
、「
天
理
の
註
伝
」
と
み
た
解
釈
で
は
な
か
っ
た
た
め
批
判
の
対
象
と

な
っ
た
。
そ
の
青
陵
の
洪
範
解
釈
の
成
立
時
期
で
あ
る
が
、
小
林
氏
が
指
摘

（
前
述
論
文
の
注
（
7
）
一
九
六
頁
）
す
る
よ
う
に
、
谷
村
一
太
郎
氏
編
『
青

陵
遺
編
集
』（
國
本
出
版
社　

一
九
三
五
年
七
月
）
の
「
海
保
青
陵
年
譜
」
の

文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
に
「
越
中
福
野
で
洪
範
を
講
ず
」（
二
五
頁
）
と
あ

り
、
ま
た
『
洪
範
談
』
本
文
に
も
「
余
は
此
の
洪
範
を
も
小
児
の
と
き
よ
り

何
遍
も
何
遍
も
人
に
講
じ
て
き
か
せ
る
に
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
五
八
六

頁
）
と
あ
っ
て
、
洪
範
解
釈
を
講
ず
る
こ
と
自
体
は
『
洪
範
談
』
刊
行
（
そ

の
元
と
な
る
武
田
尚
勝
等
へ
の
講
義
）
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
同
じ
箇
所
に
「
此
二
十
年
ほ
ど
以
前
、
四
十
近
ふ
な
り
て
解
せ
た

り
」（
同
上
）
と
あ
り
、
青
陵
四
十
歳
の
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
以
前
、
諸

国
で
講
義
を
青
陵
が
行
っ
て
い
る
中
で
固
ま
っ
た
見
解
で
あ
る
と
青
陵
自
身

が
述
懐
し
て
い
る
。

（
注
5
）	
青
陵
の
『
書
経
』
洪
範
解
釈
と
し
て
『
洪
範
談
』
と
は
別
に
「
談
五
行
」
と

い
う
文
章
が
遺
さ
れ
て
い
る
。『
洪
範
談
』
と
「
談
五
行
」
で
は
、
こ
の
「
金

木
」
と
「
土
」
の
扱
い
に
異
な
る
点
が
見
ら
れ
る
。『
洪
範
談
』
と
「
談
五

行
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
思
考
の
枠
組
み
か
ら
見
た
海
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保
青
陵
の
思
想
の
展
開
」（『
東
洋
学
研
究
』
五
十
四
号　

二
〇
一
七
年
三
月
）、

ま
た
「
談
五
行
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
談
五
行
訳
注
稿
」（
1
）
～
（
5
）

（『
国
士
舘
哲
学
』
十
九
─
二
十
三
号　

二
〇
一
五
─
二
〇
一
九
年
）
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
注
6
）	
「
天
地
の
間
の
物
は
皆
土
・
水
・
火
よ
り
生
ず
。
土
・
水
・
火
は
天
地
間
の
万

物
の
本
源
な
り
。
土
は
総
本
家
な
り
。
上
の
方
へ
あ
が
る
も
の
は
火
な
り
。

下
の
方
へ
さ
が
る
も
の
は
水
な
り
。
是
己
れ
と
上
と
下
と
の
自
然
の
定
数
な

り
。
ゆ
へ
に
水
・
火
・
土
の
三
の
者
の
情
は
知
れ
よ
き
情
な
り
」（『
洪
範
談
』

『
全
集
』
五
九
一
頁
）
と
あ
っ
て
、「
水
火
土
」
は
自
然
の
定
数
で
あ
り
、
三

に
分
か
れ
る
と
い
う
万
物
の
情
で
あ
る
た
め
「
知
れ
よ
き
情
」
と
さ
れ
る
。

青
陵
の
い
う
「
自
然
の
定
数
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
談
五
行
訳
注
稿
（
1
）」

（『
国
士
舘
哲
学
』
第
十
九
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）
お
よ
び
「
思
考
の
枠
組

み
か
ら
見
た
海
保
青
陵
の
思
想
の
展
開
」（『
東
洋
学
研
究
』
第
五
十
四
号　

二
〇
一
七
年
三
月
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
注
7
）	

『
老
子
国
字
解
』
で
は
「
最
初
天
地
の
開
け
は
じ
む
る
じ
ぶ
ん
に
、
左
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
す
じ
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
開
け
た
る
也
。
す
で
に
軽
き
は
上

へ
あ
が
り
て
天
と
な
る
、
重
き
は
下
へ
さ
が
り
て
地
と
な
り
た
る
也
。
軽
き

は
あ
が
り
、
重
き
は
さ
が
る
と
い
ふ
が
、
即
ち
左
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
也
。

然
れ
ば
左
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
と
い
ふ
も
の
は
、
天
地
に
先
だ
ち
て
出
来
た

る
も
の
に
相
違
な
き
也
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』
八
六
三
頁
）「
然
ら
ば

即
天
下
の
万
物
は
皆
こ
の
左
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
理
か
ら
出
で
た
る
も

の
也
。
是
天
下
の
万
物
を
う
み
出
し
た
る
と
い
ふ
も
の
也
」（『
老
子
国
字
解
』

『
全
集
』
八
六
四
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。『
洪
範
談
』
と
『
老
子
国
字
解
』
の

記
述
を
あ
わ
せ
る
と
、
青
陵
の
考
え
る
万
物
生
成
過
程
は
、「
理
」（
左
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
す
じ
）
が
は
じ
め
に
あ
り
、
上
へ
あ
が
る
（
火
）
下
へ
さ
が
る

（
水
）
と
い
う
「
理
」
の
働
き
に
よ
り
天
地
が
出
来
て
、
万
物
が
で
き
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、『
洪
範
談
』
で
い
う
「
土
」
の
割
付
や
、
天
地
の
元
と
な
る
存

在
の
本
源
な
ど
問
題
点
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
注
で
触
れ
る
に
と
ど
め
、

後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
注
8
）	

「
魂
」
に
つ
い
て
、
青
陵
の
他
の
著
作
で
は
「
人
は
天
地
の
間
に
生
れ
て
、
身

は
地
よ
り
受
、
魂
は
天
よ
り
受
く
る
も
の
な
れ
ば
、
死
す
れ
ば
魂
は
天
へ
か

へ
り
、
躰
は
土
と
な
り
て
、
人
と
云
名
も
物
も
無
ふ
な
る
」（『
前
識
談
』『
全

集
』
五
六
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
9
）	

青
陵
に
は
、
現
行
の
社
会
に
お
け
る
身
分
階
級
制
度
の
崩
壊
と
い
う
視
点
と
、

そ
れ
と
平
行
し
た
「
智
」
と
い
う
基
準
の
下
の
新
た
な
る
秩
序
観
が
あ
っ
た

こ
と
は
青
柳
淳
子
氏
「
海
保
青
陵
に
お
け
る
「
民
」
と
「
智
」
─
青
陵
思
想

の
愚
民
観
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
日
本
経
済
思
想
史
研
究
』
八
号　

二
〇
〇
八

年
三
月
）
に
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
大
名
」
と
「
樵
」

に
つ
い
て
も
同
様
の
視
点
、
つ
ま
り
「
形
」
と
「
魂
」
の
違
い
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
視
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
10
）	

『
洪
範
談
』
に
お
け
る
「
気
」
と
「
活
き
る
」
に
関
す
る
説
明
で
は
他
に
こ
の

よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
気
は
す
わ
ら
ぬ
活
き
も
の
、
ど
こ
へ
も
つ
く
も

の
、
き
ま
り
た
る
居
所
の
な
き
も
の
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
五
八
六
頁
）

「
人
は
思
惟
工
夫
を
主
と
す
る
ゆ
へ
に
、
気
を
つ
か
ふ
は
人
の
う
け
と
り
な

り
。
曲
直
・
従
革
は
思
惟
工
夫
に
あ
り
。
気
を
つ
か
ふ
て
こ
し
ら
ゆ
る
も
の

な
り
。
水
・
火
・
土
の
部
と
は
部
ち
が
ふ
な
り
。
変
化
を
お
も
に
す
る
。
是

活
き
て
お
る
も
の
を
語
る
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
二
一
頁
）
等
あ

り
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
「
気
」
が
自
由
で
あ
る
こ
と
、
変
化
す
る
も
の
と
し

て
「
活
き
る
」
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
人
の
体
は
物
な
り
。

心
は
気
な
り
。
体
は
心
の
家
来
、
心
は
体
の
君
な
り
。
心
の
あ
や
つ
り
次
第

に
て
、
体
は
貴
と
も
な
り
、
賤
と
も
な
り
、
福
を
も
取
り
、
禍
を
も
取
る
ゆ

へ
に
、
こ
の
下
に
金
・
木
は
自
由
に
な
る
と
云
ふ
事
を
述
た
り
。
気
は
物
を

自
由
に
す
る
も
の
に
て
、
自
由
に
な
る
も
の
ゆ
へ
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全

集
』
六
一
一
─
六
一
二
頁
）「
元
来
気
は
自
由
自
在
な
る
も
の
ゆ
へ
に
、
曲
に

も
す
る
、
直
に
も
す
る
、
其
通
り
で
お
き
て
革
む
る
事
を
も
す
る
な
り
」

（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
二
一
頁
）
と
い
う
説
明
と
も
合
致
す
る
。

（
注
11
）	
「
人
は
思
惟
工
夫
を
主
と
す
る
ゆ
へ
に
、
気
を
あ
つ
か
ふ
は
人
の
う
け
と
り
な

り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
二
一
頁
）「
人
の
位
は
思
慮
運
営
の
み
な
る
も
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の
」（『
前
識
談
』『
全
集
』
五
六
五
頁
）
な
ど
、
青
陵
は
「
人
」
を
「
思
惟
工

夫
」「
思
慮
運
営
」
す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
「
人
」
の
役

割
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
注
12
）	

「
思
惟
し
て
考
へ
る
も
の
の
名
な
り
」
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
点
に
つ
い
て

は
、東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
の
編
集
委
員
会
に
お
け
る
本
論
考
の
レ
ビ
ュ
ー

で
ご
指
摘
を
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
注
13
）	

た
だ
し
青
陵
は
「
陰
」「
陽
」
も
符
牒
に
す
ぎ
ず
、
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い

た
め
「
夏
の
水
は
陰
気
に
て
、
冬
の
湯
は
陽
気
な
り
」「
喜
怒
の
中
に
も
陰
あ

れ
ば
、
哀
懼
の
中
に
も
陽
あ
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
一
三
頁
）
と
す

る
。

（
注
14
）	

こ
の
場
合
の
水
の
「
気
」
と
は
「
下
へ
く
だ
る
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
〇
六
頁
）
と
い
う
「
は
た
ら
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
例
で
い
え
ば
、

水
の
「
下
へ
下
る
」
と
い
う
「
気
」
を
使
っ
て
、
上
か
ら
流
す
こ
と
で
水
車

の
持
つ
「
気
」
で
あ
る
「
回
る
」
に
「
は
た
ら
か
せ
」、
水
車
を
回
し
て
、
米

を
つ
く
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
青

陵
は
「
毒
薬
は
草
木
の
気
を
使
ふ
し
か
け
な
り
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
一
二
頁
）
と
「
毒
」「
薬
」
と
は
草
木
の
も
つ
「
気
」
を
使
う
こ
と
で
あ
る

と
述
べ
「
皆
物
の
気
を
か
り
て
す
る
事
な
る
べ
し
」（『
洪
範
談
』『
全
集
』

六
一
二
頁
）
と
す
る
。

（
注
15
）	

「
将
帥
心
」
と
「
士
卒
心
」
に
つ
い
て
は
以
前
に
拙
稿
「
海
保
青
陵
の
二
心

論
」（『
白
山
中
国
学
』
十
五
号　

二
〇
〇
九
年
一
月
）、「
海
保
青
陵
の
二
心

論
と
「
空
」」（『
東
洋
学
研
究
』
四
十
八
号　

二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど
で
考

察
し
て
い
る
。

（
注
16
）	

こ
こ
で
青
陵
は
「
天
理
に
も
本
末
は
あ
る
は
づ
な
り
。
た
と
へ
ば
戦
ふ
時
に

敵
に
勝
つ
は
、
天
理
に
合
ひ
た
る
ゆ
へ
な
り
。
商
ひ
を
な
し
て
利
を
得
た
る

は
、
天
理
に
合
ひ
た
る
な
り
。
敵
に
勝
つ
に
も
深
浅
・
大
小
・
本
末
あ
り
。

利
を
得
る
に
も
深
浅
・
大
小
・
本
末
あ
り
。
是
天
理
に
も
本
末
・
深
浅
な
く

て
か
な
は
ぬ
事
な
り
」
と
「
天
理
」
を
そ
の
効
果
結
果
に
よ
っ
て
深
浅
大
小

本
末
に
分
け
る
。
天
理
の
大
小
や
効
果
結
果
と
の
関
係
な
ど
非
常
に
興
味
深

い
が
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
は
外
れ
る
た
め
詳
細
な
考
察
は
こ
こ
で
は
し
な
い
。

（
注
17
）	

『
老
子
国
字
解
』
で
は
「
将
帥
心
」「
士
卒
心
」
の
説
明
の
中
に
、
弁
慶
が
義

経
を
踏
む
安
宅
の
関
の
話
や
、
商
家
の
主
人
が
客
に
茶
を
振
る
舞
う
こ
と
な

ど
を
あ
げ
て
、「
将
帥
心
」
を
抑
え
て
「
士
卒
心
」
の
振
る
舞
い
を
さ
せ
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
弁
慶
の
例
で
い
え
ば
「
主
君
を
だ
い
じ
と
思
ふ
心

は
将
帥
心
也
。
今
踏
む
心
は
士
卒
心
也
。
主
君
を
だ
い
じ
と
思
へ
ど
も
、
こ

こ
に
て
君
臣
ら
し
ふ
す
る
と
、
直
に
あ
ら
わ
る
る
ゆ
へ
踏
み
た
る
也
」（『
老

子
国
字
解
』『
全
集
』
八
〇
三
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
「
理
を
大
事
に
す
る
事
な

れ
ど
も
、
理
を
大
事
に
す
る
と
い
ふ
と
間
違
な
り
。
理
を
大
事
に
せ
ぬ
事
も

あ
り
。
理
を
大
事
に
せ
ぬ
の
で
理
が
む
ま
ふ
ゆ
け
ば
、
是
理
を
大
事
に
せ
ぬ

の
が
大
事
に
す
る
に
あ
た
る
。」（『
洪
範
談
』『
全
集
』
六
〇
三
頁
）
の
よ
う

に
「
理
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
注
18
）	

当
然
こ
の
「
性
善
」
は
孟
子
や
宋
明
学
の
「
性
善
」
と
は
異
な
り
、
自
ら
を

愛
す
る
こ
と
を
「
性
善
」
と
述
べ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
青
陵
の
性
説
及

び
自
愛
心
に
つ
い
て
は
平
石
直
昭
氏
「
海
保
青
陵
の
思
想
像
─
「
遊
」
と

「
天
」
を
中
心
に
─
」（『
思
想
』　

第
六
百
七
十
七
号　

一
九
八
〇
年
十
一
月
）

に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
。
ま
た
拙
稿
「「
渋
沢
栄
一
と
海
保
青
陵
の
義
利
観
」

（『
国
際
哲
学
研
究
』
第
八
号　

二
〇
一
九
年
三
月
）
で
も
論
じ
て
い
る
。

（
注
19
）	

先
行
研
究
で
は
総
じ
て
青
陵
と
朱
子
学
の
関
係
を
上
辺
だ
け
の
も
の
と
捉
え

る
傾
向
に
あ
る
。
例
と
し
て
八
木
清
治
氏
「
海
保
青
陵
と
老
子
─
『
老
子
国

字
解
』
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
日
本
思
想
史
学
』
十
二
号　

一
九
八
〇
年
九
月
）

で
は
「
青
陵
学
の
成
立
が
一
見
朱
子
学
的
思
考
様
式
の
復
権
と
し
て
映
ず
る

の
は
興
味
深
い
」
と
し
た
上
で
、「
し
か
し
、
そ
の
装
い
が
如
何
に
朱
子
学
と

類
似
し
て
い
よ
う
と
、
青
陵
と
朱
子
学
と
の
真
の
思
想
的
交
流
は
な
か
っ
た

と
い
え
よ
う
」（
前
述
論
文
五
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
青
陵
の
思
想
の

中
で
最
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
理
」
は
、「
物
は
ゆ
け
ば
ゆ
き
き
り
な
る
も

の
也
。
道
は
ぢ
き
に
か
へ
り
て
本
に
を
る
と
い
ふ
事
也
。
木
が
灰
に
な
れ
ば
、

再
び
木
に
な
ら
ぬ
は
物
の
理
也
。
理
は
木
の
理
が
灰
の
理
也
。
千
変
万
化
し

て
も
理
の
か
わ
る
と
い
ふ
事
な
し
」（『
老
子
国
字
解
』『
全
集
』
八
六
五
頁
）	
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に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
の
「
理
一
分
殊
」
と
似
た
性
質
を
も
っ
て
い

る
。
青
陵
の
「
理
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
海
保
青
陵
の
「
理
」」（『
東
洋
学
研

究
』
五
十
二
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）
で
考
察
し
て
お
り
、
そ
こ
で
青
陵
と

朱
子
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
再
考
も
提
言
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
海
保
青
陵
　
洪
範
談
　
心
　
気
　
物


