
Title 民初紀年考

Author(s) 竹内, 弘行

Citation 中国研究集刊. 1989, 7, p. 21-29

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61000

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



411 

民
初
紀
年
考

は
じ
め
に

一
九
―
一
年
に
起
っ
た
辛
亥
革
命
は
、
秦
漠
以
来
二
千
年
の
専
制
君
主

体
制
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
専
制
君
主
体
制
に
付
随
し
た

諸
文
化
事
象
も
ま
た
廃
棄
さ
れ
た
。
漠
の
武
帝
以
来
、
綿
綿
と
続
い
て
き

た
年
号
の
廃
止
も
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
西
暦
一
九
―
二
年

正
月
元
旦
に
孫
文
が
南
京
に
て
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
、
こ
の
日
を
「
中

華
民
国
元
年
一
月
一
日
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
た
。

―
つ
は
、
中
国
に
お
い
て
は
じ
め
て
太
陽
暦
が
正
式
採
用
さ
れ
た
こ
と
、

も
う
―
つ
は
、
そ
れ
ま
で
の
年
号
に
代
っ
て
国
名
が
そ
の
役
目
を
負
う
よ

①
 

う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
年
号
の
成
立
か
ら
こ
の
時
の
廃

止
ま
で
、
捻
ぼ
二
千
年
間
の
歴
史
と
そ
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
は
、
別
に

論
じ
る
機
会
を
も
ち
た
い
が
、
年
号
が
、
あ
る
王
朝
の
象
徴
的
意
味
を
担
っ

て
き
た
歴
史
は
、
こ
こ
で
、
い
っ
た
ん
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
中
華
民
国
（
以
下
「
民
国
」
と
略
称
す
る
）
誕
生
年
を
元

年
と
し
て
年
次
を
表
記
す
る
方
法
（
以
下
「
民
国
紀
年
法
」
と
略
称
す
る
）

は
、
そ
の
後
の
中
華
民
国
の
複
雑
な
歴
史
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
今
も
台
湾
に

そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
国
出
現
の
前
後
に
は
、
こ
の
他

に
も
多
く
の
紀
年
法
が
提
唱
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
民
国
三

年
に
魯
迅
と
章
柄
麟
、
字
は
太
炎
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
紀
年
法
を
紹
介
し
、

そ
の
含
意
す
る
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

新
生
民
国
が
採
用
し
た
民
国
紀
年
法
は
、
政
府
公
報
等
に
は
単
独
で
誌

③
 

さ
れ
た
が
、
民
間
で
は
別
の
紀
年
法
も
併
用
さ
れ
た
。
民
間
だ
け
で
は
な

い
。
政
府
の
役
人
に
も
民
国
紀
年
法
を
誌
さ
な
い
者
が
い
た
。
そ
の
ひ
と

り
が
魯
迅
で
、
彼
は
当
時
民
国
教
育
部
に
勤
務
し
て
い
た
が
、
一
九
一
四

年
す
な
わ
ち
民
国
三
年
十
一
月
三
日
に
書
い
た
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」

で
は
「
太
歳
在
関
逢
損
提
格
九
月
既
望
」
と
し
た
。
関
逢
は
十
干
の
甲
、

④
 

摂
提
格
は
十
二
支
の
寅
の
異
名
で
、
魯
迅
は
甲
寅
の
年
（
陰
暦
）
九
月
十

六
日
と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
歳
星
は
木
星
の
こ
と
。

⑤
 

古
代
で
は
天
空
を
十
二
分
し
、
そ
の
年
の
木
星
（
正
し
く
は
そ
の
影
）
の

位
置
を
称
し
て
年
次
の
表
記
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
以
下
こ
れ
を
「
太

竹

内

弘

行

(21) 
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歳
紀
年
法
」
と
い
う
）
。
い
っ
た
い
何
故
、
魯
迅
は
民
国
紀
年
法
を
用
い

ず
に
古
め
か
し
い
太
歳
紀
年
法
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
人
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
魯
迅
の
尚
古
的
な
趣
味
の
表
現
で
は
な
く
、
民
国
を
民
国

と
し
て
認
め
な
い
、
換
言
す
れ
ば
「
現
執
政
哀
世
凱
の
治
世
を
否
認
す
る

意
識
が
あ
き
ら
か
に
は
た
ら
い
て
い
た
」
た
め
で
、
陶
濶
明
や
顧
炎
武
が

二
朝
に
仕
え
な
い
意
志
を
同
様
な
年
代
表
記
で
示
し
た
と
同
じ
く
「
現
執

政
権
に
荷
担
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
抵
抗
の
態
度
を
秘
か
に
あ
ら
わ
し
て

⑤
 

い
た
」
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
国
臨
時
大
総
統
孫
文

を
継
い
だ
正
式
大
総
統
哀
世
凱
は
、
革
命
に
背
を
向
け
、
民
国
二
年
三
月

に
孫
文
と
な
ら
ぶ
革
命
指
導
者
で
、
当
時
国
民
党
理
事
だ
っ
た
宋
教
仁
を

暗
殺
し
保
守
化
を
強
め
た
。
同
年
六
月
に
は
孫
文
ら
が
哀
世
凱
に
反
対
す

る
第
二
革
命
を
発
動
さ
せ
た
も
の
の
、
哀
世
凱
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
て
い

て
、
民
国
の
実
質
は
、
哀
世
凱
の
独
裁
に
近
づ
い
て
い
た
（
事
実
、
一
九

一
六
年
民
国
五
年
に
帝
制
を
施
行
し
、
年
号
も
洪
憲
元
年
と
さ
れ
た
が
、

反
哀
護
国
の
役
す
な
わ
ち
第
三
革
命
が
ひ
き
起
さ
れ
て
、
そ
の
さ
な
か
に

哀
が
憤
死
し
た
の
で
、
再
び
共
和
制
に
復
し
た
）
。
こ
う
し
た
状
況
で
、

魯
迅
が
も
は
や
民
国
の
年
号
を
称
す
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
清
末

の
革
命
派
が
、
清
朝
の
年
号
を
拒
否
し
黄
帝
即
位
を
元
年
と
す
る
年
次
表

記
す
な
わ
ち
黄
帝
紀
年
法
な
ど
を
使
用
し
て
い
た
「
そ
の
意
識
を
持
続
さ

⑦
 

せ
た
」
魯
迅
な
ら
で
は
の
態
度
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
国
革
命
史
上
に
お
け
る
魯
迅
の
高
い
評
価
を
考
え
れ
ば
、
右
の
年
次

表
記
に
も
そ
の
よ
う
な
意
図
を
読
み
と
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
が
、
果
し

二

一
年
の
魯
迅
の
太
歳
紀
年
法
の
使
用
が
、
現
実
の
哀
世
凱
政
府
へ

の
否
認
や
清
末
革
命
派
の
年
号
表
記
の
意
識
を
持
続
さ
せ
た
と
み
る
説
に

対
し
て
、
私
が
疑
間
に
思
う
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
清
末
革
命
派
は
、
革
命
の
成
功
と
民
国
の
建
国
の
過
程
で
当R

 

初
の
黄
帝
紀
年
法
を
破
棄
し
民
国
紀
年
法
を
正
式
に
採
用
し
た
の
だ
か
ら
、

民
国
紀
年
法
の
利
用
こ
そ
革
命
意
識
の
継
承
と
な
る
。
そ
の
好
例
が
、
前

年
の
反
哀
第
二
革
命
に
失
敗
し
て
日
本
へ
亡
命
し
て
い
た
孫
文
で
あ
る
。

彼
は
、
か
の
地
で
中
華
革
命
党
を
組
織
し
た
が
、
そ
の
党
員
へ
の
将
約
書

に
は
「
民
国
三
年
七
月
八
日
」
と
民
国
紀
年
法
に
従
っ
て
、
結
党
の
日
付

け
を
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
ち
哀
世
凱
が
、
こ
の
民
国
紀
年
法
を
捨

て
て
洪
憲
年
号
を
も
ち
出
し
た
事
を
考
え
あ
わ
せ
て
も
、
む
し
ろ
民
国
紀

年
法
に
固
執
す
る
こ
と
こ
そ
、
革
命
的
で
あ
り
民
国
の
内
実
を
守
る
立
場

に
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
顧
炎
武
や
陶
濶
明
が
二
朝
に
仕
え
な
か
っ
た
の
と
相
違
し
て
、

魯
迅
は
哀
世
凱
政
権
の
役
人
を
や
め
な
か
っ
た
。
孫
文
や
黄
興
ら
が
反
哀

第
二
革
命
に
立
ち
あ
が
っ
て
い
た
の
に
、
で
あ
る
。
し
か
も
哀
世
凱
帝
制

の
露
払
い
を
務
め
た
と
さ
れ
る
康
有
為
ら
の
孔
教
会
が
、
こ
の
民
国
三
年

三
月
の
孔
子
祭
を
担
当
し
た
の
に
、
同
年
九
月
に
は
哀
世
凱
の
異
志
を
見

ぬ
き
彼
と
縁
を
切
っ
て
い
た
。
代
っ
て
孔
子
祭
を
執
り
行
っ
た
の
が
、
教

育
部
の
役
人
だ
っ
た
魯
迅
で
あ
っ
た
。
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
は
こ
の

て
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

(22) 
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年
十
一
月
の
作
で
あ
る
。

第
三
に
、
魯
迅
は
、
自
分
の
書
い
た
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
を
同
じ

民
国
三
年
十
二
月
に
故
郷
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
紹
興
教
育
雑
誌
』
に
弟

の
周
作
人
の
名
で
発
表
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
を
否
認
す
る
「
抵

抗
の
態
度
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
弟
に
肩
代
り
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
弟
の
周
作
人
が
の
ち
に
こ
う
い
っ
て
い
る
。
兄
の
魯
迅
は
、

故
書
の
蒐
集
を
ひ
た
す
ら
愛
好
の
た
め
に
し
た
の
で
、
そ
れ
に
と
も
な
う

R
 

名
声
を
弟
の
自
分
に
譲
っ
た
も
の
で
あ
る
と
。
同
様
に
、
魯
迅
の
友
人
許

⑪
 

寿
裳
も
こ
れ
を
「
名
利
を
弟
に
譲
っ
た
」
美
談
と
し
て
い
て
、
と
も
に
当

時
の
魯
迅
の
政
治
意
識
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
当
時
魯
迅
が
書
い
た
序
跛
中
の
年
次
表
記
を
み
て
み
る
と
、

太
歳
紀
年
法
に
よ
っ
て
年
月
日
付
け
を
し
て
い
る
の
は
「
会
稽
郡
故
書
雑

集
序
」
一
篇
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
十
干
十
二
支
で
年
次
を
示
す
（
こ

れ
を
「
甲
子
紀
年
法
」
と
い
う
）
も
の
は
、
民
国
二
年
に
「
雲
谷
雑
記
跛
」

（
癸
丑
六
月
一
日
）
「
稽
康
集
跛
」
（
癸
丑
十
月
二
十
日
）
の
二
篇
、
民

国
三
年
に
「
雲
谷
雑
記
序
」
（
甲
寅
三
月
十
一
日
）
一
篇
の
合
計
三
篇
が

⑫
 

あ
り
と
も
に
民
国
紀
年
法
を
利
用
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
序
跛
文
の

背
後
に
も
、
哀
世
凱
執
政
を
否
認
し
た
り
、
消
末
革
命
派
の
意
識
の
持
続

が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
孫
文
ら
の
反
哀
第
二
革
命
は
民

国
二
年
七
月
に
起
き
て
い
て
、
魯
迅
の
「
雲
谷
雑
記
跛
」
よ
り
遅
い
の
で

あ
る
。以

上
の
諸
点
か
ら
考
え
て
、
魯
迅
が
民
国
三
年
十
一
月
に
わ
ざ
わ
ざ
太

歳
紀
年
法
を
使
用
し
た
理
由
は
ま
っ
た
く
別
な
事
情
が
あ
っ
た
と
み
る
べ

三

民
国
三
年
十
一
月
に
、
魯
迅
が
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
を
書
い
て
、

そ
こ
に
太
歳
紀
年
法
を
用
い
て
年
次
表
記
し
た
理
由
を
考
え
る
上
で
、
重

要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
当
時
北
京
に
い
た
章
柄
麟
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
章
柄
麟
は
、
魯
迅
と
同
じ
浙
江
省
の
出
身
で
、
清
末

革
命
派
の
機
関
紙
『
民
報
』
の
主
箪
と
し
て
革
命
論
を
鼓
吹
し
、
孫
文
・

黄
興
と
な
ら
ぶ
辛
亥
革
命
の
「
三
眸
」
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
民

国
二
年
七
月
に
孫
文
や
黄
興
が
、
反
哀
第
二
革
命
に
立
ち
上
っ
た
と
き
、

ひ
と
り
別
行
動
を
と
っ
た
。
同
年
八
月
北
京
に
赴
い
て
直
接
哀
世
凱
を
批

判
し
、
そ
の
ま
ま
軟
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
立
場
は
、
「
反
哀
」
で

な
く
「
批
哀
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
軟
禁
中
に
、
自
分
の
過
去
の
革
命

論
な
ど
に
手
を
加
え
、
魯
迅
が
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
を
書
い
た
翌
年

の
民
国
四
年
(
-
九
一
五
）
、
浙
江
省
の
浙
江
図
書
館
よ
り
『
太
炎
文
録
』

と
題
し
て
刊
行
し
て
い
た
。

こ
の
『
太
炎
文
録
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
中
に
、
実
は
、
年
次
表
記

が
発
表
当
時
と
相
違
し
、
し
か
も
わ
ざ
わ
ざ
太
歳
紀
年
法
を
用
い
て
書
き

改
め
ら
れ
た
「
沈
盛
哀
辞
」
（
も
と
「
祭
沈
菌
文
」
）
と
い
う
一
篇
が
あ

⑬
 

る
の
で
あ
る
。

沈
藍
(
-
八
七
ニ
ー
一
九

0
三
）
は
、
沈
属
希
と
も
沈
愚
渓
と
も
言
わ

れ
る
湖
南
省
出
身
の
革
命
的
士
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
八
九
八
年
の
戊

戌
政
変
に
よ
っ
て
日
本
へ
亡
命
し
、
九

0
0年
の
自
立
軍
起
義
事
件
に

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(23) 
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も
参
加
し
て
い
た
。
の
ち
北
京
に
赴
い
て
中
露
密
約
の
暴
露
な
ど
反
清
活

動
に
従
事
中
に
逮
捕
さ
れ
、
一
九

0
三
年
七
月
三
十
一
日
、
杖
刑
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
た
（
詳
し
く
は
『
新
民
叢
報
』
第
三
五
号
参
照
）
。

章
柄
麟
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
上
海
租
界
の
獄
中
で
知
っ
た
。
彼
も
、

戊
戌
政
変
後
に
台
湾
に
亡
命
し
の
ち
中
国
に
帰
り
、
こ
の
年
、
上
海
で
刊

行
さ
れ
て
い
た
新
聞
『
蘇
報
』
に
「
康
有
為
を
駁
し
て
革
命
を
論
ず
る
の

書
」
を
発
表
、
「
革
命
軍
」
を
発
表
し
た
若
き
邸
容
(
-
八
八
五
ー
一
九

0
五
）
と
と
も
に
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
章
柄
麟
が
北
京

の
沈
蓋
の
死
を
人
一
倍
傷
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼

が
、
同
年
八
月
二
十
三
日
に
、
上
海
で
挙
行
さ
れ
た
烈
士
沈
藍
の
追
悼
会

の
為
に
書
い
た
の
が
「
沈
盛
を
祭
る
文
」
す
な
わ
ち
「
沈
薔
哀
辞
」
で
あ
っ

た
。
内
容
は
、
晦
渋
で
難
解
な
辞
賦
体
を
用
い
て
、
沈
薔
の
行
為
を
戊
戌

政
変
の
儀
牲
者
閥
嗣
同
、
自
立
軍
起
義
の
犠
牲
者
唐
才
常
ら
を
継
ぐ
章
柄

麟
流
の
「
復
仇
」
（
民
族
革
命
）
の
為
の
犠
牲
者
と
し
て
位
置
づ
け
「
大

波
相
続
け
ば
、
誰
れ
か
継
ぐ
亡
し
と
云
わ
ん
」
と
そ
の
後
に
続
く
こ
と
を

⑭
 

訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
章
柄
麟
が
、
右
の
よ
う
な
因
縁
の
あ
る
文
章
の
、

特
に
そ
の
昌
頭
の
「
黄
帝
四
千
六
百
十
四
年
秋
七
月
朔
」
（
一
九

0
三
年

八
月
二
十
三
日
）
と
い
う
日
付
け
を
、
十
余
年
た
っ
た
民
国
三

l
四
年
に

な
っ
て
、
他
で
も
な
い
太
歳
紀
年
法
に
よ
る
「
歳
在
昭
陽
単
関
、
月
在
室

相
」
（
昭
陽
は
十
干
の
癸
、
単
関
は
十
二
支
の
卯
、
室
相
は
七
月
の
、
そ

れ
ぞ
れ
異
名
で
あ
る
）
と
わ
ざ
わ
ざ
変
え
た
理
由
は
、
い
っ
た
い
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

四

民
国
四
年
（
一
九
一
五
年
）
刊
『
太
炎
文
録
』
に
収
め
ら
れ
た
「
沈
薔

哀
辞
」
の
冒
頭
の
年
次
表
記
が
箪
者
章
柄
麟
の
手
に
よ
っ
て
、
当
初
の
革

命
派
が
使
用
し
て
い
た
黄
帝
紀
年
法
に
よ
る
表
記
か
ら
、
古
代
の
太
歳
紀

年
法
に
よ
る
そ
れ
に
変
え
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
章
柄
麟
自
身

は
何
も
い
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
章
の
書
か
れ
た
状
況
と
十
余
年
後
に

改
箪
し
た
時
の
状
況
、
お
よ
び
沈
盛
の
行
動
と
章
柄
麟
の
行
動
の
二
つ
の

類
似
性
が
、
ヒ
ソ
ト
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
者
の
章
姻
麟
と
沈
蓋
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
沈
蓋
哀
辞
」

の
ば

に
「
死
者
あ
ら
ず
ん
ば
、
誰
れ
か
民
気
を
伸
さ
ん
。
生
者
あ
ら
ず
ん
ば
、

誰
れ
か
九
世
（
の
仇
）
を
復
さ
ん
」
と
あ
る
、
そ
の
死
者
の
側
に
二
人
を

位
置
づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う
。
戊
戌
で
死
を
選
ん
だ
諏
嗣
同
や
、
自
立
軍
で

犠
牲
と
な
っ
た
唐
才
常
そ
し
て
単
独
北
京
入
り
で
刑
死
し
た
沈
蓋
。
彼
の

死
を
知
っ
た
時
、
章
柄
麟
も
ま
た
亡
命
地
か
ら
中
国
に
ま
い
も
ど
っ
て
、

し
か
も
『
蘇
報
』
に
発
表
し
た
文
章
で
投
獄
さ
れ
、
死
と
隣
あ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
上
海
の
獄
中
で
実
際
に
死
ん
だ
の
は
、
と
も
に
投
獄
さ
れ
た

若
き
論
客
邸
容
の
方
で
あ
っ
た
が
。
ま
た
、
こ
の
上
海
の
獄
中
の
章
柄
麟

と
十
年
後
の
北
京
で
軟
禁
状
態
の
そ
れ
と
も
共
通
点
が
あ
っ
た
。
章
柄
麟

は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
孫
文
や
黄
興
の
よ
う
に
後
方
に
て
革
命
軍

を
組
織
し
て
戦
う
こ
と
よ
り
、
自
己
犠
牲
を
覚
悟
し
た
直
接
的
批
判
行
動

を
選
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
為
、
北
京
で
軟
禁
中
の
章
柄
麟
に
は
、

か
つ
て
「
沈
盤
を
祭
る
文
」
と
題
し
た
文
章
は
、
何
よ
り
彼
の
心
に
訴
え

る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
題
を
「
沈
藍
哀
辞
」
と
変
え
、

(24) 
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そ
の
年
次
表
記
に
つ
い
て
も
革
命
派
の
黄
帝
紀
年
法
か
ら
太
歳
紀
年
法
に

改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
動
機
の
一
半
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
右
の
理
由
だ
け
か
ら
は
、
な
ぜ
改
め
ら
れ
た
も
の
が
太
歳
紀
年

法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
さ
き
に
、

陶
演
明
や
顧
炎
武
が
二
朝
に
仕
え
な
い
意
志
を
年
号
を
使
用
し
な
い
こ
と

で
示
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
事
を
紹
介
し
た
が
、
実
は
、
太
歳
紀
年
法
の

使
用
に
関
し
て
は
逆
の
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
清

鼎
革
の
際
に
異
民
族
満
州
王
朝
に
降
伏
し
て
清
朝
の
高
官
に
昇
っ
た
銭
謙

益
(
-
五
八
ニ
ー
一
六
六
四
）
が
、
官
を
辞
し
て
帰
郷
後
に
仏
典
『
拐
厳

経
』
を
注
釈
し
、
そ
の
序
文
に
こ
の
太
歳
紀
年
法
を
使
用
し
て
い
る
か
ら

R
 

で
あ
る
。
銭
謙
益
は
明
朝
の
礼
部
尚
書
で
あ
り
な
が
ら
、
清
朝
に
降
っ
て

も
礼
部
右
侍
郎
・
明
史
館
副
総
裁
等
に
拝
さ
れ
死
後
百
年
た
っ
て
、
乾
隆

帝
か
ら
「
二
臣
」
の
烙
印
を
お
さ
れ
抹
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
だ
が
、

げ
も
う
し
ょ
う

そ
の
銭
謙
益
が
注
釈
し
た
『
大
佛
頂
首
拐
厳
経
疏
解
蒙
紗
』
は
、
日
本
で

も
和
刻
が
出
る
ほ
ど
流
布
し
た
書
物
で
、
章
柄
麟
自
身
も
、
直
接
み
た
り
、

⑭
 

聞
き
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

章
柄
麟
は
、
こ
の
満
州
王
朝
に
仕
え
た
銭
謙
益
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

二
様
の
評
価
を
下
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
章
柄
麟
が
一
九

0
三
年
『
蘇

報
』
に
発
表
し
て
蘇
報
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
「
康
有
為
を
駁
し
て
革
命

を
論
ず
る
の
書
」
で
は
、
銭
謙
益
の
よ
う
に
胡
虜
に
降
っ
て
出
世
し
な
が

ら
、
一
言
の
建
白
や
補
助
も
な
く
、
「
其
の
存
す
れ
ば
之
に
聴
い
、
其
の

亡
べ
ば
之
に
聴
う
」
態
度
や
精
神
が
清
朝
を
延
命
さ
せ
て
き
た
と
厳
し
く

⑲
 

批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
こ
し
前
の
九

0
0年
に
刊
行
さ
れ
た
章

柄
麟
の
著
作
『
旭
書
』
で
は
、
論
調
は
す
こ
し
異
っ
て
い
る
。

秦
の
儒
者
へ
の
弾
圧
に
対
し
て
秦
に
仕
え
て
い
た
伏
生
や
叔
孫
通
は
逃

げ
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
漠
に
仕
え
て
儒
学
の
復
興
に
役
立
っ
た
。
こ

れ
が
、
一
王
朝
に
対
し
て
節
操
を
守
ら
な
か
っ
た
と
非
難
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
古
く
は
夏
王
朝
の
滅
亡
に
際
し
て
股
に
走
っ
た
太
史
令
終
古
、
殷
末

に
周
に
奔
っ
た
師
摯
、
新
し
く
は
隋
唐
の
儒
者
陸
徳
明
、
孔
頴
達
ら
は
、

う
れ

「
身
を
以
て
礼
楽
儒
術
を
衛
り
、
其
の
汚
れ
を
郵
え
ず
。
此
れ
誠
に
溝
演

の
小
諒
（
『
論
語
』
憲
問
篇
に
み
え
る
「
匹
夫
匹
婦
の
諒
た
る
や
、
自
ら

く
び

溝
渋
に
経
れ
て
之
を
知
る
な
し
」
と
あ
る
に
よ
る
）
の
能
＜
跛
て
る
所
に

非
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、
二
臣
で
も
儒
教
の
継
承
と
い
う
大
目
的
の
為
な

ら
ば
、
認
め
て
よ
い
と
い
う
。
従
っ
て
、
五
代
の
褐
道
や
明
清
二
朝
に
仕

え
た
銭
謙
益
も
、
「
尽
く
痒
れ
ん
や
」
と
、
認
め
る
に
値
す
る
点
が
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

右
の
二
様
の
銭
謙
益
評
価
の
う
ち
革
命
後
の
章
柄
麟
の
意
に
か
な
っ
た

の
は
、
後
者
で
あ
っ
た
。
軟
禁
中
の
『
太
炎
文
録
』
編
纂
に
際
し
て
、

『
旭
書
』
自
体
は
「
検
論
」
と
改
題
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
大
幅
な
改
訂
が

加
え
ら
れ
た
の
に
、
こ
の
銭
謙
益
評
価
を
含
む
儒
教
の
継
承
の
為
な
ら
二

臣
も
よ
い
と
い
う
文
章
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
収
め
ら
れ
た
。
他
方
、

前
者
は
、
章
柄
麟
自
身
は
『
文
録
』
か
ら
は
ず
し
て
『
別
録
』
に
移
す
よ

う
に
指
示
し
た
の
に
、
出
版
者
側
で
勝
手
に
『
太
炎
文
録
』
に
収
め
て
刊

行
さ
れ
た
。
こ
の
「
康
有
為
を
駁
し
て
革
命
を
論
ず
る
の
書
」
の
み
な
ら

ず
、
多
く
の
章
の
箪
に
な
る
革
命
論
文
が
、
他
な
ら
ぬ
章
柄
麟
の
手
で

『
別
録
』
に
追
い
や
ら
れ
て
い
て
、
今
日
で
は
彼
の
思
想
的
変
質
を
示
す

(25) 
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⑳
 

も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
章
柄
麟
が
、
ひ
と
り
北
京
で
刑
死
し
た
沈
藍
を
思
い
や

り
な
が
ら
、
二
臣
の
評
の
あ
る
銭
謙
益
が
利
用
し
た
と
同
じ
太
歳
紀
年
法

を
用
い
て
そ
の
哀
辞
の
紀
年
を
し
た
と
い
う
の
は
、
章
柄
麟
自
身
も
い
わ

ば
二
臣
の
立
場
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
伝
統
学
術
の
保
存
の

為
な
ら
ば
そ
れ
も
よ
い
と
い
う
自
覚
的
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
章
柄
麟
は
、
か
つ
て
哀
世
凱
政
府
の
「
東
三
省
欝
辺
使
」

⑪
 

で
あ
っ
た
し
、
孫
文
や
黄
興
の
よ
う
に
哀
世
凱
を
打
倒
す
る
「
反
哀
」
で

な
く
「
批
哀
」
と
い
う
哀
世
凱
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
批
判
に
よ

る
更
正
を
こ
そ
期
待
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
す
で
に
内

外
か
ら
「
国
学
大
師
」
の
称
を
得
て
い
て
、
伝
統
儒
教
文
化
の
護
持
者
を

自
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
革
命
派
の
黄
帝
紀
年
法
の
放
棄
と
、

よ
り
伝
統
の
あ
る
太
歳
紀
年
法
の
使
用
こ
そ
は
、
こ
の
章
柄
麟
の
立
場
を

最
も
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
立
場
は
魯
迅
と
ど
う
繋
か
る
だ
ろ
う
か
。

五

章
柄
麟
と
魯
迅
が
同
じ
浙
江
省
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ

た
。
両
者
の
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
章
柄
麟
は
、
魯
迅
が
日
本

へ
留
学
し
た
お
り
に
国
学
の
師
で
あ
っ
た
し
、
民
国
二
年
来
の
北
京
軟
禁

⑪
 

中
に
も
、
魯
迅
は
章
柄
麟
を
見
舞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
心
中
に

は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
と
も
に
革
命
を
裏
切
っ
た

哀
世
凱
に
仕
え
た
（
魯
迅
は
今
も
っ
て
仕
え
て
い
る
）
、
い
わ
ば
「
二
臣
」

に
近
い
と
い
う
負
い
目
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
と
も
に
伝
統
中
国
の
学
術

の
保
全
と
継
承
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
心
と
、
で
あ
る
。
後
者
に
つ

い
て
い
え
ば
、
章
柄
麟
は
、
す
で
に
国
学
大
師
の
名
声
を
有
し
て
、
数
多

い
自
己
の
著
作
を
収
拾
す
れ
ば
、
国
学
の
保
存
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

魯
迅
の
方
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
魯
迅
が
し
た
の
は
、
公
務
の
余
暇

を
利
用
し
て
故
郷
浙
江
省
会
稽
郡
の
先
人
の
著
作
を
蒐
集
し
、
刊
行
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
立
派
な
国
学
の
保
全
と
継
承
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、
魯
迅
の
書
い
た
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
の
内
容
が

雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。

序
文
は
ま
ず
「
『
会
稽
郡
故
書
雑
集
』
は
、
史
伝
・
地
記
の
逸
文
を
坂

め
、
編
し
て
集
を
成
し
、
以
て
旧
書
の
大
略
を
存
す
る
な
り
」
と
全
体
の

内
容
を
紹
介
し
、
つ
づ
い
て
、
そ
の
由
来
を
、
三
国
時
代
、
呉
の
謝
承
が

は
じ
め
て
先
賢
の
伝
記
を
書
き
、
朱
育
が
土
地
の
記
録
を
残
し
て
以
来
、

『
隋
書
』
経
籍
志
に
は
、
雑
伝
篇
に
四
部
三
八
巻
、
地
理
篇
に
二
部
二
巻

が
記
録
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
唐
末
五
代
の
混
乱
で
湮
減
し
て
し
ま
っ

た
。
自
分
は
若
い
時
に
甘
粛
省
武
威
県
出
身
の
学
者
張
樹
(
-
七
八
ニ
ー

一
八
四
七
）
が
、
故
郷
涼
州
（
甘
粛
省
の
古
名
）
の
古
人
の
著
作
を
蒐
集

◎

う

や

さ

刊
行
し
た
書
物
を
み
て
、
「
故
郷
を
篤
恭
う
」
と
は
こ
の
こ
と
か
と
思
っ

た
。
以
来
、
自
分
の
故
郷
会
稽
の
古
書
の
遺
篇
を
蒐
集
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
な
ら
、
と
り
た
て
て
国
学
保
存
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
が
、
魯
迅
は
続
い
て
次
の
よ
う
な
遍
歴
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
中
途
で
、
海
学
(
-
九

0
ニ
ー
九
年
の
日
本
へ
留
学
し

た
こ
と
）
し
て
中
断
し
た
ば
か
り
か
、
明
哲
の
論
を
聞
い
て
「
郷
土
を
誇

(26) 



と
お
と

飾
す
る
は
、
大
雅
の
尚
ぶ
所
に
あ
ら
ず
」
と
思
っ
て
や
め
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
だ
が
、
十
年
後
に
故
郷
会
稽
に
帰
っ
て
み
る
と
、
謁
王
や
越
王
勾

践
な
ど
歴
史
遣
跡
の
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
士
女
の
遊
び
場
と
な
っ
て
、

「
癖
脱
し
て
過
ぐ
る
も
、
殆
ん
ど
将
に
脊
念
す
る
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
と
す
」

る
有
様
だ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
誇
飾
す
る
ど
こ
ろ
か
風
土
の
悪
化
に
陥
っ

て
い
る
。
「
こ
の
故
に
（
古
人
の
）
名
徳
を
序
述
し
、
其
の
賢
能
を
著
し
、

（
山
）
陵
（
川
）
泉
を
記
注
し
て
、
其
の
典
実
を
伝
え
、
後
人
を
し
て
穆

然
と
し
て
思
古
の
情
あ
ら
し
め
ん
と
す
」
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
ら
れ
た
留
学
中
に
出
会
っ
た
「
明
哲
」
が
誰
れ
か
は
判
ら
な

い
が
、
あ
る
い
は
常
々
「
博
愛
」
を
口
に
し
た
孫
文
ら
革
命
派
士
人
で
あ

ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
い
っ
た
ん
故
郷
の
古
書
蒐
集
を
中
断
し
た
も
の
の
、

再
び
始
め
た
の
は
、
故
郷
の
風
俗
の
変
化
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
為
で
、

時
期
的
に
は
辛
亥
革
命
の
直
前
に
あ
た
っ
て
い
る
。
魯
迅
は
、
革
命
の
直

＠
 

後
、
同
じ
浙
江
省
出
身
の
祭
元
培
と
の
関
係
で
教
育
部
入
り
し
、
そ
の
公

務
の
間
も
、
蒐
集
は
続
け
ら
れ
、
こ
こ
に
故
書
八
種
が
あ
つ
ま
っ
た
。

お

く

け

い

ぎ

ょ

う

「
も
っ
て
邦
人
に
遺
り
、
其
の
景
行
（
あ
お
ぎ
手
本
と
す
る
用
）
に
供
し
、

故
を
忘
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶
幾
う
」
と
い
い
、
最
後
に
「
太
歳
関
逢
摂
提

格
、
九
月
既
望
、
会
稽
□
口
□
記
」
と
し
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
序
文
の
内
容
か
ら
も
、
魯
迅
の
意
識
が
、
哀
世
凱
政
権
の

否
認
や
清
末
革
命
派
の
意
識
の
継
承
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
、
革
命
派
と
切
れ
て
哀
世
凱
政
権
に
仕
え
な
が
ら
、
そ
れ
が

国
学
や
伝
統
の
保
存
、
護
持
な
ら
ば
よ
し
と
す
る
、
章
柄
麟
の
立
場
の
明

7
 

41
確
な
継
承
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
魯
迅
は
な
ぜ
、
こ
の
「
会
稽
郡
故
書
雑
集
序
」
を
弟
周
作
人

の
名
前
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
弟
に
伝
統
学
術
の
詭
持
者
と
い
う
名
巻
を

譲
っ
た
と
い
う
の
が
、
関
係
者
の
証
言
で
は
あ
る
が
、
魯
迅
自
身
の
口
か

ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た

師
の
章
柄
麟
的
な
立
場
を
、
魯
迅
が
心
か
ら
納
得
し
て
受
け
い
れ
た
の
で

は
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

一
九
一
七
年
か
ら
雑
誌
『
新
青
年
』
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
文
学
革
命
に

お
い
て
魯
迅
は
伝
統
儒
教
を
「
吃
人
礼
教
」
と
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。

彼
の
民
国
初
期
の
役
人
時
代
が
、
哀
世
凱
の
儒
教
復
活
の
露
払
い
と
も
い

え
る
孔
子
祭
の
祭
司
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
儒
教
の

伝
統
を
率
直
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
迷
い
や
疑
い
の
な
か
に
あ
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
太
歳
紀
年
法
を
用
い
な
が
ら
、
自
己
の
名
前
で

な
く
、
弟
周
作
人
の
名
前
と
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
と
す
れ
ば
、

太
歳
紀
年
法
の
採
用
は
、
魯
迅
の
苦
渋
に
み
ち
た
選
択
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

〔注〕

①
国
名
を
年
号
と
し
て
紀
年
す
る
方
法
は
、
太
平
天
国
の
と
き
に
既
に

例
が
あ
り
、
孫
文
も
そ
れ
を
意
図
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

②
年
号
は
、
こ
の
民
国
成
立
以
後
も
、
出
現
し
た
。
哀
世
凱
の
「
洪
憲
」

と
、
満
州
帝
国
の
「
大
同
」
と
「
康
徳
」
で
あ
る
が
、
と
も
に
歴
史
の

反
動
、
傍
流
と
み
ら
れ
て
い
る
。

③
例
え
ば
、
中
華
仏
教
会
の
機
関
誌
『
仏
学
叢
報
』
で
は
、
民
国
紀
年

(27) 
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と
「
釈
迦
牟
尼
仏
応
世

x
x
年
」
と
が
並
記
さ
れ
て
い
た
し
、
孔
教
会

の
機
関
誌
『
孔
教
会
雑
誌
』
に
も
民
国
紀
年
と
「
孔
子
（
生
後
）

x
x

年
」
と
が
並
記
さ
れ
て
い
た
。

④
十
干
十
二
支
の
異
名
は
、
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
利
用
さ
れ
た
も
の
。

詳
し
く
は
『
史
記
』
暦
書
、
『
爾
雅
』
釈
天
を
参
照
。

⑤
天
を
十
二
分
し
（
こ
れ
を
十
二
次
と
い
い
十
二
支
を
あ
て
る
）
、
そ

の
年
の
歳
星
の
位
置
で
年
次
を
表
示
す
る
方
法
を
「
歳
星
紀
年
法
」
と

い
い
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
初
出
す
る
。
の
ち
歳
星
の
進
行
と
逆
ま
わ

り
す
る
影
（
こ
れ
を
「
歳
陰
」
又
は
「
太
歳
」
と
呼
ん
だ
）
を
設
定
し
、

そ
れ
に
よ
る
年
次
表
記
法
す
な
わ
ち
太
歳
紀
年
法
に
代
え
ら
れ
た
の
は
、

歳
星
が
十
二
次
（
十
二
支
）
を
逆
回
り
す
る
為
で
あ
る
。

⑥
林
田
慎
之
助
著
『
魯
迅
の
な
か
の
古
典
』
、
一
九
八
一
、
創
文
社
、

三
七
頁
。

⑦
中
野
美
代
子
著
「
乱
世
の
な
か
の
古
典

I
林
田
慎
之
助
『
魯
迅
の

な
か
の
古
典
』
を
読
む
ー
」
、
一
九
八
一
、
『
創
文
』
第
ニ
―

0
号°

⑧
こ
の
継
過
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。
が
、
こ
こ
で
は
、

一
九
―
一
年
十
月
十
日
の
武
昌
起
義
の
お
り
の
湖
北
軍
政
府
の
公
布
は
、

黄
帝
紀
年
と
旧
暦
の
日
付
け
で
あ
っ
た
が
、
同
年
末
の
孫
文
の
帰
国
前

後
に
陽
暦
と
民
国
紀
年
法
の
採
用
が
決
定
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

⑨
康
有
為
お
よ
び
孔
教
会
と
哀
世
凱
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
著
『
後
期

康
有
為
論
』
第
三
章
参
照
。
魯
迅
と
孔
子
祭
に
つ
い
て
は
『
魯
迅
日
記
』

及
び
竹
内
実
著
「
魯
迅
と
孔
子
様
」
、
九
八
一
、
『
世
界
』
一
月
号

参
照
。

⑩
周
作
人
著
『
瓜
豆
集
』
所
収
「
関
於
魯
迅
」
、

社
、
ニ
ニ
ニ
頁
。

⑪
許
寿
裳
著
『
我
所
認
識
的
魯
迅
』
所
収
「
関
子
弟
兄
」
、

人
民
文
学
出
版
社
、
五
ニ
ー
三
頁
。

⑫
福
建
師
範
大
学
中
文
系
編
『
輯
録
古
籍
序
跛
集
訳
注
』
、

福
建
人
民
出
版
社
、
ニ
ニ
ー
三
四
頁
。

⑬
章
柄
麟
の
「
祭
沈
盛
文
」
は
、
そ
の
題
と
文
章
冒
頭
の
紀
年
が
発
表

誌
“
刊
本
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

A
「
祭
沈
證
文
」
黄
帝
四
六
―
四
年
『
沈
證
』
(
-
九
0
三
、
単
行
本
）

B
「
祭
沈
萬
希
文
」
黄
帝
四
三
九
四
年
『
浙
江
潮
』
(
-
九

0
三
、
第

九
期
）

C
「
上
悔
公
祭
沈
愚
渓
国
士
文
」
年
次
表
記
ナ
シ
『
国
民
日
日
報
彙
編
』

（
一
九

0
四
、
第
四
集
）

D

「
沈
薔
哀
辞
」
歳
在
昭
陽
単
関
『
太
炎
文
録
』
(
-
九
一
五
、
単

行
本
第
二
巻
）

A
と
B
の
黄
帝
紀
年
の
表
記
の
違
い
は
、
基
礎
と
す
る
論
拠
の
相
異
に

よ
る
が
こ
こ
で
は
詳
説
し
な
い
。

⑭
湯
志
釣
編
『
章
太
炎
政
論
選
集
』
、
一
九
七
七
、
中
華
書
局
、
二
四

五
ー
七
頁
。

⑮
銭
謙
益
に
関
し
て
は
、
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
十
六
巻
に
「
銭
謙

益
と
東
林
」
「
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
」
「
銭
謙
益
と
清
朝
『
経
学
』
」

の
先
駆
的
論
考
が
あ
る
°
銭
謙
益
の
太
歳
紀
年
法
の
用
例
は
例
え
ば

九
七
八
、

九
三
七
、
宇
宙
風

一
九
八

O
、

(28) 
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『
大
佛
頂
首
拐
厳
経
疏
解
蒙
紗
』
の
目
録
末
に
「
上
章
困
敦
歳
三
月
三

日
、
敬
他
老
人
謙
益
、
焚
香
再
拝
、
重
記
歳
月
」
と
あ
る
。
上
章
は
庚
‘

困
敦
は
子
の
異
名
。
西
暦
一
六
六

0
年
の
こ
と
で
あ
る
。

⑮
章
柄
麟
が
、
『
拐
厳
経
』
を
引
用
し
て
い
る
例
と
し
て
は
一
八
九
九

年
『
清
議
報
』
第
三
十
冊
に
発
表
し
た
「
儒
術
真
論
付
録
菌
説
」
が
あ

る
。
但
し
、
そ
れ
が
銭
謙
益
の
『
解
蒙
紗
』
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
ま
で

は
わ
か
ら
な
い
。

⑱
章
柄
麟
「
駁
康
有
為
論
革
命
書
」
（
一
九

0
三
年
）
注
⑭
、
二

O
六

頁。

⑲
章
柄
麟
『
娼
書
』
に
は
、

H
一
九

0
0年
初
刻
本
・
ロ
―
九

0
四
年

重
訂
本
・
同
一
九
一
五
年
「
検
論
」
と
改
名
し
た
も
の
の
三
本
あ
る
が
、

揃
っ
て
『
章
太
炎
全
集
』
第
三
巻
、
一
九
八
四
、
上
海
人
民
出
版
社
に

収
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、

H
1
0
一
頁
、
口
三
三
六
頁
、
同
五
八
五

頁
参
照
。

⑳
『
太
炎
文
録
』
の
「
駁
康
有
為
論
革
命
書
」
題
下
に
「
是
首
本
編
入

別
録
°
今
姑
林
右
文
社
印
本
」
と
あ
る
。
こ
の
当
時
の
章
柄
麟
評
価
は

湯
志
釣
編
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』
、
一
九
七
九
、
中
華
書
局
、
五
一
〇

頁
参
照
。

⑪
章
柄
麟
は
民
国
元
年
十
二
月
、
「
東
三
省
孵
辺
使
」
に
任
じ
た
が
、

翌
年
三
月
の
宋
教
仁
暗
殺
事
件
後
、
辞
職
し
た
。

⑫
『
魯
迅
日
記
』
、
民
国
三
年
八
月
二
十
二
日
の
条
に
「
至
銭
糧
胡
同
、

謁
章
師
」
と
あ
る
。
こ
の
銭
糧
胡
同
が
章
柄
麟
の
軟
禁
さ
れ
て
い
た
場

所
で
あ
っ
た
。
『
魯
迅
全
集
』
第
十
四
巻
、
一
九
八
一
、
人
民
文
学
出

版
社
‘
―
二
四
頁
参
照
。

⑬
張
樹
著
『
二
酉
堂
叢
書
』
の
こ
と
（
未
見
）
。

⑭
⑫
、
三
四
頁
。
ま
た
⑫
『
魯
迅
全
集
』
第
十
巻
、
三
二
頁
。

⑮
魯
迅
の
教
育
部
時
代
に
つ
い
て
は
、
孫
英
著
『
魯
迅
在
教
育
部
』
、

一
九
七
九
、
天
津
人
民
出
版
社
、
お
よ
び
竹
内
実
著
『
周
樹
人
の
役
人

生
活
』
、
一
九
八
五
、
同
朋
舎
参
照
。
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