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は
じ
め
に

一
世
南
の
経
歴
と
人
物

三
世
南
の
書

四

お

わ

り

に 虞

ー

そ

の

世

虞

世

南

書

と

人

1

六
朝
時
代
に
郷
術
・
文
學
・
宗
敦
な
ど
文
化
面
に
開
か
れ
た
人

々
の
目
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
書
に
も
向
け
ら
れ
、
王
氏
一
族
を

は
じ
め
後
世
に
名
を
残
す
偉
大
な
書
家
を
輩
出
さ
せ
、
書
の
黄
金

期
を
迎
え
た
。
南
北
を
統
一
し
た
隋
は
短
命
の
王
朝
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
書
は
前
代
を
受
け
て
盛
ん
で
あ
り
、
瓢
智
永
・
丁
運
護

．
趙
孝
逸
・
房
彦
寵
ら
を
生
み
出
し
た
。
そ
し
て
唐
に
至
り
、
書

は
六
朝
の
余
波
を
受
け
て
極
盛
に
達
し
た
。
蓋
し
、
著
名
人
の
多

さ
と
い
う
貼
で
、
唐
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
も
ま
し
て
最
た
る
も
の

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
こ
の
時
代
は
太
宗
・

玄
宗
・
粛
宗
を
は
じ
め
と
し
、
能
害
家
の
天
子
が
多
く
位
に
立
っ

南

た
と
い
う
事
賀
が
あ
げ
ら
れ
る
。
更
に
『
書
道
簡
史
』
を
著
わ
し
た

説
嘉
は
、
そ
の
中
で
考
試
に
お
い
て
害
法
を
重
説
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
第
十
章
、
唐
朝
的
書
學
）
。
つ
ま
り
、
科
拳
制

度
の
中
に
明
書
科
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
事
が
著
名

人
を
輩
出
さ
せ
た
大
き
な
原
因
、
な
か
ん
ず
く
後
者
が
よ
り
大
き

な
原
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
方

で
大
き
な
鋏
貼
を
も
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
唐
の

士
大
夫
の
字
は
お
お
む
ね
科
皐
の
習
氣
が
あ
る
（
『
紹
書
譜
』
買
）
、

崖
人
の
筆
に
は
晋
魏
の
瓢
逸
の
氣
が
無
い
（
同
上
）
、
法
度
に
拘
束

さ
れ
て
逸
氣
が
無
い
（
『
山
谷
題
跛
』
券
五
、
跛
東
披
帖
後
）
と
、
後

世
非
鄭
さ
れ
る
が
如
き
鋏
貼
で
あ
る
。

事
賓
、
考
試
で
重
説
さ
れ
た
の
は
、
規
に
應
じ
矩
に
入
る
、
或

は
整
整
齊
齊
、
規
規
矩
矩
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
厳
格
な
法
則
に
適

っ
た
楷
書
骰
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
唐
も
開
元
・
天
賓
の
時
代
に

な
る
と
、
余
り
法
度
に
拘
束
さ
れ
す
ぎ
た
書
に
不
満
を
い
だ
く
人

々
が
登
場
し
、
新
し
、
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

塘

耕 四

次



虞

世

南

つ
ま
り
、
張
旭
・
賀
知
章
・
懐
素
ら
が
出
て
、
唐
の
書
壇
に
新
風

を
送
り
こ
む
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

小
論
に
お
い
て
、
虜
世
南
を
と
り
上
げ
る
の
は
彼
が
唐
の
書
壇

を
代
表
す
る
楷
書
の
大
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
方
で
そ
の
書
が

狂
草
の
創
始
者
と
い
わ
れ
、
数
々
の
逸
話
を
持
つ
張
旭
に
も
影
薯

を
典
え
た
人
物
と
し
て
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
か
ら
で
あ
る
。

由
来
、
書
は
人
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
顔
顛
卿
の
剛

直
な
性
格
は
そ
の
書
の
上
に
充
分
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
そ
こ

で
小
論
に
お
い
て
も
、
世
南
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
、
ま
ず
彼

の
経
膝
に
鯛
れ
て
み
た
い
。
次
に
経
腿
か
ら
彼
の
性
格
を
探
り
、

そ
の
性
格
と
書
の
闘
係
に
鯛
れ
、
更
に
彼
の
衷
は
法
度
に
拘
束
さ

れ
た
と
さ
れ
る
唐
代
の
書
の
中
で
も
、
狂
草
の
派
へ
影
孵
を
典
え

た
貼
で
一
異
彩
を
は
な
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
順
序
で
述
べ
て
い

き
た
い
。

結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
世
南
の
経
歴
か
ら
筆
者
は
彼
の
性

格
の
際
立
っ
た
二
面
性
を
探
り
得
た
。
一
は
氣
骨
で
あ
り
、
一
は

淵
恭
登
弟
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
性
格
を
、
彼
の
書
作
品
と
深

＜
闊
わ
り
あ
う
も
の
と
見
な
し
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
書
の
中
で
も
厳
格
な
法
則
に
適
っ
た
楷
書
骰
を

最
も
得
意
と
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
書
は
悠
揚
と
し
て
せ
ま
ら
ぬ

穏
健
で
柔
ら
か
な
特
色
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
こ
の
特
色
を
、
そ

の
氣
骨
と
淵
恭
握
弟
に
封
比
さ
せ
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
世
南
書
の
持
つ
こ
の
稼
健
で
柔
ら
か
な
特
色
が
恐
ら

く
張
旭
に
刺
戟
を
典
え
、
狂
草
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
中
へ
披
展
解

消
さ
れ
て
い
っ
た
、
こ
の
貼
世
南
は
初
唐
の
書
家
の
中
で
も
異
色

の
存
在
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

世

南

の

差

歴

を

示

す

資

料

は

巻

七

十

二

、

並

び

に

『
新
唐
書
』
巻
一
百
二
の
本
仰
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
こ
れ
ら
を

基
礎
資
料
と
し
、
閲
時
他
書
も
参
考
に
し
な
が
ら
彼
の
緑
歴
、
並

び
に
若
干
の
ニ
ピ
ソ
ー
ド
に
獨
れ
て
い
き
た
い
。

虞
世
南
（
五
五
八
ー
六
三
八
）
は
、
字
は
伯
施
。
越
州
餘
挑
の
人

で
あ
る
。
祖
父
の
桧
は
梁
の
始
興
王
の
諮
議
、
父
の
協
は
陳
の
太

子
中
庶
子
で
あ
り
、
と
も
に
重
名
が
あ
っ
た
。
叔
父
寄
は
陳
の
中

書
侍
郎
で
あ
っ
た
が
、
子
が
無
か
っ
た
の
で
、
世
南
は
出
て
寄
の

家
を
網
い
だ
と
さ
れ
る
。

世
南
は
若
く
し
て
世
基
と
と
も
に
呉
郡
の
顧
野
王
に
學
を
受
け
、

十
余
年
彼
の
門
で
學
ん
だ
。
そ
の
ひ
た
す
ら
學
問
に
打
ち
こ
む
姿

は
「
篤
志
勤
學
」
「
精
思
不
倦
、
或
累
旬
不
盟
櫛
」
と
評
さ
れ
、

か
な
り
の
努
力
勤
勉
家
で
あ
っ
た
。
因
み
に
、
顧
野
王
は
『
玉
篇
』

の
著
者
と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
が
、
七
歳
で
五
経
を
讀
み
、
九

歳
で
能
く
文
を
つ
づ
り
、
十
二
歳
で
『
建
安
地
記
』
二
篇
を
撰
し

た
。
長
ず
る
に
及
び
、
天
文
地
理
・
菩
亀
占
候
・
編
鋲
奇
字
な
ど
、



通
ぜ
ざ
る
所
無
し
巻
三
十
、
本
他
）
と
言
わ
れ
た
博
學
の

大
オ
で
あ
る
。
同
時
に
、
侯
景
の
胤
の
際
、
賊
軍
に
徹
底
し
て
反

抗
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
後
に
世
南
は
、
博
學
、
ま

た
僻
章
賠
博
と
稲
さ
れ
る
、
或
は
後
述
す
る
よ
う
に
烈
烈
た
る
氣

骨
を
示
す
が
、
こ
れ
ら
は
並
び
に
若
い
頃
、
師
と
し
て
仰
い
だ
顧

野
王
の
影
孵
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
書
は
戻
郡
の
沙
門
、
智
永
に
師
事
し
た
。
言
う
ま
で
も

な
く
智
永
は
王
義
之
七
世
の
孫
に
あ
た
る
人
で
、
王
氏
家
偲
の
書

法
を
嘗
時
に
仰
え
て
い
た
。
南
朝
の
人
々
に
と
り
書
聖
義
之
の
名

は
頓
に
高
ま
っ
て
い
た
。
梁
の
虞
訴
『
論
書
表
』
に
載
る
庚
翼
の

(
1
)
 

言
葉
が
こ
れ
を
示
す
が
、
智
永
の
書
を
求
め
る
者
が
門
前
に
群
が

り
、
そ
の
た
め
門
限
を
鐵
で
保
設
し
た
、
と
い
う
記
録
が
そ
れ
を

如
質
雄
耀
に
物
語
っ
て
い
る
。

後
世
、
義
之
の
書
に
通
暁
す
る
ま
で
三
十
年
間
永
欣
寺
の
傍
に

建
て
だ
棲
に
籠
り
通
し
た
。
或
は
張
芝
の
臨
池
に
封
す
る
に
筆
塚

の
故
事
を
以
っ
て
さ
れ
る
智
永
の
も
と
世
南
も
持
ち
前
の
努
力
勤

勉
で
義
之
の
書
の
秘
奥
を
極
め
よ
う
と
懸
命
に
學
ん
だ
こ
と
で
あ

ろ
う
。陳

の
天
嘉
中
（
五
六

0
ー
ー
五
六
五
）
に
は
父
の
蒻
の
死
と
い
う
悲

運
に
遭
遇
し
た
。
父
の
死
は
年
代
か
ら
推
せ
ば
世
南
の
二
歳
か
ら

七
歳
ま
で
の
間
で
あ
る
。
正
史
は
世
南
が
そ
の
死
に
際
し
、
幼
少

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
哀
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
、
殆
ど

虞

世

南

喪
に
た
え
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
、
と
記
録
し
て
い
る

そ
の
悲
膜
の
ほ
ど
と
、
早
熟
で
織
細
な
感
受
性
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
頃
、
叔
父
の
寄
が
陳
賓
應
の
軍
に
陥
る

と
い
う
悲
運
に
も
見
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
、
寄
る
べ
な
い
彼
ら
に

暖
か
い
手
を
さ
し
伸
べ
た
の
は
そ
の
博
學
を
愛
し
た
と
言
わ
れ
る

陳
の
文
帝
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
彼
の
援
助
に
よ
っ
て
、
世
南
は

建
安
王
法
曹
参
軍
、
西
陽
王
の
友
の
地
位
を
歴
任
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
陳
は
内
治
に
意
を
注
い
だ
文
帝
、
名
将
呉
明
徹
を

擁
し
た
宣
帝
と
國
運
隆
盛
で
あ
っ
た
が
、
後
主
が
即
位
す
る
と
徐

陵
・
江
綽
な
ど
文
學
の
大
家
を
生
み
出
す
一
方
、
國
力
は
甚
だ
し

く
衰
退
し
た
。
彼
ら
が
奢
修
遊
宴
を
好
み
、
政
治
を
い
っ
こ
う
に

顧
り
み
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
隋
の
文
帝
は
早
く
か
ら
南
征
の

計
書
を
持
っ
て
い
た
が
、
後
主
が
奢
修
遊
宴
に
耽
る
を
見
、
滅
亡

の
期
至
れ
る
を
察
し
た
。
そ
こ
で
楊
廣
（
煽
帝
）
を
総
指
揮
者
に

任
じ
、
建
康
を
お
と
し
い
れ
陳
を
滅
ぼ
し
、
つ
い
に
こ
こ
に
南
北

の
統
一
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
西
歴
五
八
九
年
。
こ
の
年
、

世
南
は
兄
と
と
も
に
、
隋
の
都
長
安
に
入
っ
た
が
、
二
兄
弟
と
も

に
聾
名
が
あ
り
、
晋
の
文
豪
、
陸
機
、
に
比
擬
さ
れ
た
と
言

わ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
後
世
書
の
名
家
と
さ
れ
る
世
南
も
、

こ
の
時
期
、
書
家
と
し
て
ま
だ
名
を
成
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
或

は
文
章
家
と
し
て
の
名
が
書
家
と
し
て
の
名
を
掩
っ
て
い
た
、
と

＇ ノ‘



虞

世

南

い
う
事
賀
で
あ
る
。
『
新
唐
書
』
に
も
「
文
章
は
あ
で
や
か
に
は

な
や
ぎ
、
僕
射
徐
陵
を
慕
っ
た
」
、
『
蒋
唐
書
』
に
も
「
二
兄
弟
の

は
な

文
章
は
隋
唐
の
際
に
光
彩
を
被
っ
た
」
と
あ
る
。
思
う
に
世
南
自

身
も
若
い
頃
は
慮
よ
り
も
文
章
に
意
を
注
い
で
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
結
果
が
陸
機
・
陸
雲
に
比
擬
さ
れ
る
と
い
う
事
賓
と

な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
隋
に
入
る
と
兄
弟
と
も
に
燭
帝
に
仕
え
た
。
と
こ
ろ
で
、

兄
の
世
基
が
巧
妙
に
立
ち
回
っ
て
寵
愛
さ
れ
「
妻
子
被
服
、
擬
於

王
者
」
（
『
落
唐
書
』
）
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
重
用
さ
れ
る
一
方
、
世
南

は
秘
書
郎
、
起
居
舎
人
の
官
に
留
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
「
船
履
勤

倹
、
不
失
素
業
」
（
『
倍
唐
書
』
）
、
『
朗
貧
約
、
一
不
改
」
（
『
新
唐
書
』
）

と
位
階
、
生
活
と
も
に
低
き
に
甘
ん
じ
て
送
っ
た
。
性
格
の
あ
ま

り
の
「
蛸
正
」
が
燭
帝
に
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
は
却
っ
て
世
南
の
後
の
人
生
の
た
め
に
は
幸
運
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

『
貞
観
政
要
』
に
は
、
世
基
に
闘
す
る
記
録
が
二
、
三
見
え
る

が
そ
れ
ら
は
燭
帝
の
暴
虐
、
衿
誇
を
諫
め
ず
、
隋
を
減
亡
に
尊
い

た
と
い
う
非
雖
の
記
録
で
あ
る
（
求
諫
篇
．
君
臣
饗
戒
篇
）
。
こ
れ
に

封
し
、
世
南
は
任
賢
篇
虜
世
南
の
項
を
は
じ
め
、
直
言
極
諫
の
士

と
し
て
稲
揚
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
、
世
南
の
文
學
的
手
腕
を
示
す
業
績
と
し
て
は
、
秘

書
郎
の
時
に
、
現
存
す
る
最
古
の
『
北
堂
書
紗
』
を
撰
し
た

一七

く
ら
い
で
あ
り
、
他
に
と
り
た
て
て
論
ず
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
。

蓋
し
、
世
南
は
兄
の
官
界
榮
達
を
喜
び
な
が
ら
も
、
一
方
で
欝
々

だ
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
隋
の
命
脈
も
長
く
は
綬
か
な
か
っ
た
。
張
大
な
中
央

集
櫂
を
急
い
だ
隋
は
、
そ
の
初
期
に
す
で
に
各
地
に
豪
族
の
反
抗

運
動
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
燭
帝
が
位
に
郎
き
、
外
征

を
頻
緊
に
行
な
い
、
大
運
河
開
緊
な
ど
の
土
木
事
業
を
起
こ
す
と
、

各
地
に
農
民
暴
動
が
頻
疲
し
、
群
雄
割
腺
の
形
勢
を
見
る
に
至
っ

た
。
そ
の
中
の
一
人
が
山
西
省
太
原
出
身
の
唐
公
李
淵
（
唐
の
高

詑
）
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
隋
に
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
す
る
勢
力
は
、

李
密
・
杜
伏
威
．
蒻
學
・
王
世
充
・
賓
建
徳
な
ど
で
あ
る
。

唐
の
武
徳
元
年
（
六
一
八
）
、
煽
帝
は
江
都
の
離
宮
に
あ
り
、
中

原
の
す
で
に
胤
れ
る
の
を
見
て
北
鱈
の
心
を
失
い
、
日
々
淫
虐
に

耽
っ
て
い
た
。
嘗
時
、
右
屯
衛
将
軍
と
し
て
駕
に
従
っ
て
い
た
宇

文
化
及
は
、
北
鱈
を
望
む
軍
人
ら
の
懇
望
に
よ
り
、
つ
い
に
燭
帝

を
離
宮
に
殺
し
、
自
ら
擁
立
し
た
楊
浩
（
煽
帝
の
弟
俊
の
子
）
を
も

試
し
、
新
し
い
國
を
開
い
て
許
と
読
し
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
も

翌
年
、
柳
城
に
お
い
て
霰
建
態
に
殺
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
中
原

の
混
胤
は
し
ば
ら
く
続
く
が
、
最
終
的
に
勝
利
を
掌
中
に
お
さ
め

た
の
は
、
李
世
民
（
太
宗
）
と
い
う
智
謀
す
ぐ
れ
た
軍
略
家
を
擁

す
る
唐
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
世
南
は
は
じ
め
宇
文
化
及
に
従
っ
て
い
た
。
し
か



し
、
化
及
が
殺
さ
れ
る
と
、
に
捕
え
ら
れ
黄
門
侍
郎
を
授

け
ら
れ
た
。
因
み
に
言
え
ば
、
こ
の
時
、
欧
陽
詢
も
太
常
卿
を
授

け
ら
れ
て
い
る
。
武
偲
四
年
（
六
ニ
―
)
、
世
民
は
建
徳
を
降
し
、

世
南
を
引
き
秦
府
参
軍
と
し
、
つ
い
で
記
室
に
任
じ
、
後
、
世
に

名
高
い
玄
武
門
の
焚
（
六
二
六
）
で
兄
の
建
成
・
元
吉
を
殺
し
、

自
ら
皇
太
子
に
な
る
や
、
太
子
中
舎
人
に
任
じ
た
。
世
民
と
世
南

の
運
命
的
な
出
合
い
は
、
こ
の
よ
う
に
唐
初
の
國
家
混
乱
の
際
に

行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
世
南
に
は
以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
側
わ
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
武
徳
元
年
、
宇
文
化
及
は
燭
帝
を
江
都
の
離
宮

に
殺
し
た
が
、
そ
の
際
、
累
は
世
基
に
も
及
ぼ
う
と
し
た
。
世
南

は
必
死
で
兄
の
助
命
を
咽
願
し
、
自
ら
兄
の
身
代
り
に
な
っ
て
死

ぬ
こ
と
さ
え
願
っ
た
が
、
結
局
納
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
「
骨
立
」
、
つ
ま
り
あ
た
か
も
骨
ば
か

り
で
立
っ
て
い
る
か
の
如
く
に
痔
せ
細
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

崖
は
武
徳
七
年
（
六
二
四
）
ま
で
反
封
勢
力
謳
逐
の
た
め
、
軍

事
面
に
慌
た
だ
し
く
、
文
化
面
を
顧
み
る
暇
は
無
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
年
、
四
梅
が
ほ
ぼ
平
定
さ
れ
る
と
漸
く
文
化
面
に
も
意

を
用
い
は
じ
め
た
。
特
に
高
訳
の
誤
り
を
受
け
（
六
二
六
）
て
即

位
し
た
世
民
す
な
わ
ち
太
宗
は
、
文
敦
に
意
を
注
い
だ
。
宮
中
の

弘
文
哨
に
四
部
の
草
書
二
十
余
萬
巻
を
集
め
、
虞
世
南
・
猪
亮
・

挑
思
廉
・
欧
陽
詢
ら
に
校
勘
の
任
務
を
命
ず
る
と
と
も
に
、
彼
ら

虞

世

南

を
順
番
に
宿
直
せ
し
め
、
夜
の
ふ
け
る
ま
で
古
今
の
政
治
、
或
は

人
物
に
つ
い
て
語
り
あ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
（
『
唐
會
要
』
巻

六
十
四
、
宏
文
館
）
。
太
宗
の
文
敦
に
か
け
る
並
み
並
み
な
ら
ぬ
情

熱
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
問
題
の
書
の
面
を
瞥
観
す
る
と
［

貞
観
元
年
（
六
二
七
）
、
太
宗
郎
位
の
年
、
彼
は
虞
世
南
と
欧
陽

詢
に
命
じ
、
文
武
官
の
五
品
以
上
の
子
弟
で
、
弘
文
館
に
出
入
を

許
可
さ
れ
た
者
に
封
し
、
楷
法
を
敦
示
せ
し
め
た
（
『
唐
六
典
』
巻

七
、
『
唐
會
要
』
巻
六
十
四
）
。

元
来
、
太
宗
は
書
に
封
し
て
も
並
み
並
み
な
ら
ぬ
興
味
を
持
っ

て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
子
が
郎
位
以
前
、
書
に
興
味

を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
信
頼
す
べ
き
記
録
は
無
い
が
、
『
龍
城
録
』

（
柳
宗
元
捩
）
と
題
す
る
書
物
は
、
以
下
の
よ
う
に
面
白
い
話
を

侮
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
宗
は
幼
時
渭
南
の
人
、
王
宏
と
共
に

學
び
、
王
宏
に
八
髄
の
書
を
敦
授
さ
れ
た
。
す
で
に
帝
位
に
郎
い

た
後
、
宏
を
訪
ね
た
が
、
郷
人
は
彼
が
隠
去
し
た
こ
と
を
側
え
た
。

王
宏
と
い
う
人
物
は
子
陵
（
後
漠
の
隠
士
厳
光
、
字
は
子
陵
？
）
の
仲

間
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
怪
異
靡
が
多
く
、

右
の
逸
話
も
信
憑
性
に
乏
し
い
が
、
少
な
く
と
も
太
宗
が
幼
時
よ

り
書
學
に
興
味
を
示
し
、
書
に
並
み
並
み
な
ら
ぬ
情
熱
を
か
け
て

い
た
と
い
う
事
責
の
上
に
成
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

彼
が
書
家
の
中
で
も
特
に
好
ん
だ
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
王

八



虞

世

南

義
之
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
酷
愛
と
言
っ
て
い
い
程
の
も

の
で
あ
っ
た
。
『
晋
書
』
王
義
之
側
の
賛
で
「
心
慕
い
、
手
追
う

は
此
の
人
の
み
、
其
の
余
の
甑
甑
た
る
の
類
、
何
ぞ
論
ず
る
に
足

ら
ん
哉
」
と
紹
賛
し
、
蘭
亭
序
を
自
分
の
墓
陵
に
と
も
に
埋
め
さ

せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
宜
に
そ
れ
が
脱
然
と
表
わ
れ
て
い
る
。

が
、
太
宗
が
義
之
の
書
を
好
ん
だ
と
い
う
事
質
は
世
南
に
と
っ
て
、

事
は
鱈
に
有
利
に
展
開
し
た
。
と
言
う
の
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

世
南
は
智
永
に
王
義
之
流
の
書
を
學
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
隋
は
北
か
ら
起
こ
っ
て
南
北
を
統
一
し
た
王
朝

で
あ
り
、
そ
の
怠
ぶ
と
こ
ろ
の
書
も
、
中
原
を
支
配
し
て
い
た
淡

王
朝
の
隷
雷
で
あ
っ
た
。
南
覇
の
偲
統
で
あ
る
王
義
之
流
の
華
麓

妍
媚
の
書
風
は
、
こ
れ
を
取
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

隋
に
か
わ
っ
た
唐
に
な
る
と
、
太
宗
は
義
之
を
好
み
そ
の
書
を
酷

愛
し
た
の
で
あ
っ
た
。
智
永
に
書
を
學
び
、
遠
く
右
軍
を
祖
逮
し

て
い
た
世
南
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
こ
と
で
あ
っ

た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
無
論
、
太
宗
に
と
っ
て
も
義
之
の
壼

風
を
側
え
る
世
南
は
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
『
宣
和
書

譜
』
（
器
一
、
太
宗
他
）
に
見
え
る
が
如
く
、
書
に
お
い
て
太
宗
は

世
南
に
師
事
し
た
。

貞
観
―
―
一
年
（
六
二
九
）
に
は
、
太
宗
は
文
敦
興
隆
を
め
ざ
し
て

長
安
に
再
建
し
た
孔
子
廟
に
碑
を
建
て
、
世
南
に
命
じ
て
楷
書
腔

で
碑
文
を
書
か
し
め
た
。
こ
れ
が
有
名
な
孔
子
廟
堂
碑
で
あ
る
。

一九

世
南
が
こ
の
碑
の
拓
本
を
進
呈
す
る
や
、
太
宗
は
甚
だ
喜
び
、
王

義
之
が
侃
び
て
い
た
「
右
将
軍
會
稽
内
史
」
の
黄
金
印
を
世
南
に

賜
わ
っ
た
と
わ
い
れ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
出
来
榮
え
も
素
睛
し
か
っ

こ。f
 ま

た
確
と
し
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
頃
の
こ

ほ
ほ
え

と
で
あ
ろ
う
か
。
太
宗
と
世
南
に
は
以
下
の
よ
う
な
微
笑
ま
し
い

＝
ピ
ソ
ー
ド
も
仰
わ
っ
て
い
る
。
あ
る
日
、
文
脚
の
エ
み
な
ら
ざ

る
に
悩
ん
だ
太
宗
は
、
た
ま
た
ま
「
歌
」
字
を
書
い
た
際
、
「
文
」

字
の
箇
所
を
空
け
、
世
南
に
付
け
足
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
自
信
満

々
に
、
か
の
直
言
居
士
と
し
て
知
ら
れ
る
魏
徴
に
示
し
た
。
と
こ

ろ
が
徽
は
た
だ
一
言
、
「
散
字
の
文
法
、
鱈
に
逼
る
」
と
言
い
、

そ
の
正
骸
を
見
破
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
上
）
。
常
代
の
英

傑
太
宗
が
曳
脚
に
ほ
と
ほ
と
悩
み
抜
い
て
い
る
姿
、
世
南
が
見
る

に
見
か
ね
て
助
力
し
て
い
る
様
子
、
澁
面
を
作
っ
て
傍
ら
に
立
つ

魏
徽
の
あ
り
さ
ま
、
三
者
三
様
の
性
格
の
断
面
を
示
す
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
何
と
も
微
笑
ま
し
い
一
幅
の
綺
で
は
な
か
ろ
う
か
。

貞
観
十
年
（
六
三
六
）
、
世
南
は
太
宗
の
皇
女
、
汝
南
公
主
の
た

め
に
墓
誌
銘
を
書
い
た
。
こ
の
稿
本
は
現
在
に
偲
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
太
宗
は
書
を
好
み
、
書
家
世
南
は
彼
の
庇
設
の

も
と
に
そ
の
天
分
を
充
分
に
開
花
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
太
宗
が
書
家
と
し
て
の
世
南
の
み
を
評
債
し
た
か
と

言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
正
史
に
よ
れ
ば
、
太
宗



は
つ
ね
に
「
徳
行
・
忠
直
・
博
學
・
文
詞
・
と
、
世
南
の

五
紐
を
稲
し
た
と
縛
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
下
三
つ
が
書
を

は
じ
め
と
す
る
文
學
・
幽
術
面
の
才
能
を
言
う
と
す
れ
ば
、
上
二

つ
は
政
治
的
な
才
能
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
太
宗
は
、
臣
下
と

し
て
常
に
應
行
・
忠
直
の
態
度
を
保
ち
絞
け
た
政
治
家
と
し
て
の

世
南
を
、
書
家
と
し
て
と
同
じ
く
高
く
評
債
し
だ
の
で
あ
る
。
蓋

し
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
雨
者
の
運
命
的
な
避
追
以
来
、
世
南
は

衰
老
を
理
由
に
し
ば
し
ば
致
仕
を
願
い
出
た
に
も
拘
ら
ず
、
逆
に

目
ざ
ま
し
い
出
世
ぶ
り
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
著
作
郎
か
ら
秘
書

少
監
へ
、
さ
ら
に
秘
魯
監
へ
、
そ
し
て
永
興
縣
子
を
賜
わ
り
、
つ

い
で
永
興
縣
公
へ
昇
進
す
る
と
い
う
出
世
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
世
南
は
太
宗
の
恐
眼
に
よ
っ
て
官
を
累
遷
し
な
が
ら

も
、
あ
く
ま
で
卑
屈
な
態
度
に
陥
る
こ
と
は
な
か
っ
だ
。
燭
帝
に

「
蛸
正
」
と
煉
わ
れ
た
性
格
は
太
宗
の
前
で
も
遺
憾
な
く
蒻
揮
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
貞
観
八
年
（
六
三
四
）
、
瀧
右
の
山
が
崩
れ
、
大
蛇
が
現

わ
れ
、
山
東
及
び
江
・
淮
を
大
水
が
襲
い
、
引
き
絞
き
天
に
惹
星

が
百
余
日
も
現
わ
れ
て
消
え
な
い
と
い
う
不
眸
事
が
起
こ
っ
た
。

太
宗
は
憂
慮
し
た
。
世
南
は
こ
の
時
、
徳
を
修
め
る
こ
と
の
必
要

性
を
強
調
し
、
太
宗
に
居
ず
ま
い
を
正
さ
せ
た
。
翌
年
高
祖
が
崩

じ
た
。
彼
は
「
園
陵
の
制
度
、
務
め
て
倹
約
に
従
え
」
（
『
航
店
書
』

高
祖
本
紀
）
と
い
う
逍
詔
を
残
し
た
。
太
宗
は
こ
れ
に
従
わ
ず
陵

虞

世

南

墓
を
隆
厚
に
し
よ
う
と
人
民
を
督
促
し
た
が
世
南
は
毅
然
と
し
て

そ
の
不
合
理
を
諒
き
、
一
歩
も
し
り
ぞ
か
な
か
っ
た
。
結
局
、
太

(
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宗
は
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

更
に
、
世
南
は
太
宗
の
個
人
的
性
癖
に
か
か
わ
る
こ
と
に
ま
で

躊
躇
な
く
立
ち
入
っ
て
諫
言
し
た
。
つ
ま
り
、
太
宗
が
敗
獄
を
好

み
、
し
ば
し
ば
出
か
け
る
の
を
、
危
瞼
な
こ
と
で
あ
り
、
天
子
に

あ
る
ま
じ
き
軽
々
の
行
為
と
語
氣
鋭
く
諫
め
た
こ
と
、
並
び
に
太

宗
が
宮
盟
詩
を
作
り
、
世
南
に
廣
和
せ
し
め
よ
う
と
し
た
時
、
こ

れ
を
「
憫
、
雅
正
に
非
ず
」
（
『
新
唐
書
』
）
と
き
め
つ
け
た
こ
と
な

ど
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
人
は
そ
の
個
人
的
性
癖
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
忠
告

さ
れ
る
と
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

況
ん
や
天
子
の
場
合
は
な
お
更
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
帝
國

の
陥
礎
を
不
動
の
も
の
に
し
よ
う
と
意
氣
ご
む
太
宗
に
と
っ
て
、

世
南
の
厳
し
い
諫
言
も
期
待
通
り
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

世
南
の
「
蛸
正
」
と
嫌
わ
れ
た
性
質
も
太
宗
に
は
徹
迎
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

世
南
に
死
が
訪
ず
れ
た
の
は
、
彼
八
十
一
歳
の
年
、
貞
観
十
二

年
（
六
三
八
）
の
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
半
生
が
波
蝋

に
富
み
、
か
つ
不
遇
で
あ
っ
た
の
に
較
べ
、
榮
光
に
つ
つ
ま
れ
た

静
か
な
死
で
あ
っ
た
。
死
後
、
東
園
の
秘
器
を
賜
わ
り
、
昭
陵
に

む
く
り
な

陪
葬
さ
れ
、
義
部
尚
書
を
附
ら
れ
、
文
楚
と
論
さ
れ
た
。

四
〇



虞

世

南

太
宗
は
世
南
の
死
に
際
し
、
慟
哭
し
た
と
い
わ
れ
る

話
』
）
。
正
史
は
ま
た
、
太
宗
が
悲
嘆
に
く
れ
る
と
同
時
に
回
想
に

耽
り
、
「
常
代
の
名
臣
、
人
倫
の
準
的
」
と
稲
賛
し
た
こ
と
、
並

び
に
世
南
と
自
分
の
闘
係
を
鍾
子
期
と
伯
牙
に
ま
で
喩
え
た
こ
と

を
仰
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
初
唐
の
書
家
と
し
て
世
南
と
並
都
さ

れ
る
欧
陽
詢
の
本
偲
が
そ
の
死
に
際
し
、
何
ら
特
別
の
記
録
を
と

ど
め
ぬ
の
と
好
野
稲
で
あ
る
。

し
か
し
、
太
宗
に
と
っ
て
書
の
師
と
し
て
の
世
南
を
失
っ
た
こ

と
は
、
と
り
わ
け
深
い
悲
し
み
の
ま
と
で
あ
っ
た
。
太
宗
が
世
南

の
死
後
、
共
に
書
を
談
じ
る
者
が
い
な
い
と
喫
い
た
話
は
『
屈
詞

叙
書
録
』
、
或
は
『
宣
和
書
譜
』
巻
三
、
猪
遂
良
偲
な
ど
に
仰
わ

っ
て
い
る
。
蓋
し
、
太
宗
は
義
之
の
偲
統
的
書
風
を
網
ぐ
者
と
し

て
、
欧
陽
詢
よ
り
も
虞
世
南
を
よ
り
高
く
評
債
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。右

に
世
南
の
緑
歴
を
若
干
の
ニ
ピ
ソ
ー
ド
を
折
り
ま
ぜ
つ
つ
述

べ
て
き
た
。
こ
の
網
歴
が
示
す
が
如
く
、
世
南
は
厨
に
入
っ
て
以

来
、
官
界
に
重
き
を
な
す
と
同
時
に
書
家
と
し
て
の
盛
名
を
膀
ち

得
た
の
で
あ
る
。
書
家
と
し
て
の
世
南
を
考
え
る
際
、
そ
の
天
分

の
十
全
の
開
花
と
い
う
貼
で
、
太
宗
と
の
出
合
い
は
と
り
わ
け
決

定
的
な
影
響
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
世
南
の
性
格
は
如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

四

に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
桧
討
を
加
え
整
理
し
て
み
よ

う。
か
つ
て
世
南
は
、
隋
の
燭
帝
に
仕
え
た
時
、
そ
の
「
蛸
正
」
を

嫌
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
再
三
述
べ
た
。
「
蛸
」
は
「
陪
」
と
も

書
き
『
論
文
』
の
段
注
に
よ
れ
ば
「
凡
そ
斗
直
な
る
者
を
阻
と
曰

う
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
山
の
姿
の
け
わ
し
く
、
ま
っ
す
ぐ
に
切
り

立
つ
さ
ま
を
言
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
正
論
を
臆
し
て
後
へ
ひ

か
な
い
厳
し
さ
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

彼
の
性
格
の
厳
し
さ
は
「
志
性
抗
烈
」
（
『
新
唐
書
』
）
と
い
っ
た

張
い
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
正
史
は
ま
た
彼
の
の
さ
ま

を
評
し
て
、

其
有
犯
無
悶
、
多
此
類
也

と
言
い
、
太
宗
も
世
南
の
死
に
際
し
、

吾
有
小
失
、
必
犯
頻
而
諫
之

と
述
べ
た
と
侮
え
て
い
る
。

（
同
上
）

或
は
「
犯
頻
」
は
、
言
う
ま

(
3
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で
も
な
く
『
論
語
』
の
孔
子
の
言
葉
に
本
づ
く
。
つ
ま
り
、

臣
下
た
る
も
の
君
に
野
す
れ
ば
正
論
を
臆
し
て
毅
然
た
る
態
度
を

有
ち
、
阿
諌
追
従
、
面
従
後
言
の
姑
息
な
態
度
で
あ
っ
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
犯
」
「
犯
頻
」
と
は
、
君
に
封
す
る
最
も

弾
硬
な
諫
言
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
評
に
よ
っ
て
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
世
南
の
姿
は
、

あ
た
か
も
儒
行
篇
に
理
想
的
姿
と
し
て
描
寓
さ
れ
る
儒



者
の
態
度
の
如
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
背
骨
に
一

本
ま
っ
す
ぐ
に
通
っ
た
烈
烈
た
る
氣
骨
で
あ
る
。

世
南
の
性
格
の
一
特
徴
は
こ
の
烈
烈
た
る
氣
骨
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
氣
骨
が
燭
帝
に
「
蛸
正
」
と
媛
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
逆
に
度
量
の
廣
い
太
宗
に
は
「
太
宗
以
是
益
親
麓
」
（
『
菩

唐
書
』
）
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
っ
た
。

な
お
『
新
唐
書
』
本
他
の
賛
に
は
「
世
南
便
鰐
一
と
見
え
る
。

か
た
＜

鰊
と
は
、
魚
の
骨
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
性
格
の
頑
な
さ
、
固
さ

を
言
う
。
詞
は
国
が
本
字
で
あ
り
、
遠
慮
な
く
ず
け
ず
け
言
う
意

味
で
あ
る
。
「
鯉
誇
」
も
世
南
の
人
一
倍
張
い
氣
骨
を
言
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
世
南
に
は
こ
う
い
う
、
い
わ
ば
理
想
に
殉
ず
る
よ

う
な
強
い
氣
骨
が
窺
え
る
反
面
、
ま
た
人
間
味
あ
ふ
れ
た
優
し
い

一
面
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
逃
し
た
よ
う
に
、
正
史
に
は

宇
文
化
及
が
世
南
の
兄
、
世
基
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、
世
南
は
身

代
り
に
死
ぬ
こ
と
を
咽
願
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
納
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
、
哀
毀
骨
立
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
や
せ
細
っ
た
、
と
あ

る
。
『
貞
観
政
要
』
に
は
同
様
の
事
件
を
記
録
す
る
が
（
巻
五
、

孝
友
）
、
オ
直
の
注
に
は
「
愚
按
…
…
蓋
其
淵
恭
登
弟
、
出
於
天

性
云
」
と
い
う
。
オ
直
は
世
南
の
天
性
を
「
淵
恭
登
弟
」
と
評
債

し
た
の
で
あ
る
。

「
登
弟
」
と
は
「
凱
弟
」
、
或
は
「
憶
悌
」

虞

世

南

と
も
書
き
、

典
故

(
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は
多
く
『
詩
翌
』
に
本
づ
く
。
大
雅
、
旱
麓
の
一
句
、

登
弟
君
子
、
干
緑
登
弟

の
繹
文
に
「
握
は
業
な
り
、
弟
は
易
な
り
」
と
あ
るf—
ー
つ
ま
り

業
し
み
や
わ
ら
い
だ
さ
ま
と
言
う
が
、
厳
編
の
諒
に
「
堂
弟
者
、

徳
盛
仁
熟
、
和
順
光
積
之
謂
」
と
い
う
［
す
な
わ
ち
人
間
が
本

来
備
え
て
い
る
優
し
さ
が
充
分
に
伸
長
疲
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

才
直
の
場
合
に
は
こ
れ
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

事
質
、
世
南
に
は
先
に
載
察
し
た
如
き
正
論
を
睦
し
て
退
か
ぬ

強
さ
、
厳
し
さ
が
あ
る
反
面
、
湿
恭
登
弟
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
人
間
的
な
、
豊
か
な
感
性
に
恵
ま
れ
た
一
面
も
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

例
え
ば
右
の
例
以
外
に
天
嘉
中
に
父
を
失
っ
た
際
、
「
世
南
尚

幼
、
哀
毀
殆
不
膀
喪
」
（
『
祖
唐
書
ー
）
と
言
わ
れ
た
の
も
そ
の
感
じ

や
す
い
魂
、
す
な
わ
ち
翌
か
な
惑
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
叔
父
の
寄
が
賊
軍
の
陳
賓
應
に
捕
え
ら
れ
た
際
も
、
布
衣

疏
食
の
生
活
を
績
け
通
し
、
無
事
生
還
し
た
後
、
漸
く
肉
食
に
か

え
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
並
び
に
流
恭
登
弟
の
性
格
を

如
賀
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
豊
か
な
感
性
は
世
南
の
秀
れ
た
天
性
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
一
方
、
身
臆
の
虚
弱
と
い
う

肉
盟
的
條
件
も
指
摘
で
き
る
。
『
落
唐
書
』
本
他
に
は
世
南
を
評

し
て
「
容
貌
儒
慄
、
若
不
膀
衣
」
と
い
う
が
「
儒
僕
」
と
は
、
極

四



虞

世

南

め
て
柔
弱
の
さ
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
顔
色
憔
悴
と
言
う
に
近
い
、

蒼
白
く
疫
せ
た
容
貌
を
想
諒
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
「
若
不
肪
衣
」

と
は
、
例
え
ば
梁
の
武
帝
の
「
白
紆
陥
」
に
「
織
腰
溺
溺
不
任
衣
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
着
て
い
る
服
に
も
よ
ろ
け
る
ほ
ど
の
疫

せ
細
っ
た
弱
々
し
さ
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
比
較
的
長

壽
の
方
で
あ
っ
た
が
、
腔
力
弧
靱
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
原
因
は

彼
の
唐
に
鐸
し
た
の
が
迎
く
、
生
理
年
齢
が
す
で
に
高
か
っ
た

（
六
十
四
歳
）
せ
い
も
あ
る
が
。
例
え
ば
、
相
似
た
経
歴
を
持
つ

欺
陽
詢
が
「
氣
力
弱
猶
未
愈
」
（
淳
化
閤
帖
）
、
「
吾
氣
力
尚
未
能
平

復
」
（
同
上
）
と
嘆
く
よ
う
に
、
世
南
も
、

世
南
近
臀
痛
、
披
書
不
堤
瞑
線
也
（
築
毅
論
帖
）
、
世
南
衰
翫

何
甚
、
但
有
困
劣
（
積
時
帖
）
、
疲
朽
未
有
東
顧
之
期
、
唯
培

慨
咬
（
疲
朽
帖
）
、
世
南
従
去
月
廿
七
八
牽
、
一
附
日
行
、
左

脚
更
痛
（
左
脚
帖
）

と
、
し
き
り
に
そ
の
身
慨
的
虚
弱
を
咲
く
の
で
あ
る
。

虚
弱
な
肉
腔
は
、
人
間
を
感
性
の
世
界
に
誘
い
、
沈
潜
さ
せ
、

し
ば
し
ば
多
く
の
秀
れ
た
翡
術
作
品
を
生
み
出
す
原
因
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
身
憫
的
虚
弱
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
廣

く
人
間
の
持
つ
肉
盟
的
、
或
は
栢
誹
的
な
弱
さ
や
脆
さ
に
封
す
る

理
解
、
寛
容
の
態
度
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
虚
弱
な
肉

骰
は
、
彼
の
天
性
の
豊
か
な
感
性
を
更
に
一
層
深
め
、
ま
た
他
人

に
封
し
、
優
し
く
温
和
な
態
度
を
と
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

四

よ
う
に
み
れ
ば
、
世
南
の
も
う
―
つ
の
際
立
っ
た
性
格
的
特
徴
は
、

才
直
が
指
摘
し
た
如
く
「
湿
恭
登
弟
」
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
彼
の
性
格
的
特
徽
は
一
は
「
氣
骨
」
、
一
は
「
源
恭

登
弟
」
で
あ
っ
た
。
一
見
、
正
反
鉗
に
見
え
る
性
格
が
彼
の
人
物

の
中
に
は
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
、
或
は
讀
者
に
奇

異
の
感
を
興
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
次
章
に
お
い
て
世

南
の
書
を
考
察
し
つ
つ
、
そ
の
貼
に
も
躙
れ
て
い
く
つ
も
り
で
あ

る。え
て
い
る

世
南
の
作
品
の
現
存
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
し
か
も
信

憑
性
の
お
け
る
も
の
は
孔
子
廟
堂
碑
、
蹟
時
帖
、
汝
南
公
主
墓
誌

銘
な
ど
の
敷
貼
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
作
品
に
そ
っ
た
考
察

と
い
う
貼
で
は
資
料
不
足
を
咽
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
先

人
の
批
評
や
論
及
を
参
考
に
し
つ
つ
述
べ
て
い
こ
う
。

彼
は
何
よ
り
も
ま
ず
楷
書
の
大
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
後
世
の
論
者
の
言
を
も
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
太
宗
が

彼
に
命
じ
て
孔
子
廟
堂
碑
を
書
か
し
め
た
、
或
は
弘
文
館
で
欧
陽

詢
と
と
も
に
楷
法
を
敦
示
せ
し
め
た
、
と
い
う
事
賀
に
明
瞭
で
あ

る。
現
存
す
る
孔
子
廟
堂
碑
は
貞
観
の
原
石
の
お
も
か
げ
を
多
く
偲

(
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れ
る
。
全
骰
を
俯
賑
す
る
時
、
「
虞
世
南
能
整



齊
不
傾
倒
」
（
『
鈍
吟
書
要
』
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
規
矩

を
逸
脱
し
な
い
均
整
美
、
安
定
美
、
荘
厳
美
が
窺
え
る
。
一
字
一

字
に
目
を
と
め
れ
ば
、
暢
逹
な
が
ら
も
鋭
さ
を
示
す
波
慄
、
横
書

縦
書
に
込
め
た
氣
力
の
強
さ
、
肉
を
思
い
切
り
薄
く
し
、
筋
骨
の

み
で
立
つ
孤
高
の
姿
と
い
っ
た
も
の
に
氣
づ
く
で
あ
ろ
う
。

な

か
つ
て
衛
夫
人
は
「
骨
多
く
肉
微
き
者
は
之
れ
を
筋
書
と
謂
う
」

（
『
筆
陣
闊
』
）
と
言
い
、
骨
肉
の
均
整
の
と
れ
た
書
を
推
賞
し
、

筋
書
、
或
は
肉
あ
っ
て
骨
な
き
墨
器
を
し
り
ぞ
け
た
。
こ
の
論
か

ら
す
れ
ば
、
世
南
の
廟
堂
碑
は
筋
書
の
部
類
に
謁
す
る
が
、
し
か

し
な
お
我
々
は
こ
の
書
の
持
つ
荘
厳
美
、
力
張
さ
と
い
っ
た
も
の

に
感
銘
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

事
賀
後
世
の
論
者
の
眼
に
も
、
世
南
の
書
は
お
お
む
ね
骨
力
筆

勢
の
強
い
書
風
と
目
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
世
南
の
書
を
能
＜

緻
い
だ
者
と
し
て
、
族
子
鎮
が
い
た
が
『
書
斯
』
は

風
骨
不
網
（
虞
世
南
他
）

と
論
断
し
て
い
る
。
つ
ま
り
骨
格
の
鋭
さ
か
ら
生
ま
れ
る
氣
品
は

築
に
は
も
は
や
受
け
網
が
れ
ず
、
世
南
獨
得
の
も
の
だ
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
徐
浩
は
欧
陽
詢
と
虞
世
南
の
書
を
鷹
隼
に
、
猪
遂
良
と

な
ぞ
ら

膵
稜
の
書
を
輩
誓
に
比
え
て
批
訃
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は

謄
隼
乏
彩
、
而
翰
飛
戻
天
、
骨
勁
而
氣
猛
也
、
聾
響
備
色
、

而
闊
翔
百
歩
、
肉
咆
而
力
沈
也

虞

世

南

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
世
南
の
書
の
持
つ
骨
勢
雄
強

で
、
飛
び
あ
が
っ
て
天
に
も
い
た
る
ほ
ど
の
厳
し
い
姿
を
指
摘
し

た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
『
書
簗
』
に
も
「
學
永
興
（
世

南
）
冑
、
第
一
要
識
其
筋
骨
勝
肉
」
（
『
葬
概
』
所
牧
）
と
あ
る
。

世
南
の
書
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
特
色
は
何
に
本
づ
く
の
だ

ろ
う
か
。

こ
の
特
色
に
解
決
を
眼
え
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
時
代
性
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
見
解
の
代
表
者
は
康
有
為
で
あ
る
。

彼
は
『
廣
藝
舟
雙
揖
』
の
中
で
、

隋
碑
風
神
疎
朗
、
盟
格
峻
整
（
翁
三
、
取
隋
）

と
隋
碑
を
稲
揚
し
た
が
、
そ
れ
に
闘
連
づ
け
て
、
お
お
む
ね
以
下

の
よ
う
に
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
欧
陽
詢
．
虞
世
南
の
書
の
持
つ
骨

勢
き
び
し
い
姿
は
、
彼
ら
が
唐
に
入
っ
た
の
が
遅
く
、
賞
は
「
六

朝
の
人
」
、
或
は
「
隋
の
人
」
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
（
巻

三
、
備
魏
、
取
隋
、
卑
唐
）
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
そ
の
前
半
生
を
六

朝
、
或
は
隋
の
時
代
に
送
っ
た
結
果
、
書
風
も
そ
の
時
代
の
影
孵

を
受
け
て
強
く
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
間

は
時
代
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
卓
見

で
あ
ろ
う
。

一
に
用
具
面
の
影
等
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
代
の
随

筆
『
五
雑
姐
』
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
を
側
え
る
。

宣
州
の
陳
氏
は
代
々
の
筆
作
り
で
あ
り
、
そ
の
家
に
は
王
義
之

四
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虞

世

南

が
筆
を
求
め
た
手
紙
ま
で
残
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
柳
公
櫂
が
筆

を
求
め
に
来
た
の
で
老
工
は
子
に
告
げ
て
、
王
義
之
が
愛
用
し
た

極
め
て
剛
い
毛
の
筆
（
鼠
鋼
筆
）
を
渡
さ
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
柳

公
櫂
は
こ
の
筆
を
用
う
る
に
堪
え
な
い
も
の
と
し
て
返
し
に
来
た
。

そ
こ
で
、
常
筆
を
渡
し
た
と
こ
ろ
今
度
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
老
工

は
そ
れ
を
見
て
、

余
謂
柳
書
典
王
所
以
異
者
、
剛
柔
之
分
耳
、
右
軍
用
鼠
凱
筆
、

想
掌
苦
勁
、
非
誹
手
不
能
用
也
、
欧
・
虞
尚
用
剛
筆
、
蘭
豪

（
柳
公
櫂
）
漸
失
故
歩
（
咎
十
二
）

と
峻
息
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
に
よ
れ
ば
、
世
南
は

晋
の
風
尚
を
受
け
剛
筆
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
因
み
に
、

鼠
嗣
筆
と
は
栗
鼠
（
り
す
科
の
哺
乳
動
物
で
、
い
わ
ゆ
る
家
鼠
で
は
な

い
）
の
尾
で
作
っ
た
筆
で
あ
り
、
「
其
の
鋒
は
乃
ち
兎
よ
り
健
な

り
」
（
同
書
、
翁
十
二
）
と
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
筆
が
彼
の
書
に

骨
力
雄
強
を
生
み
出
し
た
一
要
因
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
藝
術
は
自
然
科
學
と
違
い
、
時
代
性
、
用
具
面
の
影

薯
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
結
局
個
性
の
支
配
す
る
面

が
最
も
大
き
い
こ
と
は
明
白
な
事
賀
で
あ
る
。
筆
者
は
世
南
の
書

の
持
つ
骨
力
雄
強
の
特
色
を
、
何
よ
り
も
前
章
で
考
察
し
た
彼
の

性
格
と
馴
連
づ
け
た
い
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
世
南
の
書
の
特
色
が
骨
力
雄
強
と
さ
れ
る

よ
う
な
強
さ
一
方
で
は
な
く
、
柔
ら
か
さ
も
兼
ね
備
え
て
い
た
と

四
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い
う
事
賀
を
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
性
格
と
の
闘
連
は
後
述

し
よ
う
。

世
南
の
書
は
し
ば
し
ば
、
穏
健
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
楷

書
に
も
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
柔
ら
か
さ
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
特
色
は

こ
れ
を
同
時
代
の
楷
書
の
大
家
と
し
て
世
南
と
並
稲
さ
れ
る
欧
陽

詢
と
比
較
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。

欧
に
も
古
来
、
楷
書
の
典
型
と
さ
れ
る
九
成
宮
閏
泉
銘
が
仰
わ

る
が
、
こ
の
作
品
は
文
字
の
結
臆
を
背
勢
に
作
り
、
結
構
は
厳
正
、

字
と
字
の
空
間
に
も
計
算
さ
れ
つ
く
し
た
か
の
如
き
緻
密
さ
が
あ

り
、
い
か
に
も
幾
何
學
的
に
構
成
さ
れ
た
鋭
く
ひ
や
や
か
な
感
じ

を
興
え
る
。
一
方
、
世
南
の
廟
堂
碑
は
全
骰
と
し
て
均
衡
を
保
ち

な
が
ら
も
、
連
な
っ
た
三
、
四
字
を
観
る
と
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の

崩
れ
を
さ
え
感
じ
る
。
例
え
ば
「
洛
観
河
贋
符
受
命
」
の
上
三
字

と
下
三
字
の
続
き
具
合
な
ど
。
字
と
字
の
余
白
の
と
り
か
た
も
緻

密
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
曖
昧
で
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
ま

か
せ
た
、
と
い
っ
た
印
象
な
の
で
あ
る
。
欧
の
字
の
横
書
か
ら
直

潜
へ
轄
じ
る
所
は
、
い
か
に
も
硬
直
な
方
筆
で
あ
る
。
が
、
世
南

の
は
一
見
方
筆
に
み
え
て
、
方
皿
が
度
に
合
し
て
い
る
。
上
記
の

よ
う
な
違
い
が
世
南
の
書
に
い
か
に
も
柔
ら
か
さ
を
興
え
て
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

事
賀
、
欧
の
書
と
比
較
し
つ
つ
虞

し
た
評
は
、
古
来
敷
多
い
。
有
名
な

の
持
つ
柔
ら
か
さ
に
言
及

は
雨
者
の
優
劣
を



虞

世

南

（
虞
世
南
他
）

論
じ
つ
つ
、

虞
則
内
含
剛
柔
、
欧
則
外
露
筋
骨

と
断
じ
た
。

も
と
欧
陽
詢
も
王
義
之
の
偲
統
的
書
風
を
緻
承
し
た
人
で
あ
る

（
新
葱
唐
書
、
本
他
）
。
し
か
る
に
初
唐
の
書
壇
を
リ
ー
ド
し
た
ニ

人
は
、
共
に
王
風
を
網
承
し
な
が
ら
も
、
そ
の
書
風
に
は
微
妙
な

相
違
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
意
味
は
、
欧
の
書
は
外
に

筋
骨
を
露
わ
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
虞
の
書
は
そ
の
強
さ
を

内
に
柔
ら
か
く
包
み
こ
ん
だ
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
じ
く

同
書
、
虞
世
南
他
に
、

欧
若
猛
将
、

同
書
、
欧
陽
詢
侮
に

有
龍
蛇
戦
闘
之
家
、

森
森
焉
若
武
庫
矛
戟
、

と
、
欧
の
書
を
兵
器
、
或
は
戦
闘
の
姿
に
喩
え
て
批
評
す
る
の
も

そ
の
外
面
に
現
わ
れ
た
強
さ
を
指
摘
す
る
、
と
同
時
に
一
方
で
世

南
の
書
の
持
つ
外
面
的
柔
ら
か
さ
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
書
簗
』
も
「
虞
永
興
（
世
南
）
書
、
出
於
智
永
、
故
不
外
耀
鋒

茫
、
而
内
涵
筋
骨
、
徐
季
海
（
浩
）
謂
欧
虞
為
鷹
隼
、
欧
之
為
鷹

隼
易
知
、
虞
之
為
鷹
隼
難
知
也
」
と
述
べ
る
。
世
南
の
書
は
内
に

厳
し
い
強
さ
を
含
ん
で
い
な
が
ら
、
外
は
柔
軟
に
見
え
る
、
そ
の

た

め

徐

浩

が

欧

・

虞

は

鷹

隼

と

言

っ

た

が

、

人

々

は

あ
る
こ
と

欧
の
あ
る
こ
と
は
分
っ
て
も
、
世
南
の

は
理
解
し
が
た
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

虞
得
右
軍
之
園
、
欧
得
右
軍
之
卓
、
（
『
論
書
謄
語
』
）

と
言
う
の
も
、
欧
書
と
比
較
し
つ
つ
、
右
に
述
べ
た
世
南
の
書
の

特
色
を
的
確
に
把
握
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
世
南
書
の
持
つ
こ
の
特
色
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
風
土

に
根
づ
く
佃
統
だ
と
指
摘
し
た
の
は
玩
元
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、

彼
の
分
析
に
獨
れ
て
お
く
こ
と
も
世
南
の
書
理
解
の
た
め
の
一
助

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

玩
元
に
よ
れ
ば
、
北
朝
の
書
家
、
例
え
ば
索
靖
・
慮
謳
・
趙
大

深
．
丁
道
護
ら
を
北
限
と
し
、
南
朝
の
書
家
、
例
え
ば
王
義
之
・

獣
之
・
僧
虔
・
智
永
ら
を
南
派
と
す
る
。
そ
し
て
、
各
派
の
書
の

特
質
を
、南

派
乃
左
江
風
流
、
疏
放
研
妙
…
・
：
北
振
則
是
中
原
古
法
、

拘
謹
拙
晒
、

と
規
定
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
欧
陽
詢
の
書
の
方
正
勁
挺
は
、
賀

は
北
振
の
偲
統
を
綱
ぐ
も
の
で
あ
り
、
虞
書
の
持
っ
柔
ら
か
さ
は

南
派
の
侮
統
に
立
脚
す
る
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
風
土
に
根
づ
く
偲
統
が
彼
ら
の
書
の
特
色
と
な
っ
て
表
わ
れ

た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
（
『
南
北
書
派
論
』
）
。

し
か
し
、
書
の
特
色
を
南
北
に
分
け
て
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
に

圏
式
的
に
割
り
切
っ
て
理
解
す
る
の
も
、
ど
こ
か
繹
然
と
し
な
い

四
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虞

世

南

も
の
が
賤
る
。
因
み
に
玩
元
は
、
欧
陽
詢
を
北
派
と
す
る
が
、
欧

の
出
身
地
は
長
沙
で
あ
り
、
南
朝
の
人
で
あ
る
。
そ
の
上
、
理
論

が
先
行
し
た
た
め
、
武
断
に
傾
む
い
た
所
を
指
摘
で
き
ぬ
で
も
な

(
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論
尉
人
書
者
、
別
欧
、
猪
為
北
派
、
虞
為
南
派
、
蓋
謂
北
甑

本
隷
、
欲
以
此
包
欧
、
猪
也
、
然
虞
正
自
有
鋲
之
玉
筋
意
、

特
主
張
北
書
者
、
不
肯
遂
耳
、

と
述
べ
て
い
る
。
郎
ち
唐
人
の
書
を
論
ず
る
も
の
が
南
派
、
北
限

と
分
類
す
る
の
は
漢
代
の
隷
書
の
余
波
を
受
け
る
北
派
を
尊
ば
ん

が
た
め
ば
か
り
の
こ
と
だ
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
『
書
築
』

は
『
南
北
書
派
論
』
に
典
型
的
に
見
え
る
こ
の
よ
う
な
獨
断
的
意

見
を
排
し
、
世
南
の
書
に
は
築
書
の
持
つ
力
強
さ
が
窺
え
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
逆
に
北
派
の
欧
陽
詢
も
、
本
仰
に
よ
れ
ば
南
派
た

る
義
之
の
書
を
學
ん
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
玩
元
の
着
眼
貼
と

分
析
は
鋭
い
が
や
は
り
書
の
特
色
を
南
北
で
割
り
切
っ
て
理
解
す

る
の
は
無
理
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
て
も
、
筆
者
は
や
は
り
世

南
の
性
格
と
闘
わ
る
部
分
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

さ
て
、
惜
南
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
楷
書
髄
を
得
意
と
し
た
が
、

同
時
に
そ
の
書
は
欧
の
楷
書
と
比
較
す
れ
ば
分
明
な
よ
う
に
悠
揚

せ
ま
ら
ぬ
稔
健
さ
を
示
し
、
そ
こ
に
は
柔
ら
か
さ
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
特
色
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

世
南
が
前
章
で
述
べ
た
如
き
、
際
立
っ
た
性
格
的
二
面
性
を
持

四
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っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
を
彼
の
の
持
つ
特
色
に
鉗
比
さ

せ
て
も
、
無
理
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
少
し
く
前

章
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

世
南
は
「
志
性
抗
烈
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
毅
然
と
し
て
屈
せ

ぬ
氣
骨
を
備
え
て
い
た
。
と
同
時
に
、
一
面
「
淵
恭
盗
弟
」
と
い

わ
れ
る
優
し
さ
を
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
が
筆
者
は
決
し
て
世

南
を
二
重
人
格
者
と
見
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
世

南
は
そ
の
生
涯
の
多
く
の
場
合
、
氣
ま
め
じ
で
、
固
く
こ
わ
ば
っ

た
表
情
で
朝
廷
、
或
は
家
庭
に
在
り
、
頑
固
も
の
で
融
通
が
利
か

な
い
と
評
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
表
惰
が

I

恐
ら
く
数
少
な
か
っ
た
が
［
時
に
織
細
な
感
性
を
刺
戟
さ
れ
て

類
れ
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
榜
泥
た
る
涙
を
流
す
こ
と
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
宇
文
化
及
に
殺
さ
れ
ん
と
し
た
兄
の
た
め
身
代
り
に

死
ぬ
こ
と
を
咬
願
し
た
例
が
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
世
南
は
自
ら
を
律
す
る
こ
と
き
つ
く
、
外
面
に
は
厳
し

い
姿
を
示
し
な
が
ら
も
、
案
外
、
心
の
う
ち
は
優
し
く
涙
脆
い
織

細
な
感
性
を
持
つ
人
情
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
沈
際

．
寡
欲
・
志
性
抗
烈
と
、
一
見
ス
ト
イ
ッ
ク
、
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
言

わ
れ
る
に
近
い
固
い
殻
を
外
に
示
し
つ
つ
、
そ
の
責
内
部
に
は
人

一
倍
の
優
し
さ
を
秘
め
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
、
と
い
う

の
が
前
章
で
逮
べ
た
か
っ
た
所
で
あ
る
。

棋
南
の
厳
し
く
激
し
い
氣
骨
は
、

の
中
で
も
規
に
應
じ
矩
に



入
る
、
或
は
整
整
齊
齊
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
あ
く
ま
で
規
矩
に

適
い
、
法
度
を
逸
脱
し
な
い
楷
書
臆
を
最
も
得
意
と
し
た
。
し
か

し
、
淵
恭
登
弟
と
評
さ
れ
る
彼
の
内
面
の
優
し
さ
が
、
そ
の
書
に

も
自
然
に
滲
み
出
し
、
悠
揚
と
し
て
せ
ま
ら
ぬ
柔
ら
か
さ
を
生
み

出
し
て
い
た
と
結
論
し
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
の
持
つ
柔
ら
か
さ
は
、
本
来
、
行
、
草
作
品
で

最
も
十
全
に
疲
揮
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
世

(
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南
が
行
、
草
作
品
に
も
意
を
注
い
だ
こ
と
は
想
餃
に
雉
く
な
い
。

彼
の
行
・
草
作
品
が
早
く
散
侠
し
、
多
く
残
ら
な
い
の
で
、
議
論

の
股
り
所
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
が
、
左
脚
帖
・
積
時
帖
、
特
に

後
者
を
見
れ
ば
、
歯
南
の
筆
の
柔
ら
か
さ
が
充
分
焚
揮
さ
れ
、
い

あ
で

か
に
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
焚
化
に
富
み
、
か
つ
婉
麗
で
艶
や
か
な
姿

に
結
晶
し
て
い
る
の
を
被
見
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
『
書
断
』
は
的
確
に
も
、

其
の
書
（
世
南
の
書
）
、
太
令
の
宏
規
を
得
（
虞
世
南
他
）

と
言
い
、
包
世
臣
も
、

永
興
の
書
、
太
令
に
源
あ
る
を
見
る
（
『
安
哭
論
書
』
述
書
上
）

と
太
令
か
ら
の
影
孵
を
指
摘
し
て
い
る
。

太
令
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
義
之
の
子
、
王
獣
之
で
あ
る
。

獣
之
の
書
は
「
骨
勢
不
及
父
、
而
媚
趣
過
之
」
（
『
古
来
能
書
人
名
』
）
、

「
獣
之
始
學
父
書
…
…
筆
迩
流
憚
、
宛
轄
妍
媚
、
乃
欲
過
之
」

虞

世

南

と
言
わ
れ
、
媚
趣
、
宛
轄
妍
媚
と
、
そ
の
銅
郷
た

る
色
っ
ぼ
さ
が
義
之
よ
り
ま
さ
っ
て
い
た
と
評
さ
れ
て
い
る
人
物

で
あ
る
。
世
南
は
獄
之
の
影
薯
も
深
く
蒙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
諸
々
の
批
評
家
言
、
例
え
ば
『
書
後
品
』
の

な
ま
め

羅
綺
春
に
嬌
き
、

婉
鴻
沼
に
戯
れ
る
が
如
し
、

の
艶
美
な
比
喩
に
よ
っ
て
、
彼
の
'
|
l
特
に
行
・
草
作
品
の
持
つ

あ
で

|
—
婉
麓
な
艶
や
か
さ
を
想
い
、
『
書
断
』
の

秀
嶺
危
峰
、
虞
虞
間
起
す
、
（
虞
世
南
他
）

或
は
『
宣
和
書
譜
』
の

太
華
に
登
る
が
若
し
、
百
盤
九
折
し
、
委
曲
し
て
杏
冥
に
入

る

（

虞

世

南

叫

）

に
よ
っ
て
、
そ
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
千
愛
萬
化
の
態
を
想
像
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
も
、
他
の
名
流
に
比
べ
て
も
世
南
の
こ
の
特
色
は
分
明
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
書
後
品
』
は
、
そ
の
師
、
智
永
の
書
に
つ

い
て
、糀

熟
は
人
に
過
ぐ
、
惜
し
む
ら
く
は
奇
態
無
し
、

と
、
そ
の
菱
化
に
乏
し
い
様
を
指
摘
す
る
が
、
世
南
の
書
は
先
に

み
た
如
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
愛
化
に
富
む
の
が
そ
の
特
色
で
あ
っ
た
。

斯
』
は
、
欧
陽
詢
に
つ
い
て

す
く
な

風
紳
は
智
永
よ
り
厳
し
、
潤
色
は
虞
世
南
よ
り
寡
し
、

四
八



炭

世

南

と
、
潤
色
の
少
な
さ
を
言
う
が
、
蹟
時
帖
が
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
示
す

よ
う
に
、
い
か
に
も
棋
南
の
書
は
優
婉
艶
美
の
風
を
示
す
時
が
あ

っ
た
。こ

れ
ら
の
批
評
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
憤
南
の
偉
大
な
貼
は
、

後
世
法
度
に
拘
束
さ
れ
平
板
に
堕
し
す
ぎ
た
と
言
わ
れ
る
初
唐
の

書
壇
に
、
右
の
よ
う
に
潤
色
あ
り
、
し
か
も
菱
化
に
富
む
書
風
を

(
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残
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
貼
に
闘
し
、
筆
者
は
最
後
に
柑
南
と
張
旭
の

闊
係
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。

張
旭
は
人
も
知
る
狂
草
の
創
始
者
で
あ
る
。
尉
も
開
元
、
天
究

の
時
代
に
な
る
と
、
法
度
に
拘
束
さ
れ
す
ぎ
た
書
に
不
満
を
抱
き
、

そ
れ
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
起
こ
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
代

表
者
で
あ
っ
た
。
杜
甫
の
「
飲
中
八
仙
歌
」
に
歌
わ
れ
た
自
由
奔

放
、
傍
若
無
人
な
ふ
る
ま
い
、
或
は
『
新
屈
書
』
の
仰
（
巻
二

0

二
）
に
描
か
れ
た
酔
い
に
ま
か
せ
た
豪
快
な
揮
壷
ぶ
り
な
ど
に
よ

っ
て
、
椛
威
仰
統
に
封
す
る
反
披
と
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
生
み

出
そ
う
と
す
る
苦
悩
を
み
て
と
れ
る
が
、
し
か
し
張
旭
は
そ
の
根

底
に
堅
宜
な
書
法
の
基
礎
を
備
え
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

黄
山
谷
の
題
跛
に
「
張
公
、
姿
性
顕
逸
な
る
も
、
其
の
書
、
字
字

法
度
の
中
に
入
る
」
（
巻
四
）
、
『
宣
和
書
譜
』
に
「
一
貼
浚
も
規

矩
に
該
せ
ざ
る
者
無
し
」
（
咎
十
八
、
張
旭
他
）
と
言
う
が
如
く
で

あ
る
。
彼
の
作
品
と
さ
れ
る
、
郎
官
石
記
（
楷
書
）
の
存

四
九

在
に
よ
っ
て
、
右
の
評
が
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
充
分

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
張
旭
の
家
系

が
世
南
の
家
系
と
遠
い
な
が
ら
も
因
綜
を
持
つ
と
い
う
事
賀
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
『
書
史
會
要
』
に
、
陸
彦
遠
は
父
の
書
法
を
張
旭

に
仰
え
た
。
張
旭
は
彦
遠
の
甥
で
あ
る
、
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
彦
遠
の
父
と
は
、
陸
束
之
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
虞

Ilt

南
の
甥
で
あ
る
。
陸
束
之
は
世
南
の
書
を
摩
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
家
系
の
面
で
世
南
と
張
旭
は
つ
な
が
り
を
も
ち
、

し
か
も
若
い
頃
の
張
旭
は
陸
束
之
を
通
し
て
間
捺
的
に
恨
南
の
書

の
影
孵
を
受
け
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
な
お
興
味
深
い
こ
と
は
陸
束
之
が

炭
の
草
骰
を
學
ぶ
（
『
書
後
品
』
）

舅
氏
（
世
南
）
の
書
を
學
び
、
多
く
行
字
を
作
る

（
『
宜
和
書
譜
』
咎
八
、
陸
東
之
他
）

と
言
わ
れ
、
特
に
柑
南
の
行
・
草
腔
を
學
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
尤
も
陸
束
之
の
作
品
が
少
な
く
、
こ
の
こ
と
の
み
で
、

恨
南
・
束
之
と
張
旭
の
狂
草
と
の
つ
な
が
り
を
云
々
す
る
の
は
早

計
で
あ
る
。
張
旭
自
身
も
「
初
め
公
主
の
楯
夫
、
道
を
争
う
を
見
、

又
、
鼓
吹
を
聞
き
て
筆
法
の
意
を
得
。
公
孫
の
創
器
を
舞
う
を
観

侶
し
て
、
其
の
神
を
得
た
り
」
（
『
と
自
ら
の
筆
法
の

悟
達
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



し
か
し
、
彼
が
彦
遠
を
通
し
て
束
之
の
書
を
學
び
、
束
之
の
書

を
通
し
て
間
接
的
に
世
南
の
書
を
學
ん
で
い
た
と
い
う
事
賞
は
否

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
賓
で
も
あ
る
。

糊
っ
て
み
れ
ば
、
す
で
に
慨
南
よ
り
少
し
後
、
す
で
に
側
統

的
な
型
に
は
ま
っ
た
、
楷
書
に
不
滴
を
他
く
人
々
が
出
て
来
て
い

た
。
猪
遂
良
は
世
南
よ
り
四
十
年
ほ
ど
後
輩
の
人
で
、
は
じ
め
世

南
に
習
っ
て
、
後
、
右
軍
を
祖
述
し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、

現
在
侮
わ
る
彼
の
作
品
を
見
る
と
、
義
之
の
担
否
し
た
隷
法
を
多

分
に
採
り
入
れ
て
獨
自
の
書
風
を
樹
立
し
て
い
る
。
蝉
稜
も
遂
良

よ
り
五
十
除
年
後
輩
で
あ
る
が
、
彼
も
新
奇
な
書
風
の
創
造
に
向

か
っ
て
進
ん
だ
（
『
中
煎
書
道
史
』
巻
八
、
帥
田
喜
一
郎
）
と
言
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
央
の
書
壇
に
も
す
で
に
他
統
的
書
風
を
革

新
し
よ
う
と
す
る
氣
運
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

張
旭
は
漸
次
勢
を
増
し
て
き
た
こ
の
革
新
的
氣
運
の
高
ま
り
の

中
に
生
を
亨
け
、
こ
の
氣
運
に
乖
じ
た
。
彼
は
自
分
の
家
系
に
つ

な
が
る
高
名
な
恨
南
の
楷
書
を
學
び
つ
つ
も
、
一
方
で
博
統
的
書

風
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
懸
命
の
努
力
を
直
ね
て
い
た
の
で
は
な
か

ふ
る

ろ
う
か
。
書
の
各
臆
の
中
で
も
、
最
も
自
由
に
腕
が
揮
え
、
個
性

の
疲
揮
を
ゆ
る
す
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
草
書
で
あ
る
。
彼
は

自
由
な
草
書
で
存
分
に
天
分
を
示
し
た
が
、
そ
の
場
合
、
惜
南
の

行
・
草
が
一
種
の
脱
侮
統
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
得
た
、
と
想
隙
す

る
の
は
無
理
だ
ろ
う
か
。

虞

世

南

恐
ら
く
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
愛
化
に
富
む
世
南
の
行
・
草
は
張
旭

に
影
密
を
典
え
、
そ
の
狂
草
を
生
み
出
す
に
資
す
る
所
、
少
な
く

な
か
っ
た
、
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

張
旭
の
楷
書
が
世
南
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は

(
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『
書
小
史
』
な
ど
に
す
で
に
見
え
る
が
、
草
書
が
惜
南
の
影
薯
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
鑑
識
鋭
く
見
抜
い
た
の
は
包
恨
臣
で
あ
っ
た
。

彼
は
唐
人
の
草
法
に
つ
い
て
、
張
旭
．
錢
酔
僧
・
楊
少
師
の
三

家
を
推
し
、
張
旭
の
書
に
つ
い
て
、

張
長
史
（
張
旭
）
の
書
は
、
虞
（
世
南
）
、
陸
（
東
之
）
に
源
あ

り
。
…
・
:
（
張
旭
の
）
千
文
残
本
二
百
餘
字
、
伏
し
て
虎
の

臥
す
る
が
如
く
、
起
ち
て
龍
の
跳
る
が
如
し
、
頓
は
山
の
峙

す
る
が
如
く
、
挫
は
泉
の
流
る
る
が
如
し
、
上
は
永
興
（
世

南
）
に
接
す
、
（
『
安
哭
論
書
』
歴
下
筆
諏
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
張
旭
の
千
字
文
の
千
襲
萬
化
の
態
ー
場

「
龍
虎
の
氣
」
（
同
、
論
書
十
二
紹
句
）
が
、
惜
南
の
書
に
深
く
闊

連
す
る
、
と
大
腑
に
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

現
在
に
侮
わ
る
千
字
文
は
、
い
か
に
も
醇
い
に
ま
か
せ
た
と
い

っ
て
不
思
議
で
な
い
狂
逸
の
態
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
張
旭
の

置
筆
の
お
も
か
げ
を
如
何
ほ
ど
僻
え
て
い
る
か
疑
間
も
あ
る
が
、

筆
者
は
そ
の
行
間
の
雰
園
氣
、
左
馳
右
驚
し
な
が
ら
も
、
全
臆
と

し
て
一
種
の
氣
品
を
保
ち
、
粗
雑
に
流
れ
て
い
な
い
と
い
う
貼
か

ら
、
償
筆
、
置
筆
は
問
わ
ず
そ
の
翼
彩
の
一
部
は
充
分
に
示
し
て

五
〇



虞

世

南

い
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

包
慨
臣
の
指
摘
は
甚
だ
思
い
切
っ
た
指
摘
で
あ
る
が
、
筆
者
が

右
に
述
べ
て
き
た
所
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
危
陰
な
指
摘
で
も

な
い
よ
う
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
先
述
し
た
如
く
世
南
の
行
・
草
は
「
秀
凱
危
峰
、

虚
虐
間
起
す
」
（
『
書
断
』
虞
世
南
態
）
と
言
わ
れ
、
ま
た
一
潤
色
―

で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
焚
化
に
富
み
、
か

0
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つ
婉
麗
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
五
方
の
正
色
を
含
み
」

（
同
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
正
統
を
守
り
、
規
矩
に
適

い
デ
カ
ダ
ン
に
堕
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
善
＜
虞
を
學
ぶ

者
は
、
和
し
て
流
れ
ず
」
（
『
書
築
』
）
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
張
旭
の
書
も
「
張
顔
、
顕
せ
ず
」
（
『
宣
和
書
譜
』
張

旭
他
）
、
或
は
「
旭
に
至
り
て
は
非
短
す
る
者
無
し
」
（
『
依
唐
書
』

本
他
）
と
論
評
さ
れ
る
如
く
、
堅
宜
な
基
礎
の
上
に
成
立
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
狂
草
と
稲
さ
れ
る
も
、
賓
は
確
た
る
法
則
に

適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
デ
カ
ダ
ン
に
流
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
蓋
し
、
彼
が
世
南
の
書
の
鱈
髄
を
的
確
に
把
握
し
、

和
し
て
流
れ
な
か
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
張
旭
が
世
南
の
影
薯
を
蒙
む
る
こ
と
想
像
以
上
に
深

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

五

右
に
恨
南
の
書
と
人
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
彼
の
書
は
「
筋

骨
肉
に
防
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
強
さ
で
特
徽
づ
け
ら
れ
な
が

ら
も
、
一
面
、
柔
ら
か
さ
を
備
え
て
い
た
。
憤
南
の
こ
の
特
色
を
、

彼
の
「
志
性
抗
烈
」
、
或
は
「
鯛
開
」
と
評
さ
れ
る
氣
骨
あ
る
性

格
と
「
淵
恭
登
弟
」
と
言
わ
れ
る
優
し
い
性
格
と
闘
連
づ
け
な
が

ら
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
。

彼
の
書
の
持
つ
卓
越
性
は
、
整
整
齊
齊
を
尊
ん
だ
結
果
、
平
板

に
堕
し
た
唐
の
書
壇
に
、
一
っ
の
愛
化
に
富
む
雷
風
を
残
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
に
闘
し
、
張
旭
と
の
闊
係
に
つ
い
て
も
述

べ
た
。と

こ
ろ
で
、
性
格
と
書
の
闘
係
［
郎
ち
氣
骨
が
強
さ
に
到
應

し
、
登
弟
が
柔
ら
か
さ
と
封
應
す
る
と
い
う
必
然
性
の
論
證
が
愛

す
ぎ
る
と
の
疑
問
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
に
と

っ
て
、
性
格
と
書
が
と
り
わ
け
深
く
密
接
な
闘
係
を
持
つ
と
い
う

こ
と
は
、
常
然
の
こ
と
に
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
氣
骨
が
楷
書

骰
と
い
う
、
決
し
て
規
矩
を
逸
脱
し
な
い
厳
格
な
書
骸
と
つ
な
が

り
を
持
ち
、
盪
弟
が
そ
の
楷
書
骸
の
中
に
も
柔
ら
か
さ
を
生
み
出

し
て
い
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
も
、
論
證
以
前
の
自
明
の
理

と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
、
む
し
ろ
世
南
の
経
歴

に
探
り
を
入
れ
、
そ
の
中
か
ら
彼
の
性
格
の
特
徴
を
抽
出
す
る
ほ

四



う
が
よ
り
困
顔
な
仕
事
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
結
果
、
幸

い
に
際
立
っ
た
性
格
の
二
面
性
を
探
り
得
た
の
で
、
後
は
そ
れ
を

書
の
二
面
性
に
封
應
さ
せ
、
彼
の
書
の
持
つ
特
色
を
解
闘
し
た
の

で
あ
る
。

但
南
と
張
旭
の
闘
係
も
、
仮
に
二
者
の
闘
係
を
深
い
と
斯
言
す

る
な
ら
ば
、
根
膝
の
不
十
分
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ

の
指
摘
は
常
然
で
あ
ろ
う
。
張
旭
は
、
そ
の
書
道
史
上
に
占
め
る

位
置
は
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、
確
宜
な
生
歿
年
は
不
明
で
あ
り
、

作
品
も
彼
の
鱈
跡
と
断
定
で
き
る
も
の
は
何
―
つ
な
い
と
い
う
、

半
ば
謎
に
包
ま
れ
た
人
物
な
の
で
あ
る
か
ら
。
一
方
、
恨
南
の
作

品
も
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
雨
者
の
闊
係
を
言
お
う
と
す

れ
ば
、
勢
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
想
限
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
包
恨
臣
の
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
訥
者
は
遠
い
な
が
ら

も
家
系
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
張
旭
が
陸
彦
遠
を
通
し
て
陸
束
之

の
書
を
學
び
、
束
之
が
憤
南
の
行
・
草
盟
を
學
ん
だ
、
と
な
れ
ば
、

張
旭
の
書
の
中
に
恨
南
の
影
孵
の
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
常
然
で
あ

ろ
う
。
彼
が
認
識
し
て
世
南
を
學
ん
だ
と
言
い
切
る
の
は
、
餘
り

に
想
緞
に
傾
む
い
た
と
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
初
胴
の
大
家

で
古
今
の
名
手
、
盛
名
赫
々
の
世
南
の
書
を
學
ば
な
か
っ
た
と
す

る
方
が
む
し
ろ
不
自
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
況
ん
や
、
そ
れ

が
自
分
の
家
系
に
つ
な
が
り
を
持
つ
人
物
な
ら
ば
。
こ
の
よ
う
に

虞

世

南

考
え
、
資
料
不
十
分
を
嘆
き
つ
つ
も
、
敢
て
璽
用
と
張
旭
の
か
か

わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
世
南

の
張
旭
へ
の
影
響
が
想
像
以
上
に
深
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
ば
か
り
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
断
言

し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

最
悛
に
彼
の
書
論
『
書
旨
逮
』
、
『
筆
髄
論
』
に
つ
い
て
も
考
察

し
、
あ
わ
せ
て
惜
南
理
解
に
供
し
た
か
っ
た
が
、
考
え
る
と
こ
ろ

(IO) 

も
あ
り
、
後
の
機
會
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。

八
付
記
＞
こ
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
杉
村
邦
彦
氏
の

之
試
論
」
（
『
書
論
』
第
三
琥
）
か
ら
得
る
所
が
閲
分
あ
り

ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

（
注
1
)

吾
昔
有
伯
英
章
草
書
十
紙
、
過
江
亡
失
、
常
痛
妙
迩
永
紹
、
忽

見
足
下
答
家
兄
書
、
娘
若
帥
明
、
頓
遠
悠
観

(
2
)

最
初
は
長
陵
（
淡
の
高
祖
の
陵
）
の
高
さ
九
丈
に
従
う
豫
定
で

あ
っ
た
が
、
結
局
、
原
陵
（
唐
の
光
武
帝
の
陵
）
高
さ
六
丈
に
従

う
こ
と
に
な
っ
た
。

(

3

)

子
路
間
事
君
、
子
曰
、
勿
欺
也
、
而
犯
之

(

4

)

小
雅
の
湛
露
＂
甫
青
、
大
椎
の
洞
酌
・
巻
阿
、
齊
風
の
載
謳
の

諸
篇
な
ど
に
見
え
る
。

(
5
)

二
玄
祉
「
書
跡
名
品
叢
刊
」
（
虞
世
南
孔
子
廟
堂
碑
）
な
ど
に

よ
っ
て
身
近
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
翁
方
網
の

『
孔
子
廟
堂
碑
考
』
に
よ
れ
ば
、
貞
観
の
原
石
本
も
す
べ
て
が
世

五



虞

世

南

南
の
筆
で
は
な
い
。
つ
ま
り
全
石
二
千
十
七
字
中
、
唐
刻
の
文
字

は
一
千
四
百
四
十
六
字
、
そ
の
他
は
王
彦
超
の
覆
刻
し
た
映
西
本

で
補
い
、
ま
た
後
人
が
拓
本
に
筆
を
い
れ
た
文
字
も
あ
る
、
と
言

う
。
し
か
し
世
南
の
異
彩
は
充
分
に
僻
え
る
も
の
で
あ
る
。

(

6

)

例
え
ば
、
「
夫
唐
書
稲
（
欺
陽
詢
）
初
學
義
之
者
、
従
帝
所
好

描
詞
也
」
と
言
う
。
つ
ま
り
玩
元
は
欧
陽
詢
を
北
派
と
す
る
の
に

固
執
し
、
唐
書
に
彼
が
王
義
之
（
南
派
）
を
學
ん
だ
と
あ
る
の
は
、

太
宗
の
好
尚
に
従
が
っ
た
史
家
の
描
詞
だ
と
述
べ
る
が
こ
れ
な
ど

は
武
断
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

(

7

)

『
書
断
』
は
世
南
の
行
・
草
作
品
を
そ
の
楷
書
と
同
じ
く
妙
品

に
入
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
南
が
行
・
草
を
得
手
と
し
た
こ

五

と
は
、
同
書
虞
世
南
他
に
「
行
・
草
之
際
、
尤
所
偏
エ
」
と
あ
り
、

ま
た
『
書
後
品
』
に
も
「
鱈
草
惟
命
」
と
言
う
。

(

8

)

「
虞
世
南
に
つ
い
て
」
内
朦
乾
吉
（
『
中
麟
書
道
全
集
、
第
七

巻
、
平
凡
祉
）
参
照
。

(
9
)

『
書
小
史
一
巻
九
、
「
旭
以
善
草
得
名
、
亦
甚
能
小
梢
、
蓋
虞

猪
之
流
也
」

(
1
0
)

現
在
他
わ
る
『
筆
髄
論
』
は
す
で
に
余
紹
宋
が
指
摘
す
る
如
く
、

世
南
の
作
と
は
認
め
が
た
い
（
『
書
棗
書
録
解
題
』
巻
九
）
。
ま
た

『
書
旨
述
』
は
書
の
各
閤
を
論
じ
、
王
氏
一
族
の
書
を
賛
美
し
た

極
く
短
か
い
著
作
で
あ
る
。
世
南
の
書
と
人
に
つ
い
て
述
べ
る
小

論
の
本
旨
に
餘
り
闘
係
は
な
い
と
考
え
て
こ
こ
で
は
無
視
し
た
。




