
の

努

頭

に

あ

る

「

の

解

釈

は

緊
訟
紛
論
の
府
と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
定
説
を
み
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
諸
説
あ
る
中
で
、
郷
玄
の
解
釈
の
特
異

さ
が
極
立
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
。
或
る
者
は
そ
れ
を
駁

し
、
或
る
者
は
そ
の
訓
一
円
以
的
裏
付
け
を
試
み
は
し
て
い
る
が
、
鄭
玄

の
解
釈
'
自
体
の
構
造
、
及
び
そ
の
価
値
な
ど
に
就
い
て
の
総
合
的
な

分
析
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
行
わ
れ
て
い
な
い
。

鄭
玄
の
学
問
は
礼
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
書
解
釈
体
系
と
し
て

の
百
川
礼
b

国
家
の
構
築
を
鄭
玄
が
企
図
し
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の

白
川
礼
h

国
家
の
本
質
的
な
性
格
を
規
定
す
る
一
端
と
し
て
、
「
日

若
稽
古
帝
尭
」
の
解
釈
が
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
即
ち
、
小
稿

は
、
問
題
と
さ
れ
る
鄭
玄
の
「
日
若
松
畑
古
帝
完
」
の
解
釈
に
合
理
的

な
説
明
を
与
え
、
同
時
に
そ
れ
を
冠
す
る
「
寒
風
〈
」
の
ザ
み
、

国
家
の
全
体
様
相
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
、

鄭
玄
の

「
日
若
稽
古
帝
尭
」

め
ぐ
る
問
題
と

序

一
つ
の
試

周解
礼釈
』を

国
家

間

向島

j関

論
で
あ
る
。

ト
と

ω古
川
礼
〕
に
於
い
て
構
想
さ
れ
る
国
家
を
口
問
礼
』
国
家
と
す
る
。

一
「
日
若
稽
古
帝
藁
」
解
釈
の
特
異
性

さ
て
、
そ
の
「
臼
若
稽
十
日
帝
耕
一
一
ん
」
の
鄭
玄
の
解
釈
で
あ
る
c

輯
佼

取
に
よ
っ
て
多
少
の
文
字
の
異
同
は
あ
る
が
、
左
記
の
如
く
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
む

務
、
向
也
c
l
y
口
、
天
也
。
一
一
一
一
同
能
順
天
市
行
之
、
与
之
向
功
。

見
て
の
通
り
、
誌
…
だ
奇
山
内
な
る
解
釈
を
示
し
て
お
り
、
牽
強
附
会
と

す
る
駁
者
の
指
撒
も
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
後
で
触

れ
る
「
皐
陶
諜
」
の
鄭
玄
自
身
の
解
釈
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
が
意

識
的
に
な
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
故
に
、
『
肖
安
一
日
』
、
就
中
「
表
出

血
ハ
一
に
対
す
る
鐸
玄
の
根
本
態
度
が
そ
こ
に
伏
在
し
て
い
る
と
忠
わ

れ
る
。「

臼
若
稽
古
帝
実
」
が
特
に
解
釈
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
後
漢
に

( 1 ) 



入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
の
制
作
年
代
、
後
漢
に

於
け
る
突
の
政
治
的
表
彰
な
ど
そ
こ
に
は
様
々
な
問
題
が
存
し
て
い

る
が
、
当
砲
の
問
題
は
、
「
日
若
稽
十
日
帝
発
」
の
後
漢
の
一
般
的
な

解
釈
で
あ
る
。

「
発
は
古
の
道
理
に
従
い
、
そ
れ
に
就
い
て
よ
く
考
え
て
実
行
し

た
」
と
阻
鳴
で
き
る
、
「
煩
考
古
道
」
と
す
る
解
釈
、
即
ち
資
法
・

馬
一
紙
、
そ
し
て
後
の
王
粛
が
採
用
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
訓

話
の
詮
索
は
こ
こ
で
は
行
わ
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
ま
た
、

郵
玄
の
解
釈
と
の
相
違
を
今
文
学
と
古
文
学
の
学
説
の
そ
れ
に
帰
し

て
し
ま
う
の
は
簡
単
に
過
ぎ
よ
う
し
、
誤
り
と
も
い
え
る
。
重
要
な

こ
と
は
、
鄭
玄
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
多
分
に
合
理
主
義
的
な
解
釈

態
度
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
後
漢
の
一
般
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

ま
た
、
皮
錫
瑞
(
教
諭
)
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
が
、
一
向
演
を
通
じ
て
、
策
文
・
表
文
に
古
の
喪
主
、
或
い
は
当

今
の
皐
z

恨
の
行
為
と
し
て
、
叶
泊
料
情
十
川
い
が
度
々
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
顔
師
十
叫
が
注
し
て
い
る
如
く
、
「
考
於
十
万
事
い

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
稽
古
」
の
す
ぐ
後
に

が
続
く
と
い
う
広
と
(
尚
徳
川
陥
升
)
が
あ
る
の
で
、
「
古
い

に
同
定
す
る
論
者
も
い
る
が
、
も
と
よ
り
誤
り
で
あ
る
。

は
底
下
の
行
為
で
あ
る
「
述
旧
い
と
相
対
し
て
義
を

を

成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

之
れ
を
要
す
る
に
、
立
解
釈
者
に
限
ら
ず
、
後
漢
に
於
い

て
は
頁
遠
・
馬
融
の
方
向
で
、
信
古
」
は
一
般
的
に
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
鄭
玄
の
そ
れ
は
全
く
孤
立
無
援
な
る
解

釈
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
鄭
玄
は
、
「
稽
十
日
」
と
は
「
向
天
!
一
、
つ
ま
り
荒
川
が
天
に
等

し
い
と
い
う
の
だ
が
、
鄭
玄
の
こ
の
論
拠
に
就
い
て
、
「
，
尚
滑
一
一
…
緯
」

と
す
る
の
が
、
孔
穎
達
以
来
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に

触

れ

る

前

に

、

一

ー

の

句

読

の

問

題

に

言

及

し

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

( 2 ) 

の

に
よ
れ
ば
、
前
漢
の
秦
恭
は
「

稽
古
い
を
説
く
こ
と
三
万
一
一
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
秦
恭
な
る
人

々
t

物
は
、
小
一
変
侯
の
章
句
を
信
奉
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
小
変
役
立
川

護
』
は
「
日
若
稽
古
い
の
関
字
を
勾
と
し
、
「
帝
遊
山
」
に
は
続
け
て

は
い
な
か
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
策
文
が
多
く
「
依
格

上
古
い
三
お
稽
古
ー
一
を
発
端
の
辞
と
す
る
の
も
、
こ
れ
を
襲
っ
た
の
で

あ
ろ
う
し
、
内
問
書
士
武
穆
解
i

一

に

も

昭

夫

之

道

、

熊
帝
之
載
い
と
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

に

な

る

と

「

の

六

字

が

勾

と

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
、
以
下
の
如
く
推
定

し
た
い
。



前
漢
末
か
ら
後
漢
初
に
か
け
て
、
所
謂
劉
漢
火
徳
発
後
説
を
支
持

し
、
例
制
漢
王
朝
の
正
当
性
を
弁
託
す
る
]
五
徳
終
始
説
に
射
る
具
体

的
な
盟
主
統
治
の
累
代
の
系
詩
が
整
序
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と

相
却
に
、
或
い
は
補
強
す
る
為
に
、
特
に
叫
料
品
中
一
日
を
中
心
に
各
聖
王
の

カ
リ
ス
マ
化
が
積
極
的
に
試
み
ら
れ
た
。
発
の
そ
れ
は
と
り
わ
け
顕

著
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
劉
漢
は
あ
く
ま
で
も
発
の
後
議
と
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
に
関
す
る
緯
密
資
料
が
笈
帝
に
次
い
で
数

多
く
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
姦
し
当
然
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
尭

の
政
治
的
表
彰
が
古
川
敢
闘
い
解
釈
に
反
映
し
、
「
日
若
稽
十
日
い
と
つ
M
W

突
い
と
は
一
旬
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
日

若
稿
十
は
い
を
「
帝
hHC
に
か
か
る
修
飾
語
と
し
て
位
置
付
け
、
突
の

総
対
的
な
至
上
性
を
{
!
日
若
務
十
日
い
に
見
い
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

コ
内
部
一
と
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
緯
骨
一
一
一
同
に
「
若
稽
古
帝
舜
レ

(
蛇
尚
一
慨
一
位
制
)
「
芳
稽
古
玉
川
紛
い
(
附
一
時
限
矧
蹴
引
)
「
思
表
指
古
一
府

公
H
…
」
(
綿
一
…
脇
町
一
…
削
尚
)
と
い
う
全
日
に
そ
れ
ぞ
れ
勾
と
し
て
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
の
場
合
に
準
じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

の

と
し
て

ら
は
じ
ま
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
推
測
さ

。。

て
い
る
論
者
も
い
る
が
、

を
匂
と
し
て
い

と
も
あ
れ
、

マレ、

、
斗
J
れ
吋後

漢
に
於
い
て
は
、
一
般
的
に

た
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。

問
題
は
そ
の
解
釈
な
の
で
あ
る
。
の
一
部
に
そ
う
し
た
解
釈

が
あ
り
、
そ
れ
を
摂
取
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
鄭
玄
が
「
恭
一
九
典
」

の
そ
れ
の
み
に
か
く
注
を
施
し
、
「
皐
陶
談
」
に
は
適
用
し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
「
皐
陶
談
」
に
「
日
若
稽
古
皐
陶
い
と
あ

る
が
、
鄭
玄
は
「
以
内
中
陶
下
属
為
勾
」
(
制
賠
一
陶
)
と
注
し
、
「
桂
一
九
政
ハ

の
「
日
若
稽
古
」
と
全
く
兵
る
こ
と
を
意
識
的
に
明
示
し
て
い
る
。

か
く
そ
の
解
釈
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
か
。

ω王
応
麟
・
李
調
一
克
・
孔
広
林
・
賞
爽
・
実
釣
な
ど
に
『
尚
護
側
抑
注
』
の
輯

侠
本
が
あ
る
。

ω一
段
玉
裁
円
古
文
尚
書
撰
異
』
は
鄭
玄
の
解
釈
を
無
視
し
て
お
り
、
貌
源

『
昔
前
古
徴
』
は
翠
文
生
義
だ
と
指
摘
す
る
。
近
人
の
顧
誤
糊
「
戦
国
秦
漢

間
人
的
造
偽
与
弁
偽
」
(
一
叫
ん
時
糊
)
は
特
に
濠
強
附
会
と
し
て
糾
断
し
て
い

る。
円。

く3) 

「
説
書
・
高
貴
郷
公
逗
紀
」
に
「
賀
馬
及
粛
皆
以
為
版
考
古

と
あ
る
。

川

w
陳
喬
椛
『
今
文
尚
支
日
経
説
孜
』
が
そ
う
で
あ
る

O

MWω
に
同
じ
。

川
開
皮
錫
瑞
『
今
文
尚
串
一
一
日
考
詮
』
参
照
。

州
W

『
漢
世
一
日
』
「
需
林
伝
」
に
「
張
山
封
、
:
:
:
事
小
夏
建
、
為
博
士
。
:
:
:
授

信
都
秦
恭
延
君
。
:
・
j
恭
増
師
法
歪
百
万
言
」
と
あ
る
。

ωw
寅
彰
建
由
経
一
今
古
文
学
問
題
新
論
』
(
桝
娘
一
附
諮
問
一
盟
諸
山
一
一
日
)
十
一
一
一
「
鄭
玄
与



古
文
経
学
」
に
指
摘
が
あ
る
。

ニ

吋

山

向

帯

雷

b

の
称
語
解
釈
と

「
自
若
稽
古
帝
嚢
」
解
釈
の
意
義

鄭
玄
に
従
う
な
ら
ば
、
「
義
典
」
は
尭
の
「
こ
と
ば
」
の
単
な
る

記
録
で
は
な
く
な
る
。
人
帝
で
は
な
く
、
「
問
天
」
た
る
存
在
で
あ

る
尭
の
そ
れ
は
、
純
粋
な
る
人
間
の
「
こ
と
ば
」
で
は
な
く
、
天
と

直
結
し
た
神
裂
な
「
こ
と
ば
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
立
川
護
h

の
称
謂
を
め
ぐ
る
解
釈
が
想
起
さ
れ
る
。
詳

細
は
後
で
論
ず
る
が
、
コ
誠
一
ん
胤
ハ
」
の
一
策
だ
け
で
は
な
く
、
内
尚
治
一
己

全
体
を
鄭
玄
は
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
「
天
帝
闘
い
と
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ま
た
他
儒
と
一
線
を
翻
す
特
兵
な
解
釈
と
い
え
る
。
郵

玄
の
そ
の
解
釈
の
考
察
に
入
る
前
に
一
般
的
な
解
釈
を
紹
介
し
て
お

O
 

P

く、

の
称
謂
を
め
ぐ
る
解
釈
と
し
て
、
先
ず
泣
す
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
は
、
設
が
「
尚
」
を
冠
し
た
か
、
で
あ
る
。
周
知
の

如
く
、
立
川
護
h

は
も
と
も
と
豆
一
と
と
の
み
称
謂
さ
れ
て
い
た
。

劉
散
は
「
尚
書
、
'
:
始
欧
陽
氏
先
君
名
之
い
(
鞠
一
古
川
じ
ト
一
諮
問
側
一
と
い

〆
昨
色
町
ノ
〆
t
、
、
ー
寸
ノ
"
に
て
1

寸
田
ω

戸
、

う
。
前
漢
の
欽
陽
生
に
は
じ
ま
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
時
代
は
下
が
る
が
、
円
以
州
議
孔
氏
伝
い
の
「
序
い
に
は
「
伏
生

以
上
古
之
議
、
調
之
尚
書
い
と
あ
り
、
孔
穎
達
は
「
此
伏
生
之
意
也
ー
一

と
断
定
し
て
い
る
。
内
孔
氏
伝
b

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
前
漢
の
博

土
、
孔
安
国
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、
偽
作
で
は
あ
る
が
、
欧
陽
生

の
学
問
は
伏
生
を
出
自
と
す
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
。
と
す
れ

ば
、
後
述
す
る
「
尚
」
の
字
義
解
釈
の
伝
統
か
ら
み
て
も
、
特
に
後

漢
に
於
い
て
は
、
古
川
書
』
と
い
う
称
謂
は
伏
生
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
た
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
て
差
支
え
な
い
c

つ
ま
り
、

P
M

、
、
、

没
己
の
解
釈
者
に
よ
っ
て
「
尚
」
が
冠
せ
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
伏
生
の
「
尚
」
の
字
義
解
釈
は
、
前
掲
の
「
序
」

か
ら
知
れ
る
如
く
、
「
尚
い
を
「
上
」
と
訓
じ
、
宮
川
混
と
を
「
上
古

之恭一向
L

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
伏
生
の
こ
の
解
釈
は
、
後
漢
に
於
い

て
有
力
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
主
充
が
紹
介
す
る

「
尚
害
者
、
為
上
市
帝
王
之
議
い
(
蹴
倒
一
止
)
、
「
春
秋
緯
」
の
「
尚
者
、

上
也
。
上
…
世
情
王
之
建
一
一
同
1

一
(
仰
宮
崎
区
'
拡
平
)
、
潟
融
が
い
う
「
上
古

有
虞
氏
之
謀
、
故
日

21…
(
側
関
臨
引
)
等
は
、
伏
生
の
解
釈
に
繋

が
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
天
を
介
在
さ

せ
よ
う
と
す
る
窓
関
は
徴
躍
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
鄭
玄
の
解
釈
は
右
と
は
全
く
兵
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
挙
げ
る
云
バ
賛
い
の
四
条
の
伏
文
が
そ
の
解
釈
で
あ
る
。

ω溶
瑛
一
鈴
去
、
間
部
制
約
之
器
、
加
尚
以
尊
之
。
(
制
限
序
)

悌
又
日
、
警
務
一
以
天
一
…
一
日
之
。
(

ゆ
尚
者
、
上
也
。
噂
溜
重
之
、

( 4 ) 

苦
言
。
(
踏



経
典
釈
文
序
録
引
。
疏
無
誌
や
一
悶
一
一
字
。
J

釈
文
無
理
由
重
之
故
田
尚
書
八
字
九

川

w孔
子
撰
議
、
尊
一
郎
命
之
、
日
(
師
以
押
収
一
的
問
ぃ
~
附
階
的
市
)

先
ず

ωは
「
尚
害
総
」
の
ヱ
府
職
を
援
用
し
て
、
叶
尚
ん
な
「
し

と
訓
じ
て
い
る
が
、
「
上
古
」
で
は
な
く
、
「
尊
上
ん
の
窓
と
す
る
。

ωも
ウ
硲
磯
鈴
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
尊
上
い
と
は
せ
ず
、

「
上
天
」
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
同
じ
忠
勝
磯
鈴
h

の
伏
文
に
「
尚
者
、
上
也
。
上
天
涯
文
象
、
布
節
度
、
議
也
、
如
天

行
也
」
(
臨
時
一
務
部
)
と
も
あ
る
。

ωは
ωと
仰
と
の
内
容
を
包
括
し
て

述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
(
上
〉
天
主
ど
の
如
く
寸
前
吋

(
上
〉
し
ぶ
と
い
う
怠
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
つ
天
蛍
ど
と
い
う
解
釈
を

提
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て

ωに
至
っ
て
、
鄭
玄

の
解
釈
の
特
異
性
が
ま
す
ま
す
明
瞭
と
な
る
。
「
w
M
」
の
字
を
冠
し

た
の
は
、
伏
生
と
か
欧
州
防
生
な
ど
の
夜
間
虫
記
解
釈
者
で
は
な
く
、

立
川
護
h

協
定
者
で
あ
る
孔
子
そ
の
人
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
孔
子
に
よ
っ
て
吋
尚
治
一
ご
と
称
請
さ
れ
る
に
歪
り
、

神
霊
視
さ
れ
、
遂
に
は
「
天
書
」
に
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教

的
と
で
も
い
え
る
か
か
る
現
象
は
、
制
定
の
際
に
於
け
る
孔
子
に
対

す
る
天
の
神
託
の
な
ん
ら
か
の
介
在
を
想
定
し
て
は
じ
め
て
説
明
が

つ
く
は
ず
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
古
川
意
向

が
、
鄭
玄
に
於
い
て
は

、J.

ぜ

と
し
て
認
定
し
て
い
る
の
だ

だ
け
で
は
な
く
、
飽
の
経
世
話
も
基

本
的
に
は
問
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
以
前
に
論
じ
た
所
の
抗
稿

に
譲
る
が
、
全
て
の
経
容
は
、
「
天
神
の
一
一
一
日
誌
」
(
問
一
話
術
疏
)
た
る

「
、
河
図
」
~
洛
脅
し
一
、
即
ち
ぺ
図
書
」
に
由
来
し
、
ま
た
天
の
神
託
の

受
容
者
た
る
孔
予
に
よ
っ
て
概
定
さ
れ
た
、
と
鄭
玄
は
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
な
川
殺
と
に
関
し
て
、
そ
の
称
謂
を
右

の
如
く
解
釈
し
た
の
は
、
夜
間
書
』
が
「
図
書
」
受
容
者
の
「
こ
と

ば
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
制
御
玄
の
経
書
解
釈
の
総
論
た
る

コ
ハ
芸
論
b

は
、
円
以
例
議
い
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
尭
・
舜
を
は
じ

め
と
す
る
聖
王
・
聖
人
を
全
て
「
関
書
」
受
容
者
と
し
て
燥
、
げ
、
い

っ
て
み
れ
ば
彼
ら
を
同
天
た
る
存
在
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
そ
の
こ
と
を
孔
子
は
知
っ
て
、
か
く
「
尚
」
を
冠
し
た
の
だ
、

と
鄭
玄
は
想
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
か
か
る
経
書
群
の
一
つ
の
経
の
一
篇
に
過
ぎ
な
い

「
尭
典
し
の
勢
一
政
に
対
し
て
何
故
に
わ
ざ
わ
ざ
か
く
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
ぺ
臼
若
稽
古
」
一
広
一
五
が
一
篇
の

a

街
頭
に
あ
る
の
は

「
薬
品
(
」
と
次
の
「
皐
陶
談
」
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
皐
陶
も

「
関
書
」
受
容
者
と
し
て
鄭
玄
は
認
め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
皐

陶
議
」
の
そ
れ
を
「
尭
車
〈
」
の
如
く
解
釈
し
な
い
の
は
既
に
見
た
通

り
で
あ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
、
皐
悔
は
聖
人
で
あ
る
が
聖
王
で
は
な

い
、
た
だ
聖
王
の
み
が
「
同
天
」
な

m出
と
か
、
或
い
は
今
文
学
説

と
古
文
学
説
の
解
釈
・
句
読
の
相
違
ぬ
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て

( 5 ) 



い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
問
題
の
解
決
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
発
偲

人
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
、
既
定
の
学
説
に
あ
て
は
め
た
だ
け
の
も
の

で
あ
る
。
資
料
が
少
な
い
だ
け
に
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
荘
一
凡
宇

一1

向
天
い
と
す
る
解
釈
は
、
単
に
恭
一
ん
個
人
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い

と
思
う
G

以
下
の
こ
の
こ
と
に
就
い
て
述
べ
る
。

賢

建

・

馬

」

融

が

の

そ

れ

を

い

か

に

解

釈

し

て

い

た

か
、
供
文
が
残
っ
て
い
な
い
為
、
知
る
由
も
な
い
が
、
円
孔
氏
伝
b

に
繋
が
る
二
艇
の
合
理
主
義
的
な
解
釈
系
譜
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
ム
ハ

字
を
匂
と
し
て
「
発
胤
(
い
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
に
違
い
な

い
c

と
こ
ろ
が
、
郵
宏
は
「
阜
陶
談
い
に
於
い
て
は
「
日
若
稽
古
い

を
句
と
し
て
、
そ
れ
に
設
嬰
な
意
義
を
与
え
て
は
い
な
い
。
即
ち
、

単
な
る
諮
り
出
し
の
発
訟
と
し
て
捉
え
、
史
官
の
記
録
の
ま
ま
に
解

釈
せ
ん
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
「
抱
一
ん
山
県
」
の
そ
れ
も
、
も
と

も
と
は
「
胸
中
陶
設
い
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
孔
子
が
制
定
す
る
に
当

っ
て
、
単
に
内
山
川
常
…
む
の
一
篇
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
良
一
定
に

の
性
絡
を
規
定
す
る
為
に
新
し
く
立
て
た
理
念
が
託
さ
れ
て
い
る
と

鄭
玄
は
考
え
た
ο

一i

稽
古
い
を
「
向
天
}
…
と
訓
ず
る
の
が
そ
の
理
念

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
の
解
釈
に
左
犯
す
る
貌
の
高
貴
郷
公
も
援

2
1弓パ
M
N
f
、μね
り
ぬ

j
f
f
J
U
/

引
し
て
い
る
が
(
蛇
側
一
州
知
町
」
、

2
制
訴
訟
ぺ
泰
佑
第
い
に
あ
る
、
孔

子
自
身
の
言
葉
で
あ
る
「
唯
天
為
大
、
唯
発
則
咋
/
}
い
に
、
寸
一
同
若
稽

に
対
す
る
孔
子
の
恕
念
を
敢
て
見
い
出
し
た
の
で
は
な
い

か
c

以
上
の
如
く
推
、
測
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
漢
儒
に
「
完
典
」
は

孔
子
の
手
に
成
る
と
の
所
説
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
、
強
ち
否
定

し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

然
ら
ば
、
そ
の
努
頭
を
か
く
の
如
く
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
尭

血
と
は
、
鄭
玄
の
経
書
解
釈
学
に
於
い
て
い
か
な
る
位
置
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

L

と」、vtιFω拙
稿
「
問
漢
に
お
け
る
〈
翌
一
一
回
〉
と
《
図
世
話
》
」
(
吋
腕
峨
縦
一
認
訴
純
一
議
)
0

ω「
太
平
嘉
瑞
、
図
書
之
出
、
必
亀
竜
街
負
一
合
。
寅
帝
尭
舜
周
公
、
是
其
正

也
。
若
再
観
河
見
長
人
、
皐
陶
於
洛
見
黒
公
、
湯
登
尭
ム
口
見
良
川
烏
室
、
武

王
渡
河
、
白
魚
際
、
文
玉
、
赤
雀
止
於
一
戸
、
秦
穆
公
、
自
雀
集
於
車
、
是

其
変
也
」
(
間
慌
て

i

天
神
の
一
寸
一
同
誌
」
の
受
容
者
と
し
て
彼
ら
を
降
f
p
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

幼
主
的
怖
感
夜
間
設
間
後
案
b

・
江
戸
号
室
開
集
波
音
疏
』
が
そ
う
で
あ
る
。

ω陳
喬
税

Z
，
文
尚
書
経
説
孜
』
が
そ
う
で
あ
る
。

川w
宋
朔
鳳
町
山
思
議
官
は
号
制
衡
』
「
須
間
以
篇
」
に
引
く
「
或
説
」
を
根
拠

と
し
て
、
「
漢
儒
有
以
発
典
為
孔
子
之
一
宮
突
」
と
い
う
。

( 6 ) 

三
ぺ
霧
島
に
の
官
制
と
町
田
川
礼
h

鱗
玄
の
町
出
向
礼
ω
表
彰
が
そ
れ
を
解
い
て
く
れ
る
。

周
知
の
如
く
、
ヱ
玲
典
ん
に
は
発
の
時
の
一

舜
の
時
の
九
官
1

河
内
子
后
稜
・
可
徒
・
士
・

・
典
業
・
純
一
時
間
ー
が
あ
り
、
・
地
官
・

-
和
」
と
四
岳
、

工
・
朕
虞
・
秩
宗

・
夏
官
・
秋
官
・



冬
官
の
六
官
の
組
織
を
と
る
と
は
も
と
よ
り
同
じ
く
し
な

い
。
し
か
し
、
両
者
を
無
理
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
鄭
玄
は
、
発

の
時
の
官
制
を
先
ず
以
下
の
如
く
解
釈
す
る
。

発
既
分
陰
陽
為
四
時
、
命
裁
仲
和
仲
議
叔
和
叔
等
為
之
官
、
又
主

‘

:

命

、

‘

，

j

‘

〉

B
J
u夜
hpmw/

方
一
知
之
率
、
関
誌
為
間
話
c
(
判
制
鰍
釦
仰
)

コ
荻
・
和
い
と
山
岳
と
を
強
い
て
合
し
て
一
つ
の
も
の
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
除
問
怖
い
の
官
、
「
四
時
」
の
官

に
就
い
て
、

、4
リ
1
f
F
h
F
3

此
命
義
和
者
、
命
為
天
地
之
官
。
一
則
抑
制
)

蓋
春
為
秩
京
、
一
皮
為
一
一
円
馬
、
秋
為
士
、
冬
為
共
工
、
通
稜
与
可

徒
、
さ
ハ
官
之
名
見
也
。
(
開
明
帆
)

と
述
べ
る
。
郎
、
ち
、
発
の
時
の
官
制
は
こ
う
な
ろ
う
。
(
陰
陽
い
の

官
i

天
守
・
地
官
は
穂
・
…
一
円
徒
と
呼
称
さ
れ
、
義
氏
・
和
氏
が
任
命

さ
れ
て
い
た

0
1
m時
い
の
官
は
、
中
一
帯
W
仰
が
秩
宗
で
、
義
仲
を
任
命
、

夏
官
が
司
馬
で
、
ふ
一
級
叔
を
任
命
、
秋
官
が
士
で
、
和
仲
を
任
命
、
冬

官
が
共
工
で
、
和
叔
を
託
命
し
た
。
ム
ハ
官
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
発
地
〈
」
全
般
に
一
部
さ
れ
る
制
度
は
、
円
礼

記
b

…J

王
制
」
と
よ
く
似
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は

つ年

知
ら
れ
て
い
か
が
、
鄭
玄
は
か
か
る
客
観
的
な
事
実
を
無
視
し
右
の

如
く
意
識
的
に
解
釈
を
操
作
し
た
上
で
、

天
地
之
与
四
時
、
於
周
別
家
平
司
徒
之
…
堕
ハ
卿
是
也
。
(
調
凱
畑
一
輪
)

と

述

べ

、

の

官

制

と

の

そ

れ

と

を

間

制

と

し

て

捉

え

る

の
で
あ
る
。
こ
の
向
山
ん
は
以
下
の
如
き
認
識
の
下
に
な
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
即
ち
、
尭
以
前
に
六
官
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

宮
川
礼
h

の
六
官
制
の
起
源
こ
そ
突
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
の
鄭
玄
の

認
識
で
あ
る
。
鄭
玄
の
所
説
を
特
に
拠
り
所
と
し
て
、
天
由
記
・
人
皇

以
後
、
問
問
に
至
る
官
制
の
変
遷
を
概
観
せ
ん
と
す
る
資
公
彦
の
円
周

礼
疏
ん
「
序
」
に
、
発
の
時
に
天
地
四
時
の
六
官
が
は
じ
め
て
揃
っ

た
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
い
い
添
え
て
お
こ
う
。

か
か
る
認
識
は
、
舜
の
時
の
九
官
に
も
あ
て
は
め
ら
れ
、
矛
盾
に

満
ち
た
濠
強
附
会
な
る
解
釈
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
先
、
ず
「
四

時
」
の
官
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
秩
宗
の
掌
る
「
一
一
一
札
」
を
「
天
事
地

事
人
事
之
礼
い
(
鰐
紘
一
川
)
と
注
し
、
員
礼
』
大
宗
伯
の
「
掌
建
邦

之
天
神
人
鬼
地
紙
之
礼
L

に
比
擬
す
る

G

秩
宗
が
春
宮
で
、
伯
夷
が

任
命
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
邸
中
陶
が
任
命
さ
れ
た

士
は
「
獄
訟
之
事
」
(
鴨
川
嘉
)
を
掌
る
、
と
注
し
て
い
る
か
ら
に
は
、

鄭
玄
は
円
周
礼
』
の
秋
官
に
相
当
さ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
経
文
に
は
土
の
職
掌
と
し
て
、
「
蛮
夷
猪
夏
」
を
制
止
し
、
一
泡

紋
姦
究
」
を
諒
伐
す
る
と
あ
り
、
鄭
玄
は
そ
れ
を
疏
解
し
て
い
る
も

の
の
、
宮
川
礼
匂
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
秋
官
ば
か
り
で
な
く
、
菱
官

も
兼
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
鄭
玄
注
に
於
い
て
は
夏
官
は
脱
落
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
冬
官
は
柔
か
ら
引
き
続
き
そ
の
は
共
工
で
、
霊

( 7 ) 



が
任
命
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
陰
陽
」
の
官
た
る
天
官
・

地
宮
に
就
い
て
は
、
契
が
つ
い
た
司
徒
が
地
官
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
が
、
天
宮
が
や
や
こ
し
い
。
鄭
玄
は
寸
稜
、
楽
也
σ
初
、
露
天
官

為
稜
、
再
登
用
之
年
、
挙
棄
為
之
レ
(
矧
…
紘
一
川
詩
)

7

乙
注
し
、
経
文
そ

の
も
の
に
よ
れ
ば
、
農
事
を
掌
る
官
と
し
て
認
め
ら
れ
る
稜
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
の
官
制
を
襲
い
天
官
と
す
る
。
そ
の
一
方
に

於
い
て
、
民
が
つ
い
た
百
授
を
天
官
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

即
ち
、
同
は
河
内
エ
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
可
空
は
町
田
川
礼
b

で
い

う
冬
官
の
大
河
内
ぶ
で
は
な
く
、
取
点
徳
な
る
馬
を
表
彰
す
る
為
に
設
け

た
特
別
の
官
で
、
常
設
で
は
な
い
と
し
、
同
が
百
官
を
統
ぶ
る
百
捺

に
登
用
さ
れ
た
後
、
可
空
は
廃
せ
ら
れ
、
そ
の
実
質
的
な
職
掌
は
共

工
と
漢
に
分
担
さ
れ
た
、
と
鄭
玄
は
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

上
、
九
官
の
う
ち
富
川
礼
b

の
六
官
に
鄭
玄
が
比
擬
し
た
も
の
を
挙

げ
た
が
、
残
り
も
辺
川
礼
h

の
官
織
に
相
当
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
益
が
任
命
さ
れ
た
朕
虞
は
沼
川
礼
匂
地
官
の
山
虞
'
沢
ぃ
撲
に
、

獲
が
任
命
さ
れ
た
典
楽
は
、
春
官
の
大
司
法
水
に
、
竜
が
任
命
さ
れ
た

納
言
は
夏
官
の
大
僕
に
、
と
い
う
ふ
う
に
。

右
の
如
く
、
鄭
玄
は
舜
の
時
の
官
制
を
発
の
時
の
そ
れ
に
配
当

し
、
更
に
宮
川
札
い
に
同
定
し
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
客

観
的
に
み
れ
ば
、
矛
盾
を
来
た
し
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
綴
が
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
実
際
の
解
釈
は
か
く
の
如
く
牽
強
附
会
な
る
も
の
で

あ
る
が
、
鄭
玄
自
身
に
於
い
て
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
枝
葉
末
節
な
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
と
に
か
く
、
「
実
践
ハ
」
を
明
間
引
の
濫
綴
と
し

て
位
置
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
c

注ω以
下
の
論
述
は
顧
額
制
「
戦
国
秦
漢
間
人
的
造
偽
与
弁
偽
」
(
凶
M
U
M糊
)
に

助
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

制
康
有
為
司
孔
子
改
制
考
で
顧
額
隣
町
山
盟
国
研
究
講
義
』
参
照
。

仙

w
鄭
玄
注
を
疏
解
す
る
孫
息
術
立
開
設
問
今
古
文
注
疏
』
も
「
寝
与
可
徒
者
、

謂
天
地
官
也
。
陰
陽
即
謂
天
地
、
井
四
時
為
六
官
。
部
以
発
特
有
六
官
、

不
独
拠
周
制
定
之
」
と
い
う
。

( 8 ) 

田

内

田

川

社

』

閉

山

家

さ
て
、
そ
の
吋
周
礼
b

で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
、
一
王
の
為
に

設
け
ら
れ
た
一
篇
の
行
政
法
典
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
行
政
法
典
こ
そ
は
、
地
上
に
於
け
る
国
家
権
力
と
被
治
者
と

の
関
係
を
具
体
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
賢
一
一
日
を
安
し
な

い
だ
ろ
う
。
か
か
る
辺
川
礼
b

で
は
あ
る
が
、
次
の
如
き
理
論
か
ら

構
想
さ
れ
て
い
た
。
鄭
玄
は
い
う
。

ふ
ハ
官
之
潟
、
三
百
象
天
地
問
時
日
月
星
辰
之
度
数
、

備
務
。
(
統
一
制
官
)

・
地
官
・

-11
、、
?
r
t

・
-
付
ノ
・
い
吋
‘
ゴ
ベ

』
司
イ
官
庁
ゎ

h'ii

は
、
天
地
問
時
に
象



り
、
一
一
一
百
六
十
の
官
職
は
、
周
年
夫
一
一
一
百
六
十
五
度
四
分
の
一
に
籾
応

ぜ
し
め
て
組
織
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
か
か
る
百
川
礼
い
に
は

つ
天
道
」
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
町
周

礼
い
は
、
天
道
と
人
道
の
合
則
的
秩
序
の
具
体
的
な
笑
現
態
と
し
て

認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
町
周
礼
b

が
天
詩
的
本
質
を
有
す
る
こ
と
は
、
そ
の
制
作
者

の
性
格
か
ら
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
制
作
者
た
る
周
公
旦
は
発

・
舜
ら
と
間
じ
く
同
記
入
た
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
形

的
客
観
的
に
見
え
る
行
政
法
典
と
で
も
い
う
べ
き
雷
同
礼
b

の
原
理

は
、
全
て
天
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
内
向
礼
b

を
基
軸
に
据
え
、
一
一
一
礼
の
緊
密
な
る
連
関
、
そ
し

て
他
の
経
書
の
そ
れ
へ
の
産
合
と
い
う
解
釈
方
法
を
用
い
て
、
円
照

礼
h

に
於
い
て
構
慰
さ
れ
る
国
家

i

Z
川
礼
b

国
家
を
経
書
解
釈
体

系
と
し
て
構
築
す
る
の
だ
が
、
こ
の
内
周
礼
b

国
家
は
孔
子
の
『
春

秋
』
制
作
の
意
図
か
ら
突
は
導
び
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

行
論
の
必
要
上
、
こ
こ
で
、
革
命
を
終
え
た
後
漢
の
初
年
に
於
け

る
明
春
秋
b

理
解
を
概
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鄭
玄
が
一
部
す
右

の
解
釈
態
度
は
、
そ
の
ヱ
支
理
解
を
踏
襲
し
、
彼
独
r

は
に
展
開

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

周
知
の
如
く
、
前
漢
の
初
年
か
ら
既
に
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
災
異

を
解
釈
し
て
天
窓
を
窺
お
う
と
し
た
知
く
、
『
春
秋
』
は
天
章
一
回
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
君
主
権
抑
制
の
根
拠
と
し

て
示
さ
れ
た
潔
論
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
政
治
の
場
に
介
入
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
内
春
秋
い
に
対
す
る
解
釈

は
、
前
漢
の
末
年
以
後
に
な
る
と
、
合
ど
の
解
釈
理
論
に
於
け
る

陰
綴
災
奥
説
、
及
び
そ
れ
と
混
交
す
る
務
総
説
の
導
入
を
闘
っ
て
、

関
家
権
力
の
動
向
・
利
害
に
根
ざ
し
た
国
家
主
義
的
な
解
釈
へ
と
変

向
い

貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

即
ち
、
そ
の
解
釈
は
二
つ
の
方
向
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一

つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
光
武
帝
の
権
力
の
正
当
性
を
弁
証
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
来
上
っ
た
組
織
的
な
権
力
を
実
際
的
に
発

動
し
運
用
す
る
こ
と
は
、
「
法
」
に
準
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

可
能
と
な
る
。
所
謂
「
礼
」
で
あ
る
。
草
創
期
を
過
ぎ
る
と
、
国
家

秩
序
雑
持
の
具
体
的
な
理
論
が
劉
漢
王
朝
に
と
っ
て
切
実
な
る
課
題

と
な
り
、
い
わ
ば
礼
教
理
論
の
模
索
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

後
漢
の
初
年
に
於
け
る
、
か
か
る
礼
教
理
論
の
昂
揚
が
「
春
秋
者

礼
也
」
(
耽
瓶
一
都
射
訓
年
)
と
い
う
学
説
、
を
生
み
、
展
開
さ
せ
た
。
『
春

秋
』
に
示
さ
れ
た
秩
序
理
念
を
礼
と
和
郎
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
時
代
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
、
陰
陽
災
異
説

・
議
緯
説
が
そ
の
解
釈
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
具
体

例
に
就
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、

か
か
る
混
交
、
或
い
は
比
擬
が
、
礼
と
し
て
の
『
春
秋
』
を
天
堂
開
た

( 9 ) 



ら
し
め
る
客
観
的
な
理
論
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
府
公
日
一

の
制
定
し
た
制
度
の
総
体
と
し
て
の
「
周
礼
」
に
円
常
務
秋
』
は
夜
結

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
内
春
秋
h

京
公
十
四
年
の
、
天
が
降
し
た
災
異
(
瑞
祥
〉

と
し
て
の
、
所
諮
「
獲
麟
い
解
釈
に
そ
れ
は
一
部
さ
れ
る
む

先
ず

3
4骨一枚
b

の
原
拠
た
る
「
魯
史
」
を
ば
魯
の
代
々
の
史
官
が

「
関
川
礼
い
を
遵
守
し
た
礼
規
範
の
す
一
向
と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
『
春

秋
b

制
作
に
言
及
し
、
孔
子
の
概
定
基
準
も
戸
川
礼
」
で
あ
っ
た
と

す
る
。
内
春
秋
い
は
「
関
川
礼
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
の
見
解
を
示
す

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
獲
麟
」
解
釈
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
。
円
春

、

秋
b

は
白
川
礼
い
で
あ
る
。
即
ち
礼
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
礼
は
五

行
に
於
い
て
は
火
に
配
当
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
か
か
る
町
春
秋
い
を

修
め
た
為
に
、
火
の
子
供
で
あ
る
土
に
配
当
さ
れ
る
麟
が
瑞
応
と
し

て
出
現
し
た
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

お
の
如
き
町
春
秋
い
理
解
は
、
府
公
民
一
が
成
王
の
為
に
制
定
し

た
、
王
者
一
統
の
実
現
態
と
さ
れ
る
「
周
礼
ん
に
劉
襟
王
朝
の
実
際

的
な
秩
序
維
持
の
原
理
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
換
一
一
一
一
閃
す
れ

ば
、
受
命
説
な
ど
と
相
須
っ
て
、
理
念
上
、
現
実
の
劉
漢
字
一
朝
を
周

王
朝
に
繋
速
し
、
劉
漢
王
朝
を
周
一
王
朝
の
再
現
と
し
て
捉
え
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
の
「
府
礼
い
は
、
ご
江
一
一
と
の
関
連
を
十
分
に
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
結
局
は
、
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
『
周
礼
』
の
表
彰
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。

鄭
玄
は
、
以
上
の
如
き
豆
一
骨
秋
』
理
解
、
及
び
そ
こ
か
ら
導
び
き

出
さ
れ
る
円
周
礼
』
推
重
を
継
承
し
発
展
さ
せ
て
、
神
学
的
な
体
系

性
を
有
す
る
『
周
礼
』
国
家
を
構
築
し
て
み
せ
る
わ
け
だ
が
、
や
は

り
、
「
獲
麟
」
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。原

拠
た
る
「
魯
史
」
を
「
魯
礼
」
と
鄭
玄
は
先
ず
い
い
直
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
「
魯
史
」
の
礼
規
範
的
性
格
を
一
層
鮮
明
に
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
孔
子
の
『
春
秋
』
制
作
に
就
い
て
、
「
席
礼
」
に

合
致
す
る
も
の
と
し
な
い
「
魯
礼
!
一
を
駿
別
し
て
、
「
周
礼
」
を
再
構

築
す
る
こ
と
こ
そ
が
孔
子
の
そ
の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
「
孔

子
雄
有
聖
徳
、
不
敢
顕
然
改
先
王
之
法
」
(
腕
…
紅
側
蹴
引
)
と
警
ぷ
は

い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
先
王
之
法
」
、
が
「
同
州
礼
い
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
一
獲
麟
い
解
釈
が
な

さ
れ
る
。
か
か
る
内
春
秋
い
の
内
容
を
古
川
設
と
「
洪
範
い
の
「
五

事
レ
の
第
二
時
で
あ
る
「
一
一
…
…
己
に
同
定
す
る
。
そ
の
つ
百
い
は
五
行

に
於
い
て
は
金
に
配
当
さ
れ
る
。
全
容
一
秋
b

制
作
の
瑞
応
と
し
て
金

獣
た
る
鱗
が
出
演
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

( 10 ) 

の

如

き

解

釈

は

、

の

内

を

広

範

な

意

を

、

有
す
る
礼
と
し
て
や
や
抽
象
的
に
捉
え
る
以
前
の
解
釈
と
比
較
す
る

な
ら
ば
、
の
そ
れ
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。



に
同
定
し
て
い
る
こ
と
が
注
日
さ
れ
る
の
で
あ
る
f

に
就
い
て
の
鄭
玄
の
説
明
を
数
約
す
る
な
ら
ば
、
王
者
一
統

下
に
於
け
る
行
政
組
織
の
統
合
原
理
と
い
う
こ
と
に
な

h
o
か
か
る

「
一
一
一
一
己
を
コ
撚
秋
h

の
内
作
と
し
た
の
は
、
行
政
法
典
と
し
て
の
一

υ

周

、.、.、.

札
い
を
直
接
的
に
想
定
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。
吋
関
川
礼
い
に
於
い

て
構
想
さ
れ
る
悶
家
!
日
川
礼
h
m同
家
こ
そ
が
孔
子
の
顕
揚
す
る
つ
周

礼
い
で
あ
る
こ
と
を
以
前
の
誰
よ
り
も
鰯
文
は
強
く
打
ち
出
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
吋
春
秋
h

を
嘉
賞
す
る
為
に
、
一
大
は
鱗

を
出
現
さ
せ
た
と
い
う
。
吋
関
川
礼
h

悶
家
は
天
の
是
認
を
得
た
絶
対

的
な
秩
序
体
系
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ο

日[J
ち

、、V
6
4

，ω一一の
ωと
閉
じ
。
発
・
舜
・
府
公
民
に
於
け
る
「
閣
議
」
の
出
現
は
、
亀

・
竜
に
よ
る
一
1

正
」
な
る
形
式
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
辺
川
札
"
旬
開
家
の
康

史
的
発
展
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
賞
帝
の
「
図

書
レ
も
亀
・
竜
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
黄
菅
が
人
類
及
び
文

化
の
阿
部
点
で
あ
っ
た
か
ら
か
。

ω日
原
利
悶
「
災
異
と
識
粋

i
漢
代
思
想
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
i
」
(
峨
認
可
)

参
照
。

川
W
川

W
と
問
じ

ω以
下
の
「
獲
麟
一
解
釈
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
以
前
に
論
じ
た
所
の
「
間

漢
に
お
け
る
吋
獲
鱗
b

解
釈
に
つ
い
て
」
(
時
怒
川
紛
糾
控
勺
ハ
)
・
「
副
知
玄
の

春
秋
学
に
関
す
る
私
見
」
を
踏
ま
え
る
も
の
で
、
参
照
さ

れ
た
い
が
、
本
稿
に
於
い
て
は
い
さ
さ
か
視
点
を
変
え
論
じ
て
み
た
。

仙
川
「
五
事
い
の
う
ち
「
貌
い
吋
祝
」
「
聴
ー
)
辺
住
は
経
文
に
於
い
て
そ
れ
ぞ

れ
「
恭
二

3

州
仰
い
「
聡
い
…

i

容
)
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
鄭
玄
は
「
此
恭
州
問

聡
い
一
省
、
行
之
我
身
い
(
制
綿
一
州
)
と
法
し
、
こ
れ
ら
を
話
主
白
身
の
内
閣
的
行

為
と
す
る
。
経
文
に
於
い
て
「
従
」
と
解
釈
さ
れ
る
「
一
一
一
と
に
就
い
て

は
、
「
党
主
従
則
自
…
戦
治
」
「
其
従
是
彼
人
従
我
」
(
川
)
と
注
し
、
「
一
一
一
と
を

君
主
と
目
下
と
の
関
係
に
於
い
て
捉
え
、
「
従
」
を
段
下
の
行
為
す
る
。

活
主
の
つ
一
一
一
一
己
が
皮
下
を
し
て
従
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ら

ば
、
職
は
治
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
説
明
を
加
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
数
倍
す
る
な
ら
ば
、
平
面
的
に
分
化
し
て
い
る

行
政
組
織
を
、
最
終
的
に
投
主
に
集
中
し
て
く
原
理
が
「
一
一
一
一
戸
一
な
の
で
あ

町
J

O

ヤ
1
・κ
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五

士
ロ
五
民

主
mam--員

郵

玄

の

が

緯

伐

本

と

し

て

し

か

伝

わ

っ

て

い

な

い

為
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
特
に
「
実
的
穴
」
に
対
す
る
解
釈
の
重

点
は
六
官
制
に
在
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
ム
ハ
官
制
は
同
天
た
る
亮
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
組
織
さ
れ
、
同
天
た
る
舜
に
踏
襲
さ
れ
た
と
し
、
行

政
法
典
と
で
も
い
う
べ
き
町
周
礼
』
に
比
擬
す
る
そ
の
解
釈
は
牽
強

附
会
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
尭
典
」
は
『
尚
番
打
中
の
単
な
る
一
篇
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
独
立
し
た
行
政
法
典
と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
勢
一
棋
に
於
い
て
「
稽
古
」
を
「
向
天
ー
一
と
訓
じ
、
実
を



「
向
天
い
た
る
存
在
と
し
て
認
め
る
の
は
、
発
個
人
に
関
わ
る
の
で

は
な
く
、
コ
苑
地
ハ
」
の
本
質
的
な
性
格
を
規
定
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
即
ち
、
「
尭
山
地
ハ
い
は
、
天
の
創
造
に
な
り
、
且
つ
天
に
贈
ら
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く

2
克
典
い
を
捉
え
る
こ
と
が
、
内
問
川
礼
b

国
家
の
中

核
と
も
な
る
。
つ
ま
り
、
か
か
る
コ
先
山
県
」
を
根
源
と
し
、
吾
川
礼
穴

そ
し
て
吋
春
秋
h

と
い
う
系
譜
を
郷
玄
は
構
怒
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
宮
川
礼
b

関
家
と
い
う
隠
家
形
体
の
摩
史
的
発
展
の
全
体
を
天

に
帰
せ
し
め
、
吋
阿
川
礼
い
…
悶
家
を
天
の
意
思
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
も

の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
神
学
体
系
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
を
提
示
し
た
の
が
、
神
の
高
み
に
ま
で
昇
っ
た
孔
子
そ
の
人

な
の
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
に
於
い
て
は
、
彼
が
経
書
解
釈
に
構
築
し
た

町
周
礼
い
悶
家
は
孔
子
十
一
立
法
者
と
す
る
神
型
国
家
の
秩
序
体
系
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
の
如
く
、
現
実
の
権
力
に
対
し
て
、
積
極

的
に
支
持
し
迎
合
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
ο

勿
論
、
そ
の
学

、，、.

説
を
炉
、
収
し
援
用
は
し
た
が
、
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
存

在
た
る
、
十
全
に
完
結
し
た
経
書
解
釈
体
系
を
州
知
立
は
構
築
し
た
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
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