
鄭
ー寺一

五、

ヨ
付
…
曜
日
間
』

の

「
幽
譜
」

i

「
七
月
」
築
研
究
序
説
i

は
じ
め
に

の
「
幽
風
」
に
属
す
る
「
七
月
」
は
、
仰
聞
の

も
い
う
べ
き
一
稀
で
あ
る
む
そ
れ
を
周
公
の
自
作
の
一

こ
と
は
、

P
汁
川
一
伝
」
裂
公
二
十
九
年
に
み
え
る
季
札
の
「
論
詩
」
以

来
の
伝
統
的
な
経
書
解
釈
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
は
翠
益
出
「
臨
譜
」

に
お
い
て
、
「
七
月
」
詠
歌
の
背
景
・
内
容
を
具
体
的
に
つ
づ
っ
て

い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
行
論
上
、
い
ま
指
摘
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

期
王
朝
創
設
ま
も
な
く
、
武
王
は
崩
御
す
る
む
周
公
は
幼
い
成
主

の
た
め
に
摂
政
に
就
こ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
蹄
公
に
は
纂
伎
の

野
心
が
あ
る
、
と
管
叔
'
察
叔
(
以
下
、
管
察
と
略
す
〉
は
流
…
官
一
閃
す
る
。

こ
れ
を
信
じ
た
成
主
を
避
け
る
た
め
に
、
周
公
は
東
都
に
開
閉
を
選
す
。

避
居
は
三
年
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
一
年
も
し
く
は
二
年
に
崩
公
は

を
詠
じ
る
の
関
川
の
先
公
の
な
か
の
、
災
難
に
遭
遇
し
た
隣

公
に
自
ら
を
比
し
て
、
当
時
の
患
い
を
「
七
月
」
に
託
す
る
の
で
あ

る
。
間
王
朝
が
混
乱
し
、
自
ら
は
避
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
現

状
で
は
、
太
平
を
招
来
し
一
部
川
札
』
を
制
作
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て

閤
離
な
功
業
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
患
い
で
あ
る
。
周
公
は
か

つ
て
の
幽
公
が
災
難
を
克
服
し
た
よ
う
に
、
現
状
を
打
破
し
功
業
を

Al) 

樹
立
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

「
七
月
」
序
は
「
七
月
」
に
託
さ
れ
た
内
容
を
つ
王
一
業
を
致
す
の

媒
難
」
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
鄭
玄
は
こ
れ
に
注
を
施
し
て
は
い
な

か
っ
た
。
以
上
の
「
隣
諸
」
の
叙
述
に
、
そ
の
解
釈
を
委
ね
て
い
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
で
1

工
業
を
致
す
の
娘
難
」
は
、
太
平
招
来
・

活
問
礼
い
制
作
に
よ
っ
て
「
王
業
」
を
成
就
す
る
回
難
と
い
う
意
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
つ
「
王
は
畢
覚
、
胞
の
受
命
・

王
朝
創
設
に
止
ま
ら
ず
、
太
平
招
来
・
制
作
も
含
む
タ

i

山
内
〆
]
ぽ

ム
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
む

問
題
は
実
際
の

「
幽
国
変
風
」

間

でる

高島

問
問

、

川

F
4
8

(28) 

の
解
釈
で
あ
る
。

0) 



問
削
難
」
を
基
本
的
に
は
閥
公
の
政
教
と
解
す
る
後
漢
・
説
の
大
方
が

{つ
Jγ

支
持
す
る
解
釈
を
と
ら
な
い
邸
玄
は
、
そ
こ
に
「
闘
諮
」
の
解
釈

を
反
映
さ
せ
、
醐
公
と
間
公
と
の
か
か
わ
り
を
具
体
的
に
示
し
て
し

か
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄
は
経
文
を
パ
ラ
フ
レ

イ
ズ
す
る
こ
と
に
つ
と
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
後
漢
'
説
一

般
の
「
七
月
」
の
経
文
解
釈
と
か
わ
ら

L

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
闘
風
」
は
「
七
月
」
一
篇
と
、
「
鴻
鵠
」
以
下
の
六
篇
と
か
ら
な

る
。
こ
の
六
篇
は
そ
れ
ぞ
れ
の
序
に
よ
る
と
周
公
に
か
か
わ
る
詩
篇

と
い
え
る
が
、
幽
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
七
篇
が
「
翻
風
」

と
い
う
名
称
を
も
ち
う
る
の
は
、
そ
の
持
政
に
位
置
す
る
「
七
月
」

に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
の
が
伝
統
的
な
経
書
解
釈
で
あ
っ
た
。

小
稿
は
こ
う
し
た
「
隣
風
」
七
儲
の
一
編
纂
に
か
か
わ
る
鄭
玄
の
解

釈
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
「
鶴
間
変
風
」
の
意
味
を
特
に

あ
き
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
だ

さ
れ
る
七
篇
全
体
の
性
格
に
対
す
る
鄭
玄
の
解
釈
は
、
「
七
月
」
裳

を
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
検
討
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
今
後
の
契
機
と
な

る
の
で
あ
る
。

「
臨
風
」
の
詩
篇
と
、
吋
詩
譜
い
「
鶴
譜
」
の
解
釈

ま
ず
「
七
月
」
に
つ
づ
く
六
篇
の
内
容
と
、
そ
の
詠
歌
の
年
に
つ

い
て
の
鄭
玄
の
解
釈
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
序
の
注
、
及

そ
れ
は
あ
ら
ま
し
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

月
」
を
府
公
が
詠
じ
た
あ
と
の
避
居
二
年
、
周
公
の
属
党
は

成
一
五
に
逮
捕
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
命
乞
い
の
た
め
に
、
周
公
は
翌
年

の
一
簡
の
詩
を
詠
じ
て
成
王
に
お
く
る
。
「
鴎
鵠
」
が
そ
れ

よ
フ
心
シ
」
、

で
あ
る
。

成
主
が
潤
公
の
懇
願
を
拒
一
治
し
た
と
き
、
疾
風
雷
電
の
異
変
が
お

こ
る
。
そ
れ
を
神
意
と
認
め
た
成
主
は
、
期
公
を
東
都
か
ら
京
師
に

迎
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
依
熱
と
し
て
管
察
の
流
言
に
惑
わ
さ
れ

て
い
た
群
臣
が
お
り
、
か
れ
ら
は
成
主
の
意
向
に
反
対
す
る
D

「伐

利
」
は
大
夫
が
そ
う
し
た
群
臣
を
刺
る
た
め
に
詠
じ
た
一
篇
で
あ
る
。

疾
風
首
都
抵
の
異
変
の
あ
と
、
成
主
は
か
つ
て
の
「
金
肢
の
書
」
を

ひ
ら
き
、
成
主
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
は
周
公
の
真
意
を
知
る
。
避

居
一
一
一
年
は
、
局
公
が
京
師
に
帰
り
摂
政
に
就
く
年
!
居
摂
一
年
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
九
琵
」
は
こ
の
よ
う
な
周
公
と
、
去
り
往
く

周
公
に
対
す
る
東
都
の
人
々
の
情
別
の
情
と
を
大
夫
が
詠
じ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
崩
公
に
疑
惑
の
念
を
む
け
て
い
た
群
臣
を
刺
っ
た
一
篇
で

あ
る
む

(29) 

周
公
は
摂
政
に
就
く
や
、
す
ぐ
さ
ま
管
察
ら
を
討
伐
す
る
東
征
を

お
こ
な
い
、
居
摂
三
年
に
お
え
る
。
「
破
斧
」
は
こ
の
よ
う
な
東
征

を
大
夫
が
讃
え
る
一
篇
で
あ
ワ
、
そ
の
三
年
の
あ
い
だ
に
つ
く
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
東
山
」
は
、
東
征
か
ら
の
田
川
公
の



凱
旋
を
讃
え
る
た
め
に
大
夫
が
詠
じ
た
一
篇
で
あ
る
の

七
篇
の
な
か
で
最
後
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
「
狼
抜
」
で
あ
る
。

摂
七
年
の
致
政
の
の
ち
、
間
公
は
目
下
に
く
だ
り
「
姉
」
に
就
く
。

府
摂
の
あ
い
だ
に
お
こ
な
っ
た
功
業
を
成
主
に
譲
っ
た
崩
公
を
讃
え

る
た
め
に
、
「
狼
政
」
は
大
矢
に
よ
っ
て
詠
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
隣
風
」
の
編
次
は
、
「
七
月
」
「
鵠
鴻
」
「
東
山
」
「
破
斧
」
「
伐

利
」
「
九
競
」
「
狼
践
」
で
あ
る
。
鄭
玄
の
解
す
る
一
部
歌
の
次
序
は
、

て
4
J

そ
れ
と
合
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
蹴
離
は
、
管
慈

の
流
一
言
、
周
公
の
避
賠
'
摂
政
就
任
・
東
征
、
成
主
へ
の
致
政
と
い

う
独
自
の
間
公
の
府
摂
を
め
ぐ
る
解
釈
に
七
篇
を
組
み
い
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鄭
玄
が
設
定
し
て
い
た
太
平
招

来
の
と
き
は
東
征
を
お
え
た
賠
摂
三
年
、
宮
川
礼
い
制
作
の
と
き
は

一
氏
以
d

致
政
の
前
年
の
閉
山
摂
六
年
で
あ
っ
た
。
「
幽
風
」
七
篇
は
「
王
業
」

成
就
へ
の
決
意
と
、
そ
の
実
現
と
を
詠
じ
る
詩
篇
群
と
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

で
は
鄭
玄
は
「
幽
風
」
七
篇
の
一
編
纂
を
、
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
釈
は
二
カ
所
で
示
さ
れ
る
が
、
ま
ず
と

り
あ
げ
る
べ
き
は
「
州
側
諸
」
の
結
ぴ
の
部
分
に
あ
る
、

大
師
、
大
い
に
其
(
周
公
)
の
志
を
述
べ
ん
と
し
て
、
，
…
意
を
州
側

も
ウ
ぱ

八
ム
の
事
に
主
ち
に
す
。
故
に
其
の
詩
を
加
ち
て
、
以
て
鶴
間
変

風
と
為
す
。
〔
詩
閥
均
…
州
統
山
川
〕

と
い
う
叙
述
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
田
川
の
楽
宮
の
長
に
あ
た
る
大
師
が
「
大
い
に
周
公
の
志

を
述
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
周
公
の
「
王
業
」
成
就
へ
の
決
意
を
表
彰

す
る
こ
と
で
あ
る
つ
こ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
た
。
「
周
公
の
志
」
を
内
容
と
す
る
「
七
月
」
と
、
「
時
鴇
」
以
下

の
六
篇
と
が
詩
篇
群
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
六
篇
は

「
周
公
の
志
」
の
実
現
を
詠
じ
て
お
り
、
「
七
月
」
の
内
容
に
包
摂
さ

れ
え
た
の
で
あ
る
。
「
意
を
臨
公
の
事
に
主
ら
に
す
」
と
は
、
そ
う

し
た
七
篇
の
弊
頭
に
「
七
月
」
を
位
置
づ
け
、
七
篇
全
体
を
幽
公
の

事
績
に
託
さ
れ
た
「
崩
公
の
志
」
で
統
一
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
て
大
師
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
篇
群
を
あ
ら
わ
す

名
称
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
「
酪
国
変
風
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

(30) 

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
一
鶴
岡
州
」
は
も
と
も
と
「
臨
閤
変
風
」

と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
が
解
し
て
い

た
七
篇
の
内
容
は
、
こ
の
名
称
に
凝
縮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大

師
の
編
纂
に
か
か
わ
る
鄭
玄
の
解
釈
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

「
閥
間
変
風
」
の
意
味
を
検
討
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
「
閥
国
変
風
い
の
読
み
で
あ

る
9

孔
穎
逮
以
来
、
「
鶴
閣
の
変
成
」
と
ふ
つ
う
に
は
読
ま
れ
て
い

る

む

「

都

風

」

な

ど

が

「

部

の

風

」

と

い

て

い

る

と



の
で
あ
ろ
う
円
ま
た
孔
穎
速
は
に
あ
る
「
変
風
・
変
味
」

ニh
u
w

の
「
変
風
い
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
疏
解
し
て
も
い
る
の
し
か
し
、

あ
と
で
ふ
れ
る
よ
う
に
「
闘
関
変
凱
ん
の
コ
変
風
」
は
「
大
序
」
の

そ
れ
と
問
列
に
は
論
じ
え
な
い
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
つ
、
ぎ
の
事
実
を
孔
穎
速
は
無
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
ま
た
「
出
風
」
を
例
に
し
よ
う
的
そ
れ
は
「
大
序
」
の
「
変
胤
」

に
数
え
ら
れ
る
詩
織
で
あ
る
が
、
「
郡
関
の
変
風
」
、
あ
る
い
は
「
邸

の
変
風
〕
と
よ
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
つ
「
隣
国
の
変

風
」
と
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
意
味
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
ヮ

た
だ
雌
か
な
こ
と
は
、
タ
ー
ム
と
し
て
の
「
変
風
」
の
成
立
に
は

つ
け
印
刷
」
の
存
夜
が
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
「
刷
側
諸
」
の
叙

述
に
は
の
詩
を
別
つ
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
七
能
、
が
区
別
さ
れ
る

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
い

わ

れ

わ

れ

は

、

邸

玄

が

ど

の

よ

「

正

風

」

め
て
い
た
か
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戸

風
」
の
意
味
は
漸
次
あ
ぶ
り

J

だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
つ

吋
叫
前
譜
い
「
周
南
召
南
講
師
」
の
解
釈

ま
ず
、
「
融
関
変
問
問
」
の
「
変
風
」
が
「
大
一
序
」
の
「
変
風
」
と

お
な
じ
く
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
よ
う
c

す
た

は

を

札

義

擦

れ

」

た

の
ち
に
お
こ
っ
…
て
い
た
。
鄭
玄
は
吋
詩
諮
」
「
序
」

に
お
い
て
、
こ
れ
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
開
の
殻
五
・
爽
王

か
ら
陳
の
笠
公
ま
で
に
詠
じ
ら
れ
た
「
部
風
」
以
下
「
曹
風
」
に
至

る
十
二
「
間
風
」
を
吋
変
風
」
と
総
紘
す
る
つ
そ
し
て
側
々
の
「
風
」

の
編
纂
、
「
変
風
」
の
命
名
は
孔
子
に
な
っ
た
、
と
の
べ
て
い
た
の

7λ 

で
あ
る
n

こ
れ
に
対
し
て
「
融
関
変
風
」
の
「
変
風
」
の
ば
あ
い
は
、

表
乱
の
時
代
の
詩
篇
群
と
は
い
え
ず
、
ま
た
編
纂
・
命
名
は
と
も
に

孔
子
に
か
か
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
七
篇
の
み
に
適
用
さ
れ

る
単
独
の
名
称
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
大
序
」
の
「
変
風
」
に
は

数
え
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
わ
れ
わ
れ
は
、
鄭
玄
が
「
大
序
」
の
「
変
風
・
変
雅
」
に
対

す
る
詩
篇
群
と
し
て
設
定
し
て
い
た
「
詩
の
正
経
」
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
詠
歌
・
編
纂
の
と
き
も
、
七
篇
と
お
な

じ
く
潟
初
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

9

同
時
代
の
二
つ
の
詩
篇
群
を
比
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
篇
を
「
変
風
」
と
し
た
大
部
の
編
纂
に
言
及

し
う
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
詩
の
正
経
」
に
か
か
わ
る
吋
叶
野
部
己
の
「
序
」
や
「
小
大
雅
諮
」

の
叙
述
を
か
い
つ
ま
も
う
ひ
「
風
」
の
「
周
商
」
「
召
南
」
、
「
小
雅
」

の
「
鹿
鳴
」
か
ら
ぶ
我
」
(
亡
詩
の
「
南
骸
」
な
ど
六
篇
は
除

か

れ

る

)

ま

で

の

「

大

雅

」

の

」

か

ら

「

巻

問

」

(31) 



ま
で
の
十
八
篇
が
「
詩
の
正
経
」
で
あ
る
。
孔
子
が
の
な
か

に
そ
れ
ら
を
「
詩
の
正
経
」
と
し
て
収
め
た
の
は
、
「
文
・
武
の
徳
」

{
O
O
J
 

を
讃
え
る
詩
篇
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
包
こ
れ
に
対
し
て
七
篇
は
、

「
文
・
武
の
徳
」
で
は
な
く
「
閥
公
の
志
」
を
表
彰
し
て
い
た
と
さ

れ
て
い
た
り
同
時
代
の
詩
篇
群
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
子

が
七
篇
を
「
詩
の
正
経
」
の
「
風
」
に
数
え
な
か
っ
た
と
す
る
理
由

は
、
こ
の

τμ一
に
あ
っ
た
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
の
鄭
玄
が
解
す
る

大
仰
の
編
纂
は
ま
ず
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る
。

大
一
仰
は
「
風
」
と
し
て
、
最
初
に
「
間
阿
南
」
「
忍
南
」
(
以
下
、
「
一
一

南
」
と
よ
ぷ
)
を
編
纂
し
た
。
こ
の
あ
と
七
綜
を
編
纂
し
た
と
き
、

同
者
の
あ
い
だ
に
「
正
」
「
変
」
の
関
係
を
設
定
し
え
た
。

2v〈
・
武

の
徳
〕
を
讃
え
る
「
二
南
」
を
「
一
正
風
」
と
す
る
な
ら
ば
、
「
間
川
公

の
志
」
を
表
彰
す
る
七
簡
は
「
変
一
胤
」
に
あ
た
る
、
と
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
「
一
一
南
」
…
編
纂
に
対
す
る
鄭
玄
の
解
釈

を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
の
コ
一
付
描
聞
い
「
府
南
在
南

部
川
」
(
以
下
、
「
二
臨
諮
」
と
よ
ぶ
)
の
前
半
が
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ

る
叙
述
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
の
こ
れ
を
適
当
に
…
区
切
っ
て
論

じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

み
立
み

周
・
召
は
、
話
内
黄
の
抑
制
州
の
岐
山
の
協
の
地
名
な
り
口

「
…
一
雨
」
の
周
'
…
待
は
議
州
の
般
山
の
問
問
!
蚊
陽
の
地
名
で
あ
っ

一「

と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
つ

つ
い
で
、
腐
の
先
公
の
大
王
が
こ
こ
に
居
を
構
え
た
事
清
を
説
く
む

思
の
先
公
の
、
大
王
と
臼
う
者
、
秋
難
を
避
け
て
翻
よ
り
始
め

て
駕
に
還
り
、
徳
を
修
め
て
王
業
を
建
つ
。

戎
秋
の
侵
略
を
避
け
て
幽
か
ら
選
っ
た
と
い
い
、
「
王
業
」
樹
立
は

へQ
d
v

こ
の
よ
う
な
大
王
の
徳
教
に
端
を
発
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
に

加
え
る
の
で
あ
る
つ

大
王
の
あ
と
を
う
け
る
の
が
王
季
で
あ
る
。
「
ニ
南
諮
」
は
こ
れ

に
ふ
れ
た
う
え
で
、
文
王
に
及
ぶ
。

簡
王
帝
乙
の
初
め
、
其
の
子
の
王
季
に
命
じ
て
西
伯
と
為
ら
し

む
c

材
に
歪
り
て
ま
た
文
王
に
命
じ
て
、
南
閣
の
江
・
漠
・
汝

か
た
わ
R
いつ

の
芳
の
諸
侯
を
典
治
せ
し
む
。
時
に
於
い
て
天
下
を
一
一
一
分
し

其
の
こ
を
有
し
て
、
以
て
殴
に
服
事
す
。
故
に
擁
・
梁
・
荊
・

み
れ
年

務
・
徐
‘
揚
の
入
、
成
投
ハ
の
徳
を
被
り
之
れ
に
従
う
9

文
王
、

受
命
し
ー
邑
を
農
に
作
る
。

段
討
の
と
き
、
文
王
は
調
的
で
あ
っ
た
。
父
の
王
季
の
あ
と
を
つ
、
さ

蚊
陽
に
都
を
構
え
斑
州
の
伯
(
州
伯
)
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
南

の
江
'
漢
・
汝
水
流
域
の
梁
・
荊
ニ
州
の
諸
侯
を
兼
治
す
る
よ
う
討

に
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
a

文
王
は
岐
陽
に
徳
教
を
お
こ
な
っ

て
い
た
の
で
、
，
煎
の
一
二
州
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の

甫

の

橡

・

に

し

た

が

っ

た

。

天

下

の

九

州

(32) 
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の
う
ち
六
州
を
有
し
て
、
文
王
は
討
に
つ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
り

こ
の
の
ち
受
命
し
た
文
王
は
都
を
農
に
つ
く
っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
う
か
が
い
う
る
の
は
、
つ
ぎ
の

二
点
で
あ
る
の
大
正
の
徳
教
を
発
端
と
す
る
「
正
業
」
樹
立
は
、
関
川

の
受
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
丈
一
五
の
受
命
の
み
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
、

第
一
点
で
あ
る
。
大
王
か
ら
文
王
の
受
命
ま
で
を
詠
じ
る
「
大
雅
・

綜
」
一
絡
の
内
容
を
総
括
す
る
畿
と
い
え
る
、
「
大
主
に
主
り
て
掠

{刊〉

援
々
盛
ん
に
し
て
、
其
の
氏
、
心
を
得
て
、
主
業
を
生
、
ず
」
を
鄭
玄

は
ふ
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
点
は
こ
う
で
あ
る
。
文
王
の
受

の
お
こ
な
っ
た
徳
教
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
し
え
た
こ

と
で
あ
る
。

そ
し
て
右
の
叙
述
は
そ
の
ま
ま
、

乃
ち
蚊
邦
の
朗
・
詔
一
の
地
を
分
か
ち
て
、
局
公
日
一
・
召
公
爽
の

釆
地
と
為
し
、
先
公
の
教
え
を
己
の
職
す
る
所
の
閣
に
施
さ
し

む。

と
つ
づ
く
。

文
王
は
岐
楊
の
潟
・
召
の
地
を
子
の
日
一
、
同
族
の
爽
の
釆
地
と
し

て
分
賜
し
た
。
か
れ
ら
を
間
公
・
召
公
と
し
た
う
え
で
、
自
ら
が
お

こ
な
っ
て
い
た
「
先
王
の
教
え
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
来
地
に
施
す
よ
う

命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
先
公
」
は
大
日
主
で
あ
る
。
「
先

公
の
教
え
」
の
徳
教
を
発
端
と
す
る
、
受
命
を
実
現
し
え
た

の
徳
教
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
二
両
諸
」
は
「
…
一
前
」
編
纂
に
言
及
す
る
。

武
王
、
討
を
伐
ち
天
下
を
定
む
れ
ば
、
巡
{
寸
・
述
職
し
、
諮
問

み

の
詩
を
陳
一
制
し
て
、
以
て
民
の
風
俗
を
綴
る
。
六
州
は
、
二
公

の
徳
教
を
得
る
こ
と
尤
も
純
な
り

Q

故
に
独
り
之
れ
を
録
し
、

世
だ

之
れ
を
大
仰
に
属
ね
、
分
か
ち
て
之
れ
を
聞
と
せ
り
。
投
ハ
の
聖

人
の
化
を
得
る
者
、
之
れ
を
周
南
と
謂
い
、
賢
人
の
化
を
得
る

者
、
之
れ
を
沼
南
と
謂
う
。
ニ
公
の
徳
教
、
岐
よ
り
し
て
南
関

に
行
な
わ
れ
し
を
一
一
一
時
う
な
行
。

王
、
が
天
下
を
定
め
、
諮
問
の
詩
篇
を
採
取
し
た
と
こ
ろ
、
ム
ハ
州
の

そ
れ
は
二
公
の
穂
教
を
最
も
純
粋
に
詠
じ
て
い
た
。
大
師
は
そ
れ
を

二
つ
の
「
風
」
と
し
て
編
纂
し
た

9

聖
人
印
刷
公
の
徳
教
を
詠
じ
る
詩

篇
群
を
「
関
川
南
」
、
緊
人
召
公
の
そ
れ
を
「
召
南
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
南
」
は
二
公
の
徳
教
が
周
・
召
の
地
か
ら
南
国
に
及
ん
だ
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
二
南
」
の
周
・
召
は
賠
公
・
召
公
の
釆
地
の

地
名
と
い
え
る

Q

し
か
し
そ
、
つ
し
た
地
域
の
違
い
で
は
な
く
、
詩
篇

の
内
容
に
よ
っ
て
、
「
一
一
南
」
の
名
称
が
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
二
南
」
編
纂
に
至
る
ま
で
の
叙
述
の
意
味
を
問
お

う
む
・
召
公
の
徳
教
が
諸
侯
文
王
の
徳
教
に
し
た
が
っ
て
い
た

(33) 



こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
そ
れ
は
用
意
さ
れ
て
い
た
の
P

で
あ
る

9

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
安
町
一
諸
」
「
序
」
な
ど
が
「
…
一
南
」
を
「
文
・

武
の
徳
」
を
讃
え
る
詩
篇
群
と
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
ら
「
一
一
南

諸
」
の
叙
述
は
「
二
南
」
が
誇
侯
文
支
の
徳
教
を
と
り
あ
げ
て
い
た

詩
篇
群
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
つ
づ
ら
れ
て
い
た
、
と
推
測
し

う
る
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な

推

測

は

、

の

つ

の

内

容

に

対

す

る
鄭
玄
の
解
釈
に
雑
諒
さ
れ
る
の
「
二
南
」
一
編
纂
の
経
緯
は
、
こ
れ

を
通
し
て
具
体
化
し
う
る
の
で
あ
る
つ

「
周
南
」
「
忍
南
」
の
諸
篇
と
、
そ
の
編
纂

の
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
篇
の
吊
の
所
説
に
幕
一
本
的
に
し

っ
て
い
た
。
い
ま
は
そ
の
…
々
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
は
な
く
、

あ
ら
ま
し
を
か
い
つ
ま
む
だ
け
で
よ
い
っ

「
周
南
」
は
レ
i

一
筋
か
ら
な
る
の
持
一
践
の
「
関
舵
」
か
ら
「
米
間
」

ま
で
の
八
協
の
序
は
、
諸
俊
文
主
の
妻
の
太
似
を
王
者
の
妃
の
称
諮

に
は
か
な
ら
な
い
「
后
妃
」
と
よ
ぷ
。
八
協
は
そ
う
し
た
太
似
の
徳

行
や
間
関
'
子
孫
な
ど
に
対
す
る
教
化
を
詠
じ
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
く
「
滋
広
」
「
汝
墳
」
の
…
一
能
は
、
「
漢
広
」
序
に
「
諜
広
は
、

徳
の
広
く
及
ぶ
所
な
り
。
文
民
の
道
、
隣
国
に
被
り
、
美
化
は
江
そ

の
域
に
行
わ
れ
、
礼
を
犯
す
を
思
う
も
の
無
し
」
と
あ
る
よ
う
仁
、

太
制
服
で
は
な
く
文
王
の
徳
教
を
中
心
に
据
え
、
そ
れ
が
、
江
・
・
汝

水
流
域
の
南
留
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
詠
じ
る
。
「
問
問
南
」
の
最

後
に
お
か
れ
る
「
麟
之
社
」
は
、
文
王
の
徳
教
が
ま
ず
「
后
妃
」
を

化
し
、
つ
い
で
南
閣
に
及
ん
だ
こ
と
を
象
徴
的
に
詠
じ
る
一
篇
で
あ

る
ョ
「
関
般
」
以
下
の
八
篇
で
一
部
じ
ら
れ
て
い
た
太
似
の
徳
行
・
教

化
は
、
文
王
の
徳
教
を
、
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
詩
篇
も
ま
た
、
の
恕
教
を
詠
じ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い

の
で
あ
る
=

に
お
く
十
四
篇
か
ら
な
る
が
、
そ

「
何
彼
操
央
」
は
諸
侯
文
王
の
と
き
の

二
婦
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

(34，) 

で
は
な

「
閤
南
」
と
お
な
じ
構
成
を
と
る

「
鵠
巣
」
「
釆
繋
」
の
序
は
、
太
似
を
諸
侯
の
妃
の
称
制
間
に
あ
た

る
「
夫
人
」
と
よ
ぶ
。
二
篇
は
そ
う
し
た
太
蝦
の
徳
教
を
詠
じ
る
の

で
あ
る
つ
つ
づ
〈
「
紳
品
」
は
「
夫
人
」
の
太
似
の
教
化

を

う

け

て

、

礼

法

に

し

た

の

萎

を

詠

じ

る

。

」

か

の

序

に

の

国

、

ま
で
の
し
ハ
篇
は
、

文
王
の
政
に
化
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
沼
南
の
・
瀧
・

汝
水
流
域
の
南
向
が
丈
王
の
徳
教
を
被
っ
た
こ
と
を
詠
じ
る
。
一
山

南
」
の
最
後
に
佼
寵
す
る
「
鱗
底
」
は
文
王
の
徳
教
が
「
夫
人
」
を

化

し

、

つ

い

に

及

ん

だ

こ

と

を

、

の

「

麟

之

枇

」

《

V) 



と

お

な

じ

よ

う

に

象

徴

的

に

詠

じ

る

錦

で

あ

る

の

以

下

の
間
協
で
詠
じ
ら
れ
て
い
た
太
似
の
徳
行
・
教
化
は
、
の
徳
教

を
う
け
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
も

ま
た
丈
一
王
の
徳
教
を
詠
じ
て
い
た
こ
と
は
、
「
問
南
」
の
「
関
般
レ

以
下
の
八
簡
の
ば
あ
い
と
等
し
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鄭
玄
は
疎
か
に
、
「
二
南
」
を
諮
侯
文
一
子
一
の
鯨
教
を
詠
じ
た
詩
篇

群
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
…
二
間

γの
ば
あ
い
の
「
文
・

武
の
徳
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
の
た
だ
「
間
前
」
と
「
沼
南
」
と
で
は
、

そ
の
徳
教
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
た
。
太
似
の
称
調
の
速
い
が
、
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
府
南
」
は
持
候
文
王
を
王
者

に
想
定
し
て
、
そ
の
徳
教
を
詠
じ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
召
南
」

は
詩
…
候
と
し
て
の
文
主
の
徳
教
を
詠
じ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、
「
ニ
南
諸
」
に
お
い
て
武
主
の
と
き
の
採

取
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
「
二
公
の
穂
教
を
得
る
こ
と
尤
も
純
な

り
」
を
再
度
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
公
・
召
公
の
徳
教

を
う
け
た
六
州
の
人
々
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
諾
侯
文
干
一
の
徳
教
を
讃
え

る
た
め
に
か
つ
て
詠
じ
ら
れ
た
詩
篇
を
そ
の
ま
ま
伝
え
え
た
と
い
う

こ
と
を
、
鄭
玄
は
そ
こ
で
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
鄭
玄
が
解
す
る
「
二
南
」
一
編
纂
の
経
緯
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

関
公
・
召
公
の
来
地
で
あ
っ
た
閤
・
召
を
含
む
六
川
か
ら
の
採
取

は

、

そ

こ

に

の

こ

っ

て

い

の

徳

教

を

詠

じ

て

い

の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
ド
こ
れ
ら
を
大
仰
が
三
一
体
」
の
い
ず
れ

か
に
配
属
す
る
と
き
、
諸
侯
の
徳
教
と
い
う
一
点
に
注
自
す
る
と
、

「
風
」
が
適
当
で
あ
っ
た
っ
た
だ
、
受
命
王
の
か
つ
て
の
徳
教
を
と

り
あ
げ
る
詩
協
の
採
取
自
体
が
特
殊
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
た
。

事
実
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
諸
侯
文
王
を
王
者
に
想
定
す
る
詩
篇
群

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
市
ま
た
も
う
一
つ
の
詩
篇
群
が
詠
じ
て
い
た
、

諸
侯
と
し
て
の
文
乏
の
徳
教
も
単
な
る
諸
侯
の
そ
れ
と
い
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
の
大
師
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
て
、
二
つ
の
詩

篇
群
を
「
風
」
に
配
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
二

高
」
の
名
称
が
、
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
閥
」
「
召
」
は
ま
ず
、
ご
つ
の
詩
篇
群
が
特
殊
な
「
風
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
え
た

9

そ
れ
ら
を
来
地
と
し
た
周
公
・
召
公

は
王
朝
の
卿
士
で
あ
り
、
諸
侯
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「
周
」
「
沼
」
は
、
務
侯
文
王
の
徳
教
も
含
み
え
た
。
そ
れ
ら
は
こ
公

が
諮
侯
文
王
の
徳
教
を
施
し
た
地
で
あ
り
、
ま
た
諸
侯
文
王
が
か
つ

て
都
を
構
え
た
蚊
揚
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
「
白
川
」
の
「
風
」
、
「
召
」
の
「
風
」
と
よ
ぶ
だ
け
で
は
、
ム
ハ

州
す
べ
て
を
網
羅
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
南
」
を
加
え
る
こ
と
は
、

間
公
・
召
公
の
ば
あ
い
を
通
し
て
、
誇
侯
文
王
の
、
そ
れ
へ
の
波
及

も
含
ま
せ
与
え
た
の
で
あ
る
c

(35) 



か
く
て
「
一
一
南
」
の
名
称
が
成
立
し
た
。
す
な
わ
ち
諸
侯
文
支
を

王
者
に
想
定
す
る
詩
篇
群
を
「
周
南
」
と
よ
び
、
諸
侯
と
い
う
実
際

の
地
位
に
し
た
が
う
そ
れ
を
「
召
南
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
の
周
を
来
地
と
し
た
崩
公
は
王
者
に
匹
敵
す
る
聖
人
で
あ
り
、
召

を
来
地
と
し
た
召
公
は
諸
侯
の
模
範
と
さ
れ
る
賢
人
で
あ
っ
た
こ
と

が
考
巌
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

円
錦
町
士
山
い
の
「
王
者
の
風
」
解
釈

鄭
玄
が
つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
二

南
」
の
内
容
の
速
い
を
指
摘
し
て
い
た
、
「
大
序
」
の
「
関
堆
'
麟

祉
の
化
は
、
王
者
の
風
な
り

0

・
・
鵠
巣
・
脇
虞
の
認
は
、
諮
侯
の

風
な
り
」
と
い
う
叙
述
で
あ
る
の
し
か
し
鄭
玄
は
こ
れ
に
注
を
施
さ

ず
、
「
王
者
の
風
」
「
諸
侯
の
風
」
に
対
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
な
か

っ
た
。
「
諸
侯
の
風
」
に
間
以
る
と
、
「
沼
南
」
の
内
容
は
諸
侯
と
し
て

の
文
王
の
徳
教
と
締
か
に
い
え
、
と
り
た
て
て
の
解
釈
は
必
要
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
王
者
の
風
」
の
ば
あ
い

は
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
タ
!
ム

J

自
体
が
ま
ず
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
風
」
は
諸
伎
の
政
教
を
内
容
と
す
る
詩

体
で
あ
る
。
そ
れ
と
「
王
者
」
と
が
リ
ン
ク
す
る
こ
と
は
あ
り
〆
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
の
た
だ
こ
れ
ま
で
の
行
論
に
も
と
づ
く
と
、
邸
玄

は

を

つ

ぎ

の

よ

う

に

解

し

て

い

た

、

と
推
測
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。
「
閣
筒
」
が
諸
侯
文
王
に
想
定
し
て
い
た
王
者
で

あ
る
、
と
。
タ
ー
ム
と
し
て
の
「
王
者
の
風
」
は
こ
れ
で
成
立
す
る

の
で
あ
る
つ
し
か
し
文
字
ど
お
り
に
解
さ
ず
に
、
「
王
者
」
に
合
意

を
一
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鄭
玄
は
「
大
序
」
に
注
を
施
し
て
、
そ

れ
を
示
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
の
解
釈
は
、
つ
い
に
よ

く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
の
ち
に
弟
子
が

「
王
者
の
風
」
を
担
上
に
の
せ
、
師
の
解
釈
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
答
え
か
ら
う
か
が
い
う
る
鄭
玄
の
実
際
の
解
釈
は
、
さ
き
の
推

械
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
鄭
志
い
を
と
ワ
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
鄭
玄
の
弟
子
、

あ
る
い
は
認
の
鄭
小
向
の
撰
に
な
る
と
さ
れ
、
鄭
玄
と
弟
子
た
ち
と

の
問
答
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
は
輯
供
本
と
し
て
し
か
伝
わ

っ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
「
王
者
の
嵐
」
に
つ
い
て
の
弟
子
の
張
逸

の
問
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

王
者
の
風
を
問
、
つ
つ
王
者
は
当
に
雅
に
在
る
ベ
し
。
風
に
在
る

は
何
ぞ
っ
〔
詩
関
般
存
続
等
引
〕

が
、
そ
れ
で
あ
る
の

張
逸
は
「
王
者
の
風
」
の
「
王
者
」
を
抽
出
す
る
。
文
王
を
諸
侯

で
は
な
く
王
者
そ
の
も
の
と
認
め
る
の
が
「
平
で
あ
る
、
と
考

え
る
の
で
あ
る
つ
こ
れ
は
「
王
者
」
「
風
」
の

な
い
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
と
と
も
に
、

(36) 
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じ
て
い
る
と
い
う
認
識
で
も
あ
る
。
か
く
て
「
間
十
郎
」
は
「
風
」
で

は
な
く
、
「
雅
」
へ
の
配
偶
が
適
九
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
張
逸
は

問
い
た
だ
し
え
た
の
で
あ
る
の

鄭
玄
の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

つ
い

文
王
は
諸
侯
を
以
て
し
て
王
者
の
化
有
れ
ば
、
卒
に
以
て
受
命

其
の
本
を
述
ぶ
れ
ば
、
貧
し
く
風
と
為
す
べ
し
。
〔
問

前
学
に
お
い
て
、
鄭
玄
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
文
王
は
諸
候
の
位

に
あ
っ
て
「
一
土
者
の
化
」
を
お
こ
な
え
ば
こ
そ
受
命
し
た
、
と
。
こ

の
と
き
の
文
王
は
受
命
の
王
者
と
認
め
え
な
か
っ
た
こ
と
に
張
逸
の

注
意
を
喚
起
し
て
そ
の
「
王
者
」
解
釈
を
否
定
し
、
「
王
者
の
化
」

が
受
命
千
一
と
し
て
の
文
五
を
実
現
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
王
者
」
は
諸
侯
文
主
に
よ
る
つ
王
者
の
化
」
と
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
皐
覚
、
「
一
土
者
の
風
」
を
「
王
者
の
化
、
を

詠
じ
る
風
」
と
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
づ
く
「
其
の
本
を
述
ぶ
」
の
主
誌
は
、
「
王
者
の
風
」
で
は
な

く
「
照
南
」
で
あ
る
。
そ
の
内
容
と
さ
れ
る
「
其
の
本
」
は
受
命
の

基
業
と
い
う
意
で
あ
り
、
「
王
者
の
化
」
を
指
す

D

か
く
て
鄭
玄
は

「
宜
し
く
風
と
為
す
べ
し
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
張
逸
に
対

し
て
、
「
問
南
」
の
「
風
」
へ
の
配
属
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
断
ず
る

の
で
あ
る
c

で

は

と

は

な

受

命

の

基

業

と

の

関

係

が

そ

の
内
容
を
示
し
て
い
た
。
受
命
を
必
然
的
に
ひ
き
お
こ
し
王
者
と
な

り
う
る
諮
侯
文
王
の
徳
教
が
、
「
王
者
の
化
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
胞
南
」
の
内
容
は
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
ロ
六
州
の
人
々
は
す
で
に
諮
侯
文
一
土
の
徳
教
・
受
命
の
閤

果
的
必
然
性
を
確
信
し
て
い
た
の
で
、
諸
侯
文
主
を
王
者
に
組
定
し

て
そ
の
徳
教
を
詠
じ
え
た
の
で
あ
る
口

「
一
七
者
の
化
」
は
以
上
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
“
寸
工

業
」
成
就
に
か
か
わ
る
鄭
玄
の
解
釈
が
、
そ
の
内
容
を
拡
大
す
る
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
鄭
玄
の
解
釈
を
想

起
す
る
の
で
あ
る
。
で
子
一
業
」
成
就
は
廊
の
受
命
帝
に
あ
た
る
蒼
帝

霊
威
川
仰
の
神
意
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
受
命
王
の
文
一
土
に
そ
の
ま
ま

諒
さ
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
鄭
玄
が
示
す
文
王
の
受
命
は

そ
れ
自
体
、
文
主
に
よ
る
「
王
業
」
成
就
を
ほ
ん
ら
い
含
ん
で
い
た

(可〕

の
で
あ
る
c

と
す
る
と
「
王
者
の
化
」
は
受
命
に
限
る
の
で
は
な
く
、

「
王
業
」
成
就
の
基
業
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
王

者
の
化
」
に
対
す
る
さ
き
の
解
釈
の
再
検
討
を
わ
れ
わ
れ
に
促
す
の

で
あ
る
。
「
王
者
の
化
」
は
受
命
し
て
「
王
業
」
成
就
を
お
こ
な
い

う
る
諾
侯
文
王
の
徳
教
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
を
ふ
く
ら
ま

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
「
ニ
南
」
と
、
「
周
公
の
志
」
を
表
彰
す
る
七
篇
と
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の

あ

い

だ

に

の

関

係

を

認

め

て

い

た

つ

し

か

し

者
の
風
」
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
「
間
前
」
だ
け
が
「
厨
公
の

志
」
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
の
つ
土
者
の
風
」
と
し
て
の
「
間

隔
」
が
「
幽
問
変
風
」
の
名
称
を
成
立
さ
せ
て
い
た
、
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

五

吋
鄭
志
い
の
「
趨
風
」
解
釈

に
は
、
張
逸
・
鄭
玄
の
「
幽
風
」
を
め
ぐ
る
問
答
も
あ

っ
た
の
張
逸
の
関
い
は
さ
き
の
「
王
者
の
風
」
に
対
す
る
自
身
の
向

い
の
延
長
線
に
あ
り
、
鄭
玄
の
答
え
は
「
搬
諮
」
に
つ
づ
っ
て
い
た

大
師
の
編
纂
を
い
っ
そ
う
あ
き
ら
に
す
る
も
の
で
あ
る
つ
こ
れ
を
論

じ
た
あ
と
に
こ
そ
、
「
間
川
南
」
と
の
か
か
わ
り
の
も
と
に
、
「
胸
間
関
変

風
」
を
と
り
あ
げ
う
る
の
で
あ
る
。

張
逸
の
向
い
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
の

幽
七
月
は
専
ら
府
公
の
徳
を
詠
じ
れ
ば
、
宜
し
く
殺
に
在
る
ぺ

し
。
今
、
風
に
在
る
は
何
ぞ
。
{
詩
酬
側
諸
疏
引
〕

留
顕
の
寸
劇
七
月
」
は
「
七
月
」
一
節
を
指
す
り
張
迭
は
こ
れ
で
「
腕

風
」
七
筋
す
べ
て
を
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

「
専
ら
思
公
の
舷
を
詠
ず
」
は
「
七
月
」
に
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

鄭
玄
は
「
幽
諸
」
に
お
い
て
七
篇
の
内
容
を
つ
間
公
の
志
」
と
指
揖
し
、

成

就

の

に

含

ま

せ

う

る

と

し

た

が

、

張

逸

の

「
間
公
の
徳
」
は
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
る
タ
i

ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
宜
し
く
雅
に
在
る
べ
し
ョ
今
、
風
に
在
る
は
何

ぞ
」
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
9

「
閣
公
の
徳
」
は
畢

覚
、
文
王
が
お
こ
な
う
べ
き
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば
「
王
者

の
徳
」
に
匹
敵
す
る
と
認
め
て
よ
い
、
と
張
逸
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
よ
う
な
「
蔚
公
の
恕
」
を
詠
じ
る
七
篇
は
「
風
」
で
は

な
く
、
「
雅
」
に
こ
そ
配
属
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
問
問
い
た
だ
し

え
た
の
で
あ
る

3

張
決
一
は
「
間
阿
南
」
の
ば
あ
い
に
い
え
た
「
王
者
叫

当
に
雅
に
属
す
べ
し
」
を
、
七
篇
に
も
適
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鄭
玄
の
答
え
は
、

間
公
を
以

ぶ
品
、

一
関
と
為
す
に
、
よ
は
先
公
の
業
を
冠
す
れ

んいいわっ

h
v
o

風
の
な
ー
に
在
り
て
、
雅
の
前
に
次
ぶ
一
的

雅
の
八
刀
に
在
れ
ば
、
間
川
公
之
れ
を
専
ら
に
す
る
を
得

{
向
上
〕

で
あ
る
η

こ
こ
で
鄭
玄
は
あ
ら
た
め
て
「
朗
公
の
志
」
を
示
し
て
お

ら
ず
、
「
間
公
の
徳
」
に
そ
の
ま
ま
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

吋
鄭
志
い
に
か
か
わ
る
、
以
下
の
わ
れ
わ
れ
の
論
述
に
お
い
て
も
便

宜
上
、
?
周
公
の
椋
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
鄭
玄
の
答
え
は
、
し
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
っ

「
間
公
を
以
て
専
ら
仰
と
為
す
」
は
、
間
公
を
ご
閉
山
」
の
諸

侠
と
す
る
大
師
い
え
る
が
、
こ
れ
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い

以
な
り
つ

(38) 



意

味

を

じ

っ

は

も

っ

て

い

た

。

「

は

が

4
H
A
H
 

ふ
れ
て
つ
回
の
事
は
一
人
の
本
に
繋
る
。
之
れ
を
風
と
説
、
つ
」
と

い
う
く
だ
り
に
あ
る
つ
館
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
の

す
な
わ
ち
「
周
公
を
以
て
専
ら
一
関
と
為
す
」
と
は
、
大
師
が
七
街

•• を
諸
候
府
公
の
ご
閣
の
事
」
を
説
く
詩
篇
群
と
認
め
、
「
風
」
と

し
て
編
纂
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ

れ
は
、
「
上
は

A

の
業
を
冠
す
」
と
つ
づ
き
え
た
の
で
あ
る
。
「
七

月
」
を
七
稿
爪
厳
に
位
按
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
侯
間
公
の
、

闘
な
る
土
問
の
「
風
」
を
大
師
が
編
纂
し
た
、
と
邸
玄
は
い
え

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
編
纂
を
過
し
て
、
「
亦
た
僚
と
為
る
」
対
象
は

公
の
徳
い
で
あ
る
の
答
え
の
後
半
が
、
そ
の
説
明
に
あ
た
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

ま
ず
「
風
の
下
に
本
り
て
、
雅
の
前
に
次
ぶ
」
は
、
立
区
に
お

け
る
「
幽
風
」
の
位
援
を
い
う
口
コ
設
は
孔
子
の
編
纂
に
な
る
と

さ
れ
る
の
が
経
学
の
定
説
で
あ
る
の
十
五
「
閤
印
刷
」
の
殿
後
に
し
て

「雅」

l

「
小
雅
」
の
夜
前
に
位
置
づ
け
た
の
は
大
師
で
は
な
く
、

孔
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

G

す
な
わ
ち
孔
子
は
大
師
の
編
纂
意
図
に

し
た
が
っ
て
、
「
翻
風
」
に
こ
の
よ
う
な
位
撞
を
あ
た
え
た
と
パ
ラ

プ
レ
イ
ズ
し
う
る
の
が
、
「
風
の
下
て
、
雅
の
前
に
次
ぶ
所

以
な
り
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
の
徳
」
を
内
容
と
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
七
篇

は
「
雅
」
に
近
い
性
捺
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
鄭
玄
の
解
釈
が
あ
る
。

張
逸
が
主
張
し
て
い
た
「
樹
公
の
穏
を
詠
じ
れ
ば
、
宜
し
く
雅
に
属

す
べ
し
」
を
す
べ
て
は
笥
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
鄭
玄
は
、
あ
ら
た
め
て
張
逸
の
そ
れ
が
成
立
し
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
「
雅
の
分
に
ふ
仕
れ
ば
、
問
問
公
之
れ
を
専
ら
に
す
る
を

得
ず
」
と
答
え
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
「
崩
公
之
れ
を
専

ら
に
す
る
を
得
ず
」
は
、
張
逸
の
問
い
の
「
翻
七
月
は
専
ら
田
川
公
の

徳
を
詠
ず
」
を
、
つ
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
七
篇
を
も
し
「
雅
」
に
配

属
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
詠
じ
る
「
間
公
の
徳
」
が
埋
没
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
う
る
。

間
公
が
摂
政
に
あ
た
っ
た
成
王
の
位
置
に
注
自
し
よ
う
。
成
一
土
は

受
命
王
の
文
玉
、
そ
し
て
再
受
命
し
た
武
主
の
料
棒
の
正
統
な
後
継

者
で
あ
っ
た
ョ
二
代
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
い
え
な
か
っ
た
「
王
業
」

成
就
は
、
成
主
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
七

矯
を
王
者
の
政
教
を
内
容
と
す
る
「
雅
」
に
配
属
し
た
な
ら
ば
、
周

公
に
よ
る
「
王
業
」
成
就
は
王
者
成
主
の
功
業
に
帰
せ
ら
れ
る
懸
念

が
あ
る
。
関
川
公
の
そ
れ
は
、
成
主
の
命
に
し
た
が
っ
た
に
す
ぎ
な
い

か
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
号
七
篇
を
「
風
」
と
し
て
一
編
纂
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
田
川
公
の
徳
」
は
き
わ
だ
つ
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
い
う
の
が
、
「
亦
た
優
と
為
る
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の

(39) 



で
あ
る
。

結
び

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
「
闘
間
変
風
」
を
と
り
あ
げ
う
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
胸
間
」
か
ら
論
じ
る
、
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
行
論
か

ら
す
る
と
、
そ
れ
は
特
定
の
意
味
を
も
っ
タ
i
ム
と
認
め
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
「
七
月
」
を
七
篇
の
弊
頭
に
お
き
、
問
問
公
を
閥
、
な
る
諸
侯

に
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
「
閥
」
の
一
字
だ
け
で
も

.
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
吋
鄭
志
い
に
あ
っ
た
、
大
師
に
よ
る

「
胸
七
月
」
編
纂
に
か
か
わ
る
「
周
公
を
以
て
専
ら
一
聞
と
為
す
に
、

と
は
先
公
の
業
を
起
す
」
と
い
う
鄭
玄
の
こ
と
ば
と
、
こ
れ
に
対
す

る
わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
プ
レ
イ
ズ
と
を
想
起
し
よ
う
。
「
幽
」
に
「
樹
」

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
都
の
編
纂
意
図
は
凝
縮
し
う
る
の
で

あ
る
の
「
幽
悶
い
は
「
間
公
の
徳
」
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
に
構
想

し
た
胸
な
る
つ
間
」
の
「
風
」
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
え
た
名
称
と

い
え
る
の
で
あ
る
の

つ
ぎ
は
「
変
風
」
で
あ
る
の
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
王
者
の
風
」

に
対
す
る
鄭
五
の
解
釈
を
惣
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
む
「
王
業
」

成
就
は
受
命
一
ナ
一
の
文
一
土
こ
そ
が
ほ
ん
ら
い
実
現
す
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
悲
業
と
い
え
る
諸
侯
文
王
の
「
王
者
の
化
」
を
詠
じ
て
い
た
の
が

の
風
」
の
「
府
南
」
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
は
、
つ
ぎ
の

点
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
成
就
の
あ
り
方
を
主
張
す

る
詩
篇
群
と
し
て
「
周
南
」
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る

9

こ
れ
に
対
し

て
{
腐
公
の
徳
」
は
王
命
に
し
た
が
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
功
業

と
し
て
「
王
業
」
成
就
を
思
い
、
ま
た
実
現
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
c

こ
れ
は
つ
三
業
」
成
就
の
あ
り
方
か
ら
は
ず
れ
た
事
態
の
出
来
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
む
こ
こ
に
「
問
荷
」
と
、
「
崩
公
の
徳
」
を
詠
じ
る

七
篇
と
の
あ
い
だ
に
「
正
」
「
変
」
の
関
係
が
設
定
さ
れ
、
前
者
を

づ
正
風
」
と
す
る
と
、
後
者
は
「
変
風
」
と
い
え
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
機
関
」
「
変
嵐
」
は
、
重
な
り
あ
う
意
味
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
ゥ
「
山
間
関
変
風
」
は
凶
字
の
タ

i
ム
で
あ
っ
た
、
と

認
め
て
も
よ
い
の
で
あ
る
む
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
幽
風
」
が
「
闘
関

変
風
」
の
略
称
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
推
測
さ
せ
う

る
の
で
あ
る
つ

さ
ら
に
「
胸
間
変
風
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
焼
雑
さ
を
避
け

て
ふ
れ
な
か
っ
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
鄭
支
の
解
釈
を
考
躍
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
受
命
王
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
正
統
な
る
後
継
者
で
も

な
か
っ
た
潤
公
に
よ
る
成
就
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
朗

八ム

(40) 

の
神
窓
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

さ
せ
て
い
た
の
は
果
党
、

「雅」

「
間
公
の
徳
」
を
成
立

L

あ
っ
た
の
で
あ
る

D

、
「
間
公
の
徳
」
が
却
設
し
て



し
ま
う
と
の
指
摘
は
、
問
公
の

意
に
し
た
が
う
行
為
と
な
り
、

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ

れ

を

要

す

る

に

、

蒼

帝

笠

威

仰

の

神

意

が

の

名

称

に

か
か
わ
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
幽
国
変
風
」
の
そ
れ
を
支
持
し

て
い
た
の
は
焚
天
上
帝
の
村
意
と
い
え
る
で
あ
る
。
そ
し
て
「
蹴

錦
町
」
が
特
に
「
七
月
」
の
内
容
と
し
て
い
た
「
間
公
の
志
」
は
、
回
一
六

天
上
帝
の
神
意
を
実
現
せ
ん
と
す
る
決
意
と
解
し
て
も
よ
い
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
、
「
七
月
」
の
築
を
み
よ
う
。
鄭
玄

は
胸
公
の
政
教
を
吋
周
札
」
(
春
宮
・
箭
章
)
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
〈
隣

風
〉
〈
糊
雅
〉
〈
働
煩
〉
に
分
類
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
解
釈
は
、

古
川
札
注
』
に
農
関
さ
れ
て
い
た
分
類
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
吋
閥
礼
注
い
に
お
い
て
具
体
化
し
え
て
い
な
か
っ
た
、
周
公

が
し
た
が
う
央
官
八
上
帝
の
神
意
を
「
七
月
」
築
に
装
寵
す
る
た
め
に
、

邸
玄
は
吋
周
礼
注
」
の
解
釈
を
破
棄
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

つ
ぎ
に
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

成
就
が
蒼
者
援
威
仰
の
神

か
に
し

み+一(1)
以
上
の
詳
綿
は
拙
稿
①
「
公
劉
'
大
王
の
受
難
と
「
后
抑
伎
の
業
」

l
u一
付
…
叫
仰
い
「
駒
諮
」
に
お
け
る
鄭
玄
の
解
釈
i

」
(
中
国
文
化
、
第

五
八
号
、
中
国
文
化
学
会
、
一

0
0
0
)
、
こ
れ
を
縮
う
@
「
鄭
玄

ー
「
七
月
」
序
解
釈
と

i

」

究

、

第

二

七

号

、

香

川

大

学

問

文

…0
0
一
一
年
)
、
及
び
③
「
流
言
と
避
居
!
鹿
公
の
受
難

!
鄭
玄
の
古
川
高
い
「
金
総
」
解
釈
i

」
(
自
本
中
国
学
会
創
立
五
十

年
記
念
論
文
集
、
汲
古
書
段
、
一
九
九
八
)
参
看
。
な
お
鄭
玄
は
潤

公
の
摂
政
就
任
に
美
天
上
積
の
神
意
を
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
が
、
い

ま
し
ば
ら
く
こ
れ
に
ふ
れ
な
い
で
お
く
。

に
お
け
る

と

学
会
、

2 

に
そ
う
し
た
解
釈
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿

(
3
)
主
調

①
参
看
。

(

A

a

)

孔
穎
連
記
註
「
翻
部
内
」
疏
が
「
王
粛
之
意
」
と
し
て
つ
づ
る
叙

述
な
ど
に
よ
る
と
、
王
潟
は
詠
歌
の
次
序
に
し
た
が
う
編
次
が
と
ら

れ
て
い
た
と
解
す
る
。
周
公
の
居
摂
に
対
す
る
王
粛
の
解
釈
は
、
田
川

公
の
避
居
を
設
定
し
な
い
よ
う
に
鄭
玄
の
そ
れ
を
大
き
く
異
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
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(5) 

及
び
②
「
鄭
玄

i

屑
公
居
摂
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
i

」
(
東
洋
史
研
究
、
第
六

O
巻

第
呂
田
方
、
東
洋
史
研
究
会
、
二

O
O
二
)
参
看
。

(
6
)
以
上
の
孔
穎
遠
の
疏
解
は
一
「
不
合
在
照
之
風
雅
、
市
以
為
隣
国

之
変
鼠
駕
」
「
謂
之
変
者
、
以
其
変
風
変
雅
、
各
述
時
之
善
悪
。
七

東
山
以
下
五
述
館
公
之
徳
、
正
問
定
変
詩
奨
者
。

と



故
亦
調
之
変
風
」
(
静
観
譜
疏
)
で
あ
る
。
し
か
し
「
閥
留
変
風
」
の

「
夜
風
」
は
「
大
序
」
の
「
変
風
」
そ
の
も
の
と
認
め
る
し
か
な
く
、

孔
穎
遠
の
疏
解
は
能
弁
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
も
い
た
。
た
と
え
ば

路

端

康

沼

は

、

「

幽

閉

変

風

」

を

合

理

的

な

説

明

の

つ

か

な

い

と

解

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

7 

a

，. 

謂
之
変
風
変

雅。

光
開
…
前
緒
、
以
集
大
命
於
阪
身
、
遂
為

使
民
存
政
有
居
。
其
時
詩
、
風
有
府
南
沼
南
、
雑
有

有
鹿
鳴
文
主
之
属
。
及
成
一
土
問
公
致
太
平
、
制
礼
作
楽
、
間
有
墳
声

胤
ハ
駕
の
成
w.
之
笠
也
。
本
之
、
出
此
風
枝
市
来
。
故
皆
録
之
。
謂
之
詩

之
正
経
」
と
あ
り
、
「
小
大
雅
諮
」
に
「
大
雅
十
八
稿
、
小
雅
十
六

続
為
正
経
」
と
あ
る
の
な
お
「
序
」
の
「
故
皆
錦
之
」
は
孔
子
が
「
問

領
」
と
と
も
に
「
二
期
」
な
ど
を
コ
控
に
収
め
た
と
解
釈
し
う
る

こ
と
を
、
い
い
そ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今

(
9
)
「
徳
を
修
め
て
一
上
業
を
建
つ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
の
窃

参
看
ο

(
川
川
)
こ
の
築
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
拙
稿
①
①
参
看
の

(
日
)
「
せ
栄
」
は
文
一
土
の
受
命
後
の
詩
錦
、
「
行
蕗
」
「
何
彼
披
突
」
は

武
主
の
と
き
の
持
続
と
さ
れ
る
。

(
8
)
 市

文
川
吻
山
口
山
川

j
i
i
 

(
関
般
序
疏
)

卒
以
受
ム
叩
印
字
。
一
一
南
誇
疏
引
答
張
逸
去
、
文
王
以
諾
侯
十
郎
有
王
者

之
化
、
卒
以
受
命
二
匂
η

今
補
入
」
と
あ
る
に
し
た
が
う
。

(
日
)
拙
稿
志
各
参
看
ミ

(M) 

(
香
川
大
学
)

(42) 


