
内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

以
下
に
述
べ
る
所
ほ
「
湖
南
」
誌
に
概
略
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
れ
は
講
演
原
稿
を
ほ
ぽ
そ
の
ま
ま
載
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ

て
註
な
ど
ほ
勿
論
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
「
湖
南
」
誌
そ
の
も
の

が
入
手
し
に
く
い
雑
誌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
湖
南
」
誌
の
了
解
を
得

た
う
え
で
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
」
の
紙
上
を
か
り
て
公
表
す
る
こ
と

(
1
)
 

と
し
た
。

さ
て
、
私
の
関
心
は
註
(

1

)

で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
化
に
関
連
し

た
、
内
藤
湖
南
の
学
問
と
そ
の
方
法
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
テ
ー

マ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
私
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
本
格
的
に
は

『
研
幾
小
録
』
な
ど
を
基
本
に
湖
南
の
学
問
と
方
法
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
が
、
さ
し
ず
め
、
湖
南
先
生
が
我
国
学
術
の
近
代
化
に
果
た
さ

れ
た
偉
業
に
鑑
み
「
那
須
国
造
碑
」
の
書
風
の
問
題
を
取
り
上
げ
湖
南
先
生
な

前

言
ー
那
須
国
造
碑
の
書
風
を
素
材
に
ー
|
・

四
九

ら
こ
の
よ
う
に
対
象
を
攻
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
。
い
わ

ぱ
私
の
試
み
の
論
で
あ
る
。

湖
南
先
生
は
歴
史
上
の
対
象
を
歴
史
の
全
体
の
流
れ
の
中
に
客
観
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
、
い
つ
も
歴
史
の
「
客
観
認
識
」
を
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
客
観
認
識

(
2
)
 

ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
「
科
学
」
で
あ
る
。
宮
崎
市
定
博
士
の
簡
明
に
文
章
に
、

内
藤
史
学
は
す
ぐ
れ
て
立
体
的
で
あ
る
。
中
国
か
ら
日
本
を
見
る
、
と

ま
た
日
本
か
ら
中
国
を
見
直
し
、
政
治
か
ら
文
学
を
見
、
文
学
か
ら
絵
画

を
見
、
再
び
芸
術
か
ら
政
治
を
見
る
。
近
世
か
ら
古
代
を
見
、
ま
た
古
代

か
ら
近
世
を
見
る
。
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
立
場
か
ら
、
く
ま
な
く
観
察
し
た

上
で
映
像
を
組
み
立
て
る
か
ら
、
そ
れ
は
自
然
に
立
体
的
に
構
築
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
近
頃
、
理
論
や
概
念
で
歴
史
事
象
を
分
析
す
る
、
と
称
す
る

も
の
が
流
行
す
る
が
、
ど
ん
な
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
調
べ
て
み
て
も
、

大
て
い
は
厚
み
の
な
い
平
面
図
で
終
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
言

わ
ば
紙
雛
み
た
い
な
も
の
で
、
立
て
て
み
よ
う
と
し
て
も
す
ぐ
倒
れ
る
。

無
理
に
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
歴
史
で
な
い
何
か
外
の
も
の
を
持
っ
て
き

内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

奥

村

郁
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鑑」

る
は
何
ぞ
や
」

（略）

え
立
っ
て
い
る
。

ニ
ッ
フ
ェ
ル

つ
か

て
支
え
捧
に
す
る
よ
り
外
な
い
。
と
こ
ろ
が
内
藤
史
学
は
、

塔
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
の
が
っ
ち
り
し
た
骨
組
み
で
大
空
を
凌
い
で
登

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
、
縦
横
の
組
み
立
て
は
、
比
較
の
問

題
で
も
あ
る
が
、
対
象
の
客
観
認
識
に
到
達
す
る
―
つ
の
方
法
で
あ
る
。
ま
た

私
は
か
つ
て
未
熟
な
が
ら
、
関
西
大
学
蔵
内
藤
文
庫
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う

(3) 

に
考
え
た
。湖

南
の
学
問
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
軽
軽
に
論
ず
る
こ
と
は
む
ろ
ん

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
一
っ
は
「
歴
史
の
発
展
」
の
姿
を
捕
捉
す
る
方
法

（
例
え
ば
『
支
那
史
学
史
』
や
『
支
那
上
古
史
』
で
示
さ
れ
た
も
の
）
上

の
特
色
、
こ
れ
は
湖
南
の
歴
史
観
と
深
い
所
で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
一
般
に
内
藤
史
学
と
称
せ
ら
れ
る
根
幹
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、

二
つ
は
そ
の
た
め
の
歴
史
現
象
の
「
客
観
的
認
識
」
に
到
達
す
る
た
め
の

方
法
（
例
え
ば
『
研
幾
小
録
』
や
『
読
史
叢
録
』
に
示
さ
れ
た
も
の
）
上

の
特
色
は
誰
し
も
み
と
め
る
湖
南
の
創
造
的
な
学
問
の
特
色
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
湖
南
は
わ
が
国
近
代
の
東
洋
史
学
（
東
洋
学
と
い
っ

て
も
よ
い
）
の
確
立
と
構
築
に
貢
献
し
、
そ
れ
こ
そ
「
学
術
の
発
展
の
段

階
」
を
一
歩
進
め
た
わ
け
で
あ
る
。

以
下
に
述
ぺ
る
所
に
関
連
し
て
客
観
認
識
の
一
例
を
上
げ
る
と
「
絵
画
の
賞

（
内
藤
湖
南
全
集
十
三
巻
所
収
）
の
中
で

「
然
れ
ど
も
余
は
尚
ほ
今
日
の
覚
鑑
法
に
僚
焉
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
者
あ

「
余
が
私
見
を
以
て
す
れ
ば
書
画
の
賞
鑑
法
は
結

局
科
学
的
組
織
に
よ
れ
る
批
評
の
上
に
成
立
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
者
に
し

て
」
（
略
）
「
余
は
今
日
に
於
て
濫
雑
な
る
鑑
定
を
杜
絶
す
る
の
道
と
し

て
、
科
学
的
組
織
に
よ
れ
る
批
評
の
基
礎
に
建
て
る
賞
鑑
法
の
創
立
を
必

(
4
)
 

要
と
す
」
（
略
）

と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
科
学
的
組
織
」
と
は
、
複
数
の
人
に
よ

る
機
関
の
意
味
で
は
な
い
。
方
法
の
組
み
立
て
を
い
う
。
同
じ
文
章
中
に
「
賞

鑑
の
方
法
を
組
織
す
る
こ
と
」
云
々
と
の
表
現
も
あ
る
。
そ
し
て
「
此
の
如
き

標
準
を
立
て
ず
し
て
漫
に
武
断
家
の
好
悪
に
一
任
」
す
る
こ
と
の
危
険
を
説
い

て
お
ら
れ
る
。
当
時
、
ま
だ
一
般
的
に
は
そ
ん
な
に
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
「
科
学
」
と
い
う
言
葉
で
以
て
、
書
画
の
客
観
評
価
の
必
要
性
を
説

き
「
武
断
家
の
好
悪
」
に
任
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
湖
南

先
生
は
書
画
の
鑑
定
に
優
れ
た
業
績
を
残
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
鑑
識
眼
も
優
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
科
学
的
方
法
」
に
よ
る
客
観
評
価
を
下
さ
れ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

歴
史
的
諸
現
象
に
対
す
る
湖
南
の
認
識
も
一
定
の
方
法
が
あ
っ
た
訳
で
、
こ

れ
ま
さ
に
学
問
の
近
代
化
の
問
題
で
あ
る
。

以
下
に
那
須
国
造
碑
の
書
風
に
つ
き
、
湖
南
先
生
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
手
続

を
経
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
、
私
が
そ
う
思
う
の
で
あ
っ
て
、
実
際
は

そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
手
掛
か
り
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
藤

乾
吉
（
伯
健
）
先
生
の
書
の
解
説
の
手
法
で
あ
る
。
い
ま
詳
し
く
は
説
明
出
来
な

い
が
、
確
か
に
湖
南
先
生
の
方
法
を
祖
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

伯
健
先
生
は
自
ら
も
書
を
よ
く
さ
れ
た
が
書
の
批
評
に
も
断
固
と
し
た
自
信
が

五
〇



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
で
あ
る
研
究
法
が
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も

の
に
「
正
倉
院
文
書
の
書
道
史
的
研
究
」
（
『
正
倉
院
の
書
蹟
』
所
収
。
宮
内
庁
蔵

版
、
日
本
経
済
新
聞
社
発
行
、
一
九
六
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
平
凡
社
『
書
道
全

集
』
の
随
所
に
示
さ
れ
た
論
考
と
解
説
が
あ
る
。
以
下
の
試
論
は
伯
健
先
生
の

手
法
を
那
須
国
造
碑
に
応
用
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
応
用
と
い
っ
て
も
、
広
い

知
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
応
用

が
十
分
に
出
来
な
け
れ
ば
そ
れ
は
私
の
知
識
不
足
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
し
ず
め
、
図
版
に
つ
い
て
断
わ
っ
て
お
く
。
ほ
と
ん
ど
は
平
凡
社
『
書
道

全
集
』
で
あ
り
、
そ
の
他
は
宮
内
庁
蔵
版
日
本
経
済
新
聞
社
発
行
『
正
倉
院
の

書
蹟
』
か
ら
図
(

6

)

(

1

1

)

（
12)
、
斎
藤
忠
編
『
古
代
朝
鮮
・
日
本
金
石
文

資
料
集
成
』
か
ら
図
(

1

)

(

9

)

（
12)
（
28)、
奈
良
国
立
博
物
館
編
集
発
行

『
特
別
展
発
掘
さ
れ
た
古
代
の
在
銘
異
宝
』
か
ら
図
(

2

)

（
3
)
（
補
1
)、

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
日
本
経
済
新
聞
社
大
阪
本
社
発
行
『
長
屋
王

「
光
り
と
影
」
展
|
ー
長
屋
新
王
宮
の
発
見
』
か
ら
図
（
補
2
)
で
あ
る
。
そ

の
他
は
す
べ
て
上
記
『
書
道
全
集
』
の
図
版
と
挿
図
で
あ
る
。

序
言
（
問
題
の
所
在
）

以
下
、
具
体
的
に
は
那
須
国
造
碑
の
書
法
の
話
か
ら
我
国
古
代
の
中
国
文
化

継
受
の
姿
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
方
法
は
前
言
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
私
が
理
解

し
た
内
藤
先
生
流
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
那
須
国
造
碑
の
書
の
書
体
や
書
法
、
つ
ま
り
は
書
風
と
い
っ
て
よ
い

が
、
そ
れ
を
研
究
す
る
に
当
た
っ
て
、
先
ず
何
か
ら
始
め
る
か
、
と
言
う
こ
と

五

だ
が
、
順
序
と
し
て
は
、
碑
の
年
代
が
分
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
時
代
の

書
の
一
般
的
傾
向
を
考
え
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
に
は
時
代
に
依
る

傾
向
や
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
年
代
が
分
か
っ
て
い
て
も
書

の
傾
向
や
特
徴
は
、
微
妙
な
変
化
を
伴
い
な
が
ら
、
数
十
年
か
ら
数
百
年
続
く

こ
と
が
あ
る
か
ら
単
純
で
は
な
い
。

ま
た
逆
に
、
書
の
一
般
に
つ
き
、
時
代
に
依
る
傾
向
や
特
徴
を
的
確
に
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
年
代
の
分
か
ら
な
い
碑
や
文
書
と
い
っ
た
研
究
の
対

象
物
が
何
時
ご
ろ
の
も
の
か
、
と
い
う
年
代
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
可
能
と

い
う
理
屈
に
な
る
。
勿
論
あ
る
対
象
物
の
年
代
を
詳
細
に
年
単
位
で
決
定
す

る
、
と
い
う
よ
う
な
場
面
で
は
、
書
風
な
ど
か
ら
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
の
ほ

当
然
で
あ
っ
て
、
何
年
と
い
う
よ
う
に
決
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
象
物

の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
風
は
こ
う
し
た
要

素
の
一
っ
と
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
部
分
で
あ
り
、
知
っ
て
い
る
と
知
っ

て
い
な
い
と
で
は
、
研
究
対
象
の
認
識
の
深
さ
に
大
き
な
違
い
が
生
ず
る
こ
と

(
5
)
 

が
あ
る
。
内
藤
乾
吉
「
西
域
発
見
唐
代
官
文
書
の
研
究
」
を
見
れ
ば
こ
の
こ
と

が
理
解
で
き
る
。

さ
て
、
那
須
国
造
碑
は
年
代
は
文
武
四
年
（
七

0
0
)
を
下
る
こ
と
そ
う
遠

く
な
い
時
期
と
一
応
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
七

0
0年
と
い
う
の
は
、
大
宝

律
・
令
が
作
ら
れ
る
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
今
、
大
宝
律
令
の
制
定
前
後
と

い
う
、
政
治
の
面
で
も
、
文
化
の
面
で
も
微
妙
で
難
し
い
時
代
と
い
う
こ
と
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
当
時
の
書
の
一
般
的
傾
向
を
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら
議

論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。



田
熊
信
之
氏
の
『
那
須
国
造
章
堤
碑
文
釈
解
』

（
中
国
・
日
本
史
学
研
究
会
発
行
、
昭
和
四
十
九
年
）
が
詳
し
い
。
た

だ
、
私
に
は
こ
の
文
章
の
訓
読
に
目
下
定
案
は
な
い
。
こ
の
小
論
は
碑
文

の
訓
読
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
訓
読
に
つ
い
て
は
他
日
を
期

訓
読
・
大
意
に
つ
き
、

比
較
の
材
料
と
し
て
、

日
本
の
例
を
次
に
列
挙
す
る
と
、

先
ず
碑
の
全
体
を
示
す
。

(
6
)
 

(

1

)

那
須
国
造
碑
（
七

0
0、
文
武
四
年
）

す
こ
と
と
し
て
、
碑
の
全
体
を
示
し
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
。
）

五
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(10) 

(

5

)

聖
徳
太
子
法
華
義
疏
（
六
二
五
、
推
古
二
十
二
年
）

五
四



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

(12) 

(

7

)

文
弥
麻
呂
墓
誌
（
七

0
七
、
慶
雲
四
年
）

五
五

(11) 

(

6

)

御
野
国
味
蜂
間
郡
春
部
里
戸
籍
（
七

0
0、
大
宝
二
年
）
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(14) 

(

9

)

多
賀
城
碑
（
七
六
二
、
天
平
宝
字
六
年
）

,、．
,

0

(13) 

(

8

)

多
胡
碑
（
七
―
-
、
和
銅
四
年
）

五
六



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

五
七

(16) 
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1
1
)

大
倭
国
大
税
井
神
税
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（
七
一
―

-0、
天
平
二
年
）

況
‘
[
＂.5凸
ぶ
ごl

.＇

•
9．
ぶ
．
’
．

i

9
.
,
1
9
9
1
 

9, 
.. i,.I‘

ー・・・・
r;-9
..
 ,99,• 

・・ぶ，
．． 
l

＇.、
．．
 i
l

し●，
9

．,i

.. 
,
 

••• 

5
`
．, ．．
 
、
．．
 

冬

、

笠

誓

今

•...• 

、．．
．．． 

"-.,I
り．．
．．
 
1

．．
へ

1

・，
．．
 

,'’¥,r".r.-

•• 

r
J
.
 

ふ

．．
 

’r; ．．
 

9-

f
~
、

.
t•• 
r9.-
．．
 

・ヽ＇一

＂ 

.
t
 

、]．
¢t.‘

・
＼

各
王
翌
言
貨
在
鵞

k}

.
A
.

＂ 
•. 
い
]

．．
 1

5

 
•• 

t
-
,．
5
"
•
1

、
,

．．
 
，; ．．． 
ぃ．．

5
．,ーi.

＂＂．

9

.

9

`

し．．．

≪
 

f
‘
,

．9.
 

ヽ

,―
'
s
 

9

:

I

l

ー

r
r•• 

,
 

••• 
、．．
 
＂ー，
1
9

、99-9

.. 9.,'1.I-9 .. ,
'
,
＇
．
，
ヽ

•
5
:
＇
,
．
，•• 
、
i
.
1
9
.
,
1
,
1
.
，
i
‘
,
9
9
9
1
1
-
F
4よ

"
L
—
1
,
1ー
・
ー
・

i
．
ー
ー
．

J
：
l
i

匁，r．．．，
t

.

、

笙
暫
歴
累
底
恢
年

言
5..I:“
口
書
ヤ
．
；
・
:
茂
＇
．
．

況

言
国
i
.
.、9

ヽ
ざ
舌
嚢
峠
行
霜
1‘
鳶

•.. 

、... ‘. 

忍

g.人

．．．．． 
し．＇

言
．
ふ
爵
酪
T
．点．．な．
i:＇
，

＂

r

．

．

．

ご

合

：

．．
 

，
．
；
．
，
 

．．
 

f

こ`・
1



阻
＜

(:!!) 

（
臼
）
嗣
拭
k
鴫
糠
•

(.\:11111'
訳

~111母
）

禎
~
\
―
蟷
烈
咆
~

~ 
忍
径
~
.
,
、
る
渫
烹
‘
喝
“
寄

,c~ 呟
森
脳
嶽
ぶ
苓
咲
短
~
-
~
バ
逢
栄

,t..{~i~



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

風
」
と
か
の
「
雰
囲
気
」
を
醸
し
出
す
正
体
を
具
体
的
に
考
え
る
事
と
す
る
。

(20) 

し
か
し
、
那
須
国
造
碑
に
つ
き
例
え
ば
こ
う
い
う
解
説
は
実
に
困
る
。

「
一
方
で
は
繊
細
温
和
へ
と
ま
た
一
方
で
は
重
厚
精
妙
へ
と
さ
ら
に
一
方

で
ほ
理
知
的
な
揮
娼
美
へ
と
次
第
に
遷
移
し
て
行
く
書
と
人
と
の
流
れ
に

沿
っ
て
自
由
な
が
ら
緻
密
厳
正
に
那
須
国
造
碑
の
文
字
は
書
刻
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
」

ろ
う
こ
と
は
一
見
し
て
見
当
が
つ
く
。

以
下
に
こ
の

「
六
朝
風
」

ヽ
疇

と
カ

「唐

な
ど
と
い
う
。
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
那
須
国
造
碑
が
前
者
に
入
る
で
あ

五
九

こ
れ
ら
は
解
説
な
の
で
あ
る
が
主
観
的
評
価
以
外
何
者
で
も
な
い
。
執
筆
者

の
個
人
的
主
観
的
「
感
想
」
と
い
っ
て
良
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
文
章
は
あ
ま

り
に
抽
象
的
で
よ
く
解
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
個
人
の
感
想
と
し
て
受
け
取

っ
て
お
け
ば
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
解
説
な
ら
ば
、
こ
の
書
が
ど
う
い
う

位
置
に
あ
る
の
か
を
先
ず
客
観
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
観
的
な
解

説
の
後
に
参
考
と
し
て
、
個
人
の
す
き
好
み
や
印
象
を
一
般
に
提
示
さ
れ
れ
ば
、

読
み
手
の
方
は
よ
く
解
る
。
客
観
的
な
解
説
と
個
人
の
好
み
と
を
混
同
し
て
は

は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
力
で
あ
る
」



ュ 言

口, 

な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
那
須
国
造
碑
の
書
を
書
道
史
の
中
で
客
親
的
に
位
置
づ

け
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
過
程
で
、
所
謂
「
六
朝
風
」
な
ど
言
う
雰
囲
気
を
作

り
出
し
て
い
る
具
体
的
要
素
は
一
体
何
か
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
れ
で
は
「
六
朝
風
」
と
は
具
体
的
に
は
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少

し
考
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
と
て
複
雑
で
、
簡
単
に

(22) 

(
1
5
)

史
晨
孔
子
廟
後
碑

(
1
0九
、
後
漢
建
寧
二
年
）

書
道
史
上
の
背
景
（
南
北
朝
の
書
）

説
明
す
る
の
ほ
難
し
い
。
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
中
国
で
の
書
の
発
達
の
跡

づ
け
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
的
に
漢
代

以
降
の
概
略
を
簡
単
に
言
う
と
、
大
体
次
の
よ
う
に
な
る
。

漢
の
時
代
に
は
「
隷
書
」
と
言
わ
れ
る
書
体
が
あ
り
、
こ
の
書
体
に
ふ
さ
わ

し
い
筆
法
が
生
れ
、
隷
書
は
十
分
に
隷
練
さ
れ
、
隷
書
の
草
書
「
章
草
」
な
ど

も
同
時
に
発
達
し
た
。
役
所
の
書
類
な
ど
早
書
き
の
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
後
世
の
草
書
の
淵
源
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
八
分
」
な
ど
の
書
体
も
生
み
だ

さ
れ
、
意
識
的
に
美
的
な
書
を
追
及
す
る
姿
勢
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

六
〇



に
対
し
て

内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

右
は
か
の
曹
全
碑
と
共
に
漢
隷
の
典
型
で
あ
る
。

「
六
朝
風
」

一
方
、
北
朝
で
は
北
魏
（
三
八
六
ー
五
三
四
）
が
政
権
を
長
期
間
維
持
し
、

そ
の
間
多
く
の
書
の
材
料
を
残
し
て
い
る
。
「
北
碑
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
典

型
の
多
く
が
北
魏
に
見
ら
れ
る
。

ナ
長

(
2
3
)
 

漢
の
後
、
三
国
を
経
て
魏
．
晋
に
入
る
と
隷
書
は
主
流
か
ら
外
れ
て
く
る
。

そ
し
て
南
北
朝
（
一
般
に
、
特
に
書
道
関
係
の
記
述
の
中
で
「
唐
風
」
の
書
風

の
書
風
と
言
う
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の
湯
合
に
は
南
．

朝
・
北
朝
両
方
を
含
む
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
六
朝
と
ほ
南

「
八
柱
第
一
」
）

.̀̀
・ 

九
年
点
，
饂
盆

イ

iq

が
“
[
山
圏
v

贅

ぐ臼惰

平るふ

蘭．

以．ヽ~

....... 
ノ‘ 洪

が也▲

-~ 
II -• 
... 
; 

内
練
亨

集
••• 

9
,
 

．．．． 

1

、

{

姿
？
え

｀` 
a;;.-,≫ .-...._.. 

祝
櫓

朝
の
こ
と
を
言
う
）
に
入
る
と
、
南
朝
の
東
晋
（
三
一
七

l
四
二

0
)
で
は
早

く
も
王
義
之
(
-
―

10七
i-―
一
六
五
）
が
現
わ
こ
て
書
の
大
革
命
を
果
た
し
、
以

後
の
中
国
の
書
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
王
義
之
か
ら
後

出
の
図
(
2
1
)

智
永
に
至
る
展
開
が
そ
の
系
譜
で
あ
る
。



南
方
で
は
(
1
6
)

に
示
し
た
よ
う
に
、

王
義
之
の
柔
ら
か
く
流
れ
る
よ
う
な

(25) 

(
1
7
)

竜
門
古
陽
洞
・
魏
霊
蔵
造
像
記
）
五

0
0ー
五

0
四
、
北
魏
景
明
年
間
）

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
次
の
写
経
で
も
同
じ
北
方
の
筆
法
が
見
え
る
。

書
が
主
流
を
占
め
て
い
た
時
、
北
方
で
は
な
お
(
1
7
)

の
よ
う
な
書
が
行
わ
れ

面
始
二
年
）

ネ
ク

.
l
.
i
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内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

い
ま
、
漠
代
の
隷
書
の
特
徴
を
簡
単
に
見
る
と
、
例
え
ば
(
1
5
)

の
「
津
」
字

の
つ
く
り
の
各
横
画
の
終
筆
、
「
八
」
字
の
第
二
画
の
捺
法
の
終
筆
、
「
音
」

字
の
第
五
画
の
横
画
の
終
筆
、
「
克
」
字
の
第
六
画
の
撒
法
の
終
筆
、
な
ど
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
(
1
7
)

（
18)
を
み
る
と
よ

く
解
る
。
す
な
わ
ち
(
1
7
)

で
は
第
一
行
目
の
「
林
」
「
大
」
「
千
」
な
ど
の

横
画
の
終
筆
、

(18)
で
は
四
個
の
「
三
」
字
の
第
三
画
の
横
画
の
起
筆
と
終

筆
、
「
五
」
字
の
横
画
も
同
じ
。
同
じ
く
二
個
の
「
名
」
字
の
第
二
画
の
撒
法

の
終
筆
な
ど
は
隷
書
の
法
が
表
わ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

(28) 

(
1
9
)

高
帰
彦
造
像
記
（
五
四
三
、
東
魏
武
定
元
年
）

六一

北
朝
の
こ
の
書
が
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
ち
、
南
朝
と
趣
を
異
に
す
る
（
右

の
よ
う
な
北
朝
の
特
徴
は
な
い
）
た
め
、
か
つ
て
は
北
方
の
書
と
南
方
の
書
と

は
そ
も
そ
も
書
の
性
質
が
違
う
、
と
し
て
常
に
対
比
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
（
尻
元
、

q“) 

南
北
書
画
論
）
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
や
が
て
現
わ
れ
る
、
次
の
(
1
9
)

（
20)
の
よ
う
な
書
を
見
る
と
、

北
方
の
書
で
あ
り
な
が
ら
、
北
の
書
が
持
っ
て
い
る
諸
特
徴
が
消
え
て
き
て
、

南
方
の
書
と
区
剤
が
つ
か
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
短
期
間
に
ひ
た
す
ら
南
朝

化
を
目
指
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。



(29) 

(
2
0
)

敬
史
君
顕
傷
碑
（
五
四

0
、
東
魏
典
和
四
年
）

こ
の
二
つ
は
、
先
ず
全
体
に
見
ら
れ
る
横
画
や
縦
画
、

(19)
の
「
大
」
字

な
ど
に
見
ら
れ
る
捺
法
や
撒
法
が
(

1

7

)

(

1

8

)

か
ら
大
き
く
離
れ
て
、
次
に

(
2
3
)

に
近
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

あ
げ
る
(
2
1
)

（
22)

（
19)
の
「
高
」
字

の
下
部
の
包
鈎
部
分
（
カ
・
勾
な
ど
の
字
に
見
え
る
右
肩
の
曲
折
の
部
分
）
は

(
2
3
)

や
(
2
4
)

の
同
種
の
部
分
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
。
ま
た
、
南

朝
で
発
達
し
た
文
字
の
円
味
、
例
え
ば
縦
画
・
横
画
の
線
に
し
て
も
、
北
の
書

の
よ
う
に
直
線
的
で
な
く
、
抑
揚
を
つ
け
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
円
味

（
あ
と
で
述
べ
る
右
肩
の
巻
く
よ
う
な
丸
み
と
意
味
が
違
う
と
考
え
ら
れ
た

い
）
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
北
碑
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
切
り
刻
む
ょ
う

な
姿
は
、
も
は
や
な
い
。
も
っ
と
も
、
す
ぺ
て
が
こ
う
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。

南
朝
化
さ
れ
な
い
書
も
同
時
に
存
在
し
た
が
、
大
勢
か
ら
す
る
と
、
ひ
た
す
ら

(30) 

な
る
南
朝
化
の
方
向
が
見
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。

那
須
国
造
碑
な
ど
は
、
こ
の
南
朝
化
を
目
指
し
た
書
風
の
洗
礼
を
受
け
た
北

朝
の
書
体
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
特
徴
は
後
で
ま
と
め
て
述
べ

る
こ
と
に
し
て
、
先
に
掲
出
し
た
(

2

)

か
ら
(
1
0
)

ま
で
の
、
我
国
の
古
い

書
体
は
大
体
こ
れ
ら
の
筆
法
を
受
け
継
い
で
あ
る
。

(

8

)

に
つ
い
て
は
、
ニ

行
目
の
「
中
」
字
の
口
部
右
肩
の
丸
み
、
す
な
わ
ち
包
鈎
部
は
後
述
の
よ
う
に

―
つ
の
特
徴
で
(
1
1
)

の
一
行
目
の
「
壷
」
字
の
包
鈎
部
と
同
じ
で
あ
る
（
後

述
）
。
こ
の

(
1
1
)

は
唐
風
へ
の
ま
さ
に
変
わ
り
目
で
あ
ろ
う
。

(
1
2
)

か
ら

(
1
4
)

は
完
全
に
「
唐
風
」
に
な
っ
て
い
る
。
．

か
よ
う
な
次
第
で
、
北
と
南
の
差
と
い
う
も
の
は
書
の
発
達
の
流
れ
か
ら
見

る
と
、
先
端
の
書
法
と
漢
隷
の
風
を
ま
だ
ま
だ
残
し
て
い
る
書
法
と
の
違
い
、

つ
ま
り
地
域
差
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
取
り
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
漢
代
の
隷
書
の
伝
統

は
、
魏
・
西
晋
の
時
代
に
、
特
に
早
書
き
を
旨
と
す
る
草
書
な
ど
の
影
響
を
受

け
て
崩
れ
、
南
北
分
裂
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
、
南
方
で
は

六
四



`
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内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

六
五

次
に
比
較
の
た
め
に
隋
か
ら
初
唐
へ
か
け
て
の
展
開
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

勢
ほ
南
朝
化
の
方
向
を
た
ど
り
、
結
局
隋
か
ら
初
唐
に
至
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。



(
2
3
)

大
智
度
論
巻
第
十
（
五
九
三
、
開
皇
十
三
年
）

不
信
不
信
者
嘗
受
久
圏
之
告
絃
二
者
希
信
俳

語
則
大
是
怖
豪
怖
故
殴
殺
吐
東
盃
死
希
死
等

者
設
令
不
丸
身
常
戟
桔
弟
不
信
ゑ
芭
な
査

六
六



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

六
七

(36) 

(
2
6
)

猪
遂
良
・
雁
塔
聖
教
序
（
六
五
一
―
-
‘g

 

(35) 

(
2
5
)

虞
世
南
・
孔
子
廟
堂
碑
（
六
二
九
前
後
、
貞
親
初
）



(
1
9
)

（
31
、
後
出
）
。

(
1
9
)

の
第
二
行
の
三
字
目
「
弟
」
字
の
下
部

(
1
7
)
 

(
1
8
)

の
北
碑
に
見
ら
れ
る
切

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

イ
、
隷
書
の
筆
法
が
か
な
り
残
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
述
べ
た
通
り
。

ロ
、
右
肩
の
部
分
の
丸
み
。

「而」

さ
ら
に

(

2

)

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
変
化
発
展
の
中
か
ら
「
北
朝
風
」
の
特
徴
を
、
既
に

触
れ
た
と
こ
ろ
を
含
め
て
、
資
料
に
挙
げ
た
範
囲
で
こ
こ
で
ま
と
め
て
み
る
と

の
部
分
の
右
肩
の
包
鈎
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

字
の
右
肩
、
「
卯
」
字
の
右
肩
、

王
義
之
の
流
れ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
(
2
1
)

（
23)
の
如
く
で
あ

り
(
2
4
)

か
ら
(
2
7
)

ま
で
は
智
永
な
ど
の
後
を
受
け
て
更
に
一
段
と
工
夫
を

加
え
た
、
初
唐
の
書
（
隷
書
の
筆
法
が
入
る
）
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

我
が
国
の
大
宝
か
ら
天
平
に
か
け
て
の
書
、

初
唐
の
書
が
主
流
と
な
る
。

(
1
1
)

か
ら
(
1
4
)

ま
で
は
こ
の

る。

の
第
一
行
目
の

の
冠
の
雨
の
右
肩
に
見
え
る
包
鈎
、

「
嫡
」
字
の
つ
く
り
の
包
鈎
、
三
行
目
の
「
嫡
」
字
、
ま
た
「
賣
」
字
の
四

二
行
目
の

(

4

)

は
二
行
目
の
「
而
」

(

5

)

の
一
・
ニ
行
に
見
ら
れ
る
「
果
」

の
右
肩
の
丸
み
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。

の
一
行
目
「
刀
」
字
の
右
肩
包
鈎
の
丸
み
、

(

3

)

の
第
一
行
目
の
「
為
」

字
、
三
行
目
の
「
刀
」
の
右
肩
包
鈎
も
同
様
で
あ
る
。

＾
、
方
筆
と
い
う
の
が
強
調
さ
れ
る
。

(

6

)

 

「婁」

同
じ
筆
法
が
日
本
に
見
ら
れ
る
。

(

2

)

か
ら
(

6

)

ま
で
が
そ
れ
で
あ

(
2
2
)
 

(37) 

(
2
7
)

堵
遂
良
・
房
玄
齢
碑
（
六
四
六
！
六
五
五
、
貞
観
二
十
年
ー
永
禄
六
年
）

の
右
肩
包
鈎
の
部
分
が
丸
く
な
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に

(31
後
出
）
の
第

一
行
目
に
あ
る
「
向
」
字
、
三
行
目
「
四
」
字
の
右
肩
の
包
鈎
部
が
同
種
。

六
八



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

「
六
朝
風
」
（
正
確
に
は
南
朝
化
し
た
北

朝
風
で
あ
る
）
な
ど
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
正
体
の
一
部
を
形
作
る
。

(
2
4
)

か
ら
(
2
7
)

な
ど
唐
代
の
例
に
は
こ
れ
ら
の
特
徴
は
な
い
。

個
々
の
具
体
的
な
書
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
的
確
に
特
徴
を
指
摘
す
る
た
め
に

は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
資
料
を
点
検
し
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ひ
と

ま
ず
こ
の
辺
で
再
び
「
那
須
国
造
碑
」
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
が
あ
い
ま
っ
て

ホ
、
結
体
は
方
形
。
ま
た
、

字
が
多
用
さ
れ
る
。

れ。

(
1
7
)

か
ら

(20)
に
見
え
る
、
い
わ
ゆ
る
異
体

り
刻
む
よ
う
な
筆
法
。
特
に
碑
に
お
い
て
線
の
抑
揚
が
少
な
く
、
直
線
的
。

南
朝
の
よ
う
な
筆
法
は
方
筆
に
対
し
て
円
筆
と
い
う
。

二
、
横
画
の
終
筆
の
収
め
方
が
（
隷
書
の
残
存
の
文
字
を
除
い
て
は
）
曖
昧
で

あ
る
。

(
1
9
)

（
20)
に
見
え
る
。
隷
で
も
な
し
、
初
唐
の
や
り
方
で
も
な

し
、
と
い
う
と
こ
ろ
。
楷
書
の
法
が
確
立
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
一
部
が
こ

碑
の
書
法
の
特
徴

六
九

さ
て
、
那
須
国
造
碑
に
戻
っ
て
見
よ
う
。

以
上
の
説
明
か
ら
、
こ
の
碑
が
唐
以
前
の
姿
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

は
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
思
う
。
少
な
く
と
も
(
1
0
)

か
ら
(
1
4
)

、

(
2
4
)

か
ら
(
2
7
)

の
よ
う
な
「
唐
風
」
と
違
う
こ
と
は
理
解
で
き
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、
国
造
碑
を
よ
く
見
る
と
(
1
7
)

の
よ

う
な
北
碑
の
切
り
刻
む
よ
う
な
方
筆
か
ら
く
る
厳
し
さ
よ
り
、
穏
や
か
な
円
筆

に
よ
る
円
味
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
面
だ
け
見
る
と
、
智
永
(
2
1
)

も
し
く
は

初
唐
の
(
2
4
)

か
ら
(
2
7
)

に
近
付
く
と
さ
え
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
こ
の
円

(38) 

味
は
筆
法
と
執
筆
法
上
の
「
実
指
虚
掌
」
か
ら
来
る
。
さ
ら
に
、
時
代
も
か
な

り
新
し
い
七

0
0年
頃
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
碑
が
全
体
と

し
て
唐
以
前
の
書
風
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
何
故
か
。

碑
が
い
さ
さ
か
荒
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
北
朝
風
の
特
徴
を
述
べ
る
と



一
行
目
第
二
字
「
登
」
の
最
後
の
横
一
画
の
終
筆

二
行
目
第
五
字
「
行
」
の
第
四
画
の
横
一
画
の
終
筆

―
―
一
行
目
第
二
字
「
六
」
の
第
二
画
の
横
一
画
の
終
筆

「
口
」
偏
の
よ
う
な
偏
の
配
置
は
、
や
は
り
隷
書
も
し
く
は
(
1
7
)

に
見
え
る

風
の
混
じ
り
が
か
な
り
多
い
。

な
ど
は
、
隷
書
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
も
全
体
の
字
数
か
ら
す
る
と
こ
の
隷
書

の
字
の

結
体
に
つ
い
て
も
、

例
え
ば

「砕」

(39) 

(
2
8
)

国
造
碑
部
分
図
6

七
〇



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

七

(42) 

(
2
9
)

張
玄
「
黒
女
」
墓
誌
（
五
―
―
-
、
北
魏
晋
泰
二
年
）

北
朝
の
碑
に
特
有
の
書
き
方
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
的
に
横
画
の
終
筆
の
収
め

方
が
隷
書
風
で
も
な
く
、
唐
風
で
も
な
く
、
曖
昧
な
も
の
が
多
い
。

(
1
9
)

や

(
2
0
)

の
横
画
部
を
参
照
。
こ
れ
は
、
漢
の
後
、
魏
・
西
晋
時
代
に
隷
書
を
抜

(40) 

け
出
し
た
頃
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
異
体
と
思
わ
れ
る
文
字
の
割
合
も

高
い
。
か
く
て
全
体
の
姿
に
明
ら
か
に
唐
風
に
は
な
い
要
素
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
要
素
が
相
ま
っ
て
、
こ
の
碑
の
書
風
に
唐
以
前
の
雰
囲
気
を
生
み
だ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
隷
書
風
の
残
存
の
他
、
北
朝
風
の
筆
法
と
南
朝
風
の
円
味
を
帯

び
た
筆
意
、
す
な
わ
ち
円
筆
と
が
混
じ
る
の
ほ
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
既
に
北
朝
の
書
の
南
朝
化
が
始
ま
っ
て
後
、
｛

北
魏
正
光
年
間
頃
（
五
二

0
年
以
降
）
、

(41) 

え
る
こ
と
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。

楷
書
に
こ
と
さ
ら
隷
書
の
筆
法
を
混

―
つ
考
え



(

2

9

)

(

3

0

)

の
二
つ
の
例
ほ
そ
の
頃
の
北
朝
に
お
い
て
、
南
朝
風
を
基
本

と
し
な
が
ら
、
隷
書
風
が
混
じ
る
状
態
を
示
す
。
特
に
(
2
9
)

ほ
国
造
碑
と
あ

い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
智
永
に
も
似
る
。

と
こ
ろ
で
、

日
本
で
は
隷
書
を
直
接
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
書
を
書
く
始

学
ぶ
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
え
る
。

め
も
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
後
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
書
生
は

た
だ
筆
述
の
巧
秀
を
以
て
宗
と
し
、
字
様
を
習
解
す
る
を
以
て
業
と
な
さ
ず
。

唐
法
と
異
な
る
な
り
」
と
蓑
老
学
令
『
令
義
解
』
は
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

上
手
に
書
け
ば
よ
い
、
様
々
の
書
体
を
習
う
こ
と
は
し
な
く
と
も
よ
い
、
と
い

う
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
、
隷
書
な
ど
を
組
織
的
・
意
識
的
に
学
ば
な
か
っ
た
、

一
方
で
か
か
る
日
本
的
な
、
い
わ

ば
即
物
的
な
学
び
方
か
ら
考
え
る
と
、
国
造
碑
の
書
は
、
そ
の
源
流
を
求
め
る

と
(
2
9
)

や
(
3
0
)

に
示
し
た
南
朝
風
の
洗
礼
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
中
に
隷

書
の
筆
法
を
混
え
た
北
朝
の
書
法
の
時
代
、
北
魏
正
光
以
後
（
五
二

0
以
後
）

の
書
風
を
そ
の
ま
ま
直
に
学
ん
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
か
か
る
書
を
当
時
の
日
本
人
は
誰
か
ら
学
ん
だ
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
明
の
導
入
の
様
子
に
絡
む

か
ら
で
あ
る
。

(

5

)

の
聖
徳
太
子
・
法
華
義
疏
を
見
る
と
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
が
、

そ
の
特
徴
は
(

4

)

の
法
隆
寺
薬
師
造
像
記
に
も
、

(

6

)

の
御
野
国
味
蜂
間

郡
春
日
部
里
戸
籍
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
右
肩
の
包
鈎
部
の

巻
く
よ
う
な
丸
み
が
こ
の
三
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
掲
出
の
図
の
部
分
だ
け
で

は
や
や
解
り
に
く
い
が
「
大
」
字
他
に
見
ら
れ
る
捺
法
な
ど
に
筆
法
上
の
共
通

点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
例
を
見
る
と
、

(43) 

(
3
0
)

元
文
墓
誌
（
五
一
―
一
三
、
北
魏
太
昌
元
年
）

七



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

(
3
1
)

で
は
や
は
り
こ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
(

5

)

の
聖
徳

太
子
・
法
華
義
疏
と
の
書
風
の
類
似
、
包
鈎
、
捺
法
の
筆
法
な
ど
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
筆
法
が
、
大
化
改
新
前
の
聖
徳
太
子
の
頃
に
中
国
直
輸
入
で
し
か
も

習
熟
の
域
に
達
し
て
い
た
と
は
、
文
化
全
体
の
輸
入
状
況
か
ら
は
考
え
に
く
い
。

そ
う
す
る
と
可
能
性
と
し
て
は
、
朝
鮮
半
島
経
由
の
書
を
学
ん
だ
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
可
能
性
と
い
う
の
は
、
私
の
現
状
で
朝
鮮
半
島
の
金
石
資
料
に

今
の
と
こ
ろ
十
分
な
材
料
を
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
斎
藤
忠
『
古
代

朝
鮮
日
本
金
石
文
資
料
集
成
』
を
見
た
が
六
世
紀
若
し
く
は
そ
れ
以
前
の
朝
鮮

半
島
の
書
の
全
体
を
伺
う
材
料
に
乏
し
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
朝
鮮
半
島
経

由
と
し
て
、
そ
の
学
ぴ
方
は
、
朝
鮮
半
島
で
行
わ
れ
た
書
を
そ
の
ま
ま
の
形
で

学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
仮
に
中
国
か
ら
の
直
輸
入
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
北
魏

正
光
年
間
以
降
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
隷
書
を
学
ん
だ
形
跡
は
な
い
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
古
代
の
書
に
隷
書
遣
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
も
、
こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。
先
に
述
べ
た
、
「
字
様
を
学
ぶ
に
あ
ら
ず
、

七

(44) 

(
3
1
)

建
章
初
首
故
称
第
一
（
五
七

0
、
北
周
天
和
五
年
）

念
含
B
ぷ
5

．
社
筍
兒
治
養
仄
合
父
―

e
ヰ
合
翌
オ

W

ぽ
/
f
[
”
¢

合
舷
繕
令
唸
託
．
え
合
を
ミ
ら

i

唸
が
氏
を
予
厄
，
A
・を

/
矢
合
只
青
吋
ク
は
素
珂
年
雀
肴
史
夕
直
泣
店
呑

唐
法
と
異
な
る
な
り
」
と
い
う
通
り
な
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
そ
も
そ
も
か

よ
う
な
「
令
」
の
規
定
が
生
れ
た
素
地
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
当
時
の
日
本
古
代
国
家
の
急
速
な
大
陸
文
化
導
入
の
姿
で
あ
る
。

日
本
の
書
の
当
初
の
学
ぴ
方
の
姿
は
、
同
時
に
中
国
文
化
擬
取
の
初
期
の
一

般
的
態
度
に
表
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
、
即
物
的
な
の
で
あ
る
。
書
籍
の
輸

入
が
先
ず
暦
、
医
学
、
法
学
か
ら
始
ま
っ
て
、
儒
学
の
経
書
な
ど
は
そ
の
後
に

く
る
（
神
田
喜
一
郎
）
の
と
同
じ
く
実
用
を
第
一
と
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
書
の
場
合
は
、
背
景
に
い
つ
も
隷
書
及
び
そ
の
前
の
築
書
が
あ
り
、

い
つ
の
時
代
も
隷
書
を
忘
れ
な
い
。
初
唐
の
欧
陽
詢
や
猪
遂
良
以
下
も
そ
う
で

あ
っ
て
、
新
し
い
書
体
の
中
に
隷
書
の
筆
法
が
入
り
変
革
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
書
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
、
隷
書
を
直
接
学
び
、
そ
こ
か
ら
工
夫
を

凝
ら
す
、
と
い
う
ス
ク
イ
ル
で
は
な
い
。
日
本
と
中
国
の
書
の
発
達
の
違
い
を

生
む
根
源
も
、
こ
の
辺
り
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
天
平
の
頃
の
書
は
明
ら
か
に
中
国
直
輸
入
で
、



ほ
な
い
。

四

し
か
も
輸
入
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
い
が
、
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
素
地
が
七
世

紀
の
書
の
実
践
を
通
じ
て
十
分
に
で
き
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
で

き
あ
が
っ
た
天
平
の
書
の
実
践
が
、
や
が
て
空
海
な
ど
を
生
み
だ
す
日
本
の
書

(46) 

の
源
と
な
る
の
だ
と
内
藤
先
生
ほ
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
書
と
中
国
の

書
が
後
々
ま
で
ど
こ
か
違
う
遠
因
は
、
当
初
の
隷
書
に
対
す
る
態
度
に
あ
ろ
う

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
造
碑
の
書
法
の
源
流
を
、

(
2
9
)

（
30)

五
二

0
年
代
以
降
の
中
国
の
書
に
求
め
る
の
は
無
理
で

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
問
題

国
造
碑
が
で
き
た
、
七

0
0年
前
後
と
い
う
年
代
は
文
化
発
達
の
歴
史
の
中

で
微
妙
な
年
で
あ
る
。
大
宝
律
令
が
生
れ
る
前
年
と
い
う
年
、
ま
た
、
国
造
碑

に
見
え
る
永
昌
と
い
う
年
号
表
記
が
既
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
の

年
号
制
度
が
定
着
す
る
の
は
、
大
宝
（
七

0
1
)
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ

の
徹
底
に
は
い
く
ら
か
の
時
間
が
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
永
昌
と
い
う
年
号
を

あ
る
地
方
で
年
号
の
思
想
ほ
抜
き
に
、
単
な
る
表
記
と
し
て
使
っ
て
も
特
別
に

不
思
議
と
し
な
く
と
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
七

0
0年
前
後
は
中
央
部
で
は
既
に

隋
・
唐
の
書
が
直
接
的
に
学
ば
れ
始
め
た
時
期
と
思
わ
れ
、
天
乎
に
入
る
と
見

事
に
筆
述
を
我
が
も
の
と
し
て
い
る
の
は
正
倉
院
に
残
さ
れ
た
数
々
の
文
書
に

よ
っ
て
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
七

0
0年
の
頃
は
、
こ
の
碑
と
共
に

(

2

)

か
ら
(
1
4
)

動
き
の
中
で
、
特
に
(
1
1
)

で
解
る
よ
う
に
書
風
の
変
わ

り
目
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
国
家
全
体
の
発
展
状
況
を
見
て
も
、
養
老
か
ら
天

平
へ
か
け
て
の
中
国
文
物
の
直
輸
入
を
基
本
に
し
た
、
急
加
速
の
社
会
の
発
展

の
時
期
に
入
る
。
国
造
碑
の
書
の
姿
は
、
そ
の
変
わ
り
目
の
姿
を
知
る
―
つ
の

材
料
で
あ
る
。
か
か
る
姿
は
近
江
令
か
ら
大
宝
令
を
へ
て
養
老
令
に
至
る
、
法

と
国
家
体
制
の
変
遷
過
程
と
も
一
致
す
る
。

国
造
碑
の
書
に
限
っ
て
調
べ
て
見
て
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
う
ね
り
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
四
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表
面
七
字
の
う
ち
、
「
芳
」
の
一
字
だ
け
に
隷
書
の
法
が
見
ら
れ
る
。
他

は
一
般
公
文
書
の
書
体
で
あ
り
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
と
天
乎
八

年
の
年
代
か
ら
考
え
る
と
極
め
て
特
異
な
例
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
に
一
般
的
に
隷
書
を
学
ん
で
い
た
な
ど
の
証
拠
に
な
る
材
料
で
は
な

い
。
試
み
に
「
芳
」
字
だ
け
書
い
て
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
書
は
上
等
で
は

な
い
。
木
簡
学
会
編
『
日
本
古
代
木
簡
選
』
な
ど
も
こ
の
よ
う
な
例
は
見

当
ら
ぬ
。
な
お
長
屋
王
旧
趾
木
簡
に
は
猪
遂
良
に
近
い
も
の
は
あ
る
。

註
(

1

)

以
下
の
所
見
は
、
か
つ
て
断
片
的
に
は
一
、
二
の
場
所
で
話
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
あ
る
程
度
ま
と
め
て
話
し
た
の
ほ
平
成
六
年
七
月
三
十
日
、
内
藤
湖
南
の
生

地
、
秋
田
県
鹿
角
市
立
・
先
人
顕
彰
館
で
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形
で
同
僚
の

法
学
部
真
鍋
俊
二
教
授
と
共
に
出
席
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
過
を
少
し
説
明

す
る
と
、
当
時
、
法
学
部
で
共
同
研
究
班
が
組
織
さ
れ
、
真
鍋
教
授
と
私
が
そ
の

ー
つ
を
担
当
し
た
。
全
体
テ
ー
マ
が
「
日
本
に
於
け
る
政
治
文
化
と
法
文
化
」
で

分
担
テ
ー
マ
と
し
て
真
鍋
教
授
は
「
内
藤
湖
南
に
お
け
る
政
治
と
文
化
の
位
置
」
、

私
が
「
内
藤
湖
南
に
お
け
る
学
問
・
方
法
論
」
で
あ
っ
た
。
当
日
は
東
北
大
学
寺

田
隆
信
名
誉
教
授
（
顕
彰
館
名
誉
館
長
）
も
出
席
下
さ
れ
、
ご
教
示
を
受
け
た
。

ま
た
地
元
の
鹿
角
市
立
先
人
顕
彰
館
・
柳
沢
兌
衛
館
長
、
内
藤
湖
南
先
生
顕
彰

会
・
相
川
積
会
長
が
報
告
会
の
斡
旋
並
ぴ
に
討
議
に
出
席
参
加
下
さ
れ
た
。
そ
の

他
多
く
の
参
加
の
方
々
を
含
め
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
真
鍋
教
授
は
同
年
春
頃
か
ら
、
内
藤
湖
南
全
集
十
四
巻
を
第
一
頁
か
ら
全

巻
読
破
通
読
さ
れ
て
報
告
会
に
備
え
ら
れ
た
。
真
鍋
教
授
の
強
固
な
篤
学
の
精
神

に
励
ま
さ
れ
た
結
果
、
私
の
つ
た
な
い
意
見
を
曲
が
り
な
り
に
述
べ
る
こ
と
が
で

き
た
。
感
謝
の
ほ
か
な
い
。

(

2

)

宮
崎
市
定
「
独
創
的
な
支
那
学
者
」
（
内
藤
湖
南
全
集
十
四
巻
刊
行
に
際
し
、

筑
摩
書
房
か
ら
出
さ
れ
た
案
内
中
の
文
章
。
一
九
七
三
年
）
な
お
、
他
に
、
こ
の

案
内
に
は
石
田
幹
之
制
「
内
藤
湖
南
全
集
を
推
薦
す
」
、
貝
塚
茂
樹
「
内
藤
学
の

真
面
目
」
、
桑
原
武
夫
「
歴
史
を
も
っ
て
語
る
大
思
想
家
」
、
吉
川
幸
次
郎
「
天
才

江
洋
の
学
」
の
文
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
短
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
漿
縮
さ
れ

た
優
れ
た
解
説
に
な
っ
て
い
る
。

(

3

)

奥
村
（
内
藤
文
庫
漢
籍
古
刊
古
紗
目
録
）
「
跛
」
（
関
西
大
学
内
藤
文
庫
調
査

特
剤
委
員
会
編
『
内
藤
文
庫
漢
籍
古
刊
古
紗
目
録
』
所
収
、
三

0
四
頁
。
一
九
八

六
年
）

(

4

)

内
藤
湖
南
「
絵
画
の
賞
鑑
」
（
内
藤
湖
南
全
集
十
三
巻
所
収
、
四
九
一
頁
以
下
。

一
九

0
六
年
）

(

5

)

内
藤
乾
吉
「
西
域
発
見
唐
代
漠
文
書
の
研
究
」
（
『
中
国
法
助
史
考
証
』
所
収
。

一
九
六
三
年
、
有
斐
閣
）

こ
の
論
文
で
は
、
文
書
解
読
に
つ
き
先
生
の
書
法
上
の
蘊
蓄
が
随
所
に
み
ら
れ

る
の
だ
が
、
そ
の
一
例
に
、
誤
読
が
あ
る
の
は
「
書
法
に
対
す
る
無
関
心
に
も
」

よ
る
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
（
同
上
、
二
五
八
、
ニ

五
九
頁
）
。
参
考
に
挙
げ
て
お
く
。

さ
て
楚
珪
の
判
署
に
見
え
る
示
の
字
は
三
角
形
を
し
て
い
る
の
で
、
一

七
六



内
藤
湖
南
の
学
問
と
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

(

6

)

斎
藤
忠
編
『
古
代
朝
鮮
・
日
本
金
石
文
資
料
集
成
』

三
年
）

(
7
)
奈
良
国
立
博
物
館
編
集
•
発
行
『
特
別
展
発
掘
さ
れ
た
古
代
の
在
銘
遣
宝
』

（
図
2
3ー

1
、
四
五
頁
よ
り
。
解
説
は
二
六
頁
。
一
九
八
九
年
）
よ
り
。

(

8

)

同
上
、
図
2
4
|
1
、
四
八
頁
よ
り
。
解
説
は
四
九
頁
。

(

9

)

『
書
道
全
集
』
九
巻
、
日
本
1
、
大
和
・
奈
良
（
平
凡
社
、
一
九
五
四
年
。
図

三
よ
り
。
解
説
は
一
四
五
頁
）
（
以
下
、
平
凡
社
『
書
道
全
集
』
の
引
用
は
単
に

『
書
道
全
集
』
と
い
う
）

(10)

同
上
（
図
4
.
5
.
6
。
よ
り
。
解
説
は
一
四
六
頁
）

(
1
1
)

内
藤
乾
吉
「
正
倉
院
文
書
の
書
道
史
的
研
究
」
（
『
正
倉
院
の
書
跡
』
所
収
、

宮
内
庁
蔵
版
日
本
経
済
新
聞
社
発
行
、
一
九
六
四
年
）
参
照
。
同
書
、
図
版
33
よ

り
。
同
書
ニ
ー
頁
以
下
に
、
書
記
達
の
書
の
解
説
が
あ
る
。
そ
の
資
料
で
あ
る
。

(
1
2
)

註
(

9

)

、
十
四
頁
、
挿
図
2
3
よ
り
。

(
1
3
)

註
(

9

)

、
図
26
よ
り
。
解
説
は
一
五
六
、
一
五
七
頁
。

(
1
4
)

註
(

6

)

、
多
賀
城
碑
（
部
分
図
3
)
よ
り
。

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

見
、
略
花
押
か
な
に
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
三
角
形
の
如
き
も
の
が

示
の
字
で
あ
る
こ
と
は
、
文
書
の
形
式
上
か
ら
も
、
こ
こ
ほ
示
の
字
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
し
、
ま
た
見
の
字
の
草
体
か
ら
も
判
定
せ

ら
れ
る
。
示
の
草
体
の
一
っ
に
え
の
形
が
あ
り
、
（
古
文
書
に
於
け
る
好
例

ほ
寧
楽
美
術
館
所
蔵
の
吐
魯
番
文
書
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
書
の
こ
と
は
嘗

て
仁
井
田
陸
博
士
が
三
省
堂
発
行
の
書
苑
第
一
巻
第
六
号
に
紹
介
さ
れ
た
。
）

そ
れ
を
花
押
め
か
し
て
こ
と
さ
ら
に
三
角
形
に
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
よ
く
見
れ
ば
単
な
る
三
角
形
で
は
な
く
し
て
、
右
の
草
体
の
筆
意
が

認
め
ら
れ
る
。
因
み
に
西
域
発
見
の
官
文
書
の
判
署
の
示
の
字
は
、
随
分
色

々
な
形
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
従
来
そ
れ
ら
の
釈
文
を
し
た
人
々
が
色
々

に
誤
読
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
書
法
に
対
す
る
無
関
心
に
も
よ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
文
書
の
形
式
に
関
す
る
知
識
が
あ
れ
ば
救
わ
れ
る
筈
の
も
の
で
あ

る。

七
七

(
1
5
)

註
(

9

)

、
図
36
よ
り
。
解
説
は
一
六
一
頁
。

(
1
6
)

註
(
1
1
)

、
図
4
1
よ
り
。

(
1
7
)

註
(
1
1
)

、
図
4
2
よ
り
。

(18)

註
(

9

)

、
図
3
8
、

39
よ
り
。

(
1
9
)

註
(

9

)

、
図
4
8
、

49
よ
り
。

(
2
0
)

中
国
・
日
本
史
学
文
学
研
究
会
編
、
発
行
、
田
熊
信
之
・
田
熊
清
彦
『
那
須
国

造
碑
』
（
一
九
八
九
年
）
―
―

10頁。

(
2
1
)

註
(

9

)

、
一
五
六
頁
、
加
藤
諄
解
説
。

(
2
2
)

註
(

9

)

の
『
書
道
全
集
』
二
巻
、
中
国
2
、
漠
。
図
IOO
よ
り
。
解
説
は
内
藤
乾

吉
、
一
九
二
頁
。

(
2
3
)
『
書
道
全
集
』
三
巻
、
中
国
3
、
三
国
・
西
晋
・
十
六
国
の
一
四
五
、
一
四
六

頁
に
図
版
1
か
ら
5
の
「
楼
蘭
出
土
魏
晋
簡
」
に
つ
い
て
の
内
藤
乾
吉
解
説
は
、

漠
か
ら
魏
晋
簡
へ
の
書
法
の
変
化
が
丁
寧
に
述
ぺ
て
あ
る
。

(
2
4
)
『
書
道
全
集
』
四
巻
、
中
国
4
、
東
晋
。
図
18
よ
り
。
解
説
は
内
藤
乾
吉
、
一

六
0
、
一
六
一
頁
。

(
2
5
)

『
書
道
全
集
』
六
巻
、
中
国
6
、
図
47
よ
り
。

(26)

同
上
、
図
102
よ
り
。

(
2
7
)

内
藤
湖
南
「
書
論
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
文
化
史
研
究
』
所
収
）
、
『
内

藤
湖
南
全
集
』
八
巻
、
五
四
頁
以
下
。
ま
た
神
田
喜
一
郎
「
中
国
書
道
史
6
」

（
『
書
道
全
集
』
六
巻
所
収
）
一
四
、
一
五
頁
。

(28)

『
書
道
全
集
』
六
巻
、
図
83
よ
り
。
解
説
は
内
藤
乾
吉
。
一
八
八
頁
。

(
2
9
)

同
上
、
図
8
1
よ
り
。
解
説
は
中
田
勇
次
郎
。
一
八
七
頁
。

(
3
0
)

註
(28)
解
説
。

(
3
1
)

『
書
道
全
集
』
五
巻
、
図
6
9
よ
り
。
中
田
勇
次
郎
解
説
、
一
五

0
頁。

(
3
2
)

『
書
道
全
集
』
七
巻
、
図
10
よ
り
。

(33)

同
上
、
図
28
よ
り
。
解
説
は
神
田
喜
一
郎
。
一
五
九
頁
。

(
3
4
)

同
上
、
図
58
よ
り
。
解
説
は
中
田
勇
次
郎
。
一
六
五
、
か
ら
一
六
八
頁
。
欧
陽

詢
ほ
晋
法
を
尊
び
、
ま
た
変
じ
た
と
い
い
、
害
法
に
一
転
機
を
与
え
た
と
い
う
。



初
暦
の
風
を
確
立
し
た
。

(
3
5
)

同
上
、
図
7
8
よ
り
。
虞
世
南
に
つ
い
て
は
内
藤
乾
吉
「
虞
世
南
に
つ
い
て
」

（
同
巻
所
収
、
一
六
頁
以
下
）
こ
の
図
版
も
同
じ
く
内
藤
解
説
一
六
九
頁
か
ら
一

七
0
頁。

な
お
、
唐
六
典
巻
八
、
中
書
省
弘
文
館
学
士
、
学
生
の
条
下
に
貞
観
元
年
、
太

宗
ほ
虞
世
南
、
欧
陽
詢
を
し
て
楷
法
を
教
授
せ
し
め
た
と
あ
る
。

(
3
6
)

『
書
道
全
集
』
八
巻
、
図
1
7
よ
り
。
内
藤
乾
吉
「
猪
遂
良
に
つ
い
て
」
同
巻
所

収

‘
1
0頁
以
下
に
は
拷
遂
良
の
書
法
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。

(
3
7
)

同
上
、
図
1
2
よ
り
。

(
3
8
)

実
指
虚
掌
と
ほ
華
を
垂
直
に
立
て
、
親
指
を
伸
ば
す
よ
う
に
し
て
掌
を
虚
し
く

す
る
。
つ
ま
り
、
掌
に
卵
―
つ
を
抱
え
込
む
程
の
空
間
を
確
保
す
る
。
指
が
自
在

に
転
運
し
易
す
い
。

(
3
9
)

註
(

6

)

、
二

0
九
頁
よ
り
。

(
4
0
)

註
(
2
3
)

参
照
。

(
4
1
)

『
書
道
全
集
』
六
巻
、
図
69
、
7
0
、
7
1
、
粛
宗
昭
儀
胡
明
相
墓
誌
と
そ
の
蓋
に

付
さ
れ
た
、
内
藤
乾
吉
解
説
。
一
八
三
、
一
八
四
頁
参
照
。
ま
た
註
(
4
3
)

の
内
藤

解
説
参
照
。

(
4
2
)

同
上
、
図
7
3
よ
り
。

(
4
3
)

同
上
、
図
74
よ
り
。
内
藤
乾
吉
解
説
一
八
五
頁
。

(
4
4
)

同
上
、
図
112
よ
り
。

(
4
5
)

神
田
喜
一
郎
「
飛
鳥
奈
良
時
代
の
中
国
学
」
（
近
畿
日
本
叢
書
『
大
和
の
古
文

化
』
所
収
。
一
九
六

0
年
。
七
九
頁
。
神
田
喜
一
郎
全
集
八
巻
所
収
、
一
五
頁
。

一
九
八
七
年
）

(
4
6
)

註
(
1
1
)

、
五

0
頁。

(
4
7
)

註
(

7

)

、
図
1
9
よ
り
。
宮
崎
市
定
博
士
は
年
号
に
つ
き
、
宋
・
明
帝
泰
始
四
年

（
四
六
八
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
「
東
方
学
」
六
四
輯
「
七
支
刀
銘
文
試
釈
」
）
。

同
氏
『
古
代
大
和
朝
廷
』
（
一
九
九
五
年
、
筑
摩
書
房
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一

二
七
頁
以
下
）
。

(
4
8
)

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
長
屋
王
「
光
り
と
陰
」
展
』
図
録
（
一
九
九
一

年
）
七
九
頁
よ
り
。

追

記我
が
国
古
代
は
隷
書
を
学
ぶ
風
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
た
こ
と
に
関
連
し
て
追
記
す

る。
本
年
一
月
、
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
「
富
本
銭
」
―
―
―
十
三
枚
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
報

道
が
あ
っ
た
。
富
本
銭
が
流
通
貨
弊
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
表
面
に
刻

さ
れ
た
「
富
本
」
の
二
字
は
、
一
見
し
て
隷
書
の
伝
統
を
引
く
文
字
で
あ
る
こ
と
は

わ
か
る
。
但
私
ほ
富
本
銭
を
詳
し
く
調
査
研
究
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
わ
ず
か

二
文
字
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
今
の
所
は
論
評
す
る
用
意
が
な
い
。
今
後
の
研
究
課

題
に
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
習
字
の
基
本
に
隷
書
が
あ
っ
た
な
ど
の
証
拠
に
な
る

も
の
で
は
な
い
。
上
述
の
学
令
を
否
定
す
る
材
料
で
な
い
こ
と
は
長
屋
王
木
簡
の
湯

合
（
後
記
補
2
)
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
隷
書
の
伝
統
を
引
く
」
文
字
と
右
に
述

べ
た
が
、
こ
れ
ほ
無
論
漢
隷
か
ら
直
接
く
る
も
の
で
な
く
、
北
朝
か
ら
の
流
れ
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
が
北
朝
の
何
か
と
い
う
こ
と
は
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お

富
本
の
二
刻
写
は
実
用
で
な
く
装
飾
的
文
字
で
あ
る
が
、
比
較
の
材
料
と
し
て
は
正

倉
院
の
「
鳥
毛
帖
成
文
書
屏
風
」
と
「
鳥
毛
築
書
屏
風
」
（
築
と
楷
の
二
字
体
を
含

む
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
北
碑
の
流
れ
で
あ
る
。

七
八


