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述
事
業
の
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大
な
る
業
績

一
、
大
部
な
編
年
史
の
出
現

　
《
資
治
通
鑑
》
の
出
現
は
、
宋
代
史
学
の
巨
大
な
成
果
で
あ
り
、
中
国
学
術
史
上
の
重
大
事
で
も
あ
る
。
同
書
は
豊
富
な
旧
史
の
材
料

を
も
と
に
、
周
の
威
烈
王
二
十
三
年
（
前
四
〇
三
）
か
ら
五
代
周
の
世
宗
の
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
ま
で
千
三
百
六
十
二
年
間
の
歴
史
的

な
出
来
事
を
整
理
し
、
時
代
順
に
年
月
を
縦
軸
に
し
た
二
百
九
十
四
巻
の
大
著
作
と
し
て
完
成
し
た
。
主
編
者
の
司
馬
光
は
、
宋
の
英
宗

の
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
に
詔
を
受
け
て
史
書
の
編
輯
に
取
り
か
か
り
、
神
宗
の
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
に
完
成
さ
せ
て
奏
上
し
た
。

十
九
年
間
も
の
長
い
時
間
を
か
け
て
よ
う
や
く
こ
の
大
部
な
編
年
史
を
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。
編
纂
過
程
に
お
い
て
以
下
の
方
面
に
効
力

を
発
揮
し
て
い
る
。

　
（
一
）
分
担
と
協
力
に
よ
っ
て
組
織
の
創
造
力
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
。
本
書
の
編
輯
は
、
司
馬
光
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
が
、
こ
の
困

難
な
大
事
業
に
参
加
し
た
者
は
や
は
り
多
く
、
と
り
わ
け
劉
恕
（
字
は
道
原
）・
劉
攽は

ん

（
字
は
貢
父
）・
范
祖
禹
（
字
は
淳
甫
）
は
最
も
有

能
な
助
手
で
あ
っ
た
。
司
馬
光
の
〈
与
范
淳
甫
手
帖
〔
范
祖
禹
に
宛
て
た
手
紙
〕〉（

1
）に
「
隋
以
前
は
貢
父
に
任
せ
、
梁
以
後
は
道
原
に

任
せ
、
貴
殿
に
は
武
徳
〔
六
一
八
―
六
二
六
〕
以
後
、
天
祐
〔
九
〇
四
―
九
〇
七
〕
以
前
の
範
囲
だ
け
を
お
願
い
し
た
い
」
と
あ
る
の
に



二
四

よ
る
と
、
当
時
、
史
料
整
理
の
分
担
状
況
は
、
漢
か
ら
隋
ま
で
が
劉
攽
、
梁
か
ら
五
代
の
周
ま
で
は
劉
恕
、
唐
代
は
范
祖
禹
に
任
さ
れ
た

の
で
あ
る
（
こ
の
状
況
は
邵
伯
温
《
聞
見
録
》
に
記
さ
れ
て
い
る
の
と
い
さ
さ
か
異
な
る（

2
））。
こ
の
三
人
は
い
ず
れ
も
史
実
に
精
通
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
分
野
を
活
か
し
、
材
料
を
き
ち
ん
と
整
理
し
て
底
本
を
作
成
し
、
司
馬
光
が
さ
ら
に
添
削
し
て
修
整
の
手
を

加
え
た
。
劉
攽
の
息
子
の
劉
義
中
は
「
亡
父
が
書
局
に
い
た
時
、
事
迹
を
分
類
し
、
長
編
を
作
成
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
是
非
の
判
断
の

際
に
は
、
す
べ
て
君
実
〔
司
馬
光
の
字
〕
の
筆
削
に
よ
っ
た
」（《
通
鑑
問
疑
》）
と
言
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
も
必
ず
同

様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
（
二
）
粗
か
ら
精
、
繁
か
ら
簡
へ
と
材
料
を
組
織
す
る
方
法
を
採
用
す
る
。《
文
献
通
考
》
巻
一
百
九
十
三
〔〈
經
籍
考
二
十
・
史
・
編
年
〉

「
續
通
鑑
長
編
挙
要
六
十
八
卷
」
下
〕
に
、
李
燾と

う

が
乾
道
四
年
に
《
續
資
治
通
鑑
長
編
》
を
進
呈
し
た
奏
状
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
臣わ
た
しが

聞
い
て
い
る
の
は
、
司
馬
光
が
《
資
治
通
鑑
》
を
作
成
す
る
際
、
ま
ず
そ
の
仲
間
に
異
聞
を
集
め
さ
せ
、
史
料
の
か
た
ま
り
ご
と
に
年
月

日
の
標
目
を
施
し
て
叢
目
を
作
り
、
叢
目
が
で
き
て
か
ら
長
編
の
編
輯
に
取
り
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
唐
の
三
百
年
間

は
、
実
は
范
祖
禹
が
担
当
し
ま
し
た
。
司
馬
光
は
范
祖
禹
に
む
か
っ
て
、
長
編
を
作
る
際
に
は
、
材
料
が
多
く
な
り
す
ぎ
て
も
構
わ
な
い

が
、
少
な
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
欲
し
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
今
、〔《
資
治
通
鑑
》
の
〕〈
唐
紀
〉
を
見
る
と
、
范
祖
禹
が

集
め
た
六
百
巻
が
削
ら
れ
て
八
十
巻
に
な
っ
て
い
る
の
が
そ
の
情
況
を
示
し
て
お
り
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、《
通
鑑
》
を
編

纂
す
る
過
程
に
は
、
叢
目
と
長
編
の
二
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
叢
目
は
異
聞
を
整
理
す
る
た
め
に
作
成
し
、
工
場
の
原
材

料
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
長
編
は
〔
叢
目
に
〕
加
工
を
施
す
こ
と
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
、
工
場
で
使
う
粗
製
品
に
相
当
す
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
作
業
は
、
助
手
た
ち
が
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
司
馬
光
が
筆
削
を
加
え
て
書
物
に
ま
と
め
る
と
、
よ
う
や
く
粗
製
品
が
精

製
品
に
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
材
料
を
組
織
す
る
作
業
が
は
な
は
だ
細
密
で
困
難
を
極
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
（
三
）
広
く
取
り
込
み
、
取
材
範
囲
を
で
き
る
か
ぎ
り
博
く
す
る
こ
と
で
、
編
年
史
の
内
容
を
豊
富
に
す
る
。
編
纂
の
時
に
用
い
る
史

料
は
十
七
史
だ
け
で
な
く
、
三
百
三
十
二
部
も
の
多
く
の
雑
史
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
高
似
孫
《
緯
略
》〔
巻
十
二
〈
通
鑑
〉〕
は
、
司
馬

光
の
編
に
係
る
《
通
鑑
》
は
一
つ
の
事
柄
に
三
つ
四
つ
の
典
拠
が
あ
る
箇
所
も
あ
っ
て
完
成
し
た
も
の
だ
と
称
し
て
い
る
。《
四
庫
全
書

総
目
・
史
部
総
叙
》
も
「
淖と

う

方
成
が
〔
後
宮
に
入
っ
た
趙
合
徳
を
見
て
、
火
徳
の
漢
に
〕
禍
と
な
る
水
で
あ
る
と
述
べ
た
言
葉
は
《
飛
燕
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外
伝
》
に
ま
で
取
材
し
て
お
り
、
張
彖た
ん

が
〔
権
臣
の
楊
国
忠
に
つ
い
て
、
お
日
様
に
照
ら
さ
れ
れ
ば
溶
け
て
し
ま
う
〕
氷
山
の
よ
う
な
者

だ
と
評
し
た
言
葉
は
《
開
元
天
宝
遺
事
》
に
ま
で
取
材
し
て
お
り
、
小
説
の
類
ま
で
も
取
り
こ
ぼ
し
て
い
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
司
馬

光
当
時
の
史
料
採
集
の
範
囲
が
き
わ
め
て
広
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
元
代
の
胡
三
省
が
《
通
鑑
注
》
を
作
っ
た

時
に
す
で
に
説
い
て
い
る
。《
通
鑑
》
巻
二
百
十
二
〈
唐
紀
〔
二
十
八
〕〉
開
元
十
二
年
の
注
に
「
温
公
が
《
通
鑑
》
を
作
っ
た
時
、
治
乱

の
迹
を
記
録
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
礼
楽
・
暦
数
・
天
文
・
地
理
に
い
た
る
ま
で
詳
細
に
記
録
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
で
い
る
。《
通
鑑
》

を
読
む
者
は
、
河
の
水
を
飲
む
鼠
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
飲
み
く
だ
せ
る
量
で
満
足
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
胡
注
が
凡
例
を
示
し
て
い

る
の
は
こ
こ
だ
け
だ
が
、
こ
の
凡
例
を
全
書
に
推
し
お
よ
ぼ
し
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
。

　

以
上
の
三
点
は
、《
資
治
通
鑑
》
が
価
値
あ
る
著
作
と
し
て
完
成
に
い
た
る
の
を
支
え
た
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
。
司
馬
光
は
、
二
百

九
十
四
巻
か
ら
な
る
本
書
を
編
定
す
る
以
外
に
、《
通
鑑
考
異
》
三
十
巻
と
《
通
鑑
目
録
》
三
十
巻
を
完
成
さ
せ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
元

豊
七
年
（
一
〇
八
四
）
に
《
通
鑑
》
に
付
載
し
て
同
時
に
奏
上
し
て
い
る
。《
考
異
》
は
一
つ
の
記
事
に
関
し
て
異
な
る
材
料
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、〔
年
表
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
〕《
目
録
》
は
、
検
索
と
通
覧
の
便
宜
に
備
え
て
お
り
、
ま
っ
た
く
《
通
鑑
》

を
支
え
る
作
品
で
あ
る
。
と
り
わ
け
《
考
異
》
の
書
は
、
後
世
の
史
家
の
た
め
に
新
た
な
道
を
切
り
ひ
ら
い
た
。
つ
ま
り
書
物
を
著
す
時
、

材
料
の
異
同
を
は
っ
き
り
説
明
し
て
、
読
者
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
李
燾
《
続
通
鑑
長
編
》
や
李
心
伝
《
建
炎
以
来

繋
年
要
録
》
も
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
い
る
。
考
異
の
語
を
各
条
の
下
に
散
在
さ
せ
て
い
て
、
体
例
に
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

考
訂
の
機
能
の
面
で
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
人
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
、
彼
ら
は
史
書
を
編
修
し
て
み
ず
か
ら
異
同
を
注
記
し
た
。

二
、
記
事
本
末
体
の
創
立

　

宋
代
以
前
に
中
国
の
史
学
界
で
編
纂
さ
れ
た
書
物
は
、
い
ず
れ
も
二
つ
の
体
例
に
属
し
て
い
た
。
一
つ
は
紀
伝
体
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
編
年
体
で
あ
る
。
紀
伝
体
の
史
書
は
人
物
が
中
心
、
編
年
体
の
史
書
は
年
月
が
中
心
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
も
欠
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め

宋
代
に
い
た
る
と
新
た
な
体
例
が
作
り
だ
さ
れ
た
。《
四
庫
全
書
総
目
》
巻
四
十
九
〈
通
鑑
紀
事
本
末
〉
の
提
要
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。



二
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紀
伝
の
法
だ
と
、
一
つ
の
出
来
事
が
い
く
つ
か
の
篇
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
主
客
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
編
年
の
法
だ
と
、

一
つ
の
出
来
事
が
複
数
の
巻
に
ま
た
が
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
て
、
首
尾
を
考
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
こ
で
袁
枢
は
新
機
軸
を
打
ち

だ
し
、
司
馬
光
《
資
治
通
鑑
》
に
も
と
づ
い
て
、
区
別
の
た
め
の
門
目
を
立
て
、
出
来
事
を
分
類
し
て
配
列
し
、
一
つ
一
つ
の
出
来

事
に
つ
い
て
そ
の
顛
末
を
詳
し
く
記
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
標
題
を
付
し
、
篇
ご
と
に
年
月
順
に
記
述
し
、
首
尾
完
結
さ
せ
た
。
内
容

は
、〔
趙
・
魏
・
韓
の
〕
三
家
が
晋
を
分
割
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
周
の
世
宗
が
淮わ

い

南
に
親
征
し
た
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
数

千
年
の
事
蹟
を
包
括
し
、
経
緯
が
明
確
で
節
目
が
詳
し
く
具
わ
っ
て
い
て
、
出
来
事
の
始
末
が
一
目
瞭
然
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

て
紀
伝
体
と
編
年
体
を
一
つ
に
つ
な
げ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
編
述
の
体
例
が
宋
代
に
出
現
し
た
こ
と
は
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
宋
代
の
学
者
は
抄
書
を
好

み
、
抄
書
す
る
中
で
多
く
の
新
し
い
編
述
の
形
式
を
創
造
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
史
部
に
属
す
る
諸
書
に
お
い
て
の
み
起
こ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
一
切
の
古
書
の
整
理
に
も
同
様
の
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
近
人
の
梁
啓
超
は
《
中
国
歴
史
研
究
法
》
第
二
章

〔〈
過
去
之
中
国
史
学
界
〉〕
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

抄
書
を
よ
く
お
こ
な
う
者
は
、
創
作
を
成
し
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
荀
悦
《
漢
紀
》
よ
り
後
で
は
、
宋
の
袁
枢
の
《
通
鑑
紀
事
本
末
》

に
そ
の
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
編
年
体
は
、
年
を
縦
軸
、
事
を
横
軸
に
し
て
、
読
者
に
歴
史
上
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
時
間
の
関
係

を
は
っ
き
り
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
長
所
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
上
の
出
来
事
に
は
連
続
性
が
あ
り
、
一
つ
の
事
が
何
年

に
も
わ
た
っ
た
り
、
数
十
年
や
百
年
に
も
わ
た
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
編
年
体
の
記
述
は
、
ど
の
よ
う
に
巧
妙
に
書
い
た
と
し

て
も
、
そ
の
本
質
と
し
て
帳
簿
体
の
形
式
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
の
年
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
ん
で
い
て
、

そ
の
原
因
が
何
年
か
前
に
あ
る
場
合
、
そ
の
来
歴
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
出
来
事
の
結
果
が
何
年
か
後
に
生
じ

る
場
合
に
そ
の
結
果
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。
頁
を
め
く
っ
て
首
尾
を
確
認
す
る
の
は
面
倒
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う

す
る
こ
と
で
興
趣
が
そ
が
れ
て
し
ま
う
。
袁
枢
は
《
通
鑑
》
を
抄
写
す
る
の
に
、
出
来
事
に
つ
い
て
そ
の
顛
末
を
記
し
、
書
物
の
中
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二
七

で
千
六
百
年
あ
ま
り
の
事
柄
が
二
百
三
十
九
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
当
初
は
頁
を
め
く
る
こ
と
に
苦
痛
を
覚
え
て
、
出
来
事
を
研

究
す
る
た
め
に
便
利
な
方
法
を
工
夫
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
完
成
し
て
み
る
と
斯
界
に
新
た
な
学
問
の
方
法
を
切
り
ひ
ら
い
た
。

袁
枢
が
こ
の
体
例
を
創
立
し
た
後
、
明
代
の
陳
邦
瞻せ

ん

が
《
宋
史
紀
事
本
末
》
と
《
元
史
紀
事
本
末
》
を
著
し
、
清
代
の
高
士
奇
が
《
左
伝

紀
事
本
末
》
を
著
し
、
李
有
裳
が
《
遼
史
紀
事
本
末
》
と
《
金
史
紀
事
本
末
》
を
著
し
、
穀
応
泰
が
《
明
史
紀
事
本
末
》
を
著
し
、
楊
陛

栄
が
《
三
藩
紀
事
本
末
》
を
著
し
、
李
銘
漢
が
《
続
通
鑑
紀
事
本
末
》
を
著
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
紀
事
本
末
体
の
史
書
が
大
々
的
に

増
加
し
は
じ
め
た
。

三
、
百
科
全
書
式
の
通
史
の
編
纂

　

二
千
年
前
、
わ
が
国
の
史
学
界
に
は
一
つ
の
偉
大
な
思
想
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
天
地
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
書
籍
の
内
容
を
体
系
と
条
理

が
あ
る
形
に
ま
と
め
た
書
物
を
仕
上
げ
、「
天
下
の
書
物
を
集
め
た
一
書
」〔
鄭
樵
《
夾き

ょ
う
さ
い漈遺
稿
》
卷
三
〈
上
宰
相
書
〉〕
と
い
う
困
難
な

大
事
業
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
史
学
者
の
司
馬
遷
は
、
歴
史
上
最
初
に
こ
の
方
面
の
事
業
に
着
手
し
た
者
で
あ
り
、
そ
の
著

《
史
記
》
百
三
十
篇
は
、
実
に
上
古
か
ら
漢
の
武
帝
の
時
ま
で
に
お
よ
ぶ
百
科
全
書
式
の
通
史
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
後
人
に
は
こ
の

よ
う
な
気
魄
と
学
識
が
な
く
、
そ
の
事
業
を
継
承
し
て
続
編
を
編
纂
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
六
世
紀
の
は
じ
め
に
、
梁
を
開
国
し

た
統
治
者
で
あ
る
蕭
衍
は
、
臣
下
を
指
導
し
て
こ
の
事
業
を
お
こ
な
お
う
と
し
、
六
百
巻
か
ら
な
る
大
部
の
書
を
完
成
さ
せ
、
正
式
に
「
通

史
」
と
い
う
標
題
を
あ
た
え
た
が
、
早
く
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
内
容
を
知
り
よ
う
が
な
い
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
《
史
通
・

六
家
篇
》
に
よ
る
と
、
同
書
の
体
例
が
い
ず
れ
も
《
史
記
》
に
よ
っ
て
い
て
、
異
な
る
の
は
〈
表
〉
が
な
い
こ
と
で
あ
る
旨
が
指
摘
さ
れ

て
い
る（

3
）か
ら
、
構
成
の
あ
ら
ま
し
を
推
察
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

南
宋
は
じ
め
の
大
史
学
者
鄭
樵
は
、
学
識
が
広
く
深
く
気
骨
が
あ
る
学
者
で
あ
り
、
個
人
の
才
能
と
心
力
に
よ
っ
て
材
料
を
捜
索
し
問

題
を
研
究
し
て
、
通
史
を
編
纂
す
る
事
業
に
努
力
し
た
。
普
段
、
史
書
の
体
例
に
つ
い
て
語
る
時
、
古
今
を
貫
通
し
て
い
る
《
史
記
》
の

優
越
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、《
漢
書
》
以
下
の
断
代
史
の
偏
狭
さ
を
批
判
し
た
（
そ
の
趣
旨
は
《
通
志
》
総
序
に
見
え
る（

4
））。
彼
は



二
八

広
大
な
志
を
立
て
て
、
群
書
を
融
合
し
万
象
を
網
羅
し
た
通
史
を
編
纂
し
た
。
現
在
通
行
し
て
い
る
《
通
志
》
二
百
巻
は
、
精
励
し
て
短

時
間
で
書
き
あ
げ
た
初
稿
で
あ
る
。
理
想
的
な
定
本
と
は
言
い
が
た
い
が
、
書
物
の
ス
ケ
ー
ル
と
骨
格
の
壮
大
さ
は
看
取
さ
れ
る
。
人
事

を
叙
述
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
本
紀
二
十
巻
、
列
伝
百
二
十
四
巻
、
年
譜
四
巻
が
あ
る（

5
）。
紀
と
伝
は
、
諸
々
の
史
書
の
記
述
を
総

合
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
重
複
を
避
け
る
こ
と
に
特
に
留
意
さ
れ
て
い
る
。
年
譜
は
彼
が
自
分
で
創
立
し
た
新
た
な
体
例
で
あ
る
。

そ
の
次
に
典
章
制
度
・
学
術
技
芸
に
つ
い
て
記
載
し
た
も
の
と
し
て
、
二
十
〈
略
〉
五
十
二
巻
が
あ
り
、《
通
志
》
一
書
の
精
華
は
す
べ

て
こ
の
中
に
集
中
し
て
い
る（

6
）。
そ
の
部
類
に
は
、
氏
族
・
六
書
・
七
音
・
天
文
・
地
理
・
都
邑
・
諡
・
器
服
・
楽
・
芸
文
・
校
讎
・

図
譜
・
金
石
・
災
祥
・
昆
虫
草
木
・
礼
・
職
官
・
選
挙
・
刑
法
・
食
貨
の
二
十
類
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
略
」
は
「
大
綱
を

挙
げ
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
鄭
樵
自
身
は
、
前
の
方
に
並
ん
で
い
る
十
五
略
に
つ
い
て
「
漢
唐
の
諸
儒
が
耳
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
み
ず
か
ら
が
一
生
、
学
問
に
従
事
す
る
中
で
会
得
し
た
こ
と
が
蓄
積
さ
れ
て
で
き
た
結
晶
で
あ
る
。
後
ろ
に
並
ん

で
い
る
礼
・
職
官
・
選
挙
・
刑
法
・
食
貨
の
五
略（

7
）は
、「
漢
唐
の
諸
儒
が
ど
う
に
か
耳
に
で
き
た
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
は
彼

ら
の
文
章
の
完
全
な
る
襲
用
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
鄭
樵
自
身
の
指
摘
に
よ
る
と
、「
前
人
の
典
籍
に
も
と
づ
い
て
は
い
る
が
、
諸
々

の
史
書
の
文
〔
そ
の
ま
ま
〕
で
は
な
い
」〔〈
総
序
〉〕
の
で
、
本
書
が
網
羅
し
て
い
る
事
柄
は
ま
っ
た
く
該
博
で
あ
り
、
掘
り
下
げ
は
実

に
深
く
、
宋
代
の
学
者
の
艱
難
辛
苦
を
お
そ
れ
ず
に
学
問
に
打
ち
こ
む
精
神
が
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

鄭
樵
が
編
述
し
た
二
十
略
の
作
業
に
限
っ
て
言
う
と
、
そ
れ
は
偶
然
の
産
物
で
な
い
。
彼
は
事
前
に
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
る
準
備
作

業
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
宰
相
に
た
て
ま
つ
っ
た
手
紙
の
中
で
「
三
十
年
間
書
物
を
著
し
、
十
年
間
文
献
の
捜
索
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま

す
」〔
鄭
樵
《
夾
漈
遺
稿
》
卷
三
〈
上
宰
相
書
〔
宰
相
に
上

た
て
ま
つる
書て
が
み〕〉〕（

8
）と
述
べ
て
い
る
の
は
、
研
究
の
過
程
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
苦
心
・

奮
闘
し
た
か
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
天
地
の
間
の
一
つ
一
つ
の
知
識
に
対
し
て
、
す
べ
て
濃
厚
な
興
味
を
持
っ
て
接
触
し
探
究

し
た
。〈
献
皇
帝
書
〔
皇
帝
に
献

た
て
ま
つる
書て
が
み〕〉
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
年
間
、
経
義
の
学
に
従
事
し
た
成
果
と
し
て
、《
書
考
》
を
作
り
、《
書
辨
訛
》
を
作
り
、《
詩
伝
》
を
作
り
、《
詩
辨
妄
》
を
作
り
、

《
春
秋
伝
》
を
作
り
、《
春
秋
攷
》
を
作
り
、《
諸
経
略
》
を
作
り
、《
刊
謬
正
俗
跋
》
を
作
り
ま
し
た
。
三
年
間
、
礼
楽
の
学
に
従
事
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二
九

し
た
成
果
と
し
て
、《
諡
法
》
を
作
り
、《
運
祀
議
》
を
作
り
、《
郷
飲
礼
》
を
作
り
、《
郷
飲
駁
議
》
を
作
り
、《
系
声
楽
府
》
を
作

り
ま
し
た
。
三
年
間
、
文
字
の
学
に
従
事
し
た
成
果
と
し
て
、《
象
類
書
》
を
作
り
、《
字
始
連
環
》
を
作
り
、《
続
汗
簡
作
石
鼔
文
考
》

を
作
り
、《
梵
書
編
》
を
作
り
、《
分
音
》
の
類
を
作
り
ま
し
た
。
五
、
六
年
間
、
天
文
地
理
の
学
と
虫
魚
草
木
の
学
に
従
事
し
、
天

文
地
理
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
春
秋
地
名
》
を
作
り
、《
百
川
源
委
図
》
を
作
り
、《
春
秋
列
伝
図
》
を
作
り
、《
分
野
記
》
を
作
り
、

《
大
象
略
》
を
作
り
、
虫
魚
草
木
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
爾
雅
註
》
を
作
り
、《
詩
名
物
志
》
を
作
り
、《
本
草
成
書
》
を
作
り
、《
草

木
外
》
の
類
を
作
り
、
方
術
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
鶴
頂
方
》
を
作
り
、《
食
鑑
》
を
作
り
、《
採
治
録
》
を
作
り
、《
畏
悪
録
》
を

作
り
ま
し
た
。
八
、
九
年
間
、
討
論
の
学
・
図
譜
の
学
・
輯
佚
の
学
に
従
事
し
、
討
論
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
群
書
会
紀
》
を
作
り
、

《
校
讎
備
論
》
を
作
り
、《
書
目
正
訛
》
を
作
り
、
図
譜
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
図
書
志
》
を
作
り
、《
図
書
譜
有
無
記
》
を
作
り
、《
氏

族
源
》
を
作
り
、
輯
佚
方
面
の
成
果
と
し
て
、《
求
書
闕
記
》
を
作
り
、《
求
書
外
記
》
を
作
り
、《
集
古
系
時
録
》
を
作
り
、《
集
古

系
地
録
》
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
完
成
し
て
い
る
書
物
で
ご
ざ
い
ま
す
。
未
完
成
の
書
と
し
て
、
礼
楽
方
面
に
は
《
器

服
図
》
が
あ
り
、
文
字
方
面
に
は
《
字
書
》
が
あ
り
、《
音
読
》
の
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。
天
文
方
面
に
は
《
天
文
志
》
が
あ
り
、
地

理
方
面
に
は
《
郡
県
遷
革
志
》
が
あ
り
、
虫
魚
草
木
方
面
に
は
《
動
植
志
》
が
あ
り
、
図
譜
方
面
に
は
《
氏
族
志
》
が
あ
り
、
輯
佚

方
面
に
は
《
亡
書
備
載
》
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
鄭
樵
《
夾
漈
遺
稿
》
卷
二
〈
献
皇
帝
書
〉〕

こ
の
よ
う
に
幅
広
い
研
究
と
数
多
く
の
著
作
は
、
す
べ
て
が
通
史
を
修
め
る
た
め
の
準
備
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
豊
富
な
資
料
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
二
十
略
を
編
纂
す
る
た
め
に
有
利
な
条
件
を
提
供
し
た
。
二
十
略
の
中
、
と
り
わ
け
〈
六
書
〉・〈
七
音
〉・〈
諡
〉・〈
楽
〉・〈
校

讎
〉・〈
金
石
〉・〈
昆
虫
草
木
〉
の
諸
略
は
、
創
造
的
な
成
果
が
最
も
多
い
。
残
念
な
の
は
、
鄭
樵
が
自
身
の
著
作
を
す
べ
て
《
通
志
》
に

取
り
こ
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。〈
氏
族
略
〉
は
も
と
よ
り
彼
の
《
氏
族
志
》
を
節
録
し
た
も
の
で
あ
り
、〈
芸
文
略
〉
は
も
と

よ
り
彼
の
《
群
書
会
記
》
を
節
録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
巻
数
の
隔
た
り
が
は
な
は
だ
大
き
い
も
の
の
（《
氏
族
志
》
が
五
十
七
巻
あ
る

の
に
対
し
て
〈
氏
族
略
〉
は
六
巻
、《
群
書
会
記
》
が
三
十
六
巻
あ
る
の
に
対
し
て
〈
芸
文
略
〉
は
八
巻
）、
体
系
は
完
備
し
て
い
る
。〈
天

文
略
〉
に
つ
い
て
は
拠
り
所
と
な
る
《
天
文
志
》
が
あ
り
、〈
昆
虫
草
木
略
〉
に
つ
い
て
は
拠
り
所
と
な
る
《
動
植
志
》
が
あ
る
に
も
か



三
〇

か
わ
ら
ず
、《
歩
天
歌
》（

9
）や
《
本
草
成
書
》
な
ど
に
も
と
づ
い
て
編
輯
し
た
た
め
、
後
人
が
彼
の
完
全
な
る
体
系
と
細
密
な
る
分
類
を

理
解
す
る
す
べ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
実
に
大
い
な
る
欠
陥
で
あ
る（

10
）。
く
わ
え
て
残
念
な
の
は
、
鄭
樵
が
描
い
た
図
は
、

書
物
の
中
に
挿
入
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
に
、「
誤
っ
て
伝
わ
り
や
す
い
の
で
、
削
り
取
る
べ
き
で
あ
る
」（〈
天
文
略
序
〉）
と
考
え
、

韻
図
〔
巻
三
十
六
・
三
十
七
〈
七
音
略
一
・
二
〉〕
以
外
は
、
一
つ
も
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
作
っ
た
別
種
の
図
は
完
全
に

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

一
生
の
精
力
を
使
い
は
た
し
て
し
ま
っ
た
鄭
樵
は
、
寿
命
が
長
く
持
た
ず
に
自
分
の
望
み
ど
お
り
に
著
作
を
完
成
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と

を
懸
念
し
て
大
慌
て
で
書
物
を
著
し
、
つ
い
に
二
年
た
ら
ず
の
期
間
に
、
倉
卒
な
が
ら
二
百
巻
か
ら
な
る
《
通
志
》
を
完
成
さ
せ
た
。
こ

れ
は
疑
い
も
な
く
急
を
要
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
の
理
想
ど
お
り
の
定
本
に
な
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
一
一
六
一
年
に
通
史
を

完
成
さ
せ
て
朝
廷
に
献
上
し
た
後
、
一
一
六
二
年
の
春
に
世
を
去
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
老
い
と
病
が
進
行
す
る
中
で
完
成
さ
せ
た
書
物
な

の
で
、
不
満
な
部
分
が
あ
っ
て
も
し
か
た
な
い
。
後
代
、
多
く
の
人
が
彼
を
批
評
し
、
杜
佑
の
《
通
典
》・
馬
端
臨
の
《
文
献
通
考
》
に

お
よ
ば
ず
、「
三
通
」〔
通
典
・
文
献
通
考
・
通
志
〕
の
中
で
最
も
劣
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
清
儒
の
章
学
誠
だ
け
は
〈
申
鄭
篇
〉〔《
文
史

通
義
・
内
篇
》
巻
五
〕
を
作
り
、
そ
の
見
解
を
訂
正
し
て
言
っ
た
。

鄭
樵
は
〔
目
録
学
を
創
始
し
た
劉
向
の
〕
千
年
後
に
生
ま
れ
、
古
人
の
著
述
の
源
を
理
解
し
て
感
慨
を
覚
え
、〔
祖
述
者
で
は
な
い
〕

作
者
が
お
こ
な
う
こ
と
は
、
佳
麗
な
文
章
を
書
く
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
考
拠
の
学
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
よ
り

博
雅
な
る
歴
史
書
を
著
す
こ
と
に
よ
っ
て
司
馬
遷
を
正
そ
う
と
し
、〔《
史
記
》
の
文
章
を
〕
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
班
固
を
批

判
し
、
そ
れ
ま
で
の
三
千
年
間
伝
わ
っ
て
き
た
文
章
や
書
物
に
直
接
向
き
あ
い
、
卓
識
を
発
揮
し
て
裁
断
し
た
。
通
史
家
の
学
風
を

承
け
、
み
ず
か
ら
構
想
を
立
て
、
一
家
言
を
成
す
者
と
言
え
よ
う
。
学
問
を
す
る
者
は
、
見
識
が
狭
く
目
新
し
さ
に
目
が
向
き
が
ち

で
あ
り
、
鄭
樵
が
立
て
た
凡
例
、
卓
越
し
た
見
識
と
広
大
な
議
論
が
様
々
な
言
論
を
斟
酌
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
史
学
の
た
め
に
要

点
を
抜
き
だ
し
た
こ
と
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
引
拠
が
粗
略
で
裁
定
が
不
十
分
な
部
分
を
指
摘
し
て
、
不
倶
戴
天
の

敵
に
対
す
る
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
攻
撃
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
昔
の
人
が
こ
の
世
に
現
れ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
者
た
ち
を
歯
牙
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三
一

に
か
け
る
は
ず
も
な
い（

11
）。
二
十
略
の
中
、〈
六
書
〉・〈
七
音
〉
と
〈
昆
虫
草
木
〉
の
三
略
は
、
い
わ
ゆ
る
史
を
も
っ
て
経
を
輔
翼
す

る
も
の
で
あ
り
、
漢
唐
の
諸
儒
も
耳
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
た
な
条
例
を
生
み
だ
し
、
大
部
な
書
物
を
編
輯
し
、
綱
要

を
立
て
て
学
派
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
が
、
短
時
間
で
書
物
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
大
雑
把
な
面
が
あ
っ
て
も
し
か
た
な

い
。
も
と
よ
り
小
学
の
専
門
家
が
特
別
に
一
つ
の
書
物
を
作
っ
た
の
と
長
短
を
比
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
立
て
た
説
を

後
人
が
守
っ
て
い
さ
さ
か
も
変
化
さ
せ
な
い
こ
と
を
望
ん
で
も
い
な
い
。
そ
も
そ
も
鄭
氏
は
大
き
な
網
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の

に
、
末
輩
は
枝
葉
末
節
の
粗
探
し
を
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
名
将
の
韓
信
や
彭
越
に
つ
い
て
孔
子
や
孟
子
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を

で
き
な
い
と
そ
し
り
、
大
儒
の
伏
生
と
孔
安
国
に
つ
い
て
詩
文
を
こ
し
ら
え
る
の
が
上
手
で
な
い
と
決
め
つ
け
る
の
と
変
わ
ら
な
い
。

元
来
、《
通
志
》
の
体
例
は
古
今
を
貫
い
て
い
て
、
万
象
を
包
み
こ
む
百
科
全
書
式
の
通
史
で
あ
り
、《
通
典
》・《
通
考
》
が
も
っ
ぱ
ら
典

章
制
度
を
説
く
書
籍
で
あ
る
の
と
は
っ
き
り
異
な
る
。
こ
の
三
部
の
書
物
が
い
ず
れ
も
書
名
に
「
通
」
の
字
を
含
む
と
い
う
だ
け
の
理
由

で
、
後
人
が
同
列
に
論
じ
た
上
に
合
刻
し
て
「
三
通
」
と
し
て
し
ま
い（

12
）、
三
書
そ
れ
ぞ
れ
が
備
え
て
い
る
性
質
を
見
え
な
く
し
て
し

ま
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
数
百
年
の
後
、
章
学
誠
が
《
通
志
》
の
精
妙
な
る
部
分
が
義
例
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

の
は
、
鄭
氏
に
と
っ
て
没
後
の
知
己
と
言
え
る
。
鄭
氏
以
後
の
八
百
年
間
、
か
か
る
困
難
で
偉
大
な
事
業
に
個
人
の
力
で
取
り
組
も
う
と

し
た
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。

四
、
方
志
と
地
図

　

方
志
の
起
源
は
古
い
が
、
地
方
志
の
書
が
完
全
な
る
体
例
を
備
え
、
事
物
を
広
く
取
り
こ
み
、
後
代
の
方
志
の
書
に
と
っ
て
の
定
型
が

確
立
し
た
の
は
、
宋
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
全
国
の
範
囲
内
の
あ
ら
ゆ
る
郡
県
を
記
録
の
対
象
と
す
る
総
志
に
つ
い
て

言
う
と
、
そ
れ
は
唐
の
李
吉
甫
の
《
元
和
郡
県
志
》
に
起
源
を
持
つ（

13
）が
、
宋
初
に
い
た
っ
て
楽
史
が
《
太
平
寰か
ん

宇
記
》
二
百
巻
を
完

成
さ
せ
、
方
志
の
体
例
が
改
ま
っ
て
さ
ら
に
充
実
し
た（

14
）。《
四
庫
全
書
総
目
》
巻
六
十
八
に
、「
そ
の
書
は
、
資
料
を
豊
富
に
あ
つ
め
、

該
博
さ
を
優
先
し
て
お
り
、
歴
代
の
人
物
を
一
人
一
人
登
載
し
て
い
る
。
張
祜こ

〈
金
山
詩
〉〔
巻
八
十
九
〈
江
南
東
道
一
・
潤
州
〉〕
の
よ



三
二

う
に
古
蹟
を
詠
ん
だ
詩
詞
も
す
べ
て
採
録
し
て
い
る
。
後
の
方
志
は
必
ず
人
物
・
芸
文
を
配
列
し
て
い
る
が
、
そ
の
体
例
は
楽
史
か
ら
始

ま
っ
た
。
地
理
の
書
の
記
載
は
、
本
書
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
詳
細
に
な
り
、
体
例
も
本
書
以
後
、
大
い
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」

と
称
し
て
い
る
。
銭
大
昕
《
十
駕
斎
養
新
録
》
巻
十
四
〔〈
太
平
寰
宇
記
〉〕
も
「
宋
代
に
地
理
を
記
録
し
た
者
で
は
、
楽
氏
を
傑
物
と
し

て
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
称
し
て
い
る
。《
四
庫
全
書
総
目
・
史
部
地
理
類
叙
》
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

古
の
地
志
は
、
方
域
・
山
川
・
風
俗
・
物
産
を
掲
載
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
書
は
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
〈
禹
貢
〉

や
《
周
礼
》
の
〈
職
方
氏
〉
を
見
る
と
、
あ
ら
ま
し
が
わ
か
る
。《
元
和
郡
県
志
》
は
古
蹟
に
関
す
る
記
述
が
は
な
は
だ
多
い
が
、

恐
ら
く
《
山
海
経
》
の
例
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。《
太
平
寰
宇
記
》
は
人
物
に
関
す
る
記
載
を
加
え
て
お
り
、
さ
ら
に
芸
文
に

お
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
か
く
し
て
州
県
の
地
志
の
書
の
濫
觴
と
な
っ
た
。

方
志
の
体
例
が
宋
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
以
外
に
、
王
存
《
元
豊
九
域
志
》、
欧
陽
忞び

ん

《
輿
地
広
記
》、

祝
穆
《
方
輿
勝
覧
》、
王
象
之
《
輿
地
紀
勝
》
は
、
い
ず
れ
も
後
の
《
一
統
志
》
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

　
《
文
献
通
考
・
経
籍
考
〔
三
十
一
〕》
史
部
地
理
門
に
東
陽
の
布
衣
王
希
先
が
撰
し
た
《
皇
朝
方
域
志
》
二
百
巻
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、

陳
振
孫
《
直
斎
書
録
解
題
》
の
称
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
同
書
に
は
譜
と
志
が
あ
り
、「
前
代
の
こ
と
を
記
録
し
た
部
分
に
つ
い
て
は

譜
と
称
し
、
十
六
譜
で
八
十
巻
を
構
成
す
る
。
本
朝
の
こ
と
を
記
録
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
志
と
称
し
、
百
二
十
巻
を
構
成
す
る
。
譜
は

〔
前
代
の
〕
当
時
の
事
実
を
叙
述
し
、
今
の
郡
県
の
ど
こ
に
相
当
す
る
か
を
注
釈
し
て
お
り
、
志
は
現
在
の
境
域
を
記
し
、
昔
の
州
や
国

の
ど
こ
に
相
当
す
る
か
説
明
し
て
い
る
。
古
今
の
地
理
に
関
し
て
参
考
と
な
る
事
柄
は
、
譜
と
志
に
交
互
に
見
え
る
。
地
理
学
に
つ
い
て

本
書
以
上
に
詳
細
で
明
解
な
も
の
は
な
い
。」
こ
の
説
明
か
ら
、
同
書
が
地
理
の
沿
革
に
と
り
わ
け
詳
し
く
、
古
今
を
通
じ
て
理
解
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
史
実
を
研
究
す
る
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
は
な
は
だ
便
利
で
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
書
は
現
在

伝
わ
ら
な
い
が
、
一
介
の
布
衣
で
あ
り
な
が
ら
巻
数
が
厖
大
な
こ
の
《
方
域
志
》
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
当
然
、
偉

業
に
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
地
理
の
沿
革
を
説
く
人
々
に
、
こ
れ
だ
け
の
気
概
と
ス
ケ
ー
ル
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
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三
三

　

一
つ
の
州
・
一
つ
の
郡
を
中
心
に
記
録
す
る
地
志
の
書
は
、
宋
代
の
学
者
が
創
始
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
理
学
上
に
新
た
に
開
か
れ
た

道
で
あ
る
。《
宋
史
・
芸
文
志
〔
三
〕》
史
部
地
理
類
に
著
録
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
全
部
で
四
百
七
部
、
五
千
百
九
十
六
巻
あ
り
、
こ
の
中
、

州
郡
の
地
志
が
七
、
八
割
を
占
め
る
が
、
残
念
な
が
ら
大
半
が
散
逸
し
て
い
る
。
現
存
す
る
宋
代
の
方
志
は
、
わ
ず
か
に
二
十
数
種
し
か

な
い
が
、
部
類
わ
け
が
非
常
に
詳
細
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
章
の
面
で
も
は
な
は
だ
清
雅
で
あ
る
。
と
り
わ
け
書
名
の
上
に
年
号
を

冠
し
て
、《
乾
道

0

0

臨
安
志
》
や
《
咸
淳

0

0

臨
安
志
》
の
よ
う
な
標
題
を
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
後
に
続
け
て
編
輯
さ
れ
て
も
区
別
が
わ
か
る

よ
う
に
し
た
の
で
、
書
物
の
時
間
的
な
先
後
が
混
乱
し
な
く
な
っ
た
。
学
者
た
ち
の
検
索
が
便
利
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
方
志
を
編

纂
す
る
事
業
の
た
め
に
重
要
な
体
例
が
作
り
だ
さ
れ
た
。

　

宋
人
の
方
志
纂
修
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
の
記
載
以
外
に
、
図
と
表
を
取
り
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
全
国
を
総

括
す
る
総
志
に
つ
い
て
言
う
と
、
た
と
え
ば
王
象
之
は
《
輿
地
紀
勝
》
二
百
巻
の
み
な
ら
ず
、《
輿
地
図
》
十
六
巻
も
作
っ
て
お
り
、
両

者
は
当
時
、
相
補
う
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
王
希
先
が
編
纂
し
た
《
皇
朝
方
域
志
》
二
百
巻
は
、
譜
と
志
の
二
つ
に
わ
か
れ
て
い

る
。
古
の
人
は
「
譜
」
と
称
し
、
今
の
人
は
「
表
」
と
称
す
る
が
、
実
際
は
一
つ
の
形
式
で
あ
る
。
表
に
す
る
と
記
述
を
比
較
的
簡
略
に

で
き
る
の
で
、
前
代
の
遠
く
に
ま
で
わ
た
る
史
実
を
わ
ず
か
に
八
十
巻
の
巻
帙
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
統
括
で
き
る
。
志
に
す
る
と
記
述

は
お
の
ず
と
詳
細
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
同
時
代
の
短
い
期
間
の
史
実
が
百
二
十
巻
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、

近
い
時
代
を
詳
細
に
し
、
遠
い
時
代
を
簡
略
に
す
る
歴
史
家
の
通
例
で
も
あ
る
の
で
、
さ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
例
証
か
ら
、
宋
代
の
方
志
で
は
図
を
描
き
表
を
作
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
に
よ
る
記
述

の
行
き
と
ど
か
な
い
部
分
を
補
う
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
州
郡
の
志
書
に
は
図
と
表
の
応
用
が
さ
ら
に
拡
大

し
て
お
り
、
標
題
に
「
図
経
」
と
称
し
た
り
（
朱
長
文
《
呉
郡
図
経
》
の
よ
う
な
類
）、「
図
志
」
と
称
し
た
り
（
王
招
《
蕪
湖
図
志
》
の

よ
う
な
類
）
し
て
い
る
の
は
、
図
と
志
が
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
十
分
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。

　

宋
代
の
学
者
は
、
地
図
を
描
く
こ
と
に
対
し
て
十
分
に
注
意
を
は
ら
っ
て
お
り
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。
総
志
と
州
県
志
に
は
い
ず

れ
も
地
図
が
付
載
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
単
行
の
地
図
も
作
成
さ
れ
た
。《
宋
史
・
芸
文
志
〔
三
〕》
に

は
、「
地
里
図
一
巻
」
が
二
箇
所
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
作
者
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
《
南
北
対
鏡
図
》・《
混
一
図
》・《
指



三
四

掌
図
》・《
西
南
蛮
夷
朝
貢
図
》・《
契
丹
疆
宇
図
》（

15
）・《
契
丹
地
理
図
》・《
交
広
図
》・《
福
建
地
理
図
》・《
東
京
至
益
州
地
理
図
》
な
ど

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
図
を
描
く
技
術
が
宋
代
に
お
い
て
日
ま
し
に
精
巧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
多
く
の
記
載
か

ら
、
一
般
の
著
名
な
大
学
者
も
皆
み
ず
か
ら
手
を
動
か
し
て
地
図
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。

　
《
宋
史
・
芸
文
志
〔
三
〕》
に
沈し

ん

括
《
天
下
郡
県
図
》
一
部
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
注
に
「
巻
亡
〔
巻
数
不
明
〕」
と
あ
る
。
沈
括
は
多

芸
多
才
な
科
学
者
で
あ
り
、
地
図
の
製
作
も
書
斎
の
中
で
壁
に
む
か
っ
て
捏
造
す
る
の
で
は
な
く
、
実
地
考
察
す
る
中
で
山
川
の
形
勢
に

留
意
し
て
測
定
し
、
作
成
す
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。《
夢
渓
筆
談
》
巻
二
十
五
に
、
こ
の
方
面
に
か
か
わ
る
記
載
が
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。

わ
た
し
は
巡
察
の
勅
命
を
受
け
て
、
辺
境
地
方
を
調
査
し
、
は
じ
め
て
「
木
図
」
を
作
っ
て
山
川
や
道
路
を
写
し
だ
し
た
。
先
ず
こ

ま
か
く
山
脈
川
流
を
調
査
し
、
次
に
麵の

糊り

と
木こ

屑く
そ

で
そ
の
地
形
を
木
の
板
に
写
し
だ
し
て
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
凍
る
よ
う
な
寒

さ
と
な
り
、
木
屑
が
使
え
な
く
な
っ
た
ら
、
蝋
を
鎔
か
し
て
製
作
し
た
。
い
ず
れ
も
軽
く
て
持
ち
運
び
し
や
す
い
こ
と
を
重
視
し
た

の
で
あ
る
。
役
所
ま
で
も
ど
る
と
、
木
に
刻
ん
で
、
こ
れ
を
献
上
し
た
。
お
か
み
は
側
近
た
ち
を
召
さ
れ
て
一
緒
に
御
覧
に
な
る
と
、

す
べ
て
の
辺
境
の
州
に
命
じ
て
「
木
図
」
を
作
っ
て
宮
中
に
お
さ
め
さ
せ
た（

16
）。

こ
の
記
述
か
ら
、
天
が
寒
く
地
が
凍
る
中
、
沈
括
が
山
を
越
え
川
を
渡
っ
て
測
量
し
、
模
型
地
図
を
作
成
す
る
仕
事
に
尽
力
し
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
何
と
い
う
気
力
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
困
難
を
恐
れ
ず
に
実
事
求
是
に
従
事
す
る
宋
代
の
学
者
の
卓
越
さ
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。

　

わ
が
国
に
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
古
代
の
地
図
は
、
西
安
に
あ
る
石
刻
の
《
禹
迹
図
》
と
《
華
夷
図
》
が
最
も
早
い
が
、
こ
れ
ら

も
や
は
り
宋
代
の
学
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
図
は
、
劉
豫
が
劉
斉
の
皇
帝
を
名
乗
っ
た
時
で
あ
る
阜ふ

昌
七
年
〔
一
一
三
六
〕
に
刻

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
宋
の
高
宗
の
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
か
ら
現
在
ま
で
、
す
で
に
八
百
年
あ
ま
り
た
っ
て
い
る
。
畢ひ

つ

沅げ
ん

《
関
中
金

石
記
》〔
巻
七
〕
は
「
唐
宋
の
頃
の
地
図
で
残
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
し
か
な
い
」
と
指
摘
し
、
葉し

ょ
う昌
熾し

《
語
石
》〔
巻
五
〕
も
「
斉
の
阜
昌
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三
五

の
時
の
《
禹
跡
図
》
と
《
華
夷
図
》
は
、
簡
単
な
が
ら
方
眼
で
距
離
を
簡
単
に
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
実
に
地
図
の
鼻
祖
で
あ
る
」
と
説
い

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
刻
石
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
国
内
外
の
人
々
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
地
図
を
製
作
す
る
技
巧
の
面
で
も
宋
代

の
学
者
の
成
果
が
き
わ
め
て
多
大
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三　

自
然
科
学
に
関
す
る
各
種
の
研
究
事
業

甲　

天
文
算
術
方
面
の
発
明

　

わ
が
国
の
歴
史
上
、
自
然
科
学
に
関
し
て
な
さ
れ
た
研
究
は
、
宋
代
に
い
た
っ
て
輝
か
し
く
比
類
な
い
成
果
を
あ
げ
た
。
ま
ず
天
文
算

術
か
ら
説
き
お
こ
す
と
、
清
代
の
阮
元
が
編
纂
し
た
《
疇ち

ゅ
う人
伝
》
は
、
天
文
算
術
に
通
じ
た
古
今
の
科
学
者
に
つ
い
て
総
合
的
に
説
い
て

お
り
、
宋
代
の
学
者
は
三
十
人
（
付
伝
扱
い
に
な
っ
て
い
る
五
人
を
含
む
）
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
歴
代
王
朝
の
記
録
よ
り
多
い（

17
）。

そ
れ
ら
の
中
で
沈
括
・
秦
九
韶し

ょ
う・
蘇
頌
は
非
凡
で
傑
出
し
た
人
物
で
あ
り
、
科
学
方
面
に
顕
著
な
る
発
明
を
お
こ
な
っ
て
い
て
注
目
に
値

す
る
の
で
、
以
下
、
彼
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
説
い
て
い
く
。

　

わ
が
国
の
暦
法
は
、
漢
か
ら
宋
元
に
い
た
る
ま
で
の
間
、
張
衡
が
黄
赤
大
距
（
黄
道
傾
斜
角
）
を
測
定
し
、
虞
喜
が
歳
差
を
測
定
し
、

そ
の
他
に
天
文
暦
算
家
の
努
力
も
あ
っ
て
、
一
般
の
知
識
人
は
段
々
と
精
密
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
。
沈
括
に
い
た
っ
て
、

大
胆
に
も
先
人
の
旧
説
を
放
棄
し
、
節
気
に
よ
っ
て
月
を
定
め
、
月
の
朔
望
に
か
か
わ
り
な
く
、
閏
月
を
完
全
に
取
り
の
ぞ
き
、
太
陽
暦

を
徹
底
的
に
実
行
し
た
。
彼
は
《
補
筆
談
》
巻
二
に
お
い
て
「
現
在
取
り
う
る
方
法
で
最
も
良
い
の
は
、
十
二
気
を
一
年
と
し
、〔
月
の

満
ち
虧
け
に
よ
る
〕
十
二
箇
月
を
も
う
使
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
、
さ
ら
に
具
体
的
な
方
法
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

直
接
、
立
春
の
日
を
も
っ
て
春
の
第
一
月
の
第
一
日
と
し
、
驚
蟄
〔
啓
蟄
〕
は
春
の
二
番
目
の
月
の
第
一
日
と
す
る
。
大
の
月
は
三

十
一
日
、
小
の
月
は
三
十
日
と
す
れ
ば
、
歳
ご
と
の
日
数
は
す
べ
て
整
数
に
な
り
、
永
遠
に
閏
余
は
で
て
こ
な
い
。
十
二
箇
月
は
い

つ
も
大
の
月
と
小
の
月
を
一
つ
ず
つ
交
互
に
お
き
、
た
と
え
小
の
月
が
二
つ
連
な
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
一
年
に
一
度
を
超
え
さ
せ



三
六

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
四
季
の
中
気
は
い
つ
も
正
し
く
め
ぐ
る（

18
）。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
に
あ
っ
て
驚
く
べ
き
提
案
で
あ
り
、
簡
単
に
世
間
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
、
士
大
夫
た
ち
か
ら
狂
気
じ

み
た
攻
撃
を
受
け
た
。
し
か
し
沈
括
は
さ
ら
に
み
ず
か
ら
「
現
在
、
こ
の
暦
に
関
す
る
理
論
は
、
人
々
の
不
信
と
怨
怒
を
買
っ
て
攻
撃
痛

罵
さ
れ
て
も
何
ら
不
思
議
で
な
い
。
し
か
し
い
つ
か
は
、
わ
た
し
の
説
を
採
用
す
る
者
が
あ
ろ
う
」（

19
）と
綴
っ
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
論

点
が
科
学
に
合
致
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
き
わ
め
て
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
た
。
は
た
し
て
一
九
三
〇
年
頃
、
イ
ギ
リ
ス
気
象

庁
長
官
の
ネ
ー
ピ
ア
・
シ
ョ
ー
〔
蕭
訥
伯
、W

illiam
 N

apier  Shaw
, 

一
八
五
四
〜
一
九
四
五
〕
が
同
様
の
暦
法
を
計
画
し
た
。
し
か

し
彼
は
元
旦
を
太
陽
暦
の
〔
一
月
一
日
で
は
な
く
〕
十
一
月
六
日
、
す
な
わ
ち
中
国
の
立
冬
節
に
置
い
て
、
農
暦
と
称
し
た
。
現
在
、
イ

ギ
リ
ス
気
象
庁
は
、
農
業
の
気
候
と
生
産
の
統
計
を
取
る
の
に
シ
ョ
ー
の
農
暦
を
用
い
て
い
る
。
ネ
ー
ピ
ア
・
シ
ョ
ー
の
発
明
は
沈
括
の

見
解
と
図
ら
ず
も
一
致
し
て
い
る
が
、
沈
氏
よ
り
九
百
年
遅
れ
て
い
る
。

　

沈
括
が
煕
寧
七
年
（
一
〇
七
四
）
に
提
挙
司
天
監
〔
国
立
天
文
台
長
〕
に
任
じ
ら
れ
た
時
、
天
文
学
を
研
究
し
た
成
果
を
も
っ
て
最
高

の
統
治
者
に
む
か
っ
て
、
渾
天
儀
・
浮
漏
・
景
表
に
関
す
る
三
つ
の
奏
議
を
お
こ
な
い
〔《
宋
史
》
巻
四
十
八
〈
天
文
志
・
天
文
一
・
儀
象
〉〕、

わ
が
国
歴
代
の
天
文
知
識
、
天
体
観
測
機
器
の
製
造
方
法
、
そ
し
て
自
分
が
創
案
し
た
「
候
景
（
影
）」〔
日
影
測
定
〕
の
方
法
に
つ
い
て

詳
細
な
紹
介
と
説
明
を
し
、
同
時
に
古
い
銅
製
の
渾
天
儀
が
実
用
に
適
さ
な
い
と
考
え
て
、
自
分
で
渾
天
儀
を
一
セ
ッ
ト
作
り
な
お
し
、

さ
ら
に
玉
壺
・
浮
漏
〔
と
も
に
水
時
計
の
部
品
〕
と
銅
表
〔
銅
製
の
圭ノ

ー
モ
ン表
（
日
影
を
図
る
道
具
）〕
を
作
り
〔《
夢
渓
筆
談
》
巻
八
〈
象
数

二
〉〕、
そ
の
上
、
当
時
に
お
け
る
唯
一
の
専
門
家
で
あ
る
衛
樸
を
招
聘
し
て
新
暦
〔
奉
元
暦
〕
を
作
ら
せ
た（

20
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

天
文
学
の
方
面
に
お
け
る
き
わ
め
て
偉
大
な
貢
献
で
あ
る
。

　
《
宋
史
》〔
巻
三
百
四
十
〕
は
蘇
頌
に
つ
い
て
「
文
字
が
生
ま
れ
て
以
来
の
経
史
・
九
流
・
百
家
の
説
か
ら
図
緯
・
律
呂
・
星
官
〔
天
文
〕・

算
法
・
山
経
〔
山
勢
と
地
理
〕・
本
草
に
い
た
る
ま
で
、
通
じ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
」
と
称
し
て
い
る
。
蘇
頌
の
学
問
が
き
わ
め
て
博

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
天
文
学
の
方
面
に
お
い
て
、
新
た
な
渾
天
儀
〔
水
運
儀
象
台
〕
の
創
作
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。《
宋
史
》

巻
三
百
四
十
〈
蘇
頌
伝
〉
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

三
七

蘇
頌
は
律
暦
に
精
通
し
て
お
り
、
吏
部
令
史
の
韓
公
廉
が
算
術
に
す
ぐ
れ
て
い
て
構
想
力
が
あ
る
の
で
、
抜
擢
す
る
よ
う
に
上
奏
し

た
。
そ
の
上
で
古
来
の
方
法
を
授
け
て
、
三
層
か
ら
な
る
台
を
作
ら
せ
、
上
段
に
は
渾
儀
〔
天
体
観
測
機
器
〕、
中
段
に
は
渾
象
〔
天

体
を
象
っ
た
機
器
〕、
下
段
に
は
司
辰
〔
時
を
告
げ
る
人
形
〕
を
設
置
し
た
。
全
体
が
人
力
を
用
い
ず
に
水
力
で
歯
車
を
動
か
す
一

つ
の
機
構
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
定
刻
に
な
る
と
司
辰
が
出
て
き
て
時
を
告
げ
る
。
星
辰
の
運
行
度
数
や
位
置
は
、
こ
れ
を
用
い
て

観
測
す
れ
ば
確
認
で
き
、
時
間
も
ぴ
っ
た
り
合
う
。
昼
夜
の
明
る
い
時
間
と
暗
い
時
間
の
長
さ
は
、
い
ず
れ
も
推
算
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。

か
か
る
製
作
は
、
偶
然
に
完
成
で
き
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
機
器
は
元
祐
年
間
（
一
〇
八
六
〜
一
〇
九
三
）
に
作
成
さ
れ
、
後
の
宣
和
年

間
（
一
一
一
九
〜
一
一
二
五
）
に
な
っ
て
再
度
鋳
造
さ
れ
た
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
金
に
奪
い
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
紹
興
年
間
（
一
一

三
一
〜
一
一
六
二
）
に
模
造
品
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
た
が
、《
宋
史
》
巻
四
十
八
〈
天
文
志
〔
一
〕〉
に
は
、「
水
か
ら
く
り
の
法
と
彼か

の

渾
象
と
は
、
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
朱
熹
の
家
に
渾
儀
が
あ
っ
て
、
水
か
ら
く
り
の
仕
掛
け
を
く
わ
し
く
考
え
た
が
、

結
局
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
蘇
頌
の
書
は
現
存
す
る
も
の
の
、
大
体
に
お
い
て
渾
象
に
つ
い
て
は
詳
細
で
あ
り
な
が
ら
、
寸
法
に
つ
い
て
は

記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
す
ぐ
に
復
元
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

大
規
模
な
創
作
物
の
伝
承
は
、
南
宋
の
時
に
は
も
う
途
絶
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
蘇
頌
と
沈
括
は
同
時
代
人
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
十
一
世

紀
に
お
け
る
傑
出
し
た
科
学
者
で
あ
っ
た
。

　

数
学
に
お
け
る
秦
九
韶し

ょ
うの
成
果
は
、
当
時
「
天
元
一
術
」
と
称
さ
れ
た
代
数
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
著
《
数
書
九
章
》
は
、
創
造
的
な

著
述
で
あ
る
。
古
代
の
九
章
算
術
で
説
か
れ
て
い
る
算
数
の
問
題
以
外
に
、「
大
衍
」〔
連
立
一
次
合
同
式（

21
）〕・「
率
変
」（

22
）・「
堆
積
」〔
容

量
計
算
術
〕・「
招
法
」〔
招
差
法
と
も
。
方
程
式
の
未
定
係
数
決
定
法
〕
の
四
類
を
創
作
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
、「
大
衍
」
は
現
代
の
代
数

に
相
当
し
、
古
代
算
術
書
の
《
孫
子
算
経
》
に
お
い
て
説
か
れ
る
「
韓
信
点
兵
」〔
韓
信
が
兵
を
数
え
る
〕
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
で
き

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
韓
信
点
兵
」
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
韓
信
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
四
世
紀
の
晋
代
に
出
現
し
た
《
孫

子
算
経
》
の
中
に
、
以
下
の
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。



三
八

い
ま
数
が
不
明
な
物
が
あ
る
。
三
ず
つ
数
え
れ
ば
二
あ
ま
り
、
五
ず
つ
数
え
れ
ば
三
あ
ま
り
、
七
ず
つ
数
え
れ
ば
二
あ
ま
る
。
問
う
、

物
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
。

「
韓
信
点
兵
」
は
、
こ
の
問
題
文
中
の
二
つ
の
「
物
」
字
を
「
兵
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
の
話
で
あ
り（

23
）、
答
は
二
十
三
で
あ
る
。
そ
の

解
法
は
、
ま
ず
五
と
七
を
掛
け
て
二
倍
す
る
と
七
十
が
得
ら
れ
、
そ
れ
を
三
で
割
る
と
一
が
あ
ま
る
。
三
と
七
を
掛
け
る
と
二
十
一
が
得

ら
れ
、
そ
れ
を
五
で
割
る
と
一
が
あ
ま
る
。
三
と
五
を
掛
け
る
と
十
五
が
得
ら
れ
、
七
で
割
る
と
や
は
り
一
が
あ
ま
る
。
そ
の
後
で
得
ら

れ
た
数
と
余
り
の
数
を
掛
け
て
そ
れ
ぞ
れ
を
足
す
と
二
百
三
十
三
が
得
ら
れ
、
三
・
五
・
七
を
掛
け
合
わ
せ
て
二
倍
に
し
た
数
を
引
く
と

二
十
三
が
残
り
、
こ
れ
が
最
小
の
答
で
あ
る（

24
）。
問
題
文
の
中
の
剰
余
の
数
が
違
う
場
合
に
も
、
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
推
算
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
秦
九
韶
は
こ
の
算
法
の
原
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
実
際
の
応
用
を
広
げ
、
計
算
の
法
則
を
補
っ
て
、

一
二
四
七
年
に
そ
の
《
数
学
九
章
》
の
中
で
発
表
し
た
。
か
く
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
甲
の
数
の
倍
数
を
乙
の
数
で
割
り
、

余
り
が
ち
ょ
う
ど
一
に
な
る
よ
う
に
計
算
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
秦
九
韶
は
こ
の
算
法
を
「
大
衍
求
一
術
」
と
称
し
た
。

　

こ
の
算
法
は
、
中
国
に
お
い
て
は
元
代
の
郭
守
敬
が
暦
書
の
中
に
応
用
し
た
に
と
ど
ま
り
、
明
代
に
は
理
解
す
る
者
が
誰
も
い
な
く
な

っ
た
が
、
西
洋
に
伝
わ
っ
た
。
清
初
に
西
洋
の
数
学
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
ま
た
関
心
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
清

初
の
数
学
者
梅
文
鼎
が
著
し
た
《
赤
水
遺
珍
》（

25
）〔〈
天
元
一
即
借
根
法
解
〉〕
の
記
載
に
よ
る
と
、
あ
る
日
、
康
熙
帝
は
み
ず
か
ら
「
借

根
法
」〔
西
洋
代
数
学
〕
を
彼
に
授
け
て
、「
西
洋
人
は
こ
の
書
物
を
阿
爾
熱
八
達
〔algebra

の
音
訳
語
〕
と
呼
び
、
東
来
法
と
称
し
て

い
る
」
と
告
げ
た
。
梅
氏
は
子
細
に
検
討
し
た
後
、
こ
の
算
法
が
き
わ
め
て
巧
妙
で
あ
る
と
感
じ
た
が
、
天
元
一
術
と
似
て
い
る
と
の
疑

問
を
も
っ
た
。
そ
こ
で
郭
守
敬
の
《
授
時
暦
草
》
を
手
に
取
っ
て
比
べ
た
と
こ
ろ
、
は
じ
め
て
疑
問
が
急
に
解
け
て
大
い
に
悟
っ
た
。
か

く
し
て
中
国
で
久
し
く
失
わ
れ
て
い
た
算
術
が
ふ
た
た
び
本
国
の
学
者
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
西
洋
の
数
学

者
は
、
秦
九
韶
の
卓
越
し
た
貢
献
を
か
な
り
尊
重
し
て
お
り
、「
中
国
の
剰
余
定
理
〔C

hinese  R
em

ainder  Theorem

〕」
と
称
し
て

い
る
。

　

秦
九
韶
の
後
に
は
南
宋
末
の
欒ら

ん

城
の
人
で
あ
る
李
冶
が
あ
ら
わ
れ
、
淳
祐
八
年
（
一
二
四
八
）
に
崞崞か
く
か
く

山
（
代
州
崞崞
県
）
の
桐
川
に
隠
棲



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

三
九

し
、《
測
円
海
鏡
》
の
書
を
著
し
た
。
解
説
し
て
い
る
代
数
術
は
秦
氏
と
同
じ
で
あ
り
、
彼
は
「
天
元
一
法
」
と
い
う
名
称
を
正
式
に
提

出
し
た
。
そ
の
た
め
後
人
が
中
国
の
数
学
の
偉
大
な
成
果
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
い
つ
も
秦
氏
の
《
数
書
九
章
》
と
李
氏
の
《
測
円
海

鏡
》
を
並
べ
て
論
じ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
代
数
学
が
宋
代
の
学
者
に
よ
る
創
造
・
発
明
を
へ
て
、
非
常
に
完
整
し
た
段
階
に
達
し
た
こ

と
が
説
明
さ
れ
る
。

乙　

建
築
工
事
方
面
に
お
け
る
成
果

　

宋
代
の
学
者
は
算
術
に
精
通
し
、
自
然
現
象
の
規
律
を
把
握
し
て
い
た
の
で
、
土
木
建
築
工
事
の
方
面
に
お
い
て
も
傑
出
し
た
技
師
と

理
論
家
を
輩
出
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
封
建
社
会
に
お
け
る
「
芸
成
り
て
下
に
あ
り
」〔《
礼
記
・
楽
記
》〕
と
い
う
思

想
に
よ
っ
て
消
し
さ
ら
れ
、
姓
名
さ
え
も
後
世
に
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
今
日
で
は
、
信
頼
で
き
る
記
載
の
中
か
ら
、
こ
の
方
面

に
造
詣
が
深
い
一
人
二
人
を
例
に
あ
げ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。《
宋
史
》
巻
四
百
六
十
二
〈
方
技
列
伝
〔
下
〕〉
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
僧

侶
の
記
事
に
目
を
と
め
さ
え
す
れ
ば
、
十
分
に
驚
嘆
す
べ
き
技
量
が
そ
こ
に
見
つ
か
る
。
そ
の
伝
記
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

僧
懐
丙
は
、
真
定
〔
河
北
省
〕
の
人
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
構
想
力
は
天
性
の
も
の
で
あ
っ
て
、
学
習
に
よ
っ
て
到
達
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
真
定
に
は
木
で
組
み
た
て
ら
れ
た
十
三
重
の
仏
塔
が
あ
り
、
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
た
。
久
し
く
し
て
中
段
の
大
き

な
柱
が
壊
れ
、
西
北
方
向
に
傾
き
か
け
た
が
、
他
の
職
人
は
手
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
懐
丙
は
寸
法
を
測
り
、
別
に
柱
を

作
り
、
工
人
た
ち
に
命
じ
て
綱
で
引
き
あ
げ
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
工
人
た
ち
を
退
け
て
、
戸
を
閉
ざ
し
て
一
人
で
し
ば
ら
く
作
業
し
、

柱
を
交
換
し
て
下
ろ
し
た
が
、
そ
の
間
、
工
具
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

趙
州
〔
河
北
省
〕
の
洨こ

う

河
に
架
か
っ
て
い
る
橋
は
、
石
を
彫
っ
て
溶
け
た
鉄
を
流
し
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
唐
か
ら
数
百
年
も
の
間
、

洪
水
が
あ
っ
て
も
壊
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
元
民
が
芯
に
あ
る
鉄
を
大
量
に
盗
ん
だ
た
め
、
年
月
が
た
っ
て
石
橋
は
傾
い
て
し

ま
い
、
千
人
を
動
員
し
て
も
直
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
推
測
さ
れ
た
。
懐
丙
和
尚
は
工
人
を
使
う
こ
と
な
く
術
に
よ
っ
て
元
通
り
に

修
理
し
た
。



四
〇

河
中
府
〔
山
西
省
〕
に
浮
き
橋
が
あ
り
、
八
頭
の
鉄
牛
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
鉄
牛
は
一
頭
当
た
り
数
万
斤
の
重
さ
が
あ
っ
た
。
後

に
洪
水
が
あ
っ
て
浮
き
橋
が
流
さ
れ
、
鉄
牛
が
川
に
沈
ん
で
し
ま
う
と
、
誰
も
引
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
懐
丙
は
二
艘

の
大
き
な
舟
に
土
を
盛
り
、
鉄
牛
を
挟
ん
で
綱
に
つ
な
ぎ
、
大
木
を
秤
の
よ
う
に
し
て
鉄
牛
を
引
っ
か
け
た
。
土
を
除
去
し
て
舟
が

浮
か
ん
で
く
る
と
、
牛
も
引
き
あ
げ
ら
れ
た
。
転
運
使
の
張
燾
が
手
柄
を
朝
廷
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
懐
丙
は
紫
衣
を
賜
わ
っ
た
が
、

間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。

こ
の
簡
単
な
二
百
二
十
字
か
ら
な
る
伝
記
の
原
文
を
見
る
と
、
懐
丙
に
つ
い
て
は
河
北
省
真
定
県
の
人
で
あ
る
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
出
家
す
る
前
、
学
問
の
過
程
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
ど
こ
ま
で
の
水
準
に
到
達
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
は
一
字
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
北
宋
・
南
宋
の
三
百
年
あ
ま
り
の
長
い
期
間
、
懐
丙
が
ど
の
時
期
の
人
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ

い
て
も
伝
記
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
伝
記
の
末
尾
に
「
転
運
使
の
張
燾
が
手
柄
を
朝
廷
に
報
告
し
た
」
と
い
う
記

述
が
あ
る
の
で
、《
宋
史
》
巻
三
百
三
十
三
〈
張
燾
伝
〉
を
見
る
と
、
懐
丙
が
十
一
世
紀
（
北
宋
の
仁
宗
・
英
宗
・
神
宗
の
時
）
の
人
で

あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
伝
記
の
文
は
簡
単
だ
が
、
工
事
の
方
面
に
お
け
る
懐
丙
の
三
つ
の
奇
跡
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
、
近
く
に

い
た
人
の
助
け
を
借
り
た
り
、
道
具
を
使
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
十
三
重
の
木
塔
の
大
き
な
柱
を
交
換
し
た
こ
と
。
二
、
千
人
以
上
の

人
力
に
替
わ
る
巧
妙
な
技
術
に
よ
り
、
趙
州
の
石
橋
を
修
築
し
た
こ
と
。
三
、
比
重
の
方
法
を
用
い
て
、
二
艘
の
舟
に
泥
土
を
積
み
こ
ん

で
船
の
重
量
を
鉄
牛
の
重
量
よ
り
も
多
く
し
た
後
、
鉄
牛
を
つ
な
ぎ
と
め
〔
て
土
を
除
去
す
〕
る
と
、
軽
々
と
水
の
上
に
浮
か
び
あ
が
っ

て
き
た
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
工
事
は
、
物
理
と
算
術
に
精
通
し
た
人
で
な
く
て
は
絶
対
に
要
領
を
得
な
い
。《
宋
史
》
に
「
術
に
よ
っ
て

元
通
り
に
修
理
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
術
は
、
当
然
な
が
ら
魔
法
の
類
で
は
な
く
、
科
学
的
で
専
門
的
な
深
い
修
養
が
あ
っ
て
こ

そ
獲
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
わ
が
国
の
木
造
建
築
に
は
何
千
年
も
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、
方
法
と
技
術
の
面
に
お
い
て
多
く
の
突
出
し
た
創
造
と
発
明
が
な

さ
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
に
い
た
る
と
、
北
宋
の
学
者
で
あ
る
李
誡
が
《
営
造
法
式
》
三
十
四
巻
を
著
し
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
建
築
学

に
関
す
る
専
著
が
現
れ
た
。《
四
庫
全
書
総
目
》
巻
八
十
二
〔〈
史
部
三
十
八
・
政
書
類
二
〉〕
に
、「
本
書
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
芸
〔
技



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

四
一

術
〕
の
事
に
と
ど
ま
る
が
、
経
伝
を
考
証
し
多
く
の
説
を
斟
酌
し
て
い
て
、
道
具
を
整
え
て
工
事
を
お
こ
な
う
と
い
う
古
の
義
に
合
致
し

て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
宋
以
前
の
二
千
年
間
の
木
造
建
築
の
経
験
を
総
括
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
斗
拱

と
梁
架
の
部
分
の
工
法
は
「
大
木
作
做
法
」
と
称
さ
れ
、
レ
ン
ガ
・
壁
、
戸
と
窓
、
桐
油
塗
装
、
屋
根
瓦
な
ど
の
部
分
の
工
法
は
「
石
作

做
法
」・「
小
木
作
做
法
」・「
彩
画
作
做
法
」、
そ
し
て
「
瓦
作
做
法
」
と
称
さ
れ
て
い
る（

26
）。《
営
造
法
式
》
は
世
界
で
早
期
に
作
ら
れ

た
建
築
学
の
著
作
と
し
て
最
も
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

人
々
は
、
李
誡
が
将
作
少
監
〔
宮
室
造
営
の
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
部
署
の
副
長
官
〕
の
官
職
に
就
い
て
お
り
、
そ
の
責
任
は
も
と
も
と

国
家
的
な
建
築
の
こ
と
に
あ
り
、
最
高
統
治
者
の
詔
令
を
受
け
て
本
書
を
編
纂
す
る
こ
と
は
そ
の
本
分
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
持
っ
て
い
る

知
識
を
推
し
は
か
る
に
、
建
築
工
事
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
の
学
問
は
、
は
な
は
だ
該
博
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
宋
代
の
学
者
が
彼
に
つ
い
て
叙
述
し
た
文
章
を
見
る
と
大
体
の
と
こ
ろ
が
わ
か
る
。
程
倶
《
北
山
小
集
》
巻
三
十
三
に
〈
宋

故
中
散
大
夫
知
虢
州
軍
州
管
句
学
事
兼
管
内
勧
農
使
賜
紫
金
魚
袋
李
公
墓
誌
銘
〉
が
あ
り
、
そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

公
は
博
学
で
芸
達
者
で
あ
り
、
家
の
蔵
書
は
数
万
巻
に
達
し
、
自
分
で
鈔
写
し
た
も
の
が
数
千
巻
あ
っ
た
。
篆て

ん

・
籀ち
ゅ
う・
草
・
隷
の
各

書
体
に
巧
み
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
ひ
と
か
ど
の
域
に
達
し
て
い
た
。《
重
修
朱
雀
門
記
》
を
編
纂
し
た
こ
と
が
あ
り
、
碑
石
に
朱
筆

で
小
篆
の
文
字
を
記
し
て
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
勅
令
が
く
だ
っ
て
朱
雀
門
に
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
絵
画
に
も
堪
能
で
、
古
人
の
筆

法
を
会
得
し
て
お
り
、
帝
は
そ
の
こ
と
を
耳
に
す
る
と
お
気
に
入
り
の
近
臣
を
遣
わ
し
て
ご
意
向
を
伝
え
さ
せ
た
。
公
が
《
五
馬
図
》

を
謹
呈
す
る
と
、
帝
は
ご
覧
に
な
っ
て
賞
賛
さ
れ
た
。
公
は
書
物
を
著
す
こ
と
を
好
み
、《
続
山
海
経
》
十
巻
、《
続
同
姓
名
録
》
二

巻
、《
琵
琶
録
》
三
巻
、《
馬
経
》
三
巻
、《
六
博
経
》
三
巻
、《
古
篆
説
文
》
十
巻
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
李
誡
は
博
学
多
識
の
学
者
で
あ
っ
て
著
述
が
非
常
に
多
く
、《
営
造
法
式
》
は
彼
が
実
際
の
作
業
を
通
し
て
建
築
方
面

の
考
証
と
研
究
を
進
め
て
得
た
成
果
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。



四
二

丙　

地
質
化
石
鉱
物
資
源
の
鑑
別

　

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
偉
大
な
発
明
は
、
い
ず
れ
も
科
学
者
た
ち
が
平
凡
き
わ
ま
り
な
い
事
物
や
現
象
を
不
用
意
に
見
過
ご
す
こ
と

な
く
、
い
つ
い
か
な
る
所
で
も
注
意
と
懐
疑
を
怠
ら
ず
に
そ
う
な
っ
た
原
因
を
追
究
し
、
一
意
専
心
に
探
索
と
研
究
を
重
ね
た
結
果
、
き

わ
め
て
非
凡
な
新
発
見
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
者
た
ち
が
成
功
し
た
面
で
あ
る
。
ほ
か
に
あ
る
ケ
ー
ス
は
、
事
物
や
現
象

に
注
意
し
問
題
を
発
見
し
て
研
究
を
開
始
し
た
が
、
当
時
の
科
学
知
識
の
水
準
と
物
質
的
条
件
に
限
界
が
あ
っ
た
た
め
、
結
論
を
出
し
た

り
発
見
し
た
り
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
啓
蒙
的
な
活
動
に
尽
力
す
る
科
学
者
た
ち
が
発
見
し
た
問
題
を
記
録
し
て
お
き
、

後
人
が
考
察
す
る
の
を
待
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
分
が
成
し
と
げ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
」
精
神
に
も
、
学
術
研
究
の

道
を
切
り
ひ
ら
く
と
い
う
功
績
が
認
め
ら
れ
る
。
宋
代
の
学
者
は
、
こ
の
方
面
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
仕
事
を
お
こ
な
っ
て
い
て
、
沈
括

が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。

　

浙
江
省
銭
塘と

う

の
沈
括
（
一
〇
三
二
〜
一
〇
九
六
）
は
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
北
宋
の
仁
宗
・
英
宗
・
神
宗
・
哲
宗
の
時
の
人
で
あ
る
。

彼
は
、
い
つ
い
か
な
る
所
で
も
自
然
現
象
の
研
究
に
留
意
す
る
科
学
者
で
あ
っ
た
。
水
力
の
浸
食
作
用
を
理
解
し
て
お
り
、
温
州
雁
蕩
山

の
雲
を
突
き
ぬ
け
る
山
頂
が
水
の
浸
食
作
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
た
。《
夢
渓
筆
談
》
巻
二
十
四
〔〈
雑
誌
一
〉〕
に
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

温
州
（
浙
江
省
南
部
）
の
雁
蕩
山
は
天
下
の
奇
勝
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
、
地
図
や
記
録
で
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
大
中

祥
符
年
間
（
一
〇
〇
八
〜
一
〇
一
六
）、
玉
清
宮
を
造
営
す
る
際
、
山
に
入
っ
て
材
木
を
き
り
だ
し
、
は
じ
め
て
人
の
目
に
ふ
れ
た

…
…
。
わ
た
し
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
雁
蕩
の
峯
々
は
、
す
べ
て
け
わ
し
く
そ
そ
り
た
っ
た
異
様
な
か
た
ち
で
、
千
尺
も
ま
っ
す
ぐ

上
に
そ
び
え
、
弓
形
に
反
っ
た
崖
や
、
千
仞
の
谷
は
、
ほ
か
の
山
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
多
く
の
谷
の
中
に
包
ま
れ

て
お
り
、
峰
々
の
外
側
か
ら
望
見
す
る
と
全
然
見
え
な
い
が
、
谷
の
中
に
入
る
と
、
高
く
な
ら
び
た
っ
て
天
を
摩
し
て
い
る
。
そ
の

理わ
け

を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
谷
の
中
で
強
い
水
の
流
れ
が
激
し
く
つ
き
あ
た
り
、
砂
や
土
は
全
部
運
び
去
ら
れ
、
巨
石
だ
け
が
高
々
と

挺
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
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四
三

大
小
の
龍た

湫き

や
水
簾
、
初
月
谷
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
水
の
鑿あ
な

―
音
は
漕
、
去
声
に
よ
む（

27
）

―
で
あ
る
。
下
か
ら
望
む
と
、
高

い
巌
と
険
し
い
壁
だ
が
、
上
か
ら
み
る
と
、
ま
る
で
地
面
と
同
じ
よ
う
に
平
ら
で
あ
る
。
峯
々
の
頂
き
も
、
や
は
り
山
頂
の
地
面
よ

り
低
い
。
各
地
の
谷
の
中
で
、
水
が
孔
を
う
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で
も
土
を
お
い
た
龕い

わ

巌あ
な

が
あ
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
た
ぐ
い

と
い
う
も
の
だ
。

現
在
、
成
臯
（
河
南
省
汜
水
）
や
陜
西
の
大
き
な
澗た

に

の
中
に
、
と
も
す
れ
ば
百
尺
も
あ
る
土
塊
が
す
る
ど
く
そ
び
え
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
も
雁
蕩
と
同
じ
か
た
ち
で
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
ち
ら
は
土
で
あ
ち
ら
は
石
と
い
う
だ
け
だ（

28
）。

こ
こ
か
ら
、
沈
括
は
地
形
が
構
成
さ
れ
る
原
理
に
対
す
る
初
歩
的
な
理
解
に
達
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
雁
蕩
山
の
形
状
か
ら
華
北
の
黄

土
丘
も
水
流
で
沖
積
し
た
結
果
で
あ
る
と
推
論
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
水
の
浸
食
作
用
に
対
し
て
、
基
本
的
な
認
識
を
持
っ

て
い
た
。

　

沈
括
は
自
然
現
象
を
考
察
し
た
時
、
化
石
が
古
代
生
物
の
遺
骸
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
。
太
行
山
を
通
っ
た
時
、
螺
旋
状
の
紋
様
が
あ

る
螺ら

蚌ぼ
う

の
貝
殻
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
を
見
つ
け
、
以
前
は
海
岸
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。
彼
は
《
夢
渓
筆
談
》
巻
二
十
四
に
お
い
て
も
以

下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

わ
た
し
は
勅
命
で
河
北
を
巡
察
し
、
太
行
山
脈
に
沿
っ
て
北
上
し
た
。
山
の
断
崖
の
間
に
、
し
ば
し
ば
螺ら

蚌ぼ
う

の
殻
や
鳥
の
卵
の
よ
う

な
石
が
は
さ
ま
り
、
石
の
層
壁
が
帯
の
よ
う
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
昔
は
海
辺
だ
っ
た
の
だ
。
い
ま
は
海

は
東
の
方
に
千
里
近
く
も
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
大
陸
」
と
い
わ
れ
る
場
所
は
、
す
べ
て
濁
流
の
泥
が
湮う

ず

め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

堯
は
鯀
を
羽
山
で
誅
殺
し
た
。
旧
説
で
は
そ
れ
は
東
海
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
陸
地
に
あ
る
。
ぜ
ん
た
い
、
黄
河
、

漳
水
、
滹こ

沱だ

水
、
涿た
く

水
、
桑
乾
水
な
ど
の
諸
水
は
、
ど
れ
も
す
べ
て
濁
流
で
あ
る
。
い
ま
関
陜
（
陜
西
省
）
よ
り
西
で
は
、
水
は
百

尺
以
上
の
地
中
を
流
れ
て
お
り
、
そ
の
泥
が
毎
年
東
に
流
れ
、
全
部
大
陸
の
土
と
な
る
。
こ
う
な
る
の
は
必
然
の
理
と
い
う
も
の
だ（

29
）。



四
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沈
括
は
自
然
変
化
の
現
象
を
根
拠
と
し
て
、
さ
ら
に
考
え
を
発
展
さ
せ
て
、
大
陸
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
常
に
泥
が
海
洋
に
長
年
堆
積
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
と
推
測
し
た
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
海
陸
の
変
遷
を
研
究
す
る
考
え
方
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。
最
も
重

要
な
の
は
、
彼
が
竹
の
子
の
化
石
を
発
見
し
て
、
そ
れ
が
当
地
に
お
い
て
見
ら
れ
な
い
植
物
で
あ
っ
て
、
地
勢
と
気
候
が
そ
の
生
育
に
適

し
て
い
た
大
昔
の
時
代
に
生
育
繁
茂
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
こ
と
で
あ
る
。《
夢
渓
筆
談
》
巻
二
十
一
〔〈
異
事
〉〕
に
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、
延
州
（
陜
西
省
延
安
）
の
永
寧
関
で
黄
河
の
河
岸
が
地
下
数
十
尺
ま
で
く
ず
れ
、
土
の
下
か
ら
筍た

け

子の
こ

の
群
落
が
あ
ら
わ
れ
た
。

全
部
で
数
百
本
も
あ
り
、
根
茎
が
連
な
っ
た
ま
ま
、
す
べ
て
石
に
化
し
て
い
る
。
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
宦
官
が
、
お
か
み
に
献

上
し
た
い
と
い
っ
て
数
本
持
ち
去
っ
た
。
延
州
に
は
も
と
か
ら
竹
が
な
い
の
に
、
こ
れ
は
数
十
尺
の
土
の
下
に
入
っ
て
お
り
、
何
時

の
時
代
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
は
る
か
大
昔
に
は
、
土
地
が
低
く
て
湿
気
が
あ
り
、
竹
に
適
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

婺ぶ
し
ゅ
う州
（
浙
江
省
金
華
）
の
金
華
山
に
は
松
の
化
石
が
あ
る
。
ま
た
桃
の
核た
ね

、
蘆
の
根
、
魚
や
蟹
な
ど
の
類
で
化
石
に
な
っ
た
も
の
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
そ
こ
の
土
地
に
昔
か
ら
あ
る
物
だ
か
ら
と
り
た
て
て
不
思
議
が
る
必
要
は
な
い
。
延
州
の
筍
の

化
石
は
、
深
い
地
中
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
地
方
に
あ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
特
別
に
珍
し
が
る
だ
け
で
あ
る（

30
）。

彼
の
推
断
は
正
確
で
あ
る
。
そ
の
上
、
地
殻
変
動
を
古
今
の
生
物
存
亡
の
変
化
と
関
連
づ
け
て
問
題
を
分
析
し
、
生
物
と
そ
の
生
存
環
境

の
間
に
存
在
す
る
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
初
歩
的
な
認
識
に
到
達
し
て
い
た
。
沈
括
の
思
想
体
系
の
中
で
、
地
質
変
化
と
生
物
進
化
に
関

す
る
最
も
早
い
結
合
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
進
化
論
に
対
す
る
わ
が
国
の
古
代
に
お
け
る
大
き
な
貢
献
で
あ
り
、
世
間
に
む
け

て
特
筆
大
書
す
る
に
値
す
る
。

　

宋
代
の
学
者
の
中
で
、
生
物
の
化
石
に
注
意
し
た
の
は
、
ま
だ
ま
だ
他
に
い
る
。
邵
雍
（
一
〇
一
一
〜
一
〇
七
七
）
は
竹
の
化
石
を
目

に
し
て
お
り
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
は
螺
蚌
の
化
石
を
目
に
し
て
い
る（

31
）。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
化
石
に
対
し
て
正
確
な
認

識
を
持
っ
て
い
た
。
朱
熹
は
、
化
石
を
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
み
な
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
螺
蚌
が
発
見
さ
れ
た
地



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

四
五

域
が
か
つ
て
海
底
で
あ
っ
た
と
論
断
し
て
い
る（

32
）。
こ
れ
は
科
学
に
適
合
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

沈
括
が
龍
図
閣
待
制
の
肩
書
で
延
州
（
延
安
）
に
知
府
と
し
て
赴
任
し
た
時
、
石
油
の
産
出
と
そ
の
用
途
を
発
見
し
た
。《
夢
渓
筆
談
》

巻
二
十
四
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鄜ふ
し
ゅ
う州
と
延
州
の
境
域
内
に
は
石
油
が
あ
る
。
昔
か
ら
「
高
奴
県
は
脂あ
ぶ
らの
水
出
す
」
と
い
わ
れ
る
の
が
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
水
際

か
ら
ふ
き
だ
し
、
砂
や
小
石
、
泉
水
と
混
じ
り
あ
い
、
モ
ロ
モ
ロ
と
で
て
く
る
。
土
地
の
人
は
雉き

じ

の
尾
に
そ
れ
を
し
み
こ
ま
せ
、
そ

れ
か
ら
缶か

め

の
中
に
と
り
い
れ
る
。
良
質
の
漆
に
よ
く
似
て
お
り
、
燃
や
せ
ば
麻
の
油
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
非
常
に
濃
い
油
煙
が
で

て
、
そ
れ
が
つ
い
た
幄テ

ン
ト幕
は
す
べ
て
黒
く
な
る
。
わ
た
し
は
こ
の
油
煙
が
使
え
ぬ
か
と
考
え
、
た
め
し
に
煤す
す

を
か
き
あ
つ
め
て
墨
を

作
っ
て
み
た
。
漆
の
よ
う
に
黒
く
光
り
、
松
の
墨
も
お
よ
ば
な
い
。
そ
れ
で
大
々
的
に
製
造
し
た
。「
延
州
石
液
」
と
名
前
を
い
れ

た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
世
、
き
っ
と
人
々
に
も
て
は
や
さ
れ
よ
う
が
、
わ
た
し
が
そ
の
創
始
者
で
あ
る
。
石
油
の
量
は

と
て
も
多
く
、
地
中
か
ら
限
り
な
く
生
じ
、
時
が
く
れ
ば
竭つ

き
て
し
ま
う
松
の
木
よ
り
も
ま
さ
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
現
在
、
斉
魯
一

帯
（
山
東
省
東
部
）
の
松
林
は
き
り
つ
く
し
、
次
第
に
太
行
山
脈
、
京
西
、
江
南
へ
と
お
よ
ん
で
い
る
が
、
松
山
の
大
半
は
は
げ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
煤す

み

を
作
る
人
は
、
ま
だ
石
油
の
油
煙
の
効
用
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
石
炭
の
煙
も
や
は
り
ひ
ど
く
、
人
の
衣
服

を
黒
く
す
る
。
わ
た
し
は
戯
れ
に
、
次
の
よ
う
な
延
州
の
詩
を
作
っ
た
。

　
　

二
郎
山
下　

雪
紛
粉

　
　

旋
卓
と
穹
廬
は
塞
人
に
学
ぶ

　
　

素は
く

衣い

を
化
し
尽
し　

冬
ま
だ
老お
と
ろえ
ず

　
　

石
煙
は
多
く
似
た
り　

洛
陽
の
塵（

33
）

こ
の
一
段
の
記
載
か
ら
、
彼
が
当
時
す
で
に
石
油
の
重
要
性
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
彼
は
油
煙
墨
の
製
造
に

注
目
し
て
い
た
が
、
石
油
燃
料
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
記
載
に
よ
っ
て
次
第
に
後
人
の
注
意
を
引
き
は
じ
め
た
。「
石
油
」
と
い
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六

う
二
字
の
言
葉
の
使
用
も
彼
が
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
沈
括
は
当
時
に
お
い
て
「
こ
れ
は
後
世
、
き
っ
と
人
々
に
も
て
は
や
さ
れ
よ
う
」

と
推
測
し
た
が
、
九
百
年
た
っ
た
今
日
、
果
た
し
て
そ
の
言
う
と
お
り
に
な
っ
た
。

丁　

動
植
物
学
の
研
究

　

わ
が
国
の
古
書
の
中
、
生
物
の
名
称
と
分
類
、
性
状
を
か
な
り
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、《
爾
雅
》
と
《
本
草
》
の
二
書

が
最
も
条
理
を
備
え
た
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
書
の
内
容
が
そ
こ
ま
で
豊
富
に
な
っ
た
の
は
、
疑
い
も
な
く
我
々
の
祖
先
が

自
然
と
闘
う
長
期
に
わ
た
る
過
程
の
中
で
、
実
際
に
考
察
し
て
得
ら
れ
た
経
験
と
成
果
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
漢
代
の
学
者

は
こ
れ
ら
の
知
識
を
総
括
し
て
、
体
系
を
備
え
た
こ
の
二
つ
の
書
物
を
完
成
さ
せ
た
。
後
人
が
《
本
草
》
が
神
農
に
も
と
づ
き
、《
爾
雅
》

が
周
公
に
成
る
と
考
え
た
の
は
、
古
に
仮
託
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
宋
代
の
学
者
は
、
こ
の
二
書
の
時
代
を
ま
ず
明
確
に
し
た
。
晁ち

ょ
う公
武

は
、《
本
草
》
の
書
に
つ
い
て
、「
上
古
に
は
ま
だ
文
字
に
著
さ
れ
ず
、
師
授
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
張
機
・
華
佗だ

に
い
た
っ
て
は
じ
め
て

編
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」（《
郡
斎
読
書
志
》〔
後
志
卷
二
・
子
類
・
補
注
神
農
本
草
二
十
卷
〕）
と
考
え
て
い
る
。
朱
熹
は
、
伝
注
か
ら

材
料
を
集
め
て
《
爾
雅
》
が
作
ら
れ
た
の
に
、
後
人
は
逆
に
《
爾
雅
》
に
よ
っ
て
伝
注
の
記
述
を
証
拠
立
て
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
（《
朱

子
語
類
》〔
卷
一
百
三
十
八
・
雜
類
〕）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
か
な
り
信
頼
の
置
け
る
論
断
で
あ
る
。《
爾
雅
》
は
全
部
で
十
九
篇
か
ら
な

り
、
第
十
三
篇
以
降
、
す
な
わ
ち
〈
釈
草
〉・〈
釈
木
〉・〈
釈
虫
〉・〈
釈
魚
〉・〈
釈
鳥
〉・〈
釈
獣
〉・〈
釈
畜
〉
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
動
植

物
の
名
称
と
性
状
を
分
類
し
て
総
合
的
に
記
録
し
て
お
り
、
生
物
学
事
典
に
ほ
か
な
ら
な
い
。《
本
草
》
は
医
学
書
に
属
す
る
も
の
の
、

薬
の
名
称
を
は
な
は
だ
博
く
羅
列
し
て
お
り
、
性
状
の
解
説
は
さ
ら
に
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
わ
が
国
の
封
建
社
会
の
学
者
た

ち
は
、
生
物
学
を
研
究
す
る
た
め
の
宝
庫
と
し
て
本
書
を
あ
が
め
た
。

　

隋
唐
に
科
挙
制
が
盛
行
し
て
か
ら
、《
爾
雅
》
は
次
第
に
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
と
り
わ
け
草
木
鳥
獣
虫
魚
に
関
す
る
知
識
は
、
詩
を

賦
し
文
を
作
る
挙
子
〔
科
挙
受
験
生
〕
か
ら
蔑
視
さ
れ
た
。
宋
初
に
い
た
る
と
、
学
問
を
す
る
人
た
ち
は
よ
う
や
く
こ
の
種
の
学
問
の
価

値
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
陳
傅ふ

良
は
「
隋
唐
以
来
、
科
目
に
よ
っ
て
人
材
を
登
用
し
、
こ
の
書
物
が
挙
子
に
課
さ
れ
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
の
で
、
次
第
に
廃
れ
た
。
韓
退
之
が
古
文
に
よ
っ
て
世
間
で
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
虫
や
魚
に
つ
い
て
は
注
釈
す
る
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必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
学
習
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
国
初
の
諸
儒
だ
け
が
古
を
追
い
も
と
め
、
郭
氏
の
注
に
よ
っ
て
疏

を
作
っ
た
こ
と
で
、《
爾
雅
》
が
よ
う
や
く
世
に
あ
ら
わ
れ
た
」（〔《
止
斎
集
》
巻
四
十
二
〕〈
跋
爾
雅
疏
〉）
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
言

葉
が
誇
張
と
は
思
わ
れ
な
い
。
事
実
に
も
と
づ
い
て
言
う
と
、
宋
代
の
学
者
が
《
爾
雅
》
を
研
究
し
た
こ
と
で
で
き
あ
が
っ
た
書
物
は
、

邢け
い

昺へ
い

が
郭
注
に
も
と
づ
い
て
作
っ
た
《
爾
雅
疏
》
以
外
に
も
、
陸
佃で
ん

の
《
爾
雅
新
義
》
二
十
巻
、《
埤ひ

雅
》
二
十
巻
、
鄭
樵
の
《
爾
雅
注
》

三
巻
、
羅
願
の
《
爾
雅
翼
》
三
十
二
巻
が
あ
る
。《
埤
雅
》
の
書
は
、
全
部
で
〈
釈
魚
〉
二
巻
、〈
釈
獣
〉
三
巻
、〈
釈
鳥
〉
四
巻
、〈
釈
虫
〉

二
巻
、〈
釈
馬
〉
一
巻
、〈
釈
木
〉
二
巻
、〈
釈
草
〉
四
巻
、〈
釈
天
〉
二
巻
か
ら
な
る
。
あ
き
ら
か
に
動
植
物
に
関
し
て
専
門
に
研
究
作
業

を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

動
植
物
に
対
す
る
宋
代
の
学
者
の
研
究
は
、
た
だ
単
に
思
考
に
も
と
づ
い
た
り
、
書
物
の
文
字
に
つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
り
す
る

だ
け
で
な
く
、
実
見
に
よ
る
確
認
に
も
注
意
を
む
け
て
お
り
、
感
性
と
認
識
を
通
じ
て
実
際
の
事
物
の
中
か
ら
生
き
た
知
識
を
獲
得
し
た
。

鄭
樵
は
こ
の
よ
う
な
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
科
学
の
頭
脳
と
科
学
の
方
法
を
備
え
て
生
物
の
研
究
を
進
め
た
。
彼
は
、
自
分
で
「
漈
山
の

中
に
粗
末
な
小
屋
を
建
て
、
農
夫
た
ち
と
行
き
来
し
、
夜
に
鳴
く
鶴
や
暁
に
鳴
く
猿
と
雑
居
し
て
い
る
。
空
を
飛
ぶ
も
の
、
川
を
泳
ぐ
も

の
、
動
植
物
を
問
わ
ず
、
そ
の
性
質
を
究
め
て
み
た
い
」〔《
通
志
》
巻
七
十
五
〈
昆
虫
草
木
略
第
一
・
序
〉〕
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
か

ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
生
物
方
面
の
知
識
を
習
得
す
る
に
は
、
読
書
人
の
殻
を
破
っ
て
生
産
に
直
接
た
ず
さ
わ
る
労
働
者
と
一
緒
に
な
る
必

要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
《
通
志
・
昆
虫
草
木
略
》
序
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

儒
者
は
田
野
の
物
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
、
畑
の
人
は
詩
書
の
意
味
を
知
ら
な
い
。
両
者
の
間
に
交
流
が
な
い
の
で
、
鳥
獣
草
木
の
学

が
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

学
問
に
関
し
て
、
実
験
と
自
分
で
考
察
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
考
え
方
も
、
科
学
者
だ
け
が
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
《
爾

雅
》
に
対
す
る
鄭
樵
の
注
釈
作
業
は
偶
然
に
首
尾
よ
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
か
る
良
好
な
伝
統
的
な
精
神
は
、
後
に
清
代
の
学
者

に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
樸
学
〔
着
実
な
学
問
、
す
な
わ
ち
考
証
学
〕
に
従
事
し
た
学
者
の
著
述
、
た
と
え
ば
程
瑤よ

う

田
の
《
通
芸
録
》
や
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郝か
く

懿い

行こ
う

の
《
爾
雅
義
疏
》
の
中
に
は
、
時
折
、
鄭
樵
の
学
問
方
法
が
襲
用
さ
れ
て
お
り
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

　

か
く
し
て
植
物
を
重
視
す
る
宋
代
の
学
者
の
研
究
は
、
園
芸
学
の
方
面
に
お
い
て
、
新
た
な
段
階
ま
で
発
展
し
て
お
り
、
特
定
の
植
物

だ
け
を
収
録
し
た
専
譜
が
日
ま
し
に
増
え
た
。
た
と
え
ば
欧
陽
修
に
は
《
洛
陽
牡
丹
記
》
が
あ
り
、
陸
游
に
は
《
天
彭
牡
丹
記
》
が
あ
り
、

劉
蒙
・
史
正
鋳
・
范
成
大
に
は
ぞ
れ
ぞ
れ
《
菊
譜
》
が
あ
り
、
劉
貢
父
・
王
観
は
そ
れ
ぞ
れ
《
芍し

ゃ
く
や
く薬譜
》
を
著
し
、
趙
時
庚
・
王
貴
学
は

そ
れ
ぞ
れ
《
蘭
譜
》
を
著
し
、
陳
思
・
沈
立
は
そ
れ
ぞ
れ
《
海か

い

棠ど
う

譜
》
を
著
し
、
范
成
大
に
は
《
梅
譜
》
が
あ
り
、
陳
仁
玉
に
は
《
菌
譜
》

が
あ
り
、
賛
寧
に
は
《
笋し

ゅ
ん譜
》
が
あ
り
、
蔡
襄
に
は
《
茘れ
い

枝し

譜
》
が
あ
り
、
韓
彦
直
に
は
《
橘
録
》
が
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

書
物
は
、
い
ず
れ
も
栽
培
方
法
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
品
種
分
類
の
方
法
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
。
た
と
え
ば
一
〇
五
九
年
に
成
っ
た
《
茘

枝
譜
》
は
、
当
時
の
閩び

ん

中
四
郡
（
今
の
興
化
・
甫
田
・
福
州
な
ど
の
地
）
の
茘
枝
三
十
二
種
、
栽
培
地
域
、
適
切
な
気
候
、
主
要
な
虫
害

な
ど
ば
か
り
で
な
く
、
加
工
利
用
に
つ
い
て
ま
で
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
専
譜
中
の
傑
作
で
あ
り
、
最
も
早
い
果
樹
栽
培
学
の
名
著
で

も
あ
る
（
英
訳
本
が
あ
る
）。
そ
し
て
一
一
七
八
年
に
成
っ
た
《
橘
録
》
は
、
世
界
で
最
も
早
い
柑
橘
学
の
専
著
で
あ
り
、
す
で
に
英
訳

本
と
仏
訳
本
が
出
て
い
る
。
同
書
の
中
で
は
、
柑
・
橘
・
橙
子
の
三
グ
ル
ー
プ
に
し
た
が
っ
て
全
部
で
二
十
七
種
の
温
州
産
の
柑
橘
類
に

つ
い
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
栽
培
・
貯
蔵
・
利
用
な
ど
の
方
法
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
が
著
さ
れ
た
動
機
は
、
当
時
の

士
大
夫
た
ち
が
花
を
育
て
竹
を
植
え
て
自
分
の
幽
閑
な
る
生
活
に
彩
り
を
そ
え
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
園
芸
自
体
に
つ
い
て
言
う
と
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
顕
著
な
発
展
を
見
せ
た
。

　

劉
蒙
の
菊
譜
が
著
さ
れ
た
の
は
十
一
世
紀
の
初
期
に
当
た
る
。
彼
は
園
芸
を
実
践
す
る
過
程
で
、
栽
培
と
品
種
選
別
に
よ
っ
て
生
物
の

変
異
を
生
み
だ
し
て
増
加
さ
せ
、
生
物
の
本
性
を
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
初
歩
的
な
認
識
に
到
達
し
た
。
彼
は
著
書
の
中
で
以

下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

一
般
的
に
人
が
手
に
取
る
植
物
は
、
栽
培
と
灌
漑
を
適
切
に
お
こ
な
え
ば
、
枝
も
葉
も
華
も
実
も
大
き
く
育
た
な
い
こ
と
は
な
い
。

ふ
さ
わ
し
い
気
が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
、
連
理
・
合
穎
・
双
葉
・
並
蔕
の
瑞
兆
が
見
ら
れ
る（

34
）。
ま
し
て
花
が
千
の
葉
に
変
わ
る
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四
九

こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
な
い
。
日
華
子
〔
唐
代
の
本
草
学
者
。
原
名
は
大
明
、
号
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
〕
が
「
花
の
大

き
な
も
の
は
甘
菊
と
な
り
、
花
が
小
さ
く
て
苦
い
も
の
は
野
菊
と
な
る
。
も
し
庭
の
野
菜
が
生
え
て
い
る
肥
沃
な
と
こ
ろ
に
植
え
て（
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）、

一
緒
に
育
て
る
な
ら
ば
、
小
さ
な
野
菊
も
甘
菊
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
単
葉
が
千
葉
に
変
化
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
。
牡
丹
と
芍
藥
は
…
…
山
野
に
生
え
る
と
大
抵
は
単
葉
小
花
で
あ
る
が
、
畑
の
肥
沃
な
場
所
に
植
え
て
除
草
し
、

肥
料
を
施
し
て
育
て
る
な
ら
ば
、
ど
れ
も
千
葉
に
な
り
、
そ
の
後
は
大
花
と
千
葉
が
様
々
な
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
菊
に
つ
い
て
だ
け
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
疑
う
の
で
あ
ろ
う
か
。 

〔《
劉
氏
菊
譜
・
説
疑
》〕

こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
が
施
肥
の
管
理
に
注
意
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
変
化
を
示
す
大
輪
で
八
重
咲
き
の
花
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
工
的
な
措
置
に
よ
っ
て
植
物
の
本
性
を
改
変
す
る
原
理
は
、
近
世
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
や

ミ
チ
ュ
ー
リ
ン
の
理
論
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。

　

わ
が
国
の
古
代
の
早
い
時
期
に
、
接
ぎ
木
法
の
利
用
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
。
接
ぎ
木
に
つ
い
て
は
、
後
魏
の
賈か

思
勰き
ょ
うの
《
斉
民
要

術
》〔
巻
四
〈
種
梨
第
三
十
七
〉〕
の
中
で
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
の
学
者
に
い
た
る
と
、
よ
り
広
く
果
樹
や
花
や
木
に
接
ぎ
木

を
し
て
、
植
物
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
変
異
を
生
じ
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
蘇
軾
は
《
物
類
相
感
志
〔
・
花
竹
〕》（
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）の
中
で
、「
冬そ
よ
ご青
の
木
に
梅

を
接
ぎ
木
す
る
と
、
墨
を
注
い
だ
よ
う
な
花
が
開
く
」
と
記
し
て
い
る
。《
東
坡
雑
記
》
に
は
さ
ら
に
「
わ
た
し
は
若
い
時
に
、
子
由
〔
弟

の
蘇
轍て

つ

の
字
〕
と
い
た
ず
ら
を
し
て
苦
い
楝お
う
ちの
木
を
李す
も
もに
接
ぎ
木
し
た
。
実
が
生
っ
た
が
口
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
李
の
味
は
し
な

く
な
っ
て
い
た
」〔《
東
坡
先
生
全
集
》
巻
七
十
三
〈
雑
記
・
接
果
説
〉〕
と
あ
り
、
ま
た
「
近
頃
、
都
に
は
非
常
に
多
く
の
種
類
の
菊
が

見
受
け
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
他
の
草
を
接
い
だ
も
の
で
あ
り
、
季
節
と
合
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
八
月
か
ら
十
月
が
終
わ
る
ま
で
、
菊
が

市
場
か
ら
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
」〔《
東
坡
先
生
全
集
》
巻
七
十
三
〈
雑
記
・
菊
説
〉〕
と
あ
る
。
こ
れ

ら
か
ら
、
当
時
す
で
に
異
種
間
無
性
交
配
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
接
ぎ
木
の
方
法
で
花
の
色
や
開
花
時
期
を
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
や
は
り
い
ず
れ
も
宋
代
の
学
者
が
長
期
に
わ
た
っ
て
感
性
と
認
識
を
働
か
せ
て
獲
得
し
た
成
果
で
あ
る
。



五
〇

注

（
1
） 
引
用
文
は
、
司
馬
光
の
文
集
《
伝
家
集
》
巻
六
十
三
に
〈
答
范
夢
得
〉
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（「
淳
甫
」
と
「
夢
得
」
は
い
ず
れ
も
范
祖

禹
の
字
）。
ほ
ぼ
同
文
が
《
資
治
通
鑑
釈
例
》
に
〈
温
公
与
范
内
翰
論
修
書
帖
〉
と
題
し
て
付
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 
邵
博
《
邵
氏
聞
見
後
録
》
巻
十
に
「
司
馬
文
正
公
修
《
通
鑑
》
時
、
謂
其
属
范
淳
父
曰
：『
諸
史
中
有
詩
賦
等
、
若
止
為
文
章
、
便
可
刪
去
。』
蓋

公
之
意
、
欲
士
立
於
天
下
後
世
者
、
不
在
空
言
耳
。」
と
あ
る
の
を
指
す
か
。

（
3
） 

劉
知
幾
《
史
通
》
巻
一
〈
六
家
〉
に
「
至
梁
武
帝
、
又
勅
其
群
臣
、
上
自
太
初
、
下
終
斉
室
、
撰
成
《
通
史
》
六
百
二
十
巻
。
其
書
自
秦
以
上
、

皆
以
《
史
記
》
為
本
、
而
別
採
他
説
以
広
異
聞
。
至
両
漢
已
還
、
則
全
録
当
時
紀
伝
、
而
上
下
通
達
、
臭
味
相
依
。
又
呉
蜀
二
主
、
皆
入
世
家
、
五

胡
及
拓
抜
氏
、
列
於
夷
狄
伝
。
大
抵
其
体
、
皆
如
《
史
記
》、
其
所
為
異
者
、
唯
無
表
而
已
」
と
あ
る
。

（
4
） 

《
通
志
・
総
序
》
か
ら
、《
史
記
》
と
《
漢
書
》
以
降
の
史
書
に
対
す
る
鄭
樵
の
見
解
が
直
接
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
け
抜
き
出
す
と
、「
自
《
春
秋
》

之
後
、
惟
《
史
記
》
擅
制
作
之
規
模
、
不
幸
班
固
非
其
人
、
遂
失
会
通
之
旨
。
…
…
後
世
衆
手
修
書
、
道
傍
築
室
、
掠
人
之
文
、
窃
鍾
掩
耳
、
皆
固

之
作
俑
也
」
と
あ
る
。

（
5
） 

《
通
志
》
の
本
紀
は
巻
一
か
ら
巻
十
八
ま
で
で
あ
る
が
、
張
舜
徽
が
「
二
十
巻
」
と
す
る
の
は
、
巻
十
九
・
巻
二
十
の
〈
后
妃
伝
第
一
・
第
二
〉

も
本
紀
に
組
み
こ
ん
で
勘
定
し
た
た
め
。
張
氏
は
ま
た
列
伝
の
総
数
を
「
一
百
二
十
四
巻
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
巻
七
十
七
か
ら
巻
二
百
ま
で
を

す
べ
て
「
伝
」
と
見
な
し
て
機
械
的
に
合
計
し
た
数
字
で
あ
る
が
、
巻
七
十
七
〈
周
同
姓
世
家
〉
と
巻
八
十
六
・
八
十
七
〈
周
異
姓
世
家
〉
は
「
伝
」

で
は
な
く
「
世
家
」
で
あ
る
。

（
6
） 

《
四
庫
提
要
》
に
「
其
平
生
之
精
力
、
全
帙
之
菁
華
、
惟
在
二
十
略
而
已
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
見
解
。

（
7
） 

《
通
志
・
総
序
》
に
「
凡
二
十
略
、
百
代
之
憲
章
、
学
者
之
能
事
尽
於
此
矣
。
其
五
略
、
漢
唐
諸
儒
所
得
而
聞
、
其
十
五
略
、
漢
唐
諸
儒
所
不
得

而
聞
也
」
と
あ
り
、「
五
略
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ど
れ
が
そ
れ
に
相
当
す
る
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
か
な
り
隔
た
っ
た
後
ろ
に
あ
る

文
に
「
凡
十
五
略
出
臣
胸
臆
、
不
渉
漢
唐
諸
儒
議
論
。〈
礼
略
〉
所
以
叙
五
礼
、〈
職
官
略
〉
所
以
秩
百
官
、〈
選
挙
略
〉
言
掄
材
之
方
、〈
刑
法
略
〉

言
用
刑
之
術
、〈
食
貨
略
〉
言
財
貨
之
源
流
。
凡
茲
五
略
、
雖
本
前
人
之
典
、
亦
非
諸
史
之
文
也
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
「
五
略
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
8
） 

こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
は
紹
興
二
十
一
年
（
一
一
五
一
）
で
あ
り
、
鄭
樵
四
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
手
紙
を
書
い
た
の
は
、《
通
志
》
を
編
纂

し
た
こ
と
で
、「
国
史
を
好
き
勝
手
に
修
め
て
い
る
」
と
い
う
嫌
疑
が
寄
せ
ら
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
り
、
同
書
の
内
容
が
「
上
は
伏
羲
か
ら

下
は
五
代
ま
で
」
の
範
囲
の
通
史
で
あ
っ
て
、
本
朝
た
る
宋
代
に
は
お
よ
ん
で
い
な
い
と
釈
明
し
て
い
る
。



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

五
一

（
9
） 
《
歩
天
歌
》
七
巻
は
、
七
言
詩
の
形
式
を
と
っ
て
三
垣
と
二
十
八
宿
を
解
説
し
た
も
の
。《
新
唐
書
》
巻
五
十
九
〈
藝
文
三
・
丙
部
子
録
・
天
文
類
〉

に
「
王
希
明
丹
元
子
歩
天
歌
一
巻
」
と
著
録
さ
れ
て
お
り
、《
丹
元
子
歩
天
歌
》
で
六
字
の
書
名
と
す
る
説
と
「
丹
元
子
」
を
「
王
希
明
」
の
号
と

す
る
説
、
さ
ら
に
は
「
王
希
明
」
と
「
丹
元
子
」
の
二
人
が
作
者
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。

（
10
） 

上
に
引
く
〈
上
宰
相
書
〉
の
中
で
、《
天
文
志
》
と
《
動
植
志
》
に
つ
い
て
は
鄭
樵
自
身
が
「
未
成
之
書
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
二
略
の

中
で
こ
の
二
書
が
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
張
舜
徽
が
指
摘
す
る
と
お
り
、〈
天
文
略
〉
の
記
述
は
、
お
お

む
ね
《
歩
天
歌
》
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
張
舜
徽
が
〈
昆
虫
草
木
略
〉
の
記
述
に
つ
い
て
《
本
草
成
書
》
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
す
る
の

は
、
鄭
樵
が
《
詩
経
》
の
中
で
理
解
し
が
た
い
の
は
「
鳥
獣
草
木
の
名
」
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
《
本
草
成
書
》
を
編
纂
し
（
鄭
樵
〈
寄
方
礼
部
書
〉（《
夾

漈
遺
稿
》
巻
二
））、
そ
の
学
習
の
基
礎
の
上
に
「
鳥
獣
草
木
の
真
」
を
得
た
後
、「〈
昆
虫
草
木
略
〉
を
作
っ
て
こ
の
方
面
の
知
識
を
総
合
し
た
」（《
通

志
》
巻
七
十
五
〈
昆
虫
草
木
略
・
序
）
と
説
明
し
て
い
る
の
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。《
本
草
成
書
》
は
佚
書
に
な
っ
て
い
る
の
で
、〈
昆
虫
草

木
略
）
と
の
関
係
と
具
体
的
な
影
響
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鄭
樵
〈
昆
虫
草
木
略
）
へ
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
著
作
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
唐
慎
微
《
証
類
本
草
》（
一
名
《
経
史
証
類
備
急
本
草
》）
で
あ
り
、
白
羽
の
調
査
に
よ
る
と
、〈
昆
虫
草
木
略
）
の
植
物
類
は
三
百

十
八
条
、
草
類
は
百
八
十
五
条
、
蔬
類
は
三
十
条
、
稲
粱
類
は
九
条
、
木
類
は
七
十
二
条
、
果
類
は
二
十
二
条
、
動
物
類
は
二
十
四
条
、
虫
魚
類
は

二
十
三
条
、
禽
類
は
一
条
が
そ
れ
ぞ
れ
《
証
類
本
草
》
の
記
述
を
参
考
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
同
氏
〈
論
鄭
樵
《
通
志
・
昆
虫
草
木
略
》
的
編
纂
〉

（《
史
学
史
研
究
》
二
〇
二
〇
年
第
四
期
、
北
京
師
範
大
学
）、
71
〜
72
頁
。

（
11
） 

原
文
の
「
奚
足
当
吹
剣
之
一
吷吷
乎
」
は
、《
荘
子
・
則
陽
》「
恵
子
曰
：『
夫
吹
筦
也
、
猶
有
嗃
也
。
吹
剣
首
者
、
吷吷
而
已
矣
。
尭
舜
、
人
之
所
誉
也
。

道
尭
舜
於
戴
晋
人
之
前
、
譬
猶
一
吷吷
也
』」
を
踏
ま
え
て
い
る
。

（
12
） 

乾
隆
十
二
年
（
一
七
四
七
）
に
武
英
殿
版
の
《
三
通
》
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

《
四
庫
提
要
》
は
李
吉
甫
《
元
和
郡
県
志
》
四
十
巻
に
つ
い
て
、「
輿
記
図
経
、
隋
唐
〈
志
〉
所
著
録
者
、
率
散
佚
無
存
。
其
伝
於
今
者
、
惟
此
書

為
最
古
、
其
体
例
亦
為
最
善
。
後
来
雖
逓
相
損
益
、
無
能
出
其
範
囲
。
今
録
以
冠
地
理
総
志
之
首
、
著
諸
家
祖
述
之
所
自
焉
」
と
評
し
て
い
る
。

（
14
） 

《
太
平
寰
宇
記
》
の
〈
自
序
〉
に
「
雖
則
賈
躭
有
《
十
道
述
》、
元
和
有
《
郡
国
志
》、
不
独
編
修
太
簡
、
抑
且
朝
代
不
同
」
と
あ
る
よ
う
に
、
楽

史
は
《
元
和
郡
県
志
》（《
元
和
郡
国
志
》
は
同
書
の
異
称
の
一
）
の
内
容
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
。

（
15
） 

引
用
原
典
の
《
宋
史
・
芸
文
志
三
》
に
「
契
丹
国
土
記
契
丹
疆
宇
図
二
巻
」
と
あ
り
、《
契
丹
疆
宇
図
》
は
《
契
丹
国
土
記
》
と
併
せ
て
著
録
さ

れ
て
い
る
。

（
16
） 

沈
括
《
夢
渓
筆
談
》
の
訳
文
は
、
沈
括
原
著
、
梅
原
郁
訳
注
《
夢
渓
筆
談
3
》（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）、
59
〜
60
頁
に
よ
る
。



五
二

（
17
） 

阮
元
《
疇
人
伝
》
に
お
い
て
、
宋
代
の
学
者
の
伝
記
は
、
巻
十
九
か
ら
巻
二
十
二
の
範
囲
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
伝
記
が
著
録
さ
れ

て
い
る
明
代
の
学
者
は
三
十
八
名
、
清
代
の
学
者
は
六
十
二
名
だ
か
ら
、「
歴
代
王
朝
」（
原
文
「
歴
朝
」）
が
指
す
範
囲
は
、
宋
以
前
の
各
王
朝
で
あ
る
。

（
18
） 
沈
括
《
補
筆
談
》
の
訳
文
は
、
前
掲
《
夢
渓
筆
談
3
》、
161
頁
に
よ
る
。

（
19
） 
訳
文
は
、
前
掲
書
、
162
頁
に
よ
る
。
薮
内
清
に
よ
る
と
、
西
天
竺
の
婆
羅
門
僧
金
倶
吒
が
著
し
た
《
七
曜
攘
災
決
》
の
中
に
、
立
春
を
正
月
一

日
に
固
定
し
、
節
気
に
よ
っ
て
月
を
区
切
っ
た
太
陽
暦
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
種
の
太
陽
暦
は
沈
括
の
発
明
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
暦

注
を
見
る
と
、
同
様
の
節
の
区
切
り
に
も
と
づ
く
計
算
が
す
で
に
六
朝
時
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
薮
内
清
《
定
本
中
国

の
天
文
暦
法
》
第
一
編
第
一
部
四
〈
唐
代
に
お
け
る
西
方
天
文
学
〉（《
薮
内
清
著
作
集
》
第
一
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
七
年
）、
194
〜
195
頁
。

（
20
） 

淮
南
の
人
衛
樸
が
奉
元
暦
を
作
っ
た
こ
と
は
、《
夢
渓
筆
談
》
巻
七
〈
象
数
一
〉・
巻
八
〈
象
数
二
〉・
巻
十
八
〈
技
芸
〉
に
見
え
る
。

（
21
） 

秦
九
韶
の
大
衍
術
に
つ
い
て
は
、
川
原
秀
城
《
数
と
易
の
中
国
思
想
史
―
術
数
学
と
は
何
か
》
第
四
章
第
二
節
〈
秦
九
韶
の
大
衍
術
〉（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
22
） 

《
数
書
九
章
》
の
中
で
、「
率
変
」
二
字
が
つ
ら
な
っ
て
出
現
す
る
の
は
一
カ
所
だ
け
で
あ
り
、
巻
三
下
「
田
域
」
の
「
環
田
三
積
」
と
題
す
る
問

題
に
対
す
る
解
法
の
冒
頭
に
「
以
方
田
及
少
広
率
変
求
之
」
と
あ
る
。
こ
の
句
に
対
す
る
周
冠
文
ら
の
現
代
中
国
語
訳
が
「
以
《
九
章
算
術
》
方
田

章
之
術
及
少
広
章
之
術
的
変
法
来
解
」（
周
冠
文
・
陳
信
伝
・
張
文
材
研
訳
《〈
数
書
九
章
〉
今
訳
及
研
究
》、
貴
州
教
育
出
版
社
、
一
九
九
三
年
版
、

200
頁
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
張
舜
徽
が
「
率
変
」
に
つ
い
て
秦
九
韶
が
創
出
し
た
計
算
法
の
一
つ
を
意
味
す
る
語
と
見
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
疑
念
が
生
じ
る
。

（
23
） 

明
・
程
大
位
〔
一
五
三
三
〜
一
六
〇
六
〕《
算
法
統
宗
》
巻
五
〈
物
不
知
総
〉（
十
二
巻
本
）
に
問
題
が
三
つ
並
ん
で
お
り
、
そ
の
第
一
問
が
《
孫

子
算
経
》
所
収
の
問
題
と
同
一
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
前
に
解
法
を
示
す
歌
「
三
人
同
行
七
十
稀
、
五
樹
梅
花
廿
一
枝
。
七
子
団
円
正
月
半
、
除
百

零
五
便
得
知
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
前
行
に
「
孫
子
歌
曰
」
四
字
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
「
又
云
韓
信
点
兵
也
」
の
注
記
が
見
え
る
。

（
24
） 

《
孫
子
算
経
》
に
は
答
の
数
字
「
二
十
三
」
に
続
き
、
以
下
の
よ
う
に
解
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 

  

術
曰
：
三
三
数
之
、
賸
二
、
置
一
百
四
十
。
五
五
数
之
、
賸
三
、
置
六
十
三
。
七
七
数
之
、
賸
二
、
置
三
十
。
并
之
、
得
二
百
三
十
三
。
以
二

百
一
十
減
之
、
即
得
。

 

こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
三
で
割
る
と
二
あ
ま
る
数
と
し
て
百
四
十
を
置
き
、
五
で
割
る
と
三
あ
ま
る
数
字
と
し
て
六
十
三
を
置
き
、
七
で
割

る
と
二
あ
ま
る
数
字
と
し
て
三
十
を
置
く
。
三
つ
の
数
字
の
合
計
は
二
百
三
十
三
に
な
る
。
こ
の
二
百
三
十
三
か
ら
（
三
と
五
と
七
を
掛
け
た
数
で

あ
る
百
五
の
倍
数
で
あ
る
）
二
百
十
を
引
く
と
答
の
二
十
三
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
「
百
五
減
算
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。



張
舜
徽〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉翻
訳
稿（
下
）（
水
上
）

五
三

 
　

張
舜
徽
の
説
明
「
各
以
所
剰
之
数
乗
之
、
相
加
得
二
百
三
十
三
」
に
よ
る
計
算
プ
ロ
セ
ス
は
こ
れ
と
異
な
り
、
五
×
七
、
三
×
七
、
三
×
五
の
倍

数
で
あ
る
七
十
、
二
十
一
、
十
五
を
ま
ず
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
上
に
示
さ
れ
て
い
る
剰
余
の
数
を
掛
け
て
、
七
十
×
二
＝
百
四
十
、
二
十
一
×
三
＝

六
十
三
、
十
五
×
二
＝
三
十
を
求
め
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
こ
と
で
二
百
三
十
三
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
計
算
プ
ロ
セ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宣

教
師
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
リ
ー
（A

lexander  W
ylie , 

漢
訳
名
：
偉
烈
亜
力
、
一
八
一
五
〜
一
八
八
七
）
が
上
海
刊
行
の
英
字
週
刊
新
聞

《N
orth -C

hina  H
erald

》（
漢
名
：
北
華
捷
報
）
上
に
、
一
八
五
二
年
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
発
表
し
た
論
文 Jottings  on  the  Science  

of  the  C
hinese : Arithm

etic  

に
見
え
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
汪
暁
勤
〈
大
衍
求
一
術
在
西
方
的
歴
程
〉（《
自
然
科
学

史
研
究
》
第
18
巻
第
3
期
、
一
九
九
九
年
）、
223
頁
を
参
照
。
な
お
右
の
問
題
の
解
法
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
原
著
、
芝
原
茂
ほ
か

訳
《
中
国
の
科
学
と
文
明
》
第
四
巻
〈
数
学
〉（
思
索
社
、
一
九
七
五
年
）、
131
頁
や
川
原
秀
城
《
数
と
易
の
中
国
思
想
史
―
術
数
学
と
は
何
か
》、

68
頁
を
参
照
。

（
25
） 

《
四
庫
提
要
》
の
「
暦
算
叢
書
六
十
二
巻
」
条
を
見
る
と
、《
暦
算
叢
書
》
は
梅
文
鼎
が
作
っ
た
《
暦
算
全
書
》
を
孫
の
梅
㲄㲄
成
が
編
輯
し
な
お
し

た
も
の
で
あ
り
、
㲄㲄
成
は
再
編
輯
の
際
、
自
作
の
《
赤
水
遺
珍
》
を
《
暦
算
叢
書
》
に
追
加
し
て
い
る
。

（
26
） 

底
本
の
中
で
「
大
木
作
做
法
」
に
な
っ
て
い
る
箇
所
に
対
す
る
引
用
原
典
《
営
造
法
式
》
の
原
文
は
「
大
木
作
制
度
」
と
な
っ
て
お
り
、
つ
づ
く

「
石
作
做
法
」
も
引
用
原
典
で
は
「
石
作
制
度
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、《
営
造
法
式
》
の
中
で
「
做
法
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

底
本
の
「
做
法
」
は
張
舜
徽
が
「
制
度
」
の
語
を
訳
し
た
も
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
「
做
法
」
の
語
は
、
清
代
の
工
部
が
編
纂
し
た
《
工
程
工

程
做
法
》
な
ど
の
後
代
の
建
築
学
関
係
の
書
物
に
は
見
え
る
。

（
27
） 

「
鑿
」
の
字
音
に
は
「
サ
ク
」（
入
声
）
と
「
ソ
ウ
」（
去
声
）
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
の
場
合
は
「
の
み
（
工
具
）」「
う
が
つ
」
な
ど
の
意
味
を

あ
ら
わ
す
。
後
者
の
場
合
は
「
漕
」
と
同
音
で
あ
り
、「
あ
な
」
の
意
味
に
な
る
。

（
28
） 

訳
文
は
、
前
掲
書
、
14
〜
15
頁
に
よ
る
。

（
29
） 

訳
文
は
、
前
掲
書
、
12
頁
に
よ
る
。

（
30
） 

訳
文
は
、《
夢
渓
筆
談
2
》（
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）、
266
頁
に
よ
る
。

（
31
） 

邵
博
《
邵
氏
聞
見
後
録
》
巻
四
に
「
章
子
厚
在
丞
相
府
、
顧
坐
客
曰
：『
延
安
師
章
質
夫
、
因
板
築
発
地
、
得
大
竹
、
根
半
已
変
石
。
西
辺
自
昔

無
竹
、
亦
一
異
也
。』
客
皆
無
語
。
先
人
独
曰
：『
天
地
回
南
作
北
有
幾
矣
。
公
以
為
今
日
之
延
安
為
自
天
地
以
来
西
辺
乎
。』
子
厚
太
息
曰
：『
先
生

観
物
之
学
也
。』
蓋
子
厚
蚤
出
康
節
門
下
也
」
と
あ
り
、
邵
雍
は
竹
の
化
石
に
関
す
る
話
を
耳
に
し
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
実
見
し
た
こ
と
が

あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。《
朱
子
語
類
》
巻
九
十
四
〈
周
子
之
書
・
太
極
図
〉
に
「
常
見
高
山
有
螺
蚌
殻
或
生
石
中
、
此
石
即
旧
日
之
土
、



五
四

螺
蚌
即
水
中
之
物
。
下
者
却
変
而
為
高
、
柔
者
変
而
為
剛
、
此
事
思
之
至
深
、
有
可
験
者
」
と
あ
り
、
朱
熹
は
貝
の
化
石
を
実
見
し
て
い
る
。

（
32
） 
山
田
慶
児
は
沈
括
と
朱
熹
の
関
係
に
つ
い
て
、「
水
底
が
隆
起
し
て
山
に
な
り
、
水
底
の
や
わ
ら
か
な
泥
砂
が
岩
石
に
な
る
。
化
石
が
そ
れ
を
証

明
す
る
。
こ
の
事
実
を
は
じ
め
て
正
確
に
指
摘
し
、
進
化
論
的
地
質
学
の
基
礎
を
お
い
た
の
は
、
北
宋
の
沈
括
で
あ
っ
た
。
朱
子
の
説
が
沈
括
の
理

論
に
由
来
す
る
の
は
、
か
れ
が
し
ば
し
ば
《
夢
渓
筆
談
》
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
ほ
ぼ
疑
い
を
い
れ
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
同
氏
《
朱

子
の
自
然
学
》（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）、
163
〜
164
頁
。

（
33
） 

訳
文
は
、
前
掲
書
、
4
〜
5
頁
に
よ
る
。

（
34
） 

「
連
理
」
以
下
は
い
ず
れ
も
瑞
兆
を
示
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
連
理
」
は
別
々
の
根
か
ら
生
え
た
二
本
の
木
の
枝
が
く
っ
つ
い
て
一
体
化

す
る
こ
と
。「
合
穎
」
は
一
本
の
茎
か
ら
二
つ
の
穂
が
出
て
く
る
こ
と
。「
双
葉
」
は
単
葉
が
双
葉
に
な
る
こ
と
か
。「
並
穎
」
は
一
つ
の
蔕
か
ら
二

つ
の
花
が
咲
く
こ
と
。

（
35
） 

原
文
の
「
若
種
園
蔬0

肥
沃
之
処
」
は
、
す
ぐ
後
に
来
る
「
園
圃0

肥
沃
之
地
」
と
の
対
応
を
考
え
る
と
、「
蔬
」
を
「
圃
」
に
作
る
べ
き
か
。

（
36
） 

《
物
類
相
感
志
》
は
、《
通
志
・
芸
文
略
》、《
宋
史
・
芸
文
志
》、《
郡
斎
読
書
志
・
後
志
巻
二
》、《
直
斎
書
録
解
題
・
雑
家
類
》
な
ど
に
よ
る
と
北

宋
の
僧
賛
寧
の
撰
。

　

正
誤
表
（
頁
と
行
は
底
本
に
よ
る
）

＊
二
五
四
頁
02
行 

《
通
鑑
綱
目
4

4

》
↓
《
通
鑑
目
録
4

4

》（
誤
記
を
訂
正
）

＊
二
五
四
頁
14
行 

《
通
鑑
紀
事
本
末
提
要
》
↓
《
通
鑑
紀
事
本
末
》
提
要
（
句
読
を
正
す
）

＊
二
五
八
頁
07
行 

所
当
削
存4

↓
所
当
削
去4

（
引
用
原
典
に
も
と
づ
い
て
訂
正
）

＊
二
六
一
頁
11
行 

《
地
理4

図
》
↓
《
地
里4

図
》（
引
用
原
典
に
も
と
づ
い
て
訂
正
）

＊
二
六
一
頁
13
〜
14
行 

《
益
州
地
理
図
》
↓
《
東
京
至

4

4

4

益
州
地
理
図
》（
引
用
原
典
に
も
と
づ
い
て
訂
正
）

＊
二
六
三
頁
07
行 

蕭
伯4

納
↓
蕭
訥4

伯
（「
蕭
伯
納
」
は
劇
作
家
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
）

＊
二
六
七
頁
10
行 

《
北
山
小4

集
》
↓
《
北
山
集
》（
誤
記
を
訂
正
）

＊
二
七
三
頁
11
行 

漫4

同
一
体
↓
復4

同
一
体
（
引
用
原
典
に
も
と
づ
い
て
訂
正
）

＊
二
七
三
頁
20
〜
21
行 

《
物
相
感
志
》
↓
《
物
類4

相
感
志
》（
誤
脱
を
訂
正
）

＊
二
七
三
頁
21
行 

冬
春4

↓
冬
青4

（
引
用
原
典
に
も
と
づ
い
て
訂
正
）


