
謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て

材

木

谷

敦

序

謝
肇
淛
︵
一
五
六
七
│
一
六
二
四
︶﹃
文
海
披
沙
﹄
巻
五
﹁
体
物
之
妙
﹂
条
に
言
う
︒

古
人
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
ご
く
簡
単
に
書
き
流
し
た
よ
う
な
部
分
で
も
︑
描
写
が
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
︒
例
え
ば
︑
曹
植
﹁
雀

賦
｣(
)
に
は
﹁
頭
は
顆
蒜
の
ご
と
く
︑
目
は
擘
椒
の
ご
と
し
﹂
と
あ
る
︒
楊
慎
が
引
く
白
居
易
﹁
荔
枝
序
｣(
)
に
﹁
核
は
琴
軫
の
ご

�

�

と
し
﹂
と
あ
る
の
も
︑
描
写
が
と
て
も
的
確
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
白
居
易
の
作
品
集
で
確
認
し
て
み
る
と
︑
本
来
は
︹﹁
琴

軫
﹂
で
は
な
く
︺﹁
枇
杷
﹂
に
作
る
︒
楊
慎
が
意
図
的
に
改
め
た
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
(

)
︒
し
か
し
︑﹁
枇
杷
﹂
と
い
う
言

�

葉
よ
り
も
﹁
琴
軫
﹂
の
ほ
う
が
よ
い
(

)
︒
	

古
人
の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
ろ
う
と
し
て
︑
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
を
例
に
挙
げ
た
後
︑
結
果
と
し
て
︑
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

一
八
九



の
で
は
な
く
︑
楊
慎
︵
一
四
八
八
│
一
五
五
九
︶
が
引
い
て
見
せ
た
状
態
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
を
賞

賛
さ
れ
る
べ
き
古
人
は
︑
曹
植
の
ほ
か
に
は
︑
楊
慎
で
は
な
く
︑
白
居
易
で
あ
っ
た
は
ず
で
は
な
い
か
︒
楊
慎
は
︑
ご
く
簡
単
で
あ
り
な

が
ら
描
写
が
素
晴
ら
し
い
テ
ク
ス
ト
を
書
い
た
古
い
時
代
の
人
物
で
は
な
く
︑
他
者
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
る
意
図
を
以
て
│
│
よ
く
考
え
た

上
で
│
│
改
変
し
た
比
較
的
近
い
時
代
の
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
︒
白
居
易
が
賞
賛
の
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
議
論
が
古
人

の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
と
い
う
当
初
の
問
題
か
ら
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒

謝
肇
淛
は
︑
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
を
何
か
で
読
み
︑
そ
の
表
現
が
印
象
に
残
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
楊
慎

の
著
作
で
読
み
︑
そ
の
表
現
が
や
は
り
印
象
に
残
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
材
料
に
︑
古
人
の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ

い
て
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
︒
あ
る
程
度
ま
で
考
え
る
か
実
際
に
書
き
始
め
る
か
し
た
時
点
で
︑
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
を
原
典
で
確
認

し
た
結
果
︑
楊
慎
に
よ
る
引
用
と
の
異
同
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
古
人
の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
単
純
に
賞
賛
す
る

よ
う
な
方
向
で
は
済
ま
ず
︑
予
定
さ
れ
た
議
論
と
は
方
向
が
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
こ
の

一
条
は
︑
楊
慎
の
意
図
的
な
改
作
を
賞
賛
す
る
方
向
へ
と
不
自
然
な
形
で
変
化
し
な
が
ら
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

謝
肇
淛
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
し
ば
し
ば
楊
慎
の
言
説
に
訂
正
を
加
え
た
り
疑
義
を
示
し
た
り
し
て
い
る
の
に
︑
こ
こ
で
は
そ
う
い
う

方
向
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
こ
の
一
条
を
書
く
の
を
や
め
る
こ
と
も
選
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
の
原
典
な
ど
確
認
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
︒
こ
の
一
条
を
書
こ
う
と
す
る
時
︑
謝
肇
淛
は
そ
う
思
っ
た
だ
ろ
う

か
︒
本
稿
は
︑
先
の
一
条
か
ら
得
ら
れ
た
こ
の
散
漫
な
問
い
を
め
ぐ
っ
て
︑
検
討
を
試
み
る
︒

謝
肇
淛
は
詩
作
や
詩
論
で
知
ら
れ
る
ほ
か
︑
著
作
と
し
て
は
﹃
五
雑
組
﹄
が
特
に
知
ら
れ
て
い
る
︒﹃
文
海
披
沙
﹄
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
知
見
や
考
察
を
書
き
留
め
た
書
物
で
あ
り
︑﹃
五
雑
組
﹄
に
似
る
︒
し
か
し
︑
感
想
の
よ
う
な
内
容
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
点

で
︑
異
な
る
傾
向
が
あ
る
と
も
言
え
る
︒
謝
肇
淛
の
言
説
の
あ
り
か
た
を
理
解
す
る
上
で
は
﹃
文
海
披
沙
﹄
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

は
一
定
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
上
で
︑
と
り
あ
え
ず
比
較
的
瑣
末
な
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
︒

中
国
語
原
文
は
拙
訳
に
よ
り
︑
原
文
を
註
に
示
す
︵
句
読
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
引
用
者
に
よ
る
︶︒
訳
文
中
の
︹

︺
は
補
足
な

ど
を
示
す
︒

一
九
〇



一

テ
ク
ス
ト
の
信
頼
性

﹁
琴
軫
﹂
と
い
う
言
葉
よ
り
も
﹁
枇
杷
﹂
の
ほ
う
が
よ
い
︒
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
た
だ
単
に
曹
植
と
白
居
易
を
賞
賛
す
る

だ
け
の
議
論
に
な
り
︑
流
れ
と
し
て
は
自
然
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
本
稿
冒
頭
の
引
用
部
分
の
末
尾
は
︑﹁
枇
杷
﹂
と
﹁
琴
軫
﹂
と

が
書
き
間
違
い
や
誤
刻
な
ど
に
よ
り
転
倒
し
て
い
る
と
い
う
疑
い
を
排
除
で
き
な
い
︒
テ
ク
ス
ト
の
信
頼
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

﹃
文
海
披
沙
﹄
の
現
存
す
る
最
先
の
刊
本
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
万
暦
三
七
︵
一
六
〇
九
︶
年
序
刊
八
巻
本

で
あ
る
(

)
︒
ほ
か
に
︑
や
や
後
れ
る
明
刊
本
と
し
て
︑
劉
海
燕
﹁
謝
肇
淛
筆
記
三
種
考
論
﹂
に
よ
れ
ば
︑
万
暦
三
九
︵
一
六
一
一
︶
年




序
刊
六
巻
本
︵
福
建
師
範
大
学
図
書
館
蔵
︶
及
び
内
容
や
版
面
か
ら
こ
れ
と
同
系
統
と
さ
れ
る
第
五
～
八
巻
の
残
本
︵
南
開
大
学
図
書
館

蔵
︶
が
あ
り
︑
劉
氏
は
そ
れ
ら
万
暦
三
九
年
序
刊
本
系
統
二
本
と
万
暦
三
七
年
序
刊
本
と
の
間
で
は
内
容
な
ど
に
異
同
が
あ
る
と
言

う
(

)
︒
�劉

氏
の
挙
げ
る
万
暦
三
九
年
序
刊
本
系
統
二
本
そ
の
も
の
は
︑
本
稿
に
と
っ
て
未
見
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫

所
蔵
の
﹃
文
海
披
沙
﹄
明
刊
本
二
本
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
と
も
に
八
巻
本
で
あ
り
︑
一
本
は
万
暦
三
九
年
の
序
一
篇
を
持
ち
︑
も

う
一
本
は
万
暦
三
七
年
の
序
二
篇
と
万
暦
三
九
年
の
序
一
篇
を
持
つ
(

)
︒
序
の
多
寡
を
異
に
す
る
も
の
の
︑
版
面
な
ど
か
ら
す
れ
ば
︑



二
本
は
同
板
と
見
受
け
ら
れ
る
︵
先
後
関
係
は
わ
か
ら
な
い
︶︒

劉
氏
は
万
暦
三
七
年
序
刊
本
と
万
暦
三
九
年
序
刊
本
系
統
に
つ
い
て
︑
項
目
の
数
の
差
異
や
一
部
の
項
目
の
内
容
上
の
差
異
な
ど
を
示

し
て
い
る
︒
そ
の
示
さ
れ
る
限
り
の
差
異
か
ら
す
れ
ば
︑
内
閣
文
庫
所
蔵
の
二
本
は
︑
万
暦
三
七
年
序
刊
本
で
は
な
く
︑
劉
氏
が
福
建
師

範
大
学
所
蔵
の
六
巻
本
と
南
開
大
学
所
蔵
の
残
巻
か
ら
想
定
し
た
万
暦
三
九
年
序
刊
本
系
統
に
︑
ほ
ぼ
一
致
す
る
(

)
︒
�

本
稿
冒
頭
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
言
う
と
︑
万
暦
三
七
年
序
刊
本
と
︑
内
閣
文
庫
所
蔵
万
暦
三
九
年
序
刊
本
と
の
間
で
︑
文
字
の
異
同

は
な
い
︒
謝
肇
淛
の
存
命
中
に
刊
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
﹃
文
海
披
沙
﹄
が
少
な
く
と
も
二
種
類
あ
り
︑
文
言
に
変
更
を
加
え
ら
れ
た
部
分

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

一
九
一



と
変
更
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
中
で
︑
先
の
引
用
は
変
更
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(

)
︒
�

さ
し
あ
た
り
︑
先
の
引
用
に
つ
い
て
テ
ク
ス
ト
の
信
頼
性
を
疑
う
理
由
は
︑
存
在
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒﹁
枇
杷
﹂
と
い
う
言

葉
よ
り
も
﹁
琴
軫
﹂
の
ほ
う
が
よ
い
︒
謝
肇
淛
は
そ
う
と
し
か
書
か
な
か
っ
た
し
︑
誤
刻
で
も
な
い
︒
本
稿
は
そ
う
考
え
る
こ
と
に
す

る
︒

二

原
典
確
認
の
意
味

謝
肇
淛
が
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
原
典
を
確
認
し
な
け
れ
ば
︑
議
論
は
│
│
少
な
く
と
も
表
面
上
は
│
│
自
然
に
進
ん
だ
は
ず

で
あ
る
︒
謝
肇
淛
が
原
典
を
確
認
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
︑
謝
肇
淛
が
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
原
典
を
確
認
す
る
必
要
を
感
じ
た
こ
と
に
は
︑
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
︒
ご
く
単
純
に
言
う
と
︑
謝
肇
淛
が
楊
慎
に
よ
る
引
用
を
当
て
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
︒
楊

慎
は
博
識
で
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
︑
そ
の
著
作
に
問
題
が
多
い
こ
と
は
︑
陳
耀
文
︵
一
五
二
四
│
一
六
〇
五
︶﹃
正
楊
﹄︵
一
五
六
七

年
︶︑
胡
応
麟
︵
一
五
五
一
│
一
六
〇
二
︶﹃
丹
鉛
新
録
﹄﹃
芸
林
学
山
﹄︵
と
も
に
一
五
九
〇
年
︶
の
よ
う
な
楊
慎
の
著
作
を
訂
正
す
る
書

物
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
︑
当
時
の
一
定
の
共
通
認
識
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
謝
肇
淛
も
そ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
陳
耀
文
︑
胡
応
麟
︑
謝
肇
淛
の
順
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
を
確
認
し
て
み
た
い
︒

陳
耀
文
﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
は
︑
楊
慎
の
著
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
︒

わ
た
し
は
楊
慎
の
著
作
を
読
み
︑
立
論
と
い
う
も
の
の
難
し
さ
を
心
の
底
か
ら
嘆
く
︒
そ
も
そ
も
︑
世
間
で
楊
慎
を
賞
賛
す
る
ひ

と
は
︑
公
平
さ
が
徹
底
し
て
い
る
と
か
︑
諸
家
の
議
論
を
総
合
し
て
い
る
と
か
言
う
ば
か
り
で
あ
る
し
︑
楊
慎
は
空
前
絶
後
を
自
任

し
て
い
る
︒
今
こ
こ
︹﹃
正
楊
﹄
を
指
す
︺
で
見
る
の
は
わ
ず
か
に
数
種
類
︹
の
著
作
︺
に
過
ぎ
な
い
の
に
︑
間
違
い
や
自
己
矛
盾

は
こ
の
︹﹃
正
楊
﹄
に
見
ら
れ
る
︺
通
り
で
あ
る
︒
適
当
に
自
分
な
り
に
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
な
が
ら
博
学
ぶ
っ
て
い
た
だ
け

一
九
二



な
の
か
︑
そ
れ
と
も
材
料
を
持
っ
て
い
て
も
記
録
し
伝
え
る
者
の
中
に
忠
臣
が
い
な
か
っ
た
の
か
(

)
︒
10

楊
慎
そ
の
ひ
と
の
み
な
ら
ず
楊
慎
を
評
価
す
る
層
を
も
批
判
し
つ
つ
︑
楊
慎
の
著
作
の
問
題
点
に
つ
い
て
酷
評
し
て
い
る
︒
四
庫
提
要

に
も
言
う
よ
う
に
︑
陳
耀
文
は
楊
慎
に
対
し
て
攻
撃
的
だ
っ
た
︒

陳
耀
文
は
そ
の
︹
楊
慎
の
著
作
の
︺
間
違
い
を
検
討
し
て
正
し
︑
誤
解
が
広
が
り
他
に
及
ぶ
こ
と
を
防
い
だ
の
で
︑
学
ぶ
者
に
と

っ
て
功
な
し
と
し
な
い
︒
し
か
し
︑
名
を
争
お
う
と
し
た
こ
と
か
ら
欠
点
が
生
じ
て
お
り
︑
言
葉
は
た
い
て
い
攻
撃
的
︑
悪
口
や
嘲

笑
だ
ら
け
で
あ
る
︒
古
人
は
不
満
を
抱
い
て
論
争
し
て
も
│
│
例
え
ば
︑
北
宋
・
呉
縝
が
︹﹃
新
唐
書
糾
謬
﹄
に
お
い
て
︺﹃
新
唐

書
﹄
を
正
し
た
よ
う
な
場
合
で
も
│
│
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
︒
著
作
と
い
う
も
の
の
あ
る
べ
き
形
か
ら
︑
特
に
外
れ
て
い

る
(

)
︒
11

﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
と
思
し
い
胡
応
麟
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

わ
た
し
が
楊
慎
の
問
題
点
を
見
た
と
こ
ろ
︑
だ
い
た
い
ふ
た
つ
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
テ
ー
マ
が
高
度
過
ぎ
る
こ
と

で
あ
り
︑
ひ
と
つ
は
持
論
が
大
胆
過
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
︒
テ
ー
マ
が
高
度
過
ぎ
る
の
で
︑
常
識
外
れ
に
な
り
︑
先
人
の
説
に
つ
い

て
︑
浅
薄
な
も
の
を
穿
鑿
し
て
深
遠
と
見
な
し
て
し
ま
い
︑
明
瞭
な
も
の
を
か
き
乱
し
て
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
う
︒
持
論
が
大
胆
過

ぎ
る
の
で
疎
漏
に
な
り
︑
先
人
の
説
に
つ
い
て
︑
お
か
し
な
も
の
を
い
き
な
り
信
じ
込
ん
で
し
ま
い
︑
も
っ
と
も
な
も
の
を
い
き
な

り
間
違
い
と
し
て
し
ま
う
︒
旧
説
の
剽
窃
や
︑
古
書
に
対
す
る
矛
盾
に
至
っ
て
は
︑
人
々
が
だ
い
た
い
そ
の
こ
と
で
楊
慎
を
非
難
し

て
い
る
の
は
︑
そ
れ
も
ま
た
間
違
い
で
あ
る
︒
楊
慎
は
早
い
時
期
に
謫
せ
ら
れ
て
西
南
地
域
の
守
備
の
任
に
就
き
︑
書
物
を
携
え
る

こ
と
も
難
し
か
っ
た
の
で
︑
記
憶
か
ら
引
き
出
す
し
か
な
か
っ
た
︒
千
慮
に
一
失
が
生
じ
る
の
も
︑
状
況
か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
も
な

こ
と
で
あ
る
︒
わ
た
し
が
楊
慎
の
遺
文
を
読
む
と
︑
ま
さ
に
先
賢
で
あ
り
︑
一
言
で
ポ
イ
ン
ト
を
突
い
て
い
る
︒
み
な
評
価
し
︑
関

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶
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心
を
払
う
の
が
適
切
で
あ
る
︒
陳
耀
文
は
︑
楊
慎
の
言
葉
に
乱
雑
で
理
解
し
に
く
い
点
が
多
い
の
は
︑
記
載
し
て
広
め
よ
う
と
し
た

際
に
忠
臣
が
い
な
か
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
わ
た
し
は
楊
慎
を
心
か
ら
慕
い
︑
そ
の
一
助
と
な
り

た
い
の
で
︑
読
書
の
合
間
に
少
し
間
違
い
を
正
し
て
み
た
︒
浅
学
非
才
な
が
ら
︑
い
つ
か
楊
慎
の
も
と
で
忠
臣
の
ひ
と
り
に
数
え
ら

れ
た
い
も
の
だ
(

)
︒
12

楊
慎
の
著
作
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
︑
楊
慎
の
抱
え
た
特
殊
事
情
か
ら
理
解
を
示
し
︑
一
定
の
評
価
を
し
て
お
り
︑﹁﹃
正
楊
﹄

序
﹂
に
比
べ
れ
ば
︑
好
意
的
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
に
お
い
て
は
楊
慎
を
評
価
す
る
層
ま
で
批
判
対
象
と
な
っ
て
い

た
と
こ
ろ
︑
こ
こ
で
は
楊
慎
を
批
判
す
る
層
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
陳
耀
文
の
言
説
と
さ
れ
て
い
る
部
分
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂

の
内
容
を
曲
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
忠
臣
﹂
の
不
在
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
に
お
い
て
は
非
難
に
伴
う
想
像
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ

た
と
こ
ろ
︑﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
に
お
い
て
は
斟
酌
す
べ
き
事
情
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
伴
い
︑﹁
忠
臣
﹂
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄

序
﹂
に
お
い
て
は
﹁
誠
実
な
人
物
﹂
程
度
の
意
味
に
も
﹁
錯
誤
に
つ
い
て
忠
告
し
て
く
れ
る
人
物
﹂
の
意
味
に
も
理
解
さ
れ
得
る
と
こ

ろ
︑﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
後
者
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
︒﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
だ
け
を
見
る
と
陳
耀
文
も
楊
慎
に

対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
で
あ
る
︒

謝
肇
淛
は
︑
そ
の
著
作
で
し
ば
し
ば
楊
慎
に
言
及
す
る
︒
特
に
﹃
文
海
披
沙
﹄
に
お
い
て
は
︑
単
な
る
引
用
や
錯
誤
な
ど
の
細
か
い
指

摘
以
外
に
︑
楊
慎
の
問
題
点
に
関
す
る
認
識
を
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
で
述
べ
る
言
説
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
言
説
に
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄

序
﹂
や
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
︒

﹃
文
海
披
沙
﹄
巻
五
﹁
楊
用
修
﹂
第
一
条
に
言
う
︒

本
朝
に
お
け
る
博
識
は
楊
慎
が
最
高
で
あ
る
︒
そ
の
議
論
︑
考
証
︑
攻
撃
︑
非
難
に
は
︑
全
力
が
注
が
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ

の
著
作
は
間
違
い
の
程
度
が
そ
の
言
葉
よ
り
も
激
し
い
︒
だ
か
ら
︑
後
の
ひ
と
も
好
ん
で
そ
の
間
違
い
を
正
し
て
批
判
し
て
い
る
︒

わ
た
し
は
︑
古
人
の
著
作
と
い
う
も
の
は
︑
意
見
の
違
い
と
か
記
憶
の
間
違
い
と
か
見
聞
の
偏
り
と
か
の
問
題
を
免
れ
な
い
と
思

一
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う
︒
後
の
読
者
は
適
宜
修
正
を
加
え
れ
ば
︑
忠
臣
た
る
を
失
わ
な
い
︒
過
度
な
要
求
や
罵
倒
は
︑
妄
言
を
蔓
延
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ

る
︒
昔
な
ら
︑
誤
り
の
訂
正
に
は
ま
だ
寛
容
さ
が
あ
っ
た
︒
楊
慎
に
至
る
と
︑
口
に
任
せ
て
罵
倒
を
加
え
る
こ
と
が
極
度
に
な
っ

た
︒
自
分
で
は
他
人
を
攻
撃
す
る
の
を
好
ん
で
い
な
が
ら
他
人
に
は
自
分
を
攻
撃
し
て
欲
し
く
な
い
な
ど
︑
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

王
世
貞
は
楊
慎
を
参
考
に
し
た
の
で
︑
そ
の
持
論
に
は
穏
当
な
も
の
が
あ
る
(

)
︒
13

こ
こ
に
言
う
﹁
忠
臣
﹂
は
︑
直
接
に
は
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
を
︑
間
接
的
に
は
﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
を
︑
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
謝
肇
淛
の
議
論
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
や
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
に
お
け
る
議
論
の
流
れ
の
延
長
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
楊
慎
を
批
判
す
る
層
を
意
識
し
て
い
る
点
で
︑
立
場
と
し
て
は
︑﹁﹃
正
楊
﹄
序
﹂
よ
り
も
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
に
近
い
も

の
が
あ
る
︒

謝
肇
淛
は
︑
楊
慎
の
著
作
に
見
ら
れ
る
錯
誤
な
ど
の
問
題
点
に
つ
い
て
︑
人
間
の
一
般
的
な
限
界
か
ら
理
解
を
示
し
た
上
で
︑
議
論
の

焦
点
を
批
判
と
い
う
も
の
の
あ
り
か
た
に
移
し
︑
穏
当
さ
を
希
求
し
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
過
度
な
要
求
や
罵
倒
﹂
は
︑
お
そ
ら
く
陳
耀
文

を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
人
間
の
一
般
的
な
限
界
か
ら
考
え
て
理
解
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
楊
慎
固
有
の
事
情
を
考

え
て
理
解
を
示
し
た
﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
と
比
較
す
れ
ば
︑
よ
り
根
本
的
な
レ
ベ
ル
で
﹁
し
か
た
が
な
か
っ
た
﹂
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
な
り
︑﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
の
場
合
よ
り
も
楊
慎
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
︒
総
じ
て
︑
謝
肇
淛
に
は
︑
楊
慎
の
著

作
に
見
ら
れ
る
錯
誤
な
ど
の
問
題
点
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
︑
一
方
で
謝
肇
淛
が
そ
れ
ら
問
題
点
を
抱
え
た
楊
慎
に
対
し
て
好
意

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹁
楊
用
修
﹂
第
二
条
に
言
う
︒

楊
慎
は
優
れ
た
才
能
が
あ
っ
た
上
に
︑
宰
相
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
中
書
省
や
秘
書
省
で
読
書
を
し
た
の
で
︑
宮
中
に
あ
っ

た
珍
し
く
て
世
間
に
は
出
回
っ
て
い
な
い
よ
う
な
本
を
し
ば
し
ば
密
か
に
手
に
し
た
︒
そ
の
雄
弁
と
博
識
に
は
当
然
に
理
由
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
︒
遠
く
辺
地
に
流
さ
れ
失
意
の
時
期
を
過
ご
す
よ
う
に
な
る
と
︑
自
分
の
記
憶
だ
け
に
基
づ
い
て
引
用
傍
証
を
す
る

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
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こ
と
が
あ
っ
た
︒
質
せ
ば
﹁
昔
の
こ
れ
こ
れ
の
本
に
出
て
い
る
﹂
と
言
っ
た
︒︹
博
識
で
儀
礼
の
権
威
で
あ
っ
た
︺
北
宋
・
陳
彭
年

が
馬
車
で
誤
っ
た
ル
ー
ト
を
通
行
し
た
際
︑﹁
典
故
が
あ
る
﹂
と
言
っ
た
の
で
︑
諸
官
が
陳
彭
年
の
博
識
に
は
か
な
わ
な
い
と
考
え

て
陳
彭
年
を
正
す
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
古
人
の
﹃
山
海
経
﹄﹃
淮
南
子
﹄﹃
洞
冥
記
﹄﹃
述
異

記
﹄
な
ど
の
書
物
が
虚
実
相
半
ば
す
る
こ
と
に
至
っ
て
は
︑
思
え
ば
当
然
と
い
う
こ
と
な
の
だ
(

)
︒
14

こ
れ
は
︑﹁﹃
丹
鉛
新
録
﹄
引
﹂
の
﹁
忠
臣
﹂
的
問
題
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
言
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
楊
慎
の
あ
り
か
た
に
つ
い

て
︑
あ
る
種
の
典
故
を
持
ち
出
す
こ
と
で
︑﹁
あ
り
得
べ
き
こ
と
﹂
と
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
︒
周
囲
か
ら
錯
誤
を
指
摘
で
き
る
よ

う
な
存
在
だ
っ
た
か
ど
う
か
︒
結
果
と
し
て
︑
楊
慎
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
実
力
ゆ
え
に
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
不
幸
の
よ
う
な
何
か

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
楊
慎
の
著
作
に
見
ら
れ
る
錯
誤
な
ど
の
問
題
点
に
対
す
る
認
識
が
謝
肇
淛
に
あ
っ
た
こ

と
︑
一
方
で
は
そ
れ
ら
問
題
点
を
抱
え
た
楊
慎
に
対
し
て
謝
肇
淛
が
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒

三

も
う
ひ
と
つ
の
引
用

好
意
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
︑
錯
誤
な
ど
の
問
題
点
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
︒

﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
︑
謝
肇
淛
に
は
︑
楊
慎
の
著
作
に
見
ら
れ
る
錯
誤
な
ど
の
問
題
点
に
対
す
る
認
識
が
あ
り
︑
し

た
が
っ
て
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
楊
慎
の
引
用
を
当
て
に
せ
ず
原
典
を
確
認
し
た
と
考
え
る
と
し
よ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
時
の
謝

肇
淛
が
誰
に
よ
る
引
用
で
あ
っ
て
も
原
典
を
確
認
す
る
手
続
を
踏
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
こ
で
殊
更
に
楊
慎
に
よ
る
引
用
に
対
す
る
謝

肇
淛
の
扱
い
を
問
題
に
す
る
意
味
や
︑
ま
た
謝
肇
淛
の
楊
慎
観
の
よ
う
な
も
の
を
云
々
す
る
意
味
も
︑
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

そ
こ
で
︑
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

謝
肇
淛
は
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
を
何
に
基
づ
い
て
引
用
し
た
の
か
︒
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
の
題
は
︑
今
見
え
る
限
り
一
般
に
は
﹁
雀
賦
﹂
で

一
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は
な
く
﹁
鷂
雀
賦
﹂
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
曹
植
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
は
﹁
鷂
﹂
と
﹁
雀
﹂
の
対
話
で
あ
り
︑﹁
雀
賦
﹂
で
は
題
名
と
し

て
適
切
さ
を
欠
く
の
で
︑
曹
植
の
作
品
を
収
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
書
物
が
︑
題
を
﹁
雀
賦
﹂
に
作
る
と
は
考
え
に
く
く
︑
し
た
が
っ

て
謝
肇
淛
が
何
か
原
典
の
よ
う
な
も
の
を
確
認
し
た
上
で
引
用
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
(

)
︒
ま
た
︑
今
見
え
る
﹁
鷂
雀
賦
﹂
は
︑

15

﹁
顆
蒜
﹂
で
は
な
く
︑﹁
蒜
顆
﹂
或
い
は
﹁
果
蒜
﹂
に
作
る
(

)
︒
こ
の
点
か
ら
も
謝
肇
淛
が
何
か
原
典
の
よ
う
な
も
の
を
確
認
し
た
上
で

16

引
用
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
(

)
︒
17

だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
楊
慎
の
著
作
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
と
も
考
え
に
く
い
︒
楊
慎
の
著
作
か
ら
孫
引
き
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
白
居
易

の
場
合
と
同
様
に
原
典
を
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
り
︑
謝
肇
淛
は
題
の
問
題
や
文
字
の
異
同
に
気
付
い
た
は
ず
で
あ

る
︒
管
見
の
限
り
楊
慎
の
著
作
に
は
曹
植
の
あ
の
テ
ク
ス
ト
は
現
れ
な
い
も
の
の
︑
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
ど
う
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
︒謝

肇
淛
が
引
く
二
句
は
︑
今
見
え
る
﹁
鷂
雀
賦
﹂
に
あ
っ
て
は
連
続
し
て
は
現
れ
ず
︑
長
い
賦
の
中
で
飛
び
飛
び
に
現
れ
る
︒
そ
の
こ

と
と
題
の
問
題
や
文
字
の
異
同
の
問
題
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
謝
肇
淛
は
︑
過
去
に
読
ん
だ
何
か
の
テ
ク
ス
ト
の
記
憶
に
基
づ
き
(

)
︑
18

飛
び
飛
び
に
現
れ
て
い
た
二
句
を
議
論
の
必
要
に
応
じ
て
ま
と
め
て
引
用
し
て
見
せ
︑
そ
の
際
に
た
ま
た
ま
記
憶
の
ま
ま
に
題
を
誤
り
︑

た
ま
た
ま
記
憶
の
ま
ま
に
﹁
顆
蒜
﹂
と
し
た
︑
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
︑
何
に
基
づ
い
て
引
用
し
た
の
か
な
ど
考
え
る
べ
く
も
な

い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
同
じ
二
句
を
﹁
雀
賦
﹂
の
も
の
と
し
て
引
き
︑﹁
蒜
顆
﹂
や
﹁
果
蒜
﹂
で
は
な
く
﹁
顆
蒜
﹂

に
作
る
書
物
が
存
在
す
る
の
で
︑
そ
の
見
立
て
は
選
び
に
く
い
︒

宋
・
陸
佃
﹃
埤
雅
﹄
巻
九
﹁
釈
鳥
﹂﹁
雀
﹂
条
に
言
う
︒

﹁
雀
賦
﹂
に
﹁
頭
は
顆
蒜
の
ご
と
く
︑
目
は
擘
椒
の
ご
と
し
﹂
と
あ
る
(

)
︒
19

曹
植
の
名
に
言
及
が
な
い
点
は
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
︵
或
い
は
︑
本
に
よ
っ
て
は
曹
植
の
名
を
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
︶︑
件
の
二
句

が
題
も
文
言
も
一
致
し
て
現
れ
る
︒﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
︑
謝
肇
淛
が
﹃
埤
雅
﹄
に
基
づ
い
て
件
の
二
句
を
引
い
て
曹

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

一
九
七



植
の
名
を
記
憶
に
基
づ
い
て
補
っ
た
と
か
︑
謝
肇
淛
が
陸
佃
の
見
た
も
の
と
同
じ
よ
う
な
系
統
の
曹
植
の
別
集
の
類
に
基
づ
い
て
た
ま
た

ま
陸
佃
と
同
じ
二
句
を
選
ん
で
︵
当
然
に
︶
曹
植
の
名
を
記
し
た
と
か
︵
そ
の
場
合
︑
そ
の
本
は
題
を
﹁
雀
賦
﹂
と
作
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
︶︑
も
と
も
と
件
の
二
句
を
抜
き
出
し
て
示
し
た
何
か
の
本
が
あ
っ
て
︵
そ
の
場
合
も
︑
そ
の
本
は
題
を
﹁
雀
賦
﹂
と
作
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
︒
曹
植
の
名
は
記
し
て
い
て
も
い
な
く
て
も
よ
い
︶
陸
佃
も
謝
肇
淛
も
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
本
を
参
照
し
た
と
か
︑﹃
埤

雅
﹄
を
引
く
何
か
の
本
(

)
か
ら
謝
肇
淛
が
﹃
埤
雅
﹄
を
孫
引
き
し
た
と
か
︑
何
通
り
か
の
想
像
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
︵
い
ず
れ
の
場
合

20

も
︑
謝
肇
淛
は
賦
の
正
確
な
題
を
思
い
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︶︒

た
だ
︑
謝
肇
淛
が
﹃
五
雑
組
﹄︵
一
六
一
六
年
序
刊
︶
で
何
度
か
﹃
埤
雅
﹄
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
(

)
︒
謝
肇
淛
が

21

﹃
文
海
披
沙
﹄
執
筆
時
か
ら
﹃
埤
雅
﹄
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
︑
ほ
か
の
想
像
を
完

全
に
は
排
除
で
き
な
い
と
し
て
も
︑
謝
肇
淛
が
﹃
埤
雅
﹄
に
基
づ
い
て
件
の
二
句
を
引
い
て
曹
植
の
名
を
記
憶
に
基
づ
い
て
補
っ
た
と
い

う
想
像
が
︑
最
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

謝
肇
淛
に
よ
る
曹
植
の
引
用
が
原
典
に
よ
ら
ず
﹃
埤
雅
﹄
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し

た
時
の
謝
肇
淛
は
︑
誰
に
よ
る
引
用
で
あ
っ
て
も
原
典
を
確
認
す
る
手
続
を
踏
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
し
た

が
っ
て
︑
楊
慎
に
よ
る
引
用
に
対
す
る
扱
い
を
問
題
に
す
る
意
味
も
︑
ま
た
謝
肇
淛
の
楊
慎
観
の
よ
う
な
も
の
を
云
々
す
る
意
味
も
︑
一

応
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
︑﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
の
謝
肇
淛
が
白
居
易
の

テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
原
典
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
は
︑
ほ
か
で
も
な
く
楊
慎
に
よ
る
引
用
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

四

奇
と
い
う
こ
と

﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
の
謝
肇
淛
に
と
っ
て
︑
楊
慎
の
引
用
に
係
る
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
原
典
を
確
認
す

る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
普
段
な
ら
ば
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
の
に
よ
り
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
わ
ざ
わ
ざ
原
典
を
確

認
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
と
異
な
り
︑
原
典
を
確
認
し
た
と
い
う
行
動
そ
れ
自
体
か
ら
は
︑
原
典
を
確
認
し
な
け
れ
ば
よ
か

一
九
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っ
た
と
謝
肇
淛
が
思
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

原
典
を
確
認
し
た
結
果
︑
楊
慎
に
よ
る
引
用
と
の
異
同
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
︑
そ
こ
で
謝
肇
淛
が
楊
慎
の
錯
誤
を
指
摘
す
る
内

容
を
書
い
た
と
か
あ
の
一
条
を
書
く
の
を
や
め
る
と
か
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
謝
肇
淛
は
原
典
を
確
認
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
は
思
わ

ず
︑
む
し
ろ
原
典
を
確
認
し
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
と
︑
想
像
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
謝
肇
淛
が
意
図
的
な
改
作
を
結
果

と
し
て
賞
賛
す
る
内
容
の
一
条
を
書
い
て
い
る
以
上
︑
想
像
の
条
件
は
全
く
異
な
る
︒

既
に
見
た
よ
う
に
︑
謝
肇
淛
は
楊
慎
の
著
作
の
問
題
点
を
認
識
し
た
上
で
楊
慎
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
節
が
あ
る
︒
そ
の
こ
と

は
︑
楊
慎
を
結
果
と
し
て
賞
賛
す
る
あ
の
一
条
を
書
い
た
こ
と
に
︑
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
先
に
見
た
好
意
は
︑

無
条
件
な
非
難
や
過
度
の
非
難
を
望
ま
な
い
と
い
っ
た
意
味
で
の
好
意
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
消
極
的
な
好
意
か
ら
期
待
さ
れ
る
の
は
︑

何
か
の
問
題
点
に
気
付
い
て
も
︑
過
度
に
非
難
し
な
い
と
か
︑
あ
り
得
べ
き
錯
誤
の
類
と
見
て
あ
ま
り
問
題
視
し
な
い
と
か
の
選
択
で
あ

ろ
う
︒
原
典
と
引
用
と
の
異
同
を
単
な
る
錯
誤
で
は
な
く
意
図
的
な
改
変
と
見
な
し
︑
さ
ら
に
は
そ
の
改
変
を
賞
賛
し
た
︑
そ
の
積
極
的

な
好
意
ま
で
を
説
明
す
る
に
は
︑
不
足
が
感
じ
ら
れ
る
︒

﹃
文
海
披
沙
﹄
巻
五
﹁
禹
穴
﹂
条
に
言
う
︒

楊
慎
は
禹
穴
に
つ
い
て
検
討
し
︑
巴
蜀
に
あ
る
と
考
え
た
︒
そ
の
言
葉
は
と
て
も
断
定
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
わ
た
し
に
は
そ
の

通
り
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
天
下
の
山
や
川
に
は
名
前
が
同
じ
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
︒
自
分
が
あ
る
時
た
ま
た
ま
見
か
け

た
も
の
を
根
拠
に
し
て
古
く
か
ら
の
議
論
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒︵
略
︶
概
し
て
︑
楊
慎
の
議
論
は
︑
奇
を
好
ん
で
軽
々

し
く
信
じ
込
み
︑
強
弁
し
て
道
理
を
顧
み
な
い
(

)
︒
22

奇
を
好
ん
だ
こ
と
も
︑
軽
々
し
く
信
じ
込
ん
だ
こ
と
も
︑
強
弁
し
た
こ
と
も
︑
道
理
を
顧
み
な
い
こ
と
も
︑
何
が
原
因
で
あ
り
何
が
結

果
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
と
は
無
関
係
に
︑
等
し
く
よ
き
こ
と
な
ら
ざ
る
事
柄
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し

か
し
︑
こ
こ
で
は
﹁
奇
を
好
ん
で
﹂
と
い
う
部
分
に
着
目
し
た
い
︒
謝
肇
淛
は
︑
少
な
く
と
も
﹁
楊
慎
は
自
分
の
議
論
で
奇
を
好
ん
で
い

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

一
九
九



た
は
ず
だ
﹂
と
思
う
程
度
に
は
︑
楊
慎
の
議
論
に
奇
の
可
能
性
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
見
方
を
変
え
る
と
︑
謝
肇
淛
に
は
︑
楊
慎
の

言
説
に
奇
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
接
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

謝
肇
淛
は
︑
楊
慎
に
奇
を
好
む
面
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
て
︑
楊
慎
の
言
説
に
奇
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
接
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と

す
る
︒
楊
慎
の
言
説
に
つ
い
て
︑﹁
確
か
に
奇
だ
﹂
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
こ
の
程
度
の
こ
と
を
奇
だ
と
思
っ
て
い
た

の
か
﹂
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
(

)
︒
い
ず
れ
の
場
合
で
も
︑
或
い
は
肯
定
的
に
︑
或
い
は
否
定
的
に
︑
楊
慎
が
何
を
考

23

え
た
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
り
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

奇
と
妙
と
に
︑
趣
味
的
な
価
値
項
目
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
︑
類
縁
関
係
が
あ
る
と
し
よ
う
︒﹁
体
物
之
妙
﹂
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
︑

白
居
易
の
原
典
よ
り
も
楊
慎
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
状
態
の
ほ
う
が
趣
味
的
に
優
れ
て
い
る
│
│
﹁
妙
﹂
で
あ
る
│
│
と
見
え
た
︒
そ
こ

か
ら
楊
慎
の
意
図
を
肯
定
し
た
の
だ
ろ
う
︵
優
れ
て
い
な
い
と
見
え
た
場
合
に
は
︑
錯
誤
に
訂
正
を
加
え
た
り
憶
改
に
疑
義
を
示
し
た
り

す
る
中
で
楊
慎
の
意
図
を
否
定
的
に
問
題
に
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
た
だ
ろ
う
︶︒
不
自
然
に
見
え
る
一
条
が
書
か
れ
た
こ
と
は
︑

謝
肇
淛
が
議
論
の
方
向
に
無
頓
着
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
で
は
な
く
︑
議
論
の
方
向
の
妥
当
性
よ
り
も
趣
味
性
を
重
視
し
た
結
果
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
︒
言
わ
ば
︑
面
白
さ
が
正
確
さ
に
優
先
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
故
に
︑
訂
正
を
加
え
た
り
疑
義
を
示
し
た

り
す
る
こ
と
も
︑
そ
も
そ
も
書
く
の
を
や
め
る
こ
と
も
︑
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

結

語

あ
の
一
条
を
書
こ
う
と
し
た
時
︑
お
そ
ら
く
︑
白
居
易
の
テ
ク
ス
ト
の
原
典
な
ど
確
認
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
は
︑
謝
肇
淛
は
思
わ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
れ
が
︑
当
初
の
散
漫
な
問
い
へ
の
と
り
あ
え
ず
の
答
え
に
な
り
そ
う
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
単
な
る
想
像
の
域
を

出
な
い
︒
想
像
つ
い
で
に
言
う
と
し
て
︑
原
典
を
確
認
し
た
こ
と
に
よ
り
相
対
的
に
楊
慎
の
﹁
奇
﹂
に
気
付
か
さ
れ
た
と
思
っ
た
な
ら

ば
︑
謝
肇
淛
は
原
典
を
確
認
し
て
よ
か
っ
た
と
も
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

想
像
な
の
で
︑
事
実
と
し
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
は
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
も
う
少
し
わ
か
っ
た
こ
と
に
し
て
よ
さ
そ
う
な

二
〇
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の
は
︑
言
説
と
し
て
定
着
さ
れ
る
べ
き
考
証
の
あ
り
か
た
が
選
好
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

註

︵
�
︶

今
本
で
は
﹁
鷂
雀
賦
﹂
が
一
般
的
で
あ
る
︒
こ
の
題
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
触
れ
る
︒

︵
�
︶

楊
慎
﹃
芸
林
伐
山
﹄
巻
六
﹁
荔
枝
﹂
条
お
よ
び
楊
慎
﹃
太
史
升
菴
文
集
﹄
巻
七
十
九
﹁
花
木
一
﹂﹁
荔
枝
﹂
条
に
は
︑﹁
白
居
易
の
﹃
荔
枝
図
﹄
に

言
う
﹂︵
原
文
／
白
樂
天
荔
枝
圖
曰
︶
と
あ
る
︵
国
立
公
文
書
館
・
内
閣
文
庫
蔵
明
刊
本
﹃
太
史
升
菴
文
集
﹄
巻
七
十
九
︑
	
ｂ
︶︒
白
居
易
の
作
品

の
題
は
︑
今
本
で
は
﹁
荔
枝
図
序
﹂
が
一
般
的
で
あ
る
︒
な
お
︑
楊
慎
は
作
品
の
ほ
ぼ
全
部
を
引
い
た
上
で
︑﹁
こ
の
文
は
︑
声
に
出
し
て
味
わ
え

る
し
︑
絵
に
な
る
﹂︵
原
文
／
可
歌
︒
可
詠
︒
可
圖
︒
可
畫
︶
と
絶
賛
す
る
︒

︵
�
︶

朱
金
城
箋
校
﹃
白
居
易
集
箋
校
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
︶
に
は
︑﹁
枇
杷
﹂
に
つ
い
て
諸
本
の
異
同
を
問
題
に
す
る
校
語
は
見
ら
れ

な
い
︵
二
八
一
九
頁
︶︒

︵
	
︶

四
庫
全
書
存
目
叢
書
編
纂
委
員
会
編
﹃
四
庫
全
書
存
目
叢
書
﹄︑
荘
厳
文
化
事
業
有
限
公
司
︑
一
九
九
七
年
︑
子
部
第
一
〇
八
冊
︑
二
〇
七
頁
︒

原
文
／
古
人
文
字
雖
極
草
草
處
︒
亦
曲
盡
體
物
之
妙
︒
如
曹
子
建
雀
賦
云
︒
頭
如
顆
蒜
︒
目
如
擘
椒
︒
真
可
爲
雀
傳
神
矣
︒
楊
用
修
載
白
樂
天
荔
枝

序
云
︒
核
如
琴
軫
︒
體
狀
亦
甚
精
當
︒
而
考
之
白
集
︒
原
作
枇
杷
︒
當
是
用
修
以
意
改
之
耳
︒
然
枇
杷
語
不
如
琴
軫
︒

︵


︶

註
(	
)前
掲
﹃
四
庫
全
書
存
目
叢
書
﹄︑﹃
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
﹄︵
北
京
図
書
館
古
籍
出
版
編
輯
組
編
︑
書
目
文
献
出
版
社
︑
一
九
八
八

年
︶
第
六
五
巻
︑﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄︵
顧
廷
龍
主
編
︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︶
第
一
一
三
〇
巻
に
収
め
る
﹃
文
海
披
沙
﹄
は
︑
い
ず
れ

も
こ
の
本
を
底
本
と
す
る
︒

︵
�
︶
﹃
福
建
師
範
大
学
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学
版
︶﹄
二
〇
〇
六
年
第
六
期
︑
福
建
師
範
大
学
︑
二
〇
〇
六
年
︑
九
五
│
九
六
頁
︒

︵

︶

二
本
と
も
万
暦
三
九
年
の
序
を
持
つ
の
で
︑﹃
内
閣
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
﹄
な
ど
で
二
本
と
も
万
暦
三
七
年
序
刊
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
正
確
さ

を
欠
く
︒

︵
�
︶
﹁
ほ
ぼ
﹂
と
言
う
の
は
︑
劉
氏
が
南
開
大
学
蔵
本
巻
八
の
あ
る
一
条
の
条
目
を
は
っ
き
り
読
み
取
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
︵
註
(�
)

前
掲
誌
︑
九
六
頁
︑
註
③
︶︒
つ
ま
り
︑
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
異
同
が
確
認
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︵
�
︶

本
稿
と
し
て
は
︑
二
系
統
の
明
刊
本
に
お
い
て
問
題
の
部
分
に
つ
い
て
文
言
の
異
同
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
︑
と
り
あ
え

ず
︑
存
在
が
確
認
さ
れ
る
各
種
刊
本
の
先
後
関
係
を
厳
密
に
特
定
す
る
に
は
及
ば
な
い
︒

︵

︶
﹃
四
庫
全
書
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
︑
第
八
五
六
巻
︑
四
八
頁
︒
原
文
／
余
觀
升
庵
氏
書
而
深
嘆
立
言
之
難
也
︒
夫
世
之
稱
升
庵
者
︒

10

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

二
〇
一



不
曰
正
平
一
覽
︒
則
云
管
總
百
氏
︒
即
其
自
視
也
︒
固
已
前
無
古
人
︒
後
無
來
者
︒
今
茲
所
見
才
數
種
耳
︒
迺
譌
盭
自
相
違
伐
若
此
︒
豈
率
爾
師
心

在
大
方
之
家
爾
邪
︒
抑
葠
菁
並
蓄
傳
載
者
無
藎
臣
耶
︒

︵

︶

同
前
書
︑
四
七
頁
︒
原
文
／
耀
文
考
正
其
非
︒
不
使
轉
滋
疑
誤
︒
於
學
者
不
爲
無
功
︒
然
釁
起
爭
名
︒
語
多
攻
訐
︒
醜
詞
惡
謔
︒
無
所
不
加
︒
雖

11

古
人
挾
怨
構
爭
︒
如
吳
縝
之
糾
新
唐
書
者
︒
亦
不
至
是
︒
殊
乖
著
作
之
體
︒

︵

︶

原
文
／
胡
応
麟
﹃
少
室
山
房
筆
叢
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
五
八
年
︑
七
一
頁
︒
原
文
︵
句
読
は
同
書
に
よ
る
︶
／
余
嘗
竊
窺
楊
子
之
癖
︒
大
概
有

12

二
︒
一
曰
命
意
太
高
︒
一
曰
持
論
太
果
︒
太
高
則
迂
怪
之
情
合
︒
故
有
於
前
人
之
説
︒
淺
也
鑿
而
深
之
︒
明
也
汩
而
晦
之
︒
太
果
則
滅
裂
之
釁
開
︒

故
有
於
前
人
之
説
︒
疑
也
驟
而
信
之
︒
是
也
驟
而
非
之
︒
至
剽
敚
陳
言
︒
盾
矛
故
帙
︒
世
人
率
以
訾
楊
子
︒
則
又
非
也
︒
楊
子
早
歲
戍
滇
︒
罕
攜
載

籍
︒
紬
諸
腹
笥
︒
千
慮
而
一
︒
勢
則
宜
然
︒
以
余
讀
楊
子
遺
文
︒
即
前
修
往
哲
︒
隻
字
中
窾
︒
咸
極
表
章
而
屑
屑
是
也
︒
晦
伯
曰
︒
楊
子
之
言
︒
間

多
蕪
翳
︒
當
由
傳
錄
偶
乏
藎
臣
︒
鄙
人
於
楊
子
︒
業
忻
慕
爲
執
鞭
︒
輒
於
佔
𠌫
之
暇
︒
稍
爲
是
正
︒
甕
天
蠡
海
︒
亡
當
大
方
︒
異
日
者
求
忠
臣
於
楊

子
之
門
︒
或
爲
余
屈
其
一
指
也
夫
︒

︵

︶

註
(	
)前
掲
書
︑
二
〇
六
頁
︒
原
文
／
國
朝
博
物
洽
聞
︒
無
如
楊
用
修
︒
其
議
論
考
訂
︒
掊
擊
詆
訶
︒
不
遺
餘
力
︒
而
其
所
著
書
︒
紕
漏
誤
舛
︒

13

甚
於
其
言
︒
故
後
之
人
︒
亦
好
糾
其
訛
而
攻
之
︒
余
謂
古
人
著
作
︒
或
意
見
之
不
同
︒
或
記
憶
之
稍
誤
︒
或
耳
目
之
蹔
遺
︒
豈
能
無
病
︒
後
之
觀

者
︒
隨
事
糾
正
︒
不
失
忠
臣
︒
苛
求
醜
詆
︒
徒
滋
口
業
︒
前
代
訂
訛
︒
尚
存
厚
道
︒
至
用
修
而
肆
罵
極
矣
︒
己
好
攻
人
而
欲
人
之
不
攻
己
也
︒
得

乎
︒
王
元
美
鑒
於
用
修
︒
故
其
持
論
稍
平
︒

万
暦
三
七
年
序
刊
本
と
内
閣
文
庫
所
蔵
万
暦
三
九
年
序
刊
本
と
の
間
で
文
字
の
異
同
は
な
い
︒

︵

︶

出
所
同
前
︒
原
文
／
用
修
既
有
雋
才
︒
復
以
宰
相
子
讀
書
中
秘
︒
内
府
珍
奇
人
間
所
無
之
書
︒
往
往
竊
出
︒
其
雄
辯
該
博
固
有
自
來
︒
比
流
落
遐

14

方
︒
卉
服
爲
伍
︒
間
有
引
援
自
出
己
意
︒
問
之
則
曰
出
古
某
書
︒
亦
猶
陳
彭
年
導
駕
誤
行
︒
曰
自
有
典
故
︒
有
司
畏
其
該
恰
不
敢
糾
也
︒
至
如
古
人

山
海
淮
南
洞
冥
述
異
等
書
︒
虛
實
相
半
︒
想
當
然
耳
︒

な
お
︑
内
閣
文
庫
所
蔵
万
暦
三
九
年
序
刊
本
で
は
︑﹁
竊
出
﹂
を
﹁
獨
擅
﹂
に
作
り
︑﹁
誤
行
﹂
の
後
に
﹁
黄
道
﹂
が
あ
り
︑﹁
至
如
﹂
を
﹁
乃
知
﹂

に
作
る
︒
こ
の
ほ
う
が
意
味
は
わ
か
り
や
す
い
︒

︵

︶

題
に
つ
い
て
は
︑﹁
雀
鷂
賦
﹂
に
作
っ
た
場
合
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
四
部
叢
刊
本
﹃
曹
子
建
集
﹄
は
︑
目
録
で
﹁
雀
鷂
賦
﹂

15

に
作
り
︑
本
文
で
﹁
鷂
雀
賦
﹂
に
作
る
︒
ま
た
︑
謝
肇
淛
が
引
い
た
も
の
に
似
る
二
句
︵
文
言
は
﹁
頭
如
果
蒜
︒
目
似
擘
椒
﹂
で
あ
り
︑
や
や
異
な

る
︶
を
引
く
顔
之
推
﹃
顔
氏
家
訓
﹄
巻
六
﹁
書
証
﹂
篇
は
︑
題
を
﹁
鷂
雀
賦
﹂
に
作
る
︵
王
利
器
﹃
顔
氏
家
訓
集
解
︵
増
補
本
︶﹄︑
中
華
書
局
︑
二

〇
〇
二
年
︑
四
七
〇
頁
︶︒
こ
の
引
用
に
つ
い
て
︑
宋
・
沈
揆
は
﹁︹﹃
顔
氏
家
訓
﹄
の
︺
諸
本
は
み
な
﹃
雀
鷂
賦
﹄
に
作
る
﹂
と
言
い
︵
内
閣
文
庫

二
〇
二



蔵
︑
知
不
足
斎
叢
書
本
﹃
顔
氏
家
訓
攷
証
﹄︑

ａ
︒
原
文
／
諸
本
皆
作
雀
鷂
賦
︶︑
実
際
に
﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
九
七
七
所
引
﹃
顔
氏
家
訓
﹄
の
よ
う

に
﹁
雀
鷂
賦
﹂
に
作
る
例
が
確
認
で
き
る
︒﹃
顔
氏
家
訓
﹄
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
題
を
﹁
雀
鷂
賦
﹂
に
作
る
よ
う
な
曹
植
の
別
集
の

類
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒﹃
顔
氏
家
訓
﹄
に
独
自
の
内
容
を
加
え
る
形
式
で
編
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
宋
・
董
正
功
﹃
続
家
訓
﹄
は
︑

題
を
﹁
雀
雛
賦
﹂
に
作
り
︵
註
(

)前
掲
﹃
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
六
八
巻
︑
六
九
七
頁
︶︑﹁
雀
賦
﹂
と
い
う
状
態
に
酷
似
す
る
︒
し

か
し
︑
王
氏
も
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︵
前
出
﹃
顔
氏
家
訓
集
解
︵
増
補
本
︶﹄︑
四
七
一
頁
︶︑
こ
れ
は
曹
植
の
賦
全
体
を
考
え
ず
引
用

部
分
だ
け
を
考
え
た
こ
と
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

︵

︶

趙
幼
文
﹃
曹
植
集
校
注
﹄
人
民
文
学
出
版
社
︑
一
九
八
八
年
︑
三
〇
三
│
三
〇
四
頁
に
よ
る
︒

16
︵

︶

註
(

)で
触
れ
た
文
言
の
違
い
か
ら
す
れ
ば
︑﹃
顔
氏
家
訓
﹄
か
ら
引
い
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
︒

17

15

︵

︶

謝
肇
淛
が
比
較
的
早
い
時
期
に
曹
植
の
﹁
鷂
雀
賦
﹂
そ
の
も
の
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
︑
確
か
で
あ
る
︒
謝
肇
淛
自
身
に
﹁
鷂
雀
賦
﹂
と
い
う
作

18

品
が
あ
り
︵﹃
小
草
斎
集
﹄
巻
一
な
ど
に
収
め
る
︶︑
そ
の
序
に
﹁
わ
た
し
は
呉
興
か
ら
博
州
に
転
任
し
︑
時
間
の
余
裕
が
あ
る
折
に
曹
植
の
﹃
鷂
雀

賦
﹄
を
読
ん
だ
︒
内
容
に
感
銘
を
受
け
︑
戯
れ
に
模
倣
し
て
み
る
﹂︵
註
(	
)
前
掲
﹃
四
庫
全
書
存
目
叢
書
﹄
集
部
第
一
七
五
冊
︑
六
八
頁
︒
原

文
／
余
自
吳
興
徙
治
£
州
︒
暇
中
讀
子
建
鷂
雀
賦
︒
悲
其
¤
而
戲
效
之
︶
と
言
う
︒
謝
肇
淛
の
官
歴
か
ら
考
え
る
と
︑
読
ん
だ
時
期
は
万
暦
二
六

︵
一
五
九
八
︶
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
︒

︵

︶

註
(

)前
掲
﹃
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
﹄︑
第
五
巻
︑
三
二
〇
頁
︒
原
文
／
雀
賦
云
︒
頭
如
顆
蒜
︒
目
如
擘
椒
︒

19
︵

︶
﹃
埤
雅
﹄
は
︑
そ
の
性
質
上
︑
引
用
の
対
象
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
明
・
劉
文
泰
等
﹃
本
草
品
彙
精
要
﹄

20
︵
弘
治
十
八
︹
一
五
〇
五
︺
年
序
︶
は
︑
件
の
二
句
を
含
め
て
﹃
埤
雅
﹄
を
引
用
し
︵
二
句
に
文
字
の
異
同
は
な
い
︶︑
賦
の
題
を
引
用
し
て
い
な
い

︵
註
(

)前
掲
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄︑
第
九
九
一
巻
︑
二
一
一
頁
︶︒
明
・
李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
﹄︵
万
暦
十
八
︹
一
五
九
〇
︺
年
︶
巻
四
八
﹁
禽
部
﹂

二
﹁
雀
﹂
に
も
︑
件
の
二
句
が
現
れ
る
︵
二
句
に
文
字
の
異
同
は
な
い
︶︒
こ
れ
も
﹃
埤
雅
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
︑﹃
埤

雅
﹄
の
名
に
は
言
及
せ
ず
︑
ま
た
賦
の
題
を
示
し
て
い
な
い
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
明
刊
本
︑
巻
四
十
八
︑

ａ
︶︒
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︵

︶

管
見
の
限
り
︑﹃
五
雑
組
﹄
巻
九
﹁
物
部
﹂
一
︵
註
(

)前
掲
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄︑
同
巻
︑
五
二
四
頁
︑
五
二
六
頁
︶︑
巻
十
﹁
物
部
﹂
二
︵
同
︑

21

五
四
三
頁
︑
五
四
四
頁
︶︑
巻
十
一
﹁
物
部
﹂
三
︵
同
︑
五
六
六
頁
︶︑
巻
十
二
﹁
物
部
﹂
四
︵
同
︑
五
七
七
頁
︶
に
お
い
て
︑﹃
埤
雅
﹄
へ
の
言
及

が
あ
る
︒

︵

︶

註
(	
)前
掲
書
︑
二
一
二
頁
︒
原
文
／
楊
用
修
辯
禹
穴
︒
以
爲
在
巴
蜀
︒
其
言
甚
堅
︒
而
余
未
敢
以
爲
然
也
︒
宇
内
山
川
同
名
者
多
矣
︒
其
可
以

22

己
一
時
之
偶
見
而
盡
排
千
古
之
議
論
乎
︒︵
略
︶
大
率
用
修
之
議
論
︒
好
奇
而
輕
信
︒
強
辯
而
不
顧
理
︒

謝
肇
淛
﹃
文
海
披
沙
﹄
の
一
条
に
つ
い
て
︵
材
木
谷
︶

二
〇
三



万
暦
三
七
序
刊
本
と
内
閣
文
庫
所
蔵
万
暦
三
九
年
序
刊
本
と
の
間
で
文
字
の
異
同
は
な
い
︒

︵

︶

ち
な
み
に
︑﹃
五
雑
組
﹄
の
場
合
で
は
あ
る
が
︑﹁
わ
た
し
は
子
供
の
頃
に
歴
史
書
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
に
︑
楊
慎
は
新
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
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た
の
だ
ろ
う
か
﹂︵
註
(

)前
掲
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄︑
同
巻
︑
四
〇
三
頁
︒
原
文
／
余
髫
時
讀
史
即
知
有
此
︒
用
修
乃
以
爲
新
聞
耶
︶
と
い
っ
た
表

現
が
思
い
出
さ
れ
る
︒

二
〇
四




