
集
刊
東
洋
学
第
一
二
号
平
成
二
十
六
年
六
月
八
一
九
八
頁

白
話
小
説
の
版
画
を
め
ぐ
る
二
、

は
じ
め
に

塚伏
筆
者
は
過
去
も
現
在
も
小
説
研
究
の
基
礎
は
版
本
研
究
に
あ
る
と

凶
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
出
発
点
と
し
て
『
増
補
中
国
通
俗
小

辻
説
書
目
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
五
月
)
を
編
著
し
、
そ
の
中

の
で
そ
れ
以
前
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
小
説
に
つ
い
て
も
い
く
つ

=一一
一
か
紹
介
し
た
o

そ
の
後
、
『
三
国
志
演
義
』
、
『
水
品
川
伝
」
、
「
西
遊
記
』
、

五
『
金
瓶
梅
」
、
『
紅
楼
夢
』
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
北
京
の
首
都
師

くめ
範
大
学
周
文
業
氏
の
肝
煎
り
で
開
発
さ
れ
た
「
版
本
数
字
化
及
計
算

乙
1圃

機
自
動
比
対
」
ソ
フ
ト
に
よ
り
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
飛
躍
的
に
進

制
歩
し
、
か
つ
て
は
夢
に
も
恩
わ
な
か
っ
た
研
究
環
境
が
整
え
ら
れ
る

械
に
い
た
っ
た
。
よ
っ
て
筆
者
は
上
記
の
五
大
小
説
以
外
を
守
備
範
囲

手
向酎

と
し
、
細
々
と
版
本
研
究
を
続
け
て
き
た
が
、
現
時
点
で
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
そ
の
聞
に
犯
し
た
過
誤
や
思
い
違
い
も
少
な
く
は
な

か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
後
世
に
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な

81 

三
の
こ
と
ど
も大

塚

秀

高

ろ
う
。
そ
こ
で
、
近
年
筆
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
挿
絵
を
通
じ
て
の

版
本
研
究
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
以
前
の
研
究
の
過
誤
等
に
つ
い

て
も
訂
正
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

『
警
世
通
言
』
の
挿
絵

盟
問
夢
龍
が
天
啓
四
(
一
六
二
四
)
年
に
編
集
刊
行
し
た
白
話
の
短

篇
小
説
集
で
あ
る
『
警
世
通
言
』
に
は
い
く
つ
か
の
版
本
が
あ
り
、

そ
の
四
十
篇
か
ら
な
る
初
期
の
版
本
は
い
ず
れ
も
第
一
冊
目
に
各
篇

半
葉
二
面
の
挿
絵
を
収
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
版
本
の
系
統
は
大
き

く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
本
文
は
原
刻
後
印
本
を
重
刻
し
、

挿
絵
は
こ
れ
を
模
刻
し
た
と
恩
わ
れ
る
版
本
の
系
統
で
あ
る
。
こ
の

系
統
を
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
本
の
封
面
に
見
え
る
兼
普
堂
の
文
字

に
よ
り
兼
普
堂
本
系
と
よ
ぶ
と
き
、
兼
善
堂
本
系
の
版
木
は
埋
木
改

刻
を
重
ね
つ
つ
複
数
の
書
臨
時
の
手
を
へ
て
そ
の
後
も
た
び
た
び
刷
印
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さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
述
べ
な

8

い
(
な
お
、
兼
普
堂
本
系
の
版
本
で
最
も
初
印
に
近
い
も
の
は
、
封

面
が
失
わ
れ
て
い
る
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
倉
石
文
庫
蔵
本
で

あ
る
)
。
い
ま
一
つ
は
、
一
部
補
刻
と
後
修
業
を
混
じ
え
る
も
の
の
、

本
文
の
大
半
に
つ
い
て
は
原
刻
本
の
版
木
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
大
分
県
佐
伯
市
教
育
委
員
会
所
蔵
の
佐
伯
文
庫
本
と
、
そ
の
後
継

の
三
桂
堂
本
か
ら
な
る
系
統
で
あ
る
。
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
も
兼
普

堂
本
の
挿
絵
と
同
様
原
刻
本
の
挿
絵
を
模
刻
し
た
も
の
ら
し
い
か

ら
、
絵
柄
は
兼
普
堂
本
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
が
、
細
部
に
は
細

か
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
。
で
は
兼
普
堂
本
の
挿
絵
と
佐
伯
文
庫

本
の
挿
絵
で
は
い
ず
れ
が
原
刻
本
の
そ
れ
に
近
い
の
か
。

ま
ず
両
者
の
相
違
の
う
ち
目
立
つ
も
の
#
確
認
し
て
お
こ
う
。
兼

普
堂
本
の
巻
一
表
の
挿
絵
に
は
左
上
隅
に
「
素
明
刊
」
と
刻
工
名
が

見
え
る
が
、
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
に
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ

れ
ま
で
は
刻
工
名
が
あ
る
兼
善
堂
本
が
原
刻
本
と
み
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
兼
善
堂
本
の
本
文
は
佐
伯
文
庫
本
が
正
字
で
記
し
て
い

る
文
字
を
一
部
で
は
あ
る
が
筒
筆
字
(
略
字
)
に
し
て
い
る
し
、
眉

批
も
佐
伯
文
庫
本
に
比
べ
少
な
い
。
し
か
も
版
心
の
巻
数
表
示
に
本

文
、
挿
絵
と
も
混
乱
が
あ
り
、
な
お
か
つ
両
者
の
対
応
も
乱
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
本
文
、
挿
絵
の
い
ず
れ
も
原
刻
初
印
本
の
も
の
と
は

認
め
が
た
い
。
筆
者
は
、
挿
絵
に
見
え
る
「
素
明
刊
」
の
文
字
に
つ

い
て
は
原
刻
本
に
あ
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
模
刻
し
た
か
、
模
刻
者

が
新
た
に
彫
り
込
ん
だ
(
素
明
が
刻
し
た
)
か
の
い
ず
れ
か
で
は
な

い
か
と
み
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
暫
く
お
く
。

巻
六
表
の
挿
絵
は
豊
楽
楼
か
ら
望
む
長
江
の
眺
め
を
描
い
て
い
る

が
、
沼
房
の
峨
や
壁
の
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
相

違
と
し
て
は
、
巻
十
六
表
の
糸
屋
の
庖
先
の
看
板
が
兼
普
堂
本
は
黒

く
な
っ
て
い
る
(
文
字
を
彫
り
残
し
て
い
る
)
の
に
、
佐
伯
文
庫
本

に
は
「
紋
線
胴
脂
舗
」
と
見
え
る
例
や
、
巻
十
七
裏
の
、
い
ま
ま
さ

に
門
内
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
臓
が
兼
善
堂
本
で
は
無
地
な
の
に
、

佐
伯
文
庫
本
で
は
「
欽
賜
衣
錦
遼
郷
」
と
書
か
れ
て
い
る
例
が
挙
げ

ら
れ
る
。
以
上
三
者
の
う
ち
後
三
者
は
、
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
が
本

来
の
も
の
に
近
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

巻
九
表
の
挿
絵
は
酔
っ
た
李
白
が
高
力
士
に
靴
を
は
か
せ
る
場
面

を
描
く
も
の
で
あ
り
、
兼
善
堂
本
に
は
高
力
士
、
靴
と
も
見
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
佐
伯
文
庫
本
に
は
靴
し
か
見
え
な
い
が
、
高
力
士
が

い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
に
黒
い
し
み
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
。
閉
じ

巻
九
裏
は
采
石
磯
で
李
白
が
鯨
(
鯉
に
し
か
見
え
な
い
が
)
に
乗
っ

て
昇
天
す
る
絵
柄
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
天
か
ら
の
迎
え
が
兼
普
堂

本
で
は
雄
節
を
持
っ
た
仙
童
二
人
だ
け
な
の
に
、
佐
伯
文
庫
本
で
は

そ
の
背
後
に
楽
器
を
持
っ
た
人
物
が
四
人
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

本
文
の
「
音
楽
前
導
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
兼
普
堂
本
の

そ
の
部
分
に
し
み
は
な
い
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
佐
伯
文
庫

本
の
挿
絵
が
新
た
に
こ
の
四
人
を
加
え
た
か
、
兼
善
堂
本
が
模
刻
に



際
し
そ
の
部
分
を
省
い
た
か
の
い
ず
れ
か
と
な
ろ
う
。
李
白
に
靴
を

履
か
せ
る
場
面
に
高
力
士
は
欠
か
せ
な
い
が
、
李
白
昇
天
の
際
の
「
音

楽
前
導
」
は
な
く
と
も
差
し
支
え
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
巻
九
裏
の
挿

絵
に
つ
い
て
は
兼
善
堂
本
の
画
工
(
あ
る
い
は
刻
工
)
が
手
を
抜
い

た
と
み
た
い
。

巻
十
表
の
挿
絵
は
燕
子
楼
か
ら
扮
扮
が
秋
空
を
渡
る
腐
を
見
て
い

る
絵
柄
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
付
さ
れ
る
七
言
二
勾
の
韻
語
は
、
両
者

で
位
置
が
異
な
っ
て
い
る
。
韻
語
と
い
え
ば
、
他
の
す
べ
て
の
挿
絵

劇
に
添
え
ら
れ
て
い
る
韻
語
が
巻
二
十
二
裏
の
挿
絵
に
限
っ
て
、
兼
善

伏
堂
本
、
佐
伯
文
庫
本
の
い
ず
れ
に
も
み
え
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。

凶
そ
の
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
に
は
先
の
巻
九
表
と
同
様
版
面
に
し
み
が

日
見
え
る
が
、
兼
普
堂
本
に
は
そ
う
し
た
痕
跡
が
な
い
。
こ
の
ほ
か
で

の
は
、
巻
三
十
六
表
の
越
知
県
が
宅
角
林
大
王
の
廟
を
焼
き
払
う
場
面

一一一
、
の
挿
絵
の
煙
が
、
兼
普
堂
本
で
黒
煙
、
佐
伯
文
庫
本
で
白
煙
と
な
っ

一一
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円
。
て
い
る
点
が
目
立
つ
。

く一
切
以
下
で
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
諸
点
に
鑑
み
つ
つ
、
兼
普
堂
本
、

酒
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
の
関
係
を
考
え
た
い
の
だ
が
、
そ
の
際
に
鍵
と

倒
な
る
の
は
や
は
り
佐
伯
文
庫
本
の
挿
絵
の
巻
九
表
や
巻
二
十
二
裏
に

倒
見
え
る
黒
い
し
み
の
成
因
で
あ
ろ
う
。

手
白白

黒
い
し
み
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
部
分
の
版
木
が
不
完

全
に
削
り
落
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

3
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か
。
下
絵
に
何
も
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
刻
工
は
版
木
の
そ
の
部
分

を
完
全
に
削
り
取
っ
た
ろ
う
か
ら
、
挿
絵
に
黒
い
し
み
な
ど
残
る
ま

い
。
加
え
て
、
模
刻
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
巻
九
表
の
挿
絵
に
高
力

士
が
描
か
れ
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
も
と
も
と
高
力
士
を
彫
る

つ
も
り
だ
っ
た
が
彫
り
忘
れ
た
と
か
、
何
ら
か
の
事
情
で
彫
る
の
を

や
め
た
と
考
え
る
の
は
合
理
的
で
な
か
ろ
う
。
し
か
ら
ば
佐
伯
文
庫

本
の
巻
九
表
の
挿
絵
の
版
木
に
は
本
来
高
力
士
が
彫
ら
れ
て
い
た
の

だ
が
、
佐
伯
文
庫
本
を
刷
る
時
点
で
は
そ
れ
が
不
完
全
に
削
り
落
さ

れ
て
い
た
(
あ
る
い
は
す
り
減
っ
て
い
た
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
佐
伯
文
庫
本
の
当
該
の
挿
絵
の
版
木
は
原

刻
本
の
版
木
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
兼
善
堂
本
と
は
別
の
模
刻
本

の
版
木
だ
っ
た
の
か
。
遺
憾
な
が
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
は
不
明
と
一
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

最
後
に
刻
工
の
素
明
こ
と
劉
素
明
に
つ
い
て
一
雷
同
し
た
い
。
『
二
一

国
志
演
義
』
に
「
呉
観
明
本
」
と
よ
ば
れ
る
版
本
が
あ
る
。
そ
の
命

名
の
根
拠
は
巻
頭
に
冠
さ
れ
る
序
の
末
に
見
え
る
「
長
洲
文
楳
光
書
」

建
陽
呉
観
明
刻
」
の
文
字
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
写
刻
の
こ
の

序
を
書
い
た
人
物
が
長
洲
の
文
篠
光
で
あ
り
、
そ
の
刻
工
が
建
陽
の

呉
観
明
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
序
の
刻
工
で
あ
る
呉

観
明
に
よ
り
そ
の
版
本
を
「
呉
観
明
本
」
と
よ
ぶ
べ
き
で
は
あ
る
ま

い
。
と
は
い
え
こ
の
本
の
挿
絵
に
見
え
る
「
書
林
劉
素
明
全
刻
像
」

の
文
字
を
根
拠
に
劉
素
明
本
と
よ
ぶ
の
も
ま
た
適
当
で
は
な
か
ろ

う
。
こ
こ
で
劉
素
明
に
冠
さ
れ
て
い
る
書
林
は
書
癖
の
意
味
で
は
な
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く
、
長
洲
や
建
陽
と
同
様
劉
素
明
の
出
身
地
と
み
る
の
が
妥
当
だ
か

8

ら
で
あ
る
(
明
代
の
建
陽
に
は
書
林
鎮
が
存
在
し
た
)
。
だ
か
ら
「
呉

観
明
本
」
は
し
ば
ら
く
こ
れ
ま
で
通
り
「
呉
観
明
本
」
と
よ
ぶ
し
か

あ
る
ま
い
が
、
ア
-
プ
リ
オ
リ
に
建
陽
の
刊
本
と
み
な
し
て
は
な
る

ま
い
。
挿
絵
の
形
式
も
そ
れ
が
建
陽
の
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
劉
素
明
で
あ
る
が
、
複
数
の
小
説
、
戯
曲
の
挿
絵

に
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
。
彼
は
何
者
な
の
か
。
筆
者
は
現
在
以
下

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
陵
の
複
数
の
書
障
と
契
約

し
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
挿
絵
を
提
供
し
て
い
た
挿
絵
専
門
の
刻
工
(
な

い
し
刻
工
集
団
)
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
が
手
が
け
た
挿
絵
に
は

そ
の
し
る
し
を
残
し
た
と
。
し
か
ら
ば
、
挿
絵
に
「
素
明
刊
」
の
文

字
が
見
え
る
こ
と
の
み
を
根
拠
に
、
そ
れ
を
『
鵬
首
世
通
一
吉
』
の
原
刻

本
と
み
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
ち
な
み
に
こ
の
劉
素
明
あ
た
り
か

ら
、
挿
絵
の
速
成
の
要
請
に
応
え
た
、
絵
柄
の
相
互
利
用
が
始
ま
っ

た
形
跡
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。建

陽
書
建
の
戦
略

「
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
を
め
ぐ
っ
て
(
そ
の
一

)
l

以
下
で
は
、
白
話
の
長
篇
歴
史
演
義
小
説
に
話
題
を
か
え
た
い
。

長
篇
の
歴
史
演
義
小
説
で
上
図
下
文
で
な
い
挿
絵
を
有
す
る
現
存

最
古
の
版
本
と
い
え
ば
、
嘉
靖
=
一
十
一
(
一
五
五
二
)
年
に
福
建

建
陽
の
書
臨
時
楊
氏
清
白
堂
な
い
し
清
江
堂
に
よ
り
刊
刻
さ
れ
た
『
新

刊
大
宋
演
義
中
興
英
烈
伝
(
以
下
で
は
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
と
称

す
る
)
』
で
あ
ろ
う
(
大
尾
に
清
江
堂
の
蓮
牌
木
記
が
あ
り
、
巻
一

巻
頭
に
「
清
白
堂
刊
行
」
と
あ
る
)
。
「
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
の
巻
頭

に
は
二
十
四
葉
二
十
九
商
の
挿
絵
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の

う
ち
見
聞
き
の
二
十
面
に
つ
い
て
は
、
「
会
纂
宋
岳
部
武
穆
主
精
忠

録
(
以
下
で
は
「
精
忠
録
』
と
称
す
る
)
』
の
巻
頭
に
冠
さ
れ
る
「
精

忠
録
図
」
の
戦
闘
列
図
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
精
忠
録
』
は
明
の
景
泰
元
(
一
四
五
O
)
年
前
後
に
刊
刻
さ
れ

た
原
刻
本
、
弘
治
十
四
二
五

O
二
年
の
増
補
本
、
正
徳
五

(
一
五
一

O
)
年
の
そ
の
重
刻
本
、
李
氏
朝
鮮
が
正
徳
重
刻
本
に
よ
っ

て
刊
行
し
た
葵
酉
字
本
と
こ
れ
に
も
と
づ
く
戊
申
字
本
の
存
在
が
知

ら
れ
、
原
刻
本
の
残
本
な
ら
び
に
発
酉
字
本
、
戊
申
字
本
が
現
存
し

て
い
る
。

笑
酉
字
本
は
李
氏
朝
鮮
第
十
四
代
の
王
宣
祖
李
松
(
在
位

一
五
六
七

i
一
六
O
八
)
に
よ
り
、
明
の
万
暦
十
三
二
五
八
五
)

年
に
、
戊
申
字
本
は
第
二
十
一
代
の
王
英
祖
李
吟
(
在
位
一
七
二
四

七
六
)
に
よ
り
、
清
の
乾
隆
三
一
十
四
(
一
七
六
九
)
年
に
、
そ
れ

ぞ
れ
笑
酉
の
歳
(
一
五
七
一
ニ
)
、
戊
申
の
歳
(
一
六
六
人
)
に
鋳
造

さ
れ
た
銅
活
字
に
よ
り
本
文
が
、
巻
頭
の
「
精
忠
録
図
」
や
写
刻
の



序
な
ど
に
つ
い
て
は
整
版
で
印
刷
さ
れ
た
。
戊
申
字
本
は
、
長
く
宮

中
で
は
失
わ
れ
て
い
た
発
酉
字
本
を
英
祖
が
十
五
歳
の
お
り
に
「
土

大
夫
」
の
家
で
発
見
し
、
翌
一
七
O
九
年
に
父
の
粛
宗
に
願
い
出
て

作
成
し
て
も
ら
っ
た
の
ち
宝
文
閣
に
蔵
さ
れ
て
い
た
写
本
に
も
と
づ

く
と
い
う
。
聞
に
写
本
が
介
し
て
い
る
が
、
ょ
く
で
き
た
写
本
と
み

え
、
両
者
の
挿
絵
の
絵
柄
に
目
立
っ
た
相
違
は
な
い
。
本
文
に
相
違

が
な
い
の
は
一
言
一
う
ま
で
も
な
い
。

『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
は
『
精
忠
録
」
に
も
と
づ
き
熊
大
木
が
創

樹
制
作
し
た
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
宋
史
』
本
伝
な
ど
の
岳
飛
関
連

伏
の
史
籍
や
詩
文
な
ど
を
集
め
、
史
部
伝
記
類
に
著
録
さ
れ
る
『
精
忠

同
盟
と
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

日
親
子
の
関
係
に
あ
り
、
と
も
に
岳
飛
を
称
揚
す
る
こ
と
を
通
じ
「
愛

の
国
心
」
を
高
め
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
両
者

=一二
の
聞
に
は
少
な
か
ら
ざ
る
共
通
点
が
あ
っ
た
。
「
精
忠
録
図
」
は
「
偽

渇
詔
班
師
」
、
す
な
わ
ち
秦
槍
の
偽
造
し
た
十
三
通
の
詔
書
に
よ
り
岳

く制
飛
が
都
に
呼
び
戻
さ
れ
る
場
面
で
終
わ
っ
て
お
り
、
岳
飛
の
獄
死
の

酒
場
面
は
描
か
れ
な
い
。
小
説
で
あ
る
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
に
は
一

制
定
の
結
末
が
必
要
で
あ
り
、
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
工
夫
も
必
要

峨
だ
っ
た
か
ら
、
岳
飛
の
獄
死
の
場
面
に
替
え
る
べ
く
、
「
岳
飛
奉
詔

師
班
師
」
の
後
に
六
つ
の
挿
絵
を
加
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
応
す

5

る
新
た
な
物
語
、
岳
飛
が
都
へ
一
戻
る
道
す
が
ら
立
ち
寄
っ
た
鎮
江
の

8

金
山
寺
の
住
職
か
ら
以
後
の
運
命
を
予
言
さ
れ
る
、
な
ど
を
付
け
加

え
た
。
「
岳
飛
登
金
山
寺
」
以
下
が
そ
れ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
大

宋
中
興
英
烈
伝
』
前
半
の
、
第
十
八
図
を
除
く
第
二
十
一
図
ま
で
は

朝
鮮
本
の
『
精
忠
録
』
の
第
二
十
図
ま
で
と
絵
柄
が
一
致
す
る
(
た

だ
し
精
粗
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
)
。
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
見
聞
き

の
図
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
刻
の
図
は
す
べ
て
半
葉
の
図
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
に
は
同
内
容
で
書
名
を
「
新
刊

大
宋
中
興
通
俗
演
義
(
以
下
で
は
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
と
称
す

る
)
』
と
す
る
、
周
氏
万
巻
楼
仁
寿
堂
刊
の
残
本
が
中
国
国
家
図
書

館
に
、
余
氏
双
峰
堂
に
よ
る
そ
の
重
刻
本
(
な
い
し
覆
刻
本
、
以
下

同
様
)
が
内
閣
文
庫
と
日
光
輪
宝
寺
慈
眼
堂
に
蔵
さ
れ
て
い
る
(
孫

措
第
は
万
巻
楼
本
を
双
峰
堂
本
の
重
刻
本
と
す
る
が
、
序
の
署
名
な

ど
に
鑑
み
れ
ば
こ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)
。
『
大
宋
中
興

通
俗
演
義
」
の
挿
絵
も
見
聞
き
で
あ
る
が
、
絵
柄
は
『
大
宋
中
興
英

烈
伝
』
と
ま
っ
た
く
異
な
り
、
な
お
か
つ
巻
頭
で
は
な
く
本
文
中
に

配
さ
れ
て
い
た
。

双
峰
堂
は
建
陽
の
書
障
で
、
万
巻
楼
が
仁
寿
堂
と
も
名
乗
っ
た
よ

う
に
、
=
一
台
館
と
も
称
し
て
い
た
。
コ
一
台
館
の
主
人
は
余
象
斗
で
あ

る
が
、
そ
の
=
一
台
館
が
お
そ
ら
く
こ
の
重
刻
本
刊
刻
か
ら
き
し
て
聞

を
お
か
ず
、
「
岳
王
志
伝
」
を
別
題
と
す
る
、
こ
れ
と
同
内
容
の
上

図
下
文
本
、
『
新
刊
按
鐙
演
義
全
像
大
宋
中
興
通
俗
演
義
(
以
下
で

は
双
峰
堂
本
の
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
と
区
別
す
る
た
め
『
岳
王
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志
伝
』
と
称
す
る
)
』
を
刊
行
し
て
い
た
(
内
閣
文
庫
蔵
)
。
そ
れ
は

B

な
ぜ
か
。
名
義
が
双
峰
堂
か
ら
一
一
一
台
館
に
替
わ
っ
た
こ
と
の
背
景
に

は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
双
峰
堂
が
建
陽
伝
統
の
上
図
下
文
の
形
式
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
以
後
南
京
刊
刻
の
小
説
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な

る
、
本
文
中
に
見
聞
き
の
挿
絵
を
配
す
る
形
式
に
よ
り
『
大
宋
中
興

通
俗
演
義
』
を
重
刻
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
き
、
以

下
で
い
さ
さ
か
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

按
ず
る
に
、
熊
大
木
の
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
は
、
当
初
の
刊
行

地
建
陽
で
は
そ
の
地
の
伝
統
と
異
な
る
挿
絵
の
形
態
ゆ
え
、
再
刊
の

機
会
を
得
な
か
っ
た
と
思
し
い
。
そ
れ
が
万
暦
十
年
代
末
に
な
っ
て
、

経
緯
は
不
明
な
が
ら
金
陵
の
書
臨
時
万
巻
楼
仁
寿
堂
の
主
人
周
日
校
に

よ
り
再
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新
版
は
「
上
元
王
少
准
」

に
依
頼
し
た
、
以
前
と
は
異
な
る
、
数
も
格
段
に
多
い
挿
絵
を
、
当

時
金
陵
刊
刻
の
戯
曲
で
は
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
形
式
(
本
文
中

に
見
聞
き
)
で
配
し
、
書
名
も
「
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
と
改
め
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
双
峰
堂
は
、
か
つ
て
同
じ
建
陽
の

書
臨
時
が
刊
刻
し
た
か
ら
こ
ち
ら
が
地
元
だ
と
ば
か
り
、
そ
の
巻
一
巻

頭
第
三
行
の
「
書
林
万
巻
楼
刊
行
」
の
万
巻
楼
を
双
峰
堂
に
替

え
て
重
刻
し
た
。

そ
れ
な
ら
、
挿
絵
の
形
態
が
異
な
る
に
せ
よ
、
三
台
館
が
双
峰
堂

の
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
か
ら
ほ
と
ん
ど
間
を
置
か
ず
に
同
内
容

の
別
版
『
岳
玉
志
伝
』
を
新
刻
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
誰
し
も
二
重
投

資
な
ど
し
た
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
ら
ば
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』

を
重
刻
し
た
双
峰
堂
の
主
人
が
『
岳
王
士
山
伝
』
を
新
刻
し
た
=
一
台
館

主
人
の
余
象
斗
と
別
人
で
あ
っ
た
か
、
同
じ
く
余
象
斗
だ
っ
た
に
し

て
も
、
「
岳
玉
志
伝
』
を
新
刻
し
た
当
時
に
は
弟
た
ち
に
双
峰
堂
を

譲
っ
て
独
立
し
た
二
棋
を
構
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
判
。
だ
が

こ
れ
と
異
な
る
想
定
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
『
大
宋
中
興

通
俗
演
義
』
を
重
刻
し
た
こ
と
に
よ
り
周
氏
万
巻
楼
と
余
氏
双
峰
堂

と
の
聞
に
何
か
札
機
が
お
こ
り
、
先
の
重
刻
本
の
印
刷
を
続
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
、
や
む
な
く
名
義
を
三
台
館
に
か
え
、
「
岳
王

志
伝
』
と
し
て
新
刻
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
が
、
金
陵
で
周
氏
万
巻
楼

仁
寿
堂
と
提
携
関
係
に
あ
っ
た
唐
氏
世
徳
堂
の
刊
刻
し
た
小
説
に
、

『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
」
と
同
様
、
建
陽
の
重
刻
本
が
存
在
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
壬
辰
(
万
暦
二
十
年
)
夏
端
(
四

月
)
序
刻
本
『
新
刻
出
像
官
板
大
字
西
遊
記
』
の
熊
雲
浜
重
刻
本
、

万
暦
二
十
一
年
長
至
(
夏
至
)
序
刊
本
『
新
刊
出
像
補
訂
参
釆
史
鐙

南
北
宋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』
の
余
文
台
双
峰
堂
刻
本
が
そ
れ
で
あ

る
。
万
暦
十
九
年
刻
の
周
回
校
乙
本
を
重
刻
し
た
、
い
わ
ゆ
る
周
回

校
丙
本
(
刊
年
、
刊
刻
地
と
も
不
明
)
が
こ
の
隊
列
に
加
わ
る
可
能

性
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
万
暦
二
十
一
年
長
至
か
ら
半
年
を
経
な
い

同
年
陽
月
(
十
月
)
の
序
を
冠
す
る
、
『
南
北
宋
士
山
伝
通
俗
演
義
題
評
』

の
姉
妹
編
に
あ
た
る
『
新
刊
出
像
補
訂
参
釆
史
鍛
唐
書
志
伝
通
俗
演



義
題
評
』
に
建
陽
の
重
刻
本
が
現
存
せ
ず
、
上
図
下
文
の
揮
陽
(
建

陽
)
余
氏
三
台
館
刻
本
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
も
注
目
に
値

す
る
。
な
お
上
記
の
金
陵
刻
本
の
挿
絵
は
、
『
西
遊
記
」
が
無
署
名
、

『
三
国
志
演
義
』
が
王
希
莞
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
す
べ
て
王
少
准

で
あ
っ
た
。

言
帰
正
伝
、
先
に
述
べ
た
札
様
で
あ
る
が
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
札
擦
は
周
氏
万
巻
楼
と
の
聞
の

み
な
ら
ず
、
唐
氏
世
徳
堂
と
の
聞
に
も
生
じ
て
い
た
。
否
、
そ
も
そ

劇
も
そ
れ
は
金
陵
の
書
臨
時
と
建
陽
の
書
臨
時
と
の
間
に
普
遍
的
に
存
在
し

は
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
も
尖
鋭
な
形
で
現
れ
た
も
の
が
周

同
氏
万
巻
楼
と
余
氏
双
峰
堂
と
の
聞
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

っ
一
ぃ
。
で
は
そ
の
札
擦
が
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
態
に
陥
っ
た
時
期
は

の
い
つ
ご
ろ
だ
っ
た
の
か
。
按
ず
る
に
、
そ
れ
は
万
暦
二
十
一
年
の
長

一一一、
至
以
降
、
陽
月
以
前
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
刊
刻

一一る
書
臨
時
不
明
の
周
日
校
丙
本
『
三
国
志
演
義
』
、
熊
雲
浜
重
刻
本
『
西

く制
遊
記
』
、
余
氏
双
峰
堂
重
刻
本
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
な
ど
の
刊

画
刻
時
期
に
つ
い
て
も
す
べ
て
こ
れ
以
前
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

明
で
は
そ
の
札
際
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
思
い
至
る
の

峨
が
、
江
戸
時
代
に
三
都
の
あ
い
だ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
類
版
を
め
ぐ

開
る
あ
ら
そ
い
で
あ
る
。
金
陵
刊
刻
の
見
聞
き
の
挿
絵
を
も
っ
小
説
は

建
陽
の
害
時
評
に
と
っ
て
そ
れ
こ
そ
脊
貨
で
あ
り
、
垂
涯
の
的
だ
っ
た

7
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の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
建
陽
の
害
臨
時
は
金
陵
の
書
臨
時
に
盤

断
で
そ
の
重
刻
本
を
刊
刻
し
て
い
た
。
か
く
て
金
陵
の
書
騨
と
建
陽

の
書
障
の
間
に
争
い
が
お
こ
り
、
結
果
と
し
て
そ
れ
以
後
建
陽
で
の

重
刻
本
の
刊
刻
は
控
え
ら
れ
、
既
存
の
版
木
と
在
庫
は
廃
棄
さ
れ
た

(
の
で
は
な
か
っ
た
か
)
。
ひ
る
が
え
っ
て
建
陽
版
は
金
陵
版
の
類
版

と
い
う
よ
り
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
重
刻
本
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
そ
の
行

為
が
な
ん
ら
か
の
了
解
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
な
し
と

し
ま
い
。
こ
の
場
合
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
よ
る
出
版
が
契
約
更
改

を
め
ぐ
っ
て
こ
じ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
根
拠
の
な
い
推
測

は
こ
れ
ま
で
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
後
建
陽
の
書
庫
は

挿
絵
を
伝
統
の
上
図
下
文
形
式
に
戻
し
、
金
陵
版
と
異
な
る
よ
う
外

貌
を
改
め
つ
つ
、
内
容
は
そ
の
ま
ま
に
、
書
名
の
角
書
で
京
板
な
ど

と
称
し
て
そ
の
内
実
を
灰
め
か
し
、
序
の
一
部
や
名
義
を
本
来
の
も

の
か
ら
改
め
、
金
陵
の
書
臨
時
か
ら
の
抗
議
に
備
え
た
新
版
を
刊
刻
す

る
こ
と
に
し
た
。
筆
者
は
現
在
こ
の
間
の
動
向
を
こ
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
。

最
古
の
南
京
刊
刻
の
見
聞
き
挿
絵
本
の
小
説
は
何
か

|
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
を
め
ぐ
っ
て
(
そ
の
一
一
)
|

『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
人
巻
の
挿
絵
に
は
「
金
陵
玉
少
准
写
」

の
文
字
が
見
え
る
。
主
少
准
は
金
陵
刊
刻
の
複
数
の
歴
史
演
義
小
説

に
挿
絵
を
描
い
て
い
た
。
先
の
上
元
は
出
身
地
、
金
陵
は
居
住
地
で



8

あ
ろ
う
。
挿
絵
と
い
え
ば
、
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
中
国
国
家

B

図
書
館
蔵
巻
一
残
本
の
挿
絵
入
図
に
は
な
ぜ
か
彩
色
が
施
さ
れ
て
い

た
。
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
に
は
こ
れ
と
絵
柄
の
一
致
す
る
彩
絵

精
図
三
十
八
葉
を
収
め
る
内
府
抄
彩
絵
本
が
中
国
国
家
図
書
館
に
蔵

さ
れ
て
い
る
(
存
巻
四
至
六
、
八
、
九
)
。
孫
椅
第
は
こ
れ
と
同
様

の
法
人
鐸
爾
孟
蔵
本
を
見
て
、
嘉
靖
の
内
府
抄
本
と
判
断
し
た
(
両

〔
叩
)

者
が
同
-
の
抄
本
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
詳
細
は
不
明
)

0

こ
の

抄
本
が
事
実
嘉
靖
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
楊
湧
泉
に
よ
っ
て
同
業
者

で
筆
の
立
つ
熊
大
木
の
も
と
に
持
込
ま
れ
た
、
岳
飛
を
主
人
公
と
す

る
小
説
を
「
精
忠
録
』
に
も
と
づ
き
新
作
す
る
と
い
う
、
『
大
宋
中

興
英
烈
伝
』
刊
刻
で
実
を
結
ん
だ
企
画
の
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
き
以

下
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
ち
な

み
に
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
」
は
巻
一
以
外
で
は
「
大
宋
中
興
通
俗
演

義
」
と
題
し
て
い
る
)
。

す
な
わ
ち
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
の
挿
絵
は
「
精
忠
録
』
の
「
精

忠
録
図
」
を
流
用
し
た
い
わ
ば
で
き
あ
い
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
を
宮
中
の
や
ん
ご
と
な
い
方
の
お
目
に
か
け
る
に
は
不
都
合
が

あ
っ
た
。
そ
れ
で
そ
の
際
に
精
抄
本
と
そ
れ
に
相
応
し
い
彩
絵
精
図

が
制
作
さ
れ
た
。
そ
の
彩
絵
精
図
を
も
と
に
王
少
准
が
描
い
た
挿
絵
、

そ
れ
が
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
挿
絵
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
精

忠
録
』
の
景
泰
原
刊
本
刊
刻
の
際
の
パ
ト
ロ
ン
(
哀
純
か
)
の
身
分

は
不
明
な
が
ら
、
弘
治
増
補
本
の
そ
れ
は
太
監
麦
茶
、
正
徳
重
刊
本

は
太
監
劉
某
で
あ
っ
た
。

ひ
る
が
え
っ
て
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
原
刻
本
の
刊
刻
時
期

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
三
国
士
山
演
義
』
の
周
回
校
乙
本
以
前
、

つ
ま
り
万
暦
十
九
年
以
前
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ヨ
ニ
国
志
演
義
』
と
は

異
な
り
、
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
場
合
に
は
、
絵
柄
が
違
う
と

は
い
え
見
聞
き
の
挿
絵
を
冠
し
た
先
行
作
品
、
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』

が
存
在
し
て
い
た
し
、
そ
の
改
定
版
に
あ
た
る
彩
絵
精
図
を
附
し
た

内
府
抄
本
が
民
間
に
流
出
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
『
一
ニ
国
志
演
義
』
の
挿
絵
の
な
い
周
回
校
申
本
は
い
つ
ご
ろ

刊
刻
さ
れ
た
の
か
。
甲
本
と
乙
本
の
先
後
に
つ
い
て
は
未
だ
に
甲
論

乙
駁
の
状
態
で
あ
る
が
、
多
数
派
は
甲
本
の
刊
刻
時
期
を
乙
本
以
前

の
万
暦
十
年
代
の
前
半
に
置
い
て
い
る
。
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、

挿
絵
の
有
無
に
照
ら
し
て
も
当
然
の
結
論
で
あ
ろ
う
。
論
の
帰
結
と

し
て
、
金
陵
刊
刻
の
小
説
に
見
聞
き
の
挿
絵
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
期
は
万
暦
十
年
代
前
半
か
ら
十
九
年
の
間
で
あ
っ
て
、

そ
の
最
初
の
作
品
は
「
大
宋
中
興
通
俗
演
義
』
の
原
刻
本
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
(
と
も
に
世
徳
堂
刊
の
『
西
遊
記
』
は
万
暦

二
十
年
、
『
南
北
河
宋
志
伝
題
評
』
は
万
暦
二
十
一
年
の
刊
刻
と
さ

れ
る
)
。

『
一
二
国
志
演
義
』
の
主
人
公
は
「
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
の
よ
う
に

岳
飛
-
人
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
関
羽
の
生
涯
を

連
続
し
た
挿
絵
で
示
す
『
関
聖
帝
君
聖
蹟
図
誌
』
の
ご
と
き
書
物
は



つ
と
に
存
在
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
に
『
精
忠
録
」
の
「
精
忠
録
図
」

の
役
割
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
熊
大
木

は
先
行
し
て
全
相
平
話
が
存
在
す
る
=
一
国
時
代
以
前
を
対
象
と
す
る

歴
史
演
義
小
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
編
纂
す
る
意
思
を
持
た
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

四

李
氏
朝
鮮
に
持
込
ま
れ
た
『
三
国
士
山
演
義
』

の
挿
絵
本

劇
『
一
二
国
志
演
義
」
に
は
あ
ま
た
の
版
本
が
存
在
す
る
が
、
建
陽
の

伏
上
図
下
文
形
式
の
も
の
と
清
朝
半
ば
以
降
の
肖
像
形
式
以
外
の
挿
絵

凶
を
有
す
る
も
の
は
き
し
て
多
く
な
い
。
周
回
校
乙
本
(
と
丙
本
)
以

日
外
で
は
(
丙
本
の
挿
絵
は
乙
本
と
大
差
な
い
と
い
う
)
、
既
述
の
「
呉

の
観
明
本
」
、
遺
香
堂
本
、
雄
飛
館
英
雄
諸
本
、
宝
翰
楼
本
、
李
笠
翁

一-一、
本
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
閥
寛
東
に
よ
れ
ば
、
韓
国
に

二万
そ
う
し
た
版
本
は
現
存
し
て
い
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
現
存
し
て
い

く帥
な
い
か
ら
と
い
っ
て
持
込
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
で

直
は
以
上
の
版
本
の
う
ち
、
李
氏
朝
鮮
に
持
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る

刷
も
の
は
ど
れ
か
。

崎
ソ
ウ
ル
の
国
立
中
央
図
書
館
に
、
英
祖
三
十
人
(
一
七
六
二
)
年

手
白師

以
前
に
李
氏
朝
鮮
に
持
込
ま
れ
た
、
小
説
を
中
心
と
す
る
漢
籍
の
挿

9

絵
を
模
写
し
装
丁
し
た
と
思
し
い
冊
子
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
『
支
那

8
歴
史
絵
模
本
』
の
題
袋
が
貼
ら
れ
た
こ
の
冊
子
(
以
後
は
こ
れ
を
影

印
L
解
説
を
附
し
て
刊
行
し
た
朴
在
淵
に
よ
り
、
『
中
国
小
説
絵
模

本
』
と
よ
ぷ
)
に
つ
い
て
は
、
『
西
遊
記
」
と
『
水
罰
則
伝
』
の
挿
絵

を
中
心
に
別
稿
で
や
や
詳
し
く
述
べ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
『
一
二
国

志
演
義
』
に
つ
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の

場
を
借
り
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
三
国
志
演
義
』
の
絵
模
本

人
図
に
つ
き
、
い
さ
さ
か
論
じ
て
み
た
い
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
八
図
す
べ
て
に
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三

国
志
真
本
』
(
以
後
は
「
真
本
」
と
略
称
す
る
)
に
対
応
す
る
挿
絵

が
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
李
氏
朝
鮮
に
持
込
ま
れ
、
『
中
国
小
説
絵

模
本
』
の
原
拠
と
な
っ
た
(
可
能
性
の
高
い
)
『
一
ニ
国
志
演
義
』
は
「
真

本
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
「
西
遊
記
』
や
「
水
瀞
伝
』

に
よ
る
絵
模
本
に
比
し
、
原
挿
絵
と
の
絵
柄
の
相
違
が
大
き
い
点
が

い
さ
さ
か
気
に
な
る
。
以
下
に
、
別
稿
に
掲
げ
た
、
赤
壁
の
闘
い
と

そ
の
前
哨
戦
に
あ
た
る
、
孔
明
が
霧
に
紛
れ
貌
寧
か
ら
一
夜
に
し
て

十
万
本
の
矢
を
せ
し
め
る
場
面
の
絵
模
本
|
「
諸
葛
亮
計
伏
周
聡
」

な
ら
び
に
「
周
公
謹
赤
壁
嬰
兵
」
と
題
さ
れ
る
を
例
に
、
そ
の
具

体
的
な
状
況
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
先
ん
じ
て
「
真
本
」
の
版
本
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

。

、
q
J

筆
者
が
「
真
本
」
と
略
称
す
る
『
三
国
志
演
義
』
は
、
巻
首
題
を

「
李
卓
五
口
先
生
批
評
三
国
志
真
本
」
と
す
る
『
一
二
国
志
演
義
』
の
版

本
す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
く
汎
称
す
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
が
同
一
ま



。
た
は
酷
似
す
る
(
覆
刻
ま
た
は
重
刻
、
後
修
の
)
版
木
に
よ
り
、
複

9

数
の
書
癖
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
封
面

に
「
李
卓
吾
先
生
評
/
新
刊
三
国
志
/
呉
郡
宝
翰
楼
」
と
あ
る
宝
翰

楼
本
(
台
湾
大
学
蔵
本
)
、
「
李
卓
吾
先
生
評
次
/
コ
一
回
志
/
繍
絵
全

像
金
聞
大
業
堂
蔵
板
」
と
あ
る
大
業
堂
蔵
板
本
(
京
都
大
学
蔵
本
)
、

な
ら
び
に
封
面
を
欠
き
、
こ
の
両
者
と
第
一
回
の
一
葉
二
面
の
挿
絵

を
異
に
す
る
版
本
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
三
者
の
う
ち
、
封
面
を
欠

く
第
三
の
版
本
が
こ
れ
ま
で
宝
翰
楼
本
と
さ
れ
て
き
た
(
以
後
こ
の

版
本
を
「
宝
翰
楼
本
」
と
よ
ぶ
)
。
「
宝
翰
楼
本
」
と
さ
れ
て
き
た
版

本
は
イ
エ

l
ル
大
学
、
北
京
師
範
大
学
、
京
都
大
学
に
蔵
さ
れ
る
三

本
で
あ
る
が
、
イ
ェ

1
ル
大
学
本
は
本
文
の
み
、
京
都
大
学
本
は
挿

絵
の
み
の
残
本
で
、
本
文
と
挿
絵
の
両
者
を
備
え
る
北
京
師
範
大
学

本
に
し
て
も
、
序
、
固
な
ど
を
欠
く
と
さ
れ
る
。
こ
の
三
本
、
い
ず

れ
も
封
面
を
欠
き
、
本
文
の
ど
こ
に
も
書
臨
時
名
が
見
え
な
い
と
い
う

か
ら
、
い
ず
れ
も
正
し
く
は
刊
行
書
穿
不
明
本
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

挿
絵
の
な
い
イ
ェ

l
ル
大
学
本
に
は
宝
翰
楼
本
あ
る
い
は
大
業
堂
蔵

板
本
と
同
一
の
版
本
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
れ
ら
三
本
が
「
宝
翰
楼
本
」
と
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

宝
翰
楼
本
の
存
在
に
最
初
に
言
及
し
た
の
は
馬
廉
で
あ
る
。
馬
廉

は
こ
れ
を
瑠
璃
廠
の
来
蕪
閣
で
見
か
け
メ
モ
を
取
っ
た
。
孫
楢
第
な

ど
の
宝
翰
楼
本
の
著
録
は
す
べ
て
こ
れ
を
襲
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

い
ず
れ
も
自
身
目
隠
調
査
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
前
掲
の
三
本

は
巻
首
題
が
馬
廉
の
い
う
宝
翰
楼
本
と
一
致
し
た
た
め
に
「
宝
翰
楼

本
」
と
み
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
不
幸
な
こ
と
に
、
「
宝
翰
楼
本
」

は
挿
絵
の
第
一
葉
が
真
正
の
宝
翰
楼
本
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
だ
か

ら
そ
れ
と
異
な
る
挿
絵
の
第
一
葉
を
持
つ
大
業
堂
蔵
板
本
が
後
修
本

と
さ
れ
、
そ
の
第
一
葉
に
つ
い
て
は
後
刻
葉
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

封
面
に
呉
郡
宝
翰
楼
を
明
記
す
る
「
真
本
」
が
台
湾
大
学
に
蔵
さ
れ
、

そ
の
挿
絵
第
一
葉
が
大
業
堂
蔵
板
本
と
同
じ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
後

修
と
さ
れ
た
葉
に
も
原
刻
葉
で
あ
る
可
能
性
が
で
て
き
た
以
上
、
先

の
推
定
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
で
は
宝
翰

楼
本
と
大
業
堂
蔵
板
本
、
刊
行
書
感
不
明
の
前
掲
三
本
(
と
り
あ
え

ず
こ
れ
ま
で
通
り
「
宝
翰
楼
本
」
と
よ
ん
で
お
く
)
の
関
係
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

上
原
究
一
は
京
都
大
学
の
「
宝
翰
楼
本
」
の
挿
絵
を
「
金
聞
大
業

堂
蔵
板
本
と
同
版
先
刷
り
で
、
第
一
葉
は
両
者
異
版
」
と
し
、
金
閤

大
業
堂
蔵
板
本
を
こ
れ
の
後
修
本
と
述
べ
、
梁
誼
捌
の
京
都
大
学
蔵

の
「
宝
翰
楼
本
」
と
北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
の
「
宝
翰
楼
本
」
を

完
全
に
同
版
と
す
る
指
摘
、
「
真
本
」
を
概
ね
崇
禎
刊
本
で
あ
ろ
う

と
す
る
推
定
を
踏
ま
え
、
大
業
堂
蔵
板
本
を
「
〔
清
初
〕
の
後
修
と

見
て
お
け
ば
大
過
あ
る
ま
い
」
と
す
る
。
こ
の
説
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
大
業
堂
蔵
板
本
と
第
一
葉
の
挿
絵
を
同
じ
く
す
る
宝
翰
楼
本
も

同
じ
時
期
の
後
修
本
の
可
能
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

明
末
清
初
の
時
期
は
番
臨
時
間
の
版
木
の
継
承
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。



他
書
臨
時
が
刊
刻
し
た
版
木
を
入
手
し
た
別
の
書
躍
が
、
自
身
の
書
臨
時

名
を
記
し
た
封
面
の
み
新
刻
し
、
自
家
の
新
刊
を
装
い
発
免
す
る
な

ど
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
、
蔵
板
(
版
)
な

い
し
発
免
を
そ
こ
に
明
記
す
る
書
癖
は
む
し
ろ
少
数
派
で
あ
っ
た

(
し
か
も
封
面
は
失
わ
れ
や
す
か
っ
た
)
。
た
だ
そ
う
し
た
書
籍
で
も
、

本
文
巻
頭
な
ど
に
版
木
を
制
作
し
た
書
爆
名
が
刻
さ
れ
て
い
た
り
、

そ
れ
を
埋
木
改
刻
な
い
し
削
消
し
た
跡
が
あ
っ
た
り
し
て
、
原
刻
本

刊
刻
書
障
ま
で
は
わ
か
ら
な
く
と
も
、
後
修
本
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

駒
る
と
い
う
ケ
1
ス
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
「
真
本
」
に
は
そ
う
し
た

伏
手
懸
り
さ
え
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

凶
台
湾
大
学
の
宝
翰
楼
本
を
目
陪
調
査
し
た
笠
井
直
美
は
、
そ
の
挿

日
絵
を
京
都
大
学
の
「
宝
翰
楼
本
」
と
比
較
し
て
、
、
理
工
業
以
下
に
つ

の
き
「
似
乎
同
版
(
也
有
可
能
覆
刻
、
這
彼
難
断
定
こ
と
し
、
刷
印

一一
一一

一
の
先
後
に
は
(
言
及
し
な
い
。
笠
井
に
よ
れ
ば
、
呉
郡
宝
翰
楼
は
「
他

刊
の
書
慰
の
刊
刻
し
た
版
木
を
入
手
し
封
面
を
つ
け
て
印
行
す
る
、
と

〔悶
V

め
い
っ
た
手
法
を
か
な
り
お
お
っ
ぴ
ら
に
と
っ
て
い
た
」
と
推
測
さ
れ

ふ乞酒
る
書
様
で
あ
る
か
ら
、
「
宝
翰
楼
本
」
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
蘇
州
の

制
大
業
堂
蔵
板
本
が
宝
翰
楼
本
に
先
行
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な
ん

峨
に
せ
よ
宝
翰
楼
と
大
業
堂
が
同
じ
穴
の
絡
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で

手
白酎

き
ま
い
。
し
て
み
れ
ば
「
真
本
」
の
原
刻
本
刊
刻
書
臨
時
に
つ
い
て
は

不
明
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
結
句
異
な
る
第
一
回
の
挿
絵
一

9
葉
二
面
の
い
ず
れ
が
後
刻
葉
か
が
重
要
な
判
断
材
料
と
な
ろ
う
が
、

「
真
本
」
の
本
文
な
ら
び
に
挿
絵
全
般
に
わ
た
る
厳
密
な
比
較
対
照

を
し
て
い
な
い
筆
者
に
は
こ
の
問
題
を
こ
れ
以
上
論
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
(
ち
な
み
に
「
三
国
志
演
義
』
第
一
回
の
挿
絵
に
対
応
す
る

絵
模
本
は
「
中
国
小
説
絵
模
本
」
に
は
存
在
し
て
い
な
い
)
。
そ
こ
で
、

傍
目
人
目
を
期
し
、
「
真
本
」
が
宝
翰
楼
、
大
業
堂
を
含
む
複
数
の

書
擦
に
よ
る
合
資
出
版
物
で
あ
り
、
後
修
本
ま
で
刊
刻
さ
れ
る
ほ
ど

世
上
に
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
臆
測
を
披
露
し
、
と
り

あ
え
ず
の
先
の
疑
問
に
対
す
る
筆
者
の
答
え
と
し
て
お
き
た
い
。

言
帰
正
伝
、
「
真
本
」
の
挿
絵
と
絵
模
本
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
全
般
に
絵
模
本
の
絵
柄
の
方
が
詳
密
と
言
え
る
。
「
諸
葛
亮

計
伏
周
稔
」
の
場
合
、
絵
模
本
の
上
部
に
あ
た
か
も
雲
の
上
に
い
る

か
の
ご
と
き
一
群
の
兵
士
と
そ
の
射
か
け
る
矢
が
多
数
描
か
れ
て
い

る
の
だ
が
、
「
真
本
」
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
「
周
公
道
赤
壁
盛
兵
」

の
場
合
、
両
者
の
構
図
は
類
似
し
て
い
る
が
、
左
右
が
逆
に
な
っ
て

い
る
。
だ
が
「
真
本
」
の
場
合
に
限
ら
ず
、
絵
模
本
が
原
挿
絵
の
左

右
を
逆
に
す
る
例
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
呉
郡
宝
翰
楼
と
金
聞
大
業
堂
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み

た
い
。
呉
郡
、
金
聞
は
と
も
に
蘇
州
を
指
し
て
い
る
。
第
一
冊
の
巻

頭
に
半
葉
の
挿
絵
を
集
め
る
形
式
は
蘇
杭
の
版
本
の
特
徴
で
あ
っ
た

し
、
「
真
本
」
の
挿
絵
の
画
風
は
万
暦
四
十
七
年
武
林
蔵
珠
館
(
針

載
陽
)
刊
の
『
新
刊
徐
文
長
先
生
評
唐
伝
演
義
』
や
本
街
蔵
板
の
『
新

刊
徐
文
長
先
生
批
評
階
唐
演
義
」
の
そ
れ
に
類
す
る
。
宝
翰
楼
や
大



2

業
堂
が
原
刻
本
の
刊
刻
書
擦
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
蘇
州

9

(
ま
た
は
杭
州
)
の
刻
本
で
あ
る
可
能
性
は
高
か
ろ
う
。
明
の
崇
禎

年
間
の
呉
郡
に
宝
翰
楼
な
る
書
臨
時
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
呉
郡
宝
翰

楼
刊
本
の
『
今
古
奇
観
』
の
現
存
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ

〈
初
)

が
万
暦
末
に
す
で
に
出
版
活
動
を
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
。
次

に
大
業
堂
で
あ
る
が
、
周
回
校
の
同
族
の
後
輩
が
経
営
す
る
金
陵
の

大
業
堂
が
有
名
で
、
唐
氏
世
徳
堂
の
歴
史
演
義
小
説
の
版
木
に
よ
っ

た
後
修
本
を
万
暦
四
十
年
代
以
降
に
印
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

封
。
な
ら
ば
「
真
本
」
の
金
闘
大
業
蛍
蔵
板
本
の
挿
絵
に
、
そ
れ
が

本
来
唐
氏
世
徳
堂
の
『
三
国
志
演
義
』
の
挿
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
は

あ
る
の
か
。

金
問
大
業
堂
(
な
ら
び
に
三
呉
大
業
堂
)
に
つ
い
て
は
、
近
頃
上

原
究
一
に
よ
り
金
陵
の
大
業
堂
主
人
如
山
周
文
燥
の
同
母
弟
に
あ
た

る
如
泉
周
文
耀
か
そ
の
子
や
孫
の
営
む
害
時
時
で
あ
っ
た
可
能
性
が
提

起
さ
れ
て
い
話
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
文
濯
が
蘇
州
で
出
版
活
動
を

行
っ
て
い
た
の
は
確
か
な
よ
う
だ
が
、
そ
の
書
臨
時
と
し
て
の
活
動
時

期
、
蘇
州
へ
の
移
住
時
期
は
現
時
点
で
は
不
明
と
い
う
。
し
か
し
、

〈お》

周
文
熔
は
「
万
巻
楼
名
義
で
の
刻
書
を
行
っ
て
い
た
」
と
い
う
か
ら
、

唐
氏
世
徳
堂
(
あ
る
い
は
周
氏
万
巻
楼
)
か
ら
金
陵
大
業
堂
を
通
じ

て
金
聞
大
業
堂
に
至
る
版
木
な
い
し
版
権
移
譲
の
関
係
が
存
在
し
た

可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
真
本
」
の
挿
絵
は
見
聞
き
で
は
な
く
、

半
葉
一
面
で
あ
っ
た
が
、
後
世
の
『
西
遊
記
』
の
挿
絵
が
世
徳
堂
本

(
M〕

の
見
聞
き
の
挿
絵
を
半
葉
に
改
め
て
収
め
る
事
例
も
存
す
る
。
『
三

国
志
演
義
』
に
周
回
校
乙
本
と
異
な
る
挿
絵
を
持
つ
世
徳
堂
本
が
あ

り
、
そ
れ
が
「
真
本
」
の
挿
絵
の
原
拠
と
な
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら

れ
ま
い
か
。
今
後
の
版
本
調
査
の
進
展
に
よ
り
、
こ
の
可
能
性
の
有

無
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ち
な
み
に
「
真
本
」
の

挿
絵
の
画
風
は
『
大
宋
中
興
通
俗
演
義
」
よ
り
『
大
宋
演
義
中
興
英

烈
伝
』
、
す
な
わ
ち
「
精
忠
録
』
の
「
戦
闘
列
図
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ

た。

五

世
徳
堂
か
ら
大
業
堂
へ

既
述
の
ご
と
く
、
大
業
堂
は
金
閣
の
み
な
ら
ず
金
陵
に
も
あ
っ
た
。

否
、
む
し
ろ
金
陵
の
大
業
堂
の
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
こ

で
再
度
以
下
で
金
陵
の
大
業
堂
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
金
陵
の

周
氏
大
業
堂
は
複
数
の
歴
史
演
義
小
説
を
刊
刻
し
て
い
る
。
ま
ず
、

い
ず
れ
も
無
図
の
、
万
暦
壬
子
(
四
十
年
)
の
叙
を
冠
す
る
『
(
重
刻
)

西
漢
通
俗
演
義
」
(
周
希
且
大
業
堂
刊
、
口
(
酔
)
耕
堂
蔵
板
)
、
な

ら
び
に
『
(
重
刻
京
本
増
評
)
東
漢
十
二
帝
通
俗
演
義
』
(
大
業
堂
刊
、

本
街
蔵
板
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
重
刻
、
重
訂

と
角
書
し
無
図
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
万
暦
十
年
代
以
前
に
刊
刻
さ

れ
て
い
た
い
ず
れ
か
の
書
俸
の
旧
板
を
も
と
に
、
万
暦
四
十
年
以
降

に
重
刻
さ
れ
た
(
も
の
を
、
そ
の
版
木
を
譲
り
受
け
た
別
の
書
臨
時
が



印
行
し
た
)
も
の
と
み
た
い
。
ち
な
み
に
上
原
究
一
は
敬
素
周
希
旦

が
対
峰
周
回
校
の
同
世
代
で
あ
り
、
「
共
に
仁
寿
堂
を
名
乗
っ
て
刻

書
を
行
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
『
重
刻
西
描
開
通
俗

演
義
』
の
「
大
業
堂
重
校
梓
」
の
封
面
は
周
文
燥
に
版
木
が
渡
っ
て

以
降
に
附
さ
れ
た
に
過
ぎ
」
な
い
と
し
、
周
希
旦
を
大
業
堂
主
人
と

は
認
め
な
向
。
結
句
両
漢
を
舞
台
と
す
る
歴
史
演
義
小
説
に
つ
い
て

は
、
世
徳
堂
な
い
し
万
巻
楼
に
よ
る
見
聞
き
挿
絵
本
は
作
ら
れ
ず
、

剣
噺
閤
批
評
本
に
直
接
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
お

閉
そ
ら
く
熊
大
木
に
よ
る
嘉
靖
定
本
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
関
わ

L
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わ
り
が
あ
ろ
う
。

凶
金
陵
の
周
氏
大
業
堂
刊
刻
の
歴
史
演
義
小
説
と
し
て
次
に
挙
げ
る

日
べ
き
は
、
い
ず
れ
も
本
文
中
に
見
聞
き
の
図
を
配
し
、
先
行
す
る
唐

の
氏
世
徳
堂
本
の
版
木
に
よ
っ
て
印
行
し
た
『
(
新
銀
重
訂
出
像
註
釈
)

一一一一
一
商
晋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
」
と
『
(
新
銀
重
訂
出
像
註
釈
)
通
俗
演

万
義
東
晋
志
伝
題
許
』
(
以
下
で
は
両
者
を
あ
わ
せ
て
『
両
晋
志
伝
題
評
』

〈帥
と
称
す
る
)
、
な
ら
び
に
『
(
新
刊
出
像
補
訂
参
釆
史
鑑
)
唐
書
志
伝

国
通
俗
演
義
題
評
』
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
『
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』

倒
は
嘉
靖
=
一
十
二
年
に
楊
氏
清
江
堂
が
刊
行
し
た
無
図
の
『
(
新
刊
参

崎
釆
史
鑑
)
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
』
の
存
在
に
よ
り
、
と
り
わ
け
注
目

手
向酎

さ
れ
る
。
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
と
同
様
熊
大
木
の
作
で
あ
っ
て
、
『
大

宋
中
興
英
烈
伝
』
刊
行
の
翌
年
、
同
じ
楊
氏
の
清
江
堂
か
ら
刊
刻
さ

3
 

9

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
」
に
は
挿
絵
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
三
国
志
演
義
』
の
場
合
と
同
様
、

依
拠
す
べ
き
既
存
の
挿
絵
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
題
評
」
は
、
『
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
』
に
な

い
、
こ
の
書
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
笑
巳
(
万
暦
二
十
一
年
)

腸
月
の
序
を
冠
す
る
分
節
本
で
、
王
少
准
の
署
名
の
あ
る
挿
絵
を
本

文
中
に
配
し
て
い
た
。
『
両
晋
志
伝
題
評
』
は
刊
刻
時
期
不
明
の
分

則
本
で
、
や
は
り
王
少
准
の
挿
絵
を
備
え
て
い
た
。
「
題
評
」
を
銘

打
つ
歴
史
演
義
小
説
と
し
て
は
、
同
じ
唐
氏
世
徳
堂
か
ら
刊
刻
さ
れ

た
、
発
巳
長
至
の
序
を
冠
し
、
王
少
准
の
挿
絵
を
配
す
る
分
回
本
の

『
(
新
刊
出
像
補
訂
参
釆
史
鑑
)
南
北
宋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』
が
あ
っ

た
。
以
上
三
種
の
世
徳
堂
本
に
は
い
ず
れ
も
陳
氏
尺
般
競
の
評
釈
が

関
さ
れ
て
い
る
(
題
評
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
)
。
こ
の
陳
氏

尺
峻
蔚
が
世
徳
堂
本
「
西
遊
記
』
の
壬
辰
(
万
暦
二
十
年
)
夏
端
四

日
付
の
序
で
、
世
徳
堂
主
人
の
唐
光
録
か
ら
序
を
依
頼
さ
れ
た
と
述

べ
て
い
る
株
陵
陳
元
之
で
あ
る
な
ら
、
世
徳
堂
は
『
西
遊
記
』
の
序

に
引
き
続
き
陳
元
之
に
歴
史
演
義
小
説
の
題
評
三
種
を
依
頼
し
、
そ

れ
を
一
気
に
刊
刻
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
万
暦
二
十
年
か
ら
二
十
一

年
に
か
け
て
は
世
徳
堂
の
活
動
の
全
盛
期
だ
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
そ

ん
な
世
徳
堂
に
も
や
が
て
出
版
業
か
ら
撤
退
す
る
日
が
や
っ
て
き

た
。
か
く
て
そ
れ
ま
で
刊
刻
し
て
き
た
小
説
の
版
木
は
周
氏
の
大
業

堂
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
は
そ
の
時
期
は
い
つ
ご
ろ
か
。

上
原
究
一
は
、
唐
氏
世
徳
堂
は
嘉
靖
末
な
い
し
隆
慶
年
間
に
唐
廷



4

仁
が
創
業
し
、
万
暦
二
十
五
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
聞
に
唐
歳
・

9

唐
泉
ら
兄
弟
に
代
替
わ
り
し
、
天
啓
年
間
頃
に
こ
の
兄
弟
が
活
動
を

(槌》

終
え
る
と
と
も
に
出
版
業
を
離
れ
た
ろ
う
と
い
う
。
世
徳
堂
か
ら
大

業
堂
へ
の
版
木
の
移
譲
時
期
に
つ
い
て
は
そ
の
頃
に
し
て
も
、
大
業

堂
に
よ
る
版
木
の
蒐
集
事
業
に
つ
い
て
は
、
『
西
漢
通
俗
演
義
』
の

叙
の
存
在
を
念
頭
に
、
万
暦
四
十
年
頃
ま
で
そ
の
開
始
時
期
を
遡
ら

せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

筆
者
は
二

O
一
一
年
の
第
十
回
に
続
き
、
二

O
一
三
年
の
第
十
二

回
に
も
「
中
国
古
代
小
説
、
戯
曲
盤
数
字
化
国
際
研
討
会
」
に
参
加

し
た
。
こ
の
研
討
会
は
首
都
師
範
大
学
の
周
文
業
氏
が
二
十
一
世
紀

の
閉
幕
を
告
げ
る
二

O
O
一
年
以
来
ほ
ほ
毎
年
開
催
し
て
い
る
も
の

で
、
小
規
模
な
が
ら
現
在
中
国
で
開
催
さ
れ
る
、
最
も
活
発
か
つ
中

身
の
濃
い
研
討
会
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。

数
字
化
を
銘
打
つ
以
上
、
こ
の
研
討
会
に
お
い
て
新
た
な
ソ
フ
ト

や
周
辺
機
器
の
紹
介
を
テ
!
?
と
す
る
研
究
発
表
が
な
さ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
研
討
会
開
催
の
主
旨
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
版
本
研
究
、
さ
ら
に
い
え
ば
周
氏
の
開
発
し
た
ソ
フ
ト
を

用
い
た
版
本
研
究
の
実
践
例
の
発
表
の
場
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
と
は
い
え
ベ
テ
ラ
ン
の
版
本
研
究
者
の
報
告
の
な
か
に
は
周

氏
の
ソ
フ
ト
を
(
少
な
く
と
も
積
極
的
に
は
)
用
い
ず
、
従
来
か
ら

の
手
法
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
な
く
は
な
い
。
だ
が
そ
う
し

た
発
表
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
の

版
本
研
究
が
進
展
し
、
ベ
テ
ラ
ン
研
究
者
も
そ
の
存
在
を
無
視
し
え

な
く
な
っ
た
結
呆
、
呉
越
同
舟
で
は
な
い
が
、
新
旧
そ
れ
ぞ
れ
の
手

法
に
よ
る
版
本
研
究
が
仲
良
く
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
版
本
研
究
は
若
年
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
敷
居
の
高
い
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
が
近
年
そ
う
し
た
大
家
の
老
齢
化
が
進
む
一
方
、

大
学
や
図
書
館
に
秘
蔵
、
死
蔵
さ
れ
て
き
た
貴
重
な
文
献
が
W
E
B

で
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
機
相
が
変
わ
っ
て
き
た
。
む
し
ろ

若
い
研
究
者
に
有
利
な
研
究
分
野
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
残
念
な

が
ら
日
本
の
若
い
研
究
者
は
一
部
の
者
し
か
そ
の
点
に
気
づ
い
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
中
国
の
研
究
者
は
す
で
に
か
な
り
の
者
が
こ
の

分
野
の
研
究
に
進
出
し
て
お
り
、
新
た
な
研
究
の
地
平
を
切
り
拓
き

つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
戯
曲
小
説
に
附
さ
れ
る
挿
絵

を
通
し
て
の
版
本
研
究
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
し
の
感
が
あ
る
。
そ
こ

で
以
下
で
こ
の
点
に
つ
き
多
少
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

二
O
一
一
年
度
の
数
字
化
研
討
会
に
お
け
る
挿
絵
関
係
の
発
表

は
、
か
く
い
う
筆
者
の
「
歴
史
演
義
小
説
図
像
的
淵
源
」
と
顔
彦
の

「
上
図
下
文
式
挿
図
本
《
三
国
志
演
義
》
図
文
相
異
現
象
考
論
」
の

二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
二

O
二
二
年
度
に
は
顔
彦
の
「
従
挿
図
看

《
三
国
士
山
演
義
》
版
本
的
類
型
和
演
変
」
、
張
玉
梅
・
銭
海
鵬
の
「
明



代
《
三
国
演
義
》
挿
図
対
文
本
古
田
操
形
象
的
詮
釈
」
、
隆
敏
張
祝

平
の
「
評
林
本
《
水
訴
伝
》
挿
図
対
ク
女
禍
。
思
想
的
問
釈
」
、
張
鵬
・

張
祝
平
の
「
《
西
遊
記
》
世
徳
堂
本
与
李
評
本
挿
図
対
文
本
閥
釈
的

比
較
」
、
易
静
・
張
祝
平
の
「
容
本
、
凌
本
《
琵
琶
記
》
挿
図
対
文

本
間
釈
的
異
与
同
」
、
李
慧
張
祝
平
「
《
二
刻
英
雄
譜
》
図
讃
研
究

的
幾
個
問
題
」
の
五
つ
と
な
っ
た
。
だ
が
、
国
家
図
書
館
博
士
後
工

作
結
の

P
D
で
あ
る
顔
彦
氏
の
研
究
以
外
は
す
べ
て
共
同
研
究
で

あ
っ
て
、
江
蘇
南
通
大
学
文
学
院
の
修
士
論
文
ま
た
は
博
土
論
文
で

劇
あ
る
ら
し
い
。
共
同
研
究
者
と
な
っ
て
い
る
同
大
学
の
講
師
銭
海
鵬

伏
氏
と
教
授
張
祝
平
氏
は
彼
ら
の
指
導
教
員
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
中

同
国
に
あ
っ
て
も
挿
絵
研
究
に
日
を
つ
け
て
い
る
研
究
者
は
い
ま
だ
参

日
参
た
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
拙
文
が
引
玉

の
の
碍
と
な
り
、
日
本
の
こ
の
分
野
の
研
究
者
が
増
え
る
こ
と
を
切
に

一一
一

、
願
っ
て
い
る
。

二るくめを函版の説1
4
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(
l
)

以
上
に
述
べ
た
、
『
警
世
通
言
』
の
版
本
の
系
統
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
『
警
世
通
言
』
版
本
新
考
」
(
埼
玉
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研

究
科
博
士
課
程
紀
要
『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
」
第
九
号
所
収
、

二
O
一
二
年
三
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
)
以
上
に
述
べ
た
、
兼
善
堂
本
と
佐
伯
文
庫
本
の
聞
に
お
け
る
挿
絵

の
相
違
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
警
世
通
言
の
版
本
に
つ
い
て
佐
伯

文
庫
本
と
都
立
中
央
図
書
館
本
を
中
心
に
|
」
(
『
中
国

1
社
会
と
文

化
』
第
一
号
所
収
、
一
九
八
六
年
六
月
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
こ
の
拙
論
と
続
篇
「
警
世
過
言
の
版
本
に
つ
い
て
(
補
)
」
(
『
中

国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
創
刊
号
所
収
、
一
九
八
七
年
十
月
)
で
論

じ
た
『
警
世
通
言
』
の
版
本
の
系
統
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、

注
1
の
拙
論
で
修
正
し
て
い
る
。

(
3
)

以
上
に
述
べ
た
、
劉
素
明
と
呉
観
明
に
つ
い
て
の
見
解
に
つ
い
て

は
、
拙
論
「
四
続
研
究
前
後
」
(
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
五
号
所

収
、
一
九
九
九
年
十
一
一
月
)
の
「
1

呉
観
明
は
刻
工
で
あ
る
」
と

「2

劉
素
明
は
な
に
も
の
か
」
を
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)

安
徽
省
図
書
館
所
蔵
の
景
泰
原
刻
本
残
本
に
関
す
る
情
報
を
福
建

師
範
大
学
の
徐
秀
虹
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
(
安
徽
省
聞
書
館
古
籍

部
の
石
梅
女
士
の
示
教
に
よ
る
と
い
う
)
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表

す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
情
報
の
一
部
を
以
下
に
記
し
て

お
き
た
い
。
こ
の
裳
純
輯
本
は
「
図
一
巻
依
1
、

5
、
6
、
9
、

ロ
、
目
、
刀
、
出
図
。
現
存
二
十
五
幅
図
(
包
括
一
一
服
半
葉
残
図
)

為
一
策
全
幅
大
図
，
与
朝
鮮
刊
本
上
文
下
図
版
式
不
向
。
且
現
存
図

像
与
朝
鮮
刊
本
完
全
不
同
」
で
あ
る
と
い
う
。
朝
鮮
本
の
上
文
下
図

の
版
式
と
同
じ
で
な
く
、
し
か
も
そ
の
図
像
が
「
完
全
不
同
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。
可
及
的
速
や
か
に
景
泰
原

刻
本
の
挿
絵
を
調
査
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

以
上
に
述
べ
た
、
李
氏
朝
鮮
刊
行
の
二
つ
の
「
精
忠
録
』
、
な
ら

び
に
そ
れ
ら
と
『
大
宋
中
興
英
烈
伝
』
の
挿
絵
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
歴
史
演
義
小
説
の
図
像
の
淵
源
」
(
『
埼
玉
大
学
紀
要
教
養
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学
部
」
第
四
十
七
巻
第
二
号
所
収
、
二

O
一
一
一
年
三
月
)
な
ら
び
に

「
岳
飛
を
め
ぐ
る
通
俗
小
説
の
挿
画
」
(
「
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成
・

第
八
集
小
説
集
〔
一
一
〕
」
所
収
、
遊
子
館
、
ニ

O
一
二
年
六
月
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)

台
北
の
中
央
研
究
院
歴
史
話
言
研
究
所
僻
斯
年
図
書
館
に
周
氏
万

巻
楼
刊
本
の
「
大
宋
中
興
通
俗
演
義
」
の
巻
九
、
十
に
相
当
す
る
「
附

会
纂
大
宋
朝
岳
武
穆
王
精
忠
録
」
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
情
報
を
上

原
究
一
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
詳

細
は
い
ず
れ
上
原
氏
が
専
論
を
執
筆
さ
れ
よ
う
。

(
7
)

双
峰
堂
、
二
一
台
館
、
余
象
斗
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
磯
部
彰
「
悶

斎
堂
刊
『
新
刻
増
補
批
評
全
像
西
遊
記
』
の
版
本
」
(
『
東
北
ア
ジ
ア

研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書
』
第
十
九
号
所
収
、
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
、
一
一

O
O六
年
)
な
ら
び
に
上
原
究
一
「
金
陵
書
坊
周
回
校
万

巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の
関
係
に
つ
い
て
」
(
「
斯
道
文
庫
論
集
』

第
四
十
八
輯
所
収
、
二

O
一
四
年
二
月
)
に
よ
る
。

(8)

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
原
究
一
「
唐
氏
世
徳
堂
と
周
氏
万
巻

楼
仁
寿
堂
の
章
回
小
説
刊
行
の
覆
刻
及
び
後
印
の
事
例
に
つ
い
て
」

(
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
十
六
号
所
収
、
二

O
一
一
年
十
二
月
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)

『
南
北
宋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』
と
『
唐
書
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』

に
つ
い
て
は
、
上
原
究
一
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
講
史
小
説
三
種

と
上
元
王
氏
の
双
面
迎
式
挿
画
に
つ
い
て
」
(
『
中
国
古
典
文
学
挿
画

集
成
・
第
九
集
小
説
集
〔
三
〕
』
所
収
、
遊
子
館
、
二

O
一
四
年

一
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
嘉
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ

熊
大
木
と
英
烈
・
忠
義
を
端
緒
と
し
て
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
一
一
一
四
冊
所
収
、
一
九
九
四
年
三
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
孔
)
筆
者
の
「
嘉
靖
宏
本
か
ら
万
暦
新
本
へ
|
熊
大
木
と
英
烈
'
忠
義

を
端
緒
と
し
て

l
」
で
は
こ
れ
と
異
な
る
推
論
を
述
べ
た
が
、
現
在

は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

(
ロ
)
『
中
国
古
典
小
説
史
料
叢
考
韓
国
篇
』
(
斗
告
・
斗
川
斗
吾
卦
斗
、

二
O
O
一
年
一
月
)
な
ど
に
よ
る
。

(
日
)
拙
論
「
『
中
国
小
説
絵
模
本
」
に
見
る
中
国
小
説
の
挿
絵
」
(
『
7

ジ
ア
遊
学
」
二

O
一
四
年
二
月
号
所
収
)
。
た
だ
し
こ
の
拙
論
に
は

い
く
つ
か
の
不
十
分
な
点
が
あ
る
。
『
中
国
小
説
絵
模
本
』
に
序
と

小
叙
を
書
い
た
完
山
李
氏
を
英
祖
の
娘
の
和
緩
翁
主
ま
た
は
そ
の
姉

妹
の
い
ず
れ
か
と
し
た
点
と
、
『
中
国
小
説
絵
模
本
』
が
も
と
づ
い

た
「
水
齢
伝
』
の
版
本
を
容
与
堂
の
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
瀞

伝
』
と
造
香
堂
の
『
忠
義
水
瀞
伝
』
と
特
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
李
氏
の
氏
に
引
か
れ
て
女
性
と
思
い
込
ん
だ
た
め

で
あ
る
が
、
和
緩
翁
主
の
実
兄
荘
献
世
子
を
そ
の
候
補
に
挙
げ
る
べ

き
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
水
静
伝
」
に
液

刻
の
挿
絵
を
も
っ
た
版
本
が
あ
る
こ
と
を
失
念
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
「
水
詩
伝
』
の
李
氏
朝
鮮
に
持
込
ま
れ
た
可
能
性
の
あ
る
版

本
の
範
囲
は
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
上
原
究
一
氏
の
示
教
に
よ

ヲ
Q

。

(M)

『
二
一
国
志
演
義
』
の
「
宝
翰
楼
本
」
に
つ
い
て
は
、
梁
遊
矧
「
『
李

卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
真
本
』
(
宝
翰
楼
本
)
の
挿
絵
に
つ
い
て

l

合
戦
場
面
の
表
現
を
中
心
に
」
(
『
中
国
古
典
文
学
挿
画
集
成
・
第

六
条
全
相
平
話
五
種
/
=
一
国
志
演
義
(
宝
翰
楼
本
)
』
所
収
、
遊



子
館
、
二

O
O九
年
一
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
梁
誼
欄
の
「
摸

倣
と
創
造
『
絵
本
三
国
志
』
に
お
け
る
『
三
国
志
演
義
』
遺
香
堂

本
の
受
容
1
1
合
戦
場
面
を
中
心
に
」
(
『
日
中
嬰
術
研
究
』
第
三
人

号
所
収
、
二

O
一
二
年
十
一
一
月
)
は
、
『
三
国
志
演
義
』
の
挿
絵
に

お
い
て
遺
香
堂
本
の
挿
絵
が
「
異
色
な
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
、
「
宝
翰
楼
本
」
を
含
む
「
「
五
種
刊
本
」
の
挿
絵
に
は
共
通
し
た

特
徴
が
み
ら
れ
る
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
矛
盾
し
て
お
り
正
し
く
な

し

(
日
)
「
旧
本
三
国
演
義
板
本
的
調
査
裁
至
民
国
十
八
年
四
月
止
」
(
劉

劇
情
編
「
馬
陥
卿
小
説
戯
曲
論
集
』
所
収
、
中
華
書
局
、
ニ

O
O六
年

伏
八
月
。
初
出
は
『
北
平
北
海
図
書
館
月
刊
」
第
二
巻
第
五
号
、

も
一
九
二
九
年
十
月
)
に
見
え
る
。
な
お
同
書
所
収
で
、
馬
康
の
民
園

出
十
六
年
の
日
記
「
陥
卿
雑
紗
」
か
ら
編
集
さ
れ
た
コ
一
一
回
準
語
版
本

に
六
種
」
に
も
同
様
な
記
述
が
見
え
る
。

一
=
(
国
)
笠
井
直
美
「
呉
郡
宝
翰
楼
書
目
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第

一
一
一
六
四
冊
所
収
、
ニ

O
二
二
年
十
二
月
)
に
よ
る
o

笠
井
に
は
別
に

万
台
北
の
中
央
研
究
院
歴
史
詩
言
研
究
所
で
二

O
一
二
年
九
月
二
十
五

〈め
日
に
発
表
し
た
講
演
原
稿
「
呉
郡
宝
翰
楼
初
探
」
が
あ
り
、
そ
こ
で

酎
す
で
に
台
湾
大
学
所
蔵
の
宝
翰
楼
本
の
「
真
本
」
に
つ
い
て
論
じ
て

順
い
る
。
公
刊
に
先
立
ち
そ
の
講
演
原
稿
を
恵
投
さ
れ
た
笠
井
直
美
氏

説
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

制
(
日
)
上
原
究
-
「
金
陵
番
坊
周
臼
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の

白
関
係
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

(
国
)
笠
井
直
美
「
呉
郡
宝
翰
楼
初
探
」
に
よ
る
。
「
呉
郡
宝
翰
楼
書
目
」

で
も
同
様
に
論
ず
る
。
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(
四
)
笠
井
直
美
「
北
京
大
学
図
書
館
蔵
『
忠
義
水
詐
全
伝
』
|
「
万
暦

裳
無
涯
原
刊
」
情
報
の
一
人
歩
き

i
」
(
『
名
古
屋
大
学
中
国
語
学

文
学
論
集
』
第
一
二
輯
所
収
、
二

O
O九
年
十
二
月
)
の
注

mに
よ

る
。
同
様
の
見
解
は
「
呉
郡
宝
翰
楼
初
探
」
な
ら
び
に
「
呉
郡
宝
翰

楼
書
目
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
初
)
笠
井
直
美
の
「
呉
郡
室
翰
楼
番
目
」
な
ら
び
に
「
呉
郡
宝
翰
楼
初

探
」
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
宝
翰
楼
刊
行
の
序
践
に
万
暦
の
年
号
が
見

え
る
が
、
宝
翰
楼
の
出
版
活
動
か
ら
み
て
、
そ
の
年
に
宝
翰
楼
が
存

在
し
て
い
た
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
、
っ
ベ
な
う
べ
き

見
解
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
上
原
究
一
「
金
陵
唐
氏
世
徳
堂
刊
本
講
史
小
説
三
種
と
上
元
王
氏

の
双
面
連
式
挿
函
に
つ
い
て
」
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
辺
)
上
原
究
一
「
金
陵
書
坊
周
回
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の

関
係
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
上
原
究
一
「
金
陵
書
坊
周
回
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の

関
係
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

(μ)
上
原
究
一
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
版
本
に
つ
い
て
」
(
『
日

本
中
国
学
会
報
』
第
六
三
集
所
収
、
二

O
一
-
年
十
月
)
を
参
照
さ

れ
た
い
。

(
お
)
上
原
究
一
「
金
陵
書
坊
周
回
校
万
巻
楼
仁
寿
堂
と
周
氏
大
業
堂
の

関
係
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
町
四
)
拙
論
「
嘉
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ

I
熊
大
木
と
英
烈
忠
義
を

端
緒
と
し
て
1
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
上
原
究
一
「
金
陵
害
坊
唐
氏
世
徳
堂
主
人
考
|
一
一
人
の
「
唐
光
禄
」

」
(
『
中
国

l
社
会
と
文
化
」
第
二
七
号
所
収
、
二

O
一
一
一
年
七
月
)
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を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
上
原
究
一
「
金
陵
書
坊
唐
氏
世
徳
堂
主
入
者

f
二
人
の
「
唐
光
禄
」

ー
」
に
よ
る
。




