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蜘
清
志
異
研
究
序
説

l
l

特
に
蒲
松
陥
の
執
筆
態
ぃ
岐
に
’
就
い
て
｜
｜

藤

賢

田

結

清
の
蒲
松
齢
の
「
抑
制
川
志
見
」
が
．
中
凶
古
米
の
筆
記
小
説
。
一
米
統
を
引
く
数
多
い
文
語
位
。
小
説
の
中
に
在
っ
て
‘
短
篇
小
説
と
し
て
最
も
傑
出
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
定
評
と
な
っ
て
い
る
。
事
貨
そ
の
優
れ
た
小
説
的
描
認
と
絢
糊
た
る
文
字
の
謹
術
的
香
試
と
は
、
同
殺
の
他
当
に
は
求
め
得
ら
れ
ぬ

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
著
者
蒲
松
帥
の
こ
の
討
の
執
筆
態
皮
が
、
「
志
川
英
」
を
論
ず
る
人
法
の
問
で
は
相
岱
に
大
ぎ
な
問
題
と
さ
れ
、
こ
れ
に
就
い

て
、
従
来
中
岡
及
ぴ
わ
が
闘
に
於
い
て
種
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
ま
たD
そ
れ
ら
従
来
の
諸
説
を
険
討
し
て
み
て
判
る
こ
と
は
、
種
々
に
論
じ
て
は
い
て
も
、
著
者

が
何
ら
か
の
目
的
を
持
っ
て
執
筆
し
て
い
る
と
み
て
い
る
貼
で
は
殆
ど
が
撲
を
一
に
し
て
お
り
、
し
か
も
多
く
の
人
法
が
、
そ
の
著
者
の
執
筆
の
け
的
と
し
て

勘
善
懲
認
と
い
う
こ
と
を
取
り
翠
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
橘
撲
氏
が
そ
の
「
柳
…
清
志
具
の
研
究
」
（
「
道
教
と
紳
話
体
説
」
所
牧
）
の
中
で
、
部
松
怖
は
「
民

衆
の
安
柴
に
し
て
幸
一
附
な
る
生
活
に
針
ナ
る
最
小
限
皮
の
希
望
ず
ら
常
時
の
政
治
思
及
び
枇
合
活
の
た
め
に
脅
か
さ
れ
て
白
羽
の
機
合
が
甚
だ
乏
し
い
」
の
を

憤
り
、
且
つ
常
時
の
民
衆
が
「
無
知
な
る
が
河
川
に
、
眼
前
の
或
る
官
能
の
満
足
を
泊
ふ
に
急
で
、
こ
れ
を
調
節
ナ
る
こ
と
が
丘
の
臼
己
及
ぴ
枇
合
唱
を
平
和
幸
一
服

た
ら
し
む
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
質
ら
な
い
」
の
を
嘆
い
て
、
「
志
呉
」
の
筆
を
執
っ
た
、
と
み
て
い
る
の
は
、
そ
の
代
表
的
た
も
の
と
し
て
翠
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
作
九
H
A方
は
、
「
志
即
時
」
の
物
詰
そ
の
も
の
か
ら
導
含
出
さ
れ
て
き
」
た
と
い
う
よ
り
か
、
寧
ろ
各
篇
の
項
末
に
「
異
史
氏
日
」
と
題
し
て
附
さ
れ
た
著

者
自
身
の
感
想
詳
論
の
短
文
と
、
「
志
異
」
の
自
序
と
を
某
礎
と
し
て
た
さ
れ
た
考
察
か
ら
出
て
ぎ
た
も
の
で
あ
り

i

し
か
も
多
く
の
場
合
．
張
元
の
書
い
た
松 - 49 -



齢
の
墓
表
文
や
‘
桧
齢
の
孫
の
蒲
立
恵
の
記
述
も
更
に
は
「
志
具
」
の
最
初
の
刊
行
者
越
起
呆
の
刻
柳
清
志
異
例
言
等
に
よ
っ
て
半
ば
は
無
意
識
的
に
影
響
を

受
け
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
結
局
に
於
い
て
「
異
史
氏
自
」
中
に
み
ら
れ
る
著
者
の
訓
戒
的
蕗
度
と
官
時
の
役
人
に
劃
す
る
憤

溜
の
情
や
自
序
の
耕
睦
文
に
よ
っ
て
肢
惑
さ
れ
、
或
い
は
中
閥
古
来
の
停
統
的
な
翻
念
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
結
果
、
生
じ
て
き
た
見
方
で
あ
る
と
、
わ
た

く
し
は
思
う
。
わ
た
く
し
に
一
一
一
日
わ
せ
れ
ば
、
「
異
史
氏
自
」
中
に
み
ら
れ
る
著
者
の
訓
戒
的
態
度
や
時
政
に
劃
す
る
憤
磁
の
情
は
、
「
志
異
」
を
執
筆
す
る
著
者

の
態
度
と
は
直
接
的
関
係
の
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
餅
位
文
の
白
序
も
、
そ
の
修
飾
性
の
色
濃
い
文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
を
、
従
来

は
泊
確
に
把
握
し
て
い
な
い
で
、
あ
ま
り
に
も
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
に
引
を
」
づ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
中
関
古
来
の
停
統
的
観
念
と
一
一
一
口
っ
た

の
は
、
中
闘
の
知
識
階
級
の
人
達
が
小
説
に
封
し
て
持
ち
績
け
て
き
た
観
念
を
指
す
。
こ
の
観
念
は
、
最
初
の
小
説
に
封
し
て
作
り
出
さ
れ
た
一
つ
の
解
明
伸
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
停
統
的
に
承
け
つ
が
れ
て
ゆ
く
聞
に
固
定
化
し
て
一
般
的
観
念
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
印
ち
‘
知
識
階
級
の
所
謂
「
君
子
」

に
属
ナ
者
は
、
木
来
「
小
人
」
の
庶
民
の
文
阜
で
あ
る
小
説
に
封
し
て
、
表
面
的
に
は
無
関
心
の
態
度
を
取
る
か
、
或
い
は
極
蔑
の
眼
を
向
け
て
い
た
が
、
事

貨
は
彼
等
自
身
も
小
説
に
針
し
て
大
き
な
興
味
を
抱
い
て
い
た
場
合
が
多
く
、
自
分
建
が
小
説
を
表
面
に
取
り
翠
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
時
に
は
、
そ
の
小
説

に
は
社
合
的
な
意
義
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
勝
手
な
理
由
者
附
加
し
て
し
ま
う
。
「
漢
書
薮
文
志
」
に
見
ら
れ
る
小
説
家
に
到
す
る
史
家
の
所
論
の
態
度
は
、

知
識
階
級
の
小
説
に
封
ず
る
前
越
の
よ
う
な
考
え
方
の
明
瞭
な
現
れ
で
あ
る
・
「
渓
志
」
の
そ
う
い
う
所
論
は
腰
朝
の
史
家
に
よ
っ
て
倖
統
的
に
継
承
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
貨
に
中
岡
知
識
階
級
の
小
説
に
封
ず
る
一
つ
の
観
念
を
代
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

o

「
志
異
」
も
そ
う
い
う
観
念
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
張
元
が
「
事
は
荒
幻
に
捗
る
も
断
引
謹
厳
、
陵
俗
を
警
護
し
、
遺
教
を
維
持
す
る
が
侍
な
り
。
」
と
記
し
、
蒲
立
底
が
「
其
の
事
は
多
く
紳

怪
に
捗
り
、
其
の
態
は
腎
代
の
志
停
に
倣
ひ
、
或
ひ
は
時
に
蹴
れ
事
に
感
じ
、
動
を
以
て

L

懲
を
以
て
す
。
」
と
言
い
‘
組
起
呆
が
「
．
其
の
義
ぽ
則
た
縮
か
に
春

秋
徴
穎
志
晦
の
旨
に
取
り
．
準
魁
強
奪
の
様
、
名
教
に
功
あ
り
と
謂
ふ
ぺL
J

と
述
べ
た
の
は
、
い
づ
れ
も
明
ら
か
に
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
こ
の

類
の
言
設
が
、
そ
れ
を
附
加
さ
れ
た
小
説
と
は
本
来
何
の
関
係
も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
随
っ
て
「
志
異
」
の
執
筆
に
つ
い
て
考

察
す
る
場
合
、
張
元
等
の
一
マ
一
口
設
に
は
一
顧
も
興
え
る
必
要
の
な
い
こ
ど
を
、
わ
た
く
し
は
断
言
し
て
惜
ら
な
い
。
震
の
「
志
異
」
執
筆
の
態
度
は
、
白
ら
往
ん

で
自
序
の
意
味
を
諮
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
そ
れ
に
「
志
異
」
の
物
詩
そ
の
も
の
に
針
ナ
る
詳
細
な
観
察
と
、
桧
齢
と
い
う
人
間
に
劃
す
る
多
角
度

- 50 ー



れ
ら
の
観
察
と
を
併
せ
、
更
に
「
志
異
」
以
外
の
彼
の
著
作
ー
ー
と
く
に
そ
の
文
惑
的
な
も
の
の
執
筆
態
度
に
も
限
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
始
め
て
明
ら

か
に
さ
れ
得
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

康
照
十
八
年
（
一
六
七
九
三
蒲
松
齢
が
四
十
歳
の
時
に
書
い
た
「
志
異
」
の
自
序
は
、
彼
自
身
が
「
志
異
」
の
執
筆
の
態
度
、
情
況
に
就
い
て
か
な
り
精

し
く
述
べ
て
い
る
一
文
で
は
あ
る
が
、
修
飾
性
の
強
い
勝
股
文
で
あ
る
こ
と
と
、
彼
が
序
文
を
書
く
と
い
う
改
っ
た
気
持
に
な
っ
て
い
る
局
に
、
多
少
の
ポ
ー

ズ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
一
臆
念
頭
に
置
い
て
扱
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
前
半
の
部
分
は
、

「
薙
を
被
り
菊
を
帯
ぴ
、
一
一
一
間
氏
感
じ
て
騒
を
依
り
、
牛
忠
一
蛇
紳
、
長
爪
郎
吟
じ
て
癖
を
成
す
。
自
ら
鳴
る
天
箱
、
好
音
を
揮
ば
ざ
る
は
、
由
っ
て
然
る
有

＆
口w
d
A
．

り
。
松
は
落
々
た
る
秋
蛍
の
火
、
魁
魅
光
が
一
宇
ひ
、
逐
？
た
る
野
馬
の
庫
、
間
雨
に
笑
は
る
。
才
は
干
買
に
非
ざ
る
も
、
雅
よ
り
捜
紳
を
愛
し
、
情
は
黄
州
に

同
じ
く
、
人
の
鬼
を
談
ず
る
を
喜
ぶ
。
聞
け
ば
則
ち
筆
を
命
じ
、
遂
に
以
て
編
を
成
ナ
。
之
を
久
し
う
し
て
四
方
の
同
人
、
ま
た
郵
筒
を
以
て
相
寄
ナ
。
因
り

て
物
は
好
を
以
て
楽
り
、
積
む
所
盆
々
移
し
。
甚
だ
し
き
は
、
入
、
化
外
に
あ
ら
ず
、
事
、
或
ひ
は
断
髪
の
郷
よ
り
も
奇
な
り
。
陵
、
目
前
に
在
り
、
怪
、
飛

頭
の
閣
に
過
ぐ
る
あ
り
。
と
く
逸
興
を
飛
ば
し
、
狂
も
と
よ
り
砕
し
難
し
。
永
く
瞬
懐
を
託
し
、
療
す
ら
且
つ
諒
ま
ず
。
展
如
の
人
、
我
に
向
ひ
て
胡
藍
す
る

な
き
を
得
ん
や
。
然
れ
ど
も
五
父
街
頭
、
或
ひ
は
濫
聴
に
渉
・
り
、
而
し
て
三
生
石
上
、
頗
る
前
悶
を
悟
る
。
放
縦
の
一
百
も
、
未
だ
概
し
て
人
を
以
て
践
す
べ
か

5
 

ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
」

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
か
ら
、
寸
風
獲
り
な
柴
し
み
に
耽
っ
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
し
ば
し
諮
達
な
思
い
に
我
を
ま
か
せ
、
馬
鹿
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
さ
え
隠
は
な
い
。
長
面
目
な
人
は
、
き
っ
と
こ
の
白
分
の
こ
と
を
笑
う
に
違
い
な
い

J

と
述
べ
て
い
る
所
ま
で
は
、
質
に
明
瞭
に
彼
の
執
筆

の
態
度
、
情
況
を
示
し
て
く
れ
る
。
邸
ち
、
自
分
に
と
っ
て
は
こ
の
怪
異
謂
を
執
筆
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ぬ
、
と
い
う
気
持
を
最
初
に
述
べ
、
弐
に
そ
の
理
由

と
し
て
自
分
が
性
来
そ
う
い
う
物
語
を
こ
の
上
も
な
く
好
ん
で
い
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
い
、
更
に
、
そ
の
篤
に
自
身
で
怪
異
諒
の
蒐
集
を
績
け
て
き
た
が
、
長
い
聞
に



段
、
他
人
ま
で
も
同
類
の
話
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
り
し
て
、
好
ぎ
な

m
Mに
拶
し
い
数
の
話
が
手
許
に
溜
っ
て
み
び
た
が
、
白
分
は
そ
れ
ら
の
珍
奇
な
物
語
に
接
ず

る
と
、
葱
か
れ
た
よ
う
に
無
中
に
な
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
意
味
を
誌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
志
具
」
の
執
筆

の
動
機
は
、
明
ら
か
に
彼
個
人
の
興
味
に
出
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
志
川
地
亡
の
「
考
城
陸
」
の
末
尾
に
「
宋
公
が
臼
分
で
記
し
た
小
体
が
あ
っ
た
が
、
惜

し
い
こ
と
に
は
兵
乱
の
後
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
概
略
で
あ
る
。
」
と
芯
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
彼
が
こ
の
活
の
も
と
に
な
っ
た
書
を

少
年
時
代
に
眼
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
か
ら
、
恐
ら
ぐ
年
少
の
時
か
ら
こ
の
類
の
物
語
に
大
ぎ
な
興
味
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
附
け

加
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
明
末
清
初
の
世
を
風
蹴
出
し
て
い
た
丈
人
の
怪
呉
諮
執
筆
の
流
行
と
い
う
事
宜
で
あ
る
。

松
齢
が
怪
見
（
諒
を
好
ん
だ
こ
と

は
、
彼
白
身
の
一
一
一
日
っ
て
い
る
と
お
り
確
か
に
彼
の
性
向
に
よ
る
も
の
に
は
違
い
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
を
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と
の
裏
に
は
、
常
時
の
流
行
に

よ
る
影
響
を
大
い
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬeで
あ
ろ
う
。

『
志
川
北
」
の
物
語
が
民
諮
を
材
料
と
し
て
苦
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
一
読
す
れ
ば
ナ
ぐ
に
判
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
松
齢
が
民

需
を
ど
の
よ
う
に
取
り
翠
げ
た
か
、
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
廷
に
具
般
的
に
言
え
ば
、
松
齢
は
民
間
に
体
え
ら
れ
た
活
の
内
特
を
そ
の
ま
ま
取
り
翠
げ
て
執
筆

し
た
の
か
、
或
い
は
民
間
の
話
を
材
料
と
し
て
彼
の
創
作
力
に
よ
っ
て
全
く
新
し
い
物
誌
を
創
作
し
た
り
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
志
呉
」

を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
特
に
注
意
を
集
中
す
ぺ
ぎ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
底
瑚
ず
る
に
は
、
「
志
呉
」
そ
の
も
の
を
綿
密
に
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

も
そ
の
場
合
、
常
に
民
間
停
承
の
知
識
を
も
っ
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
は
特
に
こ
の
民
間
体
承
の
知
識
を

も
っ
て
「
志
呉
」
の
物
語
に
封
ず
る
こ
と
を
し
冷
い
で
、
そ
れ
が
他
の
怪
具
詳
の
苦
と
兵
り
著
し
く
創
作
性
を
帯
び
て
い
る
矯
に
、
直
ち
に
著
者
の
純
創
作
品

で
あ
る
と
き
め
で
か
か
っ
て
い
る
。
相
官
、
迅
が
「
中
国
小
説
史
略
」
の
中
で
、
「
志
川
北
（
」
は
岱
時
の
民
一
語
を
材
料
と
し
た
ほ
か
に
、
「
鳳
陽
士
人
」
、
－
結
黄
深
」
等

の
よ
う
に
唐
代
侍
奇
に
基
い
て
創
作
し
た
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
の
も
、
彼
に
民
間
体
承
の
解
抑
制
力
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
誰
明
し
て

い
る
。
も
し
も
民
間
停
承
の
知
識
を
も
っ
て
陥
み
、
同
類
の
訂
及
ぴ
現
代
の
民
・
語
に
み
ら
れ
る
同
類
型
の
話
と
の
比
較
調
照
を
行
っ
て
み
れ
ば
、
「
志
異
」

の
殆
ど
が
一
つ
の
民
間
停
承
を
、
少
く
と
も
内
容
の
姑
に
於
て
は
、
そ
の
ま
ま
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
白

序
の
中
の
「
聞
く
と
そ
れ
を
執
筆
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
も
大
凡
は
察
せ
ら
れ
る
が
、
「
志
呉
」
の
各
篇
の
誌
し
方
を
詳
細
に
観
察
し
て
も
考
え
ら
れ
る
と
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こ
ろ
で
あ
る
。
印
ち
、
ま
ず
松
齢
’
H

身
が
、
物
語
の
材
料
の
問
所
や
見
問
者
を
明
記
し
て
い
る
篇
の
あ
る
こ
と
に
詑
は
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
巧
娘
」
の
終
り

に
「
高
郵
の
紫
霞
翁
（
松
齢
と
親
交
の
あ
っ
た
一
品
桁
の
こ
と
）
が
山
東
に
旅
行
し
た
時
、
こ
の
話
を
聞
い
た
。
」
と
誌
し
て
い
・
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
物
語

は
他
人
が
聞
い
て
彼
に
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
し
、
ま
た
「
某
乙
」
の
「
乙
比
，
酢
っ
た
後
、
時
々
そ
の
話
を
す
る
の
だ
っ
た
。
」
と
い
う
記
述
か

ら
、
こ
の
話
は
、
彼
が
乙
な
る
男
か
ら
円
接
に
聞
い
た
こ
と
そ
誌
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
類
の
記
述
は
、
『
志
出
一
」
の
四
百
四
十
五
篇
（
越
起
呆
木
所
牧

の
も
の
）
の
全
部
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
数
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
ご
く
少
数
で
あ
る
口
し
か
し
そ
れ
ら
の
記
述
中
に
み
ら
れ
る
人
名
の
中
に
、
皐
載
積
、
高

念
束
、
皐
恰
奄
‘
王
子
選
、
李
文
玉
、
玉
謙
、
孫
長
一
具
等
々
、
桧
齢
の
先
輩
や
友
人
や
知
人
と
し
て
交
渉
の
あ
っ
た
人
注
の
名
が
あ
る
こ
と
に
注

H

ず
べ
き
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
に
人
名
を
誌
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
人
誌
が
松
愉
の
よ
く
知
っ
て
い
る
人
や
親
し
い
人
で
あ
っ
た
侍
で
は
な
か
っ

た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
い
箭
で
も
、
他
人
が
松
愉
に
請
し
た
り
知
ら
せ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
忙
、
「
林
四

娘
ヘ
「
竹
背
』
、
「
八
大
王
」
、
「
一
例
女
」
の
四
倍
中
に
み
ら
れ
る
弐
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
推
察
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。

O
詩
中
市
一
複
脱
筒
、
疑
伴
者
川
町
誤
。
（
林
間
娘
）

O
魚
容
湖
南
人
、
談
者
忘
共
郡
口
巳
0

0
臨
挑
潟
生
、
侍
忘
共
名
字
。

O
米
生
者
間
入
、
伴
者
忘
共
名
宇
都
邑
。

（
竹
青
）

（
入
大
王
）
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右
の
中
の
伴
者
、
談
者
の
二
誌
は
、
こ
れ
ら
の
結
が
他
人
に
よ
っ
て
桧
齢
に
伴
え
ら
れ
た
り
詰
ら
れ
た
り
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
が
一
明
示
し
て
い
る
が
、
こ

の
四
倍
だ
け
に
伴
者
や
談
者
と
い
う
訴
の
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
、
偶
々
錯
誤
や
不
明
た
拡
を
含
ん
で
い
た
儒
で
あ
っ
た
か
ら
、
逆
に
そ
う
い
う

貼
の
な
い
物
一
誌
で
は
、
特
に
仰
者
や
談
者
と
い
う
認
を
一
々
誌
し
て
そ
れ
ら
が
他
人
か
ら
知
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
意
識
が
、
松
齢

の
執
筆
の
場
合
に
は
働
か
な
か
っ
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
更
に
ま
た
、
「
林
凹
娘
」
等
の
物
語
、
ぞ
松
帥
に
侍
え
た
人
達
が
、
そ
の
名
を
明
記
さ
れ
ず
に
、
単
に
伴

者
と
か
談
者
と
い
う
認
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
前
記
の
、
特
に
名
そ
明
記
さ
れ
た
人
誌
が
松
陥
に
と
っ
て
相
常
の
嗣
係
が
あ
っ
た
人
訟
で
あ
っ
た
ろ
う
と

い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
み
る
と
、
見
問
者
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
な
詩
的
怖
い
は
、
松
愉
に
と
っ
て
は
大
し
た
関
係
も
な
い
よ
う
た
人
詮
が
彼
に
停
え
た



も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
自
序
の
中
で
も
「
五
父
街
頭
、
或
い
は
濫
聴
に
沙
る
。
」
と
‘
彼
自
身
が
遣
に
出
て
多
く
の
人
注
か
ら
話
を
聴
い
た
い
う

意
味
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
わ
た
く
し
の
こ
の
推
量
は
蛍
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

D

以
上
の
よ
う
た
他
人
の
見
聞
を
記
し
た
も
の
以
外
に
、

「
愉
桃
」
、
「
花
紳
」
等
の
よ
う
に
松
齢
白
身
の
経
験
を
誌
し
た
篇
も
あ
る
か
ら
、
「
志
川
県
」
の
物
誌
は
、
’

H

序
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
自
身
と
他
人

と
の
見
聞
を
基
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
前
記
四
篇
の
記
述
に
よ
っ
て
、
彼
の
執
筆
態
度
は
、
自
己
及
ぴ
他
人
の
見
聞
の
ま
ま
を
誌
す
と

い
う
態
度
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
呉
史
氏
日
」
と
し
て
司
馬
還
の
「
史
記
」
の
位
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
隠
っ
て
彼
の

執
筆
し
た
各
儒
が
、
自
己
及
ぴ
他
人
の
見
聞
の
ま
ま
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
とH
A倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
話
の
主
題
と
筋
の
黙
で
は
、
民
諒
と
杢

く
捷
り
な
い
も
の
で
、
松
齢
の
創
作
力
に
よ
っ
て
、
民
諮
の
筋
を
縫
え
た
り
、
幾
つ
か
の
民
認
を
材
料
と
し
て
全
く
別
個
の
新
し
い
物
誌
を
創
り
出
し
た
も
の

で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
物
語
の
主
題
と
筋
と
は
民
語
の
ま
ま
で
は
あ
っ
て
も
、
著
者
が
執
筆
す
る
場
合
、
印
ち
表
現
の
姑
で
は
、
明
ら
か
に
民
語
と
は
相

違
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
著
者
が
停
奇
挫
の
準
法
を
用
い
て
あ
れ
だ
け
の
細
い
優
れ
た
小
説
的
描
認
を
行
っ
た
の
は
、
著
者
が
畏
諦
の
も

つ
特
川
県
な
内
容
を
出
来
得
る
限
り
泊
確
に
炎
現
し
よ
う
と
ナ
る
明
，
臨
な
立
識
を
充
分
に
働
か
せ
て
い
た
伐
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
’
認
識
の
も
と

で
、
多
く
の
典
故
宇
一
巧
み
に
織
り
込
ん
だ
著
者
濁
自
の
簡
潔
な
文
語
に
よ
っ
て
、
民
一
識
が
最
高
度
に
惑
術
的
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
随
っ
て
著
者
が
最
も

力
を
技
い
だ
賠
は
、
民
一
識
の
内
容
を
い
か
に
表
現
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
志
兵
」
が
他
の
多
く
の
怪
異
者
と
同
じ
く
民
詰
を
記
し
た

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
は
全
然
別
個
の
優
れ
た
文
単
作
品
と
し
て
、
光
郎
一
を
放
ち
得
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
表
現
の
貼
だ
け
に
就
い
て
言
え
ば
、
創

作
と
い
う
語
を
あ
て
は
め
て
も
決
L

て
不
岱
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
普
通
は
、
著
者
の
創
作
泣
識
を
前
越
の
よ
う
に
は
考
え
ず
に
、
著
者
の
創
作
力
が
物
語
の

と
い
丙
月
三
‘
ケ
刀
二
E

？
市
刻
、

F
－
、

3

二

ι
・
3
L
3
0

、
〉
？
・
ぅ

3
0

川
吐
こ
ど
と
リ

k

・
喜
二
三
戸
巳
〉
「
川
川

V
露
士
五

f
h了
J

戸
比
h
e

「
ー
す

q
i
H
1
ヨ
ャ
・
－f

、

4

こ

h
z
a
r

’Z
J

〉

I

二

l
－
〉

L

’
、
，

士
一
日
瓦
4

官
且
ト
コ
「
恥

E
L

「

L
A
J
4

耳
、
F
E
A
Z
L
u

－
－

A
b
R
P
K
F
E

ド

t
Z
H

→
フ
E
U

日
常
事
記

E
J
U

習
と
一
た
」

f
H
q訂
作
J
Kノ
E
r
Jパ
川
」
ノ
斗J
Z

官
邸
防
げ
ル
乏
σ

パ
吋
ド

F
P

同
氏
の
考
え
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
「
志
巣
」
の
狐
説
話
は
、
著
者
が
狐
を
素
材
と
し
、
そ
の
狐
の
世
界
を
愛
情
中
心
に
構
成
し
て
、
し
か
も
登

場
す
る
狐
達
に
理
組
的
な
人
間
性
を
賦
興
し
て
創
り
あ
げ
た
物
詩
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
物
諸
に
封
ず
る
観
察
は
相
営
に
綿
密
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る

が
‘
物
一
首
聞
か
一
民
諦
と
し
て

A

取
り
扱
わ
な
か
っ
た
お
に
、
著
者
が
嬬hり
あ
げ
た
民
諦
に
元
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
ま
で
、
著
者
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と

考
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
大
ぎ
な
誤
謬
が
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
物
語
守
民
間
停
承
的
解
明
付
力
を
も
っ
て
分
析
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
誤
謬
で
あ
る
こ
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と
は
直
ち
に
判
明
す
る
筈
で
あ
る
。
狐
説
話
中
の
狐
に
み
ら
れ
る
人
間
以
上
の
人
間
的
．
要
素

l
l

例
え
ば
狐
の
女
主
人
公
が
絶
世
の
容
色
で
あ
っ
た
り
、
道
徳

的
に
み
て
遥
か
に
人
間
に
ま
さ
っ
た
徳
義
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
民
諒
の
中
で
も
狐
が
備
え
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
な
に
も
「
志
異
」
の
物
語
だ
け

に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
執
も
、
著
者
の
惑
術
的
天
分
の
優
れ
た
表
現
力
に
よ
っ
て
、
「
志
具
」
の
物
語
で
は
特
に
美
し
く

或
い
は
高
く
描
寓
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
も
充
分
に
こ
れ
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

自
序
の
前
半
の
終
り
の
コ
一
一
生
石
上
、
頗
る
前
凶
を
悟
る
。
放
縦
の
一
一
一
一
日
も
、
未
だ
概
し
て
人
を
以
て
成
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
，
。
」
と
い
う
部
分
は
、
自
己

の
趣
味
に
没
頭
ず
る
自
分
を
ふ
り
か
え
っ
て
つ
く
づ
く
考
え
て
み
た
著
者
が
、
こ
れ
も
宿
命
の
矯
せ
る
楽
に
違
い
な
く
、
定
想
的
な
物
語
に
も
考
え
さ
せ
ら
れ

る
人
生
の
道
理
が
あ
る
、
と
考
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
松
齢
は
、
引
ぎ
純
い
て
白
序
の
後
半
で
弐
の
よ
う
に
臼
己
の
執
筆
と
’
身
の

上
に
就
い
て
宿
命
論
的
な
同
顧
を
し
て
い
る
。

示
、
臨
鉱
の
時
‘
先
大
人
、

- 55 --

一
病
府
の
樫
曇
、
偏
組
し
て
宅
に
入
り
、
薬
一
ハ
白
銭
の
如
く
、
同
く
乳
際
に
討
す
る
を
夢
む
、
窮
め
て
松
生
る
、
果
し
て
墨
誌

お
な

に
符
ナ
。
且
つ
ま
た
少
き
と
き
蹴d
し
て
多
病
、
長
合
論
じ
か
ら
ず
。
門
庭
の
凄
寂
は
、
則
ち
冷
淡
な
る
こ
と
憎
の
如
く
、
筆
患
の
耕
訟
は
、
則
ち
粛
僚
た
る

こ
と
鉢
に
似
た
り
。
つ
ね
に
一
明
を
掻
ぎ
て
白
ら
念
ふ
、
ま
た
面
壁
の
人
、
果
し
て
是
れ
吾
が
前
生
な
る
な
か
ら
ん
や
。
蓋
し
漏
根
の
肉
あ
り
、
未
だ
人
天
の
呆

を
結
ば
ず
、
而
し
て
風
に
随
か
て
蕩
墜
し
、
官
に
棒
鋼
の
花
と
な
れ
る
な
ら
ん
と
、
定
々
た
る
六
道
、
な
ん
ぞ
共
の
理
な
し
と
謂
ふ
ぺ
け
ん
や
。
濁
り
是
れ
子

夜
、
従
々
と
し
て
、
燈
普
く
し
て
珪
せ
ん
と
欲
し
、
荒
々
一
誌
々
と
し
て
、
案
冷
え
て
泳
か
と
疑
は
る
。
肢
を
集
め
て
裂
と
矯
し
、
妾
り
に
幽
冥
の
録
を
績
け
、

浮
白
、
筆
を
載
せ
、
僅
か
に
孤
憤
の
菩
ψ
一
般
る
。
寄
託
す
る
こ
と
此
の
如
舎
は
、
ま
た
悲
し
む
に
足
る

o

あ
あ
、
霜
に
驚
く
寒
雀
は
、
樹
を
抱
き
て
温
無
く
、

ょ

月
を
弔
ふ
秋
虫
は
、
闘
に
偲
り
て
自
ら
熱
ナ
。
我
を
知
る
者
は
、
そ
れ
青
林
里
…
塞
の
聞
に
在
る
か
。
」

こ
の
中
に
色
濃
く
見
ら
れ
る
の
は
、
人
生
に
鈎
す
る
松
齢
の
宿
命
論
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
松
齢
と
い
う
人
間
に
於
い
て
は
、



思
想
と
呼
ぶ
よ
り
か
、
寧
ろ
信
仰
と
言
っ
た
方
が
泊
切
で
あ
ろ
う
。
彼
が
中
凶
の
一
般
民
衆
と
同
様
の
道
教
的
信
仰
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
「
志
具
」
の
物

語
に
針
ナ
る
感
想
文
の
中
に
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
弐
に
そ
の
幾
つ
か
の
例
守
翠
げ
て
み
る
。

。
人
は
死
ぬ
と
魂
が
散
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
が
千
旦
も
の
速
い
聞
を
散
る
こ
と
な
く
か
よ
っ
て
行
っ
た
の
ト
店
、
そ
の
人
の
性
が
定
ま
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
ぬ
。
わ
た
く
し
は
、
彼
が
僧
侶
に
生
れ
か
わ
っ
た
の
を
不
思
議
だ
と
仕
思
わ
な
い
。
（
長
消
俗
）

。
魂
は
知
己
に
従
い
、
逐
い
に
は
死
ん
で
る
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
話
を
聞
く
人
ば
疑
う
け
れ
ど
、
日
分
は
深
く
こ
の
こ
と
が
一
信
じ
て
い
る
。
（
実
生
）

O
わ
た
く
し
の
常
に
一
一
一
日
う
こ
と
だ
が
、
先
机
代
々
の
修
業
が
な
く
て
町
、
高
官
ぞ
求
め
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
空
た
’

H

分
自
身
の
幾
世
に
も
わ
た
る
修
業

が
な
け
れ
ば
、
佳
人
が
一
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
内
川
市
報
際
や
信
ず
る
も
の
は
、
ぎ
っ
と
わ
た
く

L

の
こ
の
一
一
一
一
口
実
を
で
た
ら
め
だ
と
行
思
う
ま
い
。
（
毛
狐
）

じ
ゃ
向
、
‘
フ
ま

。
あ
る
人
は
「
世
の
中
の
料
実
に
比
、
こ
の
話
の
よ
う
た
も
の
が
少
く
・
沿
い
。
あ
の
世
の
法
律
に
疎
漏
の
多
い
の
が
恨
め
し
い
。
」
と
一
一
一
一
川
う
が
、
わ
た
く

L

は

一
一
一
口
う
、
「
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
あ
の
位
の
剖
に
は
釘
付
け
の
刑
罰
上
り
も
っ
と
ひ
ど
い
も
の
が
な
い
わ
け
で
忙
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
治
’
包
が
こ
な
い

だ
け
の
こ
と
だ
。
（
悶
王
）

。
人
は
新
鬼
が
崇
り
を
す
る
の
を
知
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
古
鬼
が
人
の
魂
が
一
奪
う
の
が
一
知
ら
な
い
の
だ
。
（
挑
安
）

彼
は
元
来
一
目
辛
口
人
の
家
に
生
れ
育
ち
、
儒
教
的
教
養
所
身
に
つ
け
た
人
で
あ
る
か
ら
、
「
異
史
氏
日
」
の
大
部
分
が
儒
教
的
介
訓
戒
で
あ
っ
た
り
、
儒
勲
道
徳

の
根
本
で
あ
る
天
の
問
念
に
そ
の
安
心
立
命
、
宇
一
町
一
い
て
い
る
「
原
天
」
の
よ
う
な
文
章
や
残

L

て
い
る
の
は
常
然
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
儒
教
的
た
考
え
方
よ

り
も
根
木
的
に
桧
齢
の
考
え
方
今
一
強
く
支
阻
L

て
い
た
の
は
、
人
生
の
す
べ
て
の
闘
係
や
悉
ぐ
前
世
の
肉
純
閃
果
と
問
察
し
て
し
空
う
上
う
町
人
生
繭
で
あ
っ

た
。
被
が
「
士
山
川
ご
に
み
ム

j

れ
る
よ
う
な
一
般
民
家
の
信
仰
に
芸
作
村
人
れ
た
物
一
点
山
に
非
常
に
共
感

L

て
そ
の
執
準
に
沼
町
し
た
こ
と
も
、
空
・
わ
れ
百
回
に
J
h
及

ぶ
、
夫
、
空
宿
命
的
に
魁
す
ろ
悼
妻
脅
描
い
た
白
話
般
の
長
約
小
説
「
限
引
網
拡
附
停
」
争
執
筆
し
た
の

J
柄
、
み
た
こ
の
上
う
内
被
の
人
生
組
と
特
接
、
hハ
関
係
が
あ

る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

日
序
の
中
で
、
彼
の
人
生
組
を
も
っ
て
日
己
の
ひ
た
む
ラ
任
執
筆
の
情
況
が
一
回
顧
し
た
蒋
者
代
、
更
に
現
在
の
’
日
分
の
身
の
上
に
も
言
及
し
て
、
「
思
行
に

煩
悩
の
去
る
こ
と
た
く
し
て
輪
廻
を
逃
れ
如
何
ず
、
局
に
人
間
と
し
て
の
宜
や
も
結
ば
ず
に
、
風
に
吹
ラ
深
仕
さ
れ
て
、
果
て
什
聞
に
散
っ
子
花
ぴ
ら
の
身
と
い
に
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な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
こ
う
な
る
に
も
、
必
ず
や
そ
れ
だ
け
の
道
理
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
♂
と
述
べ
た
が
、
こ
の
叙
速
は
、
彼
自
身
が
痛

切
に
不
幸
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
何
か
が
、
そ
の
身
の
上
に
あ
っ
た
こ
と
を
直
感
さ
せ
る
。
し
か
も
そ
の
不
幸
を
悲
し
む
気
持
段
、
宿
命
論
的
な
考
え
方
に
よ

っ
て
抑
え
ら
れ
宥
め
ら
れ
て
い
る
形
で
あ
る
が
、
そ
の
代
り
に
な
ん
と
な
く
淋
し
い
感
情
が
穆
み
出
て
い
る
。
こ
の
叙
越
の
後
で
、
「
志
呉
」
と
い
う
幽
冥
の

物
語
を
書
く
こ
と
に
思
い
を
託
す
る
白
分
を
悲
し
み
の
情
を
こ
め
た
眼
で
眺
め
、
更
に
こ
の
自
序
の
終
り
で
、
濁
り
こ
の
よ
う
な
物
語
の
執
筆
に
熱
中
し
て
い

る
自
分
を
員
に
理
解
し
て
く
れ
る
者
の
、
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
彼
が
悲
痛
に
感
じ
て
い
た
こ
と
が
、
彼
を
よ

ω具
」

の
ひ
た
む
矛
な
執
筆
へ
向
わ
し
め
た
一
つ
の
大
ぎ
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
く
る
。
随
っ
て
、
彼
が
我
が
身
の
上
の
不
幸
と
感
じ
て
い
た
こ

と
を
、
そ
の
生
涯
の
中
に
採
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
彼
の
執
筆
の
良
の
姿
、
そ
別
解
す
る
上
に
極
め
て
市
一
要
な
こ
と
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

用
．
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蒲
松
齢
は
、
明
末
の
崇
蹴
十
二
一
年
（
一
六
四
O
）
に
山
東
稲
川
の
荷
家
班
に
生
れ
、
山
川
の
庶
照
五
十
四
年
（
一
七
一
五
）
に
同
地
で
死
ん
で
い
る
が
、
そ
の

七
十
六
年
の
生
涯
の
中
で
一
際H
立
っ
て
い1
る
こ
と
は
、
七
十
歳
近
く
ま
で
科
翠
に
際
試
し
て
い
る
事
宜
と
、
一
一
一
十
一
三
歳
か
ら
七
十
一
歳
ま
で
の
向
、
蒲
家
症

か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
王
村
の
擢
勢
家
の
畢
家
に
於
い
て
家
塾
の
教
師
を
し
て
い
た
こ
と
、
及
ぴ
詩
文
、
小
説
、
戯
曲
、
部
詞
、
設
詞
等
の
文
与
的
な
作
品
か
ら
啓

罪
、
農
業
、
暦
数
等
の
雑
者
に
及
ぶ
成
縮
問
の
執
筆
生
活
で
あ
る
。
な
か
で
も
科
邸
中
路
試
は
、
松
齢
と
い
う
人
闘
が
最
も
希
望
台

L

て
い
た
こ
と
と
丙
接
に
闘
係

が
あ
る
の
で
、
特
に
注
日
さ
れ
る
。

溜
川
豚
誌
、
張
元
の
苦
い
た
基
夫
、
松
齢
の
長
男
市
磐
が
父
に
就
い
て
記
し
た
記
述
等
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
松
齢
は
十
九
歳
で
託
子
試
を
受
け
、
蹄
府
中
也

の
三
つ
の
試
験
に
第
一
の
成
紛
争
一
翠
げ
て
博
士
弟
子
員
（
生
日
）
に
柿
せ
ら
れ
、
問
中
使
で
あ
っ
た
有
名
な
詩
人
施
愚
山
に
そ
の
文
才
を
認
め
ら
れ
、
局
に
彼
の

文
名
は
生
員
聞
の
一
許
判
と
な
っ
た
と
い
う
。
随
っ
て
彼
の
文
才
は
、
官
時
既
に
衆
に
優
れ
て
い
た
と
一
一
一
口
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の

郷
試
に
は
何
同
か
受
験
し
た
が
透
に
合
格
し
な
か
っ
た
。
基
一
衣
文
で
は
、
郷
試
に
落
第
し
た
松
齢
が
慨
然
と
し
て
そ
の
天
命
で
あ
る
こ
と
を
歎
じ
、
決
然
と
し



て
考
試
の
念
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、
事
買
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
童
子
試
を
受
け
た
年
か
ら
そ
の
没
年
空
で
の
聞
に
は
、
十
九

同
の
郷
試
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
何
同
彼
が
受
験
し
た
も
の
か
、
明
確
に
は
知
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
最
初
の
受
験
が
、
彼
と
親
交
の
あ

っ
た
同
村
の
先
輩
の
孫
越
が
進
士
に
な
っ
た
年
の
前
年
、
印
ち
順
治
十
七
年
、
彼
二
十
一
歳
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
定
し
て
も
‘
殆
ん
ど
間
違
い
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
o

「
志
川
県
」
の
「
王
子
安
」
に
封
ず
る
感
想
文
の
中
で
彼
は
‘
最
初
に
科
単
に
落
第
し
た
生
以
の
様
子
を
、
よ
治
隠
し
て
試
験
官
、
在
日
人
と
隠
り
‘

筆
設
の
濯
な
き
を
悲
し
ん
で
、
勢
い
必
ず
案
成
に
あ
る
物
を
謹
く
火
中
に
焼
べ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
飽
き
た
ら
ず
．
そ
れ
を
踏
み

h

砕
才
、
更
に
そ
れ
を
濁
流

に
投
げ
込
む
0

・
弐
い
で
髪
を
ふ
り
み
だ
し
て
山
中
に
ス
り
、
石
墜
に
一
面
し
て
坐
っ
て
い
る
。
も
し
も
そ
の
と
き
、
且
、
犬
、
嘗
‘
謂
、
な
ど
と
い
う
文
章
を
自

分
に
見
せ
る
者
で
も
あ
っ
た
ら
、
き
っ
と
え
を
と
っ
て
逐
い
は
ら
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
し
か
し
ま
も
な
く
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
気
持
が
・
次
第
に
落
ち
着

い
て
く
る
と
、
腕
が
む
づ
む
づ
し
て
、
あ
た
か
も
卵
を
破
っ
た
鳩
が
木
を
街
え
て
築
を
管
ま
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
改
め
て
や
り
な
お
し
を
す
る
の
で
あ

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
不
合
格
者
の
姿
は
‘
松
齢
白
身
の
姿
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
お
じ
な
い
ま
で
も
‘
彼
白
身
も
ま
た
同
じ
様
や
気

持
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
彼
が
自
分
の
過
去
の
姿
を
同
組
し
な
が
ら
、
こ
の
一
文
を
書
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
柳
爾
遺
稿
蒐
集

家
の
平
井
雅
尾
氏
が
蔵
し
て
い
る
「
壬
寅
青
雲
集
」
（
松
齢
手
抄
本
）
と
い
う
詩
集
は
未
見
で
は
あ
る
が
、
そ
の
題
名
か
ら
推
察
す
る
と
‘
多
分
官
吏
と
な
っ
て

立
身
出
世
し
た
い
と
い
う
大
志
を
詠
じ
た
詩
集
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
彼
は
最
初
の
不
弟
に
よ
っ
て
考
試
を
断
念
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く

て
、
「
王
子
安
」
の
「
具
史
氏
日
」
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
ま
も
な
く
気
を
取
h

り
な
お
し
て
再
ぴ
受
験
準
備
に
と
り
か
か
り
、
右
の
詩
集
を
書
い
た
二
十
二
一
歳
の

頃
に
は
、
郷
試
合
格
を
夢
見
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

役
が
何
度
郷
試
に
臨
じ
た
か
は
、
前
越
の
よ
う
に
明
確
に
は
刻
ら
ぬ
が
、
震
膳
生
と
な
っ
て
単
資
を
貰
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
翌
年
の
四
十
入
歳
で
受
験
し

て
、
ま
た
も
不
合
格
と
な
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
年
の
秋
に
書
か
れ
た
「
責
白
髭
文
」
の
冒
頭
に
「
稜
門
よ
り
鍛
羽
し
て
蹄
る
。
」
と
、
明
ら
か
に
済
南
か
ら
志

を
失
っ
て
踊
っ
て
き
た
の
を
誌
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
一
文
は
、
不
弟
の
苦
杯
を
嘗
め
て
蹄
宅
し
た
松
齢
が
、
鏡
に
映
る
白
分
の
白
髭
を

み
て
感
憤
し
、
白
髭
を
責
め
る
文
章
を
書
い
た
と
こ
ろ
が
、
夢
中
に
髭
紳
が
現
れ
て
‘
逆
に
松
齢
が
い
つ
ま
で
も
合
格
で
き
ず
に
い
る
不
甲
斐
な
き
を
責
め
る
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
彼
の
白
期
の
気
持
が
色
濃
く
浮
ぴ
出
て
い
る
。
こ
の
中
で
彼
は
、
「
自
分
は
現
在
懸
命
に
な
っ
て
勉
強
し
、
官
吏
と
な
ら
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ん
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
」
と
卒
直
に
自
己
の
気
持
を
告
白
し
、
ま
た
「
お
前
（
白
髭
の
こ
と
）
は
、
今
年
も
一
木
、
来
年
も
ま
た
一
本
と
い
っ
た
具
合
に
、
管

々
と
し
て
生
え
出
て
き
て
、
あ
た
か
も
員
夏
に
躍
装
し
て
伺
候
す
る
迂
闘
な
客
の
土
う
に
、
別
れ
た
か
と
思
う
と
ま
た
く
る
し
、
野
草
の
よ
う
に
、
刈
り
蓋
し

で
も
ま
た
生
え
出
て
く
る
J

と
、
何
度
失
敗
し
て
も
懲
り
ず
に
受
験
す
る
自
分
の
姿
を
回
顧
し
て
、
白
期
的
に
述
べ
て
い
る
。
七
十
四
歳
の
時
に
亡
妻
の
生

前
に
就
い
て
詳
述
し
た
「
元
町
劉
濡
人
行
賓
」
の
中
に
み
ら
れ
る
彼
自
身
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
年
五
十
徐
り
に
な
っ
て
も
、
な
お
立
身
出
世
の
念
の
去
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
、
妻
が
「
あ
な
た
、
も
う
お
止
め
な
さ
い
。
も
し
あ
な
た
に
そ
の
よ
う
な
運
命
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
し
た
ら
、
今
頃
は
も
う
大
臣
に
な
っ
て

い
る
管
で
す
。
こ
う
や
っ
て
田
舎
に
住
ん
で
い
ま
し
で
も
、
自
然
と
柴
し
み
は
あ
る
も
の
で
す
。
な
に
も
そ
の
よ
う
な
苦
努
を
な
さ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
！
」
と
忠
告
し
た
の
で
、
成
程
そ
の
と
お
り
だ
と
は
思
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
名
利
に
焦
れ
る
気
持
は
消
え
失
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
同
じ
く
生

員
に
な
っ
た
子
や
孫
の
受
験
す
る
姿
を
眼
前
に
み
て
い
る
と
、
ど
う
に
も
自
分
の
慾
望
を
抑
え
き
れ
な
い
で
、
時
々
そ
の
気
持
が
一
一
一
口
葉
の
上
に
も
現
れ
て
し
ま

う
‘
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
が
、
妻
が
一
向
に
取
り
あ
っ
て
く
れ
ぬ
の
で
、
或
る
時
に
は
妻
の
御
機
嫌
を
取
っ
て
、
今
度
は
め
で
た
い
前
兆
が
あ
っ
た
か
ら

必
ず
合
格
す
る
、
と
一
言
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
述
懐
は
彼
の
強
い
現
宜
的
な
慾
望
一
を
貨
に
よ
く
詰
っ
て
い
る
が
、
こ
の
慾
望
は
五
十
以
後
も
依
然
と
し

て
持
ち
績
け
ら
れ
、
六
十
代
に
な
っ
て
も
受
験
し
て
い
る
。
六
十
三
歳
、
六
十
六
歳
、
六
十
九
歳
の
各
年
に
は
郷
試
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
の
年

に
も
済
南
に
行
っ
た
の
は
、
受
験
の
篤
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
特
に
六
十
九
歳
の
済
南
行
の
時
に
は
、
試
験
場
の
情
況
や
受
験
者
の
様
子
と
、
そ
れ
に
つ
い

Q
U
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て
の
感
想
を
詠
ん
だ
詩
四
首
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
「
元
副
劉
請
人
行
賞
」
の
中
に
は
「
七
十
に
な
っ
て
寄
る
年
波
守
、
も
う
受
験
を
し
に
行
か
な
か
っ
た

J

と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
年
に
最
後
の
受
験
を
し
た
こ
と
は
、
略
I

確
賓
で
あ
ろ
う
。

右
の
観
察
に
よ
っ
て
、
松
齢
の
官
吏
と
な
っ
て
立
身
出
世
し
た
い
と
い
う
現
質
的
慾
墓
が
い
か
に
絶
大
で
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
が
絶
大
で
あ
る
だ

け
に
、
不
弟
と
い
う
惨
め
な
結
果
は
、
他
人
に
は
想
像
も
及
ば
ぬ
程
の
悲
し
み
の
底
に
彼
を
沈
ま
せ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
自
分
の
才
能
を
認
め
て
く
れ
ぬ
試

験
官
に
封
し
て
憤
り
を
覚
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
悲
憤
も
、
彼
の
宿
命
論
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
抑
え
つ
け
ら
れ
、
宥
め
ら
れ
て
し
ま
い
、

決
し
て
外
に
向
っ
て
爆
議
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
心
内
に
欝
積
し
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
同
時
に
そ
こ
に
は
深
い
寂
星
多
感
が
首
然
生
じ
て
き
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
前
に
言
及
し
た
自
序
の
中
に
穆
み
出
て
い
る
淋
し
い
感
情
は
、
そ
う
い
う
心
内
の
寂

ι翠
恕
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
寂
多
感



に
悩
む
彼
の
魂
を
慰
め
得
た
も
の
が
、
彼
の
文
阜
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
性
来
好
ぎ
な
怪
具
語
、
を
執
筆
す
る
こ
と
に
没
頭
し
た
の
は
、
そ
れ
が
彼

の
一
一
一
日
い
し
れ
ぬ
寂
客
を
慰
め
、
穆
積
し
た
悲
慣
の
吐
け
口
と
な
っ
て
い
た
に
相
症
な
い
。
彼
が
何
時
か
ら
怪
異
一
語
の
執
筆
を
始
め
た
の
か
、
正
確
に
知
る
こ
と

は
で
き
」
ぬ
が
、
前
述
の
と
お
り
科
翠
不
弟
と
い
う
院
朕
が
執
筆
ω

一
つ
の
大
ぎ
た
契
機
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
上
に
、
二
十
九
歳
に
「
地
震
』
一
篇
が
誌

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
二
十
一
歳
以
後
三
十
歳
ま
で
の
聞
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
間
蓮
い
な
い
と
思
う
。
し
か
も
「
夏
目
当
」
一
篇
は
六
十
八
歳
の
執
筆
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
執
筆
期
同
は
約
五
十
年
と
い
う
長
年
月
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
四
十
歳
で
自
序
が
吉
か
れ
た
理
由
も
明
確
に
知
る
こ
と
い
は
で
ぎ
ぬ
が
、
何
か

の
理
由
で
一
際
踏
ま
っ
た
形
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
かL
そ
れ
以
後
も
依
然
と
し
て
怪
異
却
の
執
筆
は
績
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
越
起
呆
本
に
牧
め
ら
れ

て
い
な
い
逸
篇
が
相
常
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
酬
請
志
川
北
（
拾
遺
」
や
他
の
幾
つ
か
の
お
木
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
怪
具
諮
の
執
筆
の
外
に
、

他
の
小
説
や
、
政
山
、
小
曲
（
鼓
詞
）
、
但
曲
（
弾
詞
）
等
の
数
多
く
の
文
部
ア
作
品
も
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
怪
異
諦
と
同
様
に
平
く
か
ら
執
筆
さ

れ
て
い
た
の
は
小
山
ら
し
く
、
平
井
氏
蒐
集
の
「
夜
雨
忠
夫
曲
」
比
二
十
七
歳
の
作
で
あ
る
。
し
か
も
馴
鷲
小
曲
（
平
井
氏
蒐
集
六
十
数
曲
）
の
内
特
は
殆
ど

が
皆
男
女
の
情
に
闘
係
し
て
お
り
、
中
に
は
「
五
夏
合
戯
曲
ヘ
「
新
柄
宴
山
」
（
四
十
二
歳
作
）
等
の
よ
う
に
、
間
房
内
の
男
女
を
巧
み
に
描
寓
し
、
「
志
具
」

同
様
の
所
部
濃
艶
嬬
擬
の
色
彩
を
呈
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
好
ん
で
男
女
の
情
を
扱
い
、
そ
れ
を
表
現
す
る
優
れ
た
文
才
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示

ナ
も
の
と
し
て
注
目
す
る
に
債
し
よ
う
。
彼
の
但
由
に
位
、
「
姑
姉
山
」
、
「
慈
悲
曲
」
、
「
翻
魔
挟
」
、
「
一
際
妬
呪
曲
」
等
の
よ
う
に
、
「
志
呉
」
中
の
物
語
に
取
材

し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
と
共
に
同
熟
し
た
彼
の
文
才
が
窺
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
執
筆
は
、
「
志
具
」
や
小
曲
よ
り
遅
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
醒
世
姻

繰
停
」
も
そ
の
内
容
と
暢
注
’
日
在
た
筆
の
跡
か
ら
考
え
る
と
、
や
は
り
「
志
具
」
よ
り
は
遅
れ
て
執
筆
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
型
作
品
の

執
筆
は
、
『
志
川
県
」
の
執
筆
同
様
の
怠
味
な
も
っ
て
い
た
に
相
誌
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
志
共
」
を
は
じ
め
一
と
し
た
多
く
の
彼
の
文
単
作
品
の
執
筆
は
、
科
翠
不

弟
に
原
同
ず
る
彼
の
心
内
の
苦
悶
、
悲
憤
、
寂
多
等
と
密
接
仕
闘
聯
宇
一
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
印
ち
、
そ
れ
ら
は
彼
が
’

H

己
の
治
問
排
悶
を
第
一
とL
た
遊

戯
三
味
の
謹
術
で
あ
っ
た
と
一
計
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
問
題
と
さ
れ
る
と
思
う
の
は
、
『
志
呉
」
の

rリ
序
の
中
で
こ
の
計
を
「
孤
慣
の
書
」
と
一
一
一
口
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
一
一
口
実
が
あ
る
た
め
に
従
来
は
著
者
が
何
か
に
憤
激
し
て
執
筆
し
た
も
の
と
考
え
易
か
っ
た
。
最
初
に
述
べ
た
従
来
の
勤
者
懲
認
の
日
的

を
も
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
仕
ど
明
ら
か
に
こ
の
ベ
ゴ
け
実
に
肢
惑
さ
れ
た
結
果
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

L

わ
た
く
し
は
前
述
の
よ
う
な
考
察
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か
ら
し
て
、
こ
の
一
一
一
口
実
は
松
齢
が
「
志
呉
」
を
執
筆
す
る
こ
と
に
よ
り
白
己
の
心
内
の
欝
積
し
た
悲
憤
の
情
が
慰
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ

っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
以
上
）
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