
 

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
、
図
書
館
協
会
大
会
協
賛
事
業
と
し
て
当
時
の
大
阪
府
立
図
書
館
が
開
催
し

た
和
漢
書
目
展
覧
会
に
お
い
て
、
東
洋
史
学
者
の
内
藤
湖
南
は
「
支
那
の
書
目
に
就
い
て
」
と
い
う
題
目

の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
そ
の
冒
頭
、
中
国
の
現
存
す
る
最
古
の
目
録
が
『
漢
書
』
の
芸

文
志
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。 

梁
元
帝
『
金
楼
子
』
に
み
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
集
書
と
整
理 

光
田 

雅
男
（
中
之
島
図
書
館
） 

 

は
じ
め
に 

 

そ
れ
か
ら
其
の
前
に
一
寸
支
那
の
書
目
と
い
ふ
も
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
出
来
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
申

上
げ
て
置
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
う
図
書
館
の
事
に
御
関
係
の
方
は
、
ど
な
た
も
御
承

知
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
現
存
し
て
居
る
目
録
で
は
漢
書
の
芸
文
志
が
一
番
古
い
と
い
ふ
こ
と
に

な
っ
て
居
り
ま
す
。(

一) 
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目
録
を
作
成
す
る
際
に
最
も
利
用
さ
れ
る
、
経
・
史
・
子
・
集
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
つ
四
部
分

類
は
伝
統
的
な
漢
籍
の
分
類
方
法
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
誕
生
し
、
唐
代
の
『
隋

書
』
経
籍
志
の
編
纂
に
よ
っ
て
定
着
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
藤
湖
南
が
示
し
た
最
古
の

目
録
『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
、
ま
だ
四
部
分
類
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
湖
南
の
講
演
で
は
、
こ

こ
か
ら
分
類
の
歴
史
を
説
き
起
こ
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。 

清
代
の
学
者
王
鳴
盛
が
「
目
録
の
学
は
、
学
中
第
一
の
緊
要
事
」
で
あ
る
と
述
べ
た
よ
う
に
（
二
）
、
一

つ
の
学
問
を
究
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
知
の
体
系
の
中
で
ど
の
部
分
に
位
置
し
て
い
る
の
か
を
把
握

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
に
し
た
テ
キ
ス
ト
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
目
を
も
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、
「
目
録
学
」
の
知
識
が
絶
対
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

四
部
分
類
は
書
籍
の
管
理
者
の
間
だ
け
で
通
用
す
る
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
一
般
の
知
識
人
に
と
っ
て
も

習
得
し
て
お
く
べ
き
必
須
の
知
識
と
し
て
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
分
類
法
の
持
つ
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
を
深
化
さ
せ
る

方
向
に
対
し
て
は
そ
れ
を
促
す
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
学
問
の
枠
組
を
固
定
化
さ
せ
る
要
因
と
も
な

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
四
部
分
類
は
単
に
書
籍
の
管
理
運
営

上
の
観
点
か
ら
の
み
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
学
問
の
総
体
を
表
す
も
の
と
し
て
、
近
代
以
前
の
東

ア
ジ
ア
の
知
識
人
か
ら
多
く
の
関
心
を
集
め
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。 



し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
翻
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
体
系
の
中
で
生
産
・
蓄
積
さ
れ
て
き
た
「
漢
籍
」
と
い

う
も
の
を
扱
う
上
で
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
や
は
り
四
部
分
類
が
一
番
収
ま
り
が
良
い
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
で
は
、
和
書
と
の
混
配
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
漢
籍
に
つ

い
て
も
書
架
分
類
上
は
十
進
分
類
法
で
あ
る
「
大
阪
府
立
図
書
館
十
進
分
類
法
」
に
よ
っ
て
い
る
も
の
の
、

書
誌
分
類
上
は
『
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
漢
籍
目
録
』
の
ご
と
く
四
部
分
類
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、

こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
旦
構
築
さ
れ
た
知
の
体
系
の
も
と
で
は
、
そ
の
枠
外

に
「
逸
脱
」
し
て
し
ま
う
よ
う
な
発
想
は
生
ま
れ
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
近
代
に
入
り
、

西
洋
の
学
問
が
大
量
に
流
入
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
四
部
分
類
は
そ
の
権
威
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

本
稿
で
扱
う
梁
の
元
帝
『
金
楼
子
』
が
編
纂
さ
れ
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
と
い
う
の
は
、
目
録
学
史
上
で

は
劉
向
・
劉
縺
父
子
の
『
七
略
』
よ
り
『
隋
書
』
経
籍
志
に
よ
る
四
部
分
類
の
定
着
へ
と
至
る
過
渡
期
で

あ
り
、
研
究
上
重
要
な
時
代
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
拠
る
べ
き
史
料
が
『
隋
書
』
経
籍
志
の
総
序
と
、
梁
の

阮
孝
緒
『
七
録
』
の
序
の
二
点
し
か
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
制
約
が
大
き
く
、
わ
ず
か
に
そ
の
概
略

を
述
べ
る
こ
と
で
精
一
杯
と
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
内
藤
湖
南
が
「
今
日
で
は
、
漢
書
芸
文
志
よ
り

隋
書
経
籍
志
ま
で
の
間
に
は
、
書
籍
の
目
録
と
し
て
詳
細
に
書
名
を
書
き
あ
げ
た
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
」

と
し
て
い
た
よ
う
に
（
三
）
、
目
録
の
実
例
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
実
は
梁
の
元
帝
『
金
楼
子
』
中
の
「
著
書
篇
」
で
は
、
自
著
の
み
と
い
う
限
ら
れ
た
点
数
で

は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
四
部
に
分
類
し
て
書
誌
情
報
を
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
詳
細
に
書
名

を
書
き
あ
げ
た
も
の
」
の
内
容
を
知
る
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
、
従
来

の
研
究
で
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

本
稿
で
は
、
こ
の
『
金
楼
子
』
の
中
で
も
特
に
書
籍
に
関
係
す
る
記
述
か
ら
な
る
「
聚
書
篇
」
と
「
著

書
篇
」
の
二
篇
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
集
書
活
動
と
整
理
活
動
に
つ
い
て
、
若
干

の
考
察
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。 
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『
金
楼
子
』
の
著
者
で
あ
る
元
帝
蕭
繹
は
、
梁
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
武
帝
蕭
衍
の
第
七
子
で
あ
り
、
侯

景
の
乱
を
平
定
し
た
後
に
梁
の
第
三
代
皇
帝
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
な
お
、
即
位
前
の
王
号
の
「
湘
東

王
」
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。 

第
一
章 

梁
元
帝
蕭
繹
の
ひ
と
と
な
り 
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魏
晋
南
北
朝
時
代
で
も
特
に
劉
宋
以
降
の
王
朝
に
つ
い
て
は
、
短
命
な
王
朝
の
続
く
乱
世
だ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
累
代
の
名
門
貴
族
の
上
に
寒
門
軍
人
あ
が
り
の
皇
帝
が
君
臨
す
る
と
い
う
図
式
を
と
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
華
や
か
な
「
貴
族
社
会
」
と
さ
れ
る
の
と
は
裏
腹
に
、
皇
帝
の
一
族
自
体
に

は
文
化
的
素
養
が
必
ず
し
も
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
蕭
繹
の
場
合
に
は
そ
の
父

で
あ
り
、
即
位
以
前
に
は
『
宋
書
』
の
編
者
沈
約
ら
と
と
も
に
「
八
友
」
の
一
人
に
も
数
え
ら
れ
て
い
た

武
帝
蕭
衍
や
、
兄
で
『
文
選
』
を
編
纂
し
た
昭
明
太
子
蕭
統
、
自
ら
の
サ
ロ
ン
で
「
宮
体
詩
」
と
い
う
詩

風
を
作
り
上
げ
た
簡
文
帝
蕭
綱
な
ど
、
当
代
随
一
と
い
っ
て
も
良
い
文
学
一
家
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
て
い

た
。
蕭
繹
自
身
も
学
問
を
好
み
、
若
く
し
て
眼
病
の
た
め
に
片
目
の
視
力
を
失
っ
て
以
降
も
、
一
日
中
、

左
右
の
者
に
順
番
に
書
物
を
読
み
上
げ
さ
せ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
蕭
繹
が
居
眠
り
を
し
て
い
た
こ
と
を
良

い
こ
と
に
、
担
当
者
が
内
容
を
読
み
飛
ば
し
た
り
で
も
す
れ
ば
、
必
ず
目
を
覚
ま
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。 一

方
で
、
そ
の
過
剰
な
ま
で
の
書
籍
へ
の
愛
着
は
、
彼
を
奇
矯
な
行
動
に
走
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

即
位
の
三
年
後
、
西
魏
の
大
軍
が
江
陵
に
押
し
寄
せ
る
と
い
う
国
家
存
亡
の
非
常
事
態
に
直
面
し
て
も
、

折
か
ら
の
『
老
子
』
の
講
義
を
中
断
せ
ず
、
最
後
に
は
蕭
繹
も
聴
講
者
も
軍
服
を
着
た
ま
ま
講
義
を
続
け

た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
蕭
繹
の
梁
は
西
魏
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
最
中
、
彼
は
舎

人
の
高
善
宝
に
命
じ
て
自
ら
の
蔵
書
十
四
万
巻
に
火
を
放
た
せ
、
自
ら
も
そ
の
火
に
赴
こ
う
と
し
た
と
こ

ろ
を
止
め
ら
れ
た
と
い
う
。
後
に
な
っ
て
、
な
ぜ
蔵
書
を
燃
や
し
た
の
か
と
問
わ
れ
た
蕭
繹
は
「
書
を
読

む
こ
と
万
巻
に
し
て
、
猶
お
今
日
有
り
。
故
に
之
を
焚
け
り
！
」
と
答
え
た
と
い
う
（
五
）
。
な
お
、
こ
の

事
件
に
つ
い
て
は
隋
の
牛
弘
の
上
表
中
に
見
ら
れ
る
書
籍
の
不
幸
の
歴
史
、
い
わ
ゆ
る
「
蔵
書
五
厄
」
の

一
つ
と
し
て
、
始
皇
帝
に
よ
る
有
名
な
焚
書
な
ど
と
並
ん
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
六
）
。 

蕭
繹
が
非
常
な
集
書
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
「
聚
書
篇
」
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、

そ
れ
以
外
に
も
、
侯
景
の
乱
後
に
建
康
の
文
徳
殿
の
蔵
書
七
万
余
巻
を
荊
州
の
地
へ
と
移
送
さ
せ
る
措
置

を
取
る
な
ど
集
書
に
努
め
て
お
り
、「
故
に
江
表
の
図
書
、
斯
れ
に
因
り
尽
く
（
蕭
）
繹
に
萃
ま
る
」
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
（
四
）
。 

以
上
の
ご
と
く
、
良
い
面
に
せ
よ
悪
い
面
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
梁
元
帝
蕭
繹
は
書
籍
に
対
し



 

た
だ
し
、
現
存
す
る
『
金
楼
子
』
は
蕭
繹
の
著
し
た
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
度
散
佚
し
た
後
に
、
残
さ
れ
た
条
文
を
再
び
集
め
る
こ
と
で
復
元
を
試
み
た
輯
佚
書
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
『
金
楼
子
』
の
史
料
と
し
て
の
性
質
を
複
雑
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る 

 

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
足
本
で
は
な
い
と
し
て
も
、
も
と
も
と
史
料
的
な
制
約
の
大
き
い
魏
晋
南
北

朝
時
代
で
は
あ
り
、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
人
物
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
、
全
く
看
過
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
史
料
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
加
え
て
『
四
庫
全
書
総

目
』
で
は
、
「
興
王
・
戒
子
・
聚
書
・
説
蕃
・
立
言
・
著
書
・
捷
対
・
志
怪
の
八
篇
、
皆
首
尾
完
整
す
」
と

 

こ
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
『
金
楼
子
』
は
完
全
な
形
の
足
本
で
は
な
く
、
原
書
と
ど
の
程
度
違
っ
て
い

る
の
か
も
推
測
し
が
た
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
目
録
学
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
『
金
楼
子
』

と
い
う
史
料
が
研
究
の
材
料
と
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
こ
の
不
安
定
さ
が
大
き
な
影

を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

『
金
楼
子
』
は
、
そ
の
序
文
に
「
常
に
淮
南
の
手
に
仮
す
る
を
笑
い
、
毎
に
不
韋
の
人
に
託
す
る
を
嗤

う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
反
面
教
師
的
な
意
味
で
は
あ
る
が
、『
呂
氏
春
秋
』
や
『
淮
南
子
』
を
意

識
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、『
金
楼
子
』
自
身
の
性
格
が
そ
れ
ら
二
書
と
同
じ
よ
う
に
様
々

な
思
想
や
内
容
を
総
合
的
に
集
め
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、『
四
庫
全
書
』
で
は
子

部
雑
家
類
に
上
記
の
二
書
と
と
も
に
「
金
楼
子
六
巻
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

て
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
の
め
り
込
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
蕭
繹
の
著
書
の
内

の
一
つ
が
『
金
楼
子
』
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
、
現
在
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
鮑
廷
博
『
知
不
足
斎
叢
書
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
今
は
知
不
足
斎
叢
書
本
と
呼
ん
で
お
く
。
こ
の
知
不
足
斎
叢
書
本
『
金

楼
子
』
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
で
も
所
蔵
し
て
い
る
（
八
）
。
両
者
に
つ
い
て
は
、
同
じ

時
期
に
作
ら
れ
た
別
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
互
い
に
異
同
も
あ
る
と
い
う
（
九
）
。 

第
二
章 

『
金
楼
子
』
の
史
料
的
性
格 
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『
四
庫
全
書
総
目
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宋
代
頃
ま
で
は
ま
だ
欠
落
し
た
と
こ
ろ
も
な
く
出
回
っ
て
い

た
も
の
の
、
明
代
末
頃
に
は
完
全
に
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
四
庫
全
書
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
金
楼
子
』
は
、
い
わ
ゆ
る
永
楽
大
典
本
で
あ
り
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
元
の
至

正
年
間
の
刊
本
だ
ろ
う
と
い
う
（
七
）
。 

   

 



 

と
り
わ
け
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、「
聚
書
篇
」
が
結
果
と
し
て
の
蔵
書
で
は
な
く
、
過
程
で
あ
る
は
ず

の
集
書
を
記
録
し
て
い
る
と
い
う
特
異
性
、
目
録
学
史
上
の
史
料
不
足
を
補
う
存
在
で
あ
る
「
著
者
篇
」

の
価
値
を
考
え
る
時
、『
金
楼
子
』
を
史
料
と
し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
や
は
り
十
分
な
意
義
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
八
篇
に
限
っ
て
は
一
定
の
信
頼
性
を
認
め
て
い
る
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。 

  

第
三
章 

「
聚
書
篇
」
に
み
る
元
帝
の
集
書
活
動 

  

知
不
足
斎
叢
書
本
『
金
楼
子
』
巻
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
聚
書
篇
六
」
は
、
著
者
蕭
繹
の
書
籍
収
集

活
動
の
記
録
で
あ
る
。 

同
篇
末
尾
の
文
章
に
よ
れ
ば
、「
吾
、
今
年
四
十
六
歳
。
聚
書
自
り
来
四
十
年
、
書
を
得
る
こ
と
八
万
巻
」

と
あ
り
、
彼
が
西
魏
の
軍
隊
に
捕
ら
え
ら
れ
て
亡
く
な
る
一
年
前
、
承
聖
二
（
五
五
三
―
西
暦
。
以
下
同

じ
）
年
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
篇
の
冒
頭
、「
初
め
閤
を
出
で
て
西
省
に
在
る
に
、
敕

旨
を
蒙
り
て
五
経
の
正
副
本
を
賚
わ
」
っ
た
時
と
い
う
の
が
、
彼
が
湘
東
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
天
監
十
三

（
五
一
四
）
年
、
七
歳
の
時
の
こ
と
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
三
十
九
年
で
ほ
ぼ
四
十
年
の
数
と
合
う
。 

以
下
、
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
煩
雑
と
な
る
の
で
、
適
宜
注
目
す
べ
き
箇
所
の
内
容
を
取

り
上
げ
、
書
き
下
し
文
の
形
に
改
め
た
上
で
解
説
を
加
え
て
み
た
い
。 

 

初
め
閤
を
出
で
て
西
省
に
在
る
に
、
敕
旨
を
蒙
り
て
五
経
の
正
副
本
を
賚
わ
る
。
琅
琊
郡
と
為
り
し

時
、
敕
を
蒙
り
て
書
を
給
さ
る
。
并
び
に
私
に
繕
写
す
る
有
り
。 

  

蕭
繹
の
書
籍
収
集
は
、
父
で
あ
る
武
帝
の
敕
に
よ
り
五
経
を
賜
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
後
に
貰
っ
た

書
籍
と
と
も
に
、
書
き
写
し
を
行
っ
た
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
で
印
刷
の
技
術
が
登
場
す
る

の
は
唐
代
、
一
般
的
に
は
宋
代
に
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
蕭
繹
が
生
き
た
梁
代
に
お
い
て
、
書
籍
を

得
る
方
法
と
し
て
は
書
き
写
す
こ
と
が
ほ
ぼ
全
て
な
の
で
あ
っ
た
。「
聚
書
篇
」
中
に
も
「
写
」
と
い
う
字

を
、
こ
の
後
何
度
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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東
州
と
為
り
し
時
、
史
・
漢
・
三
国
志
・
晋
書
を
写
し
得
た
り
。
又
、
劉
選
部
孺
家
、
謝
通
直
彦
遠

家
の
書
を
写
す
。
又
、
人
を
遣
わ
し
て
呉
興
郡
に
至
ら
し
め
、
夏
侯
亶
に
就
き
て
書
を
写
し
得
た
り
。 



 

「
起
居
注
」
と
は
皇
帝
の
言
行
を
記
録
し
た
書
籍
で
あ
り
、『
隋
書
』
経
籍
志
で
は
後
漢
献
帝
以
来
の
起

居
注
を
四
十
点
ほ
ど
挙
げ
て
い
る
（
十
）
。
徐
勉
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
起
居
注
が
煩
雑
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
編
集
を
加
え
て
『
流
別
起
居
注
』
六
百
巻
を
作
っ
た
こ
と
が
本
伝
に
見
え
る
（
十
一
）
。 

「
東
州
」
は
不
明
だ
が
、
劉
孺
の
蔵
書
を
書
写
し
た
の
は
、
劉
孺
が
軽
車
湘
東
王
長
史
・
領
会
稽
郡
丞
の

肩
書
き
で
蕭
繹
の
幕
僚
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
際
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
蕭
繹
が
会
稽
太
守
で

あ
っ
た
時
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
史
」
は
司
馬
遷
『
史
記
』
、「
漢
」
は
班
固
『
漢
書
』
、「
三
国
志
」

は
陳
寿
『
三
国
志
』
で
あ
る
が
、
「
晋
書
」
は
も
ち
ろ
ん
唐
代
に
成
立
し
た
正
史
の
『
晋
書
』
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た
諸
家
の
晋
書
の
内
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
呉
興
太
守
で
あ
っ
た
夏
侯

亶
の
蔵
書
を
得
た
時
の
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
人
を
派
遣
し
て
書
写
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
。 

  

揚
州
と
為
り
し
時
、
呉
中
の
諸
士
大
夫
に
就
き
て
起
居
注
を
写
し
得
た
り
。
又
、
徐
簡
粛
勉
の
起
居

注
を
得
た
り
。 

  

前
に
荊
州
に
在
り
し
時
、
晋
安
王
子
時
に
雍
州
に
鎮
し
た
れ
ば
、
啓
し
て
書
写
を
請
う
。
比
ご
ろ

応
に
蜀
に
入
ら
ん
と
す
れ
ば
、
又
書
を
写
し
得
た
り
。
又
、
州
民
宗
孟
堅
を
遣
わ
し
、
都
の
市
に
下

し
て
書
を
得
た
り
。 

 

「
荊
州
に
在
り
し
時
」
と
い
う
の
は
、
蕭
繹
が
荊
州
刺
史
と
な
っ
た
普
通
七
（
五
二
六
）
年
頃
の
こ
と
。

現
在
と
変
わ
ら
ず
、
引
越
し
の
際
な
ど
は
、
普
段
書
庫
の
奥
深
く
に
蔵
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
手
に
取
る
チ

ャ
ン
ス
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
孟
堅
を
派
遣
し
た
際
の
よ
う
に
、
出
来
合
い
の
書
籍
を
購
入
す

る
と
い
う
集
書
方
法
も
無
く
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
や
は
り
圧
倒
的
に
書
写
や
譲
渡
に
よ
る
も
の
が
多

い
よ
う
で
あ
り
、「
聚
書
篇
」
で
は
そ
の
他
に
購
入
し
た
と
い
う
例
は
少
な
く
、
逆
に
書
籍
を
集
め
る
た
め

の
方
法
と
し
て
「
購
入
」
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。 

  

安
成
煬
王
湘
州
に
於
い
て
薨
じ
た
れ
ば
、
又
人
を
遣
わ
し
て
就
き
て
書
を
写
し
得
た
り
。 
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安
成
煬
王
機
が
湘
州
で
亡
く
な
っ
た
の
は
大
通
二
（
五
二
八
）
年
の
こ
と
。
本
伝
に
よ
れ
ば
、
安
成
煬



 

蕭
繹
が
集
め
た
の
は
経
書
や
史
書
な
ど
の
四
部
書
だ
け
で
は
な
く
、
仏
書
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
彼
の
父
で
あ
る
武
帝
蕭
衍
は
稀
代
の
崇
仏
皇
帝
と
し
て
も
有
名
で
、
同
泰
寺
を
は
じ
め
と
し

た
仏
寺
の
造
営
、
自
ら
皇
帝
の
身
分
を
捨
て
て
三
宝
の
奴
と
な
る
「
捨
身
」
を
大
々
的
に
行
っ
て
も
い
る
。

さ
ら
に
、
本
来
儒
教
的
儀
礼
を
こ
そ
最
も
体
現
す
べ
き
も
の
の
は
ず
で
あ
る
外
交
儀
礼
の
場
に
お
い
て
も
、

仏
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
取
り
入
れ
た
式
次
第
を
執
り
行
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
ほ
ど
の
仏

教
信
者
な
の
で
あ
っ
た
（
十
三
）
。 

王
機
に
つ
い
て
は
性
格
に
問
題
が
あ
っ
た
も
の
の
、
豊
富
な
蔵
書
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
う

し
た
関
係
も
あ
っ
て
か
、
蕭
繹
は
彼
の
詩
賦
を
編
集
し
て
序
文
も
書
い
て
や
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
仲
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
（
十
二
）
。 

 

又
、
招
提
琰
法
師
衆
義
疏
及
び
衆
経
序
を
得
た
り
。
又
、
頭
陀
寺
曇
智
法
師
陰
陽
卜
祝
冢
宅
等
の
書

を
得
た
り
。 

  

又
、
江
州
江
革
家
に
於
い
て
、
元
嘉
前
後
の
書
五
帙
を
得
た
り
。
又
、
姚
凱
の
処
に
就
き
て
三
帙
を

得
た
り
。
又
、
江
録
の
処
に
就
き
て
四
帙
を
得
た
り
。
足
し
て
一
部
と
為
し
、
合
わ
せ
て
二
十
帙

一
百
一
十
五
巻
。
並
び
に
是
れ
元
嘉
の
書
に
し
て
、
紙
墨
極
め
て
精
奇
。 

  

そ
も
そ
も
、
い
つ
ご
ろ
誰
の
蔵
書
を
書
写
し
て
手
に
入
れ
た
か
と
い
う
記
録
を
丁
寧
に
記
し
て
い
る
だ

け
で
も
、
集
書
を
始
め
た
当
時
か
ら
蕭
繹
が
几
帳
面
に
記
録
を
つ
け
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
だ
が
、

こ
の
部
分
以
降
、
さ
ら
に
巻
数
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
部
分
が
登
場
す
る
。
元
嘉
は
劉
宋
文
帝

時
代
の
年
号
で
あ
り
、「
元
嘉
の
治
」
と
し
て
社
会
が
安
定
し
文
化
が
栄
え
た
時
代
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
手
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
た
め
て
書
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
元
嘉
時
代
の
写
本
そ
の

も
の
で
あ
る
た
め
に
、
出
来
栄
え
の
素
晴
ら
し
さ
を
特
筆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
蕭
繹
の
頃
に
ど
う

に
か
手
に
入
れ
ら
れ
る
写
本
の
現
物
と
し
て
は
、
こ
の
元
嘉
頃
が
上
限
で
あ
り
、
極
め
て
貴
重
な
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
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又
、
蘭
左
衛
欽
、
南
鄭
従
り
還
り
た
れ
ば
、
又
写
し
得
た
り
。
蘭
の
書
、
往
往
に
し
て
未
だ
江
を
渡

ら
ざ
る
時
の
書
、
或
い
は
是
れ
此
の
間
の
製
作
に
し
て
甚
だ
新
奇
な
り
。
張
湘
州
纘
の
経
餉
書
の
樊

光
注
爾
雅
の
例
の
如
き
是
れ
な
り
。
張
予
章
綰
の
経
餉
書
の
高
僧
伝
の
例
の
如
き
是
れ
な
り
。
范
鄱



陽
胥
の
経
餉
書
の
高
誘
注
戦
国
策
の
例
の
如
き
是
れ
な
り
。
隠
士
王
縝
の
経
餉
書
の
童
子
伝
の
例
の

如
き
是
れ
な
り
。 

  

蘭
欽
は
軍
人
と
し
て
の
事
蹟
を
持
つ
人
物
で
あ
り
、
南
鄭
を
中
心
と
し
た
漢
中
地
方
を
大
同
元
（
五
三

五
）
年
に
領
有
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
蘭
欽
が
も
た
ら
し
た
書
籍
に
つ
い
て
は
、「
未
だ
江
を

渡
ら
ざ
る
時
の
書
」
、
つ
ま
り
長
江
以
北
、
華
北
の
地
で
伝
わ
っ
て
き
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
貴
重
な
の
で

あ
っ
た
。
北
朝
と
南
朝
、
互
い
に
異
な
る
王
朝
が
分
立
し
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
は
、
物
資
の
流

通
が
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
、
自
ら
の
地
域
に
伝
存
し
て
い
な
い
書
籍
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
く
、
そ
れ
だ
け
に
そ
う
し
た
書
籍
へ
の
関
心
は
常
に
高
ま
っ
て
い
た
。
中
で
も
、
北
魏
の
孝
文
帝
が
南

斉
に
「
借
書
」
を
求
め
た
例
は
、
南
斉
朝
廷
に
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
を
含
め
て
記
録
が
残

っ
て
い
る
（
十
四
）
。
な
お
、
多
く
の
場
合
、
情
報
漏
洩
の
心
配
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
ら
の
求
め
は
実
現
し

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
層
書
籍
へ
の
渇
望
を
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
沈
約
『
宋
書
』

が
い
ち
早
く
北
朝
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
も
あ
っ
て
（
十
五
）
、
大
上
段
な
「
借
書
」
以
外
に

も
書
籍
の
入
手
ル
ー
ト
が
い
く
つ
か
は
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
内
の
一
つ
が
例

え
ば
南
北
の
国
境
付
近
で
行
わ
れ
た
「
互
市
」
で
あ
り
、
例
え
ば
こ
の
蘭
欽
の
例
の
よ
う
に
領
有
権
の
交

代
を
も
た
ら
し
た
軍
事
行
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
蘭
欽
に
つ
い
て
は
鮮
卑
族

で
あ
っ
て
、
北
魏
か
ら
梁
に
降
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
が
あ
り
（
十
六
）
、
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
な

の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
蕭
繹
が
蘭
欽
か
ら
手
に
入
れ
た
書
籍
は
単
純
に
南
鄭
を
領
有
し
た
時
に
入

手
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

法
書
は
初
め
韋
護
軍
叡
の
餉
数
巻
、
次
に
又
殷
貞
子
鈞
の
餉
を
得
た
り
。
爾
る
後
に
又
范
普
を
市
に

遣
わ
し
て
法
書
を
得
た
り
。
又
、
潘
菩
提
を
市
に
使
わ
し
て
法
書
を
得
た
り
。
並
び
に
是
れ
二
王
の

書
な
り
。 

  

法
帖
に
つ
い
て
は
市
で
の
購
入
も
行
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
は
い
ず
れ
も
王
羲
之
・
王
献
之
父
子
の
書
跡

で
あ
っ
た
と
い
う
。
殷
鈞
は
本
伝
に
よ
れ
ば
、
宮
中
秘
閣
の
四
部
の
書
の
校
訂
を
行
い
、
目
録
を
作
っ
た

と
さ
れ
て
い
る(

十
七
）
。 
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吾
今
年
四
十
六
歳
。
聚
書
自
り
来
四
十
年
、
書
を
得
る
こ
と
八
万
巻
。
河
間
の
漢
室
に
侔
し
き
も
、

頗
る
之
を
過
ぎ
た
り
と
謂
へ
り
。 



 

以
上
、
か
な
り
省
略
し
た
形
で
の
紹
介
と
は
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
蕭
繹
の
集
書
活
動
が
始
ま
り
か
ら

終
わ
り
に
至
る
ま
で
、
か
な
り
の
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
逐
一
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
「
河
間
」
は
前
漢
の
河
間
献
王
劉
徳
の
こ
と
で
、
集
書
に
励
み
、
そ
の
個
人
蔵
書
は
宮
廷
の
書
庫
に
も
匹

敵
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
蕭
繹
自
身
は
、
自
ら
の
蔵
書
を
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
と
自

負
し
て
い
た
。 

 

そ
も
そ
も
、
結
果
と
し
て
の
一
大
蔵
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
強
調
す
る
よ
う
な
記
録
自
体
は
少
な
く
な
い
。

後
世
登
場
す
る
様
々
な
公
的
・
私
的
な
蔵
書
目
録
に
課
せ
ら
れ
た
目
的
の
一
つ
も
、
そ
れ
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、『
金
楼
子
』
の
よ
う
に
、
そ
の
過
程
で
あ
る
集
書
活
動
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
録
と
い
う

の
は
極
め
て
少
な
い
。 

蕭
繹
が
こ
の
「
聚
書
篇
」
を
記
し
た
理
由
は
、
や
は
り
第
一
は
自
身
の
所
有
す
る
蔵
書
へ
の
自
信
・
自

慢
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
四
十
年
間
様
々
な
人
々
と
の
交
流
を
通
じ
て

集
め
続
け
た
一
つ
ひ
と
つ
を
記
す
こ
と
で
、
書
籍
を
集
め
る
こ
と
が
い
か
に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
の
結
果
で
あ

る
か
を
示
す
意
図
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
「
聚
書
篇
」
は
、
梁
代
に
お
け
る
書
籍
の

有
様
の
一
端
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
梁
の
皇
帝
で
あ
る
蕭
繹
の
、
書
籍
を
媒
介
と
し
た

公
的
・
私
的
な
人
間
関
係
を
も
連
環
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

第
四
章 

「
著
書
篇
」
に
み
る
梁
代
分
類
目
録
の
実
際 
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漢
籍
の
分
類
方
法
と
し
て
、
今
日
で
も
一
般
的
に
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
四
部
分
類
」
が
定
着
し

た
の
は
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
登
場
は
三
国
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
経
籍
志
の

総
序
に
よ
れ
ば
、
魏
の
秘
書
監
荀
勗
が
『
中
経
新
簿
』
を
著
し
、「
分
か
ち
て
四
部
と
為
し
、
群
書
を
総
括
」

し
た
と
あ
り
、
甲
部
に
「
六
芸
、
小
学
」
を
、
乙
部
に
「
古
諸
子
家
、
近
世
子
家
、
兵
書
、
兵
家
、
術
数
」

を
、
丙
部
に
「
史
記
、
旧
事
、
皇
覧
簿
、
雑
事
」
を
、
丁
部
に
「
詩
賦
、
図
讃
、
汲
冢
書
」
を
そ
れ
ぞ
れ

収
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
『
中
経
新
簿
』
の
も
と
と
な
っ
た
鄭
黙
『
中
経
』
で

も
、
す
で
に
四
部
分
類
が
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
後
、
劉
宋
の
元
嘉
八
（
四
三
一
）
年
に
は
謝
霊
運
が
六
万
四
千
五
百
八
十
二
巻
を
収
め
た
『
四
部



目
録
』
を
、
南
斉
の
永
明
年
間
（
四
八
三
～
四
九
三
）
に
は
王
亮
と
謝
朏
が
一
万
八
千
一
十
巻
を
収
め
た

『
四
部
書
目
』
を
、
梁
に
入
っ
て
は
任
昉
・
殷
鈞
の
『
四
部
目
録
』
な
ど
が
、
四
部
分
類
を
採
用
し
た
目

録
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
と
同
じ
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
は
、
劉
向
・
劉
歆
『
七
略
』
以
来
の
「
七
」
部
分
類
に

回
帰
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
り
（
十
八
）
、
劉
宋
の
王
倹
『
七
志
』
で
は
経
典
志
、
諸
子
志
、
文
翰
子
、

軍
書
志
、
陰
陽
志
、
術
芸
子
、
図
譜
志
に
附
篇
と
し
て
道
書
、
仏
書
を
取
る
と
い
う
形
式
を
採
用
し
、
梁

の
普
通
年
間
（
五
二
〇
～
五
二
六
）
に
も
阮
孝
緒
が
『
七
録
』
に
て
経
典
録
、
記
伝
録
、
子
兵
録
、
文
集

録
、
技
術
録
、
仏
録
、
道
録
と
い
う
七
部
分
類
を
用
い
た
目
録
を
編
纂
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
蕭
繹
の
生

き
た
梁
代
に
は
、
新
た
に
現
れ
て
き
た
四
部
分
類
と
、
伝
統
的
な
回
帰
を
目
指
す
七
部
分
類
が
併
存
す
る

形
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

本
章
で
扱
う
知
不
足
斎
叢
書
本
『
金
楼
子
』
巻
五
「
著
書
篇
十
」
は
、
元
帝
蕭
繹
の
編
纂
し
た
書
物
全

六
百
七
十
七
巻
を
甲
乙
丙
丁
の
四
部
及
び
仏
書
に
分
類
し
た
も
の
で
、
蕭
繹
個
人
の
著
述
目
録
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
掲
載
す
る
書
物
の
総
数
か
ら
す
れ
ば
、
既
述
の
蔵
書
目
録
な
ど
に
は
及
ぶ
べ
く
も

な
い
の
で
あ
る
が
、
目
録
自
体
の
形
式
は
著
述
目
録
で
あ
ろ
う
と
蔵
書
目
録
で
あ
ろ
う
と
そ
う
変
わ
る
も

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
蕭
繹
自
身
の
性
格
も
影
響
し
て
分
野
が
偏
る
こ
と
な
く
四
部
全
て
に
書
名
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
も
あ
っ
て
、
こ
の
『
金
楼
子
』
著
書
篇
は
、
目
録
学
史
上
最
も
揺
れ
の
大
き

な
時
代
に
作
ら
れ
た
上
、
内
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
目
録
で
あ
る
と
い
う
、
極
め
て

高
い
価
値
を
有
す
る
史
料
な
の
で
あ
る
。 

 

以
下
、
同
篇
の
目
録
部
分
を
各
部
ご
と
に
紹
介
す
る
。
な
お
、
引
用
文
中
の
（ 

）
内
は
原
注
で
あ
る

が
、
蕭
繹
に
よ
る
自
注
と
、
知
不
足
斎
叢
書
本
の
注
が
混
在
し
て
お
り
、
知
不
足
斎
叢
書
本
の
注
に
つ
い

て
は
「
案
，
云
々
」
と
い
う
形
式
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
判
断
に
よ
り

適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。 

 

著
書
篇
十
（
案
昭
徳
読
書
志
，
金
楼
子
目
録
有
著
書
篇
。
永
楽
大
典
金
楼
子
，
聚
書
篇
後
有
自
連
山

三
秩
至
已
上
六
百
七
十
七
巻
云
云
。
今
案
其
文
，
蓋
係
著
書
篇
正
文
，
脱
其
篇
目
，
因
誤
与
聚
書
合

為
一
篇
。
今
分
為
著
書
篇
。
大
典
又
別
載
金
楼
子
著
書
篇
五
条
。
其
二
条
，
与
芸
文
類
聚
所
載
梁
元

帝
孝
子
伝
序
・
懐
旧
志
序
相
出
入
，
而
首
尾
残
闕
，
文
亦
互
異
。
知
原
書
具
載
序
論
，
非
僅
目
録
。

今
遍
考
諸
書
，
凡
可
補
者
，
悉
付
於
後
。
庶
存
其
大
略
云
。
） 
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連
山
三
秩
三
十
巻
（
金
楼
年
在
弱
冠
，
著
此
書
。
至
於
立
年
，
其
功
始
就
。
躬
親
筆
削
，
極
有
其
労
。
） 



 

最
初
の
甲
部
に
は
、
現
在
の
経
部
に
対
応
す
る
書
籍
四
件
を
載
せ
て
い
る
。
篇
名
部
分
に
付
さ
れ
た
知

不
足
斎
叢
書
本
の
注
に
よ
れ
ば
、『
永
楽
大
典
』
で
は
こ
の
著
書
篇
の
目
録
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と

聚
書
篇
の
後
に
付
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
内
容
を
確
認
す
れ
ば
、
こ
れ
が
蔵
書
目
録
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
注
の
よ
う
に
著
書
篇
の
文
章
が
誤
っ
て
聚
書
篇
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
も
の

と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

巻
数
の
合
計
が
最
後
の
総
数
と
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
な
ど
、
現
在
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
著
書
篇

が
、
蕭
繹
の
記
し
た
も
の
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
梁
代
の
分
類
目

録
の
有
様
を
う
か
が
う
と
い
う
本
稿
の
目
的
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
大
き
な
障
害
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
か
ら
、
今
は
そ
の
問
題
は
置
い
て
お
く
。 
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な
お
余
談
で
あ
る
が
、
梁
代
当
時
の
書
籍
は
い
わ
ゆ
る
巻
子
本
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
大
半
で
あ
り
、

「
秩
」
と
は
そ
の
巻
物
を
布
で
纏
め
た
際
の
個
数
を
表
し
て
い
る
。
著
書
篇
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
秩
と
巻

数
の
関
係
を
見
る
と
、『
金
楼
秘
訣
』
の
一
秩
二
十
二
巻
と
い
う
唯
一
の
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
他
は
全
て

最
大
で
も
十
巻
で
一
秩
と
な
る
よ
う
収
納
さ
れ
て
い
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。 

  

懐
旧
志
一
秩
一
巻
（
金
楼
撰
。
） 

注
前
漢
書
十
二
秩
一
百
一
十
五
巻 

礼
雑
私
記
五
秩
五
十
巻
（
十
七
巻
未
成
。
） 

周
易
義
疏
三
秩
三
十
巻
（
金
楼
奉
述
制
義
，
私
小
小
措
意
也
。
○
案
梁
書
本
紀
，
義
作
講
，
三
十
巻

作
十
巻
。
） 

黄
妳
（
案
，
梁
朝
有
名
士
，
呼
書
巻
為
黄
妳
，
即
見
本
書
雑
記
篇
。
原
本
黄
訛
王
，
謹
校
正
。
）
自

序
一
秩
三
巻
（
金
楼
小
時
，
自
撰
此
書
，
不
経
。
） 

全
徳
志
一
秩
一
巻
（
金
楼
自
撰
。
） 

仙
異
伝
一
秩
三
巻
（
金
楼
年
小
時
，
自
撰
其
書
，
多
不
経
。
） 

忠
臣
伝
三
秩
三
十
巻
（
金
楼
自
為
序
。
○
案
隋
書
経
籍
志
，
有
顕
忠
伝
三
巻
梁
元
帝
撰
。
） 

孝
徳
伝
三
秩
三
十
巻
（
金
楼
合
衆
家
孝
子
伝
，
成
此
。
） 

金
楼
秘
訣
一
秩
二
十
二
巻
（
金
楼
纂
。
即
連
雑
事
無
奇
也
。
） 

丹
陽
尹
伝
一
秩
十
巻
（
金
楼
為
尹
京
時
，
自
撰
。
） 

右
四
件
一
百
三
十
二
巻
甲
部 

 



 

二
つ
目
の
乙
部
に
は
、
現
在
の
史
部
に
対
応
す
る
書
籍
十
一
件
を
載
せ
る
。
た
だ
し
、
巻
数
は
実
際
に

は
二
百
二
巻
と
な
り
、
九
巻
分
の
不
足
で
あ
る
。
な
お
、
一
件
目
の
『
注
前
漢
書
』
が
正
史
類
で
あ
る
の

を
除
き
、
他
は
概
ね
史
部
の
中
で
も
伝
記
類
に
属
す
る
書
物
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
、

『
仙
異
伝
』
『
研
神
伝
』
『
晋
仙
伝
』
に
つ
い
て
は
、
東
晋
の
干
宝
『
捜
神
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
魏
晋
南

北
朝
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
志
怪
」
の
風
潮
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
も
蕭
繹
の
生
き
た
時
代
を
反

映
し
た
著
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

  

長
州
苑
記
一
秩
三
巻
（
金
楼
与
劉
之
亨
等
撰
。
） 

研
神
記
一
秩
一
巻
（
金
楼
自
為
序
，
付
劉
歹
纂
次
。
） 

語
対
三
秩
三
十
巻 

玉
子
訣
一
秩
三
巻
（
金
楼
付
劉
緩
撰
。
） 

玉
韜
一
秩
十
巻
（
金
楼
出
牧
渚
宮
時
撰
。
） 

食
要
一
秩
十
巻
（
金
楼
付
虞
預
撰
。
） 

薬
方
一
秩
十
巻 

弁
林
二
秩
二
十
巻
（
案
隋
書
経
籍
志
，
弁
林
二
十
巻
，
注
蕭
賁
撰
。
） 

補
闕
子
一
秩
十
巻
（
金
楼
為
序
，
付
鮑
泉
東
里
撰
。
） 

江
州
記
一
帙
三
巻 

宝
帳
仙
方
一
秩
三
巻 

孝
子
義
疏
一
秩
十
巻
（
奉
述
制
旨
，
并
自
小
小
措
意
。
○
案
梁
書
本
紀
，
武
帝
有
老
子
講
疏
，
元
帝

有
老
子
講
疏
四
巻
。
今
自
注
云
，
奉
述
制
旨
。
則
孝
字
即
老
字
之
訛
，
義
字
即
講
字
之
訛
。
但
巻
数

不
同
。
未
敢
輒
改
，
附
識
於
此
。
） 

貢
職
図
一
帙
一
巻 

晋
仙
伝
一
秩
五
巻
（
金
楼
使
顔
協
撰
。
○
案
梁
書
顔
協
伝
，
協
所
撰
晋
仙
伝
五
篇
。
） 

同
姓
同
名
録
（
案
梁
書
本
紀
，
作
古
今
同
姓
名
録
。
）
一
秩
一
巻
。
（
金
楼
撰
。
） 

奇
字
二
秩
二
十
巻
（
金
楼
付
蕭
賁
撰
。
） 

荊
南
志
一
秩
二
巻
（
金
楼
自
撰
。
） 

式
苑
一
秩
三
巻
（
金
楼
自
撰
。
○
案
梁
書
本
紀
，
有
式
賛
三
巻
。
苑
字
疑
訛
。
） 

繁
華
伝
一
秩
三
巻
（
金
楼
使
劉
緩
撰
。
） 

右
一
十
一
件
二
百
一
十
一
巻
乙
部
（
案
右
件
，
僅
二
百
二
巻
。
） 
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さ
て
、
こ
の
丙
部
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
『
荊
南
志
』
と
『
江
州
記
』
の
二
点
で
あ
る
。
書
籍
の

中
身
ま
で
確
認
す
る
こ
と
は
現
在
で
は
出
来
な
い
た
め
、
絶
対
の
確
証
は
持
て
な
い
も
の
の
、
そ
の
書
名

か
ら
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
両
書
は
い
わ
ゆ
る
「
地
方
志
」
に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仮
に

地
方
志
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
四
部
分
類
に
お
い
て
は
子
部
で
は
な
く
史
部
の
中
に
こ
そ
収
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
『
隋
書
』
経
籍
志
に
お
い
て
も
、
『
山
海
経
』
を
初
め
と
す
る
一
百
三
十
九
部
の
地
理

書
を
史
部
に
掲
出
し
て
い
る
（
十
九
）
。 

 

三
つ
目
の
丙
部
に
は
、
現
在
の
子
部
に
対
応
す
る
書
籍
十
八
件
を
載
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
丙
部
も
実

際
の
巻
数
は
一
百
五
十
九
巻
で
一
巻
不
足
で
あ
る
。 

譜
一
秩
十
巻
（
金
楼
付
王
兢
撰
） 

夢
書
一
秩
十
巻
（
金
楼
使
丁
覘
撰
。
） 

右
一
十
八
件
一
百
六
十
巻
丙
部
（
案
右
件
，
僅
一
百
五
十
九
巻
。
） 

  

実
は
、
地
理
書
が
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
の
は
、「
地
域
」
と
い
う
も
の
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
入
っ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
目
録
学
上
で
も
、
こ
の
新
し
い
資
料
群
を
ど
の

よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
は
変
遷
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
金
楼
子
』
の
執
筆
と
最
も
時
代
的
に
近
い
阮

孝
緒
『
七
録
』
で
は
、
史
部
に
対
応
す
る
記
伝
録
の
中
に
土
地
部
と
し
て
収
め
て
い
る
も
の
の
、
時
代

を
遡
っ
て
劉
宋
の
王
倹
『
七
志
』
で
は
、
図
書
（
図
入
り
本
）
と
地
域
を
扱
う
「
図
譜
志
」
と
い
う
部
を

わ
ざ
わ
ざ
新
た
に
設
け
る
と
い
う
措
置
を
取
っ
て
い
る
。『
金
楼
子
』
に
お
い
て
も
、
地
理
書
は
ま
だ
定
ま

っ
た
場
所
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
の
ご
と
く
、
子
部
の
中
に
籍
を
借
り
る
形
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。 最

終
的
に
『
隋
書
』
経
籍
志
が
地
理
書
を
史
部
に
収
め
た
の
は
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
阮

孝
緒
『
七
録
』
に
よ
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、『
金
楼
子
』

著
書
篇
が
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
目
録
学
変
遷
の
跡
を
留
め
た
著
述
目
録
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
。 
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安
成
煬
王
集
一
帙
四
巻
（
案
梁
書
，
安
成
康
王
秀
子
機
襲
封
。
諡
曰
煬
。
所
著
詩
賦
数
千
言
。
世
祖

集
而
序
之
。
原
本
訛
作
煬
帝
王
集
。
係
鈔
写
訛
舛
，
謹
校
正
。
又
隋
書
経
籍
志
，
安
成
煬
王
集
五
巻
。
） 

碑
集
十
秩
百
巻
（
付
蘭
陵
蕭
賁
撰
。
○
案
隋
書
経
籍
志
，
梁
元
帝
撰
，
雑
碑
二
十
二
巻
，
碑
文
十
五

集
三
秩
三
十
巻
（
案
梁
書
本
紀
，
文
集
五
十
巻
。
隋
書
経
籍
志
作
五
十
二
巻
。
又
有
梁
元
帝
小
集
十

巻
。
疑
作
此
書
時
，
方
三
十
巻
，
非
訛
也
。
謹
校
。
） 



巻
。
此
作
百
巻
。
疑
至
隋
時
，
已
失
其
全
。
謹
校
。
） 

詩
英
一
秩
十
巻
（
付
琅
琊
王
孝
祀
撰
。
○
案
隋
書
経
籍
志
，
有
詩
英
九
巻
，
注
謝
霊
運
集
注
。
又
云
，

梁
十
巻
，
不
著
姓
名
。
疑
即
元
帝
此
書
。
謹
校
。
） 

右
四
件
一
百
四
十
四
巻
丁
部 

  

四
つ
目
の
丁
部
に
は
、
現
在
の
集
部
に
対
応
し
た
書
籍
四
件
を
載
せ
る
。
安
成
煬
王
機
に
つ
い
て
は
、

蕭
繹
と
の
仲
の
良
さ
が
知
ら
れ
、
機
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
そ
の
蔵
書
を
書
写
さ
せ
て
、
蕭
繹
自
身
の
蔵

書
に
組
み
込
ん
で
も
い
た
こ
と
、
前
章
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。 

 

内
典
博
要
三
秩
三
十
巻
（
案
梁
書
本
紀
作
一
百
巻
） 

已
上
六
百
七
十
七
巻 

  

仏
書
に
つ
い
て
は
、
四
部
の
枠
外
と
い
う
扱
い
で
一
件
を
載
せ
て
い
る
。
部
に
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
、「
五
部
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
四
部
の
付
篇
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
蕭
繹
が
著
書
篇
で
四
部
分
類
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 
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以
上
の
ご
と
く
、
四
部
分
類
と
七
部
分
類
が
併
存
し
て
い
た
魏
晋
南
北
朝
と
い
う
時
代
の
中
で
、『
金
楼

子
』
の
著
者
で
あ
る
蕭
繹
が
四
部
分
類
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
章
の
記
述
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
も
っ
と
も
、
著
書
篇
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
個
人
的
な
著
述
目
録
で
あ
っ
た
が
、
公
的
に
も
蕭

繹
が
書
籍
を
四
部
で
分
類
さ
せ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
顔
之
推
「
観
我
生
賦
」
の
自
注
に
侯
景
の
乱
を

平
定
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
「
王
司
徒
表
し
て
秘
閣
旧
事
八
万
巻
を
送
ら
ん
と
す
れ
ば
、
乃
ち
詔
し
て
比

校
せ
し
め
、
部
分
し
て
正
御
・
副
御
・
重
雑
の
三
本
と
為
さ
し
む
。
左
民
尚
書
周
弘
正
・
黄
門
郎
彭
僧
朗
・

直
省
学
士
王
珪
・
戴
陵
は
経
部
を
校
し
、
左
僕
射
王
褒
・
吏
部
尚
書
宗
懐
正
・
員
外
郎
顔
之
推
・
直
学
士

劉
仁
英
は
史
部
を
校
し
、
廷
尉
卿
殷
不
害
・
御
史
中
丞
王
孝
祀
・
中
書
郎
鄧
蓋
・
金
部
郎
中
徐
報
は
子
部

を
校
し
、
右
衛
将
軍
庾
信
・
中
書
郎
王
固
・
晋
安
王
文
学
宗
善
業
・
直
省
学
士
周
確
は
集
部
を
校
す
る
な

り
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
（
二
十
）
。
ま
た
、
同
じ
く
梁
代
に
任
昉
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
も

『
四
部
目
録
』
な
の
で
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
梁
代
に
『
七
録
』
な
ど
の
七
部
分
類
を
採
用
し
た
目
録
が
編
纂
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、

特
に
公
的
な
地
位
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、『
金
楼
子
』
著
書
篇
の
よ
う
に
四
部
を
採
用
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
二
一
）
。
ま
た
、
七
部
分
類
へ
の
回
帰
を
目
指
し
た
王
倹
『
七
志
』
や
阮
孝



緒
『
七
録
』
に
し
て
も
、
劉
歆
『
七
略
』
の
旧
態
を
ひ
た
す
ら
に
墨
守
し
た
も
の
で
は
な
く
、
史
書
の
扱

い
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
現
状
に
合
わ
せ
る
努
力
を
行
っ
て
お
り
、
内
実
は
四
部
分
類
に
近
い

形
式
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
二
二
）
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、『
隋
書
』
経
籍

志
編
纂
時
に
も
四
部
以
外
の
分
類
方
法
を
採
用
す
る
余
地
は
、
す
で
に
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
も
の
と
結
論

付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

  

な
お
、『
金
楼
子
』
著
書
篇
に
お
い
て
、
四
部
全
て
に
書
物
が
偏
り
な
く
掲
出
さ
れ
て
い
る
最
大
の
要
因

は
、
蕭
繹
と
い
う
人
の
有
す
る
二
つ
理
由
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、『
金
楼
子
』
自
体
が
持
つ
雑
書
的
性
格
と

同
様
、
蕭
繹
自
身
も
幅
広
く
浅
い
知
的
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の

文
人
が
持
つ
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
今
一
つ
は
、
誰
か
に
編
纂
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
自
身
の

「
著
作
」
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
皇
帝
・
宗
室
の
王
子
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
、
著
書
篇
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
十
八
件
の
書
籍
の
う
ち
、
十
一
件
に
つ
い
て
は
誰
に
編
纂
さ
せ

た
も
の
か
明
記
さ
れ
て
い
る
。
他
に
『
忠
臣
伝
』
で
は
「
金
楼
自
ら
序
を
為
す
」
と
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は

序
文
以
外
は
別
人
が
編
纂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、『
長
州
苑
記
』
の
場
合
の
よ
う
に
劉
之
亨
ら
と
の

「
共
著
」
と
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
現
代
的
な
感
覚
か
ら
判
断
し
た
な
ら
ば
、
著
書

篇
に
見
ら
れ
る
書
籍
の
内
、
三
分
の
一
程
度
に
つ
い
て
は
蕭
繹
は
よ
く
見
て
も
せ
い
ぜ
い
「
監
修
者
」

ど
ま
り
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
仮
に
蕭
繹
の
号
令
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
三
分
の
一
の
書
籍

は
、
当
時
に
あ
っ
て
存
在
す
ら
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
。 

  

お
わ
り
に 

 

 99

 

本
稿
で
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
集
書
と
整
理
活
動
に
つ
い
て
、
梁
の
元
帝
蕭
繹
の
自
著
『
金
楼
子
』

の
記
述
を
辿
る
こ
と
で
確
認
し
て
い
く
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。 

集
書
活
動
に
つ
い
て
は
、
逐
一
を
詳
細
に
記
録
し
た
聚
書
篇
の
内
容
が
、「
魏
晋
南
北
朝
」
と
い
う
時
代

的
な
限
定
を
外
し
た
と
し
て
も
、
他
に
類
例
を
見
る
こ
と
の
少
な
い
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

ま
た
、
書
籍
の
売
買
と
い
う
事
象
の
ま
だ
少
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
書
写
と
い
う
ほ
ぼ
唯
一
の
手
段

に
よ
る
収
集
を
行
う
た
め
に
は
、
公
的
な
も
の
も
私
的
な
も
の
も
含
め
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
繋
が
り
が
い
か

に
重
要
で
あ
っ
た
か
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 



整
理
活
動
に
つ
い
て
は
、
四
部
分
類
と
七
部
分
類
の
間
で
揺
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
の

目
録
学
上
の
問
題
を
、
著
書
篇
に
よ
る
著
述
目
録
の
実
際
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
梁
代
に
は

す
で
に
四
部
分
類
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。 

本
稿
で
扱
っ
た
の
は
現
存
す
る
『
金
楼
子
』
の
中
で
も
僅
か
に
「
聚
書
篇
」「
著
書
篇
」
の
二
篇
の
み
で

あ
っ
た
が
、
史
料
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
、
同
書
が
い
か
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
、
前
章
ま
で
の

考
察
を
通
じ
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
と
り
わ
け
『
金
楼
子
』
と
い
う
書
物
は
、
魏
晋
南
北
朝
の

中
で
も
一
級
の
文
人
で
あ
り
政
治
家
で
も
あ
っ
た
蕭
繹
が
著
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
決
し
て
こ

れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
に
は
低
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
書
の
中
に
様
々
な
内
容
を
含
む
、

そ
の
雑
書
的
な
性
格
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
も
含
め
、
今
後
色
々
な
観
点
か
ら
さ
ら

に
深
く
読
み
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

注 

   

（
一
） 

『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
二
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
「
支
那
の
書
目
に
就
い
て
」 

（
二
） 

『
十
七
史
商
榷
』
巻
一
・
史
記
一 

（
三
） 

前
掲
『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
二
巻
「
支
那
目
録
学
」 

（
四
） 

『
隋
書
』
巻
四
十
九
・
牛
弘
伝 

（
五
） 

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
六
十
五
・
元
帝
承
聖
三
年
十
二
月
の
条
。
た
だ
し
、
巻
数
に
つ
い
て
は
『
南
史
』
巻
八
・

梁
本
紀
下
に
「
十
余
万
巻
」
と
あ
る
な
ど
異
同
が
見
ら
れ
る
。 

（
六
） 

『
隋
書
』
巻
四
十
九
・
牛
弘
伝 

（
七
） 

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
百
一
十
七
巻
・
子
部
雑
家
類
一 

（
八
） 

『
金
楼
子
』
六
巻
（
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
九
集
・
六
十
五
～
六
十
六
冊
） 

（
九
） 

詳
し
く
は
、
鍾
仕
倫
『
《
金
樓
子
》
研
究
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。 

（
十
） 

『
隋
書
』
巻
三
十
三
・
経
籍
二 

（
十
一
）
『
梁
書
』
巻
二
十
五
・
徐
勉
伝 

（
十
二
）
『
梁
書
』
巻
二
十
二
・
太
祖
五
王
伝 

（
十
三
）
『
酉
陽
雑
俎
』
巻
三
・
貝
編
に
、
東
魏
の
陸
操
が
梁
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、
武
帝
が
菩
薩
衣
を
着
て
仏

の
礼
拝
を
陸
操
と
と
も
に
行
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。 

（
十
四
）
詳
し
く
は
、
吉
川
忠
夫
「
北
魏
孝
文
帝
借
書
考
」
（
『
東
方
学
』
第
九
十
六
輯
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。 
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（
十
五
）
『
魏
書
』
巻
五
十
三
・
李
孝
伯
伝
附
李
豹
子
伝
に
「
劉
氏
偽
書
」
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
張
暢
伝
」



（
二
二
）
詳
し
く
は
、
前
掲
『
内
藤
湖
南
全
集
』
「
支
那
目
録
学
」
及
び
井
波
陵
一
『
知
の
座
標 

中
国
目
録
学
』
（
白
帝

社
、
二
〇
〇
三
年
）
等
を
参
照
。 

（
二
一
）
『
隋
書
』
巻
三
十
三
・
経
籍
二
に
見
ら
れ
る
簿
録
中
で
も
、
書
名
か
ら
四
部
分
類
を
採
用
し
た
と
判
断
さ
れ
る

目
録
が
多
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

（
二
十
）
『
北
斉
書
』
巻
四
十
五
・
文
苑
顔
之
推
伝 

（
十
九
）
な
お
、
同
所
に
「
荊
南
地
志
二
巻
（
蕭
世
諴
撰
）
」
と
い
う
も
の
が
見
え
る
。
あ
る
い
は
著
者
は
「
蕭
世
誠
」

の
誤
り
、
つ
ま
り
蕭
繹
の
こ
と
で
、
こ
こ
に
掲
げ
る
『
荊
南
志
』
と
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

（
十
八
）
た
だ
し
、
『
七
略
』
の
分
類
を
受
け
継
い
だ
『
漢
書
』
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、
「
七
」
部
の
内
、
「
集
略
」
は
総
論

に
当
た
る
部
分
で
、
『
七
略
』
自
体
は
実
際
に
は
六
部
分
類
で
あ
っ
た
。 

（
十
七
）
『
梁
書
』
巻
二
十
七
・
殷
鈞
伝 

（
十
六
）
榎
本
あ
ゆ
ち
「
帰
降
北
人
と
南
朝
社
会
―
梁
の
将
軍
蘭
欽
の
出
自
を
手
が
か
り
に
―
」（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史

研
究
報
告
』
十
六
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。 

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
、
劉
宋
の
歴
史
を
著
し
た
沈
約
『
宋
書
』
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 
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※ 

な
お
、
参
考
資
料
中
、
鍾
仕
倫
『
《
金
樓
子
》
研
究
』
及
び
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
十
六
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
年
一
月
現
在
に
お
い
て
大
阪
府
立
図
書
館
未
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。 


