
図書館フォーラム第９号（２００４）

一

　

本
稿
は
平
成
一
四
年
度
の
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
で
の
中
国
文
献
学
の
講
義
の
一
部
で

あ
り
、
そ
の
後
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

某
大
学
の
大
学
院
学
生
が
、
そ
の
論
文
の
中
で
晋
の
張
華
の
撰
と
さ
れ
て
い
る
『
感
応
類

従
志
』
の
一
句
を
引
用
し
て
い
て
、
論
文
の
主
題
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
当
該
の
専
門
分
野
の
学
会
で
口
頭
発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
は
学
会
の
査
読
委
員
の

審
査
を
経
て
機
関
誌
に
登
載
さ
れ
た
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
学
会
の
論
文
を
審
査

さ
れ
た
委
員
も
、
ま
た
偽
書
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
何
ら
の
指
摘

も
し
な
い
で
堂
々
と
学
会
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
に

つ
い
て
説
明
す
る
と
、
そ
の
後
の
六
朝
時
代
に
張
華
の
名
に
託
し
た
偽
書
な
の
で
あ
る
。
漢

籍
目
録
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
所
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
「
晋
・
張
華
撰
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
の
著
者
で
あ
る
若
い
学
生
は
、
偽
書
か
も
知
れ
な
い
と
い
う

疑
い
も
一
点
も
抱
か
ず
、
書
物
の
素
性
に
つ
い
て
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
な
ど
で
調
べ
る

こ
と
も
し
な
い
で
、
漢
籍
目
録
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
晋
代
の
資
料
と
し
て
使
っ
た
よ

う
で
あ
る
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
雑
家
存
目
に
は
、「
旧
本
は
晋
の
張
華
の
撰
と
題
さ
れ

て
い
る
が
、
隋
唐
以
来
の
経
籍
志
や
芸
文
志
に
は
皆
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
諸
家
の
書
目

に
も
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
書
中
の
語
に�
俚��
陋�
が
多
く
且
つ
皆�
妖
妄
魘
制�
の
法
で
あ
る
。
そ

り 
ろ
う 

よ
う
も
う
え
ん
せ
い

れ
が
（
張
華
の
名
に
）
依
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。」
と
あ
る
。
古
来
中
国
の
典
籍

に
は
著
名
な
人
物
の
名
に
仮
託
さ
れ
た
著
作
が
多
い
。
漢
代
の�
東
方
朔�
の
名
に
託
し
た
著
作

と
う
ほ
う
さ
く

は
い
く
つ
も
あ
る
が
す
べ
て
偽
書
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
古
典
を
扱
う
者
に
は
実
は
常

識
で
あ
る
。
古
言
に
曰
く
、「
尽
く
書
を
信
ず
れ
ば
書
な
き
に
如
か
ず
」
と
。
私
は
こ
う
い
う

状
況
に
た
い
へ
ん
な
危
機
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
事
は
論
文
投
稿
者
の
学

生
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
近
年
で
は
、
学
会
の
査
読
委
員
を
さ
れ
た
年
季
を
積
ま
れ
た
研
究

者
で
す
ら
偽
書
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
本
稿
を
草
す
る
動
機
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
の
若
い
研
究
者
だ
け
の
問
題
と
し

て
で
は
な
く
、
中
国
の
古
典
籍
を
専
門
的
に
扱
わ
な
い
研
究
者
に
も
、
偽
書
と
い
う
も
の
の

存
在
と
古
文
献
へ
の
対
応
の
し
か
た
を
わ
き
ま
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
を
草

し
た
主
旨
な
の
で
あ
る
。

　

中
国
で
古
典
籍
の
偽
作
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

『
偽
古
文
尚
書
』（
晋
の�
梅　
�
�
の
偽
撰
）、『
孔
子
家
語
』（
魏
の
王
粛
の
偽
撰
）
が
す
ぐ

ば
い
さ
く

に
思
い
浮
か
ぶ
が
、
左
丘
明
の
撰
と
さ
れ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
も�
劉　
�
�
の
偽
作
と
さ
れ

り
ゆ
う
き
ん

て
一
時
論
争
が
行
わ
れ
た
。『�
周��
礼�
』
は
周
公
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
西
周

し
ゅ 
ら
い

の
制
度
そ
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
っ
た
く
常
識
に
属
す
る
。

雑
史
類
や
小
説
類
で
は
六
朝
時
代
の
偽
作
と
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。『
西
京
雑
記
』
は

『
隋
書
』
経
籍
志
に
は
晋
の
葛
洪
撰
と
さ
れ
て
い
る
が
、
葛
洪
と
い
う
の
は
後
人
の
仮

託
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
偽
作
と
さ
れ
た
も
の
が
、
近
年
の
出
土
資
料
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。『�
文��
子�
』
は
、
老
子
に
も
と
づ
い
た
偽
作
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
竹
簡

ぶ
ん 
し

に
書
か
れ
た
文
子
が
出
土
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
伝
本
に
近
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

ま
た
、
一
概
に
偽
書
と
い
っ
て
も
、
後
世
の
誰
か
が
原
文
に
付
加
し
た
よ
う
な
も
の

も
あ
る
。
最
近
私
に
、
医
学
文
献
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。
そ
の
質
問
は

葛
洪
の
『�
肘��
後��
備��
急�
方
���
』
に
、
デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
葛
洪
が

ち
ゆ
う 

ご 

び 

き
ゆ
う 
ほ
う

初
め
て
デ
ン
グ
熱
を
記
述
し
た
と
い
う
説
が
最
近
あ
る
論
文
に
出
て
い
る
が
、
本
当
か

教
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
該
当
の
記
述
を
読
む
と
そ
れ
は

「�
姚�
氏
の
水
毒
に
中
た
る
秘
方
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
又
言
う
、
水
病
に
中
た
れ
ば

よ
う

…
…
」
と
な
っ
て
い
て
、
葛
洪
自
身
の
文
で
は
な
く
て
後
世
の
姚
氏
（
実
は
北
周
時
代

の
姚
僧
垣
）
の
治
方
が
附
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
肘
後
備
急
方
』
の
現
行
本
は
、

葛
洪
の
原
書
に
幾
た
び
か
後
世
の
人
が
増
益
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事

情
を
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
全
く
誤
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
医
薬

書
は
こ
の
よ
う
に
原
書
に
後
人
が
附
加
し
て
今
日
に
伝
存
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
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あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
文
献
に
つ
い
て
の
知
識
や
訓
練
を
受
け

て
い
な
い
人
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
該
当
の
書
名
の
解
説
を
読
め
ば
、
ほ
と
ん
ど
は

偽
書
か
ど
う
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
は
偽
書
を
専
門
的
に
取
り
上
げ
て
解

説
し
た
書
物
を
紹
介
し
た
い
。

　

私
の
論
文
に
は
し
ば
し
ば
、
こ
う
い
う
考
証
を
必
要
と
す
る
古
文
献
を
資
料
と
し
て

使
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ひ
と
つ
『
列
仙
伝
』
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。　
　
　

『
列
仙
伝
』　

漢 
劉  
向 
撰

り
ゆ
う 
き
よ
う

　
『
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』
を
調
べ
る
と
、
こ
の
伝
記
は
「
列

仙
伝　

漢
劉
向
撰
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
現
行
本
に
は
『
古
今
逸
史
』『
秘
書
二
十

一
種
』『
夷
門
広
牘
』『
五
朝
小
説
』『
琳
琅
秘
室
叢
書
』『
道
蔵
』
洞
真
部
記
伝
類
な
ど

が
あ
る
が
、『
道
蔵
』
本
に
も
と
づ
い
て
校
定
し
た
清
の
王
照
円
『
列
仙
伝
校
正
本
』

二
巻
讃
一
巻
が
信
頼
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

晋
・
葛
洪
は
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
巻
二
「
論
仙
」
で
、「
劉
向
が
編
纂
し
た
『
列
仙

伝
』
に
は
七
十
人
余
り
の
仙
人
を
載
せ
る
。
も
し
そ
の
事
が
な
い
の
な
ら
、
捏
造
し
て

何
に
な
ろ
う
？　

太
古
の
事
は
、
こ
の
目
で
は
見
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
記
録
に
よ
る
か
、

昔
か
ら
の
伝
聞
に
よ
る
、
し
か
な
い
。
こ
こ
に
『
列
仙
伝
』
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
記

録
が
あ
る
以
上
、
仙
人
は
必
ず
あ
る
。」（
本
田
済
訳
に
よ
る
）
と
述
べ
て
い
て
、『
列

仙
伝
』
は
劉
向
の
著
作
で
あ
る
と
し
た
上
で
仙
人
の
実
在
の
証
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
『
隋
書
』
経
籍
志
巻
二
「
経
籍
二
史
」
つ
ま
り
史
部
の
次
の
「
雑
伝
」
に
「
列
仙
傳

讚
三
巻　

劉
向
撰　
�　
�
�
續　

孫
綽
讚
」「
列
仙
傳
讚
二
巻　

劉
向
撰　

晋
郭
元
祖
讚
」

そ
う

と
二
種
の
書
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
解
説
に
は
、

又
た
漢
の
時
に
、
阮
倉
は
「
列
仙
圖
」
を
作
り
、
劉
向
は
経
籍
を
校
勘
す
る
こ
と

を�
典�
り
、
始
め
て
列
仙
・
列
士
・
列
女
の
伝
を
作
っ
た
。
皆
其
の
志
尚
に
因
っ

つ
か
さ
ど

て
、�
率
爾�
に
し
て
作
っ
た
。
正
し
い
史
書
で
は
な
い
。

そ
つ
じ

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
『
隋
書
』
経
籍
志
が
編
纂
さ
れ
た
唐
初
に
は
劉
向
撰

『
列
仙
伝
』
と
い
う
伝
記
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
漢
書
』
巻
三
六

「
楚
元
王
伝
」
の
劉
向
の
伝
記
に
は
、『
列
女
伝
』
を
著
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
儒
家
者
流
に
「
劉
向
序
す
る
所
の
六
十
七
篇
」
と

あ
り
、
そ
の
班
固
の
注
に
「
新
序
、�
説
苑�
、
世
説
、
列
女
伝
頌
圖
な
り
」
と
説
明
さ
れ

ぜ
い
え
ん

て
い
る
。
そ
の
他
に
道
家
者
流
に
「
劉
向
説
老
子
四
篇
」、
詩
賦
略
に
「
劉
向
賦
三
十

三
篇
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
漢
書
』
芸
文
志
に
お
け
る
劉
向
の
著
述
に
関

す
る
記
載
の
す
べ
て
で
あ
り
、
肝
心
の
「
列
仙
伝
」
は
『
漢
書
』
芸
文
志
に
は
ま
っ
た

く
著
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
撰
者
の
班
固
が
書
き
忘
れ
た
と
思
う
か
も
知

れ
な
い
が
、
班
固
は
漢
代
き
っ
て
の
大
学
者
で
あ
る
。
書
き
忘
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
な

い
。
そ
こ
で
、
劉
向
が
『
列
仙
伝
』
を
撰
し
た
こ
と
や
、『
列
仙
伝
』
そ
の
も
の
に
つ

い
て
後
世
疑
問
が
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

先
ず
、
北
斉
の
学
者�
顔��
之��
推�
の
『
顔
氏
家
訓
』
書
証
篇
に
、「
列
仙
伝
は
劉
向
の
撰

が
ん 
し 
す
い

し
た
も
の
で
あ
る
…
…
。�
而�
る
に
賛
に
、
七
十
四
人
は
佛
経
に
出
づ
、（
中
略
）
皆
後

し
か

人
の�　
�
�
（
ま
ぜ
る
）
す
る
所
に
由
る
。
本
文
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
こ
の
「
七
十

せ
ん

四
人
は
佛
経
に
出
づ
」
以
下
の
文
は
今
本
の
『
列
仙
伝
』
に
は
欠
い
て
い
る
が
、
お
そ

ら
く
顔
之
推
の
当
時
の
テ
キ
ス
ト
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
釈
道
世
『
法
苑
珠
林
』

釈
法
琳
『
破
邪
論
』
の
引
用
で
は
こ
の
語
が
あ
る
）。
顔
之
推
は
『
列
仙
伝
』
全
体
を

偽
撰
と
疑
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
賛
の
部
分
が
劉
向
の
本
文
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
南
宋
の
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』（
巻
十
二
神
仙
類
）

が
同
じ
く
賛
の
部
分
を
拠
り
所
と
し
て
『
列
仙
伝
』
そ
の
も
の
が
偽
書
だ
と
論
じ
て
い

る
。

漢
の
劉
向
の
撰
、
凡
べ
て
七
十
二
人
は
、
伝
毎
に
賛
が
有
る
。
劉
向
の
本
来
の
書

で
は
な
い
よ
う
だ
し
、
西
漢
の
人
の
文
章
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

と
。
陳
振
孫
は
文
気
か
ら
推
し
て
前
漢
の
も
の
で
な
い
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
清

朝
の
考
証
学
は
古
籍
に
対
し
て
厳
密
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い

う
風
潮
の
中
で
姚
際
恒
『
古
今
偽
書
考
』
が
著
さ
れ
た
。
そ
の
子
類
に
『
列
仙
伝
』
を

取
り
上
げ
て
い
う
。
陳
直
斎
す
な
わ
ち
陳
振
孫
に
よ
る
前
引
の
推
測
を
掲
げ
た
後
、

私
が
考
え
て
み
る
に
、
漢
志
は
劉
向
の
新
序
、
説
苑
、
世
説
、
列
女
伝
を
載
せ
て

い
る
が
列
仙
伝
は
無
い
、
そ
れ
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
。
た
ぶ
ん
列

中国古典籍の偽書について

二
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三

女
伝
に
も
と
づ
い
て
此
の
列
仙
伝
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
、「
百
家
の
中

を
歴
観
し
、
そ
う
し
て
相
検
験
す
る
に
、
仙
を
得
た
者
は
百
四
十
六
人
、
そ
の
う

ち
七
十
四
人
は
、
已
に
仏
経
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
七
十
二
人
を
検
び
、

そ
う
し
て
多
聞
博
識
の
者
に
広
く
観
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
」
と
あ
る
が
、
西

漢
の
時
に
ど
う
し
て
仏
教
経
典
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
六
朝
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
あ
る
。　

　
「
百
家
の
中
を
歴
観
し
」
以
下
の
引
用
の
文
章
は
、『
世
説
新
語
』
文
学
篇
の
劉
孝
標

注
に
引
か
れ
た
「
劉
子
政
（
向
）
列
仙
伝
に
曰
く
」
で
あ
り
、
文
中
、
姚
際
恒
は
原
文

の
「
故
撰
得
七
十
」
を
「
故
検
得
七
十
二
」
と
改
変
し
て
い
る
。　

　

つ
ぎ
に
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
子
部
道
家
類
に
『
列
仙

伝
』
二
巻
が
著
録
さ
れ
「
両
淮
鹽
政
採
進
本
」
に
よ
っ
て
い
る
。

舊
本
は
漢
の
劉
向
の
撰
で
あ
り
、
古
来
の
仙
人
を
紀
し
、
赤
松
子
よ
り
元
俗
に
至

る
ま
で
、
凡
そ
七
十
一
人
、
人
ご
と
讃
を
附
し
、
篇
末
に
も
又
た
総
讃
一
首
を
為

っ
て
い
る
。
そ
の
体
例
は
全
く
列
女
伝
に�　
�
�
っ
て
い
る
。
陳
振
孫
の
書
録
解
題
に

な
ら

謂
う
、
西
漢
の
文
字
に
似
て
い
な
い
。
必
ず
劉
向
の
撰
で
は
あ
る
ま
い
、
と
。
黄

伯
思
の
東
観
餘
論
に
謂
う
、
是
の
書
は
劉
向
の
筆
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
は
い

っ
て
も
、
記
事
は
詳
ら
か
で
語
は
簡
約
、
詞
旨
は
明
潤
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
前

漢
の
人
の
作
で
あ
ろ
う
、
と
。
今
是
の
書
を
考
え
て
み
る
に
、
隋
書
経
籍
志
が
著

録
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
梁
よ
り
前
に
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
た
葛
洪
の

神
仙
伝
序
で
も
亦
た
、
此
の
書
を
劉
向
の
作
だ
と
称
し
て
い
る
か
ら
、
晋
の
時
に

は
已
に
そ
の
本
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
漢
志
で
は
「
劉
向
序
す
る
所
の

六
十
七
篇
」
を
列
し
て
い
る
が
、
但
だ
〔
班
固
注
に
〕
新
序
、
説
苑
、
世
説
、
列

女
伝
図
讃
が
有
る
だ
け
で
、
列
仙
伝
の
名
は
無
い
。
又
た
漢
志
に
録
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
皆
七
略
に
因
っ
て
お
り
、
其
の
総
讃
は
孝
経
援
神
契
を
引
い
て
お
り
、

漢
志
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。�
涓��
子�
の
伝
に
そ
の
琴
心
三
篇
は
、
条

け
ん 
し

理
が
有
る
と
称
し
て
い
る
が
、
漢
志
の�
�　�
け
ん�

子�
十
三
篇
と
合
わ
な
い
。
老
子
の
伝
に

し

は
道
徳
経
上
下
二
篇
を
作
っ
た
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
漢
志
と
又
た
合
わ
な
い
。
均

し
く
自
ら
相
違
異
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
或
は
魏
晋
の
間
の
方
士
が
之

を
為
り
、
名
を
向
に
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

　

こ
の
議
論
で
論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
黄
雲
眉
は

『
古
今
偽
書
考
補
証
』
で
『
四
庫
全
書
総
目
』
の
説
を
補
っ
て
、

作
者
は
劉
向
で
は
あ
る
が
書
は
宋
以
前
の
本�
で

����

は
な
い
と
信
ず
る
。
思
う
に
文
選

テ
キ
ス
ト

の
注
の
引
用
が
、
す
で
に
今
本
に
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
四
庫
全
書
総
目
が
旧

本
だ
と
信
じ
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
経
典
は
後
漢

の
桓
帝
・
霊
帝
の
時
に
始
め
て
訳
本
が
で
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
劉
向
が
歿
し

て
二
百
年
に
近
い
。
孫
志
祖
は
反
っ
て
今
本
に
仏
経
に
出
る
の
語
が
な
い
こ
と
か

ら
、
劉
向
の
作
っ
た
旧
本
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
と

に
誤
っ
て
い
る
。
そ
の
作
者
の
時
代
に
つ
い
て
、
東
観
餘
論
は�
東
京�
（
洛
陽
・
後

と
う
け
い

漢
）
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
り
、
姚
際
恒
は
六
朝
だ
と
断
定
し
て
お
り
、
総
目
は

魏
晋
の
間
だ
と
言
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
る
に
、
葛
洪
の
神
仙
伝
序
が
す
で
に
、

こ
の
書
は
劉
向
の
作
だ
と
称
し
て
い
る
か
ら
、
六
朝
の
説
は
根
拠
と
す
る
に
足
り

な
い
し
、
東
京
と
い
う
の
も
ま
た
此
れ
ら
の
文
字
（
後
漢
時
代
の
文
章
）
は
な
い
、

要
す
る
に
総
目
の
言
う
と
こ
ろ
を
妥
当
と
す
る
し
か
な
い
。

と
い
う
。

　

孫
志
祖
は
、
清
朝
の
学
者
で
『
読
書�　
�
�
録
』
七
巻
続
編
四
巻
（
嘉
慶
四
年
）
が
あ
り
、

さ

（『
皇
清
経
解
』
に
二
巻
続
二
巻
を
収
む
）
こ
れ
か
ら
の
引
用
。

　

張
心
澂
『
偽
書
通
考
』
は
そ
の
下
巻
の
「
道
蔵
」
の
な
か
で
『
列
仙
伝
』
を
取
り
上

げ
て
い
る
が
、
黄
伯
思
、
陳
振
孫
、
姚
際
恒
、
四
庫
全
書
総
目
提
要
な
ど
の
諸
家
の
説

を
紹
介
し
て
い
て
便
利
で
は
あ
る
が
、
特
に
新
説
を
立
て
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
胡
応

麟
『
四
部�
正
譌�
』
を
引
用
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
い
か

案
ず
る
に
、
漢
書
芸
文
志
の
劉
向
叙
す
る
所
の
六
十
七
篇
は
、�
止�
だ
新
序
・
説

た

苑
・
世
説
・
列
女
伝
の
み
で
あ
っ
て
、
此
の
書
が
載
っ
て
い
な
い
。
劉�
が
定
め

た
所
（「
七
録
」）
に
、
果
た
し
て
向
の
此
の
書
が
有
れ
ば
、
班
固
は
決
し
て
書
き

遺
さ
な
い
だ
ろ
う
。
思
う
に
偽
撰
で
あ
ろ
う
。
き
っ
と
こ
れ
は
六
朝
の
間
の
人
が
、



劉
向
が
列
女
を
伝
し
、
又
た
神
仙
家
の
言
を
好
ん
だ
の
に
因
っ
て
、
遂
に
偽
撰
し

て
之
（
劉
向
）
に
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
が
既
に
真
だ
と
為
せ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
伝
を
書
い
た
人
も
亦
た
必
ず
し
も
皆
実
在
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
（『
列
仙
伝
』）
を
考
察
し
て
み
る
に
、
孫
綽
及
び
郭
元
祖
が
各
々
賛
を�
為�つく

っ
て
い
る
か
ら
、
六
朝
時
代
で
な
い
と
す
れ
ば
三
国
時
代
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
。

と
。

　

偽
書
に
関
す
る
最
も
新
し
い
成
果
で
あ
る�
瑞
全
・
王
冠
英
主
編
『
中
国
偽
書
綜

考
』（
一
九
九
八
年
）
で
は
道
蔵
部
（
一
）
洞
真
類
で
『
列
仙
伝
』
を
取
り
上
げ
て
い

る
。『
隋
書
』
経
籍
志
以
来
『
四
庫
全
書
総
目
』
ま
で
の
諸
家
の
考
証
を
列
挙
し
て
い

る
が
、
ど
う
し
て
か
黄
雲
眉
『
古
今
偽
書
考
補
証
』
も
引
用
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

『
列
仙
伝
』
を
資
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
必
見
の
『
四
庫
提
要
弁
証
』
も
採
用
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
四
庫
提
要
弁
証
』（
巻
一
九
子
部
一
〇
）
の
考
証
の

要
点
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
そ
の
重
要
な
点
は
『
道
蔵
』
本
『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
〇
八

所
引
の
『
列
仙
伝
』
を
基
本
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
『
列
仙
伝
』
に
つ

い
て
は
、

〔
雲
笈
七
籤
は
〕
列
仙
伝
を
録
し
て
一
巻
と
し
、
す
べ
て
四
十
八
人
、
人
数
に
は

刪
除
が
あ
る
も
の
の
、
前
後
の
次
序
は
今
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
文
字
も
大
き

な
差
異
は
な
い
。
た
だ
、
一
二
字
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
雲
笈
七
籤
は
宋

人
の
張
君
房
が
著
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
君
房
は
大
中
祥
符
年
間
に
勅
を
奉
じ
て

秘
閣
の
道
書
を
編
集
し
た
の
で
あ
り
（
郡
斎
読
書
志
巻
十
六
に
見
え
る
）、
こ
れ

が
『
道
蔵
』
の
祖
本
で
あ
り
、〔
列
仙
伝
の
今
本
は
〕
皆
『
道
蔵
』
よ
り
出
て
い

る
。
そ
れ
が
大
き
な
異
同
が
な
い
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
馬
師
皇
伝
に

「
治
」
の
字
が
三
つ
あ
る
が
、
七
籤
本
で
は
前
の
二
つ
の
「
治
」
の
字
は
み
な

「
理
」
の
字
に
作
っ
て
い
る
。
思
う
に
唐
代
の�
本
に�
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
し

テ
キ
ス
ト

か
し
な
が
ら
、
唐
宋
代
の
い
く
つ
か
の
類
書
に
引
か
れ
る
佚
文
に
は
な
い
。
思
う

に
君
房
が�
偶�
た
ま
あ
る
刪
節
本
に
拠
っ
て
道
蔵
（
雲
笈
七
籤
）
に
収
め
入
れ
た
の

た
ま

で
あ
り
、
諸
書
に
引
か
れ
て
い
る
の
が
、
原
本
な
の
で
あ
る
。『�
説
郛�
』（
明
写
本

せ
つ
ぷ

に
拠
る
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
列
仙
伝
』
は
、
全
て
七
十
人
で
あ
り
、
今
本
と

同
じ
で
あ
る
が
、
次
序
先
後
は
ま
ま
合
わ
な
い
点
が
あ
る
。
又
た
序
文
一
篇
が
多

い
か
ら
、
こ
れ
は
又
た
他
の
別
本
で
あ
る
。

と
説
明
し
、
さ
ら
に
『
芸
文
類
聚
』『
太
平
広
記
』
な
ど
の
類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る

列
仙
伝
の
仙
人
の
伝
記
を
も
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て�
余��
嘉��　
�
�
は
、
今
本

よ 

か 
せ
き

は
唐
以
前
の
旧
本
で
は
な
く
、
必
ず
宋
以
後
の�
黠�
い
道
士
の
し
わ
ざ
だ
ろ
う
、
と
推

わ
る
が
し
こ

測
し
て
い
る
。

　

参
考
に
す
べ
き
我
国
の
文
献
と
し
て
、
福
井
康
順
「
列
仙
伝
考
」（『
福
井
康
順
著
作

集
』
第
二
巻
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
八
七
）
澤
田
瑞
穂
訳
『
列
仙
伝
・
神
仙
伝
』
解
説

（
平
凡
社
、
一
九
九
三
）
を
挙
げ
て
お
く
。

『
周
礼
』

　

ま
ず
こ
の
経
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』（
研
文
出
版
、

一
九
八
四
）
の
該
当
項
目
を
引
用
し
て
お
く
。

（
１
）『�
周��
官�
』
と
も
い
う
。
前
漢
武
帝
の
治
世
（
前
二
世
紀
）
に
、
民
間
か
ら
発
見

し
ゅ
う 
か
ん

さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
現
存
最
古
の
行
政
法
典
。
天
地
春
夏
秋
冬
の
六
官
方
式
を
と

る
が
、
冬
官
部
分
は
発
見
時
か
ら
す
で
に
な
く
、「
考
工
記
」
と
い
う
別
の
文
献
を
充

当
す
る
。
作
者
は
不
明
。
周
王
朝
創
立
の
指
導
者
周
公
の
行
政
典
範
と
い
う
高
い
評
価

に
対
し
、
戦
国
乱
世
の
陰
謀
家
の
作
と
す
る
正
反
対
の
見
方
も
あ
る
。
秦
以
前
の
古
体

文
字
（
篆
書
）
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
経
学
論
争
の
過
程
で
古
文
学
派
に
重
視
さ
れ
、

�
今��
文��
学�
派
に
敵
視
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

き
ん 
ぶ
ん 
が
く

（
２
）
天
官
―
職
務
上
は
治
官
―
部
門
の
長
で
あ
る�
冢�ちょう�
宰�
は
、
六
官
の
全
官
僚
を
統
括
。

さ
い

天
官
所
属
の
官
職
六
二
。
地
官
―
職
務
上
は
教
官
―
部
門
の
長
は
司
徒
。
所
管
領
域
は

教
育
財
政
を
含
む
地
方
行
政
一
般
。
地
官
所
属
の
官
職
七
六
。
春
官
―
職
務
上
は
礼
官

―
部
門
の
長
は
大
宗
伯
。
所
管
領
域
は
国
家
行
為
と
し
て
の
儀
礼
一
般
。
各
種
祭
祀
を

重
要
な
政
務
と
す
る
祭
政
一
致
。
春
官
所
属
の
官
職
六
九
。
夏
官
―
職
務
上
は
政
官
―

部
門
の
長
は
大
司
馬
。
所
管
領
域
は
国
軍
の
統
率
を
主
柱
と
す
る
狭
義
の
政
事
一
般
。

こ
の
「
政
」
は
正
す
意
味
で
、
国
軍
の
任
務
も
不
正
の
懲
罰
と
さ
れ
て
い
る
。
軍
隊
の

編
成
は
住
民
組
織
に
対
応
。
夏
官
所
属
の
官
職
六
六
。
秋
官
―
職
務
上
は
刑
官
―
部
門

中国古典籍の偽書について

四
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五

の
長
は
大
司
寇
。
所
管
領
域
は
法
務
一
般
の
ほ
か
、
国
賓
の
接
待
な
ど
雑
多
。
秋
官
所

属
の
官
職
六
六
。
冬
官
―
職
務
上
は
事
官
―
部
門
相
当
の
考
工
記
は
、
車
両
・
兵
器
を

は
じ
め
日
常
の
生
活
用
具
お
よ
び
工
芸
・
土
木
の
技
術
職
種
三
〇
と
、
そ
の
製
作
工
程

の
記
述
。

（
３
）
省
略

（
４
）
出
現
と
同
時
に
古
文
学
派
に
重
要
視
さ
れ
た
が
、
真
に
高
度
安
定
の
学
術
的
地

位
を
確
立
し
た
の
は
、�
鄭�じょう�
玄�
（
一
二
七
〜
二
〇
〇
）。�
杜��
子�

げ
ん 

と 

し�
春�
・

し
ゅ
ん�

馬��
融�
ら
先
輩
の
初
歩

ば 
ゆ
う

的
業
績
を
承
け
て
成
就
さ
れ
た
鄭
玄
の
成
果
は
巨
大
。
特
定
実
在
国
家
の
行
政
法
典
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
な
い
本
書
は
、「
理
念
法
典
」
と
し
て
一
種
の
超
越
的
権
威
を

取
得
し
、
現
実
の
行
政
に
対
す
る
批
判
論
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
。
王
安
石
の
『
周

官
新
義
』
は
特
色
あ
る
利
用
例
。（
重
澤
俊
郎
執
筆
）

　

こ
の
『
周
礼
』
に
つ
い
て
の
考
証
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

先
ず
『
古
今
偽
書
考
』
は
「
西
漢
の
末
に
出
る
。
予
に
は
別
に
「
通
論
」
十
巻
が
あ

る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
詳
ら
か
に
は
し
な
い
」
と
い
う
。
次
に
『
古
今
偽
書
考

補
証
』
は
、
毛
奇
齢
の
『
周
官
弁
偽
』
や
康
有
為
の
『
新
学
偽
経
考
』
を
引
用
し
た
後

に
、「
周
禮
の
一
書
は
、
諸
経
の
う
ち
で
最
も�
晩�
く
出
て
い
る
」
と
い
う
。

お
そ

　

張
心
澂
『
偽
書
通
考
』
上
で
は
、
経
部
礼
類
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

周
禮
（
撰
人
及
び
時
代
を
誤
認
し
、
並
び
に
改
竄
有
り
）

周
姫
旦
撰
。

漢
書
芸
文
志
は
周
官
経
六
篇
を
載
せ
、
自
註
に
云
う
、「
王
莽
の
時
、（
劉
）�
博

士
を
置
く
」
と
。
顔
師
古
の
註
に
曰
う
、「
即
ち
今
の
周
禮
で
あ
る
。
そ
の
な
か

の
冬
官
を
亡
い
、
考
工
記
を
以
て
こ
れ
に
充
当
し
て
い
る
」。

隋
書
経
籍
志
に
曰
う
、「
漢
の
時
代
に
李
氏
が
周
官
を
得
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
周

官
は
蓋
し
周
公
が
制
作
し
た
所
の
官
政
の
法
で
あ
る
。〔
李
氏
は
〕
河
間
献
王
に

上�
っ

����

た
。
た
だ
冬
官
一
篇
を
闕
い
て
い
た
の
で
、
献
王
は
こ
れ
を
千
金
で
購
入
し

た
て
ま
つ

よ
う
と
し
た
が
で
き
ず
、
か
く
て
考
工
記
を
入
取
し
て
そ
れ
で
補
い
、
合
わ
せ
て

六
篇
と
し
て
こ
れ
を
上
奏
し
た
」。

隋
・
陸
徳
明
は
（『
経
典
釈
文
』
に
）
曰
う
、「
劉�
が
始
め
て
周
官
経
を
建
立
し
、

そ
れ
を
周
の
禮
だ
と
し
、
東
漢
末
に
鄭
康
成
が
こ
れ
に
註
す
る
に
い
た
っ
て
、
遂

に
周
禮
と
名
づ
け
ら
れ
た
」。

唐
・�
孔��
穎��
達�
は
曰
う
、「（
前
漢
）
孝
文
帝
の
時
に
こ
の
書
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

く 
よ
う 
だ
つ

た
が
、
冬
官
の
一
篇
が
見
え
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
博
士
を
し
て
考
工
記
を
作
っ
て

こ
れ
を
補
わ
せ
た
」（『
礼
記
』
疏
）

　

唐
・�
賈��
公��
彦�
は
曰
う
、「
周
禮
は
成
帝
の
劉�
よ
り
始
ま
っ
て
、
鄭
玄
に
成
り
、

か 
こ
う 
げ
ん

之
に
附
離
す
る
者
大
半
。
故
に
林
孝
存
は
、
武
帝
は
周
官
の
末
世�
乱
不
験
の
書

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
と
考
え
、
そ
こ
で
十
論
七
難
を
作
っ
て
こ
の
書
を

排
棄
し
た
。
何
休
も
亦
た
六
国
（
戦
国
時
代
）
の
陰
謀
の
書
だ
と
見
な
し
た
。
た

だ
鄭
玄
の
み
は
群
経
を�
覧
し
て
、
周
禮
と
い
う
の
は
む
し
ろ
周
公
が
太
平
を
致

し
た
迹
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
こ
で
林
碩
の
論
難
に
答
え
て
、
周
禮
の
義

理
を
条
通
さ
せ
た
」（『
周
禮
正
義
』
所
収
「
序
周
禮
廃
興
」）

毛
奇
齢
「
周
官
弁
偽
」
に
曰
う
、「
周
禮
は
自
ず
と
聖
人
の
経
書
で
は
な
い
、
た

だ
に
周
公
の
作
っ
た
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
孔
孟
以
前
の
書
で
も
な
い
。
こ
の

書
は
儀
礼
・
礼
記
と
と
も
に
皆
同
時
期
に
周
秦
の
間
に
雑
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
や
や
知
識
の
あ
る
者
は
皆
指
摘
で
き
る
。（
し
か
し
）
若
し
実
に
某
の

作
だ
と
指
す
な
ら
、
自
ら
誣
妄
す
る
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
以
上
こ
の
書
を
論
ず
る

ま
で
も
な
い
」

　

康
有
為
『
新
学
偽
経
考
』
に
曰
う
、「
劉�
は
諸
経
を
偽
作
し
た
が
、
た
だ
周

禮
だ
け
は
早
く
人
に
窺
い
破
ら
れ
た
。（
中
略
）
蓋
し�
は
偽
経
を
為
す
の
に
、

ど
ん
な
事
に
つ
い
て
も
今
学
と
相
反
す
る
よ
う
力
め
て
い
る
。
そ
の
成
果
を
総
集

し
て
み
る
と
周
官
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
今
学
は
全
く
孔
子
よ
り
出
て
お
り
、
古

学
は
皆
周
公
に
託
し
て
い
る
。
蓋
し
陽
に
は
周
公
が
居
摂
し
た
こ
と
で
、〔
王
〕

莽
の
簒
奪
を
佐
け
、
陰
に
は
周
公
に
よ
っ
て
孔
子
の
学
を
抑
圧
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ�
の
罪
で
あ
っ
て
誅
す
べ
き
も
の
で
あ
る＊
」（「
漢
書
芸
文
志
弁

偽
」
第
三
上
）

��
�
�
�
�
�
＊
原
文
「
不
容
誅
」
の
「
不
」
は
衍
字
も
し
く
は
「
非
不
容
誅
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



『
葬
書
』
一
巻

　
『
京
大
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
目
録
』
に
は
『
学
津
討
原
』
第
九
集
に
「
古
本
葬
書

一
巻　

晋�
郭
璞�
撰　

□
闕
名
注
」、『
崇
文
書
局
彙
刻
書
』
に
「
葬
経
内
篇
一
巻　

晋
郭

か
く
は
く

璞
撰　

□
闕
名
注
」、『
津
逮
秘
書
』
第
四
集
に
「
古
本
葬
経
内
篇
一
巻　

坿
葬
経
翼
一

巻
難
解
二
十
四
篇
一
巻
図
一
巻　

晋
郭
璞
撰　

□
闕
名
注　

坿
録
明�
繆��
希��
雍�
撰
」
が

び
ゅ
う 

き 

よ
う

著
録
さ
れ
て
い
る
。
葬
経
と
葬
書
の
違
い
は
あ
る
が
、
郭
璞
撰
と
な
っ
て
い
る
か
ら
同

一
書
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
い
わ
ゆ
る
風
水
書
の
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
に
今
日
も
て

は
や
さ
れ
る
が
、『
偽
書
通
考
』
は
こ
れ
を
偽
書
と
断
じ
て
い
る
。

宋
濂
は
曰
う
、「
葬
書
は
号
し
て
郭
景
純
の
作
る
所
だ
と
し
て
い
る
。
後
世
葬
巫

が
競
い
起
っ
て
之
を�
蕪��
穢�
に
し
、
二
十
篇
の
多
き
に
至
っ
た
。
蔡
季
通
は
十
に
二

ぶ 
わ
い

を
刪
去
し
て
其
の
八
を
存
し
た
。
呉
伯
清
も
又
た
蔡
氏
が
い
ま
だ�
蘊
奥�
を
尽
く
し

う
ん
お
う

て
い
な
い
の
を
病
み
、
至
純
な
る
者
を
択
ん
で
内
篇
と
為
し
、
精
粗
純
駁
相
半
ば

し
て
い
る
者
を
外
篇
と
為
し
、
粗
駁
な
も
の
は
当
に
去
っ
て�
姑�
く
存
す
べ
き
者

し
ば
ら

を
雑
篇
と
為
し
た
。
新
喩
の
劉
則
章
は
親
し
く
之
を
呉
氏
よ
り
受
け
、
之
が
註
釈

を
為
り
、
頗
る
発
明
が
あ
っ
た
」

　
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
は
曰
う
、「
璞
の
本
伝
の
記
載
を
攷
え
て
み
る
に
、
璞
は
河

東
の
郭
公
（
ト
筮
に
精
通
、
本
名
不
明
）
に
従
っ
て
青
嚢
中
書
九
巻
を
受
け
、
遂
に
天

文
五
行
ト
筮
の
術
に
洞
通
し
た
。
璞
の
門
人
趙
載
は
嘗
て
嚢
書
を�
竊�
ん
で
、
火
で
焚
い

ぬ
す

て
し
ま
っ
た
。
彼
は
嘗
て
葬
書
を
著
し
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
唐
志
に
は
葬
書
地
脈

経
一
巻
葬
書
五
陰
一
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
璞
が
作
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
た
だ
宋
志
に
は
璞
の
葬
書
一
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
の

書
は
宋
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
本
で
分
け
ら
れ
て
い
る
内
篇
外
篇
雑

篇
は
、
蓋
し
呉
氏
の
旧
本
の
よ
う
で
あ
り
、
註
が
な
お
劉
氏
の
書
で
あ
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
攷
え
ら
れ
な
い
。
書
中
の
詞
意
は
簡
質
で
あ
り
、
術
士
で
文
義
に
通
じ
た
者
が

作
っ
た
所
の
よ
う
で
あ
る
。
必
ず
璞
の
手
に
な
る
と
考
え
る
な
ら
、
徴
信
し
よ
う
が
な

い
。
或
い
は
世
人
が
璞
が
母
を�
曁
陽�
に
葬
り
、�
卒�
に
水
患
を
遠
ざ
け
た
の
を
見
て
、
故

き
よ
う 

つ
い

に
こ
の
書
を
彼
に
帰
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。・
・
・
・
・
宋
志
で
は
も
と
葬
書
と
名
づ
け

て
い
る
が
、
後
來
の
術
家
で
そ
の
説
を
尊
ぶ
者
が
名
を
葬
経
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
毛

晋
の
汲
古
閣
刻
本
も
亦
た
其
の�
譌�
り
を
承
け
継
い
で
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
失
考
で

あ
や
ま

あ
る
」

　

以
下
に
中
国
古
典
籍
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
、
参
照
す
べ
き
偽
書
関
係
の

文
献
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
も
記
し
て
お
い
た
の
で
座
右
に
置
い
て
必
要
に

応
じ
て
一
瞥
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

姚
際
恒
『
古
今
偽
書
考
』（『
叢
書
集
成
初
編
』
所
収
本
が
あ
る
が
、
顧
頡
剛
主
編
『
古

籍
考
辨
叢
刊
』
第
一
集
所
収
、
一
九
五
五
。
ま
た
こ
れ
を
単
行
し
た
顧
頡
剛
校
点
、
香

港
太
平
書
局
、
一
九
六
二
が
利
用
に
便
で
あ
る
）

　

姚
際
恒
は
清
初
の
学
者
。
本
書
は
経
類
で
「
易
伝
」「
古
文
尚
書
」「
孔
子
家
語
」
等

を
、
史
類
で
「
竹
書
紀
年
」「
漢
武
故
事
」「
西
京
雑
記
」
等
を
、
子
類
で
「
関
尹
子
」

「
文
中
子
」「
列
仙
伝
」
等
が
偽
撰
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
、「
真
書

に
し
て�
雑�
う
る
に
偽
を
以
て
す
る
者
有
り
」「�
本�
は
偽
書
に
非
ず
し
て
後
人
妄
り
に
其

ま
じ 

も
と

の
人
の
名
に
託
す
る
者
有
り
」「
両
人
此
の
一
書
名
を
共
に
し
て
今
に
伝
わ
り
、
何
人

の
作
た
る
か
を
知
ら
ざ
る
者
有
り
」「
書
は
偽
に
非
ず
し
て
書
名
偽
な
る
者
有
り
」「
未

だ
其
の
書
を
著
わ
す
人
を
定
む
る
に
足
ら
ざ
る
者
有
り
」
の
諸
項
目
を
設
け
て
い
る
。

黄
雲
眉
『
古
今
偽
書
考
補
証
』（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
〇
。
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九

六
四
の
再
版
）

　

黄
雲
眉
は
一
九
七
七
年
に
亡
く
な
っ
た
現
代
中
国
の
学
者
。
原
著
は
一
九
三
二
年
に

出
版
さ
れ
、
一
九
五
九
年
に
重
印
さ
れ
、
ま
た
一
九
六
四
年
に
再
版
さ
れ
た
。
本
書
は

姚
際
恒
の
書
に
基
づ
い
て
、
黄
雲
眉
の
「
補
証
」
を
後
に
付
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
易
伝
」
で
は
、『
古
今
偽
書
考
』
の
原
文
を
先
ず
掲
げ
、
次
に
「
補
証
」
で
「
崔
述

曰
」
と
し
て
そ
の
『
洙
泗
考
信
録
』
を
引
き
、
更
に
皮
錫
瑞
『
易
経
通
論
』
を
引
き
、

最
後
に
「
眉
按
」
と
い
う
黄
雲
眉
の
按
語
を
加
え
て
い
る
。

中国古典籍の偽書について

六
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七

張
心
澂
『
偽
書
通
考
』
上
下
（
台
湾
・
商
務
印
書
館
、
一
九
七
〇
。
上
海
商
務
印
書
館
、

一
九
三
九
の
再
版
。
ま
た
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
五
七
年
刊
は
、
横
組
み
印
刷
）

　

張
心
澂
は
現
代
の
学
者
で
あ
る
が
、
生
没
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。
本
書
は
一
九
三
九

年
に
出
版
さ
れ
た
。
本
書
に
収
録
さ
れ
て
弁
偽
の
対
象
と
さ
れ
た
書
は
一
〇
五
九
部
で

あ
る
。

　

最
初
に
「
総
論
」
を
置
い
て
「
弁
偽
之
縁
由
」「
贋
之
程
度
」「
偽
書
之
来
歴
」「
作

為
之
原
因
」「
偽
書
之
発
現
」「
弁
偽
律
」「
弁
偽
方
法
」「
弁
偽
事
之
発
生
」
を
論
じ
、

そ
の
後
に
、
経
（
七
三
部
）、
史
（
九
三
部
）、
子
（
三
一
七
部
）、
集
（
一
二
九
部
）、

道
蔵
（
三
一
部
）、
佛
蔵
（
四
一
六
部
）
の
六
部
に
分
け
て
弁
偽
考
証
し
て
い
る
。
そ

の
論
じ
方
は
、
例
え
ば
、「
連
山
易　

十
巻
」
と
標
記
し
、
そ
の
下
に
「
偽
」
と
記
し
、

続
い
て
、「
連
山
」
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
示
し
、
更
に
黄
伯
思
『
東
観
余
論
』
以
下
、

崔
述
『
崔
東
壁
遺
書
補
』（
上
古
考
信
録
）
に
至
る
ま
で
の
弁
偽
考
証
の
議
論
を
引
用

し
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
つ
い
て
は
、
先
ず
、「
誤
認
撰
人
、
或

疑
改
造
」
と
記
し
た
後
、
な
ん
と
六
一
頁
に
も
わ
た
っ
て
偽
書
と
し
て
の
論
議
を
引
用

し
、
中
に
は
最
近
の
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の���

����������������������������

������������������������������������� ��

�����������

�������������
（
陸
侃
如
訳
「
左
伝
真
偽
考
」）
ま
で
も
引
用
さ
れ
て
い
て
、
最
後
に

「
心
澂
按
」
に
始
ま
る
「
按
語
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
弁
偽
に
関
す
る
古
い

文
献
や
必
要
な
文
献
（『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
を
も
含
め
て
）
を
網
羅
し
て
い
る
の

で
手
っ
取
り
早
く
調
べ
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

鄭
良
樹
『
続
偽
書
通
考
』
上
中
下
三
冊
（
台
湾
・
学
生
書
局
、
一
九
八
四
）

　

鄭
良
樹
は
現
代
の
学
者
。
本
書
は
一
三
〇
部
の
書
に
つ
い
て
、『
偽
書
通
考
』
以
降

の
学
術
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
近
現
代
学
者
の
弁
偽
に
関
す
る
論
文
の
要
旨
を
摘
録
し
て

い
る
。

余
嘉�
『
四
庫
提
要
弁
証
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
八
。
一
九
六
九
年
、
台
湾
・
芸

文
印
書
館
一
〇
冊
本
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
第
九
、
一
〇
冊
所
収
）

　

本
書
は
す
べ
て
が
偽
書
の
考
証
で
は
な
い
。
経
史
子
集
に
分
け
て
、
四
庫
全
書
総
目

提
要
の
説
明
を
補
っ
て
い
る
。
民
国
二
六
年
（
一
九
三
七
）
に
史
部
、
子
部
が
先
に
出

版
さ
れ
、
一
九
五
八
年
に
経
部
、
集
部
を
加
え
た
排
印
本
一
冊
が
出
版
さ
れ
た
。
考
証

の
対
象
と
な
っ
た
書
は
約
五
〇
〇
種
あ
り
、
な
か
で
も
子
部
医
家
類
、
小
説
家
類
、
道

家
類
の
考
証
は
綿
密
精
核
で
あ
る
。
余
嘉�
は
一
八
八
三
年
に
生
ま
れ
一
九
五
五
年
に

亡
く
な
っ
た
。
輔
仁
大
学
で
教
え
、『
目
録
学
』『
古
籍
校
読
法
』
の
著
述
の
ほ
か
、
論

文
集
『
余
嘉�
論
学
雑
著
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
）
は
歿
後
に
周
祖
謨
が
編
集
し

た
も
の
。

�
瑞
全
・
王
冠
英
主
編
『
中
国
偽
書
綜
考
』（
黄
山
書
社
、
一
九
九
八
）

　

本
書
は
、
北
京
師
範
大
学
、
人
民
大
学
、
中
国
歴
史
博
物
館
、
北
京
社
会
科
学
院
な

ど
の
多
く
の
学
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
分
野
を
分
担
し
て
偽
書
に
つ
い
て
考
証

し
た
共
同
作
業
の
成
果
で
あ
り
、
経
、
史
、
子
、
集
（
詞
曲
を
含
む
）、
道
蔵
、
仏
蔵
、

近
代
偽
書
の
七
部
に
わ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』『
四
庫
提
要

弁
証
』『
古
今
偽
書
考
』『
古
今
偽
書
考
補
証
』『
偽
書
通
考
』『
続
偽
書
通
考
』
等
の
成

果
を
継
承
し
な
が
ら
、
偽
書
の
考
証
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
道
教
文
献
や
仏
教
文
献
を

も
含
ん
で
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
近
代
史
の
文
献
に
つ
い
て
も
偽
書
、
偽
作
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
も
の
を
も
掲
げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
本
書
は
こ
れ
ま
で
の
弁
偽
書
の
な
か
で

最
も
網
羅
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
四
庫
提
要
弁
証
』
で
せ
っ
か
く
余
嘉�

氏
が
詳
細
精
密
な
弁
証
を
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
引
用
さ
れ
て
い
な
い
書
物
も
あ
っ
て

（『
列
仙
伝
』『
南
方
草
木
状
』
な
ど
）、
や
は
り
『
四
庫
提
要
弁
証
』
は
ぜ
ひ
目
を
通
す

べ
き
で
あ
る
。

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
さ
か
で　

よ
し
の
ぶ　

元
文
学
部
教
授
・
現
名
誉
教
授
）


