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は
じ
め
に

　
一
九
九
四
年
、
盗
掘
さ
れ
て
香
港
の
骨
董
市
場
に
売
り
に
出
さ
れ
た
大
量
の

竹
簡
が
、
上
海
博
物
館
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
。
楚
系
文
字
と
呼
ば
れ
る
古
文

字
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
竹
簡
資
料
（
以
下
、
上
博
楚
簡
）
は
、
同
じ
く
楚
系

文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
一
九
九
三
年
出
土
の
郭
店
楚
簡
と
と
も
に
、
中
国
古
代

思
想
史
研
究
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
貴
重
な
資
料
と
し
て
、
現
在
注
目
を

集
め
て
い
る
。
儒
家
や
道
家
な
ど
の
思
想
系
の
文
献
を
多
数
含
む
郭
店
楚
簡
．

上
博
楚
簡
は
、
と
も
に
戦
国
中
期
の
楚
の
貴
族
の
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
両
楚
簡
に
含
ま
れ
て
い
る
文
献
は
既
に
戦
国
期
に
確

実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
づ
た
か
ら
で
あ
る
（
一
、
。

現
在
、
両
楚
簡
資
料
を
用
い
た
研
究
に
よ
り
、
従
来
定
説
と
さ
れ
て
き
た
見
解

の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
。

　
筆
者
も
郭
店
・
上
博
両
楚
簡
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
上
博
楚
簡
に

含
ま
れ
て
い
た
古
侠
文
献
『
容
成
氏
』
の
中
に
、
身
体
障
害
者
に
関
す
る
興
味

深
い
言
及
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
．
二
）
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
『
容
成

氏
』
に
お
け
る
身
体
障
害
者
に
関
す
る
言
及
に
つ
い
て
紹
介
し
、

て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』

そ
れ
に
関
し

　
先
ず
、
古
侠
文
献
で
あ
る
『
容
成
氏
』
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て

お
く
（
一
、
一
）
。

　
『
容
成
氏
』
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
（
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
、
竹
簡
の
写
真
と
李
零
氏
に
よ
る
釈
文
・
注
と

が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
竹
簡
数
は
五
十
三
枚
で
、
竹
簡

の
長
さ
は
約
四
四
．
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
　
一
簡
あ
た
り
の
文
字
数
は
四
十
二

字
か
ら
四
十
五
字
で
あ
る
。
ま
た
、
郭
店
楚
簡
や
上
博
楚
簡
に
含
ま
れ
て
い
る

文
献
に
は
篇
題
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
『
容
成
氏
』
の
場
合
は
、

第
5
3
簡
の
背
面
に
「
訟
成
氏
」
（
容
成
氏
）
と
篇
題
が
記
さ
れ
て
い
る
．
四
）
。

　
『
容
成
氏
』
の
五
十
三
枚
の
竹
簡
の
内
、
完
全
な
竹
簡
は
三
十
七
枚
に
止
ま

り
、
他
は
い
ず
れ
も
残
欠
し
た
部
分
が
あ
る
。
加
え
て
、
数
枚
か
或
い
は
そ
れ

以
上
の
脱
簡
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
本
来
の
竹
簡
数
は
五
十
三
枚
よ
り
多
か
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一
頁



二
頁

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
残
欠
や
脱
簡
に
よ
り
、
解
釈
の
困
難
な
部
分

も
存
在
す
る
が
、
全
体
と
し
て
こ
の
文
献
は
、
上
古
の
「
容
成
氏
」
か
ら
周
の

文
王
・
武
王
に
至
る
ま
で
の
帝
王
の
系
譜
と
、
そ
の
帝
王
の
地
位
が
ど
の
よ
う

に
継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
五
）
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
容
成
氏
』
の
作
者
が
、
上
古
の
帝
王
た
ち
は
「
皆
其

の
子
に
授
け
ず
し
て
賢
に
授
」
け
た
と
し
、
王
朝
交
代
の
方
法
と
し
て
禅
譲
の

み
を
肯
定
し
、
放
伐
や
世
襲
に
よ
る
王
位
の
継
承
を
否
定
す
る
点
で
あ
る
。
郭

店
楚
簡
に
含
ま
れ
て
い
た
儒
家
系
の
古
佚
書
『
唐
虞
之
道
』
に
お
い
て
も
、
天

下
を
賢
者
に
譲
る
禅
譲
を
理
想
と
す
る
思
考
が
説
か
れ
て
い
た
が
、
『
容
成
氏
』

も
、
禅
譲
こ
そ
が
理
想
の
王
朝
交
代
の
あ
り
方
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
て
、
『
容
成
氏
』
は
戦
国
期
の
儒
家
に
よ
っ
て

成
立
し
た
文
献
の
一
つ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

二
　
　
『
容
成
氏
』
に
お
け
る
理
想
的
な
統
治
と
身
体
障
害
者

　
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
、
身
体
障
害
者
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

は
二
箇
所
存
在
す
る
。
先
ず
そ
の
内
の
一
つ
、
文
献
全
体
の
冒
頭
部
分
に
つ
い

て
見
て
み
よ
う
。

　
『
容
成
氏
』
は
、
以
下
の
記
述
で
始
ま
っ
て
い
る
く
六
）
。

〔
昔
者
容
成
氏
、
□
□
氏
、
口
口
氏
、
□
□
氏
、
□
□
氏
、
□
□
氏
、
□

□
氏
、
口
口
氏
、
口
口
氏
、
口
口
氏
、
口
口
氏
、
口
口
氏
、
□
□
氏
、
尊
〕

盧
氏
、
赫
膏
氏
、
喬
結
氏
、
倉
頷
氏
、
軒
韓
氏
、
神
農
氏
、
樟
～
氏
、
塘

運
氏
の
天
下
を
有
つ
や
、
皆
其
の
子
に
授
け
ず
し
て
賢
に
授
く
。
其
の
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

猶
お
清
く
し
て
、
上
は
下
を
愛
し
、
其
の
志
を
一
に
し
、
其
の
兵
を
寝
め
、

其
の
材
を
官
と
す
（
七
）
。

き
た
。
そ
れ
ら
上
古
の
帝
王
は
、
天
下
を
「
皆
其
の
子
に
授
け
ず
し
て
賢
に
授
」

け
た
。
つ
ま
り
、
帝
王
の
位
を
、
世
襲
で
は
な
く
禅
譲
に
よ
っ
て
賢
者
に
譲
っ

た
の
で
あ
る
。
帝
王
た
ち
の
徳
は
清
く
、
下
位
に
あ
る
者
を
慈
し
み
、
民
と
そ

の
志
を
一
つ
に
し
、
ま
た
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
な
く
、
有
能
な
人
物
を

役
人
と
し
て
登
用
し
、
立
派
な
統
治
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
容
成
氏
』
で
最
初
に
身
体
障
害
者
が
登
場
す
る
の
は
、
続
く
以
下
の
部
分

で
あ
る
。

　
　
　
　
き
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

是
に
於
て
嘘
聾
は
燭
を
執
り
、
冒
攻
は
麸
を
鼓
ち
、
破
踏
は
門
を
守
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
さ

侏
儒
は
矢
を
爲
り
、
長
者
は
縣
尾
し
、
倭
者
は
攻
響
し
、
痩
者
は
鍼
雌
（
し

お
）
を
煮
、
疵
者
は
沢
に
漁
し
、
害
棄
す
ら
廃
さ
れ
ず
。

　
上
古
の
帝
王
た
ち
が
理
想
的
な
統
治
を
行
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
身
体
的
障
害
を
持
っ
た
民
は
「
廃
さ
れ
」
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
政
府
は
身

体
障
害
者
た
ち
に
そ
の
障
害
が
支
障
と
な
ら
な
い
職
務
に
就
か
せ
、
安
定
し
た

生
活
を
送
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
発
声
や
耳
に
障
害
が
あ
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ご
と

た
ち
は
灯
火
を
司
り
、
目
の
不
自
由
な
者
た
ち
は
懇
を
演
奏
し
た
。
ま
た
足

の
不
自
由
な
者
た
ち
は
門
番
を
、
生
ま
れ
つ
き
背
の
低
い
者
た
ち
は
矢
作
り
を
、

腹
の
膨
れ
た
者
た
ち
は
土
地
の
吉
凶
の
占
い
を
、
背
の
曲
が
っ
て
俯
く
こ
と
の

出
来
な
い
者
た
ち
は
天
文
観
測
を
、
頸
に
こ
ぶ
の
あ
る
者
は
塩
作
り
を
、
体
に

い
ぼ
の
あ
る
者
は
沢
で
魚
を
捕
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
『
容
成
氏
』
の
理
想
と
す
る
上
古
の
帝
王
の
統
治
に

は
、
役
所
が
直
接
雇
用
す
る
形
で
身
体
障
害
者
の
生
活
を
保
護
し
よ
う
と
す
る

福
祉
施
策
が
、
明
確
に
含
ま
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
続
く
部
分
で
は
、
理
想
的
な
上
古
の
統
治
に
は
、
生
活
に
困
窮
す
る
民
の
生

活
を
保
護
す
る
施
策
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一81一

上
古
以
来
、
天
下
は
容
成
氏
以
下
多
く
の
帝
王
た
ち
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て

凡
そ
民
の
疲
弊
せ
る
者
に
は
、
教
し
て
之
を
講
し
、
飲
し
て
之
を
食
わ
し
、
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す
な
わ

百
官
に
役
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
思
は
ば
而
ち
月
ご
と
に
之
を
請
わ
し
む
。

　
生
活
の
困
窮
し
た
民
に
対
し
て
、
上
古
の
帝
王
た
ち
は
先
ず
彼
ら
を
教
え
戒

め
た
上
で
、
飲
食
を
提
供
し
た
。
加
え
て
、
そ
う
し
た
民
の
中
に
、
役
所
の
仕

事
に
就
く
こ
と
を
求
め
る
者
が
い
れ
ば
、
月
ご
と
に
そ
れ
を
請
求
さ
せ
た
。
お

そ
ら
く
こ
れ
は
、
雇
用
期
間
を
一
ヶ
月
単
位
に
制
限
し
、
職
を
求
め
る
多
数
の

民
に
公
平
に
仕
事
を
分
配
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
上
古
の
帝
王
が
行
っ
た
理
想

的
な
統
治
の
中
に
、
身
体
障
害
者
や
生
活
困
窮
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
、
さ
ま

ざ
ま
な
福
祉
施
策
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
上
古
の
立
派
な
帝
王
が

行
っ
た
所
謂
「
仁
政
」
に
、
身
体
障
害
者
に
対
す
る
施
策
が
組
み
込
ま
れ
て
い

た
と
す
る
点
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し

た
思
考
は
伝
世
の
先
秦
の
儒
家
系
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

三
　
　
『
容
成
氏
』
に
お
け
る
暴
虐
な
統
治
と
身
体
障
害
者

　
『
容
成
氏
』
中
に
身
体
障
害
者
が
登
場
す
る
も
う
一
つ
の
部
分
は
、
夏
の
薬

王
を
股
の
湯
王
が
放
伐
す
る
経
緯
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

天
下
に
王
た
り
て
十
有
六
世
に
し
て
桀
作
る
。
桀
其
の
先
王
の
道
に
述

わ
ず
し
て
、
自
ら
崎
を
為
す
。
…
…
是
の
時
に
当
た
り
、
強
弱
に
し
て
辞

揚
せ
ず
、
衆
寡
に
し
て
聴
訟
せ
ず
。
天
地
四
時
の
事
修
ま
ら
ず
。
湯
乃
ち

　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん

輔
く
る
に
征
籍
を
為
り
、
以
て
關
市
に
征
す
。
民
乃
ち
宜
ど
怨
み
、
虐

疾
始
め
て
生
ず
。
是
に
お
い
て
暗
、
聾
、
蹟
、
砂
、
痩
、
府
、
倭
の
始
め

て
起
こ
る
こ
と
有
り
。

こ
の
部
分
は
、
『
容
成
氏
』
の
第
3
5
簡
か
ら
第
3
7
簡
に
か
け
て
で
あ
る
が
、

第
3
5
簡
に
は
上
下
二
つ
に
断
裂
し
て
お
り
、
竹
簡
の
接
続
並
び
に
そ
の
文
字
列

の
復
元
に
関
し
て
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
解
読
が
甚
だ
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

難
で
あ
る
が
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
八
）
。

　
禺
が
夏
王
朝
を
建
て
て
か
ら
十
六
代
後
に
、
桀
が
天
子
と
な
る
。
桀
王
は
先

王
の
道
に
従
う
こ
と
な
く
、
王
者
ら
し
か
ら
ぬ
奇
妙
な
振
る
舞
い
を
し
た
。
桀

王
は
、
実
情
に
応
じ
た
公
平
な
統
治
を
行
お
う
と
は
せ
ず
、
こ
の
た
め
天
下
は

大
い
に
混
乱
し
た
。
そ
の
桀
王
を
湯
は
補
佐
し
、
課
税
の
た
め
の
帳
簿
を
作
成

し
て
、
関
所
の
通
行
や
市
場
で
の
売
買
に
対
し
て
課
税
さ
せ
た
。
こ
の
過
酷
な

統
治
に
対
し
て
民
は
怨
み
を
抱
き
、
そ
の
た
め
に
激
し
い
疾
病
が
発
生
・
流
行

し
て
、
聾
唖
者
や
足
の
不
自
由
な
者
、
目
の
不
自
由
な
者
、
頸
に
こ
ぶ
の
あ
る

者
、
体
が
か
が
ん
で
頭
を
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
背
中
の
曲
が
っ
た
者

な
ど
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。

　
伝
世
の
儒
家
系
文
献
に
お
い
て
は
、
股
王
朝
を
開
い
た
湯
は
通
常
、
古
代
の

立
派
な
聖
王
の
一
人
と
さ
れ
る
（
九
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
で
湯
は
、
後
に

桀
王
を
倒
す
た
め
陰
謀
を
た
く
ら
み
、
桀
王
を
補
佐
す
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、

王
の
評
判
を
落
と
す
べ
く
そ
の
悪
政
を
助
長
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
『
容
成

氏
』
に
お
い
て
は
、
湯
は
必
ず
し
も
理
想
的
な
統
治
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
は

描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
容
成
氏
』
が
湯
に
つ
い
て
否
定
的
に
描
く
の
は
、
禅
譲
こ
そ
が
理
想
の
王

位
継
承
の
形
態
で
あ
る
と
主
張
す
る
、
こ
の
文
献
の
基
本
的
立
場
が
関
わ
っ
て

い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
容
成
氏
』
は
禅
譲
を
肯
定
し
て
放
伐
を
否
定
す
る
た

め
、
桀
王
を
放
伐
し
た
湯
を
低
く
評
価
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
分
で
は
、
湯
の
陰
謀
に
よ
り
激
し
さ
を
増
し
た
桀
王
の

悪
政
を
怨
ん
だ
民
の
間
に
疾
病
が
流
行
し
、
そ
の
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
障
害

者
が
生
じ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
容
成
氏
』
で
は
、
上

古
の
立
派
な
帝
王
に
よ
る
理
想
的
な
統
治
の
も
と
で
は
、
身
体
に
障
害
が
あ
る

者
も
「
廃
さ
れ
」
る
こ
と
な
く
、
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
加
え
て
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
生
活
苦
に
あ
え
ぐ
民
衆
の
怨
嗟

一80一
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こ
そ
が
、
身
体
障
害
者
を
発
生
す
る
原
因
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
主
張
か
ら
は
、
治
世
の
善
悪
と
身
体
障
害
者
と
を
関
連
づ
け
よ
う

と
す
る
思
考
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て

は
、
社
会
的
に
最
も
弱
い
立
場
に
あ
る
身
体
障
害
者
の
福
祉
こ
そ
が
、
そ
の
時

の
統
治
が
善
政
で
あ
る
か
悪
政
で
あ
る
か
を
示
す
、
　
一
種
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の

役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
『
容
成
氏
』
に
は
尭
や
舜
な
ど
の
治
世
に
つ
い
て
説
明
す
る
部

分
も
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
古
代
の
帝
王
の
統
治
と
身
体
障
害
者
の
あ
り
方

と
を
結
び
つ
け
る
思
考
は
、
『
容
成
氏
』
の
中
で
部
分
的
に
説
か
れ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
身
体
障
害
者
の
福
祉
は
、
あ
く

ま
で
も
統
治
の
あ
り
方
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
現
象
の
中
の
一
つ
と
さ
れ

て
い
る
に
止
ま
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
古
侠
文
献
で
あ
る
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
存
在
す
る
、
古
代
の
帝
王

た
ち
の
統
治
と
身
体
障
害
者
の
福
祉
と
を
結
び
つ
け
る
思
考
に
つ
い
て
述
べ

た
。
続
い
て
、
『
容
成
氏
』
に
見
え
る
こ
う
し
た
思
考
と
伝
世
の
儒
家
系
文
献

と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

四
　
伝
世
の
儒
家
系
文
献
に
お
け
る
身
体
障
害
者

　
儒
家
系
と
見
ら
れ
る
古
侠
文
献
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
古
代
の
帝
王
た

ち
の
統
治
と
「
聾
」
「
破
」
「
痩
」
「
倭
」
な
ど
の
身
体
障
害
者
の
福
祉
と
を
結

び
つ
け
る
思
考
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
う
し
た
思
考
は
、
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
筍

子
』
と
い
っ
た
伝
世
の
儒
家
系
文
献
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
『
孟
子
』
の
中
に
は
、
古
代
の
帝
王
の
統
治
の
中
に
福
祉
施
策

が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
説
明
が
あ
る
。

王
曰
く
、
「
王
政
聞
く
こ
と
を
得
可
き
か
」
。
対
え
て
日
く
、

む
か
し

「
昔
者
文
王

の
岐
を
治
む
る
や
、
耕
す
者
に
は
九
に
一
に
し
、
仕
う
る
者
に
は
禄
を
世

　
　
　
　
　
　
し
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

々
に
し
、
関
は
識
ぶ
る
も
征
せ
ず
、
沢
梁
は
禁
無
く
、
人
を
罪
す
る
に
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

に
せ
ず
。
老
い
て
妻
無
き
を
鰹
と
日
い
、
老
い
て
夫
無
き
を
寡
と
曰
い
、

老
い
て
子
無
き
を
独
と
日
い
、
幼
く
し
て
父
無
き
を
孤
と
曰
う
。
此
の
四

者
は
、
天
下
の
窮
民
に
し
て
告
ぐ
る
無
き
者
な
り
。
文
王
の
政
を
発
し
仁

　
　
　
　
　
　
　
こ

を
施
す
や
、
必
ず
斯
の
四
者
を
先
に
す
。
（
梁
恵
王
下
篇
）

　
斉
の
宣
王
が
孟
子
に
、
王
者
の
統
治
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
孟
子
は
周
の
文
王
が
諸
侯
と
し
て
岐
を
統
治
し
た
時
の
様

子
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
「
文
王
は
、
農
民
に
対
す
る
課
税
を
収
穫
の

九
分
の
一
に
抑
え
、
役
人
と
し
て
仕
え
る
者
に
は
そ
の
俸
禄
を
世
襲
さ
せ
、
関

所
を
通
行
す
る
者
の
取
り
調
べ
は
す
る
が
、
通
行
税
の
取
り
立
て
ば
せ
ず
、
沢

で
魚
を
捕
る
こ
と
は
自
由
に
行
わ
せ
、
悪
事
を
は
た
ら
い
た
人
を
罪
す
る
場
合

に
そ
の
罪
を
妻
子
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年
老
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
か
ん

妻
が
い
な
い
者
を
鰹
と
い
い
、
年
老
い
て
も
夫
が
い
な
い
者
を
寡
と
い
い
、
年

老
い
て
も
子
が
い
な
い
者
を
独
と
い
い
、
幼
く
し
て
父
が
い
な
い
者
を
孤
と
い

い
ま
す
。
鰹
・
寡
・
独
・
孤
に
当
て
は
ま
る
者
た
ち
は
、
天
下
に
頼
る
者
の
い

な
い
か
わ
い
そ
う
な
人
た
ち
で
す
。
そ
こ
で
文
王
は
、
民
を
統
治
し
仁
を
施
す

に
当
た
っ
て
、
必
ず
鰹
・
寡
・
独
・
孤
の
者
た
ち
を
優
先
し
た
の
で
す
。
」

　
こ
の
資
料
か
ら
は
、
『
孟
子
』
に
お
い
て
、
古
代
の
立
派
な
聖
王
の
一
人
で

あ
る
周
の
文
王
の
仁
政
は
、
民
に
重
税
を
課
し
た
り
厳
罰
を
施
す
こ
と
が
な
く
、

民
の
生
活
を
い
わ
ば
保
障
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特

に
、
夫
婦
関
係
或
い
は
親
子
関
係
に
あ
る
者
が
お
ら
ず
、
頼
る
者
の
い
な
い
「
天

下
の
窮
民
」
に
つ
い
て
、
文
王
が
彼
ら
を
重
視
し
て
、
福
祉
施
策
を
優
先
し
て

実
施
し
た
と
さ
れ
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
（
、
c
）
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
も
、
「
民
の
疲
弊
せ
る
者
に
は
、

教
し
て
之
を
讒
し
、
飲
し
て
之
を
食
わ
し
、
百
官
に
役
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
思
は

　
す
な
わ

ば
而
ち
月
ご
と
に
之
を
請
わ
し
む
」
と
、
生
活
に
困
窮
す
る
民
の
生
活
を
安
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定
さ
せ
る
た
め
、
古
代
の
帝
王
た
ち
が
福
祉
施
策
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
『
孟
子
』
と
『
容
成
氏
』
と
は
、
古
代
の
理
想
的
な
帝
王
の
統
治
に

福
祉
施
策
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
点
で
、
共
通
す
る
面
が
認
め
ら
れ
る
と
い

え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
古
代
の
帝
王
た
ち
の
統
治
と
身

体
障
害
者
の
福
祉
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
孟
子
』
の
描

く
文
王
の
統
治
の
中
に
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
へ
の
言
及
が
全
く
存
在
し

な
い
。
『
孟
子
』
の
理
想
と
す
る
統
治
に
お
け
る
福
祉
施
策
に
は
、
身
体
障
害

者
に
関
す
る
施
策
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
『
孟
子
』
に
は
、
暴
虐
な
天
子
に
よ
る
統
治
の
も
と
で
は
身
体
に
障

害
の
あ
る
者
が
発
生
し
、
そ
の
数
を
増
す
と
い
っ
た
思
考
も
、
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
帝
王
の
統
治
と
身
体
障
害
者

と
を
結
び
つ
け
る
思
考
自
体
が
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『
礼
記
』
で
あ
る
。
『
礼
記
』
王
制
篇
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

わ
か少

く
し
て
父
無
き
者
は
之
を
孤
と
謂
う
。
老
い
て
子
無
き
者
は
之
を
独
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

謂
う
。
老
い
て
妻
無
き
者
は
之
を
衿
と
謂
う
。
老
い
て
夫
無
き
者
は
之
を

寡
と
謂
う
。
此
の
四
者
は
、
天
民
の
窮
し
て
告
ぐ
る
無
き
者
な
り
。
皆
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
き

餌
有
り
。
痔
、
聾
、
破
、
壁
、
断
者
、
侏
儒
、
百
工
、
各
お
の
其
の
器
を

　
　
　
　
や
し
な

以
て
之
を
食
う
。

　
こ
こ
で
は
、
有
虞
氏
・
夏
后
氏
・
股
・
周
の
礼
の
あ
り
方
と
し
て
、
幼
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

て
父
が
い
な
い
孤
、
年
老
い
て
子
が
い
な
い
独
、
年
老
い
て
妻
が
い
な
い
衿
、

年
老
い
て
夫
が
い
な
い
寡
に
対
し
て
は
食
物
を
贈
っ
て
そ
の
生
活
を
安
定
さ

せ
、
ま
た
発
声
や
耳
に
障
害
が
あ
る
者
、
足
の
不
自
由
な
者
、
四
肢
を
切
断
さ

れ
た
者
、
生
ま
れ
つ
き
背
の
低
い
者
な
ど
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
は
、
政
府

が
そ
れ
ぞ
れ
能
力
に
応
じ
た
役
割
を
与
え
て
彼
ら
の
生
活
を
保
護
し
た
、
と
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
立
派
な
帝
王
は
、
『
孟
子
』
が
描
く
文
王
の

統
治
同
様
、
夫
婦
関
係
或
い
は
親
子
関
係
に
あ
る
者
が
い
な
い
「
窮
し
て
告
ぐ

る
無
き
者
」
た
ち
に
対
レ
て
福
祉
施
策
を
実
施
し
た
だ
け
で
な
く
、
身
体
障
害

者
に
対
し
て
も
、
そ
の
障
害
が
支
障
と
な
ら
な
い
職
務
を
与
え
、
そ
の
生
活
を

保
証
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
、
『
礼
記
』
王
制
篇
に
は
、
古
代
の
帝
王
た
ち
の
理
想
的
統
治
と

身
体
障
害
者
の
福
祉
と
を
結
び
つ
け
る
思
考
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
特
に
身
体
障
害
者
に
言
及
し
、
障
害
の
内
容
に
応
じ
て
役
所
が
雇
用

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
『
容
成
氏
』
と
の
強
い
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
礼
記
』
礼
運
篇
に
も
、
古
代
の
帝
王
た
ち
の
統
治
と
身
体
障
害
者
の

福
祉
と
を
結
び
つ
け
る
思
考
が
存
在
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
み

大
道
の
行
わ
る
る
や
、
天
下
を
公
と
為
す
。
賢
を
選
び
て
能
に
与
し
、
講

ず
る
こ
と
信
に
し
て
修
む
る
こ
と
睦
な
り
。
故
に
人
は
独
り
其
の
親
を
親

と
せ
ず
、
独
り
其
の
子
を
子
と
せ
ず
、
老
を
し
て
終
わ
る
所
有
り
、
壮
を

し
て
用
い
る
所
有
り
、
幼
を
し
て
長
ず
る
所
有
り
、
衿
寡
・
孤
独
・
廃
疾

の
者
を
し
て
、
皆
養
う
所
有
ら
使
む
。

　
古
代
に
お
い
て
立
派
な
帝
王
が
大
道
を
行
っ
た
時
に
は
、
天
下
は
公
の
も
の

と
さ
れ
た
。
帝
王
は
賢
者
や
能
力
の
あ
る
者
を
登
用
し
、
ま
た
常
に
真
実
を
語

り
、
民
に
対
し
て
親
切
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
民
は
自
分
の
親
に
だ
け
仕
え

た
り
、
自
分
の
子
だ
け
を
慈
し
ん
だ
り
せ
ず
、
他
者
の
親
に
も
仕
え
、
他
者
の

子
を
も
慈
し
ん
だ
。
帝
王
の
立
派
な
統
治
の
お
か
げ
で
老
人
は
安
ら
か
な
晩
年

を
迎
え
、
壮
年
は
立
派
に
働
き
、
年
少
者
は
健
や
か
に
育
っ
た
。
ま
た
夫
婦
関

係
或
い
は
親
子
関
係
に
あ
る
者
が
い
な
い
者
や
、
「
廃
疾
」
、
つ
ま
り
身
体
障

害
者
も
、
そ
の
生
活
が
保
護
さ
れ
、
困
窮
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
礼
記
』
の
王
制
篇
や
礼
運
篇
に
お
い
て
は
、
理
想
的
統
治
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を
行
っ
た
古
代
の
帝
王
は
、
頼
る
者
の
い
な
い
「
窮
し
て
告
ぐ
る
無
き
者
」
へ

の
施
策
を
行
っ
た
だ
け
で
な
く
、
身
体
障
害
者
を
対
象
と
す
る
施
策
を
も
行
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
（
一
皿
）
。
古
代
の
帝
王
の
理
想
的
統
治
と
身
体
障
害
者
の
福
祉

と
を
結
び
つ
け
る
思
考
が
存
在
す
る
点
で
、
こ
の
『
礼
記
』
中
の
二
つ
の
篇
は
、

『
容
成
氏
』
と
共
通
す
る
面
を
持
つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
戦
乱
の
絶
え
な
か
っ
た
春
秋
・
戦
国
期
に
お
い
て
は
、
身
体
障
害
者
の
多
く

は
、
富
国
強
兵
に
役
に
立
た
な
い
も
の
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
、
悲
惨
な
情
況
に

陥
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
的
弱
者
で

あ
る
身
体
障
害
者
に
対
し
て
ま
で
も
、
十
分
に
そ
の
生
活
を
保
障
し
た
と
す
る

の
は
、
確
か
に
理
想
的
な
統
治
で
あ
っ
た
こ
と
の
象
徴
と
な
り
得
る
と
考
え
ら

れ
る
。
『
容
成
氏
』
や
『
礼
記
』
王
制
篇
や
礼
運
篇
が
一
致
し
て
身
体
瞳
害
者

に
対
す
る
福
祉
施
策
を
記
し
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
観
点
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
古
代
の
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
身
体
障
害
者
も
そ
れ
な
り
に
役

割
が
割
り
振
ら
れ
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
い
わ
ば
「
共
生
」
し
て
い
た
と
す

る
古
代
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
記
憶
が
、
そ
の
背
景
に
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

よ
う
。

　
さ
て
、
郭
店
楚
簡
と
上
博
楚
簡
に
は
、
『
礼
記
』
緇
衣
篇
と
ほ
ぼ
同
一
の
文

献
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
上
博
楚
簡
に
は
『
礼
記
』
孔
子
間
居
篇
と
ほ
ぼ
同

一
の
文
献
（
『
民
之
父
母
』
）
が
含
ま
れ
て
い
た
。
更
に
、
本
稿
執
筆
時
点
で

は
未
公
開
だ
が
、
上
博
楚
簡
に
は
『
大
戴
礼
』
武
王
践
昨
篇
・
曾
子
立
孝
篇
に

相
当
す
る
文
献
も
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
『
礼
記
』
や
『
大

戴
礼
』
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
篇
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
専
ら
秦
漢
以

降
と
し
て
い
た
従
来
の
定
説
が
、
郭
店
楚
簡
・
上
博
楚
簡
の
出
土
に
よ
り
見
直

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
緇
衣
篇
や
孔
子
間
居
篇
の
成
立

時
期
は
、
戦
国
中
期
よ
り
も
遡
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
礼
記
』
王
制
篇
や
礼
運
篇
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
楚
簡
資
料
に
相
当

す
る
文
献
が
確
認
さ
れ
て
は
い
な
い
（
、
、
一
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
代
の
理
想
的

な
統
治
に
お
い
て
、
「
窮
し
て
告
ぐ
る
無
き
者
」
だ
け
で
な
く
、
身
体
障
害
者

を
も
対
象
と
し
た
福
祉
的
施
策
が
あ
っ
た
と
す
る
思
考
を
含
む
点
で
、
こ
の
二

篇
と
『
容
成
氏
』
と
に
共
通
す
る
面
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
礼
記
』
王
制

篇
と
礼
運
篇
の
性
格
や
そ
の
成
立
時
期
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
意
味

を
持
つ
と
思
わ
れ
る
（
一
、
二
）
。
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
二
篇
が
戦
国
期
に
既
に

成
立
し
て
い
た
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
暴
虐
な
天
子
に
よ
る
統
治
の
も
と

で
は
、
身
体
障
害
者
が
発
生
し
、
そ
の
数
を
増
し
た
と
す
る
思
考
も
存
在
し
て

い
た
。
『
容
成
氏
』
に
お
い
て
は
、
立
派
な
帝
王
の
統
治
と
、
暴
虐
な
帝
王
の

統
治
下
と
が
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
は
、
そ
の
時
点
で
の

統
治
が
善
政
で
あ
る
か
悪
政
で
あ
る
か
を
示
す
、
　
一
種
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
的
な

役
割
を
果
た
す
と
す
る
思
考
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
『
礼
記
』
王
制
篇
・
礼
運
篇
に
お
い
て
は
、
古
代
の
帝
王
が

身
体
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
的
施
策
を
行
っ
た
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
暴

虐
な
統
治
に
よ
っ
て
身
体
障
害
者
が
生
じ
た
と
い
っ
た
内
容
の
記
述
は
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
『
礼
記
』
中
の
他
の
諸
篇
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た

暴
虐
な
統
治
と
身
体
障
害
者
の
発
生
と
を
結
び
つ
け
る
思
考
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
が
統
治
の
あ
り
方
を
示
す
一
種
の
バ
ロ
メ

ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
と
い
っ
た
思
考
は
、
今
の
と
こ
ろ
伝
世
の
儒
家
系
文

献
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
『
容
成
氏
』
独
特
の
思
考
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
上
博
楚
簡
は
、
郭
店
楚
簡
同
様
、
戦
国
中
期
に
造
営
さ
れ
た
楚
の
貴
族
の
墓

か
ら
出
土
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
古
侠
文
献
『
容
成
氏
』
は
、

戦
国
中
期
に
既
に
流
布
し
て
い
た
文
献
の
一
つ
と
見
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
成
立

時
期
は
、
戦
国
初
期
に
遡
り
得
る
と
推
測
さ
れ
る
。
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と
な
る
と
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
が
統
治
の
あ
り
方
を
示
す
一
種
の
バ
ロ
メ

ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
す
と
の
『
容
成
氏
』
の
特
異
な
思
考
は
、
戦
国
初
期
か
、

或
い
は
そ
れ
以
前
に
既
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
特
異
な
思
考
が
戦
国
期
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
自

体
、
伝
世
の
文
献
の
み
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
楚
簡
資
料
の
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

楚
簡
研
究
の
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
楚
簡
を
用
い
た
思
想
史
研
究
を
行
う
研
究
者
の
数
は
、
国
内
に
お
い
て
は
決
・

し
て
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
楚
簡
な
ど
の
新
出
土
資
料
の
発
見
は
、
今
後
も

続
く
に
違
い
な
い
。
中
国
古
代
思
想
史
の
見
直
し
は
、
し
ば
ら
く
続
く
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（一

j
郭
店
楚
簡
・
上
博
楚
簡
に
つ
い
て
は
、
戦
国
楚
簡
研
究
会
（
浅
野
裕
一
、

　
湯
浅
邦
弘
、
福
田
哲
之
、
竹
田
健
二
、
菅
本
大
二
）
「
戦
国
楚
簡
研
究
の

　
現
在
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
『
新
出
土
資
料
と
中
国
思
想
史
』
（
第

　
3
3
号
）
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
な
お
、
郭
店
楚
簡
は
、
湖
北
省
荊
門
市

　
の
郭
店
一
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
中
国
の
考
古
学
者
は
、
郭
店

　
一
号
楚
墓
を
戦
国
中
期
の
後
半
、
前
三
〇
〇
年
頃
に
造
営
さ
れ
た
楚
の
貴

　
族
の
墓
と
し
て
い
る
。
上
博
楚
簡
は
、
盗
掘
に
よ
っ
て
出
土
し
た
も
の
で

　
あ
る
た
め
、
出
土
地
な
ど
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
情
報
が
存
在
し
な
い
。

　
し
か
し
、
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所
が
行
っ
た
C
1
4
に
よ
る
年
代

　
の
測
定
に
よ
れ
ば
、
そ
の
書
写
は
前
三
七
三
～
前
二
四
三
年
で
あ
る
（
『
上

　
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
〔
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
〕
所
収

　
　
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」
の
記
述
に
基
づ
く
）
。
ま
た
、
上
海
博
物
館

　
の
元
館
長
で
あ
る
馬
承
源
氏
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
』

　
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
「
前
言
：
戦
國
楚
竹
書
的
獲
現

　
保
護
和
整
理
」
に
お
い
て
、
情
況
か
ら
の
推
測
で
あ
り
確
証
は
な
い
と
し

　
な
が
ら
も
、
上
博
楚
簡
と
郭
店
楚
簡
と
が
同
一
の
墓
か
ら
出
土
し
た
可
能

　
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
馬
氏
の
説
明
は
極
め
て
曖
昧
だ
が
、

　
両
楚
簡
は
字
体
な
ど
だ
け
で
な
く
、
出
土
地
点
な
ど
に
関
し
て
も
か
な
り

　
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
古
侠
文
献
と
は
、
伝
承
が
途
絶
え
て
一
旦
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
後
、
考

　
古
学
的
発
掘
調
査
や
盗
掘
な
ど
に
よ
っ
て
出
土
し
、
再
び
こ
の
世
に
現
れ

　
出
た
文
献
を
指
す
。
郭
店
楚
簡
に
は
道
家
系
と
考
え
ら
れ
る
『
太
一
生
水
』

　
や
、
儒
家
系
と
考
え
ら
れ
る
『
魯
穆
公
問
子
思
』
『
窮
達
以
時
』
な
ど
、

　
多
数
の
古
侠
文
献
が
含
ま
れ
て
い
た
。
上
博
楚
簡
に
も
、
『
容
成
氏
』
以

　
外
に
多
数
の
古
佚
書
が
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
執
筆
時
点
で

　
は
、
ま
だ
そ
の
一
部
し
か
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。

（
三
）
以
下
、
注
（
一
）
前
掲
「
戦
国
楚
簡
研
究
の
現
在
」
所
収
の
「
上
博
楚

　
簡
『
容
成
氏
』
」
（
浅
野
裕
一
）
、
浅
野
裕
一
「
孔
子
は
『
易
』
を
学
ん
だ

　
か
？
1
新
出
土
資
料
に
よ
る
古
代
中
国
思
想
史
の
再
検
討
1
」
（
『
図
書
』

　
　
　

　
第
5
号
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
二
十
八
日

　
　
　

　
に
台
湾
大
学
で
行
わ
れ
た
「
日
本
漢
学
的
中
国
哲
学
研
究
与
郭
店
、
上
海

　
竹
簡
資
料
国
際
学
術
交
流
会
議
」
に
お
け
る
浅
野
氏
の
発
表
「
在
上
博
楚

　
簡
〈
容
成
氏
〉
中
的
禅
譲
与
放
伐
」
か
ら
多
大
な
教
示
を
得
た
。

（
四
）
「
訟
」
は
「
容
」
と
、
「
氏
」
は
「
氏
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
通
ず
る
。

（
五
）
「
容
成
氏
」
は
、
『
荘
子
』
肱
簾
篇
や
『
六
朝
』
逸
文
に
お
い
て
古
代

　
の
帝
王
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。

（
六
）
以
下
、
『
容
成
氏
』
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
『
上
海
博
物
館
蔵
戦

　
国
楚
竹
書
（
二
）
』
の
李
零
氏
の
釈
文
に
基
づ
く
。
な
お
、
蘇
建
洲
「
〈
容

　
成
氏
〉
諄
繹
」
（
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
読
本
》
〔
萬
巻
棲

　
圖
書
股
扮
有
限
公
司
、
二
〇
〇
三
年
〕
所
収
）
、
邸
徳
修
『
上
博
楚
簡
く
容
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成
氏
〉
注
繹
考
謹
』
（
台
湾
古
籍
出
版
有
限
公
司
、
二
〇
〇
三
年
）
、
注
（
三
）

　
前
掲
の
浅
野
発
表
の
解
釈
、
並
び
に
私
見
に
よ
っ
て
一
部
字
句
を
改
め
た

　
箇
所
が
あ
る
が
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
逐
一
の
注
記
を
省
い
た
。
ま
た
、

　
理
解
の
便
を
図
る
た
め
に
、
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
出
来
る
限
り
通
行

　
の
字
体
に
改
め
た
。

（
七
）
『
容
成
氏
』
の
冒
頭
の
第
1
簡
は
「
盧
氏
、
赫
胃
氏
、
～
」
か
ら
始
ま

　
る
。
篇
題
が
「
容
成
氏
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
第
－

　
簡
の
前
に
脱
簡
が
あ
り
、
そ
の
脱
簡
に
は
「
容
成
氏
」
に
関
す
る
記
述
が

　
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
〔
　
〕
内
の
文
字
は
、
一
簡
あ
た
り
の

　
字
数
を
勘
案
し
な
が
ら
、
そ
の
脱
簡
の
文
字
を
推
測
し
補
っ
た
も
の
で
あ

　
る
。

（
八
）
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
注
（
三
）
前
掲
の
浅
野
発
表
か
ら
多

　
く
の
教
示
を
得
た
。

（
九
）
例
え
ば
、
『
論
語
』
に
は
「
（
前
略
）
子
夏
日
く
、
富
め
る
か
な
言
や
、

　
舜
の
天
下
を
有
つ
や
、
衆
に
選
ん
で
皐
陶
を
挙
げ
、
不
仁
者
遠
ざ
か
る
。

　
湯
の
天
下
を
有
つ
や
、
衆
に
選
ん
で
伊
引
を
挙
げ
、
不
仁
者
遠
ざ
か
る
。
」

　
（
顔
淵
篇
）
、
ま
た
『
孟
子
』
に
は
「
文
王
何
ぞ
当
た
る
可
き
や
。
湯
由

　
り
武
丁
に
至
る
ま
で
、
賢
聖
の
君
六
七
作
る
。
」
（
公
孫
丑
上
篇
）
、
「
孟
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く

　
曰
く
、
『
萬
は
旨
酒
を
悪
み
て
、
善
言
を
好
む
。
湯
は
中
を
執
り
て
、
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

　
を
立
つ
る
に
方
無
し
。
文
王
は
民
を
視
る
こ
と
傷
む
が
如
く
、
道
を
望
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
　
　
　
　
あ
な
ど

　
こ
と
未
だ
之
れ
見
ざ
る
が
而
し
。
武
王
は
遽
き
を
泄
ら
ず
、
遠
き
を
忘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
れ
ず
。
周
公
は
三
王
を
兼
ね
て
以
て
四
事
を
施
わ
ん
と
思
い
、
其
の
合

　
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
仰
ぎ
て
之
を
思
い
、
夜
以
て
目
に
継
ぎ
、
幸
い
に
し

　
て
之
を
得
れ
ば
、
坐
し
て
以
て
旦
を
待
つ
」
（
離
婁
下
篇
）
と
あ
る
。

（
一
〇
）
『
尚
書
』
大
禺
護
に
は
、
尭
は
「
無
告
を
虐
げ
ず
、
困
窮
を
廃
」
す

　
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
、
舜
の
言
葉
が
あ
る
。

（
一
一
）
『
礼
記
』
問
喪
篇
に
は
、
「
禿
者
は
免
せ
ず
、
嘔
者
は
褪
せ
ず
、
践

　
者
は
踊
せ
ず
。
悲
し
ま
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
身
に
鋼
疾
有
り
て
、
以
て

八
頁

　
礼
を
備
え
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」
と
あ
り
、
身
体
障
害
者
と
礼
の
規

　
定
と
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
の
前
提
に
も
、
身
体
障
害

　
者
と
統
治
の
あ
り
方
と
を
結
び
つ
け
る
思
考
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え

　
ら
れ
る
。

（
一
二
）
従
来
『
礼
記
』
王
制
篇
・
礼
運
篇
に
つ
い
て
は
、
専
ら
漢
初
の
成
立

　
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
武
内
義
雄
氏
は
、
王
制
篇
に
つ
い
て
「
漢

　
初
お
そ
ら
く
文
帝
の
こ
ろ
の
学
者
が
編
し
た
も
の
で
、
漢
初
の
政
治
思
想

　
を
考
え
る
の
に
面
白
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
（
『
武
内
義
雄
全
集
］
第

　
三
巻
〔
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
〕
所
収
の
『
礼
記
の
研
究
』
）
と
述
べ
、

　
ま
た
礼
運
篇
に
つ
い
て
も
、
「
筍
子
以
後
の
編
成
に
出
る
も
の
」
（
「
礼
運

　
考
」
〔
「
支
那
学
」
二
巻
一
一
号
、
　
一
九
二
二
年
〕
。
後
に
『
竹
内
義
雄
全

　
集
］
第
三
巻
に
収
録
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
板
野
長
八
氏
は
、
礼
運
篇
の

　
成
立
に
つ
い
て
、
「
董
仲
嵜
に
次
ぐ
頃
、
す
な
わ
ち
昭
帝
の
時
に
行
な
わ

　
れ
た
塩
鉄
論
争
の
前
後
に
出
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
（
『
岩
波
講
座
世
界

　
歴
史
』
四
〔
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
〕
、
後
に
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』

　
〔
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
五
年
〕
に
収
録
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
二
二
）
『
礼
記
』
礼
運
篇
に
お
い
て
は
、
大
道
が
行
わ
れ
て
い
る
理
想
的
な

　
世
界
と
し
て
大
同
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
大
同
思
想
は
、
清
末
の

　
学
者
・
康
有
為
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
『
大
同
書
』
の
よ
う
な
ユ
ー

　
ト
ピ
ア
思
想
を
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
。

［
付
記
］
小
論
は
、
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
B
）

　
「
戦
国
楚
系
文
字
資
料
の
研
究
」
（
研
究
代
表
者
　
竹
田
健
二
）
に
よ
る

　
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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