
孫
過
庭
書
譜
の
「
節
筆
」
に
つ
い
て 

松
平
芳
翠 

孫
過
庭
書
譜
中
に
散
見(

あ
ち
こ
ち)

に
す
る
、
字
画
の
節
勢(

拳(

こ
ぶ
し)

の
よ
う
な
筆
使
い)

が
、
料
紙
の
折
目
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
が
、
は
じ
め
て
発
表
し
た
の
は
、
昭
和
四
年
三
月
よ
り
五
月
に
至
る
『
書
海
』
誌
上

に
於
い
て
で
あ
っ
た
。
以
来
八
星
霜(

八
年)

を
閲(

経
過)

し
て
い
る
が
、
そ
の
の
間
、
理
論
立
っ
た
反
対
意
見
は
少
し
も
あ

ら
わ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
諸
家
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
や
材
料
、
ま
た
私
自
身
の
そ
の
後
の
研
究
も
、
悉
く
こ
の
説
に
有

利
で
、
最
早
確
乎
動
き
な
き(
し
っ
か
り
し
て
動
か
な
い)

も
の
と
信
じ
て
い
る
。 

発
表
当
時
に
は
、
な
お
一
点
の
疑
惑
を
抱
い
て
い
た
た
め
に
、
広
く
識
者
の
意
見
を
質(

た
だ)

し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

今
日
で
は
、
最
早
そ
の
必
要
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
誇
り
顔
に
発
表
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
迷
惑
さ

と
、
一
つ
は
性
来
の
も
の
ぐ
さ
も
手
伝
っ
て
、
沈
黙
を
し
続
け
て
来
た
。 

と
こ
ろ
が
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
事
は
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。
ま
た
、
そ
の
事
柄
だ
け
は
承
知
し
て
い
て
も
、
そ
れ

か
ら
延
い
て(

招
い
て)

ど
の
よ
う
な
重
要
な
こ
と
が
推
知
し
得
ら
れ
る(

あ
る
事
柄
を
も
と
に
し
て
、
推
察
し
て
知
る)

か
に

つ
い
て
は
、
考
察
が
行
届
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
誌
第
四
号
藤
原
楚
水
氏
の
書
譜
解
読
の
中
に
も 

「
こ
の
真
蹟
本
は
、
宋
の
時
は
宣
和
内
府
に
蔵
せ
ら
れ
、
神
物
の
加
護
に
よ
り
今
日
ま
で
無
事
な
る
を
得
た
。
そ
れ
が
安

麓
村
本
の
底
本
で
あ
る
こ
と
は
一
点
の
疑
う
べ
く
も
な
く
、
文
氏
停
雲
館
の
書
譜
の
下
半
も
こ
れ
か
ら
刻
入
せ
ら
れ
た
こ

と
は
ま
た
疑
い
が
な
い
が
、
但
問
題
は
、
薛
氏
本
を
刻
し
た
と
き
の
真
蹟
と
同
一
で
あ
る
か
、
或
は
宋
人
の
臨
書
と
見
る
べ

き
で
あ
る
か
は
多
少
の
疑
問
が
な
く
も
な
い
。」 

と
い
っ
て
薛
氏
本
の
底
本
と
、
天
津
本
の
底
本
と
が
、
別
種
の
も
の
で
な
い
か
を
疑
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
殆
ど
書

譜
に
つ
い
て
の
常
識
と
い
っ
て
よ
い
位
、
誰
で
も
が
持
つ
疑
問
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
折
目
説
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

か
ら
推
理
し
て
、
忽
ち
解
決
し
得
る
問
題
と
思
う
の
で
あ
る
。 

か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
茲
に
「
書
苑
」
編
輯
部
の
依
嘱
に
応
じ
て
、
旧
稿
を
整
理
し
、
出
来
る
だ
け
わ
か
り
よ
く

こ
れ
を
記
述
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
為
、
聊
か
繁
冗(

く
だ
く
だ
し
い)

に
失
す
る
点
も
あ
る
が
、
そ
の
辺
は
御
宥
恕

(

寛
大
な
心
で
許
さ
れ
る)

を
願
っ
て
置
く
。 

 

書
譜
中
の
特
異
な
筆 

書
譜
中
の
文
字
を
通
観
す
る
に
、
初
め
の
方
は
極
め
て
穏
や
か
に
、
平
正
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
が
、
だ
ん
だ
ん
進
む
に
し

た
が
っ
て
、
文
字
も
比
較
的
大
き
く
な
り
、
些(

い
さ
さ
か)

の
拘
束
な
く
、
自
由
奔
放
に
筆
を
揮
っ
て
あ
る
。
包
愼
伯
は
次

の
如
く
こ
れ
を
評
し
て
あ
る
。 

篇
端
の
七
八
百
言
は
規
矩
に
遵
っ
て
拘
束
に
弊
る
。
凋
疎
甚
し
と
為
す
。
而
も
東
晋
の
士
人(

第
十
一
頁
七
行
、
頁
数
は

す
べ
て
真
蹟
本
に
よ
る)

以
下
の
千
余
言
、
漸
く
佳
境
に
会
せ
り
。
然
し
て
消
息
多
方(

第
三
十
二
頁
二
行)

よ
り
以
下
の

七
八
百
言
は
、
乃
ち
思
逸
し
神
飛
ぶ
の
楽
し
み
あ
り
。
至
っ
て
合
作
な
り
と
す
。
聞
夫
家
有
南
威(

第
三
十
九
頁
八
行)

よ

り
篇
末
に
至
る
ま
で
は
、
則
ち
変
態
を
窮
め
、
情
調
に
合
し
、
心
手
双
び
に
暢
ぶ
云
々
。 

而(

し
こ
う)

し
て
、
始
め
の
方
の
平
正
な
文
字
に
は
、
殆
ど
異
状
を
認
め
な
い
け
れ
ど
も
、
終
り
の
方
に
な
っ
て
、
文
字

も
大
き
く
な
り
、
行
も
乱
れ
て
、
奔
放
自
在
に
書
い
て
あ
る
あ
た
り
に
な
る
と
、
一
種
特
異
な
筆
が
続
出
す
る
。
今
、
そ

の
著
し
い
も
の
を
左
に
摘
出
し
て
見
よ
う
。 

(

一)

宇
冠
の
第
二
筆
、
也
字
の
第
一
筆
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
の
画
が
、
そ
の
中
途
で
筆
が
停
頓
し
て(

と
ど
こ
お
っ
て)

、

恰
も
画
竹
の
節
の
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
。(

以
下
仮
り
に
こ
れ
を
節
筆
と
略
称
す
る) 



 

(

二)

左
の
「
一
」
以
下
に
見
る
横
画
の
節
筆
、「
林
」
以
下
に
見
る
末
筆
の
異
状
。 

 

(

三)

左
の
諸
文
字
の
、
右
上
よ
り
斜
め
に
引
き
下
し
た
る
筆
が
、
そ
の
の
中
途
に
於
い
て
頓
挫
し
て
い
る
。 

 

 

(

四)

左
の
諸
文
字
の
辵
、
そ
の
他
に
見
る
節
筆
。 

 

(

五)

左
の
「
標
」
以
下
の
文
字
に
於
い
て
は
、
そ
の
扁
の
縱
画
が
、
著
し
く
太
く
、
か
つ
「
競
」
以
下
の
諸
文
字
に
見
る

と
同
様
、
右
辺
を
截
わ
し
た
る
如
き
観
を
呈
せ
る
は
、
頗
る
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。 

 



(
六)
左
の
「
騒
」
以
下
諸
文
字
の
、
扁
よ
り
傍
に
つ
づ
く
筆
、
及
「
豈
知
」
以
下
二
字
連
続
の
線
に
見
る
筆
の
頓
挫
。 

 

以
上
は
、
こ
う
し
た
筆
の
最
も
顯
著
な
る
、
真
蹟
本
に
よ
っ
て
摘
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
安
麓
村
本
は
固
よ
り
、
薛
氏
本
、

顧
氏
本
、
太
清
樓
本
、
停
雲
館
本
そ
の
他
の
刻
帖
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
を
摘
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
只
、
古
い
も
の
は
飜

刻
を
経
て
い
る
の
で
、
幾
分
消
磨
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
顯
著
な
る
節
筆
は
、
何
れ
の
帖
に
も
共
逋
し
て
儼
存(

確
実
に
存

在)

す
る
の
で
あ
る
。 

 

節
筆
は
折
目
の
影
響 

右
の
如
き
奇
拗
な
る(

わ
ざ
と
普
通
と
違
っ
た
ひ
ね
く
れ
た)

筆
致
も
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
用
筆
上
の
「
折
法
」
な
ど

に
よ
っ
て
、
論
明
の
つ
か
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
、
古
来
余
り
怪
し
ま
ず
、
或
は
、
却
っ
て
過
庭
の
用
筆
の
変
幻
極
り
な
き
妙

用
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
、
書
譜
を
臨
す
る
も
の
は
、
少
か
ら
ぬ
苦
心
を
費
し
て
こ
の
節
筆
を
学
び
、
い
や
し
く
も
違
わ

な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
努
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
書
譜
の
真
面
目
を
識
る
た
め
に
、
暫
く
局
外
に
立
っ
て
考
え

る
な
ら
ば
、
落
筆
急
速
を
喜
び
、
人
こ
れ
を
病
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
過
庭
の
快
暢
な
る
筆
勢
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
節

筆
は
、
い
か
に
も
小
細
工
ら
し
く
、
目
立
っ
て
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
試
み
に
、
過
庭
の
草
書
千
字
文
や
、
過
庭
が
最

も
親
炙
し(

感
化
を
受
け
る)

た
と
考
え
ら
れ
る
、
二
王
の
諸
帖
を
調
べ
て
見
て
も
、
極
め
て
稀
に
、
や
や
こ
れ
に
類
し
た
筆

を
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
顯
著
な
も
の
は
、
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
が
、
全
篇
を
通
じ
て
随
所
に

散
見
す
る
な
ら
ば
、
或
は
、
用
筆
に
変
化
を
求
め
た
も
の
、
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
最
初
の
方
の
平
正
な
所
に
は
見
ら
れ
な

い
で
、
包
愼
伯
の
所
謂
、
漸
く
佳
境
に
入
り
、
思
逸
神
飛
、
変
態
を
窮
め
、
情
調
に
合
し
、
心
手
双
び
暢
ぶ
る(

孫
過
庭
『
書

譜
』「
心
手
雙
暢
」
の
句
で
心
と
技
が
一
つ
に
な
っ
て
暢
び
る)

に
至
っ
て
、
頻
発
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
頻
発
し
て
お

る
箇
所
に
於
い
て
も
、
あ
る
行
に
は
殆
ど
全
字
に
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
全
く
な
い
行
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
著
し
く

偏
在
す
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
殊
に
前
項(

三)

の
終
り
に
摘
出
し
た
「
善
難
求
」
の
三
字
が
、
第
三
十
六
頁
第
一
行
中
に

連
続
す
る
文
字
で
あ
る
の
に
、
無
変
化
に
節
筆
を
並
べ
て
あ
る
こ
と
や
、
次
の
「
以
子
敬
」
の
三
字
連
続
の
筆
に
、
少
し
も

節
筆
を
用
い
な
い
で
、
全
く
無
変
化
に
連
綿
し
て
あ
る
点
等
を
見
れ
ば
、
変
化
の
た
め
と
は
断
じ
難
い
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
事
は
、
薛
氏
本
と
安
麓
村
本
の
二
種
に
よ
っ
て
、
書
譜
の
研
究
を
し
て
い
た
頃
か
ら
、
私
に
と
っ
て
長
い
間
の
疑
問

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
正
十
二
三
年
の
頃
渡
来
し
た
、
書
譜
真
蹟
本
を
見
る
に
及
ん
で
、
こ
の
疑
問
は
一
層
深
ま
っ

て
、
真
蹟
本
と
称
す
る
も
の
も
、
或
は
安
麓
村
本
に
基
く
偽
作
で
は
な
い
か
と
さ
え
疑
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
疑

問
の
節
筆
が
余
り
に
も
ま
ざ
ま
ざ
と
私
の
目
を
射
た
か
ら
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
は
か
ら
ず
も
こ
の
真
蹟
本
に
よ
っ
て
、
節
筆
に
二
つ
の
約
束
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち 



(
一)
一
行
中
に
あ
る
節
筆
が
、
実
に
符
節(

割
符)

を
合
す
る
が
如
く
一
直
線
上
に
あ
る
こ
と
。 

(

二)
そ
の
節
筆
を
縱
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
直
線
が
、
約
八
分
の
間
隔
を
保
っ
て
規
則
的
に
あ
る
こ
と
。 

こ
の
二
つ
で
あ
る
。(

試
み
に
私
が
線
を
加
え
た
箇
所
を
二
三
左
に
摘
出
し
て
見
よ
う
。) 

 

 



こ
こ
に
於
い
て
私
の
疑
問
は
悉
く
氷
解
し
た(

す
っ
か
り
な
く
な
っ
た)

。
即
ち
書
譜
は
そ
の
料
紙
に
約
八
分
の
間
隔
を

取
っ
た
折
目
を
つ
け
て
揮
毫
し
た
も
の
で
、
最
初
は
行
儀
よ
く
折
目
と
折
目
の
間
に
揮
毫
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
頃
か
ら
漸

く
興
に
乗
じ
て
折
目
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
筆
に
任
せ
て
自
由
奔
放
に
揮
灑
し
た(

思
い
の
ま
ま
に
書
い
た)

ら
し
く
、

彼
の
節
筆
は
過
庭
が
故
意
に
筆
を
弄
し
た
も
の
で
は
な
く
、
筆
が
紙
の
折
目
に
衝
撞(

人
の
心
や
感
覚
を
ゆ
り
動
か)

し
て
、
自

然
に
激
し
た
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
扇
面
に
揮
毫
す
る
際
、
そ
の
折
目
、
即
ち
突
起
面
を
中
心
に
、

揮
毫
し
た
経
験
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
直
ち
に
首
肯
せ
ら
れ
る(

納
得
さ
れ
る)

こ
と
で
、
前
掲
の
諸
種
の
節
筆
は
、
悉
く
こ
れ

に
よ
っ
て
、
釈
然
た
る
を
得
る
の
で
あ
る
。 

 

真
蹟
本
と
天
津
本
と
の
比
較 

元
祐
本(

薛
氏
本)

そ
の
他
の
古
刻
は
暫
く
措
き
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
真
蹟
よ
り
精
刻
し
た
筈
の
、
天
津
本(

安
麓
村
本)

に
よ
っ
て
何
故
こ
の
事
が
発
見
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
試
み
に
先
ず
、
真
蹟
本
と
天
津
本
と
を
仔
細
に
比
較
し
て

見
る
と
、
箇
々
の
文
字
、
並
に
一
行
の
字
数
等
は
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど
も 

第
一
、
各
字
の
位
置
に
相
違
が
あ
っ
て
、
天
津
本
の
比
較
的
行
間
整
然
た
る
に
反
し
、
真
蹟
本
は
行
間
に
広
狭
の
差
多
く
、

一
行
の
中
心
も
ま
た
著
し
く
乱
れ
勝
ち
で
あ
る
。
こ
れ
を
種
々
の
点
よ
り
比
較
考
察
す
る
に
、
天
津
本
の
配
字
は
、
真
蹟
本

の
配
字
の
自
然
な
る
に
如
か
ぬ(

お
よ
ば
な
い)

の
で
あ
る
。
今
一
例
を
挙
げ
る
と
、
衣
の
「
懸
隔
者
也
」
の
四
字
に
於
い
て
、

真
蹟
本
は
天
津
本
に
比
し
て
「
也
」
字
が
著
し
く
左
方
に
偏
し
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
「
者
」
よ
り
「
也
」
字
へ
の
連

絡
は
、
真
蹟
本
に
し
て
始
め
て
自
然
で
あ
っ
て
、
天
津
本
は
全
く
連
絡
が
絶
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
天
津
本
は
こ
れ

を
刻
す
る
に
当
り
、
文
字
の
位
置
を
あ
る
程
度
ま
で
移
動
し
て
、
行
間
を
整
え
て
あ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の

た
め
に
、
天
津
本
に
あ
っ
て
は
、
節
筆
が
必
ず
し
も
一
直
線
上
に
符
合
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
真
蹟
本
に
見
る
誤
写
過
謬(

あ
や
ま
り)

の
箇
所
は
、
そ
の
判
然
た
る
も
の
に
限
っ
て
、
天
津
本
で
は
そ
の
不
用
の

画
に
拭
除
訂
正
を
加
え
て
あ
る
。
左
に
掲
げ
る
「
途
」
字
の
辵
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。 

 

 



真
蹟
本
と
元
祐
本
と
の
比
較 

元
祐
本
を
真
蹟
本
と
比
較
す
る
と
、
第
一
に
、
一
行
の
字
数
を
異
に
す
る
が
、
こ
れ
又
、
真
蹟
本
の
配
字
が
正
し
く
、
元

祐
本
は
、
二
三
字
を
次
行
か
ら
送
っ
て
、
一
行
の
字
数
を
増
し
て
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
今
そ
の
最
も
顯
著
な
る

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
に
掲
げ
る
真
蹟
本
に
於
い
て
「
華
」「
今
」「
宜
」「
淳
」
等
は
、
行
末
の
余
白
少
き
と
こ
ろ
に
書
か

れ
た
為
に
、
頗
る
小
さ
く
窮
屈
な
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
行
首
や
行
の
中
間
に
は
、
か
か
る
文
字
は
一
字
も
見
出
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
が
、
次
に
掲
げ
た
元
祐
本
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
何
れ
も
行
の
中
間
に
位
し
、
上
下
の
文
字
と
の
連
絡
が
、
甚

だ
不
自
然
で
、
こ
こ
が
原
書
で
は
行
末
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
し
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

独
り
こ
の
頁
の
み
で
な
く
、
元
祐
本
に
於
い
て
、
何
れ
の
行
で
も
上
下
蓮
絡
の
不
自
然
に
し
て
窮
屈
な
る
文
字
を
見
出
し

て
、
こ
れ
を
真
蹟
本
又
は
天
津
本
に
対
校(
異
本
ど
う
し
を
つ
き
合
わ
せ
て
、
本
文
の
異
同
を
確
か
め
た
り
誤
り
を
正
し
た

り)

し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
が
必
ら
ず
行
末
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。 

か
く
、
こ
と
さ
ら
に
行
の
字
数
を
変
更
し
て
あ
る
の
は
、
こ
の
帖
自
体
か
若
く
は
こ
の
帖
を
刻
し
た
際
の
底
本
が
嘗
て
集

帖
に
收
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
斯
様(

こ
の
よ
う)

に
文
字
の
位

置
を
移
動
し
て
あ
る
た
め
に
、
元
祐
本
に
於
い
て
も
ま
た
、
節
筆
が
一
直
線
上
に
符
合
し
な
い
の
で
あ
る
。 

尚
元
祐
本
に
は
次
に
掲
げ
る
如
く
、
実
に
種
々
の
訛
謬(

あ
や
ま
り)
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

  



(
イ)
真
蹟
本
第
二
十
七
頁
二
行
目
に
「
心
迷
義
舛
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
元
祐
本
に
は
「
心
迷
議
舛
」
と
義
字
に
言
扁

が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
何
れ
が
よ
い
か
。
こ
の
場
合
の
字
義
か
ら
い
っ
て
「
義
」
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
、
真
蹟

本
の
写
真
を
見
る
と
、
義
字
の
左
側
に
一
條
の
汚
染
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
た
か
も
元
祐
本
に
於
け
る
議
字
の
言
扁
の
位
置

と
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
恐
ら
く
汚
染
が
実
画
に
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尚
こ
の
汚
染
は
、
天
津
本
に

於
い
て
は
綺
麗
に
拭
除
さ
れ(

ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ)

て
「
義
」
字
に
な
っ
て
い
る
。 

 

(

ロ)

真
蹟
本
第
四
十
三
頁
一
行
の
「
不
知
也
」
の
「
也
」
字
は
、
行
の
中
途
に
あ
る
が
、
元
祐
本
に
於
い
て
は
、
こ
れ
が

行
の
末
端
に
あ
っ
て
、
終
筆
を
上
に
向
っ
て
ハ
ネ
上
げ
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
日
下
部
鳴
鶴
翁
が
「
書
勢
」
誌

上
で
、
元
祐
本
書
譜
の
解
読
を
し
た
中
に
、 

「
此
也
字
行
末
に
あ
る
が
為
に
末
筆
上
に
向
っ
て
挑
ね
上
ぐ
。
筆
勢
次
行
の
夫
字
に
及
ぶ
。
妙
甚
し
。
天
津
本
也
の
字
。

行
の
中
間
に
あ
っ
て
末
筆
下
に
向
っ
て
引
き
下
す
。
故
に
こ
の
活
動
の
妙
な
し
。」 

と
い
っ
て
元
祐
本
を
推
賞
し
て
お
ら
れ
る
が
、
元
祐
本
は
前
述
の
如
く
行
を
改
め
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
末
に
位
す
る
文

字
は
、
こ
こ
で
は
五
字
目
の
「
而
」
字
と
、
次
行
三
字
目
の
「
屈
」
字
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
元
祐
本
の
影
印
を
見
て
も
想

像
し
得
ら
れ
よ
う(

想
像
で
き
る
だ
ろ
う)

。 

即
ち
「
也
」
字
は
、
行
末
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
上
に
向
っ
て
ハ
ネ
上
げ
た
そ
の
筆
勢
が
、
次
行
に
及
ん
で

い
る
と
い
う
の
は
全
く
虚
妄(

根
拠
も
理
由
も
な
い
の)

で
あ
る
。 

然
ら
ば
ハ
ネ
上
げ
て
あ
る
の
は
何
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
天
津
本
で
は
、
引
き
下
し
た
ま
ま
で
ハ
ネ
上
げ
て
は
な
い
。
真

蹟
本
は
、
天
津
本
と
同
じ
く
引
き
下
し
て
あ
り
な
が
ら
、
更
に
ハ
ネ
上
げ
た
ら
し
い
筆
を
も
見
せ
て
い
る
が
、
そ
の
の
筆
路

が
不
自
然
で
、
上
よ
り
引
き
下
し
た
一
画
と
、
そ
の
下
部
に
於
い
て
微
に
喰
違
い
を
さ
え
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

こ
の
行
に
も
ま
た
、
一
つ
の
折
目
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
、
而
か
も
そ
の
線
は
、
こ
の
ハ
ネ
を
上
下
に
延
長
し
た
る
線

と
、
恰
も
相
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
は
、
過
庭
が
故
意
に
ハ
ネ
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
恐
ら
く
料
紙
の
突
起

面
即
ち
折
目
に
過
っ
て
墨
が
つ
い
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
天
津
本
の
如
き
は
、
そ
の
汚
れ
な
る
こ
と
を
知
っ
て
拭

除
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
元
祐
本
は
転
々
飜
刻
す
る
内
に
、
筆
画
に
転
訛(

変
化)

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 



(
ハ)
第
二
十
六
頁
第
一
行
の
「
讃
」
字
は
、
真
蹟
本
に
よ
れ
ば
、
最
初
次
女
頁
上
図
の(

一)

の
如
く
書
き
、
そ
れ
で
は
筆

画
が
不
足
な
と
こ
ろ
か
ら
、
更
に(

二)

の
如
き
画
を
あ
と
か
ら
補
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
天
津
本
は(

三)

の
如

く
、
そ
の
ま
ま
に
刻
し
て
あ
る
が
、
元
祐
本
で
は(

四)

の
如
く
奇
怪
な
形
に
変
じ
て
い
る
。 

(

ニ)

第
二
十
九
頁
第
一
行
の
「
少
」
字
は
、
真
蹟
本
に
よ
る
と
そ
の
下
に
「
手
」
の
草
体
ら
し
き
も
の
が
書
い
て
あ
り
、

そ
の
上
に
太
く
「
少
」
字
を
書
い
て
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
津
本
で
は
、
こ
れ
も
綺
麗
に
省
削(

要
ら
な
い
も
の
と

し
て
排
除)

さ
れ
て
あ
り
、
元
祐
本
で
は
次
頁
の
上
図
の
如
く
、
奇
怪
な
形
に
転
訛(

写
し
間
違
い)

し
て
い
る
。 

(

ホ)

第
二
十
二
頁
第
五
行
の
「
流
」
字
も
、
ま
た
訂
正
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
下
に
画
か
れ
た

文
字
と
、
上
の
流
字
と
の
墨
色
が
同
じ
で
、
省
削
を
加
え
難
か
っ
た
為
め
で
あ
ろ
う
か
、
天
津
本
も
こ
れ
だ
け
は
そ
の
ま
ま

に
刻
し
て
あ
る
。
元
祐
本
で
は
、
下
の
文
字
の
筆
画
ま
で
が
流
字
の
筆
画
に
転
訛
し
て
い
る
の
で
、
実
に
奇
怪
千
萬(

非
常

に
奇
怪)

な
「
流
」
字
の
草
体
が
生
れ
て
い
る
。 

尚
、
以
上
の
外
に
も
、
多
く
の
訛
謬
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
今
は
、
こ
の
位
に
と
ど
め
て
置
く
。 

 

真
蹟
本
は
双
鉤
填
墨
に
あ
ら
ず 

真
蹟
本
は
、
滲
透
性(
墨
が
、
染
み
と
お
る
こ
と)

の
少
い
紙
に
書
か
れ
て

あ
る
の
で
、
か
す
れ
は
あ
っ
て
も
、
滲
ん
だ
と
こ
ろ
は
少
し
も
な
く
、
従
っ

て
、
墨
汁
の
潤
澤
な(

し
っ
と
り
と
し
て
艶
の
あ
る)

と
こ
ろ
や
、
筆
の
止
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
墨
汁
の
た
ま
り
さ
え
顯
わ
れ
て
い
る
、
こ
れ
を
写
真
に

よ
っ
て
仔
細
に
検
し(

詳
し
く
調
べ)
て
行
く
と
、
一
部
の
人
が
疑
っ
て
い
る

如
き(

よ
う
な)

、
双
鉤
填
墨
で
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
、
同
時
に
余(

芳
翠

先
生
自
身)

の
所
説(

主
張
の
内
容)

を
も
裏
書
す
る
と
こ
ろ
の
有
力
な
材
料

と
な
る
の
で
あ
る
。
今
、
そ
の
一
二
を
挙
げ
て
見
よ
う
。 

 (

参
考 

双
鉤
填
墨 

そ
う
こ
う
て
ん
ぼ
く) 

原
本
の
上
に
紙
を
の
せ
、
透
写(

す
き
う
つ)

し
に
よ
っ
て
筆
跡
を
写
す 

 
 

 

模
写
方
法
で
、
中
国
・
唐
代
（7

～1
0

世
紀
）
に
発
達
し
た
。
文
字
の
大 

き
さ
、
形
、
運
筆
の
速
度
、
緩
急
、
筆
圧
、
そ
し
て
墨
色
な
ど
を
原
本
ど 

お
り
に
丹
念
に
書
き
写
す
た
め
、
肉
筆
と
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
精
妙 

な
も
の
も
あ
る
。「
双
鉤
」
は
文
字
の
輪
郭
を
細
い
墨
の
線
で
写
し
取
る 

こ
と
で
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
を
籠
字
と
い
う
。「
填
墨
」
は
籠
字
の
中
を 

墨
で
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
。
わ
が
国
伝
存
の
遺
品
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
に 

将
来
さ
れ
た
中
国
・
東
晋
の
王
羲
之
の
筆
跡
の
模
写
『
喪
乱
帖
』、『
孔
侍 

中
帖
』
が
よ
く
知
ら
れ
る
。(

『
日
本
大
百
科
全
書
』
よ
り) 

 

(

一)

真
蹟
本
の
第
三
十
二
頁
第
四
行
に
「
分
駈
」
の
二
字
が
あ
る
。
こ
の
「
駈
」
は
、
何
本
を
見
て
も
字
画
が
明
瞭
を
缺
い

て
い
る
の
で
、
駈
、
驅
両
様
に
見
ら
れ
、
釈
文
は
多
く
驅
に
な
っ
て
い
る
。
驅
と
駈
は
同
字
で
は
あ
る
が
、
両
様
の
字
形
が

あ
る
以
上
、
釈
文
と
し
て
は
そ
の
字
形
に
従
う
の
が
当
然
で
あ
ら
う
。
字
画
の
明
瞭
を
缺
く
の
は
、
他
の
字
を
書
い
た
上

 



へ
、
更
に
別
字
を
書
い
て
訂
正
し
た
為
め
で
あ
る
こ
と
は
、
真
蹟
本
を
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
字
が
何
と

い
う
字
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
写
真
に
よ
っ
て
こ
れ
を
見
る
と
、
下
に
馬
扁
の
な
い
「
區
」
が
書
い
て
あ
り
、
そ
の
上

へ
肉
太
に
「
駈
」
を
書
い
て
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
墨
色
の
濃
淡
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
わ
か
る
。 

(

二)

第
十
四
頁
の
「
章
」
字
は
、
そ
の
上
の
「
篇
」
字
の
頭
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
、
そ
れ
を
「
章
」
字
に
訂
正
し

て
あ
る
。 

(

三)

第
二
十
六
頁
第
四
行
の
「
亭
」
字
の
所
に
は
「
ま
だ
れ
」
が
書
い
て
あ
る
。
即
ち
そ
の
太
い
横
画
の
中
に
、
も
う
一
つ

の
細
く
短
い
横
画
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
左
下
へ
斜
画
が
出
て
い
る
。
一
体
こ
の
「
亭
」
字
は
大
抵
の
草
書
字
典
に
過
庭
の
書

と
し
て
殊
更(

こ
と
さ
ら)

に
探
録(
探
し
書
き
し
る)

し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
誤
謬
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
こ

う
し
た
「
亭
」
字
は
、
他
に
例
が
な
い
し
、
過
庭
と
し
て
も
、
こ
こ
に
一
字
あ
る
だ
け
で
、
而
か
も
他
字
を
訂
正
し
た
文
字

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
蘭
亭
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
、
誤
っ
て
蘭
序
と
書
き
か
け
て
、
そ
れ
を
亭
字
に
訂

正
し
た
の
で
あ
っ
て
、
後
に
刻
者
が
、
斜
画
の
み
を
拭
除
し
、
あ
と
を
そ
の
ま
ま
に
置
い
た
為
に
、
こ
う
し
た
奇
形
字
が
生

れ
出
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。 

 

(

四)

二
十
六
頁
第
五
行
の
神
超
の
「
超
」
字
の
つ
く
り
な
ど
も
、
そ
の
の
上
部
は
と
も
か
く
筆
の
誤
り
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
け
れ
ど
も
、
下
部
は
元
祐
本
な
ど
で
は
、
日
の
形
と
し
か
見
え
な
い
の
で
奇
怪
に
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
最

初
は
、
第
七
行
の
下
方
に
あ
る
貽
字
の
つ
く
り
と
同
じ
形
が
書
か
れ
て
あ
り
、
そ
の
末
筆
が
、
あ
と
か
ら
加
え
た
二
点
の
間

に
挾
ま
っ
た
為
に
、
日
の
形
に
見
え
る
の
で
あ
る
。 

(

五)

同
頁
第
三
行
の
下
方
の
「
従
」(

縦)

字
の
扁
も
、
元
祐
本
で
見
る
と
、
単
に
か
す
れ
た
筆
に
な
っ
て
い
る
が
、
写
真
に

よ
れ
ば
、
下
に
別
な
画
が
あ
り
、
そ
れ
を
肉
太
に
塗
つ
た
も
の
で
、
果
し
て
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
、
こ
れ
は
全
体
の
墨
色

が
濃
い
た
め
に
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
単
な
る
か
す
れ
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

(

六)

第
三
十
四
頁
末
行
の
「
幹
」
字
も
ま
た
、
最
初
は
傍
の
下
部
を
、
干
に
作
ろ
う
と
し
て
二
横
画
が
書
い
て
あ
り
、
そ
の

上
に
「
ホ
」
を
書
い
て
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。 

(

七)

第
二
十
一
頁
第
七
行
の
「
遺
」
字
は
横
画
が
二
つ
あ
る
が
、
初
め
上
の
覆
勢
の
横
画
を
作
っ
た
の
を
、
下
の
仰
勢
の
横

画
に
訂
正
し
た
も
の
ら
し
く
、
上
の
横
画
は
省
削
し
て
然
る
べ
き
も
の
と
思
う
。 

尚
、
こ
う
し
た
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
が
、
真
蹟
本
が
双
鉤
填
墨
で
な
い
こ
と
は
、
以
上
で
十
分
立
証
出
来
る
と
思
う
か

ら
、
繁
を
避
け
て
こ
の
辺
に
止
め
て
置
く
。 

 真
蹟
本
は
天
津
本
の
原
本 

刻
本
の
天
津
本
の
方
が
、
真
蹟
本
よ
り
も
却
っ
て
精
巧
で
あ
る
か
ら
、
真
蹟
本
を
以
て
天
津
本
の
原
本
と
は
信
ぜ
ら
れ
な

い
と
い
う
説
を
な
す
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
コ
ロ
タ
イ
プ
版
に
な
っ
て
渡
来
し
た
真
蹟
本
を
一
見
し
て
の
説
で
あ
っ
て
、

写
真
を
見
れ
ば
、
か
よ
う
な
説
は
一
掃
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
コ
ロ
タ
イ
プ
版
は
、
実
物
よ
り
も
幾
分
肉
太
に
な
っ
た
り
、
あ

る
い
は
反
対
に
肉
細
に
な
っ
た
り
し
て
、
一
通
り
の
技
術
で
は
、
実
物
通
り
に
は
行
か
ぬ
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
が
た
め
に
、

例
え
ば
真
蹟
の
文
字
中
に
折
々
見
え
る
針
の
尖
ほ
ど
の
ア
キ
が
、
コ
ロ
タ
イ
プ
版
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
り
、
又
筆
先
の
ま

と
ま
り
の
悪
か
っ
た
為
に
、
点
画
の
側
ら
に
表
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
毛
す
じ
程
の
細
い
線
が
な
く
な
っ
て
い
た
り
す
る



こ
と
は
、
往
々
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
刻
本
の
方
が
多
少
精
巧
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
断
定
な
ど

下
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
刻
者
の
意
が
加
わ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
、
こ
の
筆

意
を
は
っ
き
り
と
表
わ
た
い
と
考
え
た
と
き
、
連
続
し
て
い
る
筆
を
わ
ざ
わ
ざ
切
っ
て
、
彼
の
菘
翁
旧
蔵
の
館
本
十
七
帖
の

よ
う
な
こ
と
に
し
な
い
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

折
目
説
を
肯
定
し
、
か
つ
真
蹟
本
が
双
鉤
填
墨
で
な
い
こ
と
を
知
れ
ば
、
最
早
真
蹟
本
が
天
津
本
の
原
本
に
相
違
な
い
こ

と
は
自
ず
と
解
る
と
思
う
が
、
今
一
つ
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。 

そ
れ
は
第
三
十
頁
末
行
の
「
通
」
字
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
蹟
本
で
は
辵
が
著
し
く
偏
し
て
結
体
が
不
自
然
で
あ
り
、
お
ま

け
に
何
か
余
分
な
筆
画
が
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
元
祐
本
で
は
普
通
の
結
体
に
な
っ
て
お
り
、
天
津

本
で
は
余
分
な
筆
画
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
省
削
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
辵
の
位
置
は
真
蹟
本
と
変
り
が
な
い
。
何
れ
が

よ
い
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
写
真
を
見
れ
ば
直
ち
に
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
通
」
の
上
半
の
所
が
破
れ
て
、
そ
れ
が

左
方
に
寄
っ
た
ま
ま
で
裏
打
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
余
分
な
筆
画
と
思
は
れ
た
所
は
、
取
り
残
さ
れ
た
甬
の
下
半
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
試
み
に
上
半
を
切
り
取
っ
て
右
に
よ
せ
て
見
る
と
、
結
体
の
完
全
な
通
字
が
出
来
上
る
で
あ
ろ
う
。
し
て
見
る

と
、
天
津
本
を
印
行
し
た
当
時
か
ら
破
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
天
津
本
中
の
畸
形
文
字(

奇
形
文
字)

の
出
所
で
あ

る
。
こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
、
真
蹟
本
が
天
津
本
の
底
本
た
る
こ
と
は
、
疑
を
容
れ
な
い
。 

 

真
蹟
本
は
す
べ
て
の
書
譜
の
原
本 

天
津
本
と
元
祐
本
と
に
限
ら
ず
、
太
清
樓
本
で
も
停
雲
館
本
で
も
、
或
は
顧
氏
本
で
も
、
す
べ
て
節
筆
の
見
ら
れ
ぬ
書
譜

は
な
い
。
節
筆
は
実
に
書
譜
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
た
る
節
筆
が
、
料
紙
の
折
目
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
全
く
同
じ
文
字
の
、
同
じ
位
置
に
節
筆
を
有
す
る
書
譜
が
、
二
本
出
来
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
本
あ
り
と
す

れ
ば
、
そ
の
一
本
は
双
鉤
填
墨
の
写
本
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
故
に
双
鉤
填
墨
で
な
い
こ
と
の
明
ら
か
な
こ
の
書
譜
真
蹟
こ

そ
、
現
存
す
る
何
れ
も
の
書
譜
の
、
正
真
正
銘
ま
が
い
な
し
の
原
本
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。 

一
つ
の
原
本
か
ら
、
斯
く(

こ
の
よ
う
に)

多
数
の
異
本
を
生
じ
、
而
か
も
甚
だ
し
い
訛
謬
を
さ
え
伝
え
て
お
る
の
を
知
る

時
、
古
法
帖
の
或
る
種
に
対
す
る
観
方
、
考
え
方
に
一
大
革
命
を
来
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
に
つ
い

て
は
他
日
発
表
の
時
機
が
あ
ら
う
。 

 書
譜
は
果
し
て
過
庭
の
筆
か 

吾
々
が
古
い
搨
本
類
を
見
て
感
受
す
る
と
こ
ろ
の
味
い
と
、
肉
筆
を
見
て
感
受
す
る
味
い
と
は
、
か
な
り
径
庭(

へ
だ
た

り)

が
あ
る
。
搨
本
類
で
は
、
用
筆
の
妙
味
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
大
に
減
じ
て
、
言
わ
ば
骨
董
的
な
味
い
が
多
分
に
加
わ

っ
て
来
る
。
古
け
れ
ば
古
い
だ
け
、
猶
更
そ
れ
が
加
わ
っ
て
来
る
か
ら
、
古
拓
の
法
帖
に
惚
れ
ぼ
れ
魂
を
打
ち
込
ん
だ
目
に

そ
の
肉
筆
を
見
せ
た
ら
、
却
っ
て
大
に
失
望
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
反
対
に
、
肉
筆
に
よ
っ
て
そ
の
の
韻
致

(

風
雅
な
趣)

や
、
用
筆
の
妙
味
に
打
た
れ
た
目
に
、
そ
の
刻
帖
を
見
た
ら
、
そ
れ
が
如
何
に
精
刻
で
あ
ろ
う
と
も
、
古
拓
で

あ
ろ
う
と
も
、
必
ら
ず
失
望
を
禁
ず
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
学
書
者
は
常
に
冷
静
な
批
判
の
眼
を
以
て
、
鑑
賞
上
の

錯
誤
か
ら
逃
れ
出
す
こ
と
を
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
書
譜
の
研
究
に
よ
っ
て
痛
切
に
そ
れ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。 

さ
て
以
上
の
研
究
に
よ
っ
て
、
書
譜
真
蹟
本
が
、
た
し
か
に
書
譜
の
原
本
で
あ
っ
て
、
書
譜
の
真
面
目
は
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
始
め
て
窺
い
得
ら
れ
る
べ
く
、
而
し
て
書
譜
に
あ
ら
わ
れ
た
節
筆
は
、
筆
者
が
故
意
に
な
し
た
運
筆
で
は
な
い
か
ら
、



こ
れ
を
好
ん
で
学
ぶ
の
は
、
書
譜
の
真
を
学
ぶ
所
以
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。 

重
ね
て
云
う
が
、
自
分
は
こ
の
書
譜
真
蹟
本
は
、
独
り
天
津
本
の
原
本
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
元
祐
本
の
原
本
も
ま
た
こ

れ
で
あ
る
と
信
ず
る
。
故
に
書
譜
が
果
し
て
過
庭
の
書
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
真
蹟
本
が
疑
い
も
な
く
過
庭
の
真
蹟
で

あ
ろ
う
と
思
う
が
、
書
譜
を
過
庭
の
筆
と
す
る
こ
と
の
、
た
し
か
な
証
憑(

事
実
を
証
明
す
る
根
拠
と
な
る
も
の)

は
な
い
。 

も
っ
と
も
書
譜
は
過
庭
の
撰
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
か
つ
過
庭
の
筆
と
し
て
、
古
来
誰
も
疑
わ
ぬ
と
こ
ろ
の
も

の
で
、
そ
れ
を
証
憑
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
疑
っ
た
日
に
は
際
限
の
な
い
話
で
、
過
庭
の
筆
で
な
い
と
い
う
反
証
の
挙
が

ら
ぬ
以
上
、
過
庭
の
筆
と
し
て
置
く
よ
り
外
あ
る
ま
い
と
思
う
が
、
只
こ
に
一
つ
の
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
は
、
書
譜
中
に

屢
々(

し
ば
し
ば)

見
る
と
こ
ろ
の
塗
抹(
塗
り
消
し)

改
竄 

(

か
い
ざ
ん)

の
あ
と
で
あ
る
。
今
そ
れ
を
述
べ
て
本
稿
を
結
び
、

諸
先
輩
の
御
高
教
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。 

書
譜
は
草
稿
で
あ
る
と
い
う
。
け
れ
ど
も
普
通
に
い
う
と
こ
ろ
の
草
稿
と
は
、
著
し
く
そ
の
趣
を
異
に
す
る
の
で
あ
っ

て
、
寧
ろ
写
本
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
塗
抹
改
竄
の
あ
と
を
仔
細
に
調
べ
て
見
る
と
、
顏
真

卿
の
祭
姪
稿
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
文
を
推
敲
し
改
竄
し
た
跡
は
殆
ど
な
く
、
筆
写
の
際
、
重
復
、
若
く
は
脱
落
し
た
文
字

を
、
抹
消
又
は
補
足
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
塗
抹
さ
れ
た
文
句
は
、
殆
ど
皆
、
本
文
中
の
何
所
か
に
あ
る
の
で
あ

る
。
試
み
に
そ
の
中
か
ら
重
な
る
も
の
を
摘
出
し
て
見
よ
う
。 

(

一)

第
一
頁
中
傍
点
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
て
あ
る
『
信
爲
絶
倫
其
餘
不
足
觀
』
の
九
字
は
、
す
ぐ
に
そ
の
前
に
同
文
句
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
鍾
張
云
沒
而
と
す
べ
き
を
、
そ
の
前
に
あ
る
鍾
張
信
爲
絶
倫
云
々
の
鍾
張
な
る
文
字
に
、
目
う
つ
り
が
し

て
、
同
じ
こ
と
を
も
う
一
度
書
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

(

二)

第
十
一
頁
中
に
抹
消
せ
ら
れ
た
『
然
消
息
多
方
性
情
不
一
乍
剛
柔
以
合
體
或
勞
』
の
十
七
字
は
、
第
三
十
二
頁
に
同
文

句
が
あ
っ
て
、
只
僅
か
に
『
或
』
字
が
『
忽
』
字
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。 

(

三)

第
十
六
頁
第
一
行
に
は
『
流
而
』
の
二
字
を
つ
づ
け
て
二
度
書
い
て
そ
の
一
つ
を
抹
消
し
て
あ
る
。 

(

四)

同
頁
『
嗟
乎
盖
有
學
而
』
の
六
字
は
、
第
三
十
一
頁
の
末
行
に
あ
る
。『
嗟
乎
其
門
に
入
ら
ず
し
て
詎
ん
ぞ
其
奥
を
窺

う
者
あ
ら
ん
や
』
と
書
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
を
、
や
は
り
『
嗟
乎
』
の
書
き
出
し
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
三
十
一
頁
の
『
嗟

乎
』
へ
飛
ん
で
、『
嗟
乎
、
盖
し
學
ん
で
能
わ
ざ
る
者
は
有
ら
ん
、
未
だ
學
ば
ず
し
て
能
う
者
は
有
ら
ざ
る
也
』
と
書
こ
う

と
し
た
も
の
ら
し
い
。
自
選
の
文
を
自
ら
書
い
て
、
か
か
る
意
味
の
違
っ
た
事
を
書
き
出
す
の
は
余
程
お
か
し
い
。 

(

五)

第
二
十
頁
中
抹
消
せ
る
『
其
有
顯
聞
當
代
遺
迹
見
存
無
俟
抑
揚
自
標
先
後
』
の
十
八
字
は
、
次
の
第
二
十
一
頁
に
あ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
念
の
入
っ
た
こ
と
に
は
、
第
二
十
三
頁
の
終
り
に
も
、『
其
有
顯
聞
當
』
の
五
字
を
書
い
て

抹
消
し
て
あ
る
。 

(

六)

第
二
十
一
頁
の
終
り
に
抹
消
せ
る
『
心
之
所
達
不
』
の
五
字
は
、
真
蹟
本
で
は
亡
失
せ
る
と
こ
ろ
の
漢
末
伯
英
以
下
の

百
六
十
六
字
中
に
、
こ
れ
も
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。 

(

七)

元
祐
本
に
よ
る
と
、
真
蹟
の
亡
失
せ
る
百
六
十
余
字
中
に
は
、
書
き
漏
ら
し
て
、
小
字
で
書
き
加
え
て
あ
る
箇
所
が
あ

る
。
そ
れ
は
『
謂
縱
横
牽
掣
之
類
是
也
轉
』
の
十
字
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
所
は
、
執
、
使
、
轉
、
用
、
と
い
う
こ
と
を
、

一
々
説
明
し
て
『
執
謂…

…

』『
使
謂…

…

』『
轉
謂…

…

』『
用
謂…

…

』
と
並
べ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
、
即
ち
『
使
と
は

縱
横
牽
掣
と
い
う
類
是
れ
也
轉
と
は
鉤
鐶
盤
紆
と
い
う
の
類
是
れ
也
』
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
使
謂
の
『
謂
』
か
ら
、
轉
謂

の
『
謂
』
へ
目
う
つ
り
が
し
て
『
使
謂
鉤
鐶
盤
紆
之
類
是
也
』
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
文
章
の
意
味
を

考
え
ず
に
、
筆
写
す
る
と
、
い
か
に
も
書
き
も
ら
し
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

(

八)

第
二
十
九
頁
に
も
ま
た
『
不
如
老
學
』
の
四
字
を
重
複
し
、
そ
の
一
つ
を
抹
消
し
て
あ
る
。 

(

九)

第
三
十
四
頁
に
も
『
專
溺
於
遲
』
の
四
字
を
重
複
し
て
、
そ
の
一
つ
を
抹
消
し
て
あ
る
。 

右
の
如
き
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
帖
は
普
逋
の
草
稿
で
は
な
く
て
、
一
度(

恐
ら
く
垂
拱
元
年
に)

書
い
て
あ
っ
た
も
の



を
、
更
に
筆
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
ぬ
と
こ
ろ
と
思
う
が
、
そ
の
筆
者
が
、
こ
の
文
の
選
者
た
る
過
庭
自
身
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
居
眠
り
で
も
し
な
が
ら
書
い
た
と
で
も
、
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
ぬ
。
ま

た
、
他
人
が
、
文
意
に
深
く
頓
着
せ
ず
に
筆
写
し
た
と
す
れ
ば
、
大
方
首
肯
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
中
に
は
非
常
に
か
け
離

れ
た
箇
所
に
あ
る
文
句
を
、
誤
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
来
る
な
ど
は
、
少
く
と
も
所
々
こ
の
文
を
暗
誦
し
て
い
た
、
と
で
も
考

え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
説
明
が
つ
き
兼
ね
る
の
で
あ
る
。 

と
も
か
く
私
は
、
如
上(
前
に
述
べ
た
と
お
り)

の
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
譜
を
孫
過
庭
の
筆
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

一
点
の
疑
い
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

然
し
な
が
ら
、
書
譜
が
何
人
の
筆
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
筆
蹟
は
実
に
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
か
ら
節
筆
を
除

き
去
っ
て
も
、
そ
の
値
値
は
少
し
も
従
来
に
減
ぜ
ぬ
も
の
で
、
か
の
賀
知
章
の
真
蹟
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
御
物

孝
經
や
、
懐
素
千
金
帖
等
と
共
に
、
尊
ぶ
べ
き
、
草
書
墨
宝
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。(

完) 


