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老
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は
じ
め
に

　
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
（
以
下
、
北
大
秦
簡
と
略
称
）
は
、
香
港
の
馮
燊
均
国
学
基
金
会
が
海
外
よ
り
買
い
戻
し
た
簡
牘
群
で
あ
り
、
二

〇
〇
九
年
に
北
京
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
。
当
該
簡
牘
群
は
竹
簡
七
六
一
枚
、
木
簡
二
一
枚
、
木
牘
六
枚
、
竹
牘
四
枚
、
木
觚
一
枚
を
含
み
、

簡
牘
に
残
さ
れ
た
編
縄
の
中
か
ら
寄
生
虫
の
卵
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。
簡
牘
上

の
文
字
は
ご
く
一
部
が
篆
書
に
近
い
以
外
は
ほ
ぼ
秦
隷
で
、
竹
簡
の
中
に
は
秦
始
皇
三
一
年
と
三
三
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
が
含
ま
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
大
部
分
の
簡
牘
は
秦
統
一
後
に
抄
写
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
一
部
に
つ
い
て
は
統
一
後
に
置
き
換
え
ら
れ
た
語
句
が
存
在

す
る
た
め
、
統
一
前
夜
に
抄
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
簡
牘
の
出
土
地
や
墓
主
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
交
通
ル
ー
ト
や
距
離
に
つ

い
て
記
し
た
『
道
里
書
』
に
言
及
さ
れ
る
地
名
は
南
郡
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
簡
牘
の
持
ち
主
は
秦
の
南
郡
の
地
方
官
吏
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
と
さ
れ
る）

（
（

。
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北
大
秦
簡
は
、
二
〇
一
二
年
に
そ
の
概
要
が
公
開
さ
れ
て
以
降）

2
（

、
整
理
者
な
ど
に
よ
っ
て
一
部
の
簡
牘
の
図
版
や
釈
文
が
断
続
的
に
公

開
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
二
〇
二
三
年
に
『
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
』（
以
下
、
本
稿
で
は
図
版
本
と

呼
ぶ
）
が
出
版
さ
れ）

3
（

、
全
て
の
簡
牘
の
図
版
と
釈
文
が
公
開
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
基
礎
的
な
研
究
を
進
め
る
た
め
の
前
提
条
件
が
整

っ
た
と
言
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
北
大
秦
簡
の
中
で
も
『
教
女
』
と
呼
ば
れ
る
篇
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
考
察
を
行
い
た
い
。『
教
女
』
は
竹
簡
一
五
枚
か

ら
成
る
。
も
と
も
と
篇
題
は
な
く
、
整
理
者
が
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
『
教
女
』
と
命
名
し
た
。
当
該
篇
は
『
従
政
之
経
』
と
同
一
の
冊

書
に
記
さ
れ
て
お
り）

4
（

、
前
半
部
分
が
『
従
政
之
経
』（
第
一
～
四
六
号
簡
）、
後
半
部
分
が
『
教
女
』（
第
四
七
～
六
一
号
簡
）
と
な
っ
て

い
て
、
両
者
は
同
一
人
物
に
よ
っ
て
抄
写
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　『
教
女
』
は
そ
の
内
容
か
ら
さ
ら
に
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
部
分
は
「
善
女
子
之
方
」
で
、
善
良
な
女
子
の
遵

守
す
べ
き
規
範
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
二
部
分
は
「
不
善
女
子
之
方
」
で
、
善
良
で
な
い
女
子
の
悪
し
き
振
る
舞
い
が
反
面
教
師
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る）

5
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、『
教
女
』
は
全
篇
に
お
い
て
正
面
・
反
面
か
ら
当
時
の
理
想
と
さ
れ
る
女
性
像
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究

で
は
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
一
致
し
て
『
教
女
』
を
「
中
国
古
代
の
女
教
書
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
筆
者
も
基
本
的
に
こ
の
見
解
に
同
意

す
る
が
、
細
か
く
見
て
い
く
と
、『
教
女
』
に
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
問
題
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、

当
該
篇
が
著
述
さ
れ
た
目
的
や
そ
の
主
要
な
「
読
者
」
層
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
『
教
女
』
中
の
い
く
つ
か
の
字
句
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
で

は
本
篇
が
著
作
さ
れ
た
目
的
と
そ
の
背
景
、
お
よ
び
本
篇
が
想
定
し
て
い
る
主
要
な
「
読
者
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
一
章
　『
教
女
』
に
見
え
る
字
句
の
考
釈

第
一
節
　
第
五
三
号
簡
「
監
所
不
遠
、
夫
在
街
廷
」
に
つ
い
て

　『
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
』
の
出
版
に
先
立
ち
、『
教
女
』
に
つ
い
て
最
初
に
釈
文
を
紹
介
し
た
朱
鳳
瀚
氏
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
監

視
す
る
場
所
は
決
し
て
遠
く
は
な
く
、
日
常
生
活
の
街
中
と
庭
に
あ
る
」
と
訳
し
、
女
子
の
振
る
舞
い
の
善
し
悪
し
を
郷
里
の
街
中
や
近

隣
の
人
々
の
輿
論
に
よ
っ
て
監
督
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
だ
と
指
摘
す
る
が
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る）

6
（

。
そ
の

後
、
朱
鳳
瀚
氏
は
図
版
本
に
お
い
て
『
教
女
』
の
整
理
者
を
担
当
し
て
い
る
が
、
当
該
箇
所
に
は
特
に
注
釈
を
付
け
て
い
な
い）

7
（

。
胡
寧
氏

は
「
監
」
の
主
語
が
天
帝
で
あ
る
と
し
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、
街
中
や
庭
に
お
い
て
人
々
の
日
常
の
言
動
が
教
戒
に
合
致
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
天
帝
が
監
察
し
て
い
る
と
理
解
す
る）

8
（

。

　
両
氏
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
一
理
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
秦
に
お
い
て
は
商
鞅
の
変
法
以
来
、
人
々
の
行
動
を
相
互
に
監
視
さ
せ
る
よ

う
な
政
策
を
次
々
と
実
施
し
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
什
伍
の
制
で
は
、
人
々
を
「
什
」
や
「
伍
」
と
い
っ
た
組
織
に
編
成
し
て
連
帯
責

任
を
負
わ
せ
、
そ
の
間
で
罪
を
犯
し
た
者
が
い
れ
ば
、
構
成
員
は
そ
の
者
を
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
犯
罪
行
為
に
気
づ
か
な
か
っ
た

り
告
発
し
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
構
成
員
も
全
て
罪
に
問
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
他
人
の
目
を
通
し
て
人
々
の
生
活
を
監
視
・
統

制
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
非
常
に
有
効
な
教
戒
の
方
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
当
該
箇
所
も
他
人
の
目
を
通
し
て
女
子
の
生

活
態
度
を
戒
め
る
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
監
所
」
を
直
接
「（
他
人
が
自
分
を
）
監
視
す
る
場
所
」
と
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
は
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。
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当
該
箇
所
と
類
似
の
文
構
造
を
持
つ
例
と
し
て
は
、『
詩
』
大
雅
・
蕩
篇
の
「
殷
鑑
不
遠
、
在
夏
后
之
世
」（
殷
鑑
遠
か
ら
ず
、
夏
后
の

世
に
在
り
）
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
当
該
箇
所
も
「
監
（
鑑
）
所
不
遠
、
夫
在
街
廷
」（
鑑
と
す
る
所
は
遠
か
ら
ず
、

夫
れ
街
廷
に
在
り
）
と
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、
当
該
箇
所
は
「
我
々
が
鑑
と
す
べ
き
も
の
は
遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

街
中
や
廷
に
あ
る
の
だ
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
該
箇
所
の
前
文
（
同
じ
く
第
五
三
号
簡
）
に
は
「
自
古
先

人
、
不
用
往
聖
」（
古
え
の
先
人
自
り
、
往
聖
を
用
い
ず
）
と
あ
り
、
古
く
か
ら
代
々
過
去
の
聖
人
の
事
績
を
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
が
、「
監
（
鑑
）
所
不
遠
、
夫
在
街
廷
」
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
も
、
こ
の
主
張
と
相
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
人
々
は
過
去
の
聖
人
の
一
挙
一
動
に
学
ぶ
必
要
は
な
い
─
─
な
ぜ
な
ら
彼
ら
の
生
き
た
社
会
の
状
況
は
現
在
と
異
な
る
の
だ
か

ら
─
─
そ
れ
よ
り
も
自
分
の
身
近
な
も
の
ご
と
に
学
び
、
そ
れ
を
鑑
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　「
廷
」
字
に
つ
い
て
は
、
朱
鳳
瀚
氏
・
胡
寧
氏
と
も
に
「
庭
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
庭
」
に
読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
「
鑑
所
」
が
庭
に
あ
る
と
い
う
の
は
や
や
意
味
が
通
り
づ
ら
い
。
思
う
に
こ
の
「
廷
」
は
字
の
ご
と
く
読
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
廷
」
は
「
県
廷
」
な
ど
の
よ
う
に
、
官
吏
が
日
常
の
業
務
を
執
行
す
る
官
署
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
「
街
廷
」
と
は
、
日
常
生

活
に
お
い
て
出
入
り
す
る
「
街
」
と
日
常
的
に
業
務
を
行
う
「
廷
」
を
合
わ
せ
た
言
い
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
場

所
は
ど
ち
ら
も
当
時
の
人
々
（
特
に
下
級
官
吏
）
が
日
常
的
に
接
触
す
る
空
間
で
あ
る
か
ら
、
人
々
が
こ
れ
ら
の
場
所
で
見
聞
き
す
る
も

の
ご
と
を
鑑
と
す
る
と
い
う
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
だ
ろ
う
。『
教
女
』
の
読
者
は
女
性
で
あ
る
は
ず
で
、
彼
女
た
ち
は
官
吏
と
な

れ
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
女
た
ち
が
「
廷
」
を
鑑
と
す
る
と
い
う
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
後

に
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
二
節
　
第
五
七
号
簡
「
居
處
欲
善
、
從
吏
（
事
）
毋
（
無
）
屠
（
緒
）」
に
つ
い
て

　
朱
鳳
瀚
氏
は
当
初
公
開
し
た
釈
文
で
は
「
居
處
次
善
、
從
事
毋
屠
（
著
）」
に
作
り
、「
日
常
の
居
処
で
は
善
行
を
欠
き
、
も
の
ご
と
を

行
う
際
は
常
に
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
訳
し
て
い
た
が）

9
（

、
後
に
図
版
本
で
は
上
記
の
よ
う
に
釈
文
が
改
め
ら
れ
た）

（1
（

。
胡
寧
氏
は
当
該
箇
所

に
お
い
て
「
居
處
」
と
「
從
事
」
の
二
種
類
の
状
態
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る）

（（
（

。

　
こ
こ
で
は
「
居
處
」
と
「
從
事
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
朱
鳳
瀚
氏
・
胡
寧
氏
は

と
も
に
「
從
事
」
を
「
も
の
ご
と
を
行
う
」
と
解
釈
す
る
が
、「
居
處
」
が
日
常
生
活
に
お
け
る
立
ち
居
振
る
舞
い
を
意
味
す
る
一
方
、

そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
從
事
」
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
仕
事
を
行
う
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
居
處
欲

善
、
從
吏
（
事
）
毋
（
無
）
屠
（
緒
）」（
居
處
は
善
な
る
を
欲
す
る
も
、
事
に
從
う
に
緒
無
し
）
と
は
、
善
良
で
な
い
女
子
は
日
常
生
活

に
お
い
て
安
穏
と
し
て
満
ち
足
り
た
暮
ら
し
を
望
ん
で
い
る
が
、
仕
事
を
行
う
と
き
は
道
理
に
か
な
わ
な
い
こ
と
ば
か
り
す
る
、
と
い
っ

た
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
中
国
古
代
に
お
い
て
女
性
が
従
事
し
て
い
た
仕
事
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
家
庭
内
部
で
行
わ
れ
る
様
々
な
「
家
事
」
が
想
像
さ
れ

る
。
筆
者
も
こ
こ
の
「
從
事
」
の
内
容
に
そ
う
し
た
家
で
行
う
仕
事
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、『
教
女
』
の
内
容
を
見

る
限
り
、
お
そ
ら
く
「
家
事
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
当
該
箇
所
の
す
ぐ
後
に
続
く
記
述
に
は
「
居
喜
規
（
窺
）
朢
、

出
喜
談
語
。
所
與
談
者
、
大
嫪
行
賈
。
買
其
畜
生
、
及
到
牛
馬
。」（
居
り
て
は
窺
朢
す
る
こ
と
を
喜
び
、
出
で
て
は
談
語
す
る
こ
と
を
喜

ぶ
。
與
に
談
ず
る
所
の
者
は
、
大
い
に
行
賈
を
嫪

こ
い
し
た

う
）
（1
（

。
其
の
畜
生
を
買
い
、
及
び
て
牛
馬
に
到
る
。）
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
居
」
と

「
出
」
が
対
比
さ
れ
、「
出
」
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
商
人
と
交
渉
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
か
つ
「
大
嫪
行
賈
」
や
「
買

其
畜
生
」
と
い
っ
た
行
為
は
、
普
通
の
買
い
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
種
の
交
易
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

。
よ
っ
て
、
当
該
箇

所
の
「
從
事
」
は
「
家
の
中
か
ら
出
て
い
っ
て
、
外
で
仕
事
を
行
う
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、
里
耶
秦
簡
八
─
四
六
一
の
い
わ
ゆ
る
「
更
名
木
方
」
に
は
「
吏
如
故
、
更
事
」
と
あ
る）

（1
（

。
秦
で
は
も
と
も
と
「
吏
」
字
で

「
事
」
を
表
し
て
い
た
が
、
統
一
以
後
は
「
吏
」・「
事
」
両
字
の
区
別
が
明
確
化
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
当
該
箇
所
の
「
從
吏
（
事
）」
と
い

う
用
字
は
、『
教
女
』
が
秦
の
統
一
以
前
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
三
節
　
第
五
八
号
簡
「

於
人
、
有
未
賞
（
償
）
者
、
小
器
靡
（
糜
）
亡
」
に
つ
い
て

　
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
朱
鳳
瀚
氏
は
当
初
、「
人
に
も
の
を
貸
し
与
え
て
、
ま
だ
返
還
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
け
ち
く
さ

く
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
訳
し
て
い
た
が）

（1
（

、
後
に
図
版
本
の
注
釈
で
は
や
や
意
見
を
改
め
、「
器
」
を
「
用
器
」、「
靡
（
糜
）」
を
「
財

物
を
な
く
し
た
り
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
し
た
り
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る）

（1
（

。

　「
貣
」
字
に
つ
い
て
は
、
統
一
以
前
は
「
貸
す
」・「
借
り
る
」
両
方
の
意
味
が
あ
り
、
統
一
以
後
初
め
て
「
貸
」
が
「
貸
す
」、「
貣
」

が
「
借
り
る
」
と
い
う
使
い
分
け
が
確
立
し
た）

（1
（

。
こ
こ
の
「
貣
」
は
文
脈
か
ら
す
れ
ば
「
借
り
る
」
の
意
味
に
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
小

器
靡
（
糜
）
亡
」
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
基
本
的
に
図
版
本
と
同
意
見
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
貣
於
人
、
有
未
賞
（
償
）
者
、
小
器
靡

（
糜
）
亡
」（
人
よ
り
貣
り
て
、
未
だ
償
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
小
器
も
糜
亡
す
）
は
、
善
良
で
な
い
女
子
が
他
所
か
ら
何
か
を
借
り
て
き
て

長
期
に
わ
た
り
返
還
せ
ず
、
も
し
く
は
貸
し
た
者
も
督
促
し
な
い
場
合
、
そ
れ
を
い
い
こ
と
に
使
い
潰
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。

　
ち
な
み
に
里
耶
秦
簡
「
更
名
木
方
」
に
は
「
賞
如
故
、
更
償
責
」
と
あ
り）

（1
（

、
統
一
以
前
は
「
賞
」
字
で
「
償
」
を
表
し
て
い
た
が
、
統

一
以
後
に
な
っ
て
「
賞
」
と
「
償
」
の
使
い
分
け
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
賞
」
字
で
「
償
」
を
表
す
用
字
習
慣
は
消
滅
し
た
。
よ
っ

て
、
こ
こ
の
「
有
未
賞
（
償
）
者
」
も
『
教
女
』
の
書
写
年
代
が
統
一
以
前
に
遡
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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第
二
章
　『
教
女
』
の
特
徴
と
成
書
の
背
景
に
つ
い
て

第
一
節
　『
教
女
』
が
言
及
す
る
女
性
の
特
徴

　
前
述
し
た
通
り
、『
教
女
』
は
女
性
の
遵
守
す
べ
き
規
範
を
述
べ
た
「
善
女
子
之
方
」
と
、
善
良
で
な
い
女
子
の
行
為
を
通
じ
て
女
性

の
避
け
る
べ
き
悪
し
き
行
動
を
示
す
「
不
善
女
子
之
方
」
の
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
二
つ
の
部
分
の
描
写
す
る
内
容
は
対
照
的

で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
当
時
の
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
た
め
に
記
さ
れ
た
と
い
う
点
は
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
よ
り
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。「
善
女
子
之
方
」
に
お
い
て
は
、
姑
に
孝
を
尽
く
す
、
夫
や
父
母
の
命
令
に
従
う
、
勤
勉
に
仕
事
を
行

う
、
も
の
ご
と
を
行
う
際
に
は
慎
重
な
態
度
を
取
る
、
男
性
に
付
き
従
い
、
自
分
か
ら
は
積
極
的
に
主
張
し
な
い
、
な
ど
の
女
性
の
行

為
・
心
が
け
が
列
挙
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
う
し
た
女
性
像
は
や
や
理
想
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
り
、
か
つ
抽
象
的
で
、
具
体
的
な
描

写
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、「
不
善
女
子
之
方
」
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
女
性
の
悪
行
は
非
常
に
具
体
的
か
つ
活
き
活
き
と

し
て
お
り
、
当
時
の
現
実
社
会
を
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
女
性
の
悪
行
の
中
に
は
女
性
と
巫
と
の
密
接
な
関
係
や
、

「
妒
」・「
悍
」・「
多
舌
」・「
不
寧
」
と
い
っ
た
語
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
内
容
は
「
日
書
」
の
中
で
も
女
性
の
描
写
と
し
て
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら）

1（
（

、
当
時
の
社
会
の
中
で
は
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
女
性
が
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、「
不
善
女
子
之
方
」
で
示
さ
れ
る
女
性
の
姿
は
、
当
時
の
女
性
が
比
較
的
活
躍
し
て
お
り
、
家
財
の
管
理
に
一
定
の
権
利
を
持

ち
、
外
部
と
の
交
流
も
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る）

11
（

。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
活
動
的
な
女
性
像
は
『
教
女
』
の
中
で
全
面
的
に
批
判
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か）

11
（

。
筆
者
の

見
た
と
こ
ろ
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
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ま
ず
、「
善
女
子
之
方
」
に
は
「
朮
從
臣
妾）

11
（

」（
臣
妾
を
朮
從
す
）・「
居
處
安
樂
、
臣
妾
莫
亡）

11
（

」（
居
處
安
樂
な
れ
ば
、
臣
妾
亡
ぐ
る
莫

し
）
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
、「
不
善
女
子
之
方
」
に
お
い
て
も
善
良
で
な
い
女
子
の
数
々
の
悪
し
き
行
い
が
「
臣
去
亡
、
妾
去
之
逋）

11
（

」

（
臣
去
り
て
亡
げ
、
妾
之
を
去
り
て
逋
ぐ
）
と
い
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
教
女
』
で
は
女
性
が
奴

隷
を
指
揮
し
て
家
の
仕
事
を
執
り
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
上
述
し
た
通
り
、「
居
處
欲
善
、
從
吏
（
事
）

毋
（
無
）
屠
（
緒
）。
居
喜
規
（
窺
）
朢
、
出
喜
談
語）

11
（

」（
居
處
は
善
な
る
を
欲
す
る
も
、
事
に
從
う
に
緒
無
し
。
居
り
て
は
窺
朢
す
る
こ

と
を
喜
び
、
出
で
て
は
談
語
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
）
と
い
う
記
述
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
女
性
の
仕
事
は
家
庭
内
部
に
限
ら
ず
、
家
の
外
で

の
仕
事
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
し
い
。「
所
與
談
者
、
大
嫪
行
賈
。
買
其
畜
生
、
及
到
牛
馬
。
錢
金
盡
索
、
不
智
（
知
）
用
所）

11
（

」（
與
に
談

ず
る
所
の
者
は
、
大
い
に
行
賈
を
嫪
う
。
其
の
畜
生
を
買
い
、
及
び
て
牛
馬
に
到
る
。
錢
金
盡
く
索つ

く
る
も
、
用
う
る
所
を
知
ら
ず
）・

「
家
室
戸
賦
、
日
奉
起
撟
。
貣
於
人
、
有
未
賞
（
償
）
者
、
小
器
靡
（
糜
）
亡）

11
（

」（
家
室
の
戸
賦
は
、
日
び
奉
る
に
起
撟
す
。
人
よ
り
貣
り

て
、
未
だ
償
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
小
器
も
糜
亡
す
）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
も
、『
教
女
』
で
想
定
さ
れ
て
い
る
女
性
の
家
庭
内
外
で
の
仕

事
に
は
、
商
人
と
の
交
渉
・
商
品
の
取
引
・
戸
賦
の
納
入
・
物
品
の
貸
借
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、

『
教
女
』
は
女
性
が
こ
う
し
た
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
教
女
』
が
否
定
し
て
い
る
の
は
、
女
性
が
こ
れ

ら
の
仕
事
に
従
事
す
る
際
の
悪
し
き
や
り
方
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
仕
事
自
体
は
む
し
ろ
女
性
が
す
べ
き
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
仕
事
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
女
性
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
女
性
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、

『
教
女
』
の
主
な
対
象
者
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
朱
鳳
瀚
氏
は
、「
夫
在
官
役
、
往
來
必
卒）

11
（

」（
夫
官
役
に
在
れ
ば
、
往
來
必
ず

卒
た
り
）
と
い
う
記
述
や
、
家
内
に
多
く
の
奴
隷
を
抱
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
夫
は
官
吏
で
あ
り
、
か
つ
一
定
の
土
田
を
持
ち
農
業

を
主
要
な
経
済
基
盤
と
す
る
地
主
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。
陳
美
蘭
氏
は
『
教
女
』
の
作
者
が
想
定
す
る
読
者
は
基
層
官
吏
の
娘
で
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あ
る
と
考
え
て
お
り）

11
（

、
草
野
友
子
氏
も
『
教
女
』
に
は
官
吏
の
妻
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る）

11
（

。『
教
女
』
に
描
か
れ

る
女
性
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定
の
階
層
の
女
性
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
が）

11
（

、
朱
鳳
瀚
氏
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、「
夫
在
官
役
」
と
い
っ
た
表
現
や
、『
教
女
』
が
官
箴
書
で
あ
る
『
従
政
之
経
』
と
同
一
冊
書
に
編
集
さ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、『
教
女
』
の
主
要
な
対
象
が
官
吏
の
家
庭
の
女
性
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
お
お
む
ね
首
肯
さ
れ
る
だ
ろ

う
。

　
そ
こ
で
次
に
、
官
吏
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
彼
ら
は
普
段
は
官
署
に
お
い
て
勤
務
し
、
官
署
付
近
の
宿
舎
に
住
み
、
妻
子

と
は
同
居
せ
ず
、
休
暇
や
忌
引
な
ど
の
期
間
の
み
家
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た）

11
（

。
秦
漢
時
代
の
官
吏
が
休
暇
を
取
得
す
る
頻
度
は
、
郎
官
が

五
日
に
一
回
で
あ
る
以
外
は
、
伝
世
文
献
中
に
は
手
が
か
り
と
な
る
記
載
が
な
い
が）

11
（

、
出
土
史
料
の
中
に
は
い
く
つ
か
規
定
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
置
吏
律
第
二
一
七
号
簡
に
は
「
吏
及
宦
皇
帝
者
・
中
從
騎
、
歳
予
告
六
十
日
。
它
内
官
、
卌
日
。
吏

官
去
家
二
千
里
以
上
者
、
二
歳
壹
歸
、
予
告
八
十
日
。」（
吏
及
び
皇
帝
に
宦
う
る
者
・
中
從
騎
は
、
歳
ご
と
に
告
六
十
日
を
予
う
。
它
の

内
官
は
、
卌
日
。
吏
の
官
家
を
去
る
こ
と
二
千
里
以
上
の
者
は
、
二
歳
ご
と
に
壹
た
び
歸
り
、
告
八
十
日
を
予
う
。）
と
あ
り
、
岳
麓
秦

簡
『
秦
律
令
（
貳
）』
第
一
三
四
号
簡
に
は
「
令
曰
、
吏
歳
歸
休
卌
日
」（
令
に
曰
く
、
吏
は
歳
ご
と
に
歸
休
す
る
こ
と
卌
日
）
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
秦
漢
時
代
の
官
吏
は
毎
年
四
〇
～
六
〇
日
ほ
ど
休
暇
を
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
律
令
の
条
文
の
規
定
と
は
裏
腹
に
、
官
吏
の
実
際
の
休
暇
所
得
率
は
あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
秦
の
地

方
官
吏
の
勤
務
と
生
活
の
記
録
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
質
日
』
の
内
容
に
基
づ
け
ば
、
秦
の
官
吏
が
一
年
間
に
取
る
休
暇
は
実
際
の
と
こ

ろ
五
日
に
も
満
た
な
い
よ
う
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
秦
漢
時
代
の
官
吏
は
通
常
官
署
で
勤
務
し
、
長
期
間
家
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
と
す
れ
ば
、
夫
が
家
を
留
守
に
し
て
い
る
間
、
そ
の
妻
が
彼
に
か
わ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
家
の
仕
事
を
任
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
仕
事
と
は
家
庭
内
部
で
の
「
家
事
」
だ
け
で
な
く
、
ち
ょ
う
ど
『
教
女
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
土
地
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の
管
理
や
商
業
・
交
易
な
ど
に
も
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　
こ
う
し
た
観
点
の
も
と
、「
不
善
女
子
之
方
」
冒
頭
、
第
五
四
～
五
六
号
簡
の
以
下
の
内
容
を
見
な
お
し
て
み
よ
う
。

告
子
不
善
女
子
之
方
。
既
不
作
務
、

義
（
議
）
不
已
。
口
舌
不
審
、
失
戲
男
子
。
毚
（
纔
）
晦
而
臥
、
日
中
不
起
。
不
能
清
居
、

數
之
鄰
里
。
抱
人
嬰
兒
、
嗛
人

枲
。
餔
人

將
（
漿
）、
撓
人
淫
□
。〔
□
〕
人
門
戸
、
文
奇
人
忌
。
甘
語
益
之
、
不
智
（
知
）
其

久
。
旦
而
出
鄰
、
即
到
於
晦
。
男
子
視
之
、
益
稗
（
埤
）
笑
喜
。
曰
、
我
成
（
誠
）
好
美
、
最
吾
邑
里
。
澤
沐
長
順
、
疏
（
梳
）
齒

三

之
。
衣
數
以
之
〔
□
〕
者
、
意
之
父
母
。

子
に
善
な
ら
ざ
る
女
子
の
方
を
告
げ
ん
。
既
に
作
務
せ
ず
、

議
已
ま
ず
。
口
舌
審
ら
か
な
ら
ず
、
男
子
を
失
戲
す
。
纔
か
に
晦
に

し
て
臥
し
、
日
中
な
る
も
起
き
ず
。
清
居
す
る
能
わ
ず
、
數
し
ば
鄰
里
に
之
く
。
人
の
嬰
兒
を
抱
き
、
人
の

枲
を
嗛
す
。
人
の

漿
を
餔く

ら
い
、
人
の
淫
□
を
撓み

だ

す
。
人
の
門
戸
を
〔
□
し
〕、
文
は
奇
に
し
て
人
忌
む
。
甘
語
之
を
益
し
、
其
の
久
し
き
を
知
ら
ず
。

旦
に
し
て
鄰
に
出
で
、
即
ち
晦
に
到
る
。
男
子
之
を
視
れ
ば
、
益
す
埤ま

す
笑
喜
す
。
曰
く
、
我
誠
に
好
く
美
し
く
、
吾
が
邑
里
に
最

た
り
、
と
。
澤
沐
は
長
く
順
い
、
梳
齒
は
三
た
び
之
を

す
。
衣
は
數
し
ば
之
を
以
て
〔
□
〕
す
れ
ば
、
之
を
父
母
に
意
す
。

こ
の
部
分
で
は
ま
ず
善
良
で
な
い
女
子
の
特
徴
─
─
仕
事
を
怠
け
る
、
好
き
勝
手
に
議
論
す
る）

11
（

、
言
葉
が
疑
わ
し
い
、
男
性
を
か
ら
か
う
、

早
く
寝
て
遅
く
に
起
き
る
、
家
の
中
で
お
と
な
し
く
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
つ
も
近
所
を
出
歩
い
て
い
る
─
─
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
に
「
抱
人
嬰
兒
、
嗛
人

枲
。
餔
人

將
（
漿
）、
撓
人
淫
□
。〔
□
〕
人
門
戸
、
文
奇
人
忌
。
甘
語
益
之
、
不
智
（
知
）
其

久
」
と
い
う
描
写
に
続
い
て
、
善
良
で
な
い
女
子
が
朝
か
ら
晩
ま
で
ず
っ
と
隣
人
の
家
に
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　「
抱
人
嬰
兒
」
か
ら
「
不
智
（
知
）
其
久
」
の
部
分
は
「
い
つ
も
近
所
を
出
歩
い
て
い
る
」
と
「
ず
っ
と
隣
人
の
家
に
い
る
」
と
い
う

描
写
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
も
や
は
り
善
良
で
な
い
女
子
が
近
隣
の
家
に
む
や
み
に
出
入
り
し
て
行
う
数
々
の
悪
し
き

振
る
舞
い
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
他
人
の
赤
ん
坊
を
抱
き
、
他
人
が
作
っ
た
織
物
を
集
め）

11
（

、
他
人
の
も
の
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を
食
べ）

1（
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、
他
人
の
何
ら
か
の
も
の
を
邪
魔
し
、
他
人
の
門
戸
で
何
か
を
し
、
見
た
目
も
奇
妙
で
人
に
忌
み
嫌
わ
れ
、
い
つ
も
甘
い
言
葉
を

弄
し
、
他
人
の
家
に
長
く
入
り
浸
っ
て
い
る
こ
と
に
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
」
と
い
っ
た
行
為
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
だ
い
た
い
の
行
為

は
近
隣
の
家
に
出
入
り
し
て
行
う
振
る
舞
い
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
が
、「
抱
人
嬰
兒
、
嗛
人

枲
」
だ
け
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
行

為
な
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
。

　
思
う
に
、
こ
の
冒
頭
部
分
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
中
に
は
「
し
ば
し
ば
他
人
の
家
に
行
く
」
だ
け
で
な
く
、「
仕
事
を
怠
け
る
」・「
男
性

を
か
ら
か
う
」・「
言
葉
が
疑
わ
し
い
」
と
い
っ
た
行
為
も
あ
る
た
め
、「
抱
人
嬰
兒
、
嗛
人

枲
」
以
下
の
内
容
を
、
必
ず
し
も
「
他
人

の
家
に
行
く
」
こ
と
だ
け
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
な
く
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
「
男
性
を
か
ら
か
う
」
こ

と
と
も
関
連
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
善
良
で
な
い
女
子
が
「
し
ば
し
ば
他
人
の
家
に
行
く
」
目

的
の
一
つ
が
「
男
性
を
か
ら
か
う
」
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
嗛
人

枲
」
も
、
他
人
の
家
の
男
性
が
織
物
を
善
良
で
な
い
女
子

に
贈
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
意
味
の
取
り
づ
ら
い
「
抱
人
嬰
兒
」
に
つ
い
て
も
、
想
像
力
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
も
し

か
す
る
と
「（
自
分
と
）
他
人
の
（
間
に
生
ま
れ
た
）
赤
ん
坊
を
抱
く
」
こ
と
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
冒
頭
部
分
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
善
良
で
な
い
女
子
の
振
る
舞
い
の
一
つ
と
し
て
「
男
性
を
か
ら
か
う
」
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、『
教
女
』
は
男
性
に
対
し
て
、
家
を
長
期
間
留
守
に
す
る
際
に
は
、
妻
が
他
の
男
性
と
不

適
切
な
関
係
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
そ
う
い
っ
た
例
は
古
代
の
文
献
中
で
は
枚

挙
に
暇
が
な
い
。
例
え
ば
張
家
山
漢
簡
『
奏
讞
書
』
案
例
二
一
で
は
、
あ
る
男
性
が
死
去
し
て
ま
も
な
く
、
ま
だ
葬
儀
も
終
わ
ら
な
い
う

ち
に
、
彼
の
妻
が
別
の
男
性
と
棺
桶
の
置
い
て
あ
る
後
ろ
の
部
屋
で
姦
通
に
及
び
、
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
件
は
秦
の
廷
尉
府
の

官
吏
に
よ
っ
て
審
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
彼
ら
が
議
論
の
過
程
で
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

夫
爲
吏
居
官
、
妻
居
家
、
日
與
它
男
子
奸
、
吏
捕
之
弗
得
校
上
、
何
論）

11
（

？
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夫
吏
と
爲
り
て
官
に
居
り
、
妻
家
に
居
り
、
日
び
它
の
男
子
と
奸
し
、
吏
之
を
捕
ら
う
る
も
校
上
に
得
ざ
れ
ば
、
何
を
か
論
ず
る
？

こ
れ
は
単
な
る
仮
定
の
話
で
あ
り
、
実
際
に
発
生
し
た
事
件
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
吏
た
ち
が
す
ぐ
に
こ
う
し
た
例
え
話
を
思

い
つ
く
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
官
吏
が
家
に
い
な
い
間
に
妻
が
別
の
男
性
と
姦
通
す
る
よ
う
な
状
況
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う）

11
（

。

第
二
節
　『
教
女
』
成
書
の
背
景

　『
教
女
』
は
『
従
政
之
経
』
と
同
一
冊
書
に
編
ま
れ
て
い
る
た
め
、
先
行
研
究
で
は
こ
の
両
篇
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
朱
鳳
瀚
氏
は
、
両
篇
は
個
人
の
修
養
に
供
さ
れ
た
書
籍
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
高
一
致
氏
は
、『
教
女
』
が
公
権
力
の

背
景
を
持
つ
人
物
に
よ
り
著
述
・
所
有
さ
れ
た
女
子
の
教
化
を
推
進
す
る
書
籍
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
為
政
者
が
施
政
の
参
考
に
し
た

り
、
父
母
が
女
児
を
教
育
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
り
し
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
と
し
て
い
る）

11
（

。
夏
増
民
氏
も
、『
教
女
』

は
公
文
書
と
言
っ
て
よ
く
、
公
権
力
の
意
見
と
態
度
を
代
表
し
て
い
る
と
指
摘
す
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
『
教
女
』
の

背
後
に
公
権
力
に
よ
る
女
性
を
教
育
す
る
意
図
を
見
通
し
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
多
く
の
研
究
者
は
『
教
女
』
の
成
書
と
秦
の
社
会
風
俗
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
秦
は
か
つ
て

は
文
化
的
に
遅
れ
た
西
の
果
て
の
国
で
あ
り
、
中
原
諸
国
か
ら
は
夷
狄
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
商
鞅
変
法
以
来
、
秦
は
国
を
挙
げ
て
移
風

易
俗
に
つ
と
め
た
が
、
そ
の
中
に
は
性
別
秩
序
と
家
庭
秩
序
の
樹
立
も
含
ま
れ
て
い
た
。『
教
女
』
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
秦
の
社
会
風
俗

の
改
変
と
い
う
背
景
の
も
と
形
成
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る）

11
（

。
首
肯
す
べ
き
意
見
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
移
風
易
俗
は
秦
の
内
部
だ
け
で

の
潮
流
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
別
の
側
面
か
ら
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

　『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
収
録
の
会
稽
刻
石
銘
文
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
見
ら
れ
る
。
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三
十
有
七
年
、
親
巡
天
下
、
周
覽
遠
方
。
遂
登
會
稽
、
宣
省
習
俗
、
黔
首
齋
莊
。
…
…
飾
省
宣
義
、
有
子
而
嫁
、
倍
死
不
貞
。
防
隔

内
外
、
禁
止
淫
泆
、
男
女
絜
誠
。
夫
爲
寄
豭
、
殺
之
無
罪
、
男
秉
義
程
。
妻
爲
逃
嫁
、
子
不
得
母
、
咸
化
廉
清
。

三
十
有
七
年
、
親
ら
天
下
を
巡
り
、
周
く
遠
方
を
覽
る
。
遂
に
會
稽
に
登
り
、
習
俗
を
宣
省
す
る
に
、
黔
首
齋
莊
な
り
。
…
…
省
を

飾
り
義
を
宣
べ
、
子
有
り
て
嫁
し
、
死
に
倍
き
て
貞
な
ら
ず
。
内
外
を
防
隔
し
、
淫
泆
を
禁
止
し
、
男
女
絜
誠
た
り
。
夫
寄
豭
を
爲

せ
ば
、
之
を
殺
す
も
罪
無
し
と
し
、
男
義
程
を
秉
る
。
妻
逃
嫁
を
爲
せ
ば
、
子
母
と
す
る
を
得
ず
と
し
、
咸
廉
清
に
化
す
。

こ
こ
で
は
、
会
稽
の
あ
る
南
方
地
域
の
習
俗
は
、
か
つ
て
は
男
女
関
係
が
非
常
に
自
由
で
あ
り
、
夫
が
死
去
し
た
後
に
妻
が
そ
の
子
供
を

棄
て
て
再
嫁
し
た
り）

11
（

、
夫
が
よ
そ
の
家
の
女
性
と
淫
行
に
及
ん
だ
り
、
妻
が
夫
や
子
を
棄
て
て
別
の
男
と
再
婚
し
、
な
お
か
つ
母
子
の
関

係
も
継
続
し
た
り
す
る
よ
う
な
状
況
さ
え
も
普
通
に
起
こ
り
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
南
方
地
域
の
男
女

関
係
は
他
地
域
に
比
べ
て
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
南
方
を
中
心
に
出
土
し
て
い
る
「
日
書
」
の
例
に
注
目
し
た
い
。
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
に
は
「
寄
人
」・「
入

客
」・「
入
寓
人
」
な
ど
の
語
句
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
一
般
的
に
は
「
他
人
を
自
分
の
家
に
住
ま
わ
せ
る
」
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
以
下
に
い
く
つ
か
用
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

・
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
種
第
二
号
簡
貳

結
日
、
作
事
不
成
、
以
祭
、
閵
（
吝
）。
生
子
毋
（
無
）
弟
、
有
弟
必
死
。
以
寄
人
、
寄
人
必
奪
主
室
。

結
日
は
、
事
を
作
せ
ど
も
成
ら
ず
、
以
て
祭
れ
ば
、
吝
。
子
を
生
ま
ば
弟
無
く
、
弟
有
れ
ば
必
ず
死
す
。
以
て
人
を
寄
す
れ
ば
、
寄

人
必
ず
主
の
室
を
奪
う
。

・
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
甲
種
第
五
七
～
六
〇
号
簡
叁

毋
以
辛
酉
入
寄
者
、
入
寄
者
必
代
居
其
室
。
●
己
巳
入
寄
者
、
不
出
歳
亦
寄
焉
。
入
客
、
戊
辰
・
己
巳
・
辛
酉
・
辛
卯
・
己
未
・
庚
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午
、
虚
四
勶
（
徹
）、
不
可
入
客
・
寓
人
及
臣
妾
、
必
代
居
室
。

辛
酉
を
以
て
寄
者
を
入
る
る
毋
か
れ
、
寄
者
を
入
る
れ
ば
必
ず
代
わ
り
て
其
の
室
に
居
る
。
●
己
巳
に
寄
者
を
入
る
れ
ば
、
歳
を
出

で
ず
に
亦
た
寄
す
。
客
を
入
る
る
に
、
戊
辰
・
己
巳
・
辛
酉
・
辛
卯
・
己
未
・
庚
午
は
、
四
徹
を
虚
し
く
し
、
客
・
寓
人
及
び
臣
妾

を
入
る
可
か
ら
ず
、
必
ず
代
わ
り
て
室
に
居
る
。

・
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
乙
種
第
一
三
一
号
簡

毋
以
戊
辰
・
己
巳
入
寄
人
、
寄
人
反
寄
之
。
●
辛
酉
・
卯
、
癸
卯
、
入
寄
之
、
必
代
當
家
。

戊
辰
・
己
巳
を
以
て
寄
人
を
入
る
る
毋
か
れ
、
人
を
寄
す
れ
ば
反
り
て
之
に
寄
る
。
●
辛
酉
・
卯
、
癸
卯
は
、
入
れ
て
之
を
寄
す
れ

ば
、
必
ず
代
わ
り
て
家
に
當
た
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
あ
る
特
定
の
日
に
誰
か
を
自
分
の
家
に
住
ま
わ
せ
る
と
、
そ
の
者
が
家
の
主
人
に
か
わ
っ
て
そ
の
家
を
奪
う
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
仮
住
ま
い
さ
せ
た
者
が
い
か
に
し
て
主
人
の
家
を
奪
う
か
に
つ
い
て
は
、「
日
書
」
に
は
具
体
的
な
記
述
が
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仮
住
ま
い

の
住
民
が
主
人
不
在
の
間
に
主
人
の
妻
と
親
密
に
な
り
、
主
人
を
追
い
出
し
て
家
を
奪
い
取
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

　「
寓
人
」
に
関
す
る
記
述
は
九
店
楚
簡
『
日
書
』
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
以
下
は
第
二
八
号
簡
の
例
で
あ
る
。

…
…
是
胃
（
謂
）
□
（
害
）
日
。

（
利
）

（
以
）

（
解
）
兇
（
凶
）、
敘
（
除
）
不
羊
（
祥
）。

（
利
）

（
以
）

（
祭
）
門
・

（
行
）、
敘
（
除
）
疾
。

（
以
）

（
祭
）、
大
事
、
聚
眾
、
必
或
（
又
）

（
亂
）
之
。

（
以
）

（
寓
）
人
、

敓
（
奪
）
之
室
。

…
是
を
害
日
と
謂
う
。
以
て
凶
を
解
き
、
不
祥
を
除
う
に
利
あ
り
。
以
て
門
・
行
を
祭
り
、
疾
を
除
う
に
利
あ
り
。
以
て
祭
り
、
大

事
し
て
、
眾
を
聚
め
ば
、
必
ず
又
た
之
を
亂
す
。
以
て
人
を
寓
せ
ば
、
之
が
室
を
奪
う
。



北
大
秦
簡
『
教
女
』
の
特
徴
と
想
定
さ
れ
る
「
読
者
」
に
つ
い
て
（
海
老
根
）�

六
五

睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
の
内
容
は
楚
と
秦
の
「
日
書
」
を
継
承
し
て
お
り
、
九
店
楚
簡
『
日
書
』・
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』
の
中
に
そ
れ

ぞ
れ
類
似
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
寄
人
」・「
入
客
」・「
入
寓
人
」
と
い
っ
た
内
容
は
放
馬
灘
秦
簡
『
日
書
』
に
は
全
く

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
内
容
は
楚
の
「
日
書
」
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
と
す
れ
ば
、

家
に
住
ま
わ
せ
た
他
人
が
主
人
の
家
を
奪
い
取
る
と
い
う
現
象
は
、
特
に
楚
地
に
お
い
て
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
現
象
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
南
方
地
域
に
お
け
る
女
性
の
活
動
の
活
発
さ
を
示
す
史
料
は
他
に
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
岳
麓
秦
簡
『
為
獄
等
状
四
種
』
で
は
、
女

性
が
積
極
的
に
商
業
活
動
に
参
画
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
特
に
顕
著
な
例
は
案
例
七
で
あ
る
。
こ
の
案
件
は
、
大
女
子
の

と

公
士
の
識
の
間
に
発
生
し
た
争
議
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
大
女
子
の

は
も
と
も
と
大
夫
の
沛
の
奴
隷
で
あ
っ
た
が
、
後
に
彼
の
寵
愛

を
受
け
、
小
走
馬
の
義
を
生
ん
だ
。
沛
は
自
身
で
布
を
売
る
店
舗
と
来
客
用
の
宿
舎
を
経
営
す
る
以
外
に
も
、
自
身
の
舎
人
に
金
を
貸
し

与
え
、
彼
ら
に
商
業
を
営
ま
せ
て
い
た
。
沛
が
死
去
し
た
後
、
義
が
彼
の
事
業
を
継
承
し
た
が
、
彼
は
未
成
年
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
の

と
こ
ろ
は

が
彼
に
か
わ
っ
て
事
業
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

は
義
の
か
わ
り
に
財
産
を
申
告
し
た
際
、
そ
の
一
部
を
隠
匿
し
た

た
め
、
そ
れ
を
ネ
タ
に
公
士
の
識
に
脅
迫
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
案
例
四
で
は
公
卒
の
芮
の
妻
の
佞
は
自
身
で

棺
桶
屋
の
用
地
を
所
有
し
て
お
り
、
芮
の
母
親
の

も
、
芮
の
か
わ
り
に
彼
が
騙
し
取
っ
た
金
銭
の
一
部
を
士
伍
の
方
に
返
還
し
て
い
る
。

案
例
五
で
は
、
女
子
の
児
が
自
分
の
子
供
を
連
れ
て
秦
か
ら
楚
へ
亡
命
し
て
い
る
し
、
案
例
一
で
は
、
捕
ら
え
ら
れ
た
一
〇
人
の
群
盗
の

う
ち
、
女
性
が
二
人
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
楚
地
で
は
女
性
の
活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
り
、
彼
女
た

ち
は
時
に
商
業
店
舗
の
経
営
に
参
画
し
た
り
、
時
に
男
性
に
頼
ら
ず
自
分
で
主
体
的
に
動
い
た
り
し
て
い
る）

1（
（

。

　
以
上
の
考
察
に
大
過
な
い
な
ら
、
楚
地
を
代
表
と
す
る
中
国
南
方
地
域
に
お
い
て
は
、
女
性
の
生
活
は
比
較
的
自
由
度
が
高
く
、
あ
る

と
き
は
商
業
活
動
に
参
加
し
、
男
女
関
係
も
か
な
り
自
由
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
教
女
』
は
楚
地
の
こ
う
し
た
地
域
性
を
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反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
秦
人
は
楚
地
を
統
治
す
る
に
あ
た
り
、
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
南
方
の
女
性
、
ひ
い
て

は
南
方
の
習
俗
に
も
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
官
吏
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
が
家
を
留
守
に
し
て
い
る

間
に
、
い
か
に
し
て
妻
に
自
分
の
家
庭
を
う
ま
く
管
理
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。『
教
女
』

は
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
著
述
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
　『
教
女
』
の
「
読
者
」
に
つ
い
て

　
最
後
に
、『
教
女
』
が
想
定
し
て
い
る
「
読
者
」
層
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
お
お
む
ね

『
教
女
』
の
主
要
な
読
者
は
官
吏
の
家
庭
の
女
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
筆
者
も
基
本
的
に
は
そ
の
意
見
に
賛
成
だ
が
、
彼
女
た
ち
が

本
当
の
意
味
で
の
「
読
者
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
よ
り
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
当
時
の
識
字
率
の
問
題
に
つ
い
て
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
研
究
者
は
、
中
国
古
代
の
識
字
率
は
思
っ
た
よ
り

も
高
く
、
農
民
や
奴
隷
も
含
む
広
範
な
社
会
階
層
の
人
々
が
一
定
程
度
の
文
字
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
い
う）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
い

わ
ゆ
る
「
識
字
能
力
」
に
は
い
く
つ
も
の
レ
ベ
ル
が
含
ま
れ
、「
簡
単
な
単
語
は
読
む
こ
と
が
で
き
る
レ
ベ
ル
」
か
ら
「
非
常
に
複
雑
な

文
章
を
読
み
書
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
レ
ベ
ル
」
ま
で
の
異
な
る
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。
前
者
の
よ
う
な
レ
ベ
ル

ま
で
を
も
「
識
字
能
力
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
識
字
率
は
か
な
り
高
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
『
教

女
』
の
よ
う
な
文
献
を
正
確
に
読
ん
で
理
解
で
き
る
よ
う
な
人
が
当
時
広
範
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
中
国
古
代
の

女
性
の
識
字
に
つ
い
て
知
り
得
る
よ
う
な
記
述
は
文
献
中
に
は
ほ
ぼ
な
い
が
、
そ
の
識
字
率
が
男
性
よ
り
も
は
る
か
に
低
か
っ
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
識
字
能
力
を
備
え
て
い
た
男
性
の
大
部
分
は
、
日
頃
か
ら
文
書
行
政
に
従
事
す
る
官
吏
で
あ
り
、

女
性
は
官
吏
に
は
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
た
と
え
官
吏
の
妻
や
娘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
女
た
ち
が
『
教
女
』
の
よ
う
な
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文
献
を
自
力
で
読
ん
で
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

　
こ
こ
で
、
第
一
章
で
検
討
し
た
第
五
三
号
簡
「
監
（
鑑
）
所
不
遠
、
夫
在
街
廷
」
の
解
釈
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
上
述
の
通
り
、
本
稿
で

は
「
廷
」
を
官
吏
が
日
頃
勤
務
す
る
官
署
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
「
廷
」
は
女
性
の
働
く
場
所
で
は
な
い
の
で
、
彼
女
た
ち
が
「
廷
」
を

鑑
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
廷
」
を
鑑
と
す
る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
は
官
吏
自
身
で
あ
る

と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
官
吏
た
ち
は
日
頃
の
生
活
の
中
で
接
触
す
る
街
中
や
官
署
に
お
い
て
様
々
な
状
況
（
特
に
女
性
が
引
き
起
こ
す

数
々
の
問
題
）
に
遭
遇
す
る
が
、
そ
れ
を
鑑
と
し
て
自
身
の
妻
や
娘
を
教
育
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
第
六

〇
号
簡
「
夫
雖
教
之
、
口
羊
（
佯
）
曰
若
（
諾
）」（
夫
之
を
教
う
る
と
雖
も
、
口
で
は
佯
り
て
諾
と
曰
う
）
も
、
夫
が
自
分
の
妻
を
教
育

す
る
こ
と
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
『
教
女
』
全
篇
の
冒
頭
部
分
（
第
四
七
号
簡
）
は
「
昔
者
啻

（
帝
）
降
息
女
殷
晦
之

（
野
）。
殷
人
將
亡
、
以
教
其
女
」（
昔
者
帝
息
女
を
殷
晦
の
野
に
降
す
。
殷
人
將
に
亡
び
ん
と
し
、
以
て
其
の

女
に
教
う
）
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
本
篇
は
そ
も
そ
も
父
親
が
娘
に
対
し
て
教
戒
す
る
と
い
う
場
面
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る）

11
（

。

　
以
上
、
本
稿
で
は
『
教
女
』
が
「
読
者
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
当
時
の
官
吏
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
に
自
身
の
妻
や
娘
を
教
育
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
著
述
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
て
お
く）

11
（

。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
『
教
女
』
の
内
容
の
特
徴
や
成
書
の
背
景
、
お
よ
び
想
定
さ
れ
て
い
る
「
読
者
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。『
教
女
』
の

「
読
者
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
当
時
旧
楚
地
に
お
い
て
勤
務
し
て
い
た
秦
の
地
方
官
吏
た
ち
で
あ
っ
た
。
楚
地
で
は
女
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性
た
ち
の
活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
り
、
積
極
的
に
商
業
経
営
な
ど
の
生
産
活
動
に
従
事
し
て
い
た
ほ
か
、
男
女
関
係
も
比
較
的
自
由
で

あ
っ
た
。
一
方
、
官
吏
は
そ
の
職
務
上
、
長
期
に
わ
た
っ
て
家
を
離
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
間
は
家
業
を
含
む
様
々
な
仕
事
を
妻
に
任

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も
し
彼
ら
が
妻
を
放
置
し
て
管
理
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
女
た
ち
は
生
業
を
頓
挫
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
別
の

男
性
と
親
密
に
な
り
、
果
て
は
夫
を
家
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
す
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
吏
た
ち
に
と
っ
て
は
『
教
女
』

を
用
い
て
妻
や
娘
を
教
育
し
、
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
す
る
の
を
防
ぎ
、
家
庭
を
円
満
に
保
ち
、
家
業
を
円
滑
に
営
む
こ
と
が
重
視
さ
れ

た
の
で
あ
る
。『
教
女
』
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
成
書
し
、
当
時
の
官
吏
の
間
で
受
容
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
（
）　
以
上
の
説
明
は
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
『
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
』（
第
一
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
）
の
「
前

言
」
一
頁
の
内
容
に
基
づ
く
。

（
2
）　
北
京
大
学
出
土
文
献
研
究
所
「
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
概
述
」（『
文
物
』
二
〇
一
二
年
第
六
期
）
六
五
～
七
三
頁
。

（
3
）　
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
『
北
京
大
学
蔵
秦
簡
牘
』（
全
五
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
二
三
年
）。

（
4
）　
図
版
本
で
は
「
竹
簡
・
巻
九
」
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　
以
上
の
『
教
女
』
に
関
す
る
説
明
は
全
て
図
版
本
の
記
述
に
基
づ
く
。
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
三
三
・
六
一

頁
を
参
照
。

（
6
）　
朱
鳳
瀚
「
北
大
蔵
秦
簡
《
教
女
》
初
識
」（『
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
五
年
第
二
期
）
一
〇
頁
。

（
7
）　
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
五
頁
。

（
8
）　
胡
寧
「
従
北
大
秦
簡
《
教
女
》
篇
首
看
“
女
誡
”
類
文
献
的
来
源
」（
鄒
芙
都
・
趙
国
壮
主
編
『
西
部
史
学
』
第
七
輯
、
西
南
大
学
出
版
社
、
二

〇
二
一
年
）
六
二
頁
。

（
9
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
二
頁
。
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六
九

（
（0
）　
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
七
頁
。

（
（（
）　
胡
寧
「
北
大
秦
簡
《
教
女
》
補
釈
九
則
」（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
網
站
、http://w

w
w

.fdgw
z.org.cn/W

eb/Show
/3（70

、

二
〇
一
七
年
一
一
月
一
七
日
掲
載
、
二
〇
二
四
年
一
〇
月
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
（2
）　
図
版
本
注
釈
は
「
謬
」
に
読
み
、「
詐
欺
・
偽
妄
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
朱
鳳
瀚
氏
の
当
初
の
解
釈
に
従
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
八
頁
・
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
一
頁
参
照
。

（
（3
）　
年
代
は
少
し
降
り
、
社
会
背
景
も
異
な
る
も
の
の
、「
僮
約
」
の
例
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。「
僮
約
」
で
は
、
出
か
け
て
い
っ
て
買
い
物
を
す
る

の
は
夫
人
で
は
な
く
、
奴
隷
の
役
割
と
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
教
女
』
で
言
及
さ
れ
る
女
性
の
役
割
の
一
つ
に
奴
隷
の
管
理
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
彼
女
た
ち
は
お
そ
ら
く
奴
隷
が
出
か
け
て
い
っ
て
買
い
物
を
す
る
の
を
指
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
（4
）　
陳
侃
理
「
里
耶
秦
方
与
“
書
同
文
字
”」（『
文
物
』
二
〇
一
四
年
第
九
期
）
七
七
頁
。

（
（5
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
三
頁
。

（
（6
）　
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
八
頁
。

（
（7
）　
石
洋
「“
貣
”“
貸
”
別
義
的
形
成
─
─
秦
時
期
借
貸
関
係
史
之
一
頁
」（
中
国
文
化
遺
産
研
究
院
編
『
出
土
文
献
研
究
』
第
二
〇
輯
、
中
西
書
局
、

二
〇
二
二
年
）
二
三
六
頁
を
参
照
。

（
（8
）　
陳
侃
理
注（
（4
）前
掲
論
文
七
七
頁
。

（
（9
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
三
～
一
四
頁
、
夏
増
民
「
北
大
秦
簡
《
教
女
》
与
秦
代
性
別
関
係
的
建
構
」（『
山
西
師
大
学
報
（
社
会
科
学
版
）』

二
〇
一
七
年
第
六
期
）
一
〇
～
一
二
頁
、
陳
美
蘭
「
中
実
沈
静

　
唯
審
与
良
─
─
北
大
秦
簡
《
教
女
》
探
略
」（
中
国
文
化
遺
産
研
究
院
編
『
出
土

文
献
研
究
』
第
一
七
輯
、
中
西
書
局
、
二
〇
一
八
年
）
一
八
一
～
一
八
七
頁
を
参
照
。

（
20
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、
陳
美
蘭
氏
は
「
善
良
で
な
い
女
子
の
数
々
の
行
為
を
描
写
す
る
際
、
作
者
は
思
い
つ
く
ま
ま

に
記
し
て
い
る
よ
う
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
陳
美
蘭
注（
（9
）前
掲
論
文
一
八
三
頁
を
参
照
。

（
2（
）　
夏
増
民
注（
（9
）前
掲
論
文
一
二
～
一
三
頁
、
陳
美
蘭
注（
（9
）前
掲
論
文
一
八
七
頁
を
参
照
。

（
22
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
四
頁
を
参
照
。

（
23
）　
夏
増
民
氏
は
、『
教
女
』
が
女
性
は
「
自
家
」
を
主
な
活
動
場
所
と
し
、「
家
」
の
中
で
勤
労
・
節
約
に
つ
と
め
、
紡
織
な
ど
の
仕
事
に
精
を
出
す

べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
す
る
。
夏
増
民
注（
（9
）前
掲
論
文
一
一
頁
を
参
照
。
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（
24
）　
第
四
八
号
簡
。
図
版
本
注
釈
は
、「
朮
」
を
「
怵
」
に
読
み
、「
怵
惕
」（
恐
れ
戒
め
る
）
の
意
味
に
、「
從
」
を
「
縱
」
に
読
め
る
の
で
は
な
い
か

と
す
る
。
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
四
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
臣
妾
を
う
ま
く
操
縦
す
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
て

お
く
。

（
25
）　
第
四
九
号
簡
。

（
26
）　
第
五
六
号
簡
。

（
27
）　
第
五
七
号
簡
。

（
28
）　
第
五
七
～
五
八
号
簡
。

（
29
）　
第
五
八
号
簡
。
図
版
本
注
釈
は
「
撟
」
を
「
詐
」
の
意
味
に
取
る
。
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
八
頁
参
照
。

（
30
）　
第
五
九
号
簡
。

（
3（
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
三
頁
。

（
32
）　
陳
美
蘭
注（
（9
）前
掲
論
文
一
八
八
頁
。

（
33
）　
草
野
友
子
「
北
大
秦
簡
『
教
女
』
の
基
礎
的
研
究
」（
同
氏
『
中
国
新
出
土
文
献
の
思
想
史
的
研
究
─
─
故
事
・
教
訓
書
を
中
心
と
し
て
─
─
』

汲
古
書
院
、
二
〇
二
二
年
）
四
六
〇
～
四
六
一
頁
。

（
34
）　
高
一
致
「
初
読
北
大
蔵
秦
簡
《
教
女
》」（
簡
帛
網
、http://w

w
w

.bsm
.org.cn/?qinjian/6455.htm

l

、
二
〇
一
五
年
八
月
一
三
日
掲
載
、
二

〇
二
四
年
一
〇
月
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
35
）　
大
庭
脩
「
漢
代
官
吏
の
勤
務
と
休
暇
」（
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）
五
八
八
頁
を
参
照
。

（
36
）　
大
庭
脩
注（
35
）前
掲
論
文
五
八
一
～
五
八
二
・
五
八
九
頁
を
参
照
。

（
37
）　
楊
勇
「
秦
簡
牘
所
見
秦
代
吏
民
的
休
暇
」（
鄔
文
玲
・
戴
衛
紅
主
編
『
簡
帛
研
究
二
〇
二
一
秋
冬
巻
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
）

一
一
五
～
一
一
七
頁
を
参
照
。

（
38
）　
第
五
六
号
簡
「
女
子
獨
居
」（
女
子
獨
り
居
る
）
と
い
う
記
述
も
、
官
吏
の
妻
が
夫
の
不
在
時
に
一
人
で
家
を
守
っ
て
い
る
様
子
を
暗
示
し
て
い

る
。

（
39
）　
図
版
本
注
釈
は
「

」
字
は
「
妗
」（
女
の
軽
薄
な
さ
ま
）
も
し
く
は
「
姿
」（
恣
意
）
に
読
む
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
北
京
大
学
出
土

文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
六
頁
参
照
。
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（
40
）　
図
版
本
注
釈
は
「
嗛
」
字
は
「
斂
」
に
、「

」
字
は
「
績
」
に
読
む
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注

（
（
）前
掲
書
六
六
頁
参
照
。

（
4（
）　
図
版
本
注
釈
は
「

」
字
は
「
酪
」
に
読
む
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
北
京
大
学
出
土
文
献
与
古
代
文
明
研
究
所
編
注（
（
）前
掲
書
六
六
頁
参
照
。

王
挺
斌
氏
は
こ
の
字
を
「

」
に
隷
定
す
る
。
王
挺
斌
「
釈
北
大
秦
簡
《
教
女
》
中
的
“
飧
”」（
簡
帛
網
、http://w

w
w

.bsm
.org.

cn/?qinjian/9（60.htm
l

、
二
〇
二
三
年
八
月
二
五
日
掲
載
、
二
〇
二
四
年
一
〇
月
八
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
。

（
42
）　
末
尾
の
「
男
子
視
之
、
益
稗
（
埤
）
笑
喜
。
曰
、
我
成
（
誠
）
好
美
、
最
吾
邑
里
。
澤
沐
長
順
、
疏
（
梳
）
齒
三

之
。
衣
數
以
之
〔
□
〕
者
、

意
之
父
母
」
は
、
明
ら
か
に
「
男
性
を
か
ら
か
う
」
こ
と
と
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
。

（
43
）　
第
一
九
三
～
一
九
四
号
簡
。

（
44
）　
官
吏
の
妻
で
は
な
い
が
、『
韓
非
子
』
内
儲
説
下
六
微
に
は
、
燕
人
の
妻
が
夫
の
不
在
時
に
別
の
男
と
姦
通
し
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。

（
45
）　
朱
鳳
瀚
注（
6
）前
掲
論
文
一
三
頁
。

（
46
）　
高
一
致
注（
34
）前
掲
論
文
。

（
47
）　
夏
増
民
注（
（9
）前
掲
論
文
一
二
頁
。

（
48
）　
高
一
致
注（
34
）前
掲
論
文
、
夏
増
民
注（
（9
）前
掲
論
文
一
三
～
一
四
頁
。

（
49
）　「
謂
夫
死
有
子
、
棄
之
而
嫁
」（
夫
死
し
て
子
有
ら
ば
、
之
を
棄
て
て
嫁
す
を
謂
う
）
と
述
べ
る
『
史
記
正
義
』
の
説
に
基
づ
く
。

（
50
）　
宮
宅
潔
氏
は
、
こ
の
例
を
も
と
に
、
長
江
下
流
の
旧
越
国
の
領
域
で
は
、
多
夫
多
妻
が
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘

す
る
。
宮
宅
潔
『
あ
る
地
方
官
吏
の
生
涯

　
木
簡
が
語
る
中
国
古
代
人
の
日
常
生
活
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
二
一
年
）
一
四
九
頁
を
参
照
。

（
5（
）　
案
例
一
は
南
郡
の
州
陵
県
、
案
例
四
は
同
じ
く
南
郡
の
江
陵
県
で
起
き
た
事
件
で
あ
る
。
案
例
五
・
七
は
発
生
地
点
が
不
明
だ
が
、
案
例
五
は
秦

が
楚
の
廬
谿
を
攻
め
た
際
に
秦
か
ら
楚
へ
逃
亡
し
た
者
を
め
ぐ
る
案
件
ゆ
え
、
南
郡
治
下
で
起
き
た
と
思
し
い
。
す
る
と
、
第
一
類
の
冊
書
の
う
ち

案
例
一
～
六
は
い
ず
れ
も
南
郡
で
起
き
た
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
残
る
案
例
七
も
南
郡
治
下
で
発
生
し
た
事
案
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
岳
麓
秦
簡
『
為
獄
等
状
四
種
』
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
柿
沼
陽
平
編
訳
注
『
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
「
為
獄
等
状
四
種
」
訳
注
─
─
裁

判
記
録
か
ら
み
る
戦
国
末
期
の
秦
』（
平
凡
社
、
二
〇
二
四
年
）
に
基
づ
く
。

（
52
）　
前
述
の
通
り
、
北
大
秦
簡
の
持
ち
主
は
秦
の
南
郡
の
地
方
官
吏
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）　
髙
村
武
幸
「
漢
代
の
官
吏
任
用
と
文
字
の
知
識
」（
同
氏
『
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
五
頁
、
濱
川
栄
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二

「
秦
・
漢
時
代
の
庶
民
の
識
字
」（『
史
滴
』
三
五
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
二
〇
頁
を
参
照
。

（
54
）　
エ
ノ
・
ギ
ー
レ
「
古
代
の
識
字
能
力
を
如
何
に
判
定
す
る
の
か
─
漢
代
行
政
文
書
の
事
例
研
究
─
」（
高
田
時
雄
編
『
漢
字
文
化
三
千
年
』
臨
川

書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
三
三
～
一
三
七
頁
。

（
55
）　
高
一
致
注（
34
）前
掲
論
文
。

（
56
）　『
教
女
』
が
公
文
書
で
あ
る
と
す
る
意
見
に
対
し
て
は
、
筆
者
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
、
用
字
習
慣
を
通
じ
て
『
為
吏
之
道
』
な
ど
の

秦
の
官
箴
書
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
ら
が
公
文
書
で
は
な
く
、
当
時
の
官
吏
の
需
要
に
応
え
て
流
行
し
た
「
準
教
科
書
」
的
存
在
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
の
『
教
女
』
に
対
す
る
現
在
の
考
え
も
そ
の
見
方
に
近
い
。
拙
稿
「
秦
漢
の
社
会
と
「
日
書
」
を
と
り
ま
く
人
々
」

（『
東
洋
史
研
究
』
七
六
─
二
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
二
二
二
～
二
二
三
頁
を
参
照
。

附
記
：
本
稿
は
二
〇
二
三
年
度
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
生
の
高
瀬
夏
帆
さ
ん
に
啓
発
を
受
け
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
瀬
さ
ん
は
『
教

女
』
を
主
要
な
題
材
と
し
、
秦
に
お
け
る
男
女
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
、
優
秀
な
卒
業
論
文
を
完
成
さ
れ
た
。
本
稿
に
含
ま
れ
る
ア
イ
デ

ィ
ア
は
、
彼
女
と
議
論
を
重
ね
る
過
程
で
思
い
つ
い
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
高
瀬
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、

本
稿
中
に
誤
り
な
ど
が
あ
れ
ば
筆
者
の
責
任
に
帰
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
筆
者
は
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
北
京
大
学
蔵
秦
漢
簡
牘
学
術
研
討
会
」（
二
〇
二
四
年
六
月
二
六
～
二
七
日
）
に
お
い
て
、

本
稿
の
も
と
と
な
る
内
容
を
口
頭
発
表
し
、『
教
女
』
整
理
者
の
朱
鳳
瀚
氏
を
は
じ
め
、
北
大
秦
簡
の
整
理
に
携
わ
っ
た
研
究
者
の
方
々
に
貴
重
な

ご
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
あ
わ
せ
て
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
本
稿
はJSPS

科
研
費（9K

K
00（3

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


