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董
　
　
　
子
　
華

は
じ
め
に

　
梁
の
天
監
六
年
（
五
〇
七
）、
六
十
七
歳
の
沈
約
は
都
・
建
康
の
東
郊
に
居
宅
を
構
え
、
の
ち
に
こ
の
郊
居
を
テ
ー
マ
に
し
て
「
郊
居
賦
」

を
撰
し
た

（
1
）

。
こ
の
賦
は
全
四
百
五
十
二
句
、
約
三
千
字
あ
り
、
構
想
と
執
筆
に
心
血
を
注
い
だ
大
作
で
あ
る

（
2
）

。
沈
約
の
隠
逸
へ
の
憧
憬
を

述
べ
て
、
自
適
な

（
3
）

郊
居
生
活
を
描
写
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
先
祖
の
流
浪
の
歴
史
と
六
朝
の
王
朝
の
交
代
を
も
振
り
返
っ
て
お
り
、

彼
の
歴
史
家
と
し
て
の
一
面
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
学
者
、
歴
史
家
で
あ
る
ほ
か
、
沈
約
は
仏
教
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
彼
の
仏
教
的

世
界
観
も
「
郊
居
賦
」
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
沈
約
は
天
監
十
二
年
（
五
一
三
）
に
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
郊
居
賦
」
は
自
伝
的
性

格
を
持
ち
、
彼
の
晩
年
の
思
考
様
式
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　『
爾
雅
』
釈
地
に
は
、「
郊
」
に
つ
い
て
「
邑
外
、
之
を
郊
と
謂
う
」
と
い
う
。「
邑
」
は
都
、
町
で
、「
郊
」
は
都
の
外
の
空
間
で
あ
る
。

南
朝
に
至
る
と
、
建
康
東
郊
の
開
発
が
進
み
、
皇
室
・
士
族
た
ち
の
別
業
と
荘
園
や
、
僧
侶
・
道
士
の
寺
院
が
次
々
と
建
て
ら
れ
た

（
4
）

。
し

か
し
、「
郊
居
賦
」
に
見
出
さ
れ
る
「
郊
」
と
い
う
空
間
は
、
実
在
の
東
郊
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
沈
約
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た

私
的
で
、
理
念
的
な
空
間
と
い
え
る
。
こ
の
空
間
は
作
者
の
隠
逸
へ
の
憧
れ
、
歴
史
へ
の
思
い
、
仏
教
の
浄
国
へ
の
希
求
と
緊
密
に
繋
が

り
、
彼
の
視
点
と
心
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
多
様
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
郊
」
は
沈
約
の
筆
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
、

文
学
的
ト
ポ
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
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本
稿
は
沈
約
「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
「
郊
」
と
い
う
空
間
に
目
を
留
め
、
沈
約
の
諸
思
想
が
表
れ
た
こ
の
文
学
的
ト
ポ
ス
の
有
様
を
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
沈
約
の
空
間
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。「
郊
居
賦
」
の
原
文
は
『
梁
書
』
沈
約
傳
に
載

せ
る
も
の
に
従
い
、
ま
た
、
書
き
下
し
文
は
今
場
正
美
氏
の
「
沈
約
『
郊
居
賦
』
譯
註

（
5
）

」
を
参
考
と
す
る
。

一
　
寥
廓
と
荒
茫
―
―
「
郊
」
の
全
体
像

　「
郊
居
賦
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
中
森
健
二
氏
と
林
家
驪
氏
に
よ
っ
て
、
す
で
に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
い
る

（
6
）

が
、
論
述
の
便
宜
の
た
め
、

本
論
に
入
る
前
に
、
筆
者
な
り
に
あ
ら
た
め
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
凡
俗
な
自
分
は
他
の
万
物
と
と
も
に
、
自
ら
の
性
を
得
る
「
場
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
東
郊
へ
の
隠
棲
を
希
求
す
る

と
い
う
。
次
に
、
沈
氏
一
族
の
歴
史
と
斉
梁
の
交
代
を
振
り
返
り
、
東
郊
で
の
隠
棲
に
至
る
経
緯
を
述
べ
る
。
続
い
て
、
居
宅
内
部
の
自

然
景
物
と
自
給
自
足
の
生
活
を
描
く
。
そ
の
後
、
視
線
を
居
宅
の
外
へ
と
移
し
、
東
郊
の
自
然
と
遺
跡
を
眺
め
な
が
ら
、
湮
滅
し
た
王
朝

や
自
分
の
過
去
に
思
い
を
馳
せ
る
。
繁
栄
の
儚
さ
を
意
識
し
、
現
実
を
離
れ
て
神
仙
の
世
界
へ
の
飛
翔
を
想
像
し
た
上
で
、
再
び
東
晋
と

宋
の
歴
史
を
振
り
返
る
。
そ
し
て
、
神
仙
の
降
臨
を
求
め
つ
つ
も
、
そ
の
願
い
が
叶
わ
ず
地
上
に
戻
る
。
や
が
て
こ
の
生
の
重
要
さ
を
実

感
し
、「
郊
居
」
に
己
の
身
を
寄
せ
て
、
仏
道
を
修
行
す
る
志
を
示
す
。
し
か
し
、
す
で
に
東
郊
の
自
然
と
同
化
す
る
自
己
を
そ
こ
に
見

出
し
た
た
め
、
こ
の
「
場
」
を
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
結
び
に
お
い
て
、
沈
約
は
、
功
な
き
自
分
の
老
衰
を
嘆
き
、

東
郊
に
余
生
を
送
る
願
望
を
述
べ
る
。

　
賦
の
全
篇
は
現
実
と
自
ら
の
思
い
が
交
錯
し
て
い
る
が
、
全
て
「
郊
」
と
い
う
空
間
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
沈
約
に

と
っ
て
、「
郊
」
は
た
だ
我
が
身
を
寄
せ
る
場
所
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
を
落
ち
着
か
せ
る
空
間
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

さ
て
、
彼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
の
「
郊
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　「
郊
」
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
、
ま
ず
、
賦
の
冒
頭
、
す
な
わ
ち
序
文
に
当
た
る
段
落
を
見
て
み
よ
う
。
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惟
至
人
之
非
己
、
故
物
我
而
兼
忘
。
自
中
智
以
下
洎
、
咸
得
性
以
爲
場
。
獸
因
窟
而
獲
騁
、
鳥
先
巢
而
後
翔
。
陳
巷
窮
而
業
泰
、
嬰

居
湫
而
德
昌
。
僑
棲
仁
與
東
里
、
鳳
晦
跡
於
西
堂
。
伊
吾
人
之
褊
志
、
無
經
世
之
大
方
。
思
依
林
而
羽
戢
、
願
託
水
而
鱗
藏
。
固
無

情
於
輪
奐
、
非
有
慾
於
康
莊
。
披
東
郊
之
寥
廓
、
入
蓬
藋
之
荒
茫
。
既
從
豎
而
橫
構
、
亦
風
除
而
雨
攘
。

至
人
は
自
己
を
忘
れ
て
道
と
一
体
と
な
り
、
物
と
我
を
忘
れ
る
。
中
智
か
ら
下
愚
に
及
ぶ
ま
で
、
自
分
の
性
に
適
う
所
を
落
ち
着
く

場
所
と
す
る
。
獣
は
穴
が
あ
る
の
で
駆
け
出
す
こ
と
が
で
き
、
鳥
も
ま
ず
巣
を
作
っ
て
か
ら
飛
ん
で
行
く
。
陳
平
は
城
郭
を
背
に
負

う
と
こ
ろ
に
侘
し
く
住
み
な
が
ら
も
訪
れ
る
客
が
絶
え
ず
、
晏
嬰
は
湿
地
に
暮
ら
し
つ
つ
も
徳
を
顕
し
た
。
子
産
は
仁
者
と
し
て
東

里
に
住
み
、
高
鳳
は
西
唐
山
に
そ
の
身
を
隠
し
た
。
褊
狭
な
志
を
持
ち
主
で
あ
る
自
分
は
、
国
を
治
め
る
才
を
有
し
て
い
な
い
。
鳥

の
よ
う
に
森
の
中
に
羽
を
収
め
て
、
魚
の
よ
う
に
水
の
中
に
鱗
を
隠
す
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
豪
華
な
屋
敷
に
興
味
は
な

く
、
繁
華
な
都
市
に
も
心
惹
か
れ
は
し
な
い
。
遥
か
に
広
が
る
東
郊
を
ひ
ら
き
、
草
の
生
え
て
い
る
荒
野
に
向
か
う
の
だ
。
す
で
に

柱
を
立
て
梁
を
据
え
、
風
雨
を
防
ぐ
設
え
も
で
き
て
い
る
。

　
自
分
が
「
中
智
」
以
下
の
凡
俗
の
者
で
あ
り
、
獣
や
鳥
の
よ
う
に
、
自
ら
の
性
を
得
て
自
由
自
在
に
生
き
る
「
場
」
が
必
要
で
あ
る
が
、

望
ん
だ
の
は
豪
華
な
邸
宅
や
繁
華
な
都
市
で
は
な
く
、
都
を
遠
く
離
れ
た
東
郊
で
あ
る
と
い
う
。「
獨
往

（
7
）

」
の
志
、
乃
ち
隠
棲
へ
の
憧
れ

を
表
し
て
い
る
。

　
沈
約
は
「
郊
」
の
全
体
的
な
様
子
を
「
寥
廓
」「
荒
茫
」
と
形
容
し
て
い
る
。「
寥
廓
」
は
遥
か
に
広
が
る
さ
ま
で
、「
荒
茫
」
は
荒
れ
広

が
る
さ
ま
。
陳
平
、
晏
嬰
、
子
産
、
高
鳳
は
徳
の
高
い
士
で
あ
る
が
、
み
な
繁
華
の
地
で
は
な
く
、
人
里
離
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
。

ま
た
、『
宋
書
』
隠
逸
傳
論
に
お
い
て
、
沈
約
は
『
易
』・『
論
語
』
を
挙
げ
て
、
従
来
の
隠
士
は
俗
世
を
離
れ
て
奥
深
い
と
こ
ろ
身
を
隠

す
と
い
う

（
8
）

。「
寥
廓
」「
荒
茫
」
は
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
隠
棲
の
「
場
」
に
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
齋
藤
希
史
氏
は
こ
の
描
き
方

が
招
隠
詩
の
表
現
に
似
て
い
て
、
沈
約
の
孤
高
の
隠
逸
の
志
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
9
）

。
と
こ
ろ
が
、「
寥
廓
」
と
「
荒
茫
」
は

視
覚
的
な
表
現
で
東
郊
の
様
子
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
感
覚
的
な
表
現
と
し
て
、
賦
の
感
情
的
な
基
調
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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沈
約
は
「
郊
」
を
都
か
ら
遥
か
に
離
れ
た
雑
草
の
生
い
茂
る
空
間
に
見
立
て
、
そ
こ
に
自
分
の
居
宅
を
構
え
る
と
い
う
。
そ
の
過
程

を
「
爾
れ
乃
ち
窮
野
に
傍
い
、
荒
郊
に
抵い

た

る
。
霜
菼
を
編
み
、
寒
茅
を
葺
く
（
爾
乃
傍
窮
野
、
抵
荒
郊
、
編
霜
菼
、
葺
寒
茅
）
」
と
描
き
、

人
里
離
れ
た
荒
れ
野
の
続
く
東
郊
に
至
り
、
霜
の
降
っ
た
オ
ギ
を
編
ん
で
、
冷
た
い
カ
ヤ
を
葺
い
た
と
述
べ
て
い
る
。「
窮
野
」「
荒
郊
」

は
「
寥
廓
」「
荒
茫
」
を
具
象
化
す
る
。「
霜
」
と
「
寒
」
は
冷
た
い
感
覚
で
あ
り
、
物
寂
し
い
雰
囲
気
を
釀
出
し
て
い
る
。「
菼
」
と
「
茅
」

は
房
屋
を
建
て
る
た
め
に
使
う
材
料
で
あ
る
が
、
簡
素
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
果
て
な
い
荒
野
を
連
想
さ
せ
る
。
繁
華
な
都
と
連
続
す
る

現
実
の
東
郊
と
比
較
す
る
と
、
沈
約
が
賦
に
描
く
こ
の
空
間
に
は
一
層
の
物
寂
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
賦
の
終
盤
に
ま
で
通
底
す
る
。「
氷
は
坎
に
懸
か
り
坻
に
帯
び
、
雪
は
松
を
縈
り
野
を
被
う
（
冰
懸
埳
而
帶
坻
、
雪

縈
松
而
被
野
）
」
と
あ
り
、
窪
み
に
掛
か
っ
た
氷
が
水
際
ま
で
張
り
め
ぐ
り
、
雪
が
松
に
積
も
り
広
野
を
お
お
う
と
い
う
郊
外
の
冬
景
色

を
描
い
て
い
る
。「
冰
」
と
「
雪
」
は
冬
の
景
物
で
、「
霜
」
と
「
寒
」
に
よ
く
繋
が
り
、
秋
か
ら
冬
へ
の
季
節
の
移
ろ
い
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
沈
約
が
視
線
を
居
宅
外
の
世
界
、
即
ち
広
袤
た
る
東
郊
へ
移
し
、
王
朝
の
盛
衰
や
自
分
の
過
去
を
振
り
返
る
時
、
そ
の
寂
寥

感
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
王
朝
は
す
で
に
滅
し
、
東
郊
の
塵
に
な
っ
て
い
る
。
昔
活
躍
し
た
自
分
の
面
影
は
目
の
前
に
浮

ん
で
き
た
が
、
そ
の
頃
一
緒
に
い
た
知
り
合
い
は
み
な
時
の
流
れ
と
と
も
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
目
に
入
る
の
は
、
鍾
山
の
連
綿
た
る

山
々
だ
け
。
昔
の
繁
華
と
今
の
荒
涼
が
強
烈
な
対
比
を
示
し
、
賦
に
お
け
る
寂
寥
感
は
世
の
無
常
に
対
す
る
悲
哀
に
重
ね
ら
れ
る
。

　「
郊
居
賦
」
以
外
に
も
、
沈
約
は
郊
居
に
関
す
る
詩
を
作
っ
た
。
次
の
「
宿
東
園

）
10
（

」
詩
は
「
郊
居
賦
」
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
作
品
で
あ
る
、

こ
の
詩
に
お
け
る
「
郊
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
宿
東
園
　
　
　
　
東
園
に
宿
す

　
1
　
陳
王
鬭
雞
道
　
　
陳
王
　
闘
鶏
の
道
　

　
2
　
安
仁
采
樵
路
　
　
安
仁
　
采
樵
の
路
　

　
3
　
東
郊
豈
異
昔
　
　
東
郊
　
豈
に
昔
に
異
な
ら
ん
や

　
4
　
聊
可
閑
余
步
　
　
聊
か
余
の
歩
み
を
閑
う
す
べ
し
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5
　
野
徑
既
盤
紆
　
　
野
径 

既
に
盤
紆
た
り

　
6
　
荒
阡
亦
交
互
　
　
荒
阡
　
亦
た
交
互
す 

　
7
　
槿
籬
疏
復
密
　
　
槿
籬
　
疏
に
し
て
復
た
密
つ

　
8
　
荊
扉
新
且
故
　
　
荊
扉
　
新
た
に
し
て
且
つ
故
し

　
9
　
樹
頂
鳴
風
飆
　
　
樹
頂
に
風
飆
鳴
り

　
10
　
草
根
積
霜
露
　
　
草
根
に
霜
露
積
む

　
11
　
驚
麏
去
不
息
　
　
驚
麏
　
去
り
て
息
ま
ら
ず 

　
12
　
征
鳥
時
相
顧
　
　
征
鳥
　
時
に
相
い
顧
み
る

　
13
　
茅
棟
嘯
秋
鴟
　
　
茅
棟
　
秋
鴟
嘯
き

　
14
　
平
岡
走
寒
兔
　
　
平
岡
　
寒
兔
走
る

　
15
　
夕
陰
帶
曾
阜
　
　
夕
陰
　
曽
阜
を
帯
び

　
16
　
長
煙
引
輕
素
　
　
長
煙
　
軽
素
を
引
く

　
17
　
飛
光
忽
我
遒
　
　
飛
光
　
忽
と
し
て
我
に
遒
り

　
18
　
寧
止
歳
云
暮
　
　
寧
ぞ
止
だ
歳
の
云こ

こ

に
暮
る
る
の
み
な
ら
ん
や

　
19
　
若
蒙
西
山
藥
　
　
若
し
西
山
の
薬
を
蒙
れ
ば

　
20
　
頽
齡
儻
能
度
　
　
頽
齢
も
儻
は
能
く
度
ら
ん

　
野
原
の
小
道
を
歩
み
な
が
ら
、
東
郊
の
冬
の
景
色
を
味
わ
う
。
５
か
ら
８
ま
で
の
四
句
は
「
野
径
」「
荒
阡
」「
槿
籬
」「
荊
扉
」
な
ど

を
描
き
、
東
郊
の
道
の
険
し
さ
と
東
園
の
外
観
の
素
朴
さ
を
表
し
て
い
る
。
９
、
10
と
い
う
二
句
は
強
く
吹
い
て
い
る
風
や
積
っ
た
霜
と

露
が
冬
の
寒
さ
を
示
し
て
い
る
。
11
か
ら
14
ま
で
の
四
句
に
お
け
る
「
驚
麏
」「
征
鳥
」「
秋
鴟
」「
寒
兔
」
な
ど
の
動
物
か
ら
は
、
さ
ら

に
東
郊
の
荒
れ
果
て
て
寂
し
い
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
末
の
四
句
に
は
、「
過
ぎ
行
く
月
日
は
不
意
に
私
に
迫
り
来
る
。
そ
れ
は
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た
だ
こ
の
一
年
が
暮
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
西
山
の
仙
薬
を
飲
む
な
ら
ば
、
こ
の
朽
ち
果
て
つ
つ
あ
る
命
で
も
、
あ
る
い
は

ま
だ
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
時
間
の
流
れ
と
自
分
の
老
衰
を
嘆
い
て
い
る
。
東
郊
に
お
け
る
秋
・
冬
の
自
然
景
物
を
見
渡
し
、

時
の
流
れ
を
感
知
す
る
。
ま
た
、
季
節
の
移
ろ
い
か
ら
我
が
身
の
老
衰
を
連
想
す
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
「
郊
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
賦
の
序

文
に
お
け
る
「
寥
廓
」
と
「
荒
茫
」
に
一
致
し
、
作
者
の
悲
哀
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
再
び
賦
の
後
半
に
目
を
移
そ
う
。
遊
仙
的
な
瞑
想
の
中
、
沈
約
は
神
霊
の
降
臨
を
希
求
す
る
が
、
神
霊
は
彼
の
願
い
に
応
じ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
彼
は
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
、「
空
を
観
じ
、
己
を
忘
れ
る

）
11
（

」
と
い
う
自
己
超
克
の
境
地
に
至
る
こ
と
を
望
む
が
、
結
局
現
実
に

あ
る
自
分
の
老
衰
と
政
治
的
な
不
遇
を
忘
却
で
き
ず
、
現
実
の
苦
痛
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
。
賦
の
文
末
に
お
い
て
は
、「
余
の
情
の
頽
暮

を
傷
み
、
憂
患
に
罹
り
て
其
れ
相
溢
る
。
悲
は
軫
を
異
に
す
れ
ど
も
帰
を
同
じ
く
し
、
歓
び
は
方
を
殊
に
す
れ
ど
も
並
に
失
う
（
傷
余
情

之
頹
暮
、
罹
憂
患
其
相
溢
。
悲
異
軫
而
同
歸
、
歡
殊
方
而
並
失
）
」
と
い
い
、
晩
年
に
な
る
と
、
喜
び
が
少
な
く
、
憂
い
と
悲
し
み
が
心

に
満
ち
溢
れ
て
い
る
が
、
人
は
死
ぬ
と
、
喜
び
も
悲
し
み
も
皆
消
え
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
後
の
六
句
に
お
い
て
、「
惟

だ
以
え
ら
く
天
地
の
恩
に
報
い
ず
、
書
事
の
官
も
述
べ
る
靡
く
、
徒
ら
に
高
門
の
地
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
、
良
史
の
筆
に
載
せ
ら
れ
ず
。
長

く
太
息
し
て
其
れ
何
を
言
わ
ん
、
羌
愧
心
の
一
に
非
ず
（
惟
以
天
地
之
恩
不
報
、
書
事
之
官
靡
述
。
徒
重
於
高
門
之
地
、
不
載
於
良
史
之

筆
。
長
太
息
其
何
言
、
羌
愧
心
指
非
一
）
」
と
い
う
。「
天
地
の
恩
に
報
い
る
こ
と
な
く
、
何
も
書
き
記
す
価
値
も
な
い
。
分
不
相
応
に
も

高
位
に
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
史
官
の
筆
に
記
さ
れ
る
ほ
ど
の
功
績
も
な
い
。
長
く
溜
息
を
つ
い
て
何
も
言
う
こ
と
な
く
、
我
が
心
に
恥

じ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
」
と
嘆
息
し
て
い
る
。

　
沈
約
は
梁
の
建
立
に
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
一
人
で
あ
り
、
新
王
朝
に
お
い
て
活
躍
す
べ
く
大
き
な
期
待
を
抱
い
た
が
、
結
局
は
政
治

上
の
枢
要
な
地
位
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た

）
12
（

。
彼
の
官
職
へ
の
執
着
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
結
び
は
謙
虚
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
や
は

り
彼
の
憤
懣
と
悲
哀
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
「
郊
」
と
い
う
空
間
の
全
体
像
を
概
観
し
た
。「
郊
」
は
荒
れ
果
て
て
物
寂
し
い
空
間
で
あ
り
、

沈
約
の
悲
哀
を
表
し
て
い
る
。
沈
約
は
今
の
東
郊
に
あ
る
山
々
と
遺
跡
を
眺
め
な
が
ら
、
昔
の
繁
華
の
東
郊
に
思
い
を
馳
せ
て
、
世
の
無
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「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
沈
約
の
空
間
意
識

常
と
自
ら
の
老
衰
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。

二
　
歴
史
を
映
し
出
す
空
間

　
前
章
で
「
郊
」
の
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
た
際
に
、「
郊
居
賦
」
に
お
い
て
、
沈
約
が
王
朝
の
歴
史
と
過
去
の
自
分
の
こ
と
を

思
い
出
し
、
世
の
無
常
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
点
に
触
れ
た
。「
郊
居
賦
」
か
ら
時
の
流
れ
と
沈
約
の
歴
史
観
が
伺
え
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
藤
原
尚
氏
、
中
村
健
二
氏
、
齋
藤
希
史
氏
が
す
で
に
言
及
し
て
い
る

）
13
（

。
本
章
は
、「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
歴
史
を
見
つ
め
る

叙
述
を
分
析
し
、
歴
史
を
映
し
出
す
空
間
と
し
た
「
郊
」
と
沈
約
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。「
郊
居
賦
」
に
お
い
て
、
歴
史
の
振

り
返
り
は
三
回
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
順
を
逐
っ
て
見
て
み
よ
う
。

（
一
）
一
回
目
の
振
り
返
り
―
―
昔
西
漢
之
標
季
、
余
播
遷
之
云
始
…
…
詠
希
微
以
考
室
、
幸
風
霜
之
可
庇

　
東
郊
へ
の
隠
居
に
至
る
経
緯
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
前
漢
の
末
に
始
ま
る
先
祖
の
流
浪
か
ら
、
晋
・
宋
の
乱
世
に
遭
遇
し
た
父
祖
の
苦
難

ま
で
遡
り
、
王
朝
の
更
迭
に
翻
弄
さ
れ
た
一
族
の
運
命
に
思
い
を
馳
せ
る
。
続
い
て
、「
平
生
の
耿
介
を
迹
ね
、
実
に
心
を
独
往
に
有
つ
。

幽
人
を
思
い
て
軫
み
念
い
、
東
皋
を
望
ん
で
長
想
す
（
迹
平
生
之
耿
介
、
實
有
心
於
獨
往
。
思
幽
人
而
軫
念
、
望
東
皋
而
長
想
）
と
い
い
、

先
祖
の
歴
史
を
承
け
た
自
分
の
隠
棲
へ
の
希
求
を
述
べ
る
。
平
素
よ
り
隠
棲
に
憧
れ
、
常
に
昔
の
隠
者
を
思
っ
て
心
を
巡
ら
せ
、
東
の
丘

を
眺
め
な
が
ら
長
く
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
た
と
。
し
か
し
、「
本
よ
り
情
を
徇
物
に
忘
れ
、
徒
だ
紲
を
天
壌
に
繋
ぐ
の
み
。
応
は
歎
を
牽

絲
に
屡
し
、
陸
は
言
を
世
網
に
興
す
。
事
は
滔
々
と
し
て
未
だ
合
わ
ず
、
志
は
悁
悁
と
し
て
爽
ら
か
な
る
無
し
。
帰
嘆
を
詠
じ
て
躑
踞
し
、

巗
阿
を
眷
み
て
抵
掌
す
（
本
忘
情
於
徇
物
、
徒
羈
紲
於
天
壤
。
應
屢
嘆
於
牽
絲
、
陸
興
言
於
世
網
。
事
滔
滔
而
未
合
、
志
悁
悁
而
無
爽
。

詠
歸
歎
而
躑
踞
、
眷
巖
阿
而
抵
掌
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
の
性
情
を
得
た
生
き
方
を
忘
れ
、
俗
世
の
名
利
に
自
分
の
身
を
束
縛
さ
れ
、

隠
棲
へ
の
願
望
は
叶
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
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続
い
て
、
斉
末
の
混
乱
と
梁
の
建
立
と
自
ら
の
生
涯
を
顧
み
る
。「
時
君
の
徳
を
喪
う
に
逢
い
、
何
ぞ
凶
昏
の
孔
だ
熾
ん
な
る
…
…
図

を
銜
む
の
盛
世
に
値
い
、
聖
を
興
す
の
嘉
期
に
遇
う
…
…
希
微
を
詠
じ
て
以
て
室
を
考
す
に
、
幸
に
風
霜
之
れ
庇
う
可
し
（
逢
時
君
之
喪

德
、
何
凶
昏
之
孔
熾
…
…
直
銜
圖
之
盛
世
、
遇
興
盛
之
嘉
期
…
…
詠
希
微
以
考
室
、
幸
風
霜
之
可
庇
）
」

　
斉
の
東
昏
侯
の
統
治
に
よ
る
民
の
苦
し
み
を
嘆
き
、
蕭
衍
が
梁
を
建
て
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
梁
の
建
立
以
来
、
自
ら
武

帝
に
優
遇
さ
れ
て
は
い
る
が
、
常
に
無
常
と
不
安
を
抱
き
、
つ
い
に
東
郊
へ
隠
棲
し
よ
う
と
決
心
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
過
去
か
ら
現
在
を
見
渡
す
叙
述
に
よ
っ
て
、
沈
約
は
沈
氏
の
先
祖
と
王
朝
の
歴
史
、
ま
た
自
分
自
身
の
こ
と
と
い
う
三
者
を
結
び

つ
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
歴
史
家
で
あ
る
沈
約
は
自
分
を
一
人
の
個
体
と
は
み
な
さ
ず
、
歴
史
の
一
部
分
と
し
て
自
分
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
東
郊
に
隠
棲
す
る
こ
と
は
自
分
だ
け
の
決
意
で
は
な
く
、
王
朝
の
変
遷
と
そ
の
変
遷
に
翻
弄
さ
れ
た

先
祖
の
運
命
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
沈
約
が
「
郊
」
で
の
隠
棲
は
こ
の
場
所
に
我
が
身
を
寄
せ
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、

自
分
の
内
包
し
て
い
る
歴
史
的
な
記
憶
も
「
郊
」
に
置
く
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
二
回
目
の
振
り
返
り
―
―
臨
巽
維
而
騁
目
、
即
堆
冢
而
流
眄
…
…
咸
夷
漫
以
蕩
滌
、
非
古
今
之
異
時

　
居
宅
内
の
自
然
景
物
と
自
給
自
足
の
農
耕
生
活
を
述
べ
た
後
、
沈
約
は
自
分
の
視
線
を
居
宅
の
内
部
か
ら
外
部
へ
移
し
て
い
る
。
広
袤

た
る
東
郊
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
歴
史
事
件
と
人
物
や
自
分
の
過
去
に
思
い
を
馳
せ
る
。
こ
こ
か
ら
沈
約
は
東
晋
、
宋
、
斉

の
盛
衰
を
振
り
返
っ
て
、
再
び
歴
史
的
な
叙
述
を
始
め
る
。

　
沈
約
は
宋
、
斉
、
梁
の
三
朝
に
仕
え
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
王
朝
の
歴
史
を
回
想
す
る
時
に
は
、
自
ず
と
そ
こ
に
過
去
の
自
分
の
姿

も
見
い
だ
す
。
か
つ
て
宋
の
西
陽
王
に
随
い
、
東
郊
に
あ
る
鍾
山
へ
遊
び
に
来
て
お
り
、「
遊
鍾
山
應
西
陽
王
教
」（
『
文
選
』
巻
二
十
二
）

の
連
作
五
首
を
作
っ
た
。
斉
の
永
明
年
間
、
沈
約
は
文
恵
太
子
蕭
長
懋
に
仕
え
、
ま
た
、
文
恵
太
子
の
弟
で
あ
る
竟
陵
王
蕭
子
良
の
西
邸

に
招
か
れ
、
文
学
創
作
や
講
経
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、『
梁
書
』
沈
約
傳
に
記
さ
れ
て
い
る
。

齊
初
、
爲
征
虜
記
室
、
帶
襄
陽
令
。
所
奉
之
王
、
齊
文
惠
太
子
也
。
太
子
入
居
東
宮
、
爲
步
兵
校
尉
、
管
書
記
、
直
永
壽
省
、
校
四
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「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
沈
約
の
空
間
意
識

部
圖
書
。
時
東
宮
多
士
、
約
特
被
親
遇
。
每
直
入
見
，
影
斜
方
出
…
…
時
竟
陵
王
亦
招
士
、
約
與
蘭
陵
蕭
琛
、
琅
琊
王
融
、
陳
郡
謝

朓
、
南
郷
范
雲
、
樂
安
任
昉
等
皆
遊
焉
。

斉
の
初
め
、（
沈
約
は
）
征
虜
将
軍
の
記
室
と
な
り
、
襄
陽
の
令
を
兼
ね
た
。
奉
じ
た
王
は
斉
の
文
恵
太
子
で
あ
っ
た
。
太
子
が
東

宮
に
入
る
と
、（
沈
約
は
）
歩
兵
校
尉
と
な
り
、
書
記
を
掌
り
、
永
寿
省
に
当
直
し
、
四
部
の
図
書
を
校
訂
す
る
。
そ
の
頃
、
東
宮

に
は
有
能
な
士
多
く
い
た
が
、
沈
約
は
特
別
に
親
遇
さ
れ
た
。
彼
は
当
直
の
度
に
お
目
に
か
か
り
、
日
影
が
斜
め
に
な
っ
て
は
は
じ

め
て
退
出
し
た
…
…
時
に
竟
陵
王
も
亦
た
有
能
の
士
を
招
い
て
お
り
、
沈
約
は
蘭
陵
の
蕭
琛
、
琅
玡
の
王
融
、
陳
郡
の
謝
朓
、
南
郷

の
范
雲
、
楽
安
の
任
昉
ら
と
、
み
な
竟
陵
王
の
西
邸
に
遊
ん
だ
。

　
し
か
し
当
時
の
栄
華
は
儚
い
も
の
で
あ
り
、「
繐
帷
は
一
朝
に
し
て
冥
漠
た
り
、
西
陵
は
忽
ち
其
れ
葱
楚
た
り
（
繐
帷
一
朝
冥
漠
、
西

陵
忽
其
蔥
楚
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
か
つ
て
の
王
朝
の
繁
栄
は
今
全
て
「
霜
霧
と
共
に
歇
滅
し
、
風
雲
と
消
散
せ
ざ
る
莫
し
（
共
霜
霧
而

歇
滅
、
與
風
雲
而
消
散
）
」
と
な
り
、
時
の
流
れ
の
中
に
湮
滅
し
た
。

（
三
）
三
回
目
の
振
り
返
り
―
―
觀
二
代
之
塋
兆
、
覩
摧
殘
之
餘
𡑞
…
…
余
世
德
之
所
君
、
仰
遺
封
而
掩
淚

　
沈
約
は
歴
史
を
振
り
返
る
際
に
、
主
体
的
な
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
彼
は
単
に
歴
史
を
振
り
返
る
だ
け
で
は
な
く
、
流
れ
る
時
間

の
中
に
お
け
る
自
分
自
身
、
ま
た
自
分
の
先
祖
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
自
ら
の
思
い
を
神
仙
世
界
へ
と
飛
翔
さ
せ
る
と
い
う
想
像
世
界

か
ら
現
実
の
東
郊
に
戻
っ
た
後
、
再
び
東
晋
と
宋
の
歴
史
を
遡
っ
て
、「
惟
れ
聖
文
の
武
を
纉つ

ぐ
に
、
殆
ど
隆
平
の
至
る
可
し
。
余
の
世

德
の
君
と
す
る
所
、
遺
封
を
仰
い
で
涙
を
掩
う
（
惟
聖
文
之
纘
武
、
殆
隆
平
之
可
至
。
余
世
德
之
所
余
世
德
之
所
君
、
仰
遺
封
而
掩
淚
）
」

と
、
か
つ
て
父
祖
が
仕
え
た
宋
の
武
帝
劉
裕
と
文
帝
劉
義
隆
の
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
。
彼
は
父
祖
の
存
在
を
王
朝
の
歴
史
の
中
に
確
認

す
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
、
自
ら
の
在
り
方
を
確
か
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
沈
約
は
歴
史
的
な
視
点
か
ら
自
分
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
、
隠
逸
へ
の
志
を
示
し
て
い
る
た
め
、「
郊
居
賦
」
は
自
伝
的
な
賦
と
認
め

ら
れ
て
い
る

）
14
（

。
し
か
し
、
こ
の
賦
の
自
伝
的
な
性
格
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
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沈
約
の
運
命
は
王
朝
の
交
代
や
先
祖
の
歴
史
に
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
現
実
の
建
康
の
東
郊
は
都
の
延
長
線
の
よ
う
な
存

在
で
あ
り

）
15
（

、
か
つ
て
の
歴
史
が
こ
こ
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
沈
約
と
「
郊
」
と
い
う
空
間
は
時
の
移
ろ
い
と
そ
の
中
に
展

開
し
た
王
朝
の
交
代
・
変
遷
を
共
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
家
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
彼
に
と
っ
て
時
間
的
な
視
点
か

ら
事
物
を
究
明
す
る
こ
と
は
自
然
な
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
で
、「
郊
」
は
空
間
で
あ
り
、
人
間
の
よ
う
に
事
物
を
感
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
広
袤
た
る
自
然
空
間
に
は
万
物
の
道
理
を
内
包
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
沈
約
は
我
が
身
を
も
っ
て
歴
史
を
観
照
し
、

「
郊
」
は
空
間
を
も
っ
て
流
れ
る
時
間
を
記
録
す
る
。
沈
約
が
「
郊
」
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
ま
る
で
鏡

で
自
分
の
像
を
映
す
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
万
物
と
同
化
す
る
空
間

　
沈
約
は
仏
教
思
想
か
ら
養
分
を
吸
収
し
、
自
分
の
思
想
の
基
盤
を
作
っ
て
い
る
。「
郊
居
賦
」
に
も
彼
の
仏
教
思
想
が
現
れ
る
。
神
塚

淑
子
氏
は
沈
約
の
仏
教
思
想
と
隠
逸
観
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、「
沈
約
の
神
仙
思
想
へ
の
飛
翔
と
仏
教
世
界
へ
の
沈
潜
が
結
界
的
に

同
じ
も
の
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
通
し
て
、
相
対
性
と
限
定
性
を
超
越
し
た
自
由
な
存
在
に
な
り
、
真
の
隠
逸
を
実
現
す
る

こ
と
を
望
ん
で
い
る

）
16
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
川
忠
夫
氏
は
沈
約
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
、「
沈
約
に
と
っ
て
、
仏

教
は
慈
悲
の
教
え
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る

）
17
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
沈
約
は
「
究
竟
慈
悲
論

）
18
（

」
を
作
り
、
仏
教
の
慈
悲
の
教
義
に
よ
っ
て
、
万
物
の
生
を
重
ん
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
に
従
う

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

釋
氏
之
教
義
本
慈
悲
、
慈
悲
之
要
全
生
為
重
。
恕
己
因
心
以
身
觀
物
、
欲
使
抱
識
懷
知
之
類
、
愛
生
忌
死
之
群
、
各
遂
厥
宜
得
無
遺
夭
。

仏
教
の
根
本
的
教
義
は
慈
悲
で
あ
り
、
慈
悲
の
要
諦
は
生
を
全
う
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
。
己
を
恕
し
て
心
を
従
い
、
我
が
身
を

以
っ
て
万
物
を
観
て
、
認
識
と
知
恵
を
持
つ
者
と
、
生
を
愛
し
死
を
憎
む
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
宜
し
き
を
得
さ
せ
て
、
夭
折
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し
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。

　
そ
の
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
は
「
郊
居
賦
」
に
も
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
第
一
章
に
あ
げ
た
序
文
に
は
、
自
分
は
鳥
、
魚
と
同
じ
く
、
自
ら

の
性
に
従
う
場
所
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
居
宅
内
の
動
植
物
を
描
く
時
、
魚
の
様
子
を
「
小
な
る
は
即
ち
渚
に
戯
れ
て

文
を
成
し
、
大
な
る
は
即
ち
流
れ
に
噴
き
て
白
を
揚
ぐ
。
羨
を
江
海
に
興
さ
ず
、
聊
か
余
の
宅
に
相
忘
す
（
小
則
戲
渚
成
文
、
大
則
噴
流

揚
白
。
不
興
羨
於
江
海
、
聊
相
忘
於
余
宅
」
と
描
写
す
る
。
後
の
二
句
は
『
荘
子
』
大
宗
師
に
お
け
る
「
魚
は
江
湖
に
相
忘
れ
、
人
は
道

術
に
相
忘
る
（
魚
相
忘
乎
江
湖
、
人
相
忘
乎
道
術
）
」
か
ら
由
来
し
、
様
々
な
魚
が
沈
約
の
居
宅
で
自
分
の
性
に
従
い
、
満
足
し
て
生
き

て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
賦
の
後
半
に
「
（
余
の
志
を
浄
国
に
棲
ま
わ
せ
、
余
の
心
を
道
場
に
帰
す
。
獣
は
墀
に
依
り
て
駭
く
莫
く
、

魚
は
沼
に
牣
ち
て
網
せ
ら
れ
ず
）
棲
余
志
於
淨
國
、
歸
余
心
於
道
場
。
獸
依
墀
而
莫
駭
、
魚
牣
沼
而
不
網
」
と
あ
る
。
前
の
二
句
は
自
分

の
こ
の
「
郊
」
を
道
場
に
し
て
、
仏
道
を
修
行
す
る
志
を
述
べ
て
お
り
、
後
の
二
句
は
再
び
獣
と
鳥
が
「
郊
」
で
自
由
自
在
に
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
沈
約
は
自
ら
の
生
の
重
要
さ
を
意
識
し
、
視
線
を
居
宅
内
部
の
風
景
に
移
し
、
周
り
の
植
物
を
注
視
し
て
い
る
。

晚
樹
開
花
、
初
英
落
蕊
。
或
異
林
而
分
丹
青
、
乍
因
風
而
紅
紫
。
紫
蓮
夜
發
、
紅
荷
曉
舒
。
輕
風
微
動
、
其
芳
襲
余
。

風
騷
屑
於
園
樹
、
月
籠
連
於
池
竹
。
蔓
長
柯
於
簷
桂
、
發
黃
華
於
庭
菊
。

遅
咲
き
の
花
が
開
き
、
早
く
咲
い
た
花
が
そ
の
蕊
を
落
と
し
た
。
別
々
の
林
の
木
々
は
青
や
ら
赤
や
ら
分
か
れ
て
い
た
が
、
急
に
風

が
吹
く
と
、
紅
と
紫
が
交
じ
り
合
う
。
紫
色
の
蓮
の
花
が
夜
に
開
き
、
赤
い
荷
が
朝
に
咲
く
。
軽
や
か
な
風
が
微
か
に
そ
よ
ぐ
と
、

そ
の
香
り
が
私
を
包
む
。
風
は
庭
園
内
の
木
々
に
さ
や
さ
や
と
吹
き
、
月
は
池
の
辺
り
の
竹
に
照
ら
す
。
桂
の
木
は
長
い
枝
を
簷
に

伸
ば
し
、
庭
の
菊
は
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
。

　
庭
園
の
中
に
生
え
た
植
物
は
様
々
あ
る
が
、
皆
こ
の
静
か
な
夜
に
あ
り
の
ま
ま
に
生
き
て
い
る
。
沈
約
は
植
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
精
妙
な

動
き
を
捉
え
、
調
和
し
た
世
界
を
描
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
彼
は
「
（
並
に
時
物
の
懐
く
べ
く
、
外
よ
り
来
る
と
雖
も
仮
る
に
非
ず
）
並
時
物
之
可
懷
、
雖
外
來
而
非
假
」
と
い
い
、
そ
れ
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ら
の
時
節
の
物
が
自
分
の
外
か
ら
来
た
物
で
あ
る
が
、
仮
の
物
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
我
が
身
の
万
物
と
同
化
し
た
「
浄
国
」

は
、
ま
さ
に
沈
約
の
望
ん
だ
「
己
を
忘
れ
、
空
を
観
る
」
と
い
う
境
地
で
あ
り
、
彼
の
真
の
隠
逸
観
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
沈
約
は
「
郊
」
を
自
分
が
万
物
と
調
和
し
た
空
間
と
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
章
の
考
察
に
よ
れ
ば
、「
郊
」
は
寂
寥
感
が
漂
っ

て
い
る
空
間
で
あ
り
、
沈
約
の
悲
哀
を
表
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
調
和
し
た
空
間
に
悲
哀
が
溢
れ
て
い
る
の
か
。

　
我
が
身
が
万
物
と
同
化
し
、
自
ら
の
性
に
従
っ
て
生
き
る
の
は
、
確
か
に
沈
約
の
求
め
て
い
る
生
き
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
ど

の
よ
う
に
万
物
を
認
識
し
て
い
る
の
か
。

　
沈
約
は
自
分
を
万
物
の
一
つ
と
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、「
郊
」
と
い
う
空
間
が
沈
約
と
と
も
に
同
じ
歴
史

を
閲
し
て
お
り
、
彼
の
自
画
像
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
郊
」
と
い
う
空
間
も
万
物
の
一
つ

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、「
郊
」
は
理
念
的
な
空
間
で
あ
り
、
歴
史
の
記
憶
や
人
の
感
情
な
ど
の
形
が
な
い

抽
象
的
な
も
の
を
も
内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
沈
約
は
「
郊
」
を
仏
道
修
行
の
道
場
に
し
、
こ
の
道
場
に
我
が
心
を
棲
ま
わ
せ
る
願
望

を
寄
せ
、
さ
ら
に
、
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
郊
」
に
お
い
て
万
物
が
自
由
自
在
に
な
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、

お
そ
ら
く
沈
約
の
考
え
て
い
る
万
物
は
、
生
を
有
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
有
形
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
も
そ
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
郊
」
と
い
う
理
念
的
な
空
間
も
、
沈
約
と
「
郊
」
の
共
有
し
て
い
る
歴
史
も
、
ま
た
、「
郊
」

に
漂
っ
て
い
る
寂
寥
感
も
、
そ
の
寂
寥
感
に
繋
が
っ
て
い
る
沈
約
の
悲
哀
も
、
み
な
「
郊
」
と
い
う
空
間
に
お
い
て
仏
教
の
慈
悲
の
光
に

照
ら
さ
れ
、
自
ら
の
性
を
得
て
い
る
。

　
沈
約
の
悲
哀
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
感
情
で
あ
る
が
、
そ
の
悲
哀
も
万
物
の
一
つ
と
し
て
、「
郊
」
と
い
う
空
間
に
他
の
も
の
と
調
和
し
つ
つ
、

自
ら
の
性
を
得
る
こ
と
か
ら
、
沈
約
は
そ
の
悲
哀
の
存
在
を
認
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
「
郊
」
と
い
う
理
念
的
な
空
間
の
有
様
を
分
析
し
、
賦
に
現
れ
た
沈
約
の
空
間
意
識
を
考
察
し
て
き
た
。

全
体
的
に
見
る
と
、「
郊
」
は
荒
れ
果
て
て
物
寂
し
い
さ
ま
で
あ
り
、
沈
約
の
悲
哀
を
表
し
て
い
る
。

　
沈
約
の
悲
哀
は
彼
の
歴
史
家
と
し
て
の
自
覚
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
郊
」
は
沈
約
と
と
も
に
、
時
代
の

変
遷
と
王
朝
の
更
迭
を
閲
し
て
い
る
た
め
、「
郊
」
と
い
う
空
間
を
作
る
時
、
沈
約
は
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
在
り

方
も
確
か
め
て
い
る
。
東
郊
の
昔
日
の
繁
華
と
今
の
曠
野
と
の
対
比
か
ら
沈
約
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
連
想
す
る
で
あ
ろ
う
。
若
い
こ
ろ

東
郊
に
遊
び
に
い
た
青
年
は
今
三
つ
の
王
朝
に
仕
え
た
老
人
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
比
か
ら
沈
約
は
大
き
な
悲
哀
を
感
じ
て
お
り
、
そ

の
悲
哀
を
「
郊
」
と
い
う
空
間
の
基
盤
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
沈
約
は
「
郊
」
を
仏
道
修
行
の
道
場
と
し
、
仏
教
の
慈
悲
の
教
義
に
よ
っ
て
、
万
物
と
同
化
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
彼
の
考
え
て
い
る
万
物
に
は
抽
象
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
沈
約
の
悲
哀
も
ま
た

そ
の
万
物
の
一
つ
で
あ
り
、
彼
自
身
と
同
化
し
て
、「
郊
」
と
い
う
空
間
に
自
分
の
性
を
得
る
こ
と
は
、
こ
の
調
和
し
た
世
界
に
矛
盾
し

て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
沈
約
は
「
郊
」
と
い
う
理
念
的
空
間
を
仏
道
修
行
の
道
場
と
し
て
い
る
が
、
た
だ
仏
教
の
慈
悲
の
教
え
に
憧
れ
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て

自
己
超
克
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
、「
郊
」
と
い
う
空
間
は
精
神
的
苦
痛
か
ら
自
分
を
解

放
す
る
「
場
」
で
は
な
く
、
そ
の
苦
痛
を
も
自
分
の
一
部
分
と
認
め
て
、
自
分
自
身
と
調
和
す
る
「
場
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
１
）　『
梁
書
』
巻
十
三
沈
約
傳
「
立
宅
東
田
、
矚
望
東
郊
。
嘗
爲
郊
居
賦
」。『
梁
書
』
は
中
華
書
局
版
（
中
華
書
局
、
一
九
七
三
年
）
を
用
い
た
。

（
２
）　『
梁
書
』
巻
三
十
三
王
筠
傳
「
約
制
郊
居
賦
、
構
思
積
時
、
猶
未
都
畢
」。
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（
３
）　『
荘
子
』
大
宗
師
「
適
人
之
適
、
而
不
自
適
其
適
者
也
」。

（
４
）　
魏
斌
『
山
中
的
六
朝
史
』「
鍾
山
與
建
康
東
郊
」（
三
聨
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
は
建
康
の
東
郊
の
開
発
の
歴
史
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

同
書
二
九
四
頁
に
、「
齊
梁
時
代
、
東
田
已
由
原
先
比
較
純
粹
的
農
業
性
郊
區
、
發
展
成
為
融
合
皇
室
貴
族
園
宅
、
寺
院
、
道
館
、
學
館
等
多
種

文
化
性
建
築
的
地
理
區
域
」
と
あ
る
。

（
５
）　
今
場
正
美
「
沈
約
『
郊
居
賦
』
譯
註
」（『
學
林
』
第
二
十
七
号
、
一
九
九
七
年
）
八
七
頁
―
一
二
一
頁
。

（
６
）　
中
森
健
二
「
沈
約
『
郊
居
賦
』
に
つ
い
て
」（『
學
林
』
第
三
号
、
一
九
八
四
年)

は
「
郊
居
賦
」
を
八
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
林
家
驪
『
沈
約
研
究
』（
杭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
も
段
落
ご
と
に
「
郊
居
賦
」

の
内
容
を
述
べ
て
い
る
が
、
賦
を
七
つ
の
段
落
に
分
け
て
い
る
。

（
７
）　『
荘
子
』
在
宥
「
出
入
六
合
、
遊
乎
九
州
、
獨
來
獨
往
、
是
謂
獨
有
」。
沈
約
『
宋
書
』
隠
逸
傳
論
「
及
逸
民
隱
居
、
皆
獨
往
之
稱
」。

（
８
）　『
宋
書
』
巻
九
十
三
隠
逸
伝
論
「
易
曰
、
天
地
閉
、
賢
人
隱
。
又
曰
、
遯
世
無
悶
。
又
曰
、
高
尚
其
事
。
又
曰
、
幽
人
貞
吉
。
論
語
作
者
七

人
、
表
以
逸
民
之
稱
。
又
曰
、
子
路
遇
荷
蓧
丈
人
、
孔
子
曰
、
隱
者
也
。
又
曰
：
賢
者
避
地
，
其
次
避
言
。
又
曰
、
虞
仲
、
夷
逸
、
隱
居
放
言
」。 

隠
逸
伝
論
に
お
い
て
、
沈
約
は
真
の
隠
逸
が
「
身
隠
」
で
は
な
く
、「
道
隠
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
従
来
の
隠
者
・
逸
民
た
ち
が
辺
鄙

な
場
所
に
隠
遁
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
９
）　
齋
藤
希
史
「
關
於
〝
居
賦
〞
―
―
閑
居
賦
、
山
居
賦
、
郊
居
賦
」（『
第
四
屆
辭
賦
學
學
術
研
討
會
論
文
集 

國
際
辭
賦
學
論
文
集
』
江
蘇
教

育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
は
、「
他
如
此
描
述
的
方
式
接
近
於
招
隱
詩
而
且
表
示
孤
高
隱
居
的
精
神
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　『
文
選
』
巻
二
十
二
左
思
「
招
隠
詩
」
其
一
は
「
杖
策
招
隱
士
、
荒
塗
橫
古
今
。
巖
穴
無
結
構
、
丘
中
有
鳴
琴
」
と
、
人
里
離
れ
た
自
然
の
中

に
隠
棲
す
る
隠
士
の
高
潔
さ
を
示
し
て
い
る
。

（
10
）　『
文
選
』
巻
二
十
二
に
収
載
。

（
11
）　
賦
の
原
文
に
「
因
葺
茨
以
結
名
、
又
觀
空
以
表
號
。
得
忘
己
於
茲
日
、
豈
期
心
於
來
報
」
と
あ
る
。

（
12
）　『
梁
書
』
巻
十
三
沈
約
傳
「
初
、
約
久
處
端
揆
、
有
志
台
司
、
論
者
咸
謂
爲
宜
、
而
帝
終
不
用
、
乃
求
外
出
、
又
不
見
許
。
與
徐
勉
素
善
。
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「
郊
居
賦
」
に
お
け
る
沈
約
の
空
間
意
識

遂
以
書
陳
情
於
勉
…
…
勉
爲
言
於
高
祖
、
請
三
司
之
儀
。
弗
許
、
但
加
鼓
吹
而
已
」。

（
13
）　
藤
原
尚
「〈
隠
遁
の
賦
〉
の
流
れ
よ
り
み
た
『
郊
居
賦
』
の
位
置
」（『
支
那
学
研
究
』
三
十
一
巻
、
一
九
六
五
年
）
は
「
郊
居
賦
は
時
間
的

で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
、
賦
に
お
い
て
沈
約
が
自
分
の
先
祖
と
過
去
の
王
朝
を
振
り
返
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
前
掲
注
（
６
）

の
中
村
健
二
「
沈
約
『
郊
居
賦
』
に
つ
い
て
」
に
は
「
南
朝
の
興
亡
と
史
実
を
た
ど
り
、
沈
氏
の
歴
史
を
こ
れ
に
重
ね
あ
わ
せ
る
。
過
去
を
振

り
返
る
こ
と
で
、
己
の
基
盤
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
注
（
９
）
の
斎
藤
希
史
「
關
於
〝
居
賦
〞
閑
居
―

―
賦
、
山
居
賦
、
郊
居
賦
」
に
は
「
郊
居
赋
以
历
史
谈
自
己
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　
齋
藤
希
史
前
掲
注
（
９
）
論
文
は
「
郊
居
賦
」
の
自
伝
性
に
つ
い
て
、「《
郊
居
賦
》
詳
述
被
時
代
的
起
伏
玩
弄
的
沈
氏
一
族
來
歷
和
自
己

的
經
歷
、
結
果
強
調
世
間
難
定
、
人
世
無
常
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
15
）　
魏
斌
前
掲
注
（
４
）
著
書
三
〇
五
頁
参
照
。

（
16
）　
神
塚
淑
子
「
沈
約
の
隠
逸
思
想
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
一
輯
、
一
九
七
九
年
）。

（
17
）　
吉
川
忠
夫
「
沈
約
の
思
想
」（『
六
朝
精
神
史
研
究
』
所
収
、
同
朋
舎
一
九
八
四
年
）。

（
18
）　『
廣
弘
明
集
』
巻
二
十
六
。


