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は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
明
末
を
代
表
す
る
書
畫
骨
董
の
鑑
賞
家
の
一
人
、
李
日
華

（
一
五
六
五
〜
一
六
三
五
）
の
平
生
に
つ
い
て
、彼
の
書
き
殘
し
た
『
味
水
軒
日
記
』
を

は
じ
め
と
す
る
著
作
に
基
づ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
﹇
井
上 

二
〇
〇
〇
﹈・﹇
井
上 

二
〇
一
一
﹈。

李
日
華
は
、
そ
の
長
い
生
涯
の
大
半
を
、
鄕
里
で
あ
る
浙
江
の
嘉
興
に
お
い
て
過

ご
し
た
が
、
彼
が
嘉
興
の
ど
の
場
所
に
暮
ら
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
先
行
硏
究
に
お
い
て
あ
ま
り
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
の
ち
に
述
べ
る
よ

う
に
、
嘉
興
に
お
け
る
李
日
華
と
そ
の
一
族
の
主
だ
っ
た
居
處
は
、
春
波
・

里
・

白
苧
の
三
箇
所
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
﹇
萬 

二
〇
〇
八
﹈
一
六
頁
の
圖
二
に
示
さ
れ

た
地
圖
中
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
白
苧
の
お
お
よ
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
正
し
く

示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

里
に
つ
い
て
は
白
苧
か
ら
數
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ど
こ

か
に
あ
る
と
し
て
明
示
せ
ず
、
春
波
の
居
宅
に
い
た
っ
て
は
嘉
興
府
城
の
東
門
（
春

波
門
）
の
内
側
に
あ
る
市
街
地
に
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
、﹇
濱
島 

二
〇
一
四
﹈
は
、

李
日
華
の
父
、
李
應
筠
（
一
五
三
一
〜
一
六
一
七
）
の
出
身
地
を
、
嘉
興
城
外
の
北
東

に
位
置
す
る
東
津
村
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
檢
討
を
要
す
る
。

そ
も
そ
も
地
方
志
に
は
、
李
日
華
が
晩
年
を
過
ご
し
た
恬
致
堂
は
「
春
波
門
外
の
螺

濱
」
に
あ
り
、
六
軒
齊
や
紫
桃
軒
も
同
じ
く
城
外
に
あ
っ
た
と
明
白
に
記
さ
れ
て

お
り①
、
李
日
華
自
ら
の
著
述
に
も
、
城
内
に
生
活
據
點
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
明
示

す
る
文
章
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
李
日
華
と
そ
の
一
族
が
、
ど
の
よ

う
な
い
き
さ
つ
で
春
波
・

里
・
白
苧
の
三
箇
所
に
居
處
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の

か
を
、
地
方
志
の
記
事
に
卽
し
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
李
應
筠
・
李
日
華
父
子
以
前
に
お
け
る
李
氏
一
族
の
家
系
に
つ
い
て
も
、

先
行
硏
究
で
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
李
氏
を
は
じ
め
と
す
る
嘉
興
の

有
力
氏
族
の
家
系
に
關
す
る
硏
究
に
は
、﹇
潘 

一
九
四
七
﹈
お
よ
び
こ
れ
を
大
幅
に

改
訂
・
增
補
し
た
﹇
龔 

二
〇
一
一
﹈
が
あ
る
が
、
や
は
り
李
日
華
が
進
士
に
及
第
し

て
「
望
族
」
と
な
っ
て
以
降
の
世
系
の
記
述
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て

も
や
は
り
、
居
所
の
變

と
あ
わ
せ
て
、
李
日
華
自
身
の
著
述
か
ら
可
能
な
限
り
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
採
り
上
げ
る
期
閒
は
、
李
氏
の
始

祖
か
ら
第
八
代
の
李
日
華
の

進
士
及
第
の
時
點
ま
で
、
す
な
わ
ち
李
氏
が
嘉
興
の
望
族
と
な
る
以
前
の
時
期
に
あ

た
る
。
李
日
華
が
進
士
に
及
第
し
て
以
降
、
李
氏
一
族
を
取
り
卷
く
社
會
的
・
經
濟

的
・
文
化
的
狀
況
の
劇
的
な
變
化
に
伴
い
、
宗
族
形
成
の
方
針
や
戰
略
、
お
よ
び
居

所
の
持
つ
意
味
あ
い
も
、
や
は
り
大
き
く
變
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
別
稿
に
て
扱
う
豫
定
で
あ
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章　

李
氏
歷
代
の
事
績
に
つ
い
て

李
日
華
の
祖
先
に
關
し
て
、詳
し
い
こ
と
は
あ
ま
り
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

嘉
興
李
氏
世
系
小
考

井　

上　

充　

幸
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そ
れ
は
、
李
日
華
の
一
族
の
家

が
、
殘
念
な
が
ら
現
存
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、李
日
華
が
父
の
喜
壽
に
際
し
て
著
し
た
「
乞
言
壽
家
君
引
」（
李
日
華
『
恬

致
堂
集
』
卷
二
十
九
「
引
」
所
收
）
が
、そ
の
數
少
な
い
手
が
か
り
と
な
る
。
な
お
、李

日
華
の
弟
子
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
李
日
華
の
一
人
息
子
、
李
肇
亨
（
一
五
九
二
〜

一
六
六
四
？
）
の
無
二
の
親
友
で
も
あ
っ
た
譚
貞
黙
（
一
五
九
一
〜
一
六
六
六
）
が
、
李

日
華
の
行
狀
（
譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」、李
日
華
『
恬
致
堂

集
』
卷
頭
所
收
）
を
著
し
て
い
る
が
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
李
氏
の
家
系
の
箇
所
に
つ
い

て
は
、
こ
の
「
乞
言
壽
家
君
引
」
の
内
容
を
踏
襲
し
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
家

の
存

在
に
つ
い
て
も
示
唆
し
て
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
の
記
述
も
參
照
し
つ
つ
、
李
氏
の
祖

先
に
よ
る
嘉
興
郊
外
へ
の
移
住
か
ら
、
府
城
直
近
の
春
波
坊
に
據
點
を
移
す
ま
で
の

い
き
さ
つ
に
つ
い
て
槪
觀
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
節　

雙
溪
へ
の
移
住
（
第
一
世
〜
第
三
世
）

李
日
華
が
五
・
六
歲
の
こ
ろ
に
父
か
ら
敎
わ
っ
た
話
に
よ
れ
ば
、李
氏
の
始
祖
は
、

北
宋
末
の
忠
臣
と
し
て
名
高
い
李
若
水
（
忠
愍
公
、
一
〇
九
三
〜
一
一
二
七
）
で
あ
り
、

そ
の
次
子
の
李
淳
が
南
宋
の
初
め
に
本
貫
の
地
で
あ
る
河
北
の
洺
州
か
ら
江
南
へ
と

移
住
す
る
と
、
江
蘇
か
ら
浙
江
に
か
け
て
の
各
地
に
一
族
が
分
枝
し
て
居
住
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
李
氏
家
藏
の
「
先
朝
の
勅
」
に
據
る
も
の
と
さ
れ
る

が
、
南
宋
か
ら
明
代
中
期
に
か
け
て
の
家
系
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る②
。

は
じ
め
て
嘉
興
に
移
り
住
ん
だ
李
氏
の
始

祖
は
、
李
日
華
の
八
世
の
祖
に
あ
た

る
小
宗
公
（
諱
や
生
卒
年
な
ど
不
詳
）
で
あ
る③
。
小
宗
公
が
居
宅
を
構
え
た
の
は
、

里
街
雙
溪
橋
で
あ
っ
た
。

里
街
と
は
、嘉
興
府
城
の
東
門
（
春
波
門
）
を
出
て
す
ぐ

の
宣
公
橋
か
ら
、
六
里
涇
の
北
岸
に
沿
っ
て
東
西
を
走
る
繁
華
街
で
あ
り
、
そ
の
中

ほ
ど
に
あ
る
虹
涇
橋
を
東
に
渡
っ
た
先
に
位
置
す
る
の
が
雙
溪
橋
で
あ
っ
た
。
雙
溪

と
は
、
嘉
興
府
城
の
東
六
里
に
位
置
す
る
水
上
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
春

波
門
外
か
ら
東
流
す
る
六
里
涇
が
、
平
湖
縣
に
至
る
漢
塘④
、
お
よ
び
嘉
善
縣
を
經
由

し
て
江
蘇
の
松
江
府
華
亭
縣
に
至
る
魏
塘⑤
と
い
う
、
二
つ
の
幹
線
水
路
に
分
岐
す
る

地
點
に
あ
り
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
「
雙
溪
」、
す
な
わ
ち
「
二
つ
の
水
路
」
と
名
づ
け

ら
れ
た⑥
。
李
日
華
が
「
魏
塘
に
は
今
に
至
る
ま
で
李
村
有
り
」
と
附
記
し
て
い
る
こ

と
か
ら⑦
、
お
そ
ら
く
小
宗
公
は
嘉
善
縣
か
ら
魏
塘
を
西
に
傳
っ
て
嘉
興
へ
と
移
住
し

て
き
た
可
能
性
が
高
い
。

小
宗
公
が
生
き
た
一
五
世
紀
中
期
以
降
、
江
南
の
太
湖
周
邊
、
と
り
わ
け
江
蘇
の

蘇
州
・
松
江
、
お
よ
び
浙
江
の
嘉
興
・
湖
州
・
杭
州
に
か
け
て
の
地
域
で
は
、
商
業

經
濟
の
發
展
に
伴
っ
て
客
商
の
活
動
が
盛
ん
と
な
り
、
地
域
閒
を
行
き
か
う
物
資
の

量
も
ど
ん
ど
ん
增
加
し
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

里
街
の
西
端
に
位
置
す
る
煕
春

橋
（
衙
前
橋
・
牙
前
橋
と
も
）
の
附
近
は
、
一
六
世
紀
後
半
に
至
っ
て
嘉
興
城
下
に
お

け
る
最
大
の
物
資
の
集
散
地
と
な
り
、
多
く
の
商
店
が
立
ち
竝
び
、
市
場
を
目
指
し

て
近
隣
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
客
商
が
集
う
よ
う
に
な
る
に
至
る⑧
。
そ
の
よ
う
な
狀

況
の
も
と
、
嘉
興
と
松
江
を
結
ぶ
船
便
の
經
由
地
で
あ
り⑨
、

里
街
あ
る
い
は
六
里

涇
を
通
じ
て
煕
春
橋
の
商
業
區
域
に
直
結
す
る
な
ど
、
商
業
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
會

を
得
や
す
い
雙
溪
に
お
い
て
も
、
新
來
の
移
住
者
に
と
っ
て
、
嘉
興
に
お
け
る
生
活

の
た
め
の
足
が
か
り
を
得
る
に
は
有
利
な
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
代
々
農
業
を

營
ん
で
き
た
と
さ
れ
る
李
氏
が
、
小
宗
公
の
代
に
な
っ
て
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の

移
住
を
決
意
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
さ
ら
な
る
發
財
の
機
會
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
の
ち
、
李
氏
は
こ
の
雙
溪
を
據
點
と
し
て
、
第
二
世
の
李
世
傑
、
第
三
世
の

李
小
春
と
續
く
が⑩
、
い
ず
れ
の
人
物
に
つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

第
二
節　

白
苧
へ
の
定
着
と
官
位
の
獲
得
（
第
四
世
〜
第
六
世
）

李
小
春
の
四
子
の
う
ち
、
季
子
に
あ
た
る
第
四
世
の
景
芳
公
（
諱
や
生
卒
年
な
ど
不

詳
）
か
ら
、
少
し
ず
つ
事
績
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
景
芳
公
は
、
嘉
興
の
白
苧

に
居
住
す
る
沈
氏
と
緣
組
み
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
「
白
苧
の
人
」
と
な
っ
た
と
い
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う⑪
。
白
苧
と
は
、
嘉
興
府
城
の
東
南
に
廣
が
る
鴛
鴦
湖
（
南
湖
）
の
對
岸
、
嘉
興
の
名

勝
と
し
て
名
高
い
烟
雨
樓
を
は
さ
ん
で
ち
ょ
う
ど
反
對
側
に
位
置
し⑫
、
風
光
明
媚
な

こ
の
農
村
地
區
に
は
、元
末
明
初
の
儒
學
者
で
あ
る
徐
一
蘷
（
一
三
一
九
〜
一
三
九
九
）

を
は
じ
め
、
古
く
か
ら
嘉
興
ゆ
か
り
の
名
士
た
ち
が
居
宅
を
築
い
て
い
る⑬
。
殘
念
な

が
ら
、
白
苧
の
沈
氏
に
つ
い
て
は
各
種
資
料
に
記
載
が
な
く
、
詳
細
に
つ
い
て
は
全

く
不
明
で
あ
る
が
、あ
ま
り
有
力
な
ら
ざ
る
無
名
の
一
族
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
の
ち
の
李
氏
と
白
苧
と
の
つ
な
が
り
、
お
よ
び
李
氏
が
李
日
華
の
世
代
以
降
に

緣
組
を
行
っ
た
他
の
複
數
の
沈
氏
に
つ
い
て
は
、
後
段
お
よ
び
別
稿
に
て
再
び
採
り

上
げ
る
。

景
芳
公
と
沈
氏
と
の
閒
に
生
ま
れ
た
第
五
世
の
李
衍
（
葵
軒
公
）
は
、「
登
仕
公
」

と
も
稱
さ
れ
る
と
お
り
、
そ
れ
ま
で
代
々
農
業
に
い
そ
し
ん
で
き
た
李
氏
の
中
で
、

初
め
て
官
位
を
獲
得
し
た
人
物
で
あ
る
。
李
衍
は
律
學
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

推
薦
に
よ
っ
て
官
位
を
得
た
、
い
わ
ゆ
る
「
淸
吏
」
で
あ
っ
た
と
い
う⑭
。
譚
貞
黙
に

よ
れ
ば
、
李
衍
の
肩
書
き
は
巡
篆
、
す
な
わ
ち
治
安
維
持
な
ど
を
擔
當
す
る
巡
檢
司

巡
檢
で
あ
り
、
廣
東
の
廉
州
に
お
い
て
優
れ
た
仕
事
を
な
し
た
と
い
う⑮
。
從
九
品
と

い
う
最
下
級
の
官
位
で
あ
り
、
あ
る
い
は
買
官
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
肩
書
で
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
は
、
一
六
世
紀
前
期
に
至
っ
て
李
氏
の
經
濟
基

盤
が
そ
れ
な
り
に
安
定
し
、
律
學
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
人
物
も
登
場
す
る
に
至
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

續
く
第
六
世
の
李
惠
（
天
錫
公
）
は
、
義
を
重
ん
じ
情
に
篤
く
、
父
の
李
衍
に
附
き

從
っ
て
海
南
島
の
瓊
海
に
も
赴
く
な
ど
、
血
氣
盛
ん
な
人
物
で
あ
っ
た
。
な
か
な
か

跡
繼
ぎ
に
惠
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
あ
る
晩
、
筍
が
建
物
を
斜
め
に
貫
い
て
空
高

く
伸
び
る
さ
ま
を
夢
に
見
た
た
め
、
そ
の
直
後
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
が
子
を
應
筠
と

名
附
け
た
と
い
う
。
こ
れ
が
李
日
華
の
父
で
あ
る
第
七
世
の
李
應
筠
（
懷
莊
公
）
で
あ

る⑯
。

第
三
節　

商
業
經
營
の
成
功
と
春
波
坊
へ
の
進
出
（
第
七
世
）

李
應
筠
は
生
ま
れ
つ
き
聰
明
で
あ
っ
た
た
め
、
父
の
李
惠
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
九
年
後
に
李
惠
は
他
界
し
、急
速
に
家
計
が
傾
い
た
た
め
、

李
應
筠
は
白
苧
在
住
の
緣
戚
、
周
氏
の
も
と
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た⑰
。
李
日

華
が
著
し
た
「
梅
墟
先
生
別
錄
」
上
（『
夷
門
廣
牘
』
卷
八
十
七
所
收
）
に
よ
れ
ば
、
李

日
華
の
太
姑
（
李
日
華
の
祖
父
李
惠
の
姉
妹
）
を
娶
っ
た
周
翁
（
東
庄
翁
）
は
、
李
應
筠

を
引
き
取
る
と
、晩
年
に
生
ま
れ
た
實
子
の
周
履
靖
（
後
述
）
と
兄
弟
同
樣
に
育
て
た

と
い
う⑱
。
李
應
筠
も
周
翁
に
よ
く
仕
え
た
た
め
、
周
翁
は
李
應
筠
を
養
子
に
迎
え
、

死
後
に
多
額
の
遺
產
を
殘
そ
う
と
申
し
出
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
李
應

筠
は
こ
の
あ
り
が
た
い
申
し
出
を
斷
る
と
、
い
ま
だ
手
許
に
殘
っ
て
い
た
先
祖
傳
來

の
田
地
三
畝
を
元
手
に
、
妻
の
吳
氏
と
と
も
に
地
道
に
働
き
續
け
、
よ
う
よ
う
の
こ

と
で
生
計
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た⑲
。
な
お
、
妻
の
實
家
で
あ
る
吳
氏
に
つ
い

て
は
何
の
手
が
か
り
も
な
く
、
詳
細
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
李
應

筠
の
前
の
妻
が
錢
氏
で
あ
っ
た
、
と
い
う
證
言
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
觸
れ
る
。

李
應
筠
は
、
情
に
厚
く
行
い
は
質
朴
、
春
秋
の
越
王
勾
踐
に
仕
え
た
計
然
の
ご
と

き
商
才
を
發
揮
し
て
蓄
財
に
成
功
し
、
惜
し
み
な
く
施
し
た
た
め
、
人
々
は
有
道
の

長
者
と
稱
贊
し
た
と
い
う⑳
。
李
應
筠
が
い
か
な
る
商
賣
に
携
わ
っ
て
お
り
、
い
か
に

し
て
そ
の
經
濟
的
基
盤
を
築
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
﹇
濱
島 

一
九
八
三
﹈・

﹇
濱
島 

二
〇
一
四
﹈
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ

の
一
連
の
成
果
に
基
づ
き
つ
つ
、『
味
水
軒
日
記
』
所
載
の
記
事
を
再
檢
討
し
て
み
よ

う
。別

稿
に
て
も
再
び
述
べ
る
が
、李
日
華
の
居
宅
の
一
つ
は
、嘉
興
府
城
の
東
門
（
春

波
門
）
の
外
側
一
帶
に
廣
が
る
、
嘉
興
縣
治
下
の
九
つ
の
坊
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る

春
波
坊
に
あ
っ
た㉑
。
府
城
の
東
壁
と
水
路
一
本
を
隔
て
て
隣
接
す
る
こ
の
場
所
は
、

や
は
り
商
業
の
盛
ん
な
地
區
で
あ
り
、
李
日
華
と
そ
の
一
族
に
と
っ
て
重
要
な
據
點
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の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
春
波
坊
に
ほ
ど
近
い
、
縣
城
の
東
北
二
里
に
位
置

す
る
柴
場
灣
な
る
場
所
は
、
も
と
も
と
燃
料
用
の
薪
の
集
散
地
で
あ
っ
た
が
、
一
六

世
紀
末
に
は
多
く
の
商
店
が
立
ち
竝
ぶ
市
場
町
と
な
っ
て
い
た㉒
。
李
氏
が
春
波
坊
に

不
動
產
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、李
日
華
の
父
、李
應
筠
の
代
か
ら
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
こ
と
が
判
明
す
る
の
が
、『
味
水
軒
日
記
』
卷
二
の
、
春
波
坊
で
起
こ
っ

た
火
災
に
關
す
る
記
事
で
あ
る
。

萬
曆
三
十
八
年
十
二
月
八
日
、
春
波
坊
の
里
第
は
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
李
氏
が
近

隣
の
市
場
に
所
有
す
る
百
餘
件
の
賃
貸
物
件
も
ろ
と
も
全
燒
、
父
の
李
應
筠
が
長
年

に
わ
た
る
努
力
の
末
に
築
き
上
げ
た
財
產
が
烏
有
に
歸
し
て
し
ま
っ
た
。
李
日
華
は

父
の
氣
持
ち
を
こ
れ
以
上
傷
つ
け
ぬ
よ
う
、
こ
の
世
は
幻
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

な
ど
と
遠
回
し
に
慰
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
李
應
筠
は
「
私
は
も
う
八
十
歲
、
こ

れ
以
上
資
產
を
增
や
す
必
要
も
な
か
ろ
う
」
と
笑
っ
て
見
せ
た
と
い
う㉓
。
そ
し
て
そ

の
翌
日
に
は
、
使
用
人
に
燒
け
跡
の
片
づ
け
を
さ
せ
て
い
る㉔
。

﹇
濱
島 

一
九
八
三
﹈（
六
頁
）
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
李
日
華
の
父
の
代
か
ら
の
不

動
產
運
用
に
よ
る
收
入
は
、
李
氏
の
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
火
災
に
よ

る
損
失
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹇
濱
島 
二
〇
一
四
﹈
註

一
五
（
一
二
九
頁
）
で
は
さ
ら
に
、「
李
家
が
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
打
擊
を
受
け
た

節
は
全
く
見
い
だ
さ
れ
ず
、
そ
の
經
營
と
財
力
が
多
角
的
で
あ
り
、
縱
深
的
抗
堪
性

を
有
し
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
實
態
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
具
体

的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
く
『
味
水
軒
日
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
萬
曆
四
十
四
年
七
月
十
一

日
、
李
日
華
は
「
東
津
の
里
第
」
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
を
行
っ
た㉕
。
地
方
志
に
よ
れ

ば
、
東
津
と
は
、
嘉
興
府
城
の
北
東
に
位
置
す
る
蒯
搭
坊
に
屬
す
る
巷
名
で
あ
り㉖
、

六
里
涇
に
か
か
る
東
馬
橋
の
東
側
の
た
も
と
に
は
、
水
路
を
東
に
向
か
う
官
船
が
駐

箚
す
る
た
め
の
東
津
亭
と
い
う
施
設
が
置
か
れ
た㉗
。﹇
濱
島 

二
〇
一
四
﹈
は
註
四
三

（
一
三
二
頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
東
津
に
つ
い
て
「
嘉
興
府
城
東
北
に
接
す
る
農
村
集

落
で
、
父
親
の
出
身
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
在
っ
た
別
墅
＝
「
里
第
」
を
四
季
折
々
に

訪
れ
、
花
卉
・
庭
木
等
を
賞
で
て
い
る
。」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
と

お
り
、
李
氏
代
々
の
ル
ー
ツ
は
雙
溪
お
よ
び
白
苧
に
あ
り
、
後
に
李
日
華
が
花
木
の

觀
賞
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
里
第
も
、
別
稿
に
て
述
べ
る
よ
う
に
東
津
で
は
な
く
白

苧
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
李
氏
と
東
津
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
文
章
は
『
味
水
軒

日
記
』
所
載
の
こ
の
記
事
の
み
で
あ
る
た
め
、斷
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、

あ
る
い
は
李
應
筠
が
あ
る
時
期
か
ら
、
こ
こ
に
商
業
上
の
據
點
を
置
い
て
い
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
東
津
に
お
け
る
「
合
族
會
祭
」
と
そ
の
持
つ
意
味

に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
再
び
採
り
上
げ
る
。

『
味
水
軒
日
記
』
を
は
じ
め
、
李
日
華
の
著
述
の
中
に
は
、
自
ら
の
家
產
に
關
す
る
記

述
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
た
め
、
こ
れ
以

上
の
こ
と
は
詳
ら
か
に
し
え
な
い
が
、當
初
、

お
そ
ら
く
白
苧
の
わ
ず
か
な
田
產
を
元
手
に

商
賣
に
乘
り
出
し
た
李
應
筠
は
、
商
業
經
營

が
軌
道
に
乘
る
に
つ
れ
、
春
波
坊
や
東
津
な

ど
嘉
興
府
城
の
東
門
（
春
波
門
）
直
近
の
最
も

繁
華
な
商
業
地
區
に
そ
の
據
點
を
移
し
、
不

動
產
投
資
な
ど
に
よ
る
資
產
運
用
を
も
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
次
に
述
べ
る
ご
と
く
、李
應
筠
は
、

李
氏
一
族
の
さ
ら
な
る
發
展
を
、
大
事
な
一

人
息
子
に
託
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

下
の
略
地
圖
は
、地
方
志
所
載
の
繪
地
圖

お
よ
び
現
在
の
地
圖
に
基
づ
き
、本
稿
に
登

場
す
る
地
名
の
位
置
關
係
を
お
お
ま
か
に

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
二
章　

李
日
華
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
（
幼
少
期
〜
靑
年
期
）

嘉
靖
四
十
四
年
（
一
五
六
五
）
三
月
十
三
日
の
丑
の
刻
、李
應
筠
と
吳
氏
と
の
閒
に

待
望
の
長
男
が
誕
生
し
た
。
わ
ず
か
七
ヶ
月
の
未
熟
兒
で
あ
っ
た
も
の
の
、
順
調
に

成
長
し
、早
熟
な
才
能
の
片
鱗
を
見
せ
始
め
た
。
こ
れ
が
第
八
世
の
李
日
華
で
あ
る㉘
。

こ
の
人
物
に
關
し
て
は
、
筆
者
の
前
稿
﹇
井
上 

二
〇
〇
〇
﹈
を
は
じ
め
、﹇
萬 

二
〇
〇
八
﹈
な
ど
の
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い

る
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
、
李
日
華
の
著
述
の
中
か
ら
、
嘉
興
に
お
け
る
自
ら
の
居

所
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
採
り
上
げ
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
人
々
と
關
わ
り
を

持
っ
た
の
か
、
順
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
節　

周
履
靖
に
よ
る
薫
陶
（
幼
少
期
）

李
日
華
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
の
は
、
周
氏
の
居
宅
が
あ
っ
た
白
苧
で
あ
っ
た
。

李
應
筠
を
引
き
取
っ
た
周
氏
の
う
ち
、
詳
し
い
履
歷
が
判
明
す
る
の
は
、
周
翁
の
實

子
で
李
日
華
の
表
叔
に
あ
た
る
、先
述
の
周
履
靖
で
あ
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
筆
者
の
前
稿
に
て
述
べ
た
が
﹇
井
上 

二
〇
〇
〇
﹈（
一
八
〜
二
〇
頁
）、今
一
度

確
認
し
て
お
き
た
い
。
周
履
靖
（
一
五
四
九
〜
一
六
一
〇
）、
字
は
逸
之
、
號
は
梅
墟
、

明
末
に
多
く
登
場
し
た
「
山
人
」、す
な
わ
ち
自
ら
の
持
つ
優
れ
た
技
能
を
元
手
に
生

計
を
立
て
る
知
識
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
生
來
虛
弱
な
體
質
で
あ
っ
た
た
め
、

科
擧
に
よ
る
立
身
出
世
を
斷
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
學
藝

に
通
じ
、『
夷
門
廣
牘
』
一
百
二
十
卷
と
い
う
大
部
の
類
書
を
出
版
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
鴛
鴦
湖
の
ほ
と
り
の
梅
墟
に
居
を
構
え
た
。『
殊
域
周
咨

錄
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
嚴
從
𥳑
（
字
は
紹
峰
、嘉
興
の
人
）「
梅
墟
書
屋
記
」
に

よ
れ
ば
、
梅
墟
は
、
嘉
興
府
城
か
ら
鴛
鴦
湖
の
岸
邊
に
沿
っ
て
東
南
に
五
里
に
あ
る

白
苧
鄕
の
南
、
桃
花
里
の
東
數
百
歩
に
あ
る
梅
の
名
所
で㉙
、
周
履
靖
は
こ
こ
に
庭
園

を
築
い
て
梅
や
竹
を
植
え
、
梅
顚
道
人
と
稱
さ
れ
た㉚
。
李
日
華
「
梅
墟
先
生
別
錄
」

上
に
よ
れ
ば
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
父
の
李
應
筠
に
學
問
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
李

日
華
で
あ
っ
た
が
、
家
が
貧
し
く
書
籍
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
周
履
靖
は
自

ら
の
藏
書
を
使
っ
て
李
日
華
に
敎
育
を
施
す
よ
う
に
な
っ
た㉛
。
周
履
靖
は
、
同
居
し

て
い
た
李
應
筠
の
息
子
の
才
能
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
、
王
世
貞
、
文
嘉
、
茅
坤
、

屠
隆
、
董
其
昌
ら
、
親
交
の
あ
っ
た
當
時
を
代
表
す
る
著
名
人
の
閒
で
盛
ん
に
そ
の

才
能
に
つ
い
て
推
奨
し
て
回
っ
た
と
い
う32
。

周
履
靖
が
著
し
た
「
螺
冠
子
自
叙
」（「
梅
墟
先
生
別
錄
」
下
の
卷
末
所
收
）
に
自
ら
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
士
大
夫
か
ら
布
衣
に
至
る
ま
で
幅
廣
い
社
會
階
層
の
人
々

と
交
際
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
神
仙
世
界
の
住
人
た
ち
に
至
る
ま
で
、
そ
の

交
友
關
係
の
幅
廣
さ
は
現
世
を
超
え
た
境
涯
に
及
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
群

仙
降

語
』（『
夷
門
廣
牘
』
卷
九
十
一
所
收
）
に
は
、
蘇
軾
や
黃
庭
堅
な
ど
の
宋
人
や

倪
瓚
や
吳
鎭
な
ど
の
元
末
四
大
家
、
沈
周
・
文
徵
明
・
祝
允
明
ら
蘇
州
の
諸
名
人
、

そ
し
て
歷
代
の
名
高
い
神
仙
た
ち
が
、
扶

を
通
じ
て
一
堂
に
會
し
て
詩
文
を
唱
和

し
、
さ
ら
に
周
履
靖
の
友
人
た
ち
が
次
韻
し
た
作
品
集
で
あ
る
﹇
合
山 

一
九
九
四
﹈

（
四
八
〇
頁
）。
そ
し
て
か
か
る
交
際
を
通
じ
て
得
た
詩
文
や
、古
今
東
西
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
に
わ
た
る
珍
奇
な
古
籍
を
收
集
し
、
李
日
華
を
は
じ
め
と
す
る
門
弟
た
ち
の
協

力
の
も
と
、『
夷
門
廣
牘
』
所
收
の
膨
大
な
書
籍
を
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
あ

り
よ
う
は
、
明
末
の
山
人
の
一
般
的
な
特
徵
と
も
い
え
、
の
ち
に
李
日
華
が
師
事
す

る
こ
と
と
な
る
陳
繼
儒
（
一
五
五
八
〜
一
六
三
九
）33

が
、當
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

た
一
連
の
『
寶
顏
堂
秘

』
シ
リ
ー
ズ
を
次
々
と
出
版
で
き
た
の
も
、
實
務
に
た
け

た
嘉
興
の
出
版
關
係
者
の
組
織
力
を
十
全
に
利
用
し
え
た
が
た
め
で
あ
っ
た
﹇
大
木 

一
九
九
〇
﹈（
一
二
四
〇
〜
一
二
四
五
頁
）。

李
日
華
の
人
生
の
最
も
早
い
段
階
に
お
い
て
、
山
人
と
し
て
悠
々
自
適
の
生
活
を

送
り
つ
つ
、
文
化
・
藝
術
界
に
お
け
る
有
力
者
と
の
幅
廣
い
人
脈
を
持
つ
周
履
靖
か

ら
、
盛
ん
な
薫
陶
と
後
押
し
を
受
け
た
こ
と
は
、
李
日
華
の
そ
の
後
の
生
き
方
に
强

い
影

を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節　

馮
夢
禎
の
門
下
へ
（
靑
年
期
前
半
）

周
圍
の
大
き
な
期
待
を
背
負
っ
て
擧
業
に
勵
ん
だ
李
日
華
は
、
萬
曆
六
年

（
一
五
七
八
）、
十
四
歲
に
し
て
童
試
に
合
格
し
て
生
員
と
な
り
、
同
十
四
年

（
一
五
八
六
）、
二
十
二
歲
の
時
に
考
試
に
合
格
し
て
食

、
す
な
わ
ち
稟
生
と
な
る
な

ど
、
順
調
に
優
秀
な
成
績
を
修
め
て
い
っ
た34
。
そ
し
て
こ
の
同
じ
年
、
李
日
華
の
そ

の
後
の
人
生
に
深
い
影

を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
、
重
要
な
人
物
と
の
出
會
い
が

あ
っ
た
。
馮
夢
禎
で
あ
る
。

馮
夢
禎
（
一
五
四
六
〜
一
六
〇
五
）、
字
は
開
之
、
號
は
眞
實
居
士
、
萬
曆
五
年

（
一
五
七
七
）
の
進
士
で
、官
は
南
京
國
子
監
祭
酒
に
至
り
、同
二
十
六
年
（
一
五
九
八
）

に
引
退
後
、
杭
州
の
西
湖
湖
畔
に
隱
棲
し
、
同
三
十
五
年
（
一
六
〇
七
）
に
卒
し
た
人

物
で
あ
る
。
李
日
華
は
、
こ
の
同
鄕
の
先
輩
の
門
下
生
と
し
て
一
層
擧
業
に
勵
み35
、

そ
れ
を
通
じ
て
、
學
術
・
文
化
・
思
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た
る
大
き
な
影

を
受
け
て
い
る
。『
快
雪
堂
日
記
』
は
、馮
夢
禎
が
官
界
か
ら
引
退
し
て
悠
々
自
適
の

生
活
を
送
る
に
至
る
ま
で
の
、
萬
曆
十
五
年
（
丁
亥
・
一
五
八
七
）
か
ら
同
三
十
二
年

（
乙
巳
・
一
六
〇
五
）
に
か
け
て
の
日
々
の
出
來
事
を
つ
づ
っ
た
日
記
で
あ
り
（
萬
曆

二
十
年
・
二
十
二
年
・
二
十
九
年
の
三
年
分
缺
）、
彼
の
沒
後
に
門
弟
の
黃
汝
亨
と
朱
之

蕃
が
出
版
し
た
文
集
『
快
雪
堂
集
』
六
十
四
卷
（
萬
曆
四
十
四
年
刻
本
）
の
、第
四
十
七

卷
か
ら
第
六
十
二
卷
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
日
記
中
に
は
、
馮
夢
禎
の
身
邊
雜
記
を

中
心
に
、
彼
が
深
く
關
心
を
寄
せ
る
書
籍
・
園
林
・
戲
曲
・
旅
行
な
ど
、
多
岐
に
わ

た
る
事
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
﹇
丁 

二
〇
一
五
﹈（
一
頁
）。
馮
夢
禎
の
沒
後
、
李
日

華
は
一
旦
地
方
官
の
職
務
を
離
れ
て
隱

生
活
に
入
っ
た
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
彼
は

日
記
を
記
錄
し
始
め
て
お
り
、
の
ち
に
萬
曆
三
十
七
年
（
己
酉
・
一
六
〇
九
）
か
ら
同

四
十
四
年
（
丙
辰
・
一
六
一
六
）
ま
で
の
八
卷
分
が
『
味
水
軒
日
記
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
師
の
馮
夢
禎
に
な
ら
い
、沒
後
の
公
開
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

自
ら
の
趣
味
生
活
全
般
に
關
す
る
事
柄
を
つ
づ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹇
鄒 

二
〇
一
八
﹈

（
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）。

兩
者
の
日
記
や
文
集
を
比
較
す
る
と
、
李
日
華
が
馮
夢
禎
か
ら
影

を
受
け
た
部

分
が
い
ろ
い
ろ
と
見
え
て
く
る
。
中
で
も
重
要
な
の
が
、
佛
敎
へ
の
深
い
傾
倒
と
、

禪
宗
の
僧
侶
た
ち
と
の
交
友
で
あ
る
。
馮
夢
禎
は
、
萬
曆
年
閒
に
活
躍
し
た
高
僧
で

あ
る
雲
栖
袾
宏
（
一
五
三
五
〜
一
六
一
五
）
や
紫
柏
眞
可
（
一
五
四
三
〜
一
六
〇
三
）
ら

と
親
交
を
結
び
、
嘉
興
の
士
人
の
代
表
者
と
し
て
彼
ら
の
活
動
に
協
力
・
援
助
を
惜

し
ま
ず
、
楞
嚴
寺
に
お
け
る
方
册
形
式
の
い
わ
ゆ
る
嘉
興
版
『
大
藏
經
』（
嘉
興
藏
）

の
出
版
に
盡
力
し
た
﹇
鄒 

二
〇
一
八
﹈（
八
九
〜
一
一
〇
頁
）。
そ
し
て
杭
州
に
隱
棲
後

も
、
西
湖
の
周
圍
に
あ
る
多
く
の
佛
寺
を
經
巡
っ
て
は
僧
侶
た
ち
と
交
遊
す
る
每
日

を
送
っ
て
い
た
。
李
日
華
も
師
に
倣
っ
て
若
い
こ
ろ
か
ら
紫
柏
眞
可
の
も
と
に
參
禪

し
、
そ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
僧
侶
た
ち
と
の
交
遊
を
通
じ
て
、
禪
理
と
佛
典
に
對
す

る
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

第
三
節　

書
畫
骨
董
趣
味
へ
の
開
眼

馮
夢
禎
か
ら
李
日
華
へ
の
影

と
し
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
書
畫
骨
董
の

收
集
と
鑑
賞
で
あ
る
。『
快
雪
堂
日
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、馮
夢
禎
が
本
格
的
に
書

畫
骨
董
を
收
集
し
始
め
た
の
は
、
南
京
の
國
子
監
に
赴
任
し
た
後
の
、
萬
曆
二
十
年

ご
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
。
陪
都
と
し
て
江
南
の
政
治
・
文
化
の
中
心
を
な
す
南
京
に
お

い
て
、
國
子
監
司
業
、
そ
し
て
の
ち
に
祭
酒
を
務
め
る
立
場
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
宮

中
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
所
藏
さ
れ
る
傳
世
の
書
畫
骨
董
の
名
品
に
巡
り

逢
う
機
會
は
、
他
の
人
々
に
比
べ
て
格
段
に
多
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
萬
曆
二
十

年
（
一
五
九
二
）
か
ら
同
二
十
六
年
（
一
五
九
八
）
に
か
け
て
の
南
京
滯
在
時
期
に
、馮

夢
禎
は
宋
拓
《
高
宗
臨
二
王
帖
》（
萬
曆
二
十
一
年
五
月
二
日
條
）、
李
思
訓
《
長
江
六

月
圖
》（
萬
曆
二
十
一
年
五
月
五
日
條
）、王
維
《
江
山
雪
霽
圖
卷
》（
萬
曆
二
十
三
年
二
月

十
日
條
）、
舊
本
《
淳
化
閣
帖
》（
萬
曆
二
十
四
年
十
一
月
六
日
條
）
な
ど
、
數
々
の
法
書

名
畫
を
入
手
、と
り
わ
け
王
維《
江
山
雪
霽
圖
卷
》が
董
其
昌（
一
五
五
五
〜
一
六
三
六
）
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の
絕
贊
を
博
す
る
と
、コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
の
馮
夢
禎
の
名
聲
は
一
擧
に
高
ま
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、『
圖
繪
寶
鑑
』
な
ど
の
記
事
に
基
づ
く
カ
タ
ロ
グ
的
知
識
に
賴
っ
て

理
解
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
の
ち
の
李
日
華
と
比
較
す
る
と
書
畫
の
鑑
賞
能

力
の
水
準
は
あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
馮
夢
禎
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
眞
僞
に

つ
い
て
は
か
な
り
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
は
﹇
萬 

二
〇
〇
八
﹈（
五
七
頁
）
の

指
摘
で
あ
る
。
實
際
、
父
親
よ
り
も
書
畫
骨
董
の
鑑
定
に
秀
で
て
い
た
長
男
の
馮
權

奇
に
相
談
す
る
場
面
も
、『
快
雪
堂
日
記
』
中
に
登
場
す
る
（
馮
權
奇
に
つ
い
て
は
別
稿

に
て
述
べ
る
）。
と
ま
れ
、
の
ち
に
王
羲
之
《
快
雪
時
晴
帖
》
ま
で
を
も
入
手
し
た
馮

夢
禎
の
も
と
に
出
入
り
し
た
李
日
華
は
、
師
を
通
じ
て
書
畫
骨
董
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

に
本
格
的
に
開
眼
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
馮
夢
禎
に
弟
子
入
り
す
る
以
前
か
ら
、
李
日
華
は
書
畫
骨
董
の
鑑
賞
に

對
し
て
興
味
を
抱
き
は
じ
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
最
初
に
敎
え
を
受
け
た
周
履
靖

か
ら
の
影

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
履
靖
も
ま
た
、
自
宅
の
書
齊
に
數
多
く
の

書
畫
骨
董
を
集
め
て
は
、
そ
れ
ら
を
鑑
賞
し
て
樂
し
ん
で
お
り
、
幼
き
日
の
李
日
華

は
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
姿
に
日
々
親
し
く
接
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
李
日
華
は
の

ち
に
當
時
を
代
表
す
る
書
畫
骨
董
の
目
利
き
と
し
て
全
國
的
な
名
聲
を
博
す
る
に
至

る
が
、
か
か
る
一
流
の
鑑
賞
家
と
し
て
成
長
し
て
い
く
上
で
、
同
鄕
の
項
元

と
そ

の
一
族
の
果
た
し
た
役
割
は
決
定
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。

﹇
沈 

二
〇
一
二
﹈・﹇
葉 

二
〇
一
三
﹈・﹇
封 

二
〇
一
三
﹈
な
ど
、
旣
に
多
く
の
先
行

硏
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
項
氏
は
嘉
興
を
代
表
す
る
望
族
の

一
つ
で
あ
り
、
項
元

は
、
あ
り
あ
ま
る
資
產
に
も
の
を
い
わ
せ
て
膨
大
な
量
の
書

畫
骨
董
を
購
入
し
、
お
そ
ら
く
は
中
国
史
上
最
大
級
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成

し
た
人
物
で
あ
る
。
嘉
興
府
城
内
の
靈
光
坊
に
築
か
れ
た
天
籟
閣
に
收
藏
さ
れ
た
そ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
た
る
や
、
質
・
量
と
も
に
他
の
追
隨
を
許
さ
ず
、
現
在
で
も
、
世

界
各
地
の
美
術
館
・
博
物
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
書
畫
の
傳
世
品
の
う
ち
、
重
要
な

作
品
の
大
半
に
は
項
元

の
收
藏
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

彼
の
子
や
孫
の
世
代
か
ら
も
、
か
か
る
家
庭
環
境
の
下
、
高
い
藝
術
的
素
養
を
身
に

つ
け
た
人
物
が
多
く
登
場
し
た
が
、
別
稿
に
て
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も

李
日
華
と
密
接
な
交
友
關
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
李
日
華
自
身
も
、
靑
年

期
か
ら
項
元

の
も
と
を
出
入
り
し
、
彼
が
所
有
す
る
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ア

ク
セ
ス
し
、
超
一
級
品
の
鑑
賞
を
通
じ
て
そ
の
眼
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
﹇
井
上 

二
〇
〇
〇
﹈（
六
〜
七
頁
）。

李
日
華
が
い
つ
頃
か
ら
項
元

の
も
と
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
殘
念
な

が
ら
そ
れ
を
明
確
に
示
す
資
料
は
な
い
も
の
の
、﹇
萬 

二
〇
〇
八
﹈（
一
二
五
〜
一
二
八

頁
）
が
指
摘
す
る
と
お
り
、父
の
李
應
筠
が
、す
で
に
項
元

と
親
し
い
關
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
も
の
が
存
在
す
る
。『
味
水
軒
日
記
』に
よ
れ
ば
、萬
曆
三
十
七

年
十
一
月
三
日
、
李
日
華
は
項
元

の
三
男
の
項
德
新
（
一
五
六
三
〜
？
）
か
ら
、
母

の
陸
氏
が
還
曆
を
迎
え
た
記
念
の
文
章
を
依
賴
さ
れ
、
潤
筆
料
と
し
て
數
點
の
書
畫

骨
董
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
經
緯
で
記
さ
れ
た
の
が
「
壽
項
母
陸
孺
人

六

序
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
李
日
華
が
幼
い
こ
ろ
、
父
と
項
元

が
親
し
く
談

笑
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
つ
つ
興
に
ま
か
せ
て
詩
文
を
書
き
附
け
る
樣
を
見
て
い
た

こ
と
、
生
員
と
な
っ
た
十
四
歲
の
折
に
、
お
祝
い
と
し
て
自
作
の
《
玉
樹
圖
》
を
渡

さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
思
い
出
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る36
。
李
日
華
に
よ
れ
ば
、
父
の

李
應
筠
は
、
佛
敎
書
を
讀
む
の
は
好
き
だ
っ
た
が
、
僧
侶
と
交
際
す
る
の
は
喜
ば
な

か
っ
た
そ
う
で
あ
る37
。
お
そ
ら
く
李
應
筠
は
、
佛
敎
に
深
く
通
じ
た
在
家
の
居
士
で

あ
る
項
元

に
、
か
ね
て
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
周
履
靖
を
介
し
て
知
り
合
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
汪
砢
玉
の
父
の
汪
繼
美
で
あ
る
。
筆
者
が
前
稿
に
て

述
べ
た
と
お
り
﹇
井
上 

二
〇
一
七
﹈（
一
三
頁
）、
汪
繼
美
は
李
應
筠
と
同
じ
く
、
商

業
に
よ
っ
て
身
を
起
こ
し
蓄
財
に
成
功
す
る
か
た
わ
ら
、
佛
敎
を
通
じ
て
項
元

を

は
じ
め
と
す
る
地
元
の
名
士
と
の
閒
に
人
脈
を
廣
げ
、
息
子
に
充
分
な
敎
育
を
施
し

て
科
擧
合
格
に
よ
る
立
身
出
世
を
期
待
す
る
な
ど
、
兩
者
に
は
共
通
點
が
多
い
。
ま
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た
、
項
元

と
の
交
際
を
通
じ
て
、
汪
繼
美
は
書
畫
骨
董
に
對
す
る
興
味
關
心
も
有

し
て
い
た
が
、
李
應
筠
も
同
樣
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
の
ち
に
李
日
華
が
鑑
賞

家
と
し
て
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
行
く
に
あ
た
っ
て
、
父
の
代
か
ら
の
項
氏
と
の

つ
な
が
り
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
四
節　

結
婚
そ
し
て
進
士
及
第

正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
二
十
代
前
半
の
時
期
に
、
李
日

華
は
、
南
隅
の
沈
氏
を
娶
っ
て
い
る
。
南
隅
が
秀
水
縣
治
下
の
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ

た
の
か
、
正
確
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
。
李
日
華
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
南
隅

の
沈
氏
は
、
も
と
も
と
湖
州
に
あ
る
吳
興
の
沈
壽
三
（
國
支
公
）
の
末
裔
で
あ
る
が
、

事
跡
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
李
日
華
の
妻
と
な
っ
た
沈
氏
の
祖
父
、雨
溪
公
（
諱
は
不

詳
）
か
ら
で
あ
る
。
雨
溪
公
は
貧
民
救
濟
な
ど
の
善
行
に
よ
っ
て
隱
德
を
積
み
、
あ

る
日
、
夫
婦
に
不
思
議
な
夢
や
現
象
が
現
れ
、
や
が
て
息
子
が
誕
生
し
た
と
い
う
。

こ
れ
が
李
日
華
の
舅
に
あ
た
る
沈
夢
鯨
、
號
は
龍
門
、
菊
の
栽
培
の
名
人
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
秋
榮
と
稱
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
苦
し
い
經
濟
狀
況
の
も
と
、
必
死
で

家
族
を
支
え
續
け
る
か
た
わ
ら
、
學
問
に
勵
ん
で
「
南
隅
之
傑
」
と
稱
さ
れ
る
ほ
ど

そ
の
名
を
知
ら
れ
る
に
至
る
。
沈
夢
鯨
は
錢
氏
を
娶
り
、
李
應
筠
の
前
妻
も
別
の
家

系
の
錢
氏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
兩
者
は
「
僚
壻
」
と
稱
し
て
兄
弟
づ
き
あ
い
を
す

る
閒
柄
で
あ
り
、
李
日
華
の
緣
組
み
も
父
が
凝
っ
て
い
た
卜
筮
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

た
と
い
う38
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
南
隅
の
沈
氏
も
、
お
そ
ら
く
は
進
士
及
第
者
を

一
人
も
出
し
た
こ
と
の
な
い
家
系
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
李
氏
一
族
と
ほ
ぼ
同
じ
よ

う
な
家
格
・
境
遇
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、『
味
水
軒
日
記
』
を
は
じ
め
、
李
日
華
の
隨
筆
中
に
は
沈
翠
水
な
る
人
物
が

頻
出
す
る
。
筆
者
の
前
稿
﹇
井
上 

二
〇
一
一
﹈
註
七
六
（
四
二
頁
）
に
お
い
て
も
𥳑

單
に
紹
介
し
た
が
、
彼
の
諱
は
伯
淳
、
翠
水
は
そ
の
號
で
あ
る
。
嘉
靖
四
十
年

（
一
五
六
一
）
の
生
ま
れ
で
、
李
日
華
が
し
ば
し
ば
彼
を
「
内
兄
」、
つ
ま
り
妻
の
兄
と

呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
沈
夢
鯨
の
子
の
一
人
で
あ
る
。
李
日
華
と
の
會
話
に
お
い

て
、
數
え
年
で
五
十
四
歲
を
過
ぎ
て
か
ら
續
け
て
二
人
の
子
供
を
授
か
っ
た
た
め
、

擧
業
の
た
め
の
書
物
は
こ
と
ご
と
く
燒
き
捨
て
て
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
る
つ
も
り

な
の
で
、
お
前
も
つ
き
あ
っ
て
は
く
れ
な
い
か
、
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
お
そ
ら
く

終
生
官
途
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る39
。
沈
翠
水
は
父
と
同
じ
く
園
藝
の

逹
人
で
あ
り
、
盆
栽
か
ら
庭
木
に
至
る
ま
で
數
多
く
の
植
物
を
自
宅
で
栽
培
し
た
。

李
日
華
は
、
彼
の
自
宅
の
庭
園
を
訪
ね
て
季
節
の
花
々
を
鑑
賞
し
た
り
、
秋
に
は
と

も
に
連
れ
だ
っ
て
嘉
興
の
菊
の
名
所
を
訪
ね
歩
い
た
り
し
て
い
る
。ま
た
沈
翠
水
は
、

可
月
齊
な
る
書
齊
に
お
い
て
書
畫
骨
董
の
收
集
と
取
引
を
盛
ん
に
行
う
か
た
わ
ら
、

自
作
の
畫
册
を
蘇
州
の
醫
者
に
贈
る
な
ど40
、
自
ら
も
詩
文
書
畫
を
よ
く
す
る
多
才
ぶ

り
を
も
發
揮
し
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
趣
味
を
同
じ
く
す
る
李
日
華
も
そ

の
實
力
を
認
め
て
お
り
、
沈
翠
水
の
求
め
に
應
じ
て
、
董
源
の
筆
意
に
倣
っ
た
《
秋

林
釣
艇
圖
》
を
描
い
て
與
え
た
り41
、盛
堯
民
な
る
畫
士
の
た
め
に
「
吳
淞
歌
」
を
作
っ

た
り42
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
實
際
の
書
畫
の
賣
買
や
潤
筆
料
の
授
受
に
關
し
て
、

兩
者
は
か
な
り
密
接
な
協
力
關
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、南
隅
の
沈
氏
が
、

園
藝
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
藝
を
元
手
に
、
地
元
の
名
士
の
閒
に
交
遊
の

範
圍
を
廣
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
社
會
的
地
位
の
確
立
を
圖
っ
て
い
た
樣
子
が
見

て
取
れ
る
。

そ
し
て
つ
い
に
、
李
日
華
自
身
が
念
願
の
科
擧
合
格
を
果
た
す
。
萬
曆
十
九
年

（
一
五
九
一
）、
二
十
七
歲
に
し
て
浙
江
鄕
試
に
挑
ん
で
擧
人
の
資
格
を
得
た
彼
は
、
翌

年
に
連
捷
、
三
甲
二
十
二
名
に
て
つ
い
に
進
士
及
第
を
果
た
す
の
で
あ
る43
。
李
日
華

が
自
ら
語
っ
て
い
る
と
お
り
、
李
氏
一
族
か
ら
は
い
ま
だ
正
途
に
よ
っ
て
官
僚
身
分

を
獲
得
し
た
者
が
お
ら
ず
、進
士
及
第
は
、な
に
よ
り
父
の
李
應
筠
の
宿
願
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る44
。
そ
の
後
の
官
界
で
の
出
世
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
芳
し
い
も
の
と
は

い
え
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
進
士
身
分
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
李
日
華
お

よ
び
彼
の
一
族
は
、
い
よ
い
よ
嘉
興
の
望
族
と
し
て
の
出
發
點
に
立
つ
こ
と
が
で
き
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た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
後
、
靑
年
期
に
學
問
や
藝
術
を
通
じ
て
培
っ
た
馮
氏
・
項

氏
を
は
じ
め
と
す
る
嘉
興
の
名
士
た
ち
と
そ
の
一
族
と
の
人
脈
が
、
李
日
華
の
名
聲

を
高
め
て
い
く
上
で
、極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
一
世
か
ら
第
八
世
ま
で
の
李
氏
の
系

と
、
婚
姻
關
係
を
結
ん
だ
氏

族
に
つ
い
て
ま
と
め
た
「
嘉
興
李
氏
世
系
」
を
、
左
に
示
す
。

む
す
び
に
か
え
て

嘉
興
移
住
後
に
李
氏
の
た
ど
っ
た
歷
史
を
槪
觀
し
て
き
た
。
か
れ
ら
は
ま
ず
農
村

か
ら
都
市
近
郊
へ
と
移
動
し
て
發
財
の
機
會
を
つ
か
む
と
、
同
じ
よ
う
な
立
場
に

あ
っ
た
在
地
の
氏
族
と
婚
姻
關
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
定
着
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
農
業
經
營
を
通
じ
て
資
本
を
蓄
え
る
と
、
下
級
の
官
位
を
獲
得
し
て
社

會
的
地
位
の
上
昇
を
圖
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
挫
折
を
經
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
業

分
野
に
進
出
し
て
城
市
に
近
接
す
る
商
業
區
域
へ
と
移
り
住
み
、
そ
う
し
て
蓄
え
た

資
本
を
元
手
に
、
在
地
の
有
力
者
と
の
コ
ネ
を
持
つ
氏
族
と
婚
姻
關
係
を
結
ぶ
と
、

子
弟
に
敎
育
を
施
し
て
科
擧
に
合
格
さ
せ
、
さ
ら
な
る
社
會
的
上
昇
の
機
會
を
つ
か

む
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
代
中
期
以
降
、
經
濟
の
最
先
進
地
域

で
あ
っ
た
江
南
に
お
け
る
商
業
ブ
ー
ム
に
乘
っ
て
、
農
村
か
ら
都
市
へ
、
農
業
か
ら

多
角
的
商
業
經
營
へ
と
乘
り
出
し
、
數
世
代
を
經
た
の
ち
に
科
擧
を
通
じ
て
官
界
に

進
出
す
る
と
い
う
、
當
時
の
社
會
に
廣
く
見
ら
れ
た
典
型
的
な
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
李
日
華
は
、
地
元
の
嘉
興
に
お
け
る
新
興
の
望
族
と
し
て
の
地
位
を
確
立

し
、
そ
れ
を
永
續
さ
せ
る
べ
く
、
よ
う
や
く
に
し
て
獲
得
し
た
士
大
夫
官
僚
と
し
て

の
立
場
を
活
用
し
て
、
同
じ
く
進
士
を
輩
出
し
た
氏
族
と
の
婚
姻
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
自
ら
の
持
つ
詩
文
書
畫
に
關
す
る
能
力
を
活
用
し
、

嘉
興
に
お
け
る
文
化
的
傳
統
の
繼
承
者
・
主
盟
者
と
し
て
、
盛
ん
に
人
脈
を
廣
げ
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
舊
來
の
望
族
に
對
抗
し
、
獨
自
の
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
努

力
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
李
日
華
が
い
か
に
し
て
宗
族
の
範
圍
を
廣
げ
て

い
っ
た
の
か
、
ま
た
晩
年
に
至
っ
て
「
春
波
里
人
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
確
立
し
て
い
っ
た
裏
に
は
い
か
な
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
て
い
き
た
い
。
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【
註
】

①　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
十
五
「
古
蹟
」
二
「
園
宅
」
嘉
興
縣
「
明
」

 
　

  　

恬
致
堂
、
太
僕
李
日
華
之
第
、
在
春
波
門
外
螺

濱
。
日
華
嘗
具
疏
乞
歸
時
、
熹

廟
稱
其
孝
思
恬
致
可
嘉
、
因
以
名
堂
、
又
有
六
軒
齊
、
紫
桃
軒
。

②　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

不
肖
日
華
生
五
六
齡
、
輒
抱
膝
上
、
…
已
又
從
故
紙
束
中
出
先
朝
勅
一
通
、
知

餘
家
蓋
宋
承
務
郞
淳
之
後
。
淳
爲
侍
郞
忠
愍
公
次
子
、
初
貫
洺
州
、
隨
蹕
來
吳
越
、

散
布
鹽
官
、
禦
兒
、
鵡
湖
、
魏
塘
。

③　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

其
家
郡
城

里
街
雙
溪
橋
、
則
始
於
小
宗
公
。

④　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
一
「
山
川
」

 

　

  　

漢
塘
、
在
縣
東
南
一
十
五
里
。
按
『
新
唐
書
』
地
里
志
・
海
鹽
註
云
、
西
北
六
十

里
有
漢
塘
、
泰
和
七
年
開
。
然
自
海
鹽
西
北
直
通
嘉
興
、
故
總
爲
漢
塘
。
今
又
名
新

豐
塘
。〈
相
傳
、
漢
新
豐
人

于

、

又

于
此
、
故
塘
名
漢
塘
、
鎭
名
新
豐
。〉

 

　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
十
二
「
山
川
」
一

 

　

  　

漢
塘
、
…
此
塘
、
自
海
鹽
西
北
直
通
嘉
興
、
故
總
爲
漢
。〈『
伊
志
』
案
、
爾
時
、

未
析
平
湖
、
故
屬
海
鹽
也
。〉」

⑤　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
十
二
「
山
川
」
一

 

　

  　

魏
塘
、
華
亭
塘
通
松
江
府
華
亭
縣
〈『
至
元
志
』〉、
今
俗
呼
嘉
善
塘
〈『
嘉
興
湯

志
』〉、
魏
塘
河
、
亦
名
武
塘
。

⑥　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
一
「
山
川
」

 

　

  　

雙
溪
、
在
縣
東
六
里
、
以
近
漢
塘
、
魏
塘
故
名
。

⑦　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

魏
塘
至
今
有
李
村
。

⑧　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
三
「
橋
梁
」
所
引
「
重
建
牙
前
橋
碑
」

 

　

  　

我
禾
郡
、
托
夷
陸
民
、
什
七
秉
耒
、
什
三
業

引
、
而
百
貨
所
萃
、
莫
盛
于
郡
城

之
東
隅
、
裨
販
之
家
、
操
奇
贏
以
化
居
、
遠
近
歸
市
者
、
肩
相
摩
而
趾
錯
也
。
南
北

阻
一
衣
帶
水
、
駕
橋
如
虹
、
名
曰
煕
春
、
又
曰
牙
前
。

⑨　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
一
「
山
川
」

 

　

  　

舟
之
逹
于
松
江
者
、
由
此
溪
。

⑩　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

小
宗
生
世
傑
、
世
傑
生
子
春
。

⑪　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

子
春
四
子
、
餘
祖
居
其
季
、
曰
景
芳
公
。
景
芳
公
贅
白
苧
之
沈
、
因
爲
白
苧
人
。

⑫　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
一
「
山
川
」

 

　

  　

白
苧
堰
、
在
縣
東
南
三
里
。

 

　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
五
「
橋
梁
」
嘉
興
縣
〈
城
外
〉

 

　

  　

白
苧
橋
、
在
縣
東
一
十
里
、
跨
於
苧
溪
〈『
柳
志
』〉。
俗
呼
堰
橋
〈『
吳
志
』〉。

⑬　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
十
五
「
古
蹟
」
二
「
園
宅
」
嘉
興
縣
「
明
」

 

　

  　

獨
柞
軒
、
徐
一
蘷
居
白
苧
里
、
牖
外
有
一
大
柞
〈『
吳
志
』、
徐
一
蘷
「
獨
柞
軒

記
」〉。

⑭　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

生
葵
軒
公
、
公
衍
所
謂
登
仕
公
也
。
世
世
耕
農
、
至
登
仕
公
、
以
明
習
法
令
、
推

擇
赴
部
得
官
、
卽
今
所
稱
淸
吏
者
也
。

⑮　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

傳
葵
軒
公
衍
、
讀
律
推
擇
得
官
登
仕
郞
、
司
廉
州
巡
篆
、
有
最
績
。

⑯　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

天
錫
公
少
慕
義
任
俠
、
從
大
王
父
登
仕
公
官
瓊
海
、
匹
馬
往
來
千
里
、
出
則
仗

劔
、
無
敢
難
者
。
晩
益
嗜
酒
拓
落
、
又
艱
擧
子
、
居
恒
悲
思
。
一
夕
、
夢
筍
穿
屋
斜

出
、
亭
亭
干
霄
。
喜
曰
、「
吾
有
子
矣
。」
俄
庶
薛
擧
家
君
。

⑰　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

家
君
生
而
秀
慧
、
甫
識
言
笑
、
即
得
天
錫
公
歡
。

 

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

無
何
、
天
錫
公
捐
舘
合
、
家
君
纔
九
齡
、
煢
煢
茹
荼
、
產
日
蕩
析
、
遂
依
姑
之
適

周
者
。

⑱　

李
日
華
「
梅
墟
先
生
別
錄
」
上

 
　

  　

先
生
餘
外
從
父
也
。
家
君
少
孤
、
先
生
爲
晩
年
子
、
而
俱
寡
兄
弟
、
以
故
相
倚
爲

同
家
驩
。
…
先
生
父
爲
東
庄
翁
、
而
母
李
氏
卽
餘
太
姑
也
。

⑲　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

姑
父
周
翁
性
嚴
、
家
君
事
之
謹
。
主
出
入
、
不
私
一
錢
。
有
緩
急
、
身
先
赴
之
。

周
翁
謂
若
子
眞
吾
子
也
。
議
更
姓
、
家
君
泣
辭
。
又
曰
「
吾
死
、
必
厚
遺
若
。」
然

家
君
竟
無
厚
覬
也
。
是
時
尙
有
祖
遺
田
三
畝
奇
。
家
君
拮
据
勤
生
、與
吾
母
吳
孺
人
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稍
稍
營
儲
、
粗
備
伏
臘
矣
。

⑳　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 
　

  　

惇
性
質
行
、
託
計
然
策
、
致
貲
樂
施
、
里
稱
有
道
長
者
。

㉑　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
三
「
坊
巷
」

 

　

  　

春
波
坊
〈
東
至
蒯
党
搭
坊
、
西
至
官
河
、
南
至
宣
公
坊
、
北
至
北
板
坊
〉。
大
虹

橋
巷　

小
虹
橋
巷　

栲

街
。

㉒　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
一
「
山
川
」

 

　

  　

柴
場
灣
、
在
縣
東
北
二
里
、
舊
名
草
場
灣
。
柳
志
云
、
相
傳
、
市
薪
者
皆
萃
于

此
、
故
名
。〈
今
傍
灣
皆
市
、
販
儈
互
櫛
比
鱗
萃
、
▮ 
云
薪
桂
未
許
居
停
、
僅
有
數

家
推
架
松
標
、
不
失
舊
意
耳
〉。

㉓　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
二
・
萬
曆
三
十
八
年
十
二
月
八
日
條

 

　

  　

春
波
舊
第
連
市
廛
取
稅
房
大
小
百
餘
閒
、
沿
燒
悉
盡
。
家
君
一
生
拮
據
所
就
、
蕩

然
矣
。
恐
重
傷
親
意
、
以
世
界
浮
幻
之
說
、
曲
譬
相
慰
。
家
君
慨
然
曰
、「
吾
年

八
十
、
豈
復
須
厚
殖
乎
。」
談
笑
殊
自
若
。」

㉔　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
二
・
萬
曆
三
十
八
年
十
二
月
九
日
條

 

　

  　

督
諸
僮
理

燼
。

㉕　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
八
・
萬
曆
四
十
四
年
七
月
十
八
日
條

 

　

  　

中
閒
、
惟
七
月
十
一
日
、
合
族
會
祭
始
祖
唐
西
平
忠
武
王
、

祖
宋
侍
郞
忠
愍

公
、
觀
文
殿
學
士
曾
伯
公
於
東
津
里
第
、
胙
飮
驩
甚
。

㉖　

崇
禎
『
嘉
興
縣
志
』
卷
三
「
坊
巷
」

 

　

  　

蒯
搭
坊
〈
東
至
六
里
坊
、
西
至
宣
公
坊
、
南
至
官
河
、
北
至
北
板
官
河
〉。
蒯
搭

衖　

西
馬
巷　

雙
元
巷　

慶
元
巷　

天
馬
巷　

東
津
巷　

黃
家

。

㉗　

光
緒
『
嘉
興
府
志
』
卷
二
十
八
「
郵
傳
」
嘉
興
縣

 

　

  　

東
津
亭
、
在
蒯
搭
坊
東
馬
橋
東
、
水
次
東
道
駐
節
之
所
〈『
浙
江
通
志
』、
按
『
柳

志
』
有
臨
津
亭
〉。

 

　

  　

光
緒
『
嘉
興
府
志
』
卷
五
「
橋
梁
」
嘉
興
縣
〈
城
外
〉

 

　

  　

駟
馬
橋
、
在
縣
東
一
里
半
〈『
柳
志
』〉。
呂
太
常
嘗
以
郷
民
入
市
、
艱
於
跋
渉
、

因
建
此
橋
、
取
乘
駟
馬
車
之
義
〈『
鄒
志
』〉。
今
名
東
馬
橋
、
南

爲
王
家
坊
〈『
嘉

興
湯
志
』〉。
天
啓
二
年
、
里
人
倪
繼
宗
修
〈『
嘉
興
何
志
』〉。

㉘　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

先
生
母
吳
恭
人
腹
先
生
七
月
而
生
、
生
無
㘞
地
聲
、
旣
彌
月
、
仰
席
臥
、
適
器
水

滴
面
、
驚
乃
呱
、
人
詫
爲
異
。
稍
長
、
有
至
性
、
章
句
如
夙
習
、
經
目
輒
覆
不
忘
。

援
筆
能
文
、
尤
喜
閲
史
、
漢
大
節
目
、
事
不
去
手
。

㉙　

嚴
從
𥳑
「
梅
墟
書
屋
記
」（『
夷
門
廣
牘
』
卷
八
十
八
所
収
『
梅
塢
貽
瓊
』
卷
五
「
記
」

 

　

  　

去

李
郭
東
南
、
遵
湖
而
行
五
里
許
、
曰
白
苧
鄕
。
又
南
爲
桃
花
里
、
東
數
百

武
、
竹
石
若
障
、
亘
湖
沆

、
不
見
水
端
、
地
僻
多
梅
、
人
稱
爲
梅
里
云
。

㉚　

盛
楓
『
嘉
禾
徵
獻
錄
』
卷
四
十
七
「
隱
逸
」
周
履
靖

 

　

  　

周
履
靖
、
字
逸
之
、
號
梅
墟
、
嘉
興
人
。
少
患
羸
疾
、
屛
去
經
生
業
、
博
渉
子
史

百
家
言
。
所
居
編
茅
引
流
、
雜
植
梅
竹
、
讀
書
其
中
、
自
號
梅
癲
。

 

　

光
緖
『
嘉
興
府
志
』
卷
十
五
「
古
蹟
」
二
「
園
宅
」
嘉
興
縣
「
明
」

 

　

  　

梅
墟
、
周
履
靖
、
萬
曆
中
布
衣
、
築
舍
鴛
湖
之
濱
、
種
梅
百
餘
株
、
時

唔
其

下
、
人
呼
爲
梅
顚
道
人
〈『

李
詩
繫
』〉。

㉛　

李
日
華
「
梅
墟
先
生
別
錄
」
上

 

　

  　

餘
乳
哺
時
、
家
君
子
置
餘
膝
上
、
口
授
『
大
學
』、
率
能
成
誦
。
六
歲
始
識
字
、

七
歲
始
讀
書
。
十
二
而
屬
文
、
是
時
亦
知
好
古
矣
。
以
家
貧
、
無
所
得
書
、
先
生
悉

出
所
藏
書
敎
餘
、
後
卽
讀
書
于
先
生
晴
雪
齊
中
、
益
得
親
先
生
言
論
。

32　

盛
楓
『
嘉
禾
徵
獻
錄
』
卷
四
十
七
「
隱
逸
」
周
履
靖

 

　

  　

與
王
世
貞
、
皇
甫

、
文
嘉
、
劉
鳳
、
徐
中
行
、
吳
國
倫
、
茅
坤
、
屠
隆
、
董
其

昌
爲
莫
逆
交
。
年
九
十
一
卒
。
太
僕
李
曰
華
、
幼
與
履
靖
比
屋
居
、
撫
之
曰
、「
他

日
文
章
風
雅
宗
也
。」
日
延
奬
名
公
卿
閒
。

33　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

先
生
…
攷
藝
則
師
眉
公
陳
徵
君
。

34　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

十
四
歲
、
遊
子
衿
、
二
十
二
歲
、
食

。

35　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

先
生
質
經
則
師
具
區
馮
司
成
。

36　

李
日
華
『
恬
致
堂
集
』
卷
二
十
二
「
序
」「
壽
項
母
陸
孺
人
六

序
」

 
　

  　

餘
幼
侍
家
山
人
燕
几
、
猶
及
見
墨
林
先
生
。
抵
掌
談
笑
、
逸
思
橫
發
、
觥
籌
之

餘
、
抽
染
毫
素
、
以
寄
勝
情
。
餘
方
舞
籥
游

庠
、
先
生
爲
作
《
玉
樹
圖
》、
貽
家

山
人
言
賀
。
至
今

藏
之
、
意
非
不
洒
洒
向
慕
也
。

37　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

居
恆
喜
讀
佛
子
書
、
不
樂
與
佛
徒
游
。
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38　

李
日
華
『
恬
致
堂
集
』
卷
二
十
四
「
傳
」「
秋
榮
先
生
傳
」

 
　

  　

先
生
姓
沈
氏
、
諱
夢
鯨
、
號
龍
門
、
生
平
制
行
大
略
如
客
談
、
而
藝
菊
更
號
、
則

其
所
自
託
云
爾
。
…
南
隅
沈
本
吳
興
國
支
公
諱
壽
三
者
、
…
而
餘
婦
翁
秋
榮
先
生
、

則
南
隅
之
傑
也
。
…
公
寛
然
長
者
、
振
貧
濟
乏
、
篤
修
隱
君
子
之
行
、
…
又
咸
謂
公

樹
德
於
隱
、
後
當
有
顯
者
。
公
一
夕
夢
入
異
境
、
淸
波
湛
然
、
金
鯉
躍
出
。
夫
人
兪

獨
坐
帳
中
、
見
流
光
如
星
墮
懷
、
而
擧
先
生
。
…
雨
溪
公
中
年
幾
絓
世
網
、
先
生
殫

力
百
計
脫
之
。
撫
弱
弟
稚
妹
、
須
其
成
長
、
罄
槖
婚
嫁
、
無
少
靳
惜
。
居
恆
績
學
澡

行
、
多
長
者
聞
逹
之
游
。
…
先
生
娶
於
錢
、
餘
前
母
亦
錢
、
與
家
子
稱
僚
壻
、
有
兄

弟
之
好
。
家
君
初
爲
餘
卜
婦
、
發
十
餘
筴
而
吉
者
三
、
其
二
皆
饒
貲
里
中
豪
也
。
家

子
曰
、
沈
氏
實
有
令
聞
、
何
饒
如
之
。
乃
決
委
禽
焉
。

39　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
七
・
萬
曆
四
十
三
年
正
月
二
日
條

 

　

  　

細
雨
。
沈
翠
水
來
、
與
飮
竟
日
。
去
翠
水
年
五
十
四
初
艱
子
、
今
連
擧
二
子
。
餘

以
春
聯
贈
之
云
、
春
雨
蘭
芽
雙
引
玉
、
晴
霞
芝
草
遍
鋪
金
。
翠
水
曰
、
餘
至
是
且
將

盡
焚
干
祿
書
、
閉
門
灌
花
、
竹
令
生
意
、
鬱
然
不
斷
、
日
攤
稗
官
襍
說
、
其
下
縱
酒

笑
歌
、
以
逹
此
生
。
子
能
從
我
乎
。
餘
曰
、
諾
。

40　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
六
・
萬
曆
四
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
條

 

　

  　

寒
雨
。
沈
翠
水
自
寫
畫
册
、
贈
姑
蘇
醫
隱
張
九
嶺
、
要
餘
著
語
。
餘
旣
被
酒
、
漫

應
之
。

41　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
四
・
萬
曆
四
十
年
閏
十
一
月
十
一
日
條

 

　

  　

爲
沈
翠
水
寫
《
秋
林
釣
艇
圖
》、
倣
董
北
苑
筆
。

42　
『
味
水
軒
日
記
』
卷
二
・
萬
曆
三
十
八
年
二
月
二
十
五
日
條

 

　

  　

陰
寒
。
作
「
吳
淞
歌
」
贈
盛
堯
民
畫
士
、
從
沈
翠
水
請
也
。

43　

譚
貞
黙
「
明
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
李
九
疑
先
生
行
狀
」

 

　

  　

萬
曆
十
九
年
辛
卯
、
先
生
年
二
十
七
、
擧
于
浙
、
出
自
郝
公
楚
望
之
門
。
…
越
春

壬
辰
成
進
士
。

44　

李
日
華
「
乞
言
壽
家
君
引
」

 

　

  　

蓋
未
有
以
儒
顯
者
。
家
君
乃
始
篤
意
以
儒
術
敎
不
肖
、
不
肖
幸
收
有
司
、
以
克
遂

家
君
之
初
念
。
顧
材
旣
涼
薄
、
性
復
頽
惰
、
不
可

策
、
虛
要
國
恩
、
無
一
建
樹
、

將
遂
碌
碌
不
克
振
、
則
所
負
家
君
之
敎
萬
萬
。
且
顯
揚
之
謂
何
。

參
考
文
獻
一
覽

《
日
文
》

﹇
井
上 

二
〇
〇
〇
﹈

 

井
上
充
幸
「
明
末
の
文
人
李
日
華
の
趣
味
生
活
―
『
味
水
軒
日
記
』
を
中
心
に
―
」『
東

洋
史
硏
究
』
第
五
九
卷
第
一
號

﹇
井
上 

二
〇
一
一
﹈

 

井
上
充
幸
「『
竹
嬾
茶
衡
』
拾
遺
―
明
末
の
文
人
李
日
華
の
喫
茶
生
活
―
」（
西
村
昌
也

編
『
東
ア
ジ
ア
の
茶
飮
文
化
と
茶
業
』
周
緣
の
文
化
交
渉
學
シ
リ
ー
ズ
Ⅰ
、關
西
大
學

文
化
交
渉
學
敎
育
硏
究
據
點
）

﹇
井
上
二
〇
一
七
﹈

 

井
上
充
幸
「
王
砢
玉
の
生
涯
―
『
珊
瑚
網
』
か
ら
見
る
明
末
の
嘉
興
に
お
け
る
文
雅
に

つ
い
て
―
」『
立
命
館
東
洋
史
學
』
第
四
〇
號

﹇
大
木 

一
九
九
〇
﹈

 

大
木
康
「
山
人
陳
繼
儒
と
そ
の
出
版
活
動
」（『
山
根
幸
夫
敎
授
退
休
記
念
明
代
史
論

叢
』
下
、
汲
古
書
院
）

﹇
合
山 

一
九
九
四
﹈

 

合
山
究
「
明
淸
の
文
人
と
オ
カ
ル
ト
趣
味
」（
荒
井
健
編
『
中
華
文
人
の
生
活
』
平
凡

社
）

﹇
濱
島 

一
九
八
三
﹈

 

濱
島
敦
俊
「
明
末
淸
初
の
均
田
均
役
と
鄕
紳
（
其
の
四
）
―
李
日
華
『
味
水
軒
日
記
』

を
め
ぐ
っ
て
―
」『
史
朋
』
一
六
號

﹇
濱
島 

二
〇
一
四
﹈

 

濱
島
敦
俊
「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
會
」
な
り
し
や
」（
山
本
英
史
（
編
）『
中
國
近
世

の
規
範
と
秩
序
』
硏
文
出
版
）

《
中
文
》

﹇
丁 

二
〇
一
五
﹈

 
丁
小
明
「
眞
實
居
士
的
眞
實
言
（
代
序
）」（
馮
夢
禎
『
快
雪
堂
日
記
（
修
訂
本
）』
鳳

凰
出
版
社
）

﹇
封 
二
〇
一
三
﹈

 

封
治
國
『
與
古
同
游
―
項
元

書
畫
鑒
藏
硏
究
―
』
中
國
美
術
學
院
出
版
社

﹇
龔 

二
〇
一
一
﹈



四
一
六

688

 

龔
肇
智
『
嘉
興
明
淸
望
族
疏
證
』
方
志
出
版
社

﹇
潘 

一
九
四
七
﹈

 
潘
光
旦
『
明
淸
兩
代
嘉
興
的
望
族
』
商
務
院
書
館

﹇
沈 
二
〇
一
二
﹈

 

沈
紅
梅
『
項
元

書
畫
典
籍
收
藏
硏
究
』
國
家
圖
書
館
出
版
社

﹇
萬 

二
〇
〇
八
﹈

 

萬
木
春
『
味
水
軒
里
的
閑
居
者
―
萬
曆
末
年
嘉
興
的
書
畫
世
界
―
』
中
国
美
術
學
院
出

版
社

﹇
葉 

二
〇
一
三
﹈

 

葉
梅
『
晩
明
嘉
興
項
氏
法
書
鑒
藏
硏
究
』
中
國
社
會
科
學
出
版
社

﹇
鄒 

二
〇
一
八
﹈

 

鄒
定
霞
『
馮
夢
禎
硏
究
』
四
川
大
學
出
版
社

（
本
學
文
學
部
教
授
）


