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は
じ
め
に

今
回
は
「
南
」
の
字
源
を
論
證
し
た
白
川
靜
「
釋
南
」
を
讀
む
。
南
は
言
う
ま

で
も
な
く
方
位
を
示
す
�
字
で
あ
る
。
方
位
は
特
定
の
�
體
�
な
物
の
形
で
表
わ

し
え
な
い
抽
象
�
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
表
�
�
字
で
示
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
何
ら
か
の
間
接
�
手
段
を
用
い
て
表
示
す
る
工
夫
が
必
�
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
甲
骨
�
は
象
形
に
よ
る
表
�
�
字
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
�
字
と
�
字
と
を

組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
�
字
を
作
る
會
�
や
形
聲
と
い
う
�
字
段
階
に
は
ま
だ

入
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
生
ま
れ
た
て
の
象
形
に
よ
る
表
�
�
字
を
中
心
と
し
た

�
字
體
系
で
あ
る
。
で
は
象
形
に
よ
る
表
�
と
い
う
方
法
で
表
わ
し
え
な
い
言
葉

は
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
表
示
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
こ
こ
で
�
面
す

る
。
中
國
語
は
言
語
形
態
の
觀
點
か
ら
は
孤
立
語
に
分
�
さ
れ
る
。
孤
立
語
と
い

う
の
は
、
日
本
語
（
膠
�
語
）
や
歐
米
語
（
屈
折
語
）
の
よ
う
な
語
の
活
用
が
な

く
、
�
に
語
順
に
よ
っ
て
�
法
�
�
能
が
果
た
さ
れ
る
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
語
尾
の
多
樣
な
變
�
を
示
す
た
め
の
、
表
�
に
特
�
し
た
假
名
や
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
�
字
を
さ
ほ
ど
必
�
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
の
�

字
を
眺
め
渡
し
た
場
合
、
表
�
�
字
か
ら
出
發
し
た
�
字
で
も
、
表
�
�
字
で
表

わ
せ
な
い
言
葉
に
は
表
�
と
い
う
手
段
を
用
い
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ

こ
で
象
形
字
を
略
體
�
し
た
表
�
專
用
の
�
字
が
考
案
さ
れ
る
と
い
う
�
を
た
ど

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
み
な
孤
立
語
以
外
の
場
合
で
あ
る
。
甲
骨
�
の

場
合
、
象
形
に
よ
る
表
�
�
字
で
も
っ
て
ほ
と
ん
ど
カ
バ
ー
で
き
る
�
字
體
系
で

あ
る
か
ら
、
殘
さ
れ
た
少
數
の
言
葉
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
表
�
と
い
う
手
段

を
部
分
�
に
�
用
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
例
外
�
な
�
用
で
あ
る
。
し

か
し
表
�
�
能
に
特
�
し
た
特
別
な
�
字
を
考
案
し
な
い
ま
ま
表
�
と
い
う
手
段

を
用
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
別
の
�
字
を
借
用
す
る
と
い
う
方
法
を
�
る
。
借

字
と
か
假
借
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
甲
骨
�
の
場
合
、
王
室
お
よ
び
そ
の
�

邊
に
關
わ
る
こ
と
を
占
う
と
い
う
儀
禮
の
記
錄
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
多
�
な
內

容
を
持
つ
と
は
い
え
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
語
彙
も
あ
る
�
度
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
儀
禮
を
示
す
�
字
の
�
度
も
高
い
。
し
た
が
っ
て
表
�
と
い
う
手
段
を
用
い

な
け
れ
ば
表
わ
せ
な
い
言
葉
は
か
な
り
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
例
外
の
一
つ
と
し

て
方
位
關
係
の
語
彙
が
あ
る
の
で
あ
る
。
東
・
西
・
北
な
ど
も
借
字
に
よ
る
表
語

で
あ
る
。
し
か
し
今
回
白
川
�
士
が
他
の
方
位
語
と
は
別
に
「
南
」
と
い
う
語
（
�
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字
）
に
限
っ
て
考
證
を
展
開
さ
れ
る
の
は
、
別
の
必
�
性
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
南
」
と
い
う
�
字
が
別
の
用
法
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

後
に
�
體
�
に
言
�
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
甲
骨
�
に
用
い
ら
れ
る
「
南
」
と

い
う
�
字
は
方
位
を
示
す
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
�
先
を
祭
る
際
に
他
の
動
物
と

と
も
に
犧
牲
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
南
方
の
國
あ
る
い
は
�
�

�
地
域
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
多
樣
な
�
味
を
も
つ
「
南
」
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
字
源
論
が
�
功
し
に
く
い
�
因
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
南
」
と
い
う
語
の
字
源
を
多
角
�
に
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

「
釋
南
」は
初
め「
甲
骨
學
」第
三
號
に
揭
載
さ
れ
、後
に『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』（
油

印
本
）
に
再
錄
さ
れ
た
。
再
錄
さ
れ
た
理
由
を
�
言
さ
れ
な
い
が
、
私
の
推
測
で

は
、「
甲
骨
學
」
に
揭
載
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
�
字
學
に
緣
の
な
い
人
が
淸
書

を
擔
當
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
�
字
の
�
記
が
驚
く
ほ
ど
多
い
。
こ
れ
が
再
錄

の
本
當
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
に
『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』
に
收
錄

さ
れ
る
際
に
、
第
一
章
「
殷
と
南
方
�
�
」
が
�
ら
れ
た
。
い
ず
れ
�
々
�
�
�

『
白
川
靜
�
作
集
』別
卷『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』（
下
）に
收
錄
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、

今
の
時
點
で
は
未
刊
の
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
油
印
本
『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』
の
テ
キ

ス
ト
を
用
い
る
。
�
ら
れ
た
第
一
章
は
殷
と
南
方
と
の
關
係
を
當
時
の
考
古
學
方

面
の
知
見
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
章
で
あ
る
。
�
報
と
し
て
今
も
�
效
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
點
に
つ
い
て
だ
け
略
�
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
殷
と
南
方
文
化
」
の
要
點

・
古
い
時
代
か
ら
河
南
の
東
部
や
北
部
に
定
�
し
て
い
た
殷
人
は
、
早
く
か
ら

東
夷
・
東
南
夷
と
相
接
し
て
い
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

・
殷
の
西
方
の
�
衞
は
�
陸
附
�
の
戉
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
西
方
に
は

一
時
�
に
支
配
が
�
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
殷
族
が
自
ら
陝
西
の
地
に
入
る

こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
殷
が
西
方
の
�
�
に

接
し
う
る
の
は
、
�
と
し
て
河
北
西
部
と
山
西
南
邊
と
の
二
方
面
で
あ
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
多
く
は
戰
鬪
を
�
じ
て
接
す
る
と
い
う
對
抗
�
な
關
係
に
お

い
て
で
あ
る
。

・
南
方
と
の
關
係
は
、
西
方
に
も
ま
し
て
重
�
で
あ
っ
た
。
南
方
と
い
う
�
味

を
、
こ
こ
で
は
江
蘇
・
安
�
・
河
南
南
部
の
一
帶
を
汎
稱
す
る
も
の
と
し
て

お
く
。
江
蘇
・
安
�
に
は
東
南
夷
が
い
た
が
、
こ
れ
は
東
夷
と
同
種
族
の
�

�
民
族
で
あ
っ
た
と
思
う
。
河
南
南
部
か
ら
長
江
の
一
帶
に
も
他
の
一
系
が

あ
っ
て
、
こ
れ
は
卜
辭
で
は
南
、『
論
語
』
や
『
楚
辭
』
に
南
人
・
南
夷
と

呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
釋
南
」
の
構
成

一
　
南
の
初
義
に
關
す
る
諸
家
の
說
と
問
題
點

二
　
人
身
犧
牲
と
し
て
の
南

三
　
南
の
本
義

四
　
木
に
�
け
た
樂
�
は
い
か
な
る
も
の
か
？

五
　
銅
鼓
に
つ
い
て

六
　
銅
鼓
の
�
源
地

七
　「
南
」
字
は
銅
鼓
を
吊
る
し
た
形
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一
　
南
の
初
義
に
關
す
る
諸
家
の
說
と
問
題
點

例
の
ご
と
く
『
說
�
解
字
』
の
引
用
か
ら
始
ま
る
。「
南
、
艸
木
至
南
方
�
枝

任
也
。
从
喞
溥
聲
。」（
南
、
艸
木
南
方
に
至
り
て
枝
に
任
せ
る
�
る
な
り
。
喞
溥
の
聲

に
从
ふ
。）
と
あ
る
。
枝
が
鬱
蒼
と
生
い
茂
る
狀
態
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
東
南

西
北
を
季
�
の
�
行
に
見
立
て
て
「
南
」
を
「
夏
」
に
位
�
づ
け
「
夏
」
と
同
義

の
よ
う
に
�
っ
て
い
る
の
が
特
徵
�
で
あ
る
。
當
時
流
行
し
た
陰
陽
五
行
の
思
想

に
基
づ
い
て
解
釋
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
觀
念
�
な
解

釋
を
施
さ
ね
ば
解
釋
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
許
愼
の
字
源
解
釋
に
こ

の
種
の
も
の
が
多
い
の
は
、
や
は
り
甲
骨
金
�
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時

代
の
人
の
限
界
で
あ
る
。「
南
」
字
に
つ
い
て
も
、
一
旦
『
說
�
解
字
』
を
離
れ

甲
骨
金
�
の
字
形
に
卽
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
�
第
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
南
」
字
を
解
い
た
代
表
�
な
先
學
と
し
て
、
郭

沫
若
・
�
�
・
加
�
常
賢
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。

［
加
�
常
賢
說
］

加
�
�
士
は
、
南
の
字
形
は
幬
帳
に
し
て
�
は
亦
聲
で
あ
る
と
い
う
が
、
問
題

は
�
の
三
點
に
歸
す
る
。

①

は
幬
帳
の
形
で
あ
る
か
？

②
下
の
�
形
の
字
は
�
字
で
あ
る
か
？

③
か
つ
亦
聲
で
あ
る
か
？

	

（
�
）
形
聲
字
の
う
ち
、
聲
符
に
そ
の
原
義
を
含
む
も
の
を
〈
亦
聲
〉
と
言
う
。

①
の
解
釋
の
仕
方
は
か
な
り
複
雜
な
手
續
き
を
踏
む
。
先
ず
、
說
�
解
字
の
解

に
「
濃
其
�
也
」(

濃
は
其
の
�
り
な
り)

と
し
て
い
る
の
を
�
っ
て
、
こ
れ
を

南
字
の
上
部

と
同
字
で
幬
帳
の
象
と
見
な
す
。
つ
い
で
�
を
亦
聲
と
し
て
南
方

溫
�
の
�
を
表
わ
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
帷
幕
內
ノ
溫
�
ノ
�
」

と
す
る
解
釋
を
�
く
の
で
あ
る
。
中
央
に
�
を
も
つ
帷
幕
と
い
え
ば
、
も
は
や
幢

蓋
や
几
帳
の
�
で
は
な
く
、
す
で
に
�
居
形
式
の
問
題
と
な
る
。
し
か
も
帷
幕
は

朔
北
に
最
も
廣
く
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
殷
人
が
南
方
の
�
を
寄
せ
た

�
字
と
し
て
は
、
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

②
③
に
つ
い
て
は
、
�
・
靑
の
字
は
卜
辭
に
見
え
ず
、
金
�
に
は
じ
め
て
見
え

る
�
字
で
あ
る
點
で
す
で
に
無
理
が
あ
る
が
、
字
形
か
ら
考
え
て
も
南
字
の
下
部

は
井
中
に
�
の
象
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ら

上
下
の
字
形
を
合
わ
せ
て
會
�
と
し
亦
聲
と
す
る
解
釋
は
、
容
易
に
�
立
し
が
た

い
。［

�
�
說
］

王
國
維
が

と
釋
し
た
の
を
排
し
て
、
孫
詒
讓
の
案
の
說
を
是
と
し
て
い
る
。

視
を
轌
と
な
し
�
と
な
し
て
、「
形
聲
�
に
變
ず
」
と
い
う
よ
う
な
大
膽
な
議
論

に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
非
常
に
惜
し
ま
れ
る
論
だ
と
い
う
。

［
郭
沫
若
說
］

初
め
鎛
鐘
說
を
立
て
て
い
た
が
、
そ
の
後
自
說
を
變
え
て
し
ま
っ
た
。
�
�
氏

の
說
を
見
て
自
說
を
棄
て
、
新
た
に
庵
字
說
を
出
し
た
。
�
氏
の
字
解
を
�
け
、


を
詞
字
と
す
る
。
た
だ
�
と
し
た
の
で
は
用
牲
の
例
に
�
じ
が
た
い
の
で
、
こ
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れ
を
庵
す
な
わ
ち
小
豕
と
解
す
る
。
し
か
し
卜
辭
に
は
「
十
豕
	

詞
」
の
よ
う

に
豕
と
詞
と
を
竝
稱
す
る
も
の
が
あ
っ
て
落
ち
�
か
な
い
。
そ
の
�
�
說
の
方
は

庵
は
動
物
の
�
子
を
泛
稱
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
「
南
」
が
南
方
の
�

味
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
觸
れ
な
い
。

以
上
が
當
時
の
字
說
の
�
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
字
說
を
整
理
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
問
題
點
を
析
出
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
字
說
が
十
分
で
な
い

の
は
、
方
位
を
示
す
「
南
」
字
が
犧
牲
に
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
點
を
說
�
で
き

な
い
片
手
落
ち
の
說
に
な
っ
て
い
る
點
に
あ
る
。
白
川
�
士
は
こ
の
兩
方
の
�
味

を
充
た
す
に
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
方
向
に
�
ん
で
い
く
。
そ
こ
で
先

ず
人
身
犧
牲
と
し
て
の「
南
」と
は
何
か
？
　
と
い
う
こ
と
か
ら
入
る
の
で
あ
る
。

二
　
人
身
犧
牲
と
し
て
の
南

甲
骨
�
の
中
に
人
身
犧
牲
の
こ
と
が
か
な
り
多
數
出
て
く
る
の
だ
が
、
中
國
の

�
字
學
�
た
ち
は
、
甲
骨
�
の
中
に
人
身
犧
牲
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し

殷
代
か
ら
五
〇
〇
年
以
上
も
下
る
春
秋
時
代
で
す
ら
人
身
犧
牲
が
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
『
春
秋
左
氏
傳
』
の
記
事
か
ら
分
か
る
わ
け
で
、
そ
の
紹
介
か
ら
始
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。な
お
、�
�
し
て
お
き
た
い
の
は
、こ
こ
に
見
え
る「
用
い
る
」

と
い
う
語
は
、漠
然
と
し
た
「
使
用
」
の
�
味
で
は
な
く
、「
犧
牲
と
し
て
用
い
る
」

の
�
味
だ
と
い
う
點
で
あ
る
。
こ
れ
は
甲
骨
�
以
來
の
用
法
で
あ
る
。

一
、
宋
公
は
邾
の
�
公
に
鄫
子
を
執
え
し
め
て
こ
れ
を
�
睢
之
�
に
〔
犧
牲
と

し
て
〕
用
い
た
。（
僖
公
一
九
年
）

（
�
）
こ
の
�
睢
之
�
と
い
う
の
は
臨
沂
の
東
界
に
あ
っ
て
、
�
人
�
と
い
わ
れ

て
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
楚
子
が
蔡
を
滅
ぼ
す
や
、
蔡
の
世
子
を
執
え
て
歸
り
、
こ
れ
を
〔
犧
牲
と

し
て
〕
用
い
た
。（
昭
公
一
一
年
）

（
�
）
公
羊
傳
に
よ
る
と
、
こ
れ
を
�
防
に
（
犧
牲
と
し
て
）
用
い
た
と
あ
る
か
ら

い
わ
ゆ
る
人
�
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
�
子
が
莒
を
伐
っ
て
俘
を
取
り
、
こ
れ
を
亳
�
に
〔
犧
牲
と
し
て
〕
用
い

た
。（
昭
公
一
〇
年
）

四
、
魯
は
河
南
北
部
の
長
狄
と
戰
っ
て
長
狄
喬
如
を
獲
て
、
そ
の
首
を
魯
の
郭

門
で
あ
る
子
駒
の
北
門
に
埋
め
た
。
さ
ら
に
齊
の
襄
公
も
ま
た
長
狄
を

破
っ
て
長
狄
榮
如
を
獲
て
、そ
の
首
を
齊
の
邑
・
�
首
の
北
門
に
埋
め
た
。

（
�
公
一
一
年
）

卜
辭
に
は
牲
獸
と
と
も
に
犧
牲
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
羌
と
南
と
が
あ

る
。
先
ず
羌
の
例
を
列
擧
す
る
。
濃
を
動
詞
と
し
て
用
い
る
場
合
、
犠
牲
に
用
い

る
の
意
を
示
す
。

○
辛
巳
卜
行
貞
、
王
�
小
辛
、
彖

伐
羌
二
、
卯
二
眈
、
�
尤
。［H

23106

］

	
	（

辛
巳
卜
し
て
行
貞
ふ
、
王
小
辛
を
�
す
る
に
、
�
し
て
羌
二
を
伐
ち
二
眈
を
卯こ
ろ

し

て
、
尤と

が

�
き
か
。）

○
甲
午
卜
行
貞
、
王
�
□
□
、
�
伐
羌
三
（
二
）、
卯
眈
、
�
尤
。［H

22569

］

	
	（

甲
午
卜
し
て
行
貞
ふ
、
王
□
□
を
�
す
る
に
、
�
し
て
羌
三
を
伐
ち
、
眈
を
卯
し
て

尤
�
き
か
。）
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三

○
癸
卯
卜

貞
、
濃
于
河
三
羌
、
卯
三
牛
、
燎
三
牛
。［H

1027

正
］

	
	（

癸
卯
卜
し
て

貞
ふ
、
河
に
濃
す
る
に
三
羌
を
も
ち
ひ
、
三
牛
を
卯
し
、
三
牛
を
燎

せ
ん
か
。）

○
癸
卯
卜

貞
、
燎
河
一
牛
、
濃
三
羌
、
卯
三
牛
。［H

1027

正
］

	
	（

癸
卯
卜
し
て

貞
ふ
。
河
に
燎
す
る
に
一
牛
を
も
ち
ひ
、
三
羌
を
濃
し
て
、
三
牛
を

卯
さ
ん
か
。）

○
�
寅
卜
、
又
伐
于
司
、
忆
卅
羌
卯
卅
豕
。

	

（
�
寅
卜
す
、
又
司
を
伐
ち
、
卅
羌
を
忆
し
卅
豕
を
卯
さ
ん
か
。）	［H

32050

］

○
�
午
卜
貞
、
畢
奠
歲
羌
卅
卯
三

、
�
一
牛
、
于
宗
用
。
六
�
。［H

320

］

	
	（

�
午
卜
し
て
貞
ふ
、
畢
奠
歲
す
る
に
羌
卅
を
も
ち
ひ
三

を
卯
さ
ん
か
、
一
牛
を
�

す
る
に
、
宗
に
お
い
て
用
ひ
ん
か
。
六
�
。）

○
甲
寅
卜
、
其
�
方
一
羌
一
牛
九
犬
。［H

32112
］

	

（
甲
寅
卜
す
。
其
れ
�
方
す
る
に
一
羌
一
牛
九
犬
を
も
ち
い
ん
か
？
）

こ
れ
ら
の
辭
例
に
お
い
て
羌
は
牛
羊
犬
豕
と
と
も
に
犧
牲
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
郭
沫
若
氏
は
こ
の
羌
を
羌
人
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
え
て
、
羅
振

玉
氏
の
「
羊
」
と
い
う
說
を
�
け
て
「
狗
」
と
解
し
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ
う
す

る
と
「
貞
、
方
�
一
羌
二
犬
卯
一
牛
」［H

418

］
の
よ
う
に
羌
と
犬
と
を
一
緖
に

用
い
る
例
が
あ
っ
て
�
立
し
な
い
。
ま
た
別
に
、

○
�
卜
、
�
甲
寅

、
畢
御
于
大
甲
、
羌
百
羌
卯
十
眈
。［
粹
・190

］

	
	（

�
卜
す
、
�
甲
寅

す
、
畢
大
甲
を
御
す
る
に
、
羌
百
羌
を
も
ち
ひ
十
眈
を
卯
さ
ん

か
。）

○
丁
酉
、
宜
于

、
羌
二
人
卯
十
牛
。（
丁
酉
、

に
宜
す
る
に
、
羌
二
人
を
も
ち

ひ
十
牛
を
卯
さ
ん
か
。）	［
粹
・411

］

と
い
う
例
も
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合
「
羌
百
羌
」「
羌
二
人
」
と
記
さ
れ
て
い

る
の
を
「
狗
百
狗
」「
狗
二
人
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
お
か
し
な
讀

み
方
に
な
る
。
そ
こ
で
郭
氏
は
ま
た
「
磔
」
と
い
う
新
し
い
解
釋
を
立
て
る
の
だ

が
、
今
度
は
、
一
旦
否
定
し
た
は
ず
の
人
牲
を
�
め
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

白
川
�
士
は
さ
ら
に
羌
人
を
捕
獲
す
る
「
王
�
伐
羌
」（
王
�
き
て
羌
を
伐
た
ん

か
。）［H

6617

甲
］
や
「
王

�
令
五
族
伐
羌
方
」（
王
こ

こ

に
�
し
て
五
族
に
令
し
て

羌
方
を
伐
た
し
め
ん
か
。）［H

28053

］
な
ど
、
多
數
の
�
力
な
部
族
が
羌
人
捕
獲

に
動
員
さ
れ
る
例
を
擧
げ
て
い
る
。
ま
た
羌
の
あ
る
も
の
は
殷
室
に
使
役
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
多
羌
や
多
馬
羌
・
羌
芻
な
ど
の
例
を
擧
げ
て
、
彼
ら
が
殷

の
宮
�
に
お
い
て
卜
骨
の
修
祓
に
も
關
與
し
て
い
た
こ
と
に
ま
で
言
�
す
る
�
到

さ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
�
到
に
詰
め
ら
れ
る
と
羌
が
人
間
以
外
を
�
味
し
な
い
こ

と
は
�
白
で
あ
る
。
殷
の
大
墓
か
ら
多
數
發
見
さ
れ
る
人
牲
が
そ
れ
を
示
し
て
い

る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
異
族
を
用
い
た
人
牲
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
�
ら
か
に
な
れ
ば
、
南
が
他
の
牲
獸
と
と
も
に
宗
�
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
何

ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
南
人
を
犧
牲
と
す
る
用
例
の
列
擧
と
な
る
の
で
あ

る
。○

甲
申
卜
貞
、
�
乙
酉
濃
于
�
乙
牢
濃
一
牛
、
濃
南
。	

	
	（

甲
申
卜
し
て
貞
ふ
、
�
乙
酉
�
乙
に
濃
す
る
に
牢
を
も
ち
ひ
、
一
牛
を
濃
し
て
南
を

濃
せ
ん
か
。）［H

25

］

○
濃
于
�
辛
八
南
。
九
南
于
�
辛
。（
�
辛
に
八
南
を
濃
せ
ん
か
。
九
南
を
�
辛
に

も
ち
ひ
ん
か
。）［H

1685

］



讀
「
釋
南
」	

四
四

○
癸
未
卜
。
帚
濃
妣
己
南
犬
。（
癸
未
卜
す
。
婦
は
妣
己
に
濃
す
る
に
南
・
犬
を
も

ち
ひ
ん
か
。）{H

40852}
○
貞
〔

〕
年
于
王
亥
、
咼
犬
一
・
羊
一
・
豕
一
・
燎
三
小

、
卯
九
牛
・
三

南
・
三
羌
。［H

378

］

	
	（

貞
ふ
年
み
の
り

を
王
亥
に
い

の

る
に
、
犬
一
・
羊
一
・
豕
一
を
咼こ
ろ

し
、三
小

を
燎
し
、九
牛
・

三
南
・
三
羌
を
卯
さ
ん
か
。）

○
庚
戌
卜
牽
貞
、
�
于
西
一
犬
・
一
南
、
�
四
豕
・
四
羊
・
南
二
、
卯
十
牛
・

南
一
。［H

40514

］

	
	（

庚
戌
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
西
に
�
す
る
に
一
犬
・
一
南
を
も
ち
ひ
、
四
豕
・
四
羊
・
南

二
を
�
し
て
、
十
牛
・
南
一
を
卯
さ
ん
か
。）

○
丁
巳
卜
�
貞
、
燎
于
王
亥
十
南
、
卯
十
牛
・
三
南
。［H
6527

］

	
	（

丁
巳
卜
し
て
�
貞
ふ
、
王
亥
に
燎
す
る
に
十
南
を
も
ち
ひ
、
十
牛
・
三
南
を
卯
さ
ん

か
。）

○
貞
、
方
�
卯
一
牛
濃
南
。（
貞
ふ
、
方
�
す
る
に
一
牛
を
卯
し
、
南
を
濃
せ
ん
か
。）

［H
14300

］

○
貞
、
皋
以
二
南
于
父
…
大
乙
。（
貞
ふ
、
皋
は
二
南
を
以
ゐ
て
父
…
大
乙
に
于
か

ん
か
。）{H

32430}

○
丁
…
�
…
大
…
五
十
…
伐
…
南
。［H

963

］

○
濃
于
�
辛
伐
南
。（
�
辛
に
濃
し
て
南
を
伐
た
ん
か
。）［H

655

正
甲
］

こ
れ
ら
の
「
南
」
が
南
人
と
稱
ば
れ
る
南
方
の
異
族
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や

疑
い
を
容
れ
な
い
。
こ
う
し
た
異
族
の
人
身
犧
牲
に
は
羌
・
南
の
他
に
白
人
な
ど

の
異
常
�
や
不
自
由
人
な
ど
を
も
用
い
た
例
を
擧
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
�
愛

す
る
。
さ
て
南
字
の
本
義
は
何
で
あ
ろ
う
？
　
�
に
南
方
・
南
人
の
義
は
ど
の
よ

う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
�
は
こ
の
問
題
で
あ

る
。

三
　
南
の
本
義

郭
沫
若
氏
は
最
初
、
白
川
�
士
の
提
示
す
る
初
義
に
比
�
�
�
い
說
を
立
て
て

い
た
。

（
南
）
を
「
鈴
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
南
を
含
む
�
字
に

は
別
に
「

」
の
よ
う
な
字
形
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
占
卜
の
際
の
貞
人
の

名
�
で
、

と
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
が
、

を
バ
チ
狀
の
も
の
で
叩
く

形
に
描
か
れ
て
い
る
。
郭
沫
若
の
い
う
鈴
で
は
「
殳
」
を
加
え
て
擊
つ
と
い
う
こ

と
は
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
の
�
り
で
あ
る
。
そ
し
て
郭
沫
若

自
身
も
そ
の
點
が
�
い
と
見
て
い
た
の
か
、
後
に
こ
の
說
を
棄
て
て
�
�
說
に
從

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
件
は
後
に
改
め
て
言
�
さ
れ
る
の
で
こ
う
し
た
經
�
の
み

を
記
し
て
先
に
�
む
こ
と
に
す
る
。

郭
沫
若
氏
の
說
は
白
川
�
士
が
提
示
し
よ
う
と
す
る
說
に
比
�
�
�
い
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
樂
�
說
を
�
る
と
い
う
�
味
で
�
か
っ
た
と
い
う
�
味

で
あ
っ
て
、
鈴
で
は
�
褄
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
樂
�
で
あ

る
か
、そ
こ
に
入
っ
て
い
く
。甲
骨
�
の「
南
」字
形
を
考
え
る
場
合
、�
�
の「

」

字
形
か
ら
し
て
樂
�
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
別
の
字
形
と
照

合
し
な
が
ら
考
察
を
�
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
先
ず
、「

」
の
よ
う
な
字
形

が
あ
る
。
こ
れ
は
石
磬
と
呼
ば
れ
る
樂
�
を
擊
っ
て
い
る
形
で
あ
る
。
ま
さ
に

「
磬
」
字
の
上
部
の
象
形
で
あ
る
が
、
こ
の
磬
は
祭
祀
の
時
に
用
い
ら
れ
る
石
製

の
樂
�
で
、
後
に
�
磬
と
�
鐘
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
か
な
り
大
規
模
な
古
代
オ
ー
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四
五

ケ
ス
ト
ラ
の
�
�
へ
と
�
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
石
磬
が
殷
代
に
す
で
に
見

え
て
い
る
。
そ
の
上
部
は
「

」
字
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
太
鼓
を
示
す

の

場
合
も
同
樣
で
、
・

の
よ
う
に
や
は
り
こ
れ
を
擊
つ
形
が「
鼓
」の
字
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
樂
�
を
繫
け
る
木
の
形
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
字

形
は「
釋
史
」に
關
�
�
に
出
て
き
た「
吿（

）」に
も
見
え
て
い
る
。
こ
の「

」

に
つ
い
て
私
の
推
定
を
交
え
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
祭
祀
の
際
に
用
い
ら
れ
る
�

な
る
枝
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
�
士
は
こ
こ
で
豈
・
壴
の
二
字
に
關
係

す
る
�
字
で
『
說
�
解
字
』
の
豈
部
・
鼓
部
・
豆
部
・
�
部
に
收
錄
さ
れ
て
い
る

も
の
を
列
擧
し
て
、
分
�
の
仕
方
自
體
に
混
亂
が
あ
る
こ
と
に
も
言
�
さ
れ
る
。

そ
れ
は
後
で
、
�
�
と
樂
�
と
を
許
愼
が
混
同
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
伏

線
で
あ
る
。

つ
い
で
、『
說
�
解
字
』
の
混
亂
を
一
�
複
雜
�
し
た
說
を
立
て
て
い
る
加
�

常
賢
氏
の
說
に
も
言
�
さ
れ
る
。
加
�
氏
の
字
源
論
が
複
雜
に
な
る
の
は
、
象
形

字
で
あ
る
は
ず
の
字
形
を
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
解
釋
し
、
そ

れ
を
後
で
合
�
し
て
そ
の
合
字
で
あ
る
と
解
く
か
ら
で
あ
る
。
甲
骨
�
は
象
形
�

字
で
は
な
い
と
で
も
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
�
氏
は
そ
の
よ
う
な
手
法

で
「
豈
」
と
「
壴
」
と
が
同
じ
で
あ
る
と
說
く
の
で
あ
る
が
、
�
が
「
豈
（
キ
）

も
壴
（
チ
ュ
ウ
）
と
一
同
で
あ
る
と
思
う
。
ソ
レ
ハ
（
チ
ュ
ウ
）
の
轉
�
で
あ
る
」

と
す
る
な
ど
解
釋
に
強
引
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
か
く
て
�
士
は
「
壴
」
字
と
「
豈
」

字
の
�
い
に
つ
い
て
『
說
�
解
字
』
の
�
り
を
正
し
な
が
ら
�
の
よ
う
に
結
論
す

る
。

�
�
の
豆
に
屬
す
る
も
の
は
豆
・
壴
の
系
列
に
、
樂
�
の
豈
・
鼓
に
屬
す

る
も
の
は
ま
た
そ
の
系
列
に
、
截
然
と
し
て
區
分
さ
れ
な
く
て
な
ら
ぬ
。
壴

と
豈
と
の
別
は
、
豆
と
そ
の
豆
實
に
象
る
も
の
と
、
鼓
と
そ
の
鼓
を
繫
け
た

形
に
象
る
も
の
と
の
區
別
で
あ
る
。
…
…
說
�
は
豈
に
加
う
べ
き
解
字
を

�
っ
て
壴
に
も
加
え
て
混
亂
を
生
じ
た
が
、
加
�
�
士
は
兩
字
を
合
せ
て
一

に
し
、
そ
の
キ
と
チ
ュ
ウ
と
の
聲
を
混
じ
て
一
と
さ
れ
、
一
�
理
解
し
が
た

い
も
の
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。（
七
八
頁
）［
一
二
二
九
～
一
二
三
〇
頁
］

こ
こ
ま
で
で
「
南
（

）」
の
上
部
「

」
字
形
が
樂
�
を
繫
け
る
た
め
の
叉

枝
で
あ
る
こ
と
が
�
べ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
た
樂
�
が
ど
の
よ
う
な

時
に
用
い
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
私
の
說
�
で
は
す
で
に
�
べ
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
�
士
は
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
問
題
に
入
ら
れ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
の
は

卜
辭
に
見
ら
れ
る
「
來
慌
」
の
例
で
あ
る
。「
慌
」
字
は

・

の
よ
う
に
書
く
。

「
鼓
」
と
「
女
」
に
從
う
字
で
あ
る
。「
來
慌
」
の
�
味
は
「
漁
陽
の
鼙
鼓	

地
を

動
か
し
て
來
た
る
」
の
謂
い
で
、
外
�
の
�
寇
を
�
味
す
る
語
で
あ
る
。
女
字
形

に
從
う
の
は
古
代
シ
ャ
ー
マ
ン
の
�
俗
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
が
國
の

古
代
に
も
、
軍
事
に
女
人
を
先
頭
さ
せ
る
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
古
事
記
』
上
卷

の
天
孫
�
臨
の
條
に
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
木
に
繫
け
た
樂
�
を
特
定
す
る
方

向
へ
と
�
む
。

四
　
木
に
懸
け
た
樂
器
は
い
か
な
る
も
の
か
？

郭
沫
若
は
最
初
鎛
鐘
の
�
を
も
っ
て
解
し
よ
う
と
し
た
。
鎛
と
鐘
と
は
同
�
の

樂
�
で
あ
る
が
、
殷
代
に
そ
れ
ら
が
あ
っ
た
と
す
る
に
は
疑
問
が
殘
る
。
鐘
よ
り

古
い
樂
�
に
は
鉦（
鎛
）が
あ
る
。
そ
の
形
は
下
に
�
が
あ
っ
て
、口
は
上
に
向
か
っ
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四
六

て
開
い
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
鐘
を
�
に
し
た
形
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
木

に
差
し
�
ん
で
立
て
た
形
で
擊
つ
�
�
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
樂
�
と
い
う

よ
り
も
軍
事
の
際
に
擊
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
殷
代
に
見
ら
れ
る
鉦
（
鎛
）
は
�

�
か
ら
し
て
字
形
に
合
わ
な
い
。
こ
れ
を
殷
代
の
も
の
に
求
め
る
の
は
�
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
考
古
學
方
面
か
ら
見
る
と
、
こ
の
殷
代
の
鉦
が
南
方

に
傳
播
し
發
展
し
た
後
に
、
そ
れ
が
�
に
傳
播
し
流
入
し
て
く
る
と
い
う
說
を
、

林
巳
奈
夫
氏
が
か
な
り
後
に
な
っ
て
か
ら
發
表
さ
れ
た（

1
（

。
そ
の
�
流
入
の
時
�
は

西
�
時
代
中
�
頃
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
南
方
で
は
獨
自
に
發
展
を

�
げ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
林
說
は
「
釋
南
」
立
論
の
時
�
に
は
ま
だ
見

ら
れ
ず
、
白
川
�
士
が
獨
自
に
考
察
を
�
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
�
士
は

「
南
」
字
を
鐘
を
繫
け
た
形
と
し
え
な
い
理
由
を
�
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

一
、
�
品
の
時
代
が
少
し
遲
き
に
失
す
る
こ
と
。

二
、
上
の
甬
の
部
分
が
南
字
の
字
形
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
。

三
、
鐘
の
釭
の
部
分
は
�
ね

形
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
形
な
ら
ば

と
書
く
べ

き
で
あ
る
の
に

の
よ
う
に
橫
形
に
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
。

四
、
下
部
の
兩
銑
と
于
と
の
部
分
耀
、
南
の
字
形
の

の
下
部
が
虛
し
い
も
の

と
�
し
く
異
な
る
こ
と
。

五
、
鐘
を
繫
け
た
形
を
何
故
に
南
と
稱
す
る
か
を
說
き
得
な
い
こ
と
。

特
に
第
五
點
が
重
�
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
行
論
の
行
方
は
左
に
記
さ
れ
た
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

も
し
樂
�
の
名
に
し
て
し
か
も
そ
れ
が
南
方
の
�
を
示
し
う
る
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
樂
�
が
南
方
特
�
の
も
の
で
あ
り
、
樂
�
自
體

が
南
方
を
表
現
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
�
�
を
喚
�
す
る
樂
�
は
、
銅
鼓

の
ほ
か
に
は
な
い
。
私
は
甚
だ
武
斷
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
南
支
か
ら

佛
印
・
東
印
度
諸
島
に
わ
た
っ
て
廣
汎
な
分
布
を
示
す
銅
鼓
を
以
て
、
こ
れ

に
充
て
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
に
少
し
く
銅
鼓
に
つ
い
て
�
べ
よ

う
。（
八
〇
頁
）［
一
二
三
二
頁
］

五
　
銅
鼓
に
つ
い
て

最
初
に
銅
鼓
が
學
界
の
�
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
六
〇
年
に

銅
鼓
が
發
見
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
歐
米
の

學
界
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
で
は
そ
れ
よ
り
早
く
一
八
六
二
年
に
松
崎
益
�
が

「
銅
鼓
考
」
を
發
表
し
て
い
て
、
中
國
の
西
南
蠻
夷
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
卓
論
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
後
も
、
大
給
恆
「
古
銅
鼓
考
」（
一
八
八
五
年
）、

鳥
居
�
藏
「
苗
族
�
査
報
吿
」
第
九
章
（
一
九
〇
二
年
）
が
續
き
、
ま
た
更
に
原

田
淑
人
「
銅
鼓
の
製
作
時
代
」、松
本
信
廣
『
印
度
支
�
の
民
族
と
�
�
』（
一
九
四
二

年
）、
�
津
正
志
『
印
度
支
�
の
原
始
�
�
』
第
一
四
章
（
一
九
四
三
年
）
と
續
い

て
い
て
、
銅
鼓
�
究
と
し
て
は
す
で
に
か
な
り
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
。
一
方
中
國

で
は
凌
純
聲
「
記
本
�
二
銅
鼓
�
論
銅
鼓
�
�
源
�
其
分
布
」（
一
九
五
〇
年
）
が

發
表
さ
れ
た
。
歐
米
の
學
界
で
は
そ
の
後
よ
う
や
く
樂
�
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
マ
イ
ヤ
ー
（
一
八
八
四
年
）、
フ
ォ
イ
（
一
八
九
八
年
）、
ヒ
ル
ト

（
一
八
九
〇
～
一
八
九
六
年
）、ホ
ロ
ー
ト
（
一
八
九
八
年
）、ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
九
〇
二
年
）



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
六
號	

四
七

等
の
學
�
に
よ
っ
て
�
究
が
�
め
ら
れ
た
。
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
�
究
は
銅
鼓
の
樣

式
區
分
を
試
み
た
大
�
で
、「
南
」
字
が
銅
鼓
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
�
士
の
說

に
�
益
な
�
報
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
以
下
展
開
さ
れ
る
銅
鼓
の
�
說
は
大
部
分

が
松
本
・
�
津
・
凌
の
論
�
に
據
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
�
士
は
「
中
國

�
獻
中
の
銅
鼓
」「
ホ
ロ
ー
ト
の
見
解
の
�
略
」「
中
國
國
內
の
分
布
」「
銅
鼓
の

樣
式
と
そ
の
分
布
」
の
順
に
�
說
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
�
點
を
整
理
す
る
形
で

�
め
る
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
中
國
�
獻
中
の
銅
鼓

中
國
の
�
獻
で
銅
鼓
の
こ
と
が
見
え
る
も
の
は
「
後
�
書
」
馬
�
傳
に
「
交
阯

に
お
い
て
駱
越
の
銅
鼓
を
得
た
り
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
そ
の
後
の
�
獻

三
〇
件
ほ
ど
を
そ
の
後
に
列
擧
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
記
事
を
檢
討
し
た

結
果
、「
銅
鼓
が
獠
族
の
用
い
た
特
�
の
樂
�
で
あ
り
、
か
つ
極
め
て
貴
重
と
せ

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。」（
八
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
銅
鼓

が
實
際
に
用
い
ら
れ
る
時
の
樣
子
を
記
し
た
「
裵
淵
廣
州
記
」（
後
�
書
�
引
）
を

引
用
し
て
お
く
。

俚
獠
鑄
銅
爲
鼔
、
鼓
唯
髙
大
爲
貴
、
面
闊
丈
餘
。
初
�
、
�
于
�
、
剋

晨
�
酒
、
招
�
同
�
、
來
�
盈
門
、
豪
富
子
女
以
金
銀
爲
大
钗
、
執
以
扣

鼓
。
叩
竟
留
�
�
人
也
。

（
俚
獠	

銅
を
鑄
て
鼔
を
爲
る
。
鼓
は
唯
髙
大
な
る
を
貴
し
と
爲
す
。
面
闊
く
丈
余

な
り
。
初
め
て
�
る
に
、
�
に
�
く
。
晨
に
剋
し
て
�
酒
し
、
同
�
を
招
�
す
。
來

る
�
門
に
盈
つ
。
豪
富
の
子
女	

金
銀
を
以
て
大
釵
を
爲
り
、執
り
て
以
て
鼓
を
扣
く
。

叩
き
竟
り
て
�
人
を
留
�
す
る
な
り
。）

（
２
）
ホ
ロ
ー
ト
の
見
解
の
�
略

銅
鼓
が
獠
族
に
�
原
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
オ
ラ
ン
ダ
の
東
洋
學
�
ホ

ロ
ー
ト
も
「
東
印
度
諸
島
�
び
東
京
・
ア
ジ
ア
大
陸
の
古
銅
鼓
考
」
で
�
べ
て
い

る
。
白
川
�
士
の
ま
と
め
た
�
章
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。

銅
鼓
は
紀
元
一
世
紀
頃
、
廣
東
の
南
西
隅
に
流
布
し
、
四
世
紀
上
�
に
揚

子
江
�
岸
南
部
に
行
わ
れ
た
。
廣
州
の
民
は
銅
の
大
部
分
を
鑄
鼓
に
投
じ
、

金
銀
を
も
そ
の
溶
爐
に
投
じ
た
の
で
、
時
の
政
府
は
鑄
鼓
を
禁
制
し
た
こ
と

が
あ
る
。
銅
鼓
は
廣
く
南
方
の
狸
獠
の
間
に
行
わ
れ
、
で
き
上
っ
た
と
き
は

�
大
な
�
宴
を
行
な
っ
た
。
ま
た
戰
時
に
は
こ
れ
を
鳴
ら
し
て
�
を
徵
集

し
、
�
の
時
も
�
�
の
�
願
に
用
い
た
。
南
方
の
夷
蠻
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を

政
府
に
�
獻
し
た
が
、
南
夷
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
�
�
�
は
こ
れ
に
よ
っ
て

そ
の
威
權
・
勢
力
・
門
地
を
象
徵
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
を
失
う
こ
と

は
從
っ
て
蠻
�
を
失
う
も
の
と
さ
れ
た
。
か
く
て
ホ
ロ
ー
ト
は
、そ
の
分
佈
・

�
樣
・
使
用
目
�
に
も
考
察
を
�
ぼ
し
て
、
銅
鼓
は
獠
人
に
�
原
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
�
べ
、
從
來
の
ヒ
ル
ト
の
馬
�
制
作
說
を
破
っ
て
い
る
。
細

部
に
わ
た
る
議
論
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
銅
鼓
が
獠
族
に
�
原
す
る
と
い
う

こ
の
ホ
ロ
ー
ト
の
見
解
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
學
界
の
支
持
を
得
て
い

る
も
の
で
あ
る
。（
八
三
頁
）［
一
二
三
五
頁
］

銅
鼓
が
獠
族
に
�
源
を
も
つ
祭
�
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
共
�
�
識
と
な
っ
た
と

考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
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四
八

（
３
）
中
國
國
內
の
分
布

銅
鼓
の
分
布
は
、
南
支
・
佛
印
・
東
印
度
諸
島
か
ら
大
洋
州
の
島
嶼
に
�
ぶ
廣

汎
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
銅
鼓
の
�
源
地
に
も
諸
說
が
生
じ
て
い
る
。
今
度
は

こ
の
�
源
地
を
絞
り
�
む
方
向
へ
と
�
む
。
銅
鼓
の
分
布
と
銅
鼓
の
樣
式
の
分
�

と
の
相
關
關
係
を
考
え
て
み
る
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
こ
こ
で
�
士
の
�
ら
れ
た

凌
純
聲
「
銅
鼓
�
地
理
分
佈
」
の
整
理
を
引
用
す
る
。

〔
中
國
〕

四
川
　
　	（
�
史
劉
顯
傳
）　
宣
�
　
慶
符
　
長
寧
　
筠
�
　
高
・
珙
　
古
宋

屛
山
　
雷
波
　
西
昌
　
廬
山
　
奉
�

湖
南
　
　
�
陽
　
嶽
陽
　
乾
�

江
西
　
　
南
康
　
銅
鼓

廣
東
　
　	（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
一
六
五
　
　
番
禺
　
茂
名
　
信
宜
　
�
康
　
合
浦
　

靈
山
　
欽
　
萬
寧
　
�
昌

廣
西
　
　	

�
南
　
桂
�
　
鬱
林
　
�
白
　
北
流
　
岑
溪
　
蒼
梧
　
桂
林
　

	

　
　
　
　
融
　
象
　
橫
　
邑
寧
　
凌
雲

　
　
　
　
崇
善
　
憑
祥
　A

ilau

貴
州
　
　
貴
陽
　
黎
�
　
印
江
　
思
南
　
銅
仁
　
�
我
　
安
順

雲
南
　
　Parm
entier

　
昆
�
　
瀘
西
　
�
衝
　
芒
市

〔
中
國
外
〕

東
京
（
河
內
・
河
南
・
寧
�
・
河
東
・
和
�
）

安
南
（
淸
�
・
公
�
・
島
�
・
巴
色
・
沙
�
�
克
・
景
廣
・
三
諾
）

中
原
か
ら
見
て
南
方
に
廣
く
分
布
し
、
そ
れ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
ま
で
�
ん
で
い
る

こ
と
が
分
る
。

（
４
）
銅
鼓
の
樣
式
と
そ
の
分
布

�
に
銅
鼓
の
樣
式
を
分
布
狀
況
と
關
係
づ
け
て
考
え
る
。
こ
れ
は
最
も
古
い
樣

式
が
ど
こ
で
あ
る
か
を
探
る
た
め
で
あ
る
。
分
�
の
仕
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
。

第
一
式
…
…	

最
も
古
く
大
型
の
基
本
形
式
を
も
つ
も
の
で
、
胴
部
が
三
區
に
別

れ
、
上
部
は
膨
ら
み
、
中
央
部
は
垂
�
、
下
部
は
截
頭
圓
錐
形
を

な
す
。
上
部
に
鼓
面
と
胴
部
と
を
結
合
す
る
丸
く
張
り
出
し
た
部

分
が
あ
る
。
中
央
部
の
下
は
圓
錐
胴
と
な
っ
て
い
て
、
緣
は
外
方

に
開
い
て
い
る
。
鼓
面
と
胴
部
張
出
し
の
裝
�
�
は
人
物
・
動
物
・

家
屋
・
舟
・
飛
鳥
の
原
始
�
繪
畫
・
�
何
�
樣
等
で
あ
る
。
鼓
面

に
は
蛙
・
騎
馬
像
等
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。

上
部
が
鼓
面
に
接
觸
す
る
部
分
に
張
出
し
が
あ
る
か
な
い
か
、

そ
の
他
若
干
の
點
の
相
�
に
よ
っ
て
、
更
に
甲
�
と
乙
�
と
に
分

れ
る
。

第
二
式
…
…	

胴
の
上
部
と
中
央
部
間
の
凹
ん
だ
稜
が
な
く
、
胴
の
上
部
は
下
部

の
圓
錐
胴
に
�
接
�
る
Ｓ
字
型
の
側
面
を
示
す
。
鼓
面
は
�
出

し
、
�
樣
區
は
第
一
式
よ
り
多
く
、
�
細
な
�
匠
の
裝
�
�
か
ら

�
る
。
�
體
の
�
樣
は
籠
目
の
靑
銅
�
の
傳
統
を
示
し
て
い
る
。

把
手
は
小
さ
く
優
美
と
な
り
、
重
�
性
を
失
な
っ
て
、
と
き
に
は

多
く
の
小
枝
の
あ
る
�
物
形
の
三
角
片
か
ら
�
る
。

第
三
式
…
…	
形
小
さ
く
、蛙
の
數
が
多
く
、圓
筒
部
は
大
き
く
下
部
は
小
さ
い
。
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鼓
面
の
�
樣
帶
も
少
な
く
な
っ
て
ジ
グ
ザ
グ
�
が
形
式
�
し
、
動

�
物
の
�
樣
は
�
�
と
な
る
。
い
ま
カ
レ
ン
族
の
間
に
傳
わ
っ
て

い
る
。

第
四
式
…
…	
中
國
�
�
匠
多
く
、
丈
低
く
し
て
非
實
用
�
で
あ
る
。
鼓
面
の
蛙

は
な
く
、
中
央
の
星
か
ら
十
二
本
の
射
線
が
放
出
さ
れ
、
十
二
支

獸
を
鑄
出
す
。
南
支
�
に
最
も
多
く
發
見
さ
れ
、
ラ
オ
ス
の
シ
ャ

ン
族
、ビ
ル
マ
の
白
カ
レ
ン
・
紅
カ
レ
ン
族
の
間
で
も
使
用
さ
れ
、

タ
イ
の
寺
院
や
宮
殿
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
四
式
は
そ
の
ま
ま
時
代
の
新
古
を
�
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
樣
式
の
分
布
〕

・
湖
南
・
四
川
…
…
第
一
式
甲
�

・
廣
東
・
廣
西
…
…
第
一
式
乙
�
と
第
二
式

・
貴
州
・
雲
南
…
…
第
三
式

・
分
布
が
廣
汎
…
…
第
四
式

〔
新
古
の
層
〕

・
第
一
�
（
第
一
式
甲
�
）
…
…	

湘
西
・
川
南
・
滇
南
か
ら
�
島
區
の
東ト
ン
キ
ン京
・

ラ
オ
ス
に
�
ぶ
。

・
第
二
�
（
第
一
式
乙
�
）
…
…	

廣
東
・
廣
西
か
ら
東ト

ン
キ
ン京

・
ラ
オ
ス
・
安
南
・

カ
ン
ボ
ジ
ア
を
經
て
東
印
度
諸
島
に
�
ぶ
。

・
第
三
�
（
第
二
式
）
…
…
廣
東
・
廣
西
か
ら
東
京
・
ラ
オ
ス
に
�
す
る
。

・
第
四
�
（
第
三
式
）
…
…
貴
州
・
雲
南
か
ら
ビ
ル
マ
・
シ
ャ
ム
に
分
布
。

・
第
五
�
（
第
四
式
）
…
…
中
國
と
東ト
ン
キ
ン京
灣
付
�
一
帶
に
分
布
。

各
樣
式
の
分
布
狀
態
は
銅
鼓
の
發
源
地
と
そ
の
波
�
の
仕
方
を
反
映
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

六
　
銅
鼓
の
起
源
地

銅
鼓
の
分
�
と
そ
の
分
布
に
よ
っ
て
、
銅
鼓
の
最
も
古
い
第
一
式
甲
�
が
湖

南
・
四
川
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
を
ほ
ぼ
銅
鼓
の
�
源
地
と
考
え
れ
ば

良
さ
そ
う
だ
が
、
�
士
は
な
お
愼
重
に
檢
討
す
る
手
續
き
を
踏
ん
で
い
く
。
紹
介

さ
れ
た
諸
說
を
列
擧
し
て
お
こ
う
。

イ
ン
ド
說
（
シ
ュ
メ
ル
ツ
）

カ
ン
ボ
ジ
ア
說
（
マ
イ
ヤ
ー
・
フ
ォ
イ
）

中
國
南
部
・
イ
ン
ド
シ
ナ
�
島
北
部
說
（
ホ
ロ
ー
ト
、ヘ
ー
ゲ
ル
、ラ
ク
ー
ベ
リ
）

東ト
ン
キ
ン京
南
部
・
安
南
北
部
說
（
ゴ
ル
ー
ベ
フ
）

西
歐
・
中
亞
・
西
南
諸
省
・
イ
ン
ド
シ
ナ
�
島
北
部
傳
來
說
（
ケ
ル
デ
ル
ン
）

淮
河
・
長
沙
說
（
カ
ー
ル
グ
レ
ン
）

以
上
は
凌
純
聲
の
整
理
し
た
も
の
だ
が
、
凌
氏
は
カ
ー
ル
グ
レ
ン
の
說
が
ほ
ぼ

當
た
っ
て
い
る
と
し
て
、
長
江
中
流
、
雲
夢
大
澤
の
地
が
銅
鼓
の
�
源
地
で
あ
る

と
す
る
。
そ
の
理
由
は
�
の
四
點
で
あ
る
。

１
　	
湖
南
省
�
陽
は
宋
・
�
の
と
き
に
甚
だ
多
數
の
銅
鼓
を
出
土
し
た
。
黎

獠
民
族
は
古
く
こ
の
澤
�
に
あ
り
、
そ
の
後
�
第
に
南
下
し
た
も
の
と



讀
「
釋
南
」	

五
〇

思
わ
れ
る
。

２
　	

�
の
�
人
孫
光
�
・
杜
牧
・
溫
�
筠
・
許
渾
の
詩
に
獠
族
が
銅
鼓
蠻
歌
、

神
を
祀
っ
て
樂
舞
す
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

３
　	
銅
鼓
の
�
樣
に
あ
る
�
室
と
船
と
の
形
式
が「
依
樹
積
木
、
以
居
其
上
」

と
い
わ
れ
る
獠
族
の
生
活
と
一
致
し
て
い
る
。

４
　	

黎
獠
民
族
が
北
方
中
原
諸
族
の
壓
�
を
�
け
て
南
下
し
た
事
�
が
古
い

�
料
に
よ
っ
て
證
�
さ
れ
る
。

こ
こ
に
黎
獠
と
さ
れ
る
民
族
は
�
獻
に
俚
獠
・
狸
獠
な
ど
と
も
記
さ
れ
る
民
族

で
、
凌
純
聲
氏
に
よ
れ
ば
今
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
同
一
の
民
族
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
コ
ル
ベ
フ
や
ハ
イ
ネ
・
ゲ
ル
テ
ル
ン
な
ど
の
考
え
方
に
も
�
ず
る
も

の
が
あ
る
。
そ
し
て
銅
鼓
の
最
も
古
い
形
式
の
も
の
が
湘
西
の
洞
�
湖
�
附
�
か

ら
發
見
さ
れ
る
こ
と
に
�
目
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
少
し
だ
け
付
言
し
て
お

く
と
、「
俚
獠
・
狸
獠
」
な
ど
と
さ
れ
る
民
族
は
現
在
壯
族
・
布
依
族
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
馬
寅
�
�
『
�
說	

中
國
の
少
數
民
族（

2
（

』
に
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
銅
鼓
の
使
用
は
さ
ら
に
苗
族
に
も
擴
が
っ
て
い
る
こ
と
を
も

考
慮
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

七
　「
南
」
字
は
銅
鼓
を
吊
る
し
た
形

�
士
の
考
證
は
�
に
「
南
」
字
が
銅
鼓
を
吊
る
し
た
形
で
あ
る
こ
と
に
入
っ
て

い
く
。
字
形
�
識
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
銅
鼓
を
實
際
に
用
い
て
い
る
場

面
や
樣
子
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
銅
鼓
使
用
の
樣
子
を
記
し
た

�
獻
を
引
用
し
な
が
ら
論
證
の
補
強
が
圖
ら
れ
る
。
た
だ
讀
む
側
か
ら
す
る
と
す

で
に
�
べ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
內
容
�
に
重
複
す
る
氣
が
す
る
の
で
省
略
に
從

う
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
手
續
を
疎
か
に
し
な
い
點
に
こ
そ
�
士
の
論
證
が
�
到

極
ま
り
な
い
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
南
」
字
が
銅
鼓

を
吊
る
し
た
形
で
あ
る
こ
と
を
緻
密
に
�
べ
て
い
る
箇
�
を
引
用
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
記
�
に
よ
る
と
き
は
、
銅
鼓
は
こ
れ
を
�
繫
し
て
擊
っ
た
こ
と

が
�
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
他
の
記
事
に
お
い
て
も
、
そ
の
聲
の
極
め
て
淸
亮

で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
が
多
い
の
で
、
別
に
�
繫
す
る
こ
と
を
い
わ
な
い

も
の
で
も
、
み
な
こ
れ
を
繫
け
て
擊
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
ま
東
京
河
內
の
東
洋
學
院
�
物
�
に
藏
す
る
一
銅
鼓
は
、
吊
り
下
げ
た
形

の
ま
ま
で
寫
さ
れ
て
い
る
が
、
實
は
繫
け
る
と
い
っ
て
も
こ
の
よ
う
に

形
に
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
上
の
方
は
も
っ
と
絞
っ
て
中
央
の
一
處
に
合
せ

て
吊
る
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
銅
鼓
の
�
樣
に
は
、
銅
鼓
を
木
架
の
下
に
描

い
た
も
の
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
�
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
磬
が



の
よ
う
に
�
接
木
に
繫
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
銅
鼓
も
�
接
木
に
繫
け
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
從
っ
て
そ
の
形
は
木
形
の

と
、
銅
鼓
の
側
面
形


と
、
そ
し
て
銅
鼓
の
兩
旁
の
耳
か
ら

に
繫
け
ら
れ
た
紐
の
部
分

と
、

こ
の
三
つ
の
部
分
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
部
分
を
合
せ

る
と
ま
さ
に

と
は
な
っ
て
、
銅
鼓
を
木
に
繫
け
た
�
形
を
あ
ら
わ
す
。
銅

鼓
の
下
部
は
�
洞
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
點
が
鐘
と
�
く
異
な
っ
て
お
り
、

鐘
な
ら
ば
下
邊
の
于
の
部
分
が

の
よ
う
な
形
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
も
し
右
の
推
定
が
�
り
立
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
南
字
は
銅
鼓
の
兩
耳
を

吊
っ
て
、
こ
れ
を
木
の
一
處
に
繫
け
た
形
で
あ
り
、
本
來
は
樂
�
で
あ
る
銅
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鼓
の
名
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
形
式
の
樂
�
は
ひ
と
り
狸
獠
に
限
ら
れ
た
彼

ら
特
�
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
は
こ
れ
以
外
に
は
他
の
樂
�
を
用
い
る

こ
と
が
甚
だ
少
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
�
か
ら
い
え
ば
、
樂
�
の
名
で

あ
る
南
が
や
が
て
南
人
た
る
狸
獠
を
稱
す
る
南
と
な
り
、
つ
い
に
南
方
を
�

味
す
る
南
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
�
が
、
極
め
て
自
然
に
解
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。（
八
八
頁
）［
一
二
四
〇
～
一
二
四
一
頁
］

こ
う
し
て
「
南
」
字
が
銅
鼓
を
吊
る
し
た
形
で
あ
る
こ
と
が
緻
密
に
論
證
さ
れ

た
。
も
は
や
疑
う
餘
地
は
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
は
字
形
を
中
心

に
考
察
し
た
結
論
で
あ
る
。
�
に
「
南
」
の
�
の
こ
と
に
入
る
。「
南
」
字
は
「
ナ

ン
」
と
い
う
�
を
も
つ
が
、
銅
鼓
を
�
味
す
る
語
の
�
が
「
ナ
ン
」
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
比

�
�
初
め
の
方
で
言
�
さ
れ
て
い
た
の
で
ご
記
憶
の
讀
�
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
再
度
持
ち
出
し
て
そ
の
裏
付
け
を
提
示
す
る
と
い
う
�
び
方
で
あ
る
。

こ
こ
も
�
士
の
�
章
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
今
し
方
引
用
し
た
箇
�
の
�
ぐ
後

の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

銅
鼓
を
木
に
�
繫
し
た
形
で
あ
る
「
南
」
が
、
ナ
ン
の
�
を
も
っ
て
よ
ま

れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
獠
人
の
語
に
出
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
鳥
居
�
藏
�
士

の
苗
族
�
査
報
吿
に
よ
る
と
、
�
士
が
貴
州
北
盤
江
の
上
游
に
あ
る
毛
口
地

方
で
仲
家
の
銅
鼓
使
用
狀
況
を
�
査
さ
れ
た
と
き
、
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
は

苗
子
や
羅
ゝ
と
�
っ
て
、
も
と
か
ら
こ
こ
に
い
た
の
で
は
な
い
。
�
の
洪
武

の
と
き
、
は
じ
め
て
こ
こ
に
�
っ
て
き
た
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
樂
�
に
は

笙
の
�
は
な
く
、
た
だ
銅
鼓
だ
け
を
使
う
。
銅
鼓
は
土
語
で
はN

an-Yan

と
い
う
。
と
き
ど
き
地
中
か
ら
發
掘
さ
れ
る
。
�
族
が
�
入
し
て
か
ら
は

す
っ
か
り
奪
い
取
ら
れ
、
今
で
は
も
う
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
や

む
な
く
皮
で
作
っ
た
太
鼓
を
使
っ
て
い
る
、
と
語
っ
た
と
い
う
。（
八
八
～

八
九
頁
）［
一
二
四
一
頁
］

こ
う
し
て
�
の
面
か
ら
も
「
南
」
が
銅
鼓
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か

に
な
っ
た
。
�
士
の
考
證
は
さ
ら
に
念
入
り
に
細
部
の
檢
討
を
重
ね
て
い
く
が
省

略
に
從
う
。

○
〔
小
要
�
〕

以
上
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
南
字
は
銅
鼓
を
木
に
�
繫
し
た
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ

はN
anj

と
よ
ま
れ
、
そ
の
樂
と
あ
わ
せ
て
南
任
の
語
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
銅
鼓
を
土
俗
の
語
でN

an-Yan

と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
語
の
今
に
存
し
た
も

の
で
は
な
い
か
。
も
し
か
く
考
え
う
る
な
ら
ば
、
南
字
の
形
�
義
は
、
一
應
の
說

�
を
な
し
う
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

南
は
獠
族
特
�
の
樂
�
で
あ
り
、
古
い
時
代
か
ら
こ
の
民
族
獨
自
の
も
の
と
し

て
�
人
に
強
烈
な
印
象
を
與
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
�
人
は
や
が
て
か

れ
ら
を
も
南
と
よ
び
、
南
人
と
稱
し
、
�
い
て
は
か
れ
ら
の
�
む
地
域
が
南
と
よ

ば
れ
、
ま
た
轉
じ
て
方
角
の
名
に
も
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
�
は
、
右

に
よ
っ
て
大
體
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
南
人
は
、
古
く
は
遙
か
北
方
の
揚
子
江
中
流
附
�
一
帶
に
あ
り
、
桐



讀
「
釋
南
」	

五
二

柏
山
�
を
越
え
て
中
原
の
殷
人
と
接
觸
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
古
代

に
お
い
て
は
、
異
種
族
の
間
に
は
互
い
に
他
族
を
犧
牲
と
し
て
こ
れ
を
祀
る
風
が

あ
っ
て
、
殷
人
が
羌
・
南
・
夷
を
そ
の
宗
�
・
陵
墓
に
用
い
た
こ
と
は
す
で
に
記

し
た
�
り
で
あ
る
。
た
だ
南
に
關
す
る
卜
辭
が
羌
に
比
�
す
る
と
甚
だ
少
な
く
、

特
に
獲
南
の
辭
が
殆
ど
見
い
だ
し
が
た
い
ほ
ど
で
あ
る
の
は
、
南
人
が
殷
と
接
觸

し
つ
つ
も
、
か
れ
ら
が
�
と
し
て
山
谷
や
沼
澤
地
の
狹
長
な
地
帶
な
ど
を
�
ん
で

�
み
、
か
つ
甚
だ
�
捷
で
あ
り
、
�
�
に
臨
ん
で
は
�
ち
に
南
を
鼓
し
て
そ
の
同

�
を
結
束
し
、
強
力
な
抵
抗
を
行
な
っ
た
た
め
、
羌
人
の
よ
う
に
容
易
に
捕
獲
し

え
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
�
も
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。

お
わ
り
に

�
士
の
論
證
は
「
南
」
字
の
字
源
論
の
形
式
を
�
り
な
が
ら
、
銅
鼓
を
用
い
た

祭
禮
�
�
の
廣
が
り
を
描
き
出
し
た
。
こ
れ
を
銅
鼓
�
�
圈
と
呼
ん
で
も
い
い
だ

ろ
う
。
實
際
、
現
在
苗
族
や
壯
族
の
居
�
す
る
都
市
に
は
巨
大
な
銅
鼓
の
レ
プ
リ

カ
が
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
聳
え
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
大
勢
の
觀
光
客

の
目
を
樂
し
ま
せ
て
い
る
。

付
記

「
釋
�
」「
釋
史
」「
作
册
考
」「
釋
師
」「
釋
南
」
と
讀
み
す
す
め
て
き
た
「
白

川
�
字
學
の
原
點
に
�
る
」
は
今
回
で
一
旦
�
了
す
る
。
最
も
重
�
だ
と
思
わ
れ

る
論
考
を
ひ
と
ま
ず
�
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
五
�
を
讀
ん
で
お
か
な
い
と
白

川
�
字
學
の
眞
髓
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
だ
多
く
の
論
考
が
殘
っ

て
い
る
が
、
後
は
讀
�
自
身
が
獨
力
で
讀
む
べ
き
だ
ろ
う
。
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