
179　『日本研究』 No. 69（2024）

　
朱
舜
水
（
諱
は
之
瑜
︑
一
六
〇
〇
~
一
六
八
二
）
は
︑
明
朝
末
期
の
浙
江
省

余
姚
県
に
生
ま
れ
︑
ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン（

1
）

の
侵
略
に
抵
抗
し
明
の
復
興
を
志

し
て
東
奔
西
走
の
末
︑
長
崎
に
渡
来
し
て
筑
後
柳
川
立
花
家
中
の
儒
者
安
東

省
菴
（
一
六
二
二
~
一
七
〇
一
）
の
援
助
を
受
け
て
暮
ら
し
︑
徳
川
光
圀

（
一
六
二
八
~
一
七
〇
〇
）
に
呼
ば
れ
て
晩
年
を
江
戸
で
過
ご
し
た（

2
）

︒
そ
の
た

め
安
積
澹
泊
（
一
六
五
六
~
一
七
三
八
）
ら
光
圀
家
臣
が
彼
に
師
事
す
る
縁

が
生
ま
れ
︑
水
戸
学
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る（

3
）

︒

本
書
﹃
跨
國
界
的
文
化
傳
釋
:
朱
舜
水
與
近
代
中
日
人
物
的
文
明
史
觀
論
﹄

（
国
境
を
ま
た
ぐ
文
化
の
伝
播
︱
︱
朱
舜
水
と
近
代
中
国
・
日
本
の
人
物
に
つ
い

て
の
文
明
史
観
論
）
は
前
半
七
つ
の
章
が
朱
舜
水
を
扱
い
︑
第
九
章
~
第

十
一
章
が
水
戸
学
関
係
諸
論
︑
他
に
第
八
章
に
戴
笠
（
戴
曼
公
・
独
立
性
易
︑

一
五
九
六
~
一
六
七
二
）︑
第
十
二
章
に
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
~
一
九
六
〇
）

に
つ
い
て
の
文
章
を
収
め
て
い
る
（
目
次
は
後
掲
）︒

　
読
者
が
本
書
で
ま
ず
目
に
す
る
の
は
斯
界
の
高
名
な
学
者
七
名
が
寄
せ
た

七
つ
の
﹁
序
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
に
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

（
以
下
﹁
本
セ
ン
タ
ー
﹂）
の
伊
東
貴
之
教
授
の
名
も
見
え
る
︒
徐
氏
は
伊
東

氏
と
長
年
交
遊
が
あ
り
︑
本
セ
ン
タ
ー
に
長
期
滞
在
も
し
た
︒
本
書
第
四
章

の
内
容
は
通
称
﹁
伊
東
班
﹂
が
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
が
基
に

な
っ
て
い
る
︒﹁
序
﹂
の
執
筆
者
は
他
に
郭
斉
勇
・
韓
東
育
・
鄭
吉
雄
・
銭

明
・
楊
儒
賓
・
王
俊
彦
の
諸
氏
︒
い
ず
れ
も
徐
氏
の
実
績
と
本
書
が
中
国
語

圏
の
読
者
に
与
え
る
だ
ろ
う
効
果
を
こ
と
ほ
い
で
い
る
︒

　
た
だ
し
︑
巻
頭
の
郭
序
が
﹁
朱
舜
水
は
明
末
清
初
の
大
儒
で
あ
り
︑
日
本

儒
学
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
儒
学
の
開
山
祖
師
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
言
で
始
ま
る

の
は
︑
本
書
へ
の
サ
ー
ビ
ス
・
ト
ー
ク
で
あ
る
に
し
て
も
や
や
誇
大
宣
伝
で

書 
評徐

興
慶

『
国
境
を
ま
た
ぐ
文
化
の
伝
播

―
朱
舜
水
と
近
代
中
国
・
日
本
の

人
物
に
つ
い
て
の
文
明
史
観
論
』

徐
興
慶
﹃
跨
國
界
的
文
化
傳
釋
:
朱
舜
水
與
近
代
中
日
人
物
的
文
明
史
觀
論
﹄

小
島
　
毅
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史
実
に
即
し
て
お
ら
ず
︑
予
備
知
識
を
持
た
ぬ
読
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
か

ね
な
い
︒

　
朱
舜
水
を
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
~
一
六
九
五
）・
顧
炎
武
（
一
六
一
三
~

一
六
八
二
）
ら
と
並
ぶ
﹁
明
末
清
初
の
大
儒
﹂
に
祭
り
上
げ
た
の
は
梁
啓
超

（
一
八
七
三
~
一
九
二
九
）
で
あ
り
︑
亡
命
生
活
中
に
日
本
で
の
朱
舜
水
の
評

判
を
知
っ
た
が
ゆ
え
の
故
意
の
過
褒
だ
っ
た
︒

　
ま
た
﹁
日
本
儒
学
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
儒
学
の
開
山
祖
師
﹂
と
い
う
賛
辞
が

贔
屓
の
引
き
倒
し
で
あ
る
こ
と
は
︑
日
本
の
読
者
に
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
︒
儒
学
は
百
済
の
博
士
王
仁
が
請
来
し
た
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
録
さ
れ（

4
）

︑

遣
唐
使
船
で
留
学
し
た
儒
学
生
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
学
術
を
も
た
ら
し
︑
博

士
家
や
五
山
の
学
僧
た
ち
が
伝
承
・
発
展
さ
せ
た
︒
し
か
し
仏
教
の
場
合
と

異
な
り
︑
中
国
か
ら
著
名
な
儒
者
が
弟
子
た
ち
を
引
き
連
れ
て
布
教
し
に
来

た
こ
と
は
一
度
も
無
か
っ
た
︒
そ
の
点
で
朱
舜
水
は
︑
名
古
屋
に
来
て
徳
川

義
直
（
一
六
〇
一
~
一
六
五
〇
）
に
仕
え
た
陳
元
贇
（
一
五
八
七
~
一
六
七
一
） 

と
並
ん
で
大
陸
か
ら
や
っ
て
来
た
初
め
て
の
儒
者
だ
っ
た（

5
）

︒
当
時
も
仏
教
界

で
は
黄
檗
宗
の
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
~
一
六
七
三
）
と
そ
の
門
人
た
る
上

述
の
独
立
性
易
や
将
軍
徳
川
家
綱
（
一
六
四
一
~
一
六
八
〇
）
に
厚
遇
さ
れ

て
江
戸
で
布
教
し
た
木
庵
性
瑫
（
一
六
一
一
~
一
六
八
四
）︑
あ
る
い
は
高
崎

の
少
林
山
達
磨
寺
開
山
に
据
え
ら
れ
る
東
皐
心
越
（
一
六
三
九
~
一
六
九
六
）

ら
︑
少
な
か
ら
ぬ
渡
来
僧
が
い
て
明
末
の
思
想
文
化
を
日
本
人
に
伝
授
し
て

い
る
︒

　
朱
舜
水
を
特
権
的
に
強
調
す
る
の
は
︑
日
本
で
も
中
国
で
も
近
代
に
お
け

る
そ
の
時
代
の
要
求
が
し
か
ら
し
め
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
︒
彼
が
明
朝

に
終
生
忠
義
を
尽
く
し
た
遺
民
で
あ
り
︑
ま
た
楠
木
正
成
を
追
慕
し
た
文
章

（
湊
川
神
社
境
内
の
正
成
墓
に
光
圀
の
命
で
刻
ま
れ
て
い
る
）
を
書
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
︑
国
民
道
徳
・
民
族
精
神
の
偶
像
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
︒
そ
の
こ
と

自
体
は
別
途
近
代
精
神
史
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
し
︑
そ
の
解
明

に
若
い
世
代
の
研
究
者
た
ち
が
挑
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
朱
舜
水
は

十
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
史
を
代
表
す
る
人
物
の
ひ
と
り
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
︑
彼
の
事
績
の
み
を
強
調
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
︒

　
と
︑
ま
ず
は
い
さ
さ
か
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
よ
う
な
書
き
方
で
始
め
て
し

ま
っ
た
が
︑
徐
興
慶
氏
は
そ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
朱
舜
水
に
取
り
組
み
︑

彼
の
既
存
の
文
集
を
増
補
し
た
﹃
朱
舜
水
集
補
遺
﹄（
台
湾
学
生
書
局
︑

一
九
九
二
年
）
を
作
成
し
た
ほ
か
︑
す
で
に
多
く
の
論
文
・
専
著
を
公
刊
し

て
き
た
︒

　
徐
興
慶
氏
は
一
九
五
六
年
生
ま
れ
︒
東
呉
大
学
を
卒
業
し
て
九
州
大
学
に

留
学
し
︑
一
九
九
二
年
に
﹁
近
世
日
中
文
化
交
流
史
の
研
究
︱
︱
朱
舜
水
を

中
心
に
﹂
と
題
す
る
論
文
で
博
士
号
を
取
得
し
た
︒
国
立
台
湾
大
学
で
日
本

語
文
学
科
に
属
し
て
日
本
史
を
講
じ
︑
同
大
学
に
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
が
開

設
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
尽
力
し
た
︒
二
〇
一
八
年
に
中
国
文
化
大
学
の
学
長

に
就
任
し
︑
や
は
り
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
を
作
る
な
ど
の
事
業
を
推
進
し
て

い
る
︒
こ
う
し
た
長
年
の
貢
献
に
対
し
て
二
〇
二
一
年
に
日
本
台
湾
交
流
協
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会
か
ら
外
務
大
臣
表
彰
を
受
け
た
︒
そ
の
人
物
と
業
績
は
斯
界
で
す
で
に
広

く
知
ら
れ
て
い
る
︒

　
著
者
徐
氏
自
身
に
よ
れ
ば
﹁
本
書
と
前
著
﹃
朱
舜
水
與
東
亞
文
化
傳
播
的

世
界（

6
）

﹄（
台
湾
大
学
出
版
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
八
年
）
の
構
想
は
前
後
照
り
映

え
て
︑
新
史
料（

7
）

に
よ
り
一
段
と
精
密
に
朱
舜
水
の
学
問
と
思
想
を
描
い
た
︑

border-crossing

な
東
ア
ジ
ア
の
儒
学
者
た
ち
がm

ulti-linguistic

な
言
語
環

境
で
生
存
と
交
流
を
お
こ
な
っ
た
異
域
の
物
語
﹂
で
あ
る
（
三
〇
八
ペ
ー
ジ
）︒

総
論
に
あ
た
る
第
一
章
﹁
緒
論
:
朱
舜
水
研
究
の
新
地
平
﹂
が
書
き
お
ろ
し

の
ほ
か
は
︑
い
ず
れ
も
既
発
表
の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第

二
章
﹁
朱
舜
水
と
日
本
に
寄
寓
し
て
い
た
明
末
文
人
の
交
流
﹂
は
上
海
︑
第

三
章
﹁
朱
舜
水
思
想
と
徳
川
儒
教
の
発
展
﹂
は
台
北
︑
第
四
章
﹁
朱
舜
水
と

熊
沢
蕃
山
の
“
経
世
致
用
”
思
想
の
異
同
﹂
が
京
都
桂
坂
の
本
セ
ン
タ
ー
︑

第
五
章
﹁
朱
舜
水
思
想
と
加
賀
藩
の
儒
教
の
発
展
﹂
が
台
北
︑
第
六
章
﹁
東

ア
ジ
ア
の
視
野
か
ら
み
た
隠
元
・
朱
舜
水
の
文
化
伝
播
﹂
が
大
阪
︑
第
七
章

﹁
朱
舜
水
の
科
挙
制
度
に
対
す
る
論
評
﹂・
第
八
章
﹁“
儒
・
釈
・
道
・
医
”

の
独
立（

8
）

と
中
日
文
化
交
流
﹂・
第
九
章
﹁﹃
本
朝
通
鑑
﹄
と
﹃
大
日
本
史
﹄
の

史
観
の
変
化
﹂
が
い
ず
れ
も
台
北
︑
第
十
章
﹁﹃
大
日
本
史
﹄
と
日
本
“
水

戸
学
”
の
再
建
﹂
と
第
十
一
章
﹁
水
戸
藩
と
日
本
の
近
代
化
﹂
が
天
津
︑
第

十
二
章
﹁
和
辻
哲
郎
の
伝
統
と
“
近
代
”
思
想
の
転
化
﹂
が
吉
林
と
︑
日
・

台
・
中
と
い
う
﹁
異
域
﹂
で
発
表
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
日
本
で
の

二
つ
の
章
は
も
と
も
と
日
本
語
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
本
書
自
体
が
﹁m

ulti-

linguistic

な
言
語
環
境
で
の
生
存
と
交
流
﹂
の
成
果
な
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
た
め
章
立
て
の
順
に
時
間
や
論
理
が
継
続
的
に
展
開
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
し
︑
内
容
的
な
重
複
も
若
干
目
に
つ
く
︒
も
っ
と
も
こ
れ
は
こ
の

て
の
書
籍
に
あ
り
が
ち
の
こ
と
で
異
と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
︒
評
者
が
感

じ
た
の
は
︑
上
記
三
つ
の
﹁
異
域
﹂
そ
れ
ぞ
れ
で
基
礎
的
知
識
に
関
す
る
説

明
に
濃
淡
の
差
が
窺
え
る
こ
と
だ
︒
日
本
の
読
者
向
け
に
は
ご
く
簡
潔
に
さ

ら
り
と
そ
れ
を
済
ま
せ
︑
台
湾
で
は
い
く
ぶ
ん
か
詳
し
く
︑
そ
し
て
中
国
で

は
日
本
史
・
日
本
文
化
に
関
す
る
概
説
的
説
明
を
充
分
に
し
た
う
え
で
︑
徐

氏
自
身
の
研
究
成
果
が
論
述
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
（
本
セ
ン
タ
ー
で
発

表
さ
れ
た
）
第
四
章
で
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
~
一
六
九
一
）
と
は
何
者
か
の

説
明
的
記
述
は
な
さ
れ
な
い
が
︑
第
十
二
章
は
和
辻
哲
郎
に
つ
い
て
の
詳
し

い
伝
記
的
叙
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
も
し
両
者
が
逆
の
地
で
発
表
さ
れ
て

い
た
ら
︑
そ
の
叙
述
方
法
も
逆
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
朱
舜

水
と
熊
沢
蕃
山
と
の
比
較
は
本
セ
ン
タ
ー
と
い
う
︿
場
﹀
だ
か
ら
こ
そ
な
さ

れ
た
の
で
あ
り
︑
徐
氏
が
中
国
東
北
部
（
旧
満
洲
）
の
吉
林
で
こ
れ
を
試
み

る
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒

　
つ
ま
り
各
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
︿
場
﹀
に
適
切
な
話
題
を
徐
氏
が
そ
の

た
び
に
選
択
し
て
披
露
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
本
書
は
そ
の
集
積
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
す
べ
て
が
揃
っ
て
中
国
語
に
よ
り
発
信
さ
れ
る
こ
と

で
︑
台
湾
と
中
国
の
読
者
た
ち
は
江
戸
時
代
の
日
本
文
化
に
つ
い
て
深
い
認

識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
般
に
鎖
国
史
観
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
で
あ
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ろ
う
な
か
で
︑
鎖
国
初
期
の
十
七
世
紀
後
半
に
は
ま
だ
中
国
（
た
だ
し
ダ
イ

チ
ン
・
グ
ル
ン
時
代
の
中
国
）
と
の
人
的
交
流
が
継
続
し
︑
そ
れ
が
十
八
世

紀
末
か
ら
水
戸
で
の
海
防
論
を
経
て
幕
末
の
尊
王
攘
夷
思
想
の
伏
線
に
な
っ

て
い
く
さ
ま
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
︒
本
書
の
過
半
は
朱
舜
水
と
い
う
個
人

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
論
考
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
こ
の
一
点
を
通
し
て
十
七

世
紀
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
が
も
っ
て
い
た
歴
史
的
意
義
を
読
み
取
れ
る
の

だ（
9
）

︒
　
特
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
第
十
章
に
お
い
て
立
原
翠
軒
（
一
七
四
四
~

一
八
二
三
）
を
﹁
中
期
水
戸
学
﹂
の
再
興
者
と
位
置
付
け
︑
以
後
青
山
延
于

（
一
七
七
六
~
一
八
四
三
）
に
至
る
ま
で
の
時
期
を
︑
安
積
澹
泊
ら
の
前
期
水

戸
学
︑
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
二
~
一
八
六
三
）・
藤
田
東
湖
（
一
八
〇
六
~

一
八
五
五
）
ら
の
後
期
水
戸
学
の
中
間
に
置
く
こ
と
だ
︒
従
来
︑
前
期
と
後

期
の
時
間
的
隔
た
り
と
内
容
の
異
質
性
を
強
調
し
て
き
た
見
解（

10
）

を
修
正
し
︑

両
者
を
架
橋
し
て
﹁
前
後
期
の
水
戸
学
の
発
展
と
連
続
性
﹂
を
見
出
そ
う
と

し
て
い
る
︒
こ
の
章
は
も
と
も
と
二
〇
一
六
年
に
天
津
で
発
表
さ
れ
た
も
の

だ
が
︑
同
じ
頃
に
東
京
大
学
の
倫
理
学
研
究
室
が
招
聘
し
た
講
演
会
で
も
徐

氏
は
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
︒
評
者
も
会
場
で
拝
聴
し
︑
賛
意
を
表
す
る
発

言
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
︒
後
期
水
戸
学
が
帯
び
る
禍
々
し
さ
︑
尾
藤
正
英
氏

ら
が
国
体
思
想
を
生
み
出
し
た
元
凶
と
し
て
︑
一
方
明
治
維
新
礼
賛
者
た
ち

が
倒
幕
運
動
の
源
流
と
し
て
崇
め
る
そ
の
政
治
性
と
は
距
離
を
置
き
︑
十
八

世
紀
中
葉
の
中
弛
み
状
態
を
脱
し
て
﹃
大
日
本
史
﹄
編
纂
事
業
を
再
開
さ
せ

た
学
術
面
で
の
功
績
を
翠
軒
か
ら
延
于
の
系
統
に
与
え
る
の
が
﹁
中
期
水
戸

学
﹂
論
で
あ
る
︒
正
志
斎
・
東
湖
の
師
で
あ
る
藤
田
幽
谷
（
一
七
七
四
~

一
八
二
六
）
は
翠
軒
と
同
時
に
活
躍
し
︑﹃
大
日
本
史
﹄
の
編
集
方
針
で
対

立
し
て
別
流
派
を
形
成
︑
こ
れ
が
世
に
言
う
後
期
水
戸
学
と
な
る
︒
幕
末
の

政
治
闘
争
で
も
翠
軒
・
延
于
の
門
流
は
穏
健
派
で
過
激
な
尊
攘
派
を
批
判
し

た
︒

　
徐
氏
は
慎
重
に
そ
こ
ま
で
は
書
い
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
翠
軒
ら
中
期
と
正

志
斎
ら
後
期
を
連
続
的
な
変
化
だ
と
ま
と
め
て
い
る
（
二
六
三
ペ
ー
ジ
）
が
︑

評
者
は
む
し
ろ
両
者
の
断
絶
こ
そ
が
水
戸
学
の
変
質
︑﹁
前
期
・
中
期
﹂
対

﹁
後
期
﹂
の
構
造
を
把
握
す
る
鍵
だ
と
考
え
る
︒
か
つ
て
倒
幕
運
動
や
明
治

国
家
が
利
用
し
う
る
も
の
だ
っ
た
が
た
め
に
︑
あ
る
い
は
逆
に
戦
前
の
国
体

論
を
生
ん
だ
悪
と
し
て
批
判
す
る
た
め
に
︑
幽
谷
に
始
ま
る
後
期
水
戸
学
が

主
人
公
と
み
な
さ
れ
て
来
た
わ
け
だ
が
︑
翠
軒
か
ら
延
于
︑
そ
し
て
甥
の
青

山
延
光
（
一
八
〇
七
~
一
八
七
一
）
に
至
る
流
れ
を
単
な
る
傍
流
・
脇
役
と

す
る
の
で
は
な
い
水
戸
学
史
を
描
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
だ
︒
徐
氏
に
は

引
き
続
き
そ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
の
活
躍
を
期
待
し
た
い
︒

　
本
書
は
大
陸
か
ら
出
版
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
徐
氏
が
暮
ら
す
台
湾

で
通
用
し
て
い
る
）
繁
体
字（

11
）

で
印
刷
さ
れ
て
お
り
︑
大
陸
で
は
し
か
る
べ
き

教
育
を
受
け
た
者
の
み
が
読
む
能
力
を
有
す
る
一
方
︑
台
湾
や
香
港
の
人
に

は
親
し
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
︒
日
本
で
も
今
な
お
旧
か
な
遣
い
や
旧
字
体

に
こ
だ
わ
る
書
き
手
や
学
会
が
あ
る
よ
う
に
︑
ど
ん
な
文
字
を
使
用
す
る
か
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は
政
治
的
・
文
化
的
・
思
想
的
な
態
度
の
表
現
で
あ
る
︒
寧
波
出
版
社
と
い

う
︑
日
中
交
流
の
歴
史
で
最
も
重
要
な
海
港
都
市
の
ひ
と
つ
で
出
版
さ
れ
た

こ
と
は
︑
同
地
が
朱
舜
水
の
出
身
地
で
あ
る
こ
と（

12
）

と
併
せ
て
︑
本
書
の
国
際

性
を
象
徴
し
て
い
る
︒
希
く
は
︑
日
本
の
研
究
者
に
も
広
く
読
ま
れ
て
本
書

の
内
容
が
学
界
の
共
通
認
識
に
な
ら
ん
こ
と
を
︒

注（
１
） 

ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン
（daicing gurun
）
と
は
漢
字
で
﹁
大
清
国
﹂
と
表
す
王
朝

国
家
の
こ
と
︒
日
本
で
は
長
ら
く
﹁
清
朝
﹂
と
称
さ
れ
て
き
た
が
︑
近
年
こ
ち
ら
が

書
名
に
使
わ
れ
て
も
い
る
（
承
志
﹃
ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン
と
そ
の
時
代
︱
︱
帝
国
の

形
成
と
八
旗
社
会
﹄︑
庄
声
﹃
帝
国
を
創
っ
た
言
語
政
策
︱
︱
ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン

初
期
の
言
語
生
活
と
文
化
政
策
﹄
な
ど
）︒
グ
ル
ン
は
満
洲
語
で
﹁
国
﹂
を
意
味
す

る
こ
と
ば
︒
こ
の
王
朝
が
満
・
蒙
・
漢
・
蔵
・
回
の
諸
族
で
構
成
さ
れ
る
複
合
国
家

で
あ
っ
た
以
上
︑﹁
明
朝
﹂
の
延
長
線
上
に
中
華
王
朝
と
し
て
の
枠
組
み
で
処
理
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
﹁
清
朝
﹂
の
使
用
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
朱

舜
水
が
服
従
を
拒
ん
だ
大
き
な
理
由
が
そ
の
﹁
夷
狄
﹂
性
（
=
漢
人
に
よ
る
中
華
王

朝
で
は
な
い
事
実
）
に
あ
っ
た
か
ら
に
は
︑
な
お
さ
ら
で
あ
る
︒

（
２
） 

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
﹁
朱
舜
水
先
生
終
焉
之
地
﹂
と
刻
ん
だ
碑
が
水

戸
徳
川
家
の
駒
込
屋
敷
跡
に
あ
っ
た
第
一
高
等
学
校
敷
地
内
に
建
立
さ
れ
︑
現
在
も

東
京
大
学
農
学
部
に
残
っ
て
文
京
区
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒

（
３
） 

各
種
辞
典
・
事
典
の
﹁
朱
舜
水
﹂
の
項
の
説
明
で
は
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
と
﹃
日

本
人
名
大
辞
典
﹄
が
﹁
水
戸
学
に
影
響
を
与
え
た
﹂︑﹃
日
本
史
小
辞
典
﹄
が
﹁
前
期

水
戸
学
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
﹂︑﹃
日
本
大
百
科
全
書
﹄
が
﹁
水
戸
藩
の
学
問
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
﹂︑﹃
世
界
大
百
科
事
典
﹄
が
﹁
水
戸
藩

の
学
事
に
協
力
し
た
﹂
な
ど
と
な
っ
て
い
る
︒
彼
と
水
戸
学
の
関
係
を
評
価
す
る
度

合
い
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
︒

（
４
） 

こ
れ
は
史
実
で
は
な
か
ろ
う
と
す
る
の
が
斯
界
の
大
勢
だ
が
︑
中
国
の
書
物
で
は

﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
録
ど
お
り
西
暦
三
世
紀
の
﹁
応
神
天
皇
﹂
の
時
の
事
実
と
し
て

紹
介
し
て
い
た
り
も
す
る
︒
中
国
語
圏
で
の
日
本
文
化
史
認
識
の
レ
ベ
ル
を
底
上
げ

す
る
た
め
に
も
︑
本
書
の
よ
う
な
書
物
の
出
版
は
有
意
義
な
の
だ
︒

（
５
） 

こ
れ
に
五
十
年
ほ
ど
先
立
っ
て
朝
鮮
か
ら
戦
争
捕
虜
と
し
て
連
行
さ
れ
て
い
た
姜

沆
（
一
五
六
七
~
一
六
一
八
）
が
︑
当
時
は
ま
だ
仏
僧
だ
っ
た
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一

~
一
六
一
九
）
に
会
っ
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒

（
６
） 

﹃
朱
舜
水
與
東
亞
文
化
傳
播
的
世
界
﹄（
朱
舜
水
と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
伝
播
の
世

界
）
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
保
氏
に
よ
る
書
評
が
﹃
日
本
漢
文
学
研
究
﹄
第
四
号
（
二

松
学
舎
大
学
︑
二
〇
〇
九
年
）
に
載
っ
て
い
る
︒

（
７
） 

﹁
新
史
料
﹂
と
は
徐
氏
も
そ
の
一
員
だ
っ
た
水
戸
徳
川
家
に
伝
わ
る
文
書
類
の
調

査
グ
ル
ー
プ
が
見
つ
け
た
も
の
な
ど
を
指
す
だ
ろ
う
︒

（
８
） 

こ
こ
の
﹁
独
立
﹂
は
前
掲
の
戴
笠
=
独
立
性
易
で
人
名
︒

（
９
） 

十
八
世
紀
と
十
九
世
紀
前
半
に
は
直
接
の
人
的
交
流
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
る
も
の

の
︑
書
籍
を
通
じ
た
交
流
が
興
隆
し
︑
な
か
ん
ず
く
日
本
か
ら
中
国
へ
の
流
入
が
注

目
さ
れ
る
︒
こ
の
課
題
も
若
手
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
究
明
が
進
み
つ
つ
あ
る
︒
本

書
に
朝
鮮
の
記
述
が
無
い
こ
と
は
必
ず
し
も
欠
陥
と
は
言
え
な
い
が
︑
北
京
へ
の
燕

行
使
︑
日
本
へ
の
通
信
使
と
い
う
朝
鮮
使
節
た
ち
が
書
き
残
し
た
記
録
も
ま
た
こ
の

時
期
の
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
の
貴
重
な
史
料
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
は
十
六
世
紀

以
前
に
も
存
在
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
後
世
へ
の
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
︒

（
10
） 
尾
藤
正
英
﹁
水
戸
学
の
特
質
﹂（﹃
日
本
の
国
家
主
義
︱
︱
﹁
国
体
﹂
思
想
の
形
成
﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
に
所
収
）
は
立
原
翠
軒
か
ら
後
期
水
戸
学
が
始
ま
る
よ
う

に
説
い
た
︒
松
﨑
哲
之
﹃
水
戸
学
事
始
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
二
三
年
）
も
︑

翠
軒
以
後
の
﹁
新
た
な
学
風
が
後
期
水
戸
学
﹂
と
す
る
（
二
一
五
ペ
ー
ジ
）︒
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（
11
） 

ダ
イ
チ
ン
・
グ
ル
ン
政
府
が
﹃
康
熙
字
典
﹄
に
よ
っ
て
正
し
い
も
の
と
し
て
定
め

た
字
体
︒
日
本
で
い
う
旧
字
体
の
こ
と
︒

（
12
） 
朱
舜
水
の
出
身
地
余
姚
県
は
か
つ
て
隣
の
紹
興
府
に
属
し
て
い
た
が
︑
人
民
共
和

国
誕
生
の
一
九
四
九
年
に
寧
波
市
に
編
入
さ
れ
た
︒
ち
な
み
に
寧
波
は
近
代
に
お
い

て
寧
波
帮
と
呼
ば
れ
る
遠
隔
交
易
商
人
た
ち
を
輩
出
し
た
し
︑
蒋
介
石
は
そ
の
南
部

奉
化
県
の
生
ま
れ
で
あ
る
︒
今
は
東
海
艦
隊
の
根
拠
地
と
し
て
台
湾
海
峡
・
東
シ
ナ

海
方
面
に
睨
み
を
き
か
せ
て
い
る
︒


