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黄
葉
云
。
作
慶
生
得
這
漢
來
。
待
痛
與

一
頓
。
師
云
。
論
什
籔
待
來
。
即
今
便
喫
。
随
後
便
掌
。
1
1
2

.9

こ
の

一
條

の
商
量
は
從
來
次
の
や
う
に
讃
ま
れ
て
ゐ
る
。

黄
葉
云
く
。

作
慶
生
か
這
の
漢
の
來
る
こ
と
を
得
ん
、。

待
つ
て
痛
く

一
頓
を
與

へ
ん
。

師
云
く
。

什
慶
の
來

る
を
待

つ
と
か
読
か

ん
。
邸
今
便
ち
喫
せ
よ
と
い
つ
て
、
後
に
随

つ
て
便
ち
掌
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
古
訓
に
從
つ
て

『
臨
濟
録
講
話
』
で
は
次
の
や
う
に
語

つ
て
ゐ
る
。

怪
し
か
ら
ん
大
愚
!
糟
い
や
つ
ち
や
、
若
し
大
愚
が
此
庭

へ
來
た
な
ら
ば
、
三
十
棒
喰
は
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら

ん
。
何
!
何
の
來
る

の
を
待
つ
に
は
當
ら
ん
こ
つ
ち
や
。
印
今
喰
は
し
て
や
ら
う
と
、
言
ひ
も
果
て
す
に
、
臨
濟
は
黄
壁
小を
ぱ
つ
と
打
っ
た
。

い
ま
、
こ
の
醤
解
に
封
し
て
批
剰
を
こ
こ
ろ
み
る
に
先
だ
つ
て
、
先
づ
文
章
の
構
成
面
を
槍
討
し
て
み
よ
う
。

第

一
に
、
黄
奨
が
い
ふ

「
作
麿
生
得
這
漢
來
、
待
痛
與

一
頓
」
に
於
て
、

「
作
塵
生
」
と
い
ふ
の
は
、

「
忽
生
し
な
ど
と
同
様
に
、
元

來
、
疑
問
詞
で
あ
り
、
丈
語
で
こ
れ
を
言

へ
ば

「
如
何
」
と
い
ふ
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
商
量
で
は

「
得
」
を
豫
想
し
、
叉
こ
れ
を

成
立

さ
せ
た
い
期
待
を
も
つ
て
問
ふ
の
で
あ
る
。
下
句

「
待
痛
與

一
頓
」
も
、
上
句
の

「
得
し
を
可
能
に
せ
ん
と
す

る
期
待
が
成
立
し

て

始

め
て
言
ぴ
得
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の

「
作
慶
生
」
は
上
句
の
み
で
な
く
、
下
句
に
も
が
か
り

「
輿
」
を
可
能
に
せ
ん
と
す
る
黄

葉

の
語
氣
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

・

・



つ
ま
り
、
こ
の
爾
句
は
共
に

「
得
」
「與
」
と
い
ふ
こ
と
を
可
能
に
し
た
い
意
志

・
願
望
の
意
を
も

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

次

に

「
読
什
慶
待
來
」
の

「
読
什
慶
」
は
、

這
還
有
甚
慶
不
同
幌
。

こ
れ
が
何
の
違

ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
い
。

と
い
ふ
現
代
中
國
語
の
反
問
の
用
法
と
同
じ
く
、
相
手
か
ら
の
答
を
期
待
す
る
こ
と
な
く
反
問
す

る
場
合
で
あ
る
。
先
き
の
黄
奨
の
こ
と

ば
の
考
察

に
於
て
明
白
で
あ
る
如
く
、
臨
濟
は
黄
奨
が
大
愚
の
や
つ
て
く
る
の
を
期
待
し
て
い
ふ
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
承
け
て
反
問
し

そ
こ
に
自
己
を
圭
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
丈
例
は
本
録
に
も
ほ
か
に
見
ら
れ
る
。

黄
禦
云
。
何
不
道
。
來
日
更
喫

一
頓
。
師
云
。
説
什
塵
來
日
。
邸
今
便
喫
。
道
了
便
掌
。
9
4

・
5

こ
の
爾
者
を
封
比
し
て
み
れ
ば
、
右
の
文
例
で

「
何
不
道
」
と
い
ふ
文
首
の
疑
問
の
こ
と
ば
は
、
こ
こ
で
問
題
と
し

て
ゐ
る

一
條
で
も

や
は
り
疑
問
の
意
味
の
こ
と
ば

「
作
慶
生
」
を
も

つ
て
言
ひ
出
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
爾
者
は
共
に

「
読
什
慶
し
と
い
ふ
彊
い
反
問

で
答

へ
て
ゐ
る
。
次
に
、
黄
葉
が

「
來
日
更
喫

一
頓
」
と
い
つ
た
の
に
答

へ
て
、
臨
濟
は
そ
の

「
來
日
」
と
い
ふ

一
語
を
そ
の
ま
ま
引
き

取
つ
て

「
読
什
慶
來
日
」
と
打
ち
返
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
こ
の
黄
葉

の
こ
と
ば
に
封
し
て
毛
、
臨
濟
は
そ
の

「
待
」
と
い
ふ

一
語
を
ひ
つ
た
く
つ
て
、
そ
の
ま
ま

「
説
什
籔
待
來
」
と
た
た
み
か
け
た
の
で
あ
る
。

監

斯
く
爾
者
を
封
比
し
て
み
る
と
、
同
じ
商
量

の
方
法
が
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
右
の
丈
例
で
同
じ
意
味

を
も

つ
て
二
度

「
來
日
」
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う

に
、
こ
こ
の
二
つ
の

「
待
」
も
同
じ
意
味
を
も
ち
、
し
か
も
、
こ
の

「
待
」
は
上
下

の
句

の
關
係
か
ら
、
黄
葉
の
期
待
す
る

「
這
漢
の
來
る
を
得
て
」
と
い
ふ
可
能
性
が
實
現
さ
れ
て
始
め
て

「
一
頓
を
與

へ
よ
う
」
と
い
ふ

意
味
を
示
す
。
帥
ち
、

「
待
」
は
可
能
性
を
實
現
し
ょ
う
と
い
ふ
謂
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
、

「
待
」
は
こ
の

「
與

」
を
可
能
に
し
よ

う
と

い
ふ
意
志

・
希
望
の
意
味
に
讃
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
る
。

し

か
し
な
が
ら
、

こ
の

「
待
」
を
先
人
の
如
く
動
詞
と
し
て
護
む
こ
と
は

本
録
に
そ
の
例
を
見
な
い
。

本
録
中
に
於
て

「
待
痛
與

一

臨
濟
録
の
楚僧
訓剛批
剣

一二
三
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頓
」
と
似
て
ゐ
る
丈
例
は

待
伊
打
汝
。
接
佳
棒
逡

一
邊
。
看
他
作
慶
生
。
1
0
2
・
2

の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
仔
細
に
看
れ
ば
、
こ
の

「
待
」
は
從
句

「
伊
打
汝
」
を
圭
句

「
接
住
棒
途

一
逡
」
に
接
績
せ
し
め
る
は

た
ら
き
を
な
す
い
は
ば
下
句
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
條
件
を
な
し
、

「
・:
・し
た
ら
」
或
は

「
:
:
し
た
時
に
は
」
な
ど
と
讃
む

べ
き
從

屡
接
績
詞
で
あ
る
。

縢

つ
て
、
こ
こ
の

「
待
痛
與

一
頓
」
に
於
て
は
、
上
述
の
如
く

「
待
」
は
動
詞

「
與
」
の
意
味
を
助
け
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
ょ
う
と

す
る
意
志

.
希
望
の
意
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く

「
待
」
を
句
首

に
冠
し
て
ゐ
る
鮎
は
似
て
ゐ
る
が
、
彼
の
場

合
の
從
屡
接
績
詞

と
し

て
の
用
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の

「
待
」
の
機
能
は
全
く
別
で
あ
る
℃

次

に
再
び

「
論
什
慶
待
來
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

こ
れ
と
丈
形
の
似
て
ゐ
る
用
例
に
は
、
次
の
如
き

も
の
が
あ
る
。

佛
法
詮
什
籔
轟
細
。
9
6

・
エ
0

論
什
慶
法
。
4
0

・7

求
什
嬢
物
。
5
4

・
9

覚
什
籔
汁
。
7
6

・
4

有
什
慶
了
期
。
1
1
2

・
9

こ
れ
ら
の
例
を
見
れ
ば

「
読
」

「
求
」
「
寛
」

な
ど

の
他
動
詞
を
冠
し
た

「
什
慶
」
は
、

そ
の
動
詞
の
目
的
語
と
し

て

「
轟
細
」
「
法
」

「
物
」
「
汁
」
な
ど
の
名
詞
を
そ
の
下
に
俘
ふ
の
が
通
例
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
目
的
語
と
し
て
讃
む
の
に
相
慮
し

い
語
順
に
あ
る
こ

こ
の

「
待
」
を
待

つ
と
他
動
詞
と
し
て
護
む
こ
と
に
は
愼
重
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も

し
、
從
來
の
醤
訓
の
や
う
に
二
つ
の

「
待
」
が
他
動
詞
で
あ
れ
ば
、
こ
の
語
の
次
に
目
的
語
を
俘
ふ
の
が
語
法
的
に
は
よ
り
正
し
い

文
形

で
あ
る
。
印
ち
、

「
作
慶
生
得
這
漢
來
」
に
於
で
は
、
一,這
漢
」
を

「
得
る
」
の
で
は
な
く
、
「
這
漢
來
」
を

「
得
る
」
の
で
あ
る
か



ら
、
も

し
醤
訓
に
從
ふ
な
ら
ば
、

「
待
痛
與

一
頓
」
は

待

他
來
痛
與

一
頓
Q

と
い
ふ
文
形
に
な
ら
ね
ば
な
ら
す
、
叉

「
説
什
慶
待
來
」
も
、
そ
の
文
形
は

読

什
慶
待
他
來
。

と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
o

右
の
考
察
か
ら
も
分
る
や
う
に
、
語
法
上
か
ら
槍
討
し
て

「
待
」
を
動
詞
と
し

て
讃
む
こ
と
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
澄
。

で
は
、
こ
の

「
待
」
は
果
し
て
如
何
に
讃
む

べ
き
か
。
先
き
の

「
待
」
に
つ
い
て
の
槍
討
を
更

に
進
め
れ
ば
、
こ
の

「
待
」
の
如
く
に

あ
る
動
作
-

こ
こ
で
は

「
與
」
i

を
な
さ
ん
と
す
る
意
志

・
希
望
を
あ
ら
は
す
や
う
な
、
い
は
ば
、
文
語
で
言

へ
ば

「
欲
」
を
も

つ

て
あ
ら
は
す
や
う
な
場
合
は
、
本
録
に
於
て
は

「
要
」
を
用
ひ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

大

衆
要
會
臨
濟
賓
圭
句
。
問
取
堂
中
二
首
座
。
2
8

・5

切
要
求
眞
正
見
解
。
4
0
.
1

・

侭
要
知
嬢
Q
1
0
8

.
5

な
ど
が
、
本
録
に
習
見
す
る
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

「
要
」
は
現
代
中
國
語
で
、

俸

要
買
甚
慶
。
あ
な
た
は
何
を
お
買
ひ
で
す
か
。

我
有

一
件
要
和
伽
商
量
的
事
。
私
は
ひ
と
つ
貴
方
に
御
相
談
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
概
明
天
他
要
來
的
。
多
分
彼
は
明
日
來
る
だ
ら
う
。

と
い
ふ
場
合
の

「
要
」
と
全
く
同
様
で
あ

つ
て
、
こ
れ
を
他
の
動
詞
に
添

へ
る
と
、
そ
の
動
作
を
す

る
こ
と
を
求
め
る
、
要
求
す
る
の
意

と
な
り
、
結
局

「
:
に
し
た
い
」
「
:
:
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
ふ
意
志

・
希
望
を
表
は
す
助
動
詞
で
あ
る
。

叉
、

時

に
は
意
志
に
關
係

臨…轍傑
録
の
弗欝
訓
批
劇列

三
五
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な
く

、
あ
る
事
態
が
生
起

.
實
現
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
意
を
表
示
す
る
場
合
も
こ
の

「
要
」
に
ょ
る
。

再

び
こ
の
立
場

に
立
つ
て
、
現
代
中
國
語
の

「
待
」
の
考
察
を
な
し
て
、
よ
り
正
し
く

「
待
」
を
理
解
す
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

「
待
」

は
現
代
中
國
誇
に
於
て
は
、

.

、

方

今
百
政
待
興
。
只
今
は
萬
般
の
政
治
が
興
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。

現
在
寛
待
死
了
。
今
は
全
く
、死
に
さ
う
だ
。

と
い
ふ
や
う
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
の

「
待
」
は
意
志
や
願
望
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
こ
の
意
味
は
上
述

の

「
要
」
と
全
く

同
様
で
あ
る
。
叉

「
待
」
が

「
待
要
」
と
二
字
に
延
び
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

俸
伺
待
要
回
去
籔
。
君
達
は
も
う
じ
き
露
ら
れ
る
の
で
す
か
。

こ
の
こ
と
よ
り
し
て
も
、
上
記
の
論
明
は

一
層
明
白
に
な
る
。
帥
ち
、
外
な
ら
ぬ
こ
の
助
動
詞
と
し
て
の
性
格
こ
そ
、

「
與
し
を
補
助
し

て
そ
の
述
読
力
を
補

つ
て
、
そ
の
句
の
意
味
を
完
全
に
す
る
た
め
の

「
待
」
が
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
條
件
を
満
し
得
る
も

の
で
あ
る
。
斯
く

し
て
、
こ
こ
の

「
待
」
は

「
要
」
と
同
様
に
讃
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
白
に
な
つ
た
。

い
ま

、
か
く

「
待
」
の
助
動
詞
と
し
て
の
性
格
を
考
察
し
た
が
、
先
き

の

「
読
什
籔
待
來
」
の
論
讃
で
は
、

「
読
什
嬢
」
の
次
に
は
名

詞
が
位
し
、
又
そ
れ
が
目
的
語
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
斯
檬
に

「
待
」

一
語
が
別
な
機
能
を
も
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、

一
見
矛
盾
す
る
の

で
は

な
い
か
と
の
疑
問
が
豫
想
さ
れ
る
。
こ
の
鮎
…を
重
ね
て
明
白
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臨
濟

が
黄
葉
か
ら
ひ
つ
た
く

つ
て
い
ふ

「
待
」
は
彼
の

「
待
痛
與

一
頓
」
を
そ
の
ま
ま
う
け
た
語
氣
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
句

法
の
上
か
ら
言

へ
ば
、

「
什
籔
」
は

「
待
」
を
修
飾
す
る
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
、
從

つ
て
こ
の

「
待
」
は
名
詞
と
し
て
の
性
格
を
荷
ふ
わ

け
で
あ
る
。
i

「
來
」
字
に
つ
い
て
は
後
述
-

,

し

か
し
て
、

「
読
」
は
他
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
動
詞
の
目
的
と
な
る
事
物
を
あ
ら
は
す
語
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

「
論
」
.の
内
容

を
示
す

目
的
語
が
外
な
ら
ぬ
こ
の

「
待
」
で
あ
る
。
斯
様
に
、

「
待
痛
輿

一
頓
」
に
於
け
る

「
待
」
の
助
動
詞
と
し
て
の
性
格
は
、

「
読



什
籔
待
來
L

に
於
て
は
名
詞
と
な
り
、
又
目
的
語
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
同

一
語
と
錐
も
用
ひ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
ょ

つ
て
、
そ
の
機
能
を
異
に
す
る
の
は
敢

へ
て
怪
し
む
に
足
り
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

次
に
再
び
奮
訓
を
批
判
す
れ
ば
、

「
説
什
慶
待
來
」
の

「
來
」
を
醤
訓
は
す

べ
て
■「
來
る
」
と
動
詞
と
し
て
讃
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
ま
た

大

い
に
誤
つ
て
ゐ
る
。
も
し
、
醤
訓
の
如
く

「
來
」
を
動
詞
の
意
味
に
讃
む
た
め
に
は
、
こ
の
ま
ま
の
丈
形
を
以
て
し
て
は
、
か
か
る
意

を
示
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
(蕾
訓
で
は

「
來
」
を
動
詞
と
し
て
護
む
と
同
時
に
、
「
待
」
も

「
待
つ
」
と
他
動
詞
に
讃
む
。
し
か
し

「
待

」
を
他
動
詞
と
し
て
護
む
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
)

郎

ち
、

「
待
」
の
圭
絡
は
黄
漿
で
あ
り
、

「
來
」
の
圭
格
は

「
這
漢
」
H
大
愚
で
あ
る
。
こ
の
圭
格
を
異
に
す

る
二
語
を
そ
の
ま
ま
直

接

結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
の
場
合
は
、

「
來
」
の
圭
格

「
這
漢
し
を
三
人
構
代
名
詞

「
他
」
を
以
て
補

ふ
の
が
よ
り
正
し
い

語
法
で
あ
る
。
從
つ
て
、

読
什
慶
待
他
來
。

と

な
ら
な
け
れ
ば
、
奮
訓
を
成
立
せ
し
め
得
な
い
の
で
あ
る
。
原
文

の
ま
ま
で
は

「
來
」
を
動
詞
と
し
て
讃
み
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ

る
。
か
く
、
こ
の
場
の

「
來
」
を
理
解
し
て
、
本
録

に
於
け
る

「
來
」
の
用
法
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

與
我
過
蒲
團
來
。
1
0
6
・
8

'

侍
者
鐵
茶
來
。
1
2
4
・
5

触

睡
來
合
眼
。
8
8

.
工
2

な
ど
は
、
何
れ
も

「
來
」
が
句
末
か
或
は
動
詞
の
下
に
つ
い
て
語
助
と
な
つ
て
ゐ
る
例
で
あ
る
。

か
や
う
に
み
る
と
、

コ
説
什
慶
待
來
」
に
於
て
も

「
來
」
は
句
末
の
助
字
で
あ
つ
て
、
い
は
ゆ
る
句
絡
詞
と
し
て
の
性
格
,を
も
ち
、
そ

の
字
自
盤

の
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
も
し
訓
護
す
る
な
ら

「
什
籔
の
待
を
詮
か
ん
や
し
と
讃
む
べ
き
で
あ
り
、
奮
訓
の

や

う
な
實
僻
と
し
て
の

「
來
」
の
意
味
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

臨
濟
鷺鯨
の
曲讐
訓
批
列

「

一二
七
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こ
の

「
來
」
が
助
字
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
人
が
読
い
て
ゐ
る
。
師
ち
、
劉
洪
の

『
助
字
辮
略
』
巻

一
に

來
語
助
僻
。
荘
子
人
間
世
。
錐
然
。
若
必
有
以
也
。
嘗
以
語
我
來
。
李
義
山
詩
。

一
樹
濃
姿
猫
看
來
。

と

い
つ
て
ゐ
る
の
は
正
し
く
こ
の
例
で
、
前
者
は

「
來
」

が

「
語
」
に
つ
き
、
後
者
は

「
看
し
に
つ
い
て
、
そ

の
語
助
と
し
て
用
ひ
ら
れ

て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に

「
來
」
の
助
字
的
な
用
法
は
騨
籍
に
限
ら
す
、
唐
詩
や
、
そ

の
他
の
典
籍
に
も
習
見
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は

「
作
慶
生
得
這
漢
來
」
の
,「
來
」
も
、
や
は
り
上
記
の
如
き
語
助
と
し
て
讃
む
べ
き
で
あ
る
か
否
か
も

一
慮
吟
味
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
も
し

「
來
」
を
助
字
と
し
て
讃
ん
だ
な
ら
ば

「
得
這
漢
」
と
い
ふ
こ
と
が

成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。

で
は

「
得
這
漢
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
先
づ

「
得
」
の
性
格
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
得
」
は

『
読
文
』

に

「
行
有
所
尋
也
」
と
あ
る
の
は
、
あ
る
行
爲
に
よ
つ
て
取
得
す
る
結
果
を
見
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
左
傅
』
に

「
凡
獲
器
用
桐
得
。
得
用
焉
日
獲
。
」
(
定
公
九
年
)
と
言
ひ
、
こ
の
こ
と
ば
に
封
す
る
疏
の
解
繹
は
、
人
間
生
活
に
役
立
つ
器

物
を
取
得
し
た
の
を

「
得
」
と
言
ひ
、
そ
の
や
う
な
器
物
に
よ
つ
て
、
も

の
を
獲
得
す
る
の
を

「
獲
」
と
い
ふ
ー

た
と

へ
ば
、
職
孚
に

よ
つ
て
捕
虜
を
獲
得
し
た
り
、
田
猿
に
よ
つ
て
麟
を
と
ら

へ
た
り
す
る
や
う
に
ー

と
い
ふ
詮
明
を
與

へ
て
ゐ
る
。
邸
ち
、

「
得
」
は

一

般
に
あ
る
行
爲
の
結
果
の
獲
得
を
意
味
し
た
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
最
初
は
も

つ
ぼ
ら
具
盤
物
の
獲
得
を
意
味
し
た
で
あ
ら
う

と
と

は
・

「
鷺

莚

る
葎

と
い
ふ
」
と
言
霧

明
に
も
う
か
鶴

れ
る
。
(
内
田
道
⊥大
氏

「中
ほ
中
國
菰㎜
に
お
け
る

「…得
」
の
特

質
に
つ
い
て
L
東
北
大
學
丈
學
部
研
究
年
報
第
ご
號
)

か
く

「
得
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
上
述
の

「
這
漢
を
得
る
」
と
い
ふ
表
現
は
、

『
左
傅
』

の
解
繹
に
見
ら
れ
る
如
き
非
常
に

古
い
用
法
で
あ
る
。
斯
檬
に
古
い
丈
語
膿
の
交
章
に
こ
そ
ふ
さ
は
し
い
表
現
が
、
本
録

の
如
く
多
分
に
口
語
を
ま
じ

へ
た
丈
盤
に
於
て
用

ひ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
こ
の
場
△口
は

「
來
」
を

「
這
漢

の
來
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
動
詞
と
し

て
讃
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
詮
什
籔
待

來
」
の

「
來
」
が
助
字
で
あ
る
場
合
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。



以
上
の
語
法
的
槍
討

に
於
て
、
二
つ
の

「
待
し
は

「
要
」
と
同
じ
意
味
に
讃
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
叉

「
読
什
籔
待
來
」
の

「
來
」
りは
助
字

と
し
て
讃
む

べ
き

こ
と
を
考
察
し
た
。

か
く
語
法
的
な
理
解
の
下
に
、
こ
の
商
量
の
場
を
槍
討
し
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

黄
葉
に
参
す
る
こ
と
醗
に
三
年
、
首
座
に
は
如
法
の
大
器
と
期
待
さ
れ
な
が
ら
、

い
ま
だ
師
の
活
作
略

に
よ
つ
て
も
道
眼
の
明
ら
か
と

な
ら
な
い
彼
は
、
惰
然
と
し
て
黄
彙
の
會
下
を
去
り
行
き
う
そ
の
命
の
ま
ま
に
高
安
灘
頭
の
大
愚
を
訪
ね
た
。
彼
は
新
た
な
師
と
相
見
し

訊
ね
ら
れ
る
ま
ま
に
前
事
を
絵
す
こ
と
な
く
其
陳
し
た
。
聞
く
な
り
、
大
愚
は
頭
か
ら
敬
鳴
り

つ
け
た
。

黄
棄
が
そ
ん
な
に
心
切
に
徹
底
し
て
お
前
を
鍛

へ
て
く
れ
る
の
に
、
な
ん
で
今
さ
ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
ふ
ら

つ
い
て
來
て
、
過
が
あ

る
の
で
す
か
な
ど
と
訊
ね
る
の
か
。

こ
の

一
語
を
き
く
な
り
、
臨
濟
は
眞
個
の
自
己
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
道
を
求
め
に
求
め
て
き
た
彼
の
心
根
に
響
く
痛
烈
な

一
語
で
あ

つ
た
。
か
く
し
て
、
彼
の
眼
前
に
は
廣
大
無
邊
な
世
界
が
開
け
た
の
で
あ
る
◎
、

か
く
、
大
愚
の
下
に
大
悟
し
て
、
再
び
黄
榮
の
大
慈
に
督
え
て
そ

の
會
下
に
戻
つ
た
彼
を
つ
か
ま

へ
て
商
量
怯
績
け
ら
れ
る
。

臨
濟
か
ら
大
愚
と
の
問
答
を
き
く
や
、
黄
奨
は
大
愚
の
饒
舌
を
打
し
て
、
な
ん
と
か
し
て
あ
の
饒
舌
漢
が
來
た
ら
、
こ
つ
ぴ
ど
い

一
棒

を
く
ら
は
さ
う
、
と
い
ふ
。

し
か
し
、
盤
験
に
つ
む
に
禮
験
を
以
て
し
た
臨
濟
は
、
よ
り
大
き
く
輝
者
と
し
て
脆
皮
し
得
た
眞
人
臨
濟
で
あ
つ
た
。
す
か
さ
・ず
、
彼

が
黄
葉

に
切
り
返
し
た
こ
と
ば
は
、
彼
が
や
つ
て
來
た
ら
ぴ
ど
い
め
に
あ
は
せ
て
や
ら
う
と
、
た
つ
た
い
ま
や
る
の
で
は
な
く
、
何
れ
そ

の
機
會
が
到
來
し
た
ら
や
ら
う
と
い
ふ
黄
禦
に
痛
棒
を
與

へ
る
も
の
で
あ
る
。
・即
ち
、
臨
濟
は
黄
奨
の
只
今
の

一
大
事
と
し
な
い
と
こ
ろ

を
鋭
く
き
り
返
し
て
打
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
彼
の
打
し
方
は
、
奮
解
の

「
何
だ
つ
て
、
來
る
の
を
待

つ
な
ん
て
い
ふ
」
と
異
な
り
、
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
も
惰
氣
が
感
ぜ
ら
れ

な

い
の
で
あ
る
。
・即
ち
、
奮
解
に
於
て
は
黄
葉
は

コ
這
漢

の
來
る
L
と
い
ふ
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
言
つ
て
ゐ
る
が
、
身
心
脆
落
し
た
只

㎜臨
濟
録
の
奮
訓
…批
剣

三
九
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〇

今
の
臨
濟
に
と
つ
て
は
、
最
早
や
這
漢
の
來
る
と
か
來
な
い
と
か
い
ふ
こ
と
は
既

に
問
題
に
な
ら
な
い
。
彼
が
鋭
く
き
り
返
し
た
こ
と
ば

の
中
に
は

「
來
る
」
な
ん
て
こ
と
は

一
言
孚
句
も
言

つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
臨
濟
は
黄
葉
の
打
し
方
を
こ
そ
闇
題
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
只
今
の
も
の
と
し
て
盤
験
さ
れ
得
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
の
み
が
大
事
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

既
に
、
も
と
も
と
黄
樂
の
佛
法
な
乃
て
多
子
な
し
ぢ
や
と
言
ぴ
放

つ
た

一
語
に
は
、
天
下
を
脾
睨
す
る
豪
放
な
氣
宇
と
、
た
く
ま
し
い

生
命

の
躍
動
力
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ひ
た
ぶ
る
に
自
己
を
み
つ
め

一
歩

一
歩
脚
下
を
照
顧
し
つ
つ
、
確
實
に
自

己
を
鍛

へ
あ
げ
て
い
く
臨
濟
が
あ
る
。

こ
こ
の
商
量
に
於
て
も
、
そ
の
慈
師
に
封
し
て
す
ら

一
歩
も
譲
ら
す
、
毅

然
と
し
て
自
己
を
主
張

し

て
止
ま
な
い
。
し
か
も
そ
の
主
張
は
、
彼
の
自
内
讃
た
る
盤
験
の
露
呈
そ
の
も
の
で
あ
る
。

又
、
黄
樂
が
大
愚
を
打
す
と
い
ふ
こ
と
を
大
事
と
し
て
ゐ
る
の
に
封
し
て
、
臨
濟
は
既
に
そ
の
念
頭
に
大
愚
な
く
、
た
だ
あ
る
の
は
目

前
嘉
法
歴

々
底
の
自
己
と
こ
れ
に
封
す
黄
禦
の
み
で
あ
り
、
間
髪
を
容
れ
得
ぬ
こ
の
商
量
の
癒
酬
は
、
そ
の
弾
力

性
に
富
ん
だ
語
調
と
共

■

に
、
彼
の
錬
り

に
錬

つ
た
盤
験
を
雄
辮
に
物
語
る
の
で
あ
る
。

爾
虎
の
商
量
の
眞
骨
髄
は
か
く
解
し
て
こ
そ
、
そ
の
間
に
流
れ
る
即
時
帥
鷹
底

の
妙
用
も
看
取
さ
れ
、
偉
大
な

る
眞
人
臨
濟
の
片
影
に

一
歩
近
づ
き
得
る
も

の
と
信
す
る
の
で
あ
る
。
奮
訓
を
も

つ
て
し
て
は
、
那
邊
の
滑
息
は
断
じ
て
窺
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

(
附
記
)

本
文
下
め
敷
字
は
岩
波
丈
庫
本
臨
濟
録

の
頁
敷

、
行
鍬
を
示
す
。

な
ほ
本
稿
を
成
す
際

の
、
京
大
人
丈
科
學
研
究
所

に
於
け
る
、
入
矢
先
生

の
錦
密

な
御
指
導
と
、
李
岡
先
生

の
不
断

の
御
忠
言

K
蜀
し
て
、
重

ね
て
謝
意
を
表
す
。

(
一
九

五
ご
・
七
・
五
)


