
*1香川高等専門学校高松キャンパス一般教育科

*2比治山大学非常勤講師

和文概要

傳江藩『經解入門』譯註稿（二）

坂本具償*1

財木美樹*2

本稿は、「傳江藩『經解入門』譯註稿（一）」（「香川高等専門学校紀要」８、2017）の続稿である。今回は『經解入門』巻三

（「南北經術流派第十四」から「近儒説經得失第十七」）、及び巻四（「經與經相表裏第十八」から「説經必先明家法第二十

七」）までを収める。巻三は経学の流派と師伝を述べ、巻四は読経の方法を述べる。

キーワード

江藩 輶軒語 師伝 読経
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傳
江
藩
『
經
解
入
門
』
譯
註
稿
（
二
）

坂
本
具
償

財
木
美
樹

は
じ
め
に

本
訳
註
稿
は
前
年
度
の
（
一
）
を
受
け
て
、『
經
解
入
門
』
の
巻
三
と
巻
四
を
収
め
る
。
巻
三

は
経
学
の
流
派
と
師
伝
を
述
べ
、
巻
四
は
読
経
の
方
法
を
述
べ
る
。

『
經
解
入
門
』
の
版
本
、
注
釈
書
に
つ
い
て

・『
經
解
入
門
』
八
卷

鴻
寶
齋

一
八
八
八
（
光
緒
十
四
年
）

・『
經
解
入
門
』
八
卷

上
海
書
局

一
八
九
三
（
光
緒
十
九
年
）

・『
經
解
入
門
』
上
下

弘
文
堂
校
刊

一
九
三
〇
・
七
（
昭
和
五
年
）

勘
語
を
附
す

・『
經
解
入
門
』

方
國
瑜
標
點

文
化
學
社

一
九
三
二
・
九

（
一
九
九
六
、
天
津
市
古
籍

書
店
の
影
印
本
あ
り
）

・『
經
解
入
門
』

臺
灣
廣
文
書
局
『
國
學
珍
籍
彙
編
』
所
収

一
九
七
七
・
一
（
中
華
民
國
六

十
六
年
）
弘
文
堂
校
刊
本
の
影
印

・『
經
解
入
門
』

周
春
健
校
注

『
淸
人
經
史
遺
珠
叢
編
』

華
東
師
範
大
學
出
版
社

二
〇

一
〇
・
五

（
追
記
）
締
め
切
り
直
前
に
な
り
、
司
馬
朝
軍
氏
の
『〈
經
解
入
門
〉
整
理
與
研
究
』（
武
漢

大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
・
四
）
が
出
版
さ
れ
、
最
近
日
本
に
も
舶
載
し
て
き
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
た
だ
現
在
ま
だ
入
手
し
て
お
ら
ず
未
見
で
あ
る
の
で
内
容
を
云
々
で
き
な
い
が
、
こ

の
訳
註
が
不
要
と
な
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

『
經
解
入
門
』
各
篇
藍
本
表
（
一
部
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
改
変
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）

【
改
定
版
】

羣
經
縁
始
第
一

羣
經
源
流
第
二

陸
德
明
『
經
典
釋
文
』
序
錄

羣
經
辨
異
第
三

羣
經
辨
僞
第
四

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
七

諸
經
古
文
今
文
第
五

注
家
有
得
有
失
第
六

古
書
疑
例
第
七

兪
樾
『
古
書
疑
義
舉
例
』

古
經
佚
文
第
八

歷
代
經
學
興
廢
第
九

歷
代
石
經
源
流
第
十

歷
代
書
籍
制
度
第
十
一

金
鶚
「
漢
唐
以
來
書
籍
制
度
攷
」（『
詁
經
精
舍
文
集
』
巻

十
一
）

兩
漢
傳
經
諸
儒
第
十
二

『
經
典
釋
文
』
序
錄

兩
漢
通
經
諸
儒
第
十
三

畢
沅
『
通
經
表
』

南
北
經
術
流
派
第
十
四

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」（『
詁
經
精
舍
文
集
』
巻
一
）

漢
宋
門
戸
異
同
第
十
五

國
朝
治
經
諸
儒
第
十
六

張
之
洞
『
書
目
答
問
』
姓
名
略

近
儒
説
經
得
失
第
十
七

江
藩
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』

經
與
經
相
表
裏
第
十
八

經
與
緯
相
表
裏
第
十
九

金
鶚
「
緯
候
不
起
哀
平
辨
」（『
詁
經
精
舍
文
集
』
巻
十
二
）

經
與
子
相
表
裏
第
二
十

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
讀
諸
子
一
、
二
、
通
論
讀
書
六

經
與
史
相
表
裏
第
二
十
一

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
讀
史
二
、
六

説
經
必
先
識
文
字
第
二
十
二

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
二

説
經
必
先
通
訓
詁
第
二
十
三

説
經
必
先
明
叚
借
第
二
十
四

王
引
之
『
經
義
述
聞
』
卷
三
十
二
、
通
説
下
、
經
文
假
借

説
經
必
先
知
音
韻
第
二
十
五

顧
炎
武
「
答
李
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
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張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
三

説
經
必
先
審
句
讀
第
二
十
六

武
億
『
經
讀
考
異
』（『
皇
淸
經
解
』
巻
七
百
二
十
七
、
七

百
二
十
八
）

説
經
必
先
明
家
法
第
二
十
七

字
學
源
流
第
二
十
八

音
韻
源
流
第
二
十
九

古
有
六
書
第
三
十

古
無
四
聲
第
三
十
一

錢
大
昕
「
音
韻
問
荅
」（『
濳
研
堂
文
集
』
卷
十
五
）

有
目
録
之
學
第
三
十
二

有
校
勘
之
學
第
三
十
三

有
訓
詁
之
學
第
三
十
四

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
四
、
五

有
考
據
之
學
第
三
十
五

解
經
不
尚
新
奇
第
三
十
六

解
經
不
可
虛
造
第
三
十
七

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
四

不
可
望
文
生
訓
第
三
十
八

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
四

不
可
妄
詆
古
訓
第
三
十
九

不
可
剽
竊
舊
説
第
四
十

不
可
穿
鑿
無
理
第
四
十
一

不
可
附
會
無
據
第
四
十
二

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
四
、
五

不
可
有
騎
牆
之
見
第
四
十
三

不
可
作
固
執
之
談
第
四
十
四

門
徑
不
可
不
淸
第
四
十
五

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
四

體
例
不
可
不
熟
第
四
十
六

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
四

不
可
增
字
解
經
第
四
十
七

王
引
之
『
經
義
述
聞
』
卷
三
十
二
、
通
説
下
、
増
字
解
經

不
可
妄
改
經
文
第
四
十
八

王
引
之
『
經
義
述
聞
』
卷
三
十
二
、
通
説
下
、
後
人
改
注

疏
釋
文

方
音
異
同
不
可
不
曉
第
四
十
九

阮
元
「
經
義
述
聞
序
」（『
揅
經
室
集
一
集
』
巻
五
）

制
度
沿
革
不
可
不
知
第
五
十

平
日
讀
書
課
程
第
五
十
一

張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
六
、
八
、
九

讀
諸
子
三

通
論
讀
書
三
、
五
、
十
二

科
場
解
經
程
式
第
五
十
二

（
注
）
以
上
、
現
在
す
で
に
典
拠
が
判
明
し
て
い
る
編
の
一
覧
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
考
え
る

に
、『
經
解
入
門
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
先
行
す
る
経
学
に
関
す
る
文
献
（
主
と
し
て

清
朝
）
を
切
り
貼
り
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
典

拠
が
不
明
の
編
も
お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
典
拠
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
、
こ
れ
か
ら
も

鋭
意
調
査
を
続
行
す
る
所
存
で
あ
る
。

凡
例

一
、
本
訳
註
は
江
藩
の
著
と
伝
え
ら
れ
る
『
經
解
入
門
』
に
対
し
て
訳
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
は
巻
三
の
「
南
北
經
術
流
派
第
十
四
」
か
ら
巻
四
の
「
説
經
必
先
明
家
法
第
二
十
七
」
ま

で
を
収
め
る
。

一
、
本
訳
註
は
弘
文
堂
校
刊
本
を
底
本
と
し
、
原
文
と
【
校
記
】【
書
き
下
し
文
】【
註
】【
現
代
語

訳
】
か
ら
成
り
、
適
宜
弘
文
堂
校
刊
の
「
勘
語
」
を
利
用
す
る
。

一
、
原
文
を
改
め
た
場
合
は
、
原
文
の
文
字
は
（

）
で
示
し
、
校
訂
お
よ
び
増
補
し
た
文
字
は

〔

〕
で
示
し
、
そ
の
詳
細
は
【
校
記
】
で
述
べ
る
。

一
、
張
之
洞
『
輶
軒
語
』
を
引
用
敷
衍
し
た
部
分
は
拙
訳
張
之
洞
『
輶
軒
語
』
訳
注
（
一
）
～
（
三
）

（「
香
川
高
等
専
門
学
校
紀
要
」
５
～
７
、2014

～2016

）
を
参
考
と
し
た
。

經
解
入
門
卷
三

甘
泉
江
藩
纂

坂本具償 他：傳江藩『經解入門』譯註稿（二）
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南
北
經
術
流
派
第
十
四

六
朝
經
術
流
派
、
見
於
北
史
儒
林
傳
序
者
甚
詳
。
而
宗
法
所
在
、
孰
得
孰
失
、
學
者
不
可
不
知
。

王
弼
、
名
士
也
、
非
經
師
也
。
杜
預
、
名
將
也
、
亦
非
經
師
。
非
經
師
、
則
學
無
所
授
、
信
心
而

談
、
空
疏
滉
漾
、
游
衍
無
歸
、
撥
棄
舊
詁
、
競
標
新
説
、
何
足
稱
專
門
之
業
。
若
孔
安
國
、
則
眞

經
師
矣
。
使
果
爲
眞
孔
氏
、
雖
康
成
亦
應
俯
首
、
而
無
如
其
僞
也
。
今
習
古
文
、
是
率
天
下
而
僞

也
、
烏
乎
可
。
然
而
揆
其
所
始
、
厥
由
東
晉
。

方
晉
氏
渡
江
而
東
、
修
學
校
、
簡
省
博
士
、
置
周
易
王
氏
、
尚
書
鄭
氏
、
古
文
尚
書
孔
氏
、
毛
詩

鄭
氏
、
周
官
、
禮
記
鄭
氏
、
春
秋
左
傳
杜
氏
服
氏
、
論
語
、
孝
經
鄭
氏
博
士
各
一
人
。
太
常
荀
崧

上
疏
、
請
增
置
鄭
易
、
儀
禮
及
春
秋
公
羊
、
穀
梁
博
士
各
一
人
、
會
王
敦
之
難
、
不
果
行
。
蓋
鄭

易
之
廢
、
實
始
於
此
。
故
張
璠
所
集
二
十
二
家
、
僅
依
向
秀
之
本
、
而
謝
萬
等
各
注
繫
辭
、
以
續

王
弼
之
書
。
玄
風
大
暢
、
古
義
遂
湮
。
陸
澄
貽
王
儉
書
云
、
易
自
商
瞿
之
後
、
雖
有
異
家
之
學
、

同
以
象
數
爲
宗
。
後
乃
有
王
弼
之
説
。
王
濟
云
、
弼
所
誤
者
多
。
何
必
能
頓
廢
前
儒
。
是
鄭
氏
之

不
可
〔
廢
、
王
氏
之
不
可
〕
①
行
、
南
人
固
有
知
之
者
矣
。
猶
幸
河
北
學
者
習
鄭
易
、
故
其
書
至

唐
猶
存
。
陸
氏
釋
文
、
李
氏
集
解
、
閒
述
一
二
。
而
王
注
傳
習
旣
久
、
終
不
能
奪
、
竟
至
失
傳
、

豈
不
深
可
惜
哉
。

然
晉
時
、
鄭
易
雖
廢
、
而
尚
書
猶
兼
習
鄭
孔
、
春
秋
猶
兼
習
服
杜
。
其
後
乃
廢
鄭
服
、
而
專
用
孔

杜
。
釋
文
云
、
江
左
中
興
、
梅
賾
奏
上
孔
傳
、
學
徒
遂
盛
。
後
范
甯
變
爲
今
文
集
注
。
俗
閒
或
取

舜
典
篇
以
續
孔
氏
。
夫
范
甯
固
號
爲
能
遵
守
鄭
學
者
。
而
古
文
孔
傳
則
梅
賾
②
之
徒
僞
撰
者
、
乃

篤
信
不
疑
、
且
爲
之
雧
注
。
是
表
章
孔
傳
、
偏
自
遵
守
鄭
學
者
爲
之
倡
始
、
異
哉
。
而
一
時
趨
（
向
）

〔
尚
〕
③
、
亦
於
此
可
卜
矣
。
然
劉
宋
時
、
鄭
氏
猶
未
廢
絶
。
故
裴
駰
史
記
集
解
、
兼
采
鄭
孔
兩

家
、
無
所
偏
（
立
）〔
主
〕
④
。
釋
文
又
云
、
近
惟
崇
尚
古
文
、
馬
鄭
王
注
遂
廢
。
釋
文
之
作
、

在
於
陳
末
。
而
曰
近
則
崇
孔
廢
鄭
、
實
在
齊
梁
之
後
矣
。

其
春
秋
服
氏
之
廢
、
不
知
始
於
何
時
。
裴
駰
注
史
記
、
引
解
頗
多
、
梁
陳
閒
、
未
有
習
服
氏
春
秋

者
。
李
延
壽
曰
、
晉
世
、
杜
預
注
左
氏
。
預
玄
孫
坦
、
坦
弟
驥
、
於
宋
朝
並
爲
靑
州
刺
史
、
傳
其

家
業
。
故
齊
地
多
習
之
。
是
預
之
子
孫
、
多
貴
顯
。
故
其
學
且
流
入
北
方
、
宜
服
氏
之
不
能
與
爭
。

崔
靈
恩
申
服
難
杜
、
虞
僧
誕
申
杜
難
服
、
莫
能
相
勝
、
而
小
劉
規
杜
過
、
至
三
百
餘
事
、
則
公
論

不
可
誣
也
。
夫
江
左
儒
風
、
淵
源
典
午
、
專
尚
浮
華
、
務
析
名
理
。
其
去
繁
就
簡
、
理
固
宜
然
。

若
謂
經
籍
英
華
盡
在
於
是
、
是
以
漢
學
爲
糟
粕
也
。
蓋
已
隱
隱
開
駕
空
立
説
之
端
矣
。
案
隋
經
籍

志
、
於
易
云
、
梁
陳
、
鄭
玄
王
弼
二
注
、
列
於
國
學
、
齊
代
唯
傳
鄭
義
。
至
隋
、
王
注
盛
行
、
鄭

學
寖
微
、
於
書
云
、
梁
陳
所
講
、
有
孔
鄭
二
家
、
齊
代
唯
傳
鄭
誼
。
至
隋
、
孔
鄭
並
行
、
而
鄭
氏

甚
微
、
於
春
秋
云
、
左
傳
唯
傳
服
誼
。
至
隋
、
杜
氏
盛
行
、
服
誼
寖
微
。
是
梁
陳
閒
、
非
不
言
鄭

學
、
但
甚
微
耳
。
其
謂
左
氏
唯
傳
服
誼
者
、
指
北
朝
也
。
獨
惜
隋
氏
起
北
方
、
混
一
區
夏
、
而
易

書
春
秋
徇
南
人
之
浮
夸
、（
損
）〔
捐
〕
⑤
北
學
之
精
實
、
甚
至
以
姚
方
興
之
舜
典
、
竄
入
孔
傳
、

於
僞
之
中
又
有
僞
焉
。
唐
貞
觀
中
、
奉
詔
撰
五
經
正
誼
、
因
循
不
革
。
案
康
成
聞
服
虔
解
左
傳
、

多
與
己
同
、
遂
以
所
注
畀
之
。
是
服
學
卽
鄭
學
。
行
鄭
服
、
則
學
出
於
一
。
行
王
杜
僞
孔
、
則
學

分
爲
三
。
故
有
兩
經
之
疏
、
同
爲
一
人
所
作
、
而
互
相
矛
盾
、
使
學
者
茫
然
不
知
眞
是
之
歸
。
此

宋
儒
所
以
乘
閒
而
起
也
。

要
之
、
儒
林
之
卓
絶
者
、
南
北
各
有
人
。
以
南
言
之
、
如
雷
次
宗
禮
服
與
康
成
並
稱
、
號
爲
雷
鄭
。

釋
慧
遠
遁
迹
沙
門
、
周
續
之
事
之
作
詩
序
誼
、
獨
得
毛
鄭
微
旨
。
庾
蔚
之
喪
服
要
記
載
在
通
典
、

最
爲
詳
覈
。
何
承
天
禮
論
多
至
三
百
卷
、
而
孔
子
祛
又
續
成
一
百
五
十
卷
。
崔
靈
恩
三
禮
義
宗
、

説
禮
之
總
龜
也
。
其
以
渾
蓋
爲
一
、
在
僧
一
行
前
、
可
謂
卓
識
。
或
謂
其
書
當
於
零
陵
桂
陽
閒
求

之
、
嗜
古
之
士
、
曷
留
意
焉
。
他
若
沈
麟
士
、
沈
峻
、
沈
文
阿
、
太
史
叔
明
、
博
通
五
經
、
非
其

彰
彰
者
乎
。
北
則
劉
獻
之
、
徐
遵
明
蔚
爲
名
儒
。
劉
焯
、
劉
炫
、
後
來
之
秀
。
至
如
釋
論
語
八
寸

策
爲
八
十
宗
、
撰
孝
經
閨
門
章
、
目
爲
古
文
、
雖
有
小
疵
、
無
傷
大
體
。
且
盧
廣
以
北
人
而
光
價

江
南
、
沈
重
以
南
人
而
（
勝
）〔
騰
〕
⑥
芳
河
朔
。
傑
出
之
才
人
、
又
可
以
地
限
哉
。

抑
猶
有
可
憾
者
。
施
讎
梁
邱
之
易
亡
矣
、
孟
京
不
〔
尚
〕
⑦
存
乎
。
歐
陽
夏
侯
之
書
亡
矣
、
馬
融

不
（
尚
）
⑧
尚
存
乎
。
齊
詩
久
亡
、
魯
詩
不
至
江
左
、
不
有
韓
詩
薛
君
章
句
乎
。
左
氏
之
外
、
猶

有
公
羊
穀
梁
、
服
虔
之
外
、
猶
有
賈
逵
、
禮
記
有
盧
氏
、
與
鄭
氏
同
師
。
若
此
之
類
、
南
人
旣
未

暇
及
、
北
學
亦
寂
寂
無
聞
、
徒
守
一
先
生
之
言
、
斤
斤
然
唯
恐
失
之
。
經
術
之
不
逮
魏
晉
、
亦
奚

足
怪
。

誼
疏
之
學
、
自
爲
一
派
、
惟
六
朝
爲
最
盛
。
宋
明
帝
之
周
易
、
雷
肅
之
之
禮
記
、
其
尤
著
者
。
易

則
褚
仲
都
、
書
則
費
甝
、（
三
）〔
二
〕
⑨
劉
、
顧
彪
、
詩
與
春
秋
則
劉
炫
、
禮
則
黄
慶
、
李
孟
悊
、
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禮
記
則
皇
侃
、
熊
安
生
、
賀
瑒
。
凡
所
發
明
、
倶
有
可
觀
。
其
碻
守
一
家
、
不
使
稍
有
出
入
、
亦

古
來
釋
經
之
通
例
、
非
其
蔽
也
。
唯
自
二
劉
熊
安
生
之
外
、
率
皆
南
人
、
故
未
有
爲
鄭
氏
書
易
、

服
氏
春
秋
作
疏
者
。
唐
之
正
義
、
不
能
改
用
鄭
服
、
殆
亦
以
前
無
所
承
、
難
於
倡
造
故
與
。

六
朝
經
學
之
書
、
散
佚
略
盡
、
惟
經
典
釋
文
巋
然
獨
存
。
前
此
止
作
音
。
惟
陸
氏
兼
釋
經
義
。
前

此
止
音
經
。
惟
陸
氏
兼
音
注
。
體
例
獨
別
於
諸
家
、
而
能
集
諸
家
之
成
、
故
爲
不
刊
之
典
。
其
中

周
易
音
義
、
最
爲
精
博
。
雖
以
王
爲
主
、
特
采
子
夏
、
京
房
、
孟
喜
、
馬
、
鄭
、
劉
表
、
荀
爽
、

虞
翻
、
陸
績
、
王
肅
、
董
遇
、
姚
信
、
王
廙
、
干
寶
、
蜀
才
、
黄
頴
、
旁
及
九
家
易
、
張
璠
集
解
、

萃
十
數
家
於
兩
卷
之
中
。
視
李
鼎
祚
、
尤
簡
而
該
。
窺
其
微
意
、
似
嫌
王
注
空
虚
。
故
博
徴
古
訓

以
彌
縫
之
。
餘
如
書
之
馬
融
、
詩
之
韓
嬰
、
亦
存
其
概
。
不
幸
生
於
南
國
、
故
鄭
服
之
學
、
不
得

賴
以
流
傳
。
然
音
訓
之
詳
、
無
逾
於
此
。
非
徐
爰
、
沈
重
、
戚
衮
、
王
元
規
輩
所
可
同
年
而
語
矣
。

皇
侃
論
語
義
疏
、
雖
非
正
經
、
亦
經
解
之
類
。
竊
謂
、
何
晏
本
淸
談
之
祖
、
而
論
語
集
解
獨
能
存

漢
學
之
什
一
、
其
體
例
謹
嚴
、
迥
非
王
弼
易
注
可
比
。
而
皇
氏
乃
取
江
煕
集
解
以
爲
之
疏
。
制
度

名
物
、
略
而
不
講
、
惟
以
淸
言
取
勝
、
似
欲
補
平
叔
所
未
及
者
、
與
所
作
禮
記
疏
大
相
逕
庭
。
祗

以
秘
笈
流
傳
、
罕
而
見
珍
、
故
不
以
空
談
廢
云
。
崔
氏
義
宗
、
王
伯
厚
、
周
草
窗
、
倶
徴
引
及
之
、

則
宋
末
尚
存
。
今
去
宋
世
不
過
四
百
餘
年
。
故
以
爲
不
應
遽
佚
。

兩
漢
傳
業
、
各
有
專
家
。
故
三
史
作
儒
林
傳
、
分
經
敍
述
、
於
授
受
源
流
、
載
之
特
詳
。
魏
晉
以

降
、
稍
渙
散
矣
。
蓋
經
術
旣
不
如
古
、
而
史
才
又
不
逮
前
、
故
記
載
有
所
未
詳
。
要
其
師
友
淵
源
、

初
未
嘗
絶
、
讀
北
史
所
序
、
居
然
有
兩
漢
遺
風
。
勝
國
西
亭
王
孫
著
授
經
圖
、
因
章
氏
考
索
而
加

詳
焉
。
然
止
述
兩
漢
、
不
及
魏
晉
以
降
、
未
爲
賅
備
。
且
南
北
區
分
、
風
尚
不
一
。
苟
非
支
分
派

別
、
兼
綜
條
貫
、
則
承
學
之
士
、
何
繇
考
其
異
同
、
定
其
得
失
耶
。
試
取
朱
氏
之
書
、
次
第
纘
續
、

必
更
有
可
觀
者
。

【
校
記
】

①

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
廢
王
氏
之
不
可
」
の
六
字
を
補
う
。（
以
下
、
文

義
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
異
同
を
挙
げ
る
。
異
体
字
、
忌
字
な
ど
は
特
に
挙
げ
な
い
。
た
と
え

ば
玄
と
元
、
於
と
于
、
誼
と
義
、
案
と
按
、
惟
と
唯
な
ど
。【
註
】
①
参
照
）

②

「
梅
賾
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
は
「
王
肅
」
に
作
る
。

③

「
向
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
尚
」
に
改
め
る
。

④

「
立
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
主
」
に
改
め
る
。

⑤

「
損
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
捐
」
に
改
め
る
。

⑥

「
勝
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
騰
」
に
改
め
る
。

⑦

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
尚
」
字
を
補
う
。

⑧

「
尚
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、
削
除
す
る
。
⑦
の
「
尚
」
字
の
誤
植
か
。

⑨

「
三
」

邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」
に
従
い
、「
二
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

南
北
經
術
流
派
第
十
四
①

六
朝
の
經
術
の
流
派
は
、
北
史
儒
林
傳
序
に
見
ゆ
る
者
甚
だ
詳
ら
か
な
り
。
而
し
て
宗
法
の
在
る

所
、
孰
れ
か
得
孰
れ
か
失
な
る
か
を
、
學
ぶ
者
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
王
弼
は
名
士
な
り
、
經
師

に
非
ざ
る
な
り
。
杜
預
は
名
將
な
り
、
亦
經
師
に
非
ず
。
經
師
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
學
、
授
く
る

所
無
く
、
心
に
信
せ
て
談
じ
、
空
疏
滉
漾
、
游
衍
に
し
て
歸
す
る
無
く
、
舊
詁
を
撥
棄
し
、
競
ひ

ま
か

て
新
説
を
標
す
、
何
ぞ
專
門
の
業
と
稱
す
る
に
足
ら
ん
。
孔
安
國
の
若
き
は
、
則
ち
眞
の
經
師
な

り
。
果
し
て
眞
の
孔
氏
と
爲
さ
し
め
ば
、
康
成
と
雖
も
亦
應
に
首
を
俯
す
べ
き
も
、
而
れ
ど
も
其

の
僞
を
如
と
も
す
る
無
き
な
り
。
今
、
習
へ
る
古
文
は
、
是
れ
天
下
を
率
ひ
て
僞
な
り
、
烏
乎

い
か
ん

あ

あ

可
な
ら
ん
や
。
然
り
而
し
て
其
の
始
む
る
所
を
揆
れ
ば
、
厥
ち
東
晉
に
由
る
。

は
か

す
な
は

晉
氏
、
江
を
渡
り
て
東
す
る
に
方
り
て
、
學
校
を
修
め
、
博
士
を
簡
省
し
、
周
易
は
王
氏
、
尚
書

あ
た

は
鄭
氏
、
古
文
尚
書
は
孔
氏
、
毛
詩
は
鄭
氏
、
周
官
、
禮
記
は
鄭
氏
、
春
秋
左
傳
は
杜
氏
・
服
氏
、

論
語
、
孝
經
は
鄭
氏
の
博
士
、
各
お
の
一
人
を
置
く
。
太
常
の
荀
崧
上
疏
し
て
、
鄭
易
、
儀
禮
及

び
春
秋
公
羊
、
穀
梁
の
博
士
、
各
お
の
一
人
を
增
置
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
も
、
王
敦
の
難
に
會
ひ
て
、

行
は
る
る
を
果
た
さ
ず
②
。
蓋
し
鄭
易
の
廢
は
、
實
に
此
れ
よ
り
始
ま
る
。
故
に
張
璠
集
む
る
所

の
二
十
二
家
は
、
僅
か
に
向
秀
の
本
に
依
り
③
、
謝
萬
等
各
お
の
繫
辭
に
注
し
て
、
以
て
王
弼
の

書
に
續
く
④
。
玄
風
大
い
に
暢
べ
、
古
義
遂
に
湮
む
。
陸
澄
、
王
儉
に
書
を
貽
り
て
、「
易
は
商

の

し
づ

お
く
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瞿
の
後
よ
り
、
異
家
の
學
有
る
と
雖
も
、
同
じ
く
象
數
を
以
て
宗
と
爲
す
。
後
乃
ち
王
弼
の
説
有

り
。
王
濟
、『
弼
は
誤
る
所
の
者
多
し
。
何
ぞ
必
ず
能
く
頓
に
前
儒
を
廢
せ
ん
』
と
云
ふ
」
⑤
と

云
ふ
。
是
れ
鄭
氏
の
廢
す
可
か
ら
ざ
る
、
王
氏
の
行
ふ
可
か
ら
ざ
る
こ
と
、
南
人
固
よ
り
之
を
知

る
者
有
り
。
猶
ほ
幸
ひ
に
し
て
河
北
の
學
者
、
鄭
易
を
習
ふ
が
故
に
、
其
の
書
、
唐
に
至
り
て
猶

ほ
存
す
。
陸
氏
の
釋
文
、
李
氏
の
集
解
、
閒
ま
一
二
を
述
ぶ
。
而
る
に
王
注
傳
習
す
る
こ
と
旣
に

ま

久
し
く
し
て
、
終
に
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
、
竟
に
傳
を
失
す
る
に
至
る
、
豈
に
深
く
惜
し
む
可
か
ら

ざ
る
や
。

然
れ
ど
も
晉
の
時
、
鄭
易
廢
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
尚
書
は
猶
ほ
鄭
・
孔
を
兼
習
し
、
春
秋
は
猶

ほ
服
・
杜
を
兼
習
す
。
其
の
後
乃
ち
鄭
・
服
を
廢
し
て
、
專
ら
孔
・
杜
を
用
ふ
。
釋
文
に
、「
江

左
中
興
し
、
梅
賾
、
孔
傳
を
奏
上
し
、
學
徒
遂
に
盛
ん
な
り
。
後
、
范
甯
變
じ
て
今
文
集
注
を
爲

る
。
俗
閒
或
い
は
舜
典
篇
を
取
り
て
以
て
孔
氏
に
續
く
」
⑥
と
云
ふ
。
夫
れ
范
甯
固
よ
り
號
し
て

能
く
鄭
學
を
遵
守
す
る
者
と
爲
す
。
而
る
に
古
文
孔
傳
は
則
ち
梅
賾
の
徒
の
僞
撰
な
る
者
な
る
も
、

乃
ち
篤
く
信
じ
て
疑
は
ず
、
且
つ
之
が
雧
注
を
爲
る
。
是
れ
孔
傳
を
表
章
す
る
は
、
偏
へ
に
鄭
學

を
遵
守
す
る
者
、
之
が
倡
を
爲
す
よ
り
始
ま
る
、
異
な
る
か
な
。
而
し
て
一
時
の
趨
尚
も
亦
此
に

於
て
卜
す
可
し
。
然
れ
ど
も
劉
宋
の
時
、
鄭
氏
猶
ほ
未
だ
廢
絶
せ
ず
。
故
に
裴
駰
の
史
記
集
解
は
、

鄭
・
孔
兩
家
を
兼
采
し
て
、
偏
へ
に
主
と
す
る
所
無
し
。
釋
文
に
又
、「
近
ご
ろ
惟
だ
古
文
を
崇

尚
し
、
馬
・
鄭
・
王
注
遂
に
廢
す
」
⑦
と
云
ふ
。
釋
文
の
作
は
、
陳
末
に
在
り
。
而
し
て
「
近
」

と
曰
へ
ば
則
ち
孔
を
崇
び
鄭
を
廢
す
る
は
、
實
に
齊
・
梁
の
後
に
在
り
。

其
れ
春
秋
服
氏
の
廢
す
る
は
、
何
れ
の
時
に
始
ま
る
か
を
知
ら
ず
⑧
。
裴
駰
、
史
記
に
注
す
る
に
、

引
解
頗
る
多
き
も
、
梁
・
陳
の
閒
、
未
だ
服
氏
春
秋
を
習
ふ
者
有
ら
ず
。
李
延
壽
、「
晉
の
世
、

杜
預
、
左
氏
に
注
す
。
預
の
玄
孫
坦
、
坦
の
弟
驥
、
宋
朝
に
於
て
並
び
に
靑
州
刺
史
と
爲
り
、
其

の
家
業
を
傳
ふ
。
故
に
齊
の
地
多
く
之
を
習
ふ
」
⑨
と
曰
ふ
。
是
れ
預
の
子
孫
、
貴
顯
多
し
。
故

に
其
の
學
す
ら
且
つ
北
方
に
流
入
す
、
宜
な
る
か
な
服
氏
の
與
に
爭
ふ
能
は
ざ
る
こ
と
。
崔
靈
恩

む
べ

は
服
を
申
べ
杜
を
難
じ
、
虞
僧
誕
は
杜
を
申
べ
服
を
難
ず
る
も
、
能
く
相
勝
つ
莫
く
⑩
、
而
し
て

の

小
劉
、
杜
の
過
ち
を
規
し
て
、
三
百
餘
事
に
至
ら
ば
⑪
、
則
ち
公
論
は
誣
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

た
だ

夫
れ
江
左
の
儒
風
は
、
典
午
⑫
に
淵
源
し
、
專
ら
浮
華
を
尚
び
、
務
め
て
名
理
を
析
す
。
其
れ
繁

を
去
り
簡
に
就
く
は
、
理
固
よ
り
宜
し
く
然
る
べ
し
。
若
し
經
籍
の
英
華
は
盡
く
是
に
在
り
と
謂

へ
ば
、
是
れ
漢
學
を
以
て
糟
粕
と
爲
す
な
り
。
蓋
し
已
に
隱
隱
と
し
て
空
に
駕
し
て
説
を
立
つ
る

の
端
を
開
く
。
案
ず
る
に
、
隋
經
籍
志
は
、
易
に
於
て
、「
梁
・
陳
に
は
、
鄭
玄
・
王
弼
の
二
注
、

國
學
に
列
せ
ら
れ
、
齊
代
に
は
唯
だ
鄭
義
を
傳
ふ
る
の
み
。
隋
に
至
り
て
、
王
注
盛
行
し
、
鄭
學
寖

や
う
や

く
微
な
り
」
⑬
と
云
ひ
、
書
に
於
て
、「
梁
・
陳
講
ず
る
所
に
、
孔
・
鄭
の
二
家
有
り
、
齊
代
に

は
唯
だ
鄭
誼
を
傳
ふ
る
の
み
。
隋
に
至
り
て
、
孔
・
鄭
並
び
行
は
れ
、
鄭
氏
甚
だ
微
な
り
」
⑭
と

云
ひ
、
春
秋
に
於
て
、「
左
傳
は
唯
だ
服
誼
を
傳
ふ
る
の
み
。
隋
に
至
り
て
、
杜
氏
盛
行
し
、
服

誼
寖
く
微
な
り
」
⑮
と
云
ふ
。
是
れ
梁
・
陳
の
閒
に
は
、
鄭
學
を
言
は
ざ
る
に
非
ず
、
但
だ
甚

や
う
や

だ
微
な
る
の
み
。
其
の
「
左
氏
は
唯
だ
服
誼
を
傳
ふ
る
の
み
」
と
謂
ふ
は
、
北
朝
を
指
す
な
り
。

獨
り
隋
氏
は
北
方
に
起
り
、
區
夏
を
混
一
し
て
、
易
・
書
・
春
秋
は
南
人
の
浮
夸
に
徇
ひ
、
北
學

の
精
實
を
捐
て
、
甚
だ
し
き
は
姚
方
興
の
舜
典
を
以
て
孔
傳
に
竄
入
し
⑯
、
僞
の
中
に
於
て
又
僞

す

有
る
に
至
る
を
惜
し
む
。
唐
の
貞
觀
中
、
詔
を
奉
じ
て
五
經
正
誼
を
撰
す
る
も
、
因
循
革
ま
ら

あ
ら
た

ず
。
案
ず
る
に
、
康
成
、
服
虔
の
、
左
傳
を
解
す
る
に
、
多
く
己
と
同
じ
き
を
聞
き
て
、
遂
に
注

す
る
所
を
以
て
之
に
畀
ふ
⑰
。
是
れ
服
學
は
卽
ち
鄭
學
な
り
。
鄭
・
服
を
行
へ
ば
、
則
ち
學
は
一

あ
た

に
出
づ
。
王
・
杜
・
僞
孔
を
行
へ
ば
、
則
ち
學
分
ち
て
三
と
爲
る
。
故
に
兩
經
の
疏
は
同
じ
く
一

人
の
作
り
し
所
と
爲
す
も
、
互
い
に
相
矛
盾
し
、
學
ぶ
者
を
し
て
茫
然
と
し
て
眞
是
の
歸
を
知
ら

ざ
ら
し
む
る
有
り
。
此
れ
宋
儒
の
、
閒
に
乘
じ
て
起
る
所
以
な
り
。

之
を
要
す
る
に
、
儒
林
の
卓
絶
せ
る
者
は
、
南
北
各
お
の
人
有
り
。
南
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
如た

と

へ
ば
、
雷
次
宗
の
禮
服
は
康
成
と
並
び
稱
さ
れ
、
號
し
て
雷
鄭
と
爲
す
。
釋
慧
遠
は
迹
を
沙
門
に

遁
し
⑱
、
周
續
之
、
之
に
事
へ
て
詩
序
誼
を
作
り
、
獨
り
毛
・
鄭
の
微
旨
を
得
た
り
⑲
。
庾
蔚
之

の
喪
服
要
記
は
通
典
に
載
在
し
、
最
も
詳
覈
と
爲
す
。
何
承
天
の
禮
論
は
多
く
三
百
卷
に
至
り
⑳
、

孔
子
祛
は
又
一
百
五
十
卷
を
續
成
す
㉑
。
崔
靈
恩
の
三
禮
義
宗
は
禮
を
説
く
の
總
龜
な
り
㉒
。
其

の
、
渾
蓋
を
以
て
一
と
爲
す
は
、
僧
一
行
の
前
に
在
り
、
卓
識
と
謂
ふ
可
し
。
或
ひ
と
、「
其
の

書
は
當
に
零
陵
・
桂
陽
の
閒
に
於
て
之
を
求
む
べ
し
」
㉓
と
謂
ふ
も
、
古
を
嗜
む
の
士
、
曷
ぞ
意

を
留
め
ん
。
他
若
へ
ば
、
沈
麟
士
、
沈
峻
、
沈
文
阿
、
太
史
叔
明
は
、
博
く
五
經
に
通
じ
、
其
の

た
と

彰
彰
な
る
者
に
非
ず
や
。
北
は
則
ち
劉
獻
之
、
徐
遵
明
、
蔚
と
し
て
名
儒
と
爲
す
。
劉
焯
、
劉
炫
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は
後
來
の
秀
な
り
。
論
語
の
八
寸
策
を
釋
し
て
八
十
宗
と
爲
し
㉔
、
孝
經
閨
門
章
を
撰
し
、
目
し

て
古
文
と
爲
す
㉕
が
如
き
に
至
り
て
は
、
小
疵
有
る
と
雖
も
、
大
體
を
傷
つ
く
る
無
し
。
且
つ
盧

廣
は
北
人
を
以
て
し
て
江
南
に
光
價
し
㉖
、
沈
重
は
南
人
を
以
て
し
て
河
朔
に
騰
芳
す
㉗
。
傑
出

せ
る
才
人
は
、
又
地
を
以
て
限
る
可
け
ん
や
。

抑
そ
も
猶
ほ
憾
む
可
き
者
有
り
。
施
讎
梁
邱
の
易
亡
ぶ
る
も
、
孟
・
京
は
尚
ほ
存
せ
ざ
る
か
。
歐

陽
・
夏
侯
の
書
亡
ぶ
る
も
、
馬
融
尚
ほ
存
せ
ざ
る
か
。
齊
詩
久
し
く
亡
び
、
魯
詩
、
江
左
に
至
ら

ざ
る
も
、
韓
詩
薛
君
章
句
有
ら
ざ
る
か
。
左
氏
の
外
、
猶
ほ
公
羊
穀
梁
有
り
、
服
虔
の
外
、
猶
ほ

賈
逵
有
り
、
禮
記
に
盧
氏
有
り
、
鄭
氏
と
師
を
同
じ
く
す
㉘
。
此
の
若
き
の
類
、
南
人
旣
に
未
だ

及
ぶ
に
暇
あ
ら
ず
、
北
學
も
亦
寂
寂
と
し
て
聞
く
無
く
、

徒

に
一
先
生
の
言
を
守
り
、
斤
斤
然

い
た
づ
ら

と
し
て
唯
だ
之
を
失
ふ
を
恐
る
る
の
み
。
經
術
の
、
魏
・
晉
に
逮
ば
ざ
る
も
、
亦
奚
ぞ
怪
し
む
に

な
ん

足
ら
ん
。

誼
疏
の
學
は
自
ら
一
派
を
爲
し
、
惟
だ
六
朝
を
最
も
盛
ん
な
り
と
爲
す
。
宋
の
明
帝
の
周
易
、
雷

肅
之
の
禮
記
は
、
其
の
尤
も
著
ら
か
な
る
者
な
り
。
易
は
則
ち
褚
仲
都
㉙
、
書
は
則
ち
費
甝
、
二

あ
き

劉
、
顧
彪
㉚
、
詩
と
春
秋
と
は
則
ち
劉
炫
㉛
、
禮
は
則
ち
黄
慶
、
李
孟
悊
㉜
、
禮
記
は
則
ち
皇
侃
、

熊
安
生
、
賀
瑒
㉝
。
凡
そ
發
明
す
る
所
、
倶
に
觀
る
可
き
有
り
。
其
の
、
一
家
を
碻
守
し
、
稍
し

す
こ

も
出
入
有
ら
し
め
ざ
る
も
、
亦
古
來
釋
經
の
通
例
に
し
て
、
其
の
蔽
に
非
ざ
る
な
り
。
唯
だ
二
劉

・
熊
安
生
よ
り
の
外
、
率
ね
皆
南
人
な
る
が
故
に
、
未
だ
鄭
氏
の
書
・
易
、
服
氏
の
春
秋
の
爲

お
ほ
む

に
疏
を
作
る
者
有
ら
ず
。
唐
の
正
義
、
鄭
・
服
を
改
め
用
ふ
る
能
は
ざ
る
は
、
殆
ん
ど
亦
前
に
承

く
る
所
無
く
、
倡
造
に
難
き
を
以
て
の
故
な
る
か
。

六
朝
經
學
の
書
は
、
散
佚
し
て
略
ぼ
盡
き
、
惟
だ
經
典
釋
文
の
み
巋
然
と
し
て
獨
り
存
す
。
此
れ

き

ぜ
ん

よ
り
前
は
止
だ
音
を
作
る
の
み
。
惟
だ
陸
氏
の
み
經
義
を
兼
ね
釋
す
。
此
れ
よ
り
前
は
止
だ
經
に

音
す
る
の
み
。
惟
だ
陸
氏
の
み
兼
ね
て
注
に
音
す
。
體
例
は
獨
り
諸
家
に
別
ち
、
能
く
諸
家
の
成

を
集
む
る
が
故
に
、
不
刊
の
典
と
爲
る
。
其
の
中
の
周
易
音
義
は
最
も
精
博
と
爲
す
。
王
を
以
て

主
と
爲
す
と
雖
も
、
特
に
子
夏
、
京
房
、
孟
喜
、
馬
、
鄭
、
劉
表
、
荀
爽
、
虞
翻
、
陸
績
、
王
肅
、

董
遇
、
姚
信
、
王
廙
、
干
寶
、
蜀
才
、
黄
頴
を
采
り
、
旁
ら
九
家
易
、
張
璠
の
集
解
に
及
び
、
十

數
家
を
兩
卷
の
中
に
萃
む
㉞
。
李
鼎
祚
に
視
べ
て
尤
も
簡
に
し
て
該
は
る
。
其
の
微
意
を
窺
ふ
に
、

あ
つ

く
ら

そ
な

王
注
の
空
虚
を
嫌
ふ
に
似
た
り
。
故
に
博
く
古
訓
を
徴
し
て
以
て
之
を
彌
縫
す
。
餘
、
書
の
馬
融
、

詩
の
韓
嬰
の
如
き
も
、
亦
其
の
概
を
存
す
。
不
幸
に
し
て
南
國
に
生
る
る
が
故
に
、
鄭
・
服
の
學

は
、
賴
り
て
以
て
流
傳
す
る
を
得
ず
。
然
れ
ど
も
音
訓
の
詳
は
此
れ
を
逾
ゆ
る
無
し
。
徐
爰
・
沈

よ

重
・
戚
衮
・
王
元
規
の
輩
は
同
年
に
し
て
語
る
可
き
所
に
非
ず
。

皇
侃
の
論
語
義
疏
㉟
は
正
經
に
非
ず
と
雖
も
、
亦
經
解
の
類
な
り
。
竊
か
に
謂
へ
ら
く
、
何
晏
は

本
淸
談
の
祖
な
る
も
、
論
語
集
解
獨
り
能
く
漢
學
の
什
一
を
存
し
、
其
の
體
例
謹
嚴
に
し
て
、
迥は

る

か
に
王
弼
易
注
の
比
す
可
き
に
非
ず
。
而
し
て
皇
氏
は
乃
ち
江
煕
の
集
解
を
取
り
て
以
て
之
れ
が

疏
を
爲
る
㊱
。
制
度
名
物
は
略
し
て
講
ぜ
ず
、
惟
だ
淸
言
を
以
て
勝
を
取
り
、
平
叔
の
未
だ
及
ば

ざ
る
所
の
者
を
補
は
ん
と
欲
す
る
に
似
て
、
作
る
所
の
禮
記
疏
と
大
い
に
相
逕
庭
す
。
祗
だ
秘
笈

流
傳
し
、
罕
に
し
て
珍
と
せ
ら
る
る
を
以
て
の
故
に
、
空
談
を
以
て
廢
さ
ず
と
云
ふ
。
崔
氏
の
義

宗
、
王
伯
厚
、
周
草
窗
、
倶
に
徴
引
し
て
之
に
及
べ
ば
、
則
ち
宋
末
尚
ほ
存
す
。
今
、
宋
の
世
を

去
る
こ
と
四
百
餘
年
に
過
ぎ
ず
。
故
に
以
て
應
に
遽
か
に
佚
す
べ
か
ら
ず
と
爲
す
。

に
は

兩
漢
の
傳
業
に
は
、
各
お
の
專
家
有
り
。
故
に
三
史
、
儒
林
傳
を
作
り
、
經
を
分
ち
て
敍
述
し
、

授
受
の
源
流
に
於
て
、
之
を
載
す
る
こ
と
特
に
詳
ら
か
な
り
。
魏
・
晉
以
降
、
稍
や
渙
散
な
り
。

蓋
し
經
術
旣
に
古
に
如
か
ず
し
て
、
史
才
も
又
前
に
逮
ば
ざ
る
が
故
に
、
記
載
に
未
だ
詳
ら
か
な

お
よ

ら
ざ
る
所
有
り
。
要
す
る
に
其
の
師
友
の
淵
源
は
、
初
め
未
だ
嘗
て
絶
た
ず
、
北
史
の
序
す
る
所

を
讀
め
ば
、
居
然
と
し
て
兩
漢
の
遺
風
有
り
。
勝
國
西
亭
の
王
孫
著
は
す
授
經
圖
は
、
章
氏
の
考

索
に
因
り
て
詳
を
加
ふ
㊲
。
然
れ
ど
も
止
だ
兩
漢
を
述
ぶ
る
の
み
に
し
て
、
魏
・
晉
以
降
に
及
ば

ず
、
未
だ
賅
備
と
爲
さ
ず
。
且
つ
南
北
區
分
し
、
風
尚
一
な
ら
ず
。
苟
く
も
支
分
派
別
し
て
、
兼

ね
て
條
貫
を
綜
ぶ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
承
學
の
士
、
何
に
繇
り
て
其
の
異
同
を
考
し
、
其
の
得

す

よ

失
を
定
め
ん
や
。
試
み
に
朱
氏
の
書
を
取
り
て
次
第
纘
續
す
れ
ば
、
必
ず
更
に
觀
る
可
き
者
有
り
。

【
註
】

①

本
篇
は
ほ
ぼ
全
文
が
邵
保
初
「
六
朝
經
術
流
派
論
」（『
詁
經
精
舍
文
集
』
巻
一
）
の
引
用
で

あ
る
。（
傍
線
部
は
『
經
解
入
門
』
に
な
い
部
分
、
破
線
部
は
文
が
異
な
る
部
分
。
た
だ
異
体

字
な
ど
は
特
に
挙
げ
な
い
）
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六
朝
經
術
流
派
論

邵
保
初

南
北
朝
經
術
流
派
、
見
於
北
史
儒
林
傳
序
者
甚
詳
。
雖
短
長
互
見
、
而
宗
法
所
在
、
孰
得
孰

失
、
誠
不
可
以
無
辨
。
嘗
試
論
之
。
王
弼
、
名
士
也
、
非
經
師
也
。
杜
預
、
名
將
也
、
亦
非

經
師
也
。
非
經
師
、
則
學
無
所
授
、
信
心
而
談
、
空
疏
滉
漾
、
游
衍
無
歸
、
撥
棄
舊
詁
、
競

標
新
説
、
何
足
稱
顓
門
之
業
。
若
孔
安
國
則
眞
經
師
矣
。
使
果
爲
眞
孔
氏
、
雖
康
成
亦
應
低

首
、
而
無
如
其
僞
也
。
今
習
古
文
尚
書
、
是
率
天
下
而
僞
也
、
烏
乎
可
。
然
而
揆
其
所
始
、

厥
由
東
晉
。
方
晉
氏
之
渡
江
而
東
也
、
修
學
校
、
簡
省
博
士
、
置
周
易
王
氏
、
尚
書
鄭
氏
、

古
文
尚
書
孔
氏
、
毛
詩
鄭
氏
、
周
官
、
禮
記
鄭
氏
、
春
秋
左
傳
杜
氏
服
氏
、
論
語
、
孝
經
鄭

氏
博
士
各
一
人
。
太
常
荀
崧
上
疏
、
請
增
置
鄭
易
、
儀
禮
及
春
秋
公
羊
、
穀
梁
博
士
各
一
人
、

會
王
敦
之
難
、
不
果
行
。
葢
鄭
易
之
廢
、
實
始
于
此
。
故
張
璠
所
集
二
十
二
家
、
僅
依
向
秀

之
本
、
而
謝
萬
等
各
注
繫
辭
、
以
續
王
弼
之
書
。
元
風
大
暢
、
古
義
遂
湮
。
陸
澄
貽
王
儉
書

云
、
易
自
商
瞿
之
後
、
雖
有
異
家
之
學
、
同
以
象
數
爲
宗
。
後
乃
有
王
弼
之
説
、
王
濟
云
、

弼
所
誤
者
多
。
何
必
能
頓
廢
前
儒
。
是
鄭
氏
之
不
可
廢
、
王
氏
之
不
可
行
、
南
人
固
有
知
之

者
矣
。
猶
幸
河
北
學
者
專
習
鄭
易
、
故
其
書
至
唐
猶
存
。
陸
氏
釋
文
、
李
氏
集
解
、
閒
述
一

二
。
而
王
注
傳
習
旣
久
、
終
不
能
奪
、
竟
至
失
傳
、
豈
不
深
可
惜
哉
。
然
晉
時
、
鄭
易
雖
廢
、

而
尚
書
猶
兼
習
鄭
孔
、
春
秋
猶
兼
習
服
杜
、
其
後
乃
廢
鄭
服
、
而
專
用
孔
杜
。
釋
文
云
、
江

左
中
興
、
梅
賾
奏
上
孔
傳
、
學
徒
遂
盛
。
後
范
甯
變
爲
今
文
集
注
。
俗
閒
或
取
舜
典
篇
以
續

孔
氏
。
夫
范
甯
固
號
爲
能
遵
守
鄭
學
者
。
而
古
文
孔
傳
則
王
肅
之
徒
僞
撰
、
以
雖
鄭
氏
者
、

乃
篤
信
不
疑
、
且
爲
之
集
注
、
是
表
章
孔
傳
、
偏
自
遵
守
鄭
學
者
爲
之
倡
始
、
異
哉
。
而
一

時
趨
尚
、
亦
於
此
可
卜
矣
。
然
劉
宋
時
、
鄭
氏
猶
未
廢
絶
、
故
裴
駰
史
記
集
解
、
兼
采
鄭
孔

兩
家
、
無
所
偏
主
。
釋
文
又
云
、
近
惟
崇
尚
古
文
、
馬
鄭
王
注
遂
廢
。
釋
文
之
作
、
在
于
陳

末
。
而
曰
近
則
崇
孔
廢
鄭
、
實
在
齊
梁
之
後
矣
。
其
春
秋
服
氏
之
廢
、
不
知
始
于
何
時
。
裴

駰
注
史
記
、
引
服
解
頗
多
、
梁
陳
閒
、
未
有
習
服
氏
春
秋
者
。
李
延
壽
曰
、
晉
世
、
杜
預
注

左
氏
。
預
元
孫
坦
、
坦
弟
驥
、
于
宋
朝
竝
爲
靑
州
刺
史
、
傳
其
家
業
。
故
齊
地
多
習
之
。
是

預
之
子
孫
、
多
貴
顯
。
故
其
學
且
流
入
北
方
、
宜
服
氏
之
不
能
與
爭
。
崔
靈
恩
申
服
難
杜
、

虞
僧
誕
申
杜
難
服
、
莫
能
相
勝
、
而
小
劉
規
杜
過
、
至
三
百
餘
事
、
則
公
論
不
可
誣
也
。
夫

江
左
儒
風
、
淵
源
典
午
、
專
尚
浮
華
、
務
析
名
理
。
其
去
繁
就
簡
、
理
固
宜
然
。
若
謂
經
籍

英
華
盡
在
于
是
、
是
以
漢
學
爲
糟
粕
也
。
葢
已
隱
隱
開
駕
空
立
説
之
端
矣
。
按
隋
經
籍
志
、

于
易
云
、
梁
陳
、
鄭
元
王
弼
二
注
、
列
于
國
學
、
齊
代
唯
傳
鄭
義
。
至
隋
、
王
注
盛
行
、
鄭

學
浸
微
、
于
書
云
、
梁
陳
所
講
、
有
孔
鄭
二
家
、
齊
代
唯
傳
鄭
義
。
至
隋
、
孔
鄭
竝
行
、
而

鄭
氏
甚
微
、
于
春
秋
云
、
左
氏
唯
傳
服
義
。
至
隋
、
杜
氏
盛
行
、
服
義
浸
微
。
是
梁
陳
閒
、

非
不
言
鄭
學
、
但
甚
微
耳
。
其
謂
左
氏
唯
傳
服
義
者
、
指
北
朝
也
。
獨
惜
隋
氏
起
北
方
、
混

一
區
夏
、
而
易
書
春
秋
徇
南
人
之
浮
夸
、
捐
北
學
之
精
實
、
甚
至
以
姚
方
興
之
舜
典
、
竄
入

孔
傳
、
于
僞
之
中
又
有
僞
焉
。
唐
貞
觀
中
、
奉
詔
撰
五
經
正
義
、
因
循
不
革
。
按
康
成
聞
服

虔
解
左
傳
、
多
與
己
同
、
遂
以
所
注
畀
之
。
是
服
學
卽
鄭
學
。
行
鄭
服
、
則
學
出
于
一
。
行

王
杜
僞
孔
、
則
學
分
爲
三
。
故
有
兩
經
之
疏
、
同
爲
一
人
所
作
、
而
互
相
矛
盾
、
使
學
者
茫

然
不
知
眞
是
之
歸
。
此
宋
儒
所
以
乘
閒
而
起
也
。
要
之
、
儒
林
之
卓
絶
者
、
南
北
各
有
其
人
。

以
南
言
之
、
如
雷
次
宗
禮
服
與
康
成
竝
稱
、
號
爲
雷
鄭
。
釋
慧
遠
遁
跡
沙
門
、
周
續
之
事
之

作
詩
序
義
、
獨
得
毛
鄭
微
旨
。
庾
蔚
之
喪
服
要
記
載
在
通
典
、
最
爲
詳
覈
。
何
承
天
禮
論
多

至
三
百
卷
、
而
何
佟
之
略
上
口
。
孔
子
祛
又
續
成
一
百
五
十
卷
。
崔
靈
恩
三
禮
義
宗
、
説
禮

之
總
龜
也
。
其
以
渾
葢
爲
一
、
在
僧
一
行
前
、
可
謂
卓
識
。
或
謂
其
書
當
于
零
陵
桂
陽
閒
求

之
、
嗜
古
之
士
、
曷
留
意
焉
。
他
若
沈
麟
士
、
沈
峻
、
沈
文
阿
、
太
史
叔
明
、
博
通
五
經
、

非
其
彰
彰
者
乎
。
北
則
劉
獻
之
、
徐
遵
明
蔚
爲
名
儒
。
劉
焯
、
劉
炫
、
後
來
之
秀
。
至
如
釋

論
語
八
寸
策
爲
八
十
宗
、
撰
孝
經
閨
門
章
、
目
爲
古
文
、
雖
有
小
疵
、
無
傷
大
體
。
且
盧
廣

以
北
人
而
光
價
江
南
、
沈
重
以
南
人
而
騰
芳
河
朔
。
傑
出
之
才
、
又
可
以
地
限
哉
。
抑
猶
有

可
憾
者
。
施
讎
梁
邱
之
易
亡
矣
。
孟
京
不
尚
存
乎
。
歐
陽
夏
侯
之
書
亡
矣
。
馬
融
不
尚
存
乎
。

齊
詩
久
亡
、
魯
詩
不
至
江
左
、
不
有
韓
詩
薛
君
章
句
乎
。
左
氏
之
外
、
猶
有
公
羊
穀
梁
。
服

虔
之
外
、
猶
有
賈
逵
。
禮
記
有
盧
氏
、
與
鄭
氏
同
師
。
若
此
之
類
、
南
人
旣
未
暇
及
、
北
學

亦
寂
寂
無
聞
、
徒
守
一
先
生
之
言
、
斤
斤
然
唯
恐
失
之
、
經
術
之
不
逮
魏
晉
、
亦
奚
足
怪
。

義
疏
之
學
、
自
爲
一
派
、
唯
六
朝
爲
最
盛
。
宋
明
帝
之
周
易
、
雷
肅
之
之
禮
記
、
其
尤
著
者
。

易
則
褚
仲
都
、
書
則
費
甝
、
二
劉
、
顧
彪
、
詩
與
春
秋
則
劉
炫
、
禮
則
黄
慶
、
李
孟
悊
、
禮

記
則
皇
侃
、
熊
安
生
、
賀
瑒
。
凡
所
發
明
、
倶
有
可
觀
。
其
確
守
一
家
、
不
使
稍
有
出
入
、

独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校研究紀要 9(2018)

20



亦
古
來
釋
經
之
通
例
、
非
其
蔽
也
。
唯
自
二
劉
熊
安
生
之
外
、
率
皆
南
人
、
故
未
有
爲
鄭
氏

書
易
、
服
氏
春
秋
作
疏
者
。
唐
之
正
義
、
不
能
改
用
鄭
服
、
殆
亦
以
前
無
所
承
、
難
于
倡
造

故
與
。
六
朝
經
學
之
書
、
散
佚
略
盡
、
惟
經
典
釋
文
巋
然
獨
存
。
前
此
止
作
音
。
惟
陸
氏
兼

釋
經
義
。
前
此
止
音
經
。
惟
陸
氏
兼
音
注
、
體
例
獨
別
于
諸
家
、
而
能
集
諸
家
之
成
、
故
爲

不
刊
之
典
。
其
中
周
易
音
義
、
最
爲
精
博
。
雖
以
王
爲
主
、
特
采
子
夏
、
京
房
、
孟
喜
、
馬
、

鄭
、
劉
表
、
荀
爽
、
虞
翻
、
陸
績
、
王
肅
、
董
遇
、
姚
信
、
王
廙
、
干
寶
、
蜀
才
、
黄
穎
、

旁
及
九
家
易
、
張
璠
集
解
、
萃
十
數
家
于
兩
卷
之
中
。
視
李
鼎
祚
尤
簡
而
該
。
窺
其
微
意
、

似
嫌
王
注
空
虚
。
故
博
徴
古
訓
以
彌
縫
之
。
餘
如
書
之
馬
融
、
詩
之
韓
嬰
、
亦
存
其
概
。
不

幸
生
于
南
國
、
故
鄭
服
之
學
、
不
得
賴
以
流
傳
。
然
音
訓
之
詳
、
無
逾
于
此
。
非
徐
爰
、
沈

重
、
戚
衮
、
王
元
規
輩
所
可
同
年
而
語
矣
。
皇
侃
論
語
義
疏
、
雖
非
正
經
、
亦
經
解
之
類
。

竊
謂
、
何
晏
本
淸
談
之
祖
、
而
論
語
集
解
、
獨
能
存
漢
學
之
什
一
、
其
體
例
謹
嚴
、
迥
非
王

弼
易
注
可
比
。
而
皇
氏
乃
取
江
煕
集
解
以
爲
之
疏
。
制
度
名
物
、
略
而
弗
講
、
惟
以
淸
言
取

勝
、
似
欲
補
平
叔
所
未
及
者
、
與
所
作
禮
記
疏
大
相
逕
庭
。
祗
以
秘
笈
流
傳
、
罕
而
見
珍
、

故
不
以
空
談
廢
云
。
崔
氏
義
宗
、
王
伯
厚
、
周
草
牕
、
倶
徴
引
及
之
、
則
宋
末
尚
存
。
今
去

宋
世
、
不
過
四
百
餘
年
。
故
以
爲
不
應
遽
佚
。
兩
漢
傳
業
、
各
有
專
家
。
故
三
史
作
儒
林
傳
、

分
經
敘
述
、
于
授
受
源
流
、
載
之
特
詳
。
魏
晉
以
降
、
稍
渙
散
矣
。
葢
經
術
旣
不
如
古
、
而

史
才
又
不
逮
前
。
故
紀
載
有
所
未
詳
。
要
其
師
友
淵
源
、
初
未
嘗
絶
、
讀
北
史
所
序
、
居
然

有
兩
漢
遺
風
。
勝
國
西
亭
王
孫
著
授
經
圖
、
因
章
氏
考
索
而
加
詳
焉
。
然
止
述
兩
漢
、
不
及

魏
晉
以
降
、
未
爲
賅
備
。
且
南
北
區
分
、
風
尚
不
一
。
苟
非
支
分
派
別
、
兼
綜
條
貫
、
則
承

學
之
士
、
何
繇
考
其
異
同
、
定
其
得
失
耶
。
試
取
朱
氏
之
書
、
次
第
纘
續
、
必
更
有
可
觀
者
。

②

『
晉
書
』
巻
七
十
五
、
荀
崧
列
傳
「
元
帝
踐
阼
、
徴
拜
尚
書
僕
射
、
使
崧
與
刁
協
共
定
中
興

禮
儀
。
…
…
時
方
修
學
校
、
簡
省
博
士
、
置
周
易
王
氏
、
尚
書
鄭
氏
、
古
文
尚
書
孔
氏
、
毛
詩

鄭
氏
、
周
官
禮
記
鄭
氏
、
春
秋
左
傳
杜
氏
服
氏
、
論
語
孝
經
鄭
氏
博
士
各
一
人
、
凡
九
人
、
其

儀
禮
、
公
羊
、
穀
梁
及
鄭
易
皆
省
不
置
。
崧
以
爲
不
可
、
乃
上
疏
曰
、『
…
…
宜
爲
鄭
易
置
博

士
一
人
、
鄭
儀
禮
博
士
一
人
、
春
秋
公
羊
博
士
一
人
、
穀
梁
博
士
一
人
』。
…
…
會
王
敦
之
難
、

不
行
」。

③

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
易
「
張
璠
集
解
十
二
卷
。
安
定
人
、
東
晉
秘
書
郎
參
著
作
。
集
二
十

二
家
解
序
云
、
依
向
秀
本
」。

④

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
易
「
謝
萬
、
韓
伯
、
袁
悦
之
、
桓
玄
、
卞
伯
玉
、
荀
柔
之
、
徐
爰
、

顧
懽
、
明
僧
紹
、
劉
瓛
、
自
謝
萬
以
下
十
人
竝
注
繫
辭
」。

⑤

『
南
齊
書
』
巻
三
十
九
、
陸
澄
傳
「
時
國
學
置
鄭
王
易
、
杜
服
春
秋
、
何
氏
公
羊
、
麋
氏
穀

梁
、
鄭
玄
孝
經
。
澄
謂
尚
書
令
王
儉
曰
、『
孝
經
、
小
學
之
類
、
不
宜
列
在
帝
典
』。
乃
與
儉
書

論
之
曰
、『
易
近
取
諸
身
、
遠
取
諸
物
、
彌
天
地
之
道
、
通
萬
物
之
情
。
自
商
瞿
至
田
何
、
其

閒
五
傳
。
年
未
爲
遠
、
無
訛
雜
之
失
。
秦
所
不
焚
、
無
崩
壞
之
弊
。
雖
有
異
家
之
學
、
同
以
象

數
爲
宗
。
數
百
年
後
乃
有
王
弼
。
王
濟
云
、
弼
所
悟
者
多
、
何
必
能
頓
廢
前
儒
。
…
…
』」。

⑥

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
尚
書
「
江
左
中
興
、
元
帝
時
、
豫
章
内
史
枚
賾
、
奏
上
孔
傳
古
文
尚

書
。
亡
舜
典
一
篇
購
不
能
得
、
乃
取
王
肅
注
堯
典
從
眘
徽
五
典
以
下
、
分
為
舜
典
篇
以
續
之
。

學
徒
遂
盛
。
後
范
甯
變
爲
今
文
集
注
。
俗
閒
或
取
舜
典
篇
以
續
孔
氏
」。

⑦

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
尚
書
「
漢
始
立
歐
陽
尚
書
、
宣
帝
復
立
大
小
夏
侯
博
士
。
平
帝
立
古

文
。
永
嘉
喪
亂
、
衆
家
之
書
竝
滅
亡
、
而
古
文
孔
傳
始
興
、
置
博
士
。
鄭
氏
亦
置
博
士
一
人
。

近
唯
崇
古
文
、
馬
鄭
王
注
遂
廢
。
今
以
孔
氏
爲
正
、
其
舜
典
一
篇
、
仍
用
王
肅
本
」。

⑧

服
虔
の
義
の
廃
退
に
つ
い
て
、『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
に
「
永
平
中
、
能
爲
左
氏

者
、
擢
高
第
爲
講
郞
。
其
後
賈
逵
、
服
虔
並
爲
訓
解
。
至
魏
、
遂
行
於
世
。
晉
時
、
杜
預
又
爲

經
傳
集
解
。
穀
梁
范
甯
注
、
公
羊
何
休
注
、
左
氏
服
虔
、
杜
預
注
、
倶
立
國
學
。
然
公
羊
、
穀

梁
、
但
試
讀
文
、
而
不
能
通
其
義
。
後
學
三
傳
通
講
、
而
左
氏
唯
傳
服
義
。
至
隋
、
杜
氏
盛
行
、

服
義
及
公
羊
、
穀
梁
浸
微
、
今
殆
無
師
説
」
と
あ
る
。

⑨

『
北
史
』
巻
八
十
一
、
儒
林
傳
上
「
晉
世
、
杜
預
注
左
氏
。
預
玄
孫
坦
、
坦
弟
驥
、
於
宋
朝

並
爲
靑
州
刺
史
、
傳
其
家
業
。
故
齊
地
多
習
之
」。

⑩

『
梁
書
』
巻
四
十
八
、
列
傳
第
四
十
二
、
儒
林
傳
「
靈
恩
先
習
左
傳
服
解
、
不
爲
江
東
所
行
、

及
改
説
杜
義
。
毎
文
句
常
申
服
以
難
杜
、
遂
著
左
氏
條
義
以
明
之
。
時
助
教
虞
僧
誕
又
精
杜
學
、

因
作
申
杜
難
服
、
以
答
靈
恩
、
世
並
行
焉
」。

⑪

孔
穎
達
「
春
秋
正
義
序
」「
又
意
在
矜
伐
、
性
好
非
毀
、
規
杜
氏
之
失
凡
一
百
五
十
餘
條
。
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習
杜
義
而
攻
杜
氏
、
猶
蠹
生
於
木
而
還
食
其
木
、
非
其
理
也
」。

⑫

「
典
午
」
は
司
馬
の
隠
語
。『
三
國
志
』
蜀
志
・
譙
周
傳
に
「
周
語
次
、
因
書
版
示
立
曰
、『
典

午
忽
兮
、
月
酉
没
兮
』。
典
午
者
、
謂
司
馬
也
。
月
酉
者
、
謂
八
月
也
。
至
八
月
而
文
王
（
司

馬
昭
）
果
崩
」
と
あ
り
、
晉
の
姓
が
司
馬
氏
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
に
「
典
午
」
で
晉
朝
を

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

⑬

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
梁
陳
、
鄭
玄
王
弼
二
注
、
列
於
國
學
。
齊
代
唯
傳
鄭
義
。

至
隋
、
王
注
盛
行
、
鄭
學
浸
微
、
今
殆
絶
矣
」。

⑭

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
梁
陳
所
講
、
有
孔
鄭
二
家
、
齊
代
唯
傳
鄭
義
。
至
隋
、

孔
鄭
並
行
、
而
鄭
氏
甚
微
」。

⑮

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
左
氏
唯
傳
服
義
。
至
隋
、
杜
氏
盛
行
、
服
義
及
公
羊
、

穀
梁
浸
微
、
今
殆
無
師
説
」。

⑯

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
尚
書
「
齊
明
帝
建
武
中
、
吳
興
姚
方
興
采
馬
王
之
注
、
造
孔
傳
舜
典

一
篇
、
云
於
大

頭
買
得
、
上
之
」。

⑰

『
世
説
新
語
』
上
之
下
、
文
學
第
四
「
鄭
玄
欲
注
春
秋
傳
、
尚
未
成
。
時
行
、
與
服
子
愼
遇
、

宿
客
舍
、
先
未
相
識
。
服
在
外
車
上
、
與
人
説
己
注
傳
意
。
玄
聽
之
良
久
、
多
與
己
同
。
玄
就

車
與
語
曰
、
吾
久
欲
注
、
尚
未
了
。
聽
君
向
言
、
多
與
吾
同
。
今
當
盡
以
所
注
與
君
。
遂
爲
服

氏
注
」。（
鄭
玄
、
春
秋
傳
に
注
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
尚
ほ
未
だ
成
ら
ず
。
時
に
行
き
、
服
子
愼

と
遇
ひ
、
客
舍
に
宿
す
る
も
、
先
に
未
だ
相
識
ら
ず
。
服
、
外
に
在
り
て
車
上
に
て
人
と
己
の

注
傳
の
意
を
説
く
。
玄
之
を
聽
く
こ
と
良
や
久
し
、
己
と
同
じ
き
も
の
多
し
。
玄
車
に
就
き
て

與
に
語
り
て
曰
く
、
吾
久
し
く
注
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
尚
ほ
未
だ
了
ら
ず
。
君
の
向
の
言
を
聽

け
ば
、
吾
と
同
じ
き
も
の
多
し
。
今
當
に
盡
く
注
す
る
所
を
以
て
君
に
與
ふ
。
遂
に
服
氏
注
と

爲
る
）

⑱

釋
慧
遠
は
樓
煩
の
賈
氏
の
子
。
十
三
で
許
洛
に
遊
学
し
、
六
經
を
学
び
、
老
荘
の
学
を
も
っ

と
も
能
く
し
た
。
二
十
一
で
沙
門
釋
道
安
に
従
っ
て
出
家
す
る
。
雷
次
宗
、
宗
炳
、
周
續
之
ら

が
そ
れ
に
従
っ
て
学
を
受
け
た
。（『
蓮
社
高
賢
傳
』）

⑲

『
宋
書
』
巻
九
十
三
、
列
傳
第
五
十
三
、
隱
逸
列
傳
「
周
續
之
、
字
道
祖
、
雁
門
廣
武
人
也
。

…
…
既
而
閑
居
讀
老
易
、
入
廬
山
事
沙
門
釋
慧
遠
」。

『
經
典
釋
文
』
序
錄
「
宋
徴
士
雁
門
周
續
之
字
道
祖
、
乃
雷
次
宗
倶
事
廬
山
惠
遠
法
師
。
豫

章
雷
次
宗
、
字
仲
倫
、
宋
通
直
郞
徴
不
起
。
齊
沛
國
劉
瓛
並
爲
詩
序
義
」。

⑳

『
宋
書
』
巻
六
十
四
、
列
傳
第
二
十
四
、
何
承
天
傳
「
何
承
天
、
東
海
郯
人
也
。
…
…
先
是
、

禮
論
有
八
百
卷
、
承
天
删
減
幷
合
、
以
類
相
從
、
凡
爲
三
百
卷
、
幷
前
傳
、
雜
語
、
纂
文
、
論

並
傳
於
世
」。

㉑

『
梁
書
』
巻
四
十
八
、
列
傳
第
四
十
二
、
儒
林
傳
「
孔
子
祛
會
稽
山
陰
人
。
…
…
子
祛
凡
著

尚
書
義
二
十
卷
、
集
注
尚
書
三
十
卷
、
續
朱
异
集
注
周
易
一
百
卷
、
續
何
承
天
集
禮
論
一
百
五

十
卷
」。

㉒

晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』「
三
禮
義
宗

此
書
在
唐
一
百
五
十
篇
、
今
存
者
一
百
二
十
七
篇
。

凡
兩
戴
王
鄭
異
同
、
皆
援
引
古
誼
、
商
略
其
可
否
、
爲
禮
學
之
最
」。

㉓

「
其
書
當
於
零
陵
桂
陽
閒
求
之
」
は
未
詳
。

㉔

『
北
史
』
巻
八
十
一
、
列
傳
第
六
十
九
、
儒
林
上
「（
徐
）
遵
明
見
鄭
玄
論
語
序
云
書
以
八

寸
策
、
誤
作
八
十
宗
、
因
曲
爲
之
説
。
其
僻
也
皆
如
此
」。、

㉕

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
又
有
古
文
孝
經
、
與
古
文
尚
書
同
出
、
而
長
孫
有
閨
門

一
章
、
其
餘
經
文
、
大
較
相
似
、
篇
簡
缺
解
、
又
有
衍
出
三
章
、
幷
前
合
爲
二
十
二
章
、
孔
安

國
爲
之
傳
。
…
…
至
隋
、
秘
書
監
王
劭
於
京
師
訪
得
孔
傳
、
送
至
河
閒
劉
炫
。
炫
因
序
其
得
喪
、

述
其
議
疏
、
講
于
人
閒
、
漸
聞
朝
廷
、
後
遂
著
令
、
與
鄭
氏
並
立
。
儒
者
諠
諠
、
皆
云
炫
自
作

之
、
非
孔
舊
本
、
而
秘
府
又
先
無
其
書
」。

㉖

『
梁
書
』
巻
四
十
八
、
列
傳
第
四
十
二
、
儒
林
傳
「
盧
廣
、
范
陽
涿
人
、
自
云
晉
司
空
從
事

中
郞
諶
之
後
也
。
…
…
廣
少
明
經
、
有
儒
術
。
…
…
時
北
來
人
儒
學
者
有
崔
靈
恩
、
孫
詳
、
蔣

顯
、
並
聚
徒
講
説
、
而
音
辭
鄙
拙
。
惟
廣
言
論
清
雅
、
不
類
北
人
」。

㉗

『
周
書
』
巻
四
十
五
、
列
傳
第
三
十
七
、
儒
林
傳
「
沈
重
、
字
德
厚
、
呉
興
武
康
人
也
。
…

…
高
祖
以
重
經
明
行
修
、
廼
遣
宣
納
上
士
柳
裘
至
梁
徴
之
。
…
…
保
定
末
、
重
至
于
京
師
。
詔

令
討
論
五
經
、
幷
校
定
鐘
律
。
建
德
末
、
重
自
以
入
朝
既
久
、
旦
年
過
時
制
、
表
請
還
梁
」。

㉘

『
後
漢
書
』
巻
六
十
四
、
列
傳
第
五
十
四
、「
盧
植
、
字
子
幹
、
涿
郡
涿
人
也
。
身
長
八
尺
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二
寸
、
音
聲
如
鍾
。
少
與
鄭
玄
倶
事
馬
融
、
能
通
古
今
學
、
好
研
精
而
不
守
章
句
」。

『
後
漢
書
』
巻
三
十
五
、
列
傳
第
二
十
五
、「
鄭
玄
、
字
康
成
、
北
海
高
密
人
也
。
…
…
以

山
東
無
足
問
者
、
乃
西
入
關
、
因
涿
郡
盧
植
、
事
扶
風
馬
融
」。

㉙

孔
穎
達
「
周
易
正
義
序
」
に
「
其
江
南
義
疏
十
有
餘
家
、
皆
辭
尚
虛
玄
、
多
浮
誕
」
と
あ
り
、

『
隋
書
』
經
籍
志
が
列
挙
す
る
義
疏
に
宋
明
帝
（『
周
易
義
疏
』
十
九
巻
）、
梁
武
帝
（『
周
易

講
疏
』
三
十
五
巻
）、
褚
仲
都
（『
周
易
講
疏
』
十
六
巻
）、
蕭
子
政
（『
周
易
義
疏
』
十
四
巻
）、

張
譏
（『『
周
易
講
疏
』
三
十
巻
）、
周
弘
正
（『
周
易
義
疏
』
十
六
卷
）、
何
妥
（『『
周
易
講
疏
』

三
十
五
巻
）、
劉
瓛
（『
周
易
繫
辭
義
疏
』
二
巻
）
な
ど
が
あ
る
。

㉚

孔
穎
達
「
尚
書
正
義
序
」「
近
至
隋
初
、
始
流
河
朔
。
其
爲
正
義
者
、
蔡
大
寶
巣
猗
、
費
甝
、

顧
彪
、
劉
焯
、
劉
炫
等
、
其
諸
公
旨
趣
多
、
或
因
循
怗
釋
注
、
文
義
皆
淺
略
、
惟
劉
焯
、
劉
炫
、

最
爲
詳
雅
」。

㉛

孔
穎
達
「
毛
詩
正
義
序
」「
其
近
代
爲
義
疏
者
、
有
全
緩
、
何
胤
、
舒
瑗
、
劉
軌
思
、
劉
醜
、

劉
焯
、
劉
炫
等
。
然
焯
炫
並
聰
穎
特
達
文
而
又
儒
擢
秀
幹
於
一
時
聘
絶
轡
於
千
里
固
諸
儒
之
所

揖
讓
日
下
之
無
雙
於
其
所
作
疏
内
特
爲
殊
絶
、
今
奉
勑
删
定
、
故
據
以
爲
本
」。

孔
穎
達
「
春
秋
正
義
序
」「
其
爲
義
疏
者
、
則
有
沈
文
阿
、
蘇
寛
、
劉
炫
。
然
沈
氏
於
義
例

粗
可
、
於
經
傳
極
疎
。
蘇
氏
則
全
不
體
本
文
。
唯
旁
攻
賈
服
、
使
後
之
學
者
鑽
仰
無
成
。
劉
炫

於
數
君
之
内
、
實
爲
翹
楚
」。

㉜

賈
公
彦
「
儀
禮
疏
序
」「
其
爲
章
疏
則
有
二
家
、
信
都
黄
慶
者
齊
之
盛
德
、
李
孟
悊
者
隋
日

碩
儒
。
慶
則
舉
大
略
小
、
經
注
疏
漏
、
猶
登
山
遠
望
而
近
不
知
、
悊
則
舉
小
略
大
、
經
注
稍
周
、

似
入
室
近
觀
而
達
不
察
。
二
家
之
疏
、
互
有
脩
短
」。

㉝

孔
穎
達
「
禮
記
正
義
序
」「
其
爲
義
疏
者
、
南
人
有
則
賀
循
、
賀
瑒
、
庾
蔚
之
、
崔
靈
恩
、

沈
重
、
范
宣
、
皇
甫
侃
等
。
北
人
有
徐
遵
明
、
李
業
興
、
李
寶
鼎
、
侯
聦
、
熊
安
生
等
。
其
見

於
世
者
、
唯
皇
熊
二
家
而
已
」。

㉞

『
經
典
釋
文
』
序
錄
、
易
「
今
以
王
爲
主
、
其
繫
辭
已
下
王
不
注
、
相
承
以
韓
康
伯
注
續
之
、

今
亦
用
韓
本
。
子
夏
易
傳
三
卷
。
孟
喜
章
句
十
卷
。
京
房
章
句
十
二
卷
。
費
直
章
句
四
卷
。
馬

融
傳
十
卷
。
荀
爽
注
十
卷
。
鄭
玄
注
十
卷
。
劉
表
章
句
五
卷
。
宋
衷
注
九
卷
。
虞
翻
注
十
卷
。

陸
績
述
十
三
卷
。
董
遇
章
句
十
二
卷
。
王
肅
注
十
卷
。
王
弼
注
七
卷
。
姚
信
注
十
卷
。
王
廙
注

十
二
卷
。
張
璠
集
解
十
二
卷
。
干
寶
注
十
卷
。
黄
穎
注
十
卷
。
蜀
才
注
十
卷
。
尹
濤
注
六
卷
。

費
元
珪
注
九
卷
。
荀
爽
九
家
集
注
十
卷
」。

㉟

『
論
語
義
疏
』
梁
の
皇
侃
撰
、
皇
侃
の
事
蹟
は
『
梁
書
』
儒
林
傳
に
備
わ
る
。
こ
の
書
は
『
宋

史
』
藝
文
志
、『
中
興
書
目
』、
晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』、
尤
袤
『
遂
初
堂
書
目
』
な
ど
に
は

著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
陳
振
孫
『
直
齋
書
錄
解
題
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
南

宋
の
頃
に
は
中
国
で
は
す
で
に
散
佚
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
日
本
の
足
利
学
校
で
発
見
さ

れ
、
寛
延
三
年
に
根
本
遜
志
の
校
を
へ
て
出
版
さ
れ
た
。
の
ち
こ
の
本
が
中
国
に
逆
輸
入
さ
れ
、

鮑
廷
博
の
『
知
不
足
齋
叢
書
』
に
収
入
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
中
国
で
も
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
一
文
の
作
者
は
ま
だ
こ
の
本
を
見
て
い
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

㊱

皇
侃
「
論
語
義
疏
敍
」「
晉
太
保
河
東
衞
瓘
字
伯
玉
、
晉
中
書
令
蘭
陵
繆
播
字
宣
則
、
晉
廣

陵
太
守
高
平
欒
肇
字
永
初
、
晉
黄
門
郞
潁
川
郭
象
字
子
玄
、
晉
司
徒
濟
陽
蔡
謨
字
道
明
、
晉
江

夏
太
守
陳
國
袁
宏
字
叔
度
、
晉
著
作
郞
濟
陽
江
淳
字
思
俊
、
晉
撫
軍
長
史
蔡
系
字
子
叔
、
晉
中

郞
江
夏
李
充
字
弘
度
、
晉
廷
尉
太
原
孫
綽
字
興
公
、
晉
散
騎
常
侍
陳
留
周
壞
字
道
夷
、
晉
中
書

令
潁
陽
范
甯
字
武
子
、
晉
中
書
令
瑯
琊
王
珉
字
季
瑛
。
右
十
三
家
、
爲
江
煕
字
大
和
所
集
。
侃

今
之
講
、
先
通
何
集
。
若
江
集
中
諸
人
有
可
採
者
、
亦
附
而
申
之
。
其
又
別
有
通
儒
解
釋
、
於

何
集
無
好
者
、
亦
引
取
爲
説
、
以
示
廣
聞
也
」（
晉
の
太
保
河
東
衞
瓘
字
伯
玉
、
晉
の
中
書
令

蘭
陵
繆
播
字
宣
則
、
晉
の
廣
陵
太
守
高
平
欒
肇
字
永
初
、
晉
の
黄
門
郞
潁
川
郭
象
字
子
玄
、
晉

の
司
徒
濟
陽
蔡
謨
字
道
明
、
晉
の
江
夏
太
守
陳
國
袁
宏
字
叔
度
、
晉
の
著
作
郞
濟
陽
江
淳
字
思

俊
、
晉
の
撫
軍
長
史
蔡
系
字
子
叔
、
晉
の
中
郞
江
夏
李
充
字
弘
度
、
晉
の
廷
尉
太
原
孫
綽
字
興

公
、
晉
の
散
騎
常
侍
陳
留
周
壞
字
道
夷
、
晉
の
中
書
令
潁
陽
范
甯
字
武
子
、
晉
の
中
書
令
瑯
琊

王
珉
字
季
瑛
。
右
十
三
家
、
江
煕
字
大
和
の
集
む
る
所
と
爲
す
。
侃
の
今
の
講
は
、
先
づ
何
集

に
通
づ
。
若
し
江
集
中
の
諸
人
に
採
る
可
き
者
有
ら
ば
、
亦
附
し
て
之
を
申
ぶ
。
其
の
又
別
に

通
儒
解
釋
有
り
て
、
何
集
に
於
て
好
き
者
無
け
れ
ば
、
亦
引
き
て
取
り
て
説
を
爲
し
、
以
て
廣

聞
を
示
す
な
り
）。

㊲

「
勝
國
西
亭
王
孫
」
は
朱
西
亭
宗
正
、
諱
睦

、
字
灌
甫
で
あ
る
。
西
亭
は
そ
の
号
で
あ
る
。
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『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』「
授
經
圖
二
十
卷
」（
巻
八
十
五
、
史
部
、
目
録
類
一
）
の
項
に
次
の

よ
う
に
い
う
。

明
朱
睦

撰
。
睦

有
易
學
識
疑
、
已
著
錄
。
是
編
所
述
、
經
學
源
流
也
。
案
崇
文
總
目
有

授
經
圖
三
卷
、
敘
易
詩
書
禮
春
秋
三
傳
之
學
、
其
書
不
傳
。
宋
章
俊
卿
山
堂
考
索
嘗
溯
其
宗

派
、
各
爲
之
圖
、
亦
未
能
完
備
、
且
頗
有
舛
譌
。
睦

乃
因
章
氏
舊
圖
而
增
定
之
。
首
敘
授

經
世
系
、
次
諸
儒
列
傳
、
次
諸
儒
著
述
、
歷
代
經
解
名
目
卷
數
。
毎
經
四
卷
、
五
經
共
爲
二

十
卷
。
…
…
其
子
勤

跋
亦
稱
、
秦
燼
之
餘
、
六
經
殘
滅
。
漢
興
、
諸
儒
頗
傳
不
絶
之
緒
、

於
是
專
門
之
學
甚
盛
。
至
東
京
則
授
受
鮮
有
次
第
、
而
經
學
亦
稍
稍
衰
矣
。
故
是
編
所
列
、

多
詳
於
前
漢
。（
明
の
朱
睦

撰
。
睦

に
易
學
識
疑
有
り
、
已
に
著
錄
す
。
是
の
編
の
述

ぶ
る
所
は
、
經
學
の
源
流
な
り
。
案
ず
る
に
崇
文
總
目
に
授
經
圖
三
卷
有
り
、
易
詩
書
禮
春

秋
三
傳
の
學
を
敘
す
る
も
、
其
の
書
傳
は
ら
ず
。
宋
の
章
俊
卿
の
山
堂
考
索
、
嘗
て
其
の
宗

派
を
溯
り
、
各
お
の
之
が
圖
を
爲
る
も
、
亦
未
だ
完
備
す
る
能
は
ず
、
且
つ
頗
る
舛
譌
有
り
。

睦

は
乃
ち
章
氏
の
舊
圖
に
因
り
て
之
を
增
定
す
。
首
に
授
經
世
系
を
敘
し
、
次
に
諸
儒
列

傳
、
次
に
諸
儒
著
述
、
歷
代
經
解
の
名
目
卷
數
。
毎
經
四
卷
、
五
經
共
せ
て
二
十
卷
と
爲
す
。

…
…
其
の
子
勤

跋
に
も
亦
稱
す
、
秦
燼
の
餘
、
六
經
殘
滅
す
。
漢
興
り
、
諸
儒
頗
る
不
絶

の
緒
を
傳
へ
、
是
に
於
て
專
門
の
學
甚
だ
盛
ん
な
り
。
東
京
に
至
り
て
則
ち
授
受
に
次
第
有

る
こ
と
鮮
く
、
經
學
も
亦
稍
稍
衰
へ
り
。
故
に
是
の
編
に
列
す
る
所
は
、
多
く
前
漢
に
詳
ら

か
な
り
）

【
通
釈
】

南
北
経
術
流
派
第
十
四

六
朝
の
経
術
の
流
派
は
『
北
史
』
儒
林
傳
序
に
見
え
る
も
の
が
詳
細
で
あ
る
。
宗
法
の
所
在
、
得

失
を
、
学
ぶ
も
の
は
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
弼
は
名
士
で
あ
る
が
、
経
師
で
は
な
い
。

杜
預
は
名
将
で
あ
る
が
、
や
は
り
経
師
で
は
な
い
。
経
師
で
な
け
れ
ば
学
を
授
け
る
も
の
は
な
く
、

思
っ
た
こ
と
を
好
き
勝
手
に
談
じ
、
空
疏
で
空
虚
、
勝
手
気
ま
ま
で
帰
着
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、

ふ
る
い
訓
詁
を
破
棄
し
、
き
そ
っ
て
新
説
を
標
榜
す
る
、
ど
う
し
て
（
そ
の
よ
う
な
も
の
を
）
専

門
の
業
と
称
す
る
価
値
が
あ
ろ
う
。
孔
安
國
の
よ
う
な
も
の
が
真
の
経
師
で
あ
る
。
も
し
（
現
存

の
『
尚
書
』
が
）
本
物
の
孔
氏
（
の
『
尚
書
』）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
鄭
康
成
で
あ
っ
て

も
頭
を
た
れ
（
て
敬
服
す
）
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
い
か
ん
と
も
し
が
た

こ
う
べ

い
。
今
、
学
習
利
用
す
る
『
古
文
尚
書
』
を
天
下
こ
ぞ
っ
て
偽
作
と
す
る
が
、
あ
あ
ど
う
し
て
そ

れ
で
よ
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
始
ま
り
を
推
測
す
れ
ば
、
東
晉
に
は
じ
ま
る
。

晉
氏
が
長
江
を
渡
っ
て
東
に
む
か
う
〔
東
晉
に
な
る
〕
と
、
学
校
を
修
築
し
、
博
士
を
簡
省
化
し
、

『
周
易
』
は
王
氏
、『
尚
書
』
は
鄭
氏
、『
古
文
尚
書
』
は
孔
氏
、『
毛
詩
』
は
鄭
氏
、『
周
官
』、『
禮

記
』
は
鄭
氏
、『
春
秋
左
傳
』
は
杜
氏
・
服
氏
、『
論
語
』、『
孝
經
』
は
鄭
氏
、
の
博
士
そ
れ
ぞ
れ

一
人
を
置
い
た
。
太
常
の
荀
崧
は
上
疏
し
て
、
鄭
玄
の
『
易
』『
儀
禮
』
お
よ
び
『
春
秋
公
羊
傳
』

『
春
秋
穀
梁
傳
』
の
博
士
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
増
や
す
よ
う
に
要
請
し
た
が
、
王
敦
の
難
に
遭
遇
し

て
実
現
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
お
も
う
に
鄭
玄
の
『
易
』
の
衰
退
は
実
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
張
璠
が
収
集
し
た
二
十
二
家
は
、
わ
づ
か
に
向
秀
の
本
に
依
拠
し
た
だ
け
で

あ
り
、
謝
萬
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
繫
辭
傳
に
注
を
施
し
て
王
弼
の
書
に
続
け
た
。（
そ
の
結
果
）
老
莊

の
学
が
大
い
に
ゆ
き
わ
た
り
、
古
義
が
と
う
と
う
ほ
ろ
ん
で
し
ま
っ
た
。
陸
澄
が
王
儉
に
書
を
お

く
っ
て
、「『
易
』
は
商
瞿
の
後
か
ら
異
家
の
学
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
象
数
を
宗
と
す
る
。
そ
れ

以
後
に
王
弼
の
説
が
あ
る
。
王
濟
は
『
王
弼
に
は
誤
り
が
多
い
。
ど
う
し
て
す
ぐ
に
前
儒
を
全
廃

し
て
よ
い
も
の
か
』
と
い
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
鄭
氏
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
、
王
弼
を
通
行
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
、
南
方
の
人
の
中
に
も
当

然
存
在
し
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
河
北
の
学
者
が
鄭
玄
の
『
易
』
を
習
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の

書
は
唐
に
な
っ
て
も
な
お
存
在
し
、
陸
氏
〔
陸
德
明
〕『
經
典
釋
文
』、
李
氏
〔
李
鼎
祚
〕『
周
易
集

解
』
に
は
ま
ま
そ
の
一
二
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
王
注
が
す
で
に
長
く
伝
習
さ
れ
た
の
で
、

（
鄭
注
は
）
結
局
そ
の
地
位
を
奪
い
返
す
こ
と
が
で
き
ず
、
と
う
と
う
伝
承
を
失
し
て
し
ま
っ
た
、

な
ん
と
残
念
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
晉
の
時
に
鄭
玄
の
『
易
』
は
廃
絶
し
た
が
、『
尚
書
』
は
な
お
鄭
玄
・
孔
安
國
を
兼
習
し
、『
春

秋
』
は
な
お
服
虔
・
杜
預
を
兼
習
し
た
。
そ
の
後
、
鄭
玄
・
服
虔
を
廃
止
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
孔
安

國
・
杜
預
を
用
い
た
。『
經
典
釋
文
』
に
、「
江
左
〔
東
晉
〕
が
中
興
す
る
と
、
梅
賾
が
孔
傳
を
奏
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上
し
、
学
徒
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
後
に
范
寧
が
（
古
文
を
）
書
き
換
え
て
今
文
集
注
を
作
っ
た
。

世
間
で
は
舜
典
篇
を
取
っ
て
孔
氏
に
続
け
た
」
と
い
う
。
そ
も
そ
も
范
寧
は
鄭
学
を
遵
守
し
た
も

の
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
古
文
の
孔
傳
は
梅
賾
の
徒
の
偽
撰
で
あ
る
の
に
、（
范
寧
は
そ
れ
を
）

篤
く
信
じ
て
疑
わ
ず
、
な
お
か
つ
集
注
を
作
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
孔
傳
を
表
章
し
た
の
は
、
鄭
学

を
遵
守
し
て
い
た
も
の
（
范
寧
）
が
倡
導
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
な
ん
と
も
不
思
議
な
こ
と

で
あ
る
。
当
時
の
風
潮
も
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
劉
宋
の
時
に
、
鄭
氏
は

ま
だ
廃
絶
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
裴
駰
の
『
史
記
集
解
』
は
鄭
玄
・
孔
安
國
の
両
家
を
採
用

し
て
、
一
方
だ
け
を
主
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
經
典
釋
文
』
は
さ
ら
に
「
近
ご

ろ
は
古
文
だ
け
を
た
っ
と
び
、
馬
融
・
鄭
玄
・
王
弼
の
注
は
と
う
と
う
廃
絶
し
た
」
と
い
う
。『
經

典
釋
文
』
が
作
成
さ
れ
た
の
は
陳
末
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
近
ご
ろ
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
孔
安

國
を
た
っ
と
び
鄭
玄
を
廃
し
た
の
は
、
実
は
齊
・
梁
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

『
春
秋
』
の
服
氏
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
廃
絶
さ
れ
は
じ
め
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
裴
駰
が
『
史
記
』

に
注
を
施
す
に
あ
た
っ
て
、（
服
氏
の
）
引
用
注
解
は
と
て
も
多
い
が
、
梁
・
陳
の
頃
に
は
も
う

『
服
氏
春
秋
』
を
習
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
李
延
壽
は
「
晉
の
世
に
、
杜
預
が
『
左
氏
』
に
注
を

施
し
た
。
杜
預
の
玄
孫
の
坦
、
坦
の
弟
の
驥
は
、
宋
朝
に
お
い
て
い
ず
れ
も
青
州
刺
史
と
な
り
、

そ
の
家
の
学
業
を
伝
え
た
。
だ
か
ら
齊
の
地
で
こ
れ
を
習
う
も
の
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
杜
預
の
子
孫
は
身
分
が
高
く
て
著
名
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
学
が
北
方
に
流
入

し
た
の
で
あ
り
、
服
氏
が
杜
氏
と
争
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
崔
靈
恩
は
服
虔
を
推
挙
し
て
杜
預
を
非
難
し
、
虞
僧
誕
は
杜
預
を
推
挙
し
て
服
虔
を
非
難
し

た
が
、
ど
ち
ら
も
相
手
を
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
小
劉
〔
劉
炫
〕
が
杜
預
の
誤
り
を
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、（
そ
の
誤
り
が
）
三
百
事
あ
ま
り
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
公
平
な
議
論

は
（
真
実
を
）
欺
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
江
左
の
儒
学
の
風
潮
は
、
源
を
典
午
〔
晉
〕
に
発
し
、
も
っ
ぱ
ら
浮
華
を
た
っ
と
び
、

名
理
の
分
析
に
務
め
た
。
だ
か
ら
繁
雑
を
き
ら
い
簡
略
に
お
も
む
く
の
は
当
然
の
道
理
で
あ
る
。

も
し
経
籍
の
英
華
が
す
べ
て
こ
こ
に
あ
つ
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
漢
学
を
糟
粕

と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
（
こ
の
時
）
す
で
に
ひ
そ
か
に
空
理
に
よ
っ
て
説
を
立
て
る
端

緒
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
案
ず
る
に
、『
隋
書
』
經
籍
志
は
、『
易
』
に
お
い
て
、「
梁
・

陳
で
は
、
鄭
玄
・
王
弼
の
二
注
が
国
学
に
列
せ
ら
れ
、
齊
代
で
は
た
だ
鄭
義
を
伝
え
た
だ
け
で
あ

る
。
隋
に
な
る
と
、
王
注
が
盛
行
し
、
鄭
学
が
ま
す
ま
す
衰
微
し
た
」
と
い
い
、『
書
』
に
お
い

て
、「
梁
・
陳
で
講
習
し
た
も
の
に
孔
・
鄭
の
二
家
が
あ
る
、
齊
代
で
は
た
だ
鄭
義
を
伝
え
た
だ

け
で
あ
る
。
隋
に
な
る
と
孔
・
鄭
が
平
行
し
て
通
行
し
、
鄭
氏
は
は
な
は
だ
衰
微
し
た
」
と
い
い
、

『
春
秋
』
に
お
い
て
、「『
左
傳
』
は
た
だ
服
義
を
伝
え
た
だ
け
で
あ
る
。
隋
に
な
る
と
、
杜
氏
が

盛
行
し
、
服
誼
は
ま
す
ま
す
衰
微
し
た
」
と
い
う
。
こ
れ
は
梁
・
陳
の
間
で
は
鄭
学
を
言
わ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
は
な
は
だ
衰
微
し
た
」
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「『
左
氏
』

は
た
だ
服
義
を
伝
え
た
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
北
朝
を
指
す
。
隋
氏
だ
け
が
北
方
か
ら
興
起

し
て
全
土
を
統
一
し
た
の
に
、『
易
』『
書
』『
春
秋
』
は
南
方
の
人
の
浮
薄
に
し
た
が
い
、
北
学
の

精
実
を
捨
て
去
り
、
は
な
は
だ
し
い
こ
と
に
姚
方
興
の
舜
典
を
孔
傳
に
竄
入
し
た
。
こ
れ
は
偽
の

中
に
さ
ら
に
偽
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
唐
の
貞
觀
中
に
、
詔
を
奉

じ
て
『
五
經
正
誼
』
を
撰
し
た
が
、
そ
の
因
襲
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
案
ず
る
に
、
鄭
康
成
〔
鄭

玄
〕
は
、
服
虔
が
『
左
傳
』
を
注
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
分
と
同
じ
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
聞

い
て
、
自
分
の
注
を
服
虔
に
与
え
た
。
と
い
う
こ
と
は
服
虔
の
学
は
す
な
わ
ち
鄭
玄
の
学
で
あ
る
。

鄭
玄
・
服
虔
を
採
用
す
れ
ば
、
学
は
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
出
た
こ
と
に
な
る
が
、
王
弼
・
杜
預
・
僞

孔
を
採
用
す
れ
ば
、
学
は
三
つ
に
分
裂
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
ふ
た
つ
の
経
の
疏
は
同
じ
く

一
人
〔
孔
穎
達
〕
が
作
っ
た
も
の
な
の
に
、
た
が
い
に
矛
盾
し
、
学
ぶ
者
を
茫
然
と
さ
せ
、
真
実

の
帰
趨
を
わ
か
ら
な
く
さ
せ
た
。
こ
れ
が
宋
儒
が
そ
の
間
隙
に
乗
じ
て
興
起
し
た
理
由
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
儒
林
の
卓
絶
す
る
も
の
は
、
南
北
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
た
。
南
で
言
え
ば
、
た
と
え

ば
、
雷
次
宗
の
禮
服
は
鄭
康
成
と
並
称
さ
れ
、
雷
・
鄭
と
称
さ
れ
た
。
釋
慧
遠
は
足
迹
を
沙
門
に

く
ら
ま
し
、
周
續
之
は
彼
に
師
事
し
て
『
詩
序
誼
』
を
作
り
、
ひ
と
り
だ
け
毛
亨
・
鄭
玄
の
微
旨

を
得
た
。
庾
蔚
之
の
『
喪
服
要
記
』
は
『
通
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
存
在
し
、
も
っ
と
も
詳
細
で
あ

る
。
何
承
天
の
『
禮
論
』
は
三
百
巻
の
多
さ
が
あ
り
、
孔
子
祛
は
さ
ら
に
一
百
五
十
巻
を
続
け
て

完
成
し
た
。
崔
靈
恩
の
『
三
禮
義
宗
』
は
禮
を
解
説
す
る
内
容
が
博
大
と
称
さ
れ
る
書
籍
で
あ
る
。

彼
が
渾
蓋
を
ひ
と
つ
と
し
た
の
は
、
僧
一
行
よ
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
卓
越
し
た
見
識
と
い
っ
て

坂本具償 他：傳江藩『經解入門』譯註稿（二）
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よ
い
。
あ
る
ひ
と
は
「
そ
の
書
は
零
陵
・
桂
陽
の
間
で
探
し
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

が
、
古
を
嗜
む
士
は
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
に
意
を
留
め
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ほ
か
た
と
え

ば
、
沈
麟
士
、
沈
峻
、
沈
文
阿
、
太
史
叔
明
は
、
ひ
ろ
く
五
経
に
通
じ
て
お
り
、
そ
の
著
名
な
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
で
は
劉
獻
之
、
徐
遵
明
が
著
名
な
名
儒
で
あ
る
。
劉
焯
・
劉
炫
は
後

の
世
代
の
秀
才
で
あ
る
。（
徐
遵
明
が
）『
論
語
』
の
八
寸
策
を
八
十
宗
と
解
釈
し
、（
劉
炫
が
）『
孝

經
』
閨
門
章
を
撰
し
て
古
文
と
み
な
し
た
こ
と
な
ど
、
小
さ
な
欠
点
は
あ
る
が
、
根
元
を
傷
つ
け

る
こ
と
は
な
い
。
な
お
か
つ
盧
廣
は
北
方
の
人
で
あ
り
な
が
ら
江
南
に
名
声
を
博
し
、
沈
重
は
南

方
の
人
で
あ
り
な
が
ら
河
朔
に
評
判
を
馳
せ
た
。
傑
出
し
た
才
能
の
あ
る
人
は
出
身
地
で
限
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
な
お
残
念
な
こ
と
が
あ
る
。
施
讎
・
梁
邱
の
『
易
』
は
亡
ん
だ
が
、
孟
喜
・
京
房
の
も
の
は

現
存
し
な
い
の
か
。
歐
陽
・
夏
侯
の
『
書
』
は
亡
ん
だ
が
、
馬
融
の
も
の
は
現
存
し
な
い
の
か
。

『
齊
詩
』
は
早
く
に
亡
び
、『
魯
詩
』
は
江
左
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
が
、『
韓
詩
』
の
薛
君
章
句
は

現
存
し
な
い
の
か
。『
左
氏
』
の
ほ
か
に
『
公
羊
』『
穀
梁
』
が
あ
り
、
服
虔
の
ほ
か
に
賈
逵
が
あ

り
、『
禮
記
』
に
は
鄭
氏
と
師
を
同
じ
く
す
る
盧
氏
〔
盧
植
〕
が
あ
る
（
が
、
現
存
し
な
い
の
か
）。

こ
の
よ
う
な
類
は
、
南
方
の
人
に
は
す
で
に
言
及
す
る
時
間
が
な
く
、
北
方
の
学
も
荒
廃
し
て
伝

え
聞
く
こ
と
は
な
く
、
た
だ
ひ
と
り
の
先
生
の
言
を
守
る
だ
け
で
、
失
う
こ
と
に
恐
々
と
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。（
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
六
朝
の
）
経
術
が
魏
晉
に
お
よ
ば
な
い
の
も
怪
し
む

に
足
り
な
い
。

義
疏
の
学
は
そ
れ
自
身
が
一
派
を
形
成
す
る
が
、
六
朝
で
盛
ん
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
宋
の
明

帝
の
『
周
易
』、
雷
肅
之
の
『
禮
記
』
は
、
そ
の
う
ち
の
と
り
わ
け
著
名
な
も
の
で
あ
る
。『
易
』

は
褚
仲
都
、『
書
』
は
費
甝
、
二
劉
〔
劉
焯
、
劉
炫
〕、
顧
彪
、『
詩
』
と
『
春
秋
』
は
劉
炫
、『
禮
』

は
黄
慶
、
李
孟
悊
、『
禮
記
』
は
皇
侃
、
熊
安
生
、
賀
瑒
。
彼
ら
が
明
ら
か
に
し
た
事
柄
は
い
ず

れ
も
観
る
価
値
が
あ
る
。
彼
ら
が
一
家
を
固
く
守
り
、
す
こ
し
も
（
他
家
に
）
出
入
り
し
な
い
の

も
、
古
来
経
を
解
釈
す
る
通
例
で
あ
っ
て
蔽
害
で
は
な
い
。
た
だ
二
劉
・
熊
安
生
以
外
は
、
お
お

む
ね
南
方
の
人
で
あ
る
の
で
、
鄭
氏
の
『
書
』『
易
』、
服
氏
の
『
春
秋
』
の
た
め
に
疏
を
作
っ
た

も
の
は
い
な
い
。
唐
の
『
五
經
正
義
』
が
改
め
て
鄭
玄
・
服
虔
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
は
、
お
そ
ら
く
前
代
か
ら
継
承
す
る
も
の
が
な
く
、
新
し
く
作
成
す
る
の
が
む
ず
か
し
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
朝
の
経
学
の
書
は
散
佚
し
て
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
た
だ
『
經
典
釋
文
』
だ
け
が
抜
き
ん
出
た

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
は
音
だ
け
し
か
作
ら
な
か
っ
た
が
、
陸
氏
だ
け
が
経
義
を
あ
わ
せ
て

解
釈
し
た
。
こ
れ
よ
り
前
は
経
に
だ
け
し
か
音
を
施
さ
な
か
っ
た
が
、
陸
氏
だ
け
が
注
に
も
音
を

施
し
た
。
体
例
は
諸
家
と
は
異
な
る
が
、
諸
家
の
成
果
を
集
め
た
の
で
、
不
滅
の
典
籍
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
中
の
『
周
易
音
義
』
は
も
っ
と
も
精
密
博
大
で
あ
る
。
王
弼
を
主
と
す
る
が
、

特
に
子
夏
、
京
房
、
孟
喜
、
馬
融
、
鄭
玄
、
劉
表
、
荀
爽
、
虞
翻
、
陸
績
、
王
肅
、
董
遇
、
姚
信
、

王
廙
、
干
寶
、
蜀
才
、
黄
頴
を
採
用
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
『
九
家
易
』、
張
璠
『
集
解
』
に
お
よ

び
、
十
数
家
を
両
巻
の
中
に
あ
つ
め
た
。
李
鼎
祚
に
く
ら
べ
て
と
り
わ
け
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
該

博
で
あ
る
。
そ
の
胸
中
の
気
持
ち
を
推
測
す
る
と
、
王
注
の
空
虚
さ
を
嫌
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
ひ
ろ
く
古
訓
を
収
集
し
て
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
、『
書
』
の
馬
融
、『
詩
』

の
韓
嬰
な
ど
も
そ
の
梗
概
を
存
し
て
い
る
。
た
だ
不
幸
な
こ
と
に
彼
は
南
方
の
国
に
生
れ
た
の
で
、

鄭
玄
・
服
虔
の
学
は
彼
に
よ
っ
て
流
伝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
越
え
る
詳

細
な
音
訓
は
な
い
。
徐
爰
・
沈
重
・
戚
衮
・
王
元
規
の
輩
と
同
列
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
は
正
経
で
は
な
い
が
、
や
は
り
経
解
の
類
で
あ
る
。
ひ
そ
か
に
思
う
に
、

何
晏
は
も
と
も
と
清
談
の
祖
で
あ
り
、『
論
語
集
解
』
だ
け
が
漢
学
の
十
分
の
一
を
存
し
て
お
り
、

そ
の
体
例
は
謹
厳
で
、
王
弼
の
『
易
注
』
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
皇
氏
は
江
煕
の
『
集
解
』

を
利
用
し
て
そ
の
疏
を
作
っ
た
。
制
度
や
名
物
は
省
略
し
て
議
論
せ
ず
、
た
だ
清
談
の
面
で
（
何

晏
に
）
勝
と
う
と
し
、
平
叔
〔
何
晏
〕
の
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
補
お
う
と
し
た
よ
う
で
あ
り
、

彼
が
作
成
し
た
『
禮
記
疏
』
と
大
き
く
懸
け
離
れ
て
い
る
。
た
だ
秘
笈
が
流
伝
し
、
罕
見
で
珍
し

い
の
で
、
空
談
が
多
い
か
ら
と
い
っ
て
全
廃
し
て
は
な
ら
な
い
。
崔
氏
〔
崔
靈
恩
〕
の
『
三
禮
義

宗
』、
王
伯
厚
、
周
草
窗
が
い
ず
れ
も
徴
引
し
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
宋
末
に
は

ま
だ
存
在
し
て
い
た
。
今
は
宋
の
世
か
ら
ま
だ
四
百
年
あ
ま
り
し
か
隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
す

ぐ
に
散
佚
し
た
は
ず
は
な
い
と
思
う
。

両
漢
の
伝
業
に
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
が
あ
る
。
だ
か
ら
三
つ
の
史
書
〔『
史
記
』『
漢
書
』『
三
國
志
』〕
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は
儒
林
傳
を
作
り
、
経
ご
と
に
分
け
て
叙
述
し
、
授
受
の
源
流
に
つ
い
て
特
に
詳
細
に
記
載
す
る

が
、
魏
晉
以
降
、
や
や
散
漫
と
な
っ
た
。
思
う
に
経
術
が
古
に
お
よ
ば
な
い
う
え
に
、
歴
史
の
才

能
も
前
代
に
お
よ
ば
な
い
の
で
、
記
載
が
詳
細
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
そ
の

師
友
の
淵
源
は
、
当
初
は
ま
だ
根
絶
し
て
お
ら
ず
、『
北
史
』
の
記
述
を
読
め
ば
、
依
然
と
し
て

両
漢
の
遺
風
が
存
在
す
る
。
勝
國
西
亭
の
王
孫
〔
朱
睦

〕
が
著
わ
し
た
『
授
經
圖
』
は
章
氏
の

『
山
堂
考
索
』
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
よ
り
詳
細
に
し
て
い
る
。
し
か
し
両
漢
の
こ
と
だ
け
し
か

述
べ
て
お
ら
ず
、
魏
晉
以
降
に
は
お
よ
ば
ず
、
ま
だ
完
備
し
て
い
な
い
。
な
お
か
つ
南
北
の
区
分

や
風
潮
は
異
な
る
。
も
し
細
か
く
分
類
し
流
派
を
区
別
し
、
あ
わ
せ
て
條
貫
を
綜
合
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
承
学
の
士
は
な
に
に
よ
っ
て
そ
の
異
同
を
考
察
し
、
そ
の
得
失
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
試
み
に
朱
氏
の
書
を
利
用
し
て
順
序
だ
て
て
継
続
研
鑽
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
観
る
べ
き

も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

漢
宋
門
戸
異
同
第
十
五

何
謂
漢
學
。
許
鄭
諸
儒
之
學
也
。
何
謂
宋
學
。
程
朱
諸
儒
之
學
也
。
二
學
何
以
異
。
漢
儒
釋
經
、

皆
有
師
法
。
如
鄭
之
箋
詩
、
則
宗
毛
爲
主
。
許
氏
著
説
文
解
字
、
則
博
采
通
人
、
至
於
小
大
、
信

而
有
證
。
卽
其
中
、
今
人
所
視
爲
極
迂
且
曲
之
義
、
亦
必
碻
有
所
受
、
不
同
臆
造
。
宋
儒
不
然
。

凡
事
皆
決
於
理
、
理
有
不
合
、
卽
舍
古
訓
、
而
妄
出
以
己
意
。
如
論
語
正
名
注
、
則
易
名
字
也
之

訓
、
而
指
衞
父
子
之
名
。
子
路
問
聞
斯
行
諸
、
則
易
包
咸
振
窮
救
乏
之
説
、
而
以
言
學
問
。
其
説

禮
制
、
且
有
据
後
世
之
説
釋
三
代
之
書
之
弊
。
此
漢
宋
二
家
之
所
以
異
、
而
經
家
之
所
以
不
取
宋

儒
也
。
至
辨
尚
書
古
文
之
僞
、
發
於
宋
儒
、
實
爲
鉅
功
。
學
者
治
經
宗
漢
儒
、
立
身
宗
宋
儒
、
則

兩
得
矣
。

【
書
き
下
し
】

漢
宋
門
戸
の
異
同
第
十
五

何
を
か
漢
學
と
謂
ふ
。
許
・
鄭
諸
儒
の
學
な
り
。
何
を
か
宋
學
と
謂
ふ
。
程
・
朱
諸
儒
の
學
な
り
。

二
學
何
を
以
て
異
な
る
。
漢
儒
の
釋
經
に
は
皆
師
法
有
り
。
如
へ
ば
、
鄭
の
、
詩
に
箋
す
る
は
、

た
と

則
ち
毛
を
宗
と
す
る
を
主
と
爲
す
①
。
許
氏
、
説
文
解
字
を
著
は
す
は
、
則
ち
博
く
通
人
を
采
り
、

小
大
に
至
り
、
信
に
し
て
證
有
り
②
。
卽
へ
其
の
中
に
、
今
人
視
る
所
極
め
て
迂
且
つ
曲
の
義
と

た
と

爲
す
も
、
亦
必
ず
碻
と
し
て
受
く
る
所
有
り
て
、
臆
造
に
同
じ
か
ら
ず
。
宋
儒
は
然
ら
ず
。
凡
そ

事
皆
理
に
決
し
、
理
合
せ
ざ
る
有
ら
ば
、
卽
ち
古
訓
を
舍
て
て
、
妄
り
に
出
だ
す
に
己
が
意
を
以

て
す
。
如
へ
ば
、
論
語
の
「
名
を
正
さ
ん
か
」
③
の
注
に
は
、
則
ち
「
名
は
字
な
り
」
④
の
訓
を

易
へ
て
、
衞
の
父
子
の
名
を
指
す
と
す
⑤
。「
子
路
、
聞
く
ま
ま
に
斯
れ
行
な
は
ん
や
と
問
ふ
」

⑥
は
、
則
ち
包
咸
の
「
窮
を
振
ひ
乏
を
救
ふ
」
の
説
⑦
を
易
へ
て
、
以
て
問
を
學
ぶ
と
言
ふ
⑧
。

す
く

其
の
、
禮
制
を
説
く
こ
と
す
ら
、
且
つ
後
世
の
説
に
据
り
て
三
代
の
書
を
釋
す
る
の
弊
有
り
。
此

れ
漢
宋
二
家
の
異
な
る
所
以
に
し
て
、
經
家
の
、
宋
儒
を
取
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
尚
書
古
文
の
僞

を
辨
ず
る
は
、
宋
儒
に
發
す
る
に
至
り
て
は
、
實
に
鉅
功
と
爲
す
。
學
ぶ
者
、
經
を
治
む
る
に
は

漢
儒
を
宗
と
し
、
身
と
立
つ
る
に
は
宋
儒
を
宗
と
す
れ
ば
、
則
ち
兩
つ
な
が
ら
得
た
り
。

【
註
】

①

鄭
玄
『
六
藝
論
』「
詩
論
」（『
經
典
釋
文
』
毛
詩
音
義
上
「
鄭
氏
箋
」
引
）「
注
詩
宗
毛
爲
主
。

毛
義
若
隱
略
則
更
表
明
。
如
有
不
同
、
卽
下
己
意
、
使
可
識
別
也
」。

②

許
愼
『
説
文
解
字
』
叙
に
「
今
敍
篆
文
、
合
以
古
籀
、
博
采
通
人
、
至
於
小
大
、
信
而
有
證
」

と
あ
り
、『
説
文
』
に
は
孔
子
、
楚
の
莊
王
、
韓
非
子
な
ど
、
あ
わ
せ
て
二
十
七
人
の
説
を
引

用
し
て
い
る
。

③

『
論
語
』
子
路
第
十
三
「
子
路
曰
、
衛
君
待
子
而
爲
政
。
子
將
奚
先
。
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。

子
路
曰
、
有
是
哉
。
子
之
迂
也
。
奚
其
正
。
子
曰
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如

也
。
名
不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、
則

刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。
故
君
子
、
名
之
必
可
言
也
。
言
之
必
可
行
也
。

君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
」。

④

鄭
玄
注
（『
儀
禮
』
聘
禮
「
不
及
百
名
書
於
方
」
疏
引
）「
正
名
謂
正
書
字
也
。
古
者
曰
名
、

今
世
曰
字
」。
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⑤

朱
熹
『
論
語
集
注
』
子
路
第
十
三
、「
子
曰
、
必
也
正
名
乎
」
注
「
是
時
出
公
不
父
其
父
而

禰
其
祖
。
名
實
紊
矣
。
故
孔
子
以
正
名
爲
先
」。

⑥

『
論
語
』
先
進
第
十
一
、「
子
路
問
聞
斯
行
諸
。
子
曰
、
有
父
兄
在
。
如
之
何
其
聞
斯
行
之
。

冉
有
問
聞
斯
行
諸
。
子
曰
、
聞
斯
行
之
。
公
西
華
曰
、
由
也
問
聞
斯
行
諸
。
子
曰
、
有
父
兄
在
。

求
也
問
聞
斯
行
諸
。
子
曰
、
聞
斯
行
之
。
赤
也
惑
。
敢
問
。
子
曰
、
求
也
退
。
故
進
之
。
由
也

兼
人
。
故
退
之
」。

⑦

何
晏
『
論
語
集
解
』
先
進
第
十
一
、「
包
曰
、
賬
窮
救
乏
之
説
」。

⑧

朱
熹
『
論
語
集
注
』
先
進
第
十
一
、「
張
敬
夫
曰
、
聞
義
固
當
勇
爲
。
然
有
父
兄
在
、
則
有

不
可
得
而
專
者
。
若
不
稟
命
而
行
、
則
反
傷
於
義
矣
。
子
路
有
聞
、
未
之
能
行
。
惟
恐
有
聞
、

則
於
所
當
爲
、
不
患
其
不
能
爲
矣
。
特
患
爲
之
之
意
或
過
、
而
於
所
當
稟
命
者
有
闕
耳
。
若
冉

求
之
資
稟
失
之
弱
、
不
患
其
不
稟
命
也
。
患
其
於
所
當
爲
者
、
逡
巡
畏
縮
、
而
爲
之
不
勇
耳
。

聖
人
一
進
之
、
一
退
之
、
所
以
約
之
於
義
理
之
中
、
而
使
之
無
過
不
及
之
患
也
」。

【
通
釈
】

漢
宋
門
戸
の
異
同
第
十
五

な
に
を
漢
学
と
い
う
の
か
。
許
愼
・
鄭
玄
の
諸
儒
の
学
の
こ
と
で
あ
る
。
な
に
を
宋
学
と
い
う
の

か
。
二
程
〔
程
顥
・
程
頤
〕
や
朱
子
の
諸
儒
の
学
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
学
は
ど
こ
が

異
な
る
の
か
。
漢
儒
の
経
書
の
解
釈
に
は
す
べ
て
師
法
が
あ
る
。
た
と
え
ば
鄭
玄
が
『
詩
』
に
箋

す
る
場
合
は
、
主
と
し
て
毛
亨
を
た
っ
と
ぶ
。
許
氏
が
『
説
文
解
字
』
を
著
わ
す
場
合
は
、
博
識

の
人
を
ひ
ろ
く
採
用
し
、
大
小
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
お
よ
び
、
信
頼
で
き
て
明
証
が
あ
る
。
た
と
え

そ
の
中
に
、
今
の
人
か
ら
み
て
き
わ
め
て
迂
遠
で
な
お
か
つ
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
か
な
ら
ず
は
っ
き
り
と
授
受
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
臆
測
で
造
っ
た
も

の
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
宋
儒
は
さ
に
あ
ら
ず
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
理
に
あ
っ
て
い
る
か
ど

う
か
で
判
断
し
、
理
に
あ
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
古
訓
を
捨
て
て
、
勝
手
に
自
分

の
意
見
を
提
出
す
る
。
た
と
え
ば
『
論
語
』
の
「
名
を
正
さ
ん
か
」
の
注
で
は
、（
鄭
玄
の
）「
名

は
字
な
り
」
の
訓
を
変
更
し
て
、
衞
父
子
の
名
を
指
す
と
す
る
。「
子
路
が
聞
く
ま
ま
に
斯
れ
行

な
は
ん
や
と
問
う
」
と
こ
ろ
で
は
、
包
咸
の
「
窮
を
振
ひ
乏
を
救
ふ
」
の
説
を
変
更
し
て
、
質
問

す
く

の
仕
方
を
学
ん
だ
と
い
う
。
彼
ら
は
禮
制
を
説
く
場
合
で
す
ら
、
後
世
の
説
を
根
拠
と
し
て
三
代

の
書
を
解
釈
す
る
と
い
う
弊
害
が
あ
る
。
こ
れ
が
漢
宋
の
二
家
が
異
な
る
理
由
で
あ
り
、
経
学
家

が
宋
儒
を
採
用
し
な
い
理
由
で
あ
る
。
た
だ
『
尚
書
』
の
古
文
の
偽
を
辨
じ
た
の
が
宋
儒
か
ら
は

じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
実
に
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
学
ぶ
も
の
は
、
経
を
治
め
る
に
は
漢
儒
を

た
っ
と
び
、
身
と
立
て
る
に
は
宋
儒
を
た
っ
と
ぶ
。
こ
う
す
れ
ば
両
方
と
も
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

國
朝
治
經
諸
儒
第
十
六

窮
經
之
士
、
莫
盛
於
我
朝
。
其
專
門
漢
學
、
確
守
師
法
者
、
自
崑
山
顧
氏
、
太
原
閻
氏
、
倡
之
於

前
、
而
諸
儒
繼
之
於
後
。
魏
晉
以
下
、
無
與
匹
焉
。
余
是
以
有
國
朝
漢
學
師
承
記
之
作
。
茲
於
師

承
記
外
、
記
錄
諸
儒
姓
氏
、
俾
學
〔
者
〕
①
易
於
尋
檢
、
而
師
承
記
所
已
見
、
亦
備
錄
焉
。
雖
於

經
無
益
、
要
亦
覩
記
之
一
道
也
。

崑
山
顧
炎
武
、
號
亭
林
、
太
原
閻
若
璩
、
字
百
詩
、
濟
陽
張
爾
岐
、
字
稷
若
、
陳
啓
源
、
字
長
發
、

鄒
平
馬
驌
、
字
宛
斯
、
掖
縣
王
爾
膂
、
字
止
菴
、
蕭
山
毛
奇
齡
、
字
大
可
、
秀
水
朱
彝
尊
、
字
竹

（
坨
）〔
垞
〕
②
、
德
淸
胡
渭
、
字
朏
明
、
秀
水
徐
善
、
字
敬
可
、
武
進
臧
琳
、
字
玉
林
、
玄
孫

鏞
堂
、
字
在
東
、
弟
禮
堂
、
字
和
貴
、
呉
縣
惠
士
奇
、
字
天
牧
、
子
棟
、
字
定
宇
、
秀
水
諸
錦
、

字
襄
七
、
錢
塘
汪
師
韓
、
字
韓
門
、
仁
和
杭
世
駿
、
字
大
宗
、
天
台
齊
召
南
、
字
次
風
、
金
匱
秦

蕙
田
、
諡
文
恭
、
陽
湖
莊
存
與
、
字
方
耕
、
弟
述
祖
、
字
葆
琛
、
孫
綬
甲
、
字
卿
珊
、
長
洲
褚
寅

亮
、
字
搢
升
、
餘
姚
盧
文
弨
、
字
紹
弓
、
呉
縣
江
聲
、
字
艮
庭
、
余
蕭
客
、
字
古
農
、
嘉
定
王
鳴

盛
、
字
鳳
喈
、
錢
大
昕
、
字
曉
徴
、
弟
大
昭
、
字
晦
之
、
大
昭
從
子
塘
、
字
學
淵
、
塘
弟
坫
、
字

獻
之
、
大
興
翁
方
綱
、
號
覃
谿
、
朱
筠
、
號
笥
河
、
獻
縣
紀
昀
、
諡
文
達
、
靑
浦
王
昶
、
字
德
甫
、

會
稽
范
家
相
、
字
蘅
洲
、
仁
和
翟
灝
、
字
晴
江
、
海
寧
周
春
、
字
松
靄
、
秀
水
盛
百
二
、
字
抽
堂
、

鎭
洋
畢
沅
、
字
秋
帆
、
仁
和
孫
志
祖
、
字
頤
谷
、
興
化
任
大
椿
、
字
幼
植
、
曲
阜
孔
繼
涵
、
字
葓

谷
、
孔
廣
森
、
字
顨
軒
、
弟
廣
林
、
字
叢
伯
、
餘
姚
邵
晉
涵
、
字
二
雲
、
歙
縣
金
榜
、
字
輔
之
、
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程
瑤
田
、
字
易
疇
、
休
寧
戴
震
、
字
東
原
、
金
壇
段
玉
裁
、
字
懋
堂
、
績
溪
胡
匡
衷
、
字
樸
齋
、

匡
衷
孫
培
翬
、
字
竹
村
、
胡
秉
虔
、
字
春
喬
、
涇
縣
胡
承
珙
、
字
墨
莊
、
溧
陽
周
炳
中
、
字
燭
齋
、

寶
應
劉
台
拱
、
字
端
臨
、
高
郵
王
念
孫
、
字
石
臞
、
子
引
之
、
字
伯
申
、
宋
緜
初
、
字
守
端
、
李

惇
、
字
孝
臣
、
李
賡
芸
、
字
（
許
）〔
鄦
〕
③
齋
、
歙
縣
（
金
）〔
洪
〕
④
榜
、
字
初
堂
、
榜
弟
梧
、

字
桐
生
、
汪
萊
、
字
孝
嬰
、
凌
廷
堪
、
字
次
仲
、
汪
龍
、
字
蟄
泉
、
興
化
顧
九
苞
、
字
文
子
、
嘉

定
金
（
日
）〔
曰
〕
⑤
追
、
字
璞
園
、
歸
安
丁
杰
、
字
小
雅
、
海
寧
周
廣
業
、
字
耕
崖
、
錢
塘
梁

玉
繩
、
字
曜
北
、
弟
履
繩
、
字
處
素
、
偃
師
武
億
、
字
虚
谷
、
江
都
汪
中
、
字
容
甫
、
子
喜
孫
、

字
孟
慈
、
長
洲
程
際
盛
、
字
煥
若
、
濟
寧
許
鴻
磐
、
字
漸
逵
、
陽
湖
孫
星
衍
、
字
伯
淵
、
洪
亮
吉
、

字
（
穉
）〔
稚
〕
⑥
存
、
儀
徴
許
珩
、
字
楚
生
、
阮
元
、
謚
文
達
、
劉
文
淇
、
字
孟
瞻
、
子
毓
崧
、

字
伯
山
、
曲
阜
桂
馥
、
字
未
谷
、
甘
泉
鍾
褱
、
字
菣
崖
、
焦
循
、
字
里
堂
、
江
陰
趙
曦
明
、
字
敬

夫
、
烏
程
嚴
可
均
、
字
鐵
橋
、
凌
堃
、
字
厚
堂
、
桐
城
馬
宗
（
槤
）〔
璉
〕
⑦
、
字
魯
陳
、
馬
瑞

辰
、
字
〔
…
…
〕
⑧
、
文
登
畢
珣
、
字
九
水
、
歸
安
姚
文
田
、
諡
文
僖
、
棲
霞
郝
懿
行
、
字
蘭
皋
、

武
進
張
惠
言
、
字
皋
文
、
侯
官
陳
壽
祺
、
字
恭
甫
、
子
喬
樅
、
字
（
横
）〔
樸
〕
⑨
園
、
武
威
張

澍
、
字
介
（
白
）〔
侯
〕
⑩
、
歙
縣
朱
珔
、
字
蘭
坡
、
平
湖
周
用
錫
、
字
晉
園
、
李
鍾
泗
、
字
濱

石
、
寶
應
朱
彬
、〔
字
武
曹
〕
⑪
、
劉
玉
麐
、〔
字
又
徐
〕
⑫
、
劉
寶
楠
、〔
字
楚
楨
〕
⑬
、
嘉
興
李

貽
德
、
字
次
白
、
海
鹽
崔
應
榴
、〔
字
秋
谷
〕
⑭
、
陽
湖
劉
逢
祿
、
字
申
受
、
長
洲
宋
翔
鳳
、
字

于
庭
、
陳
奐
、
字
碩
甫
、
呉
縣
沈
欽
韓
、
字
文
起
、
丹
徒
柳
興
宗
、
字
賓
叔
、
海
州
許
桂
林
、
字

月
南
、
仁
和
趙
坦
、
字
寛
夫
、
臨
海
洪
頤
煊
、
字
筠
軒
、
弟
震
煊
、
字
檆
堂
、
金
鶚
、
字
誠
齋
、

宋
世
犖
、
字
确
山
、
太
平
戚
學
標
、
字
鶴
皐
、
江
都
凌
曙
、
字
曉
樓
、
涇
縣
胡
世
琦
、
字
玉
樵
、

黟
縣
兪
正
燮
、
字
理
初
、
長
興
臧
壽
恭
、
字
梅
溪
、
烏
程
周
中
孚
、
字
信
之
、
元
和
李
鋭
、
字
尚

之
、
德
淸
徐
（
春
）〔
養
〕
⑮
源
、〔
號
飴
庵
〕
⑯
、
桐
城
方
觀
旭
、
寶
應
劉
履
恂
、
嘉
定
陳
瑑
、〔
字

小
蓮
〕
⑰
、
嘉
應
李
黼
平
、
字
子
黼
、
嘉
興
李
富
孫
、
字
（
杏
）〔
香
〕
⑱
子
、
馮
登
府
、
字
柳

東
、
嘉
定
鍾
文
（
丞
）〔
烝
〕
⑲
、
字
伯
媺
、
甘
泉
薛
傳
均
、
字
子
韻
、
張
宗
泰
、
字
登
封
、
番

禺
侯
康
、
字
君
謨
、
邵
陽
魏
源
、
字
黙
深
、
遵
義
鄭
珍
、
字
子
尹
、
是
也
。

其
漢
宋
兼
採
、
碻
有
心
得
者
。
餘
姚
黄
宗
羲
、
號
南
雷
、
弟
宗
炎
、
字
晦
木
、
衡
陽
王
夫
之
、
字

船
山
、
桐
城
錢
澄
之
、
字
飮
光
、
徐
璈
、
字
六
襄
、
呉
江
朱
鶴
齡
、
字
長
孺
、
沈
彤
、
字
果
堂
、

陳
景
雲
、
字
少
章
、
張
尚
瑗
、
字
損
持
、
鄞
縣
萬
斯
大
、
字
充
宗
、
弟
斯
同
、
字
季
野
、
斯
大
子

經
、
字
九
沙
、
全
祖
望
、
字
謝
山
、
崑
山
徐
乾
學
、
字
健
菴
、
嘉
定
陸
元
輔
、
字
翼
王
、
秀
水
徐

嘉
炎
、
字
勝
力
、
呉
縣
惠
（
惕
周
）〔
周
惕
〕
⑳
、
字
元
龍
、
士
奇
父
、
大
興
（
王
）〔
黄
〕
㉑
叔

琳
、
字
崑
圃
、
桐
城
方
苞
、
字
望
溪
、
泰
州
陳
厚
燿
、
字
泗
源
、
錢
塘
呉
廷
華
、
字
中
林
、
光
山

胡
煦
、
諡
文
良
、
寶
應
王
懋
竑
、
字
白
田
、
無
錫
顧
棟
高
、
字
震
滄
、
蔡
德
晉
、
字
仁
錫
、
常
熟

陳
祖
范
、
字
亦
韓
、
宜
興
任
啓
運
、
字
釣
臺
、
婺
源
江
永
、
字
愼
修
、
汪
紱
、
字
雙
池
、
通
州
王

坦
、
字
吉
途
、
當
塗
徐
文
靖
、
字
位
山
、
上
元
程
廷
祚
、
字
緜
莊
、
太
康
車
文
、
字
彬
若
、
金
匱

呉
鼐
、
字
岱
巖
、
弟
鼎
、
字
尊
彝
、
仁
和
趙
佑
、
字
鹿
泉
、
常
熟
顧
鎭
、
字
古
湫
、
德
淸
許
宗
彦
、

字
周
生
、
定
海
黄
式
三
、
字
薇
香
、
番
禺
陳
澧
、
字
蘭
甫
、
是
也
。

治
經
學
、
必
先
治
小
學
。
以
上
諸
老
皆
然
。
而
小
學
之
尤
深
者
、
顧
炎
武
、
臧
琳
、〔
臧
〕
㉒
鏞

堂
、
江
永
、
江
聲
、
江
沅
字
子
蘭
、
聲
孫
、
朱
筠
、
翟
灝
、
錢
大
昕
、
錢
坫
、
錢
繹
大
昕
弟
子
、
字
小
廬
、

錢
侗
、
畢
沅
、
謝
啓
昆
、
任
大
椿
、
濟
（
南
）〔
甯
〕
㉓
劉
淇
、
山
陽
張
弨
、
呉
玉
搢
、
呉
江
潘

耒
、
興
化
任
兆
麟
、
安
邑
宋
鑒
、
邵
晉
涵
、
戴
震
、
段
玉
裁
、
仁
和
朱
文
藻
、
呉
頴
芳
、
胡
秉
虔
、

陽
湖
莊
炘
、
王
念
孫
、
王
引
之
、
洪
榜
、
洪
梧
、
程
際
盛
、
龍
溪
李
威
、
諸
曁
葉
敬
、
孫
星
衍
、

阮
元
、
桂
馥
、
洪
亮
吉
、
嚴
可
均
、
呉
縣
鈕
（
玉
樹
）〔
樹
玉
〕
㉔
、
龍
巖
魏
茂
林
、
興
化
顧
鳳

毛
、
歙
縣
程
敦
、
戚
學
標
、
王
煦
、
姚
文
田
、
郝
懿
行
、
胡
世
琦
、
薛
傳
均
、
秀
水
胡
重
、
胡
祥

麟
、
嚴
元
照
、
海
寧
錢
馥
、
陳
瑑
、
鄭
珍
、
鄞
縣
沈
道
寛
、
苗
夔
、
是
也
。

【
校
記
】

①

勘
語
に
従
い
、「
者
」
字
を
補
う
。

②

「
坨
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
垞
」
に
改
め
る
。

③

「
許
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
鄦
」
に
改
め
る
。

④

「
金
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
洪
」
に
改
め
る
。

⑤

「
日
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
曰
」
に
改
め
る
。

⑥

「
穉
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
稚
」
に
改
め
る
。

⑦

「
槤
」

『
淸
史
稿
』
卷
四
百
八
十
八
に
従
い
、「
璉
」
に
改
め
る
。
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⑧

『
書
目
答
問
』
で
は
字
の
部
分
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
。

⑨

「
横
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
樸
」
に
改
め
る
。

⑩

「
白
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
侯
」
に
改
め
る
。

⑪

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
字
武
曹
」
を
補
う
。

⑫

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
字
又
徐
」
を
補
う
。

⑬

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
字
楚
楨
」
を
補
う
。

⑭

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
字
秋
谷
」
を
補
う
。

⑮

「
春
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
養
」
に
改
め
る
。

⑯

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
號
飴
庵
」
を
補
う
。

⑰

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
字
小
蓮
」
を
補
う
。

⑱

「
杏
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
香
」
に
改
め
る
。

⑲

「
丞
」

『
淸
史
稿
』
卷
四
百
八
十
八
に
従
い
。「
烝
」
に
改
め
る
。

⑳

「
惕
周
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
周
惕
」
に
改
め
る
。

㉑

「
王
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
黄
」
に
改
め
る
。

㉒

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
臧
」
字
を
補
う
。

㉓

「
南
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
甯
」
に
改
め
る
。

㉔

「
玉
樹
」

『
書
目
答
問
』
に
従
い
、「
樹
玉
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

國
朝
治
經
諸
儒
第
十
六
①

經
を
窮
む
る
の
士
は
、
我
が
朝
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
し
。
其
の
、
漢
學
を
專
門
に
し
、
師
法
を
確

守
す
る
者
は
、
崑
山
の
顧
氏
、
太
原
の
閻
氏
、
之
を
前
に
倡
し
て
よ
り
、
諸
儒
、
之
を
後
に
繼
ぐ
。

魏
晉
以
下
、
與
に
匹
す
る
無
し
。
余
、
是
を
以
て
國
朝
漢
學
師
承
記
の
作
有
り
。
茲
に
師
承
記
の

外
に
於
て
、
諸
儒
の
姓
氏
を
記
錄
し
、
學
ぶ
者
を
し
て
尋
檢
し
易
く
せ
し
め
、
師
承
記
に
已
に
見

ゆ
る
所
も
亦
備
錄
す
。
經
に
於
て
益
無
し
と
雖
も
、
要
す
る
に
亦
覩
記
の
一
道
な
り
。

崑
山
の
顧
炎
武
、
號
亭
林
、
太
原
の
閻
若
璩
、
字
百
詩
、
濟
陽
の
張
爾
岐
、
字
稷
若
、
陳
啓
源
、

字
長
發
、
鄒
平
の
馬
驌
、
字
宛
斯
、
掖
縣
の
王
爾
膂
、
字
止
菴
、
蕭
山
の
毛
奇
齡
、
字
大
可
、
秀

水
の
朱
彝
尊
、
字
竹
垞
、
德
淸
の
胡
渭
、
字
朏
明
、
秀
水
の
徐
善
、
字
敬
可
、
武
進
の
臧
琳
、
字

玉
林
、
玄
孫
の
鏞
堂
、
字
在
東
、
弟
の
禮
堂
、
字
和
貴
、
呉
縣
の
惠
士
奇
、
字
天
牧
、
子
の
棟
、

字
定
宇
、
秀
水
の
諸
錦
、
字
襄
七
、
錢
塘
の
汪
師
韓
、
字
韓
門
、
仁
和
の
杭
世
駿
、
字
大
宗
、
天

台
の
齊
召
南
、
字
次
風
、
金
匱
の
秦
蕙
田
、
諡
文
恭
、
陽
湖
の
莊
存
與
、
字
方
耕
、
弟
の
述
祖
、

字
葆
琛
、
孫
の
綬
甲
、
字
卿
珊
、
長
洲
の
褚
寅
亮
、
字
搢
升
、
餘
姚
の
盧
文
弨
、
字
紹
弓
、
呉
縣

の
江
聲
、
字
艮
庭
、
余
蕭
客
、
字
古
農
、
嘉
定
の
王
鳴
盛
、
字
鳳
喈
、
錢
大
昕
、
字
曉
徴
、
弟
の

大
昭
、
字
晦
之
、
大
昭
の
從
子
の
塘
、
字
學
淵
、
塘
の
弟
の
坫
、
字
獻
之
、
大
興
の
翁
方
綱
、
號

覃
谿
、
朱
筠
、
號
笥
河
、
獻
縣
の
紀
昀
、
諡
文
達
、
靑
浦
の
王
昶
、
字
德
甫
、
會
稽
の
范
家
相
、

字
蘅
洲
、
仁
和
の
翟
灝
、
字
晴
江
、
海
寧
の
周
春
、
字
松
靄
、
秀
水
の
盛
百
二
、
字
抽
堂
、
鎭
洋

の
畢
沅
、
字
秋
帆
、
仁
和
の
孫
志
祖
、
字
頤
谷
、
興
化
の
任
大
椿
、
字
幼
植
、
曲
阜
の
孔
繼
涵
、

字
葓
谷
、
孔
廣
森
、
字
顨
軒
、
弟
の
廣
林
、
字
叢
伯
、
餘
姚
の
邵
晉
涵
、
字
二
雲
、
歙
縣
の
金
榜
、

字
輔
之
、
程
瑤
田
、
字
易
疇
、
休
寧
の
戴
震
、
字
東
原
、
金
壇
の
段
玉
裁
、
字
懋
堂
、
績
溪
の
胡

匡
衷
、
字
樸
齋
、
匡
衷
の
孫
の
培
翬
、
字
竹
村
、
胡
秉
虔
、
字
春
喬
、
涇
縣
の
胡
承
珙
、
字
墨
莊
、

溧
陽
の
周
炳
中
、
字
燭
齋
、
寶
應
の
劉
台
拱
、
字
端
臨
、
高
郵
の
王
念
孫
、
字
石
臞
、
子
の
引
之
、

字
伯
申
、
宋
緜
初
、
字
守
端
、
李
惇
、
字
孝
臣
、
李
賡
芸
、
字
鄦
齋
、
歙
縣
の
洪
榜
、
字
初
堂
、

榜
の
弟
の
梧
、
字
桐
生
、
汪
萊
、
字
孝
嬰
、
凌
廷
堪
、
字
次
仲
、
汪
龍
、
字
蟄
泉
、
興
化
の
顧
九

苞
、
字
文
子
、
嘉
定
の
金
曰
追
、
字
璞
園
、
歸
安
の
丁
杰
、
字
小
雅
、
海
寧
の
周
廣
業
、
字
耕
崖
、

錢
塘
の
梁
玉
繩
、
字
曜
北
、
弟
の
履
繩
、
字
處
素
、
偃
師
の
武
億
、
字
虚
谷
、
江
都
の
汪
中
、
字

容
甫
、
子
の
喜
孫
、
字
孟
慈
、
長
洲
の
程
際
盛
、
字
煥
若
、
濟
寧
の
許
鴻
磐
、
字
漸
逵
、
陽
湖
の

孫
星
衍
、
字
伯
淵
、
洪
亮
吉
、
字
稚
存
、
儀
徴
の
許
珩
、
字
楚
生
、
阮
元
、
謚
文
達
、
劉
文
淇
、

字
孟
瞻
、
子
の
毓
崧
、
字
伯
山
、
曲
阜
の
桂
馥
、
字
未
谷
、
甘
泉
の
鍾
褱
、
字
菣
崖
、
焦
循
、
字

里
堂
、
江
陰
の
趙
曦
明
、
字
敬
夫
、
烏
程
の
嚴
可
均
、
字
鐵
橋
、
凌
堃
、
字
厚
堂
、
桐
城
の
馬
宗

璉
、
字
魯
陳
、
馬
瑞
辰
、
字
…
…
、
文
登
の
畢
珣
、
字
九
水
、
歸
安
の
姚
文
田
、
諡
文
僖
、
棲
霞

の
郝
懿
行
、
字
蘭
皋
、
武
進
の
張
惠
言
、
字
皋
文
、
侯
官
の
陳
壽
祺
、
字
恭
甫
、
子
の
喬
樅
、
字

樸
園
、
武
威
の
張
澍
、
字
介
侯
、
歙
縣
の
朱
珔
、
字
蘭
坡
、
平
湖
の
周
用
錫
、
字
晉
園
、
李
鍾
泗
、
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字
濱
石
、
寶
應
の
朱
彬
、
字
武
曹
、
劉
玉
麐
、
字
又
徐
、
劉
寶
楠
、
字
楚
楨
、
嘉
興
の
李
貽
德
、

字
次
白
、
海
鹽
の
崔
應
榴
、
字
秋
谷
、
陽
湖
の
劉
逢
祿
、
字
申
受
、
長
洲
の
宋
翔
鳳
、
字
于
庭
、

陳
奐
、
字
碩
甫
、
呉
縣
の
沈
欽
韓
、
字
文
起
、
丹
徒
の
柳
興
宗
、
字
賓
叔
、
海
州
の
許
桂
林
、
字

月
南
、
仁
和
の
趙
坦
、
字
寛
夫
、
臨
海
の
洪
頤
煊
、
字
筠
軒
、
弟
の
震
煊
、
字
檆
堂
、
金
鶚
、
字

誠
齋
、
宋
世
犖
、
字
确
山
、
太
平
の
戚
學
標
、
字
鶴
皐
、
江
都
の
凌
曙
、
字
曉
樓
、
涇
縣
の
胡
世

琦
、
字
玉
樵
、
黟
縣
の
兪
正
燮
、
字
理
初
、
長
興
の
臧
壽
恭
、
字
梅
溪
、
烏
程
の
周
中
孚
、
字
信

之
、
元
和
の
李
鋭
、
字
尚
之
、
德
淸
の
徐
養
源
、
號
飴
庵
、
桐
城
の
方
觀
旭
、
寶
應
の
劉
履
恂
、

嘉
定
の
陳
瑑
、
字
小
蓮
、
嘉
應
の
李
黼
平
、
字
子
黼
、
嘉
興
の
李
富
孫
、
字
香
子
、
馮
登
府
、
字

柳
東
、
嘉
定
の
鍾
文
烝
、
字
伯
媺
、
甘
泉
の
薛
傳
均
、
字
子
韻
、
張
宗
泰
、
字
登
封
、
番
禺
の
侯

康
、
字
君
謨
、
邵
陽
の
魏
源
、
字
黙
深
、
遵
義
の
鄭
珍
、
字
子
尹
、
是
れ
な
り
。

其
の
漢
宋
兼
採
し
、
碻
と
し
て
心
得
有
る
者
②
。
餘
姚
の
黄
宗
羲
、
號
南
雷
、
弟
の
宗
炎
、
字
晦

木
、
衡
陽
の
王
夫
之
、
字
船
山
、
桐
城
の
錢
澄
之
、
字
飮
光
、
徐
璈
、
字
六
襄
、
呉
江
の
朱
鶴
齡
、

字
長
孺
、
沈
彤
、
字
果
堂
、
陳
景
雲
、
字
少
章
、
張
尚
瑗
、
字
損
持
、
鄞
縣
の
萬
斯
大
、
字
充
宗
、

弟
の
斯
同
、
字
季
野
、
斯
大
の
子
の
經
、
字
九
沙
、
全
祖
望
、
字
謝
山
、
崑
山
の
徐
乾
學
、
字
健

菴
、
嘉
定
の
陸
元
輔
、
字
翼
王
、
秀
水
の
徐
嘉
炎
、
字
勝
力
、
呉
縣
の
惠
周
惕
、
字
元
龍
、
士
奇

の
父
、
大
興
の
黄
叔
琳
、
字
崑
圃
、
桐
城
の
方
苞
、
字
望
溪
、
泰
州
の
陳
厚
燿
、
字
泗
源
、
錢
塘

の
呉
廷
華
、
字
中
林
、
光
山
の
胡
煦
、
諡
文
良
、
寶
應
の
王
懋
竑
、
字
白
田
、
無
錫
の
顧
棟
高
、

字
震
滄
、
蔡
德
晉
、
字
仁
錫
、
常
熟
の
陳
祖
范
、
字
亦
韓
、
宜
興
の
任
啓
運
、
字
釣
臺
、
婺
源
の

江
永
、
字
愼
修
、
汪
紱
、
字
雙
池
、
通
州
の
王
坦
、
字
吉
途
、
當
塗
の
徐
文
靖
、
字
位
山
、
上
元

の
程
廷
祚
、
字
緜
莊
、
太
康
の
車
文
、
字
彬
若
、
金
匱
の
呉
鼐
、
字
岱
巖
、
弟
の
鼎
、
字
尊
彝
、

仁
和
の
趙
佑
、
字
鹿
泉
、
常
熟
の
顧
鎭
、
字
古
湫
、
德
淸
の
許
宗
彦
、
字
周
生
、
定
海
の
黄
式
三
、

字
薇
香
、
番
禺
の
陳
澧
、
字
蘭
甫
、
是
れ
な
り
。

經
學
を
治
む
る
に
は
、
必
ず
先
づ
小
學
を
治
む
。
以
上
の
諸
老
皆
然
り
。
而
し
て
小
學
の
尤
も
深

き
者
は
、
顧
炎
武
、
臧
琳
、
臧
鏞
堂
、
江
永
、
江
聲
、
江
沅
字
子
蘭
、
聲
の
孫
、
朱
筠
、
翟
灝
、
錢

大
昕
、
錢
坫
、
錢
繹
大
昕
の
弟
の
子
、
字
小
廬
、
錢
侗
、
畢
沅
、
謝
啓
昆
、
任
大
椿
、
濟
甯
の
劉
淇
、

山
陽
の
張
弨
、
呉
玉
搢
、
呉
江
の
潘
耒
、
興
化
の
任
兆
麟
、
安
邑
の
宋
鑒
、
邵
晉
涵
、
戴
震
、
段

玉
裁
、
仁
和
の
朱
文
藻
、
呉
頴
芳
、
胡
秉
虔
、
陽
湖
の
莊
炘
、
王
念
孫
、
王
引
之
、
洪
榜
、
洪
梧
、

程
際
盛
、
龍
溪
の
李
威
、
諸
曁
葉
敬
、
孫
星
衍
、
阮
元
、
桂
馥
、
洪
亮
吉
、
嚴
可
均
、
呉
縣
の
鈕

樹
玉
、
龍
巖
の
魏
茂
林
、
興
化
の
顧
鳳
毛
、
歙
縣
の
程
敦
、
戚
學
標
、
王
煦
、
姚
文
田
、
郝
懿
行
、

胡
世
琦
、
薛
傳
均
、
秀
水
の
胡
重
、
胡
祥
麟
、
嚴
元
照
、
海
寧
の
錢
馥
、
陳
瑑
、
鄭
珍
、
鄞
縣
の

沈
道
寛
、
苗
夔
、
是
れ
な
り
。

【
註
】

①

本
篇
の
人
物
の
取
捨
は
、
張
之
洞
『
書
目
答
問
』
附
二
「
國
朝
箸
述
諸
家
姓
名
略
」「
經
學

家
、
漢
學
專
門
經
學
家
、
漢
宋
兼
采
經
學
家
、
小
學
家
」
か
ら
の
節
引
で
あ
り
、
出
身
地
ご
と

に
ま
と
め
て
配
列
し
な
お
し
、
一
部
の
号
は
字
に
書
き
換
え
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
引
用
す
る

人
物
は
「
太
平
戚
學
標
、
字
鶴
皐
」「
嘉
定
鍾
文
烝
、
字
伯
媺
」「
番
禺
陳
澧
、
字
蘭
甫
」
の
三

人
の
み
で
あ
る
。

②

『
書
目
答
問
』
に
は
「
右
漢
宋
兼
採
經
學
家
。
諸
家
皆
博
綜
衆
説
、
確
有
心
得
者
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

国
朝
治
経
諸
儒
第
十
六

経
を
窮
め
た
士
が
輩
出
し
た
時
代
は
、
わ
が
清
朝
よ
り
盛
ん
な
時
代
は
な
い
。
漢
学
を
専
門
と
し
、

師
法
を
か
た
く
守
る
も
の
は
、
崑
山
の
顧
氏
〔
顧
炎
武
〕、
太
原
の
閻
氏
〔
閻
若
璩
〕
が
前
に
提

倡
し
、
諸
儒
が
そ
の
後
に
続
い
た
。
魏
晉
以
下
に
は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
い
な
い
。
だ
か
ら

わ
た
し
は
『
國
朝
漢
學
師
承
記
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
師
承
記
』
以
外
に
、
諸

儒
の
姓
氏
を
記
録
し
、
学
ぶ
者
が
検
索
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
。『
師
承
記
』
に
す
で
に
見
え
る

も
の
も
す
べ
て
記
録
す
る
。
経
に
対
し
て
益
は
な
い
が
、
か
な
ら
ず
や
は
り
経
を
閲
覧
記
憶
す
る

ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。

崑
山
の
顧
炎
武
、
號
亭
林
、
太
原
の
閻
若
璩
、
字
百
詩
、
濟
陽
の
張
爾
岐
、
字
稷
若
、
陳
啓
源
、

字
長
發
、
鄒
平
の
馬
驌
、
字
宛
斯
、
掖
縣
の
王
爾
膂
、
字
止
菴
、
蕭
山
の
毛
奇
齡
、
字
大
可
、
秀

水
の
朱
彝
尊
、
字
竹
垞
、
德
淸
の
胡
渭
、
字
朏
明
、
秀
水
の
徐
善
、
字
敬
可
、
武
進
の
臧
琳
、
字
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玉
林
、
玄
孫
の
鏞
堂
、
字
在
東
、
弟
の
禮
堂
、
字
和
貴
、
呉
縣
の
惠
士
奇
、
字
天
牧
、
子
の
棟
、

字
定
宇
、
秀
水
の
諸
錦
、
字
襄
七
、
錢
塘
の
汪
師
韓
、
字
韓
門
、
仁
和
の
杭
世
駿
、
字
大
宗
、
天

台
の
齊
召
南
、
字
次
風
、
金
匱
の
秦
蕙
田
、
諡
文
恭
、
陽
湖
の
莊
存
與
、
字
方
耕
、
弟
の
述
祖
、

字
葆
琛
、
孫
の
綬
甲
、
字
卿
珊
、
長
洲
の
褚
寅
亮
、
字
搢
升
、
餘
姚
の
盧
文
弨
、
字
紹
弓
、
呉
縣

の
江
聲
、
字
艮
庭
、
余
蕭
客
、
字
古
農
、
嘉
定
の
王
鳴
盛
、
字
鳳
喈
、
錢
大
昕
、
字
曉
徴
、
弟
の

大
昭
、
字
晦
之
、
大
昭
の
從
子
の
塘
、
字
學
淵
、
塘
の
弟
の
坫
、
字
獻
之
、
大
興
の
翁
方
綱
、
號

覃
谿
、
朱
筠
、
號
笥
河
、
獻
縣
の
紀
昀
、
諡
文
達
、
靑
浦
の
王
昶
、
字
德
甫
、
會
稽
の
范
家
相
、

字
蘅
洲
、
仁
和
の
翟
灝
、
字
晴
江
、
海
寧
の
周
春
、
字
松
靄
、
秀
水
の
盛
百
二
、
字
抽
堂
、
鎭
洋

の
畢
沅
、
字
秋
帆
、
仁
和
の
孫
志
祖
、
字
頤
谷
、
興
化
の
任
大
椿
、
字
幼
植
、
曲
阜
の
孔
繼
涵
、

字
葓
谷
、
孔
廣
森
、
字
顨
軒
、
弟
の
廣
林
、
字
叢
伯
、
餘
姚
の
邵
晉
涵
、
字
二
雲
、
歙
縣
の
金
榜
、

字
輔
之
、
程
瑤
田
、
字
易
疇
、
休
寧
の
戴
震
、
字
東
原
、
金
壇
の
段
玉
裁
、
字
懋
堂
、
績
溪
の
胡

匡
衷
、
字
樸
齋
、
匡
衷
の
孫
の
培
翬
、
字
竹
村
、
胡
秉
虔
、
字
春
喬
、
涇
縣
の
胡
承
珙
、
字
墨
莊
、

溧
陽
の
周
炳
中
、
字
燭
齋
、
寶
應
の
劉
台
拱
、
字
端
臨
、
高
郵
の
王
念
孫
、
字
石
臞
、
子
の
引
之
、

字
伯
申
、
宋
緜
初
、
字
守
端
、
李
惇
、
字
孝
臣
、
李
賡
芸
、
字
鄦
齋
、
歙
縣
の
洪
榜
、
字
初
堂
、

榜
の
弟
の
梧
、
字
桐
生
、
汪
萊
、
字
孝
嬰
、
凌
廷
堪
、
字
次
仲
、
汪
龍
、
字
蟄
泉
、
興
化
の
顧
九

苞
、
字
文
子
、
嘉
定
の
金
曰
追
、
字
璞
園
、
歸
安
の
丁
杰
、
字
小
雅
、
海
寧
の
周
廣
業
、
字
耕
崖
、

錢
塘
の
梁
玉
繩
、
字
曜
北
、
弟
の
履
繩
、
字
處
素
、
偃
師
の
武
億
、
字
虚
谷
、
江
都
の
汪
中
、
字

容
甫
、
子
の
喜
孫
、
字
孟
慈
、
長
洲
の
程
際
盛
、
字
煥
若
、
濟
寧
の
許
鴻
磐
、
字
漸
逵
、
陽
湖
の

孫
星
衍
、
字
伯
淵
、
洪
亮
吉
、
字
稚
存
、
儀
徴
の
許
珩
、
字
楚
生
、
阮
元
、
諡
文
達
、
劉
文
淇
、

字
孟
瞻
、
子
の
毓
崧
、
字
伯
山
、
曲
阜
の
桂
馥
、
字
未
谷
、
甘
泉
の
鍾
褱
、
字
菣
崖
、
焦
循
、
字

里
堂
、
江
陰
の
趙
曦
明
、
字
敬
夫
、
烏
程
の
嚴
可
均
、
字
鐵
橋
、
凌
堃
、
字
厚
堂
、
桐
城
の
馬
宗

璉
、
字
魯
陳
、
馬
瑞
辰
、
字
…
…
、
文
登
の
畢
珣
、
字
九
水
、
歸
安
の
姚
文
田
、
諡
文
僖
、
棲
霞

の
郝
懿
行
、
字
蘭
皋
、
武
進
の
張
惠
言
、
字
皋
文
、
侯
官
の
陳
壽
祺
、
字
恭
甫
、
子
の
喬
樅
、
字

樸
園
、
武
威
の
張
澍
、
字
介
侯
、
歙
縣
の
朱
珔
、
字
蘭
坡
、
平
湖
の
周
用
錫
、
字
晉
園
、
李
鍾
泗
、

字
濱
石
、
寶
應
の
朱
彬
、
字
武
曹
、
劉
玉
麐
、
字
又
徐
、
劉
寶
楠
、
字
楚
楨
、
嘉
興
の
李
貽
德
、

字
次
白
、
海
鹽
の
崔
應
榴
、
字
秋
谷
、
陽
湖
の
劉
逢
禄
、
字
申
受
、
長
洲
の
宋
翔
鳳
、
字
于
庭
、

陳
奐
、
字
碩
甫
、
呉
縣
の
沈
欽
韓
、
字
文
起
、
丹
徒
の
柳
興
宗
、
字
賓
叔
、
海
州
の
許
桂
林
、
字

月
南
、
仁
和
の
趙
坦
、
字
寛
夫
、
臨
海
の
洪
頤
煊
、
字
筠
軒
、
弟
の
震
煊
、
字
檆
堂
、
金
鶚
、
字

誠
齋
、
宋
世
犖
、
字
确
山
、
太
平
の
戚
學
標
、
字
鶴
皐
、
江
都
の
凌
曙
、
字
曉
樓
、
涇
縣
の
胡
世

琦
、
字
玉
樵
、
黟
縣
の
兪
正
燮
、
字
理
初
、
長
興
の
臧
壽
恭
、
字
梅
溪
、
烏
程
の
周
中
孚
、
字
信

之
、
元
和
の
李
鋭
、
字
尚
之
、
德
淸
の
徐
養
源
、
桐
城
の
方
觀
旭
、
寶
應
の
劉
履
恂
、
嘉
定
の
陳

瑑
、
字
小
蓮
、
嘉
應
の
李
黼
平
、
字
子
黼
、
嘉
興
の
李
富
孫
、
字
香
子
、
馮
登
府
、
字
柳
東
、
嘉

定
の
鍾
文
烝
、
字
伯
媺
、
甘
泉
の
薛
傳
均
、
字
子
韻
、
張
宗
泰
、
字
登
封
、
番
禺
の
侯
康
、
字
君

謨
、
邵
陽
の
魏
源
、
字
黙
深
、
遵
義
の
鄭
珍
、
字
子
尹
が
そ
れ
で
あ
る
。

漢
学
と
宋
学
の
両
方
を
修
得
し
、
は
っ
き
り
と
会
得
し
て
い
る
も
の
。
餘
姚
の
黄
宗
羲
、
號
南
雷
、

弟
の
宗
炎
、
字
晦
木
、
衡
陽
の
王
夫
之
、
字
船
山
、
桐
城
の
錢
澄
之
、
字
飲
光
、
徐
璈
、
字
六
襄
、

呉
江
の
朱
鶴
齡
、
字
長
孺
、
沈
彤
、
字
果
堂
、
陳
景
雲
、
字
少
章
、
張
尚
瑗
、
字
損
持
、
鄞
縣
の

萬
斯
大
、
字
充
宗
、
弟
の
斯
同
、
字
季
野
、
斯
大
の
子
の
經
、
字
九
沙
、
全
祖
望
、
字
謝
山
、
崑

山
の
徐
乾
學
、
字
健
菴
、
嘉
定
の
陸
元
輔
、
字
翼
王
、
秀
水
の
徐
嘉
炎
、
字
勝
力
、
呉
縣
の
惠
周

惕
、
字
元
龍
、
士
奇
の
父
、
大
興
の
黄
叔
琳
、
字
崑
圃
、
桐
城
の
方
苞
、
字
望
溪
、
泰
州
の
陳
厚

燿
、
字
泗
源
、
錢
塘
の
呉
廷
華
、
字
中
林
、
光
山
の
胡
煦
、
諡
文
良
、
寶
應
の
王
懋
竑
、
字
白
田
、

無
錫
の
顧
棟
高
、
字
震
滄
、
蔡
德
晉
、
字
仁
錫
、
常
熟
の
陳
祖
范
、
字
亦
韓
、
宜
興
の
任
啓
運
、

字
釣
臺
、
婺
源
の
江
永
、
字
愼
修
、
汪
紱
、
字
雙
池
、
通
州
の
王
坦
、
字
吉
途
、
當
塗
の
徐
文
靖
、

字
位
山
、
上
元
の
程
廷
祚
、
字
緜
莊
、
太
康
の
車
文
、
字
彬
若
、
金
匱
の
呉
鼐
、
字
岱
巖
、
弟
の

鼎
、
字
尊
彝
、
仁
和
の
趙
佑
、
字
鹿
泉
、
常
熟
の
顧
鎭
、
字
古
湫
、
德
淸
の
許
宗
彦
、
字
周
生
、

定
海
の
黄
式
三
、
字
薇
香
、
番
禺
の
陳
澧
、
字
蘭
甫
が
そ
れ
で
あ
る
。

経
学
を
治
め
る
に
は
、
最
初
に
小
学
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
諸
老
は
い
ず
れ
も
そ

う
で
あ
る
。
し
か
し
小
学
に
対
し
て
と
り
わ
け
深
い
も
の
は
、
顧
炎
武
、
臧
琳
、
臧
鏞
堂
、
江
永
、

江
聲
、
江
沅
字
子
蘭
、
聲
の
孫
、
朱
筠
、
翟
灝
、
錢
大
昕
、
錢
坫
、
錢
繹
大
昕
の
弟
の
子
、
字
小
廬
、
錢
侗
、

畢
沅
、
謝
啓
昆
、
任
大
椿
、
濟
甯
の
劉
淇
、
山
陽
の
張
弨
、
呉
玉
搢
、
呉
江
の
潘
耒
、
興
化
の
任

兆
麟
、
安
邑
の
宋
鑒
、
邵
晉
涵
、
戴
震
、
段
玉
裁
、
仁
和
の
朱
文
藻
、
呉
頴
芳
、
胡
秉
虔
、
陽
湖

の
莊
炘
、
王
念
孫
、
王
引
之
、
洪
榜
、
洪
梧
、
程
際
盛
、
龍
溪
の
李
威
、
諸
曁
葉
敬
、
孫
星
衍
、
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阮
元
、
桂
馥
、
洪
亮
吉
、
嚴
可
均
、
呉
縣
の
鈕
樹
玉
、
龍
巖
の
魏
茂
林
、
興
化
の
顧
鳳
毛
、
歙
縣

の
程
敦
、
戚
學
標
、
王
煦
、
姚
文
田
、
郝
懿
行
、
胡
世
琦
、
薛
傳
均
、
秀
水
の
胡
重
、
胡
祥
麟
、

嚴
元
照
、
海
寧
の
錢
馥
、
陳
瑑
、
鄭
珍
、
鄞
縣
の
沈
道
寛
、
苗
夔
が
そ
れ
で
あ
る
。

近
儒
説
經
得
失
第
十
七

予
旣
錄
治
經
諸
儒
、
以
明
國
朝
經
學
之
盛
。
乃
復
就
諸
儒
著
述
之
行
世
者
、
略
分
軒
輊
、
俾
學
者

知
所
率
從
。

國
朝
治
易
諸
老
、
亦
有
攻
王
弼
之
注
、
擊
陳
摶
之
圖
者
。
如
黄
宗
羲
之
易
學
象
數
論
、
雖
闢
陳
摶

康
節
之
學
、
而
以
納
甲
動
爻
爲
僞
象
、
又
稱
輔
嗣
注
簡
當
無
浮
詞
、
失
之
。
黄
宗
炎
之
周
易
象
辭
、

圖
書
辨
惑
、
亦
力
闢
宋
人
圖
書
之
説
。
然
不
宗
漢
學
、
皆
非
篤
信
之
儒
。
毛
奇
齡
仲
氏
易
、
推
易

始
末
、
春
秋
占
筮
書
、
易
小
帖
四
書
、
頗
宗
舊
旨
、
不
雜
蕪
詞
。
然
以
交
易
爲
伏
羲
之
易
、
反
易

對
易
之
外
、
又
增
移
易
爲
文
王
周
〔
公
〕
①
之
易
、
牽
合
附
會
、
不
顧
義
理
、
務
求
詞
勝
。
凡
此

諸
書
皆
不
取
。
惟
胡
渭
易
圖
明
辨
、
惠
士
奇
易
説
、
惠
定
宇
易
漢
學
、
易
例
、
周
易
本
義
辨
證
、

洪
榜
易
述
贊
、
張
惠
言
周
易
虞
氏
義
、
虞
氏
消
息
、
顧
炎
武
易
音
爲
善
。

國
朝
閻
氏
惠
氏
出
、
而
僞
古
文
寖
微
、
馬
鄭
之
學
復
顯
。
其
餘
注
尚
書
者
十
有
餘
家
。
然
不
知
僞

古
文
僞
孔
傳
者
、
概
無
足
取
。
毛
西
河
、
胡
朏
明
、
雖
知
古
文
之
僞
、
而
一
作
寃
詞
、
一
作
洪
範

正
論
。
正
論
闢
漢
學
五
行
災
異
之
説
、
而
不
知
夏
侯
始
昌
之
洪
範
五
行
傳
亦
出
伏
生
。
皆
誤
也
。

惟
閻
若
璩
古
文
尚
書
疏
證
、
胡
渭
禹
貢
錐
指
、
惠
定
宇
古
文
尚
書
考
、
宋
鑒
尚
書
考
辨
、
王
鳴
盛

尚
書
後
案
、
江
艮
庭
尚
書
集
注
音
疏
、
尚
書
經
師
表
系
、
段
玉
裁
尚
書
撰
異
爲
善
。

國
朝
治
詩
諸
老
、
莫
不
黜
朱
子
而
宗
毛
鄭
。
然
朱
鶴
齡
之
通
義
、
雖
力
駁
廢
序
之
非
、
而
又
採
歐

陽
修
、
蘇
轍
、
呂
祖
謙
之
説
、
蓋
好
博
而
不
純
者
也
。
鶴
齡
與
陳
啓
源
、
商
榷
毛
詩
、
啓
源
著
稽

古
編
三
十
卷
、
惠
定
宇
亟
稱
之
。
其
書
宗
毛
鄭
、
訓
詁
聲
音
、
以
爾
雅
爲
主
、
草
木
（
蠱
）〔
蟲
〕

②
魚
以
陸
疏
爲
則
、
可
謂
專
門
名
家
矣
。
然
其
解
西
方
美
人
、
則
盛
稱
佛
教
東
流
始
于
周
代
、
至

謂
孔
子
抑
藐
三
皇
而
獨
聖
西
方
、
解
捕
魚
諸
器
、
謂
廣
殺
物
命
、
絶
不
知
怪
、
非
大
覺
緣
（
異
）

〔
果
〕
③
之
文
、
莫
能
救
之
、
妄
下
斷
語
、
謂
庖
犧
必
不
作
網
罟
、
殊
爲
誕
怪
。
顧
震
滄
之
毛
詩

類
釋
、
亦
多
鑿
空
之
言
、
非
專
門
之
學
。
惟
惠
周
惕
詩
説
、
戴
震
毛
鄭
詩
考
正
、
顧
炎
武
詩
本
音
、

錢
坫
詩
音
表
、
陳
奐
毛
詩
疏
、
馬
瑞
辰
毛
詩
傳
箋
通
釋
爲
善
。

國
朝
治
三
禮
者
、
萬
斯
大
、
蔡
德
晉
、
盛
百
二
諸
人
、
皆
致
力
甚
深
。
然
或
取
古
注
、
或
參
妄
説
。

吾
不
取
焉
。
方
苞
輩
更
無
足
道
。
其
善
者
、
沈
彤
周
官
祿
田
考
、
惠
定
宇
禘
祫
説
、
江
永
周
禮
疑

義
舉
要
、
戴
震
考
工
記
圖
、
任
大
椿
弁
服
釋
例
、
錢
坫
車
制
考
、
張
爾
岐
儀
禮
鄭
注
句
讀
、
監
本

正
誤
、
石
經
正
誤
、
沈
彤
儀
禮
小
疏
、
江
永
儀
禮
釋
（
官
）〔
宮
〕
④
譜
增
注
、
胡
培
翬
儀
禮
正

義
、
金
（
日
）〔
曰
〕
⑤
追
儀
禮
正
譌
、
褚
寅
亮
儀
禮
管
見
、
張
惠
言
儀
禮
圖
、
凌
廷
堪
禮
經
釋

例
、
黄
宗
羲
深
衣
考
、
惠
定
宇
明
堂
大
道
錄
、
江
永
禮
記
訓
義
擇
言
、
深
衣
考
誤
、
任
大
椿
深
衣

釋
例
、
惠
士
奇
禮
説
、
江
永
禮
書
綱
目
、
金
榜
禮
箋
。

國
朝
爲
公
羊
之
學
者
、
阮
君
伯
元
〔
云
〕
⑥
、
孔
君
廣
森
最
深
。
凌
曙
次
之
。
其
餘
不
明
家
法
者

不
取
。
穀
梁
之
學
、
鍾
文
（
丞
）〔
烝
〕
⑦
頗
有
得
。
左
氏
則
呉
江
朱
氏
、
無
錫
顧
氏
、
皆
爲
之
。

而
鶴
齡
雜
取
邵
寶
王
樵
之
説
、
不
採
賈
服
。
震
滄
大
事
表
雖
精
、
然
實
以
馬
宛
斯
之
書
爲
藍
本
、

且
不
知
著
書
之
體
、
有
不
必
表
者
亦
表
之
、
是
其
短
也
。
其
善
者
、
孔
廣
森
公
羊
通
義
、
凌
曙
公

羊
禮
疏
、
鍾
文
（
丞
）〔
烝
〕
⑦
穀
梁
補
注
、
侯
康
穀
梁
禮
徴
、
顧
炎
武
左
傳
杜
解
補
正
、
馬
驌

左
傳
事
緯
幷
附
錄
、
陳
厚
燿
春
秋
長
歷
、
春
秋
世
族
譜
、
惠
定
宇
左
傳
補
注
、
沈
彤
左
傳
小
疏
、

江
永
春
秋
地
理
考
實
、
惠
士
奇
春
秋
説
。

論
語
孟
子
大
學
中
庸
、
至
宋
而
後
合
行
。
國
朝
作
注
者
、
閻
若
璩
四
書
釋
地
續
又
續
三
續
、
釋
地

餘
論
、
江
永
鄕
黨
圖
考
、
戴
震
孟
子
字
義
疏
證
、
焦
循
孟
子
正
義
、
宋
翔
鳳
孟
子
趙
注
補
正
、
皆

善
。
孝
經
惟
阮
福
義
疏
有
據
。

疋
、
邵
氏
正
義
、
郝
氏
義
疏
、
皆
博
大
。

其
釋
羣
經
總
義
者
、
朱
彝
尊
經
義
考
、
翁
方
綱
經
義
考
補
正
、
呉
陳
琰
五
經
古
今
文
考
、
馮
登
府

十
三
經
詁
答
問
、
陳
澧
東
塾
讀
書
記
。
其
餘
盡
薈
萃
於
皇
淸
經
解
中
。
此
盡
阮
氏
伯
元
所
輯
、
爲

説
經
家
一
大
統
宗
。
學
者
不
可
不
讀
。

【
校
記
】

①

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
公
」
字
を
補
う
。

②

「
蠱
」

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
蟲
」
に
改
め
る
。
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③

「
異
」

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
果
」
に
改
め
る
。

④

「
官
」

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
宮
」
に
改
め
る
。

⑤

「
日
」

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
曰
」
に
改
め
る
。

⑥

『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
に
従
い
、「
云
」
字
を
補
う
。

⑦

「
丞
」

『
淸
史
稿
』
卷
四
百
八
十
八
に
従
い
、「
烝
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

近
儒
説
經
の
得
失
第
十
七
①

予
旣
に
治
經
の
諸
儒
を
錄
し
て
、
以
て
國
朝
經
學
の
盛
を
明
ら
か
に
す
。
乃
ち
復
た
諸
儒
の
著
述

の
世
に
行
な
は
る
る
者
に
就
き
て
、
略
し
く
軒
輊
を
分
ち
、
學
ぶ
者
を
し
て
率
從
す
る
所
を
知
ら

す
こ

け
ん

ち

し
む
。

國
朝
の
、
易
を
治
む
る
諸
老
も
、
亦
王
弼
の
注
を
攻
め
、
陳
摶
の
圖
を
擊
つ
者
有
り
。
如
へ
ば
、

を
さ

黄
宗
羲
の
易
學
象
數
論
は
、
陳
摶
・
康
節
の
學
を
闢
く
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
納
甲
・
動
爻
を
以

し
り
ぞ

て
僞
象
と
爲
し
、
又
「
輔
嗣
の
注
は
簡
當
に
し
て
浮
詞
無
し
」
②
と
稱
す
る
は
、
之
を
失
す
。
黄

宗
炎
の
周
易
象
辭
・
圖
書
辨
惑
も
亦
力
め
て
宋
人
の
圖
書
の
説
を
闢
く
。
然
れ
ど
も
漢
學
を
宗

つ
と

し
り
ぞ

と
せ
ず
、
皆
篤
信
の
儒
に
非
ず
。
毛
奇
齡
の
仲
氏
易
、
推
易
始
末
、
春
秋
占
筮
書
、
易
小
帖
の
四

書
は
、
頗
る
舊
旨
を
宗
と
し
て
、
蕪
詞
を
雜
へ
ず
。
然
れ
ど
も
交
易
を
以
て
伏
羲
の
易
と
爲
し
、

反
易
・
對
易
の
外
、
又
移
易
を
增
し
て
文
王
・
周
公
の
易
と
爲
し
、
牽
合
附
會
し
て
、
義
理
を
顧

み
ず
、
務
め
て
詞
勝
を
求
む
。
凡
そ
此
の
諸
書
は
皆
取
ら
ず
。
惟
だ
胡
渭
の
易
圖
明
辨
、
惠
士
奇

の
易
説
、
惠
定
宇
の
易
漢
學
、
易
例
、
周
易
本
義
辨
證
、
洪
榜
の
易
述
贊
、
張
惠
言
の
周
易
虞
氏

義
、
虞
氏
消
息
、
顧
炎
武
の
易
音
を
善
と
爲
す
。
③

國
朝
の
閻
氏
・
惠
氏
出
で
て
、
僞
古
文
寖
く
微
に
し
て
、
馬
・
鄭
の
學
復
た
顯
ら
か
な
り
。
其

や
う
や

の
餘
の
、
尚
書
に
注
す
る
者
は
十
有
餘
家
。
然
れ
ど
も
僞
古
文
・
僞
孔
傳
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
概

お
ほ
む

ね
取
る
に
足
る
無
し
。
毛
西
河
、
胡
朏
明
は
、
古
文
の
僞
を
知
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
一
は
寃
詞

を
作
り
、
一
は
洪
範
正
論
を
作
る
。
正
論
は
漢
學
の
五
行
災
異
の
説
を
闢
く
も
、
夏
侯
始
昌
の

し
り
ぞ

洪
範
五
行
傳
も
亦
伏
生
に
出
づ
る
を
知
ら
ず
。
皆
誤
り
な
り
。
惟
だ
閻
若
璩
の
古
文
尚
書
疏
證
、

胡
渭
の
禹
貢
錐
指
、
惠
定
宇
の
古
文
尚
書
考
、
宋
鑒
の
尚
書
考
辨
、
王
鳴
盛
の
尚
書
後
案
、
江
艮

庭
の
尚
書
集
注
音
疏
、
尚
書
經
師
表
系
、
段
玉
裁
の
尚
書
撰
異
を
善
と
爲
す
。
④

國
朝
の
、
詩
を
治
む
る
諸
老
は
、
朱
子
を
黜
け
て
毛
・
鄭
を
宗
と
せ
ざ
る
莫
し
。
然
れ
ど
も
朱
鶴

齡
の
通
義
は
、
力
め
て
序
を
廢
す
る
の
非
を
駁
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
又
歐
陽
修
、
蘇
轍
、
呂
祖

謙
の
説
を
採
る
は
、
蓋
し
博
を
好
み
て
純
な
ら
ざ
る
者
な
り
。
鶴
齡
と
陳
啓
源
と
は
、
毛
詩
を
商

榷
し
、
啓
源
は
稽
古
編
三
十
卷
を
著
し
、
惠
定
宇
亟
し
ば
之
を
稱
す
。
其
の
書
は
毛
・
鄭
を
宗
と

し
ば

し
、
訓
詁
聲
音
は
爾
雅
を
以
て
主
と
爲
し
、
草
木
蟲
魚
は
陸
疏
を
以
て
則
と
爲
し
、
專
門
の
名
家

と
謂
ふ
可
し
。
然
れ
ど
も
其
の
西
方
美
人
を
解
す
る
に
は
、
則
ち
盛
ん
に
佛
教
の
東
流
は
周
代
に

始
ま
る
と
稱
し
、
孔
子
は
三
皇
を
抑
藐
し
て
獨
り
西
方
に
聖
あ
り
と
謂
ひ
⑤
、
捕
魚
の
諸
器
を
解

し
て
は
、
廣
く
物
の
命
を
殺
し
て
、
絶
だ
怪
し
む
を
知
ら
ず
、
大
覺
縁
果
の
文
に
非
ず
ん
ば
、

は
な
は

能
く
之
を
救
ふ
莫
し
と
謂
ひ
て
、
妄
り
に
斷
語
を
下
し
て
、
庖
犧
は
必
ず
網
罟
を
作
ら
ず
と
謂
ふ

⑥
に
至
り
て
は
、
殊
に
誕
怪
と
爲
す
。
顧
震
滄
の
毛
詩
類
釋
も
亦
鑿
空
の
言
多
く
、
專
門
の
學
に

非
ず
。
惟
だ
惠
周
惕
の
詩
説
、
戴
震
の
毛
鄭
詩
考
正
、
顧
炎
武
の
詩
本
音
、
錢
坫
の
詩
音
表
、
陳

奐
の
毛
詩
疏
、
馬
瑞
辰
の
毛
詩
傳
箋
通
釋
を
善
と
爲
す
。
⑦

國
朝
の
、
三
禮
を
治
む
る
者
は
、
萬
斯
大
、
蔡
德
晉
、
盛
百
二
の
諸
人
、
皆
力
を
致
す
こ
と
甚
だ

深
し
。
然
れ
ど
も
或
い
は
古
注
を
取
り
、
或
い
は
妄
説
を
參
ず
。
吾
れ
は
取
ら
ず
。
方
苞
の
輩
は

更
に
道
ふ
に
足
る
無
し
。
其
の
善
な
る
者
は
、
沈
彤
の
周
官
祿
田
考
、
惠
定
宇
の
禘
祫
説
、
江
永

い

の
周
禮
疑
義
舉
要
、
戴
震
の
考
工
記
圖
、
任
大
椿
の
弁
服
釋
例
、
錢
坫
の
車
制
考
、
張
爾
岐
の
儀

禮
鄭
注
句
讀
、
監
本
正
誤
、
石
經
正
誤
、
沈
彤
の
儀
禮
小
疏
、
江
永
の
儀
禮
釋
宮
譜
增
注
、
胡
培

翬
の
儀
禮
正
義
、
金
曰
追
の
儀
禮
正
譌
、
褚
寅
亮
の
儀
禮
管
見
、
張
惠
言
の
儀
禮
圖
、
凌
廷
堪
の

禮
經
釋
例
、
黄
宗
羲
の
深
衣
考
、
惠
定
宇
の
明
堂
大
道
錄
、
江
永
の
禮
記
訓
義
擇
言
、
深
衣
考
誤
、

任
大
椿
の
深
衣
釋
例
、
惠
士
奇
の
禮
説
、
江
永
の
禮
書
綱
目
、
金
榜
の
禮
箋
。
⑧

國
朝
の
、
公
羊
の
學
を
爲
す
者
は
、
阮
君
伯
元
は
「
孔
君
廣
森
、
最
も
深
し
」
と
云
ふ
。
凌
曙
、

之
に
次
ぐ
。
其
の
餘
の
、
家
法
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
者
は
取
ら
ず
。
穀
梁
の
學
は
、
鍾
文
烝
頗
る

得
る
有
り
。
左
氏
は
則
ち
呉
江
の
朱
氏
、
無
錫
の
顧
氏
、
皆
之
を
爲
す
。
而
し
て
鶴
齡
は
邵
寶
・

王
樵
の
説
を
雜
取
し
て
、
賈
・
服
を
採
ら
ず
。
震
滄
の
大
事
表
は
精
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
實
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は
馬
宛
斯
の
書
を
以
て
藍
本
と
爲
し
、
且
つ
著
書
の
體
を
知
ら
ず
、
必
ず
し
も
表
と
せ
ざ
る
者
も

亦
之
を
表
と
す
る
有
り
、
是
れ
其
の
短
な
り
。
其
の
善
な
る
者
は
、
孔
廣
森
の
公
羊
通
義
、
凌
曙

の
公
羊
禮
疏
、
鍾
文
烝
の
穀
梁
補
注
、
侯
康
の
穀
梁
禮
徴
、
顧
炎
武
の
左
傳
杜
解
補
正
、
馬
驌
の

左
傳
事
緯
幷
び
に
附
錄
、
陳
厚
燿
の
春
秋
長
歷
、
春
秋
世
族
譜
、
惠
定
宇
の
左
傳
補
注
、
沈
彤
の

左
傳
小
疏
、
江
永
の
春
秋
地
理
考
實
、
惠
士
奇
の
春
秋
説
。
⑨

論
語
・
孟
子
・
大
學
・
中
庸
は
、
宋
に
至
り
て
、
而
る
後
に
合
せ
行
な
は
る
。
國
朝
の
、
注
を
作

る
者
は
、
閻
若
璩
の
四
書
釋
地
、
續
、
又
續
、
三
續
、
釋
地
餘
論
、
江
永
の
鄕
黨
圖
考
、
戴
震
の

孟
子
字
義
疏
證
、
焦
循
の
孟
子
正
義
、
宋
翔
鳳
の
孟
子
趙
注
補
正
、
皆
善
し
。
孝
經
は
惟
だ
阮
福

の
義
疏
の
み
據
る
有
り
。

疋
は
邵
氏
の
正
義
、
郝
氏
の
義
疏
は
皆
博
大
な
り
。
⑩

其
の
、
羣
經
總
義
を
釋
す
る
者
は
、
朱
彝
尊
の
經
義
考
、
翁
方
綱
の
經
義
考
補
正
、
呉
陳
琰
の
五

經
古
今
文
考
、
馮
登
府
の
十
三
經
詁
答
問
、
陳
澧
の
東
塾
讀
書
記
。
其
の
餘
は
盡
く
皇
淸
經
解
中

に
薈
萃
す
。
此
れ
盡
く
阮
氏
伯
元
の
輯
む
る
所
に
し
て
、
説
經
家
の
一
大
統
宗
と
爲
す
。
學
ぶ
者

は
讀
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。

【
註
】

①

本
篇
は
江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
の
国
朝
の
部
分
を
節
引
し
、
少
し
く
書
き
換
え
た

も
の
で
あ
る
。
近
藤
光
男
『
國
朝
漢
學
師
承
記
』
所
収
の
「
國
朝
經
師
經
義
目
録
」
を
参
考
と

し
た
。

②

黄
宗
羲
『
象
數
論
』
自
序
「
有
魏
王
輔
嗣
出
、
而
注
易
得
意
忘
象
、
得
象
忘
言
、
日
時
歳
月
、

五
氣
相
推
、
悉
皆
擯
落
、
多
所
不
關
、
庶
幾
潦
水
、
而
寒
潭
淸
矣
。
顧
論
者
謂
、
其
以
老
莊
解

易
、
試
讀
其
注
、
簡
當
而
無
浮
義
、
何
曾
籠
落
元
旨
」。

③

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
易
「
國
初
老
儒
、
亦
有
攻
王
弼
之
注
、
擊
陳
摶
之
圖
者
。

如
黄
宗
羲
之
易
學
象
數
論
、
雖
闢
陳
摶
康
節
之
學
、
而
以
納
甲
動
爻
爲
僞
象
。
又
稱
輔
嗣
注
、

簡
當
無
浮
義
。
黄
宗
炎
之
周
易
象
辭
圖
書
辨
惑
、
亦
力
闢
宋
人
圖
書
之
説
。
可
謂
不
遺
餘
力
矣
。

然
不
宗
漢
學
、
皆
非
篤
信
之
士
也
。
惟
毛
奇
齡
仲
氏
易
、
推
易
始
末
、
春
秋
占
筮
書
、
易
小
帖

四
書
、
頗
宗
舊
旨
、
不
雜
蕪
詞
。
但
以
變
易
交
易
爲
伏
羲
之
易
。
反
易
對
易
之
外
、
又
增
移
易
、

爲
文
王
周
公
之
易
。
牽
合
附
會
、
不
顧
義
理
、
務
求
詞
勝
而
已
。
凡
此
諸
書
、
不
登
茲
錄
。

易
圖
明
辨
十
卷
、
胡
渭
撰
。
易
説
六
卷
、
惠
士
奇
撰
。
周
易
述
二
十
三
卷
、
易
漢
學
八
卷
、

易
例
二
卷
、
周
易
本
義
辨
證
五
卷
、
惠
定
宇
撰
。
易
述
贊
二
卷
。
洪
榜
撰
。
周
易
虞
氏
義
九
卷
、

虞
氏
消
息
二
卷
、
張
惠
言
撰
。
易
音
三
卷
、
顧
炎
武
撰
」。

④

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
書
「
逮
國
朝
閻
氏
惠
氏
出
、
而
僞
古
文
寖
微
、
馬
鄭
之
學

復
顯
於
世
矣
。
國
朝
注
尚
書
者
、
十
有
餘
家
。
不
知
僞
古
文
僞
孔
傳
者
、
概
不
著
錄
。
如
胡
朏

明
洪
範
正
論
、
雖
力
攻
圖
書
之
謬
、
而
闢
漢
學
五
行
災
異
之
説
、
是
不
知
夏
侯
始
昌
之
洪
範
五

行
傳
、
亦
出
於
伏
生
也
。
朏
明
雖
知
僞
古
文
、
而
不
知
五
行
傳
之
不
可
闢
。
是
以
黜
之
。

古
文
尚
書
疏
證
八
卷
、
閻
若
璩
撰
。
禹
貢
錐
指
二
十
卷
、
圖
一
卷
、
胡
渭
撰
。
古
文
尚
書
攷

二
卷
、
惠
定
宇
撰
。
尚
書
攷
辨
四
卷
、
宋
鑒
撰
。
尚
書
後
案
三
十
卷
、
王
鳴
盛
撰
。
尚
書
集
注

音
疏
十
二
卷
、
尚
書
經
師
系
表
一
卷
、
江
艮
庭
撰
」。

⑤

陳
啓
源
『
毛
詩
稽
古
編
』
巻
三
十
附
録
、
國
風
邶
風
「
夫
子
謂
商
大
宰
曰
」（『
皇
淸
經
解
』

巻
八
十
九
／
５
ａ
）
の
条
参
照
。

⑥

陳
啓
源
『
毛
詩
稽
古
編
』
巻
三
十
附
録
、
周
頌
「
詩
言
捕
魚
之
器
凡
十
有
二
」（『
皇
淸
經
解
』

巻
八
十
九
／

ｂ
）
の
条
参
照
。
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⑦

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
詩
「
國
朝
崇
尚
實
學
、
稽
古
之
士
崛
起
。
然
朱
鶴
齡
之
通

義
、
雖
力
駁
廢
序
之
非
、
而
又
採
歐
陽
修
、
蘇
轍
、
呂
祖
謙
之
説
、
蓋
好
博
而
不
純
者
也
。
鶴

齡
與
同
里
陳
啓
源
、
商
榷
毛
詩
、
啓
源
又
著
稽
古
編
三
十
卷
、
惠
徴
君
定
宇
亟
稱
之
。
其
書
雖

宗
鄭
學
、
訓
詁
聲
音
、
以
爾
雅
爲
主
、
草
木
蟲
魚
、
以
陸
疏
爲
則
、
可
謂
專
門
名
家
矣
。
然
而

解
西
方
美
人
、
則
盛
稱
佛
教
東
流
、
始
於
周
代
。
至
謂
孔
子
抑
藐
三
皇
、
而
獨
聖
於
西
方
、
解

捕
魚
諸
器
、
謂
廣
殺
物
命
、
恬
不
知
怪
、
非
大
覺
緣
果
之
文
、
莫
能
救
之
。
妄
下
斷
語
、
謂
庖

犧
必
不
作
網
罟
、
吁
、
可
謂
誕
怪
不
經
之
談
矣
。
以
佛
説
解
經
、
晉
宋
閒
往
往
有
之
。
然
皆
襲

其
説
而
改
其
貌
、
未
有
明
目
張
膽
若
此
者
也
。
顧
震
滄
之
毛
詩
類
釋
、
多
鑿
空
之
言
、
非
專
門

之
學
。
亦
在
删
汰
之
例
。

詩
説
三
卷
、
惠
周
惕
撰
。
毛
鄭
詩
考
正
四
卷
、
戴
震
撰
。
詩
本
音
十
卷
、
顧
炎
武
撰
。
詩
音

表
一
卷
、
錢
坫
撰
」。

坂本具償 他：傳江藩『經解入門』譯註稿（二）
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⑧

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
禮
「
至
國
朝
、
如
萬
斯
大
、
蔡
德
晉
、
盛
百
二
、
雖
深
於

禮
經
。
然
或
取
古
注
、
或
參
妄
説
。
吾
無
取
焉
。
方
苞
輩
、
則
更
不
足
道
矣
。

周
官
祿
田
考

三
卷
、
沈
彤
撰
。
禘
祫
説
二
卷
、
惠
定
宇
撰
。
周
禮
疑
義
舉
要
七
卷
、
江
永
撰
。
考
工
記
圖
二

卷
、
戴
震
撰
。
弁
服
釋
例
十
卷
、
任
大
椿
撰
。
車
制
考
一
卷
、
錢
坫
撰
。

儀
禮
鄭
注
句
讀
十

七
卷
、
監
本
正
誤
一
卷
、
石
經
正
誤
一
卷
、
張
爾
岐
撰
。
儀
禮
小
疏
一
卷
、
沈
彤
撰
。
儀
禮
釋

宮
譜
增
注
一
卷
、
江
永
撰
。
儀
禮
管
見
四
卷
、
褚
寅
亮
撰
。
儀
禮
正
譌
十
七
卷
、
金
曰
追
撰
。

儀
禮
圖
六
卷
、
張
惠
言
撰
。
禮
經
釋
例
十
三
卷
、
凌
廷
堪
撰
。

深
衣
考
一
卷
、
黄
宗
羲
撰
。

明
堂
大
道
錄
八
卷
、
惠
定
宇
撰
。
禮
記
訓
義
擇
言
八
卷
、
深
衣
考
誤
一
卷
、
江
永
撰
。
深
衣
釋

例
三
卷
、
任
大
椿
撰
。
禮
説
十
四
卷
、
惠
士
奇
撰
。
禮
經
綱
目
八
十
五
卷
、
江
永
撰
。
禮
箋
十

卷
、
金
榜
撰
」。

⑨

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
春
秋
「
國
朝
爲
左
氏
之
學
者
、
呉
江
朱
氏
、
無
錫
顧
氏
、

而
鶴
齡
雜
取
邵
寶
王
樵
之
説
、
不
採
賈
服
。
震
滄
之
大
事
表
雖
精
、
然
實
以
宛
斯
之
書
爲
藍
本
、

且
不
知
著
書
之
體
、
有
不
必
表
者
、
亦
表
之
。
甚
至
如
江
湖
術
士
之
書
、
以
七
言
爲
歌
括
、
不

値
一
噱
矣
。
茲
不
著
錄
。
宋
以
後
貴
文
章
、
治
左
氏
公
穀
竟
爲
絶
學
。
阮
君
伯
元
云
、
孔
君
廣

森
、
深
於
公
羊
之
學
。
然
未
見
其
書
、
不
敢
著
錄
。
餘
倣
此
云
。

左
傳
杜
解
補
正
三
卷
、
顧

炎
武
撰
。
左
傳
事
緯
十
二
卷
、
附
錄
八
卷
、
馬
驌
撰
。
春
秋
長
歷
十
卷
、
春
秋
世
族
譜
一
卷
、

陳
厚
燿
撰
。
左
傳
補
注
六
卷
、
惠
定
宇
撰
。
春
秋
左
傳
小
疏
、
沈
彤
撰
。
春
秋
地
理
考
實
四
卷
、

江
永
撰
。

附
三
傳
總
義
。

春
秋
説
十
五
卷
、
惠
士
奇
撰
」。

⑩

江
藩
纂
『
國
朝
經
師
經
義
目
録
』
論
語
「
四
書
釋
地
一
卷
、
四
書
釋
地
續
一
卷
、
四
書
釋
地

又
續
二
卷
、
四
書
釋
地
三
續
二
卷
、
四
書
釋
地
餘
論
一
卷
、
閻
若
璩
撰
。
鄕
黨
圖
考
十
卷
、
江

永
撰
。
孟
子
字
義
疏
證
三
卷
、
戴
震
撰
。
論
語
後
錄
五
卷
、
錢
坫
撰
。
論
語
駢
枝
一
卷
、
劉
台

拱
撰
」。

【
通
釈
】

近
儒
説
経
の
得
失
第
十
七

わ
た
し
は
す
で
に
治
経
の
諸
儒
を
記
録
し
て
、
清
朝
経
学
の
隆
盛
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
ふ

た
た
び
著
述
が
世
間
に
通
行
し
て
い
る
諸
儒
に
つ
い
て
、
少
し
く
優
劣
を
分
ち
、
学
ぶ
も
の
が
な

に
に
従
っ
て
学
べ
ば
よ
い
か
を
周
知
さ
せ
る
。

清
朝
の
『
易
』
を
治
め
る
諸
老
に
も
、
王
弼
の
注
を
攻
撃
し
、
陳
摶
の
図
を
排
撃
す
る
も
の
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
黄
宗
羲
の
『
易
學
象
數
論
』
は
陳
摶
・
卲
康
節
〔
卲
雍
〕
の
学
を
し
り
ぞ
け
る

が
、
納
甲
・
動
爻
を
偽
象
と
し
、
さ
ら
に
「
王
輔
嗣
〔
王
弼
〕
の
注
は
簡
潔
で
浮
い
た
言
葉
が
な

い
」
と
い
う
の
は
誤
っ
て
い
る
。
黄
宗
炎
の
『
周
易
象
辭
』『
圖
書
辨
惑
』
も
宋
人
の
河
図
洛
書

の
説
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
し
た
が
、
漢
学
を
宗
と
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
誠
実
な
儒
者
で
は
な

い
。
毛
奇
齡
の
『
仲
氏
易
』『
推
易
始
末
』『
春
秋
占
筮
書
』『
易
小
帖
』
の
四
つ
の
書
は
昔
の
考
え

を
宗
と
し
、
蕪
雑
な
言
葉
を
ま
じ
え
な
い
。
し
か
し
交
易
を
伏
羲
の
『
易
』
と
し
、
反
易
・
對
易

の
外
に
さ
ら
に
移
易
を
増
加
し
て
文
王
・
周
公
の
『
易
』
と
し
て
お
り
、
牽
合
附
会
し
て
意
味
を

考
え
ず
、
で
き
る
だ
け
言
葉
で
い
い
負
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
書
は
す
べ
て
採
用
し

な
い
。
た
だ
胡
渭
の
『
易
圖
明
辨
』、
惠
士
奇
の
『
易
説
』、
惠
定
宇
〔
惠
棟
〕
の
『
易
漢
學
』『
易

例
』『
周
易
本
義
辨
證
』、
洪
榜
の
『
易
述
贊
』、
張
惠
言
の
『
周
易
虞
氏
義
』『
虞
氏
消
息
』、
顧
炎

武
の
『
易
音
』
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

清
朝
の
閻
氏
・
惠
氏
が
あ
ら
わ
れ
る
と
、
偽
古
文
が
次
第
に
衰
微
し
、
馬
融
・
鄭
玄
の
学
が
ふ
た

た
び
脚
光
を
浴
び
た
。
そ
れ
以
外
に
『
尚
書
』
に
注
す
る
も
の
は
十
家
あ
ま
り
あ
る
。
し
か
し
偽

古
文
・
偽
孔
傳
を
知
ら
な
い
も
の
は
一
概
に
採
用
す
る
価
値
は
な
い
。
毛
西
河
〔
毛
奇
齡
〕・
胡

朏
明
〔
胡
渭
〕
は
古
文
の
『
尚
書
』
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
り
は
『
古
文

尚
書
寃
詞
』
を
作
り
、
ひ
と
り
は
『
洪
範
正
論
』
を
作
っ
た
。『
洪
範
正
論
』
は
漢
学
の
五
行
災

異
の
説
を
し
り
ぞ
け
る
が
、
夏
侯
始
昌
の
『
洪
範
五
行
傳
』
も
伏
生
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
理
解

し
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
た
だ
閻
若
璩
の
『
古
文
尚
書
疏
證
』、
胡
渭
の
『
禹
貢

錐
指
』、
惠
定
宇
の
『
古
文
尚
書
考
』、
宋
鑒
の
『
尚
書
考
辨
』、
王
鳴
盛
の
『
尚
書
後
案
』、
江
艮

庭
の
『
尚
書
集
注
音
疏
』『
尚
書
經
師
表
系
』、
段
玉
裁
の
『
尚
書
撰
異
』
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

清
朝
の
『
詩
』
を
治
め
る
諸
老
は
、
朱
子
を
し
り
ぞ
け
て
毛
亨
・
鄭
玄
を
宗
と
し
な
い
も
の
は
な

い
。
し
か
し
朱
鶴
齡
の
『
詩
經
通
義
』
は
序
を
廃
す
る
誤
り
を
懸
命
に
反
駁
し
て
い
な
が
ら
、
歐

陽
修
、
蘇
轍
、
呂
祖
謙
の
説
を
採
用
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
博
識
を
好
む
が
純
粹
で
は
な
い
か
ら
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で
あ
ろ
う
。
朱
鶴
齡
と
陳
啓
源
は
、
毛
詩
を
研
究
し
、
陳
啓
源
は
『
毛
詩
稽
古
編
』
三
十
巻
を
著

わ
し
、
惠
定
宇
〔
惠
棟
〕
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
称
揚
し
た
。
そ
の
書
は
毛
亨
・
鄭
玄
を
宗
と
し
、

訓
詁
声
音
は
『
爾
雅
』
を
主
と
し
、
草
木
虫
魚
は
陸
機
の
『
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
疏
』
を
手
本
と

し
て
お
り
、
専
門
の
名
家
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
が
西
方
美
人
を
解
釈
す
る
と
き
に
は
、

さ
か
ん
に
「
佛
教
の
東
流
は
周
代
に
始
ま
る
」
と
い
い
、「
孔
子
は
三
皇
を
抑
止
し
軽
視
し
、
西

方
に
の
み
聖
人
が
い
た
」
と
い
い
、
捕
魚
の
諸
器
を
解
説
し
て
、「
ひ
ろ
く
物
の
命
を
殺
し
て
い

な
が
ら
ま
っ
た
く
疑
問
に
思
わ
ず
、
仏
陀
の
因
果
の
文
で
な
け
れ
ば
こ
れ
を
救
済
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
い
い
、
勝
手
に
断
語
を
下
し
て
、「
庖
犧
は
決
し
て
網
罟
を
作
ら
な
か
っ
た
」
と
い

う
に
い
た
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
で
あ
る
。
顧
震
滄
〔
顧
棟
高
〕
の
『
毛
詩
類
釋
』
も
空

論
の
言
葉
が
多
く
、
専
門
の
学
で
は
な
い
。
た
だ
惠
周
惕
の
『
詩
説
』、
戴
震
の
『
毛
鄭
詩
考
正
』、

顧
炎
武
の
『
詩
本
音
』、
錢
坫
の
『
詩
音
表
』、
陳
奐
の
『
毛
詩
疏
』、
馬
瑞
辰
の
『
毛
詩
傳
箋
通
釋
』

が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

清
朝
の
三
禮
を
治
め
る
も
の
は
、
萬
斯
大
、
蔡
德
晉
、
盛
百
二
の
諸
人
が
い
ず
れ
も
深
く
精
力
を

つ
く
し
た
。
し
か
し
古
注
を
利
用
し
た
り
、
妄
説
を
ま
じ
え
た
り
し
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
は
採

用
し
な
い
。
方
苞
の
輩
は
さ
ら
に
述
べ
る
に
値
し
な
い
。
そ
の
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
は
、
沈
彤
の

『
周
官
祿
田
考
』、
惠
定
宇
の
『
禘
祫
説
』、
江
永
の
『
周
禮
疑
義
舉
要
』、
戴
震
の
『
考
工
記
圖
』、

任
大
椿
の
『
弁
服
釋
例
』、
錢
坫
の
『
車
制
考
』、
張
爾
岐
の
『
儀
禮
鄭
注
句
讀
』『
監
本
正
誤
』『
石

經
正
誤
』、
沈
彤
の
『
儀
禮
小
疏
』、
江
永
の
『
儀
禮
釋
宮
譜
增
注
』、
胡
培
翬
の
『
儀
禮
正
義
』、

金
曰
追
の
『
儀
禮
正
譌
』、
褚
寅
亮
の
『
儀
禮
管
見
』、
張
惠
言
の
『
儀
禮
圖
』、
凌
廷
堪
の
『
禮
經

釋
例
』、
黄
宗
羲
の
『
深
衣
考
』、
惠
定
宇
の
『
明
堂
大
道
錄
』、
江
永
の
『
禮
記
訓
義
擇
言
』『
深

衣
考
誤
』、
任
大
椿
の
『
深
衣
釋
例
』、
惠
士
奇
の
『
禮
説
』、
江
永
の
『
禮
書
綱
目
』、
金
榜
の
『
禮

箋
』
で
あ
る
。

清
朝
の
『
公
羊
』
の
学
を
治
め
る
も
の
は
、
阮
君
伯
元
〔
阮
元
〕
は
「
孔
君
廣
森
の
学
が
も
っ
と

も
深
い
」
と
い
い
、
凌
曙
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
そ
れ
以
外
の
、
家
法
に
明
ら
か
で
な
い
も
の
は
採
用

し
な
い
。『
穀
梁
』
の
学
は
、
鍾
文
烝
が
よ
く
体
得
し
て
い
る
。『
左
氏
』
は
呉
江
の
朱
氏
、
無
錫

の
顧
氏
が
い
ず
れ
も
こ
れ
を
治
め
る
。
し
か
し
朱
鶴
齡
は
邵
寶
・
王
樵
の
説
を
利
用
し
て
、
賈
誼

・
服
虔
を
採
用
し
な
い
。
震
滄
〔
顧
棟
高
〕
の
『
春
秋
大
事
表
』
は
精
密
で
あ
る
が
、
実
は
馬
宛

斯
〔
馬
繡
〕
の
書
を
藍
本
と
し
、
な
お
か
つ
著
書
の
体
例
を
知
ら
ず
、
表
と
す
る
必
要
の
な
い
も

の
ま
で
表
と
し
て
い
る
の
が
そ
の
短
所
で
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
孔
廣
森
の
『
公
羊
通

義
』、
凌
曙
の
『
公
羊
禮
疏
』、
鍾
文
烝
の
『
穀
梁
補
注
』、
侯
康
の
『
穀
梁
禮
徴
』、
顧
炎
武
の
『
左

傳
杜
解
補
正
』、
馬
驌
の
『
左
傳
事
緯
』
な
ら
び
に
『
附
錄
』、
陳
厚
燿
の
『
春
秋
長
歷
』『
春
秋
世

族
譜
』、
惠
定
宇
の
『
左
傳
補
注
』、
沈
彤
の
『
左
傳
小
疏
』、
江
永
の
『
春
秋
地
理
考
實
』、
惠
士

奇
の
『
春
秋
説
』
で
あ
る
。

『
論
語
』『
孟
子
』『
大
學
』『
中
庸
』
は
、
宋
に
な
っ
て
か
ら
合
併
し
て
通
行
し
た
。
清
朝
に
お
い

て
注
を
作
る
も
の
に
は
、
閻
若
璩
の
『
四
書
釋
地
』『
四
書
釋
地
續
』『
四
書
釋
地
又
續
』『
四
書
釋

地
三
續
』『
釋
地
餘
論
』、
江
永
の
『
鄕
黨
圖
考
』、
戴
震
の
『
孟
子
字
義
疏
證
』、
焦
循
の
『
孟
子

正
義
』、
宋
翔
鳳
の
『
孟
子
趙
注
補
正
』
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。『
孝
經
』
は
阮
福

の
『
孝
經
義
疏
』
だ
け
が
根
拠
を
有
す
る
。『
爾
雅
』
は
邵
氏
〔
邵
晉
涵
〕
の
『
爾
雅
正
義
』、
郝

氏
〔
郝
懿
行
〕
の
『
爾
雅
義
疏
』
が
い
ず
れ
も
博
大
で
あ
る
。

群
経
總
義
を
解
釈
す
る
も
の
に
は
、
朱
彝
尊
の
『
經
義
考
』、
翁
方
綱
の
『
經
義
考
補
正
』、
呉
陳

琰
の
『
五
經
古
今
文
考
』、
馮
登
府
の
『
十
三
經
詁
答
問
』、
陳
澧
の
『
東
塾
讀
書
記
』
が
あ
る
。

そ
れ
以
外
は
す
べ
て
『
皇
淸
經
解
』
中
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
阮
氏
伯
元
〔
阮
元
〕

が
編
輯
し
た
も
の
で
あ
り
、
説
経
家
の
一
大
総
集
で
あ
る
。
学
ぶ
も
の
は
か
な
ら
ず
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

經
解
入
門
卷
四

甘
泉
江
藩
纂

經
與
經
相
表
裏
第
十
八

十
三
經
不
能
盡
通
。
故
歷
來
經
師
大
儒
、
恆
有
以
一
經
名
家
。
然
專
力
貴
在
一
經
、
而
參
考
貴
盡

羣
經
。
苟
第
（
黙
）〔
墨
〕
①
守
一
家
、
則
經
與
經
有
表
裏
者
、
亦
無
從
而
貫
串
。

十
三
經
皆
先
聖
遺
言
、
其
義
本
可
相
通
者
多
。
爾
雅
毛
詩
相
表
裏
也
。
讀
毛
詩
而
不
讀
爾
雅
、
何
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以
知
古
訓
之
是
式
。
儀
禮
禮
記
相
表
裏
也
。
讀
儀
禮
而
不
讀
禮
記
、
何
以
知
古
制
之
通
變
。
尚
書

周
官
相
表
裏
也
。
讀
尚
書
而
不
讀
周
官
、
何
以
知
三
代
之
因
革
。
又
況
春
秋
三
傳
相
表
裏
、
論
語

孟
子
相
表
裏
、
孝
經
論
語
相
表
裏
、
易
與
詩
相
表
裏
、
詩
與
書
禮
相
表
裏
、
小
戴
禮
與
大
戴
禮
相

表
裏
。
此
各
經
之
大
略
也
。
此
外
細
節
闊
目
、
論
語
引
詩
卽
存
毛
詩
之
古
義
、
引
書
卽
存
尚
書
之

古
義
、
引
易
卽
存
易
之
古
義
、
稱
禮
卽
存
禮
之
古
義
。
孟
子
戴
記
皆
然
。
則
爲
經
與
經
相
表
裏
之

顯
證
。

而
又
有
一
經
之
中
自
相
表
裏
。
如
易
剝
之
義
、
受
之
以
復
、
否
之
義
、
受
之
以
泰
。
書
堯
典
官
制

與
夏
制
相
損
益
、
夏
書
官
制
與
周
書
又
相
（
益
損
）〔
損
益
〕
②
。
詩
十
五
國
之
風
、
自
相
終
始
、

風
雅
頌
之
音
、
自
相
離
合
。
周
禮
五
官
之
布
置
、
儀
禮
冠
昏
之
變
通
、
禮
記
各
篇
之
條
目
、
左
氏

前
後
之
錯
綜
、
公
羊
傳
經
之
義
例
、
穀
梁
説
禮
之
精
微
、
論
語
立
言
之
精
當
、
孟
子
叙
事
之
詳
略
、

爾
雅
方
音
之
異
同
、
皆
非
縱
觀
博
考
、
不
能
周
知
其
義
。（
改
）〔
故
〕
③
由
博
而
約
、
窮
經
之
第

一
要
道
也
。

【
校
記
】

①

「
黙
」

勘
語
に
従
い
、「
墨
」
に
改
め
る
。

②

「
益
損
」

勘
語
に
従
い
、「
損
益
」
に
改
め
る
。

③

「
改
」

勘
語
に
従
い
、「
故
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

經
と
經
と
相
表
裏
す
第
十
八

十
三
經
は
盡
く
は
通
ず
る
能
は
ず
。
故
に
歷
來
の
經
師
大
儒
に
は
、
恆
に
一
經
を
以
て
家
に
名
づ

く
る
有
り
。
然
れ
ど
も
專
力
は
一
經
に
在
る
を
貴
び
て
、
參
考
は
羣
經
を
盡
す
を
貴
ぶ
。
苟
し
く

も
第
だ
一
家
を
墨
守
す
る
の
み
な
ら
ば
、
則
ち
經
と
經
と
表
裏
す
る
者
有
る
も
、
亦
從
り
て
貫
串

た

よ

す
る
無
し
。

十
三
經
は
皆
先
聖
の
遺
言
に
し
て
、
其
の
義
本
相
通
ず
可
き
者
多
し
。
爾
雅
・
毛
詩
は
相
表
裏
す

る
な
り
。
毛
詩
を
讀
み
て
爾
雅
を
讀
ま
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
古
訓
の
是
式
①
を
知
ら
ん
や
。
儀
禮

・
禮
記
は
相
表
裏
す
る
な
り
。
儀
禮
を
讀
み
て
禮
記
を
讀
ま
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
古
制
の
通
變
を

知
ら
ん
や
。
尚
書
・
周
官
は
相
表
裏
す
る
な
り
。
尚
書
を
讀
み
て
周
官
を
讀
ま
ざ
れ
ば
、
何
を
以

て
三
代
の
因
革
を
知
ら
ん
や
。
又
況
ん
や
春
秋
三
傳
は
相
表
裏
し
、
論
語
・
孟
子
は
相
表
裏
し
、

孝
經
・
論
語
は
相
表
裏
し
、
易
と
詩
は
相
表
裏
し
、
詩
と
書
・
禮
は
相
表
裏
し
、
小
戴
禮
と
大
戴

禮
は
相
表
裏
す
る
を
や
。
此
れ
各
經
の
大
略
な
り
。
此
の
外
の
細
節
闊
目
は
、
論
語
の
引
く
詩
は

卽
ち
毛
詩
の
古
義
を
存
し
、
引
く
書
は
卽
ち
尚
書
の
古
義
を
存
し
、
引
く
易
は
卽
ち
易
の
古
義
を

存
し
、
稱
す
る
禮
は
卽
ち
禮
の
古
義
を
存
す
。
孟
子
・
戴
記
皆
然
り
。
則
ち
經
と
經
と
相
表
裏
す

る
の
顯
證
と
爲
す
。

而
し
て
又
一
經
の
中
に
自
ら
相
表
裏
す
る
有
り
。
如
へ
ば
、
易
の
剝
の
義
は
、
之
を
受
く
る
に
復

を
以
て
し
、
否
の
義
は
、
之
を
受
く
る
に
泰
を
以
て
す
。
書
堯
典
の
官
制
は
夏
制
と
相
損
益
し
、

夏
書
の
官
制
は
周
書
と
又
相
損
益
す
。
詩
の
十
五
國
の
風
は
、
自
ら
相
終
始
し
、
風
雅
頌
の
音
は
、

自
ら
相
離
合
す
。
周
禮
の
五
官
の
布
置
、
儀
禮
の
冠
昏
の
變
通
、
禮
記
の
各
篇
の
條
目
、
左
氏
の

前
後
の
錯
綜
、
公
羊
の
傳
經
の
義
例
、
穀
梁
の
説
禮
の
精
微
、
論
語
の
立
言
の
精
當
、
孟
子
の
叙

事
の
詳
略
、
爾
雅
の
方
音
の
異
同
は
、
皆
縱
觀
博
考
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
義
を
周
知
す
る
能
は
ず
。

故
に
博
よ
り
し
て
約
は
、
經
を
窮
む
る
の
第
一
の
要
道
な
り
②
。

【
註
】

①

『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
・
烝
民
「
仲
山
甫
之
德
、
柔
嘉
維
則
。
令
儀
令
色
、
小
心
翼
翼
、
古
訓

是
式
、
威
儀
是
力
。
天
子
是
若
、
明
命
使
賦
」。

②

『
論
語
』
雍
也
第
六
「
子
曰
、
君
子
博
學
於
文
、
約
之
以
禮
。
亦
可
以
弗
畔
矣
夫
」。（
子
曰

く
、
君
子
博
く
文
を
學
び
て
、
之
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
。
亦
以
て
畔
か
ざ
る
可
き
か
）〔
顔

淵
第
十
二
に
も
同
文
が
あ
る
が
、「
君
子
」
の
二
字
が
な
い
〕

『
論
語
』
子
罕
第
九
「
顔
淵
喟
然
歎
曰
、
仰
之
彌
高
、
鑽
之
彌
堅
。
瞻
之
在
前
、
忽
焉
在
後
。

夫
子
循
循
然
善
誘
人
。
博
我
以
文
、
約
我
以
禮
。
欲
罷
不
能
。
旣
竭
吾
才
。
如
有
所
立
卓
爾
。

雖
欲
從
之
、
末
由
也
已
」。（
顔
淵
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
之
を
仰
げ
ば
彌
い
よ
高
く
、
之

を
鑽
れ
ば
彌
い
よ
堅
し
。
之
を
瞻
る
に
前
に
在
れ
ば
、
忽
焉
と
し
て
後
に
在
り
。
夫
子
循
循
然
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と
し
て
善
く
人
を
誘
ふ
。
我
を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
、
我
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
。
罷
め

ん
と
欲
す
る
も
能
は
ず
。
旣
に
吾
が
才
を
竭
く
す
。
立
つ
所
有
り
て
卓
爾
た
る
が
如
し
。
之
に

從
は
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
由
な
き
の
み
）

『
孟
子
』
離
婁
下
「
孟
子
曰
、
博
學
而
詳
説
之
、
將
以
反
説
約
也
」。（
孟
子
曰
く
、
博
く
學

ん
で
詳
ら
か
に
之
を
説
く
は
、
將
に
以
て
反
て
約
を
説
か
ん
と
す
れ
ば
な
り
）

【
通
釈
】

経
と
経
は
相
表
裏
す
る
第
十
八

十
三
経
す
べ
て
に
通
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
歴
代
の
経
師
大
儒
は
、
つ
ね
に
ひ
と
つ
の

経
に
通
じ
て
い
る
こ
と
で
専
門
家
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
専
門
的
に
学
ぶ
に
は
ひ

と
つ
の
経
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
他
を
参
照
す
る
に
は
群
経
を
学
び
つ
く
す
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
も
し
た
だ
一
家
を
墨
守
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
経
と
経
に
表
裏
す
る
も
の
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
を
貫
く
す
べ
が
な
い
。

十
三
経
は
す
べ
て
先
聖
が
遺
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
も
と
も
と
相
通
じ
る
も
の
が
多
い
。

『
爾
雅
』
と
『
毛
詩
』
は
相
表
裏
す
る
。『
毛
詩
』
を
読
ん
で
『
爾
雅
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
ど

う
や
っ
て
古
訓
に
の
っ
と
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。『
儀
禮
』
と
『
禮
記
』
は
相
表

裏
す
る
。『
儀
禮
』
を
読
ん
で
『
禮
記
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
古
制
の
通
変
を
知
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。『
尚
書
』
と
『
周
官
』
は
相
表
裏
す
る
。『
尚
書
』
を
読
ん
で
『
周
官
』
を

読
ま
な
け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
三
代
の
沿
革
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
し
て
や
『
春
秋
三

傳
』
が
相
表
裏
し
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
が
相
表
裏
し
、『
孝
經
』
と
『
論
語
』
が
相
表
裏
し
、『
易
』

と
『
詩
』
が
相
表
裏
し
、『
詩
』
と
『
書
』『
禮
』
が
相
表
裏
し
、『
小
戴
禮
』
と
『
大
戴
禮
』
が
相

表
裏
し
て
お
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
各
経
の
大
略
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
詳
細
な
項
目

は
、『
論
語
』
が
引
用
す
る
『
詩
』
は
『
毛
詩
』
の
古
義
を
存
し
、
引
用
す
る
『
書
』
は
『
尚
書
』

の
古
義
を
存
し
、
引
用
す
る
『
易
』
は
『
易
』
の
古
義
を
存
し
、
称
す
る
『
禮
』
は
『
禮
』
の
古

義
を
存
し
て
い
る
。『
孟
子
』『
小
戴
記
』
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
経
と
経
が
相
表
裏

す
る
明
確
な
証
拠
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
経
の
中
に
そ
れ
自
身
が
相
表
裏
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
易
』
の
剝
の
義
は

復
を
受
け
て
お
り
、
否
の
義
は
泰
を
受
け
て
い
る
。『
書
』
堯
典
の
官
制
は
夏
制
と
相
損
益
し
、

夏
書
の
官
制
は
周
書
と
も
相
損
益
す
る
。『
詩
』
の
十
五
国
の
風
は
、
そ
れ
自
身
が
相
終
始
し
、

風
雅
頌
の
音
は
、
そ
れ
自
身
が
相
離
合
す
る
。『
周
禮
』
の
五
官
の
布
置
、『
儀
禮
』
の
冠
昏
の
変

通
、『
禮
記
』
の
各
篇
の
條
目
、『
左
氏
傳
』
の
前
後
の
錯
綜
、『
公
羊
傳
』
の
伝
経
の
義
例
、『
穀

梁
傳
』
の
説
禮
の
精
微
、『
論
語
』
の
立
言
の
精
当
、『
孟
子
』
の
叙
事
の
詳
略
、『
爾
雅
』
の
方
音

の
異
同
は
、
い
ず
れ
も
縦
横
に
幅
広
く
考
察
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
だ
か
ら
博
覧
か
ら
要
約
に
む
か
う
の
は
、
経
を
き
わ
め
る
た
め
に
い
ち
ば
ん
重
要
な
方
法

で
あ
る
。

經
與
緯
相
表
裏
第
十
九

緯
候
之
書
、
説
者
謂
起
於
哀
平
之
世
、
非
也
。
緯
候
所
言
多
近
理
、
與
經
相
表
裏
、
本
古
聖
遺
書
、

而
後
人
以
怪
誕
之
説
纂
入
其
中
、
遂
令
人
不
可
信
耳
。
其
醇
者
蓋
始
於
孔
氏
。
故
鄭
康
成
以
爲
孔

子
所
作
。
其
駁
者
〔
蓋
亦
〕
①
起
於
周
末
戰
國
之
時
。
何
以
知
之
。
秦
始
皇
時
、
已
有
亡
秦
者
胡

之
讖
、
則
讖
緯
由
來
久
矣
。
孟
喜
、
漢
初
人
也
、
而
卦
氣
圖
之
用
、
本
於
易
緯
。
司
馬
遷
、
武
帝

時
人
、
而
史
記
所
載
簡
狄
呑
燕
卵
生
契
之
事
、
本
於
尚
書
中
候
契
握
。
大
毛
公
、
亦
漢
初
人
也
。

詩
傳
所
謂
尊
而
君
之
則
稱
皇
天
、
元
氣
廣
大
則
稱
昊
天
、
仁
覆
閔
下
則
稱
旻
天
、
本
於
尚
書
帝
命

驗
。
伏
生
、
秦
時
人
也
。
所
作
尚
書
大
傳
言
、
主
春
者
鳥
、
昏
中
可
以
種
穀
、
主
夏
者
火
、
昏
中

可
以
種
黍
、
本
於
尚
書
考
靈
曜
。
所
言
夏
以
十
三
月
爲
正
、
殷
以
十
二
月
爲
正
、
周
以
十
一
月
爲

正
、
本
於
樂
緯
稽
耀
嘉
。
翼
奉
、
宣
帝
時
人
也
。
元
帝
初
上
封
事
、
言
詩
有
五
際
、
本
於
詩
緯
氾

歷
樞
。
又
易
通
卦
驗
云
、
失
之
毫
釐
、
差
以
千
里
、
禮
記
經
解
及
太
史
公
自
序
皆
引
之
、
言
差
若

毫
釐
、
謬
以
千
里
。
中
候
擿
洛
戒
云
、
周
公
踐
阼
、
禮
記
明
堂
位
引
用
其
文
。
春
秋
漢
含
孳
云
、

三
公
九
卿
、
二
十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
、
禮
記
王
制
引
用
其
文
。

由
是
觀
之
、
秦
漢
之
閒
、
以
至
昭
宣
之
世
、
已
有
其
書
、
豈
始
於
哀
平
哉
。
秦
漢
旣
引
其
文
、
故

知
其
起
于
戰
國
也
。
河
圖
括
地
象
言
、
崑
崙
者
地
之
中
、
東
南
地
方
五
千
里
、
名
曰
神
州
、
與
鄒
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衍
大
九
州
之
説
合
、
則
括
地
象
之
書
、
或
卽
鄒
衍
之
徒
爲
之
。
此
起
于
戰
國
證
也
。
至
若
失
之
豪

釐
、
差
以
千
里
、
其
言
最
精
。
又
孝
經
句
命
決
言
、
孔
子
曰
、
吾
志
在
春
秋
、
行
在
孝
經
、
孝
經

援
神
契
言
、
日
者
天
之
明
、
月
者
地
之
理
、
皆
有
精
義
、
足
以
羽
翼
經
訓
。
又
若
禮
元
命
包
言
、

天
子
五
廟
、
二
昭
二
穆
、
以
始
祖
而
五
、
與
喪
服
小
記
王
者
立
四
廟
相
表
裏
。
春
秋
含
文
嘉
言
、

天
子
射
熊
、
諸
侯
射
麋
、
大
夫
射
虎
豹
、
士
射
鹿
豕
、
與
郷
射
禮
記
相
表
裏
。
禮
稽
命
徴
言
、
天

子
旂
九
仞
、
十
二
旒
、
諸
侯
七
仞
、
九
旒
。
此
類
又
足
補
禮
經
之
缺
。
故
知
其
始
於
孔
氏
也
。
隋

書
經
籍
志
云
、
説
者
謂
、
孔
子
旣
叙
六
經
、
知
後
世
不
能
稽
同
其
意
、
故
別
立
緯
及
讖
、
以
遺
來

世
。
其
書
出
於
前
漢
、
書
洪
範
孔
疏
、
緯
候
之
書
、
不
知
誰
作
。
通
人
討
覈
、
謂
僞
起
哀
平
。
雖

復
前
漢
之
末
始
有
此
書
、
以
前
學
者
必
相
傳
此
説
。
然
則
謂
緯
候
起
哀
平
、
孔
沖
遠
亦
不
以
爲
然

矣
。
吾
得
斷
之
曰
、
緯
候
創
始
於
孔
氏
、
増
纂
於
戰
國
、
盛
行
於
哀
平
。
而
其
書
實
與
經
相
表
裏
。

學
者
取
其
瑜
而
棄
其
瑕
、
斯
得
矣
。

【
校
記
】

①

金
鶚
「
緯
候
不
起
于
哀
平
辨
」
に
従
い
、「
蓋
亦
」
の
二
字
を
補
う
。

【
書
き
下
し
】

經
と
緯
と
相
表
裏
す
第
十
九
①

緯
候
の
書
、
説
者
、「
哀
・
平
の
世
に
起
る
」
②
と
謂
ふ
は
非
な
り
。
緯
候
言
ふ
所
は
多
く
理
に

近
く
、
經
と
相
表
裏
し
、
本
古
聖
の
遺
書
に
し
て
、
後
人
、
怪
誕
の
説
を
以
て
其
の
中
に
纂
入
し
、

遂
に
人
を
し
て
信
ず
可
か
ら
ざ
ら
し
む
る
の
み
。
其
の
醇
な
る
者
は
蓋
し
孔
氏
よ
り
始
む
。
故
に

鄭
康
成
以
て
孔
子
の
作
る
所
と
爲
す
③
。
其
の
駁
す
る
者
も
蓋
し
亦
周
末
戰
國
の
時
に
起
る
な
ら

ん
。
何
を
以
て
之
を
知
る
。
秦
始
皇
の
時
、
已
に
「
秦
を
亡
ぼ
す
者
は
胡
な
り
」
④
の
讖
有
ら
ば
、

則
ち
讖
緯
の
由
來
は
久
し
。
孟
喜
は
漢
初
の
人
に
し
て
、
卦
氣
圖
の
用
は
易
緯
に
本
づ
く
⑤
。
司

馬
遷
は
武
帝
の
時
の
人
に
し
て
、
史
記
載
す
る
所
の
「
簡
狄
、
燕
の
卵
を
呑
み
て
契
を
生
む
」
⑥

の
事
は
、
尚
書
中
候
契
握
に
本
づ
く
⑦
。
大
毛
公
も
亦
漢
初
の
人
な
り
。
詩
傳
の
所
謂
「
尊
び
て

之
を
君
と
す
れ
ば
則
ち
皇
天
と
稱
し
、
元
氣
廣
大
な
ら
ば
則
ち
昊
天
と
稱
し
、
仁
覆
ひ
て
下
を
閔

あ
は
れ

め
ば
則
ち
旻
天
と
稱
す
」
⑧
は
、
尚
書
帝
命
驗
に
本
づ
く
⑨
。
伏
生
は
秦
の
時
の
人
な
り
。
作
る

所
の
尚
書
大
傳
に
、「
春
を
主
と
す
る
者
は
鳥
、
昏
中
以
て
穀
を
種
う
可
し
、
夏
を
主
と
す
る
者

う

は
火
、
昏
中
以
て
黍
を
種
う
可
し
」
⑩
と
言
ふ
は
、
尚
書
考
靈
曜
に
本
づ
く
⑪
。
言
ふ
所
の
「
夏

は
十
三
月
を
以
て
正
と
爲
し
、
殷
は
十
二
月
を
以
て
正
と
爲
し
、
周
は
十
一
月
を
以
て
正
と
爲
す
」

⑫
は
、
樂
緯
稽
耀
嘉
に
本
づ
く
⑬
。
翼
奉
は
宣
帝
の
時
の
人
な
り
。
元
帝
の
初
め
封
事
を

上

り

た
て
ま
つ

て
、「
詩
に
五
際
有
り
」
と
言
ふ
⑭
は
、
詩
緯
氾
歷
樞
に
本
づ
く
⑮
。
又
易
通
卦
驗
に
、「
之
を
毫

釐
に
失
し
、
差
ふ
に
千
里
を
以
て
す
」
⑯
と
云
ひ
、
禮
記
經
解
及
び
太
史
公
自
序
は
皆
之
を
引
き

た
が

て
、「
差
ふ
こ
と
若
し
毫
釐
な
れ
ば
、
謬
る
に
千
里
を
以
て
す
」
⑰
と
言
ふ
。
中
候
擿
洛
戒
に
、

た
が

も

あ
や
ま

「
周
公
踐
阼
」
⑱
と
云
ひ
、
禮
記
明
堂
位
、
其
の
文
を
引
用
す
⑲
。
春
秋
漢
含
孳
に
、「
三
公
九

卿
、
二
十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
」
⑳
と
云
ひ
、
禮
記
王
制
、
其
の
文
を
引
用
す
㉑
。

是
に
由
り
て
之
を
觀
れ
ば
、
秦
・
漢
の
閒
よ
り
、
以
て
昭
・
宣
の
世
に
至
る
ま
で
、
已
に
其
の
書

有
り
、
豈
に
哀
・
平
に
始
ま
ら
ん
や
。
秦
・
漢
旣
に
其
の
文
を
引
く
が
故
に
、
其
の
戰
國
に
起
る

を
知
る
な
り
。
河
圖
括
地
象
に
、「
崑
崙
は
地
の
中
、
東
南
地
方
五
千
里
、
名
づ
け
て
神
州
と
曰

ふ
」
㉒
と
言
ふ
は
、
鄒
衍
の
「
大
九
州
」
㉓
の
説
と
合
す
れ
ば
、
則
ち
括
地
象
の
書
は
、
或
い
は

卽
ち
鄒
衍
の
徒
之
を
爲
す
か
。
此
れ
戰
國
に
起
る
の
證
な
り
。「
之
を
毫
釐
に
失
し
、
差
ふ
に
千

里
を
以
て
す
」
㉔
の
若
き
に
至
り
て
は
、
其
の
言
最
も
精
な
り
。
又
孝
經
句
命
決
に
、「
孔
子
曰

く
、
吾
が
志
は
春
秋
に
在
り
、
行
ひ
は
孝
經
に
在
り
」
㉕
と
言
ひ
、
孝
經
援
神
契
に
「
日
は
天
の

明
、
月
は
地
の
理
」
㉖
と
言
ふ
は
、
皆
精
義
有
り
て
、
以
て
經
訓
を
羽
翼
す
る
に
足
る
。
又
禮
元

命
包
に
、「
天
子
五
廟
、
二
昭
二
穆
、
始
祖
を
以
て
し
て
五
」
㉗
と
言
ふ
が
若
き
は
、
喪
服
小
記

の
「
王
者
、
四
廟
を
立
つ
」
と
相
表
裏
す
㉘
。
春
秋
含
文
嘉
に
、「
天
子
は
熊
を
射
ち
、
諸
侯
は

麋
を
射
ち
、
大
夫
は
虎
豹
を
射
ち
、
士
は
鹿
豕
を
射
つ
」
㉙
と
言
ふ
は
、
郷
射
禮
記
と
相
表
裏
す

㉚
。
禮
稽
命
徴
に
、「
天
子
は
旂
九
仞
、
十
二
旒
、
諸
侯
は
七
仞
、
九
旒
」
㉛
と
言
ふ
。
此
の
類

又
禮
經
の
缺
を
補
ふ
に
足
る
。
故
に
其
の
、
孔
氏
に
始
ま
る
を
知
る
な
り
。
隋
書
經
籍
志
に
、「
説

者
謂
ふ
、
孔
子
旣
に
六
經
を
叙
す
る
も
、
後
世
、
其
の
意
に
稽
同
す
る
能
は
ざ
る
を
知
る
が
故
に
、

別
に
緯
及
び
讖
を
立
て
て
、
以
て
來
世
に
遺
す
。
其
の
書
、
前
漢
に
出
づ
」
㉜
と
云
ひ
、
書
洪
範

孔
疏
に
、「
緯
候
の
書
は
誰
の
作
か
を
知
ら
ず
。
通
人
討
覈
し
、
僞
は
哀
・
平
に
起
る
と
謂
ふ
。
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復
た
前
漢
の
末
に
始
め
て
此
の
書
有
る
と
雖
も
、
以
前
の
學
者
必
ず
此
の
説
を
相
傳
ふ
」
㉝
と
い

ふ
。
然
ら
ば
則
ち
「
緯
候
は
哀
・
平
に
起
る
」
と
謂
ふ
は
、
孔
沖
遠
も
亦
以
て
然
り
と
爲
さ
ず
。

吾
れ
之
を
斷
じ
て
、
緯
候
は
孔
氏
に
創
始
し
、
戰
國
に
増
纂
し
、
哀
・
平
に
盛
行
す
と
曰
ふ
を
得

た
り
。
而
し
て
其
の
書
は
實
は
經
と
相
表
裏
す
。
學
ぶ
者
、
其
の
瑜
を
取
り
て
其
の
瑕
を
棄
つ
れ

ば
、
斯
ち
得
た
り
。

【
註
】

①

本
篇
は
ほ
ぼ
全
文
が
金
鶚
の
「
緯
候
不
起
于
哀
平
辨
」（『
詁
經
精
舍
文
集
』
巻
十
二
）
を
引

用
し
、
篇
名
に
あ
わ
せ
て
一
部
を
書
き
か
え
、
末
尾
に
一
文
を
加
え
る
。

緯
候
之
書
、
説
者
皆
謂
起
於
哀
平
之
世
、
非
也
。
緯
候
所
言
多
近
理
、
可
以
翼
經
、
本
古
聖

遺
書
、
而
後
人
以
怪
誕
之
説
簒
入
其
中
、
遂
令
人
不
可
信
耳
。
其
醇
者
蓋
始
於
孔
氏
。
故
鄭

康
成
以
爲
孔
子
所
作
。
其
駁
者
蓋
亦
起
於
周
末
戰
國
之
時
。
何
以
知
之
。
秦
始
皇
時
、
已
有

亡
秦
者
胡
之
讖
、
則
讖
緯
由
來
久
矣
。
孟
喜
、
漢
初
人
也
、
而
卦
氣
圖
之
用
、
本
於
易
緯
。

司
馬
遷
、
武
帝
時
人
、
而
史
記
所
載
簡
狄
呑
燕
卵
生
契
之
事
、
本
於
尚
書
中
候
契
握
。
大
毛

公
、
亦
漢
初
人
也
。
詩
傳
所
謂
尊
而
君
之
則
稱
皇
天
、
元
氣
廣
大
則
稱
昊
天
、
仁
覆
閔
下
則

稱
旻
天
、
本
於
尚
書
帝
命
驗
。
伏
生
、
秦
時
人
也
。
所
作
尚
書
大
傳
言
、
主
春
者
鳥
、
昏
中

可
以
種
穀
、
主
夏
者
火
、
昏
中
可
以
種
黍
、
本
於
尚
書
考
靈
耀
。
所
言
夏
以
十
三
月
爲
正
、

殷
以
十
二
月
爲
正
、
周
以
十
一
月
爲
正
、
本
於
樂
緯
稽
耀
嘉
。
翼
奉
、
宣
帝
時
人
也
。
元
帝

初
上
封
事
、
言
詩
有
五
際
、
本
於
詩
緯
氾
歷
樞
。
又
易
通
卦
驗
云
、
失
之
毫
釐
、
差
以
千
里
、

禮
記
經
解
及
太
史
公
自
序
皆
引
之
、
言
差
若
毫
釐
、
謬
以
千
里
。
中
候
摘
洛
戒
云
、
周
公
踐

阼
、
禮
記
明
堂
位
引
用
其
文
。
春
秋
漢
含
孳
云
、
三
公
九
卿
、
二
十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
、

禮
記
王
制
引
用
其
文
。
由
是
觀
之
、
秦
漢
之
閒
、
以
至
昭
宣
之
世
、
已
有
其
書
、
豈
始
於
哀

平
哉
。
秦
漢
旣
引
其
文
。
故
知
其
起
于
戰
國
也
。
河
圖
括
地
象
言
、
崑
崙
者
地
之
中
、
東
南

地
方
五
千
里
、
名
曰
神
州
、
與
鄒
衍
大
九
州
之
説
合
、
則
括
地
象
之
書
、
或
卽
鄒
衍
之
徒
爲

之
。
此
起
于
戰
國
之
證
也
。
至
若
失
之
豪
釐
、
差
以
千
里
、
其
言
最
精
。
又
孝
經
句
命
決
言
、

孔
子
曰
、
吾
志
在
春
秋
、
行
在
孝
經
、
孝
經
援
神
契
言
、
日
者
天
之
明
、
月
者
地
之
理
、
皆

有
精
義
、
又
若
禮
元
命
包
言
、
天
子
五
廟
、
二
昭
二
穆
、
以
始
祖
而
五
、
與
喪
服
小
記
王
者

立
四
廟
相
合
。
春
秋
含
文
嘉
言
、
天
子
射
熊
、
諸
侯
射
麋
、
大
夫
射
虎
豹
、
士
射
鹿
豕
、
與

郷
射
禮
記
相
合
。
禮
稽
命
徴
言
、
天
子
旂
九
仞
、
十
二
旒
、
諸
侯
七
仞
九
旒
。
此
類
又
足
補

禮
經
之
缺
。
故
知
其
始
於
孔
氏
也
。
隋
書
經
籍
志
云
、
説
者
謂
、
孔
子
旣
叙
六
經
、
知
後
世

不
能
稽
同
其
意
、
故
別
立
緯
及
讖
、
以
遺
來
世
、
其
書
出
於
前
漢
、
書
洪
範
孔
疏
、
緯
候
之

書
、
不
知
誰
作
。
通
人
討
覈
、
謂
僞
起
哀
平
。
雖
復
前
漢
之
末
、
始
有
此
書
、
以
前
學
者
必

相
傳
此
説
。
然
則
謂
緯
候
起
哀
平
、
孔
沖
遠
亦
不
以
爲
然
矣
。
吾
得
斷
之
曰
、
緯
候
創
始
於

孔
氏
、
増
簒
於
戰
國
、
盛
行
於
哀
平
。

②

『
後
漢
書
』
巻
五
十
九
、
張
衡
列
傳
第
四
十
九
「
初
、
光
武
善
讖
、
及
顯
宗
、
肅
宗
因
祖
述

焉
。
自
中
興
之
後
、
儒
者
爭
學
圖
緯
、
兼
復
附
以
訞
言
。
衡
以
圖
讖
虛
妄
、
非
聖
人
之
法
、
乃

上
疏
曰
、
…
…
一
卷
之
書
、
互
異
數
事
、
聖
人
之
言
、
埶
無
若
是
、
殆
必
虛
僞
之
徒
、
以
要
世

取
資
。
往
者
侍
中
賈
逵
摘
讖
互
異
三
十
餘
事
、
諸
言
讖
者
皆
不
能
説
。
至
於
王
莽
簒
位
、
漢
世

大
禍
、
八
十
篇
何
爲
不
戎
。
則
知
圖
讖
成
於
哀
平
之
際
也
」。

劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
正
緯
第
四
「
通
儒
討
覈
謂
、
僞
起
哀
平
。
東
序
秘
寶
、
朱
紫
亂
矣
。
至

於
光
武
之
世
、
篤
信
斯
術
。
風
化
所
靡
、
學
者
比
肩
」。

晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
巻
一
上
「
易
乾
鑿
度
二
卷
」「
昔
通
儒
謂
緯
書
僞
起
哀
平
、
光
武

既
以
讖
立
。
故
篤
信
之
。
陋
儒
阿
世
、
學
者
甚
衆
」。

③

鄭
玄
が
、
緯
書
が
孔
子
の
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
尚
書
』
巻
十
二
、

洪
範
「
月
之
從
星
則
以
風
雨
」
正
義
「
詩
云
、
月
離
于
畢
、
俾
滂
沱
矣
。
是
離
畢
則
多
雨
。
其

文
見
於
經
。
經
箕
則
多
雨
、
傳
記
無
其
事
。
鄭
玄
引
春
秋
緯
云
、
離
於
箕
則
風
揚
沙
。
作
緯
在

孔
君
之
後
、
以
前
必
有
此
説
。
孔
依
用
之
也
」
と
あ
る
。

④

『
史
記
』
巻
六
、
秦
始
皇
本
義
「
燕
人
盧
生
使
入
海
還
、
以
鬼
神
事
、
因
奏
錄
圖
書
、
曰
、

亡
秦
者
胡
也
。
始
皇
乃
使
將
軍
蒙
恬
發
兵
三
十
萬
人
北
擊
胡
、
略
取
河
南
地
」。
鄭
玄
曰
、「
胡
、

胡
亥
、
秦
二
世
名
也
。
秦
見
圖
書
、
不
知
此
爲
人
名
、
反
備
北
胡
」。

⑤

朱
彝
尊
『
經
義
考
』
巻
二
百
六
十
三
に
「
易
卦
氣
圖

佚

張
行
成
曰
、
揚
子
雲
太
玄
、
其

法
本
於
易
緯
卦
氣
圖
之
出
於
孟
喜
章
句
」
と
あ
る
。
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⑥

『
史
記
』
巻
三
、
殷
本
紀
「
殷
契
、
母
曰
簡
狄
、
有
娀
氏
之
女
、
爲
帝
嚳
次
妃
。
三
人
行
浴
、

見
玄
鳥
墮
其
卵
、
簡
狄
取
呑
之
、
因
孕
生
契
」。

⑦

『
尚
書
中
候
』
契
握
（『
詩
經
』
生
民
、
玄
鳥
正
義
、『
禮
記
』
月
令
正
義
引
）「
玄
鳥
翔
水
遺

卵
下
流
。
娀
簡
易
拾
呑
生
契
封
商
」。

⑧

『
詩
經
正
義
』
巻
四
之
一
、
國
風
、
黍
離
「
悠
悠
蒼
天
、
此
何
人
哉
」、
毛
傳
「
悠
悠
遠
意
、

蒼
天
以
體
言
之
。
尊
而
君
之
、
則
稱
皇
天
、
元
氣
廣
大
、
則
稱
昊
天
、
仁
覆
閔
下
、
則
稱
旻
天
。

自
上
降
監
、
則
稱
上
天
。
據
遠
視
之
、
蒼
蒼
然
、
則
稱
蒼
天
」。

⑨

『
尚
書
帝
命
驗
』（『
五
經
異
義
』
引
尚
書
説
）「
天
有
五
號
。
尊
而
君
之
、
則
曰
皇
天
、
元
氣

廣
大
、
則
稱
昊
天
、
仁
覆
閔
下
、
則
稱
旻
天
。
自
上
監
下
、
則
稱
上
天
。
據
遠
視
之
、
蒼
蒼
然
、

則
稱
蒼
天
」。

⑩

『
尚
書
大
傳
』（『
禮
書
』
巻
三
十
五
、『
尚
書
』
堯
典
正
義
引
）「
主
春
者
張
、
昏
中
、
可
以

種
穀
、
主
夏
者
火
、
昏
中
、
可
以
種
黍
、
主
秋
者
虛
、
昏
中
、
可
以
種
麥
、
主
冬
者
昴
、
昏
中
、

可
以
收
斂
」。

⑪

『
尚
書
考
靈
曜
』（『
禮
記
』
月
令
正
義
引
）「
主
春
者
鳥
星
、
昏
中
、
可
以
種
稷
、
主
夏
者
火

星
、
昏
中
、
可
以
種
黍
菽
、
主
秋
者
虛
星
、
昏
中
、
可
以
種
麥
、
主
冬
者
昴
星
、
昏
中
、
則
入

山
可
以
斬
伐
、
具
器
械
」。

⑫

『
尚
書
大
傳
』「
夏
以
十
三
月
爲
正
色
、
尚
黒
、
以
平
旦
爲
朔
。
殷
以
十
二
月
爲
正
色
、
尚

白
、
以
鷄
鳴
爲
朔
。
周
以
十
一
月
爲
正
色
、
尚
赤
、
以
夜
半
爲
朔
」。

⑬

『
樂
緯
稽
耀
嘉
』（『
禮
記
』
檀
弓
上
疏
、『
論
語
』
爲
政
疏
引
）「
夏
以
十
三
月
爲
正
息
、
卦

受
泰
物
之
始
、
其
色
尚
黒
、
以
寅
爲
朔
。
殷
以
十
二
月
爲
正
息
、
卦
受
臨
物
之
牙
、
其
色
尚
白
、

以
鷄
鳴
爲
朔
。
周
以
十
一
月
爲
正
息
、
卦
受
復
物
之
萌
、
其
色
尚
赤
、
以
夜
半
爲
朔
」。

⑭

『
漢
書
』
巻
七
十
五
、
翼
奉
傳
、「
易
有
陰
陽
、
詩
有
五
際
、
春
秋
有
災
異
、
皆
列
終
始
、

推
得
失
、
考
天
心
、
以
言
王
道
之
安
危
」。

⑮

『
詩
緯
氾
歷
樞
』（『
初
學
記
』
二
十
一
、『
藝
文
類
聚
』
五
十
六
、『
太
平
御
覽
』
六
百
九
、

八
百
四
引
）「
詩
者
天
地
之
心
、
君
德
之
祖
、
百
福
之
宗
、
萬
物
之
戸
也
。
刻
之
玉
板
、
藏
之

金
府
。
集
微
揆
著
、
上
統
元
皇
、
下
序
四
始
、
羅
列
五
際
。
故
詩
者
持
也
」。

⑯

『
易
通
卦
驗
』（『
大
戴
禮
』
保
傅
篇
引
易
説
）「
正
其
本
萬
事
理
、
差
之
毫
釐
、
謬
以
千
里
。

故
君
子
必
謹
其
始
」。

⑰

『
禮
記
』
巻
二
十
六
、
經
解
「
易
曰
、
君
子
愼
始
、
差
若
豪
釐
、
繆
以
千
里
。
此
之
謂
也
」。

『
史
記
』
巻
一
百
三
十
、
太
史
公
自
序
「
春
秋
之
中
、
弑
君
三
十
六
、
亡
國
五
十
二
、
諸
侯

奔
走
不
得
保
其
社
稷
者
不
可
勝
數
。
察
其
所
以
、
皆
失
其
本
已
。
故
易
曰
、
失
之
豪
釐
、
差
以

千
里
。
故
曰
、
臣
弑
君
、
子
弑
父
、
非
一
旦
一
夕
之
故
也
、
其
漸
久
矣
」。

⑱

『
尚
書
中
候
』
摘
雒
戒
（『
詩
經
』
頌
譜
正
義
引
）「
曰
若
稽
古
、
周
公
旦
欽
惟
皇
天
順
踐
阼
」。

⑲

『
禮
記
』
巻
十
四
、
明
堂
位
「
昔
殷
紂
亂
天
下
、
脯
鬼
侯
以
饗
諸
侯
。
是
以
周
公
相
武
王
以

伐
紂
。
武
王
崩
、
成
王
幼
弱
。
周
公
踐
天
子
之
位
以
治
天
下
。
六
年
、
朝
諸
侯
於
明
堂
、
制
禮

作
樂
、
頒
度
量
、
而
天
下
大
服
。
七
年
、
致
政
於
成
王
。
成
王
以
周
公
爲
有
勲
勞
於
天
下
」。

⑳

『
春
秋
緯
漢
含
孳
』（『
後
漢
書
』
劉
聖
公
傳
注
、『
太
平
御
覽
』
巻
二
百
六
引
）「
三
公
在
天

爲
三
台
、
九
卿
爲
北
斗
。
故
三
公
象
五
嶽
、
九
卿
法
河
海
、
二
十
七
大
夫
法
山
陵
、
八
十
一
元

士
法
谷
阜
、
合
爲
帝
佐
以
匡
綱
紀
」。

㉑

『
禮
記
』
巻
五
、
王
制
「
天
子
、
三
公
、
九
卿
、
二
十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
」。

㉒

『
河
圖
括
地
象
』（『
禮
記
』
曲
禮
下
疏
、『
文
選
』
魏
都
賦
注
、『
初
學
記
』
八
、『
太
平
御
覽
』

百
五
十
七
引
）「
天
下
九
州
内
效
中
域
以
盡
地
化
。
地
中
央
曰
崑
崙
。
崑
崙
東
南
地
方
一
萬
五

千
里
、
名
曰
神
州
。
中
有
五
岳
地
圖
帝
王
居
之
」。

㉓

『
史
記
』
巻
七
十
四
、
孟
子
荀
卿
列
傳
第
十
四
「
其
次
騶
衍
、
後
孟
子
。
騶
衍
睹
有
國
者
益

淫
侈
、
不
能
尚
德
、
若
大
雅
整
之
於
身
、
施
及
黎
庶
矣
。
乃
深
觀
陰
陽
消
息
而
作
怪
迂
之
變
、

終
始
大
聖
之
篇
十
餘
萬
言
。
其
語
閎
大
不
經
、
必
先
驗
小
物
、
推
而
大
之
、
至
於
無
垠
。
先
序

今
以
上
至
黄
帝
、
學
者
所
共
術
、
大
並
世
盛
衰
、
因
載
其
禨
祥
度
制
、
推
而
遠
之
、
至
天
地
未

生
、
窈
冥
不
可
考
而
原
也
。
先
列
中
國
名
山
大
川
、
通
谷
禽
獸
、
水
土
所
殖
、
物
類
所
珍
、
因

而
推
之
、
及
海
外
人
之
所
不
能
睹
。
稱
引
天
地
剖
判
以
來
、
五
德
轉
移
、
治
各
有
宜
、
而
符
應

若
茲
。
以
爲
儒
者
所
謂
中
國
者
、
於
天
下
乃
八
十
一
分
居
其
一
分
耳
。
中
國
名
曰
赤
縣
神
州
。

赤
縣
神
州
内
自
有
九
州
、
禹
之
序
九
州
是
也
、
不
得
爲
州
數
。
中
國
外
如
赤
縣
神
州
者
九
、
乃

所
謂
九
州
也
。
於
是
有
裨
海
環
之
、
人
民
禽
獸
莫
能
相
通
者
。
如
一
區
中
者
、
乃
爲
一
州
。
如
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此
者
九
、
乃
有
大
瀛
海
環
其
外
、
天
地
之
際
焉
。
其
術
皆
此
類
也
」（
其
の
次
は
騶
衍
、
孟
子

に
後
る
。
騶
衍
は
國
を
有
す
る
者
益
ま
す
淫
侈
に
し
て
、
德
を
尚
ぶ
こ
と
大
雅
の
之
を
身
に
整

へ
、
黎
庶
に
施
及
す
る
が
若
く
す
る
能
は
ざ
る
を
睹
り
。
乃
ち
深
く
陰
陽
消
息
を
觀
て
、
怪
迂

之
變
、
終
始
大
聖
の
篇
十
餘
萬
言
を
作
る
。
其
の
語
は
閎
大
に
し
て
不
經
、
必
ず
先
づ
小
物
を

驗
し
、
推
し
て
之
れ
を
大
と
し
、
無
垠
に
至
る
。
先
づ
今
を
序
し
て
以
て
上
は
黄
帝
に
至
る
。

學
者
共
に
す
る
所
の
術
に
し
て
、
大
い
に
並
び
に
盛
衰
を
世
よ
に
す
。
因
り
て
其
の
禨
祥
度
制

を
載
せ
、
推
し
て
之
れ
を
遠
と
し
、
天
地
未
だ
生
ぜ
ず
、
窈
冥
に
し
て
考
し
て
原
ぬ
可
か
ら
ざ

る
に
至
る
。
先
づ
中
國
の
名
山
大
川
、
通
谷
禽
獸
、
水
土
の
殖
す
る
所
、
物
類
の
珍
と
す
る
所

を
列
し
て
、
因
り
て
之
れ
を
推
し
、
海
外
人
の
睹
る
能
は
ざ
る
所
に
及
ぼ
し
、
天
地
剖
判
以
來
、

五
德
轉
移
し
、
治
各
お
の
宜
し
き
有
り
て
、
符
應
茲
の
若
き
を
稱
引
す
。
以
爲
へ
ら
く
、
儒
者

の
所
謂
中
國
な
る
者
は
、
天
下
に
於
て
は
乃
ち
八
十
一
分
し
て
其
し
一
分
に
居
る
の
み
。
中
國

は
名
づ
け
て
赤
縣
神
州
と
曰
ふ
。
赤
縣
神
州
内
に
自
ら
九
州
有
り
、
禹
の
序
す
る
九
州
是
れ
な

り
。
州
數
と
爲
す
を
得
ず
。
中
國
の
外
、
赤
縣
神
州
の
如
き
者
九
、
乃
ち
所
謂
九
州
な
り
。
是

に
於
て
裨
海
之
れ
を
環
る
有
り
、
人
民
禽
獸
は
能
く
相
通
ず
る
者
莫
し
。
一
區
中
の
如
き
者
は
、

乃
ち
一
州
と
爲
す
。
此
の
如
き
者
九
、
乃
ち
大
瀛
海
、
其
の
外
を
環
る
有
り
、
天
地
の
際
な
り
。

其
の
術
皆
此
の
類
な
り
）。

㉔

注
⑯
参
照
。

㉕

『
孝
經
鉤
命
決
』（『
公
羊
傳
』
序
疏
引
）、「
孔
子
在
庶
、
德
無
所
施
、
功
無
所
就
。
志
在
春

秋
、
行
在
孝
經
」。

㉖

『
孝
經
援
神
契
』（『
周
禮
』
九
嬪
注
疏
引
）「
孔
子
曰
、
日
者
天
之
明
、
月
者
地
之
理
、
陰
契

制
故
月
上
屬
爲
天
使
婦
從
夫
放
月
紀
」。

㉗

『
禮
緯
』
に
『
元
命
包
』
は
な
く
、『
元
命
包
』
が
あ
る
の
は
『
春
秋
緯
』
で
あ
る
が
、『
春

秋
元
命
包
』
に
こ
の
文
は
見
え
な
い
。
た
だ
『
禮
記
』
王
制
「
天
子
七
廟
、
三
昭
三
穆
、
與
太

祖
之
廟
而
七
。
諸
侯
五
廟
、
二
昭
二
穆
、
與
太
祖
之
廟
而
五
。
大
夫
三
廟
、
一
昭
一
穆
、
與
太

祖
之
廟
而
三
。
士
一
廟
。
庶
人
祭
於
寢
」
の
正
義
に
『
禮
稽
命
徴
』
の
「
唐
虞
五
廟
、
親
廟
四
、

始
祖
廟
一
。
夏
四
廟
、
至
子
孫
五
。
殷
五
廟
、
至
子
孫
六
」、『
孝
經
鉤
命
決
』
の
「
唐
堯
五
廟
、

親
廟
四
、
與
始
祖
五
。
禹
四
廟
、
至
子
孫
五
。
殷
五
廟
、
至
子
孫
六
。
周
六
廟
、
至
子
孫
七
」

を
引
く
。
著
者
の
勘
違
い
で
あ
ろ
う
か
。

㉘

『
禮
記
』
巻
十
五
、
喪
服
小
記
「
王
者
禘
其
祖
之
所
自
出
、
以
其
祖
配
之
、
而
立
四
廟
。
庶

子
王
、
亦
如
之
」。

㉙

『
禮
含
文
嘉
』（『
白
虎
通
』
鄕
射
篇
引
）「
天
子
射
熊
、
諸
侯
射
麋
、
大
夫
射
虎
豹
、
士
射
鹿

豕
」。

㉚

『
儀
禮
』
巻
十
三
、
郷
射
禮
第
五
「
凡
侯
、
天
子
熊
侯
、
白
質
。
諸
侯
麋
侯
、
赤
質
。
大
夫

布
侯
、
畫
以
虎
豹
。
士
布
侯
、
畫
以
鹿
豕
」。

㉛

『
禮
稽
命
徴
』（『
左
傳
』
昭
公
七
年
正
義
、『
公
羊
傳
』
襄
公
十
六
年
疏
引
）「
天
子
之
旗
、

九
仞
、
十
二
旒
、
曳
地
。
諸
侯
七
仞
、
九
旒
、
齊
軫
。
卿
大
夫
五
仞
七
旒
、
齊
較
。
士
三
仞
五

旒
、
齊
首
」。

㉜

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
「
説
者
又
云
、
孔
子
旣
敍
六
經
、
以
明
天
人
之
道
、
知
後
世

不
能
稽
同
其
意
、
故
別
立
緯
及
讖
、
以
遺
來
世
。
其
書
出
於
前
漢
、
有
河
圖
九
篇
、
洛
書
六
篇
、

云
自
黄
帝
至
周
文
王
所
受
本
文
」。

㉝

『
尚
書
』
巻
十
二
、
洪
範
「
夫
乃
錫
禹
、
洪
範
九
疇
、
彝
倫
攸
敘
」
正
義
「
緯
候
之
書
、
不

知
誰
作
。
通
人
討
覈
、
謂
僞
起
哀
平
。
雖
復
前
漢
之
末
、
始
有
此
書
、
以
前
學
者
必
相
傳
此
説
」。

【
通
釈
】

経
と
緯
は
相
表
裏
す
る
第
十
九

緯
候
の
書
に
つ
い
て
、
論
者
が
「
哀
帝
・
平
帝
の
世
に
は
じ
ま
る
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

緯
候
の
内
容
は
道
理
に
近
い
こ
と
が
多
く
、
経
と
相
表
裏
し
て
い
る
。（
緯
候
は
）
も
と
も
と
昔

の
聖
人
の
遺
し
た
書
物
で
あ
っ
て
、
後
人
が
で
た
ら
め
で
怪
異
な
説
を
そ
の
中
に
纂
入
し
た
結
果
、

人
に
信
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
純
粋
な
も
の
は
お
そ
ら
く
孔
氏
〔
孔
子
〕
よ
り

始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
鄭
康
成
〔
鄭
玄
〕
は
孔
子
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ

の
反
駁
す
る
も
の
も
お
そ
ら
く
周
末
・
戦
国
の
時
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
そ
の

こ
と
が
わ
か
る
の
か
。
秦
の
始
皇
帝
の
時
に
す
で
に
「
秦
を
亡
ぼ
す
者
は
胡
な
り
」
と
い
う
讖
〔
予
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言
〕
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
讖
緯
の
由
来
は
ふ
る
い
。
孟
喜
は
漢
初
の
人
で
あ
り
、『
卦
氣

圖
』
の
用
は
『
易
緯
』
に
も
と
づ
く
。
司
馬
遷
は
武
帝
の
時
の
人
で
あ
り
、『
史
記
』
が
掲
載
す

る
「
簡
狄
、
燕
の
卵
を
呑
み
て
契
を
生
む
」
と
い
う
事
柄
は
『
尚
書
中
候
』
契
握
に
も
と
づ
く
。

大
毛
公
〔
毛
亨
〕
も
漢
初
の
人
で
あ
る
。『
詩
』
傳
の
い
わ
ゆ
る
「
尊
び
て
之
を
君
と
す
れ
ば
則

ち
皇
天
と
稱
し
、
元
氣
廣
大
な
ら
ば
則
ち
昊
天
と
稱
し
、
仁
覆
ひ
て
下
を
閔
め
ば
則
ち
旻
天
と

あ
は
れ

稱
す
」
は
『
尚
書
帝
命
驗
』
に
も
と
づ
く
。
伏
生
は
秦
の
時
の
人
で
あ
る
。
彼
が
作
成
し
た
『
尚

書
大
傳
』
に
、「
春
を
主
と
す
る
者
は
鳥
、
昏
中
以
て
穀
を
種
う
可
し
。
夏
を
主
と
す
る
者
は
火
、

昏
中
以
て
黍
を
種
う
可
し
」
と
い
う
の
は
『
尚
書
考
靈
曜
』
に
も
と
づ
く
。（
同
じ
く
『
尚
書
大

傳
』
に
）「
夏
は
十
三
月
を
以
て
正
と
爲
し
、
殷
は
十
二
月
を
以
て
正
と
爲
し
、
周
は
十
一
月
を

以
て
正
と
爲
す
」
と
い
う
の
は
『
樂
緯
稽
耀
嘉
』
に
も
と
づ
く
。
翼
奉
は
宣
帝
の
時
の
人
で
あ
る
。

元
帝
の
初
め
、
封
事
を
た
て
ま
つ
っ
て
、「『
詩
』
に
五
際
有
り
」
と
い
う
の
は
『
詩
緯
氾
歷
樞
』

に
も
と
づ
く
。
さ
ら
に
『
易
通
卦
驗
』
に
「
之
を
毫
釐
に
失
し
、
差
ふ
に
千
里
を
以
て
す
」
と
い

た
が

い
、『
禮
記
』
經
解
お
よ
び
（『
史
記
』）
太
史
公
自
序
が
い
ず
れ
も
こ
れ
を
引
用
し
て
、「
差
ふ
こ

と
若
し
毫
釐
な
れ
ば
、
謬
る
に
千
里
を
以
て
す
」
と
い
う
。『
尚
書
中
候
』
擿
洛
戒
に
「
周
公
踐

あ
や
ま

阼
」
と
い
い
、『
禮
記
』
明
堂
位
が
そ
の
文
を
引
用
す
る
。『
春
秋
漢
含
孳
』
に
「
三
公
九
卿
、
二

十
七
大
夫
、
八
十
一
元
士
」
と
い
い
、『
禮
記
』
王
制
が
そ
の
文
を
引
用
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
秦
・
漢
の
間
か
ら
昭
帝
・
宣
帝
の
世
に
い
た
る
ま
で
、
す
で
に
そ

の
書
は
存
在
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
哀
帝
・
平
帝
の
世
に
は
じ
ま
る
と
い
え
よ
う
か
。
秦
・
漢
の

時
に
そ
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
す
で
に
戦
国
の
頃
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。『
河
圖
括
地
象
』
に
「
崑
崙
は
地
の
中
、
東
南
地
方
五
千
里
、
名
づ
け
て
神
州
と
曰
ふ
」

と
い
う
の
が
、
鄒
衍
の
「
大
九
州
」
の
説
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
括
地
象
』
と
い
う

書
は
鄒
衍
の
門
人
が
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
戦
国
に
は
じ
ま
っ
た
証
拠
で
あ
る
。「
之

を
毫
釐
に
失
し
、
差
ふ
に
千
里
を
以
て
す
」
に
つ
い
て
は
も
っ
と
も
精
緻
な
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら

に
『
孝
經
句
命
決
』
に
「
孔
子
曰
く
、
吾
が
志
は
『
春
秋
』
に
在
り
、
行
ひ
は
『
孝
經
』
に
在
り
」

と
い
い
、『
孝
經
援
神
契
』
に
「
日
は
天
の
明
、
月
は
地
の
理
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
精
義

を
有
し
て
い
て
、
経
訓
を
補
足
す
る
価
値
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
禮
元
命
包
』
に
、「
天
子
五
廟
、

二
昭
二
穆
、
始
祖
を
以
て
し
て
五
」
と
い
う
の
は
、（『
禮
記
』）
喪
服
小
記
の
「
王
者
、
四
廟
を
立

つ
」
と
相
表
裏
す
る
。『
春
秋
含
文
嘉
』
に
「
天
子
は
熊
を
射
ち
、
諸
侯
は
麋
を
射
ち
、
大
夫
は

虎
豹
を
射
ち
、
士
は
鹿
豕
を
射
つ
」
と
い
う
の
は
、（『
儀
禮
』）
郷
射
禮
記
と
相
表
裏
す
る
。『
禮

稽
命
徴
』
に
「
天
子
は
旂
九
仞
、
十
二
旒
、
諸
侯
は
七
仞
、
九
旒
」
と
い
う
。
こ
の
類
は
禮
経
の

缺
を
充
分
に
補
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
孔
氏
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
隋
書
』
經

籍
志
に
、「
論
者
は
い
う
、
孔
子
は
六
経
を
叙
述
し
お
わ
っ
た
が
、
後
世
が
そ
の
意
見
に
賛
同
で

き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
は
別
に
緯
と
讖
を
作
っ
て
来
る
世
に
の
こ
し
、
そ
の

書
が
前
漢
の
時
に
世
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
い
、『
尚
書
』
洪
範
の
孔
疏
に
「
緯
候
と
い

う
書
は
誰
の
作
か
わ
か
ら
な
い
が
、
学
者
の
討
論
に
よ
れ
ば
、
偽
作
は
哀
帝
・
平
帝
の
時
に
は
じ

ま
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
前
漢
の
末
に
は
じ
め
て
こ
の
書
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
学
者

も
か
な
ら
ず
こ
の
説
を
伝
承
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
孔
沖
遠
〔
孔

穎
達
〕
も
「
緯
候
は
哀
帝
・
平
帝
に
は
じ
ま
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。
私
は
次
の
よ
う
に
断
言

す
る
、
緯
候
は
孔
氏
か
ら
は
じ
ま
り
、
戦
国
の
時
に
増
補
纂
輯
さ
れ
、
哀
帝
・
平
帝
の
時
に
盛
行

し
た
、
と
。
そ
し
て
そ
の
書
は
実
は
経
と
相
表
裏
す
る
。
学
ぶ
も
の
は
そ
の
長
所
を
採
用
し
、
そ

の
短
所
を
棄
て
去
れ
ば
、
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

經
與
子
相
表
裏
第
二
十

周
秦
諸
子
、
皆
與
經
相
出
入
。
如
管
子
之
治
術
、
司
馬
之
兵
法
、
墨
子
之
引
書
、
荀
子
之
傳
詩
、

皆
得
經
之
古
義
。
而
讀
者
取
其
事
實
、
可
以
補
證
經
傳
之
簡
略
、
知
其
旨
歸
、
可
以
補
證
經
傳
之

譌
文
佚
文
、
知
其
古
訓
古
音
、
可
以
訂
經
傳
音
注
之
得
失
。
卽
漢
魏
諸
子
亦
然
。
蓋
漢
魏
去
古
未

遠
、
微
言
大
義
、
猶
未
絶
于
人
閒
。
故
其
義
理
雖
純
雜
不
一
、
而
所
以
發
明
經
義
。
仍
瑕
不
掩
瑜
、

與
唐
以
後
所
謂
子
部
者
大
別
。
惟
讀
之
宜
以
細
心
、
務
在
先
求
訓
詁
、
必
使
確
實
可
解
。
勿
徒
空

論
其
文
、
臆
度
其
理
。
卽
如
莊
子
寓
言
、
多
烏
有
子
虛
之
事
、（
而
）〔
至
〕
①
其
文
字
名
物
、
仍

鑿
鑿
可
據
。
蓋
凡
古
人
著
書
、
斷
未
有
故
令
其
語
在
可
解
不
可
解
之
閒
者
。
况
天
地
閒
、
人
情
物

理
、
猥
瑣
纖
末
之
事
、
經
史
所
不
能
盡
者
、
子
部
無
乎
不
有
。
其
趣
妙
處
、
較
之
經
史
、
尤
易
引
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人
入
勝
。
以
經
學
家
實
事
求
是
之
法
讀
之
、
斯
其
益
無
限
。
因
取
先
秦
以
上
傳
記
子
史
及
解
經
之
書
、

古
人
通
名
傳
記
。
眞
出
古
人
之
手
、
及
漢
魏
著
述
中
理
者
、
約
舉
其
名
于
後
、
俾
學
者
知
所
趨
焉
。

三
代
古
傳
記
。
國
語
、
國
策
、
大
戴
禮
、
最
要
。
七
經
緯
、
國
朝
人
蒐
集
。
較
古
微
書
爲
備
。
緯

與
纖
異
。
乃
三
代
儒
者
説
經
逸
文
。
勿
以
耳
食
而
議
。
其
餘
、
山
海
經
、
世
本
、
逸
周
書
、
竹
書

紀
年
、
穆
天
子
傳
上
三
書
雖
有
假
託
、
皆
秦
以
前
人
所
爲
。
周
髀
、
素
問
、
司
馬
法
之
類
、
皆
足
爲
考
證

經
義
之
用
。

周
秦
閒
諸
子
。
荀
子
、
管
子
、
呂
子
春
秋
、
最
要
。
莊
子
、
墨
子
之
屬
、
理
雖
悠
謬
、
可
證
經
傳

者
甚
多
。
此
外
、
老
子
、
孫
子
、
晏
子
春
秋
、
列
子
、
文
子
、
呉
子
、
韓
非
子
、
鶡
冠
子
、
孔
叢

子
、
楚
辭
楚
辭
集
類
。
以
其
可
證
經
者
多
。
故
附
此
。
皆
善
。
至
於
尸
子
、
商
子
、
尹
文
子
、
關
尹
子
、
燕

丹
子
、
近
人
均
有
采
集
校
本
。
其
餘
子
部
尚
繁
、
或
僞
作
、
或
佚
存
無
幾
。
不
録
。

漢
至
隋
説
經
之
書
。
許
氏
五
經
異
義
、
鄭
氏
駁
異
義
、
陸
氏
經
典
釋
文
爲
要
。
注
家
得
失
篇
已
舉

之
矣
。
其
餘
善
者
、
乾
鑿
度
鄭
注
、
尚
書
大
傳
、
韓
詩
外
傳
、
春
秋
繁
露
、
白
虎
通
、
春
秋
釋
例
、

陸
璣
詩
疏
、
皇
侃
論
語
疏
、
李
氏
周
易
集
解
、
虞
氏
易
注
、
鄭
氏
易
注
、
荀
氏
九
家
易
注
、
尚
書

馬
鄭
注
、
左
傳
賈
服
注
、
蔡
邕
明
堂
月
令
章
句
、
鄭
氏
箴
膏
肓
、
起
廢
疾
、
發
墨
守
、
毛
鄭
異
同

評
、
劉
炫
規
杜
之
屬
。
漢
魏
遺
書
、
古
經
解
彙
函
、
古
經
解
鉤
沈
等
書
、
或
原
部
收
入
、
或
原
書

亡
佚
、
各
家
從
他
書
中
輯
出
、
亦
備
存
焉
。

漢
至
隋
小
學
之
書
。
説
文
、
玉
篇
、
廣
雅
、
廣
韻
、
最
要
。
而
急
就
篇
、
方
言
、
釋
名
、
字
林
四

書
亦
善
。
字
林
久
佚
。
近
人
任
大
椿
蒐
集
成
書
、
名
字
林
考
逸
。
廣
韻
卽
陸
法
言
切
韻
、
略
有
增

修
。
故
列
（
入
）
隋
。
此
〔
後
〕（
下
）
②
、
唐
人
一
切
經
音
義
爲
勝
東
洋
刻
本
。
其
餘
汗
簡
、
集

韻
、
韻
補
、
韻
會
、
薛
尚
功
鐘
鼎
款
識
之
屬
、
亦
資
考
證
。
但
少
緩
耳
。
倉
頡
、
凡
將
諸
書
久
亡
。

任
大
椿
蒐
集
之
、
名
小
學
鉤
沈
。
與
小
學
彙
函
、
皆
宜
讀
。

漢
後
隋
前
傳
記
諸
子
。
新
序
、
説
苑
、
列
女
傳
、
水
經
注
、
最
要
。
而
呉
越
春
秋
、
越
絶
書
、
家

語
王
肅
所
集
。
故
列
此
。
漢
官
六
種
、
三
輔
黄
圖
、
華
陽
國
志
、
淮
南
子
、
法
言
、
鹽
鐵
論
、
新
論
、

潛
夫
論
、
論
衡
、
獨
斷
、
風
俗
通
、
申
鑒
、
齊
民
要
術
、
文
中
子
中
説
、
顔
氏
家
訓
、
九
章
算
術
、

皆
宜
讀
。
算
經
、
隋
前
尚
有
六
種
。
乃
專
門
之
學
、
極
有
實
用
。（
至
）〔
自
〕
③
唐
至
明
、（
其
）

〔
算
〕
④
書
不
少
。
後
出
愈
善
。
至
國
朝
而
極
精
。
此
取
其
古
爲
通
經
之
用
。
此
外
子
部
、
如
太

玄
經
、
易
林
、
物
理
論
、
中
論
、
人
物
志
、
高
士
傳
、
博
物
志
、
古
今
注
、
南
方
草
木
狀
、
洛
陽

伽
藍
記
、
荊
楚
歳
時
記
、
世
（
記
）〔
説
〕
⑤
、
抱
朴
子
、
金
樓
子
之
屬
、
雖
頗
翔
實
雅
馴
、
僅

資
詞
章
談
助
、
非
其
所
急
。
難
經
、
參
同
契
、
無
關
儒
術
。
理
惑
、
拾
遺
、
違
正
害
理
。
與
其
餘

僞
作
之
書
、
咸
宜
辨
別
。

【
校
記
】

①

「
而
」

『
輶
軒
語
』
讀
諸
子
二
に
従
い
、「
至
」
に
改
め
る
。

②

「
故
列
入
隋
此
下
」

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
に
従
い
、「
故
列
隋
此
後
」
に
改
め
る
。

③

「
至
」

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
に
従
い
、「
自
」
に
改
め
る
。

④

「
其
」

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
に
従
い
、「
算
」
に
改
め
る
。

⑤

「
記
」

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
に
従
い
、「
説
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

經
と
子
と
相
表
裏
す
第
二
十
①

周
秦
の
諸
子
は
、
皆
經
と
相
出
入
す
。
如
へ
ば
、
管
子
の
治
術
、
司
馬
の
兵
法
、
墨
子
の
引
書
、

た
と

荀
子
の
傳
詩
は
、
皆
經
の
古
義
を
得
た
り
。
而
し
て
讀
む
者
、
其
の
事
實
を
取
れ
ば
、
以
て
經
傳

の
簡
略
を
補
證
す
可
し
、
其
の
旨
歸
を
知
れ
ば
、
以
て
經
傳
の
譌
文
佚
文
を
補
證
す
可
し
、
其
の

古
訓
古
音
を
知
れ
ば
、
以
て
經
傳
の
音
注
の
得
失
を
訂
す
可
し
。
卽
ち
漢
魏
の
諸
子
も
亦
然
り
。

蓋
し
漢
魏
は
古
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
、
微
言
大
義
は
、
猶
ほ
未
だ
人
閒
に
絶
へ
ず
。
故
に

其
の
義
理
は
純
雜
一
な
ら
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
經
義
を
發
明
す
る
所
以
な
り
。
仍
ほ
瑕
は
瑜
を

掩
は
ず
、
唐
以
後
の
所
謂
子
部
な
る
者
と
大
い
に
別
な
り
②
。
惟
だ
之
を
讀
む
に
は
宜
し
く
細
心

を
以
て
す
べ
し
、
務
め
は
先
づ
訓
詁
を
求
め
て
、
必
ず
確
實
に
解
す
可
か
ら
し
む
る
に
在
り
。
徒

い
た
づ

ら
に
其
の
文
を
空
論
し
、
其
の
理
を
臆
度
す
る
こ
と
勿
れ
。
卽
ち
如
へ
ば
、
莊
子
の
寓
言
は
、
烏

有
・
子
虛
の
事
多
き
も
、
其
の
文
字
名
物
に
至
り
て
は
、
仍
ほ
鑿
鑿
と
し
て
據
る
可
し
。
蓋
し
凡

そ
古
人
の
書
を
著
は
す
に
、
斷
じ
て
未
だ

故

に
其
の
語
を
し
て
解
す
可
し
解
す
可
か
ら
ざ
る

こ
と
さ
ら

の
閒
に
在
ら
し
む
る
者
有
ら
ず
。
况
ん
や
天
地
の
閒
、
人
情
物
理
、
猥
瑣
纖
末
の
事
、
經
史
の
盡
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す
能
は
ざ
る
所
の
者
、
子
部
に
有
ら
ざ
る
無
き
を
や
。
其
の
趣
妙
の
處
は
、
之
を
經
史
に
較
べ
て
、

尤
も
人
を
引
き
て
勝
に
入
り
易
し
。
經
學
家
の
實
事
求
是
の
法
を
以
て
之
を
讀
め
ば
、
斯
ち
其
の

益
限
り
無
し
③
。
因
り
て
先
秦
以
上
の
傳
記
子
史
及
び
解
經
の
書
を
、
古
人
は
通
じ
て
傳
記
と
名
づ
く
。
の
、

眞
に
古
人
の
手
に
出
づ
る
、
及
び
漢
魏
の
著
述
の
理
に
中
る
者
を
取
り
て
、
其
の
名
を
後
に
約
舉

あ
た

し
、
學
ぶ
者
を
し
て
趨
く
所
を
知
ら
し
む
。

三
代
の
古
傳
記
。
國
語
、
國
策
、
大
戴
禮
、
最
も
要
な
り
。
七
經
緯
は
國
朝
人
の
蒐
集
。
古
微
書

に
較
べ
て
備
は
れ
り
と
爲
す
。
緯
は
纖
と
異
な
る
。
乃
ち
三
代
の
儒
者
の
説
經
の
逸
文
な
り
。
耳

食
を
以
て
議
す
る
こ
と
勿
れ
。
其
の
餘
、
山
海
經
、
世
本
、
逸
周
書
、
竹
書
紀
年
、
穆
天
子
傳
上

の
三
書
は
、
假
託
有
り
と
雖
も
、
皆
秦
以
前
の
人
の
爲
る
所
な
り
。
周
髀
、
素
問
、
司
馬
法
の
類
は
、
皆
經
義
を

考
證
す
る
の
用
と
爲
す
に
足
る
。
④

周
秦
閒
の
諸
子
。
荀
子
、
管
子
、
呂
氏
春
秋
、
最
も
要
な
り
。
莊
子
、
墨
子
の
屬
、
理
、
悠
謬
な

り
と
雖
も
、
經
傳
を
證
す
可
き
者
甚
だ
多
し
。
此
の
外
、
老
子
、
孫
子
、
晏
子
春
秋
、
列
子
、
文

子
、
呉
子
、
韓
非
子
、
鶡
冠
子
、
孔
叢
子
、
楚
辭
楚
辭
は
集
の
類
な
り
。
其
の
經
を
證
す
可
き
者
多
し
。
故
に

此
に
附
す
。
皆
善
な
り
。
尸
子
、
商
子
、
尹
文
子
、
關
尹
子
、
燕
丹
子
に
至
り
て
は
、
近
人
均
し
く

采
集
校
本
有
り
。
其
の
餘
の
子
部
は
尚
ほ
繁
、
或
い
は
僞
作
、
或
い
は
佚
存
幾
ん
ど
無
し
。
録
さ

ほ
と

ず
。
⑤

漢
よ
り
隋
に
至
る
説
經
の
書
。
許
氏
五
經
異
義
、
鄭
氏
駁
異
義
、
陸
氏
經
典
釋
文
を
要
と
爲
す
。

注
家
得
失
篇
に
已
に
之
を
舉
ぐ
。
其
の
餘
の
善
な
る
者
は
、
乾
鑿
度
鄭
注
、
尚
書
大
傳
、
韓
詩
外

傳
、
春
秋
繁
露
、
白
虎
通
、
春
秋
釋
例
、
陸
璣
詩
疏
、
皇
侃
論
語
疏
、
李
氏
周
易
集
解
、
虞
氏
易

注
、
鄭
氏
易
注
、
荀
氏
九
家
易
注
、
尚
書
馬
鄭
注
、
左
傳
賈
服
注
、
蔡
邕
明
堂
月
令
章
句
、
鄭
氏

箴
膏
肓
、
起
廢
疾
、
發
墨
守
、
毛
鄭
異
同
評
、
劉
炫
規
杜
の
屬
な
り
。
漢
魏
遺
書
、
古
經
解
彙
函
、

古
經
解
鉤
沈
等
の
書
は
、
或
い
は
原
部
收
入
し
、
或
い
は
原
書
亡
佚
し
、
各
家
、
他
書
中
よ
り
輯

出
し
、
亦
備
さ
に
存
す
。
⑥

つ
ぶ

漢
よ
り
隋
に
至
る
小
學
の
書
。
説
文
、
玉
篇
、
廣
雅
、
廣
韻
、
最
も
要
な
り
。
而
し
て
急
就
篇
、

方
言
、
釋
名
、
字
林
の
四
書
も
亦
善
な
り
。
字
林
久
し
く
佚
す
。
近
人
の
任
大
椿
蒐
集
し
て
書
と

成
し
、
字
林
考
逸
と
名
づ
く
。
廣
韻
は
卽
ち
陸
法
言
の
切
韻
に
し
て
、
略
し
く
增
修
有
り
。
故
に

隋
に
列
す
。
此
よ
り
後
は
、
唐
人
の
一
切
經
音
義
東
洋
刻
本
。
を
勝
れ
り
と
爲
す
。
其
の
餘
の
汗
簡
、

集
韻
、
韻
補
、
韻
會
、
薛
尚
功
の
鐘
鼎
款
識
の
屬
も
亦
考
證
に
資
す
。
但
だ
少
し
く

緩

に
す

ゆ
る
や
か

る
の
み
。
倉
頡
、
凡
將
の
諸
書
は
久
し
く
亡
ぶ
。
任
大
椿
、
之
を
蒐
集
し
、
小
學
鉤
沈
と
名
づ
く
。

小
學
彙
函
と
と
も
に
、
皆
宜
し
く
讀
む
べ
し
。
⑦

漢
よ
り
後
、
隋
よ
り
前
の
傳
記
諸
子
。
新
序
、
説
苑
、
列
女
傳
、
水
經
注
、
最
も
要
な
り
。
而
し

て
呉
越
春
秋
、
越
絶
書
、
家
語
王
肅
の
集
む
る
所
な
り
。
故
に
此
に
列
す
。
漢
官
六
種
、
三
輔
黄
圖
、
華
陽

國
志
、
淮
南
子
、
法
言
、
鹽
鐵
論
、
新
論
、
潛
夫
論
、
論
衡
、
獨
斷
、
風
俗
通
、
申
鑒
、
齊
民
要

術
、
文
中
子
中
説
、
顔
氏
家
訓
、
九
章
算
術
、
皆
宜
し
く
讀
む
べ
し
。
算
經
に
は
隋
よ
り
前
に
尚

ほ
六
種
有
り
。
乃
ち
專
門
の
學
な
る
も
、
極
め
て
實
用
有
り
。
唐
よ
り
明
に
至
る
ま
で
、
算
書
少

か
ら
ず
。
後
出
愈
い
よ
善
な
り
。
國
朝
に
至
り
て
極
め
て
精
な
り
。
此
れ
其
の
古
く
し
て
經
に
通

い
よ

ず
る
の
用
と
爲
る
を
取
る
。
此
よ
り
外
の
子
部
、
太
玄
經
、
易
林
、
物
理
論
、
中
論
、
人
物
志
、

高
士
傳
、
博
物
志
、
古
今
注
、
南
方
草
木
狀
、
洛
陽
伽
藍
記
、
荊
楚
歳
時
記
、
世
説
、
抱
朴
子
、

金
樓
子
の
如
き
の
屬
は
、
頗
る
翔
實
雅
馴
な
り
と
雖
も
、
僅
か
に
詞
章
談
助
に
資
す
る
の
み
に
し

て
、
其
の
急
ぐ
所
に
非
ず
。
難
經
、
參
同
契
は
儒
術
に
關
す
る
無
し
。
理
惑
、
拾
遺
は
、
正
に
違

ひ
理
を
害
す
。
其
の
餘
の
僞
作
の
書
と
と
も
に
、
咸
な
宜
し
く
辨
別
す
べ
し
。
⑧

【
註
】

①

本
篇
は
『
輶
軒
語
』
讀
諸
子
二
、
通
論
讀
書
六
か
ら
の
節
引
改
変
が
多
い
。

②

『
輶
軒
語
』
讀
諸
子
一
「
讀
子
爲
通
經
。
以
子
證
經
、
漢
王
仲
任
已
發
此
義
。

子
有
益
於
經
者
三
。

一
、
證
佐
事
實
。
一
、
證
補
諸
經
譌
文
佚
文
。
一
、
兼
通
古
訓
古
音
韻
。
然
此
爲
周
秦
諸
子
言

也
、
漢
魏
亦
頗
有
之
。
至
其
義
理
、
雖
不
免
偏
駮
、
亦
多
有
合
於
經
義
、
可
相
發
明
者
。
宜
辨

其
眞
僞
、
別
其
瑜
瑕
、
斯
可
矣
。
唐
以
後
子
部
書
最
雜
。
不
可
同
年
而
語
」。

③

『
輶
軒
語
』
讀
諸
子
二
「
讀
子
宜
求
訓
詁
看
古
注
。

諸
子
、
道
術
不
同
、
體
製
各
別
。

然
讀
之
亦
有
法
。
首
在
先
求
訓
詁
、
務
使
碻
實
可
解
。
切
不
可
空
論
其
文
、
臆
度
其
理
。

如
俗
本
莊
子
因
、
楚
辭
燈
、
管
子
評
注
之
類
、
最
害
事
。
卽
如
莊
子
寓
言
、
謂
其
事
多
烏
有
耳
。
至
其
文
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字
名
物
、
仍
是
鑿
鑿
可
解
、
文
從
字
順
。
豈
有
著
書
傳
後
、
故
令
其
語
在
可
曉
不
可
曉
之

閒
者
乎
。
以
經
學
家
實
事
求
是
之
法
讀
子
、
其
益
無
限
。
大
抵
天
地
閒
、
人
情
物
理
、
下

至
猥
瑣
纖
末
之
事
、
經
史
所
不
能
盡
者
、
子
部
無
不
有
之
。
其
趣
妙
處
、
較
之
經
史
、
尤

易
引
人
入
勝
。
故
不
讀
子
、
不
知
瓦
礫
穅
秕
、
無
非
至
道
。
不
讀
子
、
不
知
文
章
之
面
目
、

變
化
百
出
、
莫
可
端
倪
也
。
今
人
學
古
文
以
爲
古
文
。
唐
宋
巨
公
、
學
諸
子
以
爲
古
文
。
此
古
文
家
秘
奥
。
此

其
益
人
、
又
有
在
於
表
裏
經
史
之
外
者
矣
」。

④

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
「
國
語
、
戰
國
策
、
大
戴
禮
、
七
經
緯
、
國
朝
人
蒐
集
。
較
古
微
書

爲
備
。
纖
異
。
乃
三
代
儒
者
説
經
逸
文
。
瑕
不
掩
瑜
、
勿
耳
食
而
議
之
。
山
海
經
、
世
本
、
近
人
秦
嘉
謨

輯
補
。
逸
周
書
、
竹
書
紀
年
、
穆
天
子
傳
、
三
書
雖
有
假
託
、
皆
秦
以
前
人
所
爲
。
周
髀
、
素
問
、
司
馬

法
。
班
志
列
入
禮
家
。
其
書
皆
言
軍
禮
。
以
上
諸
書
、
皆
有
考
證
經
義
之
用
。

以
上
、
三
代
古
傳
記
。
其
餘
皆
是
漢
後
僞
書
、
斷
不
可
信
。
國
語
、
國
策
、
大
戴
、
最
要
」。

⑤

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
「
老
子
、
管
子
、
孫
子
、
晏
子
春
秋
、
列
子
、
莊
子
、
文
子
、
呉

子
、
墨
子
、
荀
子
、
韓
非
子
、
鶡
冠
子
、
孔
叢
子
、
呂
氏
春
秋
、
楚
辭
、
此
集
類
。
然
可
證
經
。
故

附
此
。

此
外
尚
有
尸
子
、
商
子
、
尹
文
子
、
關
尹
子
、
燕
丹
子
。
國
朝
人
均
有
采
集
校
刻
本
。

以
上
、
周
秦
閒
諸
子
。
其
餘
尚
多
、
或
僞
作
、
或
佚
存
無
幾
。

荀
、
管
、
呂
、
最
要
。
莊
、
墨
之
屬
、
理
雖

悠
謬
、
可
證
經
文
者
極
多
」。

⑥

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
「
乾
鑿
度
、
鄭
注
尚
書
大
傳
、
韓
詩
外
傳
、
春
秋
繁
露
、
白
虎
通
、

春
秋
釋
例
、
陸
璣
詩
疏
、
皇
侃
論
語
疏
、
周
易
集
解
、
經
典
釋
文
。
二
書
雖
唐
初
人
集
、
乃
漢
魏
六

朝
人
舊
説
。

此
外
尚
有
五
經
異
義
、
駮
五
經
異
義
、
虞
氏
易
注
、
鄭
氏
易
注
、
荀
九
家
易
注
、
尚
書
馬
鄭
注
、
左
傳
賈

服
注
、
蔡
邕
明
堂
月
令
章
句
、
箴
膏
肓
、
起
廢
疾
、
發
墨
守
、
毛
鄭
異
同
評
、
劉
炫
規
杜
、
漢
魏
遺
書
、
古
經
解
鉤
沈
等

書
。
皆
元
書
亡
佚
。
國
朝
人
從
他
書
采
集
者
。

以
上
、
漢
至
隋
説
經
之
書
。
唐
至
國
朝
、
經
學
書
太
多
。
俟
他
日
擇
要
標
目
」。

⑦

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
「
急
就
篇
、
説
文
、
字
林
、
書
久
佚
。
國
朝
任
大
椿
蒐
集
成
書
、
名
字
林
攷

逸
。
玉
篇
、
方
言
、
釋
名
、
廣
雅
、
廣
韻
。
廣
韻
卽
陸
法
言
切
韻
、
畧
有
増
修
。
故
列
隋
。

此
後
、
唐
人
一

切
經
音
義
最
勝
。
尚
有
汗
簡
、
集
韻
、
韻
補
、
韻
會
、
薛
尚
功
鐘
鼎
款
識
之
屬
。
亦
資
考
證
。
但
可
少
緩
耳
。
倉
頡
凡
將

諸
書
、
久
已
亡
佚
。
任
大
椿
蒐
集
之
、
名
小
學
鉤
沈
。
最
好
。

以
上
、
漢
至
隋
小
學
之
書
。
説
文
、
玉
篇
、
廣
雅
、
廣
韻
、
尤
要
」。

⑧

『
輶
軒
語
』
通
論
讀
書
六
「
新
序
、
説
苑
、
列
女
傳
、
呉
越
春
秋
、
越
絶
書
、
家
語
、
王
肅
所

集
、
故
列
此
。
漢
官
六
種
、
三
輔
黄
圖
、
水
經
注
、
華
陽
國
志
、
淮
南
子
、
法
言
、
鹽
鐵
論
、
新

論
、
潛
夫
論
、
論
衡
、
獨
斷
、
風
俗
通
、
申
鑒
、
齊
民
要
術
、
文
中
子
中
説
雖
門
人
所
作
、
體
制
未

善
、
詞
理
頗
精
。
不
可
廢
。
顔
氏
家
訓
、
九
章
算
術
。
此
外
隋
前
算
經
、
尚
有
六
種
。
算
乃
專
門
之
學
、
極
有
實

用
。
自
唐
至
明
、
算
書
不
少
。
後
出
愈
精
。
至
國
朝
而
極
精
。
此
取
其
古
爲
通
經
之
用
。

以
上
、
漢
後
隋
前
傳
記
諸
子
。
此
外
如
太
玄
經
、
易
林
、
物
理
論
、
中
論
、
人
物
志
、
高
士
傳
、
博
物
志
、

古
今
注
、
南
方
草
木
狀
、
洛
陽
伽
藍
記
、
荊
楚
歳
時
記
、
世
説
、
抱
朴
子
、
金
樓
子
之
屬
、
雖
頗
翔
實
雅
馴
、
僅
資
詞
章

談
助
、
非
其
所
急
。
難
經
、
參
同
、
無
關
儒
術
。
理
惑
、
拾
遺
、
違
正
害
理
。
其
餘
多
是
僞
作
、
宜
辨
。

新
序
、
説
苑
、

列
女
傳
、
水
經
注
、
最
要
」。

【
通
釈
】

経
と
子
は
相
表
裏
す
る
第
二
十

周
秦
の
諸
子
は
、
い
ず
れ
も
経
と
相
出
入
す
る
。
た
と
え
ば
、『
管
子
』
の
治
術
、『
司
馬
法
』
の

兵
法
、『
墨
子
』
の
引
書
、『
荀
子
』
の
伝
詩
は
、
い
ず
れ
も
経
の
古
義
を
会
得
し
て
い
る
。
読
む

も
の
が
そ
の
事
実
を
取
れ
ば
、
経
伝
の
簡
略
さ
を
補
い
考
証
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
趣
旨
を
理

解
す
れ
ば
、
経
伝
の
譌
文
や
佚
文
を
補
い
考
証
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
古
訓
や
古
音
を
知
れ
ば
、

経
伝
の
音
注
の
得
失
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
魏
の
諸
子
も
同
じ
で
あ
る
。
お
も
う
に
漢

魏
は
ま
だ
古
か
ら
大
き
く
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
の
で
、
微
言
大
義
が
ま
だ
人
々
の
間
で
断
絶
し
て

い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
義
理
は
純
粋
な
も
の
と
雑
駁
な
も
の
が
い
り
ま
じ
っ
て
は
い
る
が
、

経
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
傷
は
あ
る
が
そ
の
傷
が
玉
の
美
し
さ
を
お
お
い
か
く
し

て
は
お
ら
ず
、
唐
以
後
の
い
わ
ゆ
る
子
部
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
た
だ
こ
れ
を
読
む
に
は
細
心

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
初
に
訓
詁
を
求
め
、
正
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
、
い
た
ず
ら

に
文
章
を
空
論
し
、
義
理
を
臆
測
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
『
莊
子
』
の
寓
言
は
、
烏
有
・

子
虚
の
よ
う
な
架
空
の
話
が
多
い
が
、
そ
の
文
章
や
名
物
は
ま
だ
明
確
で
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
お
も
う
に
古
人
が
書
を
著
わ
す
場
合
、
決
し
て
故
意
に
わ
か
る
か
わ
か
ら
な
い
か
の
よ
う

な
書
き
方
を
す
る
人
は
い
な
い
。
ま
し
て
や
天
地
の
間
、
経
書
や
史
書
で
述
べ
つ
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
人
情
や
物
理
、
些
細
微
少
な
こ
と
は
子
部
の
書
に
す
べ
て
載
っ
て
い
る
。
そ
の
絶
妙
な
個

所
は
、
経
書
や
史
書
に
く
ら
べ
て
、
と
り
わ
け
人
に
興
味
を
持
た
せ
や
す
い
。
経
学
家
の
実
事
求

是
の
方
法
で
諸
子
を
読
め
ば
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
秦
以
上
の
伝
記
子
史
お
よ
び
解
経
の

書
を
、
古
人
は
通
じ
て
伝
記
と
名
づ
け
る
。
の
う
ち
、
真
に
古
人
の
手
に
出
た
も
の
、
お
よ
び
漢
魏
の
著
述

の
う
ち
、
道
理
に
か
な
う
も
の
を
選
び
取
り
、
そ
の
書
名
を
後
に
要
約
列
挙
し
、
学
ぶ
も
の
が
ど

こ
に
む
か
え
ば
よ
い
か
を
周
知
さ
せ
る
。

三
代
の
古
伝
記
で
は
、『
國
語
』『
戰
國
策
』『
大
戴
禮
』
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。『
七
經
緯
』

は
清
朝
人
が
蒐
集
し
た
も
の
で
あ
る
。『
古
微
書
』
に
く
ら
べ
て
完
備
し
て
い
る
。
緯
は
纖
と
は

異
な
り
、
三
代
の
儒
者
が
経
を
解
説
し
た
逸
文
で
あ
る
。
よ
く
な
い
と
聞
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

読
ま
ず
に
議
論
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
、『
山
海
經
』『
世
本
』『
逸
周
書
』『
竹
書
紀
年
』『
穆

天
子
傳
』
以
上
の
三
書
は
、
仮
託
の
部
分
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
秦
以
前
の
人
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。『
周
髀
』『
素

問
』『
司
馬
法
』
の
類
は
、
い
ず
れ
も
経
義
を
考
証
す
る
の
に
役
に
立
つ
。

周
秦
の
間
の
諸
子
で
は
、『
荀
子
』『
管
子
』『
呂
氏
春
秋
』
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。『
莊
子
』『
墨

子
』
の
類
は
、
道
理
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
、
経
伝
を
考
証
で
き
る
も
の
が
と
て
も
多
い
。
こ
れ

以
外
の
『
老
子
』『
孫
子
』『
晏
子
春
秋
』『
列
子
』『
文
子
』『
呉
子
』『
韓
非
子
』『
鶡
冠
子
』『
孔

叢
子
』『
楚
辭
』『
楚
辭
』
は
集
の
類
で
あ
る
が
、
経
書
を
考
証
で
き
る
も
の
が
多
い
の
で
こ
こ
に
附
す
。
は
い
ず
れ

も
す
ぐ
れ
て
い
る
。『
尸
子
』『
商
子
』『
尹
文
子
』『
關
尹
子
』『
燕
丹
子
』
に
つ
い
て
は
、
最
近
の

人
に
い
ず
れ
も
采
集
し
た
校
本
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
子
部
は
な
お
繁
雑
で
あ
っ
た
り
、
偽
作
で

あ
っ
た
り
、
ほ
と
ん
ど
散
佚
し
た
り
し
て
い
る
の
で
収
録
し
な
い
。

漢
か
ら
隋
ま
で
の
説
経
の
書
で
は
、
許
氏
〔
許
愼
〕『
五
經
異
義
』、
鄭
氏
〔
鄭
玄
〕『
駮
五
經
異
義
』、

陸
氏
〔
陸
德
明
〕『
經
典
釋
文
』
が
重
要
で
あ
る
。「
注
家
有
得
有
失
第
六
」
に
す
で
に
列
挙
す
る
。

そ
れ
以
外
の
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、『
乾
鑿
度
鄭
注
』『
尚
書
大
傳
』『
韓
詩
外
傳
』『
春
秋
繁
露
』『
白

虎
通
』『
春
秋
釋
例
』、
陸
璣
『
詩
疏
』、
皇
侃
『
論
語
疏
』、
李
氏
〔
李
鼎
祚
〕『
周
易
集
解
』『
虞

氏
易
注
』『
鄭
氏
易
注
』『
荀
氏
九
家
易
注
』『
尚
書
馬
鄭
注
』『
左
傳
賈
服
注
』、
蔡
邕
『
明
堂
月
令

章
句
』、
鄭
氏
〔
鄭
玄
〕『
箴
膏
肓
』『
起
廢
疾
』『
發
墨
守
』『
毛
鄭
異
同
評
』『
劉
炫
規
杜
』
の
類

で
あ
る
。『
漢
魏
遺
書
』『
古
經
解
彙
函
』『
古
經
解
鉤
沈
』
な
ど
の
書
は
、
原
部
が
そ
の
ま
ま
収
録

さ
れ
た
り
、
原
書
は
亡
佚
す
る
が
、
各
家
が
他
の
書
の
中
か
ら
編
輯
し
た
り
し
て
お
り
、
や
は
り

現
存
す
る
。

漢
か
ら
隋
ま
で
の
小
学
の
書
で
は
、『
説
文
』『
玉
篇
』『
廣
雅
』『
廣
韻
』
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
『
急
就
篇
』『
方
言
』『
釋
名
』『
字
林
』
の
四
書
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。『
字
林
』
は
長

い
間
散
佚
し
て
い
た
が
、
近
人
の
任
大
椿
が
蒐
集
し
て
書
物
と
し
て
『
字
林
考
逸
』
と
名
づ
け
た
。

『
廣
韻
』
は
陸
法
言
の
『
切
韻
』
で
あ
る
が
、
い
く
ら
か
増
補
修
訂
が
あ
る
の
で
隋
に
列
す
る
。

こ
れ
以
後
で
は
、
唐
人
の
『
一
切
經
音
義
』
東
洋
刻
本
。
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
『
汗
簡
』

『
集
韻
』『
韻
補
』『
韻
會
』、
薛
尚
功
『
鐘
鼎
款
識
』
の
類
も
考
証
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
す
こ
し
あ
と
ま
わ
し
で
も
よ
い
。『
倉
頡
』『
凡
將
』
の
諸
書
は
長
い
間
亡
佚
し
て
い
た
。
任

大
椿
が
こ
れ
ら
を
蒐
集
し
て
、『
小
學
鉤
沈
』
と
名
づ
け
た
。『
小
學
彙
函
』
と
と
も
に
い
ず
れ
も

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漢
以
後
、
隋
以
前
の
伝
記
や
諸
子
で
は
、『
新
序
』『
説
苑
』『
列
女
傳
』『
水
經
注
』
が
も
っ
と
も

重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
呉
越
春
秋
』『
越
絶
書
』『
家
語
』
王
肅
が
収
集
し
た
も
の
な
の
で
こ
こ
に
列
す
る
。

『
漢
官
六
種
』『
三
輔
黄
圖
』『
華
陽
國
志
』『
淮
南
子
』『
法
言
』『
鹽
鐵
論
』『
新
論
』『
潛
夫
論
』

『
論
衡
』『
獨
斷
』『
風
俗
通
』『
申
鑒
』『
齊
民
要
術
』『
文
中
子
中
説
』『
顔
氏
家
訓
』『
九
章
算
術
』

は
い
ず
れ
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
算
経
に
は
隋
以
前
に
は
な
お
六
種
類
あ
る
。
専
門
の
学

で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
実
用
的
で
あ
る
。
唐
か
ら
明
ま
で
、
算
書
は
少
な
く
な
い
。
後
出
の
も
の

ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
る
。
清
朝
に
な
る
と
き
わ
め
て
精
密
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
古
く
て
経
に
通
じ
る

の
に
利
用
で
き
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
以
外
の
子
部
で
は
、『
太
玄
經
』『
易
林
』『
物
理
論
』

『
中
論
』『
人
物
志
』『
高
士
傳
』『
博
物
志
』『
古
今
注
』『
南
方
草
木
狀
』『
洛
陽
伽
藍
記
』『
荊
楚

歳
時
記
』『
世
説
新
語
』『
抱
朴
子
』『
金
樓
子
』
な
ど
の
類
は
、
内
容
が
詳
細
・
精
密
で
文
章
も
す

ぐ
れ
て
い
る
が
、
わ
ず
か
に
詩
文
や
談
話
の
助
け
と
な
る
だ
け
で
、
さ
し
せ
ま
っ
て
必
要
な
も
の

で
は
な
い
。『
難
經
』『
參
同
契
』
は
儒
術
と
無
関
係
で
あ
る
。『
理
惑
』『
拾
遺
』
は
、
正
義
に
そ

む
き
道
理
を
傷
つ
け
る
。
そ
れ
以
外
の
偽
作
の
書
は
す
べ
て
（
真
偽
を
）
辨
別
し
（
て
利
用
し
）
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

經
與
史
相
表
裏
第
二
十
一

經
與
史
異
學
、
而
古
史
多
與
經
相
表
裏
。
故
治
經
猶
不
可
不
讀
史
、
史
記
、
前
後
漢
書
、
三
國
志
、

四
史
最
要
。
司
馬
遷
本
得
古
文
尚
書
之
傳
、
故
其
書
多
古
文
説
、
而
所
搜
輯
多
先
秦
故
制
。
其
書

甚
善
。
班
史
多
古
字
古
義
、
范
書
陳
志
、
雖
不
及
前
二
種
、
而
漢
儒
家
法
、
地
理
事
實
、
足
資
考

證
。
故
讀
史
猶
宜
讀
其
表
志
、
由
此
而
讀
二
十
四
史
。
博
而
約
之
、
存
乎
其
人
。
爲
治
經
計
、
如

逸
周
書
、
國
語
、
國
策
、
山
海
經
、
竹
書
紀
年
、
穆
天
子
傳
、
晏
子
春
秋
、
越
絶
書
、
呉
越
春
秋
、

列
女
傳
、
新
序
、
説
苑
、
東
觀
漢
記
之
屬
、
皆
可
歸
入
史
部
。
皆
不
可
以
不
讀
。

【
書
き
下
し
】

經
と
史
と
相
表
裏
す
第
二
十
一

經
と
史
と
は
學
を
異
に
す
る
も
、
而
れ
ど
も
古
史
多
く
經
と
相
表
裏
す
。
故
に
經
を
治
む
る
に
は

猶
ほ
史
を
讀
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。
史
記
、
前
後
漢
書
、
三
國
志
の
四
史
、
最
も
要
な
り
①
。
司
馬

遷
は
本
古
文
尚
書
の
傳
を
得
る
が
故
に
、
其
の
書
に
古
文
説
多
く
し
て
②
、
搜
輯
す
る
所
に
は
、

先
秦
の
故
制
多
し
。
其
の
書
甚
だ
善
し
。
班
史
は
古
字
古
義
多
く
、
范
書
、
陳
志
は
前
の
二
種
に

及
ば
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
漢
儒
の
家
法
、
地
理
事
實
は
考
證
に
資
す
る
に
足
る
。
故
に
史
を
讀

む
に
は
猶
ほ
宜
し
く
其
の
表
志
を
讀
み
、
此
れ
に
由
り
て
二
十
四
史
を
讀
む
べ
し
。
博
に
し
て
之

を
約
す
る
は
、
其
の
人
に
存
す
。
治
經
の
爲
に
計
れ
ば
、
逸
周
書
、
國
語
、
國
策
、
山
海
經
、
竹

書
紀
年
、
穆
天
子
傳
、
晏
子
春
秋
、
越
絶
書
、
呉
越
春
秋
、
列
女
傳
、
新
序
、
説
苑
、
東
觀
漢
記

の
如
き
の
屬
は
、
皆
史
部
に
歸
入
す
可
し
。
皆
以
て
讀
ま
ざ
る
可
か
ら
ず
。

【
註
】

①

『
輶
軒
語
』
讀
史
二
「
正
史
中
宜
先
讀
四
史
。

全
史
浩
繁
、
從
何
説
起
。
四
史
爲
最
要
。

史
記
、
漢
書
、
後
漢
、
國
志
。
四
者
之
中
、
史
記
、
前
漢
爲
尤
要
。
其
要
如
何
。
語
其
高
、
則
證
經

義
、
多
古
典
、
古
言
、
古
字
。
通
史
法
。
諸
史
義
例
、
皆
本
馬
班
。
語
其
卑
、
則
古
來
詞
章
、
無
論
駢
散
、

凡
雅
詞
麗
藻
、
大
半
皆
出
其
中
。
文
章
之
美
、
無
待
於
言
。」

②

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
「
安
國
爲
諫
大
夫
、
授
都
尉
朝
。
而
司
馬
遷
亦
從
安
國
問
故
。

遷
書
載
堯
典
、
禹
貢
、
洪
範
、
微
子
、
金
縢
諸
篇
、
多
古
文
説
」。

【
通
釈
】

経
と
史
は
相
表
裏
す
る
第
二
十
一

経
と
史
は
学
の
系
統
は
異
な
る
が
、
古
史
は
経
と
相
表
裏
す
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
経
を
治
め

る
に
は
や
は
り
史
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
三
國
志
』
の
四

史
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
も
と
も
と
『
古
文
尚
書
』
の
伝
を
学
ん
だ
の
で
、
そ
の

書
に
は
古
文
説
が
多
く
、
蒐
集
す
る
も
の
は
先
秦
の
古
い
制
度
が
多
い
。
そ
の
書
は
と
て
も
す
ぐ

れ
て
い
る
。
班
固
の
歴
史
書
〔『
漢
書
』〕
は
古
字
や
古
義
が
多
く
、
范
曄
の
『
後
漢
書
』、
陳
壽
の

『
三
國
志
』
は
前
の
二
種
に
お
よ
ば
な
い
が
、
漢
儒
の
家
法
、
地
理
事
実
は
充
分
考
証
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
史
を
読
む
に
は
そ
の
表
や
志
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
二
十
四
史
を
読
む

べ
き
で
あ
る
。
博
覧
で
あ
り
な
が
ら
要
約
で
き
る
か
ど
う
か
は
そ
の
人
に
か
か
っ
て
い
る
。
治
経

の
た
め
に
考
え
る
と
、『
逸
周
書
』『
國
語
』『
戰
國
策
』『
山
海
經
』『
竹
書
紀
年
』『
穆
天
子
傳
』『
晏

子
春
秋
』『
越
絶
書
』『
呉
越
春
秋
』『
列
女
傳
』『
新
序
』『
説
苑
』『
東
觀
漢
記
』
な
ど
は
い
ず
れ

も
史
部
に
編
入
し
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

説
經
必
先
識
文
字
第
二
十
二

與
字
學
源
流
音
韻
源
流
參
看

説
文
云
、
字
孳
也
、
言
其
孳
生
無
盡
也
。
字
、
古
謂
之
文
。
字
有
形
、
形
不
一
。
一
古
文
、
二
籀

文
、
三
小
篆
、
四
八
分
、
五
隸
書
、
六
楷
書
、
相
因
遞
變
。
字
有
聲
、
聲
不
一
。
有
三
代
之
音
、

有
漢
魏
之
音
、
有
六
朝
至
唐
之
音
。
詳
音
韻
源
流
篇
。
字
有
義
、
義
不
一
。
有
本
義
、
有
引
申
義
卽
訓

詁
篇
所
言
者
。
有
通
借
義
卽
假
借
之
謂
。
形
聲
不
審
、
訓
詁
不
明
、
豈
知
經
傳
所
言
者
何
物
、
所
説
者

何
事
耶
。
且
經
傳
原
本
篆
書
、
古
韻
自
有
部
分
。
識
古
篆
之
形
、
曉
古
語
之
聲
、
方
能
得
古
字
之
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義
。
大
率
字
類
定
於
形
、
字
義
生
於
聲
。
知
篆
形
方
可
審
今
音
之
非
。
知
古
音
則
可
訂
今
形
之
誤
。

故
形
聲
實
爲
識
字
之
本
。
然
則
如
之
何
而
後
能
審
定
音
義
。
曰
、
必
須
識
小
篆
、
通
説
文
、
熟
爾

雅
。
五
雅
、
玉
篇
、
廣
韻
、
並
宜
參
究
。
俗
師
知
其
一
、
不
知
其
二
、
知
其
末
、
不
知
其
源
。
騁

其
臆
説
、
恍
如
寱
語
。
此
事
甚
不
易
、
非
繙
檢
字
書
便
能
通
曉
者
也
。
又
説
文
初
看
無
味
、
細
看

極
有
意
趣
。
段
玉
裁
注
説
文
、
精
而
較
繁
。
可
先
看
大
徐
本
説
文
解
字
。

【
書
き
下
し
】

經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
文
字
を
識
る
第
二
十
二
①

字
學
源
流
・
音
韻
源
流
と
參
看
せ
よ
。

『
説
文
』
に
「
字
は
孳
な
り
」
②
と
云
ふ
は
、
其
の
孳
生
し
て
盡
く
る
無
き
を
言
ふ
な
り
。
字
、

古
は
之
を
文
と
謂
ふ
。
字
に
形
有
る
も
、
形
は
一
な
ら
ず
。
一
、
古
文
、
二
、
籀
文
、
三
、
小
篆
、

四
、
八
分
、
五
、
隸
書
、
六
、
楷
書
、
相
因
り
て
遞
ひ
に
變
ず
。
字
に
聲
有
る
も
、
聲
は
一
な
ら

た
が

ず
。
三
代
の
音
有
り
、
漢
魏
の
音
有
り
、
六
朝
よ
り
唐
に
至
る
の
音
有
り
。
音
韻
源
流
篇
に
詳
ら
か
な

り
。
字
に
義
有
る
も
、
義
は
一
な
ら
ず
。
本
義
有
り
、
引
申
義
卽
ち
訓
詁
篇
に
言
ふ
所
の
者
な
り
。
有
り
、

通
借
義
卽
ち
假
借
の
謂
ひ
な
り
。
有
り
。
形
聲
審
ら
か
な
ら
ず
、
訓
詁
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
豈
に
經

傳
言
ふ
所
の
者
は
何
物
、
説
く
所
の
者
は
何
事
な
る
か
を
知
ら
ん
や
。
且
つ
經
傳
は
原
本
篆
書
に

も
と
も
と

し
て
、
古
韻
に
は
自
ら
部
分
有
り
。
古
篆
の
形
を
識
り
、
古
語
の
聲
に
曉
ら
か
に
し
て
、
方
め
て

は
じ

能
く
古
字
の
義
を
得
た
り
。
大
率
字
類
は
形
に
定
ま
り
、
字
義
は
聲
に
生
ず
。
篆
の
形
を
知
り
て

お
ほ
む
ね

方
め
て
今
音
の
非
を
審
ら
か
に
す
可
し
。
古
音
を
知
れ
ば
則
ち
今
形
の
誤
り
を
訂
す
可
し
。
故
に

形
聲
は
實
は
字
を
識
る
の
本
と
爲
す
。
然
ら
ば
則
ち
之
を
如
何
に
し
て
而
る
後
に
能
く
音
義
を
審

定
せ
ん
。
曰
く
、
必
ず
須
く
小
篆
を
識
り
、『
説
文
』
に
通
じ
、『
爾
雅
』
に
熟
す
べ
し
。『
五
雅
』

『
玉
篇
』『
廣
韻
』
は
、
並
び
に
宜
し
く
參
究
す
べ
し
。
俗
師
は
其
の
一
を
知
る
も
、
其
の
二
を

知
ら
ず
、
其
の
末
を
知
る
も
、
其
の
源
を
知
ら
ず
。
其
の
臆
説
を
騁
す
る
こ
と
、
恍
と
し
て
寱
語

げ
い

ご

の
如
し
。
此
の
事
甚
だ
易
か
ら
ず
、
字
書
を
繙
檢
す
れ
ば
便
ち
能
く
通
曉
す
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。

又
『
説
文
』
初
め
て
看
れ
ば
味
無
き
も
、
細
か
く
看
れ
ば
極
め
て
意
趣
有
り
。
段
玉
裁
注
の
『
説

文
』
は
、
精
な
れ
ど
も
較
や
繁
な
り
。
先
づ
大
徐
本
の
『
説
文
解
字
』
を
看
る
可
し
。

【
註
】

①

本
篇
は
ほ
ぼ
『
輶
軒
語
』
通
經
二
か
ら
の
引
用
改
変
で
あ
る
。

宜
先
識
字
。
下
筆
宜
用
今
字
、
而
讀
古
書
必
識
古
字
。
詩
文
宜
用
今
韻
、
而
讀
古
書
必
識
古

韻
。
語
言
筆
札
可
用
今
義
、
而
解
古
書
必
用
古
義
。

此
非
余
一
人
之
私
言
。
國
朝
諸
老
師
之
言
也
。
字
有
形
、
形
不
一
。
一
古
文
、
二
籀
文
、
三

小
篆
、
四
八
分
、
五
隸
書
、
六
眞
書
、
相
因
遞
變
。
字
有
聲
、
聲
不
一
。
有
三
代
之
音
、
有

漢
魏
之
音
、
有
六
朝
至
唐
之
音
。
字
有
義
。
義
不
一
、
有
本
義
、
有
引
伸
義
、
有
通
借
義
。

形
聲
不
審
、
訓
詁
不
明
、
豈
知
經
典
爲
何
語
耶
。
如
何
而
後
能
審
定
音
義
。
必
須
識
小
篆
、

通
説
文
、
熟
爾
雅
。
五
雅
、
玉
篇
、
廣
韻
、
並
宜
參
究
。
俗
師
知
其
一
、
不
知
其
二
、
知
其

末
、
不
知
其
源
。
騁
其
臆
説
、
止
如
寱
語
。
此
事
甚
不
易
、
非
繙
檢
字
書
便
能
通
曉
者
也
。

説
文
初
看
無
味
。
細
看
極
有
意
趣
。
段
玉
裁
注
説
文
、
精
而
較
繁
。
可
先
看
大
徐
本
説
文
解

字
。

説
文
字
部
、
難
於
尋
檢
。
毛
謨
説
文
檢
字
、
黎
永
椿
説
文
通
檢
、
頗
便
初
學
。
黎
書

較
勝
。

經
傳
元
是
篆
書
。
古
韻
自
有
部
分
。
識
古
篆
之
形
、
曉
古
語
之
聲
、
方
能
得
古
字
之
義
。
大

率
字
類
定
於
形
、
字
義
生
於
聲
。
知
篆
形
則
可
覺
今
音
之
非
。
知
古
音
則
可
訂
今
形
之
誤
。

故
形
聲
爲
識
字
之
本
。

②
『
説
文
解
字
』
十
四
下
「
字
、
孳
也
。
从
子
在
宀
下
。
子
亦
聲
」。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
文
字
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
二

字
學
源
流
第
二
十
八
・
音
韻

源
流
第
二
十
九
と
一
緒
に
参
看
し
な
さ
い
。

『
説
文
』
に
「
字
は
孳
な
り
」
と
い
う
の
は
、
字
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
つ
き
る
こ
と
が
な
い

こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
字
を
古
く
は
文
と
い
っ
た
。
字
は
形
を
も
っ
て
い
る
が
、
形
は
ひ
と
つ
で

は
な
い
。
一
、
古
文
、
二
、
籀
文
、
三
、
小
篆
、
四
、
八
分
、
五
、
隸
書
、
六
、
真
書
〔
楷
書
〕

と
い
う
よ
う
に
順
を
追
っ
て
変
化
し
た
。
字
は
声
を
も
っ
て
い
る
が
、
声
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。

三
代
の
音
が
あ
り
、
漢
魏
の
音
が
あ
り
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
音
が
あ
る
。
音
韻
源
流
第
二
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十
九
に
詳
し
い
。
字
は
義
〔
意
味
〕
を
も
っ
て
い
る
が
、
義
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
本
義
が
あ
り
、

引
伸
義
説
經
必
先
通
訓
詁
第
二
十
三
で
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
が
あ
り
、
通
借
義
仮
借
の
意

味
で
あ
る
。
が
あ
る
。
形
や
声
が
明
ら
か
で
な
く
、
訓
詁
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
経
典
が
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
経
伝
は
も
と
も
と
篆
書
で
書
か
れ
て
い
て
、（
篆
書
の
）
古
韻
が

属
す
る
韻
部
は
も
ち
ろ
ん
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
古
い
篆
書
の
形
を
覚
え
、
古
語
の
声
が
わ
か

っ
て
は
じ
め
て
古
字
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
文
字
の
種
類
は

形
に
よ
っ
て
決
定
し
、
文
字
の
意
味
は
声
か
ら
発
生
し
た
。
篆
書
の
形
が
わ
か
れ
ば
現
在
の
音
の

誤
り
が
わ
か
り
、
古
い
音
が
わ
か
れ
ば
現
在
の
字
形
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か

ら
形
と
声
は
文
字
を
覚
え
る
た
め
の
基
礎
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
音
義
を
審
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
小
篆
を
覚
え
、『
説
文
』
に
精
通
し
、『
爾
雅
』
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。『
五
雅
』『
玉
篇
』『
廣
韻
』
は
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
凡
庸
な
教
師
は
ひ
と
つ
の
こ

と
は
知
っ
て
い
る
が
、
他
の
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
知
ら
ず
、
枝
葉
末
節
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、

本
質
的
な
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
い
。
ま
る
で
寝
言
を
と
な
え
る
か
の
よ
う
に
臆
説
を
ほ
し

い
ま
ま
に
す
る
。
し
か
し
事
は
そ
ん
な
に
容
易
で
は
な
く
、
字
書
を
ひ
も
と
け
ば
た
だ
ち
に
精
通

で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
『
説
文
解
字
』
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
時
は
ま
っ
た
く
お

も
し
ろ
み
に
か
け
る
が
、
仔
細
に
読
む
と
き
わ
め
て
味
わ
い
深
い
。
段
玉
裁
の
『
説
文
解
字
注
』

は
く
わ
し
い
け
れ
ど
も
や
や
繁
雑
な
の
で
、
ま
づ
大
徐
本
の
『
説
文
解
字
』
を
読
み
な
さ
い
。

説
經
必
先
通
訓
詁
第
二
十
三

訓
詁
之
源
、
肇
於
爾
雅
、
釋
詁
釋
訓
、
各
詳
其
義
。
邢
氏
疏
云
、
訓
道
也
、
引
周
禮
地
官
有
土
訓

誦
訓
。
鄭
司
農
説
以
遠
方
土
地
所
生
異
物
、
以
告
道
王
。
後
鄭
説
則
謂
土
訓
能
訓
〔
説
〕
①
土
地

善
惡
之
勢
、
誦
訓
能
訓
説
四
方
所
誦
習
、
人
所
作
爲
及
時
事
。
釋
訓
言
形
貌
也
。
詁
古
也
、
古
今

異
言
、
解
之
使
人
知
也
。（
詁
）〔
説
〕
②
文
、
从
〔
言
〕
③
古
聲
、
古
故
也
、
从
十
口
。
識
前
言

也
。
詁
本
通
作
故
。
毛
公
傳
詩
、
則
名
曰
故
訓
傳
。
故
訓
卽
詁
訓
、
亦
卽
古
訓
。
烝
民
詩
云
、
古

訓
是
式
、
是
也
。
據
爾
雅
分
篇
之
義
、
詁
通
古
今
異
言
、
訓
則
皆
言
形
貌
。
而
説
經
之
道
、
不
外

此
二
字
。
通
古
言
、
通
古
音
、
而
古
義
無
不
通
矣
。
知
形
訓
、
知
聲
訓
、
而
古
訓
無
不
明
矣
。
如

明
堂
位
云
、
夏
曰
醆
、
殷
曰
斝
、
周
曰
爵
。
此
古
言
之
異
也
。
方
言
、
楚
謂
聿
、
燕
謂
弗
、
秦
謂

筆
。
此
古
音
之
異
也
。
説
文
、
石
、
山
石
也
。
厓
、
山
邊
也
。
此
依
形
立
訓
也
。
日
、
實
也
。
月
、

闕
也
。
此
依
聲
立
訓
也
。
依
聲
立
訓
、
于
古
書
、
十
居
其
九
。
如
旬
之
爲
均
也
、
音
之
爲
蔭
也
、

妃
之
爲
配
也
、
平
之
爲
便
也
、
皆
以
聲
爲
訓
也
。
他
如
、
資
讀
爲
齊
、
而
義
卽
（
爲
）〔
通
〕
④

齊
。
巽
卦
、
喪
其
資
斧
、
是
也
。
鮮
讀
爲
獻
、
而
義
卽
通
獻
。
天
子
乃
鮮
羔
開
冰
、
是
也
。
辨
讀

爲
貶
、
而
義
卽
通
貶
。
玉
藻
、
立
容
辨
卑
毋
讇
、
是
也
。
美
讀
爲
儀
、
而
義
卽
通
儀
。
少
儀
、
鸞

和
之
美
、
是
也
。
又
如
、
桓
字
有
三
同
。
禹
貢
、
西
傾
因
桓
是
來
、
又
和
夷
厎
績
、
水
經
注
云
、

和
卽
桓
、
漢
書
注
、
桓
楹
卽
和
表
、
和
表
又
轉
爲
華
表
、
桓
譚
新
論
、
隋
志
又
作
華
譚
、
皆
隨
訓

而
轉
者
也
。
率
字
有
五
音
。（
收
）〔
將
〕
⑤
率
音
帥
、
彀
率
、
藻
率
音
（
立
）〔
律
〕
⑥
、
量
名
音

刷
、
督
率
音
朔
、
算
法
（
約
率
音
律
之
類
）〔
約
數
之
率
音
類
〕
⑦
、
亦
隨
訓
而
轉
者
也
。
至
若

繇
有
六
義
、
離
有
十
六
義
、
辟
有
三
十
七
義
、
衰
有
四
音
、
賁
有
七
音
、
差
有
八
音
、
敦
有
九
音
、

苴
有
十
四
音
、
音
同
訓
異
、
義
隨
訓
移
、
惟
在
明
於
訓
詁
者
之
變
而
通
焉
。

【
校
記
】

①

勘
語
に
従
い
、「
説
」
字
を
補
う
。

②

「
詁
」

誤
字
と
み
な
し
て
「
説
」
に
改
め
る
。

③

『
説
文
』
に
従
い
、「
言
」
字
を
補
う
。

④

「
爲
」

下
文
の
例
に
従
い
、「
通
」
に
改
め
る
。

⑤

「
收
」

『
俗
書
刊
誤
』
に
従
い
、「
將
」
に
改
め
る
。

⑥

「
立
」

『
俗
書
刊
誤
』
に
従
い
、「
律
」
に
改
め
る
。

⑦

「
約
率
音
律
之
類
」

『
俗
書
刊
誤
』
に
従
い
、「
約
數
之
率
音
類
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
訓
詁
に
通
づ
第
二
十
三

訓
詁
の
源
は
爾
雅
に
肇
ま
り
、
釋
詁
・
釋
訓
は
各
お
の
其
の
義
を
詳
ら
か
に
す
。
邢
氏
の
疏
に
、

は
じ
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「
訓
は
道
な
り
」
と
云
ひ
、「
周
禮
地
官
に
土
訓
・
誦
訓
有
り
。
鄭
司
農
、
遠
方
の
土
地
に
生
ず

る
所
の
異
物
を
以
て
、
以
て
王
に
告
道
す
る
と
説
く
。
後
鄭
は
則
ち
土
訓
は
能
く
土
地
の
善
惡
の

勢
を
訓
説
し
、
誦
訓
は
能
く
四
方
の
誦
習
す
る
所
、
人
の
作
爲
す
る
所
及
び
時
事
を
訓
説
す
る
を

謂
ふ
と
説
く
。
釋
訓
は
形
貌
を
言
ふ
な
り
」
①
、「
詁
は
古
な
り
。
古
今
言
を
異
に
し
、
之
を
解

し
て
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
な
り
」
②
を
引
く
。
説
文
に
「
言
に
从
ひ
古
の
聲
」
③
、「
古
は
故

な
り
、
十
口
に
从
ふ
。
前
言
を
識
る
な
り
」
④
と
い
ふ
。
詁
は
本
通
じ
て
故
に
作
る
。
毛
公
、
詩

を
傳
へ
て
、
則
ち
名
づ
け
て
故
訓
傳
と
曰
ふ
。
故
訓
は
卽
ち
詁
訓
、
亦
卽
ち
古
訓
な
り
⑤
。
烝
民

の
詩
に
「
古
訓
是
れ
式
る
」
⑥
と
云
ふ
、
是
れ
な
り
。
爾
雅
分
篇
の
義
に
據
れ
ば
、
詁
は
古
今

の
つ
と

の
異
言
に
通
じ
、
訓
は
則
ち
皆
形
貌
を
言
ふ
。
而
し
て
説
經
の
道
は
、
此
の
二
字
に
外
な
ら
ず
。

古
言
に
通
じ
、
古
音
に
通
ず
れ
ば
、
古
義
は
通
ぜ
ざ
る
無
し
。
形
訓
を
知
り
、
聲
訓
を
知
れ
ば
、

古
訓
は
明
ら
か
な
ら
ざ
る
無
し
。
如
へ
ば
、
明
堂
位
に
、
夏
に
は
醆
と
曰
ひ
、
殷
に
は
斝
と
曰
ひ
、

周
に
は
爵
と
曰
ふ
」
⑦
と
云
ふ
。
此
れ
古
言
の
異
な
り
。
方
言
に
「
楚
に
は
聿
と
謂
ひ
、
燕
に
は

弗
と
謂
ひ
、
秦
に
は
筆
と
謂
ふ
」
⑧
と
い
ふ
。
此
れ
古
音
の
異
な
り
。
説
文
に
「
石
は
山
石
な
り
」、

「
厓
は
山
邊
な
り
」
⑨
と
い
ふ
。
此
れ
形
に
依
り
て
訓
を
立
つ
る
な
り
。「
日
は
實
な
り
」、「
月
は

闕
な
り
」
⑩
と
い
ふ
。
此
れ
聲
に
依
り
て
訓
を
立
つ
る
な
り
。
聲
に
依
り
て
訓
を
立
つ
る
は
、
古

書
に
于
て
は
十
に
其
の
九
に
居
る
。
如
へ
ば
、
旬
の
均
と
爲
す
⑪
、
音
の
蔭
と
爲
す
⑫
、
妃
の
配

と
爲
す
⑬
、
平
の
便
と
爲
す
⑭
は
、
皆
聲
を
以
て
訓
と
爲
す
な
り
。
他
如
へ
ば
、
資
讀
み
て
齊
と

爲
し
て
、
義
は
卽
ち
齊
に
通
ず
。
巽
卦
の
「
其
の
資
斧
を
喪
ふ
」
⑮
、
是
れ
な
り
。
鮮
讀
み
て
獻

と
爲
し
て
、
義
は
卽
ち
獻
に
通
ず
。「
天
子
乃
ち
鮮
羔
開
冰
」
⑯
、
是
れ
な
り
。
辨
讀
み
て
貶
と

爲
し
て
、
義
は
卽
ち
貶
に
通
ず
。
玉
藻
の
「
立
つ
容
は
辨
卑
に
し
て

讇

る
毋
れ
」
⑰
、
是
れ
な

へ
り
く
だ

り
。
美
讀
み
て
儀
と
爲
し
て
、
義
は
卽
ち
儀
に
通
ず
。
少
儀
の
「
鸞
和
の
美
」
⑱
、
是
れ
な
り
。

又
如
へ
ば
、
桓
字
に
三
同
有
り
。
禹
貢
に
「
西
傾
は
桓
に
因
り
て
是
に
來
る
」、
又
「
和
夷
、
績

を
厎
す
」
⑲
、
水
經
注
に
「
和
は
卽
ち
桓
な
り
」
⑳
と
云
ひ
、
漢
書
注
に
「
桓
楹
は
卽
ち
和
表
な

い
た

り
」
㉑
、
和
表
は
又
轉
じ
て
華
表
と
爲
り
、
桓
譚
新
論
を
、
隋
志
は
又
華
譚
に
作
る
㉒
は
、
皆
訓

に
隨
ひ
て
轉
ず
る
者
な
り
。
率
字
に
五
音
有
り
。
將
率
は
音
帥
、
彀
率
、
藻
率
は
音
律
、
量
名
は

音
刷
、
督
率
は
音
朔
、
算
法
の
約
數
の
率
は
音
類
㉓
も
、
亦
訓
に
隨
ひ
て
轉
ず
る
者
な
り
。
繇
に

六
義
有
り
、
離
に
十
六
義
有
り
、
辟
に
三
十
七
義
有
り
、
衰
に
四
音
有
り
㉔
、
賁
に
七
音
有
り
、

差
に
八
音
有
り
、
敦
に
九
音
有
り
㉕
、
苴
に
十
四
音
有
る
㉖
が
若
き
に
至
り
て
は
、
音
同
じ
く
し

て
訓
異
な
り
、
義
は
訓
に
隨
ひ
て
移
り
、
惟
だ
訓
詁
に
明
ら
か
な
者
の
變
に
し
て
通
ず
る
に
在
り
。

【
註
】

①

『
爾
雅
』
釋
訓
第
三
、
邢
昺
疏
「
案
釋
詁
云
、
訓
、
道
也
。
周
禮
地
官
有
土
訓
誦
訓
。
鄭
司

農
注
云
、
謂
以
遠
方
土
地
所
生
異
物
、
以
告
道
王
也
。
後
鄭
云
、
玄
謂
能
訓
説
土
地
善
惡
之
勢
、

誦
訓
能
訓
説
四
方
所
誦
習
、
及
人
所
作
爲
及
時
事
。
然
則
此
篇
以
物
之
事
義
形
貌
告
道
人
也
。

故
曰
釋
訓
」。

②

『
爾
雅
』
釋
詁
第
一
、
邢
昺
疏
「
釋
、
解
也
。
詁
、
古
也
。
古
今
異
言
、
解
之
使
人
知
也
。

釋
言
則
釋
詁
之
別
。
故
爾
雅
敘
篇
云
、
釋
詁
・
釋
言
通
古
今
字
、
古
與
今
異
言
也
」。

『
詩
經
正
義
』
巻
一
「
周
南
關
雎
詁
訓
傳
第
一
」、
孔
穎
達
疏
「
爾
雅
所
釋
十
有
九
篇
、
獨

云
詁
訓
者
、
詁
者
古
也
。
古
今
異
言
、
通
之
使
人
知
也
。
訓
者
道
也
。
道
物
之
貌
以
告
人
也
。

釋
言
則
釋
詁
之
別
。
故
爾
雅
序
篇
云
、
釋
詁
釋
言
通
古
今
之
字
、
古
與
今
異
言
也
。
釋
訓
言
形

貌
也
。
然
則
詁
訓
者
、
通
古
今
之
異
辭
、
辨
物
之
形
貌
、
則
解
釋
之
義
、
盡
歸
於
此
」。

③

『
説
文
解
字
』
三
上
「
詁
、
訓
故
言
也
。
从
言
古
聲
、
詩
曰
詁
訓
」。

④

『
説
文
解
字
』
三
上
「
古
、
故
也
。
从
十
口
。
識
前
言
者
也
」。

⑤

『
詩
經
正
義
』
巻
一
「
周
南
關
雎
詁
訓
傳
第
一
」、
孔
穎
達
疏
「
今
定
本
作
故
。
以
詩
云
古

訓
是
式
、
毛
傳
云
古
故
也
、
則
故
訓
者
故
昔
典
訓
。
依
故
昔
典
訓
而
爲
傳
義
、
或
當
然
」。

⑥

『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
・
烝
民
「
仲
山
甫
之
德
、
柔
嘉
維
則
。
令
儀
令
色
、
小
心
翼
翼
、
古
訓

是
式
、
威
儀
是
力
。
天
子
是
若
、
明
命
使
賦
」。

⑦

『
禮
記
』
明
堂
位
「
爵
、
夏
后
氏
以
琖
、
殷
以
斝
、
周
以
爵
」。

⑧

『
方
言
』
に
こ
の
語
は
見
あ
た
ら
ず
、『
説
文
解
字
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
説
文
解
字
』
三
下
「
聿
、
所
以
書
也
。
楚
謂
之
聿
、
呉
謂
之
不
律
、
燕
謂
之
弗
、
从
聿
一

聲
」。『

説
文
解
字
』
三
下
「
筆
、
秦
謂
之
筆
、
从
聿
从
竹
」。
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⑨

『
説
文
解
字
』
九
下
「
石
、
山
石
也
。
在
厂
之
下
口
、
象
形
」。

『
説
文
解
字
』
九
下
「
厓
、
山
邊
也
。
从
厂
圭
聲
」。

⑩

『
説
文
解
字
』
七
上
「
日
、
實
也
。
太
陽
之
精
不
虧
。
从
口
一
。
象
形
」。

『
説
文
解
字
』
七
上
「
月
、
闕
也
。
太
陰
之
精
、
象
形
」。

⑪

『
周
易
』
巻
六
、
豐
「
雖
旬
无
咎
」
鄭
注
、『
經
典
釋
文
』、『
管
子
』
侈
靡
第
三
十
五
「
旬
身

行
」
注
「
旬
、
均
也
」。

⑫

『
左
傳
』
巻
二
十
、
文
公
十
七
年
「
鹿
死
不
擇
音
」
杜
注
「
音
所
茠
蔭
之
處
、
古
字
聲
同
、

皆
相
假
借
」。

⑬

『
禮
記
』
巻
五
、
曲
禮
下
「
天
子
之
妃
曰
后
」
疏
「
妃
、
配
也
」。

⑭

『
漢
書
』
巻
一
百
下
、
敍
傳
第
七
十
下
「
敞
亦
平
平
、
文
雅
自
贊
」
顔
師
古
注
「
平
讀
曰
便
。

便
、
辯
也
」。

⑮

『
周
易
』
旅
「
得
其
資
斧
」、『
經
典
釋
文
』「
資
斧
、
如
字
。
子
夏
傳
及
衆
家
並
作
齊
斧
」。

⑯

『
禮
記
』
巻
十
五
、
月
令
「
天
子
乃
鮮
羔
開
冰
」
鄭
注
「
鮮
當
爲
獻
、
聲
之
誤
也
」。

⑰

『
禮
記
』
巻
三
十
、
王
藻
「
立
容
辨
卑
毋
讇
」
鄭
注
「
辨
讀
爲
貶
」。

⑱

『
禮
記
』
巻
三
十
五
、
少
儀
「
鸞
和
之
美
、
肅
肅
雍
雍
」
鄭
注
「
美
皆
當
爲
儀
、
字
之
誤
也
」。

⑲

『
尚
書
』
禹
貢
「
華
陽
黑
水
、
惟
梁
州
、
岷
嶓
既
藝
、
沱
潛
既
道
。
蔡
蒙
旅
平
、
和
夷
厎
績
。

厥
土
青
黎
。
厥
田
惟
下
上
。
厥
賦
下
中
、
三
錯
。
厥
貢
璆
鐵
銀
鏤
砮
磬
、
熊
羆
狐
貍
織
皮
。
西

傾
因
桓
是
來
。
浮
于
潛
、
逾
于
沔
、
入
于
渭
、
亂
于
河
」。

⑳

『
水
經
注
』
巻
三
十
六
、
桓
水
注
「
尚
書
禹
貢
、
岷
嶓
既
藝
、
沱
潛
既
道
、
蔡
蒙
旅
平
、
和

夷
厎
績
。
鄭
玄
曰
、
和
上
夷
所
居
之
地
也
。
和
讀
曰
桓
」。

㉑

『
漢
書
』
巻
九
十
、
酷
吏
傳
第
六
十
、
尹
賞
傳
「
數
日
壹
發
視
、
皆
相
枕
藉
死
、
便
輿
出
、

瘞
寺
門
桓
東
、
楬
著
其
姓
名
、
百
日
後
、
乃
令
死
者
家
各
自
發
取
其
尸
」。
如
淳
曰
、「
瘞
、
埋

也
。
舊
亭
傳
於
四
角
面
百
步
築
土
四
方
、
上
有
屋
、
屋
上
有
柱
出
、
高
丈
餘
、
有
大
板
貫
柱
四

出
、
名
曰
桓
表
。
縣
所
治
夾
兩
邊
各
一
桓
。
陳
宋
之
俗
言
桓
聲
如
和
、
今
猶
謂
之
和
表
」。
師

古
曰
、「
即
華
表
也
」。

㉒

『
隋
書
』
巻
三
十
四
、
經
籍
三
「
新
論
十
卷
晉
散
騎
常
侍
夏
侯
湛
撰
。
梁
有
楊
子
物
理
論
十
六
卷
、
楊
子

大
元
經
十
四
卷
、
並
晉
徵
士
楊
泉
撰
。
新
論
十
卷
、
晉
金
紫
光
祿
大
夫
華
譚
撰
。
梅
子
新
論
一
卷
。
亡
」。

㉓

焦
竑
『
俗
書
刊
誤
』
巻
十
、
字
同
音
義
異
「
率
有
五
音
。
將
率
之
率
、
音
帥
。
孟
子
彀
率
、

左
氏
藻
率
、
唐
率
更
令
、
皆
音
律
。
量
名
音
刷
。
督
率
之
率
音
朔
。
算
法
約
數
之
率
音
類
」。

㉔

焦
竑
『
俗
書
刊
誤
』
巻
十
、
字
同
音
義
異
「
衰
、
一
初
危
切
。
左
氏
皆
有
等
衰
、
注
殺
也
。

一
雙
佳
切
。
寖
微
也
、
弱
也
。
一
倉
囘
切
。
左
氏
晏
嬰
麤
衰
斬
、
喪
服
也
」。

㉕

焦
竑
『
俗
書
刊
誤
』
巻
十
、
字
同
音
義
異
「
敦
有
九
音
。
禮
敦
厚
以
崇
禮
、
音
墩
。
詩
敦
彼

獨
宿
、
音
堆
。
樂
記
樂
者
敦
和
、
音
純
。
詩
敦
彼
行
葦
、
賈
誼
賦
何
足
控
敦
、
竝
音
團
。
詩
敦

弓
既
堅
、
廣
韻
天
子
弓
也
、
音
雕
。
周
禮
毎
敦
一
几
、
敦
覆
也
、
音
幬
。
周
禮
度
量
敦
制
。
注

敦
布
帛
幅
廣
也
、
音
凖
。
周
禮
珠
槃
玉
敦
、
明
堂
位
有
虞
氏
之
兩
敦
、
音
對
。
爾
雅
敦
丘
、
如

覆
敦
、
音
純
」。

㉖

焦
竑
『
俗
書
刊
誤
』
巻
十
、
字
同
音
義
異
「
苴
十
四
音
。
七
閭
切
。
麻
也
。
子
閭
切
。
苴
杖

也
。
又
子
旅
切
。
履
中
薦
也
。
又
布
交
切
。
天
苴
、
地
名
、
在
益
州
。
見
史
記
注
。
又
天
苴
與

巴
同
。
又
子
邪
切
。
菜
壤
也
。
一
曰
、
獵
塲
。
又
似
嗟
切
。
苴
咩
城
、
在
雲
南
。
又
鉏
加
切
。

詩
傳
曰
、
木
中
傳
艸
也
。
水
草
曰
苴
。
字
一
作
□
。
又
作
浾
。
今
作
渣
、
非
。
又
都
賈
切
。
土

苴
、
不
精
細
也
。
又
側
下
切
。
糞
艸
也
。
又
側
魚
切
。
説
文
曰
、
酢
菜
也
。〈
酢
古
醋
字
〉
又

莊
倶
切
。
姓
也
。
漢
有
苴
氏
。
又
則
吾
切
。
茅
藉
祭
也
。
又
將
預
切
。
糟

也
。
又
子
余
切
。

苞
苴
、
嚢
貨
也
」。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
訓
詁
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
三

訓
詁
の
源
は
『
爾
雅
』
に
は
じ
ま
り
、
釋
詁
・
釋
訓
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
意
味
を
詳
ら
か
に
し
て
い

る
。
邢
氏
の
疏
に
、「
訓
は
道
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
い
い
、「『
周
禮
』
地
官
に
土
訓
・
誦
訓
が

あ
る
。
鄭
司
農
は
、（
土
訓
と
は
）
遠
方
の
土
地
に
生
じ
る
異
物
を
王
に
告
げ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
と
説
明
す
る
。
後
鄭
〔
鄭
玄
〕
は
、
土
訓
と
は
土
地
の
善
悪
の
情
勢
を
訓
説
す
る
こ
と
、
誦

訓
と
は
四
方
の
誦
習
す
る
も
の
、
人
が
作
っ
た
も
の
、
お
よ
び
時
事
を
訓
説
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
と
説
明
す
る
。
釋
訓
は
形
貌
を
い
う
」、「
詁
は
古
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
古
今
は
言
葉
が
異
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な
る
の
で
、
こ
れ
を
解
釈
し
て
人
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
を
引
く
。『
説
文
』
に
（
詁
は
）

「
言
に
し
た
が
い
、
古
の
声
」、「
古
は
故
で
あ
る
。
十
口
に
し
た
が
う
。
前
言
を
識
る
こ
と
で
あ

る
」
と
い
う
。
詁
は
も
と
も
と
通
じ
て
故
に
作
る
。
毛
公
が
『
詩
』
を
伝
え
て
、『
故
訓
傳
』
と

名
づ
け
た
。「
故
訓
」
は
詁
訓
で
あ
り
、
古
訓
で
も
あ
る
。
烝
民
の
『
詩
』
に
「
古
訓
是
れ
式
る
」

の
つ
と

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。『
爾
雅
』
分
篇
の
義
に
よ
れ
ば
、
詁
は
古
今
の
異
言
に
通
じ
る
こ
と

で
あ
り
、
訓
は
い
ず
れ
も
形
貌
を
い
う
。
し
か
し
説
経
の
方
法
は
こ
の
二
字
以
外
に
は
な
い
。
古

言
に
通
じ
、
古
音
に
通
じ
れ
ば
、
古
義
は
か
な
ら
ず
通
じ
る
。
形
訓
を
知
り
、
声
訓
を
知
れ
ば
、

古
訓
は
か
な
ら
ず
明
ら
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
明
堂
位
に
「
夏
で
は
醆
と
い
い
、
殷
で
は
斝
と

い
い
、
周
で
は
爵
と
い
う
」
と
い
う
の
は
、
古
言
の
相
異
で
あ
る
。『
方
言
』
に
「
楚
で
は
聿
と

い
い
、
燕
で
は
弗
と
い
い
、
秦
で
は
筆
と
い
う
」
と
い
う
の
は
、
古
音
の
相
異
で
あ
る
。『
説
文
』

に
「
石
は
山
石
な
り
」、「
厓
は
山
邊
な
り
」
と
い
う
の
は
、
形
に
よ
っ
て
訓
を
立
て
て
い
る
。（『
説

文
』
に
）「
日
は
實
な
り
」、「
月
は
闕
な
り
」
と
い
う
の
は
、
声
に
よ
っ
て
訓
を
立
て
て
い
る
。
声

に
よ
っ
て
訓
を
立
て
る
の
は
、
古
書
で
は
十
の
う
ち
九
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
旬
を
均
と

す
る
、
音
を
蔭
と
す
る
、
妃
を
配
と
す
る
、
平
を
便
と
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
声
を
訓
と
し
て
い

る
。
そ
の
他
、
た
と
え
ば
、
資
は
齊
と
読
み
、
義
は
齊
に
通
じ
る
。
巽
卦
の
「
其
の
資
斧
を
喪
ふ
」

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
鮮
は
獻
と
読
み
、
義
は
獻
に
通
じ
る
。（『
禮
記
』
月
令
の
）「
天
子
乃

ち
鮮
羔
開
冰
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
辨
は
貶
と
読
み
、
義
は
貶
に
通
じ
る
。
玉
藻
の
「
立

つ
容
は
辨
卑
に
し
て

讇

る
毋
れ
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
美
は
儀
と
読
み
、
義
は
儀
に
通

へ
り
く
だ

じ
る
。
少
儀
の
「
鸞
和
の
美
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
た
と
え
ば
、
桓
字
に
は
三
同

が
あ
る
。
禹
貢
に
「
西
傾
は
桓
に
因
り
て
是
に
來
る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
和
夷
、
績
を
厎
す
」

こ
こ

い
た

と
い
い
、『
水
經
注
』
に
「
和
は
卽
ち
桓
な
り
」
と
い
い
、『
漢
書
注
』
に
「
桓
楹
は
卽
ち
和
表
な

り
」
と
い
う
。
和
表
が
さ
ら
に
変
化
し
て
華
表
と
な
り
、
桓
譚
『
新
論
』
を
『
隋
書
』
經
籍
志
は

さ
ら
に
華
譚
に
作
る
の
は
、
い
ず
れ
も
訓
に
し
た
が
っ
て
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
率
字
に
は
五

つ
の
音
が
あ
る
。
將
率
の
場
合
は
音
は
帥
、
彀
率
、
藻
率
の
場
合
は
音
は
律
、
量
名
の
場
合
は
音

は
刷
、
督
率
の
場
合
は
音
は
朔
、
算
法
の
約
数
の
率
の
場
合
は
音
類
も
、
や
は
り
訓
に
し
た
が
っ

て
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
繇
に
六
つ
の
義
が
あ
り
、
離
に
十
六
の
義
が
あ
り
、
辟
に
三
十
七
の

義
が
あ
り
、
衰
に
四
つ
の
音
が
あ
り
、
賁
に
七
つ
の
音
が
あ
り
、
差
に
八
つ
の
音
が
あ
り
、
敦
に

九
つ
の
音
が
あ
り
、
苴
に
十
四
の
音
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
音
は
同
じ
で
あ
る
が
訓
は
異
な

り
、
義
は
訓
に
し
た
が
っ
て
移
り
か
わ
っ
て
お
り
、
た
だ
訓
詁
に
明
ら
か
な
も
の
が
臨
機
応
変
に

精
通
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

説
經
必
先
明
叚
借
第
二
十
四

許
氏
説
文
論
六
書
叚
借
曰
、
本
無
其
字
、
依
聲
託
事
。
令
長
、
是
也
。
此
謂
造
字
之
始
則
然
也
。

至
于
經
典
古
字
聲
近
而
通
、
則
有
不
限
于
無
字
之
叚
借
者
、
往
往
本
字
見
存
、
而
古
本
則
不
用
本

字
而
用
同
聲
之
字
何
也
。
古
者
傳
經
多
以
口
授
、
而
傳
寫
則
易
于
別
出
。
學
者
改
本
字
讀
之
、
則

怡
然
理
順
、
依
借
字
解
之
、
則
以
文
害
辭
。
是
以
漢
世
經
師
作
注
、
有
讀
爲
之
例
、
有
當
作
之
條
、

皆
由
聲
同
聲
近
者
、
以
意
逆
之
而
得
其
本
字
。
所
謂
好
學
深
思
、
心
知
其
意
也
。

如
古
有
借
光
爲
廣
者
、
而
仍
解
爲
光
明
之
光
、
誤
矣
。

有
借
有
爲
又
者
、
而
仍
解
爲
有
無
之
有
、
誤
矣
。

有
借
簪
爲
（

）〔
撍
〕
①
、
而
仍
解
爲
冠
簪
之
簪
、
非
。

有
借
蠱
爲
故
、
而
仍
爲
蠱
惑
之
蠱
、
非
。

借
辨
爲
蹁
、
而
仍
解
爲
分
辨
之
辨
、
非
。

借
祗
爲

、
爲
（
底
）〔
疧
〕
②
、
而
仍
解
祗
爲
語
詞
、
非
。

借
易
爲
埸
、
而
仍
解
爲
平
易
之
易
、
非
。

借
繘
爲
矞
、
而
仍
以
繘
爲

、
非
。

借
井
爲
阱
、
而
仍
解
爲
井
泉
之
井
、
非
。

借
（

）〔
餗
〕
③
爲
鬻
、
而
仍
以
爲
其
（
蓛
）〔
蔌
〕
④
維
何
之
（
蓛
）〔
蔌
〕
④
、
非
。

借
時
爲
待
、
而
仍
以
爲
四
時
之
時
、
非
。

借
繻
爲
襦
、
而
仍
以
爲
水
濡
之
濡
、
非
。

借
尊
爲
（
樽
）〔
撙
〕
⑤
、
而
誤
解
爲
尊
卑
之
尊
、
非
。

借
坼
爲
乇
、
而
仍
以
爲
開
坼
之
坼
、
非
。
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借
財
爲
載
、
而
解
爲
財
富
之
財
⑥
、
非
。

借
榮
爲
營
、
而
解
爲
榮
華
之
榮
、
非
。

借
聞
爲
問
、
而
仍
以
爲
聞
見
之
聞
、
非
。

借
綸
爲
論
、
而
仍
以
爲
經
綸
之
綸
、
非
。

借
貢
爲
功
、
而
仍
以
貢
爲
告
、
非
。

借
洗
爲
先
、
而
仍
以
爲
洗
濯
之
洗
、
非
。

借
雜
爲
帀
、
而
解
爲
雜
碎
之
雜
、
非
。

借
噫
爲
抑
、
而
仍
解
爲
噫
乎
發
歎
、
非
。

借
盛
爲
成
、
而
仍
解
爲
盛
衰
之
盛
、
非
。

借
平
爲
辨
、
而
仍
解
爲
古
文
采
字
、
非
。

借
（
䘏
）〔
卹
〕
⑦
爲
（
謚
）〔
謐
〕
⑧
、
而
仍
以
（
䘏
）〔
卹
〕
⑦
爲
憂
、
非
。

借
冑
爲
育
、
而
仍
以
冑
爲
長
、
非
。

借
粒
爲
立
、
而
仍
以
爲
粒
食
之
粒
、
非
。

借
忽
爲
滑
、
而
仍
以
爲
怠
忽
之
忽
、
非
。

借
璣
爲
曁
、
而
仍
以
爲
珠
璣
之
璣
、
非
。

借
猶
爲
由
、
而
仍
以
猶
爲
尚
、
非
。

借
明
爲
孟
、
而
以
爲
明
暗
之
明
、
非
。

借
暫
遇
爲
漸
（
遇
）〔
愚
〕
⑨
、
而
解
者
以
爲
暫
遇
人
、
非
。

借
沈
爲
淫
、
而
解
者
以
爲
沈
溺
之
沈
、
非
。

借
指
爲
（
底
）〔
厎
〕
⑩
、
而
解
者
以
爲
指
滅
亡
之
意
、
非
。

借
昏
爲
泯
、
而
解
者
以
爲
昏
亂
之
昏
、
非
。

借
謀
爲
敏
、
而
解
者
以
爲
下
進
其
謀
、
非
。

借
政
爲
正
、
而
解
者
以
爲
政
事
之
政
、
非
。

借
逢
爲
豐
、
而
解
者
以
爲
遭
逢
字
⑪
、
非
。

借
考
爲
巧
、
而
解
者
以
考
爲
父
、
又
以
爲
成
、
非
。

借
忘
爲
亡
、
而
解
者
以
爲
遺
亡
之
亡
、
非
。

借
極
爲
亟
、
而
解
者
以
極
爲
終
、
非
。

借
冒
爲
懋
、
而
解
者
以
爲
覆
冒
之
冒
、
非
。

〔
借
〕
⑫
衣
爲
依
、
而
解
者
以
衣
爲
服
行
、
非
。

借
別
爲
辨
、
而
解
者
以
〔
爲
〕
⑬
分
別
之
別
、
非
。

借
亂
爲
率
、
而
解
者
以
亂
爲
治
、
非
。

借
陳
爲
敶
、
而
解
者
以
爲
陳
列
之
陳
、
非
。

借
面
爲
勔
、
而
解
者
以
爲
面
見
、
非
。

借
文
爲
紊
、
而
解
者
以
爲
禮
文
、
非
。

借
依
爲
隱
、
而
解
者
以
爲
依
怙
之
依
、
非
。

借
正
爲
政
、
而
解
者
以
爲
正
道
、
非
。

借
閲
爲
説
、
而
解
者
以
爲
檢
閲
之
閲
、
非
。

借
咸
爲
（

）〔

〕
⑭
、
而
解
者
以
咸
爲
皆
、
非
。

借
義
爲
俄
、
而
解
者
以
爲
仁
義
之
義
、
非
。

借
富
爲
福
、
而
解
者
以
爲
貨
賂
、
又
以
爲
備
、
非
。

借
擇
爲
斁
、
而
解
者
誤
以
爲
選
擇
、
非
。

借
格
爲
嘏
、
而
解
者
誤
以
格
爲
至
、
非
。

借
輸
爲
渝
、
而
解
者
以
爲
輸
信
、
非
。

借
哲
爲
折
、
而
解
者
以
哲
爲
知
、
非
。

借
忌
爲
惎
、
而
解
者
以
爲
畏
忌
之
忌
、
非
。

借
惡
爲

、
而
解
者
誤
以
爲
好
惡
之
惡
、
非
。

借
方
爲
放
、
而
解
者
以
方
爲
有
、
非
。

借
墍
爲
愾
、
而
解
者
以
墍
爲
安
息
、
非
。

借
景
爲
憬
、
而
解
者
以
爲
古
（
彰
）〔
影
〕
⑮
字
、
非
。

借
衆
爲
終
、
而
解
者
以
爲
衆
寡
之
衆
、
非
。

借
能
爲
而
、
而
解
者
以
爲
才
能
之
能
、
非
。

借
濕
爲

、
而
解
者
以
爲
潤
濕
之
濕
、
非
。
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借
還
爲
嫙
、
而
解
者
以
還
爲

捷
之
皃
、
非
。

借
寐
爲
沫
、
而
解
者
以
爲
寤
寐
之
寐
、
非
。

借
子
爲
嗞
、
而
解
者
以
爲
斥
娶
者
、
非
。

借
（
鹽
）〔
盬
〕
⑯
爲
苦
、
而
解
者
以
盬
爲
不
堅
固
、
非
。

借
爲
爲
譌
、
而
解
者
以
爲
爲
人
、
非
。

借
辰
爲
愼
、
而
解
者
以
辰
爲
時
、
非
。

借
紀
爲
杞
、
借
堂
爲
棠
、
而
解
者
以
紀
爲
基
、
堂
爲
畢
、
道
平
如
堂
、
非
。

借
訊
爲
誶
、
而
解
者
則
以
訊
爲
譌
字
、
非
。

借
偕
爲
皆
、
而
解
者
以
偕
爲
齊
等
、
非
。

借
譽
爲
豫
、
而
解
者
以
爲
名
譽
、
非
。

借
蘀
爲
檡
、
而
解
者
以
蘀
爲
落
葉
、
非
。

借
芋
爲
宇
、
而
解
者
以
芋
爲
大
、
非
。

借
猗
爲
阿
、
而
解
者
以
猗
爲
旁
倚
、
非
。

借
意
爲
億
、
而
解
者
以
爲
心
意
之
意
、
非
。

借
卒
爲
猝
、
而
解
者
以
爲
崒
者
崔
嵬
、
非
。

借
佻
佻
爲
嬥
嬥
、
而
解
者
以
佻
佻
爲
獨
行
皃
、
非
。

借
交
爲
姣
、
而
解
者
以
爲
與
人
交
、
非
。

借
求
爲
逑
、
而
解
者
以
爲
干
求
之
求
、
非
。

借
亡
爲
（
無
）〔
忘
〕
⑰
、
而
解
者
以
爲
滅
亡
之
亡
、
又
以
爲
旣
葬
曰
亡
、
非
。

借
土
爲
杜
、
而
解
者
以
土
爲
居
、
非
。

借
時
爲
跱
、
而
解
者
以
時
爲
是
、
非
。

借
作
爲
柞
、
而
解
者
以
作
爲
起
、
非
。

借
（

）〔
栵
〕
⑱
爲
（

）〔
烈
〕
⑲
、
而
解
者
以
爲
木
名
、
非
。

借
唪
唪
爲
菶
菶
、
而
解
者
以
唪
唪
爲
多
實
貌
、
非
。

借
漑
爲
概
、
而
解
者
以
漑
爲
淸
、
非
。

借
隨
爲

、
而
解
者
以
爲
隨
人
之
惡
、
非
。

借
垢
爲
詬
、
而
解
者
以
垢
爲
闇
冥
、
非
。

以
上
、
皆
叚
借
之
例
、
不
可
以
本
義
求
之
。
經
中
惟
此
例
最
繁
。
故
約
舉
各
條
以
見
義
。
學
者
熟

審
乎
此
、
則
解
經
之
道
、
思
過
半
矣
。

【
校
記
】

①

「

」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
撍
」
に
改
め
る
。

②

「
底
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
疧
」
に
改
め
る
。

③

「

」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
餗
」
に
改
め
る
。

④

「
蓛
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
蔌
」
に
改
め
る
。

⑤

「
樽
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
撙
」
に
改
め
る
。

⑥

「
財
富
之
財
」

『
經
義
述
聞
』
は
「
坤
富
稱
財
」
に
作
る
。

⑦

「
䘏
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
卹
」
に
改
め
る
。

⑧

「
謚
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
謐
」
に
改
め
る
。

⑨

「
遇
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
愚
」
に
改
め
る
。

⑩

「
底
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
厎
」
に
改
め
る
。

⑪

「
遭
逢
字
」

『
經
義
述
聞
』
は
「
遭
逢
之
逢
且
屬
下
讀
」
に
作
る
。

⑫

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
借
」
字
を
補
う
。

⑬

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
爲
」
字
を
補
う
。

⑭

「

」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「

」
に
改
め
る
。

⑮

「
彰
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
影
」
に
改
め
る
。

⑯

「
鹽
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
盬
」
に
改
め
る
。

⑰

「
無
」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
忘
」
に
改
め
る
。

⑱

「

」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
栵
」
に
改
め
る
。

⑲

「

」

『
經
義
述
聞
』
に
従
い
、「
烈
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】
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經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
叚
借
を
明
ら
か
に
す
第
二
十
四
①

許
氏
の
説
文
、
六
書
の
叚
借
を
論
じ
て
、「
本
、
其
の
字
無
く
、
聲
に
依
り
て
事
に
託
す
。
令
長
、

是
れ
な
り
」
②
と
曰
ふ
。
此
れ
造
字
の
始
め
は
則
ち
然
る
を
謂
ふ
な
り
。
經
典
の
古
字
、
聲
近
く

し
て
通
ず
る
に
至
り
て
は
、
則
ち
字
無
き
の
叚
借
に
限
ら
ざ
る
者
有
り
、
往
往
に
し
て
本
字
見
存

す
る
も
、
古
本
は
則
ち
本
字
を
用
ひ
ず
し
て
同
聲
の
字
を
用
ふ
る
は
何
ぞ
や
。
古
は
經
を
傳
ふ
る

に
多
く
口
授
を
以
て
し
て
、
傳
寫
は
則
ち
別
に
出
で
易
し
。
學
ぶ
者
、
本
字
に
改
め
て
之
を
讀
め

ば
、
則
ち
怡
然
と
し
て
理
順
ひ
、
借
字
に
依
り
て
之
を
解
す
れ
ば
、
則
ち
文
を
以
て
辭
を
害
す
。

是
を
以
て
漢
世
の
經
師
、
注
を
作
る
に
、
讀
爲
の
例
有
り
、
當
作
の
條
有
る
は
、
皆
聲
同
じ
聲
近

き
者
に
由
り
て
、
意
を
以
て
之
を
逆
へ
て
、
其
の
本
字
を
得
た
り
。
所
謂
好
學
深
思
、
心
に
其
の

意
を
知
る
な
り
③
。

如
へ
ば
、
古
は
光
を
借
り
て
廣
と
爲
す
者
有
る
も
、
仍
ほ
解
し
て
光
明
の
光
と
爲
す
は
誤
り
な
り
。

有
を
借
り
て
又
と
爲
す
者
有
る
も
、
仍
ほ
解
し
て
有
無
の
有
と
爲
す
は
誤
り
な
り
。

簪
を
借
り
て
撍
と
爲
す
者
有
る
も
、
仍
ほ
解
し
て
冠
簪
の
簪
と
爲
す
は
非
な
り
。

蠱
を
借
り
て
故
と
爲
す
有
る
も
、
仍
ほ
蠱
惑
の
蠱
と
爲
す
は
非
な
り
。

辨
を
借
り
て
蹁
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
分
辨
の
辨
と
爲
す
は
非
な
り
。

祗
を
借
り
て

と
爲
し
、
疧
と
爲
す
も
、
仍
ほ
祗
を
解
し
て
語
詞
と
爲
す
は
非
な
り
。

易
を
借
り
て
埸
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
平
易
の
易
と
爲
す
は
非
な
り
。

繘
を
借
り
て
矞
と
爲
す
も
、
仍
ほ
繘
を
以
て

と
爲
す
は
非
な
り
。

井
を
借
り
て
阱
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
井
泉
の
井
と
爲
す
は
非
な
り
。

餗
を
借
り
て
鬻
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
「
其
蔌
維
何
」
の
蔌
と
爲
す
は
非
な
り
。

時
を
借
り
て
待
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
四
時
の
時
と
爲
す
は
非
な
り
。

繻
を
借
り
て
襦
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
水
濡
の
濡
と
爲
す
は
非
な
り
。

尊
を
借
り
て
撙
と
爲
す
も
、
誤
り
解
し
て
尊
卑
の
尊
と
爲
す
は
非
な
り
。

坼
を
借
り
て
乇
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
開
坼
の
坼
と
爲
す
は
非
な
り
。

財
を
借
り
て
載
と
爲
す
も
、
解
し
て
財
富
の
財
と
爲
す
は
非
な
り
。

榮
を
借
り
て
營
と
爲
す
も
、
解
し
て
榮
華
の
榮
と
爲
す
は
非
な
り
。

聞
を
借
り
て
問
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
聞
見
の
聞
と
爲
す
は
非
な
り
。

綸
を
借
り
て
論
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
經
綸
の
綸
と
爲
す
は
非
な
り
。

貢
を
借
り
て
功
と
爲
す
も
、
仍
ほ
貢
を
以
て
告
と
爲
す
は
非
な
り
。

洗
を
借
り
て
先
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
洗
濯
の
洗
と
爲
す
は
非
な
り
。

雜
を
借
り
て
帀
と
爲
す
も
、
解
し
て
雜
碎
の
雜
と
爲
す
は
非
な
り
。

噫
を
借
り
て
抑
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
噫
乎
發
歎
と
爲
す
は
非
な
り
。

盛
を
借
り
て
成
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
盛
衰
の
盛
と
爲
す
は
非
な
り
。

平
を
借
り
て
辨
と
爲
す
も
、
仍
ほ
解
し
て
古
文
の
采
字
と
爲
す
は
非
な
り
。

卹
を
借
り
て
謐
と
爲
す
も
、
仍
ほ
卹
を
以
て
憂
と
爲
す
は
非
な
り
。

冑
を
借
り
て
育
と
爲
す
も
、
仍
ほ
冑
を
以
て
長
と
爲
す
は
非
な
り
。

粒
を
借
り
て
立
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
粒
食
の
粒
と
爲
す
は
非
な
り
。

忽
を
借
り
て
滑
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
怠
忽
の
忽
と
爲
す
は
非
な
り
。

璣
を
借
り
て
曁
と
爲
す
も
、
仍
ほ
以
て
珠
璣
の
璣
と
爲
す
は
非
な
り
。

猶
を
借
り
て
由
と
爲
す
も
、
仍
ほ
猶
を
以
て
尚
と
爲
す
は
非
な
り
。

明
を
借
り
て
孟
と
爲
す
も
、
以
て
明
暗
の
明
と
爲
す
は
非
な
り
。

斬
遇
を
借
り
て
漸
愚
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
暫
遇
人
と
爲
す
は
非
な
り
。

沈
を
借
り
て
淫
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
沈
溺
の
沈
と
爲
す
は
非
な
り
。

指
を
借
り
て
厎
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
滅
亡
を
指
す
の
意
と
爲
す
は
非
な
り
。

昏
を
借
り
て
泯
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
昏
亂
の
昏
と
爲
す
は
非
な
り
。

謀
を
借
り
て
敏
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
下
、
其
の
謀
を
進
む
と
爲
す
は
非
な
り
。

政
を
借
り
て
正
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
政
事
の
政
と
爲
す
は
非
な
り
。

逢
を
借
り
て
豐
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
遭
逢
の
字
と
爲
す
は
非
な
り
。

考
を
借
り
て
巧
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
考
を
以
て
父
と
爲
し
、
又
以
て
成
と
爲
す
は
非
な
り
。

忘
を
借
り
て
亡
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
遺
亡
の
亡
と
爲
す
は
非
な
り
。

極
を
借
り
て
亟
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
極
を
以
て
終
と
爲
す
は
非
な
り
。

冒
を
借
り
て
懋
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
覆
冒
の
冒
と
爲
す
は
非
な
り
。
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衣
を
借
り
て
依
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
衣
を
以
て
服
行
と
爲
す
は
非
な
り
。

別
を
借
り
て
辨
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
分
別
の
別
と
爲
す
は
非
な
り
。

亂
を
借
り
て
率
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
亂
を
以
て
治
と
爲
す
は
非
な
り
。

陳
を
借
り
て
敶
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
陳
列
の
陳
と
爲
す
は
非
な
り
。

面
を
借
り
て
勔
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
面
見
と
爲
す
は
非
な
り
。

文
を
借
り
て
紊
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
禮
文
と
爲
す
は
非
な
り
。

依
を
借
り
て
隱
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
依
怙
の
依
と
爲
す
は
非
な
り
。

正
を
借
り
て
政
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
正
道
と
爲
す
は
非
な
り
。

閲
を
借
り
て
説
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
檢
閲
の
閲
と
爲
す
は
非
な
り
。

咸
を
借
り
て

と
爲
す
も
、
解
す
る
者
咸
を
以
て
皆
と
爲
す
は
非
な
り
。

義
を
借
り
て
俄
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
仁
義
の
義
と
爲
す
は
非
な
り
。

富
を
借
り
て
福
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
貨
賂
と
爲
し
、
又
以
て
備
と
爲
す
は
非
な
り
。

擇
を
借
り
て
斁
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
誤
り
て
以
て
選
擇
と
爲
す
は
非
な
り
。

格
を
借
り
て
嘏
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
誤
り
て
格
を
以
て
至
と
爲
す
は
非
な
り
。

輸
を
借
り
て
渝
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
輸
信
と
爲
す
は
非
な
り
。

哲
を
借
り
て
折
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
哲
を
以
て
知
と
爲
す
は
非
な
り
。

忌
を
借
り
て
惎
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
畏
忌
の
忌
と
爲
す
は
非
な
り
。

惡
を
借
り
て

と
爲
す
も
、
解
す
る
者
誤
り
て
以
て
好
惡
の
惡
と
爲
す
は
非
な
り
。

方
を
借
り
て
放
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
方
を
以
て
有
と
爲
す
は
非
な
り
。

墍
を
借
り
て
愾
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
墍
を
以
て
安
息
と
爲
す
は
非
な
り
。

景
を
借
り
て
憬
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
古
の
影
字
と
爲
す
は
非
な
り
。

衆
を
借
り
て
終
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
衆
寡
の
衆
と
爲
す
は
非
な
り
。

能
を
借
り
て
而
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
才
能
の
能
と
爲
す
は
非
な
り
。

濕
を
借
り
て

と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
潤
濕
の
濕
と
爲
す
は
非
な
り
。

還
を
借
り
て
嫙
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
還
を
以
て

捷
の
皃
と
爲
す
は
非
な
り
。

寐
を
借
り
て
沫
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
寤
寐
の
寐
と
爲
す
は
非
な
り
。

子
を
借
り
て
嗞
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
娶
る
者
を
斥
る
と
爲
す
は
非
な
り
。

盬
を
借
り
て
苦
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
盬
を
以
て
堅
固
な
ら
ず
と
爲
す
は
非
な
り
。

爲
を
借
り
て
譌
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
爲
人
と
爲
す
は
非
な
り
。

辰
を
借
り
て
愼
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
辰
を
以
て
時
と
爲
す
は
非
な
り
。

紀
を
借
り
て
杞
と
爲
し
、
堂
を
借
り
て
棠
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
紀
を
以
て
基
と
爲
し
、
堂
を
畢

道
と
爲
し
、
平
ら
な
る
こ
と
堂
の
如
し
と
す
る
は
非
な
り
。

訊
を
借
り
て
誶
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
則
ち
訊
を
以
て
譌
字
と
爲
す
は
非
な
り
。

偕
を
借
り
て
皆
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
偕
を
以
て
齊
等
と
爲
す
は
非
な
り
。

譽
を
借
り
て
豫
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
名
譽
と
爲
す
は
非
な
り
。

蘀
を
借
り
て
檡
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
蘀
を
以
て
落
葉
と
爲
す
は
非
な
り
。

芋
を
借
り
て
宇
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
芋
を
以
て
大
と
爲
す
は
非
な
り
。

猗
を
借
り
て
阿
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
猗
を
以
て
旁
倚
と
爲
す
は
非
な
り
。

意
を
借
り
て
億
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
心
意
の
意
と
爲
す
は
非
な
り
。

卒
を
借
り
て
猝
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
崒
は
崔
嵬
な
り
と
爲
す
は
非
な
り
。

佻
佻
を
借
り
て
嬥
嬥
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
佻
佻
を
以
て
獨
行
の
皃
と
爲
す
は
非
な
り
。

交
を
借
り
て
姣
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
人
と
交
は
る
と
爲
す
は
非
な
り
。

求
を
借
り
て
逑
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
干
求
の
求
と
爲
す
は
非
な
り
。

亡
を
借
り
て
忘
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
滅
亡
の
亡
と
爲
し
、
又
以
て
旣
に
葬
る
を
亡
と
曰
ふ

と
爲
す
は
非
な
り
。

土
を
借
り
て
杜
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
土
を
以
て
居
と
爲
す
は
非
な
り
。

時
を
借
り
て
跱
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
時
を
以
て
是
と
爲
す
は
非
な
り
。

作
を
借
り
て
柞
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
作
を
以
て
起
と
爲
す
は
非
な
り
。

栵
を
借
り
て
烈
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
木
の
名
と
爲
す
は
非
な
り
。

唪
唪
を
借
り
て
菶
菶
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
唪
唪
を
以
て
多
實
の
貌
と
爲
す
は
非
な
り
。

漑
を
借
り
て
概
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
漑
を
以
て
淸
と
爲
す
は
非
な
り
。

隨
を
借
り
て

と
爲
す
も
、
解
す
る
者
以
て
人
の
惡
に
隨
ふ
と
爲
す
は
非
な
り
。
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垢
を
借
り
て
詬
と
爲
す
も
、
解
す
る
者
垢
を
以
て
闇
冥
と
爲
す
は
非
な
り
。

以
上
、
皆
叚
借
の
例
に
し
て
、
本
義
を
以
て
之
を
求
む
可
か
ら
ず
。
經
中
惟
だ
此
の
例
最
も
繁
な

り
。
故
に
各
條
を
約
舉
し
て
以
て
義
を
見
す
。
學
ぶ
者
此
れ
に
熟
審
す
れ
ば
、
則
ち
解
經
の
道
、

思
ひ
半
ば
に
過
ぐ
④
。

【
註
】

①

本
篇
は
、
王
引
之
『
經
義
述
聞
』
巻
三
十
二
、
通
論
下
「
經
文
假
借
」
を
節
引
し
、
少
し
く

言
い
回
し
を
か
え
て
い
る
が
、
例
は
冒
頭
か
ら
四
割
程
度
し
か
引
か
ず
、
末
尾
に
「
以
上
、
皆

叚
借
之
例
、
不
可
以
本
義
求
之
。
經
中
惟
此
例
最
繁
。
故
約
舉
各
條
以
見
義
。
學
者
熟
審
乎
此
、

則
解
經
之
道
、
思
過
半
矣
」
の
一
文
を
加
え
る
。

經
文
假
借

引
之
謹
案
、
許
氏
説
文
論
六
書
假
借
曰
、
本
無
其
字
、
依
聲
託
事
。
令
長
、
是
也
。
蓋
無
本

字
而
後
假
借
他
字
。
此
謂
造
字
文
字
之
始
也
。
至
於
經
典
古
字
、
聲
近
而
通
、
則
有
不
限
於

無
字
之
假
借
者
、
往
往
本
字
見
存
、
而
古
本
則
不
用
本
字
、
而
用
同
聲
之
字
。
學
者
改
本
字

讀
之
、
則
怡
然
理
順
、
依
借
字
解
之
、
則
以
文
害
辭
。
是
以
漢
世
經
師
作
注
、
有
讀
爲
之
例
、

有
當
作
之
條
。
皆
由
聲
同
聲
近
者
、
以
意
逆
之
而
得
其
本
字
。
所
謂
好
學
深
思
、
心
知
其
意

也
。
然
亦
有
改
之
不
盡
者
、
迄
今
考
之
文
義
、
參
之
古
音
、
猶
得

而
正
之
、
以
求
一
心
之

安
、
而
補
前
人
闕
。
如
借
光
爲
廣
、
而
解
者
誤
以
爲
光
明
之
光
。
説
見
易
光
亨
。
書
光
被
四

表
。
國
語
少
光
王
室
、
光
遠
宣
朗
。
借
有
爲
又
、
而
解
者
誤
以
爲
有
無
之
有
。
説
見
遲
有
悔
。

（
中
略
）
若
是
者
、
由
借
字
之
古
音
、
以
考
同
音
之
本
字
。
惟
求
合
於
經
文
、
不
敢
株
守
舊

説
。

②

許
愼
『
説
文
解
字
』
巻
十
五
上
、
序
「
周
禮
、
八
歳
入
小
學
、
保
氏
教
國
子
、
先
以
六
書
。

一
曰
指
事
。
指
事
者
、
視
而
可
識
、
察
而
見
意
、
上
下
是
也
。
二
曰
象
形
。
象
形
者
、
畫
成
其

物
、
隨
體
詰
詘
、
日
月
是
也
。
三
曰
形
聲
。
形
聲
者
、
以
事
爲
名
、
取
譬
相
成
、
江
河
是
也
。

四
曰
會
意
。
會
意
者
、
比
類
合
誼
、
以
見
指
撝
、
武
信
是
也
。
五
曰
轉
注
。
轉
注
者
、
建
類
一

首
、
同
意
相
受
、
考
老
是
也
。
六
曰
假
借
。
假
借
者
、
本
無
其
事
、
依
聲
託
事
、
令
長
是
也
」

③

『
史
記
』
巻
一
、
五
帝
本
紀
第
一
「
予
觀
春
秋
、
國
語
、
其
發
明
五
帝
德
、
帝
系
姓
章
矣
。

顧
弟
弗
深
考
、
其
所
表
見
皆
不
虛
。
書
缺
有
閒
矣
、
其
軼
乃
時
時
見
於
他
説
。
非
好
學
深
思
、

心
知
其
意
、
固
難
爲
淺
見
寡
聞
道
也
」（
予
、
春
秋
、
國
語
を
觀
る
に
、
其
の
五
帝
德
、
帝
系

姓
の
章
を
發
明
す
。
顧
ふ
に
弟
だ
深
く
考
へ
ざ
る
の
み
、
其
の
表
見
す
る
所
は
皆
虛
な
ら
ず
。

書
缺
け
て
閒
有
り
、
其
の
軼
は
乃
ち
時
時
他
説
に
見
ゆ
。
學
を
好
み
て
深
く
思
ひ
、
心
に
其
の

意
を
知
る
に
非
ざ
れ
ば
、
固
よ
り
淺
見
寡
聞
に
爲
に
道
ひ
難
き
の
み
）

④

「
思
過
半
矣
」
は
半
分
以
上
わ
か
る
と
い
う
こ
と
。『
周
易
』
繫
辭
傳
下
に
「
易
之
爲
書
也
、

原
始
要
終
以
爲
質
也
。
六
爻
相
雜
、
唯
其
時
物
也
。
其
初
難
知
、
其
上
易
知
。
本
末
也
。
初
辭

擬
之
、
卒
成
之
終
。
若
夫
雜
物
撰
德
、
辯
是
與
非
、
則
非
其
中
爻
不
備
。
噫
。
亦
要
存
亡
吉
凶
、

則
居
可
知
矣
。
知
者
觀
其
彖
辭
、
則
思
過
半
矣
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
仮
借
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
四

許
氏
の
『
説
文
』
が
六
書
の
仮
借
を
論
じ
て
、「
も
と
も
と
そ
の
文
字
が
な
い
も
の
を
、
同
じ
発

音
の
文
字
を
借
り
て
事
に
寄
託
す
る
こ
と
で
あ
る
。
令
・
長
が
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は

造
字
の
始
め
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。
声
が
近
く
て
通
じ
る
経
典
の
古
字
に
つ
い
て
は
、

文
字
が
な
い
仮
借
に
限
ら
ず
、
往
々
に
し
て
本
字
が
現
存
す
る
の
に
、
古
本
が
本
字
を
用
い
ず
に

同
じ
声
の
字
を
用
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
古
は
経
を
口
授
で
伝
授
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
を
伝
写

す
る
と
き
に
別
の
文
字
と
な
り
や
す
か
っ
た
。
学
ぶ
も
の
が
も
と
の
文
字
に
改
め
て
読
め
ば
す
ん

な
り
と
意
味
が
と
お
り
、
借
字
の
ま
ま
で
解
釈
す
れ
ば
文
字
に
と
ら
わ
れ
て
辞
句
の
意
味
を
と
り

ち
が
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
漢
代
の
経
師
が
注
を
作
る
場
合
に
、「
讀
爲
」
の
例
が
あ
り
、「
當
作
」

の
條
が
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
声
が
同
じ
も
の
や
声
が
近
い
も
の
に
も
と
づ
い
て
、
自
分
の
心
で

作
者
の
真
意
を
推
測
し
て
、
そ
の
本
字
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
好
學
深
思
、

心
に
其
の
意
を
知
る
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
古
く
は
光
を
借
り
て
廣
と
す
る
の
に
、
光
明
の
光
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

有
を
借
り
て
又
と
す
る
の
に
、
有
無
の
有
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
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簪
を
借
り
て
撍
と
す
る
の
に
、
冠
簪
の
簪
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

蠱
を
借
り
て
故
と
す
る
の
に
、
蠱
惑
の
蠱
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

辨
を
借
り
て
蹁
と
す
る
の
に
、
分
辨
の
辨
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

祗
を
借
り
て

と
し
、
疧
と
す
る
の
に
、
祗
を
語
詞
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

易
を
借
り
て
埸
と
す
る
の
に
、
平
易
の
易
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

繘
を
借
り
て
矞
と
す
る
の
に
、

と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

井
を
借
り
て
阱
と
す
る
の
に
、
井
泉
の
井
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

餗
を
借
り
て
鬻
と
す
る
の
に
、「
其
蔌
維
何
」
の
蔌
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

時
を
借
り
て
待
と
す
る
の
に
、
四
時
の
時
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

繻
を
借
り
て
襦
と
す
る
の
に
、
水
濡
の
濡
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

尊
を
借
り
て
撙
と
す
る
の
に
、
誤
ま
っ
た
尊
卑
の
尊
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

坼
を
借
り
て
乇
と
す
る
の
に
、
開
坼
の
坼
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

財
を
借
り
て
載
と
す
る
の
に
、
財
富
の
財
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

榮
を
借
り
て
營
と
す
る
の
に
、
榮
華
の
榮
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

聞
を
借
り
て
問
と
す
る
の
に
、
聞
見
の
聞
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

綸
を
借
り
て
論
と
す
る
の
に
、
經
綸
の
綸
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

貢
を
借
り
て
功
と
す
る
の
に
、
貢
を
告
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

洗
を
借
り
て
先
と
す
る
の
に
、
洗
濯
の
洗
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

雜
を
借
り
て
帀
と
す
る
の
に
、
雜
碎
の
雜
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

噫
を
借
り
て
抑
と
す
る
の
に
、
噫
乎
發
歎
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

盛
を
借
り
て
成
と
す
る
の
に
、
盛
衰
の
盛
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

平
を
借
り
て
辨
と
す
る
の
に
、
古
文
の
采
字
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

卹
を
借
り
て
謐
と
す
る
の
に
、
卹
を
憂
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

冑
を
借
り
て
育
と
す
る
の
に
、
冑
を
長
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

粒
を
借
り
て
立
と
す
る
の
に
、
粒
食
の
粒
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

忽
を
借
り
て
滑
と
す
る
の
に
、
怠
忽
の
忽
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

璣
を
借
り
て
曁
と
す
る
の
に
、
珠
璣
の
璣
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

猶
を
借
り
て
由
と
す
る
の
に
、
猶
を
尚
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

明
を
借
り
て
孟
と
す
る
の
に
、
明
暗
の
明
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

斬
遇
を
借
り
て
漸
愚
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
暫
遇
人
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

沈
を
借
り
て
淫
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
沈
溺
の
沈
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

指
を
借
り
て
厎
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
滅
亡
の
意
を
指
す
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

昏
を
借
り
て
泯
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
昏
亂
の
昏
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

謀
を
借
り
て
敏
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
下
、
其
の
謀
を
進
む
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

政
を
借
り
て
正
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
政
事
の
政
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

逢
を
借
り
て
豐
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
遭
逢
の
字
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

考
を
借
り
て
巧
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
考
を
父
と
し
、
又
を
成
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。

忘
を
借
り
て
亡
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
遺
亡
の
亡
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

極
を
借
り
て
亟
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
極
を
終
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

冒
を
借
り
て
懋
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
覆
冒
の
冒
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

衣
を
借
り
て
依
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
衣
を
以
て
服
行
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

別
を
借
り
て
辨
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
分
別
の
別
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

亂
を
借
り
て
率
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
亂
を
以
て
治
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

陳
を
借
り
て
敶
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
陳
列
の
陳
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

面
を
借
り
て
勔
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
面
見
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

文
を
借
り
て
紊
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
禮
文
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

依
を
借
り
て
隱
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
依
怙
の
依
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

正
を
借
り
て
政
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
正
道
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

閲
を
借
り
て
説
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
檢
閲
の
閲
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

咸
を
借
り
て

と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
咸
を
以
て
皆
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

義
を
借
り
て
俄
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
仁
義
の
義
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
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富
を
借
り
て
福
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
貨
賂
と
し
、
さ
ら
に
備
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。

擇
を
借
り
て
斁
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
誤
っ
て
以
て
選
擇
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

格
を
借
り
て
嘏
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
誤
っ
て
格
を
以
て
至
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

輸
を
借
り
て
渝
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
輸
信
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

哲
を
借
り
て
折
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
哲
を
知
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

忌
を
借
り
て
惎
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
畏
忌
の
忌
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

惡
を
借
り
て

と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
誤
り
て
好
惡
の
惡
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

方
を
借
り
て
放
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
方
を
有
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

墍
を
借
り
て
愾
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
墍
を
安
息
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

景
を
借
り
て
憬
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
古
の
彰
字
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

衆
を
借
り
て
終
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
衆
寡
の
衆
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

能
を
借
り
て
而
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
才
能
の
能
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

濕
を
借
り
て

と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
潤
濕
の
濕
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

還
を
借
り
て
嫙
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
還
を

捷
の
皃
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

寐
を
借
り
て
沫
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
寤
寐
の
寐
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

子
を
借
り
て
嗞
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
娶
る
者
を
そ
し
っ
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

盬
を
借
り
て
苦
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
盬
を
堅
固
な
ら
ず
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

爲
を
借
り
て
譌
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
爲
人
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

辰
を
借
り
て
愼
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
辰
を
時
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

紀
を
借
り
て
杞
と
し
、
堂
を
借
り
て
棠
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
紀
を
基
と
し
、
堂
を
畢

道
と
し
、
堂
の
よ
う
に
平
坦
で
あ
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

訊
を
借
り
て
誶
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
則
ち
訊
を
譌
字
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

偕
を
借
り
て
皆
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
偕
を
齊
等
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

譽
を
借
り
て
豫
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
名
譽
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

蘀
を
借
り
て
檡
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
蘀
を
落
葉
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

芋
を
借
り
て
宇
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
芋
を
大
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

猗
を
借
り
て
阿
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
猗
を
旁
倚
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

意
を
借
り
て
億
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
心
意
の
意
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

卒
を
借
り
て
猝
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
崒
は
崔
嵬
で
あ
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

佻
佻
を
借
り
て
嬥
嬥
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
佻
佻
を
獨
行
の
皃
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。

交
を
借
り
て
姣
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
人
と
交
は
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

求
を
借
り
て
逑
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
干
求
の
求
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

亡
を
借
り
て
無
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
滅
亡
の
亡
と
し
、
さ
ら
に
旣
に
葬
る
を
亡
と
曰

ふ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

土
を
借
り
て
杜
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
土
を
居
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

時
を
借
り
て
跱
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
時
を
是
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

作
を
借
り
て
柞
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
作
を
起
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

栵
を
借
り
て
烈
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
木
の
名
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

唪
唪
を
借
り
て
菶
菶
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
唪
唪
を
多
實
の
貌
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。

漑
を
借
り
て
概
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
漑
を
淸
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

隨
を
借
り
て

と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
人
の
惡
に
隨
ふ
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

垢
を
借
り
て
詬
と
す
る
の
に
、
解
釈
す
る
も
の
が
垢
を
闇
冥
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。

以
上
、
す
べ
て
仮
借
の
例
で
あ
り
、
本
義
に
よ
っ
て
意
味
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
経
に
は
こ
の

例
が
も
っ
と
も
頻
繁
に
見
え
る
の
で
、
各
條
を
要
約
列
挙
し
て
意
味
を
示
し
た
。
学
ぶ
も
の
が
こ

れ
に
習
熟
す
れ
ば
、
解
経
の
方
法
は
大
半
理
解
で
き
る
。

説
經
必
先
知
音
韻
第
二
十
五

與
音
韻
源
流
參
看

字
有
古
音
、
卽
有
古
韻
。
以
今
音
今
韻
繩
之
、
則
扞
格
不
合
。
猶
語
有
北
音
、
以
南
音
繩
之
、
扞
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格
（
猶
故
）〔
不
合
〕
①
也
。
人
知
南
北
之
音
繫
於
地
、
不
知
古
今
之
音
繫
於
時
。
穀
梁
傳
云
、

呉
謂
善
伊
、
謂
稻
緩
、
今
呉
人
無
此
音
也
。
唐
韻
云
、
韓
滅
、
子
孫
散
處
江
淮
閒
、
音
以
韓
爲
何
、

字
隨
音
變
、
遂
謂
何
氏
、
今
江
淮
閒
無
此
音
也
。
呂
氏
春
秋
云
、
君
呿
而
不
唫
。
所
言
者
莒
也
、

高
誘
注
云
、
呿
開
、
唫
閉
。
顔
之
推
謂
、
北
人
之
音
、
多
以
舉
莒
爲
矩
。
惟
李
季
節
云
、
齊
桓
公

與
管
仲
于
臺
上
謀
伐
莒
。
東
郭
牙
望
齊
桓
公
口
開
而
不
閉
。
故
知
所
言
者
莒
也
。
然
則
莒
矩
必
不

同
呼
可
知
。
且
古
今
音
異
、
不
特
如
徐
鉉
所
云
皀
音
香
、
乃
音
仍
也
。
如
杜
子
春
云
、
帝
讀
爲
定
、

（
漲
）〔
渳
〕
②
讀
爲
泯
、（
絜
）〔
挈
〕
③
讀
爲
（

）〔
騂
〕
④
、
鼜
讀
爲
戚
、

讀
爲
鏗
、
筰

讀
爲
唶
、
裓
讀
爲
陔
、（
荀
）〔
筍
〕
⑤
讀
爲
選
之
類
、
鄭
司
農
、
釁
讀
爲
徽
、
瑱
讀
爲
鎭
、

讀

爲
衮
、
陂
讀
爲
罷
、
紛
讀
爲
粉
、
義
讀
爲
儀
、
比
讀
爲
庀
之
類
、
鄭
康
成
、
敦
讀
爲
燾
、
獻
讀
爲

沙
、
脩
讀
爲
滌
之
類
、
今
亦
未
嘗
有
此
音
。

又
有
一
字
異
音
。
觭
、
杜
子
春
讀
爲
奇
、
鄭
康
成
讀
爲
掎
、
燋
、
杜
讀
爲
樵
、
鄭
讀
爲
雀
、
耡
、

杜
讀
爲
助
、
先
鄭
讀
爲
藉
、
焌
、
先
鄭
讀
爲
俊
、
後
鄭
讀
爲
（
尊
）〔
鐏
〕
⑥
之
類
、
不
可
殫
述
、

皆
與
今
不
同
。
如
以
今
音
繩
之
、
誤
矣
。

其
音
異
、
因
而
其
韻
異
。
顧
亭
林
云
、
三
代
六
經
之
音
、
失
其
傳
也
久
矣
。
其
文
之
存
于
世
者
、

多
後
人
所
不
能
通
、
以
其
不
能
通
而
（
執
）〔
輒
以
〕
⑦
今
世
之
音
改
之
。
于
是
乎
有
改
經
之
病
。

古
人
文
皆
有
韻
。
如
易
漸
上
九
、
鴻
漸
于
陸
、
其
羽
可
用
爲
儀
、
范
諤
昌
、
改
陸
爲
逵
、
朱
子
謂

以
韻
讀
之
良
是
、
而
不
知
古
人
讀
儀
爲
俄
、
不
與
逵
爲
韻
也
。
小
過
上
六
、
弗
遇
過
之
、
飛
鳥
離

之
、
朱
子
存
其
二
説
、
謂
仍
當
作
弗
過
遇
之
、
而
不
知
古
人
讀
離
爲
羅
、
正
與
過
爲
韻
也
。
雜
卦

傳
、
晉
晝
也
。
明
夷
誅
也
、
孫
奕
改
誅
爲
昧
。
而
不
知
古
人
讀
晝
爲
注
、
正
與
誅
爲
韻
也
。
楚
詞

天
問
、
簡
狄
在
臺
嚳
何
宜
、
玄
鳥
致
貽
女
何
嘉
、
後
人
改
嘉
爲
喜
。
而
不
知
古
人
讀
宜
爲
牛
何
反
、

正
與
嘉
爲
韻
也
。
招
魂
、
魂
兮
歸
來
、
北
方
不
可
以
止
些
、
增
冰
峨
峨
飛
雪
（
重
）〔
千
里
〕
⑧

些
、
歸
來
歸
來
、
不
可
以
久
些
、
五
臣
文
選
本
作
不
可
以
久
止
。
而
不
知
古
人
讀
久
爲
几
、
正
與

止
爲
韻
也
。
老
子
、
朝
甚
除
、
田
甚
蕪
、
倉
甚
處
、〔
服
〕
⑨
文
采
、
帶
利
劍
、
厭
飲
食
、
財
貨

有
餘
、
是
爲
盜
夸
、
楊
愼
改
爲
盜
竿
、
本
之
韓
非
子
。
而
不
知
古
人
讀
夸
爲
刳
、
正
與
除
爲
韻
也
。

淮
南
子
原
道
訓
、
以
天
爲
蓋
、
以
地
爲
輿
、
四
時
爲
馬
、
陰
陽
爲
騶
、
乘
雲
凌
霄
、
與
造
化
者
倶
、

縱
志
舒
節
、
以
馳
大
區
、
後
人
改
騶
爲
御
。
據
才
老
韻
補
、
引
此
作
騶
。
而
不
知
古
人
讀
騶
爲
邾
、

正
與
輿
爲
韻
也
。
史
記
龜
策
傳
、
雷
電
收
之
、
風
雨
迎
之
、
流
水
行
之
、
侯
王
有
德
、
乃
得
當
之
、

後
人
改
迎
爲
送
。
而
不
知
古
人
讀
迎
爲
昻
、
正
與
收
爲
韻
也
。

然
何
知
古
讀
之
然
也
。
詩
曰
、
汎
彼
柏
舟
、
在
彼
中
河
。
髧
彼
兩
髦
、
實
維
我
儀
、
之
死
矢
靡
他
。

是
古
人
讀
儀
爲
俄
之
證
也
。
易
離
九
三
、
日
昃
之
離
、
不
鼓
缶
而
歌
、
則
大
耋
之
嗟
。
是
古
人
讀

離
爲
羅
之
證
也
。
張
衡
西
京
賦
、
徼
道
外
周
、
千
廬
内
附
、
衞
尉
八
屯
、
警
夜
巡
晝
。
是
古
人
讀

晝
爲
注
之
證
也
。
詩
曰
、
君
子
偕
老
、
副
笄
六
（
加
）〔
珈
〕
⑩
。
委
委
他
他
、
如
山
如
河
。
象

服
是
宜
、
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
。
是
古
人
讀
宜
爲
牛
何
反
之
證
也
。
又
曰
、
何
其
久
也
、
必
有

以
也
、
又
曰
、
吉
甫
燕
喜
、
旣
多
受
（
止
）〔
祉
〕
⑪
。
來
歸
自
鎬
、
我
行
永
久
。
是
古
人
讀
久

爲
几
之
證
也
。
左
思
呉
都
賦
、
横
塘
査
下
、
邑
屋
隆
夸
、
長
干
延
屬
、
飛
甍
舛
互
。
是
古
人
讀
夸

爲
刳
之
證
也
。
漢
書
敍
傳
、
舞
陽
鼓
刀
、
滕
公
廐
騶
、
穎
陰
商
販
、
曲
周
庸
夫
、
攀
龍
附
鳳
、
並

乘
天
衢
。
是
古
人
讀
騶
爲
邾
之
證
也
。
莊
子
、
不
收
不
迎
、
應
而
不
藏
、
故
能
勝
物
而
不
傷
、
又

曰
、
無
有
所
收
、
無
有
所
迎
。
是
古
人
讀
迎
爲
昻
之
證
也
。
此
音
韻
古
今
之
異
、
不
可
以
强
同
者

也
。
不
審
乎
此
、
又
烏
足
以
説
經
哉
。

又
古
時
九
州
、
語
言
不
同
。
而
誦
詩
讀
書
、
同
歸
正
讀
。
故
太
史
公
曰
、
言
不
雅
馴
、
薦
紳
難
言
。

班
孟
堅
曰
、
讀
應
爾
雅
、
古
語
可
知
。
雅
者
正
也
。
近
世
一
淆
於
方
音
、
一
誤
於
俗
師
、
至
於
句

讀
離
合
。
文
義
所
繫
、
尤
宜
講
明
。
音
讀
雅
正
可
據
者
、
有
唐
陸
德
明
經
典
釋
文
一
書
。
其
中
皆

采
集
魏
晉
南
北
朝
諸
家
音
釋
。
不
同
者
幷
存
之
。
各
本
經
文
不
同
者
標
出
之
。
此
可
聽
學
者
、
自

視
家
法
、
擇
善
而
從
、
總
不
出
此
書
之
外
。
卽
可
爲
有
本
之
學
。
經
典
釋
文
皆
用
反
切
。
反
切
者

何
。
反
、
翻
也
。
猶
言
翻
譯
也
。
反
切
之
反
、
平
聲
。
讀
如
平
反
之
反
。
與
翻
同
字
。
通
鑑
注
音
、
卽
書
作
翻
。
宋

人
有
翻
譯
名
義
集
。
切
、
急
也
。
唐
人
忌
反
字
、
改
稱
切
。
反
者
一
字
翻
成
兩
聲
。
切
者
兩
字
合
成
一
聲
。

其
實
一
也
。
緩
讀
則
是
反
切
之
兩
字
、
急
讀
便
成
所
求
之
一
音
。
如
經
傳
所
載
、
不
可
爲
叵
、
之

乎
爲
諸
、
奈
何
爲
那
、
勃
鞮
爲
披
、
邾
婁
爲
鄒
、
終
葵
爲
椎
、
鞠
窮
爲
芎
、
不
律
爲
筆
、
須
葑
爲

菘
。
三
代
語
如
此
者
、
不
可
枚
舉
。
魏
孫
炎
因
創
爲
反
語
之
法
、
以
兩
字
定
一
音
、
爲
直
音
一
字

易
差
、
字
下
注
音
某
者
名
直
音
。
一
形
容
有
寫
譌
。
一
聲
亦
恐
小
變
。
反
切
兩
音
難
混
也
。
有
兩
字
互
相
參
檢
、
不

至
兩
字
形
聲
、
一
時
倶
誤
也
。
反
切
之
義
、
不
過
如
此
。
法
甚
簡
、
理
甚
淺
。
婦
孺
可
曉
。
初
製
反
切
之
時
、
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不
過
取
其
合
聲
。
就
此
兩
字
推
測
之
、
則
上
一
字
必
同
母
、
下
一
字
必
同
韻
。
此
乃
自
然
之
理
、
不
勞
求
索
而
自
合
。
乃
宋

以
後
人
、
不
信
古
經
而
好
佛
書
、
遂
以
爲
反
切
字
紐
出
於
西
域
、
牽
合
華
嚴
字
母
。
等
攝
煩
碎
、

令
人
迷
罔
。
其
實
與
三
代
秦
漢
六
朝
以
來
之
聲
韻
、
絲
毫
無
關
。
夫
經
字
須
用
反
切
者
、
所
以
教

不
識
字
之
童
子
也
。
如
後
世
紐
弄
等
韻
之
説
、
文
士
老
儒
、
且
多
瞀
惑
。
古
人
何
苦
造
此
難
事
、

以
困
童
蒙
哉
。
辨
字
母
之
非
古
、
詳
戴
震
東
原
集
。
因
近
世
學
人
、
毎
毎
以
反
切
爲
微
眇
難
窮
之
事
。
故

爲
淺
説
之
。
或
將
反
切
兩
音
合
讀
而
不
能
得
聲
者
、
不
曉
古
音
故
耳
。
如
亨
字
許
庚
反
、
古
讀
許

如
滸
也
。
長
幼
之
長
丁
丈
反
、
射
中
之
中
丁
仲
反
、
古
讀
丁
如
爭
也
。
德
行
之
行
下
孟
反
、
古
讀

下
爲
滸
、
讀
孟
爲
芒
、
去
聲
、
讀
行
爲
杭
、
去
聲
也
。
霸
王
之
王
於
况
反
、
古
讀
于
如
汙
也
。
殷

監
之
監
工
暫
反
、
古
讀
監
如
淦
也
。
褻
私
列
反
、
古
讀
私
如
犀
也
。
知
古
音
則
反
切
萬
無
一
失
矣
。

經
傳
中
語
、
同
此
一
字
、
而
區
分
平
仄
、
音
讀
多
門
、
以
致
韻
書
數
部
幷
收
。
異
同
之
辨
、
相
去

杪
忽
。
此
皆
六
朝
時
學
究
、
不
達
本
原
、
不
詳
通
變
者
所
爲
。
本
原
者
形
聲
。
通
變
者
轉
注
假
借
。
揆
之

六
書
之
義
、
實
多
難
通
。
故
顔
氏
家
訓
、
已
發
其
端
、
經
典
釋
文
敍
錄
、
頗
沿
其
失
。
近
代
通
儒
、

糾
擿
尤
備
。
特
初
學
諷
誦
、
不
示
區
分
、
將
各
騁
方
言
、
無
從
畫
一
。
且
義
隨
音
別
、
解
識
記
也
。

爲
易
。
律
體
詩
賦
一
出
、
更
難
通
融
。
此
乃
因
時
制
宜
之
道
。

又
同
此
一
字
、
或
小
有
形
變
、
而
解
詁
遂
殊
、
點
畫
無
差
、
而
訓
釋
各
別
。
訓
因
師
異
、
事
隨
訓

改
、
各
尊
所
受
、
歧
説
滋
多
。
然
正
賴
此
經
本
異
文
異
讀
異
義
、
參
差
牴
牾
、
得
以
鉤
考
古
義
。

學
者
博
通
以
後
、
於
音
義
兩
端
、
窺
見
本
原
、
自
曉
通
借
。
先
知
其
分
、
而
後
知
其
合
、
不
可
以

躐
等
求
也
。
此
二
條
雖
是
約
説
、
頗
有
深
談
。
小
學
家
字
書
韻
書
、
大
指
略
具
。
通
材
詳
焉
。

【
校
記
】

①

「
猶
故
」

勘
語
に
従
い
、「
不
合
」
に
改
め
る
。

②

「
漲
」

『
周
禮
杜
氏
注
』
に
従
い
、「
渳
」
に
改
め
る
。

③

「
絜
」

『
周
禮
杜
氏
注
』
に
従
い
、「
挈
」
に
改
め
る
。

④

「

」

『
周
禮
杜
氏
注
』
に
従
い
、「
騂
」
に
改
め
る
。

⑤

「
荀
」

『
周
禮
杜
氏
注
』
に
従
い
、「
筍
」
に
改
め
る
。

⑥

「
尊
」

『
周
禮
杜
氏
注
』
に
従
い
、「
鐏
」
に
改
め
る
。

⑦

「
執
」

顧
炎
武
「
答
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に
従
い
、「
輒
以
」
に
改
め
る
。

⑧

「
重
」

『
楚
辭
』
招
魂
、
顧
炎
武
「
答
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に
従
い
、「
千
里
」

に
改
め
る
。

⑨

『
老
子
』
第
五
十
三
章
、
顧
炎
武
「
答
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に
従
い
、「
服
」
字

を
補
う
。

⑩

「
加
」

『
詩
經
』
鄘
風
・
君
子
偕
老
、
顧
炎
武
「
答
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
に

従
い
、「
珈
」
に
改
め
る
。

⑪

「
止
」

『
詩
經
』
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
・
六
月
、
顧
炎
武
「
答
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』

巻
四
）
に
従
い
、「
祉
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
】

經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
音
韻
を
知
る
第
二
十
五

音
韻
源
流
と
參
看
せ
よ
。

字
に
古
音
有
り
、
卽
ち
古
韻
有
り
。
今
音
今
韻
を
以
て
之
を
繩
せ
ば
、
則
ち
扞
格
合
せ
ず
。
猶
ほ

た
だ

語
に
北
音
有
り
、
南
音
を
以
て
之
を
繩
せ
ば
、
扞
格
合
せ
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
人
、
南
北
の
音

は
地
に
繫
る
を
知
る
も
、
古
今
の
音
は
時
に
繫
る
を
知
ら
ず
。
穀
梁
傳
に
「
呉
は
善
を
伊
と
謂
ひ
、

稻
を
緩
と
謂
ふ
」
①
と
云
ふ
も
、
今
呉
人
に
此
の
音
無
き
な
り
。
唐
韻
に
「
韓
滅
び
、
子
孫
、
江

淮
の
閒
に
散
處
し
、
音
は
韓
を
以
て
何
と
爲
し
、
字
は
音
に
隨
ひ
て
變
じ
、
遂
に
何
氏
と
謂
ふ
」

②
と
云
ふ
も
、
今
江
淮
の
閒
に
此
の
音
無
き
な
り
。
呂
氏
春
秋
に
「
君
呿
き
て
唫
じ
ず
。
言
ふ
所

ひ
ら

と

の
者
は
莒
な
り
」
と
云
ひ
、
高
誘
注
に
「
呿
は
開
、
唫
は
閉
な
り
」
③
と
云
ふ
。
顔
之
推
は
「
北

人
の
音
、
多
く
舉
・
莒
を
以
て
矩
と
爲
す
。
惟
だ
李
季
節
は
、『
齊
の
桓
公
、
管
仲
と
臺
上
に
于

て
莒
を
伐
た
ん
こ
と
を
謀
る
。
東
郭
牙
、
齊
の
桓
公
の
口
開
き
て
閉
ぢ
ざ
る
を
望
む
。
故
に
言
ふ

所
の
者
は
莒
な
る
を
知
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
莒
・
矩
は
必
ず
同
呼
な
ら
ざ
る
こ
と
知
る
可
し
』

と
云
ふ
」
④
と
謂
ふ
。
且
つ
古
今
の
音
異
な
る
は
、
特
だ
に
徐
鉉
云
ふ
所
の
皀
音
香
⑤
、
乃
音
仍

⑥
の
如
き
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
如
へ
ば
、
杜
子
春
、
帝
讀
み
て
定
と
爲
し
、
渳
讀
み
て
泯
と
爲

し
、
挈
讀
み
て
騂
と
爲
し
、
鼜
讀
み
て
戚
と
爲
し
、

讀
み
て
鏗
と
爲
し
、
筰
讀
み
て
唶
と
爲
し
、

裓
讀
み
て
陔
と
爲
し
、
筍
讀
み
て
選
と
爲
す
と
云
ふ
⑦
の
類
、
鄭
司
農
、
釁
讀
み
て
徽
と
爲
し
、

坂本具償 他：傳江藩『經解入門』譯註稿（二）

63



瑱
讀
み
て
鎭
と
爲
し
、

讀
み
て
衮
と
爲
し
、
陂
讀
み
て
罷
と
爲
し
、
紛
讀
み
て
粉
と
爲
し
、
義

讀
み
て
儀
と
爲
し
、
比
讀
み
て
庀
と
爲
す
⑧
の
類
、
鄭
康
成
、
敦
讀
み
て
燾
と
爲
し
、
獻
讀
み
て

沙
と
爲
し
、
脩
讀
み
て
滌
と
爲
す
⑨
の
類
、
今
亦
未
だ
嘗
て
此
の
音
有
ら
ず
。

又
一
字
異
音
な
る
有
り
。
觭
、
杜
子
春
讀
み
て
奇
と
爲
し
、
鄭
康
成
讀
み
て
掎
と
爲
し
⑩
、
燋
、

杜
讀
み
て
樵
と
爲
し
、
鄭
讀
み
て
雀
と
爲
し
⑪
、
耡
、
杜
讀
み
て
助
と
爲
し
、
先
鄭
讀
み
て
藉
と

爲
し
⑫
、
焌
、
先
鄭
讀
み
て
俊
と
爲
し
、
後
鄭
讀
み
て
鐏
と
爲
す
⑬
の
類
は
、
殫
述
す
可
か
ら
ず
、

皆
今
と
同
じ
か
ら
ず
。
如
し
今
音
を
以
て
之
を
繩
す
は
誤
り
な
り
。

其
の
音
異
な
り
、
因
り
て
其
の
韻
異
な
る
。
顧
亭
林
云
ふ
、「
三
代
の
六
經
の
音
、
其
の
傳
を
失

す
る
や
久
し
。
其
の
文
の
、
世
に
存
す
る
者
、
後
人
の
通
ず
る
能
わ
ざ
る
所
多
く
、
其
の
通
ず
る

能
は
ざ
る
を
以
て
輒
ち
今
世
の
音
を
以
て
之
を
改
む
。
是
に
于
て
か
經
を
改
む
る
の
病
有
り
」
⑭
。

古
人
の
文
に
は
皆
韻
有
り
。
如
へ
ば
、
易
漸
上
九
に
「
鴻
漸
于
陸
、
其
羽
可
用
爲
儀
」、
范
諤
昌
、

陸
を
改
め
て
逵
と
爲
し
⑮
、
朱
子
、「
韻
を
以
て
之
を
讀
め
ば
良
に
是
な
り
」
⑯
と
謂
ふ
も
、
古

ま
こ
と

人
、
儀
を
讀
み
て
俄
と
爲
し
、
逵
と
韻
を
爲
さ
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
小
過
上
六
に
「
弗
遇
過

之
、
飛
鳥
離
之
」、
朱
子
、
其
の
二
説
を
存
し
て
、「
仍
ほ
當
に
『
弗
過
遇
之
』
に
作
る
べ
し
」
⑰

と
謂
ふ
も
、
古
人
、
離
を
讀
み
て
羅
と
爲
し
、
正
に
過
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
雜
卦
傳

に
「
晉
晝
也
。
明
夷
誅
也
」、
孫
奕
、
誅
を
改
め
て
昧
と
爲
す
⑱
も
、
古
人
、
晝
を
讀
み
て
注
と

爲
し
、
正
に
誅
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
楚
詞
天
問
に
「
簡
狄
在
臺
嚳
何
宜
、
玄
鳥
致
貽

女
何
嘉
」
⑲
、
後
人
、
嘉
を
改
め
て
喜
と
爲
す
も
、
古
人
、
宜
を
讀
み
て
牛
何
の
反
と
爲
し
、
正

に
嘉
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
招
魂
に
「
魂
兮
歸
來
、
北
方
不
可
以
止
些
、
增
冰
峨
峨
飛

雪
千
里
些
、
歸
來
歸
來
、
不
可
以
久
些
」
⑳
、
五
臣
文
選
本
は
「
不
可
以
久
止
」
に
作
る
も
、
古

人
、
久
を
讀
み
て
几
と
爲
し
、
正
に
止
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
老
子
に
「
朝
甚
除
、
田

甚
蕪
、
倉
甚
處
、
服
文
采
、
帶
利
劍
、
厭
飲
食
、
財
貨
有
餘
、
是
爲
盜
夸
」
㉑
、
楊
愼
改
め
て
盜

竿
と
爲
す
㉒
は
、
之
を
韓
非
子
に
本
づ
く
㉓
も
、
古
人
、
夸
を
讀
み
て
刳
と
爲
し
、
正
に
除
と
韻

を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
淮
南
子
原
道
訓
に
「
以
天
爲
蓋
、
以
地
爲
輿
、
四
時
爲
馬
、
陰
陽
爲

騶
、
乘
雲
凌
霄
、
與
造
化
者
倶
、
縱
志
舒
節
、
以
馳
大
區
」
㉔
、
後
人
、
騶
を
改
め
て
御
と
爲
す

才
老
の
韻
補
、
此
れ
を
引
き
て
騶
に
作
る
に
據
る
㉕
。
も
、
古
人
、
騶
を
讀
み
て
邾
と
爲
し
、
正

に
輿
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
史
記
龜
策
傳
に
「
雷
電
收
之
、
風
雨
迎
之
、
流
水
行
之
、

侯
王
有
德
、
乃
得
當
之
」
㉖
、
後
人
、
迎
を
改
め
て
送
と
爲
す
も
、
古
人
、
迎
を
讀
み
て
昻
と
爲

し
、
正
に
收
と
韻
を
爲
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

然
ら
ば
何
ぞ
古
讀
の
然
る
を
知
る
か
。
詩
に
「
汎
彼
柏
舟
、
在
彼
中
河
。
髧
彼
兩
髦
、
實
維
我
儀
、

之
死
矢
靡
他
」
㉗
と
曰
ふ
。
是
れ
古
人
、
儀
を
讀
み
て
俄
と
爲
す
の
證
な
り
。
易
離
九
三
に
「
日

昃
之
離
、
不
鼓
缶
而
歌
、
則
大
耋
之
嗟
」
㉘
と
い
ふ
。
是
れ
古
人
、
離
を
讀
み
て
羅
と
爲
す
の
證

な
り
。
張
衡
西
京
賦
に
「
徼
道
外
周
、
千
廬
内
附
、
衞
尉
八
屯
、
警
夜
巡
晝
」
㉙
と
い
ふ
。
是
れ

古
人
、
晝
を
讀
み
て
注
と
爲
す
の
證
な
り
。
詩
に
「
君
子
偕
老
、
副
笄
六
珈
。
委
委
他
他
、
如
山

如
河
。
象
服
是
宜
、
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
」
㉚
と
曰
ふ
。
是
れ
古
人
、
宜
を
讀
み
て
牛
何
の
反

と
爲
す
の
證
な
り
。
又
「
何
其
久
也
、
必
有
以
也
」
㉛
と
曰
ひ
、
又
「
吉
甫
燕
喜
、
旣
多
受
祉
。

來
歸
自
鎬
、
我
行
永
久
」
㉜
と
曰
ふ
。
是
れ
古
人
、
久
を
讀
み
て
几
と
爲
す
の
證
な
り
。
左
思
呉

都
賦
に
「
横
塘
査
下
、
邑
屋
隆
夸
、
長
干
延
屬
、
飛
甍
舛
互
」
㉝
と
い
ふ
。
是
れ
古
人
、
夸
を
讀

み
て
刳
と
爲
す
の
證
な
り
。
漢
書
敍
傳
に
「
舞
陽
鼓
刀
、
滕
公
廐
騶
、
穎
陰
商
販
、
曲
周
庸
夫
、

攀
龍
附
鳳
、
並
乘
天
衢
」
㉞
と
い
ふ
。
是
れ
古
人
、
騶
を
讀
み
て
邾
と
爲
す
の
證
な
り
。
莊
子
に

「
不
收
不
迎
、
應
而
不
藏
、
故
能
勝
物
而
不
傷
」
㉟
と
い
ひ
、
又
「
無
有
所
收
、
無
有
所
迎
」
㊱

と
曰
ふ
。
是
れ
古
人
、
迎
を
讀
み
て
昻
と
爲
す
の
證
な
り
。
此
れ
音
韻
古
今
の
異
に
し
て
、
以
て

强
ひ
て
同
じ
く
す
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
此
れ
に
審
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
又
烏
く
ん
ぞ
以
て
經
を

説
く
に
足
ら
ん
や
。

㊲
又
古
時
、
九
州
、
語
言
同
じ
か
ら
ず
。
而
し
て
詩
を
誦
し
書
を
讀
む
は
、
同
じ
く
正
讀
に
歸
す
。

故
に
太
史
公
は
「
言
、
雅
馴
な
ら
ざ
れ
ば
、
薦
紳
は
言
ひ
難
し
」
㊳
と
曰
ふ
。
班
孟
堅
は
「
讀
、

爾
雅
に
應
ず
れ
ば
、
古
語
も
知
る
可
し
」
㊴
と
曰
ふ
。「
雅
」
は
正
な
り
。
近
世
、
一
は
方
音
に

淆
じ
、
一
は
俗
師
に
誤
ら
れ
、
句
讀
離
合
す
る
に
至
る
。
文
義
の
繫
る
所
は
、
尤
も
宜
し
く
講
明

す
べ
し
。
音
讀
の
雅
正
に
し
て
據
る
可
き
者
に
、
唐
の
陸
德
明
の
經
典
釋
文
の
一
書
有
り
。
其
の

中
に
は
皆
魏
晉
南
北
朝
諸
家
の
音
釋
を
采
集
す
。
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
幷
び
に
之
を
存
す
。
各
本

の
經
文
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
之
を
標
出
す
。
此
れ
學
ぶ
者
自
ら
家
法
に
視
べ
て
、
善
を
擇
ん
で

く
ら
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從
ふ
を
聽
す
可
き
は
、
總
て
此
の
書
の
外
に
出
で
ず
。
卽
ち
本
有
る
の
學
と
爲
す
可
し
。

ゆ
る

す
べ

經
典
釋
文
は
皆
反
切
を
用
ふ
。「
反
切
」
と
は
何
ぞ
や
。「
反
」
は
翻
な
り
。
猶
ほ
翻
譯
と
言
ふ
が

ご
と
き
な
り
。「
反
切
」
の
「
反
」
は
平
聲
。
讀
む
こ
と
「
平
反
」
の
「
反
」
の
如
し
。「
翻
」
と
同
字
。
通
鑑
、
音
を
注

す
る
に
、
卽
ち
書
し
て
「
翻
」
に
作
る
。
宋
人
に
翻
譯
名
義
集
有
り
。「
切
」
は
急
な
り
。
唐
人
は
「
反
」
字
を
忌
み
、
改
め

て
「
切
」
と
稱
す
。「
反
」
と
は
一
字
翻
し
て
兩
聲
と
成
す
。「
切
」
と
は
兩
字
合
し
て
一
聲
と
成
す
。

其
の
實
一
な
り
。
緩
く
讀
め
ば
則
ち
是
れ
反
切
の
兩
字
、
急
い
で
讀
め
ば
便
ち
求
む
る
所
の
一
音

ゆ
る

と
成
す
。
如
へ
ば
、
經
傳
に
載
す
る
所
は
、「
不
可
」
を
「
叵
」
と
爲
し
㊵
、「
之
乎
」
を
「
諸
」

た
と

は

と
爲
し
㊶
、「
奈
何
」
を
「
那
」
と
爲
し
㊷
、「
勃
鞮
」
を
「
披
」
と
爲
し
㊸
、「
邾
婁
」
を
「
鄒
」

ち
ゅ
ろ
う

と
爲
し
㊹
、「
終
葵
」
を
「
椎
」
と
爲
し
㊺
、「
鞠
窮
」
を
「
芎
」
と
爲
し
㊻
、「
不
律
」
を
「
筆
」

と
爲
し
㊼
、「
須
葑
」
を
「
菘
」
と
爲
す
㊽
。
三
代
の
語
の
此
の
如
き
者
は
、
枚
舉
す
可
か
ら
ず
。

か
く

魏
の
孫
炎
、
因
り
て
創
め
て
反
語
の
法
を
爲
り
、
兩
字
を
以
て
一
音
を
定
む
る
㊾
は
、
直
音
の
一

字
は
差
ひ
易
く
、
字
の
下
に
「
音
某
」
と
注
す
る
者
を
直
音
と
名
づ
く
。
一
形
は
容
し
く
寫
譌
有
る
べ
し
。
一
聲
も
亦

た
が

小
變
す
る
を
恐
る
。
反
切
の
兩
音
は
混
じ
難
き
が
爲
な
り
。
兩
字
互
い
に
相
參
檢
す
れ
ば
、
兩
字
の
形
聲
、
一
時

た
め

に
倶
に
誤
る
に
至
ら
ざ
る
有
る
な
り
。
反
切
の
義
は
此
の
如
き
に
過
ぎ
ず
。
法
甚
だ
簡
に
し
て
、
理
甚
だ

か
く

淺
な
り
。
婦
孺
も
曉
ら
か
な
る
可
し
。
初
め
て
反
切
を
製
す
る
の
時
、
其
の
合
聲
を
取
る
に
過
ぎ
ず
。
此
の
兩
字

あ
き

に
就
き
て
之
を
推
測
す
れ
ば
、
則
ち
上
の
一
字
は
必
ず
同
母
、
下
の
一
字
は
必
ず
同
韻
な
り
。
此
れ
乃
ち
自
然
の
理
に
し
て
、

求
索
を
勞
せ
ず
し
て
自
ら
合
す
。
乃
ち
宋
以
後
の
人
は
古
經
を
信
ぜ
ず
し
て
佛
書
を
好
み
、
遂
に
以
て
反

切
の
字
紐
は
西
域
に
出
づ
と
爲
し
、
華
嚴
の
字
母
に
牽
合
す
㊿
。
等
攝
は
煩
碎
に
し
て
、
人
を
し

て
迷
罔
せ
し
む
。
其
の
實
、
三
代
秦
漢
六
朝
以
來
の
聲
韻
と
絲
毫
も
關
す
る
無
し
。
夫
れ
經
の
字

に
須
ら
く
反
切
を
用
ふ
べ
き
者
は
、
字
を
識
ら
ざ
る
の
童
子
に
教
ふ
る
所
以
な
り
。
後
世
の
紐
弄

等
韻
の
説
の
如
き
は
、
文
士
老
儒
す
ら
且
つ
多
く
瞀
惑
す
。
古
人
何
ぞ
苦
し
ん
で
此
の
難
事
を
造つ

く

り
て
、
以
て
童
蒙
を
困
し
め
ん
や
。
字
母
の
古
に
非
ざ
る
を
辨
ず
る
は
、
戴
震
の
東
原
集
に
詳
ら
か
な
り

。
近

世
の
學
人
は
、
毎
毎
反
切
を
以
て
微
眇
に
し
て
窮
め
難
き
の
事
と
爲
す
に
因
る
。
故
に
爲
に
之
を

つ
ね
づ
ね

淺
説
す
。
或
い
は
反
切
の
兩
音
を
將
て
合
わ
せ
て
讀
め
ど
も
聲
を
得
る
能
は
ざ
る
者
は
、
古
音
に
曉あ

き

ら
か
な
ら
ざ
る
が
故
の
み
。
如
へ
ば
、「
亨
」
字
は
許
庚
の
反
、
古
、「
許
」
を
讀
む
こ
と
「
滸
」

た
と

の
如
き
な
り
。「
長
幼
」
の
「
長
」
は
丁
丈
の
反
、「
射
中
」
の
「
中
」
は
丁
仲
の
反
、
古
、「
丁
」

を
讀
む
こ
と
「
爭
」
の
如
き
な
り
。「
德
行
」
の
「
行
」
は
下
孟
の
反
、
古
、「
下
」
を
讀
み
て
「
滸
」

と
爲
し
、「
孟
」
を
讀
み
て
「
芒
」
去
聲
と
爲
し
、「
行
」
を
讀
み
て
「
杭
」
去
聲
と
爲
す
な
り
。「
霸

王
」
の
「
王
」
は
於
况
の
反
、
古
、「
于
」
を
讀
む
こ
と
「
汙
」
の
如
き
な
り
。「
殷
監
」
の
「
監
」

は
工
暫
の
反
、
古
、「
監
」
を
讀
む
こ
と
「
淦
」
の
如
き
な
り
。「
褻
」
は
私
列
の
反
、
古
、「
私
」

を
讀
む
こ
と
「
犀
」
の
如
き
な
り
。
古
音
を
知
れ
ば
、
則
ち
反
切
萬
も
一
失
無
し
。

經
傳
中
の
語
、
同
じ
く
此
れ
一
字
な
る
も
、
平
仄
を
區
分
し
、
音
讀
門
多
く
し
て
、
以
て
韻
書
の

數
部
に
幷
び
に
收
む
る
に
致
る
。
異
同
の
辨
、
相
去
る
こ
と
杪
忽
な
り
。
此
れ
皆
六
朝
時
の
學
究

の
、
本
原
に
達
せ
ず
、
通
變
に
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
者
の
爲
す
所
な
り
。「
本
原
」
と
は
形
聲
。「
通
變
」
と

は
轉
注
、
假
借
。
之
を
六
書
の
義
に
揆
せ
ば
、
實
は
多
く
通
じ
難
し
。
故
に
顔
氏
家
訓
、
已
に
其
の

た
だ

端
を
發
し

、
經
典
釋
文
敍
錄
は
頗
る
其
の
失
に
沿
ふ

。
近
代
の
通
儒
、
糾
擿
尤
も
備
は
る
。
特た

だ
初
學
諷
誦
す
る
に
、
區
分
を
示
さ
ざ
れ
ば
、
將
に
各
お
の
方
言
を
騁
し
て
、
畫
一
に
從
る
無
か

よ

ら
ん
と
す
。
且
つ
義
、
音
に
隨
ひ
て
別
て
ば
、
解
識
記
な
り
。
易
き
と
爲
す
。
律
體
詩
賦
一
た
び

出
づ
れ
ば
、
更
に
通
融
し
難
し
。
此
れ
乃
ち
時
に
因
り
て
宜
を
制
す
る
の
道
な
り
。

又
同
じ
く
此
れ
一
字
な
る
も
、
或
い
は
小
し
く
形
變
有
り
て
、
解
詁
遂
に
殊
な
り
、
點
畫
差
無
き

も
、
訓
釋
各
お
の
別
つ
。
訓
は
師
に
因
り
て
異
な
り
、
事
は
訓
に
隨
ひ
て
改
ま
り
、
各
お
の
受
く

る
所
を
尊
び
、
歧
説
滋
い
よ
多
し
。
然
れ
ど
も
正
に
此
の
經
、
本
、
文
を
異
に
し
讀
を
異
に
し
義

い
よ

を
異
に
し
、
參
差
抵
牾
す
る
に
賴
り
て
、
以
て
古
義
を
鈎
考
す
る
を
得
た
り
。
學
ぶ
者
博
通
し
て

し
ん
し

以
後
、
音
義
の
兩
端
に
於
て
本
原
を
窺
ひ
見
れ
ば
、
自
ら
通
借
に
曉
ら
か
な
り
。
先
づ
其
の
分
を

あ
き

知
り
て
、
而
る
後
に
其
の
合
を
知
り
、
等
を
躐
え
て
求
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
此
の
二
條
は
、
是
れ
約

説
な
り
と
雖
も
、
頗
る
深
談
有
り
。
小
學
家
の
字
書
韻
書
、
大
指
略
ぼ
具
は
る
。
通
材
は
焉
に
詳
ら
か
な
り
。

【
註
】

①

『
春
秋
穀
梁
傳
』
襄
公
五
年
「
呉
謂
善
伊
、
謂
稻
緩
」。

②

『
廣
韻
』
下
平
「
何

辝
也
。
説
文
儋
也
。
又
姓
。
出
自
周
成
王
母
弟
唐
叔
虞
後
、
封
於
韓
。

韓
滅
、
子
孫
分
散
江
淮
閒
、
音
以
韓
爲
何
、
字
隨
音
變
、
遂
爲
何
氏
。
出
廬
江
東
海
陳
郡
三
望
。

胡
歌
切
。
七
」。
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③

『
呂
氏
春
秋
』
重
言
篇
「
君
呿
而
不
唫
。
所
言
者
莒
也
」、
高
誘
注
、「
呿
開
、
唫
閉
」。

④

顔
之
推
『
顔
氏
家
訓
』
音
辭
第
十
八
「
北
人
之
音
、
多
以
舉
莒
爲
矩
。
惟
李
季
節
云
、
齊
桓

公
與
管
仲
于
臺
上
謀
伐
莒
。
東
郭
牙
望
齊
桓
公
口
開
而
不
閉
。
故
知
所
言
者
莒
也
。
然
則
莒
矩

必
不
同
呼
可
知
」。

⑤

『
説
文
解
字
』
五
下
「
皀
、
穀
之
馨
香
也
。
象
嘉
穀
在
裹
中
之
形
。
匕
所
以
扱
之
。
或
説
皀

一
粒
也
。
凡
皀
之
屬
皆
从
皀
。
又
讀
若
香
」。

⑥

『
説
文
解
字
』
五
上
「

〔
迺
〕、
驚
聲
也
。
从
乃
省
西
聲
。
籀
文

不
省
。
或
曰
、

往

也
。
讀
若
仍
」。

⑦

『
周
禮
杜
氏
注
』（
瞽
矇
「
諷
誦
詩
世
帝
繫
」
鄭
注
引
）、「
帝
讀
爲
定
、
其
字
爲
奠
。
書
亦
或

爲
奠
世
奠
繫
、
謂
帝
繫
諸
侯
卿
大
夫
世
本
之
屬
是
也
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
小
史
「
帝
繫
世
」
鄭
注
引
）、「
帝
當
爲
奠
、
奠
讀
爲
定
。
書
帝
亦
或
爲
奠
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
小
宗
伯
「
大
肆
以
秬
鬯
渳
」
鄭
注
引
）、「
渳
讀
爲
泯
、
以
秬
鬯
浴
尸
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
草
人
「
挈
剛
用
牛
」
鄭
注
引
）、「
挈
讀
爲
騂
、
謂
地
色
赤
而
土
剛
强
也
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
眂
瞭
「
鼜
愷
獻
亦
如
之
」
鄭
注
引
）、「
讀
鼜
爲
憂
戚
之
戚
、
謂
戒
守
鼓
也
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
典
同
「
凡
聲
高
聲

」
鄭
注
引
）、「

讀
爲
鏗
鏘
之
鏗
高
、
謂
鍾
形
容

高
也
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
典
同
「
侈
聲
筰
」
鄭
注
引
）、「
筰
讀
爲
行
扈
唶
唶
之
唶
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
鍾
師
「
王
夏
肆
夏
昭
夏
内
夏
韋
夏
齊
夏
族
夏
裓
夏
驁
夏
」
鄭
注
引
）、「
内

當
爲
納
。
裓
當
爲
陔
鼓
之
陔
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（
典
庸
器
「
而
設
筍
鐻
」
鄭
注
引
）、「
筍
讀
爲
博
選
之
選
、
横
者
爲
筍
、
縱

者
爲
鐻
」。

⑧

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
鬯
人
「
共
其
釁
鬯
」
鄭
注
引
）、「
釁
讀
爲
徽
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
鷄
人
「
面
禳
釁
共
其
鷄
牲
」
鄭
注
引
）、「
面
禳
、
四
面
禳

也
。
釁
讀
爲
徽
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
天
府
「
凡
國
之
玉
瑱
大
寶
器
藏
焉
」
鄭
注
引
）、「
瑱
讀
爲

鎭
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
典
同
「
凡
聲
高
聲

正
聲
緩
」
鄭
注
引
）、「
讀

爲
衮
冕

之
衮
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
典
同
「
陂
聲
散
」
鄭
注
引
）、「
陂
讀
爲
人
短
罷
之
罷
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
司
几
筵
「
設
莞
筵
紛
純
加
繅
席
畫
純
加
次
席
黼
純
左
右
玉

几
」
鄭
注
引
）、「
紛
讀
爲
豳
。
又
讀
爲
和
粉
之
粉
、
謂
白
繡
也
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
肆
師
「
治
其
禮
義
」
鄭
注
引
）、「
義
讀
爲
儀
、
古
書
儀
伹

爲
義
。
今
時
所
謂
義
誼
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
典
命
「
掌
諸
侯
之
五
義
」
鄭
注
引
）、「
義
讀
爲
儀
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
遂
師
「
及
祭
祀
比
其
具
」
鄭
注
引
）、「
比
讀
爲
庀
、
庀
具

也
」。

⑨

『
周
禮
』
司
几
筵
「
毎
敦
一
几
」
鄭
注
、「
敦
讀
曰
燾
。
燾
覆
也
」。

『
儀
禮
』
大
射
「
兩
壺
獻
酒
」
鄭
注
、「
獻
讀
爲
沙
」。

『
周
禮
』
司
尊
彝
「
凡
酒
脩
酌
」
鄭
注
、「
凡
酒
謂
三
酒
也
。
脩
讀
爲
滌
濯
之
條
」。

⑩

『
周
禮
杜
氏
注
』（『
周
禮
』
大
卜
「
二
曰
觭
夢
」
鄭
注
引
）、「
觭
讀
爲
奇
偉
之
奇
。
其
字
當

直
爲
奇
」。

『
周
禮
』
大
卜
「
二
曰
觭
夢
」
鄭
注
、「
玄
謂
觭
讀
如
諸
戎
掎
之
掎
。
掎
亦
得
也
」。

⑪

『
周
禮
杜
氏
注
』（『
周
禮
』
菙
氏
「
掌
共
燋
契
」
鄭
注
引
）、「
燋
讀
爲
細
目
燋
之
燋
。
或
曰

如
薪
樵
之
樵
、
謂
所
爇
灼
龜
之
木
也
。
故
謂
之
樵
契
、
謂
契
龜
之
鑿
也
」。

『
周
禮
』
鄭
注
（『
周
禮
』
菙
氏
「
掌
共
燋
契
」
正
義
引
）、「
子
春
讀
燋
樵
二
者
、
皆
作
俗
讀

爲
柴
樵
之
樵
。
後
鄭
不
從
。
依
音
爲
雀
」。

⑫

『
周
禮
杜
氏
注
』（『
周
禮
』
遂
人
「
以
興
耡
利
甿
」
鄭
注
引
）、「
讀
耡
爲
助
、
謂
起
民
人
令

相
佐
助
」。

『
周
禮
杜
氏
注
』（『
周
禮
』
里
宰
「
以
歳
時
合
耦
于
耡
」
鄭
注
引
）、「
耡
讀
爲
助
、
謂
相
佐

助
也
」。

『
周
禮
鄭
司
農
解
詁
』（『
周
禮
』
里
宰
「
以
歳
時
合
耦
于
耡
」
鄭
注
引
）、「
耡
讀
爲
藉
」。

⑬

『
周
禮
杜
氏
注
』（『
周
禮
』
菙
氏
「
凡
卜
以
明
火
爇
燋
遂
龡
其
焌
契
以
授
」
鄭
注
引
）、「
杜

独立行政法人国立高等専門学校機構香川高等専門学校研究紀要 9(2018)

66



子
春
云
明
火
以
陽
燧
取
火
於
日
。
焌
讀
爲
英
俊
之
俊
。
書
亦
或
爲
俊
」。

『
周
禮
』
菙
氏
「
凡
卜
以
明
火
爇
燋
遂
龡
其
焌
契
以
授
」
鄭
注
、「
玄
謂
焌
讀
如
戈
鐏
之
鐏
」。

⑭

こ
の
一
文
は
顧
炎
武
「
答
李
子
德
書
」（『
亭
林
文
集
』
巻
四
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
下
の
例
も
す
べ
て
同
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
し
か
引
い
て
い

な
い
。
参
考
の
た
め
顧
炎
武
「
答
李
子
德
書
」
の
該
当
す
る
部
分
を
挙
げ
、
こ
こ
で
引
用
し
て

い
る
部
分
に
傍
線
を
施
す
。（
後
半
部
分
か
ら
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
紙
幅
の
都
合
で

省
略
す
る
）

答
李
子
德
書

三
代
六
經
之
音
、
失
其
傳
也
久
矣
、
其
文
之
存
於
世
者
、
多
後
人
所
不
能
通
。
以
其
不
能
通
、

而
輒
以
今
世
之
音
改
之
、
於
是
乎
有
改
經
之
病
。
始
自
唐
明
皇
改
尚
書
、
而
後
人
往
往
效
之
、

然
猶
曰
舊
爲
某
、
今
改
爲
某
、
則
其
本
文
猶
在
也
。
至
於
近
日
鋟
本
盛
行
、
而
凡
先
秦
以
下

之
書
、
率
臆
徑
改
、
不
復
言
其
舊
爲
某
、
則
古
人
之
音
亡
而
文
亦
亡
、
此
尤
可
歎
者
也
。
開

元
十
三
年
敕
曰
、
朕
聽
政
之
暇
、
乙
夜
觀
書
、
毎
讀
尚
書
洪
範
、
至
無
偏
無
頗
、
遵
王
之
義
、

三
復
茲
句
、
常
有
所
疑
、
據
其
下
文
竝
皆
協
韻
、
惟
頗
一
字
實
則
不
倫
。
又
周
易
泰
卦
中
无

平
不
陂
、
釋
文
云
、
陂
字
亦
有
頗
音
。
陂
之
與
頗
、
訓
詁
無
別
、
其
尚
書
洪
範
、
無
偏
無
頗
、

字
宜
改
爲
陂
。
蓋
不
知
古
人
之
讀
義
爲
我
、
而
頗
之
未
嘗
誤
也
。
易
象
傳
、
鼎
耳
革
、
失
其

義
也
、
覆
公
餗
、
信
如
何
也
。
禮
記
表
記
、
仁
者
右
也
、
道
者
左
也
。
仁
者
人
也
、
道
者
義

也
。
是
義
之
讀
爲
我
、
而
其
見
於
他
書
者
、
遽
數
之
不
能
終
也
。
王
應
麟
曰
、
宣
和
六
年
詔
、

洪
範
復
舊
文
爲
頗
。
然
監
本
猶
仍
其
故
、
而
史
記
宋
世
家
之
述
此
書
、
則
曰
毋
偏
毋
頗
、
呂

氏
春
秋
之
引
此
書
、
則
曰
無
偏
無
頗
、
其
本
之
傳
於
今
者
、
則
亦
未
嘗
改
也
。
易
漸
上
九
、

鴻
漸
於
陸
、
其
羽
可
用
爲
儀
。
范
諤
昌
改
陸
爲
逵
、
朱
子
謂
以
韻
讀
之
良
是
。
而
不
知
古
人

讀
儀
爲
俄
、
不
與
逵
爲
韻
也
。
小
過
上
六
、
弗
遇
過
之
、
飛
鳥
離
之
。
朱
子
存
其
二
説
、
謂

仍
當
作
弗
過
遇
之
、
而
不
知
古
讀
離
爲
羅
、
正
與
過
爲
韻
也
。
雜
卦
傳
、
晉
晝
也
、
明
夷
誅

也
。
孫
奕
改
誅
爲
昧
、
而
不
知
古
人
讀
晝
爲
注
、
正
與
誅
爲
韻
也
。
楚
辭
天
問
、
簡
狄
在
臺

嚳
何
宜
、
玄
鳥
致
詒
女
何
嘉
。
後
人
改
嘉
爲
喜
、
而
不
知
古
人
讀
宜
爲
牛
何
反
、
正
與
嘉
爲

韻
也
。
招
魂
、
魂
兮
歸
來
、
北
方
不
可
以
止
些
。
增
氷
峨
峨
、
飛
雪
千
里
些
。
歸
來
歸
來
、

不
可
以
久
些
。
五
臣
文
選
本
作
不
可
以
久
止
。
而
不
知
古
人
讀
久
爲
几
、
正
與
止
爲
韻
也
。

老
子
、
朝
甚
除
、
田
甚
蕪
、
倉
甚
虛
。
服
文
采
、
帶
利
劔
、
厭
飲
食
、
財
貨
有
餘
、
是
爲
盜

夸
。
楊
愼
改
爲
盜
竽
、
謂
本
之
韓
非
子
、
而
不
知
古
人
讀
夸
爲
刳
、
正
與
除
爲
韻
也
。
淮
南

子
原
道
訓
、
以
天
爲
蓋
、
以
地
爲
輿
。
四
時
爲
馬
、
陰
陽
爲
騶
。
乘
雲
陵
霄
、
與
造
化
者
倶
。

縱
志
舒
節
、
以
馳
大
區
。
後
人
改
騶
爲
御
、
據
呉
才
老
韻
補
引
此
作
騶
、
而
不
知
古
人
讀
騶

爲
邾
、
正
與
輿
爲
韻
也
。
史
記
龜
策
傳
、
雷
電
將
之
、
風
雨
迎
之
、
流
水
行
之
。
侯
王
有
德
、

乃
得
當
之
。
後
人
改
迎
爲
送
、
而
不
知
古
人
讀
迎
爲
昂
、
正
與
將
爲
韻
也
。
太
史
公
自
序
、

有
法
無
法
、
因
時
爲
業
。
有
度
無
度
、
因
物
與
舍
。
今
漢
書
司
馬
遷
傳
亦
正
作
舍
。
而
後
人

改
爲
合
、
不
知
古
人
讀
舍
爲
恕
。
正
與
度
爲
韻
也
。
栢
梁
臺
詩
上
林
令
曰
、
去
狗
逐
兔
張
罝

罘
。
今
本
改
爲
罘
罝
、
又
改
爲
罘
罳
、
而
不
知
古
人
讀
罘
爲
扶
之
反
、
正
與
時
爲
韻
也
。
楊

雄
後
將
軍
趙
充
國
頌
、
在
漢
中
興
、
充
國
作
武
、

桓
桓
、
亦
紹
厥
後
。
五
臣
文
選
本

改
後
爲
緒
、
而
不
知
古
人
讀
後
爲
戸
、
正
與
武
爲
韻
也
。
繁
欽
定
情
詩
、
何
以
結
相
於
、
金

薄
畫
搔
頭
。
後
人
改
於
爲
投
、
而
不
知
古
人
讀
頭
爲
徒
、
正
與
於
爲
韻
也
。
陸
雲
答
兄
平
原

詩
、
巍
巍
先
基
、
重
規
累
構
。
赫
赫
重
光
、
遐
風
激
騖
。
今
本
改
騖
爲
鷲
、
而
不
知
古
人
讀

構
爲
故
、
正
與
騖
爲
韻
也
。
齊
武
帝
估
客
樂
、
昔
經
樊
鄧
役
、
阻
潮
梅
根
冶
。
深
懷
悵
往
事
、

意
滿
辭
不
敘
。
今
本
改
冶
爲
渚
、
不
知
宋
書
百
官
志
、
江
南
有
梅
根
及
冶
塘
二
冶
、
而
古
人

讀
冶
爲
墅
、
正
與
敘
爲
韻
也
。
隋
書
載
梁
沈
約
歌
赤
帝
辭
、
齊
醍
在
堂
、
笙
鏞
在
下
、
匪
惟

七
百
、
無
絶
終
古
。
今
本
改
古
爲
始
、
不
知
長
無
絶
兮
終
古
、
乃
九
歌
之
辭
、
而
古
人
讀
下

爲
戸
、
正
與
古
爲
韻
也
。
詩
曰
、
汎
彼
栢
舟
、
在
彼
中
河
。
髧
彼
兩
髦
、
實
惟
我
儀
、
之
死

矢
靡
他
。
則
古
人
讀
儀
爲
俄
之
證
也
。
易
離
九
三
、
日
昃
之
離
、
不
鼓
缶
而
歌
、
則
大
耋
之

嗟
。
則
古
人
讀
離
爲
羅
之
證
也
。
張
衡
西
京
賦
、
徼
道
外
周
、
千
廬
内
附
。
衛
尉
八
屯
、
巡

夜
警
晝
。
則
古
人
讀
晝
爲
注
之
證
也
。
詩
曰
、
君
子
偕
老
、
副
笄
六
珈
。
委
委
佗
佗
、
如
山

如
河
、
象
服
是
宜
。
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
。
則
古
人
讀
宜
爲
牛
何
反
之
證
也
。
又
曰
、
何

其
久
也
、
必
有
以
也
。
又
曰
、
吉
甫
燕
喜
、
旣
多
受
祉
。
來
歸
自
鎬
、
我
行
永
久
。
則
古
人

讀
久
爲
几
之
證
也
。
左
思
呉
都
賦
、
橫
塘
査
下
、
邑
屋
隆
夸
。
長
干
延
屬
、
飛
甍
舛
互
。
則

古
人
讀
夸
爲
刳
之
證
也
。
漢
書
敘
傳
、
舞
陽
鼓
刀
、
滕
公
廐
騶
。
頴
陰
商
販
、
曲
周
庸
夫
。
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攀
龍
附
鳳
、
竝
乘
天
衢
。
則
古
人
讀
騶
爲
邾
之
證
也
。
莊
子
、
不
將
不
迎
、
應
而
不
藏
、
故

能
勝
物
而
不
傷
。
又
曰
、
無
有
所
將
、
無
有
所
迎
。
則
古
人
讀
迎
爲
昂
之
證
也
。
曲
禮
、
將

適
舍
、
求
無
固
。
離
騷
、
余
固
知
謇
謇
之
爲
患
兮
、
忍
而
不
能
舍
也
。
指
九
天
以
爲
正
兮
、

夫
惟
靈
修
之
故
也
。
則
古
人
讀
舍
爲
恕
之
證
也
。
秦
始
皇
東
觀
刻
石
文
、
常
職
旣
定
、
後
嗣

循
業
、
長
承
聖
治
。
羣
臣
嘉
德
、
祗
誦
聖
烈
、
請
刻
之
罘
。
則
古
人
讀
罘
爲
扶
之
反
之
證
也
。

詩
曰
、
予
曰
有
疏
附
、
予
曰
有
先
後
。
予
曰
有
奔
走
、
予
曰
有
禦
侮
。
則
古
人
讀
後
爲
戸
之

證
也
。
史
記
龜
策
傳
、
今
寡
人
夢
見
一
丈
夫
、
延
頸
而
長
頭
。
衣
元
繡
之
衣
而
乘
輜
車
。
則

古
人
讀
頭
爲
徒
之
證
也
。
荀
子
、
肉
腐
出
蟲
、
魚
枯
生
蠹
。
怠
慢
忘
身
、
禍
災
乃
作
。
彊
自

取
柱
、
柔
自
取
束
。
邪
穢
在
身
、
怨
之
所
構
。
作
束
竝
去
聲
、
則
古
人
讀
構
爲
故
之
證
也
。

馬
融
廣
成
頌
、
然
後
緩
節
舒
容
、
裴
徊
安
步
、
降
集
波
籞
。
川
衡
澤
虞
、
矢
魚
陳
罟
。
茲
飛

宿
沙
、
田
開
古
冶
。
翬
終
葵
、
揚
關
斧
。
刊
重
冰
、
撥
蟄
戸
。
測
潛
鱗
、
踵
介
旅
。
則
古
人

讀
冶
爲
墅
之
證
也
。
詩
曰
、
於
以
奠
之
、
宗
室
牖
下
。
誰
其
尸
之
、
有
齊
季
女
。
則
古
人
讀

下
爲
戸
之
證
也
。
凡
若
此
者
、
遽
數
之
不
能
終
也
。（
以
下
略
）

⑮

范
諤
昌
は
宋
の
人
。
著
に
『
大
易
源
流
圖
』（
佚
）、『
證
墜
簡
』（
佚
）
が
あ
る
。
晁
公
武
『
郡

齋
讀
書
志
』
巻
一
上
に
『
證
墜
簡
一
卷
』
を
引
い
て
「
右
皇
朝
天
禧
中
、
毘
陵
從
事
建
溪
范
諤

昌
撰
。
其
書
酷
類
郭
京
舉
正
。
如
震
卦
彖
辭
内
云
、
脱
不
喪
匕
鬯
四
字
。
程
正
叔
取
之
。
漸
卦

上
六
、
疑
陸
字
誤
。
胡
翼
之
取
之
」
と
い
う
。「
翼
之
」
は
胡
瑗
の
字
。

さ
ら
に
顧
炎
武
『
日
知
錄
』
巻
一
「
鴻
漸
于
陸
」
に
も
「
上
九
、
鴻
漸
于
陸
、
其
羽
可
用
爲
。

儀
吉
安
定
胡
氏
改
陸
爲
逵
。〔
原
注
〕
晁
氏
曰
、
其
説
出
於
毘
陵
從
事
范
諤
昌
。
按
宋
史
藝
文
志
、
諤
昌
有
證
墜
簡

一
卷
。
朱
子
從
之
謂
合
韻
、
非
也
」
と
あ
る
。

⑯

『
周
易
本
義
』
漸
上
九
に
「
胡
氏
、
程
氏
皆
云
、
陸
當
作
逵
、
謂
雲
路
也
。
今
以
韻
讀
之
、

良
是
」
と
あ
り
、
胡
氏
は
胡
瑗
の
『
周
易
口
義
』（
未
見
）、
程
氏
は
『
伊
川
易
傳
』
巻
四
に
「
安

定
胡
公
以
陸
爲
逵
。
逵
、
雲
路
也
。
謂
空
虛
空
之
中
。
爾
雅
九
逵
謂
之
逵
、
達
通
達
无
阻
蔽
之

義
也
」
と
あ
る
。

⑰

『
周
易
本
義
』
小
過
上
六
「
上
六
、
弗
遇
過
之
、
飛
鳥
離
之
、
凶
、
是
謂
災
眚
。
眚
、
生
領

反
。
六
以
陰
居
動
體
之
上
、
處
陰
過
之
極
、
過
之
已
高
而
甚
遠
者
也
、
故
其
象
占
如
此
。
或
曰
、

遇
過
、
恐
亦
只
當
作
過
遇
、
義
同
九
四
。
未
知
是
否
。
象
曰
、
弗
遇
過
之
、
已
亢
也
」。

⑱

孫
奕
は
宋
の
人
。
著
に
『
示
兒
編
』
が
あ
る
が
、
未
見
。
た
だ
馮
登
府
『
十
三
經
詁
答
問
』

一
に
「
晉
晝
也
。
明
夷
誅
也
。
王
弼
注
誅
傷
也
。
虞
仲
翔
同
。
孫
奕
示
兒
編
云
、
明
出
地
上
爲

晝
、
明
入
地
中
爲
昧
。
誅
當
作
昧
。
此
説
是
乎
。
雜
卦
皆
主
内
外
反
正
之
義
。
昧
自
與
晝
對
文
。

明
夷
用
晦
也
。
昧
誅
形
或
相
渉
而
譌
。
然
於
古
音
不
合
。
晝
誅
遇
同
部
字
」
と
い
う
。

⑲

『
楚
辭
』
巻
三
、
天
問
「
簡
狄
在
臺
嚳
何
宜
、
玄
鳥
致
貽
女
何
喜
」。

⑳

『
楚
辭
』
巻
九
、
招
魂
「
魂
兮
歸
來
、
北
方
不
可
以
止
些
、
增
冰
峨
峨
、
飛
雪
千
里
些
、
歸

來
歸
來
、
不
可
以
久
些
」。

㉑

『
老
子
』
第
五
十
三
章
「
朝
甚
除
、
田
甚
蕪
、
倉
甚
處
、
服
文
采
、
帶
利
劍
、
厭
飲
食
、
財

貨
有
餘
、
是
爲
盜
夸
」。

㉒

楊
愼
は
未
詳
未
見
で
あ
る
が
、
依
田
利
用
『
韓
非
子
校
注
』
に
、「
楊
愼
外
集
云
、
老
子
盜

誇
、
今
據
韓
子
改
作
竽
。
韓
子
説
旣
有
證
、
又
與
餘
字
韻
叶
。
且
韓
去
老
不
遠
、
當
得
其
眞
。

顧
炎
武
以
爲
非
」。
と
あ
る
。

㉓

『
韓
非
子
』
巻
六
、
解
老
第
二
十
「
竽
也
者
、
五
聲
之
長
者
也
。
故
竽
先
則
鍾
瑟
皆
隨
、
竽

唱
則
諸
樂
皆
和
。
今
大
姦
作
則
俗
之
民
唱
、
俗
之
民
唱
則
小
盗
必
和
。
故
曰
服
文
采
、
帶
利
劔
、

厭
飮
食
而
貨
資
有
餘
者
、
是
之
謂
盗
竽
矣
」。

㉔

『
淮
南
子
』
原
道
訓
、「
是
故
大
丈
夫
恬
然
無
思
、
澹
然
無
慮
。
以
天
爲
蓋
、
以
地
爲
輿
、

四
時
爲
馬
、
陰
陽
爲
御
、
乘
雲
陵
霄
、
與
造
化
者
倶
、
縱
志
舒
節
、
以
馳
大
區
。
可
以
步
而
步
、

可
以
驟
而
驟
」。

㉕

呉
棫
『
韻
補
』
巻
一
、
九
魚
、
騶
「
騶

牕
兪
切
。
廐
御
也
。
淮
南
子
、
四
時
爲
馬
、
陰
陽

爲
騶
、
乘
雲
陵
霄
、
與
造
化
者
倶
」。

㉖

『
史
記
』
巻
一
百
二
十
八
、
龜
策
列
傳
第
六
十
八
「
雷
電
收
之
、
風
雨
迎
之
、
流
水
行
之
、

侯
王
有
德
、
乃
得
當
之
」。

㉗

『
詩
經
』
鄘
風
、
柏
舟
「
汎
彼
柏
舟
、
在
彼
中
河
。
髧
彼
兩
髦
、
實
維
我
儀
、
之
死
矢
靡
他
」。

㉘

『
周
易
』
離
九
三
「
日
昃
之
離
、
不
鼓
缶
而
歌
、
則
大
耋
之
嗟
」。

㉙

張
衡
「
西
京
賦
」、「
徼
道
外
周
、
千
廬
内
附
、
衞
尉
八
屯
、
警
夜
巡
晝
」。
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㉚

『
詩
經
』
鄘
風
、
君
子
偕
老
「
君
子
偕
老
、
副
笄
六
珈
。
委
委
他
他
、
如
山
如
河
。
象
服
是

宜
、
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
」。

㉛

『
詩
經
』
邶
風
、
旄
丘
「
何
其
久
也
、
必
有
以
也
」、

㉜

『
詩
經
』
南
有
嘉
魚
之
什
、
六
月
「
吉
甫
燕
喜
、
旣
多
受
祉
。
來
歸
自
鎬
、
我
行
永
久
」。

㉝

左
思
「
呉
都
賦
」、「
横
塘
査
下
、
邑
屋
隆
夸
、
長
干
延
屬
、
飛
甍
舛
互
」。

㉞

『
漢
書
』
巻
一
百
下
、
敍
傳
第
七
十
下
「
舞
陽
鼓
刀
、
滕
公
廐
騶
、
潁
陰
商
販
、
曲
周
庸
夫
、

攀
龍
附
鳳
、
並
乘
天
衢
。
述
樊
酈
滕
灌
傅
靳
周
傳
第
十
一
」。

㉟

『
莊
子
』
應
帝
王
第
七
「
至
人
之
用
心
若
鏡
、
不
將
不
迎
、
應
而
不
藏
。
故
能
勝
物
而
不
傷
」。

㊱

『
莊
子
』
知
北
遊
第
二
十
二
「
顔
淵
問
乎
仲
尼
曰
、
回
嘗
聞
諸
夫
子
曰
、
无
有
所
將
、
无
有

所
迎
。
回
敢
問
其
遊
」。

㊲

以
下
は
張
之
洞
『
輶
軒
語
』
通
經
三
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

㊳

『
史
記
』
巻
一
、
五
帝
本
紀
贊
「
然
尚
書
獨
載
尭
以
來
、
而
百
家
言
黄
帝
、
其
文
不
雅
馴
、

薦
紳
先
生
難
言
之
」（
然
れ
ど
も
尚
書
獨
り
尭
以
來
を
載
す
る
の
み
、
而
し
て
百
家
の
、
黄
帝

を
言
ふ
は
、
其
の
文
雅
馴
な
ら
ず
、
薦
紳
先
生
之
を
言
ひ
難
し
）。

㊴

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
、
尚
書
「
古
文
讀
應
爾
雅
、
故
解
古
今
語
而
可
知
也
」（
古

文
、
讀
、
爾
雅
に
應
ず
る
が
故
に
、
古
今
語
を
解
し
て
知
る
可
し
）。

㊵

『
説
文
解
字
』
新
附
に
「
叵
は
不
可
な
り
。
反
可
に
从
ふ
」、『
一
切
經
音
義
』
二
十
四
に
「
叵

は
不
可
な
り
」
と
あ
る
。

㊶

『
小
爾
雅
』
廣
訓
に
「
諸
は
之
乎
な
り
」、
王
引
之
『
經
傳
釋
詞
』
九
に
「
諸
は
之
乎
な
り
。

急
い
で
之
を
言
へ
ば
諸
と
曰
ひ
、
徐
ろ
に
之
を
言
へ
ば
之
乎
と
曰
ふ
」
と
あ
る
。

㊷

『
正
字
通
』
に
「
那
は
借
り
て
問
辭
と
爲
す
。
猶
ほ
何
の
ご
と
き
な
り
。
如
何
、
奈
何
の
合

音
な
り
」、
顧
炎
武
『
日
知
録
』
三
十
二
に
「
之
を
直
言
す
れ
ば
那
と
曰
ひ
、
之
を
長
言
す
れ

ば
奈
何
と
曰
ふ
。
一
な
り
」
と
あ
る
。

㊸

僖
公
二
十
五
年
『
左
傳
』
に
「
晉
侯
問
原
守
於
寺
人
勃
鞮
」（
晉

侯
、
原
の
守
を
寺
人
勃

鞮
に
問
ふ
）
と
あ
り
、
そ
の
杜
預
注
に
「
勃
鞮
は
披
な
り
」
と
あ
る
。

㊹

「
邾
婁
」
は
周
の
国
の
名
。『
説
文
通
訓
定
聲
』
に
「
鄒
は
今
の
山
東
省
兗
州
府
鄒
縣
な
り
。

鄒
は
邾
婁
の
合
聲
。
戰
國
の
時
、
穆
公
、
號
を
改
め
、
邾
婁
を
鄒
と
爲
す
。
後
に
楚
の
滅
ぼ
す

所
と
爲
る
」
と
い
う
。

㊺

『
周
禮
』
考
工
記
・
玉
人
に
「
大
圭
長
三
尺
、
杼
上
終
葵
首
、
天
子
服
之
」（
大
圭
長
さ
三

尺
、
上
を
杼
ぐ
終
葵
の
首
あ
り
、
天
子
之
を
服
す
）
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
「
終
葵
は
椎
な
り
」

そ

か
し
ら

と
あ
り
、
賈
疏
に
「
終
葵
は
椎
な
り
と
云
ふ
は
、
齊
人
、
椎
を
謂
ひ
て
終
葵
と
爲
す
。
故
に
終

葵
は
椎
な
り
と
云
ふ
」
と
い
う
。
ま
た
『
説
文
』
六
上
に
も
「
椎
は
擊
な
り
。
齊
、
之
を
終
葵

と
謂
ふ
」
と
あ
る
。

㊻

適
当
な
例
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
宣
公
十
二
年
『
左
傳
』
に
「
叔
展
曰
、
有
麥

鞠
乎
。
曰
、
無
。
有
山
鞠
窮
乎
。
曰
、
無
」（
叔
展
曰
く
、
麥
鞠
有
る
か
。
曰
く
、
無
し
。
山

鞠
窮
有
る
か
。
曰
く
、
無
し
）
と
あ
り
、
そ
の
杜
注
に
「
麥
鞠
、
鞠
窮
は
、
濕
を
禦
ぐ
所
以
な

り
。
無
社
を
し
て
泥
水
中
に
逃
が
さ
ん
と
欲
す
。
無
社
解
さ
ず
。
故
に
無
し
と
曰
ふ
」
と
あ
る
。

『
本
草
』
に
「
芎
藭
」
が
あ
り
、『
辭
通
』
に
は
「
鞠
芎
は
雙
聲
通
叚
す
。
芎
窮
、
鞠
窮
は
實

は
一
な
り
」
と
い
う
。

㊼

『
説
文
解
字
』
三
下
に
「
聿
、
所
以
書
也
。
楚
謂
之
聿
、
呉
謂
之
不
律
、
燕
謂
之
弗
、
秦
謂

之
筆
」（
聿
は
書
く
所
以
な
り
。
楚
、
之
を
聿
と
謂
ひ
、
呉
、
之
を
不
律
と
謂
ひ
、
燕
、
之
を

弗
と
謂
ひ
、
秦
、
之
を
筆
と
謂
ふ
）
と
あ
り
、『
爾
雅
』（
釋
器
）
の
「
不
律
、
之
を
筆
と
謂
ふ
」

の
郭
注
に
「
蜀
人
は
筆
を
呼
び
て
不
律
と
爲
す
な
り
。
語
の
變
轉
な
り
」
と
い
う
。

㊽

『
爾
雅
』
釋
草
に
「
須
は
葑
蓯
な
り
」
と
あ
り
、
注
（『
齊
民
要
術
』
三
引
）
に
「
江
東
呼

び
て
蕪
菁
と
爲
す
。
或
い
は
菘
と
爲
す
。
菘
須
、
音
相
近
し
」
と
い
う
。
ま
た
『
説
文
通
訓
定

聲
』
に
「
須
は
、
即
ち
蔓
菁
な
り
。
一
に
曰
く
、
菘
な
り
。
菘
須
は
一
聲
の
轉
な
り
」
と
い
う
。

㊾

孫
炎
は
三
国
時
代
、
魏
の
樂
安
の
人
。
字
は
叔
然
。
学
を
鄭
玄
の
門
に
受
け
、
東
州
の
大
儒

と
称
さ
れ
る
。『
爾
雅
音
義
』
を
作
り
、
盛
ん
に
反
切
を
用
い
て
古
人
の
譬
況
の
説
を
変
じ
た
。

孫
炎
が
反
切
を
創
始
し
た
と
い
う
説
は
『
顔
氏
家
訓
』
音
辭
篇
、『
經
典
釋
文
』
敘
録
、『
史
記
』

正
義
、『
崇
文
總
目
』
序
な
ど
に
見
え
る
。

㊿

沈
括
『
夢
溪
筆
談
』
巻
十
五
、
芸
文
二
「
切
韻
之
學
、
本
出
于
西
域
。
漢
人
訓
字
、
止
曰
讀

如
某
字
、
未
用
反
切
。
然
古
語
已
有
二
聲
合
爲
一
字
者
。
如
不
可
爲
叵
、
何
不
爲
盍
、
如
是
爲
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爾
、
而
已
爲
耳
、
之
乎
爲
諸
之
類
、
似
西
域
二
合
之
音
、
蓋
切
字
之
原
也
」（
切
韻
の
學
は
、

本
西
域
に
出
づ
。
漢
人
字
を
訓
ず
る
に
、
止
だ
讀
む
こ
と
某
字
の
如
し
と
曰
ひ
、
未
だ
反
切
を

用
ひ
ず
。
然
れ
ど
も
古
語
に
已
に
二
聲
合
し
て
一
字
と
爲
す
者
有
り
。
如
へ
ば
不
可
を
叵
と
爲

し
、
何
不
を
盍
と
爲
し
、
如
是
を
爾
と
爲
し
、
而
已
を
耳
と
爲
し
、
之
乎
を
諸
と
爲
す
の
類
は
、

西
域
の
二
合
の
音
に
似
た
り
、
蓋
し
切
字
の
原
な
ら
ん
）。

戴
震
『
戴
東
原
集
』
巻
四
「
書
玉
篇
卷
末
聲
論
反
紐
圖
後
」「
玉
海
有
三
十
六
字
母
圖
一
卷
、

僧
守
温
撰
。
呂
介
孺
曰
、
大
唐
舍
利
創
字
母
三
十
。
後
温
首
座
、
益
以
孃
、
牀
、
幫
、
滂
、
微
、

奉
六
母
。
然
則
字
母
三
十
六
、
定
於
守
温
。
在
珙
後
者
也
。
雖
唐
之
季
已
有
是
、
而
其
學
不
著
。

故
終
唐
之
代
、
以
迄
宋
初
、
絶
不
聞
字
母
之
稱
」（『
玉
海
』
に
『
三
十
六
字
母
圖
』
一
卷
、
僧

守
温
撰
有
り
。
呂
介
孺
曰
く
、『
大
唐
舍
利
、
字
母
三
十
を
創
る
。
後
に
温
首
座
、
益
す
に
孃
、

牀
、
幫
、
滂
、
微
、
奉
の
六
母
を
以
て
す
』
と
。
然
ら
ば
則
ち
字
母
三
十
六
は
、
守
温
に
定
ま

る
。
珙
の
後
に
在
る
者
な
り
。
唐
の
季
已
に
是
れ
有
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
其
の
學
著
は
れ
ず
。

故
に
唐
の
代
を
終
へ
、
以
て
宋
初
に
迄
ぶ
ま
で
、
絶
へ
て
字
母
の
稱
を
聞
か
ず
）。

『
顔
氏
家
訓
』
音
辭
第
十
八
に
、
南
北
に
よ
っ
て
読
み
方
が
異
な
る
例
、
時
代
に
よ
っ
て
読

み
方
が
異
な
る
例
、
方
言
に
よ
っ
て
読
み
方
が
異
な
る
例
な
ど
を
挙
げ
て
、「
此
の
例
甚
だ
廣

し
。
必
ず
須
く
考
校
す
べ
し
」
と
指
摘
す
る
。

『
經
典
釋
文
』
は
漢
魏
六
朝
の
二
百
三
十
家
あ
ま
り
の
音
切
を
採
り
、
諸
儒
の
訓
詁
を
掲
載

し
、
各
本
の
異
同
を
証
し
た
も
の
で
あ
る
。『
經
典
釋
文
』
敘
録
・
條
例
に
「
余
既
に
音
を
撰

し
、
須
く
紕
謬
を
定
む
べ
し
。
若
し
兩
本
倶
に
用
ひ
、
二
理
兼
ね
通
ず
れ
ば
、
今
並
び
に
之
を

出
だ
し
て
以
て
同
異
を
明
ら
か
に
す
。
其
の
涇
渭
相
亂
れ
、
朱
紫
分
つ
可
き
も
、
亦
悉
く
之
を

書
し
、
隨
ひ
て
刊
正
を
加
ふ
。
復
た
他
經
の
別
本
有
り
て
、
詞
反
し
義
乖
り
て
又
之
を
存
す
る

者
は
、
示
し
て
異
聞
を
廣
む
る
の
み
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
音
韻
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
五

音
韻
源
流
第
二
十
九
と
参
看

し
な
さ
い
。

文
字
に
は
古
音
が
あ
り
、
古
韻
が
あ
る
。
し
か
し
今
音
と
今
韻
で
そ
れ
を
推
測
す
れ
ば
、
食
い
違

っ
て
一
致
し
な
い
。
こ
れ
は
語
に
北
方
音
が
あ
り
、
南
方
音
で
そ
れ
を
推
測
す
れ
ば
、
食
い
違
っ

て
一
致
し
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
人
々
は
南
北
の
音
が
土
地
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
知
っ
て

い
る
が
、
古
今
の
音
が
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。『
穀
梁
傳
』
に
「
呉
で
は
善

を
伊
と
い
い
、
稻
を
緩
と
い
う
」
と
い
う
が
、
今
で
は
呉
人
に
こ
の
音
は
な
い
。『
唐
韻
』
に
「
韓

が
滅
亡
す
る
と
、
そ
の
子
孫
は
江
淮
の
あ
た
り
に
散
居
し
た
。
韓
を
何
と
発
音
し
、
字
は
発
音
に

し
た
が
っ
て
変
化
し
、
結
局
何
氏
と
い
っ
た
」
と
い
う
が
、
今
で
は
江
淮
の
あ
た
り
に
こ
の
音
は

な
い
。『
呂
氏
春
秋
』
に
「
君
の
口
が
開
い
て
閉
じ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
莒
と
言
っ
て
い
る
」
と

あ
り
、
高
誘
注
に
は
「
呿
は
開
、
唫
は
閉
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
を
顔
之
推
は
「
北
方
の
人
は
、

舉
・
莒
を
矩
と
発
音
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
李
季
節
は
、『
齊
の
桓
公
が
管
仲
と
臺
上
で
莒
を

伐
つ
計
画
を
相
談
し
て
い
た
。
東
郭
牙
は
齊
の
桓
公
の
口
が
開
い
て
閉
じ
て
い
な
い
の
を
遠
く
か

ら
見
て
い
た
。
だ
か
ら
莒
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
莒
と
矩
は
か

な
ら
ず
同
呼
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
』
と
い
う
」
と
解
釈
す
る
。
な
お
か
つ
古
今
で
音
が
異
な
る

の
は
、
徐
鉉
が
い
う
よ
う
な
皀
音
香
、
乃
音
仍
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
杜
子
春
が
「
帝
読

み
て
定
と
為
し
、
漲
読
み
て
泯
と
為
し
、
挈
読
み
て
騂
と
為
し
、
鼜
読
み
て
戚
と
為
し
、

読
み

て
鏗
と
為
し
、
筰
読
み
て
唶
と
為
し
、
裓
読
み
て
陔
と
為
し
、
筍
読
み
て
選
と
為
す
」
と
い
う
類
、

鄭
司
農
が
「
釁
読
み
て
徽
と
為
し
、
瑱
読
み
て
鎭
と
為
し
、

読
み
て
衮
と
為
し
、
陂
読
み
て
罷

と
為
し
、
紛
読
み
て
粉
と
為
し
、
義
読
み
て
儀
と
為
し
、
比
読
み
て
庀
と
為
す
の
類
、
鄭
康
成
が

「
敦
読
み
て
燾
と
為
し
、
獻
読
み
て
沙
と
為
し
、
脩
読
み
て
滌
と
為
す
」
の
類
は
、
今
で
も
こ
の

よ
う
な
音
は
な
い
。

さ
ら
に
一
字
で
音
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
。「
觭
、
杜
子
春
読
み
て
奇
と
為
し
、
鄭
康
成
読
み
て

掎
と
為
し
、
燋
、
杜
読
み
て
樵
と
為
し
、
鄭
読
み
て
雀
と
為
し
、
耡
、
杜
読
み
て
助
と
為
し
、
先

鄭
読
み
て
藉
と
為
し
、
焌
、
先
鄭
読
み
て
俊
と
為
し
、
後
鄭
読
み
て
鐏
と
為
す
」
と
い
う
類
は
述

べ
つ
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
い
ず
れ
も
今
と
は
異
な
る
。
今
音
で
そ
れ
を
推
測
す
る
の
は
誤
り
で

あ
る
。
音
が
異
な
る
と
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
韻
が
異
な
る
。
顧
亭
林
は
、「
三
代
の
六
経
の
音

は
長
い
期
間
の
う
ち
に
伝
承
を
失
っ
て
い
る
。
世
の
中
に
存
在
す
る
文
字
に
は
後
人
が
通
じ
る
こ
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と
が
で
き
な
い
も
の
が
多
い
の
に
、
そ
の
通
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
ぐ
に
今
世
の
音
を

改
め
る
。
そ
こ
で
経
を
改
め
る
弊
害
が
あ
る
」
と
い
う
。
古
人
の
文
字
に
は
す
べ
て
韻
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
易
』
漸
上
九
の
「
鴻
漸
于
陸
、
其
羽
可
用
爲
儀
」
を
、
范
諤
昌
は
陸
を
改
め
て
逵

と
し
、
朱
子
は
「
韻
を
考
え
て
読
め
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
古
人
が
儀
を
俄
と
読

み
、
逵
と
韻
を
踏
ん
で
い
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
小
過
上
六
の
「
弗
遇
過
之
、
飛
鳥
離

之
」
を
、
朱
子
は
ふ
た
つ
の
説
を
並
存
し
て
、「
や
は
り
『
弗
過
遇
之
』
に
作
る
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
が
、
古
人
が
離
を
羅
と
読
み
、
過
と
韻
を
踏
ん
で
い
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
雜

卦
傳
の
「
晉
晝
也
。
明
夷
誅
也
」
を
、
孫
奕
は
誅
を
改
め
て
昧
と
す
る
が
、
古
人
が
晝
を
注
と
読

み
、
誅
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。『
楚
詞
』
天
問
の
「
簡
狄
在
臺
嚳
何
宜
、

玄
鳥
致
貽
女
何
嘉
」
を
、
後
人
は
嘉
を
改
め
て
喜
と
す
る
が
、
古
人
が
宜
を
牛
何
の
反
に
読
み
、

嘉
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
招
魂
の
「
魂
兮
歸
來
、
北
方
不
可
以
止
些
、

増
冰
峨
峨
飛
雪
千
里
些
、
歸
來
歸
來
、
不
可
以
久
些
」
を
、
五
臣
文
選
本
は
「
不
可
以
久
止
」
に

作
る
が
、
古
人
が
久
を
几
と
読
み
、
止
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。『
老
子
』

の
「
朝
甚
除
、
田
甚
蕪
、
倉
甚
處
、
服
文
采
、
帶
利
劍
、
厭
飲
食
、
財
貨
有
餘
、
是
爲
盜
夸
」
を
、

楊
愼
が
盜
竿
と
改
め
た
の
は
『
韓
非
子
』
に
も
と
づ
く
が
、
古
人
が
夸
を
刳
と
読
み
、
除
と
韻
を

踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。『
淮
南
子
』
原
道
訓
の
「
以
天
爲
蓋
、
以
地
爲
輿
、
四

時
爲
馬
、
陰
陽
爲
騶
、
乘
雲
凌
霄
、
與
造
化
者
倶
、
縱
志
舒
節
、
以
馳
大
區
」
を
、
後
人
は
騶
を

改
め
て
御
と
す
る
。
呉
才
老
の
『
韻
補
』
が
こ
れ
を
引
用
し
て
騶
に
作
る
の
を
根
拠
と
す
る
。
が
、
古
人
が
騶
を

邾
と
読
み
、
輿
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。『
史
記
』
龜
策
傳
の
「
雷
電
收

之
、
風
雨
迎
之
、
流
水
行
之
、
侯
王
有
德
、
乃
得
當
之
」
を
、
後
人
は
迎
を
改
め
て
送
と
す
る
が
、

古
人
が
迎
を
昻
と
読
み
、
收
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。

そ
う
す
る
と
ど
う
し
て
古
い
読
み
方
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
か
。『
詩
』
に
「
汎
彼
柏

舟
、
在
彼
中
河
。
髧
彼
兩
髦
、
實
維
我
儀
、
之
死
矢
靡
他
」
と
い
う
。
こ
れ
が
古
人
が
儀
を
俄
と

読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。『
易
』
離
九
三
に
「
日
昃
之
離
、
不
鼓
缶
而
歌
、
則
大
耋
之
嗟
」
と
い
う
。

こ
れ
が
古
人
が
離
を
羅
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。
張
衡
『
西
京
賦
』
に
「
徼
道
外
周
、
千
廬
内
附
、

衞
尉
八
屯
、
警
夜
巡
晝
」
と
い
う
。
こ
れ
が
古
人
が
晝
を
注
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。『
詩
』
に

「
君
子
偕
老
、
副
笄
六
珈
。
委
委
他
他
、
如
山
如
河
。
象
服
是
宜
、
子
之
不
淑
、
云
如
之
何
」
と

い
う
。
こ
れ
が
古
人
が
宜
を
牛
何
の
反
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。
さ
ら
に
（『
詩
』
に
）「
何
其
久

也
、
必
有
以
也
」
と
い
い
、「
吉
甫
燕
喜
、
旣
多
受
祉
。
來
歸
自
鎬
、
我
行
永
久
」
と
い
う
。
こ

れ
が
古
人
が
久
を
几
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。
左
思
『
呉
都
賦
』
に
「
横
塘
査
下
、
邑
屋
隆
夸
、

長
干
延
屬
、
飛
甍
舛
互
」
と
い
う
。
こ
れ
が
古
人
が
夸
を
刳
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。『
漢
書
』

敍
傳
に
「
舞
陽
鼓
刀
、
滕
公
廐
騶
、
穎
陰
商
販
、
曲
周
庸
夫
、
攀
龍
附
鳳
、
並
乘
天
衢
」
と
い
う
。

こ
れ
が
古
人
が
騶
を
邾
と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。『
莊
子
』
に
「
不
收
不
迎
、
應
而
不
藏
、
故
能

勝
物
而
不
傷
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
無
有
所
收
、
無
有
所
迎
」
と
い
う
。
こ
れ
が
古
人
が
迎
を
昻

と
読
ん
だ
証
拠
で
あ
る
。
こ
れ
が
音
韻
が
古
今
で
異
な
り
、
無
理
に
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
経
を
語
る
資
格
が
あ
ろ
う
か
。

む
か
し
、
九
州
は
州
に
よ
っ
て
こ
と
ば
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
、『
詩
』『
書
』
を
誦
読
す
る
場
合
、

正
し
い
読
み
方
で
誦
読
し
て
い
た
。
そ
こ
で
太
史
公
〔
司
馬
遷
〕
は
「
言
、
雅
馴
な
ら
ざ
れ
ば
、

薦
紳
は
言
ひ
難
し
」〔
正
し
く
熟
し
て
い
な
い
こ
と
ば
で
あ
れ
ば
、
高
貴
な
人
は
口
に
し
な
い
〕〔『
史

記
』
五
帝
本
紀
贊
〕
と
い
い
、
班
孟
堅
〔
班
固
〕
は
「
讀
、
爾
雅
に
應
ず
れ
ば
、
古
語
も
知
る
可

し
」〔
現
代
の
正
し
い
言
葉
に
の
っ
と
っ
た
読
み
方
を
す
れ
ば
、
古
い
こ
と
ば
で
も
わ
か
る
〕〔『
漢

書
』
藝
文
志
・
尚
書
〕
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
雅
」
は
正
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

近
世
に
な
る
と
、
方
言
音
に
乱
さ
れ
た
り
、
世
俗
の
教
師
に
誤
ら
れ
た
り
し
て
、
句
読
が
一
定
し

な
く
な
っ
た
が
、
文
章
の
意
味
に
か
か
わ
る
重
要
な
箇
所
は
と
り
わ
け
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

正
し
い
字
音
の
根
拠
と
な
る
も
の
に
唐
の
陸
德
明
の
『
經
典
釋
文
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
魏
晉
南
北

朝
諸
家
の
音
釈
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
る
。
音
釈
の
異
な
る
も
の
は
す
べ
て
収
録
し
、
各
テ
キ
ス

ト
で
経
文
が
異
な
る
も
の
は
掲
載
提
出
し
て
い
る
。
学
ぶ
も
の
が
家
法
と
比
較
対
照
し
、
よ
い
と

思
う
ほ
う
を
え
ら
ん
で
そ
れ
に
し
た
が
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
が
、（
選
択
の
基
準
は
）
こ

の
書
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
。
根
拠
を
有
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
経
典
釋
文
』
は
反
切
で
音
を
示
し
て
い
る
。「
反
切
」
と
は
な
に
か
。「
反
」
は
翻
と
い
う
意
味
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で
あ
り
、
翻
訳
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。「
反
切
」
の
「
反
」
は
平
声
。「
平
反
」〔
冤
罪
を
す
す
ぐ
〕
の
「
反
」

の
よ
う
に
読
む
。「
翻
」
と
同
字
で
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
が
音
を
注
す
る
場
合
は
「
翻
」
と
書
い
て
い
る
。
宋
人
に
『
翻
譯

名
義
集
』
と
い
う
著
書
が
あ
る
。「
切
」
は
急
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
唐
の
人
が
「
反
」
字
を
忌
ん
で
「
切
」
に
改

め
た
。「
反
」
は
一
字
を
ふ
た
つ
の
声
に
引
き
延
ば
し
て
読
む
こ
と
で
あ
り
、「
切
」
は
二
字
を
ひ
と

つ
の
声
に
短
縮
し
て
読
む
こ
と
で
あ
り
、
実
は
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
ゆ
っ
く
り
読
め
ば
反

切
の
両
字
と
な
り
、
は
や
く
読
め
ば
求
め
よ
う
と
す
る
一
音
と
な
る
の
で
あ
る
。
経
伝
に
見
え
る

も
の
に
は
、「
不
可
」
を
「
叵
」、「
之
乎
」
を
「
諸
」、「
奈
何
」
を
「
那
」、「
勃
鞮
」
を
「
披
」、「
邾

婁
」
を
「
鄒
」、「
終
葵
」
を
「
椎
」、「
鞠
窮
」
を
「
芎
」、「
不
律
」
を
「
筆
」、「
須
葑
」
を
「
菘
」

と
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
三
代
の
こ
と
ば
で
こ
の
よ
う
な
も
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

魏
の
孫
炎
が
反
語
の
法
を
創
作
し
、
二
字
で
一
音
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
の
は
、
直
音
の
よ
う
に

一
字
で
音
を
あ
ら
わ
せ
ば
ま
ち
が
え
や
す
く
、
字
の
下
に
「
音
某
」
と
注
す
る
の
を
直
音
と
い
う
。
も
し
文
字

を
写
し
誤
る
と
声
も
か
わ
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
反
切
の
よ
う
に
ふ
た
つ
の
音
で
あ
ら
わ
し
て
お
け
ば

混
淆
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
二
字
を
比
較
検
証
す
れ
ば
二
字
の
形
・
声
が
同
時
に
誤
る
こ
と
は

な
い
。

反
切
の
内
容
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
方
法
は
簡
単
、
原
理
は
卑
浅
、
婦
人
や
子
供
で

も
理
解
で
き
る
。
は
じ
め
て
反
切
が
作
ら
れ
た
時
は
二
字
の
合
声
を
と
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
字
か
ら
推
測
す
れ

ば
、
上
の
一
字
は
か
な
ら
ず
〔
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
字
と
〕
同
じ
声
母
で
、
下
の
一
字
は
か
な
ら
ず
同
じ
韻
母
の
は
ず
で
あ

る
。
こ
れ
は
自
然
の
摂
理
で
あ
り
、
無
理
に
求
め
よ
う
と
し
な
く
て
も
お
の
づ
と
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
宋
以
後
の
人

は
経
書
を
信
じ
ず
、
仏
教
書
を
愛
読
し
た
。
そ
こ
で
反
切
の
字
紐
は
西
域
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
だ
と
し
て
、
華
厳
の
字
母
と
無
理
や
り
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
等
韻
や
摂
音
が
繁
雑
と
な

り
、
世
間
の
人
を
惑
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
実
際
に
は
〔
華
厳
の
字
母
は
〕
三
代
秦
漢
六
朝
以
来
の

声
韻
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。

そ
も
そ
も
経
の
文
字
に
反
切
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
文
字
を
知
ら
な
い
子
供
に
読

み
方
を
教
え
る
た
め
で
あ
る
。
後
世
の
紐
弄
等
韻
の
説
に
は
、
文
士
や
老
儒
で
も
惑
わ
さ
れ
る
も

の
が
多
い
。
古
人
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
む
ず
か
し
い
こ
と
を
行
っ
て
童
蒙
を
苦
し
め
る
は
ず
が
な

い
で
は
な
い
か
。
字
母
が
古
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
戴
震
の
『
東
原
集
』
に
く
わ
し
い
。
近
世
の
学
者
は
つ
ね
づ

ね
反
切
は
微
妙
で
窮
め
に
く
い
こ
と
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
で
簡
単
に
説
明
し
た
。

反
切
の
ふ
た
つ
の
音
を
合
わ
せ
て
読
ん
で
も
求
め
よ
う
と
す
る
声
と
な
ら
な
い
の
は
、
古
音
を
理

解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
亨
」
は
許
庚
の
反
で
あ
る
が
、
ふ
る
く
は
許
を
滸
の

よ
う
に
読
ん
で
い
た
。「
長
幼
」
の
「
長
」
は
丁
丈
の
反
、「
射
中
」
の
「
中
」
は
丁
仲
の
反
で
あ

る
が
、
ふ
る
く
は
丁
を
爭
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。「
德
行
」
の
「
行
」
は
下
孟
の
反
で
あ
る
が
、

ふ
る
く
は
下
を
滸
の
よ
う
に
読
み
、
孟
を
芒
去
声
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
の
で
、「
行
」
は
杭
（
去

声
）
と
読
ん
で
い
た
。「
霸
王
」
の
「
王
」
は
于
況
の
反
で
あ
る
が
、
ふ
る
く
は
于
を
汚
の
よ
う

に
読
ん
で
い
た
。「
褻
」
は
私
列
の
反
で
あ
る
が
、
ふ
る
く
は
私
を
犀
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。

古
音
が
わ
か
れ
ば
反
切
に
は
ま
っ
た
く
誤
り
は
な
い
。

経
伝
の
中
に
は
、
同
じ
文
字
な
の
に
平
仄
を
区
別
し
、
異
な
っ
た
読
み
方
を
し
、
韻
書
の
中
の
複

数
の
部
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
が
あ
る
。
し
か
し
異
同
の
説
明
に
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な

い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
原
を
理
解
せ
ず
、
通
変
に
く
わ
し
く
な
い
六
朝
の
時
の
学
者
が
し
た

こ
と
で
あ
り
、「
本
原
」
と
は
形
声
の
こ
と
、「
通
変
」
と
は
転
注
や
仮
借
の
こ
と
。
こ
れ
を
六
書
の
意
味
に
照
ら

し
合
わ
せ
る
と
実
際
に
は
通
じ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
『
顔
氏
家
訓
』
が
す
で
に
そ
の
端
緒

を
開
き
、『
経
典
釋
文
』
叙
録
は
そ
の
欠
点
を
か
な
り
踏
襲
し
て
い
る
。
近
代
の
通
儒
は
あ
ま
す

こ
と
な
く
糾
弾
し
て
い
る
。
た
だ
初
学
者
が
諷
誦
す
る
場
合
、
読
み
方
の
違
い
を
示
さ
な
け
れ
ば

そ
れ
ぞ
れ
の
方
言
音
で
読
ん
で
し
ま
い
、
統
一
す
る
手
だ
て
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
音
に
よ

っ
て
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
と
理
解
や
記
憶
が
し
や
す
い
。
律
体
の
詩
賦
が
ひ
と
た
び
あ
ら
わ
れ

る
と
、
さ
ら
に
融
通
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
こ
れ
は
時
代
に
あ
っ
た
適
切
な
方
法
を
行
う
と
い

う
や
り
方
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
文
字
な
の
に
字
形
が
わ
ず
か
に
異
な
る
だ
け
で
解
詁
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
り
、
点
画

が
同
じ
な
の
に
訓
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
訓
は
師
に
よ
っ
て
異
な
り
、
事
は

訓
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
、〔
学
ぶ
も
の
は
〕
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
学
ん
だ
こ
と
を
尊
ん
だ
こ
と
か

ら
、
異
説
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
経
書
の
テ
キ
ス
ト
に
こ
の
よ
う
な
異
文

・
異
読
・
異
義
・
参
差
・
抵
牾
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
義
を
探
索
考
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
学
ぶ
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
ひ
ろ
く
通
じ
て
か
ら
、
音
と
義
の
ふ
た
つ
に
対
し
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て
本
原
を
う
か
が
い
、
み
ず
か
ら
通
借
を
理
解
し
、
ま
ず
そ
の
相
違
す
る
点
を
知
っ
て
か
ら
、
一

致
す
る
点
を
知
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
順
序
を
と
び
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
二
条
は
お
お
ま
か

に
説
明
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
小
学
家
の
字
書
や
韻
書
に
つ
い
て
の
要
旨
は
ほ
ぼ
そ
な
わ
っ

て
い
る
。
通
才
だ
け
が
こ
の
こ
と
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
。

説
經
必
先
審
句
讀
第
二
十
六

羣
經
句
讀
、
古
今
各
有
不
同
、
説
經
者
不
可
不
審
。

易
乾
九
三
、
終
日
乾
乾
夕
惕
若
厲
无
咎
、
有
讀
夕
惕
若
句
、
厲
句
、
無
咎
句
、
有
讀
夕
惕
若
厲
句
、

無
咎
句
、
有
讀
終
日
乾
乾
夕
惕
句
、
若
厲
无
咎
句
。

象
曰
、
天
行
健
君
子
以
自
强
不
息
、
有
以
天
行
爲
一
讀
、
有
讀
天
行
健
句
。

坤
、
元
亨
利
牝
馬
之
貞
、
有
以
利
爲
一
讀
、
牝
馬
之
貞
另
爲
句
。〔
有
利
字
連
下
爲
義
。〕
①

先
迷
後
得
主
利
西
南
得
朋
東
北
喪
朋
、
有
以
利
字
屬
上
、
主
字
爲
句
、
有
以
後
得
主
爲
句
、
利
屬

下
西
南
讀
。

屯
初
九
、
盤
桓
利
居
貞
、
有
以
利
居
貞
爲
句
、
有
以
居
字
爲
讀
、
貞
字
別
爲
義
、
不
與
居
連
文
。

六
三
、
君
子
幾
不
如
舍
往
吝
、
有
以
幾
字
爲
句
、
有
幾
不
如
舍
連
讀
爲
句
。

需
九
二
象
詞
、
需
于
沙
衍
在
中
也
、
有
以
沙
字
絶
句
、
有
以
衍
字
絶
句
。

訟
有
孚
窒
惕
中
吉
、
有
讀
有
孚
窒
句
、
惕
中
吉
句
、
有
讀
訟
有
孚
、〔
以
孚
字
爲
〕
②
句
、
窒
一

字
句
、
惕
一
字
句
。

九
二
、
不
克
訟
歸
而
逋
其
邑
人
三
百
戸
無

、
有
（
以
孚
字
句
）〔
以
逋
字
絶
句
〕
③
、
其
邑
〔
人
〕

④
三
百
句
、
有
讀
逋
其
邑
句
、〔
人
〕
④
三
百
戸
無

句
。

六
三
、
食
舊
德
貞
厲
終
吉
、
有
以
貞
字
絶
句
、
厲
下
屬
終
吉
爲
句
、
有
以
食
舊
德
爲
句
、
貞
厲
爲

句
。

師
貞
丈
人
吉
、
有
以
貞
字
絶
句
、
有
以
師
爲
讀
、
貞
字
連
下
丈
人
爲
句
。

九
二
、
在
師
中
吉
无
咎
、
有
以
在
師
中
爲
句
、
吉
字
屬
下
讀
、
有
以
吉
字
屬
上
讀
。

小
畜
六
四
、
有
孚
血
去
惕
出
无
咎
、
有
以
血
去
〔
惕
出
〕
⑤
連
文
讀
、
有
以
有
孚
血
去
句
。

上
九
、
尚
德
載
婦
貞
厲
、
有
以
載
字
絶
句
、
有
以
尚
德
載
婦
屬
讀
。

謙
九
三
、
勞
謙
君
子
有
終
吉
、
有
讀
君
子
有
終
句
、
有
讀
勞
謙
君
子
句
。

六
四
、
無
不
利
撝
謙
、
有
以
無
不
利
撝
謙
分
屬
二
句
、
有
以
無
不
利
撝
謙
爲
一
句
。

蠱
初
六
、
有
子
考
无
咎
、
有
以
考
字
絶
句
、
有
以
〔
有
〕
⑥
子
爲
句
、
考
字
屬
下
讀
。

觀
六
三
、
觀
我
生
進
退
、
有
以
五
字
爲
一
句
、
有
以
進
退
另
爲
一
句
。

剝
初
六
、
剝
床
以
足
滅
⑦
貞
凶
、
有
以
蔑
貞
爲
讀
、
有
以
剝
床
以
足
爲
句
、
蔑
滅
也
、
另
爲
句
、

貞
凶
亦
另
爲
句
。

六
三
、
剝
之
无
咎
、
有
以
剝
之
爲
句
、
无
咎
爲
句
、
有
以
剝
之
无
咎
連
爲
一
句
。

无
妄
、
象
曰
天
下
雷
行
物
與
无
妄
、
有
以
物
與
絶
句
、
有
以
物
與
无
妄
連
讀
。

大
畜
、
剛
健
篤
實
輝
光
日
新
其
德
剛
上
而
尚
賢
、
有
以
剛
健
篤
實
輝
光
爲
句
、
日
新
其
德
爲
句
、

有
以
（
光
輝
）〔
輝
光
〕
⑧
日
新
爲
句
。

頤
六
二
、
顚
頤
拂
經
于
邱
頤
征
凶
、
有
以
顚
頤
爲
句
、
拂
經
于
邱
（
頤
）
⑨
〔
爲
〕
⑩
句
、
有
以

拂
經
〔
爲
〕
⑩
句
、
于
邱
頤
爲
句
。

坎
六
四
、
樽
酒
簋
貳
用
缶
、
有
以
樽
酒
絶
句
、
簋
貳
絶
句
、
有
以
樽
酒
簋
〔
絶
句
〕
⑪
、
貳
用
缶

絶
句
。

納
約
自
牖
終
無
咎
、
有
以
納
約
自
牖
爲
句
、
有
以
納
約
絶
句
、
自
牖
屬
下
讀
。

離
、
象
曰
明
兩
作
離
、
有
以
明
兩
作
絶
句
、
有
以
四
字
爲
一
句
。

初
九
、
履
錯
然
敬
之
无
咎
、
有
以
然
字
絶
句
、
有
以
履
錯
然
〔
敬
之
〕
⑫
五
字
連
讀
。

上
九
、
王
用
出
征
有
嘉
折
首
獲
匪
其
醜
、
有
讀
有
嘉
爲
句
、
有
讀
有
嘉
折
首
爲
句
。

恆
六
五
、
恆
其
德
貞
婦
人
吉
夫
子
凶
、
有
以
恆
其
德
貞
爲
句
、
有
以
德
字
絶
句
、
貞
字
屬
下
讀
。

遯
初
六
、
遯
尾
厲
、
有
以
遯
尾
厲
三
字
連
文
爲
句
、
有
以
遯
尾
一
讀
、
厲
字
一
讀
。

晉
初
六
、
罔
孚
裕
无
咎
、
有
以
罔
字
爲
句
、
裕
字
屬
下
、
有
以
罔
孚
裕
連
文
爲
句
。

明
夷
九
三
、
得
其
大
首
不
可
疾
貞
、
有
以
不
可
疾
貞
爲
句
、
有
以
不
可
疾
爲
句
。

解
上
六
、
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
獲
之
無
不
利
、
有
以
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
九
字
爲
句
、
獲
之

爲
句
、
有
以
公
用
射
隼
爲
句
、
于
高
墉
之
上
獲
之
爲
句
。

損
上
九
、
弗
損
益
之
、
有
以
四
字
連
讀
、
有
以
弗
損
絶
句
。
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夬
九
二
、
惕
號
莫
夜
有
戎
勿
恤
、
有
以
惕
號
莫
夜
有
戎
爲
句
、
有
以
惕
號
爲
句
、（
有
戎
莫
夜
）〔
莫

夜
有
戎
〕
⑬
爲
句
。

萃
初
六
、
若
號
一
握
爲
笑
、
有
以
六
字
爲
句
、
有
以
若
號
爲
句
、
一
握
爲
笑
另
爲
一
句
。

困
、
亨
貞
大
人
吉
、
有
以
貞
另
讀
、
有
以
貞
大
人
吉
連
讀
。

井
上
六
、
井
收
勿
幕
有
孚
、
有
以
井
收
勿
幕
連
讀
、
有
以
勿
幕
有
孚
爲
句
。

漸
初
六
、
小
子
厲
有
言
、
有
以
小
子
厲
斷
句
、
有
以
厲
屬
下
讀
。

巽
九
二
、
巽
用
史
巫
紛
若
吉
、
有
以
紛
若
屬
上
讀
、
有
以
紛
若
屬
下
讀
。

繋
詞
、
君
子
居
其
室
出
其
言
善
則
千
里
之
外
應
之
、
有
以
出
其
言
善
（
絶
）〔
爲
〕
⑭
句
、
有
以

善
字
連
下
讀
。

雜
卦
、
親
寡
旅
也
、
有
以
親
寡
爲
句
、
有
以
親
字
絶
句
、
寡
旅
也
別
爲
句
。

書
堯
典
、
曰
若
稽
古
帝
堯
曰
放
勲
、
有
讀
曰
若
稽
古
句
、
有
讀
曰
若
稽
古
帝
堯
句
。

明
明
揚
側
陋
、
有
以
明
明
斷
句
、
揚
側
陋
又
一
讀
、
有
以
明
明
揚
側
陋
爲
句
。

克
諧
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
、
有
讀
克
諧
句
、
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
句
、
有
讀
克
諧
句
、
以
孝
烝
烝

句
、
乂
不
格
姦
句
、
讀
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
句
、
不
格
姦
句
。

正
日
同
律
度
量
衡
、
有
以
同
字
屬
律
度
量
衡
爲
句
、
有
以
正
日
連
下
同
律
度
量
衡
爲
一
句
。

讓
于
殳
斨
曁
伯
與
、
有
以
殳
爲
一
讀
、
斨
爲
一
讀
、
有
以
殳
斨
連
文
爲
讀
。

舜
生
三
十
徴
庸
三
十
在
位
五
十
載
陟
方
乃
死
、
有
以
庸
字
、
位
字
、
死
字
絶
句
、
有
以
舜
生
三
十

爲
句
、
徴
庸
三
十
爲
句
、
在
〔
位
〕
⑮
五
十
載
爲
句
。

曰
若
稽
古
皋
陶
、
有
讀
從
一
句
、
有
以
古
字
絶
句
。

予
未
有
知
思
日
贊
贊
襄
哉
、
有
以
思
字
屬
上
讀
、
有
以
思
字
屬
下
讀
。

禹
貢
、
冀
州
旣
載
壺
口
、
有
讀
冀
州
旣
載
句
、
有
讀
旣
載
壺
口
句
。

厥
賦
貞
作
十
有
三
載
乃
同
、
有
讀
貞
字
斷
句
、
有
讀
厥
賦
爲
句
。

雲
土
夢
作
乂
、
有
讀
雲
土
夢
爲
句
、
作
乂
爲
句
、
有
讀
雲
土
爲
句
、
夢
作
乂
爲
句
。

包
匭
菁
茅
、
有
以
包
一
讀
、
匭
菁
茅
一
讀
、
有
以
包
匭
菁
茅
連
讀
。

西
傾
因
桓
是
來
浮
于
潛
、
有
以
因
桓
是
來
屬
下
文
爲
句
、
有
以
是
來
斷
句
。

朔
南
曁
聲
教
訖
于
四
海
、
有
以
朔
南
曁
絶
句
、
有
以
朔
南
曁
聲
教
爲
句
。

盤
庚
、
今
予
命
汝
一
、
有
從
一
字
爲
句
、
有
從
今
予
命
汝
爲
句
。

金
縢
、
史
乃
策
祝
曰
惟
爾
元
孫
某
遘
厲
虐
疾
、
有
以
策
祝
連
讀
、
有
讀
史
乃
策
句
、
祝
屬
下
曰
字

讀
。

康
誥
、
我
西
土
惟
時
怙
冒
聞
于
上
帝
、
有
以
怙
冒
爲
句
、
聞
于
上
帝
爲
句
、
有
以
怙
字
屬
（
下
）

〔
上
〕
⑯
爲
句
。

酒
誥
、
不
克
畏
死
辜
在
商
邑
越
殷
國
滅
無
罹
、
有
以
死
字
絶
句
、
有
以
死
辜
連
文
爲
句
。

梓
材
、
皇
天
旣
付
中
國
民
越
厥
疆
土
于
先
王
肆
王
惟
德
用
、
有
以
肆
字
屬
上
爲
句
、
有
以
肆
字
屬

下
爲
句
。

洛
誥
、
厥
攸
灼
敍
弗
其
絶
、
有
以
敍
字
絶
句
、
有
以
敍
字
屬
下
爲
句
。

立
政
、
三
亳
阪
尹
、
有
以
三
亳
爲
一
讀
、
阪
尹
爲
一
讀
、
有
以
三
亳
阪
尹
合
爲
一
句
。

顧
命
、
今
天
降
疾
殆
弗
興
〔
弗
〕
⑰
悟
、
有
以
殆
字
上
屬
爲
句
、
有
以
殆
字
下
屬
爲
句
。

呂
刑
、
王
享
國
百
年
耄
荒
度
作
刑
、
有
以
耄
荒
爲
句
、
有
以
荒
字
屬
下
爲
句
。

此
易
與
尚
書
各
家
之
異
讀
也
。
詩
禮
春
秋
傳
孝
經
論
語
孟
子
、
各
有
異
讀
、
繁
不
勝
舉
。
故
特
舉

二
經
以
見
例
。
學
者
不
可
不
審
。
又
有
注
中
句
讀
、
與
疏
家
異
讀
。
惟
在
讀
時
、
字
字
留
意
、
斯
能
有
得
。

【
校
記
】

①

『
經
讀
考
異
』
を
参
考
と
し
て
「
有
以
利
字
連
下
爲
義
」
の
八
字
を
補
う
（
註
②
参
照
）。

②

『
經
讀
考
異
』
を
参
考
と
し
て
「
以
孚
字
爲
」
の
四
字
を
補
う
（
註
③
参
照
）。

③

「
以
孚
字
句
」

『
經
讀
考
異
』
を
参
考
と
し
て
「
以
逋
字
絶
句
」
に
改
め
る
（
註
④
参
照
）。

お
そ
ら
く
前
項
の
錯
簡
で
あ
ろ
う
。

④

『
周
易
』
訟
九
二
、『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
人
」
字
を
補
う
。

⑤

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
惕
出
」
の
二
字
を
補
う
。

⑥

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
有
」
字
を
補
う
。

⑦

原
文
、『
經
讀
考
異
』
は
「
滅
」、『
周
易
』
剝
初
六
は
「
蔑
」
に
作
る
。

⑧

「
光
輝
」

『
周
易
』
大
畜
、『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
輝
光
」
に
改
め
る
。

⑨

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
頤
」
字
を
削
除
す
る
。
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⑩

上
下
の
構
文
に
従
い
、「
爲
」
字
を
補
う
。

⑪

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
絶
句
」
の
二
字
を
補
う
。

⑫

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
敬
之
」
の
二
字
を
補
う
。

⑬

「
有
戎
莫
夜
」

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
莫
夜
有
戎
」
に
改
め
る
。

⑭

「
絶
」

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
爲
」
に
改
め
る
。

⑮

『
尚
書
』
舜
典
、『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
位
」
字
を
補
う
。

⑯

「
下
」

『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
上
」
に
改
め
る
。

⑰

『
尚
書
』
顧
命
、『
經
讀
考
異
』
に
従
い
、「
弗
」
字
を
補
う
。

【
書
き
下
し
】

經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
句
讀
を
審
ら
か
に
す
第
二
十
六
①

羣
經
の
句
讀
は
、
古
今
各
お
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
、
經
を
説
く
者
審
ら
か
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

易
乾
九
三
の
「
終
日
乾
乾
夕
惕
若
厲
无
咎
」、「
夕
惕
若
」
を
句
、「
厲
」
を
句
、「
无
咎
」
を
句
に

讀
む
有
り
、「
夕
惕
若
厲
」
を
句
、「
无
咎
」
を
句
に
讀
む
有
り
、「
終
日
乾
乾
夕
惕
」
を
句
、「
若

厲
无
咎
」
を
句
に
讀
む
有
り
。

「
象
曰
天
行
健
君
子
以
自
强
不
息
」、「
天
行
」
を
以
て
一
讀
と
爲
す
有
り
、「
天
行
健
」
を
句
に
讀

む
有
り
。

坤
の
「
元
亨
利
牝
馬
之
貞
」、「
利
」
を
以
て
一
讀
と
爲
し
、「
牝
馬
之
貞
」
を
另
に
句
と
爲
す
有
り
、

「
利
」
字
を
以
て
下
に
連
ね
て
義
と
爲
す
有
り
。
②

「
先
迷
後
得
主
利
西
南
得
朋
東
北
喪
朋
」、「
利
」
字
を
以
て
上
に
屬
し
、「
主
」
字
を
句
と
爲
す
有

り
、「
後
得
主
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
利
」
を
下
の
「
西
南
」
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

屯
初
九
の
「
盤
桓
利
居
貞
」、「
利
居
貞
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
居
」
字
を
以
て
讀
と
爲
し
、

「
貞
」
字
は
別
に
義
と
爲
し
、「
居
」
と
連
文
せ
ざ
る
有
り
。

六
三
の
「
君
子
幾
不
如
舍
往
吝
」、「
幾
」
字
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
幾
不
如
舍
」
を
連
讀
し
て

句
と
爲
す
有
り
。

需
九
二
象
詞
の
「
需
于
沙
衍
在
中
也
」、「
沙
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
衍
」
字
を
以
て
句

を
絶
す
る
有
り
。

「
訟
有
孚
窒
惕
中
吉
」、「
有
孚
窒
」
を
句
、「
惕
中
吉
」
を
句
に
讀
む
有
り
、「
訟
有
孚
」
と
讀
み
、

「
孚
」
字
を
以
て
句
と
爲
し
、、「
窒
」
一
字
を
句
、「
惕
」
一
字
を
句
と
す
る
有
り
。
③

九
二
の
「
不
克
訟
歸
而
逋
其
邑
人
三
百
戸
無

」、「
逋
」
字
を
以
て
句
を
絶
ち
、「
其
邑
人
三
百
」

を
句
と
す
る
有
り
、「
逋
其
邑
」
を
句
、「
人
三
百
戸
無

」
を
句
に
讀
む
有
り
。
④

六
三
の
「
食
舊
德
貞
厲
終
吉
」、「
貞
」
字
を
以
て
句
を
絶
し
、「
厲
」
は
「
終
吉
」
に
下
屬
し
て
句

と
爲
す
有
り
、「
食
舊
德
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
貞
厲
」
を
句
と
爲
す
有
り
。

「
師
貞
丈
人
吉
」、「
貞
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
師
」
を
以
て
讀
と
爲
し
、「
貞
」
字
を

下
の
「
丈
人
」
に
連
ね
て
句
と
爲
す
有
り
。

九
二
の
「
在
師
中
吉
无
咎
」、「
在
師
中
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
吉
」
字
は
下
に
屬
し
て
讀
む
有
り
、

「
吉
」
字
を
以
て
上
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

小
畜
六
四
の
「
有
孚
血
去
惕
出
无
咎
」、「
血
去
惕
出
」
を
以
て
文
を
連
ね
て
讀
む
有
り
、「
有
孚
血

去
」
を
以
て
句
と
す
る
有
り
。

上
九
の
「
尚
德
載
婦
貞
厲
」、「
載
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
尚
德
載
婦
」
を
以
て
屬
讀
す

る
有
り
。

謙
九
三
の
「
勞
謙
君
子
有
終
吉
」、「
君
子
有
終
」
を
句
に
讀
む
有
り
、「
勞
謙
君
子
」
を
句
に
讀
む

有
り
。

六
四
の
「
無
不
利
撝
謙
」、「
無
不
利
撝
謙
」
を
以
て
二
句
に
分
屬
す
る
有
り
、「
無
不
利
撝
謙
」
を

以
て
一
句
と
爲
す
有
り
。

蠱
初
六
の
「
有
子
考
无
咎
」、「
考
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
有
子
」
を
以
て
句
と
爲
し
、

「
考
」
字
を
下
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

觀
六
三
の
「
觀
我
生
進
退
」、
五
字
を
以
て
一
句
と
爲
す
有
り
、「
進
退
」
を
以
て
另
に
一
句
と
爲

す
有
り
。

剝
初
六
の
「
剝
床
以
足
滅
貞
凶
」、「
蔑
貞
」
を
以
て
讀
と
爲
す
有
り
、「
剝
床
以
足
」
を
以
て
句
と

爲
し
、
蔑
は
滅
な
り
、
另
に
句
と
爲
し
、「
貞
凶
」
も
亦
另
に
句
と
爲
す
有
り
。

六
三
の
「
剝
之
无
咎
」、「
剝
之
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
无
咎
」
を
句
と
爲
す
有
り
、「
剝
之
无
咎
」
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を
以
て
連
ね
て
一
句
と
爲
す
有
り
。

无
妄
の
「
象
曰
天
下
雷
行
物
與
无
妄
」、「
物
與
」
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
物
與
无
妄
」
を
以

て
連
讀
す
る
有
り
。

大
畜
の
「
剛
健
篤
實
輝
光
日
新
其
德
剛
上
而
尚
賢
」、「
剛
健
篤
實
輝
光
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
日

新
其
德
」
を
句
と
爲
す
有
り
、「
輝
光
日
新
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
。

頤
六
二
の
「
顚
頤
拂
經
于
邱
頤
征
凶
」、「
顚
頤
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
拂
經
于
邱
」
を
句
と
爲
す

有
り
、「
拂
經
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
于
邱
頤
」
を
句
と
爲
す
有
り
。

坎
六
四
の
「
樽
酒
簋
貳
用
缶
」、「
樽
酒
」
を
以
て
句
を
絶
し
、「
簋
貳
」
も
て
句
を
絶
す
る
有
り
、

「
樽
酒
簋
」
を
以
て
句
を
絶
し
、「
貳
用
缶
」
も
て
句
を
絶
す
る
有
り
。

「
納
約
自
牖
終
無
咎
」、「
納
約
自
牖
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
納
約
」
を
以
て
句
を
絶
し
、「
自

牖
」
を
下
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

離
の
「
象
曰
明
兩
作
離
」、「
明
兩
作
」
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、
四
字
を
以
て
一
句
と
爲
す
有

り
。

初
九
の
「
履
錯
然
敬
之
無
咎
」、「
然
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
履
錯
然
敬
之
」
の
五
字
を

以
て
連
讀
す
る
有
り
。

上
九
の
「
王
用
出
征
有
嘉
折
首
獲
匪
其
醜
」、「
有
嘉
」
を
讀
み
て
句
と
爲
す
有
り
、「
有
嘉
折
首
」

を
讀
み
て
句
と
爲
す
有
り
。

恆
六
五
の
「
恆
其
德
貞
婦
人
吉
夫
子
凶
」、「
恆
其
德
貞
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
德
」
字
を
以

て
句
を
絶
し
、「
貞
」
字
を
下
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

遯
初
六
の
「
遯
尾
厲
」、「
遯
尾
厲
」
の
三
字
を
以
て
連
文
し
て
句
と
爲
す
有
り
、「
遯
尾
」
を
以
て

一
讀
し
、「
厲
」
字
一
讀
す
る
有
り
。

晉
初
六
の
「
罔
孚
裕
无
咎
」、「
罔
孚
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
裕
」
字
を
下
に
屬
す
る
有
り
、「
罔

孚
裕
」
を
以
て
連
文
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

明
夷
九
三
の
「
得
其
大
首
不
可
疾
貞
」、「
不
可
疾
貞
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
不
可
疾
」
を
以

て
句
と
爲
す
有
り
。

解
上
六
の
「
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
獲
之
無
不
利
」、「
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
」
の
九
字
を
以
て

句
と
爲
し
、「
獲
之
」
を
句
と
爲
す
有
り
、「
公
用
射
隼
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
于
高
墉
之
上
獲
之
」

を
句
と
爲
す
有
り
。

損
上
九
の
「
弗
損
益
之
」、
四
字
を
以
て
連
讀
す
る
有
り
、「
弗
損
」
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
。

夬
九
二
の
「
惕
號
莫
夜
有
戎
勿
恤
」、「
惕
號
莫
夜
有
戎
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
惕
號
」
を
以

て
句
と
爲
し
、「
莫
夜
有
戎
」
を
句
と
爲
す
有
り
。

萃
初
六
の
「
若
號
一
握
爲
笑
」、
六
字
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
若
號
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
一

握
爲
笑
」
を
另
に
一
句
と
爲
す
有
り
。

困
の
「
亨
貞
大
人
吉
」、「
貞
」
を
以
て
另
に
讀
む
有
り
、「
貞
大
人
吉
」
を
以
て
連
讀
す
る
有
り
。

井
上
六
の
「
井
收
勿
幕
有
孚
」、「
井
收
勿
幕
」
を
以
て
連
讀
す
る
有
り
、「
勿
幕
有
孚
」
を
以
て
句

と
爲
す
有
り
。

漸
初
六
の
「
小
子
厲
有
言
」、「
小
子
厲
」
を
以
て
句
を
斷
ず
る
有
り
、「
厲
」
を
以
て
下
に
屬
し
て

讀
む
有
り
。

巽
九
二
の
「
巽
用
史
巫
紛
若
吉
」、「
紛
若
」
を
以
て
上
に
屬
し
て
讀
む
有
り
、「
紛
若
」
を
以
て
下

に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

繋
詞
の
「
君
子
居
其
室
出
其
言
善
則
千
里
之
外
應
之
」、「
出
其
言
善
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
善
」

字
を
以
て
下
に
連
ね
て
讀
む
有
り
。

雜
卦
の
「
親
寡
旅
也
」、「
親
寡
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
親
」
字
を
以
て
句
を
絶
し
、「
寡
旅

也
」
を
別
に
句
と
爲
す
有
り
。

書
堯
典
の
「
曰
若
稽
古
帝
堯
曰
放
勲
」、「
曰
若
稽
古
」
句
に
讀
む
有
り
、「
曰
若
稽
古
帝
堯
」
句
に

讀
む
有
り
。

「
明
明
揚
側
陋
」、「
明
明
」
を
以
て
句
を
斷
じ
、「
揚
側
陋
」
を
又
一
讀
す
る
有
り
、「
明
明
揚
側

陋
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
。

「
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
」、「
克
諧
」
句
、「
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
」
句
に
讀
む
有
り
、「
克
諧
」

句
、「
以
孝
烝
烝
」
句
、「
乂
不
格
姦
」
句
に
讀
む
有
り
。「
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
」
句
、「
不
格
姦
」

句
に
讀
む
有
り
。

「
正
日
同
律
度
量
衡
」、「
同
」
字
を
以
て
「
律
度
量
衡
」
に
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
、「
正
日
」
を
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以
て
下
の
「
同
律
度
量
衡
」
に
連
ね
て
一
句
と
爲
す
有
り
。

「
讓
于
殳
斨
曁
伯
與
」、「
殳
」
を
以
て
一
讀
と
爲
し
、「
斨
」
を
一
讀
と
爲
す
有
り
、「
殳
斨
」
を

以
て
連
文
し
て
讀
を
爲
す
有
り
。

「
舜
生
三
十
徴
庸
三
十
在
位
五
十
載
陟
方
乃
死
」、「
庸
」
字
、「
位
」
字
、「
死
」
字
を
以
て
句
を

絶
す
る
有
り
、「
舜
生
三
十
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
徴
庸
三
十
」
を
句
と
爲
し
、「
在
位
五
十
載
」

を
句
と
爲
す
有
り
。

「
曰
若
稽
古
皋
陶
」、
一
句
に
從
ひ
て
讀
む
有
り
、「
古
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
。

「
予
未
有
知
思
日
贊
贊
襄
哉
」、「
思
」
字
を
以
て
上
に
屬
し
て
讀
む
有
り
、「
思
」
字
を
以
て
下
に

屬
し
て
讀
む
有
り
。

禹
貢
の
「
冀
州
旣
載
壺
口
」、「
冀
州
旣
載
」
を
句
に
讀
む
有
り
、「
旣
載
壺
口
」
を
句
に
讀
む
有
り
。

「
厥
賦
貞
作
十
有
三
載
乃
同
」、「
貞
」
字
を
讀
み
て
句
を
斷
ず
る
有
り
、「
厥
賦
」
を
讀
み
て
句
と

爲
す
有
り
。

「
雲
土
夢
作
乂
」、「
雲
土
夢
」
を
讀
み
て
句
と
爲
し
、「
作
乂
」
を
句
と
爲
す
有
り
、「
雲
土
」
を

讀
み
て
句
と
爲
し
、「
夢
作
乂
」
を
句
と
爲
す
有
り
。

「
包
匭
菁
茅
」、「
包
」
を
以
て
一
讀
し
、「
匭
菁
茅
」
を
一
讀
す
る
有
り
、「
包
匭
菁
茅
」
を
以
て

連
讀
す
る
有
り
。

「
西
傾
因
桓
是
來
浮
于
潛
」、「
因
桓
是
來
」
を
以
て
下
文
に
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
、「
是
來
」
を

以
て
句
を
斷
ず
る
有
り
。

「
朔
南
曁
聲
教
訖
于
四
海
」、「
朔
南
曁
」
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
朔
南
曁
聲
教
」
を
以
て
句

と
爲
す
有
り
。

盤
庚
の
「
今
予
命
汝
一
」、「
一
」
字
に
從
ひ
て
句
と
爲
す
有
り
、「
今
予
命
汝
」
に
從
ひ
て
句
と
爲

す
有
り
。

金
縢
の
「
史
乃
策
祝
曰
惟
爾
元
孫
某
遘
厲
虐
疾
」、「
策
祝
」
を
以
て
連
讀
す
る
有
り
、「
史
乃
策
」

を
句
に
讀
み
、「
祝
」
を
下
の
「
曰
」
字
に
屬
し
て
讀
む
有
り
。

康
誥
の
「
我
西
土
惟
時
怙
冒
聞
于
上
帝
」、「
怙
冒
」
を
以
て
句
と
爲
し
、「
聞
于
上
帝
」
を
句
と
爲

す
有
り
、「
怙
」
字
を
以
て
上
に
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

酒
誥
の
「
不
克
畏
死
辜
在
商
邑
越
殷
國
滅
無
罹
」、「
死
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
死
辜
」

を
以
て
連
文
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

梓
材
の
「
皇
天
旣
付
中
國
民
越
厥
疆
土
于
先
王
肆
王
惟
德
用
」、「
肆
」
字
を
以
て
上
に
屬
し
て
句

と
爲
す
有
り
、「
肆
」
字
を
以
て
下
に
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

洛
誥
の
「
厥
攸
灼
敍
弗
其
絶
」、「
敍
」
字
を
以
て
句
を
絶
す
る
有
り
、「
敍
」
字
を
以
て
下
に
屬
し

て
句
と
爲
す
有
り
。

立
政
の
「
三
亳
阪
尹
」、「
三
亳
」
を
以
て
一
讀
と
爲
し
、「
阪
尹
」
を
一
讀
と
爲
す
有
り
、「
三
亳

阪
尹
」
を
以
て
合
し
て
一
句
と
爲
す
有
り
。

顧
命
の
「
今
天
降
疾
殆
弗
興
弗
悟
」、「
殆
」
字
を
以
て
上
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
、「
殆
」
字
を
以

て
下
屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

呂
刑
の
「
王
享
國
百
年
耄
荒
度
作
刑
」、「
耄
荒
」
を
以
て
句
と
爲
す
有
り
、「
荒
」
字
を
以
て
下
に

屬
し
て
句
と
爲
す
有
り
。

此
れ
易
と
尚
書
と
の
各
家
の
異
讀
な
り
。
詩
・
禮
・
春
秋
傳
・
孝
經
・
論
語
・
孟
子
、
各
お
の
異

讀
有
る
も
、
繁
に
し
て
舉
ぐ
る
に
勝
へ
ず
。
故
に
特
に
二
經
を
舉
げ
て
以
て
例
を
見
す
。
學
ぶ
者

審
ら
か
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
又
、
注
中
の
句
讀
、
疏
家
と
讀
を
異
に
す
る
有
り
。
惟
だ
讀
む
の
時
に
在
り
て
、
字

字
留
意
す
れ
ば
、
斯
ち
能
く
得
る
有
り
。

【
註
】

①

本
篇
の
例
は
ほ
ぼ
す
べ
て
武
億
『
經
讀
考
異
』
の
易
と
尚
書
の
項
に
よ
る
。『
經
讀
考
異
』

は
各
句
読
を
例
を
挙
げ
て
解
説
す
る
。
た
と
え
ば
、

先
迷
後
得
主
利
西
南
得
朋
東
北
喪
朋
。

億
案
舊
讀
並
以
利
字
屬
上
、
主
字
爲
句
。
攷
此
宜

以
後
得
主
絶
句
、
利
字
屬
下
西
南
讀
。
文
言
曰
、
後
得
主
而
有
常
、
則
主
字
絶
句
。
又
蹇
利

西
南
、
則
利
字
屬
下
、
又
可
舉
證
。

六
三
、
食
舊
德
貞
厲
終
吉
。

億
案
此
兩
讀
。
朱
子
本
義
、
守
舊
居
正
、
則
雖
危
而
終
吉
。

如
此
注
意
、
以
貞
字
絶
句
、
厲
下
屬
終
吉
爲
句
。
虞
氏
翻
云
、
貞
厲
得
位
。
故
終
吉
也
。
王

輔
嗣
云
、
處
兩
剛
之
閒
、
而
皆
近
不
相
得
。
故
曰
貞
厲
。
如
此
注
意
、
則
以
食
舊
德
爲
句
、
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貞
厲
爲
句
。
愚
謂
、
象
詞
明
言
食
舊
德
、
是
貞
厲
連
文
下
屬
。
從
虞
王
讀
爲
正
。

な
ど
。
し
か
し
本
篇
で
は
解
説
の
部
分
を
ほ
と
ん
ど
省
き
、
結
論
だ
け
し
か
あ
げ
て
い
な
い
（
上

例
の
傍
線
部
参
照
）。
ま
た
『
經
讀
考
異
』
が
あ
げ
る
例
の
う
ち
、
易
で
は

例
中
の

例
、

54

32

尚
書
で
は

例
中
の

例
し
か
引
い
て
い
な
い
（
た
だ
し
書
の
堯
典
「
曰
若
稽
古
帝
堯
曰
放
勲
」、

53

21

「
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
」
を
除
く
）。
こ
こ
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

を
『
經
讀
考
異
』
を
参
考
と
し
て
、
最
小
限
の
補
足
訂
正
し
て
ひ
と
ま
ず
読
む
こ
と
と
す
る
。

詳
細
は
武
億
『
經
讀
考
異
』（『
皇
淸
經
解
』
巻
七
百
二
十
七
、
七
百
二
十
八
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

②

本
文
で
は
ひ
と
つ
の
句
読
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。『
經
讀
考
異
』
に
は
「
坤
元
亨
利
牝
馬
之

貞
。

億
案
、
舊
讀
並
作
利
牝
馬
之
貞
、
利
字
連
下
爲
義
。
攷
程
傳
坤
乾
之
對
也
。
四
德
而
貞

體
則
異
乾
以
剛
固
爲
貞
坤
則
柔
順
而
貞
牝
馬
柔
順
而
健
行
。
故
取
其
象
曰
、
牝
馬
之
貞
。
是
以

利
爲
一
讀
、
牝
馬
之
貞
另
爲
句
。
與
乾
四
德
相
嫓
義
較
密
」
と
あ
り
、「
利
字
連
下
爲
義
」
と

い
う
句
読
も
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
と
し
て
「
有
利
字
連
下
爲
義
」
の
八
字
を
補
う
。

③

『
經
讀
考
異
』
に
「
訟
有
孚
窒
惕
中
吉
。

億
案
、
此
凡
兩
讀
。
釋
文
有
孚
窒
一
句
、
惕
中

吉
一
句
。
又
荀
爽
曰
、
陽
來
居
二
而
孚
于
初
。
故
曰
訟
有
孚
。
則
以
孚
字
爲
句
。
虞
翻
云
、
窒
、

塞
止
也
。
惕
、
懼
也
。
則
窒
一
字
爲
句
、
惕
一
字
爲
句
。
孔
氏
正
義
同
」
と
あ
る
の
を
参
考
と

し
て
、「
以
孚
字
」
を
補
う
。

④

『
經
讀
考
異
』
に
「
九
二
、
不
克
訟
歸
而
逋
其
邑
人
三
百
戸
無

。

億
案
、
此
凡
兩
讀
。

正
義
曰
、
若
能
以
懼
歸
竄
其
邑
乃
可
免
災
者
。
如
此
注
意
、
則
經
稱
其
邑
二
字
連
上
爲
句
、
人

三
百
戸
合
下
爲
句
。
朱
子
本
義
、
邑
人
三
百
戸
邑
之
小
者
、
則
以
逋
字
絶
句
、
其
邑
人
三
百
戸

絶
句
、
无

又
另
爲
句
」
と
あ
る
の
を
参
考
と
し
て
「
以
孚
字
句
」
を
「
以
逋
字
絶
句
」
に
改

め
る
。「
以
孚
字
句
」
は
前
項
の
錯
簡
で
あ
ろ
う
。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
句
読
を
審
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
六

群
経
の
句
読
は
、
今
と
昔
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
が
あ
り
、
経
を
説
く
も
の
は
理
解
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
易
』
乾
九
三
の
「
終
日
乾
乾
夕
惕
若
厲
无
咎
」、「
夕
惕
若
」
を
一
句
、「
厲
」
を
一
句
、「
无
咎
」

を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
夕
惕
若
厲
」
を
一
句
、「
无
咎
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の

が
あ
り
、「
終
日
乾
乾
夕
惕
」
を
一
句
、「
若
厲
无
咎
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

「
象
曰
天
行
健
君
子
以
自
强
不
息
」、「
天
行
」
を
一
読
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
天
行
健
」
を
一
句

と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

坤
の
「
元
亨
利
牝
馬
之
貞
」、「
利
」
を
一
読
と
し
、「
牝
馬
之
貞
」
を
別
に
一
句
と
す
る
も
の
が
あ

り
、「
利
」
字
を
下
に
連
ね
て
文
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
先
迷
後
得
主
利
西
南
得
朋
東
北
喪
朋
」、「
利
」
字
を
上
に
属
し
、「
主
」
字
を
一
句
と
す
る
も
の

が
あ
り
、「
後
得
主
」
を
一
句
と
し
、「
利
」
を
下
の
「
西
南
」
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

屯
初
九
の
「
盤
桓
利
居
貞
」、「
利
居
貞
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
居
」
字
を
一
読
と
し
、

「
貞
」
字
を
別
に
意
味
と
し
、「
居
」
と
連
文
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

六
三
の
「
君
子
幾
不
如
舍
往
吝
」、「
幾
」
字
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
幾
不
如
舍
」
を
連
読

し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

需
九
二
象
詞
の
「
需
于
沙
衍
在
中
也
」、「
沙
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
衍
」
字
で
句
を
絶

つ
も
の
が
あ
る
。

「
訟
有
孚
窒
惕
中
吉
」、「
有
孚
窒
」
を
一
句
、「
惕
中
吉
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
訟

有
孚
」
と
読
ん
で
、「
孚
」
字
を
句
、「
窒
」
一
字
を
句
、「
惕
」
一
字
を
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ

る
。

九
二
の
「
不
克
訟
歸
而
逋
其
邑
人
三
百
戸
無

」、「
逋
」
字
で
句
を
絶
ち
、「
其
邑
人
三
百
」
を

一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
逋
其
邑
」
を
一
句
、「
三
百
戸
無

」
を
一
句
と
し
て
読
む
も

の
が
あ
る
。

六
三
の
「
食
舊
德
貞
厲
終
吉
」、「
貞
」
字
で
句
を
絶
ち
、「
厲
」
を
下
の
「
終
吉
」
に
属
し
て
句
と

す
る
も
の
が
あ
り
、「
食
舊
德
」
を
一
句
と
し
、「
貞
厲
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
師
貞
丈
人
吉
」、「
貞
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
師
」
を
一
読
と
し
、「
貞
」
字
を
下
の

「
丈
人
」
に
連
ね
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
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九
二
の
「
在
師
中
吉
无
咎
」、「
在
師
中
」
を
一
句
と
し
、「
吉
」
字
を
下
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ

り
、「
吉
」
字
を
上
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

小
畜
六
四
の
「
有
孚
血
去
惕
出
无
咎
」、「
血
去
惕
出
」
を
連
文
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
有
孚
血

去
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

上
九
の
「
尚
德
載
婦
貞
厲
」、「
載
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
尚
德
載
婦
」
を
属
読
す
る
も

の
が
あ
る
。

謙
九
三
の
「
勞
謙
君
子
有
終
吉
」、「
君
子
有
終
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
勞
謙
君
子
」

を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

六
四
の
「
無
不
利
撝
謙
」、「
無
不
利
撝
謙
」
を
二
句
に
分
属
す
る
も
の
が
あ
り
、「
無
不
利
撝
謙
」

を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

蠱
初
六
の
「
有
子
考
无
咎
」、「
考
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
有
子
」
を
一
句
と
し
、「
考
」

字
を
下
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

觀
六
三
の
「
觀
我
生
進
退
」、
五
字
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
進
退
」
を
別
に
一
句
と
す
る

も
の
が
あ
る
。

剝
初
六
の
「
剝
床
以
足
滅
貞
凶
」、「
蔑
貞
」
を
一
読
す
る
も
の
が
あ
り
、「
剝
床
以
足
」
を
一
句
と

し
、
蔑
は
滅
と
い
う
意
味
で
、
別
に
一
句
と
し
、「
貞
凶
」
も
別
に
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

六
三
の
「
剝
之
无
咎
」、「
剝
之
」
を
一
句
と
し
、「
无
咎
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
剝
之

无
咎
」
を
連
ね
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

无
妄
の
「
象
曰
天
下
雷
行
物
與
无
妄
」、「
物
與
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
物
與
无
妄
」
を
連

読
す
る
も
の
が
あ
る
。

大
畜
の
「
剛
健
篤
實
輝
光
日
新
其
德
剛
上
而
尚
賢
」、「
剛
健
篤
實
輝
光
」
を
一
句
と
し
、「
日
新
其

德
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
輝
光
日
新
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

頤
六
二
の
「
顚
頤
拂
經
于
邱
頤
征
凶
」、「
顚
頤
」
を
一
句
と
し
、「
拂
經
于
邱
」
を
一
句
と
す
る
も

の
が
あ
り
、「
拂
經
」
を
一
句
と
し
、「
于
邱
頤
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

坎
六
四
の
「
樽
酒
簋
貳
用
缶
」、「
樽
酒
」
で
句
を
絶
ち
、「
簋
貳
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
樽

酒
簋
」
で
句
を
絶
ち
、「
貳
用
缶
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
る
。

「
納
約
自
牖
終
無
咎
」、「
納
約
自
牖
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
納
約
」
で
句
を
絶
ち
、「
自

牖
」
を
下
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

離
の
「
象
曰
明
兩
作
離
」、「
明
兩
作
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、
四
字
を
一
句
と
す
る
も
の
が

あ
る
。

初
九
の
「
履
錯
然
敬
之
無
咎
」、「
然
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、「
履
錯
然
敬
之
」
の
五
字
を

連
読
す
る
も
の
が
あ
る
。

上
九
の
「
王
用
出
征
有
嘉
折
首
獲
匪
其
醜
」、「
有
嘉
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
有
嘉

折
首
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

恆
六
五
の
「
恆
其
德
貞
婦
人
吉
夫
子
凶
」、「
恆
其
德
貞
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
德
」
字

で
句
を
絶
ち
、「
貞
」
字
を
下
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

遯
初
六
の
「
遯
尾
厲
」、「
遯
尾
厲
」
の
三
字
を
連
文
し
て
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
遯
尾
」
を
一

読
と
し
、「
厲
」
字
を
一
読
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

晉
初
六
の
「
罔
孚
裕
无
咎
」、「
罔
孚
」
を
一
句
と
し
、「
裕
」
字
を
下
に
属
す
る
も
の
が
あ
り
、「
罔

孚
裕
」
を
連
文
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

明
夷
九
三
の
「
得
其
大
首
不
可
疾
貞
」、「
不
可
疾
貞
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
不
可
疾
」

を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

解
上
六
の
「
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
獲
之
無
不
利
」、「
公
用
射
隼
于
高
墉
之
上
」
の
九
字
を
一
句

と
し
、「
獲
之
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
公
用
射
隼
」
を
一
句
と
し
、「
于
高
墉
之
上
獲
之
」

を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

損
上
九
の
「
弗
損
益
之
」、
四
字
を
連
読
す
る
も
の
が
あ
り
、「
弗
損
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
る
。

夬
九
二
の
「
惕
號
莫
夜
有
戎
勿
恤
」、「
惕
號
莫
夜
有
戎
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
惕
號
」

を
一
句
と
し
、「
莫
夜
有
戎
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

萃
初
六
の
「
若
號
一
握
爲
笑
」、
六
字
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
若
號
」
を
一
句
と
し
、「
一

握
爲
笑
」
を
別
に
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

困
の
「
亨
貞
大
人
吉
」、「
貞
」
を
別
に
読
む
も
の
が
あ
り
、「
貞
大
人
吉
」
を
連
読
す
る
も
の
が
あ

る
。
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井
上
六
の
「
井
收
勿
幕
有
孚
」、「
井
收
勿
幕
」
を
連
読
す
る
も
の
が
あ
り
、「
勿
幕
有
孚
」
を
一
句

と
す
る
も
の
が
あ
る
。

漸
初
六
の
「
小
子
厲
有
言
」、「
小
子
厲
」
で
句
を
断
つ
も
の
が
あ
り
、「
厲
」
を
下
に
属
し
て
読
む

も
の
が
あ
る
。

巽
九
二
の
「
巽
用
史
巫
紛
若
吉
」、「
紛
若
」
を
上
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
紛
若
」
を
下
に

属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

繋
詞
の
「
君
子
居
其
室
出
其
言
善
則
千
里
之
外
應
之
」、「
出
其
言
善
」
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
り
、

「
善
」
字
を
下
に
連
ね
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

雜
卦
の
「
親
寡
旅
也
」、「
親
寡
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
親
」
字
で
句
を
絶
ち
、「
寡
旅

也
」
を
別
に
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

『
書
』
堯
典
の
「
曰
若
稽
古
帝
堯
曰
放
勲
」、「
曰
若
稽
古
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
曰

若
稽
古
帝
堯
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

「
明
明
揚
側
陋
」、「
明
明
」
で
句
を
断
ち
、「
揚
側
陋
」
を
さ
ら
に
一
読
す
る
も
の
が
あ
り
、「
明

明
揚
側
陋
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
」、「
克
諧
」
を
一
句
、「
以
孝
烝
烝
乂
不
格
姦
」
を
一
句
と
し
て
読
む

も
の
が
あ
り
、「
克
諧
」
を
一
句
、「
以
孝
烝
烝
」
を
一
句
、「
乂
不
格
姦
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も

の
が
あ
り
、「
克
諧
以
孝
烝
烝
乂
」
を
一
句
、「
不
格
姦
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

「
正
日
同
律
度
量
衡
」、「
同
」
字
を
「
律
度
量
衡
」
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
正
日
」

を
下
の
「
同
律
度
量
衡
」
に
連
ね
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
讓
于
殳
斨
曁
伯
與
」、「
殳
」
を
一
読
と
し
、「
斨
」
を
一
読
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
殳
斨
」
を

連
文
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

「
舜
生
三
十
徴
庸
三
十
在
位
五
十
載
陟
方
乃
死
」、「
庸
」
字
、「
位
」
字
、「
死
」
字
で
句
を
絶
つ

も
の
が
あ
り
、「
舜
生
三
十
」
を
一
句
、「
徴
庸
三
十
」
を
一
句
、「
在
位
五
十
載
」
を
一
句
と
す
る

も
の
が
あ
る
。

「
曰
若
稽
古
皋
陶
」、
一
句
を
続
け
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
古
」
字
で
句
を
絶
つ
も
の
が
あ
る
。

「
予
未
有
知
思
日
贊
贊
襄
哉
」、「
思
」
字
を
上
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
思
」
字
を
下
に
属

し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

禹
貢
の
「
冀
州
旣
載
壺
口
」、「
冀
州
旣
載
」
を
一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
り
、「
旣
載
壺
口
」
を

一
句
と
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

「
厥
賦
貞
作
十
有
三
載
乃
同
」、「
貞
」
字
で
句
を
断
つ
も
の
が
あ
り
、「
厥
賦
」
を
一
句
と
し
て
読

む
も
の
が
あ
る
。

「
雲
土
夢
作
乂
」、「
雲
土
夢
」
を
一
句
と
し
て
読
み
、「
作
乂
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
雲

土
」
を
一
句
と
し
て
読
み
、「
夢
作
乂
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
包
匭
菁
茅
」、「
包
」
を
一
読
と
し
、「
匭
菁
茅
」
を
一
読
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
包
匭
菁
茅
」

を
連
読
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
西
傾
因
桓
是
來
浮
于
潛
」、「
因
桓
是
來
」
を
下
文
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
是
來
」

で
句
を
断
つ
も
の
が
あ
る
。

「
朔
南
曁
聲
教
訖
于
四
海
」、「
朔
南
曁
」
で
句
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、「
朔
南
曁
聲
教
」
を
一
句

と
す
る
も
の
が
あ
る
。

盤
庚
の
「
今
予
命
汝
一
」、「
一
」
字
ま
で
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
今
予
命
汝
」
を
一
句
と

す
る
も
の
が
あ
る
。

金
縢
の
「
史
乃
策
祝
曰
惟
爾
元
孫
某
遘
厲
虐
疾
」、「
策
祝
」
を
連
読
す
る
も
の
が
あ
り
、「
史
乃
策
」

を
一
句
と
し
て
読
み
、「
祝
」
を
下
の
「
曰
」
字
に
属
し
て
読
む
も
の
が
あ
る
。

康
誥
の
「
我
西
土
惟
時
怙
冒
聞
于
上
帝
」、「
怙
冒
」
を
一
句
と
し
、「
聞
于
上
帝
」
を
一
句
と
す
る

も
の
が
あ
り
、「
怙
」
字
を
上
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

酒
誥
の
「
不
克
畏
死
辜
在
商
邑
越
殷
國
滅
無
罹
」、「
死
」
字
で
句
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、「
死
辜
」

を
連
文
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

梓
材
の
「
皇
天
旣
付
中
國
民
越
厥
疆
土
于
先
王
肆
王
惟
德
用
」、「
肆
」
字
を
上
に
属
し
て
一
句
と

す
る
も
の
が
あ
り
、「
肆
」
字
を
下
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

洛
誥
の
「
厥
攸
灼
敍
弗
其
絶
」、「
敍
」
字
で
句
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
、「
敍
」
字
を
下
に
属
し
て

一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

立
政
の
「
三
亳
阪
尹
」、「
三
亳
」
を
一
読
と
し
、「
阪
尹
」
を
一
読
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
三
亳
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阪
尹
」
を
合
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

顧
命
の
「
今
天
降
疾
殆
弗
興
弗
悟
」、「
殆
」
字
を
上
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
殆
」

字
を
下
に
属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

呂
刑
の
「
王
享
國
百
年
耄
荒
度
作
刑
」、「
耄
荒
」
を
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
り
、「
荒
」
字
を
下
に

属
し
て
一
句
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
が
『
易
』
と
『
尚
書
』
の
各
家
の
異
読
で
あ
る
。『
詩
』『
禮
』『
春
秋
傳
』『
孝
經
』『
論
語
』

『
孟
子
』
に
も
そ
れ
ぞ
れ
異
読
が
あ
る
が
、
繁
雑
で
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か

ら
特
に
ふ
た
つ
の
経
を
あ
げ
て
例
を
示
し
た
。
学
ぶ
も
の
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

注
の
句
読
が
疏
家
と
読
み
方
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
読
む
時
に
一
字
一
字
留
意
し
な
が
ら
読
め
ば
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

説
經
必
先
明
家
法
第
二
十
七

家
法
者
、
卽
左
雄
傳
注
所
謂
儒
有
一
家
之
學
。
故
稱
家
法
、
是
也
。
其
大
旨
在
守
師
説
。
如
易
有

施
孟
（
邱
梁
）〔
梁
邱
〕
①
費
高
。
書
有
伏
孔
、
伏
之
傳
下
有
歐
陽
大
小
夏
侯
。
詩
有
毛
與
齊
魯

韓
。
禮
有
二
戴
慶
氏
。
春
秋
有
左
公
穀
。
其
閒
文
字
異
同
、
章
句
錯
互
、
各
守
師
傳
、
不
相
沿
襲
。

故
趙
賓
變
箕
子
之
訓
、
易
家
證
其
非
。

焦
贛
本
隱
士
之
傳
、
光
（
祿
）〔
牧
〕
②
明
其
異
。
田
何
之
易
、
實
淵
源
商
瞿
。
毛
公
之
詩
、
公

穀
之
傳
、
乃
權
輿
於
子
夏
。
申
公
之
于
魯
詩
、
張
蒼
之
于
左
氏
、
並
溯
源
於
荀
卿
。
伏
生
傳
今
文
、

先
秦
之
博
士
也
。
安
國
傳
古
文
、
孔
氏
之
舊
文
也
。
高
堂
（
博
）〔
傳
〕
③
士
禮
、
魯
國
之
老
師

也
。
由
七
十
二
子
、
迄
四
百
餘
年
、
如
高
曾
之
授
晜
〔
孫
〕
④
、
仍
淵
流
之
衍
枝
瀆
、
則
前
漢
之

重
家
法
也
。

而
後
漢
何
獨
不
然
。
易
則
劉
昆
受
施
氏
易
于
沛
人
。
洼
丹
諸
人
、
則
傳
自
孟
氏
。
戴
慿
孫
期
魏
滿

諸
儒
、
並
出
自
（
費
氏
）〔
京
氏
〕
⑤
。
馬
融
鄭
康
成
之
徒
、
亦
並
傳
費
氏
。
尚
書
則
濟
陰
曹
曾

受
業
歐
陽
歙
、
北
海
牟
融
傳
大
夏
侯
、
東
海
王
良
傳
小
夏
侯
、
馬
鄭
諸
儒
傳
孔
安
國
。
詩
則
後
漢

皆
傳
毛
公
、
禮
則
皆
傳
戴
氏
、
公
穀
左
氏
各
守
其
傳
、
論
語
孝
經
兩
出
張
氏
。
此
後
漢
之
家
法
、

釐
然
可
考
、
而
漢
學
之
可
貴
、
卽
於
此
（
也
見
）〔
見
也
〕
⑥
。

國
朝
經
師
、
亦
莫
不
以
此
爲
重
。
崑
山
太
原
、
特
開
其
先
。
呉
江
南
皖
相
繼
而
起
。
臧
氏
惠
氏
則

皆
紹
厥
先
。
武
進
高
郵
則
世
繼
其
業
。
二
雲
之
傳
則
源
本
曉
徴
。
巽
軒
之
學
則
獨
出
東
原
。
伯
淵

稚
存
資
乎
師
友
。
誠
齋
千
里
受
業
于
芸
臺
。
累
葉
相
維
、
前
後
崛
起
。
上
之
松
崖
、
倡
率
江
左
、

近
之
高
郵
、
私
淑
顧
氏
。
莫
非
以
〔
明
家
法
〕
⑦
、
家
法
明
則
流
派
著
、
可
以
見
經
學
之
衍
別
、

可
以
知
授
受
之
異
同
、
可
以
知
衆
儒
之
實
據
、
可
以
存
古
義
（
于
）〔
之
〕
⑧
相
承
。
兩
漢
經
師

之
盛
盛
於
此
、
我
朝
經
學
之
隆
亦
隆
於
此
。
故
學
者
必
〔
以
〕
⑨
此
先
云
。

【
校
記
】

①

「
邱
梁
」

『
漢
書
』
巻
三
十
に
従
い
、「
梁
邱
」
に
改
め
る
。

②

「
祿
」

勘
語
に
従
い
、「
牧
」
に
改
め
る
。（
註
⑧
参
照
）

③

「
博
」

勘
語
に
従
い
、「
傳
」
に
改
め
る
。

④

周
春
健
に
従
い
、「
孫
」
字
を
補
う
。

⑤

「
費
氏
」

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
に
従
い
、「
京
氏
」
に
改
め
る
。（
註
⑱
参
照
）

⑥

「
也
見
」

勘
語
に
従
い
、「
見
也
」
に
改
め
る
。

⑦

勘
語
に
従
い
、「
明
家
法
」
の
三
字
を
補
う
。

⑧

「
于
」

上
文
の
構
形
に
従
い
、「
之
」
に
改
め
る
。

⑨

周
春
健
に
従
い
、「
以
」
字
を
補
う
。

【
書
き
下
し
】

經
を
説
く
に
は
必
ず
先
づ
家
法
を
明
ら
か
に
す
第
二
十
七

家
法
と
は
、
卽
ち
左
雄
傳
注
の
所
謂
「
儒
に
一
家
の
學
有
り
。
故
に
家
法
と
稱
す
」
①
、
是
れ
な

り
。
其
の
大
旨
は
師
説
を
守
る
に
在
り
。
如
へ
ば
、
易
に
施
・
孟
・
梁
邱
・
費
・
高
有
り
②
。
書

に
伏
・
孔
有
り
、
伏
の
傳
の
下
に
歐
陽
・
大
小
夏
侯
有
り
③
。
詩
に
毛
と
齊
・
魯
・
韓
有
り
④
。

禮
に
二
戴
・
慶
氏
有
り
⑤
。
春
秋
に
左
・
公
・
穀
有
り
⑥
。
其
の
閒
の
文
字
の
異
同
、
章
句
の
錯

互
は
各
お
の
師
傳
を
守
り
、
相
沿
襲
せ
ず
。
故
に
趙
賓
、
箕
子
の
訓
を
變
じ
、
易
家
、
其
の
非
を
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證
す
⑦
。
焦
贛
は
本
隱
士
の
傳
、
光
・
牧
、
其
の
異
を
明
ら
か
に
す
⑧
。
田
何
の
易
は
實
は
商
瞿

に
淵
源
す
⑨
。
毛
公
の
詩
、
公
・
穀
の
傳
は
、
乃
ち
子
夏
に
權
輿
す
⑩
。
申
公
の
、
魯
詩
に
于
る

⑪
、
張
蒼
の
、
左
氏
に
于
る
、
並
び
に
荀
卿
に
溯
源
す
⑫
。
伏
生
、
今
文
を
傳
ふ
る
は
、
先
秦
の

博
士
な
り
⑬
。
安
國
、
古
文
を
傳
ふ
る
は
、
孔
氏
の
舊
文
な
り
⑭
。
高
堂
、
士
禮
を
傳
ふ
る
は
、

魯
國
の
老
師
な
り
⑮
。
七
十
二
子
よ
り
、
四
百
餘
年
に
迄
ぶ
は
、
高
曾
の
、
晜
孫
に
授
け
、
仍
ほ

こ
ん

淵
流
の
、
枝
瀆
に
衍
す
る
が
如
し
、
則
ち
前
漢
の
、
家
法
を
重
ん
ず
る
な
り
。

而
し
て
後
漢
何
ぞ
獨
り
然
ら
ざ
ら
ん
。
易
は
則
ち
劉
昆
、
施
氏
易
を
沛
人
に
受
く
⑯
。
洼
丹
の
諸

人
は
則
ち
孟
氏
よ
り
傳
ふ
⑰
。
戴
慿
・
孫
期
・
魏
滿
の
諸
儒
は
並
び
に
京
氏
よ
り
出
づ
⑱
。
馬
融

・
鄭
康
成
の
徒
も
亦
並
び
に
費
氏
を
傳
ふ
⑲
。
尚
書
は
則
ち
濟
陰
の
曹
曾
、
業
を
歐
陽
歙
に
受
け
、

北
海
の
牟
融
は
大
夏
侯
を
傳
へ
、
東
海
の
王
良
は
小
夏
侯
を
傳
へ
、
馬
・
鄭
の
諸
儒
は
孔
安
國
を

傳
ふ
⑳
。
詩
は
則
ち
後
漢
は
皆
毛
公
を
傳
へ
㉑
、
禮
は
則
ち
皆
戴
氏
を
傳
へ
㉒
、
公
・
穀
・
左
氏

は
各
お
の
其
の
傳
を
守
り
㉓
、
論
語
・
孝
經
は
兩
つ
な
が
ら
張
氏
に
出
づ
㉔
。
此
れ
後
漢
の
家
法
、

釐
然
と
し
て
考
す
可
く
し
て
、
漢
學
の
貴
ぶ
可
き
は
、
卽
ち
此
に
於
て
見
は
る
。

國
朝
の
經
師
も
亦
此
れ
を
以
て
重
し
と
爲
さ
ざ
る
莫
し
。
崑
山
・
太
原
、
特
に
其
の
先
を
開
く
。

呉
江
・
南
皖
相
繼
い
で
起
る
。
臧
氏
・
惠
氏
は
則
ち
皆
厥
の
先
を
紹
ぐ
。
武
進
・
高
郵
は
則
ち
世

そ

つ

よ
其
の
業
を
繼
ぐ
。
二
雲
の
傳
は
則
ち
曉
徴
に
源
本
す
。
巽
軒
の
學
は
則
ち
獨
り
東
原
に
出
づ
。

伯
淵
・
稚
存
は
師
友
に
資
す
。
誠
齋
・
千
里
は
業
を
芸
臺
に
受
く
。
累
葉
相
維
ぎ
、
前
後
し
て
崛

つ
な

起
す
。
上
の
松
崖
は
江
左
に
倡

率
し
、
近
の
高
郵
は
顧
氏
に
私
淑
す
。
以
て
家
法
を
明
ら
か
に

し
や
う
そ
つ

す
る
に
非
ざ
る
莫
く
、
家
法
明
ら
か
な
ら
ば
則
ち
流
派
著
ら
か
に
し
て
、
以
て
經
學
の
衍
別
を
見

あ
き

る
可
く
、
以
て
授
受
の
異
同
を
知
る
可
く
、
以
て
衆
儒
の
實
據
を
知
る
可
く
、
以
て
古
義
の
相
承

を
存
す
可
し
。
兩
漢
の
經
師
の
盛
は
此
れ
に
盛
ん
に
し
て
、
我
が
朝
の
經
學
の
隆
も
亦
此
れ
に
隆

し
。
故
に
學
ぶ
者
は
必
ず
此
れ
を
以
て
先
に
す
と
云
ふ
。

【
註
】

①

『
後
漢
書
』
巻
六
十
一
、
左
雄
列
傳
第
五
十
一
、
李
賢
注
「
儒
有
一
家
之
學
。
故
稱
家
法
」。

②

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
易
經
十
二
篇
、
施
、
孟
、
梁
丘
三
家
。
…
…
訖
于
宣
、

元
、
有
施
、
孟
、
梁
丘
、
京
氏
列
於
學
官
、
而
民
閒
有
費
、
高
二
家
之
説
」。

③

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
經
二
十
九
卷
。
大
小
夏
侯
二
家
。
歐
陽
經
三
十
二
卷
。

師
古
曰
、
此
二
十
九
卷
、
伏
生
傳
授
者
。
…
…
秦
燔
書
禁
學
、
濟
南
伏
生
獨
壁
藏
之
。
漢
興
亡

失
、
求
得
二
十
九
篇
、
以
教
齊
魯
之
閒
。
訖
孝
宣
世
、
有
歐
陽
、
大
小
夏
侯
氏
、
立
於
學
官
」

④

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
詩
經
二
十
八
卷
、
魯
、
齊
、
韓
三
家
。
應
劭
曰
、
申
公

作
魯
詩
、
后
蒼
作
齊
詩
、
韓
嬰
作
韓
詩
。
…
…
毛
詩
二
十
九
卷
。
…
…
漢
興
、
魯
申
公
爲
詩
訓

故
、
而
齊
轅
固
、
燕
韓
生
皆
爲
之
傳
。
或
取
春
秋
、
采
雜
説
、
咸
非
其
本
義
。
與
不
得
已
、
魯

最
爲
近
之
。
三
家
皆
列
於
學
官
。
又
有
毛
公
之
學
、
自
謂
子
夏
所
傳
、
而
河
閒
獻
王
好
之
、
未

得
立
」。

⑤

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
禮
古
經
五
十
六
卷
、
經
十
七
篇
。
後
氏
、
戴
氏
。
…
…

漢
興
、
魯
高
堂
生
傳
士
禮
十
七
篇
。
訖
孝
宣
世
、
后
倉
最
明
。
戴
德
、
戴
聖
、
慶
普
皆
其
弟
子
、

三
家
立
於
學
官
」。

⑥

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
春
秋
古
經
十
二
篇
、
經
十
一
卷
。
公
羊
、
穀
梁
二
家
。

左
氏
傳
三
十
卷
。
左
丘
明
、
魯
太
史
。
公
羊
傳
十
一
卷
。
公
羊
子
、
齊
人
。
穀
梁
傳
十
一
卷
。

穀
梁
子
、
魯
人
。
…
…
丘
明
恐
弟
子
各
安
其
意
、
以
失
其
真
、
故
論
本
事
而
作
傳
、
明
夫
子
不

以
空
言
説
經
也
。
春
秋
所
貶
損
大
人
當
世
君
臣
、
有
威
權
勢
力
、
其
事
實
皆
形
於
傳
、
是
以
隱

其
書
而
不
宣
、
所
以
免
時
難
也
。
及
末
世
口
説
流
行
、
故
有
公
羊
、
穀
梁
、
鄒
、
夾
之
傳
。
四

家
之
中
、
公
羊
、
穀
梁
立
於
學
官
、
鄒
氏
無
師
、
夾
氏
未
有
書
」。

⑦

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
又
蜀
人
趙
賓
好
小
數
書
、
後
爲
易
、
飾
易
文
、

以
爲
箕
子
明
夷
、
陰
陽
氣
亡
箕
子
。
箕
子
者
、
萬
物
方
荄
茲
也
。
賓
持
論
巧
慧
、
易
家
不
能
難
、

皆
曰
、
非
古
法
也
。
云
受
孟
喜
、
喜
爲
名
之
。
後
賓
死
、
莫
能
持
其
說
」。

⑧

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
喜
舉
孝
廉
爲
郞
、
曲
臺
署
長
、
病
免
、
爲
丞
相

掾
。
博
士
缺
、
衆
人
薦
喜
。
上
聞
喜
改
師
法
、
遂
不
用
喜
。
喜
授
同
郡
白
光
少
子
、
沛
翟
牧
子

兄
、
皆
爲
博
士
。
繇
是
有
翟
孟
白
之
學
。
…
…
京
房
受
易
梁
人
焦
延
壽
。
延
壽
云
、
嘗
從
孟
喜

問
易
。
會
喜
死
、
房
以
爲
延
壽
易
卽
孟
氏
學
、
翟
牧
、
白
生
不
肯
、
皆
曰
非
也
。
至
成
帝
時
、

劉
向
校
書
、
考
易
說
、
以
爲
諸
易
家
說
皆
祖
田
何
、
楊
叔
元
、
丁
將
軍
、
大
誼
略
同
、
唯
京
氏
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爲
異
、
黨
焦
延
壽
獨
得
隱
士
之
說
、
託
之
孟
氏
、
不
相
與
同
」。

⑨

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
自
魯
商
瞿
子
木
受
易
孔
子
、
以
授
魯
橋
庇
子
庸
。

子
庸
授
江
東
馯
臂
子
弓
。
子
弓
授
燕
周
醜
子
家
。
子
家
授
東
武
孫
虞
子
乘
。
子
乘
授
齊
田
何
子

裝
」。

⑩

『
漢
書
』
巻
三
十
、
藝
文
志
第
十
「
又
有
毛
公
之
學
、
自
謂
子
夏
所
傳
、
而
河
間
獻
王
好
之
、

未
得
立
」。

『
經
典
釋
文
』
注
解
傳
述
人
「
及
末
世
口
說
流
行
、
故
有
公
羊
名
髙
齊
人
子
夏
弟
子
受
經
于
子
夏
。

穀
梁
名
赤
魯
人
穈
信
云
與
秦
孝
公
同
時
七
錄
云
名
淑
字
元
始
風
俗
通
云
子
夏
門
人
。
鄒
氏
王
吉
善
鄒
氏
春
秋
。
夾
氏

之
傳
、
鄒
氏
無
師
、
夾
氏
有
錄
無
書
。
故
不
顯
于
世
」。

⑪

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
申
公
、
魯
人
也
。
少
與
楚
元
王
交
俱
事
齊
人
浮

丘
伯
受
詩
」。

『
鹽
鐵
論
』
巻
四
、
毀
學
第
十
八
「
昔
李
斯
與
包
丘
子
、
倶
事
荀
卿
」。（
こ
の
「
包
丘
子
」

は
浮
丘
伯
で
あ
る
。）

⑫

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
漢
興
、
北
平
侯
張
蒼
及
梁
太
傅
賈
誼
、
京
兆
尹

張
敞
、
太
中
大
夫
劉
公
子
皆
修
春
秋
左
氏
傳
」。

『
經
典
釋
文
』
注
解
傳
述
人
「
左
丘
明
作
傳
以
授
曽
申
。
申
傳
衞
人
吳
起
。
起
傳
其
子
期
。

期
傳
楚
人
鐸
椒
。
椒
傳
趙
人
虞
卿
。
卿
傳
同
郡
荀
卿
、
名
況
。
況
傳
武
威
張
蒼
。
蒼
傳
洛
陽
賈

誼
」。

⑬

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
伏
生
、
濟
南
人
也
、
故
爲
秦
博
士
。
孝
文
時
、

求
能
治
尚
書
者
、
天
下
亡
有
、
聞
伏
生
治
之
、
欲
召
。
時
伏
生
年
九
十
餘
、
老
不
能
行
、
於
是

詔
太
常
、
使
掌
故
朝
錯
往
受
之
」。

⑭

『
漢
書
』
巻
八
十
八
、
儒
林
傳
第
五
十
八
「
孔
氏
有
古
文
尚
書
、
孔
安
國
以
今
文
字
讀
之
、

因
以
起
其
家
逸
書
、
得
十
餘
篇
、
蓋
尚
書
茲
多
於
是
矣
。
遭
巫
蠱
、
未
立
於
學
官
」。

⑮

『
史
記
』
巻
一
百
二
十
一
、
儒
林
列
傳
第
六
十
一
「
諸
學
者
多
言
禮
、
而
魯
高
堂
生
最
本
。

禮
固
自
孔
子
時
而
其
經
不
具
、
及
至
秦
焚
書
、
書
散
亡
益
多
、
於
今
獨
有
士
禮
、
高
堂
生
能
言

之
」。

⑯

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
劉
昆
字
桓
公
、
陳
留
東
昏
人
、
梁
孝

王
之
胤
也
。
少
習
容
禮
。
平
帝
時
、
受
施
氏
易
於
沛
人
戴
賓
。
能
彈
雅
琴
、
知
淸
角
之
操
」。

⑰

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
洼
丹
、
字
子
玉
、
南
陽
育
陽
人
也
。

世
傳
孟
氏
易
」。

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
時
、
中
山
觟
陽
鴻
、
字
孟
孫
、
亦
以

孟
氏
易
教
授
、
有
名
稱
、
永
平
中
爲
少
府
」。

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
任
安
、
字
定
祖
、
廣
漢
綿
竹
人
也
。

少
遊
太
學
、
受
孟
氏
易
、
兼
通
數
經
」。

⑱

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
戴
憑
、
字
次
仲
、
汝
南
平
興
人
也
。

習
京
氏
易
」。

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
孫
期
、
字
仲
彧
、
濟
陰
成
武
人
也
。

少
爲
諸
生
、
習
京
氏
易
、
古
文
尚
書
」。

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
時
南
陽
魏
滿
、
字
叔
牙
、
亦
習
京
氏
易
、

教
授
」。

以
上
の
『
後
漢
書
』
の
授
受
関
係
に
よ
る
と
、
戴
慿
・
孫
期
・
魏
滿
が
伝
え
た
の
は
京
氏
易

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
文
の
「
費
氏
」
は
「
京
氏
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

⑲

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
建
武
中
、
范
升
傳
孟
氏
易
、
以
授
楊

政
、
而
陳
元
、
鄭
衆
皆
傳
費
氏
易
、
其
後
馬
融
亦
爲
其
傳
。
融
授
鄭
玄
、
玄
作
易
注
、
荀
爽
又

作
易
傳
、
自
是
費
氏
興
、
而
京
氏
遂
衰
」。

⑳

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
濟
陰
曹
曾
、
字
伯
山
、
從
（
歐
陽
）

歙
受
尚
書
、
門
徒
三
千
人
、
位
至
諫
議
大
夫
」。

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
上
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
中
興
、
北
海
牟
融
習
大
夏
侯
尚
書
、

東
海
王
良
習
小
夏
侯
尚
書
、
沛
國
桓
榮
習
歐
陽
尚
書
。
榮
世
習
相
傳
授
、
東
京
最
盛
。
扶
風
杜

林
傳
古
文
尚
書
、
林
同
郡
賈
逵
爲
之
作
訓
、
馬
融
作
傳
、
鄭
玄
注
解
、
由
是
古
文
尚
書
遂
顯
于

世
」。

㉑

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
下
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
下
「
中
興
後
、
鄭
衆
、
賈
逵
傳
毛
詩
、
後
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馬
融
作
毛
詩
傳
、
鄭
玄
作
毛
詩
箋
」。

㉒

『
後
漢
書
』
巻
七
十
九
下
、
儒
林
列
傳
第
六
十
九
下
「
中
興
、
鄭
衆
傳
周
官
經
、
後
馬
融
作

周
官
傳
、
授
鄭
玄
、
玄
作
周
官
注
。
玄
本
習
小
戴
禮
、
後
以
古
經
校
之
、
取
其
義
長
者
、
故
爲

鄭
氏
學
。
玄
又
注
小
戴
所
傳
禮
記
四
十
九
篇
、
通
爲
三
禮
焉
」。

㉓

『
經
典
釋
文
』
序
錄
「
後
漢
建
武
中
、
以
魏
郡
封
爲
左
氏
博
士
、
羣
儒
蔽
固
者
數
廷
爭
之
、

及
封
卒
、
因
不
復
補
。
和
帝
元
興
十
一
年
、
鄭
興
父
子
奏
上
左
氏
、
乃
立
於
學
官
、
仍
行
於
世
、

迄
今
遂
盛
行
、
二
傳
漸
微
」。

㉔

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
魯
則
常
山
都
尉
龔
奮
、
長
信
少
府
夏
侯
勝
、
韋
丞
相
節

侯
父
子
、
魯
扶
卿
、
前
將
軍
蕭
望
之
、
安
昌
侯
張
禹
、
並
名
其
學
。
張
禹
本
授
魯
論
、
晩
講
齊

論
、
後
遂
合
而
考
之
、
删
其
煩
惑
。
除
去
齊
論
問
王
、
知
道
二
篇
、
從
魯
論
二
十
篇
爲
定
、
号

張
侯
論
、
當
世
重
之
。
周
氏
、
包
氏
、
爲
之
章
句
、
馬
融
又
爲
之
訓
」。

『
經
典
釋
文
』
注
解
傳
述
人
「
安
昌
侯
張
禹
受
魯
論
於
夏
侯
建
、
又
從
庸
生
王
吉
受
齊
論
、

擇
善
而
從
、
號
曰
張
侯
論
。
最
後
而
行
於
漢
世
」。

『
隋
書
』
巻
三
十
二
、
經
籍
志
一
「
漢
初
、
芝
子
貞
出
之
、
凡
十
八
章
、
而
長
孫
氏
、
博
士

江
翁
、
少
府
后
蒼
、
諌
議
大
夫
翼
奉
、
安
昌
侯
張
禹
、
皆
名
其
學
」。

【
通
釈
】

経
を
説
く
に
は
最
初
に
家
法
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
二
十
七

家
法
と
は
、（『
後
漢
書
』）
左
雄
傳
注
に
「
儒
家
に
は
代
々
そ
の
家
に
伝
わ
る
学
が
あ
る
。
だ
か
ら

家
法
と
称
す
る
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
大
旨
は
師
説
を
守
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、『
易
』
に
は
施
・
孟
・
梁
邱
・
費
・
高
が
あ
る
。『
書
』
に
は
伏
生
・
孔
安
國
が
あ
り
、
伏
生

の
伝
の
下
に
歐
陽
・
大
小
夏
侯
が
あ
る
。『
詩
』
に
は
毛
・
齊
・
魯
・
韓
が
あ
る
。『
禮
』
に
は
二

戴
・
慶
氏
が
あ
る
。『
春
秋
』
に
は
左
氏
・
公
羊
・
穀
梁
が
あ
る
。
そ
の
間
の
文
字
の
異
同
、
章

句
の
交
錯
は
そ
れ
ぞ
れ
師
伝
を
守
り
、
相
踏
襲
し
な
い
。
だ
か
ら
趙
賓
は
箕
子
の
訓
を
改
変
し
た

が
、
易
家
は
そ
の
誤
り
を
証
明
す
る
。
焦
贛
は
も
と
も
と
隠
士
が
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
白
光
・

翟
牧
が
そ
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
た
。
田
何
の
『
易
』
は
実
は
商
瞿
に
源
を
発
す
る
。
毛
公
の
『
詩
』、

公
羊
、
穀
梁
の
伝
は
子
夏
に
は
じ
ま
る
。『
魯
詩
』
に
お
け
る
申
公
、『
左
氏
』
に
お
け
る
張
蒼
は

い
ず
れ
も
荀
卿
に
源
を
発
す
る
。
今
文
を
伝
え
た
伏
生
は
先
秦
の
博
士
で
あ
る
。
孔
安
國
が
伝
え

た
古
文
は
孔
氏
の
旧
文
で
あ
る
。
士
禮
を
伝
え
た
高
堂
生
は
魯
国
の
老
師
で
あ
る
。
七
十
二
子
か

ら
四
百
年
あ
ま
り
伝
わ
っ
た
の
は
、
高
祖
・
曾
祖
が
五
世
の
孫
に
授
け
、
本
流
が
支
流
と
し
て
あ

ふ
れ
出
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
漢
が
家
法
を
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
漢
だ
け
が
ど
う
し
て
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。『
易
』
は
劉
昆
が
『
施
氏
易
』

を
沛
人
か
ら
授
受
さ
れ
た
。
洼
丹
の
諸
人
は
孟
氏
か
ら
伝
わ
っ
た
。
戴
慿
・
孫
期
・
魏
滿
の
諸
儒

は
い
ず
れ
も
京
氏
か
ら
出
て
い
る
。
馬
融
・
鄭
康
成
の
徒
も
や
は
り
い
ず
れ
も
費
氏
を
伝
え
た
。

『
尚
書
』
は
、
濟
陰
の
曹
曾
は
学
業
を
歐
陽
歙
に
受
け
、
北
海
の
牟
融
は
大
夏
侯
を
伝
え
、
東
海

の
王
良
は
小
夏
侯
を
伝
え
、
馬
融
・
鄭
玄
の
諸
儒
は
孔
安
國
を
伝
え
た
。『
詩
』
は
、
後
漢
は
い

ず
れ
も
毛
公
を
伝
え
、『
禮
』
は
い
ず
れ
も
戴
氏
を
伝
え
、
公
羊
、
穀
梁
、
左
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
伝
を
守
り
、『
論
語
』『
孝
經
』
は
い
ず
れ
も
張
氏
か
ら
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
後
漢
の
家

法
は
は
っ
き
り
と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
、
漢
学
が
貴
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
は

っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

国
朝
の
経
師
も
家
法
を
重
視
し
な
い
も
の
は
い
な
い
。
崑
山
〔
顧
炎
武
〕・
太
原
〔
閻
若
璩
〕
は

特
に
そ
の
先
河
を
開
い
た
。
呉
江
〔
惠
棟
〕・
南
皖
〔
戴
震
〕
は
相
継
い
で
あ
ら
わ
れ
た
。
臧
氏

〔
臧
琳
・
臧
鏞
堂
・
臧
禮
堂
〕・
惠
氏
〔
惠
棟
・
惠
周
惕
・
惠
士
奇
〕
は
い
ず
れ
も
そ
の
先
祖
を

受
け
継
い
だ
。
武
進
〔
張
惠
言
〕・
高
郵
〔
王
念
孫
・
王
引
之
〕
は
代
々
そ
の
学
業
を
継
承
し
た
。

二
雲
〔
卲
晉
涵
〕
の
伝
承
は
曉
徴
〔
錢
大
昕
〕
に
源
を
発
す
る
。
巽
軒
〔
孔
廣
森
〕
の
学
は
東
原

〔
戴
震
〕
か
ら
出
て
い
る
。
伯
淵
〔
孫
星
衍
〕・
稚
存
〔
洪
亮
吉
〕
は
師
友
の
助
け
と
な
る
。
誠

齋
〔
金
鶚
〕・
千
里
〔
顧
廣
圻
〕
は
学
業
を
芸
臺
〔
阮
元
〕
か
ら
受
け
た
。（
彼
ら
は
）
代
々
（
家

法
を
）
継
承
し
、
前
後
し
て
興
起
し
た
。
そ
の
上
の
松
崖
〔
惠
棟
〕
は
江
左
に
聳
え
立
ち
、
最
近

の
高
郵
〔
王
念
孫
・
王
引
之
〕
は
顧
氏
〔
顧
炎
武
〕
に
私
淑
し
た
。
い
ず
れ
も
家
法
が
明
ら
か
で

な
い
も
の
は
な
く
、
家
法
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
流
派
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
学
の

流
別
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
授
受
の
異
同
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
衆
儒
の
真
の
根
拠
を
知
る
こ
と
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が
で
き
、
古
義
の
継
承
を
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
漢
の
経
師
が
隆
盛
だ
っ
た
の
は
家
法
が

隆
盛
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
清
朝
の
経
学
が
隆
盛
で
あ
る
の
も
家
法
が
隆
盛
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
学
ぶ
も
の
は
か
な
ら
ず
家
法
を
第
一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
以
上
。
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