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本稿は、前稿の続きである。荻生徂徠『譯文筌蹄』のキの部、クの部、ケの部、コの部、サの部、シの部に対

して本文を平仮名、現代仮名遣いに直し、句読点を施したテキストを作成し、引用する例の用例を附したものである。

『譯文筌蹄』はいわゆる同訓異字について解説したもので名著である。原本は稀覯本に属し、影印本も昨今では

入手しにくい。また本文には句読点がなく、片仮名で書かれおり、今の人にとっては読みにくく、理解するのも

むつかしい。したがって本稿を参考としてこの名著を少しでも多くの方に読んでいただければ幸いである。今後、

スの部以降も継続して掲載する予定である。

キーワード

同訓異字 小泉秀之助 吉有鄰
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校
注
附
例
「
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』」（
三
）

坂
本
具
償

財
木
美
樹

は
じ
め
に

荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』
は
い
わ
ゆ
る
同
訓
異
字
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

原
本
は
稀
覯
本
に
属
し
、
影
印
本
も
昨
今
で
は
入
手
し
に
く
い
。
ま
た
本
文
に
は
句
読
点
が
な
く
、

片
仮
名
で
書
か
れ
お
り
、
今
の
人
に
と
っ
て
は
読
み
に
く
く
、
理
解
す
る
の
も
む
つ
か
し
い
。
そ

こ
で
本
文
を
平
仮
名
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
句
読
点
を
施
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
、
引
用

す
る
例
の
用
例
を
附
し
た
。
日
本
語
は
語
彙
が
少
な
い
の
で
、
同
訓
異
字
が
多
く
、
語
彙
の
選
択

を
あ
や
ま
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
そ
の
同
訓
異
字
に
関
す
る
名
著
と
い
わ
れ
る
の
が
荻
生
徂
徠
『
譯

文
筌
蹄
』
と
伊
藤
東
涯
『
操
觚
字
訣
』
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
名
著
が
あ
ま
り
知
ら
れ
ず
、

読
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ
り
、
言
葉
や
文
章
に
興
味
を
有
す
る
人
に
す
こ
し
で
も
知
っ

て
も
ら
い
、
文
章
を
作
成
執
筆
す
る
の
に
参
考
と
し
て
も
ら
い
た
く
思
い
、
本
稿
を
作
成
し
た
。

今
回
は
「
キ
の
部
」
か
ら
「
シ
の
部
」
ま
で
の
部
分
を
収
め
る
。
今
年
度
も
昨
今
の
事
情
に
よ
り

一
部
の
図
書
館
や
大
学
図
書
館
が
閲
覧
利
用
で
き
な
い
状
態
が
続
き
、
調
べ
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
が
、
事
情
が
改
善
さ
れ
れ
ば
続
け
て
増
補
を
施
し
た
い
。

版
本

・『
譯
文
筌
蹄
初
編
』
六
巻

正
德
四
年
（
一
七
一
四
）
正
月
・
正
德
五
年
（
一
七
一
五
）

寶
曆
三
年
（
一
七
五
三
）
再
版

・『
譯
文
筌
蹄
後
編
』
三
巻

寬
政
八
年
（
一
七
九
六
）
九
月

・『
譯
文
筌
蹄
初
編
後
編
』

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
再
版

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
九
月
再
版

影
印
本

・『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
言
語
篇

み
す
ず
書
房

一
九
七
四
・
八

・『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
五
巻

河
出
書
房
新
社

一
九
七
七
・
一

・『
漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

汲
古
書
院

一
九
八
九
・
三

活
字
本

・『
譯
文
筌
蹄
附
東
涯
「
用
字
格
」』

小
泉
秀
之
助

須
原
屋
書
店

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇

八
）
一
月

影
印
本

・
名
著
普
及
會

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）

＊
臺
灣
に
も
影
印
本
あ
り

凡
例

一
、
本
稿
は
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
』
の
キ
の
部
か
ら
シ
の
部
に
対
し
て
校
註
附
例
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。

一
、
本
稿
は
荻
生
徂
徠
『
譯
文
筌
蹄
附
東
涯
「
用
字
格
」』
須
原
屋
書
店
を
底
本
と
し
、
刊
本
を
用

い
て
校
正
す
る
。

一
、
底
本
に
は
句
読
点
が
な
く
、
片
仮
名
表
記
で
あ
る
が
、
い
ま
句
読
を
切
り
、
片
仮
名
を
平
仮

名
に
あ
ら
た
め
、
ル
ビ
を
増
補
す
る
。

一
、
引
用
文
は
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
附
し
て
い
る
が
、
書
き
下
し
文
に
改
め
る
。

一
、
引
用
文
、
術
語
に
は
「

」
を
施
す
。

一
、
語
の
左
右
に
ル
ビ
が
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
左
訓
は
語
の
下
に
〔

〕
を
附
し
て
下
に
い
れ

る
。

一
、
註
は
原
文
に
引
く
引
用
文
、
術
語
に
対
し
て
そ
の
用
例
を
挙
げ
た
が
、
用
例
は
か
な
ら
ず
し
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も
初
出
の
も
の
で
は
な
く
、
代
表
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
未
詳
な
も
の
、
見
当
違
い

な
も
の
、
取
捨
不
適
な
も
の
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
文
を
理
解
す
る
上
で
参
考

と
し
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
註
に
引
く
用
例
の
該
当
す
る
部
分
に
傍
線
を
引
く
。

一
、
一
部
の
古
語
は
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
す
た
め
、
簡
単
な
訳
語
を
［

］
に
附
し
て
下
に

い
れ
る
。

一
、
底
本
の
順
序
は
発
音
順
と
称
す
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
五
十
音
順
に
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ

底
本
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
項
目
の
順
序
は
底
本
の
ま
ま
と
し
、「
索
引
」
を
作
成
し
て

冒
頭
に
附
す
。

一
、
見
出
し
語
の
下
に
「（
一
、
三
十
五
号
表
）」、「（
後
二
、
十
七
号
裏
）」
な
ど
と
あ
る
の
は
、

刊
本
の
巻
数
と
葉
数
、
お
よ
び
裏
か
表
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
「
後
」
は
後
編
を
あ
ら
わ
す
。

索
引
（
下
記
の
数
字
は
本
文
の
順
序
で
あ
る
。
本
文
は
か
な
ら
ず
し
も
五
十
音
順
に
な
っ
て
い
な

い
が
、
入
れ
替
え
る
と
原
本
と
の
整
合
性
が
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
と
し
本
索
引
を
作

成
し
た
。
見
出
し
語
も
原
本
の
仮
名
の
ま
ま
と
し
た
の
で
、「
く
は
し
」「
く
ら
ふ
」
な
ど
の

順
序
に
注
意
さ
れ
た
い
）

『
譯
文
筌
蹄
』

キ
の
部

〇
き
く

聽
聞
听
聆
可
肯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

〇
き
は
む

極
致
窮
究
研
綦
鞠
鞫
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
き
ゆ

消
滅
亡
喪
泯
湮
熄
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

〇
き
よ
し

淸
澄
淨
潔
白
爽
廉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

〇
き
る

截
切
斫
剪
斬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

ク
の
部

〇
く
さ
る

腐
朽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

〇
く
だ
く

碎
摧
挫
折
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

〇
く
だ
る

降
下
落
墮
墜
隕
頽
隤
貶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

〇
く
つ
が
へ
る

顚
覆
翻
飄
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

〇
く
づ
る

崩
頽
隤
壞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

〇
く
は
し

精
詳
審
曲
悉
委
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
く
む

斟
酌
挹
汲
掬
抔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

〇
く
ら
し

暗
昏
昧
晦
暝
幽
杳
冥
蒙
濛
懵
睯
瞀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

〇
く
ら
ふ

食
喫
吃
囓
嚼
咀
咬
哺
味
飡
餐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

〇
く
る
し
む

苦
毒
困
戹
窘
嗜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

〇
く
る
ふ

狂
顚
猖
獗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

〇
く
ろ
し

黑
玄
黟
黔
緇
驪
黝
黧
涅
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

ケ
の
部

〇
け
が
る

汙
穢
褻
瀆
點
浼
塵
衊
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

〇
け
が
る

汚
窳
洼
凹
坳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

〇
け
は
し

嶮
阻
峻
峭
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
け
る

蹴
蹶
跌
踼
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

コ
の
部

〇
こ
こ
ろ
よ
し

快
忺
慊
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

〇
こ
た
ふ

答
對
報
酬
酢
噟
唯
兪
諾
應
肯
頷
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

〇
こ
と
な
り

殊
異
別
特
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
こ
な
が
き

糅
糝
餗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

〇
こ
の
む

好
嗜
憙
樂
善
欲
願
冀
覬
希
幸
庶
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）
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〇
こ
ふ

請
乞
丐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

〇
こ
ぶ

媚
阿
諂
諛
讇
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

〇
こ
ゆ

肥
腴
豐
胖
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

〇
こ
る

凝
凍
滯
泥
澀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

サ
の
部

〇
さ
い
は
ひ

富
福
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

〇
さ
か
し

黠
狡
猾
賢
佞
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

〇
さ
か
ふ

逆
忤
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

〇
さ
か
ん

盛
昌
隆
壯
熾
藹
茂
蕃
殷
阜
榮
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
さ
く

裂
坼
剖
割
劈
擘
綻
析
殺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

〇
さ
ぐ
る

探
搜
索
廋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

〇
さ
け
ぶ

號
呌
鳴
啼
泣
哭
嘒
囀
哢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

〇
さ
さ
ぐ

献
捧
擎
奉
上
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

〇
さ
さ
ふ

支
拄
撑
攔
遮
障
礙
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

〇
さ
す

指
差
刺
挿
挾
扐
夾
掖
搢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

〇
さ
と
し

智
哲
睿
敏
慧
穎
聰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

〇
さ
む

覺
寤
醒
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

〇
さ
る

去
違
避
除
距
屏
遠
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

〇
さ
わ
が
し

躁
噪
譟
騷
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

シ
の
部

〇
し
き
り

頻
荐
切
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

〇
し
く

布
敷
播
席
藉
鋪
及
如
若
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

〇
し
げ
る

繁
蕃
茂
稠
滋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

〇
し
ず
か

閑
靜
靖
恬
寂
寞
寥
闃
舒
徐
謐
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

〇
し
た
が
ふ

順
從
隨
循
率
遵
徇
沿
遜
服
尾
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

〇
し
た
し
む

親
睦
好
昵
暱
愛
仁
德
澤
化
恩
惠
寵
幸
嬖
慈
友
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

〇
し
た
ふ

慕
戀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

〇
し
づ
む

沈
湎
湮
淪
鎭
溺
渰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

〇
し
の
ぶ

忍
耐
堪
勝
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13

〇
し
ば
し
ば

數
屢
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

〇
し
ば
ら
く

蹔
少

須
臾

頃
刻

俄
頃

少
之

頃
之

姑
且
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

〇
し
ぼ
む

萎
薾
凋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

〇
し
め
す

呈
示
似
視
見
觀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16

〇
し
わ
む

顰
嚬
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
15

〇
し
る

知
識
覺
悟
喩
曉
會
領
解
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14

〇
し
ろ
し

白
素
皎
皚
皓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

『
譯
文
筌
蹄
』

キ
の
部

１
〇
き
よ
し

淸

澄

淨

潔

白

爽

廉

(

二
、
廿
五
号
裏
）

【
淸
】
濁
の
反
對
な
り
。
水
の
す
む
こ
と
な
り
。「
き
よ
し
」
と
よ
め
ば
と
て
、
淨
の
義
に
非
ず
。

「
水
淸
む
」
①
「
酒
淸
む
」
②
「
天
氣
淸
む
」
③
「
琴
淸
む
」
④
「
管
絃
淸
む
」
⑤
「
四
海
淸
む
」

す

⑥
「
月
淸
む
」
⑦
、
皆
「
す
む
」
と
譯
し
て
よ
く
聞
こ
え
る
な
り
。
但
し
「
風
淸
」
⑧
、「
す
ず
し
」

と
譯
し
て
通
ず
。
さ
れ
ど
も
凉
の
字
よ
り
は
今
少
し
前
方
な
り
。「
凉
風
」
⑨
は
夏
秋
に
用
い
る
、

「
淸
風
」
⑩
は
春
夏
秋
と
も
に
用
い
る
。
人
の
無
欲
な
る
を
「
淸
」
と
い
う
⑪
も
、「
す
ず
し
」「
す
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む
」
に
て
は
譯
せ
ら
れ
ず
、「
き
れ
い
な
」
と
譯
し
て
通
ず
。
こ
れ
ら
は
和
語
漢
語
の
合
わ
ぬ
處
な

り
。
素
問
に
「
手
足
淸
」
⑫
と
は
、
ひ
え
る
こ
と
な
り
。
又
和
語
に
、
飢
え
る
を
「
胸
す
む
」
と

い
い
、
事
の
完
る
を
「
す
む
」
と
い
い
、
義
理
の
了
す
る
を
「
す
む
」
と
い
う
。
こ
の
譯
に
混
ず

を
わ

る
こ
と
な
か
れ
。

①
『
詩
經
』
魏
風
・
伐
檀
「
河
水
淸
且
漣
猗
、
不
稼
不
穡
」。

②
『
禮
記
』
聘
義
「
酒
淸
、
人
渴
而
不
敢
飮
也
、
肉
乾
、
人
飢
而
不
敢
食
也
」。

③
王
羲
之
『
蘭
亭
序
』「
是
日
也
、
天
朗
氣
淸
、
惠
風
和
暢
」。

④
李
白
『
贈
淸
漳
明
府
姪
聿
』「
琴
淸
月
當
戸
、
人
寂
風
入
室
」。

⑤
孔
德
紹
『
觀
太
常
奏
新
樂
』「
鈞
天
金
石
響
、
洞
庭
弦
管
淸
」。

曹
唐
『
長
安
客
舍
敘
邵
陵
舊
宴
、
寄
永
州
蕭
使
君
五
首
』「
葉
水
繁
更
漏
促
、
桐
花
風
軟

管
弦
淸
」。

⑥
唐
太
宗
『
詠
風
』「
勞
歌
大
風
曲
、
威
加
四
海
淸
」。

⑦
杜
甫
『
吹
笛
』「
吹
笛
秋
山
風
月
淸
、
誰
家
巧
作
斷
腸
聲
」。

⑧
蘇
軾
『
後
赤
壁
賦
』「
有
客
無
酒
、
有
酒
無
客
。
月
白
風
淸
、
如
此
良
夜
何
」。

⑨
杜
甫
『
秋
雨
歎
三
首
』
一
「
凉
風
蕭
蕭
吹
汝
急
、
恐
汝
得
時
難
獨
立
」。

⑩
『
詩
經
』
大
雅
・
烝
民
「
吉
甫
作
誦
、
穆
如
淸
風
」。

⑪
『
楚
辭
』
招
魂
「
朕
幼
淸
以
廉
潔
兮
」、
注
「
不
求
曰
淸
、
不
受
曰
廉
、
不
汙
曰
潔
」。

⑫
『
素
問
』
五
藏
生
成
論
「
得
之
寒
濕
、
與
疝
同
法
、
腰
痛
足
淸
頭
痛
」、
注
「
淸
、
亦
冷

也
」。

【
澄
】「
す
む
」「
す
ま
す
」
と
よ
む
。「
水
靜
か
に
し
て
淸
し
」
①
と
注
せ
り
。
す
み
き
り
た
る
こ

と
な
り
。「
す
ま
す
」
と
よ
む
時
は
、
い
す
る
［
う
ご
か
な
い
、
静
か
に
す
る
］
こ
と
な
り
。
皆
靜

の
義
を
帶
び
る
。

①
『
正
字
通
』
已
集
上
「
澂
、
稱
人
切
、
音
呈
、
水
靜
而
淸
」、「
澄
、
同
澂
」。

【
淨
】「
き
よ
し
」
と
よ
む
。
穢
の
反
對
な
り
。
和
語
の
「
き
れ
い
」
な
る
な
り
。
む
さ
き
、
き
た

な
き
の
反
な
り
。「
淨
人
」①
は
宦
官
な
り
。陰
根
を
去
る
ゆ
え
、煩
悩
な
き
意
な
り
。俗
語
に
「
乾
淨
」

う
ら

カ
ン
ヂ
ン

と
い
う
は
、
も
の
の
き
れ
い
さ
つ
ぱ
と
し
た
と
い
う
意
な
り
。「
淨
穢
」
②
に
か
ぎ
ら
ず
、
も
の
の

ら
ち
を
さ
つ
ぱ
と
あ
け
た
こ
と
に
も
用
い
る
。「
淨
頭
」
③
は
髪
を
剃
る
こ
と
な
り
。

①
葉
夢
得
『
避
暑
錄
話
』
巻
上
「
余
力
不
能
自
爲
、
毎
求
僧
或
淨
人
中
一
二
成
余
誌
、
未
能

也
」。

②
劉
璠
『
雪
賦
』「
何
淨
穢
之
可
分
、
豈
高
卑
之
能
擇
」。

③
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
三
十
四
「
這
房
頭
有
個
未
淨
頭
的
小
和
尚
、
生
得
標
緻
異
常
」。

【
潔
】「
い
さ
ぎ
よ
し
」
と
よ
む
。
淸
・
淨
の
二
義
を
兼
ね
る
。
穢
の
反
對
な
り
。
和
語
に
「
い
さ

ぎ
よ
き
」
と
い
う
は
、
い
さ
む
意
を
帶
び
た
る
よ
う
な
り
、
但
し
「
き
れ
い
な
」
と
見
る
べ
し
。

【
白
】「
し
ろ
き
」
と
い
う
よ
り
、
淸
潔
の
義
に
用
い
る
①
。

①
『
易
經
』
説
卦
「
巽
爲
白
」、
疏
「
爲
白
、
取
其
風
吹
去
塵
、
故
絜
白
也
」。

【
爽
】「
さ
は
や
か
」
と
よ
む
。
淸
明
の
義
な
り
①
。「
爽
塏
」
②
は
高
明
の
地
な
り
。「
昧
爽
」
③

は
未
明
な
り
。「
精
爽
」
④
「
靈
爽
」
⑤
は
精
靈
を
い
う
。「
俊
爽
」
⑥
「
英
爽
」
⑦
「
健
爽
」
⑧

み

め
い

「
豪
爽
」
⑨
は
、
人
の
氣
質
豪
氣
あ
り
て
、
か
ら
り
と
し
た
る
こ
と
な
り
。「
爽
を
競
ふ
」
⑩
と

あ
ら
そ

い
う
は
、
雄
を
爭
う
こ
と
な
り
。
又
老
子
に
「
五
味
は
人
の
口
を
し
て
爽
は
し
む
」
⑪
「
其
の
德

た
が

爽
な
ら
ず
」
⑫
、
皆
差
忒
の
義
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
爽
、
明
也
」。

②
『
正
字
通
』
已
集
中
「
爽
塏
、
高
明
處
也
」。

『
左
傳
』
昭
公
三
年
「
初
、
景
公
欲
更
晏
子
之
宅
、
曰
、
子
之
宅
近
市
、
湫
隘
囂
塵
、
不

可
以
居
、
請
更
諸
爽
塏
者
」。

③
『
書
經
』
牧
誓
「
時
甲
子
昧
爽
、
王
朝
至
于
商
郊
牧
野
」、
注
「
昧
、
冥
、
爽
、
明
也
」、

蔡
傳
「
昧
爽
、
將
明
未
明
之
時
也
」。

④
『
左
傳
』
昭
公
二
十
五
年
「
心
之
精
爽
、
是
謂
魂
魄
、
魂
魄
去
之
、
何
以
能
久
」。
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⑤
郭
璞
『
江
賦
』（『
文
選
』
卷
十
二
）「
奇
相
得
道
而
宅
神
、
乃
協
靈
爽
於
湘
娥
」。

⑥
『
晉
書
』
列
傳
第
五
裴
楷
「
楷
風
神
高
邁
、
容
儀
俊
爽
、
博
渉
羣
書
、
特
精
理
義
」。

⑦
『
晉
書
』
列
傳
第
十
二
王
濟
「
少
有
逸
才
、
風
姿
英
爽
、
氣
蓋
一
時
」。

⑧
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
二
十
八
文
藝
下
李
華
「
華
文
辭
綿
麗
、
少
宏
傑
氣
、
穎
士
健
爽

自
肆
、
時
謂
不
及
穎
士
、
而
華
自
疑
過
之
」。

⑨
『
晉
書
』
列
傳
第
六
十
八
桓
溫
「
溫
豪
爽
有
風
概
、
姿
貌
甚
偉
、
面
有
七
星
」。

⑩
『
左
傳
』
昭
公
三
年
「
而
嬀
將
始
昌
、
二
惠
競
爽
猶
可
」。

⑪
『
老
子
』
十
二
章
「
五
味
令
人
口
爽
、
馳
騁
田
獵
令
人
心
發
狂
」。

⑫
『
詩
經
』
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
、
蓼
蕭
「
其
德
不
爽
、
壽
考
不
忘
」。

【
廉
】「
い
さ
ぎ
よ
し
」
と
も
、「
き
よ
し
」
と
も
よ
ま
ね
ど
も
、
人
の
德
行
の
上
に
て
欲
な
き
こ

と
を
「
廉
」
と
い
う
①
。
淸
潔
の
義
に
近
き
ゆ
え
、
こ
こ
に
附
す
。「
廉
」
は
元
來
か
ど
と
い
う
字

な
り
②
。
取
捨
の
分
別
あ
り
て
、
妄
り
に
も
の
を
と
ら
ぬ
こ
と
を
物
の
か
ど
に
況
え
る
。
但
し
す

た
と

み
か
ど
は
「
隅
」
な
り
、「
角
」
な
り
、「
廉
」
は
よ
こ
か
ど
な
り
。
又
「
廉
訪
」
③
「
廉
察
」
④

と
い
う
語
あ
り
、
尋
ね
問
い
て
事
情
を
察
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
楚
辭
』
招
魂
「
朕
幼
淸
以
廉
潔
兮
」、
注
「
不
求
曰
淸
、
不
受
曰
廉
、
不
汙
曰
潔
」。

『
孟
子
』
離
婁
下
「
孟
子
曰
、
可
以
取
、
可
以
無
取
、
取
傷
廉
」。

②
『
儀
禮
』
鄕
飮
酒
禮
「
設
席
于
堂
廉
、
東
上
」、
注
「
側
邊
曰
廉
」。

③
『
宋
史
』
李
大
性
列
傳
第
一
百
五
十
四
「
會
從
官
送
北
客
、
朝
命
因
俾
廉
訪
、
具
以
實
聞
、

遂
罷
戎
帥
」。

④
『
後
漢
書
』
第
五
鍾
離
宋
寒
列
傳
第
三
十
一
「
永
壽
中
、
以
司
徒
掾
淸
詔
使
冀
州
、
廉
察

灾
害
」。

２
〇
き
は
む

極

致

窮

究

研

綦

鞠

鞫

(

三
、
三
十
七
号
）

【
極
】
し
ご
く
の
義
な
り
。「
屋
極
」
①
、「
む
な
ぎ
」
と
注
す
れ
ど
も
、
横
た
わ
れ
る
む
な
ぎ
に

非
ず
、
四
方
な
る
堂
の
む
ね
の
寶
形
な
り
②
。
故
に
「
太
極
」
③
「
皇
極
」
④
「
極
を
立
つ
」
⑤

「
南
極
」
⑥
「
北
極
」
⑦
「
民
極
」
⑧
な
ど
、
し
ん
ば
し
ら
と
い
う
義
に
と
る
べ
し
。「
太
極
」
は

一
理
を
い
う
。「
天
地
未
だ
開
け
ず
、
混
沌
未
だ
分
た
ざ
る
を
太
極
と
い
う
」
⑨
こ
と
、
漢
儒
の
陋

見
な
り
。「
皇
極
」
は
、
天
子
の
位
は
天
下
の
し
ん
ば
し
ら
な
る
ゆ
え
に
い
う
な
り
。「
極
を
立
つ
」

は
し
ん
ば
し
ら
を
立
て
る
な
り
。「
南
極
」「
北
極
」
は
天
の
南
北
の
中
心
の
處
を
い
う
。
又
「
宸

極
」
⑩
「
御
極
」
⑪
「
紫
極
」
⑫
「
丹
極
」
⑬
な
ど
、
禁
中
の
異
名
な
り
。「
四
極
」
⑭
「
八
極
」

⑮
は
、
四
方
八
方
の
は
て
な
り
。
老
莊
の
「
無
極
」
⑯
も
、
は
て
な
き
こ
と
を
い
う
。「
我
を
し
て

此
の
極
に
至
ら
し
む
」
⑰
は
、
な
り
の
は
て
な
り
。
張
良
傳
の
「
布
衣
の
極
」
⑱
は
、
平
人
の
到

下
な
り
。「
五
福
六
極
」
⑲
の
極
も
、
は
て
の
意
な
り
。
そ
の
外
は
多
く
「
至
極
」
⑳
と
見
る
べ
し
。

「
き
は
む
る
」
と
い
う
も
、
し
ご
く
を
き
わ
め
る
な
り
。「
極
め
て
知
る
」
な
ど
は
隨
分
し
る
な
り
。

①
徐
顯
卿
『
皇
極
殿
賦
』「
居
有
屋
極
、
羣
材
附
而
大
厦
成
」。

②
『
説
文
解
字
』「
極
、
棟
也
」、
徐
鍇
注
「
極
、
屋
脊
之
棟
也
、
今
人
謂
高
及
甚
爲
極
、
義

出
於
此
」。

③
『
易
經
』
繫
辭
傳
上
「
是
故
易
有
太
極
、
是
生
兩
儀
、
兩
儀
生
四
象
、
四
象
生
八
卦
」。

④
『
書
經
』
洪
範
「
次
五
、
曰
、
建
用
皇
極
」、
注
「
皇
、
大
、
極
、
中
也
」。

⑤
杜
甫
『
有
事
於
南
郊
賦
』「
所
以
報
本
反
始
、
所
以
慶
長
立
極
」。

唐
高
祖
『
令
諸
州
舉
送
明
經
詔
』「
是
以
西
膠
東
序
、
春
誦
夏
弦
、
説
禮
敦
詩
、
本
仁
祖

義
、
建
邦
立
極
、
咸
必
由
之
」。

⑥
『
呂
氏
春
秋
』
本
味
「
餘
瞀
之
南
、
南
極
之
崖
、
有
菜
、
其
名
曰
嘉
樹
、
其
色
若
碧
」。

⑦
『
淮
南
子
』
墜
形
訓
「
自
北
極
、
至
于
南
極
、
二
億
三
萬
三
千
五
百
里
七
十
五
歩
」。

⑧
『
書
經
』
君
奭
「
乃
悉
命
汝
、
作
汝
民
極
」。

⑨
未
詳
。『
易
經
』
繫
辭
傳
上
「
是
故
易
有
太
極
、
是
生
兩
儀
」
の
正
義
に
「
太
極
、
謂
天

地
未
分
之
前
、
元
氣
混
而
爲
一
、
卽
是
太
初
太
一
也
」。

⑩
『
晉
書
』
志
第
七
律
曆
中
「
昔
者
聖
人
擬
宸
極
以
運
璿
璣
、
揆
天
行
而
序
景
曜
」。

⑪
『
新
唐
書
』
列
傳
第
七
十
九
李
晟
「
昔
我
烈
祖
、
乘
乾
坤
蕩
滌
、
掃
隋
季
荒
茀
、
體
元
禦
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極
、
作
人
父
母
」。

⑫
『
晉
書
』
列
傳
第
二
十
二
阮
种
「
方
今
海
内
之
士
、
皆
傾
望
休
光
、
希
心
紫
極
、
唯
明
主

之
所
趣
舍
」。

⑬
杜
甫
『
寄
劉
峽
州
伯
華
使
君
四
十
韻
』「
翠
虛
梢
魍
魎
、
丹
極
上
鵾
鵬
」。

⑭
『
爾
雅
』
釋
地
「
東
至
於
泰
遠
、
西
至
於
邠
國
、
南
至
於
濮
鈆
、
北
至
於
祝
栗
、
謂
之
四

極
」、
郭
注
「
皆
四
方
極
遠
之
國
」。

⑮
『
淮
南
子
』
本
經
訓
「
含
吐
陰
陽
、
伸
曳
四
時
、
紀
綱
八
極
、
經
緯
六
合
」。

⑯
『
老
子
』
二
十
八
章
「
常
德
不
忒
、
復
歸
于
無
極
」。

『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
大
而
无
當
、
往
而
不
返
、
吾
驚
怖
其
言
、
猶
河
漢
而
无
極
也
」。

⑰
『
莊
子
』
大
宗
師
「
吾
思
夫
使
我
至
此
極
者
而
弗
得
也
」。

⑱
『
史
記
』
留
侯
世
家
第
二
十
五
「
今
以
三
寸
舌
爲
帝
者
師
、
封
萬
戸
、
位
列
侯
、
此
布
衣

之
極
、
於
良
足
矣
」。

⑲
『
書
經
』
洪
範
「
九
、
五
福
、
一
曰
、
壽
、
二
曰
、
富
、
三
曰
、
康
寧
、
四
曰
、
攸
好
德
、

五
曰
、
考
終
命
。
六
極
、
一
曰
、
凶
短
折
、
二
曰
、
疾
、
三
曰
、
憂
、
四
曰
、
貧
、
五
曰
、

惡
、
六
曰
、
弱
」。

⑳
『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
天
之
蒼
蒼
、
其
正
色
邪
、
其
遠
而
無
所
至
極
邪
」。

【
致
】「
極
致
」
①
と
連
用
す
る
時
、
し
ご
く
な
り
。「
中
和
を
致
す
」
②
「
知
を
致
す
」
③
「
致

喪
」
④
、
皆
至
極
に
至
る
意
な
り
。
又
魏
晉
の
閒
の
語
に
、「
致
め
て
樂
し
む
に
足
れ
り
」
⑤
「
致

き
は

め
て
玩
す
可
き
な
り
」
⑥
な
ど
は
甚
の
義
な
り
。「
い
た
す
」
と
よ
む
時
の
こ
と
は
「
至
」
の
部
に

見
え
る
。

①
何
休
『
春
秋
公
羊
傳
序
』「
昔
者
孔
子
有
云
、
吾
志
在
春
秋
、
行
在
孝
經
、
此
二
學
者
、

聖
人
之
極
致
、
治
世
之
要
務
也
」。

②
『
禮
記
』
中
庸
「
致
中
和
、
天
地
位
焉
、
萬
物
育
焉
」。

③
『
禮
記
』
大
學
「
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
、
致
知
在
格
物
」。

④
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
服
勤
至
死
、
致
喪
三
年
」。

⑤
『
三
國
志
』
王
衞
二
劉
傅
傳
第
二
十
一
「
元
瑜
書
記
翩
翩
、
致
足
樂
也
」。

⑥
『
水
經
注
』
沅
水
「
沅
水
又
東
歷
三
石
澗
、
鼎
足
均
跱
、
秀
若
削
成
、
其
側
茂
行
便
娟
、

致
可
玩
也
」。

【
窮
】「
き
は
む
る
」「
き
は
ま
り
」「
き
は
ま
る
」。
和
語
の
「
つ
む
る
」「
つ
ま
り
」「
つ
ま
る
」

に
似
た
り
。
但
し
塞
る
こ
と
を
い
う
に
非
ず
、
ゆ
き
づ
ま
る
意
な
り
。
極
に
似
て
、「
極
」
は
ば

ふ
さ
が

に
て
い
う
、「
窮
」
の
字
は
先
の
つ
か
え
る
意
あ
る
な
り
。「
理
を
窮
む
」
①
と
い
う
も
、
道
理
の

こ
れ
よ
り
上
は
な
き
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
せ
ん
ぎ
し
つ
ま
る
こ
と
を
い
う
な
り
。「
貧
窮
」
②
「
阨

窮
」
③
「
困
窮
」
④
「
言
窮
る
」
⑤
「
智
窮
る
」
⑥
「
力
窮
る
」
⑦
「
多
言
は
數
し
ば
窮
る
」
⑧
、

皆
つ
め
る
こ
と
な
り
。「
途
窮
」
⑨
と
い
う
も
、
ゆ
き
ど
ま
り
へ
行
き
つ
め
て
先
へ
ゆ
か
れ
ぬ
な
り
。

「
日
の
力
を
窮
む
」
⑩
も
、
一
日
の
内
、
も
は
や
こ
れ
よ
り
上
は
行
か
れ
ぬ
と
い
う
ほ
ど
あ
る
き

つ
め
る
な
り
。「
日
は
次
に
窮
ま
り
、
月
は
紀
に
窮
ま
る
」
⑪
と
い
う
も
、
臘
月
［
陰
暦
十
二
月
］

の
こ
と
に
て
、
日
月
の
行
り
の
ゆ
き
つ
ま
る
こ
と
な
り
。
但
し
「
少
有
を
貧
と
曰
ひ
、
有
る
無
き

め
ぐ

を
窮
と
曰
ふ
」
⑫
も
、
貧
の
つ
ま
り
な
り
。
故
に
俗
語
に
は
貧
の
こ
と
を
「
窮
」
と
い
う
。
正
書

に
て
「
窮
通
」
⑬
「
窮
達
」
⑭
と
對
用
す
る
は
、
貧
賤
を
合
わ
せ
指
し
て
言
う
。

①
『
易
經
』
説
卦
「
和
順
於
道
德
而
理
於
義
、
窮
理
盡
性
以
至
于
命
」。

②
『
禮
記
』
月
令
「
天
子
布
德
行
惠
、
命
有
司
、
發
倉
廩
、
賜
貧
窮
、
振
乏
絶
」。

③
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
遺
佚
而
不
怨
、
阨
窮
而
不
憫
」。

④
『
易
經
』
需
「
剛
健
而
不
陷
、
其
義
不
困
窮
矣
」。

⑤
陸
機
『
文
賦
』（『
文
選
』
巻
十
七
）「
言
窮
者
無
隘
、
論
達
者
唯
曠
」。

⑥
韓
愈
『
送
窮
文
』「
凡
所
以
使
吾
面
目
可
憎
、
語
言
無
味
者
、
皆
子
之
志
也
。
其
名
曰
智

窮
」。

⑦
杜
甫
『
苦
雨
、
奉
寄
隴
西
公
、
兼
呈
王
徵
士
』「
一
飯
四
五
起
、
馮
軒
心
力
窮
」。

⑧
『
老
子
』
五
章
「
多
言
數
窮
、
不
如
守
中
」。

⑨
顔
延
年
『
五
君
詠
・
阮
歩
兵
』（『
文
選
』
巻
二
十
一
）「
物
故
不
可
論
、
途
窮
能
無
慟
」。

⑩
柳
宗
元
『
故
殿
中
侍
御
史
柳
公
墓
表
』「
自
少
耽
學
、
頗
工
爲
文
、
旣
窮
日
力
、
又
繼
以
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夜
」。

⑪
『
禮
記
』
月
令
「
是
月
也
、
日
窮
於
次
、
月
窮
於
紀
、
星
回
于
天
」。

⑫
『
荀
子
』
大
略
「
仁
義
禮
善
之
於
人
也
、
辟
之
若
貨
財
粟
米
之
於
家
也
、
多
有
之
者
富
、

少
有
之
者
貧
、
至
無
有
者
窮
」。

⑬
『
莊
子
』
讓
王
「
古
之
得
道
者
、
窮
亦
樂
、
通
亦
樂
、
所
樂
非
窮
通
也
」。

⑭
『
墨
子
』
非
儒
下
「
窮
達
賞
罰
、
幸
否
有
極
、
人
之
知
力
、
不
能
爲
焉
」。

【
究
】「
き
は
む
る
」
な
り
。
至
極
の
義
に
非
ず
、
終
り
ま
で
尋
ね
至
る
意
な
り
。「
究
竟
」
①
と

使
い
、
又
「
其
の
究
め
」
②
な
ど
い
う
は
、
お
ん
づ
め
［
物
事
の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
］
と
い
う
意

き
は

な
り
。
皆
終
り
に
か
か
る
文
字
な
り
。「
學
究
」
③
と
い
う
は
、
經
學
の
及
第
の
名
な
り
。「
老
學

究
」
④
は
訓
詁
の
學
ば
か
り
に
て
、
何
の
用
に
た
た
ぬ
儒
者
を
い
う
。「
村
學
究
」
⑤
は
在
鄕
學
者

な
り
。①

『
漢
書
』
宣
元
六
王
傳
第
五
十
「
承
閒
進
問
五
帝
三
王
、
究
竟
要
道
、
卓
爾
非
世
俗
之
所

知
」。

②
『
易
經
』
説
卦
「
其
究
爲
健
、
爲
藩
鮮
」。

③
『
新
唐
書
』
志
第
三
十
四
選
舉
上
「
而
明
經
之
別
、
有
五
經
、
有
三
經
、
有
二
經
、
有
學

究
一
經
、
有
三
禮
、
有
三
傳
、
有
史
料
」。

④
『
正
字
通
』
午
集
下
「
俗
儒
識
訓
故
、
不
能
經
世
、
曰
老
學
究
」。

⑤
宣
鼎
『
南
郭
秀
才
』「
昔
有
村
學
究
、
爲
東
人
書
聯
、
有
老
熊
如
鶴
健
之
句
」。

【
研
】「
き
は
む
」。「
理
を
研
む
」
①
な
ど
用
い
る
。
も
と
藥
研
に
て
物
を
お
ろ
す
こ
と
な
り
②
。

お
ろ
し
お
ろ
し
至
極
細
末
に
す
る
意
に
て
、
み
が
き
き
わ
め
て
細
微
に
至
る
こ
と
な
り
。

①
王
僧
孺
『
臨
海
伏
府
君
集
序
』「
與
君
道
合
神
遇
、
投
分
披
衿
、
敷
文
研
理
、
匪
晨
伊
暮
」。

②
『
六
書
故
』「
研
、
以
椎
摩
物
」。

【
綦
】
古
書
に
多
し
。「
き
は
む
る
」「
き
は
め
て
」
と
よ
む
。
極
致
の
義
な
り
。

【
鞠
】「
き
は
ま
る
」
と
よ
む
。「
鞠
凶
」
①
は
至
極
の
災
な
り
。「
鞠
ま
り
て
茂
草
と
爲
る
」
②
、

き
わ
ま
り
盡
る
な
り
。
又
「
き
は
む
る
」
と
よ
む
時
、
鞫
と
通
ず
。
畢
竟
窮
の
字
音
轉
じ
て
、
入

聲
に
な
り
た
る
も
の
な
り
。

①
『
詩
經
』
節
南
山
之
什
・
節
南
山
「
昊
天
不
傭
、
降
此
鞠
凶
」。

②
『
詩
經
』
節
南
山
之
什
・
小
弁
「
踧
踧
周
道
、
鞠
爲
茂
草
」。

【
鞫
】「
き
は
む
る
」
と
よ
む
。
罪
狀
を
問
い
き
わ
め
る
な
り
①
。「
獄
を
究
む
」
②
な
ど
と
用
い

る
究
の
字
に
似
て
、「
究
」
は
問
う
こ
と
に
限
ら
ず
、
廣
く
せ
ん
ぎ
を
し
き
わ
め
る
こ
と
、「
鞫
」

は
問
う
上
に
て
い
う
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「

、
窮
理
罪
人
也
」。

②
『
舊
五
代
史
』
志
九
刑
法
志
「
凡
居
法
吏
、
合
究
獄
情
」。

３
〇
き
ゆ

消

滅

亡

喪

泯

湮

熄

（
三
、
四
十
九
号
表
）

【
消
】「
き
ゆ
る
」
と
よ
む
。「
消
滅
」
①
「
消
亡
」
②
と
連
用
す
。「
消
化
」
③
は
き
え
と
け
る
な

り
。「
金
を
消
し
て
水
と
爲
す
」
④
な
ど
と
い
う
こ
と
あ
り
。「
雪
消
る
」
⑤
「
凍
消
る
」
⑥
「
霧

消
る
」
⑦
な
ど
と
用
い
る
。「
消
渇
の
病
」
⑧
は
、
食
物
或
い
は
水
飮
に
か
わ
き
て
、
何
ほ
ど
の
み

食
い
し
て
も
、
直
ち
に
き
え
る
ご
と
く
な
り
。
又
「
閑
を
消
す
」
⑨
と
い
う
は
、
な
ぐ
さ
み
な
り
。

た
だ

但
し
ひ
ま
な
に
こ
ま
り
て
す
る
な
ぐ
さ
み
な
り
。「
日
を
消
す
」
⑩
と
い
う
も
、
日
長
き
時
の
な
ぐ

さ
み
を
い
う
。「
暑
を
消
す
」
⑪
と
い
う
も
、
暑
さ
を
ば
わ
す
れ
る
爲
に
何
ぞ
す
る
こ
と
な
り
。
又

た
め

俗
語
の
助
語
に
「
も
ち
ゆ
」
と
よ
む
。「
何
ぞ
消
い
ん
」「
消
い
ず
」
の
類
な
り
。
須
の
字
の
意
な

も
ち

も
ち

り
。

①
『
列
子
』
楊
朱
第
七
「
死
則
有
臭
腐
消
滅
、
是
所
同
也
」。

②
『
詩
經
』
衞
風
・
氓
・
序
「
宣
公
之
時
、
禮
義
消
亡
、
淫
風
大
行
」。
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③
『
周
書
』
列
傳
第
十
五
蘇
綽
傳
「
使
百
姓
舋
舋
、
中
遷
於
善
、
邪
僞
之
心
、
嗜
慾
三
性
潛

以
消
化
、
而
不
知
其
所
以
然
、
此
之
謂
化
也
」。

④
『
五
行
大
義
』
論
相
生
「
金
生
水
者
、
少
陰
之
氣
、
潤
澤
流
津
、
銷
金
亦
爲
水
」。

⑤
『
元
史
』
志
第
三
下
五
行
二
「
京
師
童
謠
云
、
一
陣
黄
風
一
陣
沙
、
千
里
萬
里
無
人
家
、

回
頭
雪
消
不
堪
看
、
三
眼
和
尚
弄
瞎
馬
」。

⑥
『
勅
健
浄
慈
寺
志
』
巻
八
住
持
一
「
戸
外
凍
消
春
色
動
、
四
山
渾
作
木
龍
吟
」。

⑦
『
舊
唐
書
』
志
十
一
音
楽
四

武
舞
作
第
五
夷
則
角
「
沙
塵
驚
塞
外
、
帷
幄
命
嫖
姚
。
七

德
干
戈
止
、
三
邊
雲
霧
消
」。

⑧
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
「
相
如
口
吃
而
善
著
書
、
常
有
消
渴
疾
」。

⑨
高
啓
『
圍
棋
』「
偶
與
消
閑
客
、
圍
棋
向
竹
林
」。

⑩
『
宋
史
』
列
傳
第
一
百
一
王
巖
叟
傳
「
巖
叟
因
侍
講
、
奏
曰
、
陛
下
退
朝
無
事
、
不
知
何

以
消
日
。
哲
宗
曰
、
看
文
字
。」

⑪
呉
融
『
和
韓
致
光
侍
郎
無
題
三
首
十
四
韻
』「
珠
佩
元
消
暑
、
犀
簪
自
辟
塵
。
掩
燈
容
燕

宿
、
開
鏡
待
雞
晨
」。

【
滅
】
滅
盡
の
義
な
り
。「
滅
亡
」
①
と
連
用
す
。
も
と
火
の
き
え
る
こ
と
な
り
②
。「
め
つ
す
る
」

と
い
う
和
語
に
て
よ
し
。「
亡
」
の
字
は
う
し
な
う
義
な
り
。
國
を
う
し
な
い
、
家
を
う
し
な
い
、

身
を
う
し
な
う
を
「
ほ
ろ
ぶ
る
」
と
い
う
③
。
死
し
て
い
ま
だ
葬
ら
ぬ
内
を
「
死
」
と
い
う
、
葬

り
て
後
を
「
亡
」
と
い
う
。「
未
亡
人
」
④
と
は
、
夫
死
し
て
後
に
妻
の
自
稱
な
り
。
又
亡
の
字
去

聲
の
時
、「
う
し
な
ふ
」
な
り
。
官
位
を
失
い
、
家
を
失
い
て
他
國
に
ゆ
く
を
い
う
⑤
。
故
に
「
亡

人
」
⑥
と
は
、
出
奔
し
た
る
人
を
い
う
。「
逃
亡
」
⑦
「
逋
亡
」
⑧
は
、
か
け
お
ち
も
の
を
い
う
な

り
。

①
『
書
經
』
五
子
之
歌
「
今
失
厥
道
、
亂
其
紀
綱
、
乃
底
滅
亡
」。

②
『
書
經
』
盤
庚
上
「
若
火
之
燎
于
原
、
不
可
嚮
邇
、
其
猶
可
撲
滅
」。

③
『
正
字
通
』
巳
集
上
「
春
秋
滅
國
三
十
、
毀
其
宗
廟
社
稷
曰
滅
」。

『
康
煕
字
典
』
に
「
周
禮
夏
官
大
司
馬
、
九
伐
之
灋
、
外
内
亂
、
鳥
獸
行
、
則
滅
之
、
註
、

毀
其
宗
廟
社
稷
曰
滅
」
と
あ
る
が
、
鄭
注
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。

④
『
左
傳
』
莊
公
二
十
八
年
「
今
令
尹
不
尋
諸
仇
讎
、
而
於
未
亡
人
之
側
、
不
亦
異
乎
」、

杜
注
「
夫
人
旣
寡
、
自
稱
未
亡
人
也
」。

⑤
『
國
語
』
晉
語
四
「
晉
公
子
生
十
七
年
而
亡
。
卿
材
三
人
從
之
、
可
謂
賢
矣
」、
韋
昭
注

「
亡
、
奔
也
」。

⑥
『
左
傳
』
僖
公
九
年
「
臣
聞
、
亡
人
無
黨
、
有
黨
必
有
讎
」。

⑦
『
管
子
』
輕
重
乙
第
八
十
一
「
今
發
徒
隸
而
作
之
、
則
逃
亡
而
不
守
」。

⑧
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
第
六
「
二
十
三
年
、
發
諸
嘗
逋
亡
人
、
贅
婿
賈
人
、
略
取
陸
梁
地
」。

【
喪
】「
も
」
の
時
は
平
聲
な
り
、「
う
し
な
ふ
」
の
時
は
去
聲
な
り
。「
家
を
喪
ふ
」
①
「
國
を
喪

ふ
」
②
「
位
を
喪
ふ
」
③
「
財
を
喪
ふ
」
④
に
皆
用
い
る
。

①
『
史
記
』
孔
子
世
家
第
十
七
「
然
自
要
以
下
不
及
禹
三
寸
、
纍
纍
若
喪
家
之
狗
」。

②
『
國
語
』
晉
語
一
「
且
夫
挾
小
鯁
也
、
可
以
小
戕
、
而
不
能
喪
國
」。

③
蔡
邕
『
太
傅
胡
廣
碑
』「
自
公
寢
疾
、
至
于
薨
斃
。
參
與
嘗
禱
、
列
在
喪
位
」。

④
『
太
平
廣
記
』
狐
九
・
昝
規
「
我
偶
喪
財
産
、
今
日
窮
厄
失
計
」。

【
泯
】
消
・
滅
二
字
の
義
な
り
。
消
滅
し
て
迹
な
き
こ
と
な
り
。

【
湮
】「
き
ゆ
る
」
と
よ
む
。「
消
湮
」「
湮
滅
」
①
と
連
用
す
。「
字
消
す
」
②
と
い
う
は
、
字
の

形
全
く
な
く
な
る
こ
と
な
り
、「
字
湮
す
」
③
と
い
う
は
、
き
え
て
こ
と
の
ほ
か
薄
く
な
り
、
形
さ

だ
か
な
ら
ぬ
を
い
う
な
り
。

①
『
史
記
』
游
俠
列
傳
第
六
十
四
「
自
秦
以
前
、
匹
夫
之
俠
、
湮
滅
不
見
、
余
甚
恨
之
」。

②
『
酉
陽
雜
俎
』
廣
動
植
之
二
「
烏
賊
、
舊
説
名
河
伯
度
、
事
小
吏
、
過
大
魚
、
輒
放
墨
、

方
數
尺
、
以
混
其
身
、
江
東
人
或
取
墨
書
契
以
脱
人
財
物
、
書
跡
如
淡
墨
、
逾
年
字
消
、

惟
空
紙
耳
」。

③
錢
謙
益
『
題
李
伯
元
修
褚
家
堡
公
記
』「
漆
版
摩
娑
字
半
湮
、
蟲
絲
鼠
跡
暗
承
塵
」。
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【
熄
】
火
の
き
え
る
な
り
①
。
又
埋
火
を
も
い
う
①
。

①
『
説
文
解
字
』「
熄
、
畜
火
也
、
从
火
息
聲
、
亦
曰
滅
火
」。

４
〇
き
る

截

切

斫

剪

斬

(
後
二
、
七
号
裏
）

【
截
】
た
ち
き
る
こ
と
な
り
①
。
刀
な
ど
に
て
き
る
こ
と
に
て
は
な
し
。

①
『
説
文
解
字
』「
截
、
斷
也
」。

【
切
】
き
り
わ
り
、
き
り
や
ぶ
る
こ
と
な
り
①
。

①
『
説
文
解
字
』「
切
、
刌
也
」、「
刌
、
切
也
」。

【
斫
】
き
つ
て
お
と
す
な
り
①
。「
首
を
斫
る
」
②
「
竹
木
を
斫
る
」
③
な
ど
用
い
る
。

①
『
説
文
解
字
』「
斫
、
擊
也
」。

②
『
大
乘
蓮
華
寶
達
問
答
報
應
沙
門
品
第
一
』「
鐵
床
地
獄
、
耕
田
地
獄
、
斫
首
地
獄
」。

③
『
宋
會
要
輯
稿
』
食
貨
六
十
五
免
役
二
「
本
路
州
縣
輒
以
採
斫
竹
木
、
般
運
鐵
炭
及
以
和

雇
爲
名
」。

【
剪
】
剪
刀
に
て
は
さ
み
き
る
こ
と
。「
た
つ
」
と
も
用
い
る
。
そ
れ
も
は
さ
み
き
る
意
な
り
。「
剪

彩
花
」
の
類
に
用
い
る
。

【
斬
①
】
首
を
き
る
こ
と
な
り
。
斫
の
字
と
似
た
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
斬
、
截
也
」。

５
〇
き
く

聽

聞

听

聆

可

肯

（
後
三
、
廿
二
号
表
）

【
聽
】
聞
と
は
違
う
な
り
。「
聞
は
耳
、
聲
を
受
く
る
な
り
。
聽
は
耳
、
聲
を
待
つ
な
り
」
①
と
注

せ
り
。「
耳
、
聲
を
受
く
」
と
は
、
き
こ
え
る
な
り
、「
耳
、
聲
を
待
つ
」
と
は
、
き
こ
う
と
思
い

て
き
く
な
り
。
そ
れ
ゆ
え
聽
の
字
は
公
事
沙
汰
を
き
く
に
も
用
い
る
②
。「
政
を
聽
く
」
③
「
雨
を

聽
く
」
④
な
ど
、
皆
氣
を
付
け
て
き
く
な
り
。
又
い
か
に
も
と
合
點
す
る
こ
と
を
「
聽
」
と
い
う

⑤
。
和
語
の
「
き
き
い
れ
た
」
と
い
う
程
の
こ
と
な
り
。
又
「
ま
か
す
」
と
よ
む
も
、
そ
れ
よ
り

轉
用
し
た
る
も
の
な
り
。

①
『
字
彙
』
未
集
「
聞
、
耳
受
聲
也
」、
未
集
「
聽
、
聆
也
、
待
也
、
從
也
」。

②
『
禮
記
』
王
制
「
司
寇
正
刑
明
辟
、
以
聽
獄
訟
」。

③
『
左
傳
』
昭
公
元
年
「
君
子
有
四
時
、
朝
以
聽
政
、
晝
以
訪
問
、
夕
以
脩
令
、
夜
以
安
身
」。

④
韋
應
物
『
送
顔
司
議
使
蜀
訪
圓
書
』「
山
館
夜
聽
雨
、
秋
猿
獨
叫
群
」。

⑤
『
釋
名
』
釋
姿
容
「
聽
、
靜
也
、
靜
然
後
所
聞
審
也
」。

【
聞
】「
耳
、
聲
を
受
く
る
な
り
。
聽
は
聞
か
ず
」
と
い
う
に
て
思
量
す
べ
し
。
又
「
か
ぐ
」
と
よ

む
こ
と
あ
り
。
和
語
に
「
香
を
聞
く
」
と
い
う
辭
あ
り
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
り
。
詩
語
に
「
暗

香
聞
」
①
な
ど
と
使
う
。
又
疏
章
に
「
以
て
聞
す
」
②
と
い
う
は
、
上
へ
申
し
上
る
と
い
う
こ
と

な
り
。
又
「
聲
、
天
に
聞
ゆ
」
③
は
、
聲
の
向
う
へ
き
こ
え
る
な
り
。
そ
の
時
は
音
問
、
去
聲
な

り
。「
令
聞
」
④
の
時
も
同
じ
。

①
王
夫
之
『
廨
舍
梅
〈
亦
與
官
梅
重
取
湊
百
題
耳
〉』「
被
擁
黄
紬
曉
睡
醺
、
蜃
窗
晴
送
暗
香

聞
」。
ま
た
唐
詩
に
は
「
暗
聞
香
」
と
い
う
語
も
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
は
沈
佺
期
『
夜

遊
』「
管
絃
遙
辨
曲
、
羅
綺
暗
聞
香
」
な
ど
が
あ
る
。

②
『
漢
書
』
武
帝
紀
第
六
「
吏
民
有
振
救
飢
民
免
其
戹
者
、
倶
舉
以
聞
」。

③
『
詩
經
』
小
雅
・
鴻
鴈
之
什
・
鶴
鳴
「
鶴
鳴
于
九
皐
、
聲
聞
于
天
」。

④
『
書
經
』
微
子
之
命
「
爾
惟
踐
修
厥
猷
、
舊
有
令
聞
」。
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

【
听
】
聽
の
俗
字
な
り
。

【
聆
】
聽
の
字
と
同
意
な
り
。

【
可
】【
肯
】
二
字
と
も
「
き
く
」
と
よ
む
。
い
か
に
も
と
合
點
す
る
こ
と
な
り
。「
可
」
は
よ
し

と
ゆ
る
す
意
な
り
①
、「
肯
」
は
「
う
け
が
う
」
と
よ
む
ゆ
え
、
轉
じ
て
き
き
い
れ
る
こ
と
に
用
い

る
。
耳
に
て
き
く
に
あ
ら
ず
、
心
に
承
知
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
書
經
』
堯
典
「
帝
曰
、
吁
嚚
訟
、
可
乎
」。

『
廣
韻
』
巻
三
「
可
、
許
可
也
」。

ク
の
部

１
〇
く
ら
し

暗

昏

昧

晦

暝

幽

杳

冥

蒙

濛

懵

睯

瞀

(
二
、
十
四
号
表
）

【
暗
】
闇
、
同
字
な
り
。
明
の
反
對
な
り
。
日
月
・
燭
火
・
道
理
・
心
識
の
く
ら
き
に
通
用
す
。「
綠

暗
」
①
と
い
う
は
、
春
過
ぎ
四
月
に
な
り
て
、
花
皆
落
ち
盡
く
し
て
、
綠
陰
ば
か
り
に
な
り
た
る

時
は
、
景
氣
く
ら
き
よ
う
な
る
を
い
う
。「
黑
暗
」
②
は
犀
角
な
り
、「
白
暗
」
②
は
象
牙
な
り
。

又
「
そ
ら
に
」
と
よ
む
時
は
、
そ
の
事
を
知
ら
ず
、
お
の
づ
か
ら
理
に
合
う
を
「
闇
〔
あ
ん
に
〕

そ
ら

に
合
ふ
」
③
と
い
う
。「
黙
し
て
契
ふ
」
と
同
意
な
り
。「
暗
香
」
④
は
、
花
な
ど
の
あ
る
は
見
え

か
な

ず
し
て
そ
の
香
の
聞
え
る
を
い
う
。「
闇
誦
」
⑤
は
書
に
對
せ
ず
し
て
、
そ
ら
に
よ
む
こ
と
な
り
。

「
背
誦
」
⑥
と
も
い
う
。
俗
語
に
は
「
背
」
と
ば
か
り
い
う
。
皆
暗
と
通
用
す
。
又
「
梁
闇
」
⑦

ホ
イ

は
喪
屋
な
り
。「
諒
陰
」
⑧
に
も
作
る
。「
亮
陰
」
⑨
と
も
か
く
。
こ
の
時
は
暗
の
字
は
用
い
ず
。

あ
ん

①
温
庭
筠
『
寒
食
日
作
』「
紅
深
綠
暗
径
相
交
、
抱
暖
含
芳
披
紫
袍
」。

②
『
酉
陽
雜
俎
』
廣
動
植
之
一
「
故
波
斯
謂
牙
爲
白
暗
、
犀
爲
黑
暗
」。

③
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
山
濤
「
于
時
咸
以
濤
不
學
孫
呉
、
而
闇
與
之
合
」。

④
羊
士
諤
『
郡
中
卽
事
三
首
』
二
「
紅
衣
落
盡
暗
香
殘
、
葉
上
秋
光
白
露
寒
」。

⑤
『
三
國
志
』
魏
書
・
王
衞
二
劉
傅
傳
「
初
、
粲
與
人
共
行
、
讀
道
邊
碑
、
人
問
曰
、
卿
能

闇
誦
乎
。
曰
、
能
。
因
使
背
而
誦
之
、
不
失
一
字
」。

⑥
元
好
問
『
中
州
集
』
劉
昂
霄
「
予
識
景
玄
於
太
原
、
人
有
言
是
家
讀
廣
記
半
月
能
背
誦
者
、

予
未
之
信
」。

⑦
『
尚
書
大
傳
』
巻
四
説
命
「
書
曰
、
高
宗
梁
闇
、
三
年
不
言
。
何
爲
梁
闇
也
、
傳
曰
、
高

宗
居
凶
廬
、
三
年
不
言
」。

⑧
『
論
語
』
憲
問
「
子
張
曰
、
書
云
、
高
宗
諒
陰
、
三
年
不
言
」。

⑨
『
書
經
』
無
逸
「（
高
宗
）
作
其
卽
位
、
乃
或
亮
陰
、
三
年
不
言
」。

【
昏
】「
ゆ
う
べ
」
な
り
、「
く
る
る
」
な
り
。
轉
用
し
て
、「
く
ら
し
」
と
よ
む
。
暗
と
同
義
な
り
。

明
の
反
對
な
り
。
但
し
「
闇
」
は
や
み
、「
昏
」
は
く
れ
る
な
る
ゆ
え
、
昏
は
闇
よ
り
義
輕
き
か
た

な
れ
ば
、
ひ
ろ
く
用
い
る
な
り
。「
黄
昏
」
①
は
戌
の
時
を
い
う
。
林
逋
が
「
暗
香
浮
動
月
黄
昏
」

②
と
い
う
を
、
葦
航
紀
談
に
「
戌
の
時
を
い
う
に
非
ず
。
水
淸
淺
と
對
す
る
に
よ
り
、
只
だ
夜
深ふ

け
て
、
月
色
黄
に
昏
く
な
り
た
る
時
を
い
う
」
③
と
い
え
る
は
鑿
説
な
り
。
や
は
り
戌
の
時
な
り
。

「
淸
淺
」
と
對
し
た
る
は
、
淸
の
字
に
彩
色
門
に
通
じ
る
意
あ
る
ゆ
え
、
字
面
を
以
て
借
對
に
す

る
な
り
。
又
「
昏
姻
」
④
は
日
の
く
れ
時
を
用
い
る
故
、「
昏
姻
」
と
い
う
。
後
、
女
傍
に
從
い
て

婚
に
作
る
。

①
『
楚
辭
』
離
騷
「
曰
黄
昏
以
爲
期
兮
、
羌
中
道
而
改
路
」。

吾
邱
衍
『
閒
居
錄
』「
堯
典
定
中
星
以
戌
爲
昏
、
世
俗
稱
黄
昏
戌
時
也
、
是
」。

②
林
逋
『
山
園
小
梅
』「
疎
影
横
斜
水
淸
淺
、
暗
香
浮
動
月
黄
昏
」。

③
『
葦
航
紀
談
』「
黄
昏
對
淸
淺
、
乃
兩
字
非
一
字
、
月
黄
昏
、
謂
夜
深
香
動
、
月
爲
之
黄

而
昏
、
非
汎
言
人
定
時
也
」。

④
『
正
字
通
』
辰
集
上
「
昏
姻
、
娶
妻
之
禮
、
以
昏
爲
期
、
取
陽
徨
陰
來
之
義
、
別
作
婚
」。
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【
昧
】「
く
ら
し
」
と
よ
む
。
明
の
反
對
な
り
。「
暗
昧
」
①
「
昏
昧
」
②
「
幽
昧
」
③
「
曚
昧
」

④
「
愚
昧
」
⑤
な
ど
と
用
い
る
。「
草
昧
」
⑥
は
、
洪
荒
の
時
、
又
は
國
初
の
時
、
亂
の
未
だ
定
ま

ら
ず
、
名
位
政
刑
の
明
ら
か
な
ら
ぬ
時
を
い
う
。「
草
」
は
は
じ
め
る
意
、「
昧
」
は
く
ら
き
意
ゆ

え
な
り
。「
曖
昧
」
⑦
は
、
事
の
わ
け
の
分
明
な
ら
ぬ
を
い
う
。
書
經
に
「
昧
昧
と
し
て
我
之
を
思

ふ
」
⑧
と
は
、
黙
黙
と
し
て
思
う
意
な
り
。
又
「
虛
靈
不
昧
」
⑨
「
不
昧
因
果
」
⑩
な
ど
は
、
迷

わ
ぬ
意
な
り
。
又
佛
語
に
「
三
昧
」
⑪
と
い
う
こ
と
あ
り
、「
三
摩
地
」
⑫
と
も
い
う
。「
正

定
」

し
よ
う
じ
よ
う

⑬
と
翻
す
。
そ
れ
を
轉
用
し
て
、
詩
文
諸
藝
に
「
三
昧
」
と
い
う
は
、
悟
り
得
た
る
玅
處
を
い
う
。

「
詩
三
昧
」
⑭
「
草
書
三
昧
」
⑮
な
ど
な
り
。
然
る
を
或
る
人
の
文
に
「
詩
は
聖
人
遊
戲
三
昧
の

書
な
り
」
⑯
と
か
け
り
、
詩
經
の
こ
と
を
い
え
り
、
意
義
を
な
さ
ず
、
專
ら
和
語
を
用
い
た
る
な

る
べ
し
。「
昧
爽
」
⑰
は
未
明
を
い
う
。「
曶
爽
」
⑱
と
も
か
け
り
。

ま
い

①
『
國
語
』
鄭
語
「
今
王
棄
高
明
昭
顯
、
而
好
讒
慝
暗
昧
、
惡
角
犀
豐
盈
、
而
近
頑
童
窮
固
」。

②
左
思
『
呉
都
賦
』（『
文
選
』
巻
五
）「
歊
霧
漨
浡
、
雲
蒸
昏
昧
」。

③
屈
原
『
楚
辭
』
離
騷
「
惟
黨
人
之
偸
樂
兮
、
路
幽
昧
以
險
隘
」。

④
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
八
紀
瞻
「
太
極
者
、
蓋
謂
混
沌
之
時
曚
昧
未
分
」。

⑤
郭
璞
『
蚍
蜉
賦
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
七
引
）「
伊
斯
蟲
之
愚
昧
、
乃
先
識
而
似
悊
」。

⑥
『
易
經
』
屯
「
雷
雨
之
動
滿
盈
、
天
造
草
昧
、
宜
建
侯
而
不
寧
」。

⑦
『
後
漢
書
』
列
傳
第
五
十
下
蔡
邕
「
若
公
子
所
謂
覩
曖
昧
之
利
、
而
忘
昭
晢
之
害
」。

⑧
『
書
經
』
秦
誓
「
我
皇
多
有
之
、
昧
昧
我
思
之
」。

⑨
『
禮
記
』
大
學
「
大
學
之
道
、
在
明
明
德
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
」、『
大
學
章
句
』「
明

德
者
、
人
之
所
得
乎
天
、
而
虛
靈
不
昧
、
以
具
衆
理
而
應
萬
事
者
也
」。

⑩
『
圓
悟
佛
果
禪
師
語
錄
』
巻
第
十
九
・
頌
古
下
「
丈
云
、
汝
問
我
與
汝
道
。
老
人
遂
問
、

大
修
行
底
人
還
落
因
果
也
無
。
丈
云
、
不
昧
因
果
。
老
人
遂
悟
」。

⑪
李
肇
『
翰
墨
志
』「
翰
苑
學
士
毎
下
直
出
門
、
相
虐
謂
之
小
三
昧
、
銀
臺
乘
馬
、
謂
之
大

三
昧
、
如
釋
氏
之
去
纏
縛
而
自
在
也
」。

『
大
智
度
論
』
巻
七
「
何
等
爲
三
昧
。
善
心
一
處
住
不
動
、
是
名
三
昧
」。

⑫
『
楞
嚴
經
』
巻
六
「
彼
佛
敎
我
、
從
聞
思
脩
、
入
三
摩
地
」。

⑬
「
正
定
」
は
迷
い
の
な
い
境
地
の
こ
と
。『
慧
遠
大
乘
義
章
』
巻
十
三
「
心
住
一
緣
、
離

於
散
動
、
故
名
爲
定
。
言
三
昧
者
、
是
外
國
語
。
此
名
正
定
、
定
如
前
釋
、
離
於
邪
亂
、

故
説
爲
正
」。

⑭
許
有
壬
『
題
林
和
靖
工
部
帖
』「
梅
花
已
入
詩
三
昧
、
工
部
今
如
魯
兩
生
」。

⑮
『
六
藝
之
一
録
』
巻
三
百
四
十
三
歴
朝
書
譜
「
又
云
、
紹
聖
甲
戌
在
黄
龍
山
中
、
忽
得
草

書
三
昧
、
晩
年
之
作
、
因
與
少
時
異
矣
」。

『
唐
國
史
補
』
巻
中
「
長
沙
僧
懷
素
、
好
草
書
、
自
言
得
草
聖
三
昧
」。

⑯
伊
藤
仁
齋
『
詩
説
』「
詩
の
一
經
は
聖
人
の
遊
戲
三
昧
の
書
な
り
」。

⑰
『
書
經
』
太
甲
上
「
先
王
昧
爽
丕
顯
、
坐
以
待
旦
」、
正
義
「
昧
是
晦
冥
、
爽
是
未
明
、

謂
夜
向
晨
也
」。

『
書
經
』
武
成
「
甲
子
昧
爽
、
受
率
其
旅
若
林
、
會
于
牧
野
」。

⑱
『
漢
書
』
司
馬
相
如
傳
第
二
十
七
下
「
使
疏
逖
不
聞
、
曶
爽
闇
昧
得
耀
乎
光
明
、
以
偃
甲

兵
於
此
」。

【
晦
】「
く
ら
し
」
と
よ
む
。
明
の
反
對
な
り
。
つ
も
こ
り
［
つ
ご
も
り
］
と
い
う
字
な
る
よ
り
轉

用
し
て
、
大
形
昏
・
暗
・
昧
と
同
じ
こ
と
な
り
。
但
し
く
ら
き
の
甚
し
き
に
用
い
る
。
明
の
字
、

顯
の
字
の
反
對
な
り
。
但
し
景
象
の
上
に
も
、
愚
昧
の
上
の
こ
と
に
も
用
い
ず
、
く
ら
ま
し
か
く

す
意
に
多
く
用
い
る
。
易
に
「
晦
き
に
嚮
て
入
り
て
宴
息
す
」
①
と
い
う
は
、
日
く
れ
て
は
休

く
ら

む
か
ひ

息
す
る
こ
と
な
り
。
詩
に
「
遵
養
時

晦
す
」
②
と
い
う
よ
り
、「
遵
晦
」
③
「
用
晦
」
④
「
時
晦
」

こ
れ
く
ら
ま

②
「
自
晦
」
⑤
「
韜
晦
」
⑥
、
皆
つ
つ
み
く
ら
ま
す
意
な
り
。

①
『
易
經
』
隨
「
君
子
以
嚮
晦
入
宴
息
」。

②
『
詩
經
』
周
頌
・
閔
予
小
子
之
什
・
酌
「
於
鑠
王
師
、
遵
養
時
晦
」。

③
明
・
唐
順
之
『
書
王
氏
傳
家
錄
後
』「
豈
其
翊
贊
于
遵
晦
之
日
者
、
不
及
乎
純
熈
大
介
之

會
」。

④
『
易
經
』
明
夷
「
明
入
地
中
、
明
夷
、
君
子
以
莅
衆
、
用
晦
而
明
」。

⑤
『
舊
唐
書
』
列
傳
第
七
十
九
韓
滉
「
尤
工
書
、
兼
善
丹
靑
、
以
繪
事
非
急
務
、
自
晦
其
能
、
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未
嘗
傳
之
」。

⑥
『
舊
唐
書
』
本
紀
第
十
八
下
宣
宗
「
曆
太
和
、
會
昌
朝
、
愈
事
韜
晦
、
群
巨
遊
處
、
未
嘗

有
言
」。

【
冥
】【
暝
】
同
字
な
り
。
さ
れ
ど
も
後
世
分
用
す
。「
靑
冥
」
①
は
天
な
り
。「
玄
冥
」
②
は
北
方

水
德
の
神
な
り
、
冬
の
神
な
り
。
冬
の
異
名
に
も
用
い
る
③
。「
冥
冥
」
④
は
く
ら
き
貌
な
り
。「
北

さ
ま

冥
」
⑤
は
北
海
な
り
。
或
い
は
溟
に
作
る
。「
焦
冥
」
⑥
は
、
極
小
の
虫
に
て
、
蚊
の
睫
に
集
ま

ま
つ
げ

る
。
一
に
螟
に
作
る
。「
大
冥
」
⑦
は
大
虛
な
り
。「
紫
冥
」
⑧
も
天
な
り
。「
昊
冥
」「
蒼
冥
」
⑨
、

皆
天
な
り
。「
杳
冥
」
⑩
、
一
に
「
窈
冥
」
⑪
に
作
る
、
又
「
窅
冥
」
⑫
に
作
る
。
太
虛
を
も
い
い
、

又
道
理
に
て
も
遠
く
遙
か
に
て
さ
だ
か
に
見
え
ぬ
意
を
い
う
。「
渺
冥
」
⑬
も
同
意
な
り
。「
鴻
飛

び
て
冥
冥
た
り
」
⑭
と
い
う
も
同
意
な
り
。「
沈
冥
」
⑮
は
人
の
自
ら
名
を
く
ら
ま
し
て
居
る
こ
と

な
り
。
又
「
幽
冥
の
中
」
⑯
「
冥
冥
の
中
」
⑰
な
ど
、
人
の
知
ら
ず
は
か
ら
ぬ
處
を
い
う
。
こ
れ

よ
り
佛
書
に
「
冥
途
」
⑱
な
ど
の
語
あ
り
。
畢
竟
冥
の
字
の
意
く
ら
く
し
て
、
は
か
り
し
ら
れ
ぬ

意
な
り
。
こ
れ
ら
に
は
暝
の
字
を
か
か
ず
、
專
ら
平
聲
な
り
。「
晦
冥
し
」
⑲
「
晝
冥
し
」
⑳
な
ど
、

暝
と
通
用
す
る
と
き
、
平
去
兩
聲
な
り
。

①
『
楚
辭
』
九
章
・
悲
回
風
「
據
靑
冥
而
攄
虹
兮
、
遂
儵
忽
而
捫
天
」。

②
『
禮
記
』
月
令
「
孟
冬
之
月
、
日
在
尾
、
昏
危
中
、
旦
七
星
中
、
其
日
壬
癸
、
其
帝
顓
頊
、

其
神
玄
冥
」。

③
韋
莊
『
咏
梅
詩
』「
不
隨
沃
艶
開
、
獨
媚
玄
冥
節
」。

④
『
詩
經
』
小
雅
・
谷
風
之
什
・
無
將
大
車
「
無
將
大
車
、
維
塵
冥
冥
」、
集
傳
「
冥
冥
、

昏
晦
也
」。

⑤
『
莊
子
』
逍
遙
遊
「
北
冥
有
魚
、
其
名
爲
鯤
」。

⑥
『
晏
子
春
秋
』
外
篇
第
八
「
東
海
有
蟲
、
巢
於
蟁
睫
、
再
乳
再
飛
而
蟁
不
爲
驚
、
臣
嬰
不

知
其
名
、
而
東
海
漁
者
命
曰
焦
冥
」。

⑦
『
淮
南
子
』
本
經
訓
「
而
萬
民
莫
相
侵
欺
暴
虐
、
猶
在
于
混
冥
之
中
」、
注
「
混
、
大
也
、

大
冥
之
中
、
謂
道
也
」。

⑧
李
白
『
與
諸
公
送
陳
郎
將
歸
衡
陽
』「
衡
山
蒼
蒼
入
紫
冥
、
下
看
南
極
老
人
星
」。

⑨
文
天
祥
『
正
氣
歌
』「
於
人
曰
浩
然
、
沛
乎
塞
蒼
冥
」。

⑩
『
楚
辭
』
賈
誼
・
惜
誓
「
馳
騖
於
杳
冥
之
中
兮
、
休
息
虖
崑
崙
之
墟
」。

⑪
『
淮
南
子
』
覽
冥
訓
「
深
微
窈
冥
、
難
以
知
論
、
不
可
以
辯
説
也
」。

⑫
『
新
語
』
資
質
「
及
隘
於
山
阪
之
阻
、
隔
於
九

之
隄
、
仆
於
嵬
崔
之
山
、
頓
於
窅
冥
之

溪
」。

⑬
杜
甫
『
橋
陵
詩
三
十
韻
因
呈
縣
内
諸
官
』「
永
與
奥
區
固
、
川
原
紛
眇
冥
」。

⑭
『
法
言
』
問
明
「
治
則
見
、
亂
則
隱
、
鴻
飛
冥
冥
、
弋
人
何

焉
」。

⑮
『
法
言
』
問
明
「
蜀
莊
沈
冥
蜀
莊
之
才
之
珍
也
」。

⑯
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
九
周
顗
「
吾
雖
不
殺
伯
仁
、
伯
仁
由
我
而
死
。
幽
冥
之
中
、
負
此

良
友
」。

⑰
『
宋
史
』
志
第
六
十
禮
十
吉
禮
十
「
太
祖
兩
朝
威
靈
、
相
與
校
強
弱
于
冥
冥
之
中
」。

⑱
徐
霖
『
綉
襦
記
』
剔
目
勸
學
「
我
在
冥
途
回
轉
、
尚
兀
自
心
頭
火
燃
」。

⑲
『
史
記
』
龜
策
列
傳
第
六
十
八
「
飄
風
日
起
、
正
晝
晦
冥
、
日
月
並
蝕
、
滅
息
無
光
」。

⑳
『
晉
書
』
列
傳
第
六
十
四
隱
逸
夏
統
「
含
水
嗽
天
、
雲
雨
響
集
、
叱
咤
讙
呼
、
雷
電
晝
冥
、

集
氣
長
嘯
、
沙
塵
煙
起
」。

【
幽
】「
か
す
か
な
り
」
と
い
う
訓
、
沙
汰
の
限
り
な
り
。
世
俗
多
く
は
こ
の
訓
に
迷
わ
さ
れ
る
。

深
く
遠
く
て
人
し
ら
ぬ
意
あ
り
、
く
ら
き
意
を
主
と
し
て
用
い
る
あ
り
、
深
き
意
を
主
と
し
て
用

い
る
あ
り
、
人
し
ら
ぬ
意
を
主
と
し
て
用
い
る
あ
り
、
遠
き
意
を
主
と
し
て
用
い
る
あ
り
。「
光
、

六
幽
を
照
す
」
①
と
は
、
上
下
四
方
の
遠
處
ま
で
を
も
照
ら
す
な
り
。「
威
德
、
八
幽
に
洞
る
」
②

と
ふ

な
ど
、
遠
き
意
を
主
と
せ
り
。「
朝
陽
再
び
は
盛
ん
な
ら
ず
、
白
日
忽
ち
西
に
幽
な
り
」
③
「
皇
明
、

幽
を
燭
す
」
④
、
暗
き
意
を
主
と
せ
り
。「
幽
明
」
⑤
と
い
う
は
、
人
を
「
明
」
と
い
い
、
鬼
神
を

「
幽
」
と
い
う
。
暗
く
て
人
し
ら
ぬ
意
な
り
。「
生
涯
一
朝
盡
き
、
寂
寞
と
し
て
夜
臺
幽
な
り
」
⑥
、

「
夜
臺
」
は
墳
墓
な
り
。
こ
れ
も
幽
明
の
幽
の
意
な
り
。「
禮
樂
光
輝
盛
ん
な
り
、
山
河
氣
象
幽
な

り
」
⑦
「
未
だ
銀
管
の
裡
に
値
は
ず
、
寧
ぞ
玉
殿
の
幽
に
移
ら
ん
や
」
⑧
、
深
き
意
を
主
と
せ
り
。

あ
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易
の
「
幽
人
」
⑨
は
隱
者
を
い
う
。
人
知
ら
ぬ
意
を
主
と
す
。「
禪
房
、
花
木
深
し
、
竹
徑
、
幽
處

に
通
ず
」
⑩
「
野
寺
、
江
天
濶
く
、
山
扉
、
花
竹
幽
な
り
」
⑪
「
竹
細
く
、
野
池
幽
な
り
」
⑫
「
淸

江
一
曲
、
村
を
抱
い
て
流
る
、
長
夏
、
江
村
、
事
事
幽
な
り
」
⑬
「
一
鳥
鳴
か
ず
、
山
更
に
幽
な

り
」
⑭
「
伐
木
丁
丁
と
し
て
山
更
に
幽
な
り
」
⑮
、
皆
深
遠
に
し
て
人
知
ら
ぬ
趣
を
い
う
。
又
「
横

ざ
ま
に
口
語
を
被
て
、
身
、
北
闕
に
幽
る
」
⑯
「
文
王
、
羑
里
に
拘
は
れ
て
、
拘
幽
操
を
作
る
」

と
ら
は

と
ら

⑰
、
琴
の
曲
な
り
。
こ
れ
ら
は
囚
の
義
な
り
。

①
『
後
漢
書
』
肅
宗
孝
章
帝
紀
第
三
「
朕
聞
、
明
君
之
德
、
啓
迪
鴻
化
、
緝
熙
康
乂
、
光
照

六
幽
」。

②
曹
植
『
聖
皇
篇
』「
九
州
咸
賓
服
、
威
德
洞
八
幽
」。

③
阮
籍
『
詠
懷
詩
八
十
二
首
』
三
十
二
「
朝
陽
不
再
盛
、
白
日
忽
西
幽
。
去
此
若
俯
仰
、
如

何
似
九
秋
」。

④
班
固
『
東
都
賦
』（『
文
選
』
巻
一
）「
考
聲
敎
之
所
被
、
散
皇
明
以
燭
幽
」。

⑤
『
易
經
』
繫
辭
上
「
仰
以
觀
于
天
文
、
俯
以
察
于
地
理
、
是
故
知
幽
明
之
故
」。

『
書
經
』
舜
典
「
三
載
考
績
、
三
考
黜
陟
幽
明
」、
注
「
黜
退
其
幽
者
、
升
進
其
明
者
」。

⑥
儲
光
羲
『
陸
著
作
挽
歌
』「
明
道
俟
良
佐
、
惟
賢
初
薄
遊
、
生
涯
一
朝
盡
、
寂
寞
夜
臺
幽
」。

⑦
高
適
『
奉
酬
雎
陽
李
太
守
』「
禮
樂
光
輝
盛
、
山
河
氣
象
幽
」。

⑧
李
嶠
『
桂
』「
未
殖
銀
宮
裏
、
寧
移
玉
殿
幽
、
枝
生
無
限
月
、
花
滿
自
然
秋
」。

⑨
『
易
經
』
履
「
九
二
、
履
道
坦
坦
、
幽
人
貞
吉
」。

⑩
常
建
『
題
破
山
寺
後
禪
院
』「
淸
晨
入
古
寺
、
初
日
照
高
林
、
竹
逕
通
幽
處
、
禪
房
花
木

深
」。

⑪
杜
甫
『
遊
修
覺
寺
』「
野
寺
江
天
豁
、
山
扉
花
竹
幽
。
詩
應
有
神
助
、
吾
得
及
春
遊
」。

⑫
杜
甫
『
上
牛
頭
寺
』「
花
濃
春
寺
靜
、
竹
細
野
池
幽
」。

⑬
杜
甫
『
江
村
』「
淸
江
一
曲
抱
村
流
、
長
夏
江
村
事
事
幽
」。

⑭
王
安
石
『
鍾
山
卽
事
』「
茅
簷
相
對
坐
終
日
、
一
鳥
不
鳴
山
更
幽
」。

⑮
杜
甫
『
題
張
氏
隱
居
二
首
』
一
「
春
山
無
伴
獨
相
求
、
伐
木
丁
丁
山
更
幽
」。

⑯
楊
惲
『
報
孫
會
宗
書
』「
懷
祿
貪
埶
、
不
能
自
退
、
遭
遇
變
故
、
横
被
口
語
、
身
幽
北
闕
、

妻
子
滿
獄
」。

⑰
『
琴
操
』
巻
上
拘
幽
操
「
拘
幽
操
者
、
文
王
拘
於
羑
里
而
作
」。

【
杳
】
遠
く
て
深
く
暗
き
意
を
兼
ね
る
。
又
寂
寞
の
意
味
も
あ
り
。「
杳
冥
」
①
「
杳
渺
」
②
「
杳

杳
」
③
と
連
用
す
。
窈
の
字
、
窅
の
字
、
通
用
す
。
但
し
「
窈
窕
」
の
時
は
通
用
せ
ず
、
深
遠
の

貌
な
り
④
。「
窈
窕
と
し
て
山
道
深
し
」
⑤
「
窈
窕
た
り
九
重
の
閨
」
⑥
「
煙
は
生
ず
、
窈
窕
の
深

き
に
」
⑦
「
旣
に
窈
窕
と
し
て
壑
を
尋
ぬ
」
⑧
、
皆
是
れ
な
り
。
詩
の
「
窈
窕
た
る
淑
女
」
⑨
を
、

王
肅
が
注
に
「
善
心
を
窈
と
曰
ひ
、
善
容
を
窕
と
曰
ふ
」
⑩
と
い
え
る
は
、
誠
に
牽
强
の
説
な
る

べ
し
。
深
遠
の
義
よ
り
轉
用
し
て
、
上
臈
の
も
の
ご
と
は
し
た
な
か
ら
ず
、
奥
ゆ
か
し
き
體
を
い

え
る
な
り
。
故
に
「
幽
閒
貞
靜
の
貌
」
⑨
と
も
注
せ
り
。
又
女
德
に
限
ら
ず
、
古
樂
府
焦
仲
卿
が

妻
の
詩
に
「
窈
窕
と
し
て
世
に
雙
無
し
」
⑪
と
い
え
る
は
男
德
を
い
え
り
。

①
傅
毅
『
舞
賦
』（『
文
選
』
巻
十
七
）「
脩
儀
操
以
顯
志
兮
、
獨
馳
思
乎
杳
冥
」。

②
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
傳
第
五
十
七
「
紅
杳
渺
以
眩
湣
兮
、
猋
風
涌
而
雲
浮
」。

③
王
逸
『
九
思
』
憫
上
「
意
逍
遙
兮
欲
歸
、
衆
穢
盛
兮
杳
杳
」。

④
『
説
文
解
字
』「
窈
、
深
遠
也
」。

⑤
曹
攄
『
贈
石
荊
州
詩
』「
轗
軻
石
行
難
、
窈
窕
山
道
深
」。

⑥
喬
知
之
『
從
軍
行
』「
窈
窕
九
重
閨
、
寂
寞
十
年
啼
」。

⑦
杜
甫
『
長
安
雜
題
長
句
六
首
』
二
「
煙
生
窈
窕
深
東
第
、
輪
撼
流
蘇
下
北
宮
」。

⑧
陶
潛
『
歸
去
來
辭
』（『
文
選
』
巻
四
十
五
）「
旣
窈
窕
以
尋
壑
、
亦
崎
嶇
而
經
丘
」。

⑨
『
詩
經
』
周
南
・
關
雎
「
窈
窕
淑
女
、
君
子
好
逑
」、
毛
傳
「
言
后
妃
有
關
雎
之
德
、
是

幽
閒
貞
專
之
善
女
、
宜
爲
君
子
之
好
匹
」。

⑩
『
詩
經
』
大
序
「
哀
窈
窕
」、
王
肅
注
（『
經
典
釋
文
』
引
）「
善
心
曰
窈
、
善
容
曰
窕
」。

⑪
『
古
詩
爲
焦
仲
卿
妻
作
』「
云
有
第
三
郎
、
窈
窕
世
無
雙
」。

【
蒙
】「
く
ら
し
」
と
よ
む
、「
か
ふ
ふ
る
」［
こ
う
む
る
］
と
よ
む
。
草
木
な
ど
上
よ
り
生
じ
け
り
、

う
ち
掩
い
て
く
ら
き
意
な
り
。「
蒙
を
衝
く
」
①
と
は
、
草
木
の
し
げ
り
て
路
な
き
處
を
つ
き
わ
け

お
ほ
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て
行
く
こ
と
な
り
。「
愚
蒙
」
②
「
昏
蒙
」
③
な
ど
と
用
い
る
。「
雨
氣
蒙
た
り
」
④
「
煙
雨
蒙
た

り
」
⑤
、
皆
和
語
に
い
う
も
う
も
う
と
く
ら
き
意
な
り
。
轉
用
し
て
「
童
蒙
」
⑥
と
用
い
る
。
童

子
は
い
ま
だ
知
惠
ひ
ら
け
ぬ
ゆ
え
い
う
な
り
。
蒙
の
一
字
に
て
も
童
子
に
な
る
⑦
。
無
知
の
意
を

含
み
て
用
い
る
な
り
。

①
王
褒
『
四
子
講
德
論
』（『
文
選
』
巻
五
十
一
）「
衝
蒙
渉
田
而
能
致
遠
未
若
遵
塗
之
疾
也
」、

注
「
向
曰
、
衝
蒙
、
謂
衝
突
蒙
籠
也
」。

②
『
漢
書
』
公
孫
劉
田
王
楊
蔡
陳
鄭
傳
第
三
十
六
「
足
下
哀
其
愚
蒙
賜
書
、
敎
督
以
所
不
及
、

殷
勤
甚
厚
」。

③
韓
愈
『
獨
孤
申
叔
哀
辭
』「
衆
萬
之
生
、
誰
非
天
耶
、
明
昭
昏
蒙
、
誰
使
然
邪
」。

④
貫
休
『
別
盧
使
君
歸
東
陽
二
首
』
一
「
雨
氣
蒙
蒙
草
滿
庭
、
式
微
吟
劇
更
誰
聽
」。

⑤
高
駢
『
宴
犒
蓄
軍
有
感
』「
蜀
地
恩
留
馬
嵬
哭
、
煙
雨
濛
濛
春
草
綠
」。

⑥
『
周
易
』
蒙
「
亨
、
匪
我
求
、
童
蒙
求
我
」。

⑦
『
周
易
』
序
卦
「
物
生
必
蒙
、
故
受
之
以
蒙
」、
鄭
注
「
蒙
、
幼
少
之
貌
」。

【
濛
】
蒙
と
通
用
す
。「
雨
濛
」
①
「
濛
陰
」
②
「
濛
濛
」
③
「
煙
雨
濛
た
り
」
④
「
微
濛
」
⑤
「
溟

濛
」
⑥
な
ど
な
り
。「
か
す
る
」［
か
す
れ
る
］
と
よ
ま
ず
、
童
蒙
に
用
い
ず
。
但
し
く
ら
き
貌
な

り
。
形
容
字
な
り
。

①
『
詩
經
』
豳
風
・
東
山
「
我
來
自
東
、
零
雨
其
濛
」。

②
王
僧
孺
『
從
子
永
寧
令
誄
』「
歡
無
一
緒
、
悲
有
萬
端
。
濛
陰
遽
戢
、
扶
景
易
殘
」。

③
盧
綸
『
江
春
望
三
首
』
二
「
簫
管
曲
長
吹
未
盡
、
花
南
水
北
雨
濛
濛
」。

④
蘇
軾
『
虔
州
八
境
圖
八
首
』
六
「
卻
從
塵
外
望
塵
中
、
無
限
樓
臺
煙
雨
濛
」。

⑤
『
子
夜
歌
四
十
二
首
』
三
十
二
「
驚
風
急
素
柯
、
白
日
漸
微
濛
」。

⑥
『
隋
書
』
列
傳
第
二
十
二
盧
思
道
從
父
兄
昌
衡
「
出
島
嶼
之
緜
邈
、
犯
霜
露
之
溟
濛
、
驚

絓
魚
之
密
網
、
畏
落
雁
之
虛
弓
」。

【
懵
】
無
知
の
貌
な
り
①
。

①
『
説
文
解
字
』「
懜
、
不
明
也
」。

【
睯
】
悶
な
り
。
心
の
も
だ
え
く
ら
む
な
り
。

【
瞀
】
目
の
ま
い
て
、
心
の
く
ら
む
な
り
。

２
〇
く
は
し

精

詳

審

曲

悉

委

(

二
、
三
十
一
号
表
）

【
精
】
し
ら
げ
米
［
精
白
し
た
米
］
と
い
う
字
な
り
。「
精
鑿
」
①
「
精
粲
」
②
な
ど
、
是
れ
な
り
。

よ
ね

故
に
「
く
は
し
し
」
と
よ
む
時
、「
精
細
」
③
「
精
詳
」
④
と
連
用
す
れ
ど
も
、
吟
味
を
つ
め
て
、

細
か
に
念
の
入
れ
た
る
こ
と
な
り
。
詳
・
細
の
字
義
と
少
し
く
異
な
り
。
故
に
「
精
確
」
⑤
「
精

妙
」
⑥
な
ど
と
用
い
る
。
又
も
の
の
き
つ
す
い
な
る
こ
と
に
用
い
る
。
故
に
「
精
粹
」
⑦
「
純
精
」

⑧
な
ど
と
用
い
る
。
又
も
の
の
せ
い
ぶ
ん
を
い
う
。「
天
地
、
精
を
含
み
、
萬
物
化
生
す
」
⑨
「
月

は
陰
精
、
日
は
陽
精
」
⑩
「
劒
の
精
」
⑪
「
墨
の
精
」
⑫
「
梅
の
精
」
⑬
「
花
の
精
」
⑭
な
ど
。

又
こ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
俗
語
に
「
成
精
的
」
と
い
え
る
は
、
も
の
の
年
月
を
經
て
ば
け
も
の
に

ジ
ン
チ
ン

テ

な
り
た
る
こ
と
な
り
。「
狐
狸
精
」
⑮
「
野
狐
精
」
⑯
、
皆
ば
け
も
の
な
り
。「
精
怪
」
⑰
と
も
使

う
な
り
。
又
「
精
神
」
⑱
「
精
爽
」
⑲
「
精
靈
」
⑳
、
皆
た
ま
し
い
な
り
。
又
「
精
神
爽
な
ら
ず
」

㉑
な
ど
は
、
氣
持
ち
の
こ
と
な
り
。
又
「
有
花
無
雪
不
精
神
」
㉒
と
い
う
は
、
し
や
う
ね
の
あ
る

こ
と
を
「
精
神
」
と
い
い
、
性
ね
の
な
き
こ
と
を
「
不
精
神
」
と
い
う
な
り
。
又
「
腎
精
」
㉓
な

り
。
醫
書
に
い
え
る
「
精
神
」
㉔
は
、
腎
精
心
神
な
り
。
又
「
圓
精
」
㉕
は
天
の
異
名
な
り
。
又

「
精
を
勵
ま
す
」
㉖
は
精
力
な
り
。「
精
金
」
㉗
は
、
よ
く
鍛
え
つ
め
て
き
つ
す
い
な
る
か
ね
な

き
た

り
。
し
ら
げ
米
の
意
な
り
。
又
「
目
精
」
㉘
は
ひ
と
み
な
り
。
睛
の
字
同
じ
㉙
。

①
杜
甫
『
行
官
張
望
補
稻
畦
水
歸
』「
秋
菰
成
黑
米
、
精
鑿
傅
白
粲
」

②
『
正
字
通
』
未
集
上
「
米
之
美
者
曰
精
粲
」。

③
『
三
國
志
』
呉
書
・
是
儀
胡
綜
傳
第
十
七
「
服
不
精
細
、
食
不
重
膳
、
拯
贍
貧
困
、
家
無
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儲
畜
」。

④
『
後
漢
書
』
竇
融
列
傳
第
十
三
「
融
小
心
精
詳
、
遂
決
策
東
向
」。

⑤
江
總
『
攝
山
棲
霞
寺
碑
』「
慧
振
法
師
、
志
業
該
練
、
心
力
精
確
」。

⑥
謝
靈
運
『
擬
魏
太
子
鄴
中
集
詩
・
平
原
侯
植
』（『
文
選
』
巻
三
十
）「
衆
賓
悉
精
妙
、
淸
辭

灑
蘭
藻
」。

⑦
『
漢
書
』
刑
法
志
第
三
「
夫
人
宵
天
地
之
貌
、
懷
五
常
之
性
、
聰
明
精
粹
、
有
生
之
最
靈

者
也
」。

⑧
班
固
『
白
雉
詩
』（『
文
選
』
巻
二
）「
嘉
祥
阜
兮
集
皇
都
、
發
皓
羽
兮
奮
翹
英
、
容
絜
朗
兮

於
純
精
」。

⑨
『
列
子
』
天
瑞
「
淸
輕
者
上
爲
天
、
濁
重
者
下
爲
地
、
沖
和
氣
者
爲
人
、
故
天
地
含
精
、

萬
物
化
生
」。

⑩
『
顔
氏
家
訓
』
歸
心
「
天
爲
積
氣
、
地
爲
積
塊
、
日
爲
陽
精
、
月
爲
陰
精
、
星
爲
萬
物
之

精
」。

⑪
『
拾
遺
記
』
巻
十
昆
吾
山
「
至
越
王
勾
踐
、
使
工
人
以
白
馬
白
牛
祠
昆
吾
之
神
、
採
金
鑄

之
、
以
成
八
劍
之
精
」。

⑫
『
陶
家
瓶
餘
事
』「
唐
明
皇
御
案
墨
曰
龍
香
劑
。
一
日
見
墨
上
有
小
道
士
、
如
蠅
而
行
、

上
叱
之
、
卽
呼
萬
歳
曰
、
小
臣
卽
墨
之
精
、
墨
松
之
使
者
也
」。

⑬
曹
鄴
『
梅
妃
傳
』「
後
上
與
妃
鬪
茶
、
顧
謂
諸
王
、
戲
曰
、
此
梅
精
也
。
吹
白
玉
笛
、
作

驚
鴻
舞
、
一
座
光
輝
」。

⑭
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
巻
八
如
是
我
聞
二
「
童
曰
公
勿
怖
、
我
實
杏
花
之
精
也
」。

⑮
『
紅
樓
夢
』
第
七
回
「
唱
戲
的
女
孩
子
、
自
然
更
是
狐
狸
精
了
」。

⑯
『
景
德
傳
燈
錄
』
慧
忠
禪
師
「
師
叱
曰
、
遮
野
狐
精
、
他
心
通
在
什
麽
處
」。

⑰
岑
參
『
楊
雄
草
玄
臺
』「
精
怪
喜
無
人
、
睢
盱
藏
老
樹
」。

⑱
『
莊
子
』
刻
意
「
精
神
四
達
竝
流
、
無
所
不
極
、
上
際
於
天
、
下
蟠
於
地
」。

⑲
『
左
傳
』
昭
公
七
年
「
子
産
曰
、
…
…
用
物
精
多
、
則
魂
魄
强
、
是
以
有
精
爽
、
至
於
神

明
」。

⑳
左
思
『
呉
都
賦
』（『
文
選
』
巻
五
）「
舜
禹
游
焉
、
没
齒
而
忘
歸
、
精
靈
留
其
山
河
、
翫
其

奇
麗
也
」。

㉑
『
包
公
案
』
第
一
百
則
「
夫
婦
倦
坐
方
丈
、
文
煥
忽
覺
、
精
神
不
爽
、
隱
几
而
臥
」。

㉒
方
岳
『
雪
梅
詩
』「
有
梅
無
雪
不
精
神
、
有
雪
無
詩
俗
了
人
」。

㉓
「
腎
精
」
は
腎
の
中
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
精
の
こ
と
。『
西
山
群
仙
會
真
記
』
巻
三
補
精

「
太
上
玄
鏡
曰
、
心
炁
在
腎
、
腎
自
生
精
、
腎
精
不
滿
、
神
炁
臧
少
」。

㉔
李
光
地
『
榕
村
集
』
巻
二
「
腎
主
精
、
心
主
神
、
肝
主
血
、
肺
主
氣
、
脾
主
肉
。
精
神
者

受
命
之
原
也
」。

㉕
『
舊
唐
書
』
列
傳
第
二
・
肅
宗
章
敬
皇
后
呉
氏
「
伏
惟
先
太
后
、
圓
精
挺
質
、
方
祇
稟
秀
」。

㉖
呂
溫
『
張
荊
州
畫
像
贊
并
序
』「
開
元
初
、
天
子
新
出
艱
難
、
久
憤
荒
政
、
樂
與
羣
下
、

勵
精
致
理
」。

㉗
『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
列
傳
第
八
十
「
加
以
關
塞
不
嚴
、
禁
網
多
漏
、
精
金
良
鐵
、
皆
爲

賊
有
」。

㉘
宋
玉
『
高
唐
賦
』（『
文
選
』
巻
十
九
）「
玄
木
冬
榮
、
煌
煌
熒
熒
、
奪
人
之
目
精
」。

『
世
説
新
語
』
巧
蓺
「
顧
長
康
畫
人
、
或
數
年
不
點
目
精
」。

㉙
『
正
字
通
』
未
集
上
「
目
中
黑
粒
有
光
者
亦
精
、
今
通
作
睛
」。

【
詳
】「
つ
ま
び
ら
か
な
り
」
と
訓
ず
。
く
わ
し
き
こ
と
な
り
。
略
の
反
對
な
り
。
又
「
い
つ
は
る
」

と
よ
む
時
、
佯
の
字
と
通
用
す
①
。
各
別
の
こ
と
な
り
。

①
『
史
記
』
殷
本
紀
第
三
「
箕
子
懼
、
乃
詳
狂
爲
奴
、
紂
又
囚
之
」。

【
審
】「
つ
ま
び
ら
か
に
す
」「
あ
き
ら
か
な
り
」
と
よ
む
。
詳
の
字
と
少
し
く
異
な
り
、
と
く
と

念
を
入
れ
、
た
し
か
に
す
る
こ
と
な
り
。
故
に
「
つ
ま
び
ら
か
に
す
」
と
よ
む
な
り
。
書
經
の
説

命
に
「
乃
ち
厥
の
象
を
審
に
す
」
①
、
傅
説
が
形
象
を
た
し
か
に
す
る
な
り
。
莊
子
に
「
魯
君
、

人
を
し
て
幣
を
致
さ
し
む
。
顔
闔
曰
く
、
恐
ら
く
は
聽
者
の
謬
り
て
使
者
の
罪
を
遺
ん
こ
と
を
、

之
を
審
に
せ
ん
に
は
若
か
ず
」
②
、
某
を
尋
ね
た
ま
う
は
使
者
の
き
き
ち
が
い
な
る
べ
し
、
歸
り
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て
た
し
か
に
き
き
直
し
た
ま
え
と
い
う
意
な
り
。
後
漢
の
范
式
が
傳
に
「
二
年
の
別
れ
、
千
里
言

を
約
す
、
何
ぞ
相
信
ず
る
の
審
な
る
」
③
、
何
と
て
こ
れ
ほ
ど
た
し
か
に
信
ず
る
ぞ
と
い
う
意
な

り
。
唐
書
の
元
澹
が
傳
に
「
局
に
當
る
者
は
迷
ひ
、
旁
觀
す
る
者
は
審
か
な
り
」
④
、
こ
れ
も
碁

の
相
手
に
な
れ
ば
う
ろ
た
え
、
わ
き
よ
り
觀
れ
ば
た
し
か
に
て
迷
わ
ぬ
と
い
う
意
な
り
。
書
柬
の

返
事
に
「
茲
に
審
に
す
、
起
居
淸
勝
な
る
こ
と
を
」
⑤
、
御
書
中
に
て
御
息
災
を
た
し
か
に
知
つ

た
と
い
う
詞
に
て
、
使
い
か
た
は
た
だ
う
け
た
ま
わ
る
と
い
う
意
に
用
い
る
な
り
。
こ
の
類
皆
詳

の
字
を
用
い
ず
。
見
る
可
し
、
詳
・
審
義
殊
な
る
こ
と
を
。
こ
の
よ
う
な
る
處
、
毫
釐
の
差
な
り
。

世
人
の
書
を
觀
る
は
、
皆
隔
靴
搔
痒
な
る
こ
と
、
こ
の
類
な
り
。
又
射
法
に
「
弓
を
握
る
こ
と
審

ク
ヒ
イ
サ
ウ
ヤ
ン

固
」
⑥
と
あ
り
。
又
「
審
定
」
⑦
と
も
連
用
す
。
皆
た
し
か
な
る
意
な
り
。

①
『
書
經
』
説
命
上
「
乃
審
厥
象
、
俾
以
形
旁
求
于
天
下
」。

②
『
莊
子
』
讓
王
「
魯
君
聞
顔
闔
得
道
之
人
也
、、
使
人
以
幣
先
焉
。
…
…
顔
闔
對
曰
、
恐

聽
者
謬
而
遺
使
者
罪
、
不
若
審
之
」。

③
『
後
漢
書
』
獨
行
列
傳
「
二
年
之
別
、
千
里
結
言
爾
、
何
相
信
之
審
邪
」。

④
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
二
十
五
儒
學
下
元
行
沖
「
當
局
稱
迷
、
傍
觀
必
審
、
何
所
爲
疑

而
不
申
列
」。

⑤
蘇
軾
『
與
程
懿
叔
二
首
』「
方
欲
奉
書
、
使
至
辱
教
字
、
且
審
起
居
清
勝
、
懿
叔
才
地
治

狀
」。

⑥
『
禮
記
』
射
義
「
故
心
平
體
正
、
持
弓
矢
審
固
、
持
弓
矢
審
固
、
則
射
中
矣
」。

⑦
『
史
記
』
張
儀
列
傳
第
十
「
故
願
大
王
審
定
計
議
、
且
賜
骸
骨
辟
魏
」。

【
曲
】「
く
は
し
し
」「
つ
ま
び
ら
か
」「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
」
と
訓
ず
。
委
の
字
と
同
じ
意
な
り
。

【
悉
】「
つ
ま
び
ら
か
な
り
」「
つ
ま
び
ら
か
に
す
」
と
よ
む
。「
こ
と
ご
と
く
」
と
い
う
字
ゆ
え
、

一
一
の
こ
さ
ず
し
る
こ
と
な
り
。

【
委
】「
く
は
し
し
」
と
よ
む
。
委
曲
の
義
な
り
。
元
來
「
み
な
ま
た
」
と
よ
む
字
な
り
。
流
れ
の

曲
り
め
、
よ
ど
み
な
り
。
入
り
ま
か
り
た
る
處
ま
で
の
こ
さ
ぬ
意
よ
り
用
い
た
る
な
り
。

３
〇
く
だ
く

碎

摧

挫

折

(

三
、
四
十
六
号
表
）

【
碎
】「
く
だ
く
る
」「
く
だ
く
」。
訓
の
如
し
。「
細
か
に
破
る
る
な
り
」
①
と
い
う
注
好
し
。「
瑣

わ

碎
」
②
「
零
碎
」
③
な
ど
は
、
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
な
り
。「
苛
碎
」
④
は
政
の
さ
さ
い
な
る
こ
と

な
り
。①

『
廣
韻
』
巻
四
「
碎
、
細
破
也
」。

②
孟
郊
・
韓
愈
『
城
南
聯
句
』「
竹
影
金
瑣
碎
、
泉
音
玉
琮
琤
」。

③
白
居
易
『
題
州
北
路
傍
老
柳
樹
』「
雪
花
零
碎
逐
年
減
、
煙
葉
稀
疎
隨
分
新
」。

④
『
後
漢
書
』
李
翟
應
霍
爰
徐
列
傳
第
三
十
八
「
歳
餘
、
上
疏
以
爲
朝
政
苛
碎
、
違
永
平
、

建
初
故
事
」。

【
摧
】
竹
木
、
又
は
家
、
又
は
器
な
ど
を
、
く
だ
き
ひ
し
ぐ
こ
と
な
り
。
故
に
「
摧
破
」
①
「
摧

折
」
②
「
摧
損
」
③
な
ど
と
連
用
す
。
人
の
氣
力
心
志
の
上
に
用
い
て
は
、
折
れ
る
こ
と
な
り
。

①
『
後
漢
書
』
伏
侯
宋
蔡
馮
趙
牟
韋
列
傳
第
十
六
「
大
肜
、
高
胡
望
旗
消
靡
、
鐵
脛
、
五
校

莫
不
摧
破
」。

②
『
史
記
』
袁
盎
鼂
錯
列
傳
第
四
十
一
「
陛
下
素
驕
淮
南
王
、
弗
稍
禁
、
以
至
此
今
又
暴
摧

折
之
」。

③
『
太
平
廣
記
』
神
二
十
三
・
鍾
離
王
祠
「
我
鍾
離
王
也
。
舊
有
廟
在
下
流
十
餘
里
。
因
水

摧
損
。
今
像
泝
流
而
止
」。

【
挫
】「
と
り
ひ
し
ぐ
」
と
よ
む
。
く
じ
く
、
く
じ
け
る
こ
と
な
り
。
醫
書
に
「
挫
閃
」
①
と
い
う

は
、
く
じ
き
引
き
ち
が
え
の
こ
と
な
り
。「
閃
」
の
字
は
は
づ
れ
る
こ
と
な
り
、
骨
の
つ
が
い
の
は

づ
れ
る
意
に
て
連
用
す
。「
挫
折
」
②
「
摧
挫
」
③
な
ど
と
連
用
す
。
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①
『
鍼
灸
聚
英
』
玉
龍
賦
「
當
心
傳
之
玄
要
、
究
手
法
之
疾
徐
、
或
値
挫
閃
疼
痛
之
不
定
」。

②
『
後
漢
書
』
馮
岑
賈
列
傳
第
七
「
今
偏
城
獲
全
、
虜
兵
挫
折
、
使
耿
定
之
屬
、
復
念
君
臣

之
義
」。

③
『
後
漢
書
』
馮
岑
賈
列
傳
第
七
「
其
後
蜀
復
數
遣
將
閒
出
、
異
輒
摧
挫
之
」。

【
折
】
訓
の
ご
と
し
。「
曲
折
」
①
は
委
曲
な
り
。「
九
折
」
②
は
路
の
九
曲
あ
る
な
り
。「
つ
づ
ら

を
り
」
と
よ
む
。「
面
折
」
③
は
人
を
覿
面
に
責
め
る
こ
と
な
り
。「
磬
折
」
④
は
腰
を
折
る
こ
と

な
り
。
磬
の
形
の
如
し
と
な
り
。「
夭
折
」
⑤
は
わ
か
じ
に
な
り
。
凶
・
短
・
折
の
差
別
、
齔
ぬ

は
か
け

内
に
死
す
る
を
「
凶
」
と
い
う
、
冠
せ
ぬ
内
に
死
す
る
を
「
短
」
と
い
う
、
婚
せ
ぬ
内
に
死
す
る

を
「
折
」
と
い
う
⑥
。「
片
言
、
獄
を
折
む
」
⑦
と
は
、
一
言
に
て
公
事
を
さ
ば
く
こ
と
な
り
。
こ

さ
だ

の
時
は
も
の
を
二
つ
に
折
る
ご
と
く
、
是
非
を
判
斷
す
る
こ
と
を
い
え
り
。

①
『
史
記
』
魏
其
武
安
侯
列
傳
第
四
十
七
「
夫
創
少
瘳
、
又
復
請
將
軍
曰
、
吾
益
知
呉
壁
中

曲
折
、
請
復
往
」。

②
『
淮
南
子
』
覽
冥
訓
「
河
九
折
注
於
海
而
流
不
絶
者
、
崑
崙
之
輸
也
」。

③
『
史
記
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
二
「
郅
都
者
、
楊
人
也
、
以
郎
事
孝
文
帝
。
孝
景
時
、
都
爲

中
郎
將
、
敢
直
諫
、
面
折
大
臣
於
朝
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
立
則
磬
折
垂
佩
。
主
佩
倚
、
則
臣
佩
垂
。
主
佩
垂
、
則
臣
佩
委
」。

⑤
『
列
子
』
力
命
「
怨
夭
折
者
、
不
知
命
者
也
」。

⑥
『
書
經
』
洪
範
「
六
極
、
一
曰
、
凶
、
短
、
折
」、
正
義
「
鄭
玄
以
爲
凶
短
折
、
皆
是
夭

枉
之
名
、
未
齔
曰
凶
、
未
冠
曰
短
、
未
婚
曰
折
」。

⑦
『
論
語
』
顔
淵
「
子
曰
、
片
言
可
以
折
獄
者
、
其
由
也
與
、
子
路
無
宿
諾
」。

４
〇
く
づ
る

崩

頽

隤

壞

(

三
、
四
十
七
号
裏
）

【
崩
】
高
き
山
な
ど
、
又
嚴
岸
な
ど
の
く
づ
れ
落
ち
る
こ
と
な
り
①
。
故
に
天
子
の
死
を
「
崩
」

と
い
う
②
。

①
『
説
文
解
字
』「

、
山
壞
也
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
天
子
死
曰
崩
、
諸
侯
曰
薨
、
大
夫
曰
卒
、
士
曰
不
祿
、
庶
人
曰
死
」。

『
春
秋
』
隱
公
三
年
「
三
月
、
庚
辰
、
天
王
崩
」、『
穀
梁
傳
』「
高
曰
崩
、
厚
曰
崩
、
尊
曰

崩
、
天
子
之
崩
、
以
尊
也
」。

【
頽
】【
隤
】
同
字
な
り
。
下
墜
の
義
ゆ
え
、「
く
づ
る
る
」
と
よ
む
。「
日
西
頽
」
①
、
お
ち
る
な

り
。「
虺
隤
」
②
、
馬
の
疲
れ
て
病
む
な
り
。「
摧
頽
」
③
は
う
な
だ
れ
た
る
貌
な
り
。「
頽
然
と
し

さ
ま

て
醉
ふ
」
④
な
ど
も
、
醉
い
た
る
貌
の
威
儀
も
廢
れ
た
る
體
な
り
。

す
た

①
潘
岳
『
寡
婦
賦
』（『
文
選
』
巻
十
六
）「
四
節
流
兮
忽
代
序
、
歳
云
暮
兮
日
西
頽
」。

②
『
詩
經
』
周
南
・
卷
耳
「
陟
彼
崔
嵬
、
我
馬
虺
隤
」。

③
『
北
史
』
列
傳
第
七
十
一
文
苑
・
荀
濟
「
自
傷
年
幾
摧
頽
、
恐
功
名
不
立
」。

④
柳
宗
元
『
始
得
西
山
宴
游
記
』「
引
觴
滿
酌
、
頽
然
就
醉
、
不
知
日
之
入
」。

【
壞
】
く
づ
れ
、
や
ぶ
れ
る
こ
と
な
り
。

５
〇
く
さ
る

腐

朽

(

三
、
四
十
八
号
裏
）

【
腐
】【
朽
】
二
字
同
義
な
り
。
そ
の
内
、「
腐
」
は
く
さ
り
て
た
わ
い
な
き
意
あ
り
、
肉
に
從
う

字
ゆ
え
な
り
。「
朽
」
は
木
に
從
う
字
ゆ
え
、
年
久
し
く
て
く
ち
た
る
意
あ
り
。「
腐
儒
」
①
と
使

い
、
老
人
の
謙
退
し
「
老
朽
」
②
と
い
え
る
類
、
見
る
べ
し
。
文
章
の
評
に
「
庸
腐
」
③
と
い
う

こ
と
あ
り
。「
庸
」
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
き
こ
と
な
り
、「
腐
」
は
人
の
使
い
ふ
る
し
て
精
神
な

き
語
を
い
う
。

①
『
漢
書
』
韓
彭
英
盧
呉
傳
第
四
「
項
籍
死
、
上
置
酒
、
對
衆
折
隨
何
、
曰
腐
儒
、
爲
天
下

安
用
腐
儒
哉
」。
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②
鄭
愚
『
譚
州
大
潙
山
同
慶
寺
大
圓
禪
師
碑
銘
』「
以
耽
沈
之
利
欲
、
投
老
朽
之
筋
骸
」。

③
沈
德
符
『
萬
曆
野
獲
編
』
巻
二
十
三
「
吾
鄕
則
黄
葵
陽
學
士
、
及
長
公
中
丞
稱
莫
逆
、
代

筆
札
、
然
其
才
庸
腐
、
無
一
致
語
」。

６
〇
く
つ
が
へ
る

顚

覆

翻

飄

(

三
、
五
十
一
号
裏
）

【
顚
】
は
倒
と
同
義
な
り
。「
倒
」
は
た
お
れ
る
な
り
、
さ
か
し
ま
な
り
、「
顚
」
は
い
た
だ
き
の

下
に
な
る
を
い
う
。
畢
竟
同
意
な
り
。

【
覆
】
は
反
覆
の
意
に
て
、
ひ
つ
く
り
か
え
る
こ
と
な
り
。

【
翻
】「
ひ
る
が
へ
る
」
と
よ
む
。「
翻
覆
」
①
「
翻
顚
」
②
「
翻
倒
」
③
と
連
用
す
。
は
ね
か
え

る
な
り
、
と
び
は
ね
て
ひ
つ
く
り
か
え
る
な
り
。

①
『
後
漢
書
』
劉
焉
袁
術
呂
布
列
傳
第
六
十
五
「
術
旣
叨
貪
、
布
亦
翻
覆
」。

②
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
四
十
上
突
厥
傳
上
「
多
喪
兵
士
、
顚
翻
大
都
、
則
跳
身
而
來
」。

③
杜
甫
『
喜
達
行
在
所
三
首
』
一
「
喜
心
翻
倒
極
、
嗚
咽
涙
沾
巾
」。

【
飄
】「
ひ
る
が
へ
る
」
と
よ
め
ど
も
、
翻
と
殊
な
り
、
風
に
吹
か
れ
て
ひ
ら
ひ
ら
す
る
こ
と
な
り
。

水
に
從
え
ば
「
漂
」
な
り
、
風
に
從
え
ば
「
飄
」
な
り
。

７
〇
く
だ
る

降

下

落

墮

墜

隕

頽

隤

貶

(

五
、
二
号
表)

【
降
】【
下
】
皆
「
く
だ
る
」
な
り
。
さ
ま
で
の
差
別
な
し
。「
下
」
の
字
は
「
く
だ
す
」
と
い
う

よ
り
轉
用
し
て
、
俗
語
に
輕
く
助
字
の
如
く
用
い
る
こ
と
あ
り
。「
放
下
」
①
は
、「
放
」
は
は
な

す
な
り
、
手
を
は
な
し
て
地
に
お
く
こ
と
な
り
。「
排
下
」
②
は
も
の
を
地
へ
な
ら
べ
る
こ
と
な
り
。

「
鋪
下
」
③
は
地
へ
し
く
こ
と
な
り
。「
瀉
下
す
」
④
「
傾
下
す
」
⑤
、
も
の
を
器
よ
り
ま
く
こ
と

な
り
。
皆
助
字
の
如
し
。
又
「
岳
降
」
⑥
と
は
誕
生
の
こ
と
な
り
。
詩
經
に
本
づ
け
り
。
そ
れ
よ

り
「
降
誕
」
⑦
と
も
い
う
な
り
。「
内
降
書
」
⑧
は
内
々
の
宣
旨
な
り
。「
降
眞
」
⑨
は
仙
人
を
か

み
お
ろ
し
す
る
こ
と
な
り
。「
降
世
」
⑩
も
仙
佛
の
人
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
な
り
。「
下
世
」
⑪
は

死
す
る
こ
と
な
り
。
醫
書
に
「
吐
・
汗
・
下
」
⑫
と
い
う
は
、
病
を
大
便
よ
り
下
す
こ
と
を
「
下
」

と
い
う
。
和
俗
に
瀉
す
る
こ
と
を
「
下
る
」
と
い
う
は
誤
ま
れ
り
。
日
本
紀
に
吐
を
「
く
だ
る
」

と
訓
ず
。
口
よ
り
垂
れ
る
と
い
う
こ
と
な
る
べ
し
。
各
別
の
こ
と
な
り
。

①
『
後
漢
書
』
桓
榮
丁
鴻
列
傳
「
夫
威
柄
不
以
放
下
、
利
器
不
可
假
人
」。

②
『
莊
子
』
在
宥
「
老
聃
曰
、
女
愼
無
攖
人
心
、
人
心
排
下
而
進
上
」。

③
『
佛
本
行
集
經
難
陀
出
家
因
緣
品
第
五
十
七
上
』「
作
是
語
已
、
卽
於
彼
店
、
在
魚
鋪
下
、

抽
取
一
秉
臭
惡
茅
草
」。

④
徐
弘
祖
『
徐
霞
客
遊
記
』
遊
天
台
山
日
記
四
月
初
三
日
「
越
一
嶺
、
沿
澗
八
九
里
、
水
瀑

從
石
門
瀉
下
、
旋
轉
三
曲
」。

⑤
白
居
易
『
郡
齋
暇
日
辱
常
州
陳
郎
中
使
君
早
春
晩
坐
水
西
館
書
事
詩
十
六
韻
酬
之
』「
徐

傾
下
藥
酒
、
稍
爇
煎
茶
火
」。

⑥
『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
崧
高
「
崧
高
維
嶽
、
駿
極
于
天
。
維
嶽
降
神
、
生
甫
及
申
」。

⑦
王
建
『
宮
詞
』「
妃
子
院
中
初
降
誕
、
内
人
爭
乞
洗
兒
錢
」。

⑧
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
八
十
五
「
旣
別
建
外
院
、
重
冩
書
籍
、
彭
年
請
内
降
書
、
本
選

官
詳
定
」。

⑨
周
邦
彦
『
汴
都
賦
』「
飛
仙
降
眞
之
縹
緲
」。

⑩
貫
休
『
千
載
降
祥
』「
九
天
宮
上
聖
、
降
世
共
昭
回
」。

⑪
曹
植
『
三
良
詩
』「
秦
穆
先
下
世
、
三
臣
皆
自
殘
」。

⑫
「
吐
・
汗
・
下
」
は
東
洋
医
学
に
お
け
る
治
療
法
。「
吐
」
は
吐
瀉
、
嘔
吐
の
こ
と
で
、

積
極
的
に
嘔
吐
さ
せ
る
方
法
、「
汗
」
は
発
汗
の
こ
と
で
、
積
極
的
に
汗
を
出
さ
せ
る
方

法
、「
下
」
は
人
為
的
に
排
便
さ
せ
る
方
法
。『
脈
經
』
巻
七
病
發
汗
吐
下
以
後
證
第
八
「
凡
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病
若
發
汗
、
若
吐
、
若
下
、
若
亡
血
、
无
津
液
而
陰
陽
自
和
者
、
必
自
愈
」。

【
落
】【
墮
】【
墜
】
皆
お
ち
る
こ
と
な
り
。
さ
ま
で
の
差
別
な
し
。
但
し
「
落
」
は
艸
木
の
葉
の

お
ち
る
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
①
。
故
に
「
葉
落
」
②
「
花
落
」
③
「
果
實
落
」
④
に
專
ら
に
用

い
る
。「
墜
」
の
字
も
同
じ
く
用
い
る
。「
墮
」
は
く
づ
れ
落
ち
る
意
あ
る
ゆ
え
、
右
の
品
に
は
罕ま

れ

な
り
。
又
「
墜
」
は
重
墜
の
意
あ
り
。
華
人
、
扇
子
を
腰
に
さ
げ
る
に
、
絲
を
つ
け
て
、
絲
の
先

に
玉
を
つ
け
て
帶
に
は
さ
む
な
り
、
そ
の
玉
を
「
墜
」
と
い
う
。
お
も
り
の
こ
と
な
り
。
醫
書
に

つ
い

「
痰
を
墜
す
」
⑤
な
ど
、
皆
石
藥
重
墜
の
劑
な
り
。「
沈
墜
」
⑥
な
ど
連
用
す
。
車
馬
船
な
ど
よ
り

お
ち
る
は
、
三
字
と
も
に
用
い
る
。
大
抵
同
義
な
り
。

①
『
禮
記
』
王
制
「
艸
木
零
落
、
然
後
入
山
林
」。

②
曹
冏
『
六
代
論
』（『
文
選
』
巻
五
十
二
）「
臣
聞
、
公
族
者
國
之
枝
葉
、
枝
葉
落
、
則
本
根

無
所
庇
蔭
」。

③
杜
甫
『
遣
意
二
首
』
一
「
一
徑
野
花
落
、
孤
村
春
水
生
」。

④
御
製
詩
『
靜
明
園
卽
事
』（『
皇
清
文
頴
』
巻
首
二
十
三
）「
風
度
鐘
聲
來
嶺
外
、
鳥
啣
果
實

落
堦
前
」。

⑤
『
神
農
本
草
經
疏
』
巻
五
玉
石
部
下
品
礞
石
「
礞
石
消
積
滯
墜
痰
涎
誠
爲
要
藥
、
然
而
攻

擊
太
過
性
復
沈
墜
」。

⑥
『
佛
説
衆
許
摩
訶
帝
經
卷
第
七
』「
諸
異
生
等
、
若
不
爲
説
種
種
妙
法
、
皆
趣
沈
墜
」。

【
隕
】
葉
な
ど
の
お
ち
る
①
に
も
、
星
の
お
ち
る
②
に
も
用
い
る
。
高
き
處
よ
り
お
ち
る
意
あ
り

③
。
又
死
す
る
を
も
「
隕
」
と
い
う
④
。

①
『
詩
經
』
衞
風
・
氓
「
桑
之
落
矣
、
其
黄
而
隕
、
自
我
徂
爾
、
三
歳
食
貧
」。

②
『
春
秋
』
莊
公
七
年
「
夏
四
月
、
辛
抱
、
夜
、
恆
星
不
見
、
夜
中
、
星
隕
如
雨
」。

③
『
説
文
解
字
』「
隕
、
从
高
下
也
」。

④
『
左
傳
』
襄
公
三
十
一
年
「
延
州
來
季
子
、
其
果
立
乎
。
巢
隕
諸
樊
、
閽
戕
戴
呉
、
天
似

啓
之
」。

【
頽
】【
隤
】
く
づ
れ
る
な
り
。「
日
西
頽
」「
日
西
隤
」「
木
葉
頽
」「
木
葉
隤
」
な
ど
、「
お
ち
る
」

と
用
い
る
。

【
貶
】「
お
と
す
」
と
よ
む
。「
褒
貶
」
①
「
貶
損
」
②
「
貶
抑
」
③
「
貶
降
」
④
、
皆
人
の
名
譽

官
位
を
お
と
す
こ
と
な
り
。

①
杜
預
『
春
秋
序
』「
荅
曰
、
春
秋
雖
以
一
字
爲
褒
貶
、
然
皆
須
數
句
以
成
言
」。

②
『
春
秋
公
羊
傳
』
桓
公
十
一
年
「
行
權
有
道
、
自
貶
損
以
行
權
」。

③
『
三
國
志
』
蜀
書
・
諸
葛
亮
傳
第
五
「
街
亭
之
役
、
咎
由
馬
稷
、
而
君
引
愆
、
深
自
貶
抑
、

重
違
君
意
、
聽
順
所
守
」。

④
『
後
漢
書
』
張
王
种
陳
列
傳
第
四
十
六
「
而
和
帝
無
異
葬
之
議
、
順
朝
無
貶
降
之
文
」。

８
〇
く
ろ
し

黑

玄

黟

黔

緇

驪

黝

黧

涅

(

五
、
三
十
号
表)

【
黑
】「
く
ろ
し
」。
訓
の
如
し
。

【
玄
】「
く
ろ
し
」。「
六
入
を
玄
と
い
う
」
①
と
て
、
あ
か
き
色
よ
り
だ
ん
だ
ん
に
六
し
ほ
染
め
た

る
を
「
玄
」
と
い
う
。
故
に
黑
色
の
中
に
赤
き
色
を
帶
び
た
る
を
い
う
な
り
②
。
衣
服
に
「
玄
黄
」

③
「
玄
端
」
④
「
玄
冕
」
⑤
な
ど
、
皆
是
れ
な
り
。
又
黑
の
字
の
か
わ
り
に
も
用
い
る
⑥
。
又
深

遠
に
し
て
黑
暗
な
る
こ
と
を
も
い
う
⑦
。
た
だ
深
遠
な
る
義
に
も
用
い
る
。「
玄
幽
」
⑧
「
玄
微
」

⑨
「
玄
妙
」
⑩
、
皆
道
理
の
至
極
深
く
し
て
、
窺
い
が
た
き
を
い
う
。
又
老
子
「
玄
之
又
玄
」
⑪

と
い
う
こ
と
を
説
き
し
よ
り
、
道
敎
を
「
玄
門
」
⑫
「
玄
宗
」
⑬
「
玄
敎
」
⑭
な
ど
と
い
う
。
又

天
の
色
は
玄
、
地
の
色
は
黄
な
る
ゆ
え
、
天
の
こ
と
を
「
玄
」
と
い
う
⑮
。「
上
玄
」
⑯
「
重
玄
」

⑰
な
ど
な
り
。
又
揚
雄
、
太
玄
經
を
作
り
し
よ
り
⑱
、「
玄
經
」
⑲
「
玄
を
草
す
」
⑳
と
い
え
ば
、

太
玄
の
こ
と
に
な
る
。
又
禪
宗
に
臨
濟
の
「
三
玄
」
㉑
あ
る
よ
り
、「
玄
に
參
す
」
㉒
と
い
え
ば
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禪
の
こ
と
な
り
。

①
『
周
禮
』
考
工
記
・
鍾
氏
「
三
入
爲
纁
、
五
入
爲
緅
、
七
入
爲
緇
」、
鄭
注
「
凡
玄
色
者
、

在
緅
緇
之
閒
、
其
六
入
者
與
」。

②
『
説
文
解
字
』「
玄
、
幽
遠
也
、
黑
而
有
赤
色
者
爲
玄
」。

③
『
書
經
』
武
成
「
惟
其
士
女
、
篚
厥
玄
黄
、
昭
我
周
王
」、
孔
傳
「
言
東
國
士
女
、
筺
篚

盛
其
絲
帛
、
奉
迎
道
次
、
明
我
周
王
爲
之
除
害
」。

④
『
周
禮
』
春
官
・
司
服
「
其
齊
服
有
玄
端
素
端
」。

⑤
『
周
禮
』
春
官
・
司
服
「
祭
羣
小
祀
、
則
玄
冕
」。

⑥
『
小
爾
雅
』
廣
詁
「
玄
、
黔
、
驪
、
黝
、
黑
也
」。

⑦
『
荀
子
』
正
名
「
異
形
離
心
、
交
喩
異
物
、
名
實
玄
紐
」、
楊
注
「
玄
、
深
隱
也
」。

⑧
謝
守
灝
『
混
元
聖
紀
』
巻
八
「
戊
午
、
下
詔
曰
、
至
道
弘
深
、
混
成
無
際
、
體
包
空
有
、

理
極
玄
幽
」。

⑨
『
抱
朴
子
』
外
篇
・
廣
譬
「
明
者
、
覿
機
理
於
玄
微
之
未
形
」。

⑩
『
呂
氏
春
秋
』
勿
躬
「
精
通
乎
鬼
神
、
深
微
玄
妙
、
而
莫
見
其
形
」。

⑪
『
老
子
』
一
章
「
玄
之
又
玄
、
衆
妙
之
門
」。

⑫
駱
賓
王
『
於
紫
雲
觀
贈
道
士
』「
碧
落
澄
秋
景
、
玄
門
啓
曙
關
」。

⑬
王
儉
『
褚
淵
碑
文
』（『
文
選
』
巻
五
十
八
）「
眇
眇
玄
宗
、
萋
萋
辭
翰
」、
注
「
翰
曰
、
玄

宗
、
道
也
」。

⑭
『
晉
書
』
志
第
十
二
樂
上
「
懷
遠
燭
幽
、
玄
敎
氤
氳
」。

⑮
『
釋
名
』
釋
天
「
天
又
謂
之
玄
」。

『
周
易
』
坤
文
言
「
夫
玄
黄
者
、
天
地
之
雜
也
、
天
玄
而
地
黄
」。

⑯
揚
雄
『
甘
泉
賦
』（『
文
選
』
巻
七
）「
惟
漢
十
世
、
將
郊
上
玄
、
定
泰
畤
」、
李
善
注
「
上

玄
、
天
也
」。

⑰
陸
機
『
漢
高
祖
功
臣
頌
』（『
文
選
』
巻
四
十
七
）「
重
玄
匪
奥
、
九
地
匪
沈
」。

⑱
『
漢
書
』
揚
雄
傳
第
五
十
七
下
「
實
好
古
而
樂
道
、
其
意
欲
求
文
章
成
名
於
後
世
、
雄
以

爲
經
莫
大
於
易
、
故
作
太
玄
」。

⑲
『
後
漢
書
』
張
衡
列
傳
第
四
十
九
「
衡
善
機
巧
、
尤
致
思
於
天
文
陰
陽
歷
筭
、
常
耽
好
玄

經
」。

⑳
『
漢
書
』
揚
雄
傳
第
五
十
七
下
「
哀
帝
時
、
丁
傅
董
賢
用
事
、
諸
附
離
之
者
或
起
家
至
二

千
石
。
時
雄
方
草
太
玄
、
有
以
自
守
、
泊
如
也
」。

杜
甫
『
酬
高
使
君
相
贈
』「
草
玄
吾
豈
敢
、
賦
或
似
相
如
」。

㉑
『
鎮
州
臨
濟
慧
照
禪
師
語
錄
』「
師
又
云
、
一
句
語
須
具
三
玄
門
、
一
玄
門
須
具
三
要
、

有
權
有
用
」。

㉒
「
參
玄
」
は
臨
濟
が
修
行
者
を
教
導
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
。
楊
炯
『
王
勃
集
序
』「
司
馬

談
之
晩
歳
、
思
弘
授
史
之
功
、
揚
子
雲
之
暮
年
、
遂
起
參
玄
之
歎
」。

『
永
平
道
元
禪
師
淸
規
』
衆
寮
箴
規
「
謹
白
參
玄
人
、
光
陰
莫
虛
度
」。

【
黟
】【
黔
】【
緇
】【
驪
】【
黝
】
皆
通
用
し
て
、「
く
ろ
し
」
と
よ
む
。
黑
な
り
。「
黟
」
は
黑
木

な
り
①
。「
黔
」
は
、「
突
黔
ま
ず
」
②
と
は
、
竈
の
く
ろ
ま
ぬ
な
り
。
一
處
に
久
し
く
住
せ
ぬ
こ

と
な
り
。「
黔
首
」
③
は
民
を
い
う
。
冠
巾
せ
ぬ
故
、
頭
髪
黑
く
見
え
る
故
に
い
う
な
り
。「
緇
」

は
染
色
の
く
ろ
き
な
り
④
。「
驪
」
は
黑
馬
な
り
⑤
。「
黝
」
は
靑
黑
色
な
り
⑥
。

①
『
説
文
解
字
』「
黟
、
黑
木
也
」。

②
班
固
『
答
賓
戲
』（『
文
選
』
巻
四
十
五
）「
是
以
聖
哲
之
治
、
棲
棲
遑
遑
、
孔
席
不

、
墨

突
不
黔
」。

③
『
説
文
解
字
』「
黔
、
黎
也
、
秦
謂
民
爲
黔
首
、
謂
黑
色
也
」。

④
『
説
文
解
字
』「
緇
、
帛
黑
色
也
」。

⑤
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
夏
后
氏
尚
黑
、
大
事
斂
用
昏
、
戎
事
乘
驪
」、
鄭
注
「
馬
、
黑
色
曰

驪
」。

⑥
『
説
文
解
字
』「
黝
、
微
靑
黑
色
」。

【
黧
】「
面
色
黧
黑
」
①
と
は
、
面
の
色
の
つ
つ
く
ろ
き
を
い
う
。

①
『
戰
國
策
』
秦
策
一
「
羸
縢
履
蹻
、
負
書
擔
橐
、
形
容
枯
槁
、
面
目
犂
黑
、
狀
有
歸
色
」。
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【
涅
】
黑
土
泥
な
り
①
。「
く
り
［
水
の
底
に
よ
ど
む
黒
い
土
］
に
す
る
」
と
は
、
黑
く
そ
め
る
こ

と
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
涅
、
黑
土
在
水
中
也
」。

９
〇
く
る
し
む

苦

毒

困

戹

窘

嗜

(
五
、
三
十
五
号
表
）

【
苦
】「
に
が
し
」
と
い
う
よ
り
轉
用
し
て
、「
く
る
し
む
」
と
訓
ず
。
辛
苦
な
り
。「
苦
死
し
て
欲

す
」
①
と
は
、
死
ぬ
ほ
ど
ほ
し
き
な
り
。「
苦
だ
憶
ふ
」
②
と
は
、
う
ち
な
げ
き
て
、
つ
よ
く
な

は
な
は

つ
か
し
き
な
り
。「
良
苦
」
③
「
功
苦
」
④
は
、
布
帛
の
地
の
よ
き
を
「
良
」
と
い
う
、
あ
し
き
を

「
苦
」
と
い
う
。
器
物
の
じ
や
う
ぶ
な
る
を
「
功
」
と
い
う
、
そ
さ
う
な
る
を
「
苦
」
と
い
う
。「
苦

惡
」
⑤
と
は
、
何
に
て
も
器
財
の
下
作
も
の
［
で
き
の
わ
る
い
も
の
］
を
い
う
。
こ
の
と
き
楛
の

字
と
通
ず
。

①
杜
甫
『
送
孔
巢
父
謝
病
歸
遊
江
東
兼
呈
李
白
』「
惜
君
只
欲
苦
死
留
、
富
貴
何
如
草
頭
露
」。

②
張
繼
『
寄
鄭
員
外
』「
經
月
愁
聞
雨
、
新
年
苦
憶
君
」。

③
『
周
禮
』
天
官
・
典
婦
功
「
凡
授
嬪
婦
功
、
及
秋
獻
功
、
辨
其
苦
良
、
比
其
尖
而
賈
之
」。

④
『
國
語
』
齊
語
「
審
其
四
時
、
辨
其
功
苦
、
權
節
其
用
、
論
比
協
材
」。

⑤
『
管
子
』
度
地
第
五
十
七
「
常
以
朔
日
始
、
出
具
閲
之
、
取
完
堅
、
補
弊
久
、
去
苦
惡
」。

【
毒
】「
天
下
を
毒
す
」
①
、「
く
る
し
む
」
と
よ
む
。
や
は
り
字
の
如
く
に
て
よ
き
な
り
。

①
『
易
經
』
師
「
剛
中
而
應
、
行
險
而
順
、
以
此
毒
天
下
、
而
民
從
之
」。

【
困
】「
く
る
し
む
」「
た
し
な
む
」。
な
ん
ぎ
す
る
こ
と
な
り
。「
人
の
爲
に
困
め
ら
る
」
①
、
人

た
し
な

に
な
ん
ぎ
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
り
。「
貧
困
」
②
「
困
乏
」
③
「
困
窮
」
④
「
困
倦
」
⑤
、
皆
は

た
ら
く
力
の
な
き
こ
と
に
用
い
る
。「
酒
困
」
⑥
は
酒
に
ひ
し
げ
た
る
こ
と
な
り
。「
春
困
」
⑦
は

は
る
け
［
春
の
倦
怠
］
な
り
。「
花
柳
困
」
⑧
な
ど
も
花
柳
の
力
な
き
な
り
。
俗
語
に
ね
む
る
こ
と

を
「
困
す
」
⑨
と
い
う
。

①
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
巻
二
灤
陽
消
夏
錄
二
「
有
戒
酒
者
曰
、
鬼
善
幻
、
以
酒
之
故
、
至
臥

而
受
捶
、
鬼
本
人
所
畏
、
以
酒
之
故
、
反
爲
人
所
困
、
沈
湎
者
念
哉
」。

②
『
史
記
』
管
晏
列
傳
第
二
「
管
仲
貧
困
、
常
欺
鮑
叔
、
鮑
叔
終
善
遇
之
、
不
以
爲
言
」。

③
『
漢
書
』
昭
帝
紀
第
七
「
乃
者
民
被
水
災
、
頗
匱
於
食
、
朕
虛
倉
廩
、
使
使
者
振
困
乏
」。

④
『
書
經
』
大
禹
謨
「
不
虐
無
告
、
不
廢
困
窮
」。

⑤
鄭
棨
『
開
元
傳
信
記
』「
師
自
遠
而
來
、
困
倦
、
欲
於
何
方
休
息
耶
」。

⑥
『
論
語
』
子
罕
「
喪
事
不
敢
不
勉
、
不
爲
酒
困
、
何
有
於
我
哉
」。

⑦
曾
鞏
『
錢
塘
上
元
夜
祥
符
寺
陪
咨
臣
郎
中
文
燕
席
詩
』「
金
地
夜
寒
消
美
酒
、
玉
人
春
困

倚
東
風
」。

⑧
黄
庭
堅
『
元
翁
坐
中
見
次
元
寄
到
和
孔
四
飮
王
夔
玉
家
長
韻
因
次
韻
率
元
翁
同
作
寄
湓
城
』

「
雨
罷
山
澤
明
、
日
長
花
柳
困
」。

⑨
『
後
漢
書
』
任
李
萬
邳
劉
耿
列
傳
第
十
一
「
世
祖
明
旦
與
諸
將
倶
至
營
、
勞
純
曰
、
昨
夜

困
乎
」。

【
戹
】
や
く
ど
し
の
「
や
く
」
の
如
し
。
さ
い
な
ん
の
こ
と
な
り
。「
人
の
爲
に
戹
せ
ら
る
」、
困

の
字
と
同
じ
。

【
窘
】
さ
し
つ
ま
り
て
、
な
ん
ぎ
す
る
こ
と
な
り
。「
窘
急
」
①
「
窘
迫
」
②
。

①
『
史
記
』
郭
解
列
傳
第
六
十
四
「
適
有
天
幸
、
窘
急
常
得
脱
、
若
遇
赦
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
二
劉
琨
「
在
晉
陽
、
嘗
爲
胡
騎
所
圍
數
重
、
城
中
窘
迫
無
計
」。

【
嗜
】「
た
し
む
」
と
よ
み
て
、
物
を
す
き
こ
の
む
こ
と
な
り
。
世
俗
に
「
た
し
な
む
」
と
よ
む
は

非
な
り
。
行
儀
を
た
し
な
む
は
「
矜
持
」
①
な
り
。

①
鮑
照
『
答
客
』「
愛
賞
好
偏
越
、
放
縱
少
矜
持
」。
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

〇
く
る
ふ

10狂

顚

猖

獗

(

六
、
廿
六
号
裏
）

【
狂
】【
顚
】
二
字
と
も
に
氣
ち
が
う
な
り
。
二
字
同
じ
よ
う
に
通
用
す
れ
ど
も
、
元
來
氣
ち
が
い

の
陽
症
を
「
狂
」
と
い
う
、
陰
症
を
「
顚
」
と
い
う
①
。「
顚
」
は
言
語
顚
倒
し
、
心
志
常
に
異
な

る
ま
て
な
り
。
故
に
人
の
性
質
な
ど
の
上
に
用
い
て
も
、
少
し
は
そ
の
意
持
あ
る
な
り
。

①
『
正
字
通
』
午
集
中
「
方
書
、
癲
狂
分
二
症
。
癲
、
喜
哭
不
常
、
顚
倒
錯
亂
也
。
狂
、
狂

亂
不
定
也
。
心
熱
甚
則
喜
而
癲
、
肝
熱
盛
則
怒
而
狂
。
陰
附
陽
則
狂
、
陽
附
陰
則
癲
」。

【
猖
】【
獗
】
二
字
と
も
に
、
猛
鳥
獸
、
又
は
夷
狄
盜
賊
な
ど
の
威
勢
兇
惡
に
く
る
い
あ
る
く
を
い

う
な
り
。

〇
く
む

11

斟

酌

挹

汲

掬

抔

(

後
一
、
廿
八
号
裏
）

【

】
く
み
と
る
こ
と
な
り
。
斗
に
從
う
字
ゆ
え
、

に
て
く
み
と
る
意
な
り
。「
斗
」
は
銚
子

な
り
。
唐
土
の
銚
子
は
柄
杓
に
似
た
り
。
仇
と
通
ず
。
詩
經
に
「
賓
載
ち
仇
を
手
る
」
①
。

と

①
『
詩
經
』
小
雅
・
甫
田
之
什
・
賓
之
初
筵
「
賓
載
手
仇
、
室
人
入
又
」。

【
斟
】
う
め
あ
わ
せ
る
こ
と
な
り
。
元
來
「
く
わ
え
」［
酒
を
い
れ
る
酒
器
］
の
こ
と
な
り
。
故
に

酒
を
く
み
た
す
意
な
り
。
そ
れ
を
「
斟
宜
」、
又
は
「
斟
酌
」
①
な
ど
と
連
用
し
て
、
う
め
あ
わ
せ

る
こ
と
な
り
。「
斟
酌
」
を
ひ
か
え
る
こ
と
に
す
る
は
倭
俗
な
り
。

①
『
國
語
』
周
語
上
「
庶
人
傳
語
、
近
臣
盡
規
、
親
戚
補
察
、
瞽
史
敎
誨
、
耆
艾
修
之
、
而

後
王
斟
酌
也
」。

【
酌
】
斟
と
同
意
な
り
。
く
み
と
る
意
に
も
用
い
る
。
く
み
て
も
つ
て
お
る
意
な
り
。

【
挹
】
酌
と
同
意
な
り
。

【
汲
】
水
を
く
む
と
い
う
字
な
り
。
斟
・
酌
・

は
酒
を
く
む
な
り
。

【
掬
】
兩
手
に
て
す
く
い
と
る
こ
と
な
り
①
。
故
に
く
み
と
る
こ
と
に
用
い
る
。

①
『
左
傳
』
宣
公
十
二
年
「
中
軍
下
軍
爭
舟
、
舟
中
之
指
可
掬
也
」、
杜
注
「
兩
手
曰
掬
」。

〇
く
ら
ふ

12食

喫

吃

囓

嚼

咀

咬

哺

味

飡

餐

(

後
三
、
十
四
号
裏
）

【
食
】
も
の
を
く
う
こ
と
な
り
。「
は
む
」
と
も
、「
く
ろ
ふ
」
と
も
よ
む
。「
シ
」
の
音
の
と
き
は

め
し
な
り
。
捴
じ
て
の
食
物
の
こ
と
を
「
シ
」
の
音
に
よ
む
は
悞
り
な
り
。

あ
や
ま

【
喫
】
こ
れ
も
「
く
ふ
」
な
り
①
。
俗
語
に
多
く
用
い
る
な
り
。
但
し
「
食
」
は
殊
の
外
ひ
ろ
き

ほ
か

字
な
り
。
知
行
と
る
こ
と
を
も
「
祿
を
食
む
」
②
「
粟
を
食
む
」
③
と
い
い
、
今
物
を
く
う
こ
と

は

を
も
「
食
す
る
」
と
い
う
な
り
。「
力
を
食
む
」
④
と
い
う
は
、
民
の
力
を
こ
な
た
の
用
に
立
て
る

意
な
り
。「
喫
」
は
今
口
へ
入
れ
て
く
う
こ
と
な
り
。
さ
れ
ど
も
又
俗
語
に
轉
用
し
て
「
棒
を
喫
す

る
」
な
ど
と
使
う
。
棒
を
く
ら
う
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。「
一
驚
を
喫
了
す
」、
き
も
を
つ
ぶ

す
こ
と
な
り
。
又
「
茶
を
喫
す
」「
酒
を
喫
す
」
と
い
い
て
、
飮
み
も
の
に
も
通
じ
る
な
り
。

①
『
説
文
解
字
新
附
』「
喫
、
食
也
」。

②
『
史
記
』
循
吏
列
傳
第
五
十
九
「
使
食
祿
者
、
不
得
與
下
民
爭
利
、
受
大
者
不
得
取
小
」。

③
『
左
傳
』
襄
公
五
年
「
無
衣
帛
之
妾
、
無
食
粟
之
馬
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
問
大
夫
之
富
、
曰
有
宰
食
力
、
祭
器
衣
服
不
假
」。
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【
吃
】
元
來
ど
も
り
の
こ
と
な
り
。
音
同
じ
き
故
に
喫
と
通
ず
。

【
囓
】「
か
む
」
な
り
。
か
じ
か
じ
と
か
む
こ
と
な
り
。
虫
類
な
ど
の
物
を
く
ら
う
に
も
用
い
る
。

【
嚼
】「
か
む
」
な
り
。
こ
れ
は
に
ち
や
に
ち
や
と
音
を
さ
せ
て
か
む
こ
と
な
り
。
牛
の
物
を
く
う

な
ど
に
用
い
る
。
桓
譚
新
論
に
「
屠
門
に
對
し
て
大
い
に
嚼
す
」
①
は
、
屠

家
の
門
前
に
て
舌

け
も
の
た
な

う
ち
し
て
、
物
を
く
う
ま
ね
を
す
る
こ
と
な
り
。「
咀
嚼
」
②
「
啖
嚼
」
③
「
饞
嚼
」
④
な
ど
と
連

用
す
。①

桓
譚
『
新
論
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
二
引
）「
關
東
鄙
語
曰
、
人
聞
長
安
樂
、
出
門
向
西

笑
、
知
肉
味
美
、
則
對
屠
門
而
嚼
」。

②
『
後
漢
書
』
左
周
黄
列
傳
第
五
十
一
「
聖
造
生
讒
賊
廢
立
之
禍
、
生
爲
天
下
所
咀
嚼
、
死

爲
海
内
所
歡
快
」。

③
韓
愈
『
晩
秋
郾
城
夜
會
聯
句
』「
凶
徒
更
蹈
藉
、
逆
族
相
啖
嚼
」。

④
黄
庭
堅
『
次
韻
荅
宗
汝
爲
初
夏
見
寄
』「
看
人
取
卿
相
、
妄
意
亦
饞
嚼
」。

【
咀
】
嚼
と
同
義
な
り
。
但
し
口
に
含
ん
で
居
り
て
味
わ
う
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
咀
、
含
味
也
」。

【
咬
】
齩
と
同
じ
。
大
氐
囓
と
同
じ
。
但
し
く
い
つ
く
と
い
う
程
の
こ
と
な
り
。

【
哺
】
餔
と
同
じ
。
物
を
く
い
て
口
中
に
あ
る
を
い
う
な
り
①
。「
哺
を
吐
く
」
②
は
、
口
中
の
食

物
を
は
き
だ
す
な
り
。「
哺
を
反
す
」
③
は
、
鳥
の
お
や
と
り
に
え
ば
を
く
い
か
え
す
な
り
。
又
食

物
を
人
に
く
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
な
り
。
又
「
哺
時
」
④
は
申
の
時
の
こ
と
な
り
。
呂
覽
に
「
旦

よ
り
食
に
至
る
、
食
よ
り
昳
に
至
る
、
昳
よ
り
餔
に
至
る
、
餔
よ
り
下
餔
に
至
る
、
下
餔
よ
り
日

夕
に
至
る
」
⑤
と
あ
り
。

①
『
漢
書
』
高
帝
紀
第
一
上
「
漢
王
輟
飯
吐
哺
」、
注
「
師
古
曰
、
哺
、
口
中
所
含
食
也
」。

②
『
史
記
』
留
侯
世
家
第
二
十
五
「
漢
王
輟
食
吐
哺
、
罵
曰
、
豎
儒
、
幾
敗
而
公
事
」。

③
梁
武
帝
『
孝
思
賦
』「
靈
蛇
銜
珠
以
酬
德
、
慈
烏
反
哺
以
報
親
」。

④
『
説
文
解
字
』「
餔
、
日
加
申
時
食
也
」。

『
史
記
』
呂
太
后
本
紀
第
九
「
入
未
央
宮
門
、
遂
見
産
廷
中
。
日
餔
時
、
遂
擊
産
」。

⑤
『
呂
氏
春
秋
』（『
康
煕
字
典
』
餔
の
項
引
）「
旦
至
食
、
食
至
日
昳
、
昳
至
餔
、
餔
至
下
餔
、

下
餔
至
日
夕
」。

『
史
記
』
天
官
書
第
五
「
旦
至
食
、
爲
麥
、
食
至
日
昳
、
爲
稷
、
昳
至
餔
、
爲
黍
、
餔
至

下
餔
、
爲
菽
、
下
餔
至
日
入
、
爲
麻
」。

【
味
】「
あ
じ
は
ふ
」。
訓
の
と
お
り
な
り
。

【
飡
】【
餐
】
二
字
と
も
同
義
な
り
。
元
來
熟
食
を
「
餐
」
と
い
う
①
。
又
湯
づ
け
め
し
を
「
餐
飯
」

②
と
い
う
。
又
「
く
ろ
ふ
」
と
よ
む
と
き
は
、
じ
き
に
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。「
落
英
を

餐
す
」
③
な
ど
見
つ
べ
し
。
熟
食
の
道
理
ゆ
え
、
そ
の
ま
ま
く
う
意
も
あ
る
な
り
。

①
『
字
彙
』
戌
集
「
餐
、
熟
食
也
、
一
曰
呑
食
」。

②
『
古
詩
十
九
首
・
行
行
重
行
行
』「
棄
捐
勿
復
道
、
努
力
加
餐
飯
」。

③
『
楚
辞
』
離
騒
「
朝
飮
木
蘭
之
墜
露
兮
、
夕
餐
秋
菊
之
落
英
」。

嵆
含
『
菊
花
銘
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
一
）「
煌
煌
丹
菊
、
翠
葉
紫
莖
、
詵
詵
仙
神
、
徒

餐
落
英
」。

ケ
の
部

１
〇
け
が
る

汙

穢

褻

瀆

點

浼

塵

衊

(

二
、
廿
七
号
表
）

48



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

【
汙
】
洿
・
汚
、
同
字
な
り
。
た
ま
り
水
と
い
う
字
な
り
。「
濁
水
流
れ
ず
」
①
と
注
す
。
左
傳
に

「
潢
汙
行
潦
の
水
」
②
、
賈
誼
が
賦
に
「
尋
常
の
汙
瀆
」
③
な
ど
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
く

ぼ
か
な
り
」［
く
ぼ
ん
で
い
る
さ
ま
］
と
訓
ず
。
檀
弓
に
「
道
汚
な
れ
ば
則
ち
從
て
汚
な
り
」
④
、

荀
子
に
「
埤
汚
庸
俗
」
⑤
、
柳
宗
元
が
詩
に
「
城
を
夷
げ
七
族
を
芟
り
、
臺
觀
皆
焚
き
汚
む
」

た
い
ら

か

や

み
づ
た

⑥
の
類
な
り
。
又
こ
の
時
、
麻
の
韻
に
も
入
れ
、
窪
の
字
と
通
用
す
。
禮
運
に
「
汚
尊
し
て
抔
飮

す
」
⑦
、
正
字
通
に
「
鑿
な
り
」
⑧
と
注
せ
る
は
非
な
り
。
地
を
く
ぼ
め
て
樽
と
す
る
こ
と
な
り
。

又
轉
用
し
て
、
深
き
意
に
用
い
る
。
左
傳
序
に
「

盡

に
し
て
汙
せ
ず
」
⑨
。
又
轉
用
し
て
、「
け

こ
と
ご
と
く

が
る
る
」「
け
が
す
」
と
よ
む
。「
よ
ご
れ
」「
よ
ご
す
」
と
譯
す
。
穢
の
字
よ
り
輕
し
。
孟
子
に
「
流

俗
に
同
じ
、
汙
世
に
合
ふ
」
⑩
、
左
傳
に
「
川
澤
、
汙
を
納
む
」
⑪
な
ど
。「
田
を
買
て
自
ら
汙
す
」

⑫
「
血
、
車
輪
を
汙
す
」
⑬
「
沾
汙
」
⑭
「
汙
穢
」
⑮
「
染
汙
」
⑯
「
舊
汙
」
⑰
「
塵
汙
」
⑱
「
貪

汙
」
⑲
「
泥
汙
」
⑳
の
類
な
り
。「
け
が
す
」
と
よ
む
時
、
涴
の
字
と
同
義
な
り
。
又
轉
用
し
て
、

「
す
す
ぐ
」
と
よ
む
。
け
が
れ
た
る
を
洗
う
こ
と
な
り
。
詩
經
に
「

薄

か
我
が

私

を
汚
が
ん
」

い
さ
さ
か

け
こ
ろ
も

す
す

㉑
。

①
『
説
文
解
字
』「
洿
、
濁
水
不
流
也
」。

②
『
左
傳
』
隱
公
三
年
「
筺
筥
錡
釜
之
器
、
潢
汙
行
潦
之
水
、
可
薦
於
鬼
神
、
可
羞
於
王
公
」。

③
賈
誼
『
弔
屈
原
文
』（『
文
選
』
第
六
十
）「
彼
尋
常
之
汙
瀆
兮
、
豈
能
容
夫
呑
舟
之
巨
魚
」。

④
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
道
隆
則
從
而
隆
、
道
汚
則
從
而
汚
」。

⑤
『
荀
子
』
非
相
「
好
其
實
不
恤
其
文
、
是
以
終
身
不
免
埤
汙
傭
俗
」。

⑥
柳
宗
元
『
詠
荊
軻
』「
慈
父
斷
子
首
、
狂
走
無
容
軀
。
夷
城
芟
七
族
、
臺
觀
皆
焚
汚
」。

⑦
『
禮
記
』
禮
運
「
其
燔
黍
捭
豚
、
汙
尊
而
抔
飮
、
蕢
桴
而
土
鼓
」。

⑧
『
正
字
通
』
已
集
上
「
汙
、
麻
韻
、
音
蛙
、
鑿
也
」。

⑨
『
左
傳
』
成
公
十
四
年
「
婉
而
成
章
、
盡
而
不
汙
、
懲
惡
而
勸
善
」。

杜
預
『
春
秋
左
氏
傳
序
』「
四
曰
、
盡
而
不
汙
、
直
書
其
事
、
具
文
見
意
」。

⑩
『
孟
子
』
盡
心
下
「
曰
、
非
之
無
舉
也
、
刺
之
無
刺
也
、
同
乎
流
俗
、
合
乎
汙
世
」。

⑪
『
左
傳
』
宣
公
十
五
年
「
諺
曰
、
高
下
在
心
、
川
澤
納
汙
、
山
藪
藏
疾
、
瑾
瑜
匿
瑕
、
國

君
含
垢
、
天
之
道
也
」。

⑫
『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
第
二
十
三
「
今
君
胡
不
多
買
田
地
、
賤
貰
貸
以
自
汙
」。

⑬
『
漢
書
』
雋
疏
于
薛
平
彭
傳
第
四
十
一
「
陛
下
不
聽
臣
、
臣
自
刎
、
以
血
汙
車
輪
、
陛
下

不
得
入
廟
矣
」。

⑭
『
傅
子
』（『
三
國
志
』
魏
書
一
武
帝
紀
第
一
注
引
）「
毎
與
人
談
論
、
戲
弄
言
誦
、
盡
無
所

隱
、
及
歡
悅
大
笑
、
至
以
頭
沒
杯
案
中
、
肴
膳
皆
沾
汙
巾
幘
、
其
輕
易
如
此
」。

『
高
僧
傳
』「
釋
曇
始
游
化
關
中
、
足
白
于
面
、
跣
渉
泥
水
、
未
嘗
沾
汙
、
時
稱
白
足
和

尚
」。

⑮
『
韓
非
子
』
内
儲
説
上
・
七
術
第
三
十
「
卜
皮
爲
縣
令
。
其
御
史
汙
穢
而
有
愛
妾
」。

⑯
『
漢
書
』
蒯
伍
江
息
夫
傳
第
十
五
「
充
將
胡
巫
掘
地
求
偶
人
、
捕
蠱
及
夜
祠
、
視
鬼
、
染

汙
令
有
處
」。

⑰
『
宋
史
』
列
傳
一
百
七
十
八
鄭
性
之
「
願
陛
下
明
詔
百
辟
、
滌
去
舊
汚
、
一
以
清
白
相
師
」。

⑱
李
商
隱
『
爲
舍
人
絳
郡
公
上
李
相
公
啓
』「
邁
越
時
流
、
塵
汙
中
旨
、
恩
渥
非
次
、
性
分

難
移
」。

⑲
『
莊
子
』
秋
水
「
不
多
食
乎
力
、
不
賤
貪
汚
、
行
殊
乎
俗
、
不
多
辟
異
」。

⑳
『
後
漢
書
』
逸
民
列
傳
第
七
十
三
「
若
伊
人
者
、
志
陵
靑
雲
之
上
、
身
晦
泥
汙
之
下
」。

㉑
『
詩
經
』
周
南
・
葛
覃
「
薄
汙
我
私
、
薄
澣
我
衣
」。

【
穢
】「
け
が
れ
」「
け
が
す
」「
け
が
る
る
」
と
よ
む
。「
さ
し
き
た
な
し
」
と
譯
す
。
汚
の
字
よ

り
重
き
字
な
り
。
元
來
田
の
中
に
雜
草
生
じ
て
、
む
さ
く
き
た
な
き
こ
と
①
な
る
ゆ
え
、「
蕪
穢
」

②
「
荒
穢
」
③
と
連
用
し
、
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
け
が
ら
は
し
」
と
よ
み
て
、
淨
・
潔
の
反
對

な
り
。
不
淨
を
い
う
な
り
。「
穢
德
」
④
「
穢
行
」
⑤
は
、
行
迹
の
言
語
に
い
わ
れ
ぬ
あ
し
き
を
い

う
。
後
世
に
は
多
く
官
人
の
贓
罪
、
或
い
は
不
義
の
好
色
な
ど
に
用
い
る
。
又
糞
を
「
穢
」
と
い

う
⑥
。①

『
説
文
解
字
』「
薉
、
蕪
也
」、
徐
鍇
注
「
田
中
雜
草
也
」。

②
『
漢
書
』
公
孫
劉
田
王
楊
蔡
陳
鄭
傳
第
三
十
六
「
田
彼
南
山
、
蕪
穢
不
治
、
種
一
頃
豆
、

落
而
爲
萁
」。
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③
『
説
苑
』
修
文
「
益
其
地
、
入
其
境
、
土
地
荒
穢
、
遺
老
失
賢
、
掊
克
在
位
、
則
有
讓
」。

④
『
書
經
』
泰
誓
中
「
朋
家
作
仇
、
脅
權
相
滅
、
無
辜
籲
天
、
穢
德
彰
聞
」。

⑤
『
晉
書
』
列
傳
第
三
石
苞
「
又
以
有
穢
行
、
徙
頓
丘
、
與
弟
崇
同
被
害
」。

⑥
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
七
殷
浩
「
或
問
浩
曰
、
將
莅
官
而
夢
棺
、
將
得
財
而
夢
糞
、
何
也
。

浩
曰
、
官
本
臭
腐
、
故
將
得
官
而
夢
尸
。
錢
本
糞
土
、
故
將
得
錢
而
夢
穢
」。

【
褻
】「
な
る
る
」
と
よ
む
。
元
來
膚
に
つ
け
た
る
衣
服
を
い
う
①
よ
り
、
至
極
く
つ
ろ
ぎ
、
心
易

き
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
よ
り
「
褻
嫚
」
②
「
褻
瀆
」
③
な
ど
、
和
語
に
い
う
尾
籠
な
る
こ
と
に
用

い
る
。①

『
説
文
解
字
』「
褻
、
私
服
」。

『
荀
子
』
禮
論
「
説
褻
衣
、
襲
三
稱
」、
注
「
褻
衣
、
親
身
之
衣
也
」。

②
『
孔
子
家
語
』
好
生
「
黼
紱
袞
冕
者
、
容
不
褻
慢
、
非
性
矜
莊
、
服
使
然
也
」。

③
『
白
虎
通
』
社
稷
「
不
置
中
門
内
何
、
敬
之
示
不
褻
瀆
也
」。

【
瀆
】
嬻
、
同
字
な
り
。「
慁
な
り
」
①
「
重
複
な
り
」
②
と
注
し
て
、
心
易
だ
て
に
し
て
、
か
る

か
る
し
く
苦
勞
を
か
け
る
こ
と
な
り
。
故
に
「
褻
瀆
」
③
と
連
用
す
。
汚
・
穢
と
別
な
り
。

①
『
字
彙
』
巳
集
「
瀆
、
慁
也
」。

②
『
正
字
通
』
已
集
上
「
瀆
、
慁
也
、
重
複
也
」。

③
『
論
語
』
述
而
「
子
於
是
日
哭
、
則
不
歌
」、
疏
「
若
一
日
之
中
、
或
哭
或
歌
、
是
褻
瀆

於
禮
容
、
故
不
爲
也
」。

【
點
】
墨
に
て
星
を
付
け
る
こ
と
な
り
①
。
故
に
潔
白
な
る
も
の
に
き
ず
を
付
け
る
意
に
用
い
て
、

「
け
が
す
」
と
よ
む
②
、「
け
が
る
る
」
に
非
ず
。

①
『
爾
雅
』
釋
器
「
滅
謂
之
點
」、
郭
注
「
以
筆
滅
字
爲
點
」。

②
司
馬
遷
『
報
任
少
卿
書
』（『
文
選
』
巻
四
十
一
）「
適
足
以
見
笑
而
自
點
耳
」、
李
善
注
「
點
、

辱
也
」。

【
浼
】「
け
が
す
」「
け
が
さ
る
る
」
と
よ
む
。
よ
ご
す
、
よ
ご
さ
れ
る
な
り
。「
泥
浼
」「
塵
浼
」

①
「
血
浼
」「
煤
塵
浼
」「
汙
浼
」
②
な
ど
に
用
い
る
。
汙
の
字
の
意
な
り
。
又
人
に
用
を
た
の
む

こ
と
を
い
う
。
但
し
そ
の
人
に
對
し
て
向
い
を
あ
が
め
て
い
う
詞
な
り
。
瀆
の
字
の
意
な
り
。

①
齊
映
『
進
封
章
表
』「
故
臣
得
以
盡
其
管
見
、
塵
浼
天
聽
、
謹
別
錄
狀
同
進
以
聞
」。

②
李
綱
『
謝
親
筆
劄
子
』「
誣
謗
竝
興
、
流
言
飛
文
、
汙
浼
天
聽
、
負
憂
抱
釁
、
不
敢
自
明
」。

【
塵
】「
ち
り
」
と
い
う
よ
り
、「
け
が
す
」
と
用
い
る
。「
け
が
れ
」「
け
が
る
る
」
と
は
よ
ま
ず
。

【
衊
】「
汚
血
な
り
」
①
と
注
す
。
く
ろ
ぢ
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
け
が
す
」
と
よ
む
。「
衊

穢
」
②
「
汚
衊
」
③
な
ど
と
用
い
る
。「
衊
口
」
と
い
う
は
、
淫
亂
び
ろ
う
な
る
こ
と
を
口
に
て
い

う
を
い
う
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
衊
、
汚
血
也
」。

②
蔡
襄
『
乞
叙
用
孫
沔
狀
』「
然
觀
貶
降
之
重
及
有
履
衊
穢
之
詞
、
皆
謂
孫
沔
」。

③
『
漢
書
』
文
三
王
傳
第
十
七
「
汙
衊
宗
室
、
以
内
亂
之
惡
披
布
宣
揚
於
天
下
」。

２
〇
け
は
し

嶮

阻

峻

峭

（
四
、
廿
五
号
裏
）

【
嶮
】
險
と
も
と
同
じ
。
山
に
從
う
故
、
山
の
け
わ
し
き
を
い
う
①
。
畏
る
可
き
意
、
又
行
き
難

き
意
を
含
め
り
。

①
張
衡
『
西
京
賦
』（『
文
選
』
巻
二
）「
坻
崿
鱗
眴
、
棧
齴
巉
嶮
」、
李
善
注
「
棧
、
嶮
、
皆
高

峻
貌
」。

【
阻
】
け
わ
し
き
義
に
非
ず
、
せ
つ
所
［
難
所
、
要
害
の
地
］
の
こ
と
な
り
。
阻
隔
し
て
通
路
な

く
、
行
き
難
き
こ
こ
ろ
を
主
と
す
。
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【
峻
】【
峭
】
山
の
け
わ
し
き
な
り
①
。
き
り
た
て
た
る
よ
う
な
る
、
急
な
る
を
い
う
。
せ
つ
所
の

義
に
非
ず
。
二
字
の
内
、「
峻
」
は
高
き
意
多
く
、「
峭
」
は
削
り
た
て
た
る
如
き
意
を
主
と
す
。

①
『
正
字
通
』
寅
集
中
「
峭
、
山
峻
抜
峭
絶
也
」。

３
〇
け
が
る

汚

窳

洼

凹

坳

(

四
、
廿
七
号
表
）

【
汚
】「
く
ぼ
し
」。
訓
の
通
り
な
り
。
窳
・
洼
、
同
字
な
り
。

【
凹
】【
坳
】
同
字
な
り
。
中
く
ぼ
な
り
。
汚
の
字
と
の
差
別
は
、「
汚
」
は
か
た
く
ぼ
に
て
も
用

い
る
な
り
。
義
廣
き
な
り
。

４
〇
け
る

蹴

蹶

跌

踼

(

後
一
、
十
九
号
裏
）

【
蹴
】
け
ち
ら
す
意
に
も
な
る
。
け
あ
げ
る
意
に
も
用
い
る
。
又
俗
語
に
「
一
蹴
し
て
至
る
」
①

は
、
一
と
び
に
至
る
と
い
う
こ
と
な
り
。
孟
子
に
「
蹴
然
と
し
て
之
に
與
す
」、
趙
注
に
「
蹴
は
蹋

な
り
」
②
と
あ
り
。
足
に
て
け
あ
げ
て
や
る
な
り
。

①
張
載
『
李
愼
同
治
九
年
本
張
子
全
書
序
』「
則
趣
益
深
、
理
益
明
、
又
不
容
以
一
蹴
而
至

也
」。

②
『
孟
子
』
告
子
上
「
行
道
之
人
弗
受
、
蹴
爾
而
與
之
、
乞
人
不
屑
也
」、
趙
注
「
蹴
、
蹋

也
」。

【
蹶
】
け
た
お
す
な
り
。「
唐
の
嗣
業
、
足
を
以
て
石
を
蹶
る
」
①
、
又
「
秦
、
六
國
を
蹶
す
」

け
た
を

②
の
類
な
り
。

①
『
新
唐
書
』
列
傳
第
六
十
三
「
李
嗣
業
、
字
嗣
業
、
京
兆
高
陵
人
。
…
…
初
、
討
勃
律
也
、

通
道
蔥
領
、
有
大
石
塞
隘
、
以
足
蹶
之
、
抵
穹
壑
、
識
者
以
爲
至
誠
所
感
雲
」。

②
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
然
幷
心
而
赴
時
、
猶
曰
蹶
六
國
、
兼
天
下
」。

【
跌
】【
踼
】「
け
る
」
と
よ
む
。
蹋
・
踶
よ
り
か
る
し
。
ち
よ
と
足
さ
き
に
て
け
る
こ
と
な
り
。

踼
音
唐
、
踢
と
混
ず
べ
か
ら
ず
。
踢
音
逖
、
驚
動
の
貌
な
り
①
。

①
『
漢
書
』
楊
雄
傳
第
五
十
七
上
「
河
靈
矍
踢
」、
注
「
師
古
曰
、
矍
踢
、
驚
動
之
貌
」。

コ
の
部

１
〇
こ
な
が
き

糅

糝

餗

(

二
、
四
十
八
号
裏
）

【
糅
】「
か
つ
る
」
と
よ
む
。
食
物
に
も
の
を
ま
じ
え
る
こ
と
な
り
。
そ
れ
よ
り
「
雜
糅
」
①
と
連

用
す
。①

『
國
語
』
楚
語
下
「
及
少
昊
之
衰
也
、
九
黎
亂
德
、
民
神
雜
糅
、
不
可
方
物
」。

【
糝
】「
こ
な
が
き
」
と
よ
む
。
又
「
か
つ
る
」
と
よ
む
。
米
二
肉
一
と
て
、
米
を
二
つ
分
、
肉
を

一
つ
分
ま
ぜ
た
る
を
い
う
①
。
又
米
を
羹
の
中
へ
ま
ぜ
た
る
を
も
「
糝
」
と
い
う
。「
徑
に

糝

す

こ
な
が
き

る
楊
花
、
白
氊
を
鋪
く
」
②
と
い
う
は
、
杜
子
美
が
句
な
り
。
楊
花
の
徑
の
上
に
散
り
た
る
は
ふ

り
ご
め
を
し
た
る
に
似
た
る
を
い
う
な
り
。

①
『
禮
記
』
内
則
「
糝
取
牛
羊
豕
之
肉
、
三
如
一
、
小
切
之
、
與
稻
米
、
稻
米
二
、
肉
一
、

合
以
爲
餌
、
煎
之
」。

②
杜
甫
『
絶
句
漫
興
九
首
』
七
「
糝
逕
楊
花
鋪
白
氈
、
點
溪
荷
葉
疊
靑
錢
」。
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【
餗
】「
こ
な
が
き
」
と
よ
む
。「
糝
な
り
」
①
と
注
せ
る
故
な
り
。
又
「
鼎
實
」
①
と
注
せ
り
。

鼎
の
實
な
り
。
鼎
の
内
に
て
煮
た
る
食
物
の
こ
と
な
り
②
。

①
『
正
字
通
』
戌
集
下
「
餗
、
糝
也
、
鼎
實
也
」。

②
『
易
經
』
鼎
「
九
四
、
鼎
折
足
、
覆
公
餗
、
其
形
渥
、
凶
」。

２
〇
こ
と
な
り

殊

異

別

特

他

(

三
、
初
号
表
）

【
殊
】【
異
】
二
字
「
こ
と
な
り
」
と
よ
む
時
、
譯
は
べ
つ
な
り
。「
ち
が
ふ
た
」「
か
は
り
た
」
な

ど
な
り
。
こ
の
時
、
二
字
同
義
な
り
。
故
に
「
殊
異
」
①
と
連
用
す
。「
今
古
殊
な
り
」「
今
古
異

な
り
」「
物
態
殊
な
り
」「
物
態
異
な
り
」「
風
景
殊
な
り
」「
風
景
異
な
り
」「
語
音
殊
な
り
」「
語

音
異
な
り
」「
土
産
殊
な
り
」「
土
産
異
な
り
」「
人
人
殊
な
り
」「
人
人
異
な
り
」「
山
河
殊
な
り
」

「
山
河
異
な
り
」
の
類
、
皆
そ
の
義
差
別
な
し
。
但
し
「
同
異
」
と
い
え
ど
も
、「
同
殊
」
と
い
わ

ず
、「
散
殊
」
と
い
え
ど
も
、「
散
異
」
と
い
わ
ず
。
異
の
字
は
正
し
く
同
の
字
の
反
對
な
り
、
殊

の
字
は
も
と
た
え
は
な
れ
る
意
よ
り
轉
用
せ
る
も
の
な
り
②
。
故
に
斬
刑
を
「
殊
死
」
③
と
い
う
。

首
身
處
を
異
に
す
る
ゆ
え
な
り
。
又
「
殊
死
し
て
戰
ふ
」
④
と
い
う
は
、
必
死
に
心
を
き
わ
め
て

戰
う
こ
と
な
り
。
左
傳
に
「
其
の
木
を
斬
り
て
殊
ず
」
⑤
と
は
、
木
を
き
り
は
な
さ
ぬ
こ
と
な
り
。

た
へ

史
記
蘇
秦
が
傳
に
「
人
を
し
て
蘇
秦
を
刺
さ
し
む
、
死
せ
ず
、
殊
て
走
る
」
⑥
と
い
う
は
、
二
つ

た
ゑ

に
き
り
は
な
さ
れ
な
が
ら
逃
る
こ
と
な
り
。
又
「
殊
に
惡
し
し
」「
殊
に
美
な
り
」
と
使
う
時
、
特

の
字
と
同
じ
。
き
れ
は
な
れ
る
意
ゆ
え
、
す
ぐ
れ
る
意
に
な
る
な
り
。
特
の
字
は
「
こ
と
に
」
と

よ
む
時
、「
た
だ
」
の
意
に
用
い
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、
殊
の
字
は
そ
の
意
に
は
用
い
ず
。
以
上
の
類
、

皆
異
の
字
を
用
い
ず
。
異
の
字
は
奇
怪
の
異
に
通
じ
る
ゆ
え
、
差
別
あ
る
あ
り
。

①
『
詩
經
』
魏
風
・
汾
沮
洳
「
美
無
度
、
殊
異
乎
公
路
」。

②
『
説
文
解
字
』（『
經
典
釋
文
』
左
傳
引
）「
殊
、
死
也
、
一
曰
、
斷
也
」。

③
『
莊
子
』
在
宥
「
今
殊
死
者
相
枕
也
、
桁
楊
者
相
推
也
、
刑
戮
者
相
望
也
」。

『
漢
書
』
高
帝
紀
第
一
下
「
今
天
下
事
畢
、
其
赦
天
下
殊
死
以
下
」、
注
「
韋
昭
曰
、
殊

死
、
斬
刑
也
。
師
古
曰
、
殊
、
絶
也
、
異
也
、
言
其
身
首
離
絶
而
異
處
也
」。

④
『
漢
書
』
韓
彭
英
盧
呉
傳
第
四
「
信
耳
已
入
水
上
軍
、
軍
皆
殊
死
戰
、
不
可
敗
」、
注
「
師

古
曰
、
殊
、
絶
也
、
謂
決
意
必
死
」。

⑤
『
左
傳
』
昭
公
二
十
三
年
「
武
城
人
塞
其
前
、
斷
其
後
之
木
而
弗
殊
、
邾
師
過
之
、
乃
推

而
蹙
之
」。

⑥
『
史
記
』
蘇
秦
列
傳
第
九
「
其
後
齊
大
夫
多
與
蘇
秦
爭
寵
者
、
而
使
人
刺
蘇
秦
、
不
死
、

殊
而
走
」。

【
別
】
こ
え
に
て
よ
ん
で
、
き
こ
え
る
な
り
。「
自
ら
殊
な
り
」「
自
ら
別
な
り
」「
古
今
殊
な
り
」

「
古
今
別
な
り
」
な
ど
。
殊
の
字
を
「
こ
と
な
り
」
と
よ
む
と
、
大
形
通
じ
る
な
り
。
助
語
に
用

い
る
時
、「
別
に
好
し
」
と
は
、
好
き
も
よ
う
の
か
わ
り
た
る
な
り
。「
殊
に
好
し
」「
特
に
好
し
」

は
と
り
わ
け
て
よ
き
な
り
。
す
ぐ
れ
る
意
な
り
。「
別
に
意
有
り
」「
殊
に
意
有
り
」
な
ど
こ
れ
に

同
じ
。「
別
に
意
義
無
し
」
は
、
こ
の
外
に
は
意
義
な
き
な
り
。「
殊
に
意
義
無
し
」
は
、
意
義
の

ほ
か

と
り
わ
け
な
き
な
り
。
又
「
別
人
」
は
他
人
な
り
。
さ
れ
ど
も
「
他
日
」
を
「
別
日
」
と
い
わ
ず
、

「
異
日
」
と
は
い
う
な
り
。
書
柬
の
語
に
「
別
に
錄
す
」「
別
に
白
す
」
は
、
別
紙
に
申
す
な
り
。

「
另
に
錄
す
」「
另
に
白
す
」、
同
じ
意
な
り
。
こ
の
另
の
字
を
誤
り
て
別
の
省
字
と
思
う
人
あ
り
。

レ
イ

零
の
音
に
て
俗
字
な
り
。「
木
別
子
」
を
「
木
另
子
」
と
い
う
類
、
通
用
す
れ
ど
も
、「
另
外
」
を

れ
い

「
別
外
」
と
は
い
わ
ず
、「
別
樣
」
を
「
另
樣
」
と
は
い
わ
ず
。「
另
外
」、「
リ
ン
ワ
イ
」
と
よ
む
。

倭
語
の
各
別
な
り
。「
另
外

好
」
は
、
か
く
べ
つ
よ
き
な
り
。「
另
外

差

人
去
」
は
、
別
に
使

リ
ン
ワ
イ
ハ
ー
ウ

リ
ン
ワ
イ
チ
ヤ
イ
ジ
ン
キ
ユ

い
を
や
る
な
り
。「
人
別
」「
戸
別
」「
月
別
」
な
ど
、
和
語
の
人
別
に
て
よ
く
す
む
な
り
。

【
特
】「
こ
と
に
」
と
よ
む
時
、
と
り
わ
け
て
と
い
う
意
に
て
、
す
ぐ
れ
る
意
あ
り
。
も
と
獨
と
義

通
じ
て
、
ひ
と
り
の
意
の
字
な
る
ゆ
え
な
り
。
右
は
上
に
用
い
る
に
限
る
助
語
の
時
の
こ
と
な
り
。

「
孤
特
」
①
は
獨
の
義
な
り
。「
挺
特
」
②
「
介
特
」
③
「
奇
特
」
④
「
秀
特
」
⑤
「
英
特
」
⑥
、

皆
獨
に
す
ぐ
れ
る
意
あ
り
。「
特
立
」
⑦
も
同
じ
。「
獨
立
」
は
義
廣
く
て
、
一
人
立
つ
意
ば
か
り

に
も
、
又
す
ぐ
れ
る
意
を
帶
び
て
も
用
い
れ
ど
も
、「
特
立
」
は
す
ぐ
れ
て
一
人
立
つ
意
な
り
、
獨
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に
專
の
意
を
帶
び
た
り
。「
特
特
」
⑧
は
わ
ざ
わ
ざ
な
り
。「
特
特
と
し
て
來
る
」「
特
特
に
獻
じ
奉

る
」、
皆
わ
ざ
わ
ざ
な
り
。「
奇
特
」
⑨
は
ふ
し
ぎ
な
り
。
倭
語
の
「
奇
特
」
は
「
難
得
」
な
り
、

ナ
ン

テ

混
ず
べ
か
ら
ず
。

①
『
管
子
』
明
法
解
第
六
十
七
「
故
法
廢
而
私
行
、
則
人
主
孤
特
而
獨
立
、
人
臣
羣
黨
而
成

朋
」。

②
『
後
漢
書
』
方
術
列
傳
第
七
十
二
上
「
竊
見
鉅
鹿
太
守
會
稽
謝
夷
吾
、
出
自
東
州
、
厥
土

塗
泥
、
而
英
姿
挺
特
、
奇
偉
秀
出
」。

③
『
後
漢
書
』
馬
融
列
傳
第
五
十
上
「
察
淫
侈
之
華
譽
、
顧
介
特
之
實
功
、
聘
畎
畝
之
羣
雅
、

宗
重
淵
之
潛
龍
」。

④
『
宋
書
』
本
紀
第
一
武
帝
上
「
及
長
、
身
長
七
尺
六
寸
、
風
骨
奇
特
」。

⑤
任
昉
『
禪
位
梁
王
璽
書
』「
加
以
天
表
秀
特
、
軒
狀
堯
姿
」。

⑥
『
宋
書
』
本
紀
第
二
武
帝
中
「
加
以
龍
顔
英
特
、
天
授
殊
姿
、
君
人
之
表
、
煥
如
日
月
」。

⑦
『
漢
書
』
王
莽
傳
第
六
十
九
上
「
然
而
折
節
行
仁
、
克
心
履
禮
、
拂
世
矯
俗
、
確
然
特
立
」。

⑧
歐
陽
脩
『
和
人
三
橋
三
首
』
三
「
爲
愛
斜
陽
好
、
迴
舟
特
特
過
」。

⑨
任
華
『
寄
杜
拾
遺
』「
昨
日
有
人
誦
得
數
篇
黄
絹
詞
、
吾
怪
異
奇
特
借
問
、
果
然
稱
是
杜

之
所
爲
」。

【
他
】
自
の
反
對
な
り
。「
自
」
は
わ
れ
を
指
す
、「
他
」
は
別
人
な
り
。
わ
れ
に
對
し
て
い
う
は

皆
「
他
」
な
り
。
但
し
「
別
人
」「
他
人
」
①
「
外
人
」、
差
別
あ
り
。「
別
人
」
は
ほ
か
の
ひ
と
な

り
、
た
だ
言
う
辭
な
り
。「
他
人
」
は
わ
れ
に
對
し
て
い
う
。「
外
人
」
は
内
輪
に
對
し
て
い
う
。「
異

人
」
は
非
常
の
人
な
り
。
仙
人
又
は
有
道
の
人
を
い
う
。
孟
子
に
「
王
、
左
右
を
顧
み
て
他
を
言

ふ
」
②
、
よ
の
こ
と
を
い
う
な
り
。
書
に
「
斷
斷
と
し
て
他
の
技
無
し
」
③
、
ほ
か
の
藝
な
き
な

り
。
詩
に
「
死
に
之
る
ま
で
矢
く
は
他
靡
け
ん
」
④
、
ほ
か
の
心
な
き
な
り
。
易
に
「
他
の
吉

い
た

ち
が
は

な

有
り
」
⑤
、
ほ
か
の
よ
き
こ
と
あ
る
な
り
。
又
「
他
の
故
無
し
」
⑥
、
ほ
か
に
子
細
な
き
な
り
。

ゆ
え

こ
れ
ら
皆
「
ほ
か
」
と
譯
し
て
通
ず
。
然
れ
ど
も
こ
の
代
り
に
「
外
」
の
字
も
「
餘
」
の
字
も
用

い
ら
れ
ず
、
和
漢
語
脉
の
異
處
會
す
べ
し
。
又
「
他
日
」
⑦
「
異
日
」
⑧
「
他
時
」
⑨
「
異
時
」、

皆
昔
に
て
も
行
末
に
て
も
い
う
、
今
日
に
非
ざ
る
を
指
す
な
り
。
ほ
か
の
日
と
い
う
こ
と
な
り
。

ゆ
く
す
え

「
外
日
」
と
は
い
わ
れ
ず
。「
明
外
日
」
は
明
後
日
な
り
。「
餘
日
」
は
ま
た
用
い
か
た
別
な
り
。

幾
日
幾
日
と
日
を
舉
げ
て
、
こ
の
外
の
日
と
い
う
時
、「
餘
日
」
と
い
う
な
り
。「
他
鄕
」
⑩
「
異

鄕
」、
皆
故
郷
に
て
な
き
を
い
う
。「
他
國
」
⑪
「
他
州
」
⑫
「
他
郡
」
⑬
、
み
な
「
本
國
」「
本
州
」

「
本
郡
」
に
對
す
。「
異
國
」「
異
域
」「
殊
域
」、
皆
殊
俗
の
國
と
い
う
こ
と
に
て
、
え
び
す
國
を

い
う
。「
外
國
」
⑭
は
中
國
に
對
し
て
、
こ
れ
も
え
び
す
國
を
い
う
。「
外
州
」
⑮
は
畿
内
の
州
に

對
し
て
、
諸
道
の
州
を
い
う
。「
外
郡
」
⑯
「
外
鄕
」
⑰
、
皆
本
州
の
郡
縣
に
對
し
て
い
う
。「
外

官
」
は
朝
廷
官
人
に
對
し
て
、
畿
内
に
て
も
あ
れ
、
と
か
く
州
郡
の
官
を
い
う
。「
外
臺
」
は
内
寺

に
對
し
て
、
文
武
官
人
を
い
う
。

①
『
詩
經
』
唐
風
・
山
有
樞
「
宛
其
死
矣
、
他
人
是
保
」。

②
『
孟
子
』
梁
惠
王
下
「
王
顧
左
右
而
言
他
」。

③
『
書
經
』
秦
誓
「
如
有
一
介
臣
、
斷
斷
猗
無
他
技
、
其
心
休
休
焉
、
其
如
有
容
」。

④
『
詩
經
』
鄘
風
・
柏
舟
「
之
死
矢
靡
他
、
母
也
天
只
、
不
諒
人
只
」。

⑤
『
易
經
』
比
「
初
六
、
有
孚
比
之
、
无
咎
、
有
孚
盈
缶
、
終
來
有
它
吉
」。

⑥
『
儀
禮
』
士
昏
禮
「
某
以
非
他
故
、
不
足
以
辱
命
、
請
終
賜
見
」。

⑦
『
左
傳
』
襄
公
二
十
五
年
「
且
曰
、
他
日
吾
見
蔑
之
面
而
已
」。

⑧
『
史
記
』
趙
世
家
第
十
三
「
異
日
、
王
飮
酒
樂
、
數
言
所
夢
、
想
見
其
狀
」。

⑨
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
第
六
「
他
時
秦
地
不
過
千
里
、
賴
陛
下
神
靈
明
聖
、
平
定
海
内
」。

⑩
蔡
邕
『
飮
馬
長
城
窟
行
』「
夢
見
在
我
傍
、
忽
覺
在
他
鄕
」。

⑪
『
孟
子
』
盡
心
下
「
去
齊
接
浙
而
行
、
去
他
國
之
道
也
」。

⑫
韓
愈
『
柳
子
厚
墓
誌
銘
』「
觀
察
使
下
其
法
於
他
州
、
比
一
歳
、
免
而
歸
者
且
千
人
」。

⑬
范
成
大
『
呉
郡
志
』
巻
三
十
七
「
先
是
、
司
漕
運
者
轉
民
歳
租
、
更
送
他
郡
」。

⑭
『
漢
書
』
武
帝
紀
第
六
「
三
年
春
正
月
、
行
幸
甘
泉
宮
、
饗
外
國
客
」。

⑮
『
魏
書
』
廢
出
三
帝
紀
第
十
一
「
詔
諸
參
佐
、
自
三
府
以
下
、
爰
外
州
、
皆
不
得
復
加
、

常
侍
及
兼
兩
員
」。

⑯
『
陳
書
』
本
紀
第
一
高
祖
上
「
内
難
初
靜
、
諸
侯
出
關
、
外
郡
傳
烽
、
鮮
卑
犯
塞
」。
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⑰
『
宋
史
』
列
傳
第
一
百
九
十
六
儒
林
傳
「
此
惠
不
過
三
十
里
内
耳
、
外
鄕
遠
民
勢
豈
能
來
、

老
幼
疾
患
之
人
必
有
餒
死
者
」。

３
〇
こ
る

凝

凍

滯

泥

澀
(

五
、
六
号
表
）

【
凝
】「
こ
る
」。
訓
の
如
し
。

【
凍
】「
こ
ほ
る
」。
訓
の
如
し
。「
魚
凍
」
は
、
に
こ
ご
り
な
り
。
蒟
蒻
の
根
を
す
り
て
食
料
の
こ

ん
に
や
く
に
す
る
こ
と
を
「
凍
子
と
な
す
」
と
い
え
り
。

【
滯
】「
と
ど
こ
ほ
る
」。
訓
の
如
し
。「
滯
下
」
は
こ
し
け
［
女
性
性
器
か
ら
出
る
お
り
も
の
］
を

も
い
う
、
痢
病
を
も
い
う
。
後
世
の
醫
書
に
は
、
こ
し
け
ば
か
り
の
こ
と
と
し
て
帶
の
字
を
用
い

る
。

【
泥
】
見
解
の
滯
り
て
道
理
の
通
ぜ
ぬ
こ
と
な
り
。「
泥
路
」
は
滯
り
て
行
か
れ
ぬ
が
ご
と
し
。

①
『
南
史
』
列
傳
第
三
十
一
齊
宗
室
新
呉
侯
景
先
「
初
武
帝
少
年
、
與
景
先
共
車
、
行
泥
路
、

車
久
故
壞
」。

【
澀
】「
し
ぶ
る
」。
訓
の
如
し
。
味
の
し
ぶ
き
に
も
用
い
る
。

４
〇
こ
ゆ

肥

腴

豐

胖

(

五
、
三
十
二
号
裏
）

【
肥
】「
こ
ゆ
」。
訓
の
如
し
。「
家
肥
」
①
「
國
肥
」
②
な
ど
と
轉
用
す
る
な
り
。

①
『
禮
記
』
禮
運
「
父
子
篤
、
兄
弟
睦
、
夫
婦
和
、
家
之
肥
也
」。

②
『
禮
記
』
禮
運
「
大
臣
法
、
小
臣
廉
、
官
職
相
序
、
君
臣
相
正
、
國
之
肥
也
」。

【
腴
】
こ
れ
も
「
こ
ゆ
る
」
な
り
。「
肥
腴
」
①
「
豐
腴
」
②
、
し
し
づ
き
の
よ
き
こ
と
な
り
。
又

食
物
に
用
い
る
と
き
、
魚
鳥
の
み
ど
こ
ろ
を
「
腴
」
と
い
う
③
。「
道
腴
」
④
は
道
德
の
う
ま
み
な

り
。

①
『
南
齊
書
』
列
傳
第
三
十
九
蠻
「
有
數
處
不
通
騎
、
而
水
白
、
田
甚
肥
腴
」。

②
歐
陽
脩
『
祭
杜
祁
公
文
』「
士
之
進
顯
於
榮
禄
者
、
莫
不
欲
安
享
於
豐
腴
」。

③
『
禮
記
』
少
儀
「
羞
濡
魚
者
進
尾
、
冬
右
腴
、
夏
右
鰭
、
祭
膴
」。
鄭
注
「
腴
、
腹
下
也
」。

④
班
固
『
答
賓
戲
』（『
文
選
』
巻
四
十
五
）「
委
命
供
己
、
味
道
之
腴
」。

【
豐
】「
こ
ゆ
る
」
と
は
よ
ま
ず
。
ふ
く
れ
る
こ
と
な
り
。「
豐
下
」
①
は
人
の
形
の
下
ぶ
く
ら
な

る
な
り
。「
豐
腴
」
②
「
豐
胖
」、
皆
こ
え
る
こ
と
な
り
。
美
人
の
評
に
「
飛
燕
は
俏
、
貴
妃
は
豐
」

③
と
い
う
は
、
飛
燕
は
す
ら
り
、
貴
妃
は
ふ
つ
く
り
と
い
う
が
如
し
。「
肥
瘦
」
④
と
さ
し
つ
け
て

い
え
ば
、
肥
え
す
ぎ
瘦
せ
す
ぎ
た
る
よ
う
な
れ
ば
な
り
。

①
『
左
傳
』
文
公
元
年
「
穀
也
豐
下
、
必
有
後
於
魯
國
」、
杜
注
「
豐
下
、
蓋
面
方
也
」。

②
歸
有
光
『
小
福
建
按
察
使
楊
君
七
十
壽
』「
其
貌
豐
腴
而
氣
愈
盛
、
其
年
殆
未
可
量
」。

③
未
詳
。
蘇
轍
『
周
昉
畫
美
人
歌
』
に
「
擁
扇
執
拂
知
從
誰
、
瘦
者
飛
燕
肥
玉
妃
」
と
あ
る
。

④
『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
第
六
十
九
下
甄
宇
「
建
武
中
毎
臘
、
詔
書
賜
博
士
一
羊
。
羊
有
大

小
肥
瘦
」。

【
胖
】
こ
え
ふ
く
れ
た
る
こ
と
な
り
。「
肥
胖
」
①
「
胖
大
」
②
な
ど
と
連
用
す
。

①
『
三
国
演
義
』
第
八
回
王
司
徒
巧
使
連
環
計

董
太
師
大
鬧
鳳
儀
亭
「
呂
布
走
得
快
、
卓

肥
胖
趕
不
上
、
擲
戟
刺
布
」。

②
『
禮
記
』
大
學
「
富
潤
屋
、
德
潤
身
、
心
廣
體
胖
」、
疏
「
心
廣
體
胖
者
、
言
内
心
寬
廣
、

則
外
體
胖
大
」。
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５
〇
こ
こ
ろ
よ
し

快

忺

慊

(

五
、
三
十
六
号
裏
）

【
快
】【
忺
】【
慊
】
三
字
と
も
に
、「
こ
こ
ろ
よ
し
」
と
よ
む
。
十
分
に
心
に
滿
ち
た
る
こ
と
な
り
。

「
中
に
快
か
ら
ず
」
①
「
意
に
忺
か
ら
ず
」
②
「
懷
に
慊
か
ら
ず
」
③
、
ど
こ
に
や
ら
心
に
か
か

る
こ
と
の
あ
る
な
り
。
そ
の
内
、
快
の
字
は
き
び
よ
き
に
用
い
る
。「
爽
快
」
④
は
さ
つ
ぱ
り
と
し

て
き
び
よ
き
な
り
。「
快
士
」
⑤
は
き
び
よ
き
男
な
り
。
俗
語
に
は
、
は
や
き
こ
と
を
「
快
」
と
い

う
。
速
の
字
の
如
し
。
箸
を
「
快
子
」
⑥
と
い
う
。
船
中
の
語
な
り
。
船
中
に
は
禁
忌
の
語
あ
り
。

箸
と
住
と
、
聲
同
じ
。「
住
」
と
は
舟
の
す
わ
る
こ
と
な
り
。
故
に
船
中
に
て
こ
れ
を
嫌
い
、
反
語

し
て
「
快
子
」
と
い
う
。

①
『
朱
子
語
類
』
本
朝
七
・
盜
賊
「
有
不
快
于
中
者
、
輒
火
十
數
家
、
且
殺
人
、
因
劫
之
爲

首
」。

②
鄭
清
之
『
閒
中
偶
成
』「
春
過
日
初
永
、
睡
餘
意
未
忺
」。

③
王
紳
『
上
侯
城
先
生
書
』「
故
張
籍
切
切
爲
言
、
愈
請
待
五
六
十
、
然
後
爲
之
紳
、
未
嘗

不
慊
于
懷
、
以
爲
著
書
、
必
待
五
六
十
」。

ま
た
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
に
「
行
有
不
慊
于
心
、
則
餒
矣
」
と
あ
る
。

④
『
高
僧
傳
』
巻
第
十
三
經
師
第
九
「
釋
智
宗
、
姓
周
、
建
康
人
。
出
家
止
謝
寺
。
博
學
多

聞
尤
長
轉
讀
。
聲
至
清
而
爽
快
」。

⑤
『
三
國
志
』
蜀
書
・
黄
李
呂
馬
王
張
傳
第
十
三
「
宣
公
與
諸
葛
亮
書
曰
、
黄
公
衡
、
快
士

也
」。

⑥
『
陔
餘
叢
考
』
巻
四
十
三
「
呼
箸
爲
快
、
俗
呼
箸
爲
快
子
。
陸
容
菽
原
雜
記
、
謂
起
於
呉

中
、
凡
舟
行
諱
住
、
故
呼
箸
爲
快
子
、
幡
布
爲
抹
布
也
」。

６
〇
こ
ぶ

媚

阿

諂

諛

讇

(

六
、
十
八
号
表
）

【
媚
】「
こ
ぶ
る
」
と
も
、「
こ
び
」
と
も
よ
む
。
憐
れ
を
取
る
な
り
、
人
に
か
わ
い
が
ら
れ
る
よ

う
に
し
か
け
る
こ
と
な
り
。
故
に
「
媚
愛
」
①
と
も
連
用
す
。「
山
色
媚
ぶ
」
②
「
花
色
媚
ぶ
」
③

な
ど
は
、
あ
い
き
よ
う
ら
し
き
な
り
。「
媚
藥
」
④
は
あ
い
き
よ
う
ぐ
す
り
な
り
。「
一
笑
百
媚
生

ず
」
⑤
、「
し
ほ
」［
愛
嬌
、
愛
ら
し
さ
］
と
譯
し
て
も
よ
け
ん
。

①
王
符
『
潛
夫
論
』
務
本
第
二
「
人
臣
者
以
忠
正
爲
本
、
以
媚
愛
爲
末
」。

②
王
世
貞
『
將
至
建
業
大
風
雨
作
』「
兩
儀
退
歸
所
、
萬
象
仍
悠
然
。
山
色
媚
舉
巵
、
波
聲

清
扣
舷
」。

③
胡
應
麟
『
賀
呉
方
伯
擢
晉
中
左
轄
』「
大
邑
桐
陰
流
廨
宇
、
重
湖
花
色
媚
樓
船
」。

④
『
太
平
御
覽
』
蟲
豸
部
八
・
龐
降
「
嶺
表
錄
異
曰
、
龐
降
、
生
於
山
野
、
…
…
人
以
善
價

求
之
、
以
爲
媚
藥
」。

⑤
白
居
易
『
長
恨
歌
』「
回
眸
一
笑
百
媚
生
、
六
宮
粉
黛
無
顔
色
」。

【
阿
】「
を
も
ね
る
」
と
よ
む
。
曲
げ
て
人
に
從
う
な
り
。
元
來
阿
曲
の
義
よ
り
轉
用
す
れ
ば
な
り
。

【
諂
】【
諛
】【
讇
】
二
字
と
も
に
「
へ
つ
ら
ふ
」
な
り
。
訓
の
ご
と
し
。
讇
も
諂
と
同
字
な
り
。

７
〇
こ
の
む

好

嗜

憙

樂

善

欲

願

冀

覬

希

幸

庶

（
六
、
十
九
号
表
）

【
好
】「
こ
の
む
」
と
訓
ず
。「
す
く
」
と
譯
す
。
惡
・
憎
の
反
對
な
り
。「
嗜
好
」
①
「
憙
好
」
②

「
好
樂
」
③
と
連
用
す
。
何
れ
も
去
聲
な
り
。

い
づ

①
『
尹
文
子
』
大
道
下
「
探
人
之
心
、
度
人
之
欲
、
順
人
之
嗜
好
、
而
不
敢
逆
」。

②
『
大
寶
積
經
卷
第
一
百
二
十
』
廣
博
仙
人
會
第
四
十
九
「
常
所
歡
遊
園
林
宮
苑
鳥
聲
和
雅
、

是
憙
好
處
皆
不
愛
樂
」。

③
『
禮
記
』
大
學
「
有
所
好
樂
則
不
得
其
正
」。
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【
嗜
】「
た
し
む
」
と
よ
む
。
す
く
こ
と
な
り
。「
嗜
好
」「
嗜
愛
」
①
と
連
用
す
。
好
む
の
甚
し
き

な
り
。
惡
・
忌
の
反
對
な
り
。
食
物
の
す
き
き
ら
い
よ
り
出
で
た
る
字
な
り
。

①
『
拾
遺
記
』
巻
四
燕
昭
王
「
蓋
能
去
滯
慾
而
離
嗜
愛
、
洗
神
滅
念
、
常
遊
於
太
極
之
門
」。

【
憙
】「
よ
ろ
こ
び
」「
こ
の
む
」
な
り
。

【
樂
】「
こ
の
む
」
と
訓
ず
。
ど
こ
と
も
な
く
心
に
す
く
こ
と
な
り
。
た
の
し
む
よ
り
轉
用
せ
る
も

の
な
り
。
去
聲
な
り
。

【
善
】「
よ
み
す
」
と
よ
む
と
き
、
心
に
よ
き
と
す
る
な
り
。「
相
ひ
善
す
」
①
「
友
と
し
善
す
」

②
、
中
の
よ
き
こ
と
な
り
。

①
『
左
傳
』
襄
公
二
十
六
年
「
初
、
楚
伍
參
與
蔡
太
師
子
朝
友
、
其
子
伍
舉
與
聲
子
相
善
」。

②
『
後
漢
書
』
儒
林
列
傳
第
六
十
九
上
「
曾
祖
父
子
建
、
少
遊
長
安
、
與
崔
篆
友
善
」。

【
欲
】「
ほ
つ
す
」
と
訓
ず
。
な
に
に
て
も
そ
の
事
を
し
た
く
思
う
な
り
。「
色
を
欲
す
」
①
「
食

は
ん
と
欲
す
」
②
の
類
。
又
「
ほ
し
き
」
な
り
。「
貨
を
欲
す
」
③
「
酒
を
欲
す
」
④
。
又
「
す
」

と
よ
む
時
は
助
字
な
り
。
將
の
字
の
意
な
り
。
又
死
字
に
用
い
る
と
き
は
音
に
て
よ
む
。「
利
欲
」

⑤
「
人
欲
」
⑥
「
色
欲
」
⑦
な
り
。
心
に
從
い
て
「
慾
」
に
作
る
と
き
、
古
書
は
一
切
の
「
よ
く
」

に
通
ず
。
後
世
の
書
に
は
專
ら
色
欲
に
限
る
。

①
『
禮
記
』
祭
義
「
祀
之
忠
也
、
如
見
親
之
所
愛
、
如
欲
色
然
、
其
文
王
與
」。

②
『
後
漢
書
』
方
術
列
傳
第
七
十
二
下
華
佗
「
體
有
不
快
、
起
作
一
禽
之
戲
、
怡
而
汗
出
、

因
以
著
粉
、
身
體
輕
便
而
欲
食
」。

③
『
太
平
廣
記
』
書
二
・
王
羲
之
「
王
聊
問
、
比
欲
貨
耶
、
一
枚
幾
錢
」。

④
宋
伯
仁
『
漉
酒
巾
』「
爛
醉
是
生
涯
、
折
腰
良
可
嘅
。
欲
酒
對
黄
花
、
烏
紗
奚
足
愛
」。

⑤
『
抱
朴
子
』
審
舉
巻
第
十
五
「
但
其
遣
其
私
精
、
渴
其
聰
明
、
不
爲
利
慾
動
、
不
爲
囑
託

屈
」。

⑥
『
禮
記
』
樂
記
「
人
化
物
也
者
、
滅
天
理
而
窮
人
欲
者
也
」。

⑦
『
列
子
』
力
命
第
六
「
汝
寒
溫
不
節
、
虛
實
失
度
、
病
由
飢
飽
色
欲
、
精
慮
煩
散
」。

【
願
】「
ね
が
ふ
」「
ね
が
ひ
」「
ね
が
は
く
は
」。
訓
の
如
し
。「
ね
が
は
く
は
」
と
よ
む
と
き
は
、

冀
・
覬
・
希
・
幸
・
庶
と
通
用
す
。「
ね
が
ひ
」
と
よ
む
と
き
は
、「
志
願
」
①
「
願
ひ
の
如
し
」「
願

ひ
多
し
」「
願
ひ
に
適
ふ
」
な
ど
な
り
。
こ
の
時
は
冀
・
覬
な
ど
の
字
と
通
じ
ず
。「
誓
願
」
②
は

佛
書
の
字
な
り
。
俗
に
は
「
愿
」
に
作
る
。「
許
愿
」
③
と
は
神
佛
に
願
だ
て
を
す
る
こ
と
な
り
。

「
情
愿
」
④
は
「
情
愿
出
家
」「
情
愿
入
宮
」「
情
愿
從
軍
」
な
ど
と
て
、
心
よ
り
納
得
し
て
望
む

こ
と
な
り
。

①
嵆
康
『
與
山
巨
源
絶
交
書
』（『
文
選
』
巻
四
十
三
）「
陳
説
平
生
、
濁
酒
一
盃
、
彈
琴
一
曲
、

志
願
畢
矣
」。

②
『
法
華
經
方
便
品
』「
我
本
立
誓
願
」。

③
『
醒
世
恆
言
』
第
二
十
六
巻
薛
錄
事
魚
服
證
仙
「
難
道
就
這
等
坐
視
他
死
了
不
成
。
少
不

得
要
去
請
醫
問
卜
、
求
神
許
愿
」。

『
鏡
花
緣
』
第
十
二
回
「
凡
父
母
一
經
得
有
子
女
、
或
西
廟
燒
香
、
或
東
菴
許
願
、
莫
不

望
其
無
災
無
病
、
福
壽
綿
長
」。

④
『
晉
書
』
列
傳
第
十
六
劉
頌
「
然
人
心
繫
常
、
不
累
十
年
、
好
惡
未
改
、
情
願
未
移
」。

【
冀
】【
覬
】【
希
】
共
に
な
り
に
く
き
こ
と
を
願
い
望
む
意
あ
り
。「
こ
ひ
ね
が
は
く
は
」
と
よ
む

と
き
は
詞
字
に
な
る
な
り
。
な
に
と
ぞ
か
く
し
た
き
と
い
う
ほ
ど
の
詞
な
り
。

こ
と
ば

じ

【
幸
】「
こ
ひ
ね
が
は
く
は
」
と
訓
じ
る
と
き
は
、
上
に
同
じ
。
か
く
あ
ら
ば
幸
い
な
ら
ん
と
思
う

意
ゆ
え
、
義
通
じ
る
な
り
。

【
庶
】「
こ
ひ
ね
が
は
く
は
」
と
よ
む
と
き
、
近
辭
な
り
。
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

８
〇
こ
た
ふ

答

對

報

酬

酢

噟

唯

兪

諾

應

肯

頷

（
後
二
、
廿
七
号
表
）

【
答
】
荅
に
作
る
、
同
じ
。「
問
答
」
と
連
用
す
。
書
簡
に
て
も
、
言
語
に
て
も
、
皆
用
い
る
。
さ

き
の
い
う
こ
と
を
受
け
て
、
こ
た
え
を
す
る
こ
と
な
り
。

①
『
文
心
雕
龍
』
封
禪
第
二
十
一
「
陳
思
魏
德
、
假
論
客
主
、
問
答
迂
緩
、
且
已
千
言
、
勞

深
勣
寡
、
颷
燄
缺
焉
」。

【
對
】「
應
對
」
①
と
連
用
す
。「
應
」
は
呼
に
對
す
。
人
の
呼
ぶ
に
あ
つ
と
こ
た
え
る
こ
と
な
り
。

「
對
」
は
問
と
對
す
。
人
の
も
の
を
問
う
に
、
そ
れ
は
な
に
な
に
と
い
ち
い
ち
こ
と
わ
け
て
こ
た

え
る
な
り
、
き
つ
と
そ
の
わ
け
を
こ
た
え
る
な
り
。
荅
の
字
よ
り
重
し
。
又
書
柬
に
も
通
じ
る
な

り
。「
荅
」
は
應
に
も
通
じ
る
な
り
。「
對
」
は
せ
ま
し
、「
む
か
ふ
」
と
よ
む
を
以
て
看
よ
。
き
つ

と
問
い
に
對
す
る
意
あ
り
。

①
『
左
傳
』
襄
公
三
十
一
年
「
事
成
、
乃
授
子
大
叔
使
行
之
、
以
應
對
賓
客
」。

【
報
】「
む
く
ふ
る
」
と
訓
じ
て
、
反
報
の
意
な
り
。
む
こ
う
へ
の
か
え
し
な
り
。
又
詩
語
に
「
報
」

を
音
に
て
「
ほ
う
ず
る
」
と
使
う
と
き
は
、「
つ
ぐ
る
」
と
い
う
と
同
じ
。
つ
げ
し
ら
せ
る
意
な
り
。

【
酬
】「
む
く
ふ
る
」
と
訓
ず
。
報
と
同
義
な
り
。
酒
も
り
に
「
酒
献
酬
酢
」
①
と
い
う
こ
と
あ
り
。

主
人
よ
り
客
へ
杯
を
や
る
を
「
献
」
と
い
う
、
客
よ
り
返
杯
す
る
を
「
酬
」
と
い
う
、
主
人
よ
り

又
客
へ
や
る
を
「
酢
」
と
い
う
な
り
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
何
事
に
も
用
い
る
。

①
「
酒
献
酬
酢
」
は
未
詳
。
た
だ
『
禮
記
』
仲
尼
燕
居
に
「
子
張
復
問
。
子
曰
、
師
、
爾
以

爲
必
鋪
几
筵
、
升
降
酌
獻
酬
酢
、
然
後
謂
之
禮
乎
」
と
あ
る
。
本
文
の
「
酒
」
は
「
酌
」

の
誤
り
か
。

【
酢
】「
む
く
ふ
る
」
と
よ
む
。
上
に
同
じ
。

【
噟
】
應
と
同
じ
。
但
し
口
に
て
應
じ
る
な
り
。
譍
・

と
同
じ
。

【
唯
】【
兪
】
二
字
共
に
あ
つ
と
こ
た
え
る
音
な
り
。「
應
」
の
字
は
あ
つ
と
こ
た
え
る
こ
と
を
い

う
、「
唯
」「
兪
」
は
そ
の
直
ち
に
あ
つ
と
こ
た
え
る
音
な
り
。「
唯
」
は
男
の
こ
た
え
、「
兪
」
は

こ
え

女
の
こ
た
え
な
り
①
。
音
の
つ
よ
き
と
や
わ
ら
か
な
る
と
な
り
②
。

こ
え

①
『
禮
記
』
内
則
「
能
言
、
男
唯
、
女
兪
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
父
召
無
諾
、
先
生
召
無
諾
、
唯
而
起
」、
正
義
「
父
與
先
生
呼
召
稱

唯
、
唯
也
。
不
得
稱
諾
。
其
稱
諾
則
似
寬
緩
驕
慢
。
但
今
人
稱
諾
猶
古
之
稱
唯
、
則
其
意

急
也
。
今
之
稱
猶
古
之
稱
諾
、
其
意
緩
也
。
是
今
古
異
也
」。

【
諾
】
こ
こ
ろ
え
ま
し
た
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。「
唯
」「
兪
」
は
こ
こ
ろ
え
て
も
こ
こ
ろ
え

ず
と
も
、
先
づ
唯
と
か
兪
と
か
へ
ん
じ
す
る
法
な
り
、「
諾
」
は
吾
が
心
に
合
點
し
、
う
け
が
つ
た

と
き
に
い
う
辭
な
り
①
。

①
『
禮
記
』
投
壺
「
命
弦
者
曰
、
請
奏
貍
首
、
閒
若
一
、
大
師
曰
、
諾
」、
正
義
「
諾
、
承

領
之
辭
也
」。

【
應
】
前
條
に
見
え
た
り
。
元
來
ひ
び
く
こ
と
な
り
。
但
し
聲
の
ひ
び
き
に
あ
ら
ず
、
聲
の
ひ
び

き
は
響
の
字
な
り
。
手
に
ひ
び
く
こ
と
を
「
手
に
應
ず
」
①
と
い
う
。
こ
の
方
よ
り
呼
音
に
ひ
び

き
て
あ
つ
と
い
う
こ
と
な
り
、
故
に
報
の
字
と
は
違
う
な
り
。「
報
」
は
事
の
う
え
に
て
い
う
な
り
、

「
應
」
の
字
は
意
と
辭
と
聲
と
に
通
じ
る
な
り
。

①
傅
玄
『
筆
賦
』「
寫
文
象
于
紈
素
、
動
應
手
而
從
心
、
煥
光
流
而
星
布
」。

【
肯
】「
が
え
ん
ず
」
と
よ
む
。「
う
け
が
ふ
」
と
譯
す
。
合
點
し
て
い
か
に
も
の
み
こ
ん
だ
と
同

す
る
こ
と
な
り
。「
諾
」
は
こ
と
ば
の
上
な
り
、「
肯
」
は
こ
こ
ろ
の
う
ち
な
り
。「
不
肯
」
は
「
き

か
ぬ
」
と
譯
し
て
よ
し
。
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【
頷
】「
う
な
づ
く
」
と
よ
む
。「
を
と
が
ひ
」
と
い
う
字
な
る
ゆ
え
、
お
と
が
い
を
動
か
す
こ
と

を
い
う
。
左
傳
に
「
衞
侯
入
る
、
門
に
逆
ふ
者
之
を
頷
す
の
み
」
①
の
類
な
り
。
羲
之
傳
に
「
頷

む
か

を
點
す
」
②
と
あ
る
は
、
へ
ん
じ
を
せ
ず
に
、
お
と
が
い
を
う
ご
か
す
こ
と
な
り
。

①
『
左
傳
』
襄
公
二
十
六
年
「
甲
午
、
衞
侯
入
、
…
…
道
逆
者
、
自
車
揖
之
、
逆
於
門
者
、

頷
之
而
已
」、
杜
注
「
頷
、
搖
其
頭
、
言
衎
驕
心
易
生
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
五
十
王
羲
之
に
は
「
頷
を
點
す
」
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
頷
を
點
す
」

の
例
と
し
て
は
程
登
吉
『
幼
學
瓊
林
』「
分
甘
以
娯
目
、
王
羲
之
弄
孫
自
樂
。
問
安
惟
點

頷
、
郭
子
儀
厥
孫
最
多
」
な
ど
が
あ
る
。

９
〇
こ
ふ

請

乞

丐

(

後
三
、
廿
九
号
裏
）

【
請
】「
こ
ふ
」
と
よ
む
。
情
の
省
に
從
う
。
故
に
ま
こ
と
を
も
つ
て
ね
が
い
も
と
め
る
意
な
り
。

向
う
の
樣
子
を
う
か
が
い
と
う
意
を
含
む
な
り
。
書
經
に
「
以
て
爾
の
有
衆
と
命
を
請
ふ
」
①
、

左
傳
に
「
余
、
帝
に
請
ふ
を
得
た
り
」
②
、
禮
記
に
「
業
を
請
へ
ば
則
ち
起
り
、
益
を
請
へ
ば
則

ち
起
る
」
③
、
又
「
墓
地
は
請
は
ず
」
④
な
ど
な
り
。

①
『
書
經
』
湯
誥
「
聿
求
元
聖
、
與
之
勠
力
、
以
與
爾
有
衆
請
命
」。

②
『
左
傳
』
僖
公
十
年
「
夷
吾
無
禮
、
余
得
請
於
帝
矣
」。

③
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
先
生
問
焉
、
終
則
對
、
請
業
則
起
、
請
益
則
起
」。

④
『
禮
記
』
王
制
「
田
里
不
粥
、
墓
地
不
請
」。

【
乞
】
こ
い
も
と
め
る
な
り
。
う
か
が
い
と
う
意
な
し
。
禮
記
に
「
五
帝
、
三
王
に
憲
り
、
言
を

乞
ふ
有
り
」
①
、
史
記
に
「
將
軍
の
貸
を
乞
ふ
も
亦
已
に
甚
し
」
②
、
後
漢
に
「
病
を
以
て
上
書

し
身
を
乞
ふ
」
③
な
ど
な
り
。「
乞
食
翁
」
④
は
こ
じ
き
お
や
じ
な
り
。

①
『
禮
記
』
内
則
「
凡
養
老
、
五
帝
憲
、
三
王
有
乞
言
」。

②
『
史
記
』
白
起
王
翦
列
傳
第
十
三
「
或
曰
、
將
軍
之
乞
貸
、
亦
已
甚
矣
」。

③
『
後
漢
書
』
李
王
鄧
來
列
傳
第
五
「
時
天
下
略
定
、
通
思
欲
避
榮
寵
、
以
病
上
書
乞
身
」。

④
『
太
平
御
覽
』
巻
六
六
一
・
道
部
三
・
眞
人
下
「
楚
莊
公
時
、
市
長
宋
萊
子
常
灑
掃
一
市
。

久
時
、
有
一
乞
食
翁
入
市
」。

【
丐
】
も
ら
い
か
け
て
み
る
意
な
り
。「
乞
」
よ
り
か
る
し
。「
丐
婦
」
①
は
こ
じ
き
お
ん
な
な
り
。

①
『
元
史
』
志
第
三
下
・
五
行
二
「
汴
梁
祥
符
縣
市
中
一
乞
丐
婦
人
、
忽
生
髭
鬚
」。

サ
の
部

１
〇
さ
わ
が
し

躁

噪

譟

騷

(

一
、
六
号
裏
）

【
躁
】「
さ
は
が
し
し
」
と
訓
ず
。
又
「
あ
が
く
」
と
も
譯
す
。
急
動
な
り
。
醫
書
に
「
煩
渴
躁
熱
」

①
と
い
う
こ
と
あ
り
。
の
ん
ど
の
か
わ
く
を
「
渴
」
と
い
う
、
湯
水
を
こ
の
ま
ね
ど
も
、
む
ね
の

内
い
き
る
る
を
「
煩
」
と
い
う
、
身
の
あ
つ
き
を
「
熱
」
と
い
う
、
身
は
冷
え
た
り
と
も
、
身
も

だ
え
を
し
て
手
足
に
衣
服
を
か
け
さ
せ
ぬ
を
「
躁
」
と
い
う
。「
志
躁
」
②
と
は
心
の
定
ま
ら
ず
、

あ
ち
こ
ち
と
變
動
す
る
な
り
。「
性
躁
」
③
と
は
、
か
た
ぎ
の
さ
わ
が
し
く
、
し
つ
と
り
と
せ
ぬ
な

り
。「
浮
躁
」
④
「
輕
躁
」
⑤
な
ど
、
連
屬
す
。
靜
の
字
の
反
對
な
り
。

①
『
素
問
』
本
病
論
「
日
久
成
鬱
、
卽
暴
熱
迺
至
、
赤
風
邪
腫
翳
、
化
疫
、
溫
癘
暖
作
、
赤

氣
瘴
而
化
火
疫
、
皆
煩
、
而
躁
渴
、
渴
其
治
之
以
泄
之
可
止
」。

②
『
南
史
』
列
傳
第
三
十
八
陸
琰
「
琰
幼
孤
、
好
學
、
有
志
躁
、
州
舉
秀
才
」。

③
『
孔
子
家
語
』
七
十
二
弟
子
解
「
司
馬
耕
、
宋
人
、
字
子
牛
。
牛
爲
性
躁
、
好
言
語
」。

④
韓
愈
『
薦
士
』「
杳
然
粹
而
淸
、
可
以
鎭
浮
躁
」。

⑤
『
後
漢
書
』
列
女
傳
第
七
十
四
「
少
習
儀
訓
、
閑
於
婦
道
、
而
驕
淫
輕
躁
、
多
行
無
禮
」。
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坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

【
噪
】「
さ
は
ぐ
」
と
よ
め
ど
も
、「
羣
鳴
」
①
と
註
せ
る
字
な
り
。
鳥
の
む
ら
が
り
て
、
聲
聲
に

な
く
な
り
。「
鵲
噪
」
②
「
鴉
噪
」
③
「
蟬
噪
」
④
な
ど
な
り
。「
羣
噪
」
⑤
「
亂
噪
」
⑥
「
翔
噪
」

⑦
な
ど
連
用
す
。

①
『
説
文
解
字
』「
喿
、
鳥
羣
鳴
也
」。

②
『
宋
史
』
列
傳
第
二
百
二
十
一
方
技
下
「
一
日
、
庭
鵲
噪
、
令
占
之
。
曰
、
來
日
晡
時
、

當
有
寶
物
至
。
及
期
、
李
全
獻
玉
桂
斧
」。

③
杜
牧
『
秋
晩
江
上
遣
懷
』「
蟬
吟
秋
色
樹
、
鴉
噪
夕
陽
沙
」。

④
『
南
史
』
列
傳
第
十
一
王
籍
「
至
若
邪
溪
賦
詩
云
、
蟬
噪
林
逾
靜
、
鳥
鳴
山
更
幽
、
劉
孺

見
之
、
擊
節
不
能
已
已
」。

⑤
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
三
十
七
藩
鎭
盧
龍
張
仲
武
「
好
馳
獵
、
往
往
設
置
罝
罘
於
道
。

…
…
後
居
東
都
、
弋
獵
愈
甚
、
洛
陽
飛
鳥
皆
識
之
、
見
必
羣
噪
」。

⑥
『
招
隱
山
志
』
巻
十
藝
文
六
「
當
陰
雨
冥
晦
、
悲
風
怒
號
、
林
木
震
驚
、
羣
鴉
亂
噪
」。

⑦
『
新
唐
書
』
列
傳
第
十
八
李
客
師
「
客
師
…
…
善
騎
射
、
喜
馳
獵
、
雖
老
猶
未
衰
、
自
京

南
屬
山
、
西
際
澧
水
、
鳥
鵲
皆
識
之
、
毎
出
、
從
之
翔
噪
」。

【
譟
】「
さ
は
ぐ
」
と
よ
め
ど
も
、
こ
れ
は
人
の
聲
聲
に
や
か
ま
し
く
わ
め
く
こ
と
な
り
。「
擾
」

①
「
聒
」
②
と
註
せ
り
。「
車
馬
譟
」
③
「
喧
譟
」
④
「
聒
譟
」
⑤
「
閙
譟
」
と
連
用
す
。「
鼓
譟
」

⑥
は
軍
中
な
ど
に
て
太
鼓
を
う
ち
た
て
て
、
聲
聲
に
の
の
し
る
こ
と
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
譟
、
擾
也
」。

②
『
康
煕
字
典
』
に
は
『
增
韻
』
を
引
い
て
「
聒
也
」
と
い
う
。

③
『
周
禮
』
夏
官
・
大
司
馬
「
中
冬
敎
大
閲
、
…
…
及
所
弊
、
鼓
皆
駴
、
車
徒
皆
譟
」。

④
『
隋
書
』
列
傳
第
三
十
二
裴
矩
「
皆
令
佩
玉
、
被
錦
罽
、
焚
香
奏
樂
、
歌
儛
喧
噪
」。

⑤
『
朱
子
語
類
』
論
語
十
四
・
雍
也
第
三
「
子
張
較
聒
噪
人
、
愛
説
大
話
而
無
實
」。

⑥
『
春
秋
穀
梁
傳
』
定
公
十
年
「
齊
人
鼓
譟
而
起
、
欲
以
執
魯
君
」、
注
「
羣
呼
曰
譟
」。

【
騷
】「
さ
は
ぐ
」
と
よ
む
。
騷
動
す
る
こ
と
な
り
。
い
そ
が
わ
し
く
み
だ
れ
る
意
な
り
。「
國
中

騷
然
た
り
」
①
「
騷
亂
」
②
な
ど
連
用
す
。
詩
經
に
「
徐
方
繹
騷
」
③
と
い
う
あ
り
。「
徐
方
」
は

國
の
名
な
り
、「
繹
」
は
絡
繹
な
り
、
國
中
さ
わ
ぎ
立
て
、
人
の
往
來
た
え
ぬ
こ
と
な
り
。
檀
弓
に

「
騷
騷
爾
」
④
と
い
え
る
は
、
急
疾
の
貌
な
り
。
又
「
騷
屑
は
凄
凉
な
り
」
⑤
と
い
え
る
は
、「
蕭

瑟
」
⑥
「
蕭
索
」
⑦
「
蕭
岑
」
の
聲
の
囀
ず
る
な
り
。
字
義
に
拘
わ
る
べ
か
ら
ず
。
又
屈
原
、
離

騷
を
作
る
、「
騷
に
離
る
」
⑧
と
い
う
意
に
て
名
づ
け
り
。
し
か
る
に
屈
原
は
萬
古
詩
賦
の
祖
な

う
れ
へ

か
か

る
ゆ
え
、
詩
人
の
こ
と
を
「
騷
人
」
⑨
と
い
い
、
風
雅
な
る
こ
と
を
「
風
騷
」
⑩
と
い
う
。
字
義

と
各
別
の
こ
と
な
り
。
俗
語
に
は
淫
人
の
風
流
な
る
を
「
風
騷
」
⑪
と
い
え
り
。

ほ
ん
さ
う

①
『
漢
書
』
嚴
朱
吾
丘
主
父
徐
嚴
終
王
賈
傳
第
三
十
四
上
「
南
夷
相
攘
、
使
邊
騷
然
不
安
、

朕
甚
懼
焉
」。

②
『
南
齊
書
』
列
傳
第
三
十
一
・
鄱
陽
王
寶
夤
「
百
姓
數
千
人
皆
空
手
隨
後
、
京
邑
騷
亂
」。

③
『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
常
武
「
匪
紹
匪
遊
、
徐
方
繹
騷
」。

④
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
故
騷
騷
爾
則
野
、
鼎
鼎
爾
則
小
人
、
君
子
蓋
猶
猶
爾
」。

⑤
『
正
字
通
』
亥
集
上
「
騷
屑
、
凄
凉
也
」。

『
楚
辭
』
劉
向
・
九
歎
・
思
古
「
風
騷
屑
以
搖
木
兮
、
雲
吸
吸
以
湫
戻
」。

⑥
『
楚
辭
』
九
辯
「
蕭
瑟
兮
草
木
搖
落
而
變
衰
」。

⑦
江
淹
『
恨
賦
』（『
文
選
』
巻
十
六
）「
秋
日
蕭
索
、
浮
雲
無
光
」。

⑧
『
史
記
』
屈
原
賈
生
列
傳
第
二
十
四
「
故
憂
愁
幽
思
而
作
離
騷
。
離
騷
者
、
猶
離
憂
也
」。

⑨
『
正
字
通
』
亥
集
上
「
屈
原
作
離
騷
、
言
遭
憂
也
。
今
謂
詩
人
爲
騷
人
」。

柳
宗
元
『
酬
曹
侍
御
過
象
縣
見
寄
』「
破
額
山
前
碧
玉
流
、
騷
人
遙
駐
木
蘭
舟
」。

⑩
高
適
『
同
崔
員
外
綦
毋
拾
遺
九
日
宴
京
兆
府
李
士
曹
』「
晩
晴
催
翰
墨
、
秋
興
引
風
騷
」。

⑪
杜
甫
『
題
柏
大
兄
弟
山
居
屋
壁
二
首
』
一
「
山
居
精
典
籍
、
文
雅
渉
風
騷
」。

２
〇
さ
か
ん

盛

昌

隆

壯

熾

藹

茂

蕃

殷

阜

榮

(

一
、
廿
九
号
表
）
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【
盛
】
衰
の
反
對
な
り
。
訓
の
通
り
な
り
。
廣
き
詞
な
り
。
次
第
に
よ
く
な
り
ゆ
く
な
り
。

【
昌
】
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
ゆ
く
意
よ
り
、
盛
の
字
と
同
意
に
用
い
る
。「
百
昌
」
①
は
萬
物
の

こ
と
な
り
。

①
『
莊
子
』
在
宥
「
今
夫
百
昌
、
皆
生
於
土
、
而
反
於
土
」、『
經
典
釋
文
』
莊
子
音
義
「
司

馬
云
、
猶
百
物
也
」。

【
隆
】
土
の
こ
ん
も
り
高
く
な
る
こ
と
な
り
①
。
そ
れ
よ
り
盛
の
字
の
義
に
も
用
い
る
②
。
汚
の

反
對
な
り
。「
汚
」
は
く
ぼ
か
な
る
な
り
。
又
夷
の
反
對
な
り
。「
夷
」
は
平
地
な
り
。「
隆
準
」
③

は
鼻
す
ぢ
の
高
き
こ
と
、「
穹
隆
」
④
は
中
高
に
そ
り
た
る
こ
と
な
り
。「
憑
隆
」
⑤
は
高
大
な
る

こ
と
、「
棟
隆
な
り
」
⑥
と
は
棟
の
中
高
な
る
こ
と
、「
豐
隆
」
⑦
は
雷
神
な
り
。

①
『
爾
雅
』
釋
山
「
宛
中
隆
」、
疏
「
言
山
形
中
央
蘊
聚
而
高
者
名
隆
」。

②
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
道
隆
則
從
而
隆
、
道
汙
則
從
而
汙
」、『
經
典
釋
文
』「
盛
也
」。

③
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
高
祖
爲
人
、
隆
準
而
龍
顔
、
美
須
鬚
、
左
股
有
七
十
二
黑
子
」。

④
『
太
玄
經
』
太
玄
告
「
天
穹
隆
而
周
乎
下
、
地
旁
薄
而
白
乎
上
、
人

而
處
乎
中
」。

⑤
左
思
『
呉
都
賦
』（『
文
選
』
巻
五
）「
島
嶼
緜
邈
、
洲
渚
憑
隆
」、
李
善
注
「
憑
隆
、
高
貌
」。

⑥
『
易
經
』
大
過
「
九
四
、
棟
隆
、
吉
、
有
它
、
吝
、
象
曰
、
棟
隆
之
吉
、
不
橈
乎
天
下
也
」。

⑦
屈
原
『
楚
辭
』
離
騷
「
吾
令
豐
隆
椉
雲
兮
、
求
宓
妃
之
所
在
」。

【
壯
】
右
の
盛
・
昌
・
隆
、
下
の
熾
・
蕃
・
茂
な
ど
、
大
抵
通
用
し
て
、
壯
の
字
獨
り
別
な
り
。

も
の
づ
よ
き
こ
と
な
り
。
故
に
「
雄
壯
」
①
「
壯
健
」
②
「
壯
勇
」
③
な
ど
と
連
用
す
。
壯
・
衰

と
反
對
す
る
も
、「
衰
」
を
衰
老
の
意
に
用
い
て
の
こ
と
な
り
。
三
十
を
「
壯
」
と
い
う
④
、
氣
力

た
く
ま
し
き
時
な
れ
ば
な
り
。「
少
壯
」
⑤
「
丁
壯
」
⑥
「
老
い
て
益
ま
す
壯
な
り
」
⑦
、
こ
れ
よ

り
用
い
る
。「
肉
を
割
る
こ
と
何
ぞ
壯
な
る
」
⑧
、
又
後
漢
書
に
「
羣
帥
、
其
の
餘
壯
を
賈
ふ
」
⑨

は
、
軍
に
勝
ち
た
る
餘
威
に
の
る
こ
と
に
て
、
皆
壯
勇
の
義
な
り
。「
聲
悲
壯
」
⑩
と
い
う
は
、
篳

篥
の
聲
、
又
は
實
盛
兼
平
な
ど
の
謠
の
音
聲
の
よ
う
な
る
こ
と
な
り
。「
壯
髪
」
⑪
は
、
髪
の
額
を

侵
し
て
生
え
た
る
な
り
。
灸
一
つ
を
「
一
壯
」
と
い
う
⑫
。
醫
書
に
灸
の
數
を
定
む
る
に
、
三
十

ば
か
り
の
人
の
位
を
以
て
數
を
定
め
、
老
人
又
小
兒
は
次
第
に
減
少
す
る
ゆ
え
な
り
。

①
『
三
國
志
』
蜀
書
・
關
張
馬
黄
趙
傳
第
六
「
初
、
飛
雄
壯
威
猛
、
亞
於
關
羽
」。

②
『
史
記
』
田
叔
列
傳
第
四
十
四
「
仁
以
壯
健
爲
衞
將
軍
舍
人
、
數
從
擊
匈
奴
」。

③
『
史
記
』
白
起
王
翦
列
傳
第
十
三
「
李
將
軍
果
勢
壯
勇
、
其
言
是
也
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
三
十
曰
壯
、
有
室
」、『
易
經
』「
大
壯
」『
經
典
釋
文
』「
大
壯
莊
亮
反
、

烕
盛
強
猛
之
名
、
鄭
云
、
氣
力
浸
強
之
名
、
王
肅
云
、
壯
盛
也
」。

⑤
『
漢
書
』
武
五
子
傳
第
三
十
三
「
少
壯
、
詔
受
公
羊
春
秋
、
又
從
瑕
丘
江
公
受
穀
梁
」。

⑥
『
史
記
』
項
羽
本
紀
第
七
「
楚
漢
久
相
持
未
決
、
丁
壯
苦
軍
旅
、
老
弱
罷
轉
漕
」。

⑦
『
後
漢
書
』
馬
援
列
傳
第
十
四
「
丈
夫
爲
志
、
窮
當
益
堅
、
老
當
益
壯
」。

⑧
『
漢
書
』
東
方
朔
傳
第
三
十
五
「
受
賜
不
待
詔
、
何
無
禮
也
。
抜
劍
割
肉
、
壹
何
壯
。
割

之
不
多
、
又
何
廉
也
」。

⑨
『
後
漢
書
』
呉
蓋
陳
臧
列
傳
第
八
「
戎
羯
喪
其
精
膽
、
羣
帥
賈
其
餘
壯
」。

⑩
『
後
漢
書
』
文
苑
列
傳
第
七
十
下
「
衡
方
爲
漁
陽
參
撾
、
蹀

而
前
、
容
態
有
異
、
聲
節

悲
壯
、
聽
者
莫
不
慷
慨
」。

⑪
『
漢
書
』
外
戚
傳
第
六
十
七
下
「
我
兒
男
也
、
頟
上
有
壯
髪
、
類
孝
元
皇
帝
」、
注
「
師

古
曰
、
壯
髪
、
當
頟
前
侵
下
而
生
」。

⑫
『
正
字
通
』
丑
集
中
「
醫
用
艾
灸
、
一
灼
謂
之
一
壯
。
陸
佃
曰
、
以
壯
人
爲
法
、
老
幼
羸

弱
依
法
量
力
減
之
」。

【
熾
】
火
の
も
え
あ
が
る
如
く
に
盛
ん
な
り
。「
炭
を
熾
す
」
①
に
用
い
る
。「
熾
盛
」
②
「
昌
熾
」

を
こ

③
「
熾
隆
」
④
な
ど
と
用
い
る
。「
炎
熾
」
⑤
「
煽
熾
」
⑥
な
ど
は
火
の
も
え
上
る
な
り
。「
死
灰
復ま

た

熾
な
り
」
⑦
、
同
じ
。

①
『
左
傳
』
昭
公
十
年
「
及
喪
、
柳
熾
炭
于
位
」。

②
『
漢
書
』
匈
奴
傳
第
六
十
四
下
「
初
、
北
邊
自
宣
帝
以
來
、
數
世
不
見
煙
火
之
警
、
人
民

熾
盛
、
牛
馬
布
野
」。

60



坂本具償 他：校注附例「荻生徂徠『譯文筌蹄』」（三）

③
『
説
苑
』
建
本
「
夫
穀
者
、
國
家
所
以
昌
熾
、
士
女
所
以
姣
好
」。

④
潘
岳
『
在
懷
縣
作
二
首
』
二
（『
文
選
』
巻
二
十
六
）「
我
來
冰
未
冸
、
時
暑
忽
隆
熾
」。

⑤
『
詩
經
』
商
頌
・
長
發
「
如
火
烈
烈
、
則
莫
我
敢
曷
」、
鄭
箋
「
其
威
勢
如
猛
火
之
炎
熾
、

誰
敢
禦
害
我
」。

⑥
潘
岳
『
馬
汧
督
誄
』「
聲
勢
沸
騰
、
種
落
煽
熾
」。

⑦
明
・
馬
中
錫
『
陳
言
封
事
』「
夫
稂
莠
不
除
、
終
能
害
穀
、
死
灰
復
熾
、
猶
可
燎
原
、
臣

所
謂
滋
蔓
之
虞
者
」。

【
藹
】
盛
多
の
貌
な
り
①
。
形
容
字
な
り
。
詩
經
に
「
藹
藹
と
し
て
王
に
吉
士
多
し
」
②
、
文
選

に
「
春
霧
朝
晻
藹
た
り
」
③
、
繁
茂
の
貌
。「
春
藹
」
④
「
明
藹
」
⑤
「
杳
藹
」
⑥
「
芳
藹
」
⑦
な

ど
と
用
い
る
。

①
『
爾
雅
』
釋
訓
「
藹
藹
、
濟
濟
、
止
也
」、
郭
注
「
皆
賢
士
盛
多
之
容
止
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
卷
阿
「
藹
藹
王
多
吉
士
、
維
君
子
使
、
媚
于
天
子
」、
毛
傳
「
藹
藹
猶

濟
濟
也
」。

③
鮑
照
『
紹
古
辭
七
首
』
七
「
春
風
夜

娟
、
春
霧
朝
晻
靄
」。

④
陸
龜
蒙
『
酬
襲
美
見
寄
海
蟹
』「
骨
淸
猶
似
含
春
藹
、
沫
白
還
疑
帶
海
霜
」。

⑤
韓
愈
『
秋
雨
聯
句
』「
庭
飜
樹
離
合
、
牖
變
景
明
藹
」。

⑥
劉
長
卿
『
長
沙
館
中
與
郭
夏
對
雨
』「
杳
藹
江
天
外
、
空
堂
生
百
憂
」。

⑦
曹
植
『
洛
神
賦
』（『
文
選
』
巻
十
九
）「
微
幽
蘭
之
芳
藹
兮
、
歩
踟
躕
於
山
隅
」、
注
「
善

曰
、
芳
藹
、
芳
香
晻
藹
也
」。

【
茂
】
上
に
見
え
る
。

【
蕃
】
上
に
見
え
る
。

【
殷
】
盛
多
の
義
な
り
①
。「
憂
心
殷
殷
た
り
」
②
「
禮
樂
彌
い
よ
殷
な
り
」
③
「
師
旅
方
に
殷
な

り
」
④
「
富
殷
」
⑤
「
阜
殷
」
⑥
「
民
殷
な
り
」
⑦
な
ど
な
り
。
又
「
殷
勤
」
⑧
は
念
の
入
り
て
、

ね
ん
ご
ろ
な
る
こ
と
な
り
。
人
の
あ
し
ら
い
に
用
い
る
。
又
詩
な
ど
に
て
は
、
く
り
返
し
て
言
う

こ
と
な
り
。「
慇
懃
」
に
も
作
る
。「
慇
懃
に
好
く
去
れ
、
武
陵
の
客
」
⑨
と
い
う
句
、
人
多
く
悞

會
す
。「
好
去
」
と
は
、
別
れ
に
臨
ん
で
の
辭
な
り
。
常
に
よ
う
ご
さ
れ
と
い
う
と
同
じ
。「
好
去

よ
く
さ
れ

好
去
」
と
く
り
か
え
し
て
い
う
と
い
う
こ
と
を
、「
慇
懃
好
去
」
と
い
い
た
る
な
り
。
又
去
聲
の
時
、

雷
の
な
る
聲
な
り
⑩
。
又
刪
山
の
韻
に
入
り
て
、「
ア
ン
」
の
音
の
時
、
赤
色
な
り
、
血
色
な
り
⑪
。

①
『
説
文
解
字
』「
殷
、
作
樂
之
盛
稱
殷
」。

②
『
詩
經
』
邶
風
・
北
門
「
出
自
北
門
、
憂
心
殷
殷
」。

③
『
晉
書
』
志
第
十
二
樂
上
「
炎
漢
中
興
、
…
…
濟
濟
焉
、
皇
皇
焉
、
有
足
觀
者
、
自
斯
厥

後
、
禮
樂
彌
殷
」。

④
『
新
唐
書
』
列
傳
第
八
十
二
陸
贄
「
今
師
旅
方
殷
、
瘡
痛
呻
吟
之
聲
未
息
」。

⑤
『
後
漢
書
』
宣
張
二
王
杜
郭
呉
承
鄭
趙
列
傳
第
十
七
「
王
丹
、
字
仲
回
、
京
兆
下
邽
人
。

…
…
邑
聚
相
率
、
以
致
殷
富
」。

⑥
張
衡
『
西
京
賦
』（『
文
選
』
巻
二
）「
徒
以
地
沃
野
豐
、
百
物
殷
阜
」。

⑦
『
後
漢
書
』
杜
欒
劉
李
劉
謝
列
傳
第
四
十
七
「
夫
欲
民
殷
財
阜
、
要
在
止
役
禁
奪
、
則
百

姓
不
勞
而
足
」。

⑧
『
史
記
』
樂
書
第
二
「
上
自
朝
廷
、
下
至
人
民
、
得
以
接
歡
喜
、
合
殷
勤
」。

⑨
陳
羽
『
伏
翼
西
洞
送
夏
方
慶
』「
洞
裏
春
晴
花
正
開
、
看
花
出
洞
幾
時
迴
、
慇
懃
好
去
武

陵
客
、
莫
引
世
人
相
逐
來
」。

⑩
『
詩
經
』
召
南
・
殷
其
雷
「
殷
其
雷
、
在
南
山
之
陽
」、
毛
傳
「
殷
、
雷
聲
也
」。

⑪
『
左
傳
』
成
公
二
年
「
余
折
以
御
、
左
輪
朱
殷
」、
杜
注
「
朱
、
血
色
、
血
色
久
則
殷
、

殷
音
近
煙
、
今
人
謂
赤
黑
爲
殷
色
」。

【
阜
】
厚
大
な
る
丘
を
い
う
よ
り
、
盛
ん
な
る
に
用
い
る
。
隆
に
似
て
高
の
意
な
し
。「
蕃
阜
」
①

「
阜
盛
」
②
な
ど
と
用
い
る
。

①
『
宋
史
』
志
第
九
十
樂
十
二
「
百
物
蕃
阜
、
四
方
順
成
、
通
其
八
蠟
、
合
乃
嘉
平
」。
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②
王
融
『
奉
和
竟
陵
王
郡
縣
名
』（『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
六
）「
往
食
曲
阜
盛
、
今
屬
平
臺
遊
」。

【
榮
】「
さ
か
ゆ
」
と
よ
め
ど
も
、
も
と
花
さ
く
と
い
う
字
な
り
①
。「
艸
木
榮
く
」
②
「
百
花
榮

く
」
③
「
木
欣
欣
と
し
て
以
て
榮
く
に
向
ふ
」
④
。
又
「
榮
枯
」
⑤
「
榮
衰
」
⑥
と
反
對
す
。
又

花
の
こ
と
に
も
用
い
る
。「
四
皓
、
榮
を
南
山
に
采
る
」
⑦
「
曄
と
し
て
春
の
榮
の
若
し
」
⑧
「
顔
、

苕
の
榮
の
若
し
」
⑨
の
類
な
り
。
又
轉
用
し
て
、「
榮
」〔
は
〕
辱
の
反
對
な
り
、
そ
の
時
は
も
の

の
規
模
な
る
こ
と
、
外
聞
の
よ
き
こ
と
を
い
う
。「
辱
」
は
外
聞
あ
し
き
こ
と
な
り
。「
其
の
生
る

と
き
は
榮
」
⑩
「
安
富
尊
榮
」
⑪
「
恩
榮
」
⑫
「
軒
冕
の
榮
」
⑬
「
錦
を
衣
る
の
榮
」
⑭
の
類
な

き

り
。
又
韓
非
子
に
「
仲
尼
、
政
を
魯
に
爲
す
。
齊
、
女
樂
を
哀
公
に
遺
て
、
以
て
其
の
志
を
驕
榮

に
す
」
⑮
と
い
う
は
、
そ
の
心
を
お
ご
ら
せ
、
餘
勢
め
か
せ
る
こ
と
な
り
。
少
し
く
異
な
る
よ
う

な
れ
ど
も
同
意
な
り
。
こ
れ
皆
艸
木
花
さ
け
ば
、
人
賞
翫
し
、
花
の
色
あ
た
り
に
て
り
か
が
や
く

に
よ
り
て
、
外
聞
餘
勢
の
意
に
轉
用
し
た
る
な
り
。
た
だ
「
さ
か
ゆ
る
」
と
訓
に
て
は
通
じ
ず
。

又
人
の
身
に
「
榮
衞
」
⑯
あ
り
。「
榮
血
衞
氣
」
に
て
、
血
は
人
の
色
を
よ
く
す
る
德
あ
る
ゆ
え
、

花
さ
く
意
に
と
り
て
、「
榮
氣
」
⑰
と
い
う
な
り
。
又
「
東
榮
」
⑱
は
ひ
が
し
の
の
き
な
り
。

①
『
爾
雅
』
釋
草
「
木
謂
之
華
、
草
謂
之
榮
」。

②
『
荀
子
』
王
制
「
聖
賢
良
主
之
制
也
、
草
木
榮
華
滋
碩
之
時
、
則
斧
斤
不
入
山
林
、
不
夭

其
生
、
不
絶
其
長
也
」。

③
魏
收
『
喜
雨
詩
』「
神
山
千
葉
照
、
仙
草
百
花
榮
」。

④
陶
淵
明
『
歸
去
來
辭
』（『
文
選
』
巻
四
十
五
）「
木
欣
欣
以
向
榮
、
泉
涓
涓
而
始
流
」。

⑤
『
後
漢
書
』
馮
岑
賈
列
傳
第
七
「
軼
本
與
蕭
王
首
謀
造
漢
、
結
死
生
之
約
、
同
榮
枯
之
計
」。

⑥
孟
郊
『
罪
松
』「
天
令
設
四
時
、
榮
衰
有
常
期
」。

⑦
『
漢
書
』
揚
雄
傳
第
五
十
七
下
「
夫
藺
先
生
收
功
於
章
臺
、
四
皓
采
榮
於
南
山
」。

⑧
曹
植
『
與
呉
季
重
書
』（『
文
選
』
巻
四
十
二
）「
曄
若
春
榮
、
瀏
若
淸
風
」。

⑨
『
史
記
』
趙
世
家
第
十
三
「
美
人
熒
熒
兮
、
顔
若
苕
之
榮
、
命
乎
命
乎
、
曾
無
我
嬴
」。

⑩
『
論
語
』
子
張
「
其
生
也
榮
、
其
死
也
衰
」。

⑪
『
孟
子
』
盡
心
上
「
君
子
居
是
國
也
、
其
君
用
之
、
則
安
富
尊
榮
」。

⑫
杜
甫
『
端
午
日
賜
衣
』「
宮
衣
亦
有
名
、
端
午
被
恩
榮
」。

⑬
李
白
『
經
亂
離
後
天
恩
流
夜
郎
憶
舊
遊
書
懷
贈
江
夏
韋
太
守
良
宰
』「
試
渉
霸
王
略
、
將

期
軒
冕
榮
」。

⑭
『
北
史
』
列
傳
第
五
十
五
令
狐
整
子
熙
「
以
公
勳
望
、
應
得
本
州
、
但
朝
廷
藉
公
委
任
、

無
容
遠
出
。
然
公
一
門
之
内
、
須
有
衣
錦
之
榮
」。

歐
陽
脩
『
晝
錦
堂
記
』「
一
介
之
士
、
得
志
當
時
、
而
意
氣
之
盛
、
昔
人
比
之
衣
錦
之
榮

也
」。

⑮
『
韓
非
子
』
六
微
第
三
十
一
「
仲
尼
爲
政
於
魯
、
道
不
拾
遺
。
齊
景
公
患
之
。
犁
且
謂
景

公
曰
、
去
仲
尼
、
猶
吹
毛
、
君
何
不
迎
之
以
重
祿
高
位
、
遺
公
女
樂
、
以
驕
榮
其
志
」。

⑯
『
正
字
通
』
辰
集
中
「
榮
衞
、
人
之
一
身
、
榮
、
血
也
、
衞
、
氣
也
、
血
勝
則
色
榮
」。

『
素
問
』
熱
論
「
五
藏
已
傷
、
六
府
不
通
、
榮
衞
不
行
、
如
是
之
後
、
三
日
乃
死
」。

⑰
『
素
問
』
逆
調
論
「
歧
伯
曰
、
榮
氣
虛
、
衞
氣
實
也
、
榮
氣
虛
則
不
仁
、
衞
氣
虛
則
不
用
、

榮
衞
倶
虛
、
則
不
仁
且
不
用
、
肉
如
故
也
」。

⑱
『
禮
記
』
喪
大
記
「
士
妻
以
税
衣
、
皆
升
自
東
榮
」、
注
「
榮
、
屋
翼
、
升
東
榮
者
、
謂

卿
大
夫
也
」。

３
〇
さ
か
ふ

逆

忤

(

二
、
六
十
号
裏
）

【
逆
】
順
の
反
對
な
り
。
も
の
の
順
な
ら
ぬ
を
い
う
。「
横
逆
」
①
「
舛
逆
」
②
な
ど
と
連
用
す
。

重
く
用
い
る
時
は
、「
叛
逆
」
③
「
逆
亂
」
④
な
ど
。
又
「
大
逆
無
道
」
⑤
。「
大
不
敬
」
⑥
は
、

漢
の
法
に
罪
惡
の
次
第
を
分
か
つ
名
な
り
。
佛
書
に
「
五
逆
十
惡
」
⑦
あ
り
。
又
「
逆
生
」
⑧
は
、

さ
か
さ
ま
に
は
え
る
こ
と
、
又
女
の
産
を
す
る
に
、
子
の
さ
か
さ
ま
に
生
ま
れ
る
こ
と
な
り
。「
逆

鱗
」
⑨
は
、
龍
の
頷
の
下
に
下
よ
り
逆
に
は
え
た
る
鱗
あ
り
、
こ
れ
に
さ
わ
る
も
の
は
死
す
る
を
、

君
の
怒
り
に
ふ
れ
る
に
喩
え
る
。「
逆
上
」
⑩
「
逆
流
」
⑪
な
ど
。
又
「
む
か
ふ
る
」
と
よ
む
。
來

る
も
の
あ
る
に
、
こ
の
方
よ
り
さ
か
ら
い
て
、
そ
の
方
へ
ゆ
く
意
ゆ
え
、「
む
か
ふ
る
」
と
よ
む
。
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「
女
を
逆
ふ
る
」
⑫
は
親
迎
の
こ
と
な
り
。「
目
逆
」
⑬
と
は
、
目
に
て
み
む
か
え
る
こ
と
な
り
。

む
か

又
「
覆
逆
」
⑭
と
い
う
は
、
下
よ
り
奏
聞
す
る
上
書
を
「
復
」
と
い
い
、
そ
れ
を
う
け
と
る
を
「
逆
」

と
い
う
。「
莫
逆
の
交
」
⑮
と
は
、
心
の
合
い
た
る
友
を
い
う
。
莊
子
に
出
づ
。

①
『
孟
子
』
離
婁
下
「
有
人
於
此
、
其
待
我
以
横
逆
、
則
君
子
必
自
反
也
」。

②
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
本
末
舛
逆
、
首
尾
衡
決
、
國
制
搶
攘
、
非
甚
有
紀
、
胡
可
謂

治
」。

③
『
史
記
』
平
津
侯
主
父
列
傳
第
五
十
二
「
今
諸
侯
有
畔
逆
之
計
、
此
皆
宰
相
奉
職
不
稱
」。

④
『
史
記
』
呉
王
濞
列
傳
「
逆
亂
之
萌
、
自
其
子
興
」。

⑤
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
今
項
羽
放
殺
義
帝
於
江
南
、
大
逆
無
道
」。

⑥
『
漢
書
』
昭
帝
紀
第
七
「
太
常
及
廟
令
丞
郎
吏
、
皆
劾
大
不
敬
、
會
赦
」。

⑦
『
觀
無
量
壽
經
』「
五
逆
十
惡
、
具
諸
不
善
」。

⑧
『
論
衡
』
奇
怪
「
禹
卨
逆
生
、
闓
母
背
而
出
」。

⑨
『
韓
非
子
』
説
難
「
夫
龍
之
蟲
也
、
柔
可
狎
而
騎
也
。
然
其
喉
下
有
逆
鱗
徑
尺
、
若
人
有

嬰
之
者
則
必
殺
人
。
人
主
亦
有
逆
鱗
、
説
者
能
無
嬰
人
主
之
逆
鱗
、
則
幾
矣
」。

⑩
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
・
問
下
・
叔
向
問
正
士
邪
人
之
行
如
何
晏
子
對
以
使
下
順
逆
「
邪
人

則
不
然
、
用
于
上
則
虐
民
、
行
于
下
則
逆
上
」。

⑪
『
管
子
』
七
法
「
不
明
於
決
塞
、
而
欲
毆
衆
移
民
、
猶
使
水
逆
流
」。

⑫
『
春
秋
』
隱
公
二
年
「
九
月
、
紀
裂
繻
來
逆
女
」。

⑬
『
左
傳
』
桓
公
元
年
「
宋
華
父
督
見
孔
父
之
妻
于
路
、
目
逆
送
之
、
曰
、
美
而
豔
」。

⑭
『
正
字
通
』
申
集
下
「
官
府
吏
文
之
申
請
于
上
者
、
曰
申
、
曰
覆
」。

『
周
禮
』
天
官
・
宰
夫
「
諸
臣
之
復
、
萬
民
之
逆
」、
鄭
注
「
自
下
而
上
曰
逆
、
逆
謂
上

書
」。

『
周
禮
』
夏
官
・
太
僕
「
掌
諸
侯
之
復
逆
」、
注
「
鄭
司
農
云
、
復
謂
奏
事
也
、
逆
謂
受

下
奏
」。

⑮
『
莊
子
』
大
宗
師
「
四
人
相
視
而
笑
、
莫
逆
于
心
、
遂
相
與
爲
友
」。

【
忤
】
心
に
さ
か
ら
う
こ
と
な
り
。「
客
忤
」
①
は
、
小
兒
の
知
ら
ぬ
人
を
見
て
、
そ
れ
よ
り
煩
う

を
い
う
。

①
孫
思
邈
『
備
急
千
金
要
方
』
第
五
上
少
小
嬰
孺
方
上
客
忤
第
四
「
少
小
所
以
有
客
忤
病
者
、

是
外
人
來
氣
維
其
息
忤
之
、
一
名
中
人
、
是
爲
客
忤
也
」。

４
〇
さ
く

裂

坼

剖

割

劈

擘

綻

析

殺

(

三
、
四
十
六
号
裏
）

【
裂
】
ひ
ろ
き
字
な
り
。
大
き
く
さ
け
る
も
、
少
し
ひ
び
わ
れ
る
も
、
こ
の
字
な
り
。

【
坼
】
も
と
土
の
旱
に
ひ
び
わ
れ
る
を
い
う
①
。
又
「
背
坼
て
生
ま
る
」
②
な
ど
と
い
う
こ
と
あ

り
。
裂
の
字
と
同
用
。

①
『
禮
記
』
月
令
「
仲
冬
之
月
、
…
…
氷
益
壯
、
地
始
坼
」。

②
『
史
記
』
楚
世
家
第
十
「
呉
回
生
陸
終
。
陸
終
生
子
六
人
、
坼
剖
而
産
焉
」、『
集
解
』「
干

寶
曰
、
…
…
若
夫
前
志
所
傳
、
修
己
背
坼
而
生
禹
、
簡
狄
胸
剖
而
生
契
、
歷
代
久
遠
、
莫

足
相
證
」。

【
剖
】
さ
き
開
く
義
な
り
。「
腹
を
剖
き
腸
を
出
す
」
①
な
ど
と
い
え
り
。「
竹
を
剖
く
」
②
「
木

を
剖
く
」
③
な
ど
用
い
る
。
皆
わ
る
こ
と
な
り
。
わ
れ
る
に
も
、
さ
け
る
に
は
用
い
ず
。「
理
を
剖わ

か

つ
」
④
「
義
を
剖
つ
」、
分
開
の
義
な
り
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
二
十
一
皇
甫
謐
「
若
黄
帝
創
制
於
九
經
、
岐
伯
剖
腹
以
蠲
腸
」。

②
『
史
記
』
趙
世
家
第
十
三
「
襄
子
齊
三
日
、
親
自
剖
竹
、
有
朱
書
」。

③
『
金
樓
子
』
志
怪
第
十
一
「
王
大
怒
、
欲
誅
優
師
、
優
師
大
怖
、
乃
剖
木
以
示
王
」。

④
黎
遂
球
『
易
史
』
自
序
（『
經
義
考
』
巻
六
十
三
引
）「
昔
仲
尼
至
聖
作
春
秋
紀
二
百
四
十

年
之
事
、
於
易
作
十
翼
。
葢
嘗
三
絶
其
韋
編
云
、
夫
數
所
以
剖
理
也
、
所
以
成
理
也
」。
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【
割
】「
さ
く
」
と
よ
め
ど
も
、
き
り
取
る
こ
と
な
り
。
右
の
剖
の
字
は
「
剖
開
」
①
と
連
用
し
、

こ
れ
は
「
割
去
」
②
「
割
取
」
③
と
連
用
す
。「
耳
を
割
く
」
④
「
首
級
を
割
く
」
⑤
「
勢
を
割
く
」

⑥
「
股
肉
を
割
く
」
⑦
、
皆
き
り
と
る
こ
と
な
り
。
又
「
割
斷
」
⑧
と
連
用
し
て
、
决
斷
す
る
こ

と
に
も
用
い
る
。「
割
捨
」
⑨
は
思
い
き
る
こ
と
な
り
。

①
『
西
遊
記
』
屍
魔
三
戲
唐
三
藏

聖
僧
恨
逐
美
猴
王
「
好
猴
王
、
他
在
馬
前
横
擔
著
棒
、

剖
開
山
路
、
上
了
高
崖
、
看
不
盡
」。

②
『
白
虎
通
德
論
』
五
刑
「
宮
者
、
女
子
淫
、
執
置
宮
中
、
不
得
出
也
。
丈
夫
淫
、
割
去
其

勢
也
」。

③
『
金
匱
要
略
』
雜
療
方
「
雄
雞
冠
割
取
血
、
管
吹
内
鼻
中
」。

④
『
北
史
』
列
傳
第
七
十
九
列
女
・
鄭
善
果
母
崔
氏
「
寧
當
母
割
耳
剪
髪
、
以
明
素
心
」。

⑤
『
明
史
』
列
傳
第
一
百
二
十
六
・
如
松
「
明
旦
、
如
松
下
令
諸
軍
無
割
首
級
、
攻
圍
缺
東

面
」。

⑥
『
晉
書
』
志
第
二
十
刑
法
「
劉
頌
請
復
肉
刑
表
曰
、
亡
者
刖
足
、
無
所
用
復
亡
、
盜
者
截

手
、
無
所
用
復
盜
、
淫
者
割
其
勢
、
理
亦
如
之
」。

⑦
『
莊
子
』
盗
跖
「
介
子
推
至
忠
也
、
自
割
其
股
以
食
文
公
」。

⑧
『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
第
六
十
六
「
爲
太
守
陳
寵
功
曹
、
當
職
割
斷
、
不
避
豪
右
」。

⑨
『
殺
狗
記
』
第
二
十
齣
「
只
聽
結
義
相
調
引
、
割
捨
背
義
忘
恩
」。

【
劈
】
斧
に
て
打
ち
わ
る
こ
と
な
り
。「
薪
を
劈
く
」
①
「
山
を
劈
く
」
②
。「
劈
初
頭
」
③
は
て

へ
ん
よ
り
と
い
う
こ
と
、「
劈
面
」
④
は
て
き
め
ん
の
意
な
り
。

①
明
・
羅
玘
『
晩
耕
爲
謝
邦
碩
父
作
』「
乞
火
燒
畲
到
鹽
竈
、
劈
薪
借
斧
走
東
鄰
」。

②
顧
況
『
廬
山
瀑
布
歌
送
李
顧
』「
火
雷
劈
山
珠
噴
日
、
五
老
峰
前
九
江
溢
」。

③
『
朱
子
語
類
』
大
學
一
・
綱
領
「
如
中
庸
之
書
、
劈
初
頭
便
説
天
命
之
謂
性
」。

④
楊
萬
里
『
日
斜
再
行
宿
烏
山
』「
日
已
衰
容
去
、
風
仍
劈
面
來
」。

【
擘
】
手
に
て
ひ
き
さ
く
こ
と
な
り
。「
絮
を
擘
く
」
①
「
橙
皮
を
擘
く
」「
餅
を
擘
く
」
な
ど
な

わ
た

り
。「
擘
窠
」
③
と
い
う
は
、
大
字
を
書
す
る
時
閒
つ
も
り
を
し
て
書
く
こ
と
な
り
。

①
韓
愈
『
晩
寄
張
十
八
助
敎
周
郎
博
士
』「
晴
雲
如
擘
絮
、
新
月
似
磨
鐮
」。

②
『
掃
迷
帚
』
第
六
回
「
妓
訝
其
太
速
、
甲
以
母
言
告
、
卽
擘
餅
令
啖
」。

③
顔
眞
卿
『
乞
御
書
天
下
放
生
池
碑
額
表
』「
緣
前
書
點
畫
稍
細
、
恐
不
堪
經
久
、
臣
今
謹

據
石
擘
窠
大
書
一
本
、
隨
表
奉
進
」。

【
綻
】
ほ
こ
ろ
ぶ
る
な
り
。
衣
服
に
用
い
る
。
又
花
の
つ
ぼ
み
の
は
つ
れ
た
る
こ
と
に
用
い
る
。

又
事
の
ほ
こ
ろ
び
て
露
わ
れ
る
こ
と
に
も
「
破
綻
」
①
と
用
い
る
。

あ
ら

①
『
三
國
演
義
』
渡
瀘
水
再
縛
番
王

識
詐
降
三
擒
孟
獲
「
吾
知
孟
獲
頗
曉
兵
法
、
吾
以
兵

馬
糧
草
炫
耀
、
實
令
孟
獲
看
吾
破
綻
、
必
用
火
攻
」。

【
析
】「
さ
く
」。「
薪
を
析
く
」
①
な
ど
。「
骨
を
析
き
て
爨
ぐ
」
②
は
、
骨
を
薪
に
す
る
こ
と
な

り
。
又
分
析
の
義
、
も
の
を
わ
け
る
こ
と
な
り
。「
家
産
を
析
る
」
③
、
身
代
を
わ
け
る
こ
と
な
り
。

「
理
を
析
る
」
④
「
疑
を
析
る
」
⑤
。

①
『
詩
經
』
齊
風
・
南
山
「
析
薪
如
之
何
、
匪
斧
不
克
」。

②
『
史
記
』
宋
微
子
世
家
第
八
「
析
骨
而
炊
、
易
子
而
食
」。

③
黄
庭
堅
『
曹
侯
善
政
頌
序
』「
其
二
女
析
其
父
家
産
之
半
而
業
」。

④
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
樂
廣
「
尤
善
談
論
、
毎
以
約
言
析
理
、
以
厭
人
之
心
、
其
所
不
知
、

黙
如
也
」。

⑤
陳
夢
雷
『
送
官
子
之
盖
州
序
』「
余
設
塾
、
官
子
從
余
授
一
經
、
…
…
與
語
輒
領
悟
、
析

疑
問
難
、
或
發
余
所
未
及
者
」。

【
殺
】「
サ
イ
」
の
音
に
て
、
豐
の
反
對
、
隆
の
反
對
な
り
。
竹
な
ど
を
切
り
そ
ぎ
に
す
る
は
「
批
」

な
り
、
も
の
を
そ
ぎ
と
る
、
そ
ぎ
す
つ
る
は
「
割
」
の
字
な
り
、
鳥
の
羽
を
そ
ぐ
は
「
鍛
」
の
字

な
り
。
こ
の
「
そ
ぐ
」
は
そ
の
類
に
非
ず
。
次
第
劣
り
、
だ
ん
だ
ん
ぼ
そ
に
す
る
こ
と
な
り
。
袖

な
り
な
ど
を
裁
つ
よ
う
な
る
こ
と
を
い
う
。「
降
殺
」
①
「
減
殺
」
②
な
ど
と
連
用
す
。
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①
『
左
傳
』
襄
公
二
十
六
年
「
子
産
辭
邑
、
自
上
以
下
、
降
殺
以
兩
、
禮
也
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
四
・
武
十
三
王
・
琅
邪
悼
王
煥
「
凶
荒
殺
禮
、
經
國
常
典
、
旣
減

殺
而
猶
過
舊
、
此
爲
國
之
所
厚
惜
也
」。

５
〇
さ
い
は
ひ

富

福

(

五
、
三
十
一
号
表
）

【
富
】「
と
む
」。
訓
の
如
し
。
ぶ
げ
ん
［
分
限
、
金
持
ち
］
な
り
、
し
ん
だ
い
よ
し
な
り
。「
春
秋

富
」
①
と
は
、
年
の
わ
か
き
こ
と
な
り
。
轉
用
し
て
「
學
富
む
」
②
「
材
富
む
」
③
。

①
『
史
記
』
呂
太
后
本
紀
第
九
「
今
高
后
崩
、
而
帝
春
秋
富
、
未
能
治
天
下
、
固
恃
大
臣
諸

侯
」。

②
岑
參
『
冀
州
客
舍
酒
酣
貽
王
綺
寄
題
南
樓
』「
學
富
贍
淸
詞
、
下
筆
不
能
休
」。

③
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
二
十
六
文
藝
上
崔
信
明
「
及
長
、
強
記
、
美
文
章
。
鄕
人
高
孝

基
嘗
語
人
曰
、
崔
生
才
富
、
爲
一
時
冠
、
但
恨
位
不
到
耳
」。

【
福
】
和
語
に
「
フ
ク
」
と
い
う
を
富
の
字
の
よ
う
に
覺
え
る
、
非
な
り
。「
福
」
は
果
報
よ
き
な

く
わ
ほ
う

り
。
富
に
限
る
こ
と
に
非
ず
。
洪
範
の
「
五
福
」
①
に
て
知
る
べ
し
。

①
『
書
經
』
洪
範
「
五
福
、
一
曰
壽
、
二
曰
富
、
三
曰
康
寧
、
四
曰
攸
好
德
、
五
曰
考
終
命
」。

６
〇
さ
と
し

智

哲

睿

敏

慧

穎

聰

(

六
、
四
十
二
号
裏)

【
智
】「
さ
と
し
」
と
訓
ず
。
愚
の
反
對
な
り
。
理
の
明
ら
か
な
る
人
な
り
、
分
別
者
な
り
、
も
の

し
り
な
り
。
世
に
い
う
り
こ
う
、
り
は
つ
の
こ
と
に
は
非
ず
。

【
哲
】「
さ
と
し
」
と
訓
じ
、「
も
の
し
り
」
と
訓
ず
。
愚
の
反
對
な
り
。
理
の
明
ら
か
な
る
を
「
智
」

と
い
い
、
事
の
明
ら
か
な
る
を
「
哲
」
と
い
う
と
い
う
説
あ
れ
ど
も
、
鑿
説
な
り
。
但
し
「
智
」

は
心
に
具
す
る
德
な
り
、「
哲
」
は
智
の
明
ら
か
な
る
を
い
う
。
故
に
「
有
智
」
①
「
無
智
」
②
「
大

智
」
③
「
小
智
」
④
と
い
え
ど
も
、
哲
の
字
に
は
さ
よ
う
の
連
屬
な
き
な
り
。

①
『
漢
書
』
霍
光
金
日
磾
傳
第
三
十
八
「
安
上
字
子
侯
、
少
爲
侍
中
、
惇
篤
有
智
、
宣
帝
愛

之
」。

②
『
莊
子
』
人
閒
世
「
聞
以
有
知
知
者
矣
。
未
聞
以
无
知
知
者
也
」。

③
『
禮
記
』
中
庸
「
舜
其
大
知
也
與
、
舜
好
問
而
好
察
邇
言
」。

④
『
史
記
』
屈
原
賈
生
列
傳
第
二
十
四
「
小
知
自
私
兮
、
賤
彼
貴
我
」。

【
睿
】「
さ
と
し
」
と
訓
ず
。「
思
に
睿
と
曰
ふ
。
睿
は
聖
と
作
る
」
①
と
い
え
り
。
思
慮
し
て
通

な

じ
ず
と
い
う
こ
と
な
き
を
い
う
な
り
。
天
子
を
尊
ん
で
「
聖
」
と
稱
す
る
②
ゆ
え
、「
睿
慮
」
③
「
睿

思
」
④
「
睿
覽
」
⑤
「
睿
藻
」
⑥
な
ど
と
い
う
詞
あ
り
。
皆
天
子
の
上
を
い
う
。
明
朝
に
は
天
子

に
「
聖
」
の
字
を
用
い
、
親
王
に
「
睿
」
の
字
を
用
い
る
。

①
『
書
經
』
洪
範
「
思
曰
睿
、
恭
作
肅
、
從
作
乂
、
明
作
晢
、
聰
作
謀
、
睿
作
聖
」。

②
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
會
稽
刻
石
「
秦
聖
臨
國
、
始
定
刑
名
、
顯
陳
舊
章
」。

③
李
德
裕
『
諫
敬
宗
搜
訪
道
士
疏
』（『
舊
唐
書
』
列
傳
第
一
百
二
十
四
李
德
裕
）「
儻
陛
下
睿

慮
精
求
、
必
致
眞
隱
」。

④
顔
延
之
『
車
駕
幸
京
口
侍
遊
蒜
山
作
』（『
文
選
』
巻
二
十
二
）「
睿
思
纏
故
里
、
巡
駕
匝
舊

坰
」。

⑤
錢
起
『
蓋
地
圓
賦
』「
廣
豎
亥
之
遐
歩
、
資
重
華
之
睿
覽
」。

⑥
柳
宗
元
『
爲
京
兆
府
請
復
尊
號
第
三
表
』「
道
德
純
備
、
禮
樂
興
行
、
宸
翰
動
於
三
光
、

睿
藻
窮
於
六
義
、
此
文
之
備
也
」。

【
敏
】「
さ
と
し
」
と
も
、「
と
し
」
と
も
訓
ず
。
才
知
德
行
の
上
に
て
、
敏
速
な
る
こ
と
を
い
う
。

大
抵
は
才
知
の
上
に
用
い
る
。
さ
れ
ど
も
「
事
に
敏
し
」
①
「
行
に
敏
し
」
②
な
ど
と
用
い
る
。「
不

敏
」
③
は
謙
詞
な
り
。
鈍
の
反
對
な
り
。
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①
『
論
語
』
學
而
「
敏
於
事
而
愼
於
言
、
就
有
道
而
正
焉
」。

②
『
論
語
』
里
仁
「
君
子
欲
訥
於
言
、
而
敏
於
行
」。

③
『
儀
禮
』
士
冠
禮
「
賓
對
曰
、
某
不
敏
、
恐
不
能
共
事
、
以
病
吾
子
、
敢
辭
」。

【
慧
】「
さ
と
し
」「
か
し
こ
し
」
と
よ
む
。
細
か
な
る
智
の
か
し
こ
き
を
い
う
。
故
に
智
に
對
す

れ
ば
小
さ
き
な
り
。
小
人
女
子
の
智
に
多
く
用
い
る
。

【
穎
】「
さ
と
し
」
と
訓
ず
。
禾
の
の
ぎ
な
り
①
。
知
の
は
し
か
き
こ
と
な
り
。「
穎
利
」
の
義
よ

り
用
い
る
な
り
。「
穎
悟
」
②
「
穎
敏
」
③
の
類
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
穎
、
禾
末
也
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
王
戎
「
戎
幼
而
穎
悟
、
神
彩
秀
徹
、
視
日
不
眩
」。

③
『
元
史
』
列
傳
第
三
十
二
達
禮
麻
識
理
「
幼
穎
敏
、
從
師
授
經
史
、
過
目
輒
領
解
」。

【
聰
】「
さ
と
し
」
と
訓
ず
。
耳
の
さ
と
き
な
り
。
聞
き
て
通
じ
の
は
や
き
こ
と
な
り
。

７
〇
さ
か
し

黠

狡

猾

賢

佞

(

六
、
四
十
二
号
表
）

【
黠
】「
さ
か
し
」「
こ
ざ
か
し
」
と
訓
ず
①
。
こ
り
こ
う
な
る
こ
と
な
り
。
痴
の
反
對
な
り
。
智

と
は
別
な
り
。

①
『
揚
子
方
言
』「
黠
、
慧
也
。
趙
魏
之
閒
、
謂
之
黠
」。

【
狡
】【
猾
】
共
に
「
さ
か
し
」
と
訓
ず
れ
ど
も
、
ひ
す
ら
こ
き
こ
と
な
り
、
わ
る
さ
な
る
こ
と
な

り
。「
狡
兒
」
①
「
猾
兒
」
②
は
わ
る
さ
を
す
る
小
兒
を
い
う
。「
猾
吏
」
③
「
狡
吏
」
④
は
い
た

づ
ら
を
す
る
役
人
を
い
う
。
皆
奸
智
を
い
う
な
り
。

①
鄭
善
夫
『
送
司
徒
孫
公
歸
安
陸
五
十
韻
』「
黔
首
殱
金
氣
、
旄
頭
直
玉
墀
、
豈
惟
餘
狡
兒
、

遽
使
有
鴟
夷
」。

②
『
金
瓶
梅
』
第
七
十
六
回
春
梅
嬌
撒
西
門
慶

畫
童
哭
躱
溫
葵
軒
「
今
日
前
邊
恁
擺
洒
、

俺
們
都
在
這
裡
定
果
盒
、
忙
的
了
不
得
、
他
到
落
得
在
屋
裡
躱
猾
兒
」。

③
『
後
漢
書
』
酷
吏
列
傳
第
六
十
七
「
朝
廷
不
以
長
不
肖
、
使
牧
黎
民
、
性
讎
猾
吏
、
志
除

豪
賊
且
勿
相
識
」。

④
蕭
仿
『
蘄
州
謝
上
表
』「
必
使
獄
絶
冤
人
、
巷
無
横
事
、
峻
法
鈐
轄
於
狡
吏
」。

【
賢
】「
さ
か
し
」
と
よ
む
。
聖
の
次
な
り
。
又
人
に
ま
さ
る
こ
と
な
り
。
又
「
賢
孝
」
と
は
賢
良

科
孝
廉
科
の
省
言
に
て
貢
士
を
い
う
。「
賢
書
」
①
は
貢
士
に
あ
げ
ら
れ
る
を
い
う
。

①
沈
德
符
『
敝
帚
軒
剩
語
』
汪
徐
相
仇
「
汪
歸
應
試
、
卽
以
是
年
登
賢
書
」。

【
佞
】「
さ
か
し
」
と
よ
む
。
口
の
き
き
た
る
こ
と
な
り
。「
奸
佞
」
①
「
佞
惡
」
②
な
ど
い
う
は
、

口
の
き
き
た
る
人
は
必
ず
小
人
な
る
故
な
り
。
さ
れ
ど
も
古
は
よ
き
こ
と
に
な
り
た
る
故
、
自
ら

謙
退
し
て
「
不
佞
」
③
と
い
う
。

①
『
漢
書
』
翟
方
進
傳
第
五
十
四
「
皆
知
陳
湯
姦
佞
傾
覆
、
利
口
不
軌
」。

②
『
後
漢
書
』
朱
樂
何
列
傳
第
三
十
三
「
專
心
公
朝
、
割
除
私
欲
、
廣
求
賢
能
、
斥
遠
佞
惡
」。

③
『
左
傳
』
成
公
十
三
年
「
寡
人
不
佞
、
其
不
能
以
諸
侯
退
矣
」。

８
〇
さ
る

去

違

避

除

距

屏

遠

(

後
一
、
十
号
表
）

【
去
】
來
の
反
な
り
、
在
の
反
な
り
。「
去
來
」「
往
來
」
と
似
た
る
よ
う
な
れ
ど
も
、「
往
」
は
か

し
こ
に
ゆ
く
な
り
、「
去
」
は
こ
こ
を
さ
る
な
り
。
語
の
た
て
よ
う
ち
が
い
あ
る
な
り
。
又
俗
語
に

は
な
は
だ
輕
く
使
う
こ
と
あ
り
。「
吃
を
去
る
」
は
、
く
て
の
け
た
と
い
う
こ
と
、「
罷
を
去
る
」、

や
め
て
の
け
た
、「
手
を
開
き
了
る
去
る
」
は
、
手
を
離
し
て
の
け
た
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な
り
。
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【
違
】「
さ
る
」
と
よ
む
①
。
元
來
は
な
れ
る
こ
と
な
り
。
今
は
な
れ
る
に
用
い
る
こ
と
あ
り
、
も

と
か
ら
は
な
れ
て
お
る
に
用
い
る
こ
と
あ
り
。
論
語
に
「
之
を
違
て
一
邦
に
之
く
」
②
は
、
今
は

さ
つ

な
れ
さ
る
な
り
。
中
庸
の
「
忠
恕
、
道
を
違
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
③
は
、
忠
恕
と
道
と
の
閒
が
も

と
か
ら
遠
ざ
か
り
て
な
い
と
い
う
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
違
の
字
を
も
と
か
ら
は
な
れ
て
お
る
に
用

い
る
な
り
。

①
『
禮
記
』
表
記
「
事
君
三
違
、
而
不
出
境
、
則
利
禄
也
」、
注
「
違
、
去
也
」。

②
『
論
語
』
公
冶
長
「
違
之
之
一
邦
」。

③
『
禮
記
』
中
庸
「
忠
恕
違
道
不
遠
、
施
諸
己
而
不
願
、
亦
勿
施
於
人
」。

【
避
】
辟
・
僻
、
相
通
じ
用
い
る
。「
さ
る
」
と
も
、「
さ
け
る
」
と
も
よ
む
。「
よ
け
る
」
と
譯
し

て
よ
く
き
こ
え
る
な
り
。
こ
の
方
よ
り
よ
け
に
げ
る
な
り
。
俗
に
「
川
避
」「
水
避
」
な
ど
の
よ
け

に
用
い
る
は
あ
し
し
。
そ
れ
は
こ
の
方
よ
り
よ
け
さ
せ
る
意
な
り
。
論
語
の
「
世
を
辟
〔
よ
け
〕

さ
け

る
」「
地
を
辟
〔
よ
け
〕
る
」
①
、
禮
記
に
「

咡

を
辟
て
之
に
詔
く
」
②
、
史
記
に
「
廉
頗
を

さ
け

く
ち
は
き

よ
け

つ

望
見
し
て
、
車
を
引
き
て
避
匿
〔
よ
け
か
く
る
〕
す
」
③
の
類
な
り
。

①
『
論
語
』
憲
問
「
賢
者
辟
世
、
其
次
辟
地
」。

②
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
負
劔
辟
咡
詔
之
則
掩
口
而
對
」。

③
『
史
記
』
廉
頗
藺
相
如
列
傳
第
二
十
一
「
已
而
相
如
出
、
望
見
廉
頗
、
相
如
引
車
避
匿
」。

【
除
】「
さ
る
」
と
も
、「
の
ぞ
く
」
と
も
よ
む
。
は
ら
い
さ
る
な
り
。
わ
き
へ
か
た
づ
け
て
し
ま

う
意
な
り
。
書
經
に
「
惡
を
除
〔
は
ら
〕
い
本
を
務
む
」
①
、
左
傳
に
「
蔓
草
、
除
〔
は
ら
ふ
〕

さ

さ

る
可
か
ら
ず
」
②
、
詩
經
に
「
日
月
其
れ
除
ら
ん
」
③
、
又
「
風
雨
の
除
く
所
」
④
の
類
な
り
。

さ

①
『
書
經
』
泰
誓
下
「
樹
德
務
滋
、
除
惡
務
本
」。

②
『
左
傳
』
隱
公
元
年
「
蔓
草
猶
不
可
除
、
況
君
之
寵
弟
乎
」。

③
『
詩
經
』
唐
風
・
蟋
蟀
「
今
我
不
樂
、
日
月
其
除
」。

④
『
詩
經
』
鴻
鴈
之
什
・
斯
干
「
風
雨
攸
除
、
鳥
鼠
攸
去
、
君
子
攸
芋
」。

【
距
】「
さ
る
」
と
も
、「
こ
ゆ
る
」
と
も
よ
む
。
の
き
あ
い
て
お
る
こ
と
な
り
。「
海
を
距
〔
の
き

さ

を
ふ
〕
る
こ
と
幾
里
」
①
な
ど
な
り
。
海
と
と
お
の
き
て
お
る
こ
と
な
り
。

①
白
居
易
『
自
蜀
江
至
洞
庭
湖
口
有
感
而
作
』「
導
岷
旣
艱
遠
、
距
海
無
咫
尺
」。

【
屏
】
屛
の
俗
字
な
り
。
元
來
「
し
り
ぞ
く
」
と
よ
む
ゆ
え
、「
さ
る
」
と
も
よ
む
な
り
。
外
へ
と

り
か
た
づ
け
て
お
く
意
な
り
。
書
經
に
「
壁
と
圭
を
屏
〔
と
り
か
た
つ
け
〕
ん
」
①
、
禮
記
に
「
之

さ
ら

を
遠
方
に
屏
〔
し
り
ぞ
く
〕
る
」
②
の
類
な
り
。

さ

①
『
書
經
』
金
縢
「
爾
不
許
我
、
我
乃
屏
壁
與
珪
」。

②
『
禮
記
』
王
制
「
不
變
、
屏
之
遠
方
、
終
身
不
齒
」。

【
遠
】
①

①
題
目
に
は
あ
げ
て
い
る
が
、
本
文
に
は
な
い
。「
遠
」
は
「
と
ほ
し
」
の
項
に
あ
り
。

９
〇
さ
ぐ
る

探

搜

索

廋

(

後
一
、
廿
五
号
表
）

【
探
】
向
う
の
よ
う
す
の
し
れ
ぬ
も
の
を
、
さ
ぐ
り
も
と
め
る
な
り
。
う
か
が
い
さ
ぐ
る
意
な
り
。

易
經
に
「
頤
を
探
り
隱
を
索
む
」
①
、
穀
梁
傳
に
「
已
に
先
君
の
邪
志
を
探
る
」
②
、
前
漢
に
「
春

秋
は
深
く
其
の
本
を
探
る
」
③
、
又
「
湯
を
探
る
」
④
「
虎
口
を
探
る
」
⑤
の
類
な
り
。

①
『
易
經
』
繫
辭
傳
上
「
探
賾
索
隱
、
鉤
深
致
遠
、
以
定
天
下
之
吉
凶
、
成
天
下
之
亹
亹
者
、

莫
大
乎
蓍
龜
」。

②
『
穀
梁
傳
』
隱
公
元
年
「
已
探
先
君
之
邪
志
、
而
遂
以
與
桓
」。

③
『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
第
二
十
六
「
春
秋
深
探
其
本
、
而
反
自
貴
者
始
」。

④
『
論
語
』
季
氏
「
見
善
如
不
及
、
見
不
善
如
探
湯
」。

⑤
『
史
記
』
酈
生
陸
賈
列
傳
第
三
十
七
「
足
下
起
糾
合
之
衆
、
收
散
亂
之
兵
、
不
滿
萬
人
、

欲
以
徑
入
强
秦
、
此
所
謂
探
虎
口
者
也
」。
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【
搜
】

と
同
じ
。
あ
つ
た
も
の
の
み
え
ぬ
を
さ
ぐ
り
と
る
な
り
。
前
漢
に
「
三
輔
騎
士
を
發
し

て
、
大
い
に
上
林
を

る
」
①
、
韓
文
に
「
旁
く

て
遠
く
紹
ぐ
」
②
の
類
な
り
。

①
『
漢
書
』
武
帝
紀
第
六
「
冬
十
一
月
、
發
三
輔
騎
士
大
搜
上
林
、
閉
長
安
城
門
索
」。

②
韓
愈
『
進
學
解
』「
尋
墜
緖
之
茫
茫
、
獨
旁
搜
而
遠
紹
」。

【
索
】【
廋
】
二
字
と
も
、「
さ
ぐ
る
」
と
よ
む
。
搜
と
同
義
な
り
。
周
禮
に
「
室
を
索
め
て
疫
を

毆
る
」
①
、
前
漢
に
「
私
の
屠
沽
を
廋
索
す
」
②
の
類
な
り
。
す
べ
て
家
の
う
ち
、
筥
の
内
な
ど

は
こ

の
し
れ
ぬ
も
の
を
さ
ぐ
る
に
多
く
用
い
る
。「
搜
索
」
③
「
需
索
」
④
と
連
す
。

①
『
周
禮
』
夏
官
・
方
相
氏
「
帥
百
隸
而
時
難
、
以
索
室
敺
疫
」。

②
『
漢
書
』
趙
尹
韓
張
兩
王
傳
第
四
十
六
「
直
突
入
其
門
、
廋
索
私
屠
酤
、
椎
破
盧
罌
」。

③
『
春
秋
繁
露
』
五
行
逆
順
「
閉
門
閭
、
大
搜
索
、
斷
刑
罰
、
執
當
罪
、
飭
關
梁
、
禁
外
徙
」。

④
『
宋
史
』
本
紀
第
二
十
九
高
宗
六
「
金
國
使
來
、
盡
割
河
南
陝
西
故
地
、
通
好
于
我
、
許

還
梓
宮
及
母
兄
親
族
、
餘
無
需
索
」。

〇
さ
さ
ぐ

10献

捧

擎

奉

上

（
後
一
、
廿
九
号
裏
）

【
献
】
獻
と
同
じ
。
目
う
え
に
さ
し
あ
げ
る
こ
と
な
り
。
故
に
貴
人
へ
も
の
を
贈
る
を
「
献
ず
」

と
い
う
な
り
①
。
宗
廟
の
こ
と
に
多
く
用
い
る
。

①
『
爾
雅
』
釋
詁
「
享
、
獻
也
」、
疏
「
致
物
於
尊
者
曰
獻
」。

【
捧
】
兩
手
を
高
く
さ
し
あ
げ
、
物
を
う
け
る
こ
と
な
り
。
元
來
奉
の
字
な
り
。
奉
を
ひ
ろ
く
用

い
る
故
、
こ
の
字
で
き
た
る
な
り
。

【
擎
】
高
く
さ
し
あ
げ
て
も
つ
な
り
。

【
奉
】
捧
の
字
と
同
じ
。
又
「
た
て
ま
つ
る
」
と
よ
む
。「
た
て
ま
つ
る
」
と
は
、
貴
人
に
物
を
や

る
こ
と
な
り
。
彼
は
貴
く
吾
れ
は
賤
し
き
閒
、
手
を
高
く
さ
し
あ
げ
る
意
な
り
。
物
を
や
る
時
に

は
吾
が
手
が
ふ
せ
る
な
り
。
物
を
手
に
（
手
に
）
の
せ
た
る
形
は
、
手
仰
げ
て
物
を
う
け
る
形
な

り
。
故
に
元
來
手
を
高
く
さ
し
あ
げ
て
物
を
う
け
る
と
い
う
字
を
、
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
も
用
い

る
。
但
し
「
奉
謁
」
①
「
奉
和
」
②
「
奉
陪
」
③
な
ど
の
奉
の
字
を
「
た
て
ま
つ
る
」
と
よ
む
は

あ
し
し
。
こ
れ
は
た
だ
つ
け
字
と
意
得
べ
し
。「
う
く
る
」
と
い
う
が
、
向
う
を
あ
げ
る
辭
な
り
。

又
や
し
な
い
の
こ
と
を
「
奉
美
」
と
連
屬
す
。
衣
食
の
類
、
吾
が
身
を
う
け
る
物
な
れ
ば
、「
俸
祿
」

④
の
俸
も
元
來
奉
の
字
な
り
。
又
「
君
を
奉
ず
」
⑤
な
ど
は
君
を
も
り
た
て
る
な
り
。

①
『
水
經
注
』
巻
六
・
汾
水
「
跪
曰
、
管
涔
王
使
小
臣
奉
謁
趙
皇
帝
」。

②
杜
甫
『
奉
和
賈
至
舍
人
早
朝
大
明
宮
』「
五
夜
漏
聲
催
曉
箭
、
九
重
春
色
醉
仙
桃
」。

③
『
桃
花
扇
』
第
五
出
訪
翠
「
老
漢
無
事
、
便
好
奉
陪
」。

④
『
後
漢
書
』
左
周
黄
列
傳
第
五
十
一
「
有
志
操
者
、
加
其
俸
祿
」。

⑤
『
左
傳
』
襄
公
二
十
三
年
「
桓
子
曰
、
奉
君
以
走
固
宮
、
必
無
害
也
」。

【
上
】
元
來
「
下
」
の
字
と
對
す
る
な
り
。
も
の
の
う
え
に
す
る
意
な
り
。
そ
れ
よ
り
「
あ
ぐ
る
」

と
も
、「
た
て
ま
つ
る
」
と
も
よ
む
。
奉
疏
書
簡
な
ど
に
多
く
用
い
る
。

〇
さ
さ
ふ

11支

拄

撑

攔

遮

障

礙

(

後
一
、
三
十
号
裏
）

【
支
】
は
り
あ
り
て
お
る
こ
と
な
り
。「
支
持
」
①
な
ど
と
用
い
る
。

①
『
淮
南
子
』
本
經
訓
「
標
株
欂
櫨
、
以
相
支
持
」。

【
拄
】【
撑
】
つ
き
は
る
こ
と
な
り
。
杖
を
つ
く
こ
と
を
「
杖
を
拄
く
」
①
と
い
う
。
杖
は
つ
つ
は

り
て
つ
く
も
の
な
れ
ば
な
り
。
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①
魏
武
帝
『
陌
上
桑
』「
食
芝
英
、
飮
醴
泉
、
拄
杖
桂
枝
佩
秋
蘭
」。

【
攔
】「
さ
さ
ふ
」
と
よ
む
。
元
來
闌
に
從
う
字
ゆ
え
、
し
き
り
を
し
て
、
そ
れ
よ
り
外
へ
出
だ
さ

ぬ
よ
う
に
さ
さ
え
る
な
り
。

【
遮
】「
さ
え
ぎ
る
」
と
よ
む
。
横
合
い
よ
り
ふ
せ
ぎ
と
め
る
意
な
り
。「
漢
王
を
遮
り
説
く
」
①
、

又
「
兵
を
伏
し
て
擊
を
遮
る
」
②
の
類
な
り
。
廣
き
字
な
り
。

①
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
新
城
三
老
董
公
遮
説
漢
王
以
義
帝
死
故
」。

②
『
後
漢
書
』
班
梁
列
傳
第
三
十
七
「
超
伏
兵
遮
擊
、
盡
殺
之
持
其
使
者
以
示
謝
」。

【
障
】「
さ
さ
ゆ
る
」
と
よ
む
。「
さ
え
ぎ
る
」
と
も
よ
む
。
も
の
の
中
に
は
い
り
、
立
ち
ふ
さ
が

つ
て
さ
え
ぎ
る
な
り
。
へ
だ
て
を
す
る
意
な
り
。

【
礙
】「
さ
さ
ふ
」
と
よ
む
。
さ
わ
り
に
な
り
、
じ
や
ま
に
な
つ
て
ふ
せ
ぎ
と
め
る
意
な
り
。

〇
さ
す

12指

差

刺

挿

挾

扐

夾

掖

搢

(

後
二
、
廿
三
号
裏)

【
指
】
ゆ
び
さ
す
な
り
。
さ
し
づ
を
す
る
こ
と
に
用
い
る
。「
指
畫
」
①
「
指
示
」
②
「
指
麾
」
③

「
指
使
」
④
な
ど
連
用
す
。「
頤
指
」
⑤
は
、
お
と
が
い
で
さ
し
づ
を
す
る
こ
と
な
り
。
前
漢
に
あ

り
。

①
『
禮
記
』
玉
藻
「
凡
有
指
畫
於
君
用
笏
」。

②
『
漢
書
』
蕭
何
曹
參
傳
第
九
「
夫
獵
、
追
殺
獸
者
狗
也
、
而
發
縱
指
示
獸
處
者
人
也
」、

注
「
師
古
曰
、
指
示
者
、
以
手
指
示
之
」。

③
『
荀
子
』
議
兵
「
拱
挹
指
麾
、
而
彊
暴
之
國
、
莫
不
趨
使
」。

④
『
禮
記
』
曲
禮
「
六
十
曰
耆
、
指
使
」、
注
「
指
事
使
人
也
」。

⑤
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
今
陛
下
力
制
天
下
、
頤
指
如
意
」、
注
「
如
淳
曰
、
但
動
頤

指
麾
、
則
所
欲
皆
如
意
」。

【
差
】「
使
な
り
」
①
と
注
す
。
元
來
「
ゑ
ら
ぶ
」
と
よ
む
字
な
り
。
そ
れ
よ
り
こ
れ
が
よ
い
と
さ

し
づ
を
す
る
こ
と
に
用
い
る
。
故
に
「
さ
す
」
と
訓
ず
。
唐
宣
宗
詔
に
「
凡
役
事
委
令
輪
差
す
」

②
。
初
篇
（
巻
六
「
あ
や
ま
る
」
の
項
）
に
く
わ
し
。

①
『
正
字
通
』
寅
集
中
「
皆
韻
、
音
釵
、
使
也
」。

②
『
康
煕
字
典
』
工
部
・
差
「
韻
會
、
差
、
使
也
。
唐
宣
宗
詔
、
凡
役
事
委
令
輪
差
」。

【
刺
】「
さ
す
」
と
よ
む
。
と
げ
の
た
つ
こ
と
な
り
。
針
を
さ
す
に
も
用
い
る
①
。
又
人
を
さ
し
こ

ろ
す
に
も
用
い
る
②
。

①
『
廣
韻
』
巻
四
「
針
、
刺
」。

②
『
爾
雅
』
釋
詁
「
刺
、
殺
也
」。

『
春
秋
』
僖
公
二
十
八
年
「
公
子
賈
戍
衞
。
不
卒
戍
、
刺
之
」、『
公
羊
傳
』「
刺
之
者
何
、

殺
之
也
」。

【
挿
】
插
、
同
じ
。
さ
し
こ
む
な
り
。「
さ
し
は
さ
む
」
と
よ
む
。「
露
檄
、
羽
を
挿
む
」
①
の
類

な
り
。①

『
漢
書
』
高
帝
紀
下
第
一
下
「
吾
以
羽
檄
徵
天
下
兵
、
未
有
至
者
、
今
計
唯
獨
邯
鄲
中
兵

耳
」、
師
古
注
「
魏
武
奏
事
云
、
今
邊
有
警
、
輒
露
檄
挿
羽
」。

【
挾
】
ふ
た
つ
あ
る
も
の
に
て
は
さ
む
な
り
。

【
夾
】
挾
と
同
じ
。

【
扐
】
指
の
ま
た
に
て
し
め
る
こ
と
な
り
。
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【
掖
】
わ
き
は
さ
む
な
り
。

【
搢
】
さ
し
は
さ
け
る
な
り
。

〇
さ
け
ぶ

13號

呌

鳴

啼

泣

哭

嘒

囀

哢

(

後
二
、
三
十
八
号
）

【
號
】【
呌
】
二
字
と
も
、
さ
け
び
よ
ば
わ
る
こ
と
な
り
。「
號
」
は
大
音
に
て
よ
ば
わ
る
な
り
①
、

「
呌
」
は
き
わ
ど
く
よ
ば
わ
る
な
り
。
二
字
と
も
に
よ
ぶ
こ
と
に
も
用
い
る
。
呌
の
字
を
よ
ぶ
こ

と
に
す
る
は
俗
語
ば
か
り
な
り
。
二
字
と
も
ひ
ろ
き
字
な
り
。
人
物
禽
獸
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
に
も

使
う
な
り
。

①
『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
蕩
「
式
號
式
呼
、
俾
晝
作
夜
」。

【
鳴
】「
な
く
」
と
よ
む
。
愁
嘆
し
て
な
く
こ
と
に
は
あ
ら
ず
。
元
來
「
な
る
」
と
よ
む
字
な
り
。

艸
木
金
石
、
一
切
無
情
の
も
の
に
て
も
、
聲
さ
え
あ
れ
ば
「
な
る
」
と
い
う
な
り
①
。
有
情
の
内

に
て
も
、
聲
に
莭
の
な
き
は
「
な
る
」
と
い
う
な
り
。
又
「
世
に
鳴
る
」
な
ど
は
、
そ
の
名
の
世

閒
に
な
り
わ
た
る
こ
と
な
り
。

①
『
正
字
通
』
亥
集
中
「
增
韻
、
凡
出
聲
者
皆
曰
鳴
」。

『
禮
記
』
學
記
「
叩
之
以
小
則
小
鳴
、
叩
之
以
大
則
大
鳴
」。

【
啼
】
聲
を
た
て
て
、
涙
を
流
さ
ず
な
く
な
り
。
詩
家
、
鳴
の
字
と
同
じ
こ
と
に
用
い
れ
ど
も
、

連
屬
の
字
に
よ
り
、
意
味
格
別
な
り
。
思
量
す
べ
し
。

【
泣
】
涙
を
な
が
し
、
聲
を
た
て
ず
な
く
な
り
。

【
哭
】
涙
を
な
が
し
、
聲
を
あ
げ
て
な
く
な
り
。
鳥
獸
の
内
に
て
も
、
猿
の
な
く
ば
か
り
は
、
わ

け
て
あ
わ
れ
な
る
も
の
ゆ
え
、
哭
の
字
を
用
い
る
。

【
嘒
】
鳴
く
聲
の
ほ
そ
き
な
り
。
虫
の
な
く
に
用
い
る
①
。

①
張
祜
『
秋
霽
詩
』「
何
妨
一
蟬
嘒
、
自
抱
木
蘭
叢
」。

【
囀
】【
哢
】
二
字
と
も
に
、「
さ
え
づ
る
」
と
よ
む
。
鳥
の
な
く
な
り
。「
囀
」
は
圓
轉
流
利
と
て
、

音
の
自
由
に
て
、
こ
ろ
こ
ろ
と
ま
わ
る
よ
う
な
る
を
「
囀
」
と
い
う
。「
哢
」
は
も
の
を
も
て
あ
そ

ぶ
よ
う
に
、
聲
に
き
よ
く
の
あ
る
を
い
う
な
り
。

〇
さ
む

14覺

寤

醒

(

後
三
、
三
十
号
表)

【
覺
】「
カ
ウ
」
の
音
に
て
、
目
の
さ
め
る
こ
と
な
り
①
。「
一
覺
」
と
い
う
と
き
は
、
倭
語
の
一

ね
ざ
め
ね
た
と
い
う
意
な
り
。
夢
の
さ
め
る
に
も
用
い
る
②
。

①
『
公
羊
傳
』
昭
公
三
十
一
年
「
叔
術
覺
焉
」、
何
注
「
覺
、
悟
也
」。

②
『
史
記
』
高
帝
本
紀
第
八
「
後
人
至
高
祖
覺
」、
注
「
覺
、
謂
寢
寐
而
寤
也
」。

【
寤
】
半
ば
さ
め
る
こ
と
な
り
①
。
左
傳
の
「
寤
生
」
②
に
て
會
す
べ
し
。

な
か

①
『
説
文
解
字
』「
寐
覺
而
有
言
曰
寤
」。

②
『
左
傳
』
隱
公
元
年
「
莊
公
寤
生
、
驚
姜
氏
、
故
名
曰
寤
生
、
遂
惡
之
」。

【
醒
】
酒
の
さ
め
る
な
り
。
睡
り
や
夢
の
さ
め
る
に
も
用
い
る
。

シ
の
部
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１
〇
し
ず
か

閑

靜

靖

恬

寂

寞

寥

闃

舒

徐

謐

（
一
、
初
号
表
）

【
閑
】
は
「
ひ
ま
」
と
譯
す
、
又
「
む
だ
」
と
譯
す
。
忙
の
字
の
反
對
な
り
。
張
籍
が
詩
に
「
竹

院
を
過
ぎ
て
僧
に
逢
ひ
て
話
る
に
因
り
て
、
又
浮
生
半
日
の
閑
を
得
た
り
」
①
と
い
え
る
句
を
、

ひ
ま

佛
印
に
對
し
て
東
坡
吟
じ
け
れ
ば
、「
佛
印
曰
く
、
學
士
は
半
日
を
閑
了
す
、
老
僧
は
半
日
を
忙
了

す
」
②
と
。
又
「
宋
の
時
、
日
本
國
よ
り
本
國
神
光
寺
の
記
を
求
む
。
舍
人
、
工
な
ら
ず
と
辭
し
、

學
士
張
君
房
を
し
て
之
に
代
ら
し
む
。
張
潛
か
に
市
樓
に
飮
む
。
舍
人
大
い
に
窘
〔
こ
ま
る
〕
す
。

ひ
そ

時
に
种
放
、
司
諫
を
以
て
華
山
に
歸
る
。
楊
大
年
、
閑
忙
令
と
爲
り
て
い
う
、
世
上
何
人
か
最
閑

い
ち
に
ひ
ま

な
り
と
號
す
、
司
諫
、
衣
を
拂
て
華
山
に
歸
る
。
世
上
何
人
か
最

忙

し
と
號
す
、
紫
微
失
卻

い
ち
に
い
そ
が
は

す
張
君
房
と
」
③
。
こ
の
類
に
て
閑
の
字
の
義
明
ら
か
な
り
。
左
傳
に
「
執
事
の
閑
な
ら
ざ
る
〔
ひ

ま
な
き
〕
に
逢
ふ
」
④
、
李
白
が
詩
に
「
且
く
一
壺
の
酒
に
對
し
て
、
淡
然
と
し
て
萬
事
閑
な

し
ば
ら

ひ
ま

り
」
⑤
、
張
籍
が
詩
に
「
公
事
閑
多
く
し
て
詩
更
に
工
な
り
」
⑥
。「
閑
人
」
⑦
は
、
ひ
ま
仁
な
り
、

む
だ
も
の
な
り
、
無
用
の
人
な
り
。「
閑
議
論
」
⑧
は
、
ひ
ま
な
ま
ま
の
む
だ
せ
ん
ぎ
な
り
、
無
用

の
論
な
り
。「
閑
官
」
⑨
「
閑
職
」
⑩
は
ひ
ま
な
役
な
り
。
晉
書
に
「
郗
愔
、
徐
兗
二
州
の
刺
史
爲

り
。
其
の
子
超
爲
に
牋
を
作
り
て
、
老
病
を
陳
し
、
閑

地
を
乞
ひ
て
自
ら
養
ふ
」
⑪
と
い
え
る

た
め

ひ
ま
な
と
こ
ろ

も
、
公
用
少
な
き
國
の
守
護
を
願
い
た
る
こ
と
な
り
。
又
主
な
き
あ
き
地
を
も
「
閑
地
」
⑫
と
い

う
。
俗
語
に
「
空
閑
」
は
ひ
ま
な
る
こ
と
な
り
。「
貴
閑
」
は
御
ひ
ま
と
い
う
詞
な
り
。「
空
閑
の

コ
ン
ヘ
ン

ク
イ
ヘ
ン

地
」
⑬
と
い
う
は
、
主
な
く
て
人
の
か
ま
わ
ぬ
地
を
い
う
、「
散
〔
い
ら
ぬ
〕
地
」
の
意
な
り
。
閑

さ
ん

ち

・
散
の
二
字
、
義
も
と
よ
り
通
用
す
。
韓
文
に
「
投
閑
置
散
」
⑭
と
い
え
る
は
、
前
後
の
意
、
官

職
の
こ
と
を
い
え
る
に
よ
り
て
、
閑
官
散
職
に
投
置
れ
る
こ
と
な
り
。
古
よ
り
閑
の
字
を
「
し
づ

い

ら

ぬ

や

く

す
て
お
か

か
な
り
」
と
訓
ず
。
勿
論
ひ
ま
な
と
い
う
と
、
し
づ
か
な
る
と
い
う
と
、
倭
語
通
用
す
る
こ
と
も

あ
れ
ど
も
、
し
づ
か
な
る
と
い
う
は
意
廣
き
詞
な
る
ゆ
え
、
親
切
な
ら
ず
。

且

靜
の
字
な
ど
と

そ
の
う
へ

混
ず
る
失
を
招
く
、
味
わ
う
べ
し
。「
閑
雲
」
⑮
「
閑
鷗
」
⑯
「
鳥
聲
閑
」
⑰
「
儀
靜
體
閑
」
⑱
「
野

興
閑
」
⑲
「
幽
閑
貞
靜
」
⑳
な
ど
、
靜
の
字
と
同
意
の
よ
う
に
て
ま
が
わ
し
き
な
れ
ど
も
、「
閑
雲
」

は
雲
の
風
に
ま
か
せ
て
東
西
に
來
往
し
、
一
處
に
つ
な
が
れ
と
ま
ら
ぬ
體
を
、
公
用
世
事
の
な
き

て
い

閑
人
の
、
去
住
心
に
ま
か
せ
る
に
準
え
て
い
え
る
詞
な
り
。「
閑
鷗
」
も
同
じ
。「
鳥
聲
閑
」
と
い

な
ぞ
ら

う
も
、
鳥
の
聲
の
の
ど
や
か
に
何
の
忙
し
き
こ
と
も
な
き
あ
り
さ
ま
を
い
う
。「
儀
靜
體
閑
」
と
は
、

威
儀
の
し
ん
べ
う
に
落
ち
つ
き
た
る
を
「
儀
靜
」
と
い
い
て
、
形
の
忙
し
げ
な
く
、
ゆ
う
な
る
さ

ま
を
「
體
閑
」
と
い
う
。「
野
興
閑
」
と
い
う
も
、
野
外
の
興
の
の
ど
や
か
に
て
、
世
事
の
忙
し
き

さ
ま
な
き
を
い
う
。「
幽
閑
貞
靜
」
は
窈
窕
の
字
の
註
に
て
、
上
﨟
の
物
ご
と
に
言
い
盡
さ
ず
、
あ

か
ら
さ
ま
な
ら
ず
、
奥
ゆ
か
し
き
さ
ま
を
「
幽
」
と
い
い
て
、
は
し
た
な
く
せ
わ
せ
わ
し
く
忙
し

げ
な
る
さ
ま
の
な
き
を
「
閑
」
と
い
う
こ
と
な
り
。
靜
の
字
と
同
意
に
心
得
る
時
は
、
意
味
の
深

長
な
る
と
こ
ろ
を
得
ず
。
こ
の
外
は
類
推
す
べ
し
。
又
「
偸
閑
」
の
二
字
、
古
來
「
あ
か
ら
さ
ま

ほ
か

な
り
」
と
訓
ず
れ
ど
も
、
的
切
な
ら
ず
、
忙
し
き
中
に
於
て
、
蹔
時
の
ひ
ま
を
樂
し
む
こ
と
な
り
。

「
偸
」
と
い
う
は
、
い
そ
が
わ
し
き
場
に
て
、
人
知
ら
ず
、
ひ
と
り
こ
の
樂
し
み
を
受
用
す
る
ゆ

え
、「
ぬ
す
む
」
と
い
え
る
な
り
。
山
谷
が
「
九
衢
塵
裏
偸
閑
」
㉑
、
程
明
道
の
「
將
謂
偸
閑
學
少

年
」
㉒
と
い
え
る
類
な
り
。
又
「
等
閑
」
は
「
な
を
ざ
り
」
と
訓
ず
。
な
に
と
も
な
き
意
な
り
。「
尋

常
な
り
」
と
註
せ
る
字
な
れ
ど
も
、
意
少
し
く
替
り
あ
る
べ
し
。「
瀟
湘
底
事
等
閑
歸
」
㉓
「
等
閑

識
得
東
風
面
」
㉔
の
類
な
り
。
又
「
消
閑
」
㉕
は
な
ぐ
さ
み
な
り
。「
閑
寂
」
㉖
は
、
さ
び
し
き

こ
と
に
て
、
閑
寂
を
消
除
す
る
意
な
り
。「
閑
行
」
㉗
「
閑
歩
」
㉘
は
む
だ
あ
る
き
な
り
。「
閑
往
」

㉙
「
閑
來
」
㉚
は
、
な
に
の
用
も
な
き
に
往
來
す
る
な
り
。「
閑
思
雜
慮
」
㉛
は
、
や
く
に
た
た

ぬ
思
慮
の
む
ざ
と
起
る
を
い
う
。「
野
鬼
閑
神
」
㉜
は
、
祭
る
人
な
き
鬼
神
、
民
を
護
し
災
を
除
く

な
ど
の
職
分
な
き
鬼
神
を
い
う
な
り
。
又
倭
語
に
「
ひ
ま
」
と
い
え
る
詞
に
、
閑
の
字
の
意
に
非

ざ
る
あ
り
。
女
房
の
夫
に
ひ
ま
を
と
る
は
、「
去
ら
ん
こ
と
を
求
む
」「
離
異
せ
ん
こ
と
を
求
む
」、

俗
語
に
は
「
求
休
」
と
い
う
。
ひ
ま
を
や
る
は
「
休

了

他
」「
把
他
休
」
な
り
。
主
人
に
ひ
ま

ギ
ウ
ヒ
ウ

ヒ
ウ
リ
ヤ
ウ
タ
ア

ハ
ア
タ
ア
ヒ
ウ

を
と
る
も
「
求
去
也
」、
俗
語
に
て
は
「
求
退
要
退

錢

粮
」
な
り
。
當
坐
の
ひ
ま
を
も
ら
う
は

ギ
ウ
ト
イ
ヤ
ウ
ト
イ
ヅ
エ
ン
リ
ヤ
ン

「
急
を
乞
ふ
」「
暇
を
乞
ふ
」
な
り
。
當
坐
の
ひ
ま
を
や
る
は
「
暇
を
賜
ふ
」「
告
を
予
ふ
」
な
り
。

あ
た

閑
の
字
と
は
各
別
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
新
譯
に
就
き
て
混
ず
る
嫌
い
あ
る
ゆ
え
、
こ
こ
に
附
す
。

總
じ
て
譯
は
漢
語
を
觀
る
に
、
こ
の
譯
に
て
解
す
べ
し
。
こ
の
譯
を
以
て
漢
語
を
作
る
べ
か
ら
ず
。

①
李
渉
『
題
鶴
林
寺
僧
舍
』「
終
日
昏
昏
醉
夢
閒
、
忽
聞
春
盡
强
登
山
。
因
過
竹
院
逢
僧
話
、
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又
得
浮
生
半
日
閑
」。

②
『
詩
林
廣
記
』
巻
十
李
渉
「
登
山
、
終
日
昏
昏
醉
夢
間
、
忽
聞
春
盡
強
登
山
。
因
過
竹
院

逢
僧
話
、
又
得
浮
生
半
日
閒
。
談
藪
云
、
東
坡
一
日
訪
佛
印
于
竹
寺
、
印
欵
之
。
坡
因
誦

李
渉
詩
云
、
因
過
竹
院
逢
僧
話
、
又
得
浮
生
半
日
閒
。
印
曰
、
學
士
閒
了
半
日
、
老
僧
忙

了
半
日
。
相
與
發
一
大
笑
」。

③
『
湘
山
野
錄
』
巻
上
「
祥
符
中
、
日
本
國
忽
梯
航
稱
貢
、
非
常
貢
也
、
葢
因
本
國
之
東
有

祥
光
現
、
其
國
素
傳
中
原
天
子
聖
明
、
則
此
光
現
。
真
宗
喜
、
勑
本
國
建
一
佛
祠
以
鎭
之
、

賜
額
曰
神
光
朝
辭
日
。
上
親
臨
遣
、
夷
使
回
乞
令
詞
臣
撰
一
寺
記
。
時
當
直
者
雖
偶
中
魁

選
、
詞
學
不
甚
優
贍
、
居
常
止
以
張
學
士
君
房
代
之
、
葢
假
其
稽
古
才
雅
也
。
旣
傳
宣
、

令
急
撰
寺
記
。
時
張
尚
爲
小
官
、
醉
飮
於
礬
樓
、
遣
人
徧
京
城
尋
之
不
得
、
而
夷
人
在
閣

門
翹
足
而
待
、
又
中
人
三
促
之
、
紫
微
大
窘
。
後
錢
楊
二
公
玉
堂
暇
日
改
閑
忙
令
、
大
年

曰
、
世
上
何
人
最
得
閑
、
司
諫
拂
衣
歸
華
山
。
葢
种
放
得
告
還
山
養
藥
之
時
也
。
錢
希
白

曰
、
世
上
何
人
最
號
忙
、
紫
微
失
卻
張
君
房
。
時
傳
此
事
爲
雅
笑
」。

④
『
左
傳
』
襄
公
三
十
一
年
「
逢
執
事
之
不
閒
、
而
未
得
見
」。

⑤
李
白
『
春
日
獨
酌
二
首
』
二
「
我
有
紫
霞
想
、
緬
懷
滄
洲
閒
、
且
對
一
壺
酒
、
澹
然
萬
事

閑
」。

⑥
張
籍
『
送
楊
尹
赴
滿
城
』「
公
事
况
閑
詩
更
好
、
將
隨
相
逐
上
山
行
」。

⑦
許
渾
『
贈
王
山
人
詩
』「
貰
酒
攜
琴
訪
我
頻
、
始
知
城
市
有
閒
人
」。

⑧
『
朱
子
語
類
』
陸
氏
「
子
靜
説
、
此
是
閑
議
論
。
某
曰
、
閑
議
論
不
可
議
論
、
合
議
論
則

不
可
不
議
論
」。

⑨
白
居
易
『
答
夢
得
秋
庭
獨
坐
見
贈
』「
應
是
天
敎
相
暖
熱
、
一
時
垂
老
與
閑
官
」。

⑩
『
後
漢
書
』
鄭
孔
荀
列
傳
第
六
十
「
及
退
閑
職
、
賓
客
日
盈
其
門
」。

⑪
『
晉
書
』
列
傳
第
三
十
七
郗
超
「
乃
遷
愔
都
督
徐
袞
靑
幽
揚
州
之
晉
陵
諸
軍
事
、
領
徐
袞

二
州
刺
史
、
假
節
。（
中
略
）
超
取
規
、
寸
寸
毀
裂
、
乃
作
牋
、
自
陳
老
病
、
甚
不
堪
人

閒
、
乞
閑
地
自
養
」。

⑫
許
渾
『
下
第
寓
居
崇
聖
寺
感
事
』「
東
門
有
閒
地
、
誰
種
邵
平
瓜
」。

⑬
『
三
國
志
』
呉
書
・
呉
主
五
子
傳
第
十
四
「
登
或
射
獵
、
當
由
徑
道
、
常
遠
避
良
田
、
不

踐
苗
稼
、
至
所
頓
息
、
又
擇
空
閑
之
地
、
其
不
欲
煩
民
如
此
」。

⑭
韓
愈
『
進
學
解
』「
動
而
得
謗
、
名
亦
隨
之
、
投
閑
置
散
、
乃
分
之
宜
」。

⑮
李
山
甫
『
方
干
隱
居
』「
問
人
遠
岫
千
重
意
、
對
客
閒
雲
一
片
情
」。

⑯
法
振
『
題
天
長
阮
少
府
湖
上
客
歸
』「
臥
對
閑
鷗
戲
、
談
經
稚
子
賢
」。

⑰
王
維
『
戲
贈
張
五
弟
諲
三
首
』
一
「
窗
外
鳥
聲
閑
、
階
前
虎
心
善
」。

⑱
曹
植
『
洛
神
賦
』（『
文
選
』
巻
十
九
）「
瓌
姿
豔
逸
、
儀
靜
體
閑
」。

⑲
孟
浩
然
『
遊
鳳
林
寺
西
嶺
』「
壺
酒
朋
情
洽
、
琴
歌
野
興
閒
」。

⑳
『
詩
經
』
周
南
・
關
雎
「
窈
窕
淑
女
、
君
子
好
逑
」、
集
傳
「
見
其
有
幽
閒
貞
靜
之
德
、

故
作
是
詩
」。

㉑
黄
庭
堅
『
子
瞻
繼
和
復
答
二
首
』
二
「
一
炷
煙
中
得
意
、
九
衢
塵
裏
偸
閑
」

㉒
程
明
道
『
春
日
偶
成
』「
時
人
不
識
予
心
樂
、
將
謂
偸
閑
學
少
年
」。

㉓
錢
起
『
歸
雁
』「
瀟
湘
可
事
等
閒
回
、
水
碧
沙
明
兩
岸
苔
」。

㉔
朱
熹
『
春
日
』「
等
閑
識
得
東
風
面
、
萬
紫
千
紅
總
是
春
」。

㉕
鍾
惺
『
章
章
甫
詩
序
』「
居
都
讀
書
作
詩
文
、
不
以
爲
玩
物
適
景
、
而
以
爲
消
閑
習
苦
之

助
」。

㉖
『
南
史
』
列
傳
第
二
十
五
顧
顗
之
「
顗
之
御
繁
以
約
、
縣
用
無
事
。
爲
山
陰
令
、
晝
日
垂

簾
、
門
階
閑
寂
」。

㉗
『
史
記
』
項
羽
本
紀
第
七
「
四
人
持
劍
盾
歩
走
、
從
酈
山
下
、
道
芷
陽
閒
行
」。

㉘
曹
植
『
七
啓
』（『
文
選
』
第
三
十
四
）「
雍
容
閑
歩
、
周
旋
馳
燿
」、
注
「
翰
曰
、
閑
、
緩

也
」。

㉙
『
史
記
』
劉
敬
叔
孫
通
列
傳
第
三
十
九
「
孝
惠
帝
爲
東
朝
長
樂
宮
、
及
閑
往
、
數
蹕
煩
人
、

迺
作
複
道
、
方
築
武
庫
南
」。

㉚
陸
龜
蒙
『
奉
和
襲
美
茶
具
十
詠
・
茶
人
』「
閑
來
北
山
下
、
似
與
東
風
期
」。

㉛
『
朱
子
語
類
』
訓
門
人
六
「
人
須
打
疊
了
心
下
閑
思
雜
慮
」。

㉜
姫
志
眞
『
妄
作
』「
閑
神
野
鬼
爭
呈
幻
、
走
骨
行
屍
自
作
魔
」。
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【
靜
】
は
「
し
づ
か
な
り
」
と
訓
ず
。
動
の
字
の
反
對
な
り
。
さ
れ
ば
「
靜
か
な
り
」
と
は
、
動

か
ぬ
こ
と
な
り
。「
し
づ
か
」
と
い
う
倭
語
を
以
て
解
せ
ば
誤
り
あ
る
べ
し
。
又
躁
の
字
の
反
對
に

も
な
る
な
り
。
そ
の
時
は
さ
わ
が
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。「
聲
の
容
は
靜
」
①
と
い
い
、「
人
と
な

り
沈
靜
」
②
と
い
い
、「
退
靜
」
③
と
い
え
る
類
、
皆
さ
わ
が
し
か
ら
ぬ
な
り
。
又
「
白
日
靜
」
④

と
い
い
、「
晩
色
靜
」
⑤
と
い
え
ば
、
景
氣
の
も
の
し
づ
か
な
る
な
り
。
俗
語
に
さ
び
し
き
こ
と
を

「
冷
靜
」
と
い
う
。
又
「
習
靜
」
⑥
と
い
う
は
、
靜
坐
坐
禪
な
ど
の
修
行
を
い
う
。
總
じ
て
靜
の

レ
ン
ヂ
ン

字
は
作
用
の
文
字
に
連
屬
せ
ず
。「
靜
言
」
と
い
う
字
な
ど
あ
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
靜
な
れ
ば
言
ひ

庸
ふ
れ
ば
違
ふ
」
⑦
と
あ
り
て
、「
靜
な
れ
ば
則
ち
能
く
言
ひ
、
用
ふ
れ
ば
則
ち
理
に
違
ふ
」
と
い

う
意
に
て
、
閒
に
「
則
」
の
字
を
入
れ
て
看
る
な
り
。
又
「
靜
觀
」
⑧
は
心
を
靜
か
に
し
て
み
る

な
り
、「
閑
看
」
⑨
は
な
に
の
用
も
な
き
に
、
な
ん
と
な
く
み
る
な
り
、「
徐
視
」
⑩
は
そ
ろ
そ
ろ

と
み
る
な
り
。

①
『
禮
記
』
玉
藻
「
足
容
重
、
手
容
恭
、
目
容
端
、
口
容
止
、
聲
容
靜
、
頭
容
直
」。

②
『
漢
書
』
霍
光
金
日
磾
傳
第
三
十
八
「
光
爲
人
沈
靜
詳
審
、
長
財
七
尺
三
寸
、
白
晳
、
疏

眉
目
、
美
須
」。

③
『
南
史
』
列
傳
第
六
十
一
伏
徵
「

性
儉
素
、
車
服
粗
惡
、
外
雖
退
靜
、
内
不
免
心
競
、

故
見
譏
於
時
」。

④
杜
甫
『
題
省
中
院
壁
』「
落
花
遊
絲
白
日
靜
、
鳴
鳩
乳
燕
靑
春
深
」。

⑤
杜
甫
『
夏
日
李
公
見
訪
』「
水
花
晩
色
靜
、
庶
足
充
淹
留
」。

⑥
何
遜
『
苦
熱
詩
』「
習
靜
閟
衣
巾
、
讀
書
煩
几
案
」。

⑦
『
書
經
』
堯
典
「
帝
曰
、
吁
、
靜
言
庸
違
、
象
恭
滔
天
」、
蔡
傳
「
靜
言
庸
違
者
、
靜
則

能
言
、
用
則
違
背
也
」。

⑧
王
維
『
酬
諸
公
見
過
』「
靜
觀
素
鮪
、
俯
映
白
沙
」。

⑨
王
建
『
雨
過
山
村
』「
婦
姑
相
喚
浴
蠶
去
、
閑
看
中
庭
梔
子
花
」。

⑩
『
六
韜
』
文
韜
「
故
人
主
之
道
、
如
龍
之
首
、
高
居
而
遠
望
、
徐
視
而
審
聽
」。

【
靖
】
は
安
靜
な
り
。
靜
の
字
に
安
の
字
の
意
を
添
え
て
見
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
元
來
立
に
從
う

字
に
て
、
そ
の
位
に
安
ん
じ
立
つ
こ
こ
ろ
な
る
ゆ
え
、
詩
經
に
「
爾
の
位
を
靖
（
其
）〔
共
〕
す
」

①
と
い
い
、
説
命
に
「
自
ら
靖
ん
じ
、
自
ら
先
王
に
獻
ぜ
ん
」
②
と
い
え
り
。
さ
れ
ど
も
音
同
じ

く
義
近
き
ゆ
え
、
靜
の
字
と
通
用
す
る
こ
と
も
あ
り
。
漢
書
蕭
何
が
傳
に
「
其
の
淸
靖
を
載
せ
、

の

民
以
て
寧
一
な
り
」
③
と
い
う
を
、「
淸
靜
」
に
も
作
る
。
史
記
の
何
れ
の
世
家
や
ら
ん
、「
靜
公
」

と
い
え
る
は
靖
公
な
り
④
。
諡
法
に
「
靜
」
な
し
⑤
。
又
「
愼
靚
王
」
は
愼
靖
王
な
り
⑥
。
賈
生

が
文
に
「
澹
乎
と
し
て
深
淵
の
靚
の
若
し
」
⑦
と
い
え
る
は
、
靜
と
靚
と
通
ぜ
り
。
古
書
皆
か
く

の
ご
と
し
。
又
「
亂
を
靖
ん
ず
」
⑧
「
難
を
靖
ん
ず
」
⑨
な
ど
、
皆
靖
の
字
を
用
い
て
、
靜
の
字

は
ま
れ
な
り
。
こ
の
よ
う
な
る
こ
と
は
熟
字
を
考
え
る
べ
し
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
谷
風
之
什
・
小
明
「
靖
共
爾
位
、
正
直
是
與
」。

②
『
書
經
』
微
子
「
自
靖
、
人
自
獻
于
先
王
、
我
不
顧
行
遯
」。

③
『
漢
書
』
蕭
何
曹
參
傳
第
九
「
蕭
何
爲
法
、
講
若
畫
一
、
曹
參
代
之
、
守
而
勿
失
、
載
其

淸
靖
、
民
以
寧
壹
」。

④
『
史
記
』
晉
世
家
第
九
「
十
七
年
、
孝
公
卒
、
子
靜
公
倶
酒
立
」。

⑤
『
獨
斷
』
巻
下
「
帝
諡
、
…
…
柔
德
好
衆
曰
靖
」。

⑥
『
史
記
』
周
本
紀
第
四
「
四
十
八
年
、
顯
王
崩
、
子
愼
靚
王
定
立
。
愼
靚
王
立
六
年
、
崩
」。

⑦
賈
誼
『
鵩
鳥
賦
』（『
文
選
』
巻
十
三
）「
澹
乎
若
深
泉
之
靜
、
泛
乎
若
不
繫
之
舟
」。

⑧
『
左
傳
』
僖
公
九
年
「
齊
侯
不
務
德
、
而
勤
遠
略
、
…
…
君
務
靖
亂
、
無
勤
于
行
」。

⑨
『
後
漢
書
』
鄭
孔
荀
列
傳
第
六
十
「
融
負
其
高
氣
、
志
在
靖
難
、
而
才
疎
意
廣
、
迄
無
成

功
」。

【
恬
】
は
驚
の
字
の
反
對
な
り
。「
風
恬
」
①
は
「
風
驚
」
と
對
し
、「
波
恬
」
②
は
「
波
驚
」
と

對
す
。「
風
驚
か
ず
」「
波
驚
か
ず
」
と
做
し
て
み
る
べ
し
。
皆
風
波
の
息
い
て
、
心
の
き
よ
き
よ

な

い
こ

と
せ
ぬ
意
な
り
。「
恬
淡
虚
無
」
③
な
ど
も
、
心
に
念
慮
の
驚
動
せ
ぬ
こ
と
な
り
。「
恬
と
し
て
之

を
省
せ
ず
」
④
「
恬
然
た
り
」
⑤
な
ど
い
う
も
、
珍
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
に
思
い
驚
か
ず
、
動
轉
せ

ぬ
な
り
。
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①
宋
之
問
『
洞
庭
湖
』「
風
恬
魚
自
躍
、
雲
夕
雁
相
呼
」。

②
『
金
樓
子
』
興
王
篇
一
「
行
途
未
遠
、
便
波
恬
風
息
」。

③
『
莊
子
』
胠
篋
「
而
悦
夫
役
役
之
佞
、
釋
夫
恬
淡
無
爲
、
而
悦
夫
啍
啍
之
意
、
啍
啍
已
亂

天
下
矣
」。

④
楊
榮
『
送
浙
江
按
察
副
使
江
至
堅
赴
任
序
』「
以
察
察
爲
明
、
苛
刻
爲
務
、
民
受
其
弊
、

恬
不
之
省
、
斯
皆
何
足
取
哉
」。

⑤
『
荀
子
』
彊
國
「
觀
其
朝
廷
、
其
閒
聽
决
百
事
不
留
、
恬
然
如
無
治
者
、
古
之
朝
也
」。

【
寂
】【
寞
】【
寥
】【
闃
】
の
四
字
、
大
形
同
意
な
り
。
靜
の
字
の
下
に
い
え
る
「
晩
色
靜
」「
白

日
靜
」
な
ど
い
え
る
靜
の
字
の
意
に
て
、
物
し
づ
か
な
る
こ
と
を
い
い
、
さ
び
し
く
物
音
の
な
き

こ
と
に
多
く
は
用
い
る
。
そ
の
内
、「
寞
」
の
字
、「
寥
」
の
字
は
多
く
は
謰
語
に
て
、「
寂
寞
」
①

「
寂
寥
」
②
と
用
い
る
。
單
用
す
る
と
き
も
、
皆
形
容
字
に
て
、「
寞
と
し
て
」「
寞
た
り
」「
寥
と

し
て
」「
寥
た
り
」
な
ど
と
用
い
る
。
又
は
下
に
乎
の
字
、
然
の
字
、
如
の
字
な
ど
を
付
け
る
な
り
。

「
寂
」
は
喧
の
字
の
反
對
に
て
、
物
音
な
く
ひ
そ
と
し
た
る
こ
と
よ
り
取
り
用
い
て
、
靜
の
極
み

を
い
う
な
り
。
故
に
「
寂
然
不
動
」
③
な
ど
と
い
え
り
。
靜
の
字
よ
り
義
狹
し
。「
寞
」
は
漠
と
同

字
な
り
、
は
て
し
も
な
き
意
あ
り
。「
沙
漠
」
④
「
大
漠
」
⑤
、
又
「
沙
幕
」
⑥
「
大
幕
」
⑦
に
も

作
る
。
匈
奴
國
の
地
は
沙
は
ら
に
て
、
渺
渺
と
し
た
る
を
い
う
。「
渺
漠
」
⑧
も
遠
く
し
て
は
て
し

す
な

も
な
き
な
り
。「
幽
漠
」
⑨
「
冥
漠
」
⑩
は
幽
冥
鬼
神
の
こ
と
な
ど
に
用
い
る
。「
幽
冥
」
⑪
は
目

に
見
え
ぬ
こ
と
に
て
、
目
に
も
見
え
ず
、
そ
こ
と
も
し
れ
ぬ
意
な
り
。「
雲
漠
漠
」
⑫
「
雪
漠
漠
」

⑬
、
皆
ど
こ
が
き
わ
と
知
ら
れ
ず
、
は
て
し
も
な
き
義
な
り
。「
冲
漠
」
⑭
は
、「
冲
」
は
虚
な
り
、

空
虚
に
て
そ
こ
と
も
し
れ
ぬ
こ
と
な
り
。「
寥
」
に
は
虚
濶
の
義
あ
り
、「
闃
」
は
全
く
寂
の
字
の

義
な
り
。
そ
の
内
に
「
闃
」
は
專
音
な
き
こ
と
を
い
い
、「
寂
」
は
義
廣
し
。
畢
竟
は
四
字
大
槩
相

似
た
り
。
大
抵
こ
の
よ
う
な
る
形
容
字
は
、
倭
語
に
譯
し
が
た
し
。
倭
語
に
も
「
り
ん
と
し
て
」「
し

や
ん
と
し
て
」
な
ど
い
う
よ
う
な
る
形
容
の
語
、
亦
漢
語
に
寄
し
が
た
き
が
ご
と
し
。

①
『
楚
辭
』
遠
遊
「
山
蕭
條
而
無
獸
兮
、
野
寂
寞
其
無
人
」。

『
漢
書
』
揚
雄
傳
第
五
十
七
下
「
然
京
師
爲
之
語
曰
、
惟
寂
寞
、
自
投
閣
、
爰
淸
靜
、
作

符
命
」。

②
『
楚
辭
』
九
辯
「
寂
寥
兮
收
潦
而
水
淸
」。

③
『
易
經
』
繫
辭
傳
上
「
易
、
无
思
也
、
无
爲
也
、
寂
然
不
動
、
感
而
遂
通
、
天
下
之
故
」。

④
『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
列
傳
第
八
十
「
若
亡
畔
爲
大
人
所
捕
者
、
邑
落
不
得
受
之
、
皆
徙

逐
於
雍
狂
之
地
、
沙
漠
之
中
」。

⑤
『
後
漢
書
』
竇
融
列
傳
第
十
三
「
遂
陵
高
闕
、
下
鷄
鹿
、
經
磧
鹵
、
絶
大
漠
、
斬
溫
禺
以

釁
鼓
、
血
尸
逐
以
染
鍔
」。

⑥
『
漢
書
』
傅
常
鄭
甘
陳
殷
傳
第
四
十
「
近
漢
有
郅
都
、
魏
尚
、
匈
奴
不
敢
南
鄕
沙
幕
」。

⑦
『
漢
書
』
衞
靑
霍
去
病
傳
第
二
十
五
「
先
是
、
比
年
遣
大
將
軍
衞
靑
、
霍
去
病
攻
祁
連
、

絶
大
幕
、
窮
追
單
于
、
斬
首
十
餘
萬
級
」。

⑧
葛
洪
『
關
尹
子
序
』「
茫
茫
乎
若
履
横
杖
而
浮
乎
大
海
之
渺
漠
」。

⑨
孫
綽
『
大
平
山
銘
』「
肅
形
枯
林
、
映
心
幽
漠
」。

⑩
顔
延
之
『
拜
陵
廟
作
』（『
文
選
』
巻
二
十
三
）「
衣
冠
終
冥
漠
、
陵
邑
轉
葱
靑
」。

⑪
張
衡
『
思
玄
賦
』（『
文
選
』
巻
十
五
）「
親
所
睼
而
弗
識
兮
、
矧
幽
冥
之
可
信
」。

⑫
長
卿
『
硤
遇
雨
、
宴
前
主
簿
從
兄
子
英
宅
』「
硤
石
雲
漠
漠
、
東
風
吹
雨
來
」。

⑬
白
居
易
『
落
花
』「
桃
飄
火
焰
焰
、
梨
墮
雪
漠
漠
」。

⑭
張
協
『
七
命
』（『
文
選
』
巻
三
十
五
）「
沖
漠
公
子
含
華
隱
曜
」。

【
舒
】【
徐
】
の
二
字
、「
徐
」
は
「
お
も
む
ろ
な
り
」
と
い
う
訓
、
的
當
な
り
。
言
行
動
作
す
る

上
の
し
づ
か
な
る
こ
と
な
り
。「
舒
」
に
は
の
べ
る
意
あ
り
。「
舒
」
は
迫
の
字
の
反
對
に
て
、
の

び
や
か
な
る
意
あ
り
、「
徐
」
は
疾
の
字
の
反
對
に
て
、
ゆ
る
や
か
な
る
意
あ
り
。「
徐
」
は
「
徐

し
づ
か

に
言
ふ
」「
徐
に
視
」「
徐
に
聽
く
」「
徐
に
し
て
之
を
察
す
」「
徐
歩
」
な
ど
と
多
く
用
い
る
字

い

し
づ
か

み

し
づ
か

き

な
り
。「
言
徐
な
り
」「

行

徐
」
な
ど
と
も
用
い
る
。
大
學
に
「
之
を
用
い
る
こ
と
舒
か
な
り
」

こ
と
し
づ
か

ゆ
く
こ
と
し
づ
か

し
づ

①
と
い
え
る
は
、
財
を
用
い
る
上
に
て
、
あ
と
か
ら
逐
わ
れ
る
よ
う
に
な
く
、
ゆ
う
の
あ
る
こ
と

な
り
。
畢
竟
の
べ
る
の
義
多
し
。
あ
ひ
る
を
「
舒
鳬
」
と
い
う
②
。
徐
歩
す
る
も
の
な
る
ゆ
え
な

り
。
こ
れ
ら
は
徐
の
字
の
意
に
通
じ
る
な
り
。
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①
『
禮
記
』
大
學
「
生
之
者
衆
、
食
之
者
寡
、
爲
之
者
疾
、
用
之
者
舒
、
則
財
恒
足
矣
」。

②
『
爾
雅
』
釋
鳥
「
舒
鳬
、
鶩
」。

【
謐
】
寧
靜
の
義
な
り
。
無
聲
こ
こ
ろ
を
兼
ね
る
。「
國
家
靜
謐
」
の
類
、
安
靜
に
て
や
か
ま
し
き

取
り
沙
汰
も
な
き
意
な
り
。

２
〇
し
げ
る

繁

蕃

茂

稠

滋

(

一
、
廿
八
号
表
）

【
繁
】
簡
の
反
對
な
り
。
多
く
し
て
文
采
の
入
り
雜
え
た
る
意
あ
り
。
故
に
「
繁
雜
」
①
は
事
多

ま
じ

く
て
、
ま
ぎ
ら
わ
し
き
意
あ
り
。「
繁
を
厭
ふ
」
②
「
其
の
繁
に
勝
へ
ず
」
③
、
皆
こ
の
意
な
り
。

い
と

「
禮
數
繁
」
④
「
文
辭
繁
」
⑤
「
花
木
繁
」
⑥
「
魚
鳥
繁
」
⑦
「
星
繁
」
⑧
「
雨
繁
」
⑨
「
翠
繁
」

⑩
「
春
色
繁
」
⑪
「
繁
麗
」
⑫
「
繁
縟
」
⑬
な
ど
、
皆
文
采
の
意
あ
り
。
書
經
の
「
寔
に
繁
く
し

て
徒
有
り
」
⑭
、
詩
經
の
「
旣
に

庶

に
し
て
且
つ
繁
あ
り
」
⑮
な
ど
は
、
文
采
な
け
れ
ど
も
、

も
ろ
も
ろ

繁
雜
の
義
に
目
ま
ぎ
ら
わ
し
き
意
あ
る
ゆ
え
、
極
め
て
多
き
意
に
用
い
た
り
。

①
『
隋
書
』
列
傳
第
十
四
牛
弘
「
性
寬
厚
、
篤
志
於
學
、
雖
職
務
繁
雜
、
書
不
釋
手
」。

②
『
綱
目
分
注
拾
遺
』
綱
目
分
註
拾
遺
原
序
「
又
廣
雜
收
紀
傳
、
或
惡
密
而
喜
疎
、
具
述
説

詞
、
或
厭
繁
而
就
簡
、
或
志
成
敗
而
不
原
其
繇
來
」。

③
『
新
唐
書
』
志
第
四
十
七
藝
文
一
「
其
後
傳
注
箋
解
義
疏
之
流
、
轉
相
講
述
、
而
聖
道
粗

明
。
然
其
爲
説
、
固
已
不
勝
其
繁
矣
」。

④
『
韓
非
子
』
解
老
第
二
十
「
由
是
觀
之
、
禮
繁
者
實
心
衰
也
」。

⑤
『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
第
三
十
二
「
夫
文
繁
者
質
荒
、
木
勝
者
人
亡
」。

⑥
韋
應
物
『
始
夏
南
園
思
舊
里
』「
夏
首
雲
物
變
、
雨
餘
草
木
繁
」。

⑦
杜
甫
『
暮
春
陪
李
尚
書
、
李
中
丞
過
鄭
監
湖
亭
泛
舟
、
得
過
字
韻
』「
春
日
繁
魚
鳥
、
江

天
足
芰
荷
」。

⑧
左
思
『
蜀
都
賦
』（『
文
選
』
巻
四
）「
賄
貨
山
積
、
纖
麗
星
繁
」。

⑨
杜
甫
『
秦
州
雜
詩
二
十
首
』
十
「
雲
氣
接
崑
崙
、
涔
涔
塞
雨
繁
」

⑩
王
維
『
寓
言
二
首
』
一
「
曲
陌
車
騎
盛
、
高
堂
珠
翠
繁
」。

⑪
徐
溥
『
紅
梅
花
』「
玉
壺
新
賜
金
莖
露
、
醉
愛
一
庭
春
色
繁
」。

⑫
『
唐
書
』
列
傳
第
四
十
一
韋
嗣
立
「
伏
見
營
立
寺
觀
、
累
年
不
絶
、
鴻
侈
繁
麗
、
務
相
務

勝
、
大
抵
費
常
千
萬
以
上
」。

⑬
馬
融
『
長
笛
賦
』（『
文
選
』
巻
十
八
）「
繁
縟
駱
驛
、
范
蔡
之
説
也
」。

⑭
『
書
經
』
仲
虺
之
誥
「
簡
賢
附
勢
、
寔
繁
有
徒
」。

⑮
『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
公
劉
「
旣
庶
旣
繁
、
旣
順
廼
宣
、
而
無
永
嘆
」。

【
蕃
】
艸
の
し
げ
り
盛
ん
な
る
な
り
①
。
ふ
え
る
意
あ
り
、
多
き
意
あ
り
。「
蕃
殖
」
②
は
、
も
の

の
ふ
え
て
澤
山
に
な
る
こ
と
な
り
。「
其
の
後
必
ず
蕃
る
」
③
は
、
子
孫
の
繁
昌
す
る
こ
と
な
り
。

さ
れ
ど
も
繁
の
字
と
音
同
じ
き
ゆ
え
、「
繁
蕪
」「
蕃
蕪
」
④
「
繁
庶
」「
蕃
庶
」
⑤
な
ど
通
用
す
。

文
采
の
雜
わ
る
意
の
處
へ
は
用
い
ず
。

①
『
説
文
解
字
』「
蕃
、
艸
茂
也
」。

②
『
國
語
』
周
語
上
「
財
用
蕃
殖
、
于
是
乎
始
、
敦
龐
純
固
、
於
是
乎
成
」。

③
『
左
傳
』
宣
公
三
年
「
今
公
子
蘭
、
姞
甥
也
、
天
或
啓
之
、
必
將
爲
君
、
其
後
必
蕃
」。

④
『
後
漢
書
』
班
彪
列
傳
第
三
十
下
「
百
穀
蓁
蓁
、
庶
卉
蕃
蕪
」。

⑤
『
國
語
』
周
語
上
「
民
之
蕃
庶
、
於
是
乎
生
、
事
之
供
給
、
於
是
乎
在
」。

【
茂
】
艸
の
し
げ
る
な
り
①
。
多
き
意
な
し
、
盛
ん
な
る
意
な
り
。
故
に
「
蕃
」
は
衆
艸
の
上
に

て
い
い
、「
茂
」
は
一
艸
一
木
の
上
に
て
い
う
。「
蕃
」
は
艸
に
限
り
、「
茂
」
は
木
に
通
ず
。
盛
ん

な
る
意
あ
る
ゆ
え
、
才
德
の
上
に
も
用
い
る
。
左
傳
に
「
茂
哉
茂
哉
」
②
は
、
懋
の
字
と
通
じ
て

別
義
な
り
。

①
『
説
文
解
字
』「
茂
、
艸
豐
盛
」。

②
『
正
字
通
』
申
集
上
「
左
傳
、
茂
哉
茂
哉
、
與
懋
同
」。

『
春
秋
繁
露
』
同
類
相
動
「
尚
書
大
傳
言
、
周
將
同
之
時
、
有
大
赤
馬
銜
之
種
、
而
集
王
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屋
之
上
者
、
武
王
喜
、
諸
大
夫
皆
喜
。
周
公
曰
、
茂
哉
茂
哉
、
天
之
見
此
以
勸
之
也
」。

『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
第
二
十
六
「
詩
曰
、
夙
夜
匪
解
、
書
云
、
茂
哉
茂
哉
、
皆
彊
勉
之
謂

也
」。

【
稠
】
し
げ
る
に
密
の
意
あ
り
。
艸
と
艸
と
の
閒
の
つ
き
合
い
て
、
厚
く
生
じ
し
げ
る
な
り
。
稀

の
反
對
な
り
。「
稀
」
は
閒
の
ま
ば
ら
な
る
こ
と
な
り
。「
稠
人
叢
」
①
と
い
う
は
、
人
ご
み
の
こ

と
な
り
。
又
一
義
、
俗
語
に
、
粥
や
糊
や
、
或
い
は
痰
唾
な
ど
の
ご
と
き
を
「
稠
」
と
い
う
。「
稠

粘
」
②
は
こ
く
ね
ば
き
な
り
。
こ
れ
も
稀
の
字
と
對
す
。「
稀
」
は
う
す
き
な
り
、
色
味
の
う
す
き

は
「
淡
」
な
り
、
色
味
の
こ
き
は
「
濃
」
な
り
、
紙
な
ど
の
う
す
き
は
「
薄
」
な
り
。

①
『
太
平
廣
記
』
虎
八
・
王
行
言
「
時
自
於
道
左
而
出
、
於
稠
人
叢
中
捉
行
言
而
去
」。

②
『
太
平
惠
民
和
劑
局
方
』
巻
二
治
傷
寒
「
肢
體
半
疼
、
胸
膈
滿
悶
、
痰
涎
喘
滿
、
涕
唾
稠

粘
」。

【
滋
】
蕃
と
似
た
り
。「
蕃
」
は
數
の
ふ
え
る
意
あ
り
、「
滋
」
は
ひ
ろ
が
る
意
あ
り
、
水
の
物
を

浸
し
て
潤
い
の
ひ
ろ
が
る
意
よ
り
用
い
た
る
な
り
。「
滋
蔓
」
①
な
ど
、
是
れ
な
り
。
又
孳
の
字
と

音
同
じ
、
通
用
す
る
な
り
。「
孳
」
は
畜
類
の
子
を
う
み
て
ふ
え
る
こ
と
な
り
。
又
「
滋
潤
」
②
と

連
用
し
て
、
う
る
お
い
の
こ
と
に
用
い
る
。「
潤
滋
」
③
「
滋
を
含
む
」
④
「
雨
を
帶
び
て
滋
ふ
」

⑤
「
煙
を
帶
び
て
滋
ふ
」
⑥
「
帝
澤
〔
渥
〕
滋
」
⑦
な
ど
、
是
れ
な
り
。「
丹
滋
」
⑧
「
綠
滋
」
⑨

「
碧
滋
」
⑩
「
紅
滋
」
⑪
「
苔
滋
」
⑫
「
景
物
滋
」
⑬
な
ど
は
、「
し
げ
る
」
と
「
潤
ふ
」
と
、
兩

意
を
含
め
り
。
又
「
滋
味
」
⑭
と
い
う
と
き
は
、
味
の
こ
き
な
り
。
一
字
に
て
味
に
な
る
こ
と
あ

り
。

①
『
後
漢
書
』
楊
震
列
傳
第
四
十
四
「
張
角
等
遭
赦
不
悔
、
而
稍
益
滋
蔓
」。

②
『
論
衡
』
是
應
「
土
地
滋
潤
、
流
濕
萬
物
、
洽
沾
濡
薄
」。

③
朱
熹
『
次
韻
劉
彦
采
觀
雲
之
句
』「
萬
點
隨
飄
零
、
百
嘉
潛
潤
滋
」。

④
『
宋
書
』
志
第
十
九
符
瑞
下
「
甘
露
春
凝
、
禎
穟
秋
秀
。
含
滋
匪
烈
、
嗣
歳
仍
富
」。

⑤
陸
深
『
忻
州
試
院
雨
中
閲
卷
』「
江
南
五
月
黄
梅
雨
、
帶
雨
滋
花
向
晉
陽
」。

⑥
未
詳
。『
佩
文
韻
府
』
巻
四
下
滋
の
項
の
「
摘
句
」
に
「
周
原
穗
吐
帶
烟
滋
」
の
句
を
引

く
。

⑦
蘇
頲
『
奉
和
聖
製
送
張
説
上
集
賢
學
士
賜
宴
得
茲
字
』「
下
濟
天
光
近
、
中
來
帝
渥
滋
」。

⑧
楊
素
『
贈
薛
播
州
十
三
』「
山
河
散
瓊
蘂
、
庭
樹
下
丹
滋
」。

⑨
張
協
『
雜
詩
』
三
（『
文
選
』
二
十
九
）「
寒
花
發
黄
采
、
秋
草
含
綠
滋
」。

⑩
江
淹
『
效
華
離
情
』（『
文
選
』
巻
三
十
一
）「
庭
樹
發
紅
彩
、
閨
草
含
碧
滋
」。

⑪
李
白
『
書
情
寄
從
弟
邠
州
長
史
昭
』「
懷
君
芳
歳
歇
、
庭
樹
落
紅
滋
」。

⑫
劉
言
史
『
題
十
三
弟
竹
園
』「
繞
屋
扶
疏
聳
翠
莖
、
苔
滋
粉
漾
有
幽
情
」。

⑬
杜
審
言
『
望
春
亭
侍
遊
應
詔
』「
萬
壽
禎
祥
獻
、
三
春
景
物
滋
」。

⑭
『
禮
記
』
月
令
「
薄
滋
味
、
毋
致
和
」。

３
〇
し
ば
ら
く

蹔

少

須
臾

頃
刻

俄
頃

少
之

頃
之

姑

且

(

二
、
四
十
三
号
表
）

【
蹔
】「
し
ば
ら
く
」
と
よ
む
。
久
の
反
對
な
り
。

【
少
】「
少
時
」
①
に
て
、「
し
ば
ら
く
」
な
り
。
處
に
よ
り
て
「
少
」
の
一
字
に
て
も
「
し
ば
ら

く
」
な
り
。
そ
れ
は
や
は
り
「
す
こ
し
」
と
い
う
語
な
り
。
和
語
に
て
も
、「
す
こ
し
」
と
い
い
て
、

し
ば
ら
く
の
意
に
な
る
こ
と
あ
り
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
り
。
少
の
字
に
し
ば
ら
く
の
義
な
し
。

故
に
下
に
何
ぞ
字
を
つ
け
た
る
時
な
ら
で
は
、
し
ば
ら
く
に
は
用
い
ず
。

な
に

①
『
資
治
通
鑑
』
晉
紀
三
十
二
「
安
帝
、
隆
安
二
年
、
…
…
大
人
親
非
骨
肉
、
義
非
君
臣
、

雖
共
事
少
時
、
意
好
不
協
、
今
日
討
之
、
於
情
義
何
有
」、
胡
注
「
少
時
、
言
不
多
時
也
」。

【
須
臾
】
片
時
の
閒
な
り
。
蹔
と
異
な
り
、「
蹔
」
は
廣
き
字
な
り
。
五
日
十
日
も
蹔
な
り
、
一
月

二
月
も
蹔
な
り
、
一
日
二
日
も
蹔
な
り
。「
須
臾
」
①
は
片
時
の
閒
な
り
。

①
『
禮
記
』
中
庸
「
道
也
者
、
不
可
須
臾
離
也
、
可
離
非
道
也
」。
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【
頃
刻
①
】
こ
れ
も
「
須
臾
」
と
同
じ
な
り
。

①
『
三
國
志
』
呉
書
・
諸
葛
滕
二
孫
濮
陽
傳
第
十
九
「
嚴
畢
趨
出
、
犬
銜
引
其
衣
。
恪
曰
、

犬
不
欲
我
行
乎
。
還
坐
、
頃
刻
乃
復
起
、
犬
又
銜
其
衣
、
恪
令
從
者
逐
犬
、
遂
升
車
」。

【
俄
頃
①
】
こ
れ
も
片
時
の
閒
に
て
、
忽
の
意
あ
り
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
十
三
王
戎
「
籍
毎
適
渾
、
俄
頃
輒
去
、
過
視
戎
、
良
久
然
後
出
」。

【
少
之
①
】【
頃
之
②
】「
し
ば
ら
く
あ
つ
て
」
と
よ
む
。
句
頭
に
置
く
語
な
り
。

①
『
金
史
』
列
傳
第
五
十
完
顏
合
達
傳
「
北
騎
退
走
、
追
奔
之
際
、
忽
大
霧
四
塞
、
兩
省
命

收
軍
。
少
之
、
霧
散
乃
前
」。

②
『
資
治
通
鑑
』
周
紀
四
「
赧
王
中
三
十
六
年
、
頃
之
、
昭
王
薨
、
惠
王
立
」、
胡
注
「
頃

之
、
言
無
幾
何
時
」。

【
姑
】【
且
】
二
字
と
も
、
ま
あ
當
分
と
い
う
ほ
ど
の
語
な
り
。
詞
字
な
り
。
下
に
お
か
れ
ず
。

こ
と
ば

じ

４
〇
し
ば
し
ば

數

屢

(

二
、
四
十
三
号
裏
）

【
數
】「
し
ば
し
ば
」
と
よ
む
。「
せ
つ
せ
つ
」「
さ
い
さ
い
」
と
譯
す
。
疏
の
反
對
な
り
。
又
速
の

字
と
通
用
し
て
用
い
た
る
こ
と
も
あ
り
。

【
屢
】
數
の
字
と
同
意
な
れ
ど
も
、
詞
字
な
り
。「

屢

來
る
」「

屢

問
ふ
」
な
ど
と
上
に
置

こ
と
ば

じ

し
ば
し
ば

し
ば
し
ば

く
な
り
。「
其
の
屢
な
る
こ
と
を
知
る
」
な
ど
と
使
う
こ
と
は
な
き
な
り
、
數
の
字
は
「
其
の
數
な

る
こ
と
を
知
る
」
な
ど
と
下
に
使
わ
れ
る
な
り
。
又
「
屢
屢
た
り
」
と
使
い
て
は
、
下
に
も
つ
か

わ
れ
る
な
り
。

５
〇
し
き
り

頻

荐

切

(

二
、
四
十
四
号
表
）

【
頻
】
數
の
字
の
意
と
同
じ
。
但
し
つ
づ
き
て
せ
つ
な
る
意
な
り
。
せ
わ
し
な
し
と
い
う
ほ
ど
の

語
な
り
。
故
に
詩
經
に
「
國
歩
斯
に
頻
し
」
①
と
い
う
こ
と
あ
り
、
國
家
の
あ
ゆ
み
な
り
の
せ
わ

こ
こ

し
き
な
り
。
さ
れ
ど
も
大
抵
數
の
字
と
同
意
に
用
い
る
な
り
。
平
語
に
「
し
き
り
」
と
い
う
は
、

そ
ぞ
ろ
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
り
、
字
義
に
叶
わ
ず
。

①
『
詩
經
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
桑
柔
「
於
乎
有
哀
、
國
歩
斯
頻
」

【
荐
】
頻
の
字
と
同
じ
。
い
や
が
う
え
に
か
さ
な
り
つ
づ
く
意
あ
り
。

【
切
】
頻
の
字
と
大
い
に
殊
な
り
。「
親
切
」
①
「
確
切
」
②
「
的
切
」
③
、
皆
道
理
に
し
つ
か
り

と
し
て
、
う
わ
つ
か
ぬ
こ
と
な
り
。「
剴
切
」
④
「
迫
切
」
⑤
「
急
切
」
⑥
「
激
切
」
⑦
「
勁
切
」

⑧
な
ど
連
用
す
。
皆
言
語
の
し
か
と
徹
し
た
る
こ
と
な
り
。
こ
の
時
、
泛
の
反
對
な
り
。「
泛
」
は

水
に
う
か
び
た
ぶ
つ
く
［
水
が
あ
ふ
れ
そ
う
に
な
っ
て
ゆ
れ
動
く
］
こ
と
な
る
ゆ
え
、
し
つ
か
り

と
せ
ぬ
こ
と
に
用
い
る
な
り
。「
切
要
」
⑨
と
は
「
緊
要
」
と
同
意
な
り
。
事
の
上
に
も
用
い
る
。

「
切
に
思
ふ
」「
切
に
欲
す
」
な
ど
、
和
語
の
「
し
き
り
に
」
と
い
う
と
近
し
。
又
「
凄
切
」
⑩
「
勁

切
」
⑪
「
緊
切
」
⑫
な
ど
は
、
風
の
寒
く
て
身
に
し
み
る
意
な
り
。
醫
家
の
「
望
聞
問
切
」
⑬
は
、

脉
を
と
る
こ
と
を
「
切
す
」
と
い
う
。「
按
切
」
と
連
用
し
て
、
指
に
て
按
じ
て
み
る
こ
と
な
り
。

又
文
字
を
か
え
す
こ
と
を
「
切
」
と
い
う
。
又
「
一
切
」
⑭
と
い
う
詞
、
も
の
の
長
短
參
差
に
か

さ
ん

し

ま
わ
ず
、
ひ
と
つ
か
み
に
し
て
寸
斗
切
り
た
る
意
に
て
、
總
じ
て
何
の
せ
ん
ぎ
な
く
、
お
し
ま
く

り
な
る
こ
と
を
い
う
。

①
『
北
史
』
列
傳
第
四
十
齊
宗
室
諸
王
下
・
蘭
陵
武
王
長
恭
「
芒
山
之
捷
、
後
主
謂
長
恭
曰
、

入
陣
太
深
、
失
利
悔
無
所
及
。
對
曰
、
家
事
親
切
、
不
覺
遂
然
」。

②
『
文
心
雕
龍
』
銘
箴
「
箴
全
禦
過
、
故
文
資
確
切
」。
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③
司
馬
光
『
龐
相
國
淸
風
集
略
後
序
』「
至
於
用
事
精
當
、
偶
對
的
切
、
雖
古
人
能
者
殆
無

以
過
」。

④
『
新
唐
書
』
列
傳
第
二
十
二
魏
徵
「
凡
二
百
餘
奏
、
無
不
剴
切
當
帝
心
者
」。

⑤
『
漢
書
』
文
三
王
傳
第
十
七
「
疑
有
所
迫
切
、
過
誤
失
言
、
文
吏
躡
尋
、
不
得
轉
移
」。

⑥
『
後
漢
書
』
崔
駰
列
傳
第
四
十
二
「
不
彊
人
以
不
能
、
背
急
切
而
慕
所
聞
也
」。

⑦
『
漢
書
』
賈
鄒
枚
路
列
傳
第
二
十
一
「
其
言
多
激
切
、
善
指
事
意
、
然
終
不
加
罰
、
所
以

廣
諫
爭
之
路
也
」。

⑧
『
新
唐
書
』
列
傳
第
五
十
七
柳
冕
「
久
之
、
以
論
議
勁
切
、
執
政
不
善
、
出
爲
婺
州
刺
史
」。

⑨
『
晉
書
』
列
傳
第
十
六
劉
頌
「
雖
文
慚
華
婉
、
而
理
歸
切
要
」。

⑩
孟
郊
『
古
別
曲
』「
荒
郊
煙
莽
蒼
、
曠
野
心
淒
切
」。

⑪
『
魏
書
』
高
祖
紀
第
七
下
「
寒
氣
勁
切
、
杖
捶
難
任
」。

⑫
『
水
滸
傳
』
第
十
一
回
「
林
冲
踏
著
雪
只
顧
走
、
看
看
天
色
冷
得
緊
切
、
漸
漸
晩
了
」。

⑬
東
洋
医
学
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
診
療
方
法
を
い
う
。
望
診
、
聞
診
、
問
診
、
切
診

を
い
う
。「
望
診
」
は
目
で
見
て
診
察
す
る
こ
と
、「
聞
診
」
は
耳
で
聞
い
て
診
察
す
る
こ

と
、「
問
診
」
は
患
者
に
こ
と
ば
で
た
ず
ね
る
こ
と
、「
切
診
」
指
で
さ
す
っ
て
診
察
す
る

こ
と
。『
難
經
』
に
「
六
十
一
難
曰
、
經
言
望
而
知
之
、
謂
之
神
、
聞
而
知
之
、
謂
之
聖
、

問
而
知
之
、
謂
之
工
、
切
脈
而
知
之
、
謂
之
巧
、
何
謂
也
」
と
い
い
、
そ
れ
に
続
け
て
各

診
療
法
を
解
説
す
る
。

⑭
『
史
記
』
李
斯
列
傳
第
二
十
七
「
諸
侯
人
來
事
秦
者
、
大
抵
爲
其
主
游
閒
於
秦
耳
、
請
一

切
逐
客
」、
注
「
索
隱
曰
、
一
切
猶
一
例
、
言
盡
逐
之
也
」。

６
〇
し
た
が
ふ

順

從

隨

循

率

遵

徇

沿

遜

服

尾

(

二
、
六
十
二
号
表
）

【
順
】「
さ
か
は
ず
」。
逆
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
逆
の
反
對
な
り
。「
柔
順
」
①
「
和
順
」
②
「
孝
順
」

③
「
遜
順
」
④
な
ど
と
連
用
す
。「
順
德
」
⑤
は
、
女
又
は
臣
下
の
德
な
り
。
故
に
叛
逆
の
こ
と
を

「
順
に
違
ふ
」
⑥
「
順
に
逆
ふ
」
⑦
と
い
う
。
官
軍
に
敵
待
す
る
を
「
順
を
拒
む
」
と
い
う
。
官

軍
に
味
方
し
て
働
く
を
「
順
を
效
す
」
⑧
と
い
う
。
又
敵
の
臣
の
こ
の
方
へ
降
參
す
る
を
も
い
う

い
た

な
り
。
又
舊
主
の
た
め
に
忠
を
盡
し
て
、
官
軍
を
ふ
せ
ぐ
を
「
順
に
迷
ふ
」
と
い
う
。
皆
こ
の
方

は
天
下
の
眞
主
な
る
ゆ
え
、
舊
主
を
棄
て
る
は
逆
に
似
た
れ
ど
も
、
眞
主
に
從
う
は
却
て
叛
逆
に

非
ざ
る
、
道
理
に
迷
う
と
い
う
意
な
り
。「
順
風
」
⑨
、
和
語
の
如
し
。「
順
便
」
は
和
語
に
い
う

「
つ
い
で
」
な
り
。

①
『
易
經
』
坤
・
彖
「
柔
順
利
貞
、
君
子
攸
行
」。

②
『
易
經
』
説
卦
「
發
揮
於
剛
柔
而
生
爻
、
和
順
於
道
德
而
理
於
義
」。

③
『
國
語
』
楚
語
上
「
勤
勉
以
勸
之
、
孝
順
以
納
之
、
忠
信
以
發
之
、
德
音
以
揚
之
」。

④
『
漢
書
』
淮
南
衡
濟
北
王
傳
第
十
四
「
厲
王
以
此
歸
國
益
恣
、
不
用
漢
法
、
出
入
警
蹕
、

稱
制
、
自
作
法
令
、
數
上
書
不
遜
順
」。

⑤
『
易
經
』
升
「
象
曰
、
地
中
生
木
、
升
、
君
子
以
順
德
、
積
小
以
高
大
」。

⑥
『
申
鑒
』
雜
言
上
第
四
「
故
在
上
者
、
必
察
乎
違
順
、
審
乎
所
爲
、
愼
乎
所
安
」。

⑦
『
周
禮
』
秋
官
・
小
行
人
「
其
禮
俗
政
事
敎
治
刑
禁
之
逆
順
爲
一
書
」。

⑧
錢
詡
『
爲
宗
正
卿
請
復
常
膳
表
』「
而
後
効
順
立
功
、
報
之
爵
祿
、
勞
心
進
思
、
痛
在
瘡

痍
」。

⑨
『
後
漢
書
』
文
苑
列
傳
第
七
十
下
「
順
風
激
靡
草
、
富
貴
者
稱
賢
」。

【
從
】
た
が
わ
ぬ
こ
と
な
り
。
違
の
反
對
な
り
。
違
は
逆
よ
り
か
る
し
。
故
に
從
も
順
よ
り
輕
し
。

そ
れ
に
つ
い
て
行
く
を
「
從
」
と
い
い
、
そ
れ
を
は
な
れ
て
去
る
を
「
違
」
と
い
う
。
大
抵
は
「
つ

く
」
と
い
う
和
語
、
こ
の
字
に
よ
く
合
う
な
り
。「
雲
は
龍
に
從
ふ
、
風
は
虎
に
從
ふ
」
①
「
朋
は

爾
の
思
に
從
う
」
②
「
婦
人
の
三
從
、
幼
き
と
き
は
父
に
從
ひ
、
嫁
し
て
は
夫
に
從
ひ
、
死
し
て

は
子
に
從
ふ
」
③
「

面

に
從
う
」
④
「
曲
て
從
う
」
⑤
「
景
の
ご
と
く
從
う
」
⑥
「
事
寡
け

ま
の
あ
た
り

ま
げ

か
げ

れ
ば
從
ひ
易
し
」
⑦
「
枝
附
き
葉
從
う
」
⑧
「
萬
國
率
從
」
⑨
「
一
方
急
有
れ
ば
、
四
面
皆
從
う
」

⑩
の
類
な
り
と
、
筮
の
吉
な
る
を
「
從
う
」
と
い
い
、
凶
な
る
を
「
違
ふ
」
と
い
う
は
、
吾
が
心

に
違
わ
ぬ
義
に
て
、「
從
」
と
い
う
な
り
。「
一
國
三
公
、
吾
誰
に
か
適
從
せ
ん
」
⑪
と
い
う
は
、
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一
國
の
内
、
君
三
人
あ
り
、
い
づ
れ
を
主
と
し
て
、
何
れ
に
か
つ
く
べ
き
と
い
う
こ
と
な
り
。「
禽

え
も
の

を
從
ふ
」
⑫
と
い
う
は
、
狩
に
鹿
な
ど
の
走
り
行
く
に
つ
き
て
行
く
こ
こ
ろ
な
り
。「
聽
從
」
⑬
と

を

い
う
は
、
人
の
い
う
こ
と
を
き
き
入
れ
て
、
同
心
す
る
こ
と
な
り
。
こ
れ
も
つ
く
こ
と
な
り
。
文

字
の
偏
傍
の
こ
と
に
、
た
と
え
ば
「
相
の
字
は
木
に
從
ひ
目
に
從
う
」
⑭
と
い
う
も
、
木
の
類
、

目
の
類
に
つ
く
意
な
り
。
又
「
よ
り
」
と
よ
む
時
、
自
の
字
の
意
。
又
去
聲
の
時
、
路
を
行
く
と

も
の
こ
と
な
り
。
と
も
を
す
る
を
も
い
う
。
天
子
の
と
も
ま
わ
り
を
「
法
從
」
⑮
と
い
う
。
百
官

の
と
も
ま
わ
り
は
「
騶
從
」
⑯
と
い
う
。「
扈
從
」
⑮
も
天
子
の
と
も
を
す
る
な
り
。
但
し
「
法
從
」

に
は
儀
式
の
意
あ
り
。
近
臣
を
「
侍
從
」
⑮
と
い
う
。
坐
す
る
時
は
侍
り
、
行
く
と
き
は
從
う
ゆ

え
な
り
。
遠
國
の
使
者
に
内
證
に
て
つ
き
從
い
て
國
境
を
出
る
を
「
少
從
」
⑮
と
い
う
。「
少
」
は

少
年
な
り
。「
騎
從
」
⑰
は
騎
馬
の
と
も
な
り
。
母
の
姉
妹
を
「
從
母
」
⑱
と
い
い
、
伯
叔
の
子
を

「
從
兄
弟
」
⑲
と
い
う
。
い
と
こ
、
又
い
と
こ
な
ど
を
總
て
「
羣
從
」
⑳
と
い
う
。
皆
去
聲
な
り
。

又
「
從
容
」
㉑
を
「
お
も
む
ろ
」
と
よ
む
。
舒
緩
の
貌
な
り
。
こ
の
時
、
淸
音
の
平
聲
な
り
。
又

上
聲
の
時
、「
從
從
爾
」
㉒
と
い
う
は
、
髻
の
高
き
貌
な
り
。
又
縱
と
通
じ
て
、「
た
て
」
と
よ
む

㉓
。
又
蹤
と
通
じ
て
、「
あ
と
」
と
よ
む
㉔
。
縱
と
通
じ
て
、「
ほ
し
ひ
ま
ま
」
と
よ
む
。
明
の
末

の
文
に
、「
從
」
の
一
字
を
「
從
來
」
の
意
に
用
い
た
る
こ
と
あ
り
。

①
『
易
經
』
乾
「
水
流
溼
、
火
就
燥
、
雲
從
龍
、
風
從
虎
」。

②
『
易
經
』
咸
「
九
四
、
貞
、
吉
悔
亡
、
憧
憧
往
來
、
朋
從
爾
思
」。

③
『
儀
禮
』
喪
服
「
婦
人
有
三
從
之
義
、
無
專
用
之
道
、
故
未
嫁
從
父
、
旣
嫁
從
夫
、
夫
死

從
子
、
故
父
者
子
之
天
也
」。

④
『
書
經
』
益
稷
「
予
違
汝
弼
、
汝
無
面
從
、
退
有
後
言
」。

⑤
『
漢
書
』
趙
尹
韓
張
兩
王
傳
第
四
十
六
「
而
阿
諛
曲
從
、
附
下
罔
上
、
懷
邪
迷
國
、
無
大

臣
輔
攻
之
義
」。

⑥
『
漢
書
』
陳
勝
項
籍
傳
第
一
「
斬
木
爲
兵
揭
竿
爲
旗
、
天
下
雲
合
嚮
應
、
贏
糧
而
景
從
、

山
東
豪
俊
竝
起
而
亡
秦
族
矣
」。

⑦
『
説
苑
』
君
道
「
夫
事
寡
易
從
、
法
省
易
因
、
故
省
易
因
、
故
民
不
以
政
權
獲
罪
也
」。

⑧
陳
琳
『
檄
呉
將
校
部
曲
文
』（『
文
選
』
巻
四
十
四
）「
至
於
枝
附
葉
從
、
比
白
詔
書
所
特
禽

疾
」。

⑨
『
書
經
』
文
侯
之
命
「
越
小
大
謀
猷
、
罔
不
率
從
」。

⑩
『
漢
書
』
嚴
朱
吾
丘
主
父
徐
嚴
終
王
賈
傳
第
三
十
四
上
「
兵
事
凶
事
、
一
方
有
急
、
四
面

皆
從
」。

⑪
『
左
傳
』
僖
公
五
年
「
狐
裘
尨
茸
、
一
國
三
公
、
吾
誰
適
從
」。

⑫
『
易
經
』
屯
「
卽
鹿
无
虞
、
以
從
禽
也
、
君
子
舍
之
」。

⑬
『
左
傳
』
昭
王
十
三
年
「
小
國
言
之
、
大
國
制
之
、
敢
不
聽
從
」。

⑭
『
説
文
解
字
』「
相
、
省
視
也
、
从
目
从
木
」。

⑮
『
正
字
通
』
寅
集
下
「
從
天
子
駕
曰
法
從
、
扈
從
、
侍
從
。
漢
謂
隨
使
出
疆
者
爲
少
從
、

言
其
少
年
而
從
使
也
、
亦
曰
傔
從
」。

⑯
『
金
史
』
列
傳
第
五
十
七
完
顏
婁
室
「
九
住
出
近
侍
、
好
自
標
致
、
騶
從
盈
路
」。

⑰
『
史
記
』
項
羽
本
紀
第
七
「
於
是
項
王
乃
上
馬
騎
、
麾
下
壯
士
騎
從
者
八
百
餘
人
」。

⑱
『
爾
雅
』
釋
親
「
母
之
姊
妹
爲
從
母
、
從
母
之
男
子
爲
從
母
晜
弟
、
其
女
子
子
爲
從
母
姊

妹
」。

⑲
『
宋
史
』
列
傳
第
一
百
一
十
鄭
居
中
「
初
、
居
中
自
言
爲
貴
妃
從
兄
弟
、
妃
從
藩
邸
進
、

家
世
微
、
連
進
擢
」。

⑳
『
晉
書
』
列
傳
第
十
九
阮
咸
「
羣
從
昆
弟
、
莫
不
以
放
達
爲
行
、
籍
弗
之
許
」。

㉑
『
書
經
』
君
陳
「
寛
而
有
制
、
從
容
以
和
」。

『
莊
子
』
在
宥
「
從
容
無
爲
、
而
滿
物
炊
累
焉
、
吾
又
何
暇
治
天
下
哉
」。

㉒
『
禮
記
』
檀
弓
上
「
南
宮
縚
之
妻
之
姑
之
喪
、
夫
子
誨
之
髽
、
曰
、
爾
毋
從
從
爾
」。

㉓
『
詩
經
』
齊
風
・
南
山
「
蓺
麻
如
之
何
、
衡
從
其
畝
」。

㉔
『
漢
書
』
張
湯
傳
第
二
十
九
「
上
問
、
變
事
從
迹
安
起
」、
顔
注
「
師
古
曰
、
從
讀
曰
蹤
」。

【
隨
】
從
行
の
義
な
り
。
大
抵
從
の
字
と
か
わ
り
な
し
。「
蕭
規
し
曹
隨
ふ
」
①
「
主
先
し
臣
隨
ふ
」

②
「
策
を
仗
て
隨
ふ
」
③
「
鍤
を
荷
て
隨
ふ
」
④
「
小
童
、
一
錦
囊
を
背
に
し
て
隨
ふ
」
⑤
「
夫

は
倡
ひ
、
媍
は
隨
ふ
」
⑥
「
追
隨
」
⑦
な
ど
、
皆
從
の
字
の
意
な
り
。「
宜
に
隨
ふ
」
⑧
「
意
に
隨
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ふ
」
⑨
、
皆
ま
か
せ
る
意
な
り
。「
隨
便
」
⑩
は
勝
手
し
だ
い
な
り
。
又
「
隨
意
」
⑪
の
二
字
を
、

詩
に
一
任
す
る
意
に
用
い
た
る
あ
り
。「
隨
意
靑
楓
白
露
寒
」
⑫
と
い
う
は
、
楓
露
意
の
ま
ま
に
何

ほ
ど
も
寒
か
れ
、
我
は
か
ま
わ
ぬ
と
な
り
。

①
『
揚
子
法
言
』
淵
騫
巻
第
十
一
「
或
問
蕭
曹
。
曰
、
蕭
也
規
、
曹
也
隨
」。

②
『
漢
書
』
司
馬
遷
傳
第
三
十
二
「
儒
者
則
不
然
、
以
爲
人
主
、
天
下
之
儀
表
也
、
君
倡
臣

和
、
主
先
臣
隨
」。

③
陳
高
『
同
蔣
伯
威
朱
德
常
游
育
玉
山
得
冷
字
』「
仗
策
隨
諸
彦
、
尋
僧
訪
幽
景
」。

④
『
晉
書
』
列
傳
第
十
九
劉
伶
「
初
不
以
家
産
有
無
介
意
。
常
乘
鹿
車
、
携
一
壺
酒
、
使
人

荷
鍤
隨
之
」。

⑤
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
二
十
八
文
藝
下
李
賀
「
毎
旦
日
出
、
騎
弱
馬
、
從
小
奚
奴
、
背

古
錦
囊
、
遇
所
得
、
書
投
囊
中
」。

⑥
『
關
尹
子
』
三
極
「
天
下
之
理
、
夫
者
倡
、
婦
者
隨
、
牡
者
馳
、
牝
者
逐
、
雄
者
鳴
、
雌

者
應
、
是
以
聖
人
制
言
行
、
而
賢
人
拘
之
」。

⑦
『
後
漢
書
』
黨
錮
列
傳
第
五
十
七
「
馥
避
不
與
語
、
靜
追
隨
至
客
舍
、
共
宿
」。

⑧
白
居
易
『
自
詠
』「
隨
宜
飮
食
聊
充
腹
、
取
次
衣
裘
亦
暖
身
」。

⑨
『
三
國
志
』
魏
書
・
程
郭
董
劉
蔣
劉
傳
第
十
四
「
官
無
局
業
、
職
無
分
限
、
隨
意
任
情
、

唯
心
所
適
」。

⑩
『
紅
樓
夢
』
第
五
十
八
回
「
隨
便
、
有
新
茶
、
便
供
一
鍾
茶
、
有
新
水
、
就
供
一
盞
水
」。

⑪
『
三
國
志
』
魏
書
十
四
程
昱
傳
「
遂
令
上
察
宮
廟
、
下
攝
衆
司
、
官
無
局
業
、
職
無
分
限
、

隨
意
任
情
、
唯
心
所
適
」。

⑫
王
昌
齡
『
重
別
李
評
事
』「
呉
姫
緩
舞
留
君
醉
、
隨
意
靑
楓
白
露
寒
」。

【
循
】
も
の
に
そ
い
て
ゆ
く
な
り
。「
從
」「
隨
」
は
多
く
は
行
く
も
の
に
し
た
が
い
て
行
く
な
り
、

「
循
」
は
路
や
牆
や
な
ど
の
如
き
、
動
か
ぬ
も
の
に
そ
い
て
行
く
な
り
。「
從
」「
隨
」
に
も
道
路

に
用
い
る
こ
と
あ
り
。「
東
路
に
從
う
」
①
と
は
、
岐
路
の
あ
る
に
、
西
路
を
ば
お
き
て
東
路
へ
つ

き
て
行
く
な
り
。「
曲
折
に
隨
ひ
て
行
く
」
②
と
は
、
路
の
ま
が
り
次
第
に
ま
か
せ
て
行
く
な
り
。

こ
の
「
從
」
は
つ
く
意
な
り
、「
隨
」
は
ま
か
せ
る
意
な
り
。「
循
」
の
字
は
「
大
路
に
循
ふ
」
③

「
法
度
に
循
ふ
」
④
「
牆
に
循
ひ
て
走
る
」
⑤
、
皆
そ
れ
に
そ
い
て
行
く
な
り
。「
性
に
率
ふ
、
之

を
道
と
謂
ふ
」
⑥
と
い
う
を
、「
率
は
循
な
り
」
と
注
し
た
る
も
、
性
に
そ
い
從
う
意
な
り
。「
循

環
」
⑦
は
環
を
な
で
る
な
り
。
環
を
な
で
れ
ば
、
往
來
端
無
し
、
故
に
往
來
端
無
き
こ
と
を
「
循

環
」
と
い
う
。「
め
ぐ
る
」
と
よ
む
は
字
義
を
失
う
。「
撫
循
」
⑧
も
な
で
る
な
り
。
そ
れ
ゆ
え
民

を
な
ご
め
安
ん
じ
る
に
用
い
る
。
十
四
經
に
經
絡
の
運
行
を
か
き
た
る
處
に
「
骨
に
循
ふ
」
⑨
「
分

肉
に
循
ふ
」
⑩
、
皆
そ
の
な
り
に
つ
き
て
行
く
こ
と
な
り
。
そ
の
な
り
に
つ
き
て
行
く
と
い
う
意
、

な
で
る
に
か
よ
う
な
り
。「
持
循
」
⑪
は
、
法
度
な
ど
先
例
な
ど
に
し
た
が
い
、
そ
れ
な
り
に
守
る

こ
と
な
り
。「
因
循
」
⑫
は
ふ
る
き
に
ま
か
せ
て
改
め
ぬ
こ
と
な
り
。
又
「
循
吏
」
⑬
は
民
を
よ
く

治
め
る
郡
守
を
い
う
。「
循
良
」
⑭
と
い
う
は
、
循
吏
良
吏
を
合
わ
せ
た
る
も
の
な
り
。「
循
循
」

⑮
は
舒
徐
に
し
て
次
第
有
る
な
り
。「
逡
循
」
⑯
は
「
逡
巡
」
と
同
じ
。

①
『
魏
書
』
列
傳
第
六
十
八
賀
拔
勝
「
元
顥
入
洛
、
勝
從
東
路
率
騎
三
百
赴
行
宮
於
河
梁
」。

②
李
復
『
過
彈
箏
峽
』「
我
來
跨
官
馬
、
屢
渡
隨
曲
折
」。

③
徐
宏
祖
『
徐
霞
客
遊
記
』
巻
十
二
下
西
南
遊
日
記
二
十
二
「
從
其
西
麓
之
坡
折
、
而
東
上

過
坳
、
復
西
向
循
大
路
趨
一
里
、
過
白
石
崖
西
坊
」。

④
『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
傳
第
三
十
二
「
自
是
後
、
諸
王
賓
客
多
坐
刑
罰
、
各
循
法
度
」。

⑤
『
左
傳
』
昭
公
七
年
「
故
其
鼎
銘
云
、
一
命
而
僂
、
再
命
而
傴
、
三
命
而
俯
、
循
牆
而
走
」。

⑥
『
禮
記
』
中
庸
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
敎
」、
鄭
注
「
率
、
循
也
」。

⑦
『
史
記
』
高
祖
本
紀
第
八
「
三
王
之
道
、
若
循
環
、
終
而
復
始
」。

⑧
『
漢
書
』
蕭
何
曹
參
傳
第
九
「
爲
上
在
軍
、
拊
循
勉
百
姓
、
悉
所
有
佐
軍
、
如
陳
豬
時
」。

⑨
「
十
四
經
」
は
人
体
の
気
血
の
運
行
を
十
四
の
経
に
わ
け
た
も
の
。『
黄
帝
素
問
』
二
十

三
脈
解
篇
第
四
十
九
「
病
偏
虛
爲
跛
者
、
以
其
脈
循
股
内
後
廉
、
合
膕
中
、
下
循
腨
、
過

外
踝
之
後
、
循
京
骨
至
小
指
外
側
也
」。

⑩
『
黄
帝
内
經
』
靈
樞
經
、
脹
論
「
歧
伯
曰
、
衞
氣
之
在
身
也
、
常
然
竝
脈
、
循
分
肉
、
行

有
逆
順
、
陰
陽
相
隨
」。

⑪
『
漢
書
』
賈
誼
傳
第
十
八
「
此
業
壹
定
、
世
世
常
安
、
而
後
有
所
持
循
矣
」。
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⑫
韓
愈
『
酬
裴
十
六
功
曹
巡
府
西
驛
塗
中
見
寄
詩
』「
多
才
自
勞
苦
、
無
用
祗
因
循
」。

⑬
『
法
言
』
淵
騫
「
或
問
循
吏
曰
、
吏
也
」。

⑭
『
北
史
』
列
傳
第
四
十
三
孫
搴
等
傳
論
「
房
謨
忠
勤
之
操
、
始
終
若
一
。
恭
懿
循
良
之
風
、

可
謂
世
有
人
矣
」。

⑮
『
正
字
通
』
寅
集
下
「
循
循
、
舒
徐
有
次
第
也
」。

⑯
『
漢
書
』
游
俠
傳
第
六
十
二
「
章
逡
循
甚
懼
、
其
後
京
兆
不
復
從
也
」。

【
率
】
遵
・
循
と
同
義
な
り
。「
祖
訓
に
率
ふ
」「
法
度
に
率
ふ
」
①
「
大
路
に
率
ふ
」「
性
に
率
ふ
」

②
な
ど
な
り
。
又
「
ひ
き
ゆ
る
」
と
よ
む
。
以
上
、
帥
の
字
と
通
用
す
。
又
「
大
率
」
③
は
大
略

な
り
。「
民
に
軍
功
有
る
者
は
、
皆
率
を
以
て
爵
を
受
く
」
④
「
諸
將
、
首
鹵
の
率
に
中
り
て
、
功

あ
た

を
以
て
侯
と
爲
る
者
多
し
」
⑤
「
燭
を
刻
み
て
詩
を
作
り
、
一
寸
を
率
と
爲
す
」
⑥
、
こ
の
率
は

「
數
な
り
、
差
等
な
り
」
⑦
と
注
す
。
又
「
眞
率
」
⑧
「
坦
率
」
⑨
「
粗
率
」
⑩
は
、
皆
か
ざ
ら

ず
つ
く
ろ
わ
ぬ
こ
と
な
り
。
又
「
彀
率
」
⑪
の
時
は
音
律
、
弓
を
引
く
限
り
を
い
う
。

こ
ゑ
り
つ

①
方
孝
孺
『
畢
命
説
』「
大
者
作
亂
、
小
者
驕
淫
奢
侈
、
不
率
法
度
、
禮
不
得
而
齊
之
、
德

不
得
而
服
之
」。

②
『
禮
記
』
中
庸
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
脩
道
之
謂
敎
」。

③
『
史
記
』
貨
殖
列
傳
第
六
十
九
「
子
貸
金
錢
千
貫
、
節
駔
會
、
貪
賈
三
之
、
廉
賈
五
之
、

此
亦
比
千
乘
之
家
、
其
大
率
也
」。

④
『
史
記
』
商
君
列
傳
第
八
「
民
有
二
男
以
上
不
分
異
者
、
倍
其
賦
、
有
軍
功
者
、
各
以
率

受
上
爵
」。

⑤
『
漢
書
』
李
廣
蘇
建
傳
第
二
十
四
「
諸
將
多
中
首
虜
率
爲
侯
者
、
而
廣
軍
無
功
」。

⑥
『
南
史
』
列
傳
第
四
十
九
王
僧
孺
「
竟
陵
王
子
良
嘗
夜
集
學
士
、
刻
燭
爲
詩
、
四
韻
者
則

刻
一
寸
、
以
此
爲
率
」。

⑦
『
正
字
通
』
午
集
上
「
率
、
又
約
數
也
。
綱
目
、
秦
衞
鞅
定
變
法
之
令
、
民
有
軍
功
者
、

各
以
率
受
爵
、
爲
私
鬭
者
、
各
以
輕
重
被
刑
。
正
誤
云
、
率
、
數
也
、
猶
差
等
也
」。

⑧
『
晉
書
』
列
傳
第
十
九
羊
曼
「
論
者
以
因
之
豐
腆
、
乃
不
如
曼
之
眞
率
」。

⑨
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
三
庾
亮
「
便
據
胡
牀
與
浩
談
詠
竟
坐
。
其
坦
率
行
已
、
多
此
類
也
」。

⑩
『
南
史
』
列
傳
第
十
七
孔
顗
「
庾
徽
之
爲
御
史
中
丞
、
…
…
衣
冠
器
用
莫
不
粗
率
」。

⑪
『
孟
子
』
盡
心
上
「
大
匠
不
爲
拙
工
、
改
廢
繩
墨
、
羿
不
爲
拙
射
、
變
其
彀
彀
率
」。

【
遵
】
率
・
循
と
同
義
な
り
。

【
徇
】
殉
と
通
用
す
。
身
を
以
て
物
に
從
う
を
い
う
①
。
身
を
か
え
り
み
ず
し
て
、
そ
れ
へ
つ
く

こ
と
な
り
。「
欲
に
徇
ふ
」
②
「
色
に
徇
ふ
」
③
「
財
に
徇
ふ
」
④
類
な
り
。「
木
鐸
を
以
て
路
に
徇と

な

ふ
」
⑤
「
車
裂
し
て
以
て
徇
ふ
」
⑥
は
徧
く
示
す
な
り
。「
地
を
徇
ふ
」
⑦
は
、
地
を
略
し
地
を

あ
ま
ね

巡
る
と
同
じ
、

行

視
る
な
り
。

ゆ
く
ゆ
く

①
『
正
字
通
』
寅
集
下
「
以
身
從
物
曰
徇
」。

②
司
馬
扎
『
感
古
』「
祖
龍
已
深
惑
、
漢
氏
遠
徇
欲
」。

③
『
書
經
』
伊
訓
「
敢
有
殉
于
貨
色
」、
孔
傳
「
殉
、
求
也
」。

④
『
史
記
』
伯
夷
列
傳
第
一
「
貪
夫
徇
財
、
烈
士
徇
名
、
夸
者
死
權
、
衆
庶
馮
生
」。

⑤
『
書
經
』
胤
征
「
毎
歳
孟
春
、
遒
人
以
木
鐸
徇
于
路
」。

⑥
『
史
記
』
蘇
秦
列
傳
第
九
「
蘇
秦
且
死
、
乃
謂
齊
王
曰
、
臣
卽
死
、
車
裂
臣
以
徇
於
市
」。

⑦
『
史
記
』
陳
渉
世
家
第
十
八
「
當
此
之
時
、
諸
將
之
徇
地
者
、
不
可
勝
數
」。

【
沿
】
流
れ
に
し
た
が
い
て
川
下
へ
行
く
な
り
①
。「
沿
襲
」
②
と
い
う
は
、
舊
き
を
あ
ら
た
め
ず
、

そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
な
り
。「
沿
革
」
③
と
い
う
は
、「
因
革
」
と
同
じ
。
官
制
に
て
も
、
禮
法

に
て
も
、
地
名
に
て
も
、
舊
き
ま
ま
に
し
て
改
め
ぬ
を
「
沿
」
と
も
「
因
」
と
も
い
い
、
か
え
る

を
「
革
」
と
い
う
。

①
『
説
文
解
字
』「
沿
、
緣
水
而
下
也
」。

②
韓
愈
『
讀
儀
禮
』「
余
嘗
苦
儀
禮
難
讀
、
又
其
行
於
今
者
蓋
寡
、
沿
襲
不
同
、
復
之
無
由
」。

③
『
隋
書
』
帝
紀
第
一
高
祖
上
「
開
皇
元
年
三
月
庚
子
、
詔
曰
、
…
…
朕
應
籙
受
圖
、
君
臨

海
内
、
載
懷
沿
革
、
事
有
不
同
」。
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【
遜
】
抗
の
反
對
な
り
。
は
り
あ
わ
ぬ
こ
と
な
り
。
し
た
が
う
に
へ
る
意
を
兼
ね
る
。「
耕
す
者
は

畔
に
遜
ひ
、
行
く
者
は
路
に
遜
ふ
」
①
。「
位
を
遜
る
」
②
「
揖
遜
」
③
な
ど
は
、
讓
の
字
と
同
意

な
り
。「
言
を
危
く
し
て
言
遜
る
」
④
は
、
言
語
を
以
て
人
に
は
り
あ
わ
ぬ
こ
と
な
り
。「
不
遜
」

⑤
は
慮
外
な
り
。「
齊
に
遜
る
」
⑥
「
野
に
遜
る
」
は
遁
の
字
の
意
な
り
。
皆
へ
る
意
あ
り
。

の
が

①
『
孔
子
家
語
』
好
生
第
十
「
入
其
境
、
耕
者
遜
畔
、
行
者
讓
路
」。

②
『
史
記
』
太
史
公
自
序
第
七
十
「
唐
堯
遜
位
、
虞
舜
不
台
」。

③
『
申
鑒
』
政
體
第
一
「
重
拱
揖
遜
、
而
海
内
平
矣
」。

④
『
論
語
』
憲
問
「
子
曰
、
邦
有
道
、
危
言
危
行
、
邦
無
道
、
危
行
言
孫
」。

⑤
『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
奢
則
不
遜
、
儉
則
固
、
與
其
不
遜
也
寧
固
」。

⑥
『
春
秋
』
莊
公
元
年
「
三
月
、
夫
人
姜
氏
孫
于
齊
」。

【
服
】
ひ
れ
ふ
し
て
、
つ
き
し
た
が
う
こ
と
な
り
。「
力
を
以
て
人
を
服
す
」
①
「
德
を
以
て
人
を

服
す
」
①
「
心
服
」
②
「
帖
服
」
③
「
屈
服
」
④
「
臣
服
」
⑤
「
賓
服
」
⑥
「
率
服
」
⑦
の
類
な

り
。
又
「
衣
服
」
⑧
。
又
衣
を
き
る
こ
と
。
又
馬
の
「
服
驂
」
⑨
、
兩
服
は
車
の
轅
の
内
に
在
り
、

兩
驂
は
外
に
あ
り
、
こ
れ
駟
馬
の
車
な
り
。
又
事
と
訓
ず
。「
服
を
纂
ぐ
」
⑩
「
服
を
嗣
ぐ
」
⑪
「
厥

つ

服
を
替
る
こ
と
無
し
」
⑫
、
皆
國
家
の
事
業
を
い
う
。
又
禹
貢
の
「
五
服
」
⑬
、
周
禮
の
「
九
服
」

す
つ

⑭
、
皆
諸
侯
の
國
國
、
王
都
を
去
る
こ
と
の
遠
近
を
次
第
し
て
、
五
等
九
等
に
分
け
て
名
を
つ
け

た
り
。
天
子
の
命
じ
た
ま
う
職
事
を
諸
侯
の
う
け
行
う
よ
り
い
え
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
こ
れ
よ
り

「
禹
服
」
⑮
な
ど
と
い
え
ば
、
土
地
の
こ
と
に
な
る
。
又
事
と
い
う
よ
り
、
事
を
行
う
を
「
服
す
」

と
い
う
⑯
。
書
經
に
「
厥
の
言
惟
だ
服
ふ
」
⑰
な
ど
の
類
。
又
「
服
膺
」
⑱
は
、
む
ね
に
つ
け

を
こ
な

る
な
り
。「
佩
服
」
⑲
の
義
よ
り
轉
用
す
。
又
「
水
土
に
服
さ
ず
」
⑳
、
す
み
な
れ
ぬ
國
に
て
水
に

あ
た
る
こ
と
な
り
。
習
の
義
な
り
。
又
「
扶
服
」
㉑
は
「
匍
匐
」
㉒
と
同
じ
。
は
ら
ば
い
す
る
こ

と
な
り
。

①
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
以
力
服
人
者
、
非
心
服
也
、
力
不
贍
也
、
以
德
服
人
者
、
中
心
悦

而
誠
服
也
」。

②
『
説
苑
』
臣
術
「
否
則
爾
之
受
罪
不
久
矣
。
子
路
心
服
而
退
也
」。

③
李
心
傳
『
建
炎
以
來
朝
野
雜
記
』
巻
十
九
「
邊
防
二

丁
未
三
開
乙
卯
曳
失
索
之
變
」「
餘

蠻
倶
帖
服
、
虛
恨
蠻
族
最
強
善
鬭
破
小
路
蠻
併
其
地
」。

王
安
石
『
曹
公
行
狀
』「
後
遂
帖
服
、
皆
爲
用
」。

④
『
莊
子
』
大
宗
師
「
屈
服
者
、
其
嗌
言
若
哇
、
其
耆
欲
深
者
、
其
天
機
淺
」。

⑤
『
書
經
』
康
王
之
誥
「
今
予
一
二
伯
父
、
尚
胥
曁
顧
綏
爾
先
公
之
臣
服
于
先
王
」。

⑥
『
禮
記
』
樂
記
「
暴
民
不
作
、
諸
侯
賓
服
、
兵
革
不
試
、
五
刑
不
用
」。

⑦
『
書
經
』
舜
典
「
柔
遠
能
邇
、
惇
德
允
元
、
而
難
任
人
、
蠻
夷
率
服
」。

⑧
『
禮
記
』
王
制
「
衣
服
飮
食
不
粥
于
市
」。

⑨
『
詩
經
』
鄭
風
・
大
叔
于
田
「
兩
服
上
襄
、
兩
驂
鴈
行
」、
鄭
箋
「
兩
服
、
中
央
夾
轅
者
」。

⑩
劉
禹
錫
『
唐
故
相
國
贈
司
空
令
孤
公
紀
』「
文
宗
纂
服
、
三
年
冬
、
上
表
以
大
臣
未
識
天

子
、
願
朝
正
月
。
制
曰
、
可
」。

⑪
『
詩
經
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
下
民
「
永
言
孝
思
、
昭
哉
嗣
服
」。

⑫
『
書
經
』
旅
獒
「
王
乃
昭
德
之
致
于
異
姓
之
邦
、
無
替
厥
服
」。

⑬
『
書
經
』
益
稷
「
惟
荒
度
土
功
、
弼
成
五
服
」。

『
書
經
』
大
禹
謨
「
七
旬
有
苗
格
」、
疏
「
禹
貢
五
服
、
甸
侯
綏
要
荒
、
荒
最
在
外
」。

⑭
『
周
禮
』
夏
官
司
馬
・
職
方
氏
「
乃
辨
九
服
之
邦
國
、
方
千
里
曰
王
畿
、
其
外
方
五
百
里

曰
侯
服
」。

⑮
『
南
齊
書
』
志
第
三
樂
「
太
祖
高
皇
帝
神
室
奏
高
德
宣
烈
樂
歌
辭
、
…
…
誕
應
休
命
、
奄

有
八
夤
。
握
機
肇
運
、
光
啓
禹
服
」。

王
儉
『
樂
歌
』「
握
機
肇
運
光
啓
禹
服
」。

⑯
『
論
語
』
爲
政
「
子
夏
問
孝
。
子
曰
、
色
難
。
有
事
、
弟
子
服
其
勞
。
有
酒
食
、
先
生
饌
。

曾
是
以
爲
孝
乎
」。

⑰
『
書
經
』
説
命
中
「
王
曰
、
旨
哉
説
、
乃
言
惟
服
」、
傳
「
美
其
所
言
皆
可
服
行
」。

⑱
『
禮
記
』
中
庸
「
子
曰
、
囘
之
爲
人
也
、
擇
乎
中
庸
、
得
一
善
、
則
拳
拳
服
膺
、
而
弗
失

之
矣
」。
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⑲
韓
愈
『
贈
區
弘
南
歸
詩
』「
騰
蹋
衆
駿
事
鞍
鞿
、
佩
服
服
上
色
紫
與
緋
」。

⑳
『
漢
書
』
爰
盎
鼂
錯
傳
第
十
九
「
秦
之
戍
卒
、
不
能
服
其
水
土
、
戍
者
死
於
邊
、
輸
者
僨

於
道
」。

㉑
『
禮
記
』
檀
弓
下
「
孔
子
聞
之
曰
、
善
哉
覘
國
乎
。
詩
云
、
凡
民
有
喪
、
扶
服
救
之
」。

㉒
『
詩
經
』
邶
風
・
谷
風
「
凡
民
有
喪
、
匍
匐
救
之
」。

【
尾
】
あ
と
よ
り
つ
け
て
行
く
こ
と
な
り
。
軍
な
ど
に
「
尾
し
て
之
を
擊
つ
」
①
、
又
「
密
に

ひ
そ
か

其
の
適
く
所
を
尾
す
」
②
、
皆
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
な
り
。

ゆ①
『
後
漢
書
』
烏
桓
鮮
卑
列
傳
第
八
十
「
烏
桓
復
尾
擊
援
後
、
援
遂
晨
夜
奔
歸
、
比
入
塞
、

馬
死
者
千
餘
匹
」。

②
張
潮
『
化
虎
記
』「
翁
心
怪
。
詰
旦
、
三
子
出
、
翁
密
尾
、
偵
其
所
往
」。

７
〇
し
づ
む

沈

湎

湮

淪

鎭

溺

渰

(

五
、
四
号
表
）

【
沈
】「
し
づ
む
」「
し
づ
む
る
」。
訓
の
如
し
。「
日
沈
」
①
「
月
沈
」
②
「
夕
陽
沈
」
③
な
ど
は
、

地
下
に
入
る
を
水
に
し
づ
む
に
比
せ
り
。「
深
沈
」
④
「
沈
々
」
⑤
、
皆
奥
深
の
貌
な
り
。「
陸
沈
」

⑥
は
、
州
郡
の
夷
狄
に
取
ら
れ
、
又
人
の
お
ち
ぶ
れ
た
る
こ
と
に
い
え
り
。
水
な
く
し
て
沈
む
と

い
う
意
な
り
。
或
る
人
、
大
水
に
て
陸
地
の
川
に
な
り
た
る
こ
と
を
い
え
り
⑦
、
笑
う
可
し
。「
世

と
浮
沈
す
」
⑧
と
は
、
世
閒
の
人
な
み
に
し
て
、
己
が
才
智
德
行
を
あ
ら
わ
さ
ぬ
こ
と
な
り
。

①
杜
甫
『
八
哀
詩
・
贈
司
空
王
公
思
禮
』「
胸
襟
日
沈
靜
、
肅
肅
自
有
適
」。

②
戴
叔
倫
『
春
日
早
朝
應
制
』「
月
沈
宮
漏
靜
、
雨
濕
禁
花
寒
」。

③
許
渾
『
寄
契
盈
上
人
』「
鴈
來
秋
水
濶
、
鴉
盡
夕
陽
沈
」。

④
謝
靈
運
『
晩
出
西
射
堂
』（『
文
選
』
巻
二
十
二
）「
連
鄣
疊
巘
崿
、
靑
翠
杳
深
沈
」。

⑤
『
史
記
』
陳
渉
世
家
第
十
八
「
夥
頤
渉
之
爲
王
沈
沈
者
」、
注
「
應
劭
曰
、
沈
沈
、
宮
室

深
邃
之
邈
也
」。

⑥
『
世
説
新
語
』
輕
詆
第
二
十
六
「
遂
使
神
州
陸
沈
、
百
年
丘
墟
、
王
夷
甫
諸
人
、
不
得
不

任
其
責
」。

『
莊
子
』
則
陽
「
方
且
與
世
違
而
心
不
屑
與
之
倶
、
是
陸
沈
者
也
」、
郭
注
「
人
中
隱
者
、

譬
無
水
而
沈
也
」。

⑦
未
詳
。

⑧
『
史
記
』
游
俠
列
傳
第
六
十
四
「
豈
若
卑
論
儕
俗
、
與
世
浮
沈
而
取
榮
名
哉
」。

【
湎
】「
酒
に
湎
む
」
と
は
、
酒
に
溺
れ
る
こ
と
な
り
①
。
溺
れ
て
反
ら
ざ
る
を
「
湎
」
と
い
う
②
。

①
『
説
文
解
字
』「
湎
、
沈
於
酒
也
」。

『
書
經
』
酒
誥
「
惟
亞
、
惟
服
、
宗
工
、
越
百
姓
里
居
、
罔
敢
湎
于
酒
」。

②
『
康
煕
字
典
』「
溺
而
不
反
、
皆
謂
之
湎
」。

『
禮
記
』
樂
記
「
慢
易
以
犯
節
、
流
湎
以
忘
本
」。

【
湮
】
堙
と
同
じ
。
ふ
さ
ぐ
な
り
。「
湮
鬱
」
①
は
「
壹
鬱
」
の
音
の
轉
じ
る
な
り
。「
し
づ
む
」

と
よ
む
は
誤
り
な
り
。「
字
湮
す
」
②
と
い
う
は
、
版
行
も
の
の
版
う
ま
り
て
字
き
え
た
る
な
り
。

①
『
左
傳
』
昭
公
二
十
九
年
「
若
泯
弃
之
、
物
乃
坻
伏
、
鬱
湮
不
育
」。

韓
愈
『
原
道
』「
爲
之
禮
以
次
其
先
、
爲
之
樂
以
宣
其
湮
鬱
」。

②
錢
謙
益
『
題
李
伯
元
修
褚
家
堡
公
記
』「
漆
版
摩
娑
字
半
湮
、
蟲
絲
鼠
跡
暗
承
塵
」。

【
淪
】
水
に
没
す
る
な
り
。「
淪
喪
」
①
は
國
家
の
亡
び
る
を
い
う
。「
淪
胥
」
②
は
相
與
に
溺
れ

沈
む
な
り
。「
隱
淪
」
③
は
隱
者
の
こ
と
な
り
。

①
『
書
經
』
微
子
「
今
殷
其
淪
喪
、
若
渉
大
水
、
其
無
津
涯
」、
傳
「
倫
、
没
也
、
殷
將
没

亡
」。

②
『
詩
經
』
小
雅
・
節
南
山
之
什
・
雨
無
正
「
若
此
無
罪
、
淪
胥
以
鋪
」。

③
謝
靈
運
『
入
華
子
崗
是
麻
源
第
三
谷
詩
』（『
文
選
』
巻
二
十
六
）「
旣
枉
隱
淪
客
、
亦
棲
肥

遯
賢
」、
注
「
向
曰
、
隱
淪
肥
遁
、
皆
幽
居
者
」。
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【
鎭
】
訓
似
て
、
義
全
く
異
な
り
。「
し
づ
む
る
」
と
は
、
重
り
を
か
け
る
こ
と
な
り
。「
鎭
壓
」

を
も

①
「
鎭
重
」
②
な
ど
な
り
。「
方
鎭
」
③
「
藩
鎭
」
④
な
ど
は
、
古
の
鎭
守
府
、
今
の
大
坂
な
ど
の

如
く
、
都
に
遠
き
地
に
一
方
の
お
さ
え
と
な
る
諸
侯
を
い
う
。

①
『
晉
書
』
列
傳
第
十
二
唐
彬
「
今
諸
軍
已
至
、
足
以
鎭
壓
内
外
、
願
無
以
爲
慮
」。

②
『
三
國
志
』
魏
書
・
二
公
孫
陶
四
張
傳
第
八
「
若
將
軍
今
舍
之
而
去
、
軍
無
鎭
重
、
易
京

之
危
、
可
立
待
也
」。

③
『
晉
書
』
列
傳
第
四
十
五
范
寧
「
又
方
鎭
去
官
、
皆
割
精
兵
器
杖
以
爲
送
故
、
米
布
之
屬

不
可
稱
計
」。

④
『
三
國
志
』
蜀
書
・
許
麋
孫
簡
伊
奉
傳
第
八
「
今
雖
臨
荒
域
、
不
能
參
與
本
朝
、
亦
國
家

之
藩
鎭
、
足
下
之
外
援
也
」。

【
溺
】【
渰
】
水
に
溺
れ
る
こ
と
な
り
①
。
渰
は
俗
字
な
り
。
水
に
溺
れ
る
ば
か
り
に
用
い
る
。
溺

の
字
は
「
色
に
溺
る
」
②
「
欲
に
溺
る
」
③
な
ど
、
ひ
ろ
く
用
い
る
。

①
『
釋
名
』
釋
喪
制
「
死
於
水
者
曰
溺
、
溺
、
弱
也
、
不
能
自
勝
之
言
也
」。

②
元
結
『
七
不
如
七
篇
』
第
六
「
元
子
以
爲
人
之
溺
也
、
溺
於
聲
、
溺
於
色
、
溺
於
圓
曲
、

溺
於
妖
妄
、
不
如
溺
於
仁
、
溺
於
讓
、
溺
於
方
直
、
溺
於
忠
信
者
爾
」。

③
『
法
苑
珠
林
』
卷
第
二
十
二
入
道
篇
第
十
三
欣
厭
部
「
住
家
者
溺
欲
淤
泥
、
出
家
者
出
欲

淤
泥
」。

８
〇
し
く

布

敷

播

席

藉

鋪

及

如

若

(

五
、
廿
四
号
表
）

【
布
】【
敷
】
二
字
と
も
に
、
地
に
も
の
を
し
く
よ
り
、「
敎
を
布
く
」
①
「
敎
を
敷
く
」
②
「
政

を
布
く
」
③
「
政
を
敷
く
」
④
な
ど
と
用
い
る
。
み
な
廣
く
散
じ
る
こ
と
な
り
。
席
莚
を
し
く
に

も
用
い
る
。「
雲
布
く
」
⑤
「
雲
敷
く
」
⑥
「
枝
葉
敷
く
」
⑦
「
枝
葉
布
く
」
⑧
、
通
用
す
。「
流

布
」
⑨
「
展
布
」
⑩
「
森
布
」
⑪
、
皆
布
列
の
義
な
り
。
藥
を
つ
け
、
膏
藥
を
つ
け
る
を
「
敷
」

と
い
う
⑫
。
ひ
ろ
げ
て
つ
け
る
故
な
り
。

①
王
儉
『
郊
殷
議
』「
明
堂
有
五
室
、
天
子
毎
月
於
其
室
聽
朔
布
敎
」。

②
『
書
經
』
堯
典
「
帝
曰
、
契
、
百
姓
不
親
、
五
品
不
遜
、
汝
作
司
徒
、
敬
敷
五
敎
、
在
寬
」。

『
舊
唐
書
』
列
傳
第
九
十
七
杜
佑
「
君
臣
之
際
、
臣
有
耆
艾
以
求
其
退
、
君
有
優
賜
以
徇

其
情
、
乃
輟
鄧
禹
敷
敎
之
功
」。

③
『
史
記
』
孝
文
本
紀
第
十
「
人
主
不
德
、
布
政
不
均
、
則
天
示
以
菑
、
以
誡
不
治
」。

④
『
詩
經
』
商
頌
・
長
發
「
敷
政
優
優
、
百
祿
是
道
」。

⑤
『
漢
書
』
司
馬
相
如
傳
第
二
十
七
下
「
旁
魄
四
塞
、
雲
布
霧
散
、
上
暢
九
垓
、
下
泝
八
埏
」。

⑥
『
晉
書
』
志
第
十
三
樂
下
「
惟
大
晉
、
德
參
兩
儀
、
化
雲
敷
」。

⑦
董
思
恭
『
詠
雲
』「
帶
月
綺
羅
映
、
從
風
枝
葉
敷
」。

⑧
羅
倫
『
雯
峯
山
水
吟
并
引
』「
其
根
盤
廣
莫
、
枝
葉
布
寰
宇
」。

⑨
『
後
漢
書
』
宦
者
列
傳
第
六
十
八
「
及
京
師
大
亂
、
錢
果
流
布
四
海
」。

⑩
『
左
傳
』
哀
公
二
十
年
「
使
陪
臣
敢
展
布
之
」。

⑪
左
思
『
魏
都
賦
』（『
文
選
』
巻
六
）「
丹
梁
虹
申
以
並
亘
、
朱
桷
森
布
而
支
離
」。

⑫
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
卷
十
三
槐
西
雜
志
三
「
敷
藥
結
痂
、
竟
以
漸
愈
」。

【
播
】「
ほ
ど
こ
す
」
と
よ
む
。
施
の
字
の
義
に
非
ず
。「
分
播
」「
播
揚
」
①
な
ど
と
連
用
し
て
、

ひ
ろ
く
い
い
ふ
ら
し
、
い
い
ひ
ろ
め
る
こ
と
な
り
。
布
・
敷
の
字
に
似
た
り
。
さ
れ
ど
も
席
を
し

く
こ
と
に
は
用
い
ず
。
形
狀
の
上
に
用
い
ぬ
字
な
り
。

①
『
左
傳
』
昭
公
三
十
年
「
將
焉
用
自
播
揚
焉
」。

【
席
】【
藉
】
席
は
「
む
し
ろ
」
と
い
う
よ
り
、「
し
く
」
と
よ
む
。「
藉
」
は
艸
を
下
に
し
く
こ
と

な
り
。
下
じ
き
の
こ
と
な
り
。
二
字
と
も
に
轉
用
し
て
、「
よ
る
」
と
よ
む
。
因
の
字
の
意
な
り
。

下
じ
き
の
上
に
も
の
を
し
く
ゆ
え
、
も
の
の
土
臺
に
す
る
意
あ
り
。「
勢
に
席
る
」
①
「
勢
に
藉
る
」

②
、
恃
む
意
な
り
。
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①
『
唐
書
』
列
傳
第
二
十
一
房
玄
齡
「
治
家
有
法
度
、
常
恐
諸
子
驕
侈
、
席
勢
凌
人
、
乃
集

古
今
家
誡
、
書
爲
屏
風
」。

②
『
漢
書
』
楚
元
王
傳
第
六
「
夫
乘
權
藉
勢
之
人
、
子
弟
鱗
集
於
朝
、
羽
翼
陰
附
者
衆
」。

【
鋪
】
布
の
字
に
似
た
り
。
門
扇
の
か
な
も
の
へ
金
を
の
べ
て
付
け
た
る
を
「
鋪
」
と
い
う
。「
金

鋪
」
①
「
銀
鋪
」
②
「
鋪
首
」
③
、
是
れ
な
り
。
そ
れ
よ
り
ふ
と
ん
席
な
ど
を
し
く
こ
と
に
も
用

い
る
。①

『
漢
書
』
揚
雄
傳
第
五
十
七
上
「
排
玉
戸
而
颺
金
鋪
兮
、
發
蘭
惠
與
穹
窮
」、
注
「
李
奇

曰
、
鋪
、
門
首
也
。
師
古
曰
、
言
風
之
所
至
、
又
排
門
揚
鋪
、
擊
動
鍰
鈕
、
回
旋
入
宮
、

發
奮
衆
芳
」。

②
何
晏
『
景
福
殿
賦
』（『
文
選
』
巻
十
一
）「
靑
瑣
銀
鋪
、
是
爲
閨
闥
」。

③
『
漢
書
』
哀
帝
紀
第
十
一
「
孝
元
廟
殿
門
銅
龜
蛇
鋪
首
鳴
」。

【
及
】「
し
く
」
と
よ
め
ど
も
、
走
る
も
の
に
あ
と
よ
り
追
い
つ
く
こ
と
な
り
。

【
如
】【
若
】「
し
か
ず
」
は
及
ば
ぬ
な
り
。「
し
く
も
の
な
し
」
と
は
、
及
ぶ
も
の
な
き
な
り
。

９
〇
し
ぼ
む

萎

薾

凋

(

五
、
廿
五
号
表
）

【
萎
】「
し
ぼ
む
」。
訓
の
如
し
。

【
薾
】
し
ぼ
む
貌
な
り
。「
萎
薾
」
①
「
薾
爾
」
②
。

①
『
宋
史
』
列
傳
第
一
百
七
十
八
曾
從
龍
「
渉
獵
未
精
、
議
論
疏
陋
、
綴
緝
雖
繁
、
氣
象
萎

薾
」。

②
楊
萬
里
『
謝
賜
衣
帶
表
』「
然
緜
薄
多
慚
、
疊
雪
之
香
薾
爾
摧
頽
、
第
怯
萬
釘
之
寶
」。

【
凋
】
半
傷
る
る
な
り
①
。
形
の
し
ぼ
む
に
は
限
ら
ず
。

①
『
説
文
解
字
』「
凋
、
半
傷
也
」。

〇
し
ろ
し

10白

素

皎

皚

皓

(

五
、
三
十
号
表)

【
白
】「
し
ろ
し
」。
訓
の
如
し
。
轉
用
し
て
、
潔
白
の
意
、
明
白
の
意
に
用
い
る
。

【
素
】「
し
ろ
し
」
と
よ
む
。
染
め
ぬ
帛
な
り
①
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、「
素
樸
」
②
「
質
素
」

③
、
又
「
平
素
」
④
「
素
常
」
⑤
と
用
い
る
。

①
『
説
文
解
字
』「
素
、
白
緻
繒
也
」。

②
『
莊
子
』
馬
蹄
「
同
乎
無
知
、
其
德
不
離
、
同
乎
無
欲
、
是
謂
素
樸
」。

③
『
説
苑
』
反
質
「
孔
子
曰
、
賁
、
非
正
色
也
、
是
以
歎
之
。
吾
思
夫
質
素
、
白
當
正
白
、

黑
當
正
黑
」。

④
諸
葛
亮
『
與
孟
達
書
』「
承
知
消
息
、
慨
然
永
歎
、
以
存
足
下
平
素
志
素
」。

⑤
『
漢
書
』
薛
宣
朱
博
傳
第
五
十
三
朱
博
「
上
知
傅
太
后
素
常
怨
喜
、
疑
博
、
玄
承
指
、
卽

召
玄
詣
尚
書
問
狀
」。

【
皎
】【
皚
】「
皎
々
」
①
「
皚
々
」
②
と
連
綿
字
に
用
い
る
。
白
き
色
を
形
容
す
る
詞
な
り
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
鴻
鴈
之
什
・
白
駒
「
皎
皎
白
駒
、
食
我
場
苗
」。

②
劉
歆
『
遂
初
賦
』「
漂
積
雪
之
皚
皚
兮
、
渉
凝
露
之
降
霜
」。

【
皓
】「
し
ろ
し
」。
白
と
同
義
な
り
。「
皓
首
」
①
は
白
頭
な
り
。
又
「
皓
々
」
②
と
連
用
し
て
、

形
容
の
詞
と
な
る
。

①
李
陵
『
重
報
蘇
武
書
』「
丁
年
奉
使
、
皓
首
而
歸
、
老
母
終
堂
、
生
妻
去
帷
」。
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②
『
詩
經
』
唐
風
・
揚
之
水
「
揚
之
水
、
白
石
皓
皓
」。

〇
し
た
ふ

11慕

戀

(

六
、
三
号
裏
）

【
慕
】「
し
た
ふ
」
と
訓
ず
。「
愛
慕
」
①
「
思
慕
」
②
「
想
慕
」
③
「
憐
慕
」
④
、
皆
愛
し
思
い

て
忘
れ
ぬ
こ
と
な
り
。
又
「
願
慕
」
⑤
「
羨
慕
」
⑥
と
も
連
用
す
。
羨
み
願
う
よ
り
、
そ
の
人
そ

の
事
を
愛
し
思
い
て
忘
れ
ぬ
な
り
。
懷
の
字
に
似
て
、「
懷
」
は
心
に
こ
め
て
思
う
義
故
、
わ
す
れ

ぬ
意
は
あ
れ
ど
も
、
愛
す
る
意
な
き
字
な
り
。
又
和
語
の
跡
を
し
た
い
て
行
く
な
ど
は
、
跡
の
字
、

尾
の
字
な
る
べ
し
。

①
『
後
漢
書
』
卓
魯
魏
劉
列
傳
第
十
五
「
性
寬
仁
恭
愛
、
鄕
黨
故
舊
、
雖
行
能
與
茂
不
同
、

而
皆
愛
慕
欣
欣
焉
」。

②
『
禮
記
』
問
喪
「
故
哭
泣
無
時
、
服
勤
三
年
、
思
慕
之
心
、
孝
子
之
志
也
、
人
情
之
實
也
」。

③
『
宋
史
』
志
第
七
十
五
禮
二
十
五
凶
禮
一
「
想
慕
慈
顏
、
杳
不
復
見
、
怨
讎
有
在
、
朕
敢

忘
之
」。

④
『
史
記
』
樂
書
第
二
「
其
愛
心
感
者
、
其
聲
和
以
柔
」、
正
義
「
柔
、
軟
也
。
若
外
境
憐

慕
、
故
己
心
愛
惜
、
愛
惜
在
内
、
則
樂
和
柔
也
」。

⑤
『
楚
辭
』
九
辯
「
獨
耿
介
而
不
隨
兮
、
願
慕
先
聖
之
遺
教
」。

⑥
『
後
漢
書
』
鄭
范
陳
賈
張
列
傳
第
二
十
六
「
學
者
皆
欣
欣
羨
慕
焉
」。

【
戀
】
慕
の
字
と
大
抵
同
じ
。
心
の
ひ
か
れ
つ
な
が
れ
る
な
り
。
愛
す
る
こ
と
に
多
く
用
い
れ
ど

も
、
そ
れ
に
も
限
ら
ぬ
な
り
。「
戀
々
乎
」
①
な
ど
と
形
容
字
に
も
用
い
る
。
又
醫
書
に
「
膈
に
戀

ふ
」
②
と
は
、
痰
な
ど
の
む
ね
に
か
ら
ま
る
こ
と
な
り
。

①
『
史
記
』
范
雎
蔡
澤
列
傳
第
十
九
「
然
公
之
所
以
得
無
死
者
、
以
綈
袍
戀
戀
、
有
故
人
之

意
、
故
釋
公
」。

②
『
飲
食
須
知
』
卷
四
菓
類
「
石
榴

味
甘
酸
澀
、
性
溫
。
多
食
令
人
損
肺
、
傷
齒
令
黑
、

戀
膈
生
痰
。
凡
服
食
藥
物
人
忌
之
」。

〇
し
た
し
む

12親

睦

好

昵

暱

愛

仁

德

澤

化

恩

惠

寵

幸

嬖

慈

友

(

六
、
十

五
号
表
）

【
親
】「
し
た
し
」「
し
た
し
む
」。
疎
の
反
對
な
り
。
又
「
み
づ
か
ら
」「
ま
の
あ
た
り
」
と
よ
む

と
き
は
、
人
手
に
か
け
ず
自
身
す
る
こ
と
な
り
。

【
睦
】
親
し
み
て
和
す
る
な
り
。

【
好
】「
よ
し
み
」
と
訓
ず
。
情
の
親
し
き
な
り
。「
夫
婦
の
好
み
」
①
「
兩
國
の
好
み
」
②
「
舊

好
」
③
「
總
角
の
好
み
」
④
。

①
曹
鄴
『
四
怨
三
愁
五
情
詩
十
二
首
』
其
三
情
「
見
他
夫
婦
好
、
有
女
初
嫁
人
」。

②
『
左
傳
』
文
公
十
二
年
「
藉
先
君
之
命
、
結
二
國
之
好
」。

③
『
左
傳
』
文
公
六
年
「
先
君
愛
之
、
且
近
於
秦
、
秦
舊
好
也
、
…
…
難
必
抒
矣
」。

④
『
三
國
志
』
呉
書
・
周
喩
魯
肅
呂
蒙
傳
第
九
引
『
江
表
傳
』「
策
令
曰
、
周
公
瑾
儁
異
才
、

與
孤
有
總
角
之
好
、
骨
肉
之
分
」。

【
昵
】【
暱
】
同
字
な
り
。「
む
つ
ぶ
」「
な
つ
か
し
ん
づ
」
と
よ
む
。
親
に
私
の
義
を
兼
ね
る
。

公
お
ほ
や
け

な
る
こ
と
に
て
は
な
く
て
、
各
別
に
と
り
わ
け
て
親
し
む
な
り
。
故
に
婢
妾
又
嬖
臣
を
近
づ
け
る

こ
と
に
用
い
る
。

【
愛
】「
い
つ
く
し
む
」
と
訓
ず
。
か
わ
い
が
る
な
り
。
憎
・
惡
の
反
對
な
り
。
又
ひ
さ
う
す
る
な

り
。「
金
玉
を
愛
す
」
①
「
菊
を
愛
す
」
②
「
梅
を
愛
す
」
③
の
類
。
又
す
き
こ
の
む
な
り
。
嗜
好

の
義
な
り
。「
愛
酒
」
④
「
愛
酸
」
な
ど
な
り
。
こ
れ
も
す
き
の
も
の
を
ば
ひ
さ
う
し
て
食
う
故
な
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り
。
又
愛
惜
の
義
、「
お
し
む
」
と
訓
ず
。
こ
れ
も
ひ
さ
う
し
て
、
は
な
し
と
も
な
が
る
意
な
り
。

惜
の
字
は
な
く
な
り
て
後
に
、
お
し
む
に
も
、
は
な
し
と
も
な
か
る
に
も
、
兩
方
に
通
用
す
。
愛

の
字
は
は
な
し
と
も
な
が
り
す
て
、
と
も
な
が
る
ば
か
り
に
用
い
る
。「
日
を
愛
む
」
⑤
「
羊
を
愛

む
」
⑥
の
類
な
り
。

①
『
史
記
』
留
侯
世
家
第
二
十
五
「
今
公
誠
能
無
愛
金
玉
璧
帛
、
令
太
子
爲
書
、
卑
辭
安
車
」。

②
黄
庭
堅
『
出
禮
部
試
院
王
才
元
惠
梅
花
三
種
、
皆
絶
妙
、
戲
答
三
首
』
二
「
舊
時
愛
菊
陶

彭
澤
、
今
作
梅
花
樹
下
僧
」。

③
王
冕
『
題
月
下
梅
花
』「
平
生
愛
梅
頗
成
癖
、
踏
雪
行
穿
一
雙
屐
」。

④
李
白
『
月
下
獨
酌
四
首
』
二
「
天
若
不
愛
酒
、
湎
星
不
在
天
。
地
若
不
愛
酒
、
地
應
無
酒

泉
」。

⑤
『
大
戴
禮
』
曾
子
立
事
第
四
十
九
「
君
子
愛
日
以
學
、
及
時
以
行
、
及
時
以
行
、
難
者
弗

辟
」。

⑥
『
論
語
』
八
佾
「
子
曰
、
賜
也
、
爾
愛
其
羊
、
我
愛
其
體
」。

【
仁
】「
い
つ
く
し
む
」
と
よ
む
。「
民
を
仁
す
る
」
の
類
。
二
編
に
見
え
る
。

【
德
】「
い
つ
く
し
み
あ
り
」
と
よ
む
と
き
は
、
仁
德
の
こ
と
な
り
。
刑
の
反
對
な
り
。
刑
法
を
以

て
民
を
治
め
ず
、
專
ら
仁
慈
を
以
て
民
を
治
め
る
な
り
。
又
讎
の
反
對
、
恩
な
り
。「
德
色
」
①
と

は
、
恩
が
ま
し
き
顔
色
な
り
。「
深
く
之
を
德
と
す
」
②
と
は
、
恩
な
り
と
思
う
こ
と
な
り
。

①
『
新
書
』
時
變
「
假
父
耰
鉏
杖
彗
耳
、
慮
憂
德
色
矣
」。

②
『
三
國
志
』
呉
書
十
周
泰
傳
「
是
日
無
泰
、
權
幾
危
殆
。
策
深
德
之
、
補
春
穀
長
」。

【
澤
】「
い
つ
く
し
み
」
と
は
訓
ぜ
ね
ど
も
、
恩
惠
な
ど
の
類
な
る
ゆ
え
、
こ
こ
に
附
す
。
仁
德
・

仁
恩
の
よ
け
い
の
及
ぶ
を
い
う
。「
甘
澤
」
①
「
雨
澤
」
②
は
雨
の
う
る
お
い
な
り
。
田
畠
の
し
め

り
に
な
る
方
よ
り
い
う
。
又
「
塗
澤
」
③
「
釵
澤
」
④
と
い
う
と
き
、「
塗
」
は
女
の
粉
を
付
け
る

な
り
⑤
、「
澤
」
は
髪
に
油
を
ぬ
り
⑥
、
面
に
花
の
露
を
つ
け
る
な
り
⑦
。「
芳
澤
」
⑧
も
同
じ
。「
手

澤
」
⑨
は
、
て
あ
ぶ
ら
な
り
、「
口
澤
」
⑨
は
、
く
ち
あ
ぶ
ら
な
り
。
共
に
死
し
た
る
人
の
道
具
の

上
に
て
い
う
。

①
『
後
漢
書
』
循
吏
列
傳
第
六
十
六
「
昔
東
海
孝
婦
、
感
天
致
旱
、
于
公
一
言
、
甘
澤
時
降
」。

②
『
禮
記
』
禮
器
「
是
故
天
時
雨
澤
、
君
子
達
亹
亹
焉
」。

③
『
新
唐
書
』
后
妃
傳
上
則
天
武
皇
后
「
太
后
雖
春
秋
高
、
善
自
塗
澤
、
雖
左
右
、
不
悟
其

衰
」。

④
馮
衍
『
與
婦
弟
任
武
達
書
』「
唯
一
婢
、
武
達
所
見
、
頭
無
釵
澤
、
面
無
脂
粉
、
形
骸
不

蔽
、
手
足
抱
土
」。

⑤
白
居
易
『
想
東
遊
五
十
韻
』「
菡
萏
紅
塗
粉
、
菰
蒲
綠
潑
油
」。

⑥
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
四
十
七
上
南
蠻
上
「
婦
人
不
粉
黛
、
以
蘇
澤
髮
」。

⑦
『
紅
樓
夢
』
變
生
不
測
鳳
姐
潑
醋

喜
出
望
外
平
兒
理
粧
「
這
是
上
好
的
胭
脂
擰
出
汁
子

來
、
淘
澄
淨
了
、
配
了
花
露
蒸
成
的
」。

⑧
『
列
子
』
周
穆
王
「
簡
鄭
衞
之
處
子
娥
媌
靡
曼
施
芳
澤
、
正
蛾
眉
、
設
筓
珥
、
衣
阿
錫
、

曳
齊
紈
」。

⑨
『
禮
記
』
玉
藻
「
父
没
而
不
能
讀
父
之
書
、
手
澤
存
焉
爾
。
母
没
而
杯
圏
不
能
飮
焉
、
口

澤
之
氣
存
焉
爾
」。

【
化
】「
い
つ
く
し
み
」
と
も
、「
め
ぐ
み
」
と
も
よ
む
。
政
に
て
も
、
敎
え
に
て
も
、
そ
の
し
る

し
の
自
然
と
人
に
及
ぶ
を
い
う
。
又
「
化
外
」
①
は
夷
狄
の
地
を
い
う
、
中
國
の
政
道
の
わ
た
ら

ぬ
處
と
い
う
こ
と
な
り
。「
歸
化
人
」
②
と
は
、
夷
狄
よ
り
中
國
に
來
り
て
居
住
す
る
人
を
い
う
。

①
『
宋
史
』
志
第
一
百
三
十
八
食
貨
下
七
阬
冶
「
民
鑄
銅
爲
佛
像
、
浮
圖
及
人
物
之
無
用
者

禁
之
、
銅
鐵
不
得
闌
出
蕃
界
及
化
外
」。

②
『
南
史
』
列
傳
第
二
十
五
顧
琛
「
文
帝
宴
會
、
有
歸
化
人
在
坐
、
上
問
琛
庫
中
仗
猶
有
幾

許
」。

【
恩
】「
い
つ
く
し
み
」
と
よ
む
。
音
に
て
よ
み
て
能
く
通
ず
。
仇
・
讎
・
怨
の
反
對
な
り
。「
推
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恩
侯
」
①
と
は
分
地
の
大
名
を
い
う
。

①
郝
經
『
續
後
漢
書
』
卷
二
・
帝
紀
第
一
昭
烈
皇
帝
「
武
帝
詔
諸
侯
王
得
推
恩
侯
支
庶
子
弟
、

靖
王
百
餘
子
、
侯
者
五
人
」。

【
惠
】「
め
ぐ
み
」「
め
ぐ
む
」
と
よ
む
。
訓
の
如
し
。
大
な
る
を
「
仁
」
と
い
い
、
小
な
る
を
「
惠
」

と
い
う
。
又
人
に
物
を
與
え
る
を
「
め
ぐ
む
」
と
い
う
。

【
寵
】「
い
つ
く
し
み
」
と
よ
む
。
君
父
よ
り
餘
人
に
超
え
た
る
恩
を
す
る
を
い
う
。「
外
寵
」
①

は
男
色
の
出
頭
人
な
り
、「
内
寵
」
①
は
女
色
の
出
頭
人
な
り
。
又
「
光
寵
」
②
「
榮
寵
」
③
と
い

う
と
き
は
、
外
聞
よ
き
立
身
を
い
う
。
寵
嬖
の
類
に
非
ざ
れ
ど
も
い
う
な
り
。

①
『
左
傳
』
閔
公
二
年
「
内
寵
竝
后
、
外
寵
二
政
」。

②
司
馬
遷
『
報
任
少
卿
書
』（『
文
選
』
巻
四
十
一
）「
下
之
不
能
積
日
累
勞
、
取
尊
官
厚
禄
、

以
爲
宗
族
交
遊
光
寵
」。

③
『
後
漢
書
』
李
王
鄧
來
列
傳
第
五
「
時
天
下
略
定
、
通
思
欲
避
榮
寵
、
以
病
上
書
乞
身
」。

【
幸
】
功
も
な
く
、
德
も
な
く
て
、
惠
を
う
け
る
を
い
う
。「
寵
幸
」
①
「
恩
幸
」
②
と
連
用
す
。

思
い
が
け
ぬ
惠
な
り
。「
幸
臣
」
③
は
出
頭
人
な
り
。
寵
の
字
と
似
た
れ
ど
も
、
寵
は
辱
の
反
對
に

て
、
外
聞
よ
き
意
あ
る
ゆ
え
、
世
に
と
き
め
く
臣
な
り
。「
幸
臣
」
は
、
高
官
高
位
に
な
ら
ず
と
も
、

菟
角
出
頭
す
る
人
な
り
。「
天
寵
」
④
「
天
幸
」
⑤
と
い
う
語
に
て
明
ら
か
な
り
。「
天
寵
」
と
は
、

天
子
か
諸
侯
な
ど
に
な
り
た
る
を
い
う
、「
天
幸
」
は
何
事
に
て
も
、
天
然
の
仕
合
せ
を
い
う
。
婢

妾
に
手
を
付
け
る
を
「
幸
す
」
と
い
う
。
こ
れ
も
思
い
が
け
ぬ
仕
合
せ
と
い
う
意
な
り
。
君
の
游

行
を
「
幸
」
と
い
う
⑥
。
こ
れ
も
行
幸
の
先
々
に
て
は
、
そ
の
處
の
民
に
物
を
賜
わ
る
故
、
思

み
ゆ
き

い
が
け
ぬ
仕
合
せ
あ
る
ゆ
え
な
り
。

①
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
下
「
時
太
后
秉
政
而
梁
冀
專
朝
、
故
后
獨
得
寵
幸
」。

②
『
南
史
』
列
傳
第
六
十
七
恩
幸
「
爰
及
梁
陳
、
斯
風
未
改
、
其
四
代
之
被
恩
倖
者
、
今
立

以
爲
篇
、
以
繼
前
史
之
作
云
爾
」。

③
『
韓
非
子
』
姦
劫
弑
臣
「
必
將
以
曩
之
合
己
信
今
之
言
、
此
幸
臣
之
所
以
得
欺
主
成
私
者

也
」。

④
『
易
經
』
師
「
象
曰
、
在
師
中
吉
、
承
天
寵
也
」。

⑤
『
莊
子
』
漁
夫
「
孔
子
又
再
拜
而
起
、
曰
、
今
者
丘
得
遇
也
、
若
天
幸
然
」。

⑥
『
獨
斷
』
上
「
幸
者
、
宜
幸
也
。
世
俗
謂
幸
爲
僥
倖
、
車
駕
所
至
、
臣
民
被
其
德
澤
、
以

爲
僥
倖
、
故
曰
幸
也
」。

【
嬖
】「
い
つ
く
し
み
」
と
も
、「
め
ぐ
み
」
と
も
よ
ま
ず
、
寵
幸
の
類
な
る
ゆ
え
、
こ
こ
に
附
す
。

「
外
嬖
」
①
は
ご
も
つ
［
主
人
の
寵
愛
を
得
た
小
姓
］
な
り
、「
内
嬖
」
②
は
め
か
け
な
り
。「
嬖

せ
ら
る
」
と
は
目
を
か
け
ら
れ
る
な
り
、「
幸
す
」
と
い
う
は
、
一
度
に
て
も
手
を
付
け
ら
れ
る
と

い
う
詞
に
用
い
る
。
差
別
あ
る
な
り
。

①
『
左
傳
』
成
公
十
七
年
「
晉
厲
公
侈
、
多
外
嬖
」、
杜
注
「
外
嬖
、
愛
幸
大
夫
」。

②
『
左
傳
』
僖
公
十
七
年
「
齊
侯
好
内
、
多
内
寵
、
内
嬖
如
夫
人
者
六
人
」。

【
慈
】「
い
つ
く
し
み
」「
う
つ
く
し
む
」。「
仁
慈
」
①
「
慈
愛
」
②
な
ど
と
連
用
す
。
父
の
子
を

ふ
び
ん
に
す
る
こ
と
な
り
。
君
上
の
上
に
て
も
、
そ
の
意
に
用
い
る
べ
し
。
一
旦
の
惠
に
非
ず
、

常
々
の
愛
な
り
。「
仁
慈
」「
慈
祥
」
③
は
德
行
に
て
い
う
。

①
『
漢
書
』
宣
元
六
王
傳
第
五
十
「
楚
王
囂
素
行
孝
順
仁
慈
、
之
國
以
來
二
十
餘
年
」。

②
『
禮
記
』
樂
記
「
寬
裕
肉
好
順
成
和
動
之
音
作
、
而
民
慈
愛
」。

③
『
儀
禮
』
士
相
見
禮
「
與
衆
言
、
言
忠
信
慈
祥
」。

【
友
】「
い
つ
く
し
む
」
と
よ
む
と
き
は
、
兄
の
弟
を
ふ
び
ん
に
す
る
を
い
う
。
兄
よ
り
弟
を
朋
友

の
ご
と
く
す
る
意
な
り
。
兄
は
多
く
は
兄
ぶ
り
て
、
弟
を
ま
ぜ
ぬ
も
の
な
る
故
、
兄
た
る
道
を
よ

く
行
ふ
を
「
友
」
と
い
う
①
。

①
『
書
經
』
君
陳
「
惟
孝
、
友
于
兄
弟
、
克
施
有
政
」。
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〇
し
の
ぶ

13忍

耐

堪

勝

任

(

六
、
廿
三
号
裏
）

【
忍
】「
し
の
ぶ
」
と
訓
ず
。
こ
ら
え
る
な
り
、
か
ん
に
ん
す
る
な
り
。
又
「
忍
刻
」
①
「
殘
忍
」

②
な
ど
は
、
心
づ
よ
く
物
の
あ
わ
れ
を
知
ら
ぬ
を
い
う
。
平
語
の
「
し
の
ぶ
」
は
微
行
な
り
、
混

ず
る
こ
と
勿
れ
。

①
『
宋
史
』
列
傳
第
九
十
五
司
馬
光
「
但
如
司
馬
相
公
者
、
海
内
稱
其
正
直
、
今
謂
之
姦
邪
、

民
不
忍
刻
也
」。

②
『
鹽
鐵
論
』
褒
賢
第
十
九
「
趙
綰
王
臧
之
等
、
以
儒
術
擢
爲
上
卿
、
而
有
姦
利
殘
忍
之
心
」。

【
耐
】【
堪
】【
勝
】【
任
】
皆
「
た
へ
た
り
」「
た
ふ
る
」
と
よ
む
。「
久
に
耐
へ
た
り
」
①
「
寒
に

耐
へ
た
り
」
②
な
ど
、
久
し
き
に
た
た
え
、
さ
む
き
に
た
た
え
る
な
り
。
忍
の
字
に
似
て
、
自
然
、

使
然
の
別
あ
り
。「
忍
」
は
か
ん
に
ん
し
こ
ら
え
る
義
ゆ
え
、
使
然
な
り
、「
耐
」
は
自
然
と
た
え

る
な
り
、「
任
」
の
字
は
力
の
た
た
ゆ
る
よ
り
出
で
た
り
。「
力
任
へ
ず
」
③
「
重
き
に
任
ふ
」
④

「
力
堪
へ
ず
」
⑤
「
力
勝
へ
ず
」
⑥
、
皆
同
じ
。「
看
る
に
堪
へ
ず
」
⑦
「
聞
く
に
堪
へ
ず
」
⑧
、

む
さ
く
て
見
ら
れ
ぬ
、
あ
わ
れ
に
て
見
ら
れ
ぬ
、
聞
か
れ
ぬ
な
り
。「
勝
へ
て
數
へ
難
き
な
り
」
⑨

と
は
、
數
の
多
く
て
か
ぞ
え
合
わ
せ
ら
れ
ぬ
な
り
。
用
い
よ
う
に
輕
重
あ
れ
ど
も
、
皆
力
の
及
び

て
た
た
え
る
意
に
用
い
る
。
助
語
の
類
な
り
。

①
『
新
唐
書
』
列
傳
第
四
十
四
武
平
一
「
日
用
折
平
一
曰
、
君
文
章
固
耐
久
、
若
言
經
、
則

敗
績
矣
」。

②
杜
甫
『
人
日
兩
詩
』
二
「
尊
前
柏
葉
休
隨
酒
、
勝
裏
金
花
巧
耐
寒
」。

③
謝
靈
運
『
登
池
上
樓
』（『
文
選
』
巻
二
十
二
）「
進
德
智
所
拙
、
退
耕
力
不
任
」。

④
『
論
語
』
泰
伯
「
士
不
可
以
不
弘
毅
、
任
重
而
道
遠
、
仁
以
爲
己
任
、
不
亦
重
乎
」。

⑤
李
白
『
魯
郡
堯
祠
送
竇
明
府
薄
華
還
西
京
』「
朝
策
犂
眉
騧
、
舉
鞭
力
不
堪
」。

⑥
『
史
記
』
魯
仲
連
鄒
陽
列
傳
第
二
十
三
「
新
垣
衍
曰
、
先
生
獨
不
見
夫
僕
乎
、
十
人
而
從

一
人
者
、
寧
力
不
勝
而
智
不
若
邪
、
畏
之
也
」。

⑦
『
新
唐
書
』
志
第
二
十
五
五
行
二
「
時
幽
州
又
有
謠
曰
、
舊
來
誇
戴
竿
、
今
日
不
堪
看
、

但
看
五
月
裏
、
清
水
河
邊
見
契
丹
」。

⑧
武
元
衡
『
路
岐
重
賦
』「
分
手
更
逢
江
驛
暮
、
馬
嘶
猿
叫
不
堪
聞
」。

⑨
李
煜
『
書
琵
琶
背
』「
侁
自
肩
如
削
、
難
勝
數
縷
絛
」。

〇
し
る

14知

識

覺

悟

喩

曉

會

領

解

了

(

六
、
四
十
三
号
裏
）

【
知
】【
識
】
二
字
と
も
に
「
し
る
」
と
訓
ず
。
大
抵
か
わ
る
こ
と
な
く
通
用
す
。
然
れ
ど
も
差
別

あ
り
。「
人
を
知
る
」
①
「
己
を
知
る
」
②
な
ど
、
皆
深
く
知
る
こ
と
な
り
。「
名
を
識
る
」
③
「
面

を
識
る
」
④
は
見
知
る
こ
と
な
り
。「
知
名
」
⑤
は
名
を
知
ら
れ
る
な
り
。「
某
の
公
の
知
を
受
く
」

「
某
に
知
ら
る
」
⑥
「
知
ら
る
る
」
な
ど
は
、
皆
知
己
・
知
音
の
義
な
り
。「
某
の
人
に
識
ら
る
」

「
識
ら
る
る
」
な
ど
は
、
皆
み
し
ら
れ
た
る
こ
と
な
り
。
死
字
に
用
い
る
と
き
、「
知
」
は
去
聲
に

な
り
て
智
と
同
じ
。「
識
」
は
や
は
り
入
聲
に
て
、
見
識
な
り
。「
智
」
は
大
小
淺
深
あ
り
。
全
體

を
い
う
「
識
」
は
、
一
處
深
く
見
付
け
た
る
處
を
い
う
。
又
去
聲
の
時
、
お
ぼ
え
る
こ
と
な
り
。

又
知
の
字
を
「
知
州
」
⑦
「
知
府
」
⑧
な
ど
と
用
い
る
と
き
は
、「
つ
か
さ
ど
る
」
と
よ
む
。
和
書

に
「
し
る
よ
し
し
て
」
と
あ
る
は
、
知
の
字
に
泥
ん
で
そ
の
義
の
殊
な
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
な
り
。

な
づ

①
『
書
經
』
皋
陶
謨
「
知
人
則
哲
、
能
官
人
、
安
民
則
惠
、
黎
民
懷
之
」。

②
『
史
記
』
刺
客
列
傳
第
二
十
六
「
士
爲
知
己
者
死
、
女
爲
説
己
者
容
」。

③
方
幹
『
遊
竹
林
寺
』「
得
路
到
深
寺
、
幽
虛
曾
識
名
」。

④
『
新
五
代
史
』
雜
傳
第
四
十
三
崔
梲
「
遭
世
亂
、
寓
居
于
滑
臺
、
不
遊
里
巷
者
十
餘
年
、

人
罕
識
其
面
」。

⑤
『
禮
記
』
曲
禮
上
「
男
女
非
有
行
媒
、
不
相
知
名
」。

⑥
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
八
畢
諴
「
始
、
諴
被
知
於
宣
宗
、
嘗
許
以
相
」。

⑦
『
北
史
』
列
傳
第
八
十
八
序
傳
「
朝
廷
以
璵
器
望
兼
美
、
閑
於
政
事
、
擢
爲
悅
府
長
史
、

兼
知
州
務
」。
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⑧
『
新
唐
書
』
列
傳
第
一
百
四
王
璠
傳
「
訓
以
京
兆
多
吏
卒
、
擢
爲
少
尹
、
知
府
事
、
以
就

其
謀
」。

【
覺
】【
悟
】
共
に
「
さ
と
る
」
な
り
①
。
二
字
と
も
に
、
も
と
眼
の
さ
め
る
な
り
。
轉
用
し
て
、

さ
と
る
に
用
い
る
。
忽
ち
開
明
な
る
義
な
り
。
眠
り
た
る
内
は
黑
暗
な
る
に
、
さ
め
れ
ば
忽
ち
明

ら
か
な
る
に
比
す
る
な
り
。
又
覺
の
字
、「
お
ぼ
ゆ
る
」
と
よ
む
と
き
は
、
な
ん
と
な
く
知
る
な
り
。

心
を
用
い
ず
し
て
知
る
な
り
。
記
憶
の
義
に
は
非
ず
。

①
『
説
文
解
字
』「
覺
、
寤
也
」、「
悟
、
覺
也
」。

【
喩
】「
さ
と
す
」「
さ
と
る
」
と
訓
ず
。「
さ
と
す
」
は
、
迷
え
る
人
に
説
き
き
か
せ
て
悟
ら
し
め

る
な
り
。「
さ
と
る
」
と
は
、
今
ま
で
迷
え
る
に
、
自
分
と
開
け
明
ら
か
な
る
な
り
。
覺
悟
の
義
に

似
た
れ
ど
も
、
忽
然
の
義
な
し
。

【
曉
】「
さ
と
す
」
と
よ
む
。
夜
の
明
け
る
に
た
と
え
る
。

【
會
】「
さ
と
る
」
と
は
よ
ま
ね
ど
も
、「
會
す
」「
會
得
す
」「
領
會
す
」「
解
會
す
」
①
「
會
せ
ず
」

な
ど
、
み
な
合
點
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
語
な
り
。
俗
語
な
り
。

①
木
華
『
海
賦
』（『
文
選
』
巻
十
二
）「
開
合
解
會
、
瀼
瀼
濕
濕
」。

【
領
】「
さ
と
る
」
と
は
よ
ま
ね
ど
も
、「
領
會
」
①
「
領
略
」
②
な
ど
と
用
い
る
と
き
は
、
の
み

こ
む
と
い
う
ほ
ど
の
詞
な
り
。

①
向
秀
『
思
舊
賦
』（『
文
選
』
巻
十
六
）「
託
運
遇
於
領
會
兮
、
寄
餘
命
於
寸
陰
」。

②
江
淹
『
張
抵
尉
綽
』（『
文
選
』
巻
三
十
一
）「
然
後
君
子
道
、
領
略
歸
一
致
」。

【
解
】「
さ
と
る
」
と
訓
ず
。
も
の
の
繩
縛
の
と
け
、
固
ま
り
の
は
ら
は
ら
と
と
け
る
に
用
い
る
字

ゆ
え
、
疑
を
解
き
、
難
問
を
解
く
に
用
い
る
。
そ
れ
よ
り
轉
用
し
て
、
輕
く
用
い
る
と
き
、
義
理

を
と
き
ほ
ど
く
意
な
り
。「
其
の
解
を
得
た
り
」「
其
の
解
を
得
ず
」
と
は
、
そ
の
理
趣
と
い
う
ほ

ど
の
語
に
用
い
る
。「
見
解
」
①
は
「
見
識
」
に
同
じ
。
又
「
一
解
」「
一
解
に
及
ば
ず
」
と
い
う

は
、
一
段
と
い
う
こ
と
を
「
一
解
」
と
い
う
②
。
樂
府
の
一
章
を
「
一
解
」
と
い
う
よ
り
出
で
た

り
②
。①

高
攀
龍
『
荅
錢
啓
新
一
』「
學
者
先
須
識
仁
識
得
此
理
、
自
不
作
如
此
見
解
也
」。

②
『
古
今
樂
錄
』「
傖
歌
以
一
句
爲
一
解
、
中
國
以
一
章
爲
一
解
。
王
僧
虔
云
、
古
曰
章
、

今
曰
解
」。

【
了
】「
さ
と
る
」
と
よ
む
。「
了
解
」
①
「
了
悟
」
②
「
明
了
」
③
な
ど
、
明
ら
か
に
知
る
こ
と

な
り
。「
了
々
」
④
は
「
歷
々
」
と
同
じ
、
一
々
分
明
な
る
こ
と
な
り
。

①
『
世
説
新
語
』
賞
譽
「
鍾
士
季
目
王
安
豐
、
阿
戎
了
了
解
人
意
」。

②
『
明
史
』
列
傳
第
一
百
七
十
一
儒
林
二
「
要
之
、
居
敬
二
字
盡
之
。
自
其
居
敬
之
精
明
了

悟
而
言
、
謂
之
窮
理
、
卽
考
索
討
論
、
亦
居
敬
中
之
一
事
」。

③
『
後
漢
書
』
方
術
列
傳
第
七
十
二
下
「
魯
女
生
數
説
顯
宗
時
事
、
甚
明
了
、
議
者
疑
其
時

人
也
」。

④
『
世
説
新
語
』
賞
譽
第
八
「
鍾
士
奇
目
王
安
豐
、
阿
戎
了
了
、
解
人
意
」。

〇
し
わ
む

15顰

嚬

(

後
三
、
廿
八
号
表
）

【
顰
】【
嚬
】
矉
に
も
作
る
。
同
義
な
り
。
眉
を
し
わ
め
る
こ
と
な
り
。「
顰
蹙
」
①
と
連
す
。

①
『
玉
篇
』「
顰
、
顰
蹙
、
憂
愁
不
樂
之
狀
也
」。

〇
し
め
す

16呈

示

似

視

見

觀

(

後
三
、
廿
八
号
表
）
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【
呈
】「
し
め
す
」
と
よ
む
。
出
し
て
み
せ
る
こ
と
な
り
。「
呈
露
」
①
と
連
屬
す
。
故
に
た
て
ま

つ
る
意
に
も
な
る
。

①
曹
植
『
洛
神
賦
』（『
文
選
』
巻
十
九
）「
延
頸
秀
項
、
皓
質
呈
露
」。

【
示
】
人
に
み
せ
る
こ
と
な
り
。
物
を
下
へ
さ
げ
て
み
せ
る
意
な
り
。「
垂
示
」
①
と
連
す
。
故
に

「
呈
」
は
我
よ
り
目
上
に
み
せ
る
意
な
り
、「
示
」
は
我
よ
り
目
下
へ
み
せ
る
意
な
り
。

①
蔡
邕
『
琅
邪
王
傅
蔡
朗
碑
』「
身
没
稱
顯
、
永
遺
令
勲
。
表
行
揚
名
、
垂
示
後
昆
」。

【
似
】【
視
】
示
と
通
ず
。

【
見
】「
し
め
す
」
と
よ
む
と
き
は
、
呈
の
字
に
似
て
か
る
し
。
み
さ
せ
る
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
な

り
。
故
に
上
下
に
通
ず
。

【
觀
】「
し
め
す
」
と
よ
む
と
き
は
、
見
物
さ
せ
る
と
い
う
程
の
こ
と
な
り
。

（
待
續
）
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