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「
漢
唐
訓
詁
学
、
宋
明
性
理
学
、
清
朝
考
証
学
」
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
学
問
の
展
開
を
端
的
に
示
す
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
が
示
す

通
り
、「
考
証
学
」（
考
拠
学
）
は
、
清
代
に
お
い
て
そ
の
営
為
に
従
事
す
る
学
者
を
輩
出
し
て
赫
々
た
る
成
果
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
考
証
に
従
事

し
た
学
者
は
清
代
以
外
の
時
代
に
も
存
在
し
て
お
り
、
考
証
学
の
展
開
を
考
察
す
る
際
、
清
代
と
い
う
時
間
的
枠
組
み
に
し
ば
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
か
か
る
見
解
に
も
と
づ
く
研
究
は
乏
し
い
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
着
目
に
値
す
る
の
は
張
舜
徽
（
一
九
一
一
〜
一
九
九
二
）
の
研
究
で

あ
る
。
彼
は
、
清
朝
考
証
学
独
自
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
成
果
の
多
く
が
、
実
は
宋
代
の
学
者
に
よ
っ
て
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説

を
長
編
の
論
文
〈
論
宋
代
学
者
治
学
的
博
大
气
象
及
替
后
世
学
術
界
所
開
辟
的
新
途
徑
〉（《
中
国
史
論
文
集
》、
湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
五
六
年
。

以
下
「
①
文
」）
の
中
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
詳
細
に
し
て
か
つ
体
系
的
で
あ
り
、
考
証
学
の
展
開
を
考
え
る
上
で
有
用
と
思
わ
れ
る
の
で
、

三
回
に
分
け
て
訳
出
を
試
み
る
。

　

①
文
は
、
横
組
み
で
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
標
題
の
字
体
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
繁
体
字
と
簡
体
字
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
そ
の
後
〈
論

宋
代
學
者
治
學
的
廣
闊
規
模
及
替
後
世
學
術
界
所
開
闢
的
新
途
徑
〉（
以
下
「
②
文
」）
と
題
を
少
し
改
め
て
、
同
氏
《
訒
庵
学
術
講
論
集
》（
岳
麓
書
社
、

一
九
九
二
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
縦
組
み
で
繁
体
字
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
中
の
字
句
が
一
部
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
構
成
・
内
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容
は
同
一
と
見
て
よ
い
。《
訒
庵
学
術
講
論
集
》
が
《
張
舜
徽
集
》
第
三
輯
（
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

②
文
は
横
組
み
に
組
み
直
さ
れ
、
若
干
の
誤
字
の
修
訂
が
な
さ
れ
た
が
、
内
容
と
字
体
は
②
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
本
訳
稿
は
、《
張
舜
徽
集
》
所
収
の

文
章
（
以
下
「
③
文
」）
を
底
本
と
す
る
。
張
舜
徽
は
古
典
籍
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
原
文
を
省
略
し
て
い
る
が
、
必
要
の
な
い
限
り
、

省
略
部
分
の
注
記
や
説
明
は
し
な
い
。
底
本
中
の
注
記
は
（　

）
を
用
い
て
提
示
し
、
訳
者
に
よ
る
語
義
説
明
や
補
足
説
明
の
た
め
の
訳
文
中
の
注
記

は
〔　

〕
を
用
い
て
提
示
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
訳
注
は
、
訳
文
の
後
に
ま
と
め
て
提
示
す
る
。

　

宋
代
学
術
に
対
す
る
言
及
が
な
さ
れ
る
場
合
、
い
さ
さ
か
の
例
外
も
な
く
理
学
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、「
心
性
の
空
談
」
の
一
言
で

宋
代
学
術
の
全
体
を
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
状
況
が
生
じ
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
中
葉
す
な
わ
ち
清
代
の

乾
隆
年
間
に
樸
学
〔
考
証
学
〕
が
盛
ん
だ
っ
た
時
、
一
般
の
学
者
が
考
拠
に
心
を
傾
け
て
自
分
た
ち
の
学
問
を
「
漢
学
」
と
呼
び
、
そ
れ

に
伴
っ
て
「
宋
学
」
と
い
う
名
目
を
立
て
て
専
ら
義
理
を
語
る
読
書
人
を
統
括
し
、
彼
ら
に
「
空
疏
不
学
」
と
い
う
四
字
の
評
語
を
加
え

て
思
う
ま
ま
に
攻
撃
し
た
こ
と
に
よ
る
。
陣
営
が
完
成
し
て
門
戸
が
形
成
さ
れ
る
と
、
こ
の
二
百
年
間
、
学
術
面
で
そ
り
が
合
わ
な
い
状

況
が
次
第
に
形
成
さ
れ
た
。
人
々
が
「
宋
学
」
を
卑
し
ん
で
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
宋
代
学
術
の
全
体
像
が
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
宋
代
の
学
者
は
気
宇
壮
大
で
あ
り
、
学
問
の
幅
が
極
め
て
広
く
方
法
も
緻
密
で

あ
っ
て
、
す
べ
て
の
清
代
の
考
証
学
者
が
、
条
理
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
釈
義
と
考
拠
が
深
い
と
自
ら
誇
る
、
旧
来
の
学
問
を
整
理
す
る

方
式
と
方
法
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
宋
代
の
学
者
が
従
事
し
た
学
問
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、
清
代
の
考
証
学
者
が
各
分

野
の
学
問
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
講
究
は
、
い
ず
れ
も
宋
代
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
す
で
に
道
が
切
り
開
か
れ
、
条
件
が
整
え
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
学
者
に
よ
る
こ
の
功
績
は
、
中
国
学
術
史
に
特
筆
大
書
す
べ
き
で
あ
り
、
無
視
し
た
り
埋
も
れ
さ
せ
た
り
し

て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
で
は
特
に
彼
ら
が
切
り
開
い
た
道
の
中
、
明
白
で
重
要
な
点
を
総
合
し
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
最
初
に

史
料
整
理
に
お
け
る
彼
ら
の
偉
大
な
成
果
を
総
括
し
、
最
後
に
自
然
科
学
に
関
す
る
卓
越
し
た
貢
献
を
叙
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ

う
に
す
る
こ
と
で
、
両
宋
の
学
術
の
真
面
目
を
あ
ら
ま
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
理
学
に
つ
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

宋
代
学
術
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
以
後
の
心
性
を
講
究
す
る
学
者
た
ち
の
た
め
に
無
数
の
道
を
開
い
た
が
、
現
代
の
学
者
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が
専
著
を
出
し
て
詳
述
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
思
想
史
や
哲
学
史
を
ま
と
め
た
学
者
た
ち
が
詳
細
を
極
め
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
解
説
し
て

い
る
の
で
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

第
一　

古
代
の
文
化
遺
産
受
容
に
関
わ
る
各
種
の
作
業

甲　

古
書
の
時
代
と
作
者
を
考
証
す
る
作
業

　

古
代
の
文
化
遺
産
は
、
大
部
分
が
書
籍
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
古
書
が
著
さ
れ
た
時
代
や
材
料
の
信
憑
性
に
関
し
て
は
問

題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
学
者
た
ち
が
最
初
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
解
決
は
、
我
が
国
の
早
い

時
期
に
始
ま
っ
て
い
る
。
孟
子
は
周
の
末
期
の
時
点
で
と
っ
く
に
「
尽
く
書
を
信
ず
る
は
書
無
き
に
如し

か
ず
」
と
述
べ
て
い
て
、
古
代
か

ら
伝
わ
る
書
物
を
軽
々
し
く
信
じ
て
は
な
ら
ず
、
合
理
的
に
疑
う
べ
き
こ
と
を
暗
示
し
た
。《
漢
書
・
芸
文
志
・
諸
子
略
》
は
、
遙
か
昔

の
子
部
の
書
物
い
く
つ
か
に
対
し
て
、「
依
託
」
で
あ
る
と
か
、「
晩
出
」
で
あ
る
と
か
注
記
し
て
い
る（

1
）。
唐
代
の
劉
知
幾
や
柳
宗
元
は
、

学
問
の
面
で
懐
疑
的
精
神
に
極
め
て
富
ん
で
お
り
、
多
く
の
古
書
の
真
偽
を
仮
定
し
た
り
考
察
し
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
結

局
の
と
こ
ろ
、
や
は
り
啓
蒙
的
な
作
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
営
為
が
系
統
的
に
し
て
条
理
の
あ
る
作
業
に
発
展
し
、
方
法
が
緻
密
に
向
か
い
、

範
囲
が
拡
張
し
、
学
術
面
で
濃
厚
な
疑
古
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
宋
代
の
学
者
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
宋

人
は
、
敢
然
と
し
て
疑
古
に
踏
み
込
み
、
偽
書
弁
証
の
方
面
に
大
き
な
道
を
切
り
開
き
、
後
人
に
様
々
な
問
題
分
析
の
方
法
と
啓
示
を
与

え
た
。

　

封
建
社
会
に
お
い
て
、
統
治
階
級
に
と
っ
て
重
要
な
何
種
類
か
の
教
科
書

―
経
典
は
、
こ
の
上
な
く
至
尊
に
し
て
神
聖
不
可
侵
な
著

作
と
見
な
さ
れ
た
。
特
に
唐
初
に
《
五
経
正
義
》
が
修
定
さ
れ
、《
周
易
》《
尚
書
》《
毛
詩
》《
礼
記
》《
左
伝
》
の
五
部
の
書
物
が
五
経
（
こ

れ
ら
は
漢
代
に
学
官
に
立
て
ら
れ
た
五
経
と
は
異
な
る（

2
））
に
定
め
ら
れ
て
か
ら
、
一
般
の
知
識
人
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
経
典
を
尊

重
し
、
疑
い
を
差
し
挟
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
宋
代
の
学
者
は
大
胆
に
も
一
つ
の
経
典
全
体
が
後
代
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
疑
っ
た
り
、

一
部
が
偽
作
で
あ
る
と
疑
っ
た
り
し
、
伝
注
を
攻
撃
す
る
者
も
い
れ
ば
、
序
を
卑
し
ん
で
退
け
る
者
も
い
て
、
い
く
つ
か
の
経
典
が
著
さ
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れ
た
時
期
に
関
す
る
見
方
に
動
揺
を
与
え
は
じ
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
真
実
の
探
求
」
か
ら
出
発
し
て
、
古
書
の
材
料
の
出
所
の
検
討

に
着
手
す
る
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

　
《
周
易
》
は
、
古
人
が
「
人
、
三
聖
を
更へ

、
世
、
三
古
を
歴ふ

」〔《
漢
書
・
芸
文
志
》〕
と
見
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
古
い
古
い
文
化
遺
産

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
三
聖
」
は
、
伏ふ

っ

羲き

・
文
王
・
孔
子
を
指
す
〔
韋
昭
《
漢
書
音
義
》〕。
従
来
か
ら
の
旧
説
に
よ
る
と
、
伏
羲
は
最

初
に
八
卦
を
画
し
た
創
造
者
で
あ
り
、
文
王
は
八
卦
を
重
ね
て
六
十
四
卦
に
押
し
広
げ
て
易
を
発
展
さ
せ
、
孔
子
に
至
る
と
、
行
き
届
い

た
解
説
を
施
し
て
、
易
の
内
容
を
よ
り
一
層
豊
富
に
し
た
。
孔
子
が
お
こ
な
っ
た
作
業
は
「
十
翼
」
に
あ
り
、《
易
経
》
の
文
字
の
理
解

を
助
け
る
十
篇
の
文
章
を
書
い
た
（〈
彖
辞
〉〈
象
辞
〉〈
繋
辞
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
上
下
に
分
け
て
都
合
六
篇
、
さ
ら
に
〈
文
言
〉〈
序
卦
〉〈
説

卦
〉〈
雑
卦
〉
の
四
篇
を
加
え
て
、
合
計
十
篇
）。《
史
記
・
孔
子
世
家
》《
漢
書
・
芸
文
志
》《
同
・
儒
林
伝
》《
隋
書
・
経
籍
志
》《
経
典

釈
文
》《
周
易
正
義
》
な
ど
の
漢
唐
の
学
者
に
よ
る
論
著
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
こ
と
を
肯
定
し
て
い
た
が
、
宋
人
に
至
っ
て
疑
問
を

抱
き
は
じ
め
た
。
最
初
に
欧
陽
修
が
大
胆
に
も
〈
十
翼
〉
は
孔
子
の
作
で
は
な
い
と
い
う
論
点
を
提
出
し
た
。《
居
士
集
》
巻
十
八
〈
易

或
問
〉
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

或
る
人
の
質
問
：「〈
繋
辞
伝
〉
が
聖
人
の
作
で
な
い
と
し
た
ら
、
前
代
の
大
儒
や
君
子
が
そ
の
こ
と
を
論
じ
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う

し
て
で
し
ょ
う
か
」。
回
答
：「〈
繋
辞
伝
〉
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
舜
が
倉
の
壁
を
塗
っ
た
り
深
い
井
戸
を
掘
る
よ
う
に
言
い
つ

け
ら
れ
て
、
殺
さ
れ
か
け
た
こ
と
〔《
史
記
・
五
帝
本
紀
》〕
は
、
六
経
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
孔
子
の
徒
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
、
世
間
の
言
い
伝
え
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
く
伝
え
ら
れ
て
、
孟
子
の
徒
が
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
事
に
は
元

来
、
で
た
ら
め
な
説
が
含
ま
れ
て
い
た
。
当
初
、
大
儒
や
君
子
は
、
世
間
で
信
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
放
置
し
て
い
た
。
久
し

く
伝
承
さ
れ
た
後
の
時
代
に
な
る
と
、
以
前
と
は
逆
に
、
大
儒
や
君
子
で
さ
え
も
誤
り
だ
と
し
な
い
の
だ
か
ら
、
事
実
で
あ
っ
て
で

た
ら
め
で
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
曲
学
の
士
の
多
く
が
そ
の
説
に
惑
溺
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
孔
子

が
亡
く
な
る
と
、
周
は
ま
す
ま
す
衰
え
、
王
道
が
失
わ
れ
て
学
問
も
廃
れ
た
。
つ
い
で
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
百
家
の
異
端
が
起
こ

っ
た
。
十
翼
の
説
は
、
誰
が
言
い
出
し
た
の
か
不
明
だ
が
、
秦
漢
以
来
、
大
儒
や
君
子
が
取
り
上
げ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
」。
或
る
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四
五

人
の
質
問
：「
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
聖
人
の
作
で
は
な
い
と
わ
か
る
の
で
す
か
」。
回
答
：「
学
問
に
対
す
る
大
儒
や
君
子
の
態

度
は
、
理
に
達
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
あ
る
。
中
人
以
下
に
は
、
六
経
に
記
さ
れ
て
い
る
聖
賢
の
事
蹟
を
指
し
示
し
、
そ
の
耳

を
引
き
寄
せ
て
教
え
て
あ
げ
て
も
、
ま
だ
も
や
も
や
し
た
も
の
を
抱
え
て
し
ま
う
。
言
い
伝
え
に
惑
溺
し
て
い
る
曲
学
の
士
は
、
変

わ
っ
た
説
を
提
出
し
て
相
手
を
負
か
す
こ
と
を
好
む
。『
何
の
謂い

ひ

ぞ
。
子
曰
く
…
…
』〔〈
乾
卦
・
文
言
伝
〉〕
と
あ
る
の
は
、
講
師
の

言
葉
で
あ
る（

3
）。
私
は
以
前
、
そ
の
よ
う
に
学
習
者
に
教
え
た
。『
元
な
る
者
は
、
善
の
長
。
亨
な
る
者
は
、
嘉
の
会
。
利
な
る
者

は
、
義
の
和
。
貞
な
る
者
は
、
事
の
幹
』
と
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
文
言
」
で
あ
る
。
魯
の
穆ぼ

く
き
ょ
う姜が
こ
の
言
葉
を
言
っ
た
の
は

襄じ
ょ
う公
の
九
年
〔
前
五
六
四
〕
に
当
た
り
〔《
左
伝
・
襄
公
九
年
》〕、
そ
れ
か
ら
十
五
年
目
に
孔
子
が
生
ま
れ
た（

4
）。
左
氏
が
伝（

5
）

を
施
し
た
《
春
秋
》
は
、
確
か
に
で
た
ら
め
な
記
述
が
多
い
が
、
信
じ
ら
れ
る
書
物
を
何
と
か
後
世
に
伝
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は

看
取
さ
れ
る
。〈
文
言
伝
〉
が
孔
子
の
作
で
あ
る
こ
と
を
左
氏
が
知
っ
て
い
た
ら
、
後
か
ら
そ
れ
を
穆
姜
に
結
び
つ
け
て
後
世
に
疑

い
を
残
す
よ
う
な
真
似
を
す
る
は
ず
が
な
い
。
左
氏
は
〈
文
言
伝
〉
が
後
世
に
な
っ
て
孔
子
の
作
と
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
想
定
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
孟
子
は
『
尽
く
書
を
信
ず
る
は
書
無
き
に
如
か
ず
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
孟
子
は
六
経
を
批
判
す
る
こ

と
を
好
む
わ
け
で
は
な
い
。
混
乱
し
た
説
を
退
け
る
の
は
、
経
を
尊
ぶ
か
ら
で
あ
る
」。

欧
陽
修
は
さ
ら
に
《
易
童
子
問
》
三
巻
を
作
り
、
そ
の
下
巻
は
専
ら
十
翼
が
孔
子
の
作
で
は
な
い
と
い
う
考
え
を
説
い
て
い
る
。
彼
の
見

解
に
よ
る
と
、「（

6
）ど
う
し
て
〈
繋
辞
〉
だ
け
が
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。〈
文
言
〉・〈
説
卦
〉
以
下
は
い
ず
れ
も
聖
人
の
作
で
は
な
く
、
衆

説
が
入
り
乱
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
も
一
人
の
言
辞
で
は
な
い
。
昔
、《
易
》
を
学
ん
だ
者
が
講
説
に
役
立
て
よ
う
と
つ
ぎ
は
ぎ
で
こ
し
ら

え
た
も
の
で
あ
り
、
一
家
の
説
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
同
異
も
是
非
も
入
り
乱
れ
、
選
択
が
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
の
で
、
経

書
を
そ
こ
な
い
世
間
を
惑
わ
せ
る
結
果
を
招
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
翼
は
聖
な
る
経
典
に
付
着
し
た
ま
ま
、
長
き
に
わ
た
っ
て

伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
、
今
と
な
っ
て
は
根
源
ま
で
遡
っ
て
真
偽
を
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
明
智
を
備
え
た
士
で
あ

っ
て
も
、
雑
駁
な
議
論
に
執
着
し
て
十
翼
の
壮
麗
な
る
言
葉
に
心
を
奪
わ
れ
る
者
も
い
れ
ば
、
疑
義
を
弁
じ
て
正
す
よ
う
な
真
似
は
君
子

が
慎
む
こ
と
だ
と
考
え
、
端
か
ら
そ
の
点
を
気
に
し
な
い
者
も
い
る
」。
こ
こ
で
は
「
十
翼
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
《
周
易
》
を
研
究
す



四
六

る
後
代
の
人
々
の
集
団
的
作
業
に
よ
る
創
作
で
あ
っ
て
、
一
時
に
で
き
た
も
の
で
も
な
く
、
一
人
の
手
に
な
る
も
の
で
も
な
い
が
、
実
際

の
と
こ
ろ
、
後
の
人
が
《
易
》
を
治
め
る
上
で
の
重
要
な
参
考
資
料
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
排
除
で
き
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
明
確
に

肯
定
し
て
い
る
。
だ
か
ら
欧
陽
修
が
さ
ら
に
言
う
こ
と
に
は
、「
経
書
を
学
ん
だ
古
の
人
は
、
い
ず
れ
も
〈
大
伝
〉
を
書
い
た
。
現
在
、《
書
》

と
《
礼
》
の
〈
伝
〉
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
〈
繋
辞
伝
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
漢
初
に
は
〈
易
大
伝
〉
と
称
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
後
漢
に
な
る
と
、
す
で
に
〈
繋
辞
伝
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
。〈
繋
辞
伝
〉
を
〈
易
大
伝
〉
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、《
書
》
や

《
礼
》
の
〈
伝
〉
よ
り
遥
か
に
勝
っ
て
い
る（

7
）が
、
こ
れ
を
聖
人
の
作
と
見
て
し
ま
う
と
、
僭
越
の
書
に
な
っ
て
し
ま
う
。〈
大
伝
〉
が

諸
儒
の
作
で
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
者
に
知
ら
せ
て
、
良
い
部
分
を
取
り
、
間
違
っ
て
い
る
部
分
を
取
り
除
く
こ
と
を
心
掛
け
さ
せ
れ
ば
、
そ

れ
が
書
か
れ
た
三
代
〔
夏
殷
周
〕
の
末
は
、
古
の
聖
人
た
ち
の
御
代
か
ら
時
間
的
に
離
れ
て
お
ら
ず
、
老
師
や
名
家
が
世
々
伝
え
た
学
問
、

長
者
や
先
生
が
伝
え
た
論
説
が
そ
の
中
に
混
ざ
っ
て
い
る
か
ら
、
学
ぶ
こ
と
は
無
駄
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
聖
人
の
作
だ
と
考

え
、
選
択
し
よ
う
と
せ
ず
に
尽
く
信
じ
て
し
ま
う
と
、
大
い
に
経
書
を
そ
こ
な
い
世
間
を
惑
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と

は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
い
ず
れ
も
《
欧
陽
文
忠
全
集
》
巻
七
十
八
〔《
易
童
子
問
》
第
三
〕
に
見
え
る
）。

欧
陽
修
は
こ
れ
ら
の
述
作
を
無
理
に
孔
子
一
人
に
帰
属
さ
せ
る
見
解
に
反
対
す
る
が
、
そ
の
価
値
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
も
賛
成

し
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
問
題
を
全
面
的
に
見
る
方
法
で
あ
る
。
後
に
趙
汝
談
が
著
し
た
《
南
唐
易
説
》
三
巻
が
あ
り
、
陳
振
孫
《
直
斎

書
録
解
題
》
に
よ
っ
て
「
専
ら
〈
十
翼
〉
が
孔
子
の
作
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
欧
陽

修
の
後
塵
を
拝
し
、
そ
の
作
業
を
継
続
し
て
発
展
さ
せ
た
著
述
で
あ
る
。

　
《
尚
書
》
は
上
古
の
書
物
で
あ
り
、
伝
承
に
よ
る
と
、
当
初
は
多
く
の
竹
簡
・
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、
孔
子
が
整
理
し
て
百
篇
に

撰
定
し
た
。
後
に
秦
の
焚
書
に
遭
遇
し
た
時
、
最
も
多
く
が
失
わ
れ
た
の
が
こ
の
書
物
で
あ
っ
た
。
漢
初
に
伏
生
は
二
十
九
篇
だ
け
伝
え
、

当
時
通
用
の
隷
書
で
書
き
記
し
て
《
今き

ん

文ぶ
ん

尚
書
》
と
称
し
た
。
武
帝
末
期
に
至
り
、
魯
の
共
王
劉
餘
が
孔
家
の
壁
の
中
か
ら
蝌か

蚪と

文
字
で

記
さ
れ
た
沢
山
の
竹
簡
を
発
見
し
、
そ
れ
を
《
古
文
尚
書
》
と
称
し
た
。
す
ぐ
れ
た
知
識
人
で
あ
る
孔
安
国
は
、
当
時
通
用
の
字
体
で
一

通
り
読
み
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
伏
生
が
伝
え
た
も
の
よ
り
十
六
篇
多
く
な
っ
た
（
以
上
は
班
固
の
説
に
よ
る（

8
））。
し
か
し
こ
の
《
古
文

尚
書
》
は
、
当
時
、
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
も
の
の
、
学
官
に
列
せ
ら
れ
る
こ
と
は
絶
え
て
な
く（

9
）、
ま
も
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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四
七

東
晋
の
元
帝
の
時
（
在
位
：
三
一
七
〜
三
二
二
）
に
な
る
と
、
突
然
、
豫
章
の
内
史
梅ば
い

賾さ
く

が
《
古
文
尚
書
孔
安
国
伝
》
を
献
上
し
て
き
た
。

伏
生
の
も
の
よ
り
二
十
五
篇
多
く
、
伏
生
が
伝
え
た
諸
篇
の
中
か
ら
五
つ
の
篇
を
独
立
さ
せ
て
あ
り
、
序
も
記
さ
れ
て
お
り
、
全
部
で

五
十
九
篇
、
四
十
六
巻
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
は
長
期
に
わ
た
っ
て
世
間
に
流
通
し
、
唐
の
人
が
《
尚
書
正
義
》
を
編
纂
し
、
陸
徳
明
が
《
経

典
釈
文
》
を
著
し
た
時
、
い
ず
れ
も
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た（

10
）。
宋
の
人
に
至
っ
て
よ
う
や
く
疑
念
を
抱
き
は
じ
め
、
最
初
に
疑
念

を
示
し
た
の
は
呉ご

棫よ
く

で
あ
る
。
彼
は
大
胆
に
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

孔
安
国
が
増
し
加
え
た
《
書
》
は
、
現
在
、
篇
目
が
揃
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
文
章
の
通
り
が
良
く
、
伏
生
が
伝
え
た
《
書
》
の
文

章
が
ご
つ
ご
つ
し
て
い
て
読
み
づ
ら
く
、
読
解
で
き
な
い
も
の
す
ら
あ
る
の
と
は
異
な
る
。
そ
も
そ
も
四
つ
の
時
代
に
書
か
れ
た
文

章
〔
虞
書
・
夏
書
・
殷
書
・
周
書
〕
が
収
録
さ
れ
た
《
書
》
は
、
作
者
が
一
人
や
二
人
で
は
な
い
の
に
、
結
局
二
つ
の
文
体
に
落
ち

着
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
だ（

11
）。

呉
棫よ
く

、
字あ
ざ
なは
才
老
、《
書し
ょ

裨ひ

伝で
ん

》
十
三
巻
が
あ
り
、《
直
斎
書
録
解
題
》〔
巻
二
〕
と
《
文
献
通
考
・
経
籍
考
》〔
巻
百
七
十
七
〕
の
い
ず
れ

に
も
著
録
さ
れ
て
い
る（

12
）。
現
在
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
宋
代
に
は
極
め
て
高
い
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
朱
熹
は
こ
の
書
物
を

大
い
に
買
っ
て
い
て
、《
晦
庵
先
生
文
集
》（
四
部
叢
刊
本
）
巻
三
十
四
〈
答
呂
伯
恭
〔
第
三
十
書
〕〉
に
お
い
て
「
近
頃
、
呉
才
老
が

〈
胤い

ん

誓せ
い

〉〈
康こ
う

誥こ
う

〉〈
梓し

材ざ
い

〉
な
ど
の
篇
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
論
証
は
極
め
て
よ
ろ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
朱

熹
も
呉
棫
と
同
様
の
見
解
を
持
っ
て
、
晩
出
の
《
古
文
尚
書
》
が
後
人
に
よ
る
偽
作
だ
と
い
う
疑
念
を
示
し
た
の
は
、
恐
ら
く
呉
才
老
か

ら
多
く
の
影
響
を
受
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。《
晦
庵
先
生
文
集
》
巻
六
十
五
〈
尚
書
〉
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

今
考
え
て
み
る
に
、
漢
儒
は
伏
生
の
《
書
》
が
今
文
、
安
国
の
《
書
》
が
古
文
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
現
在
の
目
で
見
る
と
、
今
文

は
多
く
が
晦
渋
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
古
文
は
逆
に
平
易
で
あ
る
。
今
文
は
伏
生
の
娘
が
晁ち

ょ
う錯そ

に
口
授
し
た（

13
）時
か
ら
失
わ
れ
て

い
る
と
言
う
者
も
い
る
が
、
先
秦
時
代
の
古
い
書
物
に
引
か
れ
る
《
書
経
》
の
文
章
は
、
い
ず
れ
も
同
様
だ
っ
た
〔
古
文
が
晦
渋
で
、
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今
文
が
平
易
だ
っ
た
〕
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
い
。
記
録
の
確
実
さ
を
考
え
る
と
、
語
ら
れ
た
言
葉
に
対

し
て
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
が
難
し
い
が
、
潤
色
の
優
雅
さ
を
求
め
る
と
、
文
章
を
見
映
え
よ
く
す
る
こ
と
は
容
易
だ
か
ら
、
訓
誥
や

誓
命
に
分
類
さ
れ
る
文
章
に
難
易
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
者
も
い
る（

14
）が
、
こ
れ
が
実
情
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

伏
生
が
暗
唱
し
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
難
し
い
文
章
だ
け
が
採
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
蝌
蚪
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
古
い
書

物
が
乱
れ
て
文
字
が
失
わ
れ
た
残
り
を
孔
安
国
が
考
定
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
逆
に
理
解
が
簡
単
な
文
章
だ
け
が
採
ら
れ
て
い
る

の
は
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
序
の
文
が
経
文
と
は
な
は
だ
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
、
孔
安
国
の
序
と
さ
れ
る
も
の
も
全

く
後
漢
の
文
章
ら
し
く
な
い
こ
と
に
対
し
て
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
も
不
思
議
で
な
い
。

こ
の
よ
う
な
論
調
は
、
そ
の
《
文
集
》
や
《
語
類
》
の
中
で
何
度
も
提
示
さ
れ
て
お
り
（
た
と
え
ば
《
文
集
》
巻
八
十
二
〈
書
臨
漳
所
刊

四
経
後
〉
や
《
語
類
》
巻
七
十
八
〔〈
尚
書
一
・
綱
領
〉〕
な
ど
）、
呉
才
老
の
見
解
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

彼
は
い
わ
ゆ
る
《
古
文
尚
書
孔
安
国
伝
》
や
〈
孔
安
国
序
〉
を
疑
う
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
魏
晋
の
頃
の
人
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
漢
の
人
の
文
章
の
よ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
（
い
ず
れ
も
《
語
類
》
巻
七
十
八
〔〈
尚
書
一
・
綱
領
〉〕）。

か
か
る
論
断
は
、
清
代
の
学
者
が
《
古
文
尚
書
》
を
考
訂
す
る
た
め
の
お
膳
立
て
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
清
初
に
お
け
る
弁
疑
の
闘
士

で
あ
る
閻え

ん
じ
ゃ
く
き
ょ

若
璩
は
、
そ
の
著
《
尚
書
古
文
疏
証
》
巻
八
〔
・
第
百
十
三
条
〈
言
疑
古
文
自
呉
才
老
始
〉〕
に
お
い
て
「《
尚
書
》
の
古
文
経

は
、
東
晋
の
建
武
元
年
〔
三
一
七
〕
を
五
十
三
、四
年
さ
か
の
ぼ
る
魏
晋
の
頃
に
出
現
し
、
は
じ
め
て
朝
廷
に
献
上
さ
れ
、
学
官
に
立
て

ら
れ
た
。
建
武
元
年
か
ら
宋
が
都
を
南
に
移
す
ま
で
八
百
十
一
年
が
過
ぎ
、
そ
の
時
に
呉
棫
、
字
は
才
老
が
世
に
現
れ
、
は
じ
め
て
こ
の

書
物
に
対
し
て
疑
い
を
抱
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
天
が
そ
の
御
心
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。《
四
庫
全
書
総
目
》

巻
十
二
〈
古
文
尚
書
疏
証
提
要
〉
は
、
閻
氏
の
仕
事
を
以
下
の
よ
う
に
要
点
を
押
さ
え
て
総
括
し
て
い
る
。「《
古
文
尚
書
》
は
《
今
文
尚

書
》
よ
り
十
六
篇
多
か
っ
た
が
、
晋
魏
以
降
、
師
説
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
《
左
伝
》
の
中
で
引
か
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
杜

預
は
お
し
な
べ
て
『
佚
書
』
と
注
し
て
い
る
。
東
晋
の
初
頭
に
、
そ
の
書
が
は
じ
め
て
出
現
し
た
時
に
は
、
二
十
五
篇
多
か
っ
た
が
、
当

初
は
《
今
文
尚
書
》
と
並
立
し
て
い
た
。
陸
徳
明
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
《
経
典
釈
文
》
を
作
り
、
孔く

穎よ
う

達だ
つ

が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
《
尚
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四
九

書
正
義
》
を
作
っ
た
時
、
つ
い
に
伏
生
が
伝
え
た
二
十
九
篇
と
合
併
し
た
。
唐
以
来
、
経
書
や
古
学
に
疑
念
を
持
つ
劉
知
幾
の
一
派
で
さ

え
も
、《
尚
書
》
を
一
家
に
立
て
て
《
史
通
》
の
中
に
列
し
て
い
る
が
、
古
文
が
僞
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い（

15
）。
呉
棫
が
異
議
を
唱

え
は
じ
め
て
か
ら
、
朱
子
も
次
第
に
疑
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
呉
澄
た
ち
は
朱
子
の
説
に
も
と
づ
い
て
次
々
と
問
題
点
を
暴
き
出
し

た
の
で
、《
古
文
尚
書
》
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
系
統
立
て
て
分
析
を
加
え
、
そ
の
瑕
を
抉
り
出
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
明
の
梅ば

い

鷟さ
く

が
は
じ
め
て
諸
書
を
参
考
に
し
て
剽
窃
の
作
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
が
、
見
識
が
や
や
狭
く
、
資
料

の
捜
索
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
閻
若
璩
に
至
っ
て
よ
う
や
く
経
書
や
古
学
に
引
拠
し
、
矛
盾
点
を
一
つ
一
つ
指
摘
し
た
こ
と
で
、《
古
文

尚
書
》
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
が
は
じ
め
て
明
瞭
に
な
っ
た
。
閻
氏
が
議
論
を
展
開
し
た
百
二
十
八
条
に
対
し
て
、
毛
奇
齢
が
《
古こ

文ぶ
ん

尚
し
ょ
う

書し
ょ

冤え
ん

詞し

》
を
著
し
、
手
段
を
尽
く
し
て
反
駁
し
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
、
強
弁
を
弄
し
て
も
道
理
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
拠
り
所
の
あ
る
言
論
が
先
に
不
敗
の
態
勢
を
築
き
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
」。
弁
疑
の
営
為
に
お
い
て
達
成
し
た
閻
氏
の
偉
大

な
業
績（

16
）は
、
や
は
り
呉
棫
・
朱
熹
な
ど
が
道
を
切
り
拓
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
宋
代
の
学
者
が
創
始
し
た
功
績
は
埋
も
れ
さ
せ
て
は

い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
《
詩
》
三
百
篇
の
中
に
存
在
す
る
問
題
は
さ
ら
に
多
い
。
思
想
が
束
縛
さ
れ
て
、
本
来
、
生
命
活
動
を
活
発
に
し
感
情
を
吟
詠
す
る
詩

篇
の
生
気
が
奪
わ
れ
、
ど
れ
も
こ
れ
も
「
礼
義
に
止と

ど

ま
る
」〔《
毛
詩
・
大
序
》〕
作
品
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
実
は
《
詩
》
の
大
小

の
〈
序
〉
が
障
碍
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。〈
大
序
〉
は
書
物
全
体
の
序
文
で
あ
る
と
同
時
に
、《
毛
詩
》
首
篇
に
位
置
す
る
〈
関か

ん

雎し
ょ

〉
の
序

文
で
も
あ
る
。〈
小
序
〉
は
三
百
十
一
篇
の
個
々
の
詩
に
対
す
る
序
文
で
あ
る
（
そ
の
中
の
六
篇
は
、
文
章
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
序

文
は
ま
だ
残
っ
て
い
る（

17
））。
こ
れ
ら
の
〈
序
〉
は
長
い
間
伝
承
さ
れ
、
結
局
誰
の
手
に
な
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
定
説
が
な
い
。

全
く
《
四
庫
全
書
総
目
》
巻
十
五
〈
詩
序
提
要
〉（

18
）に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「〈
詩
序
〉
に
関
す
る
説
は
紛
糾
し
て
い
る（

19
）。〈
大
序
〉

は
子
夏
の
作
、〈
小
序
〉
は
子
夏
と
毛
公
の
合
作
と
考
え
る
の
は
、
鄭
玄
〈
詩
譜
〉
で
あ
る
〔《
毛
詩
・
関
雎
・
小
序
》「
関
雎
、
后
妃
之

徳
也
」
句
下
鄭
箋
〕。
子
夏
が
書
い
た
《
詩
》
の
序
が
と
り
も
な
お
さ
ず
今
の
《
毛
詩
》
の
〈
序
〉
だ
と
考
え
る
の
は
、
王
肅
《
家
語
注
》

で
あ
る
〔〈
七
十
二
弟
子
解
〉〕。
衛
宏
が
謝し

ゃ

曼ま
ん

卿け
い

に
学
ん
で
〈
詩
序
〉
を
作
っ
た
と
考
え
る
の
は
、《
後
漢
書
・
儒
林
伝
》
で
あ
る
。
子
夏

が
作
っ
た
も
の
を
毛
公
と
衛
宏
が
増
修
し
た
と
考
え
る
の
は
、《
隋
書
・
経
籍
志
》
で
あ
る
。
子
夏
は
《
詩
》
の
〈
序
〉
を
書
か
な
か
っ



五
〇

た
と
考
え
る
の
は
、
韓
愈
で
あ
る
〔《
韓
昌
黎
集
・
外
集
》
巻
一
〈
詩
之
序
議
〉（

20
）〕。
子
夏
が
裁
定
し
た
の
は
〈
小
序
〉
の
第
一
句
だ
け

で
あ
り
、
残
り
は
毛
公
が
書
い
た
と
考
え
る
の
は
、
成せ

い

伯は
く

璵よ

で
あ
る
〔《
毛
詩
指
説
・
解
説
第
二
》〕。〈
詩
序
〉
は
詩
人
が
自
分
で
書
い
た

と
考
え
る
の
は
、
王
安
石
で
あ
る
〔
晁ち

ょ
う
こ
う
ぶ

公
武
《
郡
斎
読
書
志
》
巻
一
上
〈
詩
類
・
毛
詩
詁
訓
伝
二
十
巻
〉〕。〈
小
序
〉
は
国
史
の
旧
文
で

あ
り
、〈
大
序
〉
は
孔
子
の
作
だ
と
考
え
る
の
は
、
明
道
程
子（

21
）で
あ
る
〔《
河
南
程
氏
遺
書
》
巻
二
十
四
〈
伊
川
先
生
語
十
・
鄒
徳
久
本
〉〕。

第
一
句
は
孔
子
が
与
え
た
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
王
得
臣
で
あ
る
〔《
麈
史
》
巻
二
〈
経
義
〉〕。
毛
伝
が
お
こ
な
わ
れ
た
当
初
に
は

ま
だ
〈
序
〉
が
な
く
、
後
に
門
人
が
互
い
に
伝
授
し
て
、
各
々
師
説
を
記
し
た
と
考
え
る
の
は
、
曹
粋
中
で
あ
る
〔
段
昌
武
《
毛
詩
集
解
》

巻
首
〈
詩
之
序
〉〕。
田
舎
の
無
学
者
が
書
い
た
も
の
だ
と
考
え
、
声
高
に
ほ
し
い
ま
ま
に
攻
撃
す
る
の
は
、
鄭て

い
し
ょ
う樵と
王
質
に
始
ま
り
、
朱

子
が
そ
れ
に
付
和
し
た（

22
）」。
こ
の
よ
う
に
争
論
を
し
て
も
収
ま
り
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
っ
た
が
、
南
宋
に
至
る
と
、
学
者
が
あ
っ
さ

り
と
脇
へ
追
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。〈
序
〉
を
攻
撃
し
た
南
宋
の
学
者
で
最
も
有
力
だ
っ
た
の
は
、
鄭
樵
と
朱
熹
で
あ
る
。
鄭
樵
〔
字
は

漁
仲
〕
に
は
《
詩
弁
妄
》
が
あ
り
、
専
ら
こ
の
問
題
に
対
し
て
極
め
て
鋭
い
批
判
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
後
に
出
た
朱
熹
は
鄭
氏
の
説
を

採
用
し
て
い
る
。《
朱
子
語
類
》
巻
八
十
〔〈
詩
一
・
綱
領
〉〕
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

以
前
、
鄭
漁
仲
と
い
う
一
老
儒
が
お
り
、〈
詩
序
〉
を
全
く
信
じ
ず
、
古
書
に
な
ら
っ
て
書
物
の
末
尾
に
ま
と
め
て
い
た（

23
）。
私
も

今
は
こ
の
よ
う
に
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
人
に
は
虚
心
に
本
文
を
読
ま
せ
て
お
け
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
し
ば
ら
く
経
つ
と
自
然
と

意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
ど
う
や
ら
〈
序
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
世
俗
の
儒
者
の
誤
り
が
多
く
、
詩
人
の
本
意
を
理

解
し
て
い
な
い
箇
所
が
極
め
て
多
い
。〈
大
序
〉
に
「
礼
義
に
止と

ど

ま
る
」
と
あ
る
が
、
果
た
し
て
礼
義
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。〈
桑
中
〉
の
詩
に
、
礼
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か（

24
）。

同
巻
に
は
ま
た
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
詩
序
〉
は
全
く
当
て
に
な
ら
な
い
。
以
前
、
鄭
漁
仲
の
《
詩
弁
妄
》
を
見
た
が
、〈
詩
序
〉
を
ひ
ど
く
批
判
し
て
い
て
、
言
葉
遣
い
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五
一

も
穏
や
か
で
な
い
の
で
、
田
舎
の
無
学
者
の
作
だ
と
考
え
て
い
た
。
最
初
か
ら
疑
っ
て
い
た
が
、
後
に
な
っ
て
か
ら
一
、二
篇
を
細

か
く
読
み
、《
史
記
》
や
《
国
語
》
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、〈
詩
序
〉
が
結
局
信
用
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

だ
い
た
い
古
人
が
詩
を
作
る
の
は
、
今
の
人
が
詩
を
作
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
も
と
よ
り
外
物
に
触
発
さ
れ
て
感
情
を
表

現
し
、
性
情
を
吟
詠
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
他
人
を
そ
し
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
〈
序
〉
を
作
っ
た

者
が
凡
例
を
立
て
、
一
篇
一
篇
を
褒
貶
の
観
点
か
ら
説
こ
う
と
し
て
、
詩
人
の
思
い
を
穿
鑿
し
す
ぎ
て
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
今
の
人
は
誰
か
が
何
か
を
お
こ
な
っ
た
の
を
見
る
と
詩
を
作
っ
て
賛
美
か
誹
謗
を
す
る
、
と
考
え
る
よ
う
な
こ

と
で
あ
り
、
全
く
道
理
に
合
わ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、《
朱
子
語
類
》
や
《
朱
子
文
集
》
の
中
に
常
に
見
受
け
ら
れ
る
。
朱
熹
が
後
に
《
詩
集
伝
》
を
作
っ
た
時
、〈
序
〉

を
廃
し
て
直
接
詩
を
説
い
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
後
人
が
《
詩
》
三
百
篇
を
研
究
す
る
た
め
の
障
壁
を
取
り
除
き
、
束
縛
を
解
除
し
た

の
で
あ
る
。
清
代
に
お
け
る
著
名
な
歴
史
学
者
崔
述
は
《
読
風
偶
識
》
を
著
し
、
鄭
・
朱
両
家
の
説
を
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
媒
介
物
な
し

に
詩
意
を
理
解
す
る
鍵
を
探
し
求
め
た（

25
）。

　
《
周
礼
》
を
疑
う
宋
代
の
学
者
は
多
い
が
、
洪
邁
の
発
言
が
最
も
簡
要
に
し
て
明
白
で
あ
る
。《
容
斎
続
筆
》
巻
十
六
〔〈
周
礼
非
周
公
書
〉〕

に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

《
周
礼
》
の
書
に
つ
い
て
、
世
間
で
周
公
が
作
っ
た
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
昔
賢
は
戦
国
時
代
の
陰
謀
の
書
だ

と
考
え
て
い
た
。
実
際
の
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、
劉り

ゅ
う
き
ん歆の
手
に
成
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

26
）。《
漢
書
・
儒
林
伝
》
に
は
、
諸
経
の
専

門
家
に
よ
る
師
匠
か
ら
弟
子
へ
の
伝
授
が
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、《
周
礼
》
だ
け
は
記
録
が
な
い
。
王お

う

莽も
う

の
時
に
な
っ
て
、
劉



五
二

歆
は
国
師
と
な
り
、
は
じ
め
て
学
官
に
《
周
官
》
経
を
立
て
て
、
そ
れ
を
《
周
礼
》
と
称
し
、
さ
ら
に
博
士
を
置
い
た
。
河
南
の
杜

子
春
は
劉
歆
に
学
び
、
家
に
戻
っ
て
門
人
に
教
授
し
た
。
好
学
な
鄭
興
と
そ
の
子
の
鄭
衆
が
師
事
し
に
来
て
、
こ
の
書
が
遂
に
世
に

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
劉
歆
が
心
を
砕
い
て
謀
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
し
、
王
莽
の
悪
影
響
を
押
さ
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、

王
莽
は
《
周
礼
》
を
利
用
し
て
天
下
に
苦
し
み
を
与
え
た
。
五
均
・
六り

く

筦か
ん

・
市
官
・
賖し
ゃ

貸た
い

な
ど
の
諸
々
の
施
策
が
い
ず
れ
も
そ
う
で

あ
っ
た（

27
）。
し
た
が
っ
て
当
時
、
公
孫
禄
は
、
劉
歆
が
六
経
を
か
き
乱
し
、
師
法
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
し
た
〔《
漢
書
・
王

莽
伝
下
》〕。
代
々
の
王
朝
で
は
、
宇
文
周
〔
北
周
〕
だ
け
が
六
典
〔
官
職
を
六
官
に
分
け
る
《
周
礼
》〕
に
よ
っ
て
官
制
を
建
て
た（

28
）が
、

人
民
を
治
め
政
令
を
発
す
る
際
に
、
王
莽
の
古
い
や
り
方
に
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
王
安
石
は
、
祖
宗
の
法
を
引
っ
か
き
回
そ
う

と
し
て
、《
詩
》・《
書
》
と
同
じ
程
度
ま
で
《
周
礼
》
の
文
言
を
尊
重
し
、《
三
経
新
義
》
を
作
っ
た
。
嗚
呼
、
二
王
〔
王
莽
と
王
安

石
〕
は
《
周
官
》
の
名
に
託
け
て
政
治
を
お
こ
な
い
、
ひ
と
し
く
禍
を
人
民
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
《
周
礼
》
す
べ
て
を
偽
託
だ
と
す
る
論
断
を
後
人
に
向
け
て
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
て
い
る
。
七
百
年
後
、
清
末
の
学
者

廖り
ょ
う
へ
い
平
の
《
古
学
考
》
や
康
有
為
の
《
新
学
偽
経
考
》
は
《
周
礼
》
が
劉
歆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
や
は
り
宋
人
の

旧
説
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、《
左
伝
》
に
疑
い
を
抱
い
た
宋
代
の
学
者
に
話
題
を
転
じ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
学
者
は
い
く
ら
で
も
い
る
。
王
安
石
〔
字
は
介
甫
〕

は
左
氏
が
六
国
時
代
〔
戦
国
時
代
〕
の
人
で
あ
る
と
最
初
に
指
摘
し
た
。
彼
に
は
《
左
氏
解
》
一
巻
の
著
が
あ
り
、
現
在
は
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
が
、
王
応
麟
は
《
困
学
紀
聞
》
巻
六
に
お
い
て
「
王
介
甫
が
左
氏
を
六
国
時
代
の
人
で
あ
る
と
疑
う
十
一
の
事
情
」
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
て
、
安
石
に
は
疑
い
を
抱
く
理
由
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
理
由
が
堅
固
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
葉し

ょ
う

夢ぼ
う

得と
く

《
春
秋
考
》〔
巻
三
〕
は
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

《
春
秋
》
の
経
文
は
哀
公
十
四
年
〔
前
四
八
一
〕
で
終
わ
り
、
そ
の
年
に
孔
子
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
伝
（《
左
伝
》
の
文
章
）
は
〔
哀

公
〕
二
十
七
年
〔
前
四
六
八
〕
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
孔
子
没
後
十
三
年
目
で
あ
る
。
文
章
は
韓
・
魏
・
知
伯
・
趙
襄
子
〔
？
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五
三

〜
前
四
二
五
〕
の
事
に
及
ん
で
い
て
、
魯
悼
公
〔
？
〜
前
四
三
七
〕・
楚
恵
王
〔
？
〜
前
四
三
二
〕
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
年
代

を
考
え
る
と
、
楚
恵
王
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
孔
子
没
後
四
十
七
年
で
あ
り
、
魯
悼
公
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
孔
子
没
後
四
十
八
年

で
あ
り
、
趙
襄
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
孔
子
没
後
五
十
三
年
で
あ
る
。
記
事
を
調
べ
る
と
、
哀
公
が
越
に
孫の

が

れ
て
治
世
を
終
え
た

こ
と
を
簡
単
に
記
し
て
伝
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
、
記
録
は
さ
ら
に
ひ
ろ
く
そ
の
後
の
こ
と
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
趙
襄
子
が
孔

子
か
ら
最
も
隔
た
っ
て
い
る
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
襄
子
の
時
代
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
左
氏
が
襄
子
よ
り
ど
れ
だ

け
後
の
人
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
孔
子
と
同
じ
時
代
を
生
き
、
弟
子
の
世
代
で
も
な
い
の
に
、
こ
こ
ま
で
長
生
き
す
る

者
が
い
た
は
ず
は
な
い
。
左
氏
を
丘
明
と
誤
解
し
た
の
は
司
馬
遷
に
始
ま
る
。
現
在
、
そ
の
書
物
を
調
べ
る
と
、〔
商
鞅
の
変
法
を

実
施
し
た
〕
秦
孝
公
〔
在
位
：
前
三
六
一
〜
前
三
三
八
〕
以
後
に
起
こ
っ
た
事
が
非
常
に
多
く
見
え
る
か
ら
、
戦
国
時
代
の
周
秦
交

代
期
の
頃
の
人
で
あ
る
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

鄭
樵
《
六
経
奥
論
》（

29
）〔
巻
四
〈
左
氏
非
丘
明
弁
〉〕
も
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

《
左
氏
》
の
記
録
は
、
韓
・
魏
・
智
伯
の
事
ま
で
及
ん
で
い
て
、
趙
襄
子
の
諡（

30
）ま
で
示
し
て
い
る
。
獲
麟
の
年
〔
哀
公
十
四
年
〕

か
ら
襄
子
が
亡
く
な
る
時
ま
で
で
す
で
に
八
十
年
経
過
し
て
い
る
。
も
し
丘
明
が
孔
子
と
同
時
代
の
人
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
孔
子
が

没
し
て
か
ら
七
十
八
年
後
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
書
物
を
著
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
が
左
氏
が
六
国
時

代
の
人
で
あ
る
こ
と
の
第
一
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》
は
、「
麻ま

隧す
い

に
戰
ひ
、
不
更
の
女ぢ
よ

父ほ

を
獲う

」〔
成
公
十
三
年
〕
と
記
し
、
ま

た
「
秦
の
庶
長
の
鮑
・
庶
長
の
武
、
師
を
帥ひ

き

ゐ
て
晋
の
師
と
櫟れ
き

に
戦
ふ
」〔
襄
公
十
一
年
〕
と
記
す
。
秦
は
孝
公
の
時
に
な
っ
て
軍

功
褒
賞
制
と
爵
位
制
を
立
て
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
時
点
で
不
更
〔
四
級
〕
と
か
庶
長
〔
十
・
十
一
級
〕
の
称
号
が
あ
っ
た
は
ず

は
な
い
。
こ
れ
が
第
二
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》
は
「
虞
は
臘ろ

う

せ
ざ
ら
ん
〔
虞
国
は
年
末
の
臘
の
祭
ま
で
持
た
な
い
だ
ろ
う
〕」〔
僖

公
五
年
＝
前
六
六
五
〕
と
記
し
て
い
る
が
、
秦
は
惠
文
王
の
十
二
年
〔
前
三
二
六
〕
に
な
っ
て
は
じ
め
て
臘
祭
〔
十
二
月
に
お
こ
な

う
百
神
に
対
す
る
祭
祀
〕
を
挙
行
し
て
い
る
〔《
史
記
・
秦
本
紀
》〕。
こ
れ
が
第
三
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》
が
鄒す

う

衍え
ん

〔
前
三
〇
五



五
四

年
〜
前
二
四
〇
〕
の
虚
誕
の
説
を
師
の
教
え
の
如
く
守
っ
て
帝
王
の
子
孫
た
ち
を
称
す
る（

31
）の
は
、
第
四
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》

に
お
い
て
歳
星
の
分
野
〔
中
国
古
代
の
天
文
学
説
に
お
い
て
天
上
の
区
域
と
地
上
の
地
域
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
お
よ
び
対
応
さ
せ
た

区
域
〕
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
時
、
い
ず
れ
も
堪か

ん

輿よ

説
に
準
拠
し
て
い
る
。
考
え
て
み
る
と
、
韓
と
魏
が
晋
か
ら
分
か
れ
た
後
、
堪

輿
説
に
お
け
る
歳
星
の
十
二
次
の
配
当
が
定
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
〔
晋
か
ら
〕
趙
が
分
か
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、《
左

氏
》
に
は
趙
の
分
野
に
対
応
す
る
「
大
梁
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
五
の
明
証
で
あ
る（

32
）。《
左
氏
》
に
「
左さ

師し

展て
ん

将ま
さ

に
公
を
以と
も
なひ
て
馬
に
乗
り
て
帰
ら
ん
と
す
」〔
昭
公
二
十
五
年
〕
と
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
三
代
の
時
に
戦
車
は
あ
っ
た
が
、

騎
兵
は
な
か
っ
た
。
蘇
秦
が
合
従
策
に
よ
り
六
国
に
同
盟
を
結
ば
せ
た
時
に
、
は
じ
め
て
「
車
は
千
乗
、
騎
は
万
匹
」〔《
史
記
・
張

儀
列
伝
》〕
と
い
う
表
現
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
第
六
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》
に
晋
が
秦
と
国
交
を
断
絶
す
る
た
め
に
派
遣
さ

れ
た
呂り

ょ
し
ょ
う相が
長
口
上
を
垂
れ
た
こ
と
〔
成
公
十
三
年
〕・
声
子
〔
公
孫
帰
生
〕
が
楚（

33
）の
人
に
説
い
た
こ
と
〔
襄
公
二
十
六
年
〕
が

叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
詐
術
に
富
ん
だ
雄
弁
は
、
ま
っ
た
く
〔
戦
国
時
代
の
〕
游
説（

34
）の
士
が
人
を
丸
め
込
ん
だ
言
葉
で

あ
る
。
こ
れ
が
第
七
の
明
証
で
あ
る
。《
左
氏
》
の
書
は
、「
楚
師
熸せ

ん

す
〔
楚
の
軍
隊
が
戦
意
を
喪
失
し
た
〕」〔
昭
公
二
十
三
年
〕・「
猶

ほ
瀋し

る

を
拾
ふ
が
ご
と
し
〔
こ
ぼ
れ
た
汁
を
拾
う
よ
う
な
無
茶
な
こ
と
〕」〔
哀
公
三
年
〕
等
の
語
が
見
え
る（

35
）よ
う
に
、
晋
楚
の
事

に
関
す
る
叙
述
が
最
も
詳
細
で
あ
る
か
ら
左
氏
は
楚
の
人
で
あ
る（

36
）〔
魯
の
人
で
は
な
い
〕。
こ
れ
が
第
八
の
明
証
で
あ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
議
論
に
は
、
い
ず
れ
も
斬
新
で
特
殊
な
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。《
朱
子
語
類
》
巻
八
十
三
〔〈
春
秋
・
綱
領
〉〕
に
は

さ
ら
に
「
秦
に
は
じ
め
て
臘
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
、《
左
伝
》
に
『
虞
は
臘
せ
ざ
ら
ん
』
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
秦
の
時
の
文
章

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、《
左
伝
》
が
書
か
れ
た
時
代
を
よ
り
後
ろ
に
持
っ
て
い
っ
て
い
る
。

　

宋
代
の
学
者
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
経
典
に
対
し
て
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
に
大
胆
な
懐
疑
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
他
の
周
秦
時
代

の
古
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
さ
ら
簡
単
に
信
を
置
い
た
り
し
な
い
。
た
と
え
ば
《
管
子
》
は
最
も
問
題
が
多
い
書
物
で
あ
り
、
蘇そ

轍て
つ

・

葉し
ょ
う

夢ぼ
う

得と
く

な
ど
の
宋
人
は
、
い
ず
れ
も
戦
国
時
代
の
人
の
作
で
あ
る
と
疑
っ
て
い
る（

37
）。
朱
熹
に
至
っ
て
は
、
よ
り
明
確
な
主
張
を
打
ち

出
し
て
お
り
、《
朱
子
語
類
》
巻
百
三
十
七
〔〈
戦
国
漢
唐
諸
子
〉〕
に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
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五
五

《
管
子
》
は
管
仲
が
著
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
当
時
、
斉
の
政
治
に
当
た
っ
て
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
て
、
少
し
暇
が
あ
れ
ば
三

人
の
夫
人
に
惑
溺
し
て
い
た
の
で
、
決
し
て
余
暇
に
書
物
を
著
す
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
。
書
物
を
著
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

用
い
ら
れ
な
い
人
で
あ
る
。《
管
子
》
に
は
、
老
荘
の
説
話
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
戦
国
時
代
の
人
が
管
仲
当
時
の
言
行
録
の
類

を
寄
せ
集
め
て
著
し
、
他
の
書
物
の
記
述
を
補
足
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
葉し

ょ
う
て
き適《
習
学
記
言
》〔
巻
四
十
五
〈
管
子
〉〕
も
「《
管
子
》
は
一
人
の
筆
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、
一
時
に
で
き
た
書
物
で
も

な
い
」
と
考
え
て
い
る
。
黄
震
《
黄
氏
日
鈔
》〔
巻
五
十
五
〈
読
諸
子
一
・
管
子
〉〕
も
「《
管
子
》
の
書
は
、
誰
が
編
集
し
た
の
か
わ
か

ら
な
い
が
、
文
章
が
入
り
乱
れ
て
重
複
し
て
い
る
の
で
、
一
人
の
手
に
な
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
言

は
、
周
秦
時
代
に
お
け
る
諸
子
の
書
の
編
纂
に
関
す
る
通
例
を
端
的
に
明
ら
か
に
示
し
て
お
り
、
遠
い
昔
の
書
籍
の
大
半
が
一
人
の
手
に

成
る
も
の
で
は
な
く
、
後
人
に
よ
っ
て
付
け
足
さ
れ
た
部
分
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
作
者
が
誰
で
あ
る
か
に
関
す
る
考
証
に
励
む
必
要

が
な
い
こ
と
を
人
々
に
教
え
る
。

乙　

古
代
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
経
典
を
整
理
す
る
作
業

　

経
学
研
究
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
宋
人
の
特
殊
な
精
神
は
、
先
人
に
寄
り
か
か
ら
ず
、
個
人
の
創
造
と
発
明
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
い
く
つ
か
の
経
典
に
対
す
る
大
胆
な
懐
疑
に
現
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
説
い
た
。
二
つ
に
は
、

漢
唐
の
旧
説
を
一
切
棄
て
て
顧
み
ず
、
漢
唐
の
注
疏
家
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
に
甘
ん
じ
ず
、
古
人
の
原
書
に
直
接
向
き
合
っ
て
、
独
自
の

解
釈
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
精
神
は
、
二
千
年
間
の
学
術
史
の
中
で
宋
代
の
学
者
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
学
術

の
進
歩
を
も
た
ら
し
た
主
要
な
要
素
で
も
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
保
守
的
な
学
者
た
ち
は
、
か
え
っ
て
攻
撃
を
加
え
た
。
北
宋
の
学
者
、

た
と
え
ば
司
馬
光
は
、「
科
挙
を
新
た
に
受
け
る
若
者
は
、
聞
き
か
じ
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
し
て
い
ま
す
。《
易
》
を
読
ん
で
は
、

卦
爻
す
ら
知
ら
な
い
の
に
、
十
翼
が
孔
子
の
言
で
は
な
い
と
言
い
、《
礼
》
の
書
物
を
読
ん
で
は
、
そ
の
篇
数
す
ら
知
ら
な
い
の
に
、《
周

官
》
は
戦
国
時
代
の
書
物
だ
と
言
い
、《
詩
》
を
読
ん
で
は
、〔
冒
頭
に
あ
る
〕〈
周
南
〉
や
〈
召
南
〉
す
ら
終
え
て
い
な
い
の
に
、
毛
伝



五
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は
章
句
の
学
だ
と
言
い
、《
春
秋
》
を
読
ん
で
は
、
魯
の
十
二
公
す
ら
知
ら
な
い
の
に
、
三
伝
は
高
い
棚
に
し
ま
い
込
ん
で
も
構
わ
な
い

と
言
っ
て
お
り
ま
す
」（〔《
伝
家
集
》
巻
四
十
二
〕〈
論
風
俗
箚
子
〉）
と
述
べ
て
い
る
。
南
宋
の
学
者
の
王
応
麟
も
「
漢
儒
か
ら
慶
暦

〔
一
〇
四
一
〜
一
〇
四
八
〕
の
頃
ま
で
、
経
書
に
つ
い
て
語
る
者
は
、
訓
詁
を
守
っ
て
穿
鑿
付
会
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。《
七
経
小
伝
》

が
現
れ
て
、
い
さ
さ
か
新
奇
さ
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。《
三
経
新
義
》
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
漢
儒
の
学
を
土
や
芥
の
よ
う
に
見
な

す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（《
困
学
紀
聞
》
巻
八
）
と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
見
解
は
、
も
し
「
述
べ
て
作
ら
ず
」〔《
論
語
・
述
而
》〕

と
い
う
観
点
を
保
持
し
て
問
題
に
向
き
合
う
な
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
正
確
で
あ
る
が
、
も
し
学
術
の
発
展
進
歩
と
い
う
角
度
か
ら
子

細
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
司
馬
光
や
王
応
麟
の
よ
う
な
議
論
は
、
極
端
に
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
宋
代
の
学
者
は
、
漢
唐
の
旧
説
に
対
し
て
軽
々
し
く
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
反
対
に
漢
代
の
注
と
唐
代
の

疏
に
対
し
て
適
切
な
評
価
を
与
え
、
さ
ら
に
重
視
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
朱
熹
は
非
常
に
博
く
学
問
に
通
じ
た
学
者
に
し
て
、
極
め
て
勇

猛
な
弁
論
者
で
あ
る
が
、
経
書
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
古
い
注
釈
を
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。《
朱

子
文
集
》
巻
六
十
九
〈
学
校
貢
挙
私
議
〉
に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

経
書
を
学
ぶ
に
は
、
家
法
を
守
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
天
下
の
理
は
、
も
と
よ
り
人
の
一
心
に
外
な
ら
な
い
が
、
聖
賢
の
言
に
は
、

奥
深
く
高
尚
で
あ
っ
て
臆
断
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
経
書
に
記
さ
れ
て
い
る
制
度
や
事
物
の
名
称
、
出
来
事

の
本
末
は
、
今
と
な
っ
て
は
見
聞
が
及
ば
な
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
書
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
先
儒
が
提
出
し
た
説
に

も
と
づ
い
て
推
論
す
る
。
た
と
い
そ
れ
ら
が
す
べ
て
正
し
い
と
は
限
ら
ぬ
と
し
て
も
、
正
誤
が
生
じ
た
原
因
を
追
究
す
れ
ば
、
思
索

を
め
ぐ
ら
せ
て
誤
り
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
漢
の
諸
儒
は
一
家
を
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
師
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
説
を

守
り
、
軽
々
し
く
改
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
あ
ま
り
に
保
守
的
な
た
め
、
思
慮
を
凝
ら
し
て
真
実
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
は
欠
点
で
あ
る
。

朱
熹
に
は
こ
の
よ
う
な
持
論
が
あ
る
の
で
、
人
々
に
向
か
っ
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
注
疏
を
読
む
よ
う
に
懇
々
と
諭
し
て
い
る
。《
文
集
》



張
舜
徽
〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉
翻
訳
稿
（
上
）（
水
上
）

五
七

巻
七
十
五
〈
論
語
訓
蒙
口
義
序
〉
で
は
、「
注
疏
に
も
と
づ
い
て
訓
詁
に
通
じ
、《
釈
文
》
を
参
照
し
て
文
字
の
発
音
を
正
す
」
と
述
べ
て

い
る
。
同
巻
の
〈
論
語
要
義
目
録
序
〉
で
も
「
文
義
や
名
称
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注
疏
に
答
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
注
疏
に
は
無
視

で
き
な
い
部
分
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。《
語
類
》
巻
五
十
七
〔〈
孟
子
七
・
離
婁
下
〉〕
で
も
「
今
の
世
の
博
学
の
士
は
、
お
お
む
ね

し
っ
か
り
し
た
書
物
を
読
ま
ず
、
し
っ
か
り
し
た
注
疏
に
目
を
向
け
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
巻
百
二
十
九
〔〈
本
朝
三
・
自
国
初
至
煕

寧
人
物
〉〕
で
も
「
国
朝
の
始
祖
以
来
、
学
問
を
す
る
者
は
、
注
疏
を
大
事
に
す
る
こ
と
だ
け
を
心
が
け
、
そ
の
後
で
道
を
論
じ
た
。
二

蘇
〔
蘇
軾
と
蘇
轍
〕
な
ど
は
、
た
だ
ち
に
道
を
論
じ
よ
う
と
し
た
が
、
ど
う
し
て
注
疏
を
廃
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
朱
熹
が
普
段
か
ら
こ
の
よ
う
に
注
疏
方
面
の
学
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

長
き
に
わ
た
っ
て
注
疏
の
学
に
没
入
し
て
い
た
の
で
、
朱
熹
は
漢
儒
の
長
所
を
当
然
理
解
し
て
お
り
、
彼
ら
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
力
を

尽
く
し
た
。《
文
集
》
巻
三
十
一
〈
答
張
敬
夫
書
〔
十
二
月
〕〉
で
は
、「
漢
儒
は
、
経
を
説
く
こ
と
に
長
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
訓
詁
を
説
く
ば
か
り
だ
が
、
人
々
は
こ
の
訓
詁
を
用
い
て
経
文
の
意
味
を
尋
ね
て
玩
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
訓
詁
と
経
文
を
別
々

に
せ
ず
、
一
連
な
り
に
み
る
こ
と
で
、
深
長
な
る
意
味
に
到
達
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。《
語
類
》
巻
百
三
十
五
〔〈
歴
代
二
〉〕
で
も
「
漢

儒
は
義
理
を
窮
め
る
こ
と
を
最
初
か
ら
求
め
は
せ
ず
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
け
を
求
め
た
。
た
く
さ
ん
記
憶
す
る
こ
と
が
学
問
で

あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
巻
で
は
さ
ら
に
「
漢
儒
が
書
物
に
注
釈
す
る
の
は
、
理
解
し
難
い
箇
所
に
限
定
し
て
お
り
、
本
文
全
体
に

注
釈
し
尽
く
す
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
注
釈
の
言
葉
も
甚
だ
簡
単
で
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て

い
た
が
、
も
し
注
疏
を
深
く
学
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
深
い
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

鄭
玄
（
字
は
康
成
）
は
、
漢
代
の
経
学
を
集
大
成
し
た
学
者
で
あ
り
、
後
の
清
代
乾け

ん

嘉か

期
の
学
者
が
「
漢
学
」
の
旗
印
を
掲
げ
た
時
に

尊
敬
を
集
め
た
中
心
的
な
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄
を
心
か
ら
推
賞
し
、
彼
に
敬
服
し
た
の
は
、
朱
熹
に
始
ま
る
。《
語
類
》
巻

六
十
四
〔〈
中
庸
三
〉〕
で
は
、「
鄭
康
成
が
『
天
子
に
非
ざ
れ
ば
礼
を
議
せ
ず
』〔《
礼
記
・
中
庸
》〕
を
解
釈
し
て
、『
聖
人
が
天
子
の
位

に
あ
る
場
合
に
限
り
構
わ
な
い
』
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
簡
明
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
良
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
巻
八
十
七
〔〈
礼
四
・
小
戴
礼
〉〕
で
も
「《
礼
記
》
は
古
注
以
外
に
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
の
で
す
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、

「
鄭
注
は
も
と
よ
り
良
い
も
の
で
あ
る
。
注
と
疏
を
見
れ
ば
お
の
ず
と
わ
か
る
よ
う
に
な
る
」
と
答
え
て
い
る
。
同
巻
で
は
さ
ら
に
「
鄭



五
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康
成
は
す
ば
ら
し
い
人
で
あ
る
。
礼
の
名
称
や
度
数
を
考
察
し
て
大
い
に
功
績
を
挙
げ
て
お
り
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
を
す
べ
て
理
解
し
て

い
た
。
漢
の
律
令
な
ど
も
注
解
し
て
い
て
、
多
く
の
精
力
を
費
や
し
て
い
る
。
東
漢
の
諸
儒
は
と
て
も
す
ば
ら
し
く
、
盧
植
も
す
ば
ら
し

い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
朱
熹
は
、
鄭
氏
が
経
書
に
注
釈
し
た
功
績
は
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

鄭
康
成
に
は
礼
楽
を
制
作
す
る
非
凡
な
才
能
が
あ
る
と
ま
で
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
《
語
類
》
巻
八
十
四
（〈
禮
一
・
論
修
礼
書
〉）
で

は
、「
鄭
康
成
た
ち
に
礼
を
制
作
さ
せ
た
ら
、
一
応
の
形
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
周
公
が
再
び
世
に
現
れ
る
の
を
待
つ
必

要
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
朱
熹
は
こ
の
よ
う
に
鄭
氏
を
尊
崇
し
て
い
た
の
で
、
言
葉
に
表
す
だ
け
で
な
く
、
後
に
《
儀
礼
経
伝
通
解
》

を
編
纂
す
る
時
、
鄭
注
を
持
っ
て
来
て
経
文
を
補
う
こ
と
ま
で
し
て
い
る（

38
）か
ら
、
ほ
と
ん
ど
鄭
氏
を
聖
賢
と
同
等
の
人
物
と
見
な
し

て
い
た
。
清
代
の
学
者
は
、
至
る
所
で
「
鄭
学
」
を
標
榜
し
て
い
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
朱
熹
の
よ
う
に
鄭
氏
の
学
問
を
深
く
理
解
し

て
い
た
者
は
、
や
は
り
あ
ま
り
多
い
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

　

宋
代
の
学
者
は
、
鄭
康
成
が
経
書
を
解
釈
し
た
書
物
で
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
力
を
尽
く
し
て
顕
彰
し
発
明
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
鄭
氏
が
注
釈
し
た
書
物
で
散
佚
し
て
時
間
が
経
過
し
て
い
る
も
の
を
も
手
立
て
を
講
じ
て
そ
の
他
の
書
籍
の
中
に
探

し
求
め
て
抽
出
し
、
編
集
し
て
書
物
の
形
に
ま
と
ま
る
よ
う
に
し
た
。
た
と
え
ば
鄭
康
成
に
は
《
周
易
注
》
が
あ
り
、《
隋
書
・
経
籍
志
》

で
は
九
巻
と
著
録
さ
れ
て
お
り
、《
新
唐
書
・
芸
文
志
》
で
は
十
巻
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。
宋
の
《
崇
文
総
目
》
で
は
一
巻
だ
け
著
録
し
、

文
言
・
序
卦
・
説
卦
・
雑
卦
の
四
篇
を
存
す
る
ば
か
り
で
、
他
の
諸
篇
は
皆
散
佚
し
て
お
り
、《
中
興
書
目
》
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
書
物
は
大
体
、
北
宋
と
南
宋
の
間
に
亡
佚
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
宋
の
王
応
麟
は
、
他
の
書
物
を
利
用
し
て
《
周
易
鄭
注
》

一
巻
を
輯
成
し
た
。
王
氏
に
は
《
三
家
詩
考
》
一
巻
も
あ
り
、
専
ら
す
で
に
散
佚
し
て
い
た
斉
・
魯
・
韓
の
三
家
詩
の
遺
説
を
集
め
て
い

る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
中
国
学
術
史
に
お
け
る
輯
佚
作
業
の
幕
開
け
で
あ
る（

39
）。
こ
の
輯
佚
と
い
う
作
業
の
発
端
が
漢
人
の
経

説
と
鄭
氏
の
易
注
を
捜
索
す
る
と
い
う
事
業
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
宋
人
が
「
漢
学
」
と
「
鄭
学
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
説
明

す
る
。
後
に
清
代
の
学
者
が
こ
の
道
筋
に
従
っ
て
お
こ
な
っ
た
作
業
は
、
さ
ら
に
広
範
に
し
て
緻
密
で
あ
り
、
唐
以
前
に
散
佚
し
て
い
た

伝
注
と
諸
子
の
佚
文
の
大
部
分
を
回
復
し
た
と
言
え
、
学
術
方
面
の
貢
献
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
彼
ら
が
努
力
し
た
道
筋
は
、
や
は
り

宋
人
が
切
り
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
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五
九

　

宋
人
は
諸
経
の
整
理
の
点
で
他
に
も
顕
著
な
功
績
が
あ
り
、
そ
れ
は
群
言
を
集
め
、
集
解
体
の
形
式
を
取
る
大
部
な
書
物
を
多
く
世
に

出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
房
審
権
の
《
周
易
義
海
》
百
巻
は
、
上
は
鄭
玄
か
ら
下
は
王
安
石
に
至
る
ま
で
、
収
録
し
て
い
る
注
釈

や
説
は
百
家
に
達
す
る
。
黄
倫
の
《
尚
書
精
義
》
五
十
巻
も
漢
か
ら
宋
ま
で
の
様
々
な
見
解
を
採
取
し
て
い
る
。
王
与
之
の
《
周
礼
訂
義
》

八
十
巻
は
、
全
部
で
五
十
一
家
の
旧
説
を
集
め
て
い
る
。
衛え

い

湜し
ょ
くの
《
礼
記
集
説
》
百
六
十
巻
は
、
百
四
十
四
家
の
説
を
集
め
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
書
物
は
、
規
模
が
大
き
く
材
料
も
豊
富
な
編
著
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ぬ
古
注
と
旧
説
を
保
存
し
て
い
て
、
経
書
を
学
ぶ
人
々
に
対

す
る
裨
益
は
大
き
く
、《
集
解
》《
纂
疏
》
を
作
成
す
る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
た
め
に
も
新
た
な
道
を
切
り
開
い
た
。

丙　

群
書
を
校
勘
す
る
作
業

　

書
物
を
校
勘
す
る
作
業
は
、
漢
代
以
降
で
は
宋
人
が
最
も
精
励
し
て
い
て
、
作
業
の
範
囲
も
最
も
広
い
。
北
宋
の
全
盛
期
に
は
、
崇
文

館
を
開
い
て
書
籍
を
校
勘
整
理
し
、
大
規
模
な
こ
の
組
織
的
な
事
業
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
当
時
の
名
儒
を
招
聘
し
た
。
こ
の
時
、

沈し
ん

括か
つ

や
蘇
頌
の
よ
う
な
博
学
な
大
科
学
者
た
ち
が
手
分
け
し
て
協
力
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
で
才
能
を
発
揮
し
た
の
で
、
大
き
な
成

果
が
あ
が
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
書
物
の
校
勘
が
終
わ
る
た
び
に
序
録
を
付
し
た
の
は
、
漢
代
の
劉

り
ゅ
う
き
ょ
う
向
・
劉
歆
が
校
書
の
時
に

「
篇
目
を
整
理
し
、
各
篇
の
要
点
を
か
い
つ
ま
み
、
そ
れ
ら
を
記
録
し
て
上
奏
し
た
」〔《
漢
書
・
芸
文
志
》〕
の
と
手
法
が
非
常
に
似
て
い

る
。
当
時
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
個
人
が
校
書
す
る
風
気
も
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
成
果
も
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
っ

た
。
重
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
経
部
の
書
物
に
は
、
鄭
樵
《
書
弁
訛
》、
張
淳
《
儀
礼
識
語
》、
朱
熹
《
孝
経
考
異
》、
毛
居
正
《
六
経

正
誤
》、
岳が

く

珂か

《
刊
正
九
経
三
伝
沿
革
例
》
が
あ
る
。
史
部
の
書
物
に
は
、
趙ち
ょ
う

抃べ
ん

《
新
校
前
漢
書
》、
余
靖
《
漢
書
刊
誤
》、
張
泌
《
漢
書

刊
誤
》、
無
名
氏
《
西
漢
刊
誤
》、
劉
巨
容
《
漢
書
纂
誤
》（
こ
の
五
家
の
書
は
早
く
に
亡
佚
し
て
お
り
、
書
目
が
《
宋
史
・
芸
文
志
》
に

見
え
る
）、
劉り

ゅ
う

攽は
ん

《
漢
書
刊
誤
》、
呉
仁
傑
《
両
漢
刊
誤
補
遺
》
が
あ
る
。
子
部
の
書
物
に
は
、
黎れ
い

錞じ
ゅ
ん

《
校
勘
荀
子
》、
陳ち
ん

襄じ
ょ
う

《
校
定
夢

書
》・《
校
定
相そ

う

笏こ
つ

経け
い

》・《
校
定
京
房
婚
書
》（
い
ず
れ
も
《
宋
史
・
芸
文
志
》
に
見
え
る
）、
陸り
く

佃で
ん

校
《
鬻い
く

子し

》（《
直
斎
書
録
解
題
》
に
見

え
る
）、
銭
佃
《
荀
子
考
異
》、
沈し

ん

揆き

《
顔
氏
家
訓
考
証
》、
朱
熹
《
陰
符
経
考
異
》・《
周
易
参
同
契
考
異
》
が
あ
る
。
集
部
の
書
物
に
は
、

洪
興
祖
《
楚
辞
考
異
》、
黄
伯
思
《
校
定
楚
辞
》・《
校
定
杜
工
部
集
》、
方ほ

う

崧す
う

卿け
い《
韓
集
挙
正
》・《
外
集
挙
正
》、
朱
熹
《
韓
文
考
異
》、
彭ほ
う

叔
し
ゅ
く



六
〇

夏か

《
文
苑
英
華
弁
証
》
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
十
余
家
の
書
物
だ
け
で
も
目
を
見
張
る
ほ
ど
の
充
実
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
あ
ま
り
名

の
知
ら
れ
て
い
な
い
著
作
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

　

上
に
列
挙
し
た
二
十
余
家
の
中
、
鄭
樵
や
朱
熹
な
ど
は
、
と
り
わ
け
校
勘
に
長
じ
た
著
名
な
専
門
家
で
あ
る
。
鄭
樵
は
学
術
史
上
不
朽

の
功
績
を
残
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
校
讐
」
を
専
門
の
学
問
と
し
て
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
「
校
讐
」
を
《
通
志
》
二
十
略
の
一

つ
に
列
し
て
お
り
〔
卷
百
六
十
四
〕、
文
章
は
あ
ま
り
長
く
は
な
い
が
、
書
籍
に
お
け
る
文
章
の
配
列
・
類
例
・
存
亡
な
ど
の
問
題
に
つ

い
て
極
め
て
明
確
に
論
じ
て
い
て
、
古
書
を
校
讐
す
る
行
為
を
「
学
術
を
考
察
し
、
源
流
を
弁
別
す
る
」（

40
）道
筋
に
引
き
入
れ
た
の
は
、

彼
の
創
見
で
あ
る
。
清
代
の
史
学
者
章
学
誠
の
議
論
と
著
述
は
、
こ
の
大
き
な
道
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
鄭
樵
に
至
っ
て
は
、
自
分
の

手
を
動
か
し
て
古
書
を
校
勘
す
る
具
体
的
な
作
業
に
従
事
し
、
か
な
り
の
精
力
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
の
方
面
の
著
述
に
は
、《
書
考
》

六
巻
、《
書し

ょ

弁べ
ん

訛か

》
七
巻
が
あ
る
。
王
応
麟
《
玉
海
》
巻
三
十
七
は
、「
鄭
樵
《
書
考
》
六
巻
は
、
今
古
文
の
異
同
を
考
証
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
て
お
り
、《
直
斎
書
録
解
題
》
巻
二
も
《
書
弁
訛
》
の
内
容
を
「
糾
謬
が
四
、
闕
義
が
一
、
復
古
が
二
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
二
書
は
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
体
例
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

朱
熹
は
、
極
め
て
緻
密
か
つ
慎
重
に
多
く
の
書
物
を
校
勘
し
て
お
り
、
ま
ず
随
意
に
文
字
を
改
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
道
理
を
示
し

て
い
る
。《
文
集
》
巻
三
十
〈
張
欽
夫
に
与
へ
て
程
集
の
改
字
を
論
ず
〉
に
言
う
。

一
般
的
に
古
書
に
は
っ
き
り
し
な
い
箇
所
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
そ
の
場
で
論
述
を
加
え
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
の
は
構
わ
な
い
。

も
し
は
っ
き
り
し
な
い
箇
所
を
い
き
な
り
改
め
て
原
文
を
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
意
味

が
あ
る
の
か
な
い
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
漢
儒
が
経
書
を
解
釈
す
る
際
、
文
字
を
改
め
た
い
箇
所
が
あ
っ
て
も
、
た

だ
「
某
、
当
に
某
に
作
る
べ
し
」
と
言
う
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
後
世
の
批
難
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
い
き
な
り
文
字
を

改
め
た
ら
ど
れ
だ
け
批
判
を
受
け
る
か
、
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
漢
儒
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
孔
子
は
《
書
経
》
を
刪

定
し
た
が
、「
血
流
漂
杵
（
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
際
、
戦
死
者
が
流
し
た
血
が
お
び
た
だ
し
く
、
楯
が
漂
う
ほ
ど
だ

っ
た
）」〔〈
武
成
篇
〉〕
の
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
改
め
な
か
っ
た
。
孟
子
は
こ
の
記
述
を
受
け
、「
吾
、
武
成
に
於
い
て
二
三
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六
一

䇿
を
取
る
の
み
」〔《
孟
子
・
尽
心
下
》〕
と
述
べ
る
が
、
結
局
、
こ
の
文
を
削
除
し
て
、
自
分
の
見
解
に
都
合
の
良
い
形
に
改
め
る

よ
う
な
ま
ね
は
し
て
い
な
い
。

し
か
し
経
伝
に
対
し
て
注
解
を
作
る
時
、
朱
熹
は
、
通
常
、
誤
り
だ
と
認
め
ら
れ
る
字
句
を
た
め
ら
わ
ず
に
直
接
改
め
て
い
る
。《
語
類
》

巻
八
十
七
〔〈
礼
四
・
小
戴
礼
・
総
論
〉〕
に
言
う
。

「
経
文
は
軽
々
し
く
改
め
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
問
う
者
が
い
た
。
先
生
が
お
答
え
に
な
っ
た
。「
経
文
を
改
め
る
こ
と
は
、

確
か
に
学
問
を
す
る
者
の
不
敬
の
心
を
啓
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
以
前
、
鄭
康
成
が
《
礼
記
》
を
解
釈
す
る
の
に
経
文
の
文

字
を
改
め
て
い
る
点
ば
か
り
を
攻
撃
す
る
者
が
い
た
。
た
と
え
ば
「
蛾ぎ

子し

、
時
に
之
を
術な
ら

ふ
」〔〈
学
記
〉〕
の
句
に
つ
い
て
も
改
め

る
こ
と
な
く
、〔「
蛾
子
」
を
鄭
玄
の
よ
う
に
「
大
蟻
」
と
見
る
の
で
は
な
く
〕「
蚕
蛾
子
」（
蚕
蛾
）
と
理
解
し
た
上
で
、
蚕
の
類
の

生
死
が
循
環
し
て
息や

ま
な
い
よ
う
な
状
況
だ
と
説
い
て
い
る
が
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
た
と
え
ば
《
大
学
》
に
「
挙

げ
て
先
ん
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
、
命
な
り
」
と
あ
る
が
、
も
し
〔
鄭
玄
の
よ
う
に
「
命
」
字
を
「
慢
」
に
〕
改
め
な
か
っ
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
な
す
の
だ
ろ
う
か
」。

こ
こ
で
は
、
校
書
に
従
事
す
る
中
で
、
む
や
み
に
古
本
〔
古
く
か
ら
伝
わ
る
テ
キ
ス
ト
〕
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。《
語
類
》
巻
百
五
〔〈
朱
子
二
・
論
自
注
書
・
総
論
〉〕
で
も
、
経
文
を
改
め
る
の
が
や
む
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

朱
熹
は
、「
私
が
経
書
の
文
字
を
改
め
る
の
は
、
意
図
が
あ
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
軽
々
し
く
改
め
た
り
し
て
い
な
い
。

な
ぜ
改
め
た
の
か
、
そ
の
意
図
を
汲
み
と
っ
て
欲
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
を
見
る
と
、
朱
熹
が
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
取

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
彼
は
《
孝
経
》
と
《
大
学
》
に
つ
い
て
は
、
自
身
の
見
解
に
従
っ
て
整
理
し
た
も
の
の
、
そ
の
結
果
、

元
来
の
形
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
後
人
か
ら
批
判
さ
れ
た
。
清
代
の
学
者
黄
廷
鑑
は
、《
第
六
弦
渓
文
鈔
》
巻
一
〈
校
書
説
二
〉

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



六
二

朱
子
の
刪
定
は
、
後
人
が
書
物
の
文
字
を
改
め
る
よ
う
な
も
の
と
は
訳
が
違
う
。
た
と
え
ば
《
大
学
》
に
対
す
る
伝
の
首
章
・
第
三

章
・
第
四
章
の
下
に
は
、
い
ず
れ
も
「
旧
本
で
は
○
○
句
の
下
に
在
り
」
と
注
し
て
い
る
。《
孝
経
》
の
経
一
章
の
下
に
は
、「
旧
本

で
は
○
個
の
章
に
分
け
て
い
た
。
こ
れ
こ
れ
の
句
を
削
除
し
、《
詩
》
を
引
い
た
の
が
○
箇
所
、《
書
》
を
引
い
た
の
が
○
箇
所
あ

る
」（

41
）と
注
し
て
い
る
。
改
訂
す
る
箇
所
に
は
す
べ
て
、
必
ず
詳
し
く
「
旧
本
で
は
…
…
」
と
注
し
て
い
る
か
ら
、
改
め
て
は
い
る

け
れ
ど
も
本
書
の
旧
態
を
保
存
し
て
い
る
か
ら
、
改
め
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
校
書
を
し
て
書
物
の
文
字
を
改
め
な
い

点
に
お
い
て
、
朱
子
に
勝
る
者
は
い
な
い
。
儒
家
の
経
典
を
解
釈
す
る
場
合
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
。《
陰
符
経
考
異
》
と
《
周

易
参
同
契
考
異
》
を
観
る
と
、
校
書
す
る
だ
け
で
な
く
文
義
の
解
説
も
し
て
い
る
。《
韓
文
考
異
》
で
は
、
字
句
の
訂
正
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
博
く
諸
本
を
参
照
し
、
文
字
の
異
同
を
詳
し
く
句
下
に
列
挙
し
て
い
る
。
朱
子
の
学
識
が

あ
れ
ば
、
一
つ
の
正
し
い
形
に
定
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
が
、
疑
問
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
独
断
で
解
決
し
よ
う
と
し
な
い

の
は
、
こ
の
上
な
く
慎
重
な
態
度
で
あ
る
。

朱
熹
が
校
書
に
関
し
て
お
こ
な
っ
た
周
到
な
作
業
に
つ
い
て
は
、
清
代
の
学
者
だ
け
が
理
解
し
、
清
代
の
学
者
だ
け
が
模
倣
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
清
代
の
校
勘
学
者
で
有
名
な
盧ろ

文ぶ
ん

弨し
ょ
う

や
顧こ

広こ
う

圻き

は
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
慎
重
で
緻
密
な
精
神
を
継
承
し
て
い
る
。
阮げ
ん

元げ
ん

主
編
の
《
十
三
経
注
疏
校
勘
記
》
は
、
諸
本
間
の
文
字
の
異
同
だ
け
を
示
し
て
、
軽
々
し
く
本
文
の
文
字
を
改
め
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は

か
か
る
精
神
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

書
物
を
校
勘
す
る
作
業
が
宋
代
に
至
っ
て
著
し
く
発
達
し
た
の
は
、
当
時
、
印
刷
術
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
と
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
書
物
が
広
く
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
文
字
の
誤
り
が
日
々
多
く
な
っ
た
の
で
、
書
物
を
購
入
し
収
蔵
し
よ
う
と
す

る
者
は
甚
だ
真
面
目
に
校
勘
に
取
り
組
み
、
校
書
に
十
分
な
時
間
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
多
く
の
蔵
書
を
持
つ
こ
と
を
願
わ
な

か
っ
た
。
王
明
清
《
揮
麈
前
録
》
巻
一
〔〈
士
大
夫
家
蔵
書
多
失
於
讎
校
〉〕
に
、
そ
の
事
情
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

太
平
の
時
、
南
都
の
戚
氏
、
歴
陽
の
沈し

ん

氏
、
廬ろ

山ざ
ん

の
李
氏
、
九
江
の
陳
氏
、
番
陽
の
呉
氏
の
よ
う
な
士
大
夫
の
家
に
は
、
い
ず
れ
も
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六
三

蔵
書
家
と
し
て
の
評
判
が
あ
っ
た（

42
）が
、
今
は
皆
散
逸
し
て
い
る
。
近
年
は
そ
こ
か
し
こ
で
、
書
籍
の
刊
行
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
て
、
な
お
か
つ
書
物
を
転
写
す
る
の
も
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
仕
官
し
て
或
る
程
度
の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
は
、
家
に
必

ず
蔵
書
が
数
千
巻
あ
る
が
、
校
勘
が
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
呉
明
可
が
紹
興
知
府
と
し
て
会
稽
に
赴
任
し
た
時
、

放
置
さ
れ
て
き
た
様
々
な
事
業
す
べ
て
に
取
り
組
ん
だ
が
、
書
物
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
は
し
な
か
っ
た
。
明わ

た
く
し清
が
以
前
そ
の
理
由
を

お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
の
作
業
を
お
こ
な
う
の
は
、
役
人
に
と
っ
て
何
の
造
作
も
な
い
。
し
か
し
わ
た
し
に
は
書
類
作
成
の
期

日
が
あ
り
、
賓
客
の
応
接
も
あ
っ
て
、
自
分
で
校
勘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
暇
が
な
い
。
子
弟
に
は
科
挙
の
模
範
答
案
の
作
成
を
さ
せ

て
い
て
、
作
業
に
集
中
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
人
に
任
せ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
心
を
込
め
て
お
こ
な
お
う
と
す
る
者
が
い
な

い
の
で
、
箱
の
中
が
ど
ん
ど
ん
書
物
で
一
杯
に
な
っ
て
い
る
。〔
中
途
半
端
に
校
勘
を
お
こ
な
っ
て
〕
後
人
を
誤
る
の
で
あ
れ
ば
、

や
ら
な
い
方
が
ま
し
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

王
氏
《
揮
麈
後
録
》
巻
七
〔〈
王
氏
書
為
陳
元
所
得
〉〕
に
も
、「
ご
先
祖
さ
ま
は
若
年
に
し
て
科
挙
に
合
格
し
、
役
人
と
し
て
四
方
に
赴

任
さ
れ
た
。
典
籍
に
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
、
計
画
的
に
収
集
し
、
蔵
書
は
数
万
巻
に
も
及
ん
だ
。
す
べ
て
ご
自
分
の
手
で
校
勘

を
施
さ
れ
、
郷
里
に
収
蔵
し
て
い
た
。
汝
陰
の
士
大
夫
は
、
ご
先
祖
さ
ま
に
書
物
を
借
り
て
伝
え
る
者
が
多
か
っ
た
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

陸
游
《
老
学
庵
筆
記
》
巻
八
に
も
「
賀
方
回
は
…
…
校
書
を
好
み
、〔
校
勘
作
業
に
用
い
る
〕
朱
黄
の
墨
が
手
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、
宋
代
の
蔵
書
家
が
校
勘
に
も
努
め
励
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
し
て
後
世
の
蔵
書
家
が

校
書
と
刻
書
に
留
意
す
る
気
風
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

丁　

群
書
の
目
録
を
作
成
す
る
作
業

　

多
く
の
書
籍
の
名
称
を
系
統
的
に
分
類
・
羅
列
し
て
簿
冊
に
ま
と
め
た
も
の
を
「
目
録
」
と
称
す
る
。
こ
の
二
字
が
一
つ
の
専
門
用
語

に
な
っ
た
の
は
、
漢
代
か
ら
で
あ
る（

43
）。「
目
録
」
の
二
字
を
専
門
的
な
学
問
に
連
ね
て
「
目
録
学
」
と
称
す
る
の
は
、
宋
人
が
始
め
た

こ
と
で
あ
る
。《
蘇
魏
公
譚
訓
》
巻
四
〔〈
文
学
〉〕
に
、「
祖
父
は
王
原
叔
に
謁
見
し
て
、
政
治
を
論
じ
た
。
途
中
で
、
原
叔
は
側
に
呼
ん
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で
典
籍
を
調
べ
さ
せ
、
祖
父
を
指
し
て
『
こ
の
若
者
に
は
目
録
の
学
が
あ
る
〔
此
児
有
目
録
之
学
〕』
と
言
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
北
宋
の
時
に
す
で
に
「
目
録
学
」
と
い
う
専
門
用
語
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
現
代
の
姚
名
達
が
著
し
た
《
目
録
学
》
と
《
中

国
目
録
学
史
》
が
「
目
録
学
」
が
一
つ
の
名
詞
に
な
っ
た
の
は
、
王
鳴
盛
《
十
七
史
商し

ょ
う

榷か
く

》
に
始
ま
る（

44
）と
説
い
て
い
る
の
は
、
大
い

に
誤
っ
て
い
る
）。

　

宋
代
の
学
者
は
、
目
録
学
が
専
門
の
学
問
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
大
い
に
業
績
を
挙
げ
、
新
た

な
道
を
切
り
開
い
た
。
目
録
と
呼
ば
れ
る
書
籍
は
、
三
つ
の
大
き
な
類
型
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
。
一
、
官
簿
：
政
府
が
専
門
技
能
を
持

っ
た
人
材
を
広
く
集
め
、
国
立
図
書
館
内
で
校
書
を
お
こ
な
っ
て
作
成
さ
せ
た
書
目
で
あ
る
。
た
と
え
ば
劉
向
・
劉
歆
の
父
子
が
西
漢
の

末
に
編
定
し
た
《
別
録
》
と
《
七
略
》
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
、
史
志
：
史
家
が
歴
史
書
を
著
す
時
、
現
存
の
書
籍
の
名
を
登
載
し
、
そ
の

史
書
の
一
篇
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
班
固
《
漢
書
・
芸
文
志
》
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
ス
タ
イ
ル
は
、
い
ず
れ
も

宋
人
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
前
者
に
は
、
北
宋
仁
宗
の
時
、
王
堯
臣
・
王
洙し

ゅ

・
欧
陽
修
ら
が
詔
を
奉
じ
て
編
纂
し
た
《
崇
文
総
目
》
が

あ
り
、
後
者
に
は
南
宋
高
宗
の
時
、
鄭
樵
が
私
撰
し
た
《
通
志
・
芸
文
略
》
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
前
人
が
築
い
た
体
例
に
な
ら

っ
て
編
定
し
た
目
録
で
あ
る
。
宋
人
は
、
こ
の
二
大
分
類
以
外
に
、
新
た
に
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
私
録
で
あ
る
。
私
録

は
、
個
人
的
に
編
纂
さ
れ
た
蔵
書
目
録
で
あ
り
、
独
立
し
た
書
物
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
晁ち

ょ
う

公こ
う

武ぶ

《
郡
斎
読
書
志
》
や
陳
振
孫
《
直

斎
書
録
解
題
》
な
ど
は
、
後
世
の
私
家
読
書
志
や
蔵
書
志
の
類
の
著
述
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

　

宋
代
の
学
者
が
編
纂
し
た
書
目
で
、
官
簿
と
私
録
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
類
型
に
属
す
る
も
の
に
は
、
い
ず
れ
も
詳
細
な
解
題
が
付
さ

れ
て
い
る
。《
崇
文
総
目
》
な
ど
の
官
簿
は
、
そ
の
原
本
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、《
宋
史
・
芸
文
志
》
に
《
崇
文
総
目
》
六
十
六
巻

が
著
録
さ
れ
て
お
り
〔
巻
百
五
十
七
〕、《
崇
文
総
目
》
に
著
録
す
る
書
名
の
下
に
は
、
必
ず
論
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。《
郡
斎
読
書
志
》

や
《
直
斎
書
録
解
題
》
な
ど
の
私
家
の
書
目
は
、
各
書
の
作
者
の
事
蹟
や
書
物
の
内
容
を
特
に
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
官
簿
と
私
録
は
、

い
ず
れ
も
専
門
的
な
編
纂
物
で
あ
り
、
紙
数
に
制
限
が
な
い
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
後
の
読
書

家
に
と
っ
て
大
い
に
役
立
つ
。《
四
庫
全
書
総
目
提
要
》
の
よ
う
な
清
代
の
官
簿
は
、
こ
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
私
家
蔵
書
志
の
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
目
録
は
、
次
か
ら
次
へ
と
出
現
し
、
作
者
の
略
歴
と
本
書
の
内
容
の
紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
印
刷
本
の
版
式
や
印
刷
時
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六
五

期
の
方
面
に
ま
で
記
載
内
容
が
拡
大
し
て
い
る
。

　

従
来
、
目
録
学
を
研
究
し
て
い
た
人
々
は
、
そ
の
基
礎
を
築
い
た
も
の
と
し
て
《
漢
書･

芸
文
志
》
を
仰
が
な
い
者
は
な
か
っ
た
。《
漢

書･

芸
文
志
》
は
劉
歆
《
七
略
》
を
底
本
と
し
て
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
が
、《
七
略
》
は
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
圧
倒
的
な
大
部

分
が
《
漢
書･
芸
文
志
》
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
し
後
人
が
劉
歆
・
班
固
の
義
例
を
探
し
求
め
よ
う
と
し
た
ら
、
お
の
ず
と

そ
れ
が
最
も
重
要
な
典
籍
に
な
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
《
漢
書
》
の
中
か
ら
こ
の
篇
を
抽
出
し
て
単
行
さ
せ
、
証
拠
に
も
と
づ
い
て
解
読
・

考
証
し
て
専
著
に
ま
と
め
る
こ
と
ま
で
お
こ
な
っ
た
の
は
、
宋
代
の
学
者
王
応
麟
で
あ
っ
た
。
王
氏
に
は
《
漢
書
芸
文
志
考
証
》
十
巻
が

あ
り
、
古
い
文
章
を
拾
い
集
め
て
顔
師
古
注
の
不
備
を
補
っ
て
お
り
、
清
代
の
目
録
学
者
章
宗
源
《
隋
書
経
籍
志
考
証
》
や
姚よ

う
し
ん
そ
う

振
宗
《
漢

書
芸
文
志
条
理
》
と
い
っ
た
類
の
書
籍
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

　

王
応
麟
は
、
本
書
に
お
い
て
《
漢
書･

芸
文
志
》
の
本
文
と
顔
師
古
注
を
解
読
・
考
証
す
る
以
外
の
作
業
も
し
て
い
る
。
そ
れ
は
史
伝

の
中
に
書
名
が
見
え
て
お
り
な
が
ら
、《
漢
書･

芸
文
志
》
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
文
献
を
す
べ
て
分
類
し
て
追
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
文
献
は
全
部
で
二
十
六
部
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に
注
記
を
加
え
て
、「
不
著
録
〔《
漢
書
・
芸
文
志
》
に
著
録
さ
れ
て
い
な

い
〕」
の
三
字
を
加
え
て
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
作
業
も
、
後
人
が
同
様
の
仕
事
を
す
る
た
め
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。
清
代

の
姚
振
宗
の
《
漢
書
芸
文
志
拾
補
》
六
巻
は
、
王
応
麟
が
示
し
た
道
に
従
っ
て
努
力
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

宋
人
が
考
証
の
学
に
関
し
て
お
こ
な
っ
た
仕
事
は
着
実
で
あ
り
、
と
り
わ
け
南
宋
の
諸
儒
に
は
、
考
証
の
文
章
形
式
に
も
一
定
の
規
範

が
あ
っ
た
。
そ
の
規
範
が
目
録
の
書
物
に
現
れ
た
も
の
と
し
て
、
馬
端
臨
《
文
献
通
考
・
経
籍
考
》
が
挙
げ
ら
れ
、
各
書
の
解
題
に
お
い

て
、
煩
を
い
と
わ
ず
広
く
文
献
を
援
引
し
て
お
り
、
当
該
の
書
物
と
関
係
が
あ
る
序
跋
・
題
記
・
論
説
の
文
章
を
す
べ
て
探
し
集
め
て
、

書
名
標
示
の
次
行
か
ら
一
格
下
げ
て
記
し
て
い
る
。
馬
氏
自
身
の
意
見
、
考
証
や
収
穫
は
、
す
べ
て
按
語
の
形
で
最
後
に
付
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
形
式
を
取
る
考
証
の
方
法
は
、
宋
代
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
方
法
は
清
代
ま
で
伝
え
ら
れ
、
朱
彝
尊
は
そ
れ
を

用
い
て
《
経
義
考
》
を
作
り
、
謝
啓
昆
は
そ
れ
を
用
い
て
《
小
学
考
》
を
作
っ
た
。
そ
の
後
、
同
様
の
書
籍
が
日
増
し
に
増
え
て
い
っ
た
。

　

宋
代
に
お
け
る
最
も
傑
出
し
た
目
録
学
者
と
し
て
、
鄭
樵
が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
が
書
籍
の
分
類
方
法
に
関
し
て
、
創
造
的
な
発

明
を
し
、
人
ま
ね
を
一
切
せ
ず
、
恐
れ
ず
に
新
た
な
体
例
を
立
て
た
こ
と
は
、
目
録
学
史
に
お
け
る
驚
異
的
な
事
と
し
て
数
え
な
け
れ
ば



六
六

な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
唐
以
後
に
お
け
る
図
書
目
録
の
編
纂
は
、
經
史
子
集
の
順
序
に
従
う
四
部
分
類
法
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

漢
代
に
お
け
る
七
略
に
見
ら
れ
る
分
類
の
体
例
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
。
鄭
樵
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
否
定
す
る
の
で
、《
通
志
・

校
讎
略
》
に
お
い
て
「《
七
略
》
の
分
け
方
は
も
と
よ
り
い
い
加
減
で
あ
る
が
、
四
庫
〔
経
史
子
集
〕
の
部
類
も
で
た
ら
め
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
述
べ
、《
通
志
・
総
序
》
に
お
い
て
、
自
身
の
意
見
を
提
出
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

学
術
が
い
い
加
減
な
の
は
源
流
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
書
籍
が
散
亡
す
る
の
は
配
列
に
規
律
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。《
易
》

は
一
つ
の
書
物
だ
が
、
十
六
種
の
学
が
あ
る（

45
）。
伝
学
が
あ
り
、
注
学
が
あ
り
、
章
句
学
が
あ
り
、
図
学
が
あ
り
、
数
学
が
あ
り
、

讖
緯
学
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
分
類
せ
ぬ
ま
ま
易
類
と
総
称
し
て
は
い
け
な
い
。《
詩
》
は
一
つ
の
書
物
だ
が
、
十
二
種
の
学
が
あ
る（

46
）。

詁
訓
学
が
あ
り
、
伝
学
が
あ
り
、
注
学
が
あ
り
、
図
学
が
あ
り
、
譜
学
が
あ
り
、
名
物
学
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
分
類
せ
ぬ
ま
ま
詩

類
と
総
称
し
て
は
い
け
な
い
。
道
家
に
は
、
道
書
が
あ
り
、
道
経
が
あ
り
、
科
儀
が
あ
り
、
符ふ

籙ろ
く

が
あ
り
、
吐
納
内
丹
が
あ
り
、
炉

火
外
丹
が
あ
る
。
全
部
で
二
十
五
種
あ
っ
て（

47
）、
い
ず
れ
も
道
家
に
属
す
る
が
、
ま
ぜ
こ
ぜ
に
一
家
に
し
て
は
い
け
な
い
。
医
術

に
は
脈
経
が
あ
り
、
灸
経
が
あ
り
、
本
草
が
あ
り
、
方
書
が
あ
り
、
炮ほ

う

炙し
ゃ

が
あ
り
、
病
源
が
あ
り
、
婦
人
が
あ
り
、
小
児
が
あ
る
。

全
部
で
二
十
六
種
あ
っ
て（

48
）、
い
ず
れ
も
医
家
に
属
す
る
が
、
ま
ぜ
こ
ぜ
に
一
家
に
し
て
は
い
け
な
い
。

こ
こ
で
は
、
図
書
分
類
が
必
ず
細
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
説
明
し
、
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
て
い
る
。
鄭
樵
は
《
通
志
・
芸
文

略
》
を
編
纂
す
る
際
、
最
終
的
に
そ
れ
ま
で
に
使
わ
れ
て
い
た
一
切
の
狭
い
分
類
を
除
去
し
、
様
々
な
書
物
を
経
・
礼
・
楽
・
小
学
・
史
・

諸
子
・
天
文
・
五
行
・
芸
術
・
医
方
・
類
書
・
文
の
十
二
項
目
に
分
類
し
、
一
つ
一
つ
の
分
類
項
目
の
下
に
非
常
に
詳
細
な
細
目
を
設
け

た
。〈
校
讎
略
〉〔《
通
志
》
巻
七
十
一
〕
で
は
、「
全
部
で
十
二
類
、
百
家
、
四
百
二
十
二
種
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
法
は
、
当
時

に
お
い
て
は
顕
著
な
進
歩
で
あ
っ
た
が
、
学
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
代
の
高
い
見
識
を
し
っ
か
り
と
備
え
た

学
者
た
ち
は
、
鄭
氏
の
議
論
や
見
解
に
影
響
を
受
け
た
変
化
を
呈
し
た
。
た
と
え
ば
清
代
の
学
者
の
孫
星
衍
が
《
祠
堂
書
目
》
を
編
纂
し

た
時
、
四
部
分
類
の
旧
套
を
守
ら
ず
、
群
書
を
経
学
・
小
学
・
諸
子
・
天
文
・
地
理
・
医
律
・
史
学
・
金
石
・
類
書
・
詞
賦
・
書
画
・
小



張
舜
徽
〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉
翻
訳
稿
（
上
）（
水
上
）

六
七

説
の
十
二
項
目
に
分
類
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
《
通
志
・
芸
文
略
》
の
分
類
と
体
例
を
遠
く
受
け
継
い
で
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る（

49
）。

注

（
1
） 

《
漢
書
》
の
著
者
班
固
は
、
道
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る
「
文
子
九
篇
」
句
下
に
「
老
子
弟
子
、
与
孔
子
並
時
、
而
称
周
平
王
問
、
似
依
託
者
也
」

と
注
し
て
い
る
。〈
芸
文
志
〉
に
「
晩
出
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
雑
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る
「
大
𢁰
（
禹
）
三
十
七
篇
」
句
下
に
「
伝
言
禹
所
作
、

其
文
似
後
世
語
」
と
注
し
、
禹
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
章
は
後
代
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
） 

孔
穎
達
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
《
五
経
正
義
》
の
五
経
は
《
周
易
》《
尚
書
》《
毛
詩
》《
礼
記
》《
左
伝
》
を
指
し
て
い
る
。
漢
代
に
お
い
て
学

官
に
立
て
ら
れ
た
五
経
博
士
は
、
前
漢
の
段
階
で
は
基
本
的
に
今
文
経
を
担
当
し
て
お
り
、《
春
秋
》
は
《
公
羊
伝
》
と
《
穀
梁
伝
》
が
主
流
で
あ

っ
て
、
劉
歆
の
働
き
掛
け
に
よ
っ
て
平
帝
の
時
に
《
五
経
正
義
》
を
構
成
す
る
《
古
文
尚
書
》
と
《
左
伝
》
が
学
官
に
立
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
一

時
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
史
書
に
見
え
る
漢
代
の
五
経
博
士
に
関
す
る
記
述
は
、
張
金
吾
《
両
漢
五
経
博
士
考
》
に
網
羅
的
に
収
集
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

《
易
経
・
乾
卦
・
文
言
伝
》
で
は
、「
初
九
曰
：『
潜
龍
勿
用
』、
何
謂
也
。
子
曰
：『
龍
、
徳
而
隠
者
也
。
不
易
乎
世
、
不
成
乎
名
、
遯
世
无
悶
、

不
見
是
而
无
悶
。
楽
則
行
之
、
憂
則
違
之
、
確
乎
其
不
可
抜
、
潜
龍
也
』」
の
よ
う
に
、
初
九
か
ら
上
九
ま
で
の
各
爻
の
爻
辞
の
意
味
内
容
に
対
す

る
質
問
を
受
け
て
、「
子
曰
」
か
ら
始
ま
る
講
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

《
公
羊
伝
》
と
《
穀
梁
伝
》
に
よ
れ
ば
、
孔
子
が
生
ま
れ
た
の
は
襄
公
二
十
一
年
で
あ
る
。
襄
公
九
年
を
起
点
に
す
る
と
十
二
年
後
に
当
た
る
か
ら
、

引
用
原
典
の
《
居
士
集
》
の
原
文
「
後
十
有
五
年
而
孔
子
生
」
句
の
「
五
」
は
誤
記
と
判
断
さ
れ
る
。

（
5
） 

張
舜
徽
に
よ
る
と
、
中
国
の
伝
統
的
な
注
釈
の
体
例
に
は
十
種
あ
り
、
伝
述
の
意
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
「
伝
」
も
そ
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
。「
伝
」

は
、
内
容
の
面
か
ら
見
る
と
多
種
多
様
で
あ
り
、《
左
伝
》
の
「
伝
」
は
、
本
文
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
事
柄
を
論
述
し
、
経
の
本
意
を
発
明
す
る

証
拠
を
示
し
て
い
る
。《
中
国
古
代
史
籍
校
読
法
》
第
一
編
第
一
章
第
四
節
〈
鑽
研
伝
注
〉（《
張
舜
徽
集
》
第
一
輯
、
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
二

〇
〇
四
年
）、
246
頁
。

（
6
） 

以
下
は
、「〈
繋
辞
〉
は
聖
人
の
作
で
は
な
い
の
で
す
か
（〈
繋
辞
〉
非
聖
人
之
作
乎
）」
と
い
う
童
子
の
質
問
に
対
す
る
回
答
。

（
7
） 

《
書
》
の
〈
大
伝
〉
は
《
尚
書
大
伝
》
を
指
す
。《
尚
書
大
伝
》
は
秦
の
博
士
伏
生
（
伏
勝
と
も
称
さ
れ
る
）
の
作
と
見
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
欧

陽
修
が
編
纂
に
関
わ
っ
て
い
る
勅
撰
の
目
録
《
崇
文
総
目
》
巻
一
〈
書
類
〉
に
お
い
て
も
「《
尚
書
大
伝
》
三
巻
、
漢
済
南
伏
勝
撰
」
と
著
録
さ
れ

て
い
る
。《
礼
》
の
〈
大
伝
〉
は
、《
後
漢
書
》
巻
百
九
〈
祭
祀
志
下
〉「
古
者
師
行
平
有
載
社
主
、
不
載
稷
也
」
句
下
劉
昭
注
に
「《
周
礼
》
為
礼
之



六
八

経
、
而
《
礼
記
》
為
礼
之
伝
」
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、《
礼
記
》
を
指
す
。
欧
陽
修
は
「《
礼
記
》、
雑
乱
之
書
」（《
文
忠
集
》
巻
百
五
十
〈
書
簡
七
・

又
与
姚
編
礼
〉）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、《
礼
記
》
に
対
す
る
評
価
は
低
い
。
以
上
の
二
書
が
秦
漢
の
頃
の
作
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
今
謂
之
〈
繋

辞
〉、
昔
謂
之
〈
大
伝
〉
者
、
亦
皆
曰
聖
人
之
作
也
」（《
文
忠
集
》
巻
四
十
八
〈
居
士
集
四
十
八
・
策
問
十
二
道
・
南
省
試
進
士
策
問
三
首
・
第
三
首
〉）

や
「
或
問
曰
：『
今
之
所
謂
〈
繋
辞
〉
者
、
果
非
聖
人
之
書
乎
』。
曰
：『
是
講
師
之
伝
、
謂
之
〈
大
伝
〉、
其
源
蓋
出
於
孔
子
、
而
相
伝
於
易
師
也
。

其
来
也
遠
、
其
伝
也
多
』（《
文
忠
集
》
巻
六
十
〈
外
集
十
・
経
旨
・
易
或
問
〉）
に
徴
す
る
と
、
欧
陽
修
は
《
易
》
の
〈
大
伝
〉
で
あ
る
〈
繋
辞
伝
〉

に
つ
い
て
は
、
由
来
を
た
ど
る
と
孔
子
に
行
き
着
く
と
考
え
て
い
る
。

（
8
） 

班
固
《
漢
書
・
芸
文
志
》
に
「《
書
》
之
所
起
遠
矣
、
至
孔
子
篹
焉
。
上
断
於
堯
、
下
訖
于
秦
、
凡
百
篇
、
而
為
之
序
、
言
其
作
意
。
秦
燔
《
書
》

禁
学
、
済
南
伏
生
独
壁
蔵
之
。
漢
興
亡
失
、
求
得
二
十
九
篇
、
以
教
斉
魯
之
間
。
…
…
武
帝
末
、
魯
共
王
壊
孔
子
宅
、
欲
以
広
其
宮
、
而
得
《
古
文

尚
書
》
及
《
礼
記
》・《
論
語
》・《
孝
経
》
凡
数
十
篇
、
皆
古
字
也
。
…
…
孔
安
国
者
、
孔
子
後
也
、
悉
得
其
書
、
以
考
二
十
九
篇
、
得
多
十
六
篇
」

と
あ
る
。

（
9
） 

注（
8
）
の
《
漢
書
・
芸
文
志
》
の
続
き
に
「
安
国
献
之
、
遭
巫
蠱
事
、
未
列
于
学
官
」
と
あ
る
。

（
10
） 

《
書
経
》
の
成
立
と
伝
承
に
関
す
る
張
舜
徽
の
解
説
は
、
そ
の
《
中
国
古
代
史
籍
挙
要
》
第
二
章
第
三
節
（《
張
舜
徽
集
》
第
一
輯
、
華
中
師
範
大

学
出
版
者
、
二
〇
〇
四
年
）、
26
〜
30
頁
に
見
え
る
。

（
11
） 

馬
端
臨
《
文
献
通
考
》
巻
百
七
十
七
〈
経
籍
考
四
〉
原
注
に
「
呉
氏
曰
」
に
始
ま
る
同
様
の
佚
文
が
見
え
る
。

（
12
） 

《
宋
史
》
巻
二
百
二
〈
芸
文
志
・
経
類
・
書
〉
に
も
「
呉
棫
《
裨
伝
》
十
三
巻
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

伏
生
が
娘
を
通
じ
て
晁
錯
に
《
古
文
尚
書
》
を
伝
え
さ
せ
た
、
と
い
う
説
は
、《
漢
書
》
巻
八
十
八
〈
儒
林
伝
・
伏
生
〉
顔
師
古
注
に
見
え
る
。

（
14
） 

朱
熹
《
晦
庵
文
集
》
卷
六
十
五
〈
雑
著
・
尚
書
〉
原
注
に
「
大
抵
《
書
》
之
訓
誥
多
奇
渋
、
而
誓
命
多
平
易
。
蓋
訓
誥
皆
是
記
録
当
時
号
令
於
衆

之
本
語
、
故
其
間
多
有
方
言
及
古
語
、
在
当
時
則
人
所
共
曉
、
而
於
今
反
為
難
知
。
誓
命
則
是
当
時
史
官
所
撰
、
檃
括
潤
色
、
粗
有
体
制
、
故
在
今

日
亦
不
難
曉
耳
」
と
あ
る
。

（
15
） 

劉
知
幾
《
史
通
》
巻
一
〈
六
家
〉
に
「
諸
史
之
作
、
不
恒
厥
体
、
㩁
而
為
論
、
其
流
有
六
。
一
曰
尚
書
家
、
二
曰
春
秋
家
、
三
曰
左
伝
家
、
四
曰

国
語
家
、
五
曰
史
記
家
、
六
曰
漢
書
家
」
と
あ
り
、
史
学
に
六
つ
の
流
派
が
あ
り
、《
尚
書
》
が
そ
の
一
つ
を
占
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
同

書
巻
十
三
に
〈
疑
古
〉
と
〈
惑
経
〉
の
二
篇
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
経
書
、
と
り
わ
け
《
春
秋
》
の
記
述
に
関
す
る
弁
疑
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、《
古
文
尚
書
》
に
対
す
る
弁
疑
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
16
） 

《
古
文
尚
書
》
に
対
す
る
閻
若
璩
の
弁
疑
に
つ
い
て
は
、
吉
田
純
《
清
朝
考
証
学
の
群
像
》
第
一
章
〈
閻
若
璩
の
尚
書
学
〉（
創
文
社
、
二
〇
〇
六



張
舜
徽
〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉
翻
訳
稿
（
上
）（
水
上
）

六
九

年
）
を
参
照
。

（
17
） 
《
詩
経
・
小
雅
・
鹿
鳴
之
什
》
の
序
に
「〈
南
陔
〉、
孝
子
相
戒
以
養
也
。〈
白
華
〉、
孝
子
之
絜
白
也
。〈
華
黍
〉、
時
和
歳
豊
、
宜
黍
稷
也
。
有
其

義
而
亡
其
辞
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
三
篇
は
、
篇
名
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
詩
の
文
句
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。《
詩
経
・
小
雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
》

の
序
に
「〈
由
庚
〉、
万
物
得
由
其
道
也
。〈
崇
丘
〉、
万
物
得
極
其
高
大
也
。〈
由
儀
〉、
万
物
之
生
、
各
得
其
宜
也
。
有
其
義
而
亡
其
辞
」
と
あ
り
、

こ
れ
ら
の
三
篇
も
篇
名
だ
け
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
詩
の
文
句
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
18
） 

《
四
庫
提
要
・
詩
序
》
に
つ
い
て
は
、
重
野
宏
一
〈《
四
庫
全
書
総
目
提
要
》〈
詩
序
〉
訳
注
〉（《
筑
波
中
国
文
化
論
叢
》
第
三
十
四
号
、
二
〇
一

五
年
）
あ
り
。

（
19
） 

劉
毓
慶
に
よ
る
と
、〈
詩
序
〉
の
作
者
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
て
、
朱
彝
尊
《
経
義
考
》
に
は
、〈
詩
序
〉
に
論
及
し
た
清
以
前

の
学
者
三
十
八
家
の
発
言
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
二
十
数
種
の
説
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
同
氏
《
歴
代
詩
経
著
述
考
（
先
秦

―
元
代
）》（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）、
14
〜
15
頁
を
参
照
。

（
20
） 

重
野
宏
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
韓
愈
〈
詩
之
序
議
〉
に
対
し
て
は
、
韓
愈
の
作
で
は
な
い
と
い
う
偽
作
説
が
宋
以
降
提
出
さ
れ
て
い
る
。
前
掲

重
野
訳
注
、
112
頁
上
〜
113
頁
上
を
参
照
。

（
21
） 

直
後
の
訳
文
中
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
当
該
の
記
述
は
〈
伊
川
先
生
語
十
〉
の
副
題
を
持
つ
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
程
明
道
の
語
で

は
な
く
、
程
伊
川
の
語
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
前
掲
重
野
訳
注
、
116
頁
上
〜
117
頁
上
を
参
照
。

（
22
） 

少
し
後
に
引
か
れ
る
《
朱
子
語
類
》
巻
八
十
に
見
え
る
よ
う
に
、
鄭
樵
は
〈
詩
序
〉
を
攻
撃
し
て
お
り
、
朱
熹
は
そ
の
見
解
に
賛
同
し
て
い
る
。

鄭
樵
の
発
言
は
、《
詩
弁
妄
》〔
佚
書
。
顧
頡
剛
に
よ
る
輯
本
あ
り
〕
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
王
質
も
〈
序
〉
を
退
け
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
《
詩
総
聞
》
巻
十
〈
由
儀
〉「
甚
矣
、〈
序
〉
之
欺
後
世
也
」
な
ど
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。《
詩
総
聞
》
に
対
す
る
《
四
庫
提
要
》
の
解
題

に
「
其
廃
〈
序
〉
言
《
詩
》、
則
鄭
樵
唱
而
質
和
之
也
」
と
あ
る
。

（
23
） 

《
史
記
・
太
史
公
自
序
》・《
方
言
・
序
》・《
漢
書
・
叙
伝
》・《
潜
夫
論
・
叙
録
》
な
ど
に
お
い
て
例
示
さ
れ
る
通
り
、
秦
漢
期
の
書
物
の
多
く
で
は
、

各
篇
の
内
容
の
概
要
を
解
説
す
る
序
文
を
末
尾
に
収
録
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
嘉
瀬
達
男
〈
秦
漢
期
の
序
と
著
作
の
あ
り
方
〉（《
文
化

研
究
》
第
十
三
号
、
樺
蔭
女
子
短
期
大
学
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
24
） 

《
詩
経
集
伝
》
巻
二
〈
桑
中
〉「〈
桑
中
〉
三
章
、
章
七
句
」
句
下
の
注
釈
に
「〈
楽
記
〉
曰
：『
鄭
衛
之
音
、
乱
世
之
音
也
。
比
於
慢
矣
。
桑
間
濮

上
之
音
、
亡
国
之
音
也
。
其
政
散
、
其
民
流
、
誣
上
行
私
而
不
可
止
也
』。
按
桑
間
即
此
篇
、
故
〈
小
序
〉
亦
用
〈
楽
記
〉
之
語
」
と
あ
り
、
朱
熹

は
〈
桑
中
〉
が
《
礼
記
・
楽
記
》
に
い
わ
ゆ
る
「
亡
国
の
音
」
に
相
当
す
る
と
考
え
て
い
る
。
小
序
に
「
桑
中
、
刺
奔
也
。
衛
之
公
室
淫
乱
、
男
女



七
〇

相
奔
、
至
于
世
族
在
位
、
相
竊
妻
妾
、
期
於
幽
遠
、
政
散
民
流
、
而
不
可
止
」
と
あ
っ
て
、〈
桑
中
〉
は
男
女
の
間
の
「
礼
義
」
が
失
わ
れ
て
い
る

状
態
を
そ
し
っ
た
詩
だ
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、
朱
熹
は
そ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
25
） 
《
読
風
偶
識
・
自
序
》
に
「
余
独
以
為
朱
《
伝
》
誠
有
可
議
、
然
其
可
議
、
不
在
於
駁
序
説
者
之
多
、
而
在
於
従
序
説
之
尚
不
少
。
…
…
故
余
於

論
《
詩
》、
但
主
於
体
会
経
文
、
不
敢
以
前
人
附
会
之
説
為
必
然
。
雖
不
尽
合
朱
子
之
言
、
然
実
本
於
朱
子
之
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
崔
述
は
〈
序
〉

を
退
け
て
経
文
の
み
に
よ
っ
て
《
詩
経
》
所
収
の
詩
を
理
解
す
る
方
法
論
を
提
唱
し
て
お
り
、
そ
れ
が
朱
熹
の
意
思
に
か
な
う
と
考
え
て
い
る
。《
読

風
偶
識
》
に
お
け
る
《
詩
経
》
解
釈
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
藤
井
良
雄
〈
崔
述
《
読
風
偶
識
》
の
著
述
意
図
に
つ
い
て
〉（《
中
国
文
学
論
集
》
第
六

号
、
九
州
大
学
中
国
文
学
会
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
。

（
26
） 

劉
歆
偽
作
説
を
含
め
、《
周
礼
》
の
成
立
・
作
者
の
問
題
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
宇
野
精
一
《
中
国
古
典
学
の
展
開
》（《
宇
野
精
一
著
作
集
》
第

二
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）
を
参
照
。

（
27
） 

王
莽
が
《
周
礼
》
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
実
施
し
た
「
五
均
」
以
下
の
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、《
漢
書
》
巻
二
十
四
下
〈
食
貨
志
下
〉
に
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
解
説
は
、
東
晋
次
《
王
莽
：
儒
家
の
理
想
に
憑
か
れ
た
男
》
第
十
一
章
〈
新
王
朝
の
諸
政
策
〉（
白
帝
社
、
二
〇
〇

三
年
）
を
参
照
。

（
28
） 

《
周
書
》
巻
二
〈
文
帝
紀
〉
に
「
三
年
春
正
月
丁
丑
、
初
行
周
礼
、
建
六
官
。
以
太
祖
為
太
師
・
大
冢
宰
、
柱
国
李
弼
為
太
傅
、
大
司
徒
趙
貴
為

太
保
、
大
宗
伯
独
孤
信
為
大
司
馬
、
于
謹
為
大
司
寇
、
侯
莫
陳
崇
為
大
司
空
」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
周
の
恭
帝
三
年
（
五
五
六
）
に
《
周
礼
》
に
も

と
づ
く
六
官
制
が
制
定
さ
れ
た
。

（
29
） 

《
六
経
奥
論
》
が
鄭
樵
の
作
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
朱
彝
尊
《
曝
書
亭
集
》
巻
四
十
二
〈
六
経
奥

論
跋
〉
や
そ
れ
を
踏
ま
え
て
議
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
《
四
庫
提
要
・
六
経
奥
論
》
な
ど
を
参
照
。

（
30
） 

《
左
伝
・
哀
公
二
十
年
》
に
「（
楚
隆
）
告
于
呉
王
曰
：『
寡
君
之
老
無
恤
、
使
陪
臣
隆
敢
展
謝
其
不
共
』」
と
あ
り
、
文
中
の
「
無
恤
」
が
趙
襄
子

の
謚
。

（
31
） 

底
本
は
「
帝
子
王
孫
」
に
作
る
が
、
引
用
原
典
で
あ
る
《
六
経
奥
論
》
に
し
た
が
っ
て
「
帝
王
子
孫
」
に
改
め
て
訳
す
。《
六
経
奥
論
》
は
「
帝

王
子
孫
」
句
下
に
「
案
斉
威
王
時
鄒
衍
推
五
徳
終
始
之
運
。
其
語
不
経
、
今
左
氏
引
之
、
則
左
氏
為
六
国
人
、
在
斉
威
王
之
後
」
の
一
節
が
続
く
。

斉
威
王
（
在
位
：
前
三
五
六
〜
前
三
二
〇
）
の
時
に
活
動
し
た
鄒
衍
の
言
葉
が
《
左
伝
》
に
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
左
氏
は
戦
国
時
代
の
斉
威
王
よ

り
後
の
時
代
の
人
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
を
示
す
こ
の
文
章
を
張
舜
徽
が
省
略
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
、「
第
四
の
明
証
」
が
わ
か
り
づ
ら
く
な

っ
て
い
る
。《
左
伝
》
の
中
で
「
帝
王
子
孫
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
単
周
堯
は
、〈
昭
公
二
十
六
年
〉
の
晋
の
武
将
で
あ
る
魏
献
子



張
舜
徽
〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉
翻
訳
稿
（
上
）（
水
上
）

七
一

と
史
官
で
あ
る
蔡
墨
と
の
問
答
に
見
え
る
「
五
行
の
官
」、
具
体
的
に
は
「
木
正
曰
句
芒
、
火
正
曰
祝
融
、
金
正
曰
蓐
収
、
水
正
曰
玄
冥
、
土
正
曰

后
土
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
解
説
し
て
い
る
。
同
氏
〈
楊
伯
峻
先
生
《
春
秋
左
伝
注
・
前
言
》
訂
正
〉（《
能
仁
学
報
》
第
十
六
期
、
二
零
一
七
至

一
八
年
度
）
を
参
照
。

（
32
） 

《
左
伝
・
昭
公
十
一
年
》
に
周
の
大
夫
萇
弘
が
「
歳
及
大
梁
、
蔡
復
、
楚
凶
、
天
之
道
也
」
と
述
べ
、
歳
星
が
大
梁
に
移
る
二
年
後
に
な
っ
た
ら
、

蔡
が
復
活
し
、
楚
が
凶
事
に
見
舞
わ
れ
る
の
は
、
天
の
常
道
だ
と
説
い
て
い
る
。
引
用
原
典
の
原
文
「
案
韓
・
魏
分
晋
以
後
、
而
堪
輿
十
二
次
、
始

於
趙
分
曰
大
梁
之
語
」
に
は
文
章
の
乱
れ
が
あ
る
と
愚
考
し
、
こ
の
部
分
、
適
宜
調
整
し
て
訳
し
た
。
堪
輿
説
に
お
い
て
、
大
梁
が
趙
に
配
当
さ
れ

る
こ
と
は
、《
周
礼
・
春
官
・
保
章
氏
》「
以
星
土
弁
九
州
之
地
所
封
、
封
域
皆
有
分
星
、
以
観
妖
祥
」
句
下
鄭
注
を
参
照
。
鄭
樵
は
左
氏
が
戦
国
時

代
の
人
で
あ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、「
大
梁
」
の
語
が
《
左
伝
》
に
見
え
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
戦
国
時
代
に
入
っ
て
弱
体
化
し
た
晋
が
滅

ん
で
韓
・
魏
・
趙
の
三
国
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
趙
国
の
存
在
を
前
提
と
す
る
記
述
が
春
秋
時
代
の
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
は
ず
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。

（
33
） 

《
左
伝
・
襄
公
二
十
六
年
》
に
お
い
て
声
子
が
長
々
と
弁
明
し
て
い
る
相
手
は
楚
の
令
尹
子
木
（
屈
建
）
な
の
で
、
引
用
原
典
に
お
け
る
「
声
子

説
斉
」
句
の
「
斉
」
字
は
「
楚
」
の
誤
り
と
判
断
し
た
。
な
お
、
皮
錫
瑞
は
《
春
秋
通
論
》
第
二
十
三
条
〈
論
趙
匡
鄭
樵
弁
左
氏
非
邱
明
左
氏
伝
文

実
有
後
人
附
益
〉
に
お
い
て
鄭
樵
の
文
章
を
引
き
、「
声
子
説
斉
」
句
下
に
「
当
作
楚
、
此
誤
」
と
注
記
し
て
い
る
。

（
34
） 

底
本
は
「
游
悦
」
に
作
る
が
、
引
用
原
典
が
「
游
説
」
に
作
る
の
で
こ
れ
に
従
う
。
な
お
、
①
文
の
時
点
で
は
「
遊
説
」
に
作
っ
て
い
た
が
、
②

文
か
ら
「
游
悦
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
35
） 

底
本
の
句
読
が
「
如
『
楚
師
熸
猶
瀋
拾
』
等
語
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、
張
舜
徽
は
「
楚
師
熸
猶
瀋
拾
」
を
一
連
な
り
の
句
と
見
て
い
る

が
、
訳
文
に
注
記
し
た
よ
う
に
、「
楚
師
熸
」
と
「
猶
瀋
拾
」
は
《
左
伝
》
の
中
で
互
い
に
離
れ
た
所
に
あ
る
全
く
無
関
係
の
句
で
あ
る
。「
楚
師
熸
」

が
楚
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
自
明
だ
が
、「
猶
瀋
拾
」
は
魯
の
国
で
火
災
が
起
こ
っ
た
時
に
大
夫
の
富
父
槐
が
発
し
た
言
葉
の
一
部
で
あ
り
、「《
左
氏
》

之
書
、
序
晋
・
楚
事
最
詳
」
句
と
の
関
係
が
判
然
と
し
な
い
。《
六
経
奥
論
》
の
著
者
が
錯
覚
を
起
こ
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
36
） 

鄭
樵
《
通
志
・
総
序
》
に
「
左
氏
、
楚
人
也
、
所
見
多
矣
、
而
其
書
尽
楚
人
之
辞
」
と
あ
る
よ
う
に
、
左
氏
が
楚
の
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
鄭

樵
の
持
論
で
あ
る
。

（
37
） 

蘇
轍
《
古
史
》
卷
二
十
五
〈
管
晏
列
伝
第
二
〉
と
王
応
麟
《
漢
芸
文
志
考
証
》
巻
六
〈
管
子
八
十
六
篇
〉
条
「
恐
是
亡
篇
之
内
而
邃
見
之
」
句
下

注
を
参
照
。

（
38
） 

朱
熹
《
儀
礼
経
伝
通
解
・
目
録
》「
鐘
律
第
二
十
二
」
に
「
古
無
此
篇
、
今
以
六
芸
次
之
。
凡
礼
之
通
行
者
、
已
略
見
上
諸
篇
矣
。
此
後
当
継
以
楽
、



七
二

而
《
楽
経
》
久
已
亡
逸
、
故
取
《
周
礼
》
鄭
註
・《
太
史
公
》・《
淮
南
子
》・
前
後
〈
漢
志
〉・
杜
佑
《
通
典
》
之
言
律
呂
相
生
長
短
均
調
之
法
、
創

為
此
篇
、
以
補
其
闕
」
と
あ
る
。

（
39
） 
中
国
に
お
い
て
輯
佚
が
始
ま
っ
た
の
は
い
つ
か
、
と
い
う
問
題
は
、
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
お
ら
ず
、
張
舜
徽
と
同
様
に
南
宋
の
王
応
麟
に
始
ま
る
、

と
す
る
見
解
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
曹
書
杰
〈
輯
佚
起
源
新
探

―
輯
佚
学
研
究
之
二
〉（《
古
籍
整
理
研
究
学
刊
》
一
九
九
〇
年
第

四
期
）
は
、
呉
楓
《
中
国
古
典
文
献
学
・
輯
佚
書
》
の
指
摘
を
参
考
に
し
て
、
晋
の
梅
賾
が
献
上
し
た
《
偽
古
文
尚
書
》
や
同
じ
く
晋
の
楊
方
が
輯

成
し
た
《
五
経
鈎
沈
》
が
輯
佚
の
走
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
論
証
が
十
分
と
は
言
え
な
い
。

（
40
） 

原
文
「
辨
章
学
術
、
考
鏡
源
流
」
は
、
章
学
誠
《
校
讎
通
義
・
序
》
に
見
え
る
言
葉
。

（
41
） 

朱
熹
は
《
孝
経
刊
誤
》
に
お
い
て
、
経
一
章
の
範
囲
に
お
け
る
校
訂
の
内
容
に
つ
い
て
、「
今
定
此
六
七
章
者
合
為
一
章
、
而
刪
去
『
子
曰
』
者
二
、

引
《
書
》
者
一
、
引
《
詩
》
者
四
、
凡
六
十
一
字
、
以
復
経
文
之
旧
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
42
） 

こ
こ
ま
で
の
記
述
、
王
明
清
は
、
周
密
《
斉
東
野
語
》
巻
十
二
〈
書
籍
之
厄
〉
の
以
下
の
記
述
を
参
照
し
て
い
る
。

 

　
　

 

宋
室
承
平
時
、
如
南
都
戚
氏
・
歴
陽
沈
氏
・
廬
山
李
氏
・
九
江
陳
氏
・
番
昜
呉
氏
・
王
文
康
・
李
文
正
・
宋
宣
献
・
晁
以
道
・
劉
荘
輿
、
皆
号

蔵
書
之
富
。

 

　
「
南
都
戚
氏
」
以
下
は
、
い
ず
れ
も
宋
代
の
蔵
書
家
で
あ
り
、
戚
氏
は
戚
同
文
、
沈
氏
は
沈
立
、
李
氏
は
李
常
、
呉
氏
は
呉
良
嗣
を
指
す
。

（
43
） 

《
漢
書
・
叙
伝
》
に
「
目
録
」
の
語
が
見
え
る
。

（
44
） 

王
鳴
盛
《
十
七
史
商
榷
》
巻
一
〈
史
記
一
・
史
記
集
解
分
八
十
巻
〉
に
「
目
録
之
学
、
学
中
第
一
緊
要
事
」
と
あ
る
。

（
45
） 

《
通
志
》
巻
六
十
三
〈
芸
文
略
第
一
・
経
類
第
一
・
易
〉
の
下
に
「
古
易
・
石
経
・
章
句
・
伝
・
注
・
集
注
・
義
疏
・
論
説
・
類
例
・
譜
・
考
正
・

数
・
図
・
音
・
讖
緯
・
擬
易
」
と
都
合
、
十
六
種
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
46
） 

《
通
志
》
巻
六
十
三
〈
芸
文
略
第
一
・
経
類
第
一
・
詩
〉
の
下
に
「
石
経
・
故
訓
・
伝
・
注
（
集
注
附
）・
義
疏
・
問
辨
・
統
説
・
譜
・
名
物
・
図
・

音
・
緯
学
」
と
都
合
、
十
二
種
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
47
） 

《
通
志
》
巻
六
十
七
〈
芸
文
略
第
五
・
道
家
〉
の
下
に
「
老
子
・
荘
子
・
諸
子
・
陰
符
経
・
黄
庭
経
・
参
同
契
・
目
録
・
伝
・
記
・
論
・
書
・
経
・

科
儀
・
符
籙
・
吐
納
・
胎
息
・
内
視
・
道
引
・
辟
穀
・
内
丹
・
外
丹
・
金
石
薬
・
服
餌
・
房
中
・
修
養
」
と
都
合
、
二
十
五
種
の
項
目
が
立
て
ら
れ

て
い
る
。

（
48
） 

《
通
志
》
巻
六
十
九
〈
芸
文
略
第
七
・
医
方
類
第
十
〉
の
下
に
「
脈
経
・
明
堂
鍼
炙
・
本
草
・
本
草
音
・
本
草
図
・
本
草
用
薬
・
採
薬
・
炮
炙
・

方
書
・
単
方
・
蕃
方
・
寒
食
散
・
病
源
・
五
蔵
・
傷
寒
・
脚
気
・
嶺
南
方
・
雑
病
・
瘡
腫
・
眼
薬
・
口
歯
・
婦
人
・
小
児
・
食
経
・
香
薰
・
粉
沢
」



張
舜
徽
〈
宋
代
の
学
者
の
学
問
が
備
え
て
い
た
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
後
世
の
学
界
の
た
め
に
切
り
開
い
た
新
た
な
道
〉
翻
訳
稿
（
上
）（
水
上
）

七
三

と
都
合
、
二
十
六
種
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
49
） 
孫
星
衍
を
含
む
清
代
の
考
証
学
者
に
よ
る
図
書
分
類
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
エ
ル
マ
ン
著
、
馬
淵
昌
也
ほ
か
訳
《
哲
学
か
ら

文
献
学
へ
：
後
期
帝
政
中
国
に
お
け
る
社
会
と
知
の
変
動
》
第
五
章
第
四
節
〈
学
芸
の
分
類
〉（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

正
誤
表
（
頁
数
は
底
本
に
よ
る
）

　

＊
二
一
六
頁
第
18
行 

「
尚
書
序4

」
↓
「
尚
書
」（
引
用
原
典
に
「
序
」
字
無
し
）

　

＊
二
一
七
頁
第
9
行 
「
巻
一4

」
↓
「
巻
八4

」　

　

＊
二
一
八
頁
第
10
行 
「
成
佰4

璵
」
↓
「
成
伯4

璵
」

　

＊
二
一
八
頁
第
10
行 

「
詞4

人
」
↓
「
詩4

人
」（
引
用
原
典
に
従
う
）

　

＊
二
二
〇
頁
第
21
行 

「
秦
漢
」
↓
「
周
秦
」

　

＊
二
二
一
頁
第
11
行 

「
説
斉4

」
↓
「
説
楚4

」

　

＊
二
二
一
頁
第
12
行 

「
游
悦4

」
↓
「
游
説4

」

　

＊
二
二
三
頁
第
19
〜
20
行 

「《
文
集
》
巻
三
十
八
〈
答
李
季
章
書
〉」
↓
「《
語
類
》
巻
一
百
三
十
五
〈
歴
代
二
〉」

　

＊
二
二
五
頁
第
18
行 

「
劉4

仁
傑
」
↓
「
呉4

仁
傑
」


