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戊
　
字
形
・
字
音
・
字
義
の
研
究
に
関
わ
る
作
業

　
﹁
読
書
す
る
に
は
ま
ず
字
を
知
る
必
要
が
あ
る
﹂ （

1
）︑
こ
れ
は
封
建
社
会
の
学
者
た
ち
が
い
つ
も
提
起
し
て
い
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
︒

字
を
知
る
こ
と
の
範
囲
に
は
︑﹁
文
字
﹂﹁
声
韻
﹂﹁
訓
詁
﹂
の
三
つ
の
部
分
が
含
ま
れ
︑
こ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
の
文
字
の
字
形
・
字
音
と

字
義
を
指
す
︒
古
人
は
︑
こ
の
種
の
知
識
に
つ
い
て
は
幼
少
時
か
ら
留
意
し
て
学
習
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
︑﹁
小

学
﹂
と
称
し
た
︒
と
り
わ
け
清
代
の
学
者
は
︑
こ
の
方
面
の
学
術
に
対
し
て
精
力
を
集
中
し
て
取
り
組
み
︑
極
め
て
多
大
な
成
果
を
挙
げ

た
︒
彼
ら
は
︑
自
分
た
ち
が
挙
げ
た
成
果
を
過
大
評
価
し
て
漢
唐
を
越
え
た
と
考
え
︑
宋
儒
を
見
下
し
て
空
疏
不
学
と
盲
目
的
に
断
定
し

軽
蔑
し
た
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
清
儒
が
﹁
小
学
﹂
を
研
究
し
た
手
段
と
方
法
は
︑
い
ず
れ
も
宋
代
の
学
者
が
こ
の
方
面
に
お
い
て
す
で
に

獲
得
し
て
い
た
成
果
を
基
礎
と
し
て
い
た
︒

　

こ
こ
で
最
初
に
論
じ
た
い
の
は
︑
漢
字
の
形
体
構
造
を
研
究
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
漢
字
を
系
統
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
当
然
の

こ
と
な
が
ら
︑
後
漢
の
許
慎
の
︽
説
文
解
字
︾
が
最
も
重
要
な
典
籍
と
な
る （

2
）︒
し
か
し
後
漢
か
ら
宋
初
ま
で
伝
え
ら
れ
る
中
で
︑
伝

写
に
よ
っ
て
誤
り
が
生
じ
た
箇
所
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
︑
と
り
わ
け
唐
の
李
陽
冰
が
任
意
に
改
竄
し
た
こ
と
で
︑
許
氏
の
原
書
の
本
来
の

姿
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
宋
太
宗
の
雍
煕
三
年
（
九
八
六
）︑
統
治
階
級
か
ら
﹁
古
い
歴
史
に
通
暁
し
て
い
て
︑
昔
の
言
葉
を
よ
く
知

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（
中
）
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っ
て
い
る
﹂︹
大
徐
本
︽
説
文
解
字
︾
巻
末
付
〈
中
書
門
下
牒
〉︺
と
認
め
ら
れ
て
い
た
徐
鉉げ
ん

は
︑
詔
を
受
け
て
︽
説
文
解
字
︾
を
校
訂
し

た
︒
校
訂
作
業
が
終
わ
っ
た
時
︑
朝
廷
に
書
物
を
献
上
し
︑
表
文
を
一
篇
添
え
て
作
業
の
内
容
を
紹
介
し
た
︒

篆
書
が
隠
滅
し
て
久
し
く
︑︽
説
文
︾
を
伝
写
す
る
の
に
相
応
し
い
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
︑
錯
乱
や
脱
誤
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

あ
る
︒
そ
こ
で
今
︑
こ
の
書
物
の
正
本
と
副
本
お
よ
び
群
臣
の
家
蔵
本
を
集
め
て
︑
詳
細
に
校
訂
を
加
え
た
︒
許
慎
の
注
釈
や
序
例

に
見
え
る
の
に
︑
諸
部
に
見
え
な
い
字
に
つ
い
て
は
︑
は
っ
き
り
と
脱
誤
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
︑
す
べ
て
補
っ
た
︒
経
典
の

中
で
伝
写
さ
れ
て
い
た
り
︑
現
在
︑
世
間
で
使
わ
れ
て
お
り
な
が
ら
︑︽
説
文
︾
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
字
は
︑
詔
を
受
け
て
漏
れ

な
く
増
補
し
た
の
で
︑
篆
書
・
籀

ち
ゅ
う

文ぶ
ん

の
利
用
が
広
が
っ
た
︒
ど
の
字
も
形
と
音
が
対
応
し
︑
六
書
の
義
に
違
背
し
て
い
な
い
︒︽
説

文
︾
に
正
し
い
形
が
あ
る
の
に
世
俗
が
誤
っ
て
変
形
さ
せ
て
し
ま
っ
た
字
に
つ
い
て
は
︑
注
の
中
で
詳
し
く
説
明
し
た
︒
義
理
を
逸

脱
し
六
書
に
違
背
し
て
い
る
文
字
に
つ
い
て
は
︑
本
書
の
後
部
に
配
列
し
て
説
明
し
︑
学
習
者
が
疑
問
を
抱
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
し
た
︒
こ
の
書
物
は
全
体
と
し
て
古
を
引
き
合
い
に
出
し
て
今
を
正
す
こ
と
に
務
め
て
お
り
︑
今
に
従
っ
て
古
に
違
う
よ
う
な
こ

と
は
し
て
い
な
い
︒ 

︹︽
徐
公
文
集
︾
巻
二
十
三
〈
重
脩
説
文
序
〉︺

こ
の
こ
と
か
ら
︑
徐
鉉
に
よ
る
こ
の
校
訂
作
業
は
︑
は
な
は
だ
慎
重
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
許
氏
の
原
書
は
十
四
篇
︑
序
篇

を
合
わ
せ
て
全
部
で
十
五
巻
あ
る
が
︑
徐
鉉
は
一
巻
あ
た
り
の
頁
数
が
多
す
ぎ
る
と
考
え
︑
巻
ご
と
に
上
下
に
分
け
た
の
で
︑
全
部
で
三

十
巻
に
な
っ
た
︒︽
説
文
︾
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
注
釈
︹
説
解
︺
や
序
例
︹
許
慎
序
︺
に
見
え
る
十
九
字
を
新
た
に
本
文
に
補
っ

て
い
る （

3
）︒
経
典
の
文
字
と
し
て
伝
写
さ
れ
︑
世
間
で
も
大
事
に
使
わ
れ
て
い
な
が
ら
︑︽
説
文
︾
に
載
っ
て
い
な
い
四
百
二
字
が
新
た

に
本
文
の
︹
各
部
の
︺
後
ろ
に
付
記
さ
れ
て
い
る
︹
新
附
字
︺︒
さ
ら
に
世
間
で
書
き
誤
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
六
書
の
体
に
合
致
し
な
い

二
十
八
字
︑
そ
れ
と
篆
書
の
筆
跡
が
少
し
く
異
な
っ
た
ま
ま
伝
承
し
て
い
る
文
字
は
︑︽
説
文
︾
全
書
の
末
尾
に
付
記
さ
れ
て
い
る （

4
）︒

徐
鉉
は
︑
校
訂
以
外
に
訓
釈
も
少
し
加
え
て
い
る
︒
許
氏
が
書
物
を
著
し
た
時
︑
ま
だ
反
切
が
無
か
っ
た
が
︑
徐
鉉
は
宋
代
の
始
め
に
流

行
し
て
い
た
孫
愐め

ん

︽
唐
韻
︾
に
も
と
づ
き
︑
各
字
の
反
切
を
す
べ
て
︽
説
文
︾
の
中
に
一
つ
一
つ
注
記
し
た
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
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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（
中
）（
水
上
）

者
は
各
字
の
字
音
を
容
易
に
探
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑︽
説
文
︾
を
研
究
す
る
人
々
に
と
っ
て
便
利
に
な
っ
た
︒

　

徐
鉉
の
弟
徐
鍇か

い

も
古
文
字
の
学
に
堪
能
な
者
で
あ
っ
た
︒
南
唐
の
役
人
を
務
め
て
お
り
︑
宋
の
兵
が
江
南
に
や
っ
て
き
て
城
が
包
囲
さ

れ
た
時
に
亡
く
な
っ
た
︹
馬
令
︽
南
唐
書
︾
巻
十
四
〈
儒
者
伝
下
〉・︽
四
庫
提
要
・
説
文
繋
伝
四
十
巻
︾︺︒
理
屈
か
ら
言
え
ば
︑
宋
代
の

学
者
に
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
徐
鉉
の
︽
説
文
︾
学
は
︑
徐
鍇
と
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
る
︒
徐
鍇
の
著
作
に
は
︽
説
文
繋

伝
︾
四
十
巻
が
あ
り
︑
最
初
に
〈
通
釈
〉
三
十
巻
を
配
置
し
︑︽
説
文
︾
十
五
巻
（
序
篇
を
含
む
）
を
篇
ご
と
に
二
つ
に
分
け
て
お
り
︑

徐
鍇
が
自
分
の
見
解
を
発
揮
し
て
い
る
所
や
経
伝
を
援
引
し
た
所
に
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
臣
鍇
曰
﹂
や
﹁
臣
鍇
案
﹂
と
い
う
文
字
を
加
え
て

区
別
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
の
は
〈
部
序
〉
二
巻
︑〈
通
論
〉
三
巻
︑〈
怯
妄
〉・〈
類
聚
〉・〈
錯
綜
〉・〈
疑
義
〉・〈
繋
述
〉
が
そ
れ

ぞ
れ
一
巻
で
あ
る
︹︽
四
庫
提
要
・
説
文
繋
伝
四
十
巻
︾︺︒
そ
の
書
物
に
自
ら
︽
繋
伝
︾
と
名
づ
け
た
の
は
︽
説
文
︾
を
経
典
と
見
な
し

た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
完
成
は
徐
鉉
の
︽
説
文
︾
校
訂
の
遥
か
に
前
で
あ
る
︒
徐
鉉
が
本
腰
を
入
れ
た
の
は
校
勘
で
あ
る
た
め
︑
自
己
の

見
解
を
発
揮
す
る
場
面
は
や
や
少
な
い
︒
徐
鍇
は
論
述
を
心
が
け
て
い
た
の
で
︑
一
家
の
言
を
成
す
こ
と
が
で
き
た
︒
後
世
︑
二
人
を

﹁
二
徐
﹂
と
併
称
し
た
だ
け
で
な
く
︑﹁
大
徐
﹂
と
﹁
小
徐
﹂
の
称
が
あ
っ
た
︒
大
半
の
清
代
の
学
者
は
︽
説
文
︾
の
注
釈
を
作
る
際
︑
大

徐
が
校
訂
し
た
本
を
底
本
と
し
た
︒
彼
ら
は
︑
よ
り
系
統
だ
っ
た
研
究
に
発
展
さ
せ
て
︑
字
形
と
字
音
が
互
い
に
生
じ
︑
字
音
と
字
義
が

互
い
に
転
じ
る
理
を
探
求
し
た
が
︑
小
徐
か
ら
啓
発
を
受
け
て
い
る
部
分
が
多
い
︒

　

封
建
時
代
の
学
者
た
ち
が
文
字
の
構
造
に
言
及
す
る
際
︑
常
に
﹁
六
書
﹂
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
六
書
は
元
来
︑
前
漢
の
学

者
が
文
字
を
研
究
し
た
時
︑
総
合
と
分
析
の
方
法
を
用
い
て
文
字
の
集
団
の
中
か
ら
導
き
だ
し
た
い
く
つ
か
の
類
例
で
あ
っ
て
︑
漢
字
が

作
ら
れ
た
時
の
何
ら
か
の
原
則
で
は
な
い
︒
し
か
し
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
条
例
が
帰
納
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
文

字
が
統
括
さ
れ
︑
条
理
が
あ
っ
て
乱
れ
る
こ
と
な
く
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
依
然
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
清
儒
の
銭
大

昕
は
︽
十
駕
斎
養
新
録
︾
巻
四
︹〈
宋
人
不
講
六
書
〉︺
に
お
い
て
︑
何
名
か
の
宋
儒
が
詮
索
傅
会
し
て
い
る
事
例
を
漫
然
と
引
き
︑
そ
れ

を
根
拠
と
し
て
﹁
宋
人
は
六
書
を
説
か
な
い
﹂
と
い
う
論
断
を
提
出
し
て
い
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
六
書
を
一
種
の
専
門
の
学
問
と
見
な

し
︑
実
直
に
そ
れ
を
分
析
し
︑
専
門
の
書
物
を
著
し
て
そ
れ
を
説
明
し
た
の
は
︑
鄭
樵
︽
通
志
︾
の
〈
六
書
略
〉
に
始
ま
る
︒
鄭
氏
は

〈
序
論
〉
に
お
い
て
す
ぐ
さ
ま
﹁
経
術
が
明
ら
か
で
な
い
の
は
小
学
が
振
る
わ
な
い
か
ら
で
あ
り
︑
小
学
が
振
る
わ
な
い
の
は
六
書
が
伝



八
〇

わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂︹
巻
三
十
一
〈
六
書
序
〉︺
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
の
発
言
は
六
書
を
重
要
な
地
位
に
引
き
あ
げ
て
い
る
︒
分

析
と
説
明
を
見
る
と
︑
牽
強
付
会
と
自
説
へ
の
固
執
と
い
う
欠
点
を
免
れ
て
い
な
い
が
︑
鄭
樵
は
六
書
の
説
に
条
理
と
系
統
を
持
た
せ
た

最
初
の
人
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
文
字
を
分
類
整
理
し
て
統
括
し
︑﹁
天
下
の
文
字
を
駆
り
た
て
て
尽
く
六
書
に
帰
属
さ
せ
る
﹂
文
字
整
理

の
作
業
を
仕
上
げ
た
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
凡
例
を
立
て
る
面
に
お
い
て
︑
極
め
て
偉
大
に
し
て
精
確
な
る
創
造
を
お
こ
な
っ
て
お

り
︑
後
人
の
た
め
に
多
く
の
道
を
切
り
ひ
ら
い
た
︒
部
門
の
分
析
に
つ
い
て
言
う
と
︑
た
と
え
ば
象
形
文
字
を
天
物 （

5
）︹
天
体
気
象
︺
の

形
︑
山
川
の
形
︑
井
邑
︹
土
地
建
物
︺
の
形
︑
草
木
の
形
︑
人
物
︹
人
や
体
︺
の
形
︑
鳥
獣
の
形
︑
虫
魚
の
形
︑
鬼
物
の
形
︑
器
用
︹
器

物
︺
の
形
︑
服
飾
の
形
の
十
種
に
分
け
て
い
る
︒
か
か
る
方
法
が
科
学
に
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
︑
清
代
の
諸
儒
が
書
物
を
著

し
て
六
書
を
論
じ
る
際
︑
た
と
え
ば
王
筠い

ん

の
︽
説
文
釈
例
︾
や
︽
文
字
蒙
求
︾
な
ど
の
書
ま
で
も
が
象
形
の
種
類
に
論
究
す
る
時
に
は
︑

や
は
り
類
目
を
立
て
て
収
録
す
る
と
い
う
鄭
氏
の
旧
套
を
模
倣
し
て
解
明
を
続
け
て
い
る （

6
）︒

　

次
に
は
︑
文
字
の
字
音
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
字
音
も
清
儒
の
中
で
は
な
は
だ
熱
心
に
討
論
さ
れ
︑
非
常
に
心
を
傾
け
て
研
究
さ
れ
る
学

問
に
な
っ
た
が
︑
力
を
尽
く
す
道
は
二
筋
に
過
ぎ
な
い
︒
一
つ
は
切
韻
︹
反
切
︺
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
古
韻
で
あ
る
︒
こ
の
二
筋
の

道
も
共
に
宋
人
が
切
り
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
る
︒
切
韻
の
方
面
で
は
︑
司
馬
光
の
撰
に
係
る
︽
切
韻
指
掌
図
︾
二
巻
︑
附
︽
検
例
︾
一

巻 （
7
）が
あ
る
︒
こ
の
書
物
は
三
十
六
の
字
母
に
よ
っ
て
字
音
の
清
濁
を
区
別
し
て
二
十
の
図
を
作
っ
て
お
り
︑
最
初
は
︹
開
合
の
対
立

が
な
い
︺
独
韻
の
図
︑
次
に
開
合
韻
の
図
を
並
べ
て
い
る （

8
）︒
一
つ
の
韻
類
の
中
で
は
︑
四
等
の
字
の
多
少
に
し
た
が
っ
て
順
序
を
立

て
て
い
る
︒
王
行
の
〈
後
序
〉︹〈
切
韻
指
掌
図
検
例
後
序
〉︺
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

中
国
語
の
字
音
に
反
切
が
導
入
さ
れ
た
の
は
︑
い
つ
か
ら
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
︑
世
間
で
大
い
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
陸

法
言
の
五
巻
本
︹︽
切
韻
︾︺
で
あ
る
︒
声
母
と
韻
母
を
並
べ
た
図
を
作
っ
て
︑
複
雑
な
字
音
を
簡
易
に
整
理
し
た
の
は
︑
司
馬
光
に

始
ま
る
︒
大
中
祥
符
︹
一
〇
〇
八
~
一
〇
一
六
︺
の
始
め
︑
勅
命
が
下
っ
て
︽
唐
韻
︾
を
︽
広
韻
︾
に
増
修
し
︑
昭
陵
︹
宋
・
仁

宗
︺
か
ら
勅
命
が
下
っ
て
︑
さ
ら
に
増
修
し
て
︽
集
韻
︾
を
作
っ
た
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑
図
は
ま
こ
と
に
こ
れ
ら
の
韻
書
を
支
え

る
も
の
で
あ
る
︒



八
一

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（
中
）（
水
上
）

本
書
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
宋
代
の
学
者
に
よ
る
創
作
で
あ
る
︒
清
儒
︑
た
と
え
ば
江
永
が
著
し
た
︽
音
学
弁
微
︾・︽
四
声
切
韻
表
︾
と
同
類

の
書
物
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
道
筋
に
従
っ
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　

古
韻
研
究
の
発
端
は
︑
学
者
た
ち
が
古
代
の
韻
文
を
読
ん
だ
時
︑
同
時
代
に
流
布
し
て
い
た
韻
書
で
も
っ
て
確
認
す
る
と
︑
十
中
八

九
︑
韻
が
異
な
る
た
め
︑
疑
問
を
持
ち
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
︒
懐
疑
か
ら
出
発
し
て
総
合
に
取
り
か
か
り
︑
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
︑

次
第
に
古
人
の
韻
が
緩
く
︑
後
世
の
韻
が
狭
い
と
い
う
基
本
原
理
に
気
づ
き
︑
さ
ら
に
そ
の
原
則
に
よ
っ
て
古
代
の
韻
部
の
姿
を
確
定

し
た
︒
か
か
る
実
践
も
宋
人
が
最
初
に
始
め
た
の
で
あ
る
︒
宋
代
に
陳
彭ほ

う

年
ら
に
よ
っ
て
重
修
さ
れ
︑
全
部
で
二
百
六
の
韻
部
か
ら
な

る
︽
広
韻
︾
は
︑
当
時
通
行
し
て
い
た
韻
書
で
あ
る
︒
学
者
た
ち
は
︑
そ
れ
を
手
に
周
秦
の
古
書
︑
た
と
え
ば
︽
易
経
︾・︽
詩
経
︾・︽
楚

辞
︾・︽
老
子
︾
な
ど
有
韻
の
文
章
を
読
ん
だ
が
︑
韻
を
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
ず
呉ご

棫よ
く

の
︽
韻
補
︾
が
現
れ
︑

群
書
に
お
け
る
押
韻
が
今
の
音
と
異
な
る
部
分
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
総
合
し
︑
二
百
六
韻
に
即
し
て
︑﹁
古
に
は
某
に
通
じ
る
﹂（
た
と
え

ば
︑﹁
冬
﹂
と
﹁
鍾
﹂
に
対
し
て
﹁
古
に
は
﹃
東
﹄
に
通
じ
る
﹂
と
注
す
る
）︑﹁
古
に
は
転
声
し
て
某
に
通
じ
る
﹂（
た
と
え
ば
︑﹁
佳
﹂

﹁
皆
﹂﹁
咍
﹂
に
対
し
て
﹁
古
に
は
転
声
し
て
﹃
支
﹄
に
通
じ
る
﹂
と
注
す
る
）︑﹁
古
に
は
某
に
通
じ
た
り
︑
某
の
韻
に
転
入
し
た
り
す

る
﹂（
た
と
え
ば
︑﹁
江
﹂
に
対
し
て
﹁
古
に
は
﹃
陽
﹄
に
通
じ
た
り
︑﹃
東
﹄
の
韻
に
転
入
し
た
り
す
る
﹂
と
注
す
る
）
の
よ
う
な
諸
例

は
︑
古
韻
探
求
の
嚆
矢
と
見
な
さ
れ
る
︒
し
か
し
呉
棫
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
︑
と
ど
の
つ
ま
り
草
創
で
あ
り
︑
そ
の
認
識
は
終
始
︑
協

韻
の
問
題
の
上
に
滞
留
し
て
お
り
︑
原
因
を
追
究
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
さ
り
な
が
ら
苦
労
し
て
新
た
な
道
を
切
り
ひ
ら
い
た
功
績
は

埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

　

宋
代
の
学
者
は
︑
艱
難
辛
苦
の
中
で
古
人
の
押
韻
規
則
を
見
つ
け
だ
し
た
︒
正
式
に
古
の
韻
部
を
確
定
し
︑
専
著
を
書
い
て
世
に
伝
え

た
の
は
︑
鄭
庠し

ょ
う

の
︽
詩
古
音
弁
︾
が
最
初
で
あ
る
︒
鄭
氏
は
二
百
六
部
を
六
つ
の
部
に
併
合
し
た
が
︑
そ
れ
は
中
国
の
音
韻
学
に
お
け

る
上
古
韻
分
部
の
始
ま
り
で
あ
る
︒
清
代
の
学
者
顧
炎
武
が
古
韻
を
十
部
に
分
か
ち
︑
江
永
が
十
三
部
に
分
か
ち
︑
段
玉
裁
が
十
七
部
に

分
か
ち
︑
孔
広
森
が
十
八
部
に
分
か
ち
︑
王
念
孫
が
二
十
一
部
に
分
け
た
の
は
︑
い
ず
れ
も
鄭
氏
が
考
定
し
た
六
部
を
研
究
の
基
礎
と
し

て
︑
次
第
に
詳
密
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

訓
詁
の
学
に
関
し
て
︑
昔
の
人
で
︽
爾
雅
︾
を
訓
詁
の
正
統
に
し
て
伝
注
の
祖
と
認
め
な
い
者
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
書
物
は
世
に
伝
わ



八
二

る
こ
と
久
し
く
︑
漢
以
後
︑
作
成
さ
れ
た
注
解
は
少
な
く
な
い
が
︑
欠
け
る
こ
と
な
く
完
全
に
保
存
さ
れ
た
の
は
︑
晋
代
の
郭か
く

璞は
く

の
注
一

つ
だ
け
で
あ
っ
た
︒
郭
璞
︽
注
︾
に
対
し
て
疏
を
作
る
の
は
︑
宋
代
の
邢け

い

昺へ
い

か
ら
始
ま
っ
た
︒
現
在
通
行
し
て
い
る
︽
十
三
経
注
疏
︾
の

中
の
︽
爾
雅
疏
︾
は
邢
昺
の
書
で
あ
る
︒
後
人
は
大
抵
こ
の
︽
爾
雅
︾
が
は
な
は
だ
簡
略
で
あ
る
と
考
え
︑
郭
︽
注
︾
を
引
伸
す
る
以
上

に
発
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︽
四
庫
全
書
総
目
提
要
︾
は
﹁
疏
を
下
す
者
の
主
眼
は
︑
本
注
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

り
︑
注
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
ま
で
広
く
探
し
も
と
め
る
こ
と
は
し
な
い
︒
こ
の
こ
と
も
唐
以
来
の
通
弊
で
あ
り
︑
ひ
と
り
邢
昺
だ
け
を

責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
お
り
︑
こ
の
論
断
は
正
確
で
あ
る
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
邢
︽
疏
︾
が
郭
︽
注
︾
を
発
明
し
て
い
る

箇
所
に
は
︑
精
義
も
見
受
け
ら
れ
（
清
儒
の
陳
澧れ

い

︽
東
塾
読
書
記
︾
巻
十
一
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
） （

9
）︑︽
爾
雅
︾
を
研
究
す
る
後

代
の
学
者
た
ち
の
た
め
に
道
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
る
︒
清
儒
︑
た
と
え
ば
邵し

ょ
う

晋
涵
の
︽
爾
雅
正
義
︾
や
郝か
く

懿い

行
の
︽
爾
雅
義
疏
︾
も
︑

共
に
邢
氏
が
歩
い
た
道
に
沿
っ
て
郭
︽
注
︾
を
本
源
と
し
て
仰
ぎ
︑
郭
︽
注
︾
の
義
を
疏
通
・
証
明
す
る
営
為
を
続
け
た
の
で
あ
る
︒

　

宋
代
の
学
者
は
︑
訓
詁
学
の
分
野
に
お
い
て
も
新
た
な
領
域
を
切
り
ひ
ら
い
た
︒
文
字
が
従
う
音
声
に
よ
っ
て
そ
の
文
字
の
意
味
を
探

求
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
元
来
︑
十
中
八
九
の
漢
字
は
形
声
文
字
で
あ
り
︑
形
声
文
字
の
大
半
は
左
が
意
符
で
右
が
音
符
で
あ
る
︒
た
と
え

ば
江
・
河
・
松
・
柏
な
ど
の
字
に
つ
い
て
言
う
と
︑
そ
の
含
義
は
い
ず
れ
も
左
側
の
﹁
水
﹂
と
﹁
木
﹂
に
あ
り
︑
誰
で
も
一
目
で
川
の
名

や
木
の
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
宋
代
の
学
者
は
そ
れ
と
は
逆
に
一
つ
の
規
則
を
見
出
し
た
︒
す
な
わ
ち
右
側
が
従
う
音
声
に
も
意
味

が
あ
る
と
考
え
︑
こ
の
こ
と
は
当
時
︑﹁
右
文
﹂
と
称
さ
れ
た
︒
王
聖
美
︹
名
は
子
韶し

ょ
う

︺
の
一
派
は
︑
専
ら
こ
の
方
面
に
力
を
入
れ
て
研

究
し
た
︒
沈
括
︽
夢
渓
筆
談
︾
巻
十
四
︹〈
芸
文
一
〉︺
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

王
子
韶
は
文
字
学
を
研
究
し
︑
意
味
か
ら
敷
衍
し
て
︑
右
側
の
旁つ

く
りが
重
要
だ
と
考
え
た
︒
む
か
し
の
字
書
で
は
︑
す
べ
て
左
側
の
扁へ
ん

に
よ
っ
て
︹
分
類
し
て
︺
い
る
︒
い
っ
た
い
文
字
は
︑
そ
の
類
を
示
す
も
の
が
左
側
に
あ
り
︑
意
味
を
示
す
も
の
が
右
側
に
来
る
︒

た
と
え
ば
﹁
木
﹂
の
類
は
︑
左
側
が
す
べ
て
木
へ
ん
で
あ
る
︒
彼
の
い
う
右
側
が
重
要
と
い
う
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
﹁
戔
﹂
は
﹁
小

さ
い
﹂
の
意
味
で
︑
水
が
少
け
れ
ば
淺
︑
金
が
小
さ
け
れ
ば
錢
︑
小
さ
い
歹が

つ

（
く
だ
け
た
骨
）
が
殘
︑
小
さ
い
貝
（
古
代
の
貨
幣
）

が
賤
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
種
類
の
も
の
は
︑
ど
れ
も
﹁
戔
﹂（
小
さ
い
）
を
意
味
に
持
っ
て
い
る （
10
）︒



八
三

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（
中
）（
水
上
）

さ
ら
に
張
世
南
︽
游
宦
紀
聞
︾
巻
九
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

︽
説
文
︾
が
字
画
に
よ
っ
て
文
字
を
分
類
し
︑︽
玉
篇
︾
が
そ
の
方
式
に
な
ら
っ
た
が
︑
実
は
右
旁
も
類
に
従
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば

﹁
戔
﹂
に
は
﹁
浅
小
﹂
の
義
が
あ
る
の
で
︑
渉
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
し
か
水
が
な
い
の
が
﹁
淺
﹂︑
問
題
が
あ
っ
て
足
り
な
い
部
分

が
あ
る
の
が
﹁
殘
﹂︹
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
︺︑
大
事
に
す
る
ま
で
も
な
い
財
物
が
﹁
賤
﹂︑
軽
く
て
薄
い
木
が
﹁
棧
﹂
で
あ
る
︒﹁
青
﹂

に
は
精
明
の
義
が
あ
る
か
ら
︑
太
陽
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
な
い
の
が
﹁
晴
﹂︑
水
が
濁
っ
て
い
な
い
の
が
﹁
清
﹂︑
は
っ
き
り
と
見
る

こ
と
の
で
き
る
目
が
﹁
睛
﹂︑
籾
殻
を
取
り
除
い
た
米
が
﹁
精
﹂
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
か
ら
︑
こ
の
方
面
の
学
術
に
研
鑽
を
積
ん
だ
人
が
や
は
り
広
く
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
か
か
る
営
為
は
後
人
の
た
め
に

新
た
に
一
筋
の
道
を
切
り
ひ
ら
い
た
︒
清
代
の
学
者
︑
た
と
え
ば
焦
循
が
︽
易
経
︾
を
研
究
す
る
に
も
︑
朱
駿
声
が
︽
説
文
︾
を
整
理
す

る
に
も
︑
問
題
を
説
明
す
る
の
に
こ
の
種
の
方
法
を
用
い
た （

11
）︒
黄
春
谷
︹
名
は
承
吉
︒
春
谷
は
号
︺
の
︽
夢
陔が
い

堂
文
集
︾
に
い
た
っ

て
は
︑
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
る （
12
）︒
近
人
の
劉
師
培
に
も
︽
左
盦あ
ん

集
︾︹
巻
四
︺
に
収
録
さ
れ
て
い
る
〈
字
義
起
於
音
説
〉
三
篇
が
あ
り
︑

そ
の
編
輯
に
か
か
る
︽
中
国
文
学
教
科
書
︾
の
〈
形
声
釈
例
〉
に
お
い
て
と
り
わ
け
よ
く
闡
明
さ
れ
て
い
る （
13
）︒
い
ず
れ
も
宋
人
の
﹁
右

文
説
﹂
に
従
っ
た
う
え
で
推
論
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

　
己
　
古
代
遺
物
を
整
理
す
る
作
業

　

銅
器
や
石
の
表
面
の
刻
字
に
よ
っ
て
︑
文
字
を
正
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
︑
史
実
を
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
早
い
時
期

か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
︑
我
々
の
祖
先
は
す
で
に
そ
れ
ら
を
考
古
の
資
料
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
﹁
金
石
﹂
の
研
究
が
専
門
の
学
と
な

っ
た
の
は
︑
宋
代
に
い
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
方
面
に
お
け
る
宋
代
の
学
者
の
営
為
は
︑
三
つ
の
方
面
に
分
け
て
論
じ
ら
れ

る
︒

　

宋
代
の
学
者
で
古
い
器
物
を
蒐
集
し
考
訂
に
従
事
し
た
の
は
︑
劉
敞
と
欧
陽
修
に
始
ま
る
︒︽
宋
史
︾
巻
三
百
十
九
〈
劉
敞
伝
〉
に



八
四

﹁
先
秦
時
代
の
青
銅
器
を
数
十
持
っ
て
お
り
︑
珍
し
い
文
字
の
銘
文
が
刻
さ
れ
て
い
た
が
︑
い
ず
れ
も
調
べ
て
読
む
こ
と
で
夏
殷
周
三
代

の
制
度
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
特
に
珍
重
し
て
い
た
︒
普
段
か
ら
﹃
私
が
死
ん
だ
ら
︑
子
孫
た
ち
は
こ
れ
ら
の
器
を
使
っ
て

祭
祀
を
行
う
よ
う
に
﹄
と
言
っ
て
い
た
﹂
と
あ
る
︒
劉
敞
が
宋
代
に
お
い
て
古
代
の
器
物
に
対
し
て
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
興
味
を
持
っ
た
最

初
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
劉
敞
の
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
欧
陽
修
で
あ
り
︑
所
蔵
の
金
石
文
の
拓
本
を
著
録
し
考
証
を
加
え
る

こ
と
ま
で
は
じ
め
た
︒
蔡
絛
︽
鉄
囲
山
叢
談
︾
巻
四
に
﹁
侍
読
公
の
劉
原
父
（
敞
）
が
提
唱
し
は
じ
め
︑
欧
陽
文
忠
公
（
修
）
に
よ
っ
て

完
成
さ
れ
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
記
述
は
︑
当
時
に
お
け
る
実
際
の
状
況
に
合
致
し
て
い
る
︒
蔡
氏
は
さ
ら
に
金
石
を
研
究
す
る
宋
代
の
風

気
を
以
下
の
よ
う
に
極
め
て
詳
細
に
叙
述
す
る
︒

原
父
︹
劉
敞
の
字
︺
に
は
も
と
よ
り
博
雅
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
名
声
が
あ
っ
た
︒
長
安
を
治
め
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
時
︑
長
安
に

は
古
い
簋き

・
敦た
い

・
鏡
・
甗げ
ん

・
尊
・
彝
の
類
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
評
判
が
あ
っ
た
の
で
︑︽
先
秦
古
器
記
︾
と
称
す
る
書
物
を
著

し
た
︒
文
忠
公
︹
欧
陽
修
の
諡
号
︺
は
古
代
の
石
刻
を
集
め
る
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
︑
書
物
を
著
し
て
︽
集
古
録
︾
と
名
づ
け
︑

原
父
が
入
手
し
た
古
器
の
銘
文
を
す
べ
て
掲
載
し
た
︒
こ
れ
よ
り
多
く
の
士
大
夫
が
好
む
の
が
常
態
と
な
り
︑
や
が
て
流
行
が
一
気

に
広
が
っ
た
︒
元
豊
︹
神
宗
の
年
号
︒
一
〇
七
八
~
一
〇
八
五
︺
の
後
︑
李
公
麟
と
い
う
文
士
が
現
れ
た
︒
公
麟
は
字あ

ざ
なを
伯
時
と
い

い
︑
絵
画
に
堪
能
で
あ
り
︑
古
い
物
を
愛
好
し
て
い
た
の
で
︑
普
段
か
ら
入
手
し
て
い
た
り
︑
見
聞
き
し
た
り
し
て
い
た
物
を
図
解

し
︑
そ
の
由
来
を
解
説
し
た
︒︽
考
古
図
︾
と
名
づ
け
ら
れ
た
そ
の
書
物
は
元
符
年
間
︹
哲
宗
の
年
号
︒
一
〇
九
八
~
一
一
〇
〇
︺

の
頃
ま
で
伝
わ
り
︑
太
上
皇
帝
︹
徽
宗
︺
が
即
位
す
る
と
︑
遠
い
過
去
を
模
範
と
し
︑
は
る
か
昔
の
唐
虞
の
世
を
追
慕
し
て
い
た
の

で
︑
大
い
に
そ
の
書
を
尊
ん
だ
︒
大
観
︹
一
一
〇
七
~
一
一
一
〇
︺
の
始
め
に
い
た
る
と
︑
公
麟
の
考
古
を
ま
ね
て
︑︽
宣
和
殿
博

古
図
︾
を
作
っ
た
︒
宮
中
所
蔵
の
す
べ
て
の
礼
器
は
︑
大
小
あ
わ
せ
て
五
百
を
越
え
︑
世
の
人
々
は
︑
太
上
皇
帝
が
古
い
器
物
を
愛

好
す
る
理
由
を
知
っ
た
の
で
︑
一
つ
の
器
を
手
に
入
れ
る
と
︑
そ
の
値
は
銭
数
十
万
に
も
な
り
︑
後
に
は
百
万
を
越
え
る
こ
と
も
珍

し
く
な
く
な
っ
た
︒
か
く
し
て
天
下
の
墳
墓
は
︑
ほ
と
ん
ど
荒
ら
し
つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒ 

︹︽
鉄
囲
山
叢
談
︾
巻
五
︺



八
五

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（
中
）（
水
上
）

こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
宋
代
に
お
い
て
古
器
を
蒐
集
す
る
気
風
は
︑
個
人
単
位
で
始
ま
り
︑
後
に
な
っ
て
最
高
の
統
治
者
が
関
心
を
持
っ

て
探
し
求
め
る
ま
で
に
そ
の
影
響
が
拡
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
欧
陽
修
は
当
時
に
お
い
て
位
を
極
め
た
人
臣
で
あ
り
︑
古
器
を
購
入
で

き
る
だ
け
の
財
力
を
備
え
て
い
た
︒
李
公
麟
は
︑
宋
代
の
著
名
な
画
家
で
あ
り
︑︽
宋
史
︾
巻
四
百
四
十
四
の
本
伝
に
お
い
て
︑﹁
好
古
博

学
で
珍
し
い
字
を
よ
く
知
っ
て
お
り
︑
出
物
が
あ
る
と
聞
く
と
︑
惜
し
む
こ
と
な
く
千
金
を
な
げ
う
っ
た
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
︒
当
然
な

が
ら
︑
か
か
る
事
態
は
そ
の
時
代
の
風
気
の
刺
激
を
受
け
て
お
り
︑
誰
も
が
先
を
争
っ
て
購
入
し
た
結
果
︑
古
器
が
大
事
に
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

欧
陽
修
の
︽
集
古
録
︾
は
十
巻
あ
り
︑
金
石
資
料
に
対
す
る
跋
文
を
何
百
篇
も
収
載
し
て
お
り
︑
我
が
国
の
学
術
史
上
︑
正
式
に
世
に

出
た
金
石
学
の
専
著
の
は
し
り
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
趙
明
誠
が
そ
の
体
例
に
な
ら
っ
て
︽
金
石
録
︾
三
十
巻
を
完
成
さ
せ
た
︒
こ
の
ほ

か
︑
呂
大
臨
の
︽
考
古
図
︾︑
薛
尚
功
の
︽
歴
代
鐘
鼎
彝
器
款
識
法
帖
︾︑
王
俅き

ゅ
う

の
︽
嘯
堂
集
古
録
︾
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
個
人
に
よ
る

考
証
の
成
果
で
あ
る
︒
宋
徽
宗
趙
佶き

つ

が
臣
下
を
指
導
し
て
編
纂
さ
せ
た
︽
宣
和
殿
博
古
図
︾
は
︑
当
時
に
お
け
る
集
大
成
と
言
え
る
作
品

で
あ
る
︒

　

古
代
の
器
物
の
考
証
︑
と
り
わ
け
表
面
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
の
識
別
は
︑
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
︒
劉
敞
は
︽
先
秦
古
器
記
︾

自
序
に
お
い
て
す
で
に
﹁
礼
家
は
制
度
を
明
ら
か
に
し
︑
小
学
は
文
字
を
正
し
︑
譜
牒
は
時
代
や
諡
を
順
序
づ
け
る
﹂
と
指
摘
し
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
︑
学
問
に
根
柢
が
あ
る
人
で
な
け
れ
ば
︑
な
か
な
か
簡
単
に
口
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
︒
と
り
わ
け
字
形
に

関
わ
る
疑
問
に
遭
遇
し
て
証
拠
を
得
る
手
立
て
が
な
い
時
は
︑
穿
鑿
付
会
と
い
う
弊
害
が
生
じ
や
す
く
︑
宋
代
の
学
者
が
仕
事
を
お
こ
な

う
際
に
も
︑
こ
の
種
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六
一
）︑
劉
敞
が
永
興
軍
路
安
撫
使
と
し

て
赴
任
し
た
時
︑
長
安
で
多
く
の
古
器
を
手
に
入
れ
︑
そ
の
二
つ
を
欧
陽
修
に
送
っ
た
︒
一
つ
は
〈
伯
冏
之
敦
〉︑
も
う
一
つ
は
〈
張
仲

之
医
〉
で
あ
る
︒
欧
陽
修
は
大
い
に
考
証
を
加
え
︑
こ
の
二
人
の
名
前
は
︽
詩
︾
と
︽
書
︾
に
見
え
︑
伯
冏
が
周
の
穆
王
の
時
の
人
︑
張

仲
が
宣
王
の
時
の
人
で
あ
る
と
考
え
た
（
詳
細
は
︽
集
古
録
︾
巻
一 （
14
）を
参
照
）︒
し
か
し
問
題
が
発
生
し
た
︒
原
器
の
刻
字
﹁
弡
中
﹂

二
字
の
上
の
一
字
は
︑﹁
張
﹂
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
趙
明
誠
︽
金
石
録
︾
巻
十
一
︹〈
簠ほ

銘
〉︺
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒



八
六

呂
与
叔
︹
名
は
大
臨
︺
が
偏
旁
か
ら
推
測
し
︑
記
さ
れ
て
い
る
文
字
は
﹁
巨
﹂
に
従
っ
て
い
る
が
︑﹁
長
﹂
に
従
っ
て
い
な
い
の
で
︑

隷
書
で
考
え
る
と
﹁
弡
﹂
に
な
る
は
ず
だ
と
考
え
た
︒﹁
弡
﹂
字
は
︽
玉
篇
︾︹
弓
部
第
二
百
五
十
八
︺
に
見
え
る
が
︑
古
文
の
字
形

は
隷
書
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
多
く
︑
そ
の
見
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒

黄
伯
思
︽
東
観
余
論
︾
巻
上
〈
弡
仲
医
弁
〉
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

﹁
弡
﹂
の
字
音
は
其
勿
の
反
︹
ク
ツ
︺
で
あ
る
︹
つ
ま
り
﹁
張
﹂
の
字
音
と
異
な
る
︺
が
︑
原
父
は
﹁
張
﹂
字
に
誤
解
し
た
結
果
︑

こ
の
器
を
張
仲
の
器
だ
と
し
て
し
ま
っ
た
︹︽
公
是
集
︾
巻
四
十
九
〈
張
仲
簠
賛
并
序
〉︺︒
欧
陽
公
は
そ
の
見
解
に
従
っ
て
数
百
字

か
ら
な
る
解
題
を
作
成
し
た
が
︑
恐
ら
く
間
違
っ
て
い
る
︒
古
器
の
中
に
﹁
弡
伯
敦
﹂
が
あ
る
の
は
︑
張
仲
の
兄
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
か （
15
）︒

︽
朱
子
語
類
︾
巻
八
十
四
︹〈
礼
一
・
論
後
世
礼
書
〉︺
に
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

劉
原
父
は
古
い
物
を
好
み
︑
長
安
に
い
た
時
︑
偶
然
︑
周
の
敦
を
一
つ
手
に
入
れ
た
︒
そ
の
内
側
に
﹁
弡
中
﹂
と
刻
さ
れ
て
い
た
の

で
︑
原
父
は
周
の
張
仲
の
器
だ
と
考
え
た
︒
そ
の
後
︑
も
う
一
つ
手
に
入
れ
た
器
に
は
﹁
弡
伯
﹂
と
刻
さ
れ
て
い
た
の
で
張
伯
の
器

だ
と
考
え
︑︽
詩
︾
に
﹁
張
仲
の
孝
友
な
る
あ
り
﹂︹〈
小
雅
・
六
月
〉︺
と
あ
る
か
ら
︑
仲
に
は
必
ず
兄
が
い
た
は
ず
だ
と
述
べ
︑
銘

を
作
っ
て
所
見
を
記
し
た
︒
そ
の
後
︑
趙
明
誠
は
︽
金
石
録
︾
を
撰
し
て
分
析
を
加
え
︑﹁
弡
﹂
は
﹁
張
﹂
で
は
な
く
︑
別
の
字
だ

と
論
じ
た
︹
巻
十
一
〈
古
器
物
名
第
六
・
簠
銘
〉︺︒
今
︑
礼
を
説
く
者
が
根
拠
な
し
に
杜
撰
な
議
論
を
展
開
す
る
の
は
︑
こ
の
よ
う

な
調
子
で
あ
る
︒

王
応
麟
︽
困
学
紀
聞
︾
巻
八
︹〈
小
学
〉︺
も
こ
の
こ
と
に
言
及
し
︑﹁
古
文
の
字
形
は
理
解
が
難
し
く
︑
郢え

い

書
燕
説
︹
牽
強
付
会
︺
と
か



八
七

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（
中
）（
水
上
）

わ
ら
な
い
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
﹂
と
説
い
て
い
る
︒
北
宋
・
南
宋
の
学
者
は
︑
こ
の
問
題
に
対
す
る
劉
敞
や
欧
陽
修
の
武
断
的
な
態
度

に
不
満
を
覚
え
て
否
定
し
た
︒
金
石
の
刻
字
の
考
証
が
困
難
を
極
め
る
作
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
の
︑
か
か
る
弊
害
は
宋
代
に
お

い
て
広
く
見
受
け
ら
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
陳
振
孫
︽
直
斎
書
録
解
題
・
金
石
録
解
題
︾
に
お
い
て
す
で
に
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒本

朝
の
諸
家
に
は
︑
古
器
と
銘
文
を
収
蔵
し
︑
劉
原
父
・
呂
与
叔
・
黄
長
睿え

い

︹
長
睿
は
黄
伯
思
の
字
︺
の
よ
う
に
博
く
深
く
考
証
す

る
者
が
多
い
︒
大
抵
は
︑
古
人
の
名
前
に
付
会
し
︑
た
と
え
ば
丁
の
字
が
あ
れ
ば
祖
丁 （
16
）︑
挙
の
字
が
あ
れ
ば
伍
挙 （
17
）を
指
す
と

し
︑
方
鼎
が
見
つ
か
れ
ば
鄭
の
子
産
の
物 （
18
）︑
仲
吉き
つ

匜い

が
見
つ
か
れ
ば
偪ひ
き

姞き
つ

︹
晋
の
文
公
の
妻
︺ （
19
）の
物
と
考
え
る
よ
う
な
調
子

で
あ
る
︒
大
昔
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
世
に
生
ま
れ
た
が
︑
書
物
に
し
か
名
前
が
見
え
な
い
者
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
︒
た
く

さ
ん
の
器
物
が
人
に
用
い
ら
れ
た
が
︑
今
の
世
に
存
在
す
る
物
だ
け
で
も
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
な
の
に
名
前
の
文
字
や

器
物
が
た
ま
た
ま
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
て
は
め
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
︑
い
つ
も
陰
で
笑
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
︒
付

会
に
よ
る
誤
り
と
博
く
深
い
考
証
は
︑
い
ず
れ
も
信
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
︒

当
時
に
お
い
て
専
門
家
と
称
さ
れ
る
人
の
研
究
で
す
ら
︑
こ
こ
ま
で
の
弊
害
が
次
々
に
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
宋
徽
宗
趙
佶
が

主
導
し
て
臣
下
に
編
定
さ
せ
た
︽
博
古
図
︾
が
ど
う
で
あ
る
か
は
容
易
に
予
想
が
つ
く
︒
洪
邁
︽
容
斎
随
筆
︾
巻
十
四
︹〈
博
古
図
〉︺
に

以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

政
和
・
宣
和
年
間
︹
一
一
一
一
~
一
一
二
五
︺︑
朝
廷
で
は
書
物
を
編
輯
す
る
た
め
に
数
十
も
の
書
局
が
設
け
ら
れ
た
が
︑
失
笑
を

禁
じ
え
な
い
ほ
ど
浅
陋
な
点
で
︽
博
古
図
︾
に
勝
る
も
の
は
な
い
︒
近
頃
︑
漢
の
匜い

︹
水
差
し
︺
を
手
に
入
れ
た
の
で
︑
一
冊
手
に

取
っ
て
読
ん
だ
が
︑
書
物
を
開
い
た
時
︑
腹
を
抱
え
て
笑
わ
さ
れ
た
余
談
を
こ
こ
に
二
三
記
す
︒

〈
父
癸
匜
〉
の
銘
に
﹁
爵
方
父
癸
﹂
と
あ
り
︑﹁
周
の
君
臣
で
癸
の
号
を
持
つ
者
は
︑
斉
の
四
代
目
の
癸
公
だ
け
で
あ
り
︑
癸
公
の
子
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を
哀
公
と
言
う （
20
）︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
器
が
作
ら
れ
た
の
は
哀
公
の
時
で
あ
ろ
う
か
︒
銘
に
﹃
父
癸
﹄
と
あ
る
の
は
︑
こ
う

い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
﹂︹︽
博
古
図
︾
巻
二
十
︺
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
十
干
で
号
を
定
め
︑
父
甲
・
父
丁
・
父
癸
な
ど

と
称
す
る
こ
と
は
︑
夏
商
の
時
に
は
い
つ
で
も
そ
う
だ
っ
た
こ
と
は
︑
系
図
を
編
纂
す
る
者
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒
こ
の
器
に

限
っ
て
周
の
物
だ
と
表
明
し
︑
さ
ら
に
癸
公
の
子
が
そ
の
父
を
称
し
た
も
の
と
考
え
る
の
は
︑
お
か
し
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
︒

〈
周
義
母
匜
〉
の
銘
に
﹁
仲
姞
義
母
の
作
﹂
と
あ
り
︑﹁
晋
の
文
公
の
夫
人
で
あ
っ
た
杜
祁き

は
︑︹
文
公
の
後
を
継
い
だ
襄
公
の
生
母

で
あ
る
︺
偪
姞
に
自
分
の
地
位
を
譲
っ
て
そ
の
下
に
位
置
し
た
︒
趙
孟
が
﹃
母
が
義
で
あ
れ
ば
子
は
貴
い （
21
）﹄
と
称
し
た
の
は
︑

ま
さ
し
く
杜
祁
を
指
し
て
い
る
﹂︹︽
博
古
図
︾
巻
二
十
︺
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
地
位
を
偪
姞
に
譲
っ
て
上
に
位
置
さ
せ
た
だ
け
の

杜
祁
を
︑
襄
公
は
ど
う
し
て
母
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
仲
姞
を
自
称
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
︑
襄
公
が
杜
祁
の
た
め
に
作
っ

た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
器
は
誰
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
お
か
し
い
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
︒

〈
漢
注
水
匜
〉
の
銘
に
﹁
始
建
国
元
年
正
月
癸
酉
朔
日
に
製
す
﹂
と
あ
り
︑﹁
漢
の
初
始
元
年
十
二
月
に
改
元
し
て
︹
新
を
︺
建
国
し

て
お
り
︑
こ
こ
に
﹃
元
年
正
月
﹄
と
称
す
る
の
は
︑
翌
年
の
こ
と
に
違
い
な
い
﹂︹︽
博
古
図
︾
巻
二
十
一
︺
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

︽
漢
書
︾
を
調
べ
て
み
る
と
︑
王
莽
は
初
始
元
年
︹
紀
元
八
︺
十
二
月
癸
酉
朔
日
に
帝
位
を
窃
ん
で
即
位
し
︑
そ
の
日
を
始
建
国
元

年
正
月
と
し
て
い
る （
22
）の
に
︑
ど
う
し
て
翌
年
を
元
年
と
称
す
る
道
理
が
あ
ろ
う
か
︒
お
か
し
い
こ
と
の
三
つ
で
あ
る
︒

〈
楚
姫
盤
〉
の
銘
に
﹁
斉
侯
︑
楚
姫
の
宝
盤
を
作
る
﹂
と
あ
り
︑﹁
楚
が
斉
と
誼
を
結
ん
だ
の
は
斉
の
湣び

ん

王
の
時
で
あ
り
︑
こ
こ
の

﹃
斉
侯
﹄
は
湣
王
を
指
す
︒
周
末
の
諸
侯
は
自
ら
王
を
名
乗
っ
て
い
た
の
に
︑
侯
と
称
し
て
器
に
銘
を
記
し
て
い
る
の
は
︑
ま
だ

﹃
礼
義
に
止と

ど

ま
る
﹄︹︽
詩
経
・
周
南
・
関
雎
序
︾︺
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂︹︽
博
古
図
︾
巻
二
十
一
︺
と
解
説
さ
れ
て
い

る
︒
そ
も
そ
も
斉
と
楚
は
建
国
の
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
数
百
年
経
っ
て
い
た
の
に
︑
ど
う
し
て
湣
王
の
時
に
誼
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
上
︑
湣
王
は
斉
の
諸
王
の
中
で
最
も
驕
暴
で
あ
り
︑
東
帝
と
称
し
た
こ
と
も
あ
る （
23
）の
に
︑
こ
と
さ
ら
に
侯

と
自
称
す
る
道
理
が
あ
ろ
う
か
︒
お
か
し
い
こ
と
の
四
つ
で
あ
る
︒

〈
漢
梁
山
鋗け

ん

〉
の
銘
に
﹁
梁
山
銅
器
﹂ （
24
）と
あ
り
︑﹁﹃
梁
山
銅
﹄
は
︑
献
上
し
た
銅
が
産
出
さ
れ
た
地
を
記
し
た
の
で
あ
る （
25
）︒
梁

の
孝
王
︹
劉
武
︒
景
帝
の
弟
︺
は
山
で
鋳
造
し
て
国
の
富
を
築
い
て
い
る
か
ら
︑
梁
山
の
銅
に
は
由
来
が
あ
る
﹂︹︽
博
古
図
︾
巻
二
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十
一
︺
と
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
山
で
銭
を
鋳
造 （
26
）し
た
の
は
呉
王
濞び

で
あ
り
︑
梁
山
は
も
と
よ
り
馮
翊
郡
夏
陽
県
︹
秦

の
故
地
︺
に
属
す
る
山
の
名 （
27
）で
あ
っ
て
︑︹
漢
の
郡
国
で
あ
る
︺
梁
の
国
と
何
の
関
係
が
あ
ろ
う
か
︒
お
か
し
い
こ
と
の
五
つ
で

あ
る
︒

こ
れ
ら
の
数
説
を
見
れ
ば
他
の
状
況
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

上
述
の
通
り
︑
金
石
の
刻
辞
を
考
証
し
た
宋
代
の
公
私
の
書
籍
に
或
る
程
度
の
誤
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
︑
か
か
る
極

め
て
困
難
な
作
業
自
体
に
つ
い
て
言
う
と
︑
そ
れ
を
通
し
て
得
ら
れ
た
成
果
と
後
世
に
対
す
る
啓
発
は
︑
や
は
り
甚
大
で
あ
る
︒

　

最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
宋
代
の
学
者
が
努
力
し
て
︑
古
器
の
形
状
を
保
存
・
模
写
す
る
方
法
を
編
み
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

こ
と
は
現
在
︑
拓
本
の
文
字
や
描
画
の
図
形
に
極
め
て
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
︒
拓
墨
の
方
法
は
六
朝
に
始
ま
る
が
︑
そ
の
時
は
漢
魏
の
石

経
を
摸
拓
し
︑
さ
ら
に
秦
の
刻
石
を
摸
拓
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
︒
拓
墨
の
方
法
を
古
器
の
文
字
に
応
用
す
る
の
は
︑
宋
代
に
始
ま
っ

た
︒
宋
代
の
学
者
は
拓
本
だ
と
流
通
範
囲
が
広
く
な
い
と
感
じ
︑
拓
本
を
下
敷
き
に
し
て
版
木
や
石
に
刻
ん
で
印
刷
し
て
︑
遠
く
ま
で
流

通
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
王
俅
︽
嘯
堂
集
古
録
︾・
薛
尚
功
︽
鐘
鼎
彝
器
款
識
法
帖
︾
な
ど
は
︑
文
字
を
摸
拓
す
る
に
と
ど
ま
る
が
︑
そ
れ

以
外
の
︽
考
古
図
︾
や
︽
続
博
古
図
︾
な
ど
の
諸
書
は
︑
さ
ら
に
進
ん
で
一
つ
一
つ
の
器
物
の
形
状
や
構
造
を
図
取
り
し
た
う
え
に
詳
細

に
寸
法
と
重
量
を
説
明
し
て
お
り
︑
出
土
地
や
所
蔵
者
ま
で
も
あ
ま
さ
ず
記
録
し
て
い
る
︒
宋
代
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
器
物
は
︑
今
で
は

百
に
一
つ
も
残
っ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
な
図
譜
が
あ
る
お
か
げ
で
︑
一
部
の
古
器
の
形
態
が
保
存
さ
れ
て
い
て
︑
後
世
の
学
者
が
考

証
す
る
た
め
の
参
考
と
な
っ
て
い
る
か
ら
︑
効
用
は
非
常
に
大
き
い
︒

　

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
宋
代
の
学
者
が
努
力
し
て
︑
古
代
の
礼
器
の
名
称
を
確
定
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
現
代
の
王
国
維
は
そ
の
︽
古

礼
器
略
説
・
説
兕じ

觥こ
う

篇
︾︹︽
雪
堂
叢
刻
︾
第
十
一
冊
︺
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
︒

世
に
伝
わ
る
古
礼
器
の
名
称
は
︑
す
べ
て
宋
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
︒
鐘
・
鼎
・
鬲れ
き

・
甗
・
敦
・
簠
・
簋
・
尊
・
壷
・
盉か

・
盤
・

匜
・
盦
は
︑
い
ず
れ
も
古
器
自
体
に
そ
の
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
宋
人
が
そ
れ
に
従
っ
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
︒
爵
・
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觚こ

・
觶し

・
角
・
斝か

は
︑
い
ず
れ
も
古
器
の
銘
文
中
に
手
掛
か
り
と
な
る
明
文
が
な
い
の
で
︑
宋
人
が
器
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
定
め
た

も
の
で
あ
る
が
︑
今
と
な
っ
て
は
宋
人
の
説
を
換
え
よ
う
が
な
い
︒
宋
代
の
古
器
の
学
は
粗
略
で
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
見
識
に
到

達
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

宋
人
に
よ
る
か
か
る
考
訂
作
業
が
金
石
学
史
上
不
滅
の
功
績
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
︒
後
世
に
出
土
し
た
器
物
は
︑
宋
代
に
比

べ
て
多
く
︑
宋
人
の
書
物
に
見
え
な
い
で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
器
物
も
少
な
く
な
い
︒
こ
の
方
面
の
研
究
に
従
事
す
る
人
々
は
︑
古
書
中

の
手
掛
か
り
と
な
る
記
載
に
も
と
づ
い
て
︑
器
物
に
適
切
な
名
称
を
与
え
る
よ
り
な
い
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
宋
人
の
方
法
を
準
用
し

て
問
題
を
処
理
し
て
い
る
︒

　

鄭
樵
︽
通
志
・
金
石
略
︾︹
巻
七
十
三
〈
金
石
序
〉︺
に
﹁
三
代
以
前
は
︑
鼎
と
彝
だ
け
に
銘
文
を
刻
し
て
い
た
が
︑
秦
人
が
銘
文
の
利

用
を
広
げ
て
石
鼓
を
用
い
は
じ
め
︑
始
皇
帝
が
刻
文
の
内
容
を
詳
し
く
し
よ
う
と
し
て
大
き
な
石
碑
を
用
い
た
︒
秦
か
ら
今
に
い
た
る
ま

で
︑
石
刻
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
銘
文
が
銅
器
に
刻
さ
れ
て
い
た
時
期
が
比
較
的
短
く
︑
石
刻
さ
れ
て
い
た
時

期
が
比
較
的
長
い
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
︑
石
刻
資
料
が
金
石
学
の
範
囲
に
お
い
て
主
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
説
明
し
て
い

る
︒
石
刻
研
究
が
専
門
の
学
問
に
な
っ
た
の
も
︑
宋
代
の
学
者
に
始
ま
る
︒
洪
适
の
︽
隷
釈
︾
二
十
七
巻
︑︽
隷
続
︾
二
十
一
巻
は
︑
碑

文
を
専
門
に
収
録
し
て
い
る
が
金
文
も
詳
し
く
載
せ
て
お
り （
28
）︑
考
証
の
語
は
一
格
下
げ
て
そ
の
後
に
記
し
て
い
る
︒
清
代
の
学
者
︑

た
と
え
ば
王
昶
の
︽
金
石
萃
編
︾
は
完
全
に
こ
の
体
例
を
襲
用
し
て
い
る
︒

　

石
刻
の
中
で
は
石
鼓
が
最
も
早
く
︑
一
辺
が
二
寸
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
︑
一
基
あ
た
り
七
十
字
以
上
の
長
詩
が
刻
さ
れ
て
お
り
︑
全

く
も
っ
て
歴
史
上
︑
最
も
赫か

く

灼し
ゃ
くた
る
刻
石
で
あ
る
︒
隋
代
に
天
興
県
の
三
疇
原
で
発
見
さ
れ
て
か
ら
︑
当
時
の
人
々
は
︑
字
形
が
大
篆
と

似
て
い
る
点
だ
け
を
と
ら
え
て
︑
史
籀ち

ゅ
うが
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
周
の
宣
王
の
時
の
物
だ
と
断
定
し
た （
29
）︒
鄭
樵
に
い
た
っ
て
︑
よ
う

や
く
文
字
に
よ
っ
て
︹
春
秋
・
戦
国
時
代
の
︺
秦
の
刻
石
だ
と
証
明
さ
れ
た
︒
し
か
し
馬
定
国
な
ど
は
後
周
︹
北
周
︺
の
も
の
だ
と
認
定

し
て
い
る
︹︽
金
史
︾
巻
一
百
二
十
五
〈
文
芸
伝
上
・
馬
定
国
〉︺︒
近
頃
で
は
秦
の
刻
石
だ
と
主
張
す
る
者
が
多
い
︒
出
土
し
た
場
所
は

も
と
も
と
秦
の
領
地
に
属
す
る
が
︑
刻
さ
れ
た
年
代
は
に
わ
か
に
は
定
め
が
た
い
︒
震
鈞き

ん

︹︽
石
鼓
文
集
注
︾
と
︽
天
咫し

偶
聞
︾︺・
羅
振
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玉
︹︽
石
鼓
文
考
釈
︾︺・
馬
叙
倫
︹︽
石
鼓
文
疏
記
︾︺
な
ど
は
文
公
（
前
七
六
五
~
七
一
六
）
の
頃
︑
馬
衡
︹︽
凡
将
斎
金
石
叢
稿
︾
所
収

〈
石
鼓
為
秦
刻
石
考
〉︺
は
穆
公
（
前
六
五
〇
~
六
二
一
）
の
頃
︑
郭
沫
若
︹︽
石
鼓
文
研
究
︾︺
は
襄
公
（
前
七
七
七
~
七
六
六
）
の
頃
と

主
張
し
︑
衆
説
が
紛
紜
と
し
て
決
着
を
見
て
い
な
い
︒
し
か
し
最
初
に
大
胆
に
も
懐
疑
を
表
明
し
︑
秦
篆
に
よ
る
刻
石
で
あ
っ
て
周
代
の

遺
物
で
は
な
い
と
明
確
に
述
べ
た
点
に
関
し
て
は
︑
や
は
り
八
百
年
前
の
鄭
樵
の
功
績
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

　

鄭
樵
は
〈
金
石
略
〉︹︽
通
志
︾
巻
七
十
三
︺
に
お
い
て
︑
石
鼓
文
を
秦
代
の
石
刻
に
分
類
し
︑
嶧え

き

山
・
泰
山
の
諸
碑
と
並
べ
る
だ
け
で

な
く
︑
さ
ら
に
自
ら
注
を
下
し
て
︑﹁
臣わ

た
しに
は
︽
石
鼓
弁
︾
が
あ
り
︑
秦
篆
の
作
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
鄭

氏
に
は
︽
石
鼓
文
考
︾
の
専
著
も
あ
り
︑
こ
れ
は
金
石
学
者
が
専
門
の
書
物
を
著
し
て
一
事
一
物
を
考
証
し
た
は
し
り
で
あ
る
︒
原
書
は

失
わ
れ
て
い
る
が
︑
後
に
︽
直
斎
書
録
解
題
︾
を
著
し
た
陳
振
孫
は
︑
鄭
樵
の
故
郷
で
あ
る
莆
田
で
役
人
生
活
を
送
り
︑
鄭
樵
の
こ
の

本
を
書
き
写
し
て
い
る
（
周
密
︽
癸
辛
雑
識
︾
に
詳
し
い
） （
30
）︒
し
た
が
っ
て
〈
石
鼓
文
考
〉
の
解
題
に
お
い
て
︑﹁
そ
の
説
に
よ
る
と
︑

石
鼓
は
秦
の
地
に
出
て
︑
刻
さ
れ
て
い
る
文
字
に
秦
斤
・
秦
権
の
銘
文
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
﹂︹︽
直
斎
書
録
解
題
︾
巻
三
〈
小
学

類
〉︺
と
指
摘
し
て
お
り
︑
こ
の
簡
略
な
紹
介
を
見
た
だ
け
で
︑
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
南
宋
の
紹
定
年
間
（
一
二
二
八
~

一
二
三
三
）
に
臨
安
の
章
樵
が
注
釈
を
下
し
た
︽
古
文
苑
︾
で
は
︑
巻
首
に
収
録
さ
れ
て
い
る
〈
石
鼓
文
〉
の
下
に
︑
鄭
樵
の
解
説
を
引

い
て
い
る
︒
鄭
氏
が
石
鼓
の
甲
鼓
に
刻
さ
れ
て
い
る
﹁
殹え

い

﹂
字
が
〈
詛
楚
文
〉
と
秦
斤
に
見
え
︑﹁
㞼し
ょ
う
﹂
字
が
秦
権
に
見
え
る
こ
と
に
気

づ
き
︑
根
拠
の
あ
る
立
論
を
し
て
い
る
こ
と
が
察
知
さ
れ
る （
31
）︒

　

漢
霊
帝
の
熹
平
四
年
（
一
七
五
）
に
五
経
の
刻
石
を
太
学
の
門
外
に
立
て
た
こ
と
は
︑
中
国
の
歴
史
に
お
け
る
重
大
事
で
あ
り
︑
後

世
︑︽
熹
平
石
経
︾
と
称
さ
れ
る
刻
文
は
︑
経
文
の
校
正
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
︑
書
法
（
蔡
邕
が
書
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）

の
臨
摸
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
︒
し
か
し
こ
の
碑
は
︑
後
に
破
損
・
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
で
も
砕
け
た
石
に
残
っ
て
い
る
文
字

は
︑
後
人
が
考
証
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
宋
代
の
学
者
が
注
意
し
て
収
集
し
は
じ
め
た
︒
黄
伯
思
︽
東
観
余
論
︾
巻
上
〈
記

石
経
与
今
文
不
同
篇
〉
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

こ
の
石
刻
は
洛
陽
に
あ
り
︑
も
と
も
と
は
洛
陽
宮
の
前
の
御
史
台
の
中
に
あ
っ
た
が
︑
時
間
が
経
つ
と
砕
け
散
っ
て
し
ま
っ
た
︒
洛
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陽
の
好
事
家
が
時
々
破
片
を
手
に
入
れ
る
と
︑
千
里
の
馬
の
毛
︑
虬
き
ゅ
う

竜
の
鱗
の
欠
片
の
よ
う
に
珍
重
し
た
︒
今
︑
張
燾と
う
り
ょ
う竜
の
家
に

は
石
版
が
十
枚
あ
っ
て
最
も
多
く
︑
張
壻
氏
の
家
に
は
五
︑
六
枚
あ
り
︑
王
晋
玉
の
家
に
は
石
版
の
小
さ
な
塊
が
あ
る
︒
洛
陽
に
あ

る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
︑
私
は
す
べ
て
の
拓
本
を
持
っ
て
い
る
︒

こ
の
文
に
は
︑
収
蔵
家
の
姓
名
と
所
蔵
の
石
刻
の
数
ま
で
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り
︑
石
経
を
研
究
す
る
後
の
学
者
た
ち
を
大
い
に
啓
発

し
て
く
れ
る
︒

　

欧
陽
修
が
︽
集
古
録
︾
を
編
纂
し
た
時
︑
序
文
の
中
で
﹁
そ
こ
で
史
伝
の
欠
如
や
誤
謬
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
掲
載
し
て
後
学

に
伝
え
︑
多
聞
の
士
に
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
し
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
金
石
の
最
大
の
用
途
は
史
実
の
考
証
に
あ

り
︑
そ
の
一
方
で
金
石
は
経
書
の
記
述
に
拠
り
所
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
清
末
の
学
者
︑
た
と
え
ば
朱
百
度
の
︽
漢

碑
証
経
︾
や
皮
錫
瑞
の
︽
漢
碑
引
経
考
︾
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
方
面
に
お
い
て
な
さ
れ
た
仕
事
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
研
究
も
や
は

り
宋
人
が
最
初
に
手
を
着
け
た
も
の
で
あ
る
︒
清
末
の
文
廷
式
は
︽
純
常
子
枝
語
︾
巻
三
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

李
心
伝
︽
丙
子
学
易
編
︾
に
引
く
〈
与
黄
直
卿
書
〉
に
﹁
古
い
文
献
に
︽
周
易
本
義
︾
と
趣
旨
が
暗
合
す
る
記
述
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ

を
抜
き
だ
し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
︒
た
と
え
ば
〈
漢
玄
儒
婁
先
生
碑
〉
に
﹃
父
︑
貧
に
安
ん
じ
賎
を
守
り
︑
栄
す
る
に
禄

を
以
て
す
べ
か
ら
ず
﹄ （
32
）と
あ
る
よ
う
な
類
で
す
﹂
と
あ
り
︑
直
卿
︹
黄
榦
︺
の
返
書
に
﹁
古
い
文
献
に
は
互
い
に
類
似
し
た
字
句

が
見
え
る
こ
と
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
抽
出
す
べ
き
で
す
︒
先
人
が
経
書
を
考
察
す
る
際
︑
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
漢
碑
に
よ
っ
て
経
文
を
検
証
す
る
の
は
︑
宋
人
が
す
で
に
お
こ
な
っ
て
い
た
学
問
な
の
で
あ

る （
33
）︒

こ
の
記
述
か
ら
︑
宋
代
の
学
者
は
︑
経
義
を
補
い
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
価
値
を
備
え
て
い
る
も
の
と
し
て
︑
す
で
に
漢
碑
に
対
し
て

多
大
な
注
意
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒



九
三

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（
中
）（
水
上
）

　

銅
器
と
石
刻
に
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
は
︑
古
文
字
学
を
研
究
す
る
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
り
︑
宋
代
の
学
者
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も

注
意
し
は
じ
め
て
い
た
︒
た
と
え
ば
薛
尚
功
の
︽
歴
代
鐘
鼎
彝
器
款
識
法
帖
︾
二
十
巻
は
︑﹁
鐘
鼎
款
識
﹂ （
34
）と
題
し
て
い
る
が
︑
解
説

す
る
対
象
は
主
と
し
て
古
器
の
文
字
で
あ
っ
て
古
器
の
形
態
で
は
な
く
︑
す
で
に
鐘
や
鼎
の
文
字
を
文
字
学
の
領
域
に
組
み
こ
ん
で
い

る
︒
薛
氏
に
続
く
の
は
王
応
麟
の
︽
困
学
紀
聞
︾
で
あ
り
︑
金
石
に
関
わ
る
問
題
を
︽
爾
雅
︾
や
︽
説
文
︾
と
一
緒
に
﹁
小
学
﹂
に
分
類

し
て
い
る
︹
巻
八
︺︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
金
石
学
と
文
字
学
が
重
な
っ
て
お
り
︑
両
者
を
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
宋
代
の

学
者
が
明
確
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
後
に
元
代
の
始
め
に
︽
宋
史
・
芸
文
志
︾
が
編
纂
さ
れ
た
時
︑
劉
敞
︽
先
秦
古
器
図
︾︑
李

公
麟
︽
古
器
図
︾
や
︽
考
古
図
︾・︽
博
古
図
︾︑
さ
ら
に
は
欧
・
趙
・
薛
・
王
・
洪
・
黄
の
諸
家
が
考
証
し
た
書
物
を
も
れ
な
く
経
部
小

学
類
に
著
録
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑
宋
代
の
学
者
が
当
時
︑
力
を
入
れ
て
い
た
学
術
活
動
の
範
囲
と
道
筋
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
︒

　

こ
の
ほ
か
︑
金
文
研
究
か
ら
銭
幣
の
研
究
に
発
展
し
た
も
の
と
し
て
︑
宋
代
に
は
洪
遵
の
︽
泉
志
︾
十
五
巻
が
あ
る
︒
石
刻
研
究
か
ら

古
玉
の
研
究
に
発
展
し
た
も
の
と
し
て
︑
宋
代
に
は
竜
大
淵
な
ど
が
編
纂
し
た
︽
古
玉
図
譜
︾
一
百
巻
が
あ
る
︒
金
文
石
刻
か
ら
官
印
の

研
究
に
発
展
し
た
も
の
と
し
て
︑
宋
代
に
は
王
厚
之
の
︽
漢
晋
印
章
図
譜
︾
一
巻
が
あ
る
︒
岳
珂
に
い
た
っ
て
は
︽
桯て

い

史
︾
を
作
り
︑
そ

の
中
に
〈
古
冢ち

ょ
う

桴ふ

盂う

記
〉
一
篇
を
載
せ
る
︒
こ
の
文
章
は
封
建
社
会
に
あ
っ
た
学
者
が
明
器
︹
古
代
の
副
葬
品
の
器
︺
を
記
載
し
た
は

し
り
で
あ
り
︑
こ
の
時
か
ら
明
器
が
重
視
さ
れ
︑
研
究
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
た
も
の
は
︑
い
ず
れ
も
先
人
が

手
を
着
け
ず
︑
宋
代
の
学
者
が
開
拓
し
た
研
究
領
域
で
あ
り
︑
金
石
考
証
の
範
囲
は
こ
こ
か
ら
日
々
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
三
百
年

間
︑
金
石
の
考
証
に
従
事
す
る
学
者
は
︑
数
十
人
・
数
百
人
を
下
ら
ず
︑
学
術
上
の
成
就
は
非
常
に
巨
大
で
あ
る
が
︑
す
べ
て
宋
人
が
切

り
ひ
ら
い
た
道
と
方
法
に
従
っ
て
︑
次
第
に
進
歩
・
発
展
し
た
の
で
あ
る
︒

第
二　

史
料
整
理
に
関
す
る
各
種
の
作
業

　
甲
　
同
時
代
の
史
籍
の
整
理

　

宋
代
史
学
の
最
大
の
特
色
は
︑
同
時
代
の
史
籍
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
い
こ
と
で
あ
り
︑
現
実
社
会
の
変
化
と
政
治
の
特
質
を
タ
イ
ム



九
四

リ
ー
に
把
握
し
て
書
物
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
は
宋
代
史
学
が
最
も
成
功
し
た
部
分
で
あ
る
︒
宋
人
だ
け
が
こ
の
方
面
に
お

い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
労
力
を
割
く
こ
と
を
も
の
と
も
し
な
い
気
概
を
備
え
て
い
た
︒︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
三
︹〈
経
籍
考
二
十
・
史

（
編
年
）〉︺
に
陳
傅
良
︽
建
隆
編
︾
自
序
を
引
い
て
云
う
︒

本
朝
の
国
家
に
よ
る
編
纂
物
に
は
︑
日
暦
が
あ
り
︑
実
録
が
あ
り
︑
正
史
が
あ
り
︑
会
要
が
あ
り
︑
勅
令
が
あ
り
︑
御
集
が
あ
る
︒

さ
ら
に
有
司
が
集
中
的
に
指
揮
し
て
編
纂
さ
せ
た
典
故
の
類
も
あ
る
︒
三
朝
以
上
に
わ
た
る
皇
帝
の
訓
言
も
あ
り
︑
百
家
の
小
説
・

私
史
︑
大
夫
の
行
状
や
墓
志
銘
の
類
も
あ
っ
て
︑
挙
げ
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
様
々
な
種
類
か
ら
な
る
同
時
代
の
記
述
は
︑
中
国
歴
史
上
空
前
の
豊
か
さ
を
誇
り
︑
重
視
に
値
す
る
︒

　
︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
十
九
︺︾
の
〈
史
部
・
正
史
門
〉︹
巻
一
百
九
十
二
︺
に
は
︑
歴
代
正
史
の
ほ
か
︑︽
三
朝
国
史
︾
一
百
五
十

巻
︑︽
両
朝
国
史
︾
一
百
二
十
巻
︑︽
四
朝
国
史
︾
二
百
五
十
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
︒
巻
帙
が
巨
大
な
こ
れ
ら
の
史
書
は
︑
史
館
が
設
立

さ
れ
て
編
修
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
完
成
し
た
の
は
学
者
た
ち
の
限
り
な
い
努
力
の
お
か
げ
で
あ
る
︒
洪
邁
︽
容
斎
三
筆
︾
巻
四
の
〈
九
朝

国
史
〉
条
に
は
︑
編
修
の
顛
末
が
以
下
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒

本
朝
の
国
史
は
全
部
で
三
書
あ
る
︒
太
祖
・
太
宗
・
真
宗
の
国
史
を
︽
三
朝
︾
と
称
し
︑
仁
宗
・
英
宗
の
国
史
を
︽
両
朝
︾
と
称

し
︑
神
宗
・
哲
宗
・
徽
宗
・
欽
宗
の
国
史
を
︽
四
朝
︾
と
称
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
帝
の
時
の
事
を
記
録
し
て
い
る
が
︑
天
文
・
地

理
・
五
行
な
ど
の
諸
志
に
つ
い
て
は
重
複
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
元
豊
年
間
︑︽
三
朝
国
史
︾
が
す
で
に
完
成
し
︑︽
両
朝
国

史
︾
が
完
成
に
近
づ
い
た
頃
︑
神
宗
が
原
稿
を
曽そ

う

鞏き
ょ
う

ひ
と
り
に
任
せ
て
︹︽
五
朝
国
史
︾
を
︺
ま
と
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑

曽
鞏
が
奏
言
す
る
に
は
︑﹁
五
朝
の
旧
史
は
︑
い
ず
れ
も
代
々
続
く
公
卿
︑
道
徳
や
文
学
を
備
え
た
士
︑
朝
廷
の
す
ぐ
れ
た
専
門
家

が
一
緒
に
裁
定
し
た
も
の
で
す
︒
大
典
が
刊
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
編
輯
す
る
議
論
を
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の

で
し
ょ
う
か
﹂︒
神
宗
が
︽
五
朝
国
史
︾
の
編
纂
の
辞
退
を
許
可
し
な
い
詔
を
下
し
た
の
で
︑
曽
鞏
は
纂
修
す
る
こ
と
を
考
え
は
じ
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め
た
が
︑
た
ま
た
ま
︹
元
豊
六
年
に
︺
母
が
亡
く
な
っ
て
喪
に
服
す
る
た
め
に
官
職
を
辞
し
た
の
で
︑
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た （
35
）︒
そ
の
後
︑
神
宗
と
哲
宗
に
つ
い
て
︑
一
朝
ず
つ
正
史
が
作
成
さ
れ
た
が
︑
紹
興
年
間
の
始
め
︑
言
動
に
対
す
る
評
価
が

ど
れ
も
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
︑
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
淳
煕
乙
巳
の
歳
︹
十
二
年
（
一
一
八
五
）︺︑
邁わ

た
しは
修
史
の
任

に
当
た
り
︑
丙
午
︹
十
三
年
（
一
一
八
六
）︺
の
冬
に
完
成
し
て
献
上
し
た
︒
そ
こ
で
九
朝
の
国
史
を
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
要

請
し
た
と
こ
ろ
︑
寿
皇
︹
孝
宗
︺
か
ら
た
だ
ち
に
委
嘱
さ
れ
た
︒
上
奏
し
た
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
︒﹁
臣わ

た
しが
心
か
ら
お
願
い

申
し
あ
げ
る
の
は
︑
こ
の
二
百
年
間
︑
典
章
文
物
が
盛
ん
な
こ
と
は
︑
三
書
︹︽
三
朝
国
史
︾・︽
両
朝
国
史
︾・︽
四
朝
国
史
︾︺
に
ば

ら
ば
ら
に
見
え
て
い
る
の
で
す
が
︑
倉
卒
に
検
討
す
る
と
事
柄
が
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
す
︒
さ
ら
に
代
々
つ
づ
く
官
僚
の
家
は
︑

名
声
が
途
切
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
か
つ
て
の
国
史
の
よ
う
に
︑
子
を
父
に
つ
な
げ
る
体
裁
を
取
っ
て
︑
類
聚
し
て
家
ご

と
に
一
つ
に
ま
と
め
る
べ
き
で
す
︒
新
た
に
国
史
の
文
言
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
る
と
︑︹
す
で
に
完
成
し
て
い
る
国
史

は
︺
先
哲
や
名
臣
の
手
を
経
て
お
り
︑
是
非
褒
貶
に
は
す
べ
て
根
拠
が
あ
る
の
で
︑
み
だ
り
に
筆
削
を
加
え
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
こ
の
上
奏
の
趣
を
史
院
に
下
し
て
︑
後
の
史
官
に
編
修
し
な
お
し
た
意
図
を
知
ら
せ
︑
完
成
し
た
書
物
に
対
し
て
自
分
勝
手
に

刪
改
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
﹂︒
皇
上
は
︑﹁
も
し
不
穏
当
な
箇
所
が
あ
っ
て
も
︑
刪
正
す
れ

ば
良
い
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
邁わ

た
しが
詔
を
承
っ
て
史
院
を
開
き
︑
三
十
巻
あ
ま
り
を
修
撰
し
た
と
こ
ろ
に
︑︹
高
宗
が
淳
煕
十
四
年

（
一
一
八
七
）
に
崩
御
さ
れ
た
が
︑
華
北
が
金
に
占
領
さ
れ
て
い
る
た
め
︑︺
永
思
陵
に
仮
に
埋
葬
す
る
と
い
う
事
情
の
た
め
︑︹
高

宗
は
︺
よ
う
や
く
誰
も
が
や
が
て
行
く
道
を
通
っ
た
が
︑
故
国
を
去
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る （
36
）︒
尤ゆ
う

袤ぼ
う

が
︹
孝
宗
の
先
代
の
︺

︽
高
宗
皇
帝
実
録
︾
の
編
纂
を
理
由
に
し
ば
ら
く
史
院
を
停
止
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
︑
編
修
作
業
は
中
断
し
て
し
ま
っ
た
︒
大

中
祥
符
年
間
に
︑
王
旦
も
︹
太
祖
・
太
宗
︺
両
朝
の
国
史
を
編
修
し
た
が
︑
今
は
伝
わ
ら
な
い
︒

こ
れ
ら
の
﹁
国
史
﹂
の
編
輯
が
︽
実
録
︾
と
︽
日
暦
︾
を
底
本
に
し
て
い
た
こ
と
は
︑
疑
い
を
容
れ
な
い
︒︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
二

十
一
︺・
史
部
・
起
居
注
門
︾︹
巻
一
百
九
十
四
︺
に
︑︽
太
祖
実
録
︾
五
十
巻
︑︽
重
修
太
祖
実
録
︾
五
十
巻
︑︽
太
宗
実
録
︾
八
十
巻
︑

︽
真
宗
実
録
︾
一
百
五
十
巻
︑︽
仁
宗
実
録
︾
二
百
巻
︑︽
英
宗
実
録
︾
三
十
巻
︑︽
神
宗
実
録
︾
二
百
巻
︑︽
神
宗
朱
墨
史
︾
二
百
巻
︑︽
神
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宗
実
録
考
異
︾
二
百
巻
︑︽
哲
宗
前
録
︾
一
百
巻
︑︽
後
録
︾
九
十
四
巻
︑︽
重
修
哲
宗
実
録
︾
一
百
五
十
巻
︑︽
徽
宗
実
録
︾
二
百
巻
︑

︽
欽
宗
実
録
︾
四
十
巻
︑︽
高
宗
実
録
︾
五
百
巻
︑︽
孝
宗
実
録
︾
五
百
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
て
︑︽
宋
史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
編
年

類
︺︾︹
巻
二
百
三
︺
に
は
︑︽
光
宗
実
録
︾
一
百
巻
︑︽
寧
宗
実
録
︾
四
百
九
十
九
冊
︑︽
理
宗
実
録
初
稿
︾
一
百
九
十
冊
も
著
録
さ
れ
て

い
る
︒︽
日
暦
︾
は
文
量
が
多
く
︑︽
宋
史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
編
年
類
︺︾︹
巻
二
百
三
︺
に
は
︑︽
高
宗
日
暦
︾
一
千
巻 （
37
）︑︽
孝

宗
日
暦
︾
二
千
巻
︑︽
光
宗
日
暦
︾
三
百
巻
︑︽
寧
宗
日
暦
︾
五
百
一
十
巻
︑︽
重
修
寧
宗
日
暦
︾
五
百
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る （
38
）︒
こ
れ

ら
は
︑
一
つ
の
系
列
に
属
す
る
官
撰
の
書
籍
で
あ
る
︒

　

当
時
の
統
治
者
が
時
事
を
書
物
に
ま
と
め
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
た
こ
と
は
︑
宋
代
の
学
者
た
ち
が
個
人
的
に
史
書
を
編
輯
す
る
意
欲

を
誘
発
し
た
︒
た
と
え
ば
李
燾
が
作
成
し
た
︽
続
資
治
通
鑑
長
編
︾︹
五
百
二
十
巻
︺
は
︑
四
十
年
の
歳
月
の
積
み
か
さ
ね
に
よ
っ
て
完

成
し
た
大
部
な
書
物
で
あ
る
︒
李
氏
が
も
と
も
と
編
輯
し
た
巻
帙
の
多
さ
は
実
に
驚
異
的
で
あ
る
︒︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
三
︹〈
経

籍
考
二
十
・
史
・
編
年
〉︺
に
︑
李
氏
が
書
物
を
献
上
し
た
際
の
〈
奏
状
〉
四
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）

の
も
の
︑
一
つ
は
乾
道
四
年
（
一
一
六
八
）
の
も
の
︑
一
つ
は
淳
煕
元
年
（
一
一
七
四
）
の
も
の
︑
一
つ
は
淳
熙
九
年
（
一
一
八
二
）
の

も
の
で
あ
る
︒
本
書
が
数
回
に
分
け
て
続
け
ざ
ま
に
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
最
後
の
〈
奏
状
〉
の
中
で
は
以

下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

臣わ
た
しは
作
成
し
た
︽
続
資
治
通
鑑
長
編
︾
を
何
度
か
献
上
し
ま
し
た
が
︑
今
回
清
書
し
な
お
し
た
も
の
全
部
で
九
百
八
十
巻
︑
合
計
六

百
四
冊
を
献
上
い
た
し
ま
す
︒
今
回
の
修
訂
の
状
況
は
︑
全
部
で
十
巻
の
目
録
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
︒
百
六
十
八
年
間
に
起
こ
っ

た
事
を
九
百
八
十
巻
に
分
散
さ
せ
た
の
で
︑
文
字
数
が
多
く
︑
事
柄
の
本
末
を
す
ぐ
に
把
握
す
る
の
が
容
易
で
な
い
の
で
︑
検
索
を

容
易
に
す
る
た
め
に
簡
単
な
梗
概
を
作
成
し
ま
し
た
︒
こ
の
た
び
︽
建
隆
至
靖
康
挙
要
︾
六
十
八
巻
に
加
え
︑
総
目
を
全
部
で
五
巻

分
著
し
ま
し
た
︒
以
上
の
四
種
を
総
計
す
る
と
︑
一
千
六
十
三
巻
︑
六
百
四
十
冊
に
な
り
ま
す
︒

李
燾
自
身
は
〈
奏
状
〉
の
中
で
︑﹁
資
料
を
広
く
集
め
つ
づ
け
て
︑
四
十
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
﹂﹁
ほ
と
ん
ど
の
精
力
を
こ
の
書
物
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に
使
い
は
た
し
て
し
ま
い
ま
し
た
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒
馬
端
臨
は
︽
文
献
通
考
︾︹
巻
一
百
九
十
三
〈
経
籍
考
二
十
・
史
・
編
年
・
続

通
鑑
長
編
挙
要
六
十
八
巻
〉︺
の
中
で
︑
そ
の
父
馬
廷
鸞ら

ん

の
言
葉
を
引
き
︑
こ
の
書
物
が
﹁
一
百
六
十
八
年
の
事
を
記
し
た
書
物
を
四
十

年
か
け
て
完
成
さ
せ
た
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
何
と
忍
耐
が
必
要
な
つ
ら
い
作
業
で
あ
ろ
う
か
︒
陳
振
孫
︽
直

斎
書
録
解
題
︾︹
巻
四
〈
正
史
類
〉︺
に
よ
る
と
︑
該
書
は
﹁
一
つ
の
巻
が
お
の
ず
と
枝
分
か
れ
し
︑
時
に
は
十
い
く
つ
も
の
巻
に
分
か
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
﹂︒
そ
う
で
あ
れ
ば
李
燾
の
〈
奏
状
〉
に
い
う
一
千
六
十
三
巻
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
枝
分
か
れ
し
た
巻
を
総
合

し
て
計
算
し
た
数
字
で
あ
る
︒
宋
代
に
お
け
る
公
私
の
簿
録
を
わ
ず
か
に
一
百
六
十
三
巻
だ
と
し
て
い
る
の
は
︑
恐
ら
く
北
宋
の
九
朝
百

六
十
八
年
の
事
蹟
を
一
年
ご
と
に
一
巻
に
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う （
39
）︒
該
書
は
宋
以
後
︑
伝
本
が
し
だ
い
に
稀
と
な
り
︑
清
代
に
︽
四

庫
全
書
︾
が
編
纂
さ
れ
た
時
︑︽
永
楽
大
典
︾
の
中
か
ら
輯
録
し
な
お
さ
れ
た
︒
輯
録
さ
れ
た
文
章
が
繁
簡
不
揃
い
な
の
で
︑
細
か
く
整

理
を
加
え
て
五
百
二
十
巻
に
ま
と
め
た
が
︑
そ
れ
で
も
巻
帙
が
浩
瀚
な
大
著
作
で
あ
る
︒

　

李
燾
の
︽
続
資
治
通
鑑
長
編
︾
は
︑
北
宋
九
朝
の
事
蹟
（
九
六
〇
~
一
一
二
七
）
だ
け
を
載
せ
て
い
る
︒
本
書
の
後
を
受
け
て
編
輯
さ

れ
た
も
の
と
し
て
︑
李
心
伝
の
︽
建
炎
以
来
繋
年
要
録
︾（︽
文
献
通
考
︾
は
︽
繋
年
要
記
︾
に
作
り
︑︽
宋
史
︾
本
伝
は
︽
高
宗
繋
年
録
︾

に
作
る
） （
40
）が
あ
り
︑
も
っ
ぱ
ら
高
宗
一
朝
三
十
六
年
の
事
蹟
を
記
載
し
て
い
て
︑
二
百
巻
に
も
達
し
て
い
る
か
ら
︑
当
然
の
こ
と
な
が

ら
は
な
は
だ
詳
細
な
著
作
で
あ
る
︒
該
書
は
元
以
後
︑
す
で
に
伝
本
が
稀
に
な
っ
て
い
た
︒
現
在
の
通
行
本
は
︑
こ
れ
も
清
の
乾
隆
帝
の

時
に
︽
永
楽
大
典
︾
か
ら
輯
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
個
人
が
編
輯
し
た
同
時
代
の
史
書
に
は
︑
徐
度
の
︽
国
紀
︾
五
十
巻
︑

王
偁し

ょ
う

の
︽
東
都
事
略
︾
一
百
五
十
巻
︑
熊
克
の
︽
九
朝
通
略
︾
一
百
六
十
八
巻
︑︽
中
興
小
暦
︾
四
十
一
巻
︑
趙
甡し
ん

之し

の
︽
中
興
遺
史
︾

六
十
巻
︑
李
丙
の
︽
丁
未
録
︾
二
百
巻
な
ど
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
二
十
・
史
・
編
年
︺︾︹
巻
一
百
九
十
三
︺
と

︽
宋
史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
別
史
類
︺︾︹
巻
二
百
三
︺
に
著
録
さ
れ
て
お
り
︑
個
人
の
著
作
の
中
で
も
巻
帙
が
大
き
な
史
籍
に
属

す
る
︒

　

宋
代
の
学
者
は
個
人
で
史
書
を
修
め
る
こ
と
に
意
欲
的
で
あ
り
︑
と
り
わ
け
同
時
代
の
事
実
に
関
す
る
記
録
を
熱
心
に
集
め
た
の
で
︑

稗は
い

官
野
史
︹
瑣
事
の
記
録
や
私
撰
の
史
書
︺
が
日
増
し
に
豊
富
に
な
っ
た
︒
時
の
政
治
を
叙
述
す
る
記
載
の
中
に
当
時
の
社
会
の
真
実
な

る
状
況
が
自
然
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
︑
統
治
階
級
内
部
に
い
る
権
臣
が
大
い
に
忌
み
嫌
う
こ
と
で
あ
り
︑
個
人
が
編
輯
し
た
史
書
は
︑



九
八

直
接
的
・
間
接
的
に
損
な
わ
れ
た
り
焼
却
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
免
れ
ず
︑
極
め
て
深
刻
な
史
料
の
損
失
を
引
き
お
こ
し
た
︒
李
心
伝

︽
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
・
甲
集
︾
巻
六
〈
嘉
泰
禁
私
史
〉
条
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

近
ご
ろ
秦
丞
相
︹
檜
︺
が
す
で
に
和
議
を
主
導
し
た
こ
と
で
︑
は
じ
め
て
私
史
が
禁
じ
ら
れ
た
︒
文
簡
公
の
李
燾
は
︑
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
重
ね
て
罪
に
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒
秦
宰
相
が
亡
く
な
る
と
︑
言
論
に
関
す
る
禁
令
が
緩
み
︑
近
年
は
私
史
が
ま
す
ま
す

多
く
な
り
︑
ど
こ
の
郡
国
で
も
出
版
さ
れ
て
い
て
︑
人
々
が
競
っ
て
伝
え
て
い
る
︒
嘉
泰
二
年
（
一
二
〇
二
）
春
︑
上
奏
に
よ
っ
て

私
史
を
禁
じ
よ
う
と
す
る
者
が
お
り （
41
）︑
李
文
簡
公
の
︽
続
通
鑑
長
編
︾︑
王
季
平
の
︽
東
都
事
略
︾︑
熊
子
復
の
︽
九
朝
事
略
︾︑

李
丙
の
︽
丁
未
録
︾
や
諸
々
の
家
伝
な
ど
を
史
官
に
下
げ
わ
た
し
て
考
訂
さ
せ
る
こ
と
も
求
め
た
︒
公
議
に
有
益
な
も
の
も
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
保
存
を
求
め
る
声
も
上
が
っ
た
が
︑
刊
行
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
書
物
は
こ
と
ご
と
く

禁
書
と
さ
れ
︑
違
反
し
た
者
は
処
罰
を
受
け
た
︒
文
簡
公
が
著
し
た
︽
長
編
︾
は
全
部
で
九
百
巻
あ
ま
り
あ
り
︑
孝
宗
が
非
常
に
重

ん
じ
て
い
た
︒
季
平
︹
王
偁
の
字
︺
と
子
復
︹
熊
克
の
字
︺
は
い
ず
れ
も
自
分
の
書
物
を
献
上
し
た
こ
と
で
官
職
を
解
か
れ
た
が
︑

書
物
は
史
館
に
引
き
わ
た
さ
れ
た
︒
李
丙
は
父
が
監
行
在
都
塩
倉
に
任
じ
ら
れ
︑
乾
道
八
年
（
一
一
七
二
）
夏
︑
治
平
四
年
︹
一
〇

六
七
︺
か
ら
靖
康
元
年
︹
一
一
二
六
︺
に
か
け
て
の
こ
と
を
ま
と
め
た
︽
丁
未
録
︾
二
百
巻
を
献
上
し
た
こ
と
で
︑
特
別
に
京
官
に

改
め
る
旨
の
詔
が
下
っ
た
︒
書
物
は
国
史
院
に
引
き
わ
た
さ
れ
た
が
︑
記
載
が
史
法
に
適
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
学
者
か
ら
称
賛

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
年
の
秋
︑
商
人
が
車
十
六
台
に
個
人
の
著
作
を
載
せ
︑
子
復
の
︽
中
興
小
暦
︾
や
︽
九
朝
通
略
︾

な
ど
の
書
物
を
淮
河
ま
で
持
っ
て
い
こ
う
と
し
た
︒
盱く

眙い

軍
︹
江
蘇
省
淮
安
︒﹁
軍
﹂
は
南
宋
の
行
政
単
位
︺
か
ら
そ
の
こ
と
に
関

す
る
報
告
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
︑
諸
道
に
命
じ
て
各
地
の
書
坊
が
売
っ
て
い
る
書
物
を
憲
司
︹
提
点
刑
獄
公
事
︺
に
調
査
さ
せ
︑

国
体
に
関
わ
る
も
の
は
こ
と
ご
と
く
廃
棄
さ
せ
た
︒︽
中
興
小
暦
︾
は
︑
建
炎
︹
一
一
二
七
~
一
一
三
〇
︺
元
年
か
ら
紹
興
︹
一
一

三
一
~
一
一
六
二
︺
末
年
ま
で
の
部
分
が
す
で
に
完
成
し
て
い
た
が
献
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
書
物
は
記

事
の
取
捨
が
多
い
が
精
博
で
な
い
の
で
︑︽
長
編
︾
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
︒



九
九

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（
中
）（
水
上
）

こ
の
記
述
か
ら
︑
宋
代
に
野
史
が
多
く
書
か
れ
た
が
︑
統
治
階
級
が
意
識
的
に
発
禁
に
し
て
亡
佚
に
い
た
る
よ
う
に
仕
向
け
た
も
の
が
少

数
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
同
時
代
に
お
け
る
故
実
を
探
索
し
て
編
纂
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
個
人

は
依
然
と
し
て
多
く
︑
彭
百
川
の
︽
太
平
治
迹
統
類
︾︑
江
少
虞
の
︽
皇
朝
事
実
類
苑
︾︑
李
攸ゆ

う

の
︽
皇
朝
事
実
︾︑
李
心
伝
の
︽
建
炎
以

来
朝
野
雑
記
︾
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
記
事
を
分
類
・
配
列
し
て
い
て
︑
宋
代
の
故
実
を
か
な
り
網
羅
し
て
お
り
︑﹁
正
史
﹂
の
羽
翼
と
見

な
し
う
る
︒

　

同
時
代
の
名
臣
大
官
の
碑
伝
を
採
集
し
て
書
物
に
ま
と
め
た
も
の
に
は
︑
杜
大
珪け

い

が
編
纂
し
た
︽
名
臣
碑
伝
琬え
ん

琰え
ん

集
︾
一
百
七
巻
が
あ

り
︑
全
部
で
三
集
に
分
か
れ
て
い
る
︒
上
集
は
二
十
七
巻
あ
っ
て
﹁
神
道
碑
﹂
を
収
録
し
︑
中
集
は
五
十
五
巻
あ
っ
て
﹁
墓
志
銘
﹂
と

﹁
行
状
﹂
を
収
録
し
︑
下
集
は
二
十
五
巻
あ
っ
て
﹁
別
伝
﹂
を
収
録
す
る
︒
北
宋
の
始
め
か
ら
南
宋
の
始
め
ま
で
︑
北
宋
一
代
の
高
官
貴

人
の
事
蹟
は
大
概
︑
そ
の
中
に
見
え
る
︒
本
書
は
︑
後
人
の
た
め
に
同
時
代
の
史
料
を
整
理
す
る
新
た
な
道
を
切
り
ひ
ら
い
た
︒
明
代
の

徐
紘こ

う

に
は
︽
明
名
臣
琬
琰
録
︾
二
十
四
巻
︑︽
続
録
︾
二
十
二
巻
が
あ
り
︑
清
代
の
銭
儀
吉
に
は
︽
碑
伝
集
︾
一
百
六
十
四
巻
が
あ
り
︑

繆ぼ
く

荃せ
ん

孫
に
は
︽
続
碑
伝
集
︾
八
十
六
巻
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
杜
氏
が
創
始
し
た
体
例
に
従
っ
て
編
纂
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
乙
　
旧
史
の
整
理

　

一
︑
旧
史
の
改
修

　

旧
史
を
改
修
す
る
作
業
は
︑
宋
以
前
に
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
劉
宋
以
前
に
︑︽
後
漢
書
︾
を
作
る
者
が
八
︑
九
家
あ

り （
42
）︑
范
曄よ
う

が
そ
れ
ら
を
編
輯
し
な
お
し
た
の
は
︑
個
人
単
位
で
個
人
の
著
述
を
改
修
し
た
事
例
で
あ
る
︒
唐
以
前
︑︽
晋
書
︾
を
編
纂

し
た
者
が
十
数
家
あ
っ
た （
43
）が
︑
唐
太
宗
の
時
に
な
っ
て
︑
房
玄
齢
な
ど
に
命
じ
て
改
め
て
編
纂
さ
せ
た
の
は
︑
政
府
単
位
で
個
人
の

著
述
を
改
修
し
た
事
例
で
あ
る
︒
政
府
が
修
成
し
た
﹁
正
史
﹂
を
一
個
人
の
力
で
改
修
す
る
こ
と
︑
こ
れ
は
封
建
社
会
の
知
識
人
が
軽
々

し
く
着
手
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
作
業
で
あ
る
︒
政
府
が
史
館
を
設
け
て
書
物
を
編
纂
す
る
と
︑
個
人
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
レ
ベ
ル

で
人
力
・
財
力
・
物
力
が
か
な
り
集
中
す
る
の
で
︑
そ
の
よ
う
な
作
業
を
お
こ
な
お
う
と
考
え
て
も
誰
も
が
尻
込
み
し
て
し
ま
う
︒
宋
人

だ
け
は
︑
勇
敢
に
も
そ
れ
を
自
分
の
任
務
だ
と
考
え
た
の
で
︑
欧
陽
修
が
個
人
的
に
編
纂
し
た
︽
五
代
史
記
︾（
通
称
︽
新
五
代
史
︾）
が



一
〇
〇

出
現
し
た
︒
宋
が
開
国
し
た
開
宝
年
間
（
九
六
八
~
九
七
六
）
に
梁
・
唐
・
晋
・
漢
・
周
五
代
の
史
書
編
纂
の
詔
が
下
り
︑
盧ろ

多
遜そ
ん

・
李

昉ぼ
う

な
ど
が
共
同
で
編
修
し
て
薛
居
正
な
ど
が
監
修
し
︑
歴
代
の
実
録
と
范
質
︽
五
代
通
録
︾
を
下
敷
き
に
し
て
稿
本
を
作
り
︑
わ
ず
か

一
年
半
で
百
五
十
巻
の
書
物
を
完
成
さ
せ
た
︒
欧
陽
修
は
こ
の
書
物
に
対
し
て
大
い
に
不
満
を
覚
え
︑
発
憤
し
て
独
力
で
作
り
な
お
し
︑

︽
五
代
史
記
︾
七
十
五
巻
を
完
成
さ
せ
て
家
蔵
し
て
い
た
︒
死
後
に
な
っ
て
︑
政
府
が
こ
の
書
を
刊
行
し
て
世
に
広
め
た
︒
本
書
は
︑︽
春

秋
︾
の
義
例
を
模
倣
し
て
一
字
の
中
に
褒
貶
の
意
を
込
め
︑
書
物
の
い
た
る
所
で
﹁
嗚
呼
﹂
の
二
字
を
用
い
て
世
情
を
慨
嘆
し
て
い
る
の

で
︑
読
者
は
嫌
気
を
催
す
の
を
禁
じ
得
な
い
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
本
書
は
材
料
を
集
め
る
点
に
関
し
て
も
︑
不
滅
の
価
値
が
あ
る
︒
清
代

の
趙
翼
の
︽
廿
二
史
箚
記
︾
巻
二
十
一
〈
欧
史
不
専
拠
薛
史
旧
本
〉
条
に
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

欧
史
︹
欧
陽
修
︽
新
五
代
史
︾︺
は
薛
史
︹
薛
居
正
︽
旧
五
代
史
︾︺
に
依
拠
す
る
部
分
が
多
い
が
︑
材
料
を
極
め
て
広
く
集
め
て

お
り
︑
薛
史
だ
け
を
頼
り
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
宋
初
に
薛
史
が
完
成
し
た
が
︑
五
代
各
朝
の
実
録
は
き
ち
ん
と
残
っ
て
い
た
︒

︹
司
馬
光
︺︽
通
鑑
考
異
︾
を
観
る
と
︑
後
梁
の
太
祖
と
後
唐
の
荘
宗
の
実
録
を
引
い
て
い
る （
44
）か
ら
︑
欧
公
の
時
に
は
ま
だ
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
欧
史
の
〈
郭
崇
韜
伝
〉
賛
に
﹁
私
は
︽
梁
宣
底
︾ （
45
）を
読
ん
だ
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
実
録
の
外
に
︑
宣

底
︹
詔
書
の
底
本
︺
な
ど
の
古
籍
が
い
ず
れ
も
失
わ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
劉
煦く

の
︽
旧
唐
書
︾
が
完
成
し
て
ほ
ど
な

く
︑
欧
陽
修
は
そ
れ
が
援
引
因
拠
し
た
書
物
を
利
用
し
て
︽
新
唐
書
︾
を
編
修
し
て
お
り
︑
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
事
に
つ
い

て
は
考
訂
す
る
だ
け
の
材
料
が
あ
っ
た
︒
宋
初
に
な
る
と
︑
諸
臣
に
よ
っ
て
五
代
の
事
が
記
録
さ
れ
た
も
の
が
特
に
多
く
著
さ
れ

た
︒︽
宋
史
︾
に
よ
る
と
︑
范
質
は
朱
全
忠
の
後
梁
か
ら
後
周
ま
で
を
撰
述
し
て
︽
通
録
︾
六
十
五
巻
に
ま
と
め
た
（︹
巻
二
百
四
十

九
︺〈
范
質
伝
〉）︒
王
溥
も
後
梁
か
ら
後
周
ま
で
の
記
事
を
採
集
し
て
︽
五
代
会
要
︾
全
部
で
三
十
巻
を
作
っ
た
（︹
巻
二
百
四
十

九
︺〈
王
溥ふ

伝
〉）︒
王
子
融
は
五
代
の
事
を
集
め
て
︽
唐
余
録
︾
六
十
巻
を
作
っ
た
（︹
巻
三
百
十
︺〈
王
子
融
伝
〉）︒
路
振
は
五
代

の
九
国
の
君
臣
の
事
跡
を
採
録
し
て
〈
世
家
〉・〈
列
伝
〉
を
作
っ
た
（︹
巻
四
百
四
十
一
︺〈︹
文
苑
伝
三
・
︺
路
振
伝
〉）︒
鄭
向
は

五
代
に
滅
亡
が
繰
り
返
さ
れ
︑
史
に
欠
漏
が
多
い
の
で
︑︽
開
皇
紀
︾
三
十
巻
を
著
し
た
（︹
巻
三
百
一
︺〈
鄭
向
伝
〉）︒︽
宋
史
・
芸

文
志
︹
三
・
史
類
一
・
別
史
類
／
五
・
子
類
二
・
小
説
類
︺︾︹
巻
二
百
三
／
巻
二
百
六
︺
と
晁ち

ょ
う

公
武
︽
読
書
志
︾︹
巻
三
下
〈
小
説
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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（
中
）（
水
上
）

類
〉︺
に
見
え
る
書
物
に
は
︑
孫
光
憲
︽
北
夢ぼ
う

瑣ぼ
う

言
︾︑
陶
岳
︽
五
代
史
補
︾︑
王
禹
偁
︽
五
代
史
闕
文
︾︑
劉
恕
︽
十
国
春
秋
︾ （
46
）︑

龔き
ょ
う

穎え
い

︽
運
歴
図
︾
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
欧
公
の
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
考
訂
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
︒
五
代
十
国

の
各
国
か
ら
出
さ
れ
た
書
物
に
は
︑
銭
儼げ

ん

の
︽
呉
越
備
史
︾
と
︽
備
史
遺
事
︾︑
湯
悦
の
︽
江
南
録
︾︑
徐
鉉
の
︽
呉
録
︾︑
王
保
衡

の
︽
晋
陽
見
聞
要
録
︾
な
ど
が
あ
り （
47
）︑
い
ず
れ
も
流
布
し
て
い
た
︒
徐
無
党
が
︽
新
五
代
史
︾
の
注
の
中
で
引
証
し
て
い
る
︽
唐

摭せ
き

言
︾・︽
唐
新
纂
︾・︽
九
国
志
︾・︽
五
代
春
秋
︾・︽
鑒
戒
録
︾・︽
紀
年
録
︾・︽
三
楚
新
録
︾・︽
紀
年
通
譜
︾・︽
閩び
ん

中
実
録
︾
な
ど
の

書
物 （
48
）も
︑
と
も
に
欧
陽
修
が
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
薛
史
は
各
朝
の
実
録
だ
け
に
拠
っ
た
の
で
︑
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
容

易
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
記
載
に
は
実
録
を
踏
襲
し
て
い
て
事
実
に
合
わ
な
い
箇
所
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
欧
史
は
博
く
様
々
な
文
章

を
採
集
し
︑
相
互
に
参
照
証
明
し
て
い
る
か
ら
︑
真
偽
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
︑
是
非
の
裁
断
に
誤
り
が
な
い
︒
し
た
が
っ
て
書

い
て
あ
る
事
実
や
記
さ
れ
て
い
る
日
付
に
は
︑
旧
史
と
合
致
し
な
い
も
の
が
多
い
︒
巻
帙
は
薛
史
の
半
分
に
も
及
ば
な
い
が
︑
記
述

の
訂
正
の
面
で
は
二
倍
の
働
き
が
あ
る
︒
筆
致
は
直
截
︑
内
容
は
精
確
な
の
で
︑
良
史
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
総
合
的
な
論
述
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
︑
欧
陽
修
以
前
︑
す
で
に
多
く
の
人
が
官
修
の
︽
五
代
史
︾
に
対
し
て
︑
失
わ
れ
た
記
述
を
拾

い
集
め
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
て
︑
欧
陽
修
の
た
め
に
豊
富
な
資
料
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
︑
彼
は
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
一
つ

の
書
物
に
ま
と
め
た
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
彼
以
後
︑
史
学
界
に
努
力
を
傾
け
る
べ
き
新
た
な
方
向
が
切
り
ひ
ら
か
れ
︑
そ
れ
に
力
を
得

た
後
人
は
︑
個
人
の
能
力
を
発
揮
し
て
官
修
の
書
物
を
修
訂
す
る
こ
と
ま
で
お
こ
な
っ
た
︒
明
清
の
学
者
に
︽
宋
史
︾
を
修
訂
し
よ
う
と

し
た
者
が
お
り
︑
近
人
の
柯か

紹
忞び
ん

が
︽
元
史
︾
を
修
訂
し
た
の
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
道
に
従
っ
て
お
こ
な
っ
た
事
業
で
あ
る
︒

　

二
︑
旧
史
の
考
証

　

宋
人
は
︑
史
部
の
書
物
の
考
証
に
も
力
を
傾
け
た
︒
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
誤
り
を
正
し
︑
取
り
除
く
作
業
で
あ
る
︒
唐
の
顔
師
古

が
︽
漢
書
︾
に
注
釈
を
下
し
て
か
ら
︑
学
者
た
ち
は
み
な
そ
れ
を
尊
信
し
た
︒
北
宋
に
い
た
る
と
︑
劉
敞
と
弟
の
劉
攽は

ん

︑
劉
敞
の
息
子
劉

奉
世
が
修
訂
作
業
に
取
り
か
か
っ
た
︒
当
時
︑﹁
三
劉
の
漢
書
の
学
﹂
は
︑
声
望
が
高
か
っ
た
︒︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
二
十
七
・
史
・



一
〇
二

史
評
史
抄
︺︾
は
︽
三
劉
漢
書
標
注
︾
六
巻
を
著
録
し
て
︑
旧
注
を
分
析
し
て
誤
り
を
正
し
発
明
す
る
所
が
多
い
︑
と
説
い
て
い
る
︒︽
宋

史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
正
史
類
︺︾
に
は
︑︽
三
劉
漢
書
標
注
︾
六
巻
以
外
に
も
︑
劉
敞
︽
漢
書
刊
誤
︾
四
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る

が
︑
恐
ら
く
彼
ら
父
子
兄
弟
が
︽
漢
書
補
注
︾
を
作
る
準
備
の
た
め
の
底
本
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
彼
ら
の
仕
事
は
や
は
り
草
創

に
属
し
︑
ほ
ど
な
く
呉
仁
傑
︽
両
漢
刊
誤
補
遺
︾
十
巻
が
現
れ
︑
劉
氏
の
原
著
に
比
べ
て
水
準
が
高
く
緻
密
に
な
っ
た
︒
熊
方
に
は
︽
補

後
漢
書
年
表
︾
十
巻
が
あ
り
︑
後
人
が
旧
史
の
表
や
志
を
補
修
す
る
先
例
を
開
い
た
︒

　

宋
人
は
︑
旧
史
に
対
す
る
考
証
に
乗
り
だ
す
だ
け
で
な
く
︑
同
時
代
人
の
新
著
に
対
し
て
も
︑
余
力
を
残
さ
ず
に
誤
り
を
正
し
不
備
を

補
っ
た
︒
欧
陽
修
と
宋
祁
が
詔
を
受
け
て
共
同
で
︽
旧
唐
書
︾
を
︽
新
唐
書
︾
に
改
修
し
︑
欧
陽
修
が
個
人
的
に
︽
五
代
史
記
︾
を
書

き
な
お
し
て
完
成
さ
せ
た
後
︑
呉
縝し

ん

の
︽
新
唐
書
糾
謬
︾
二
十
巻
と
︽
五
代
史
纂
誤
︾
三
巻
が
少
な
か
ら
ぬ
誤
り
と
欠
漏
を
指
摘
し
た
︒

︽
宋
史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
正
史
類
︺︾
に
は
︑
韓
子
中
の
︽
新
唐
史
弁
惑
︾
六
十
巻
も
著
録
さ
れ
て
い
る
︒
注
解
と
音
義
を
下
し

た
書
物
に
は
︑
竇と

う

鞏き
ょ
う

の
︽
唐
書
音
訓
︾
四
巻
︑
無
名
氏
の
︽
唐
書
音
義
︾
三
十
巻
（
両
書
は
︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
二
十
七
・
史
・

史
評
史
抄
︺︾
に
見
え
る
）︑
徐
無
党
の
︽
五
代
史
記
注
︾
七
十
四
巻
︑
史
炤し

ょ
う

の
︽
資
治
通
鑑
釈
文
︾
三
十
巻
︑
王
応
麟
の
︽
通
鑑
地
理

通
釈
︾
十
四
巻
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
原
書
を
疏
通
・
証
明
す
る
働
き
を
し
て
い
る
︒

　

宋
人
は
︽
漢
書
︾
の
学
に
深
く
興
味
を
抱
い
て
い
た
の
で
︑
両
漢
の
制
度
文
物
に
つ
い
て
も
子
細
に
考
究
し
た
︒
王
応
麟
に
︽
漢
制

考
︾
四
巻
が
あ
り
︑
史
書
で
は
な
く
漢
人
の
経
注
お
よ
び
字
書
に
見
え
る
材
料
を
根
拠
と
し
て
︑︽
漢
書
︾
の
諸
志
の
記
載
と
結
び
つ
け

て
︑
制
度
の
原
委
を
考
証
し
た
も
の
で
あ
る
︒︽
四
庫
全
書
総
目
︾
巻
八
十
一
〈
漢
制
考
〉
提
要
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

本
書
は
︑︽
漢
書
︾
と
︽
続
漢
書
︾
の
諸
志
が
当
時
の
制
度
に
関
し
て
︑
大
綱
が
詳
細
で
細
目
が
粗
略
な
こ
と
が
多
い
の
で
︑
諸
家

の
経
注
や
︽
説
文
︾
な
ど
の
諸
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
を
探
し
あ
つ
め
︑
考
察
を
加
え
た
上
で
編
修
し
て
︑
失
わ
れ
た
も
の
を
補

っ
て
お
り
︑
大
い
に
考
証
の
役
に
立
つ
︒
ま
た
唐
の
時
に
賈
公
彦
・
孔
穎
達
が
多
く
の
疏
を
作
っ
た
が
︑︹
経
書
が
書
か
れ
た
︺
古

か
ら
遠
く
時
代
が
隔
た
っ
て
お
り
︑
方
言
や
地
域
の
習
俗
の
影
響
で
︑
時
代
が
異
な
る
と
名
称
も
異
な
る
こ
と
が
あ
る
︒
古
注
な
ど

に
お
け
る
﹁
某
物
は
今
の
某
物
に
相
当
す
る
﹂︑﹁
某
事
は
今
の
某
事
に
相
当
す
る
﹂
と
の
説
明
は
︑
往
往
に
し
て
行
文
に
従
っ
て
解
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釈
し
て
お
り
︑
も
と
の
文
章
に
必
ず
し
も
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
王
応
麟
は
逐
一
詳
し
く
論
じ
て
訂
正
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
王
応
麟
は
史
部
の
考
証
学
の
取
材
範
囲
を
経
学
と
小
学
の
領
域
に
ま
で
拡
大
し
て
お
り
︑
学
術
研
究
の
営
為
に
つ
い
て
い

う
と
︑
こ
れ
も
や
は
り
宋
代
の
学
者
が
切
り
ひ
ら
い
た
新
た
な
道
で
あ
る
︒︽
文
献
通
考
・
経
籍
考
︹
二
十
八
︺︾︹
巻
二
百
一
︺
の
〈
史

部
・
故
事
門
〉
に
︑
袁
夢
麟
の
︽
漢
制
叢
録
︾
三
十
三
巻
が
著
録
さ
れ
て
お
り
（
分
類
の
門
目
が
全
部
で
二
十
五
あ
る
）︑︹
巻
二
百
二
︺

〈︹
經
籍
考
二
十
九
・
史
・
︺
職
官
門
〉
に
は
徐
筠
︽
漢
官
考
︾
六
巻
（︽
宋
史
・
芸
文
志
︹
二
・
史
類
一
・
職
官
類
︺︾
で
は
﹁
徐
均
︽
漢

官
考
︾
四
巻
﹂
に
作
る
）
と
王
益
之
︽
漢
書
総
録
︾
十
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
宋
代
の
学
者
が
漢
制
の
考
証
に
留

意
し
て
お
こ
な
っ
た
実
際
の
作
業
で
あ
る
︒

注

（
1
） 

明
の
朱
光
家
が
︽
字
学
指
南
︾
巻
一
〈
字
学
指
南
例
論
〉
に
お
い
て
﹁
古
人
謂
読
書
必
先
識
字
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
程
瑶
田
︽
通
芸
録
・
解
字
小

記
︾
に
〈
読
書
必
先
解
字
挙
略
〉
の
一
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
冒
頭
に
﹁
韓
昌
黎
云
:﹃
凡
為
文
辞
︑
宜
略
識
字
︒﹄
以
文
辞
必
連
属
其
字
而
成
之

也
︒
余
謂
凡
読
詩
古
文
辞
︑
必
先
解
字
︑
以
古
人
文
章
皆
連
属
其
字
而
成
之
也
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
程
氏
は
同
様
の
見
解
の
淵
源
が
韓
愈
ま
で
遡
り
う

る
と
考
え
て
い
る
︒
韓
愈
の
文
は
〈
科
斗
書
後
記
〉（︽
朱
文
公
校
昌
黎
先
生
集
︾
巻
十
三
）
に
見
え
る
︒

（
2
） 

張
舜
徽
自
身
︑
若
い
頃
か
ら
︽
説
文
解
字
︾
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
お
り
︑
そ
の
営
為
は
︽
説
文
解
字
約
注
︾
の
一
書
に
結
実
し
て
い
る
︒

（
3
） 

︽
説
文
解
字
︾
巻
十
五
下
〈
新
修
字
義
〉﹁
左
文
一
十
九
説
文
闕
載
注
義
及
序
例
偏
旁
有
之
今
並
録
於
諸
部
﹂
の
下
に
﹁
詔
志
件
借
魋
綦
剔
觷
醆
趄

顦
璵
譍
檆
緻
笑
迓
脘
峯
﹂
の
十
九
字
が
並
ん
で
い
る
︒
こ
れ
ら
の
文
字
と
説
解
は
許
慎
原
撰
の
︽
説
文
︾
に
は
掲
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
他
の

掲
出
字
に
対
す
る
説
解
や
許
沖
の
上
表
に
は
見
え
て
い
た
の
で
︑
徐
鉉
は
許
慎
当
時
に
存
在
し
て
い
た
文
字
だ
と
考
え
て
︽
説
文
︾
に
追
加
し
た
の

で
あ
る
︒
た
だ
し
段
玉
裁
に
よ
る
と
︑
十
九
字
の
中
に
は
︑
徐
鉉
の
誤
認
に
属
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
段
玉
裁
︽
説
文
解
字
注
︾
に
お
け
る

各
字
に
関
す
る
解
説
を
参
照
︒

（
4
） 

︽
説
文
解
字
︾
巻
十
五
下
〈
新
修
字
義
〉﹁
左
文
一
十
九
説
文
闕
載
注
義
及
序
例
偏
旁
有
之
今
並
録
於
諸
部
﹂・﹁
篆
文
筆
迹
相
承
小
異
﹂
を
参
照
︒

（
5
） 

底
本
は
﹁
天
地
﹂
に
作
る
が
︑
原
典
に
従
っ
て
﹁
天
物
﹂
に
改
め
る
︒
原
典
の
中
で
例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
天
・
月
・
旦
・
云
・
回
﹂
な
ど



一
〇
四

で
あ
り
︑﹁
地
﹂
に
関
わ
る
も
の
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
こ
こ
で
﹁
天
地
之
形
﹂
の
項
目
を
立
て
て
し
ま
う
と
︑
続
く
﹁
山
川
之
形
﹂
や
﹁
井
邑
之
形
﹂

を
立
て
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
の
﹁
地
﹂
字
は
張
舜
徽
の
記
憶
違
い
に
よ
る
誤
記
か
︒

（
6
） 
王
筠
︽
説
文
釈
例
︾
と
︽
文
字
蒙
求
︾
は
︑
象
形
文
字
の
様
々
な
パ
タ
ー
ン
を
例
示
し
て
解
説
し
て
い
る
︒
前
者
は
﹁
天
地
類
之
純
形
﹂﹁
人
類

之
純
形
﹂﹁
羽
鱗
介
昆
虫
之
純
形
﹂﹁
植
物
之
純
形
﹂﹁
機
械
之
純
形
﹂
の
五
項
目
を
立
て
（
巻
二
〈
象
形
〉）︑
後
者
は
﹁
天
地
類
之
純
形
﹂﹁
人
類
之

純
形
﹂﹁
動
物
之
純
形
﹂﹁
植
物
之
純
形
﹂﹁
衣
服
機
械
屋
宇
之
純
形
﹂
の
五
項
目
を
立
て
て
い
る
（
巻
一
〈
象
形
〉）︒

（
7
） 

︽
切
韻
指
掌
図
︾
は
等
韻
図
の
一
で
あ
り
︑
巻
頭
に
司
馬
光
の
自
序
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
明
の
桑
紹
良
（︽
青
郊
雑
著
︾）・
清
の
莫
友
芝
（︽
韻

学
源
流
︾）・
周
斌
（︽
山
口
新
語
︾）・
鄒
伯
奇
（〈
切
韻
指
掌
図
跋
〉）︑
近
代
の
大
矢
透
（︽
韻
鏡
考
︾）・
趙
蔭
棠
（︽
切
韻
指
掌
図
撰
述
年
代
考
︾）・

董
同
龢
（︽
切
韻
指
掌
図
中
幾
個
問
題
︾）
な
ど
に
よ
る
考
証
の
結
果
︑
現
在
で
は
偽
作
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
平
田
昌
司
〈︽
皇
極
経
世
声
音
唱

和
図
︾
与
︽
切
韻
指
掌
図
︾
│
試
論
語
言
神
秘
思
想
対
宋
代
等
韻
学
的
影
響
〉
第
五
章
〈
司
馬
光
与
︽
切
韻
指
掌
図
︾
的
関
係
〉（︽
東
方
学
報
︾
第

五
十
六
冊
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
一
九
八
四
年
）
や
山
村
敏
江
〈︽
切
韻
指
掌
図
︾
の
基
礎
方
言
及
び
撰
述
年
代
〉（︽
言
語
と
文
化
論
集
︾

第
七
号
︑
神
奈
川
大
学
大
学
院
外
国
語
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
︒︽
四
庫
提
要
︾
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
︑︽
切
韻
指

掌
図
検
例
︾
一
巻
は
︑
司
馬
光
で
は
な
く
元
の
邵
光
祖
の
撰
︒

（
8
） 

邵
光
祖
︽
切
韻
指
掌
図
検
例
・
弁
独
韻
与
開
合
韻
例
︾
に
よ
る
と
︑︽
切
韻
指
掌
図
︾
に
配
列
さ
れ
て
い
る
二
十
図
の
中
︑
最
初
の
六
図
が
独
韻

の
図
︑
残
り
の
十
四
図
が
開
合
韻
の
図
で
あ
る
︒

（
9
） 

陳
澧
︽
東
塾
読
書
記
︾
巻
十
一
〈
小
学
〉
に
﹁
邢
疏
之
精
善
者
︑
如
〈
釈
言
〉﹃
畛
︑
殄
也
﹄︑
郭
注
云
:﹃
謂
殄
絶
﹄︒
邢
疏
云
:﹃〈
周
頌
・
載

芟
〉
云
﹁
徂
隰
徂
殄
﹂︑
毛
伝
曰
:﹁
畛
︑
埸
也
﹂︑〈
地
官
・
遂
人
〉
云
:﹁
十
夫
有
溝
︑
溝
上
有
畛
﹂︑
則
畛
謂
地
畔
之
径
路
也
︒
至
此
而
易
之
︑
故

以
畛
為
場
︒
易
則
地
絶
︑
故
得
為
畛
︒﹄
観
此
︑
則
邢
氏
之
於
訓
詁
甚
通
﹂
と
あ
り
︑
陳
澧
は
邢
疏
に
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
︑
続
け
て

﹁
惜
如
此
者
不
多
︒
若
尽
能
如
此
︑
則
郝
皐
蘭
疏
不
能
駕
乎
其
上
矣
﹂
と
述
べ
︑
邢
疏
に
は
﹁
精
義
﹂
が
多
く
な
い
と
評
し
て
い
る
︒

（
10
） 

訳
文
は
︑
記
号
を
含
め
︑
沈
括
著
︑
梅
原
郁
訳
注
︽
夢
渓
筆
談
二
︾（
東
洋
文
庫
362
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
九
年
）︑
95
頁
に
よ
る
︒

（
11
） 

焦
循
の
易
学
は
﹁
通
変
﹂
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
︑︽
易
通
釈
︾
な
ど
に
お
い
て
︑︽
周
易
︾
に
見
え
る
文
字
に
つ
い
て
同
じ
旁
を
持
つ
文

字
や
同
音
の
文
字
に
置
き
換
え
る
操
作
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
本
田
済
〈
恵
棟
と
焦
循
〉（︽
東
洋
思
想
研
究
︾︑
創

文
社
︑
一
九
八
七
年
）︑
517
~
518
頁
を
参
照
︒
朱
駿
声
は
︽
説
文
通
訓
定
声
︾
を
著
し
︑︽
説
文
解
字
︾
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
字
を
同
じ
声
符
を
持

つ
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
て
再
編
し
注
釈
を
施
し
て
い
る
︒

（
12
） 

黄
承
吉
の
﹁
右
文
説
﹂
は
︽
夢
陔
堂
文
集
︾
巻
二
〈
字
義
起
於
右
旁
之
声
説
〉
に
見
え
る
︒
張
舜
徽
に
よ
る
解
説
は
︽
清
代
揚
州
学
記
︾
第
五
章



一
〇
五

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（
中
）（
水
上
）

第
六
節
を
参
照
︒

（
13
） 
こ
の
部
分
︑
底
本
は
﹁
而
在
他
所
篇
︽
中
国
文
学
教
科
書
︾︑︽
形
声
釈
例
︾
中
︑
推
闡
尤
明
﹂
に
作
り
︑︽
中
国
文
学
教
科
書
︾
と
︽
形
声
釈
例
︾

が
劉
師
培
に
よ
る
二
つ
の
別
個
の
作
品
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
全
部
で
三
十
六
の
課
か
ら
な
っ
て
い
る
︽
中
国
文
学
教
科

書
︾
の
第
八
課
が
︽
形
声
釈
例
上
︾︑
第
九
課
が
︽
形
声
釈
例
下
︾
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
当
該
句
の
標
点
は
︑﹁︽
中
国
文
学
教
科
書
・
形
声
釈
例
︾

中
﹂
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
︒
な
お
張
舜
徽
に
よ
る
劉
師
培
の
漢
字
学
説
に
対
す
る
解
説
は
︑︽
清
代
揚
州
学
記
︾
第
八
章
第
二
節
を
参
照
︒

（
14
） 

欧
陽
修
︽
集
古
録
︾
巻
一
〈
敦
銘
（
伯
冏
敦
）〉・〈
張
仲
器
銘
〉︒

（
15
） 

﹁
伯
﹂
と
﹁
仲
﹂
は
兄
弟
の
生
ま
れ
順
を
表
す
言
葉
︒﹁
伯
﹂
は
長
兄
︑﹁
仲
﹂
は
次
兄
︒

（
16
） 

祖
丁
は
︽
史
記
︾
巻
三
〈
殷
本
紀
〉
所
掲
の
系
譜
に
見
え
る
︒
呂
大
臨
︽
考
古
図
︾
巻
二
〈
丁
父
鬲
跋
〉
所
引
李
公
麟
︽
考
古
図
︾（
佚
書
）
に

﹁
丁
父
所
作
︑
商
器
也
﹂
と
あ
る
︒

（
17
） 

春
秋
時
代
の
楚
の
政
治
家
︒
伍
子
胥
の
祖
父
︒
荘
公
に
向
か
っ
て
﹁
三
年
鳴
か
ず
飛
ば
ず
﹂
の
成
語
の
も
と
と
な
る
謎
か
け
の
問
い
を
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
︒

（
18
） 

︽
左
伝
・
昭
公
七
年
︾
に
よ
る
と
︑
鄭
子
産
は
平
公
の
夢
解
き
を
し
た
こ
と
で
方
鼎
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
︒
呂
大
臨
︽
考
古
図
︾
巻
き
一
〈
鄭
方

鼎
〉
所
引
李
公
麟
︽
考
古
図
︾（
佚
書
）
に
﹁︽
春
秋
左
氏
伝
︾
晋
侯
賜
鄭
子
産
莒
之
二
方
鼎
︑
今
得
之
新
鄭
︑
蓋
鄭
鼎
也
﹂
と
あ
る
︒

（
19
） 

偪
姞
に
つ
い
て
は
︑
す
ぐ
下
に
引
か
れ
る
︽
容
斎
続
筆
︾
巻
十
四
〈
博
古
図
〉
に
お
け
る
〈
周
義
母
匜
〉
に
対
す
る
解
説
を
参
照
︒

（
20
） 

︽
史
記
︾
巻
三
十
二
〈
斉
太
公
世
家
〉
に
﹁
蓋
太
公
之
卒
百
有
余
年
︑
子
丁
公
呂
伋
立
︒
丁
公
卒
︑
子
乙
公
得
立
︒
乙
公
卒
︑
子
癸
公
慈
母
立
︒

癸
公
卒
︑
子
哀
公
不
辰
立
﹂
と
あ
る
︒

（
21
） 

晋
の
趙
孟
（
趙
盾
）
の
言
葉
は
︽
左
伝
・
文
公
六
年
︾
に
見
え
︑
原
文
は
﹁
母
義
子
愛
﹂
に
作
る
︒﹁
母
義
﹂
は
︑
夫
人
と
し
て
序
列
が
.
第
二

位
で
あ
っ
た
杜
祁
が
後
か
ら
来
た
偪
姞
と
季
隗
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
地
位
を
譲
っ
て
第
四
位
に
な
っ
た
行
為
を
指
す
︒

（
22
） 

︽
漢
書
︾
巻
九
十
九
上
〈
王
莽
伝
上
〉
に
﹁
以
戊
辰
直
定
︑
御
王
冠
︑
即
真
天
子
位
︑
定
有
天
下
之
号
曰
新
︒
其
改
正
朔
︑
易
服
色
︑
変
犠
牲
︑

殊
徽
幟
︑
異
器
制
︒
以
十
二
月
朔
癸
酉
為
建
国
元
年
正
月
之
朔
︑
以
鶏
鳴
為
時
﹂
と
あ
る
︒

（
23
） 

︽
史
記
︾
巻
一
百
六
〈
呉
王
濞
列
伝
〉
に
﹁︹
呉
王
︺
笑
而
応
曰
:﹃
我
已
為
東
帝
︑
尚
何
誰
拝
﹄﹂
と
あ
る
︒

（
24
） 

薛
尚
功
︽
歷
代
鐘
鼎
彝
器
款
識
︾
巻
二
十
〈
梁
山
鋗
〉
に
銘
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑﹁
梁
山
銅
二
斗
鋗
重
十
斤
元
康
元
年
造
扶
﹂
に
作
る
︒
銘

文
中
に
﹁
器
﹂
字
は
見
え
な
い
︒

（
25
） 

底
本
は
﹁
紀
其
所
貢
之
地
﹂︑
引
用
原
典
は
﹁
紀
其
貢
金
之
地
﹂
に
作
る
が
︑﹁
銅
を
献
上
し
た
地
を
記
し
た
﹂
だ
と
前
後
の
文
脈
に
合
わ
な
い
の



一
〇
六

で
︑﹁
献
上
す
る
銅
が
産
出
さ
れ
た
地
を
記
し
た
﹂
と
訳
し
た
︒

（
26
） 
底
本
は
﹁
積
山
鋳
銭
﹂
に
作
る
が
︑
こ
の
句
は
︽
史
記
︾
巻
一
百
六
〈
呉
王
濞
列
伝
〉
の
﹁
上
曰
:﹃
呉
王
即
山
鋳
銭
﹄﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
ば
か

り
で
な
く
︑︽
容
斎
随
筆
︾
の
引
用
文
中
の
﹁
依
山
鼓
鋳
﹂
句
に
対
応
し
て
い
る
の
で
︑﹁
積
﹂
は
声
近
の
﹁
即
﹂
の
誤
と
考
え
て
訳
し
た
︒
な
お
︑

︽
史
記
︾
巻
三
十
〈
平
準
書
〉﹁
故
呉
諸
侯
也
︑
以
即
山
鋳
銭
﹂
句
に
対
し
て
︑︽
索
隠
︾
は
﹁
按
︑
即
訓
就
︒
就
山
鋳
銭
︑
故
下
文
云
﹃
銅
山
﹄
是

也
︒
一
解
:
即
山
︑
山
名
也
﹂
と
注
し
て
い
る
︒

（
27
） 

︽
詩
経
・
大
雅
・
韓
奕
︾﹁
奕
奕
梁
山
﹂
疏
に
﹁
今
在
左
馮
翊
郡
夏
陽
県
之
西
北
也
﹂
と
あ
る
︒

（
28
） 

︽
隷
釈
︾
に
は
巻
二
十
四
~
二
十
六
に
趙
明
誠
︽
金
石
録
︾
が
節
録
さ
れ
て
お
り
︑︽
隸
続
︾
に
は
巻
二
〈
新
莽
候
鉦
〉〈
耿
氏
鐙
〉
を
は
じ
め
金

文
資
料
が
い
く
つ
か
著
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
29
） 

石
鼓
が
発
見
さ
れ
た
場
所
に
関
す
る
議
論
は
︑
楊
曙
明
〈
石
鼓
発
現
地
考
証
〉（︽
西
安
文
理
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）︾
第
二
十
三
巻
第
四
期
︑

二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
︒
石
鼓
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
︑
王
昶
︽
金
石
萃
編
︾
巻
一
〈
周
宣
王
石
鼓
文
〉
に
引
く
張
懐
瓘
︽
書
断
︾
に

﹁
籀
文
者
︑
周
太
史
籀
之
所
作
也
﹂
と
あ
り
︑
同
じ
く
引
く
欧
陽
修
︽
集
古
録
︾
に
﹁
石
鼓
文
初
不
見
称
於
前
世
︑
至
唐
人
始
盛
称
之
︒
而
韋
応
物

以
為
文
王
之
鼓
︑
至
宣
王
刻
詩
︑
韓
退
之
直
以
為
宣
王
之
鼓
﹂
と
あ
る
︒

（
30
） 

張
舜
徽
の
い
わ
ゆ
る
︽
癸
辛
雑
識
︾
は
︑
恐
ら
く
︽
斉
東
野
語
︾
の
誤
︒
周
密
︽
斉
東
野
語
︾
巻
十
二
〈
書
籍
之
厄
〉
に
﹁
近
年
惟
貞
斎
陳
氏
書

最
多
︒
蓋
嘗
仕
於
莆
︑
伝
録
夾
漈
鄭
氏
・
方
氏
・
林
氏
・
呉
氏
旧
書
︑
至
五
万
一
千
一
百
八
十
餘
巻
︑
且
倣
︽
読
書
志
︾
作
解
題
︑
極
其
精
詳
﹂
と

あ
る
︒

（
31
） 

︽
古
文
苑
︾
巻
一
〈
石
鼓
文
〉﹁
汧
殹
沔
沔
﹂
句
下
章
樵
注
に
﹁
王
云
:
︙
︙
殹
即
也
︑
字
見
詛
楚
及
秦
斤
︑
下
同
﹂
と
あ
り
︑﹁
㞼
□
淖
淵
﹂
句

下
章
樵
注
に
﹁
㞼
:
石
本
作
悪
︑
鄭
云
:
㞼
字
見
秦
権
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
︑
石
鼓
文
の
﹁
殹
﹂
が
〈
詛
楚
文
〉
や
秦
斤
に

見
え
る
と
い
う
指
摘
を
し
た
の
は
︑
鄭
樵
で
は
な
く
﹁
王
﹂
す
な
わ
ち
王
厚
之
で
あ
る
︒

（
32
） 

朱
熹
は
︽
周
易
本
義
︾
巻
二
に
お
い
て
〈
否
卦
象
伝
〉
の
﹁
天
地
不
交
否
︑
君
子
以
倹
徳
辟
難
︑
不
可
栄
以
禄
﹂
句
に
対
し
て
﹁
収
斂
其
徳
︑
不

形
於
外
︑
以
避
小
人
之
難
︑
人
不
得
以
禄
位
栄
之
﹂
と
注
し
て
お
り
︑
李
心
伝
は
︽
本
義
︾
の
解
釈
が
〈
婁
先
生
碑
〉
に
見
え
る
﹁
父
安
貧
守
賎
︑

不
可
栄
以
禄
﹂
と
相
発
明
す
る
と
考
え
て
い
る
︒
宋
・
兪
琰
︽
周
易
集
説
︾
巻
十
一
〈
象
辞
一
〉
に
﹁
李
氏
曰
:
欧
陽
公
︽
集
古
録
跋
尾
︾
載
〈
漢

玄
儒
婁
先
生
碑
〉
云
:﹃
父
（
欠
）
安
貧
守
賎
︑
不
可
栄
以
禄
﹄︑
与
朱
子
説
同
﹂
と
あ
り
︑
同
様
の
見
解
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︽
両
漢

金
石
記
︾
巻
十
六
〈
漢
婁
寿
碑
〉
に
﹁
至
若
﹃
不
可
営
以
禄
﹄︑
洪
氏
︽
隷
釈
︾
作
﹃
栄
﹄
則
非
也
︒
李
鼎
祚
︽
周
易
集
解
・
否
卦
象
詞
︾﹃
君
子
以

倹
徳
辟
難
︑
不
可
営
以
禄
﹄︑
虞
翻
曰
:﹃
君
子
謂
乾
︑
坤
為
営
︑
乾
為
禄
︑
謂
辟
難
遠
遯
入
山
︑
故
不
可
営
以
禄
︒
営
或
作
栄
︑
倹
或
作
険
﹄︒
碑



一
〇
七

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（
中
）（
水
上
）

作
﹃
営
﹄
字
︑
正
可
見
漢
時
読
本
如
此
︒
洪
氏
見
今
本
皆
作
﹃
栄
﹄︑
而
并
改
碑
文
︑
誤
矣
﹂
と
あ
り
︑
翁
方
綱
は
当
該
石
碑
の
碑
文
が
﹁
不
可
営

以
禄
﹂
に
作
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
漢
代
流
通
の
︽
易
経
︾
の
テ
キ
ス
ト
を
反
映
し
て
い
た
が
︑
洪
适
が
同
時
代
に
流
通
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト
に
従
っ

て
釈
文
を
﹁
不
可
栄
以
禄
﹂
に
改
め
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
︒
確
か
に
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
〈
漢
婁
寿
碑
〉
の
宋
拓
（
高
島
菊
次
郎
旧
蔵
）
を

見
る
と
︑
問
題
の
箇
所
は
﹁
栄
﹂
で
は
な
く
﹁
営
﹂
に
作
っ
て
い
る
︒

（
33
） 

通
志
道
経
解
本
︽
丙
子
学
易
編
︾
巻
頭
の
〈
秀
巌
与
黄
直
卿
論
易
編
往
来
書
〉︹
秀
巌
は
李
心
伝
の
号
︒
直
卿
は
黄
榦
の
号
︺
の
中
に
︑
李
心
伝

が
黄
幹
に
宛
て
た
手
紙
と
返
信
お
よ
び
黄
幹
の
返
信
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
四
庫
全
書
本
に
は
見
え
な
い
︒

（
34
） 

﹁
款
識
﹂
に
は
﹁
古
器
に
刻
さ
れ
た
文
字
や
模
様
﹂
の
意
味
が
あ
る
が
︑
張
舜
徽
は
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
で
は
使
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
文

脈
か
ら
判
断
す
る
と
﹁
古
器
の
形
状
﹂
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
︒

（
35
） 

李
燾
︽
続
資
治
通
鑑
長
編
︾
に
よ
る
と
︑
真
宗
の
正
史
を
作
成
し
︑
す
で
に
完
成
し
て
い
る
太
祖
・
太
宗
の
正
史
に
加
え
て
︽
三
朝
国
史
︾
を
編

纂
す
る
こ
と
は
︑
仁
宗
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七
）
二
月
に
命
が
下
り
︑
同
八
年
六
月
に
作
業
が
終
了
し
て
お
り
︹
巻
一
百
五
・
一
百
九
︺︑
仁
宗
・

英
宗
の
正
史
で
あ
る
︽
両
朝
国
史
︾
は
神
宗
煕
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
五
月
に
編
纂
の
命
が
下
り
︑
元
豊
五
年
（
一
〇
八
二
）
六
月
に
作
業
が
終
了

し
て
い
る
︹
巻
二
百
八
十
五
・
三
百
二
十
七
︺︒
神
宗
は
︑
元
豊
四
年
八
月
に
曽
鞏
に
︽
五
朝
国
史
︾
を
編
纂
す
る
よ
う
に
求
め
た
︹
巻
三
百
十
五
︺

が
︑
実
際
に
要
求
し
た
の
は
︑
す
で
に
完
成
し
て
い
る
︽
三
朝
国
史
︾
お
よ
び
完
成
に
近
づ
い
て
い
る
︽
両
朝
国
史
︾
の
重
複
を
削
っ
て
読
み
や
す

く
し
た
簡
略
版
の
作
成
で
あ
っ
た
︒
曽
鞏
は
作
業
に
取
り
か
か
っ
た
が
︑
翌
年
四
月
に
神
宗
に
よ
っ
て
編
纂
作
業
が
中
止
に
な
っ
た
︹
巻
三
百
二
十

五
︺︒
王
応
麟
︽
玉
海
︾
巻
四
十
六
〈
天
聖
三
朝
国
史
〉・〈
煕
寧
修
仁
宗
英
宗
両
朝
正
史
〉・〈
元
豊
両
朝
正
史
〉・〈
元
豊
修
五
朝
史
〉
に
お
い
て
も

各
種
の
国
史
編
纂
に
つ
い
て
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
部
︑
時
期
に
関
す
る
説
明
が
異
な
る
︒︽
五
朝
国
史
︾
編
纂
が
中
止
さ
れ
た
理
由
に
つ

い
て
は
︑
い
く
つ
か
の
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
を
含
め
︑︽
五
朝
国
史
︾
の
編
纂
に
つ
い
て
は
︑
李
俊
標
〈
曽
鞏
被
罷
修
︽
五
朝
国
史
︾

探
析
〉（︽
江
西
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）︾
第
四
十
巻
第
三
期
︑
二
〇
〇
七
年
）
や
熊
偉
華
〈
宋
神
宗
罷
修
︽
五
朝
国
史
︾
考
〉（︽
湖

北
社
会
科
学
︾
二
〇
一
〇
年
第
三
期
）
を
参
照
︒

（
36
） 

原
文
﹁
纔
帰
即
去
国
﹂
の
意
味
を
理
解
し
が
た
い
︒
か
り
の
訳
を
示
し
て
お
く
︒

（
37
） 

︽
高
宗
日
暦
︾
一
千
巻
は
︑
上
掲
の
︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
四
〈
経
籍
考
二
十
一
・
史
・
起
居
注
〉
に
も
著
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
38
） 

︽
宋
史
︾
巻
二
百
三
〈
芸
文
志
二
・
史
類
一
・
編
年
類
〉
に
は
︑︽
理
宗
日
暦
︾
二
百
九
十
二
冊
お
よ
び
同
別
本
一
百
八
十
冊
も
著
録
さ
れ
て
い

る
︒

（
39
） 

︽
宋
史
︾
巻
二
百
三
〈
芸
文
志
二
・
史
類
一
・
編
年
類
〉
と
︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
三
〈
経
籍
考
二
十
・
史
・
編
年
〉
に
は
︑︽
続
資
治
通
鑑



一
〇
八

長
編
︾
が
い
ず
れ
も
﹁
一
百
六
十
八
巻
﹂
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
︒﹁
一
千
六
十
三
巻
﹂
か
ら
な
る
︽
続
資
治
通
鑑
長
編
︾
が
﹁
一
百
六
十
三
巻
﹂

と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹁
一
千
﹂
を
﹁
一
百
﹂
に
誤
認
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

（
40
） 
︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
三
〈
経
籍
考
二
十
・
史
・
編
年
〉
に
は
﹁
建
炎
以
来
繫
年
要
記
二
百
巻
﹂
と
著
録
さ
れ
︑︽
宋
史
︾
巻
四
百
三
十
八

〈
儒
林
伝
八
・
李
心
伝
〉
に
は
﹁
高
宗
繫
年
録
二
百
巻
﹂
と
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
41
） 

︽
宋
会
要
輯
稿
︾
刑
法
二
之
一
百
三
十
二
に
よ
る
と
︑
私
史
を
禁
じ
る
こ
と
を
上
奏
し
た
者
は
趙
彦
衛
で
あ
る
︒

（
42
） 

︽
隋
書
︾
巻
三
十
三
〈
経
籍
志
二
・
史
〉
に
は
︑
范
曄
︽
後
漢
書
︾
九
十
七
巻
︑
同
劉
昭
註
本
一
百
二
十
五
巻
以
外
に
︑︽
後
漢
書
︾
類
の
史
書
が

以
下
の
八
種
著
録
さ
れ
て
い
る
︒

 

　
　

 

劉
珍
等
︽
東
観
漢
記
︾
一
百
四
十
三
巻
︑
謝
承
︽
後
漢
書
︾
一
百
三
十
巻
︑
薛
瑩
︽
後
漢
記
︾
六
十
五
巻
︑
司
馬
彪
︽
続
漢
書
︾
八
十
三
巻
︑

華
嶠
︽
後
漢
書
︾
十
七
巻
︑
謝
沈
︽
後
漢
書
︾
八
十
五
巻
︑
張
瑩
︽
後
漢
南
記
︾
四
十
五
巻
︑
袁
山
松
︽
後
漢
書
︾
九
十
五
巻
︒

（
43
） 

す
で
に
亡
佚
し
て
い
た
も
の
を
含
め
る
と
︑︽
隋
書
︾
巻
三
十
三
〈
経
籍
志
二
・
史
〉
に
は
以
下
の
通
り
︑︽
晋
書
︾
類
の
史
書
が
二
十
一
種
著
録

さ
れ
て
い
る
︒

 

　
　

 

王
隠
︽
晋
書
︾
八
十
六
巻
︑
虞
預
︽
晋
書
︾
二
十
六
巻
︑
朱
鳳
︽
晋
書
︾
十
巻
︑
何
法
盛
︽
晋
中
興
書
︾
七
十
八
巻
︑
謝
霊
運
︽
晋
書
︾
三
十

六
巻
︑
臧
栄
緒
︽
晋
書
︾
一
百
一
十
巻
︑
蕭
子
雲
︽
晋
書
︾
十
一
巻
︑
蕭
子
顕
︽
晋
史
草
︾
三
十
巻
︑
沈
約
︽
晋
書
︾
一
百
一
十
一
巻
︑
鄭
忠

︽
晋
書
︾
七
巻
︑
庾
銑
︽
東
晋
新
書
︾
七
巻
︑
陸
機
︽
晋
紀
︾
四
巻
︑
干
宝
︽
晋
紀
︾
二
十
三
巻
︑
曹
嘉
之
︽
晋
紀
︾
十
巻
︑
習
鑿
歯
︽
漢
晋

陽
秋
︾
四
十
七
卷
︑
鄧
粲
︽
晋
紀
︾
十
一
巻
︑
劉
謙
之
︽
晋
紀
︾
二
十
三
巻
︑
王
韶
之
︽
晋
紀
︾
十
巻
︑
徐
広
︽
晋
紀
︾
四
十
五
巻
︑
檀
道
鸞

︽
続
晋
陽
秋
︾
二
十
卷
︑
郭
季
産
︽
続
晋
紀
︾
五
巻
︒

（
44
） 

厳
耕
望
に
よ
る
と
︑
郭
武
雄
︽
五
代
史
料
探
源
︾
に
〈
五
代
実
録
之
修
撰
〉
の
一
節
が
あ
り
︑
文
中
の
指
摘
に
よ
る
と
司
馬
光
︽
資
治
通
鑑
考

異
︾
に
は
︑︽
梁
太
祖
実
録
︾
が
四
十
数
条
︑︽（
後
唐
）
荘
宗
実
録
︾
が
二
十
数
条
引
か
れ
て
い
る
（
厳
耕
望
〈︽
資
治
通
鑑
︾
的
史
料
価
値
〉︑︽
中

国
文
化
研
究
所
学
報
︾
新
第
一
期
︑
一
九
九
二
年
︑
34
頁
）︒

（
45
） 

︽
宋
史
︾
巻
二
百
三
〈
芸
文
志
二
・
史
類
一
・
故
事
類
〉
に
﹁︽
梁
宣
底
︾
三
巻
﹂
が
著
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
46
） 

こ
こ
の
︽
十
国
春
秋
︾
に
つ
い
て
︑
王
樹
民
は
﹁
劉
恕
之
書
︑︽
宋
史
・
芸
文
志
︾（
巻
二
〇
三
）
作
︽
十
国
紀
年
︾
四
十
二
巻
︑
本
伝
（
巻
四
四

四
）
又
作
︽
五
代
十
国
紀
年
︾︑
無
︽
十
国
春
秋
︾
之
名
︒
又
其
父
劉
渙
与
欧
陽
修
為
同
年
進
士
︑
恕
為
修
之
晩
輩
︑
修
著
︽
五
代
史
記
︾
時
似
未

及
参
閲
其
書
﹂
と
述
べ
︑︽
宋
史
︾
に
は
劉
恕
の
著
作
と
し
て
︽（
五
代
）
十
国
紀
年
︾
し
か
見
え
な
い
こ
と
︑
お
よ
び
劉
恕
の
父
と
欧
陽
修
が
同
年

進
士
で
あ
っ
て
︑
欧
陽
修
は
劉
恕
よ
り
一
世
代
上
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︑
こ
の
二
点
を
理
由
と
し
て
欧
陽
修
が
︽
五
代
史
記
︾
を
著
す
際
に
︽（
五



一
〇
九

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（
中
）（
水
上
）

代
）
十
国
紀
年
︾
を
参
照
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
︒
趙
翼
著
︑
王
樹
民
校
証
︽
廿
二
史
箚
記
（
訂
補
本
）︾
巻
二

十
一
（
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
一
年
）︑
469
頁
︒

（
47
） 
い
ず
れ
も
︽
宋
史
︾
巻
一
百
五
十
七
〈
芸
文
志
三
・
史
類
二
・
覇
史
類
〉
に
見
え
る
︒
こ
れ
ら
の
中
︑﹁
呉
越
備
史
十
五
巻
﹂
句
下
注
に
﹁
呉
越

銭
儼
託
名
范
坰
・
林
禹
撰
﹂
と
あ
る
︒

（
48
） 

管
見
に
よ
る
と
︑
以
上
の
諸
書
の
中
︑︽
新
五
代
史
︾
徐
無
党
注
に
見
え
る
の
は
︑︽
九
国
志
︾・︽
紀
年
通
譜
︾・︽
閩
中
実
録
︾
の
み
︒

　

正
誤
表
（
頁
と
行
は
底
本
に
よ
る
）

＊
二
三
三
頁
21
行 
天
地4

之
形
↓
天
物4

之
形
（︽
通
志
︾
巻
三
十
一
〈
六
書
序
〉
に
従
う
）

＊
二
三
六
頁
12
行 

︽
中
国
文
学
教
科
書
︾●

︑●

︽●

形
声
釈
例
︾
中
↓
︽
中
国
文
学
教
科
書
・●

形
声
釈
例
︾
中

＊
二
三
九
頁
末
行
~
二
四
〇 

頁
2
行　

則
為
之
説
曰
:﹁
晋
文
公
杜
祁
譲
偪
姞
而
己
次
之
︒
趙
孟
曰
:
母
義
子
貴
︐
正
謂
杜
祁
︒
則
所
謂
此
為
偪
姞
？
↓

則
為
之
説
曰
:﹁
晋
文
公
杜
祁
譲
偪
姞
而
己
次
之
︒
趙
孟
曰
:﹃●

母
義
子
貴
︐
正
謂
杜
祁
︒﹄●

則
所
謂
此
為
偪
姞
？
﹂●

（
標
点
の

誤
り
を
正
す
）

＊
二
四
〇
頁
16
行 

積4

山
↓
即4

山
（
注
（
26
）
を
参
照
）

＊
二
四
一
頁
24
行 

洪
適4

↓
洪
适4

＊
二
四
二
頁
4
行 

三
畸4

原
↓
三
疇4

原

＊
二
四
四
頁
17
・
18
行 

 

史
迹4

↓
史
籍4

（﹁
史
迹
﹂
だ
と
前
後
の
文
脈
が
通
じ
な
い
の
で
︑﹁
迹
﹂
と
同
音
で
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
﹁
籍
﹂
の
誤
り
だ

と
判
断
し
た
）

＊
二
四
七
頁
2
行 

一
百
六
十
八
年
之
事4

↓
一
百
六
十
八
年
之
書4

（︽
文
献
通
考
︾
巻
一
百
九
十
三
〈
経
籍
考
二
十
〉
に
従
う
）

＊
二
四
七
頁
12
~
13
行 

高
宗
要4

録
↓
高
宗
繋
年
4

4

録
（
注
（
40
）
を
参
照
）

＊
二
五
〇
頁
5
行 

通
鑑4

↓
通
録4

（︽
宋
史
︾
巻
二
百
四
十
九
〈
范
質
伝
〉
に
従
う
）

＊
二
五
〇
頁
8
~
9
行 

︽●

世
家
列
伝
︾●

↓
〈●

世
家
〉●

︑●

〈●

列
伝
〉●

（
標
点
の
誤
り
を
正
す
）

＊
二
五
〇
頁
18
行 

三
楚
新
編4

↓
三
楚
新
録4

（︽
旧
五
代
史
︾
注
に
見
え
る
書
名
に
従
う
）

＊
二
五
一
頁
6
~
7
行 

︽●

三
劉
漢
書
之
学
︾●

↓
〃●

三
劉
漢
書
之
学
〃●

（
標
点
の
誤
り
を
正
す
）

＊
二
五
一
頁
7
~
8
行 

三
劉
4

4

︽●

漢
書
標
注
︾
↓
︽●

三
劉
4

4

漢
書
標
注
︾（
標
点
の
誤
り
を
正
す
）



一
一
〇

＊
二
五
一
頁
8
~
9
行 

三
劉
4

4

︽●

漢
書
標
注
︾
↓
︽●

三
劉
4

4

漢
書
標
注
︾（
標
点
の
誤
り
を
正
す
）

＊
二
五
一
頁
16
~
17
行 

新
唐
書4

弁
惑
↓
新
唐
史4

弁
惑
（
原
拠
の
︽
宋
史
・
芸
文
志
︾
に
従
う
）

＊
二
五
一
頁
26
行 

︽
漢
制
考
提
要
︾●

↓
︽
漢
制
考
︾●

提
要
（
標
点
の
誤
り
を
正
す
）


