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庸
新
本
』
の
誠

・
『
易
体
』
の
太
極
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
生
成
論
的
完
結
|

天
人
相
関
思
想
の
確
立
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
道
家
思
想
・
陰
陽
読
を
媒

介
と
す
る
儒
家
思
想
の
形
而
上
率
的
綜
合
編
成
の
各
階
梯
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
来
る
べ
き
統
一
帝
国
の
園
家
構
造
理
論
の
提
供
を
企
闘
す
る
過

程
に
起
っ
た
思
想
史
上
の
一
大
縛
換
で
あ
る
と
す
る
設
展
史
的
観
動
か
ら
の
把

握
に
は
他
に
異
議
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
次
に
畿
が
る
問
題
鮎
と
し
て
:
こ
の

時
期
の
儒
家
集
闘
の
階
級
的
立
場
と
右
の
提
唱
理
論
と
の
関
係
・，
秦
漢
帝
園
の

園
家
構
造
内
に
吸
収
さ
れ
る
儒
家
の
立
つ
土
蔓
の
愛
成
・，
確
立
を
目
前
に
担
え

た
級
感
と
闘
家
機
力
と
の
按
綱
相
輔
閥
係
、
こ
れ
ら
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
だ

け
に
政
治
史
な
い
し
祉
曾
経
済
史
の
方
面
か
ら
の
検
討
も
待
つ
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
ま
し
て
わ
が
中
園
思
想
史
側
か
ら
の
究
明
が
貫
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
時
、
中
園
古
代
史
家
に
も
文
献
批
判
方
法
を
導
入
す
る
論
文
が
現
わ
れ
て

い
る
。
小
倉
芳
彦
《
左
停
に
お
け
る
徳
と
覇
l
徳
の
概
念
の
形
式
と
展
開
》

は
、
本
誌
に
も
力
作
の
評

(
二
0
1
一
)
高
い
論
文
で
あ
る
が
、
古
代
思
想
史

専
家
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
秦
漢
の
文
献
整
理
の
あ
り
方
と
思
想
の
運
動

法
則
の
把
擾
l
我
我
の
思
想
史
的
方
法
を
熟
慮
討
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

期
が
迫
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
後
撃
で
あ
り
面
識
の
な
い
気
安
さ
?
か
ら
勝
手
な
願
望
を
書
き
つ
ら

ね
た
が
、
本
書
で
数
示
を
受
け
た
鮎
は
十
分
確
保
し
感
謝
し
て
い
る

つ
も
り
で

あ
る。

常
常
懐
い
て
い
た
一
般
的
意
見
を
本
書
に
託
し
た
と
い
う
形
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
著
者
の
意
闘
を
無
視
し
た
紹
介

・
感
想
も
あ
っ
た
こ
と
と
お
許
し

を
乞
う
。

ハ
戸
川
芳
郎
)

秦

漢

史

の

研

究

栗

信

著

原

朋

昭
和
三
十
五
年
五
月
吉
川
弘
文
館

A
5
剣

三

三
O
頁

園

版

二

ハ
頁

英
文
梗
縦
一
五
頁

本
書
は
中
園
古
代
史
、
特
に
秦
代
史
に
精
し
い
著
者
が
、
永
年
の
成
果
を
ま

と
め
て
、
世
に
関
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
次
の
四

つ
の
部
分
よ
り
成
り
立
つ
。

一
史
記
の
秦
始
皇
本
紀
に
闘
す
る
こ
・
三
の
研
究

二
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
る
秦
漢
璽
印
の
研
究

三
封
爵
の
誓
に
つ
い
て
の
小
研
究

四
停
阿
房
宮
故
基
出
土
瓦
嘗
の
製
作
時
代
に
関
す
る
一
研
究

こ
の
中
、
第
三
論
文
は
嘗
て
虻
曾
経
済
史
摩
第
十
七
谷
第
六
腕
に
護
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
論
文
の

一
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
論

文
は
古
代
第
五
銃
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
第
一
論
文
の
末
章
を
形
成
す
る
も

の
で
あ
る
。
放
に
こ
の
書
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
さ
て
第
一
論
文
は
既
設
表
の

「
秦
記
に
つ
い
て
の
小
考
」
(
史
観
第
三

十
六
肪
)
・
「
秦
始
皇
帝
名
披
考
」
八
中
園
古
代
史
の
諸
問
題
)
・
「
史
記
の
秦

始
皇
本
紀
に
つ
い
て
|
秦
水
徳
説
の
批
判
|
」
(
史
撃
雑
誌
第
六
十
六
編
第
一

放
)
・
「
始
皇
帝
の
泰
山
封
栂
と
秦
の
郊
柁
」
(
中
園
古
代
の
祉
曾
と
文
化
)
の

諸
論
文
に
加
筆
-
訂
正
し
て
、

一
つ
の
論
考
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
第
二
論
文
は

「
漢
侍
闘
璽
私
考
」
(
史
観
第
三
十
八
筋
)
・
「
漢
の
印
制

よ
り
見
た
る
『
漢
委
奴
園
王
』
印
に
つ
い
て
」
(
史
観
第
四
十
二
加
)
な
ど
の
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奮
稿
に
増
補
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
こ
の
た
び
新
に
書

き
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
既
設
表
の
論
考
は
い
ず
れ
も
護
表
さ
れ
た
時

か
ら
問
題
観
さ
れ
て
、
す
で
に
そ
の
所
論
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
ま
ず
本
書
全
慢
に
つ
い
て
の
主
題
佳
、
或
は
著
者
の
異
意
を
柾
げ
て

解
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
が
理
解
し
た
範
薗
で
述
べ
て
見
た
い
。

本
書
は
「
秦
漢
史
の
研
究
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
も

の
は
、
政
治
思
想
史
的
研
究
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
秦
漢
の
園
家
を
成
立
さ

せ
る
震
の
理
論
、
い
わ
ば
一
種
の
園
僅
論
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
確

に
第
一
論
文
は
、
史
記
の
始
皇
本
紀
に
封
す
る
史
料
批
判
よ
り
出
裂
し
、
第
二

論
文
に
あ
っ
て
は
、
璽
印
制
度
の
研
究
と
い
う
課
題
を
掘
っ
て
い
る
が
、
雨
論

文
に
於
い
て
、
園
家
成
立
の
理
論
追
及
が
、
賓
は
紹
え
ず
第
二
主
題
を
形
成

'
し
、
し
か
も
究
極
に
お
い
て
は
本
書
の
主
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
封

し
て
、
嘗
時
の
所
謂
る
下
部
構
造
と
の
連
闘
に
つ
い
て
の
顧
慮
が
飲
け
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
或
は
容
易
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
私
も
こ
う
し
た
こ

と
が
敏
け
て
い
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
物
足
り
な
く
思
わ
ぬ
で
も
な
い
が
、
本

書
に

つ
い
て
、
そ
の
貼
の
み
を
追
及
す
る
の
は
必
ず
し
も
な
す
べ
き
こ
と
で
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
時
代
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
、
本
書
に
よ
り
新
な
問
題
が
提

起
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
以
下
批
剣
に
は
程
遠
い
、
ま
と
ま
ら
ぬ
感
想

を
述
べ
て
、
責
を
塞
が
し
て
も
ら
う
。

第
一
論
文
は
第
一
章
「
秦
記
に
つ
い
て
」
・
第
二
章
「
『
始
皇
帝
』
と
い
う
名

鋭
に

つ
い
て
」
・
第
三
章
「
始
皇
帝
の
泰
山
封
栂
」
・
第
四
章
「
秦
水
徳
説
の
批

判
」
・
第
五
章
「
秦
の
郊
紀
と
宗
廟
の
祭
犯
L

よ
り
成
る
。

こ
こ
に
お
け
る
第

一
の
主
題
は
秦
代
史
研
究
の
史
料
と
し
て
重
要
な
史
記
「
秦
本
紀
」

・「
始
皇
本

紀
」
就
中
「
始
皇
本
紀
」
に
劃
し
て
成
立
事
情
か
ら
こ
れ
を
批
判

・
研
究
す
る

こ
と
に
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
(
亡
)
秦
記
即
ち
始
皇
本
紀
の
末
に
附
さ
れ

た
年
代
記
と
は
別
の
秦
記
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
漢
の
武
帝
時
代
を
去
る
こ
と
遠

く
な
い
時
期
に
散
侠
し
た
。
史
記
の
「
秦
本
紀
」
及
び
「
始
皇
本
紀
L

は
と
の

(
亡
)
秦
記
を
骨
子
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
(
亡
)
秦
記
の
内
容

の
信
ず
べ
き
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
始
皇
帝
の
六
関
統
一
前
に
限
ら
れ

る
と
さ
れ
る
。
第
二
章
に
お
い
て
、
漢
代
の
人
は
故
意
に
秦
を
非
難
し
よ
う
と

し
て
秦
代
の
記
事
を
作
っ
た
。

「
始
皇
帝
」

「
二
世
皇
帝
」
と
い
う
名
放
は
、

い
ず
れ
も
崩
後
の
名
放
で
あ
る
か
ら
、
史
記
に
「
始
皇
云
々
」
「
二
世
云
々
」

で
始
ま
る
箇
僚
は
無
篠
件
で
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
。
厳
密
な
再
検
討
が
必
要

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
三
章

・
第
四
章
は
そ
の
再
検
討
の
具
種
例
で
、
始
皇
本

紀
の
封
鵡
の
記
事
は
「
始
皇
云
々
」
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
信
用
し
て
よ

い
の
で
あ
り
、
秦
水
徳
訟
は
紹
封
に
信
用
の
で
き
な
い
も
の
の
一
例
で
あ
る
と

い
う
。
こ
の
封
栂
と
水
徳
説
の
批
判
の
中
か
ら
、
第
二
主
題
が
現
れ
、
次
の
第

五
章
に
綴
く
の
で
、
そ
の
紹
介
は
一
際
後
に
廻
し
た
い
。
さ
て
、
秦
代
史
の
研

究
に
笛
つ
て
は
、
史
記
の
記
載
は
ま
ず
信
頼
で
き
る
も
の
と
し
て
従
来
は
考
え

ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
封
し
て
著
者
が
反
省
の
一
石
を
投
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
非

常
に
意
義
の
大
き
い
も
の
が
あ
る。

こ
こ
に
著
者
の
取
ら
れ
た
方
法
が
史
記
の

秦
以
外
の
部
分
に
も
あ
て
は
め
う
る
も
の
か
と
い
う
問
題
も
出
て
く
る
が
、
こ

れ
は
一
態
別
の
問
題
と
し
て
お
い
て
お
く
と
し
て
も
、
私
が
著
者
に
望
み
た
い

こ
と
は
、
秦
本
紀

・
始
皇
本
紀
に

つ
い
て
の
全
て
に
渡
っ
て
信
用
し
得
る
部
分

と
信
用
し
得
ざ
る
部
分
と
を
指
定
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
始
皇

云
々
」

「
二
世
云
々
」
で
始
ま
る
中
に
も
、
第
三
章

・
第
四
章
で
述

へ
ら
れ
た

如
く
二
つ
の
封
格
的
な
結
論
が
出
る
に
お
い
て
は
猶
更
で
あ
る
。
氏
は
「
始
皇

云
々
」
で
始
ま
ら
な
い
箇
所
は
(
亡
)
秦
記
の
ま
ま
と
し
て
信
用
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
第
一
論
文
の
こ
の
結
論
か
ら
で
は
な
お
不
安

が
残
る
。
例
え
ば
、
始
皇
帝
を
悪
逆
の
天
子
と
す
る
そ
の
大
き
な
根
竣
と
し
て
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焚
書
・
坑
儒
の
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
は
始
皇
本
紀
に
「
三
十
四
年
丞
相
臣
(
李
)

斯
殊
死
言
」
で
始
ま

っ
て
い
る
か
ら
形
式
論
か
ら
行
け
ば
信
用
で
き
る
部
分
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
そ
れ
で
す
ま
せ
る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
私
の
浅
い
知
見
に
依
れ
ば
、
宋
代
の
朱
子
や
制
御
樵
が
出
て
、
む
し
ろ
項
朝
刊

こ
そ
が
経
籍
の
亡
倹
の
責
を
負
う
へ
き
で
あ
る
と
い
う
論
が
出
る
ま
で
は
、
そ

し
て
宋
以
後
も
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
始
皇
帝
に
劃
す
る
非
難
の
最
た
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
漢
代
の
人
の
意
志
が
働
い
て

い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
焚
書

・
坑
儒
の
事
件
も
、
書
き
出
し
の
形

式
を
云
々
す
る
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
内
容
は
嘗
仲
間
批
判
刊
さ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
第
四
論
文
と
も
少
し
閥
速
の
生
ず
る
問
題
な
の
で
あ
る
@
第

四
論
文
は
世
に
阿
房
宮
の
政
基
か
ら
出
土
し
た
と
間
附
さ
れ
る
瓦
笛
は
、
阿
房
宮

よ
り
の
出
土
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
十
二
の
文
字
の
書

慨
が
楽
祭
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
楽
瓦
と
さ
れ
て

い
る
が
、
十
二
文
字
の
内
容

，

な
ど
か
ら
、

そ
の
製
作
は
前
漢
中
期
以
後
ま
で

引
き

下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

し
て
漢
瓦
で
も
、
そ
の
用
い
る

所
に
よ
っ
て
は

「
秦
築
」

や
「
砲
龍
文
」
や

「
乳
」
を
使
っ
て
楽
瓦
風
に
卸
ち
古
髄
を
取
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
そ
の
例
と
し
て
は
漢
の
「
飴
務
官
瓦
笛
」
を
摩
げ
ら
れ
る
。
私
は
こ
の
問

題
の
瓦
が
秦
瓦
か
漢
瓦
か
に

つ
い
て
は
定
見
は
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
ま
り
論
ず
る
資
格
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
が
こ
の
中
で
「
第
一
に
阿
房

宮
の
造
営
は
、
始
皇
本
紀
に
よ
る
か
ぎ
り
、
三
十
五
年
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
・

と
こ
ろ
が
、
例
の
焚
帝
国
事
件
は
そ
の
前
年
三
十
四
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
焚

替
の
際
に
、
易
は
卜
笈
の
醤
た
る
の
放
を
も
っ
て
亮
が
れ
得
た
と
し
て
も
、
詩

書
の
類
は
一
惚
禁
じ
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
焚
書
事
件
の
翌
年

か
ら
造
営
が
は
じ
ま
っ
た
阿
房
宮
に
、
麗
々
し
く
詩
・
書
の
句
を
と
っ
た
瓦
笛

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
放
に
、

こ
れ
は
阿
房
宮
の
瓦
笛
で
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

(
頁
三
一
七
)
と

い
っ
て
お
ら
れ
る
貼
は
少
し
気
に
な
る
。
そ
れ
は
徐
り
に
も
簡
単
に
三
十
四
年

の
焚
書
の
記
事
を
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
或
は
結
論
に
は
袋
り

が
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
問
題
が
問
題
だ
け
に
慎
重
に
扱
っ
て
頂
き
た
か
っ

た
。
ま
た
著
者
が
前
引
文
中
に
篠
件
を
附
け
ら
れ
た
易
に
つ
い
て
は
、
頁
一
二一

八
に
議
論
が
あ
る
が
、
易
の
思
想
は
秦
代
に
か
な
り
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
序
に
言
え
ば
阿
房
{
呂
造
営
の
記

事
も

「
始
皇
以
篤
」
と
い
う
句
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
論
文
の
紹
介
に
移
る
@
こ
れ
は
第
一
章
「
蜜
印
小
論」

・
第
二
章

「
帝
室
の
璽
印
」
・
第
三
章
「
内
臣
の
璽
印
」

・
第
四
章
「
外
臣
の
蜜
印
」

第
五
掌
「
漢
の
内
臣

・
外
臣
と
客
臣
」
よ
り
成
る
。
氏
は
戟
園
時
代
に
な
っ
て

翠
印
が
官
職
や
爵
位
を
象
徴
す
る
も
の
と
な

っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
象
徴
と
し
て
の
蜜
印
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
園
内殻
化
さ
れ
た
園
家
の

構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
氏
は
璽
印
研
究
の
際

に
従
来
取
ら
れ
て
い
た
古
印
の
貨
物
か
ら
入
る
方
法
は
採
ら
ず
、
文
献
に
よ
る

研
究
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
第
二
・三
・凹
章
は
、
氏
の
方
法
に
錬
っ
た
璽
印
研
究

の
結
果
、皇
帝
に
は
六
璽
が
あ
り
、皇
后
・皇
太
后
・諸
侯
王
及
び
外
臣
で
は
あ
る

が
、南
越
王
と
伺
奴
寧
子
と
は
璽
を
有
し
、
皇
太
子
・
列
侯
・閥
内
侯
・
百
{
目
及
び

外
臣
の
諸
侯
は
印
を
有
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
襲
印
は
材
質
や
綬
の
色
に
よ
っ

て
格
式
が
違
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
中
に
お
い
て
、
従

来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
「
停
園
塑
」
や
閤
賓
の
「
漢
委
奴
闘
王
印
」
更
に
は
「
減

玉
之
印
」
や
最
近
雲
南
省
畜
寧
豚
石
築
山
か
ら
毅
見
さ
れ
た
「
狽
王
之
印
」
な

ど
の
問
題
に
つ
い
て
も
燭
れ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
四
印
璽
に
封
す
る
著
者
の

結
論
を
紹
介
す
る
と
、
「
侍
闘
璽
」
は
、
秦

・
前
漢
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
侍
園
璽
は
後
漢
の
始
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

、
「
漠
委
奴
園
王
印
」
は
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国
県
印
で
も
な
け
れ
ば
僑
印
で
も
な
い
。
光
武
帝
が
倭
奴
園
玉
医
奥
え
た
印
は
文

献
撃
的
方
法
で
考
設
す
る
と
金
印
・
翁
紐
で
「
漢
委
奴
王
章
」
と
あ
る
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
問
題
の
金
印
は
漢
印
を
考
慮
に

い
れ
な
が
ら
倭
奴
園
王
が
自
ら

作
製
さ
せ
て
所
持
し
た
賓
印
(
公
印
に
謝
し
て
は
私
印
)
で
あ
る
。

「
減
王
之

印」

・
「
濃
王
之
印
」
は
透
郡
内
即
ち
内
臣
の
居
住
す
る
地
帯
に
居
住
す
る
異
民

族
郎
ち
外
臣
の
王
に
奥
え
た
漢
の
公
印
で
あ
る
と
い
、
江
の
で
あ
る
。
第
五
章
は

第
四
章
ま
で
の
結
論
の
上
に
立

っ
て
、
秦
・
漢
の
園
家
構
造
を
論
じ
れ
ら
る
の

だ
が
、
そ
の
前
に
第
四
章
ま
で
に
つ
い
℃
、
私
な
り
の
注
文
を
出
せ
ば
、
著
者

の
文
献
率
的
方
法
に
は
何
等
異
論
は
な
い
が
、
し
か
し
従
来
の
古
印
の
質
物
に

よ
る
研
究
の
成
果
を
も
っ
と
生
か
し
て
欲
し
か
っ
た
。
著
者
は
そ
れ
ら
の
古
印

が
大
部
分
私
印
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
で
は
ど
う
い
う
鮎
で
公
印
と
私
印
と
の

直
別
が
あ
る
の
か
、
ど
こ
に
文
献
の
記
載
と
の
差
異
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に

せ
ら
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

問
題
の
園
賓
印
に
劃
す
る
比
較
が
な
さ
れ
、
譲
者
の
理
解
が
深
め
ら
れ
る
。
さ

て
第
五
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
著
者
の
闘
家
構
造
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

漢
に
は
内
臣

・
外
臣
の
二
つ
の
直
分
が
あ
っ
た
。
内
臣
と
は
漢
の
皇
帝
の
徳
と

趨
と
法
が
及
ぶ
地
域
の
臣
腐
者
で
あ
り
、
外
臣
と
は
、
徳
と
穫
の
み
が
及
ぶ
地

域
で
あ
る
。
周
の
封
建
制
に
お

い
て
も
、
諸
侯
は
諸
侯
濁
自
の
法
を
以
て
領
内

を
治
め
て
い
た
。
そ
こ
に
は
周
王
室
の
穫
は
及
ん
で
も
法
は
及
ば
な
か
っ
た
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
周
の
封
建
諸
侯
は
漢
の
外
臣
に
嘗
り
、
周
の
王
畿
内
の

卿
・
太
夫
の
封
ぜ
ら
れ
た
地
域
は
周
玉
の
徳
や
細
胞
の
み
な
ら
ず
王
法
の
普
及
し

た
地
域
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
漢
の
内
臣
と
向
性
質
の
も
の
と
な
る
。
か
く
て

周
と
漢
の
封
建
制
度
は
、
天
下
国
家
の
基
本
的
な
構
造
と
そ
の
性
格
と
に
は
爾

者
に
本
質
的
な
相
違
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
と
秦
の
十
五
年
間
の
み
が
封
建
的
な
園
家
構
造
の
歴
史
の
中
間
で
異
質
的

な
構
成
で
天
下
を
支
配
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
秦
に
も
内
臣
・
外
匹
の
組
織
が

あ
っ
て
封
建
制
は
貫
徹
し
て
い
た
。
そ
れ
は
爵
制
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
、
秦

と
異
民
族
が
全
く
無
交
渉
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
言
い
う
る
。
か
く
て
中
園

で
は
周

・
秦

・
漢
を
通
じ
て
同
質
的
な
園
家
構
造
、
す
な
わ
ち
帝
王
の
徳
・
税

・
法
三
者
の
及
ぶ
地
域
の
内
臣
屠
と
、
徳
・
穫
の
み
が
及
ぶ
地
域
す
な
わ
ち
外

臣
層
l
著
者
の
立
場
に
よ
れ
ば
と
れ
こ
そ
が
中
園
的
封
建
制
度
で
あ
る
が
|
と

が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
著
者
は
戦
園
時
代
は
、
周
の
外
臣
が

秦
・
漢
の
内
臣
に
化
せ
ら
れ
て
い
っ
た
過
度
的
な
時
代
と
考
え
て
い
ら
れ
る
。

次
に
著
者
は
徳
の
普
及
と
は
何
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
古
代
中
闘
で

い
う
〈
帝
王
の
徳
の
普
及
〉
、
す
な
わ
ち
『
徳
化
』
と
は
個
々
の
帝
王
の
個
性

の
普
及
で
あ
っ
て
、
相
手
の
個
性
の
『
喪
失
』
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
帝
王

一
人
の
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
徳
化
』
と
は
、
美
し
い
言

葉
の
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
特
定
の
個
人
を
中
心
と
す
る
専
制
権

力
を
認
め
、
そ
の
紹
封
的
支
配
を
謡
歌
す
る
思
想
に
す
ぎ
な
い
」
(
頁
二
七

四
)
、
そ
し
て
「
愛
生
的
に
は
宗
法
的
原
理
の
方
が
古
か

っ
た
で
も
あ
ろ
う
が
、

周
の
園
家
構
造
は
、
す
で
に
宗
法
的
秩
序
を
も
、
そ
の
一
部
分
と
し
て
拘
掻
で

き
る
、
よ
り
高
度
の
原
理
『
徳
化
』
の
う
え
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ

の
よ
う
な
原
理
の
う
え
に
立
つ
構
造
こ
そ
が
秦

・
漢
に
う
け
つ
が
れ
、
或
は
更

に
後
代
に
及
ぶ
ま
で
、
中
閣
の
園
家
構
造
の
基
本
的
な
あ
り
か
た
と
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
憶
側
す
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
い
た
い
」
(
頁

二
八
O
)
と
結
ぼ
れ
る
ω

著
者
が
秦
漢
の
」
内
臣
と
周
の
畿
内
の
臣
、
外
臣
と
諸
侯
と
が
相
嘗
る
も
の
と

さ
れ
て
、
周
・
秦
漢
同
構
造
論
を
取
ら
れ
た
こ
と
や
、
徳
化
に
つ
い
て
の
立
論

と
い
う
も
の
は
、

}従
来
あ
ま
り
言
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
秦
漠
史
、
延
い
て

は
古
代
史
研
究
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
た
も
の
と
し
て
、
本
書
は
高
く
許
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債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
著
者
は
非
常
に
遠
慮
勝
な
口
吻
で
筆
を
進

め
て
い
ら
れ
る
が
、
内
に
は
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
持
っ
て
説
い
て
い
ら
れ
る
こ

と
が
讃
み
取
れ
る。

し
か
も
著
者
の
精
綴
な
論
の
進
め
方
は
、
筆
者
の
容
啄
を

許
さ
ぬ
感
が
あ
る
が
、
若
干
の
批
評
に
も
な
ら
ぬ
言
葉
を
連
ね
さ
せ
て
頂
き
た

い
。
徳
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
に
著
者
も
言
わ
れ
る
如
く
捉
え
に

く
い
言
葉
で
あ
る
・
所
で
著
者
は
尚
書
大
俸
の
「
徳
不
加
索
、
則
君
子
不
饗
其

貢
。
政
不
施
吾
川
、
則
君
子
不
臣
其
人
」
と
い
う
句
を
引
か
れ
、

「
徳
さ
え
及
べ

ば
『
貢
』
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
骨
わ
か

-zb『政
』

(一
一
断
一
門
広
)が
施

さ
れ
る
と
き
「
臣
属
者
」
た
る
閥
係
に
入
る
」
と
解
さ
れ
た
(
頁
二
七
六
)
。

こ
こ
で
私
は
疑
問
に
思
う
の
は
、
こ
の
徳
と
政
の
関
係
は
伶
書
大
俸
の
、
即
ち

漢
代
の
解
稗
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
周
代
に
あ
て
は
め
う
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
他
韓
詩
外
俸
に
し
ろ
、
漢
代
の
人
の
考
え
で
、
論
を
進
め
よ
う
と

さ
れ
る
所
に
私
の
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
る
。
徳
と
政
と
い
う
も
の
は
「
道
之
以

政
寓
之
以
刑
民
菟
而
無
恥
道
之
以
徳
湾
之
以
謹
有
恥
且
格
」
(
矯
政
)
と
い
う
よ

う
に
政
治
理
念
の
根
本
的
な
封
立
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
櫨
と
法
に
も
言
え
る
。

前
引
の
論
語
の
文
明
~
も
そ
う
で
あ

る
し
二
般
に
穫
と
法
と
い
う
場
合
は
、
政
治
に
封
す
る
態
度
の
基
本
的
な
相
違

と
考
え
ら
れ
た
。
周
の
法
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
の
法
は
、
庭
い
意

味
で
の
櫨
の
中
に
包
撮
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
氏
の

内
臣
・
外
臣
の
読
は
儒
家
の
五
限
園
を
想
像
さ
せ
る
・
所
で
五
服
の
考
え
は
伶

書
の
扇
貢
・
盆
稜
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
高
責
が
、
戦
国
末
に
作
成
さ
れ
た

と
す
る
な
ら
、
会
稜
の
作
成
も
、
矢
張
り
同
じ
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と

こ
こ
に
も
比
較
的
新
し
い
時
代
の
考
え
が
汲
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
私
が
載
園
末

・
漢
代
の
解
稗
の
混
入
佐
強
く
い
う
の
は
、
次
に
述

へ
る
問
題
と
閥
連
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
漢
と
周
が
同
じ
構
造
だ
か
ら
秦
も
同
じ
と
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
果
し
て
漢
と
周
と
が
同
じ
も
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
の
結
論
を
言
え
ば
、
秦
と
周
の
聞
に
は
断
絶
が
あ

り
、
秦
と
漢
は
元
来
は
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
浅
撃

の
私
は
確
固
た
る
資
料
を
も
っ
て
言
う
の
で
は
な
い
が
、
秦
と
周
の
聞
に
戟
園

を
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
感
ず
る
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

戟
園
時
代
は
周
の
外
臣
が
秦
漢
の
内
巨
化
す
る
混
乱
の
時
代
と
著
者
は
言
わ
れ

る
。
秦

・
楚
・
賓
と
い
っ
た
六
図
は
周
の
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
部
に
於

い
て
は
、
個
有
の
停
統
を
も
ち
、
王
権
の
鎖
張
に
意
を
注
い
で
い
た
。
こ
れ
ら

の
園
闘
が
郡
賂
制
を
採
用
し
封
建
制
を
と
ら
な
か
っ
た
、
叉

一
時
は
封
建
を
行

な
っ
て
も
、
や
が
て
こ
れ
を
郡
蘇
制
に
切
り
か
え
て
い
る

(例
え
ば
秦
の
費
地

に
謝
す
る
や
り
方
)
こ
と
は
ほ
ぼ
間
遠
い
の
な
い
事
貫
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
権

の
領
土
、
領
民
に
謝
す
る
直
接
的
波
及
を
狙
っ
た
も
の
で
、回収
令
力
関
係
で
命

令
・
服
従
の
健
系
を
取
れ
た
に
せ
よ
、
封
爵
の
誓
を
媒
介
と
し
た
封
建
閥
係
を

結
ん
で
間
接
的
に
統
治
す
る
方
法
を
避
け
た
も
の
で
あ
る
。

(こ
の
貼
、
著
者

が
第
二
論
文
中
や
、
特
に
第
三
論
文
で
詳
細
に
展
開
さ
れ
た
警
の
解
稗
と
そ
の

上
に
成
り
立
つ
君
臣
闘
係
に
つ
い
て
鰯
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
祉
曾
経
済
史
闇
宇
に
愛
表
さ
れ
た
後
、
栗
原
盆
男
氏
に
よ
っ
て
反
論
が

出
、
そ
の
後
も
幾
つ

か
の
皐
界
展
望
で
扱
わ
れ
て
も
い
る
の
で
省
略
し
た
い
。

筆
者
の
極
く
筒
草
な
感
想
を
述
べ
れ
ば
、
誓
と
い
う
の
は
泰
誓

・
甘
誓
・
牧
誓

な
ど
の
軍
事
問
題
で
命
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
と
、
封
爵
の
誓
の
場
合
と
は
同

じ
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。)

と

い
う
こ
と
は
、
周
的
な
考
え
方
の
否

定
で
あ
る
と
思
う
。
戟
鼠
時
代
の
君
主
が
周
的
な
考
え
方
に
否
定
的
で
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
、
周
的
な
封
建
制
度
は
襲
動
し
て
行
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て

諸
子
百
家
の
事
説
も
、
周
的
な
も
の
へ
の
批
剣
と
し
て
生
じ
て
来
た
(
卒
岡
武

夫
経
書
の
成
立
な
ど
)
。
法
家
思
想
も
勿
論
そ
の
一

で
あ
る
。
所
で
六
園
が
秦
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に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
が
、
極
論
と
は
思
う
が
秦
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
、
六

闘
が
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
周
的
な
原
理
が
否
定
さ
れ
、
新
な
原
理
が
生

れ
た
と
愚
考
す
る
(
周
|
七
園
|
?
(
秦
)
と
い
う
時
代
製
濯
が
そ
の
省
時
に
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
著
者
が
第
一
論
文
中
で
指
摘
さ
れ
る
所
で
も
あ
る
)
。

秦
の
制
度
が
周
の
そ
れ
と
全
く
断
絶
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
う
。
所
で

漢
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
漢
は
原
則
的
に
秦
的
な
も
の
を
緩
承
し
た
と
考
え

る
。
秦

・
漢
は
連
綴
で
捉
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
秦
の
極
端
な
や
り

方
に
劃
す
る
政
策
的
な
反
動
は
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
が
周
的
な
も
の
の
民
用

と
い
う
形
を
取
っ
た
こ
と
も
笛
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
漢
代
の
人

に
よ
る
儒
家
思
想
の
新
解
寝
が
行
な
わ
れ
る
。
或
は
秦
が
周
的
な
も
の
を
否
定

し
た
こ
と
に
抵
抗
し
て
、
秦
代
に
於
い
て
秦
は
亡
び
、
新
な
使
命
を
荷
っ
た
王

朝
が
出
現
す
る
こ
と
を
橡
言
し
た
も
の
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た

儒
家
の
動
き
は
文
帝
の
頃
よ
り
活
滋
と
な
り
武
帝
の
頃
に
完
成
し
た
。
秦
に
劃

す
る
極
端
な
窓
意
の
出
現
も
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。
そ
の
震
に
周
の
健
制
と
類
似

し
た
も
の
が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
以
て
周
と
漢
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
た

と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

さ
て
私
は
こ
の
周
と
秦
の
断
絶
、
秦
・
漢
の
連
績
と
い
う
面
か
ら
、
第
一
論

文
に
於
い
て
残
し
て
来
た
問
題
を
見
て
み
た
い
。
第
一
一
論
文
の
後
牢
の
問
題
の

焦
黙
は
、
秦
水
徳
説
の
批
剣
に
あ
る
。
先
ず
第
三
章
に
於
い
て
秦
は
褒
公
以
来

天
命
を
享
け
て
秦
に
君
臨
し
て
い
た
の
で
、
始
皇
帝
の
統
一
に
よ
っ
て
今
更
、

天
命
を
蒙
っ
た
と
し
て
報
天
の
儀
種
l
封
摘
を
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
。
始
皇

帝
の
封
栂
は
箪
な
る
不
老
登
仙
の
一
新
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
季

に
お
い
て
、
従
来
信
じ
て
疑
わ
れ
な
か
っ
た
秦
水
徳
裁
を
批
列
さ
れ
た
。
こ
こ

に
お
い
て
も
秦
が
褒
公
以
来
持
っ
て
い
る
侍
統
が
問
題
に
な
る
。
秦
の
こ
の
侍

統
の
力
は
始
皇
帝
が
五
徳
終
始
の
理
論
に
よ
っ
て
、
帝
機
を
正
嘗
化
す
る
必
要

を
認
め
さ
せ
な
か
っ
た
。
寧
ろ
五
徳
終
始
の
設
を
必
要
と
し
た
の
は
停
統
を
持

た
ぬ
漢
王
朝
で
あ
っ
た
。
漢
に
よ
っ
て
秦
は
水
徳
に
あ
て
ら
れ
、
そ
れ
に
附
随

し
て
秦
は
悪
政
の
王
朝
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
第
五

章
に
お
い
て
秦
の
停
統
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
祖
先
崇
奔
と
、
そ
れ
と
一
慢

を
な
す
上
帝
へ
の
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
氏
の
所
論
で
あ
る。

先
ず
個
々
の
駄
に
つ
い
て
の
感
想
か
ら
述
べ
る
。
封
調
特
に
泰
山
(
山
東
)

の
封
調
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
福
永
光
司
氏
が
封
栂
|
泰
山

|
紳
倦
|
方
土
と
い
う
園
式
を
出
さ
れ
た
(
東
方
宗
教
六
鋭
・
七
蹴
H
宇
都
宮
清

士
口
氏
の
「
中
園
古
代
の
枇
曾
と
文
化
」
の
書
評
・
本
誌
十
六
省
四
鋭
よ
り
引
用
)

が
、
五
行
設
が
鄭
街
(
山
東
)
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
ミ
ス

テ
ィ

ッ
ク
な
面
を
含

ん
で
い
る
こ
と
と
関
連
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
秦
が
自
然
、
徴
で
あ
る
十
二
を
採
用

し
た
こ
と
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
秦
が
水
徳
に
よ
り
六
を
愈
ん
だ
と
す
る
設
と
員

向
か
ら
封
立
す
る
。
私
は
始
白
星
本
紀
そ
の
他
に
出
て
来
る
数
字
は
、
六
を
基
と

し
て
考
え
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
六
の
二
倍
が
十
二
、
六
の
二
乗
が
三
十

六
で
、
二
倍

・
二
乗
と
い
う
コ
ご
に
も
亦
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
序
に

言
え
ば
、
皇
帝
六
璽
も
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
始
皇
帝
が
天
下

統
一
度
改
元
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
秦
水
徳
否
定
の
一
つ
の
論
接
と
な
っ

て
い
る
が
、
「
改
年
始
」
即
ち
暦
を
改
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
賓
が
否

定
さ
れ
な
い
限
り
改
元
と
同
じ
程
度
に
重
要
な
こ
と
と
思
う
。

さ
て
秦
水
徳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
五
行
設
は
な
か
な
か
に
難
解
で
歯
に
立

ち
か
ね
る。

さ
て
戦
闘
時
代
は
前
述
の
よ
う
に
周
的
な
も
の
へ
の
否
定
と
い
う

面
が
強
か
っ
た
。
そ
う
し
て
秦
の
み
な
ら
ず
、
楚
や
密
に
於
い
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
停
統
に
よ
っ
て
、
そ
の
立
園
の
理
論
と
し
て
い
た
事
は
想
像
さ
れ
る
。
所

で
そ
の
六
園
ど
れ
か
が
天
下
を
統
一
し
た
時
、
果
し
て
自
圏
内
に
於
い
て
は
十

分
権
威
づ
け
ら
れ
た
停
統
の
理
論
が
そ
の
ま
ま
全
中
固
に
、
遁
用
す
る
か
と
い
う
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問
題
が
起
る。

勿
論
通
用
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
周
的
な
も
の
を

否
定
し
て
天
下
に
君
臨
す
る
説
明
を
、
中
園
の
傍
統
に
根
ざ
し
た
も
の
で
一
一
層

構
威
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
ω

そ
こ
に
五
徳
終
始
の
説
と
い
う

も
の
が
出
現
し
た
。
こ
れ
は
躍
な
る

想
像
に
過
ぎ
な
い
が
、

五
行
の
終
始
に

は
、
土
木
金
火
水
(
相
勝
)
木
火
土
金
水
(
相
生
)
の
他
に
幾
つ
か
の
組
み
合

せ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
戦
園
六
園
の
抗
争
と
結
び
つ
く
貼
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
さ
て
秦
は
周
が
火
徳
で
秦
は
水
徳
と
い
う
説
を
採
用
し
た
。
呂
氏

春
秋
態
同
篇
(
名
類
篇
と
も
言
う
が
畢
況
の
被
注
に
従
う
)
に
見
え
る
読
(
頁

五
一
引
用
)
が
矢
張
り
有
力
に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
水
気
の
到
来

が
致
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
氏
が
引
用
さ
れ
た
も
の
に
綴
く
文
か
ら
も
感
じ

ら
れ
る。

秦
は
六
園
を
卒
定
し
皇
帝
の
稽
鋭
を
構
え
る
と、

つ
づ
い

て
水
徳
読

採
用
を
宣
言
し
た
の
は
こ
れ
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
引
用
文
の
最
後

の
部
分
は
、
私
は
将
来
へ
の
戒
め
と
し
て
解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

紙
放
を
大
分
超
過
し
た
が
、
最
後
に
漢
に

つ
い
て
細別
れ
て
お
き
た
い
.
漢
は
秦

を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
出
裂
し
た
。
漢
初
に
お
い
て
水
徳
設
が
稽
え
ら
れ
た

こ
と
も
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
劉
氏
の
基
礎
も
固
り
、
ま
た
儒

家
思
想
な
ど
が
だ
ん
だ
ん
勢
力
を
伸
ば
し
て
来
る
と
、
漢
水
徳
設
で
は
都
合
が

懇
く
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
漢
土
徳
設
が
出
現
し
て
来
る。

そ
れ
が
文
帝
の
時

代
で
あ
る
の
は
、
漢
の
時
代
の
推
移
か
ら
見
て
嘗
然
の
こ
と
と
思
う
。

以
上
、
蕪
辞
を
連
ね
て
感
想
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
が
本
書
の
債
値
を
傷
け
る

も
の
で
な
い

こ
と
は
一吉一回
を
ま
た
な
い
。

最
後
に
、
本
書
に
索
引
の
附
さ
れ
て
な
い

こ
と
を
惜
し
ん
で
筆
を
お
く
。

(
狩
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E
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忌

g-

私
は
西
洋
人
が
、
科
翠
に
つ
い
て
諮
る
ば
あ
い
、
と
り
わ
け
で
輿
味
を
お
ぼ

え
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
次
に
述
べ
る
二
つ
の
閥
心
か
ら
出
て
い
る
。

そ
の

一
つ
は
、
西
洋
人
は
科
皐
を
通
じ
て
、
首
時
の
中
園
を
歴
史
的
に
ど
う
規
定
す

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

嘗
っ
て
、
グ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド

ロ
な
ど
フ
ラ
ン
ス

の
百
科
全
書
波
が
、
と
り
わ
け
か
の

ケ
ネ
ー
が
、
科
患
を
憧

僚
し
、
そ
の
模
倣
を
さ
え
考
え
た
事
質
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な

事
情
が
、
嘗
時
の
最
先
進
園
イ
ギ
リ
ス

の
あ
る
時
期
に
あ
っ
て
も
、
ま
た
、

さ

ら
に
は
あ
る
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
も
、
嘗
つ
て
は
存
在
し
た
こ
と
を
、

司

g
m
ω
2
・Z
(郵
嗣
扇
)
・

(
U
7
5
0
8
F
2
5ロ
n
m
g
H
Z
者
向
伯
仲
巾
日

開
凶
白

B
5
2
5ロw
回
目
円
〈
同
円
円
四
】

O
己
目
曲
目
。
同
〉
凹

H
2
5
2ロ門守・一可・

h
H
W
5
8

は
明
か
に
し
た
。
そ
の
後
一

O
O年
、
欧
米
諸
園
は
中
国
を
お
い

こ
し
、
優
位

を
保
っ

て
き
た
・

か
れ
ら
の
祖
先
が
敬
意
を
表
し
た
科
翠
を
、
現
在
、
後
喬
た

る
西
洋
人
は
、
罵
史
的
に
ど
う
許
債
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
が
お
い
こ
し

た
中
閣
の
歴
史
的
時
代
性
を
、
正
申
固
に
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
第

一
の
閥
心
で
あ
る
。

第
二
の
閥
心
は
、
も
っ
と
現
賓
的
な
も
の
で
あ
る
。

現
在
、

官
僚
制
と
は
あ

い
容
れ
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
自
由
主
義
、
民
主
主
義
を
原
理
と
し
て
い
る

諸
園
に
お
い
て
、
官
僚
制
の
も
た
ら
す
悪
弊
が
、
深
刻
な
枇
曾
問
題
と
し
て
指
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