
管

子

試

主A
員同

問

篇

管
子
問
篇
の
存
在
を
最
初
に
私
に
教
え
た
の
は

一
九
三

0
年
代

の
中
頃
に
私
が
讃
ん
だ
陶
希
聖
氏
著
の
中
国
政
治
思
想
史
第
二
耐
で

あ
っ
た
と
思
う
。
氏
は
同
書
の
中
で
、
問
篇
を
「
古
代
に
お
け
る
園

勢
調
査
の
ひ
な
が
た
で
あ
る
」
と
言
っ
た
り
、

又
は
「
退
官
老
吏
が

政
治
的
責
務
指
南
の
た
め
の
数
範
を
メ
モ
し
た
も
の
」
と
言
っ
た
り

し
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
私
も
氏
に
教
え
ら
れ
て
、
間
篇

を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
高
く
評
債
し
な
が
ら
使
用
し
て
き
た
。

し
か
し
買
は
、

そ
の
外
形
や
内
容
に
闘
し
て
は
、
詳
細
な
調
査
や
研

究
は
行
わ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
私
は
今
こ
こ
で
、
そ
れ
を
行
い
た

い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
二
部
に
分
か
れ
、
第
一
部
で
は
専
ら
外
形
的
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な
史
料
批
判
を
行
い
、
第
二
部
で
は
そ
の
内
容
的
な
史
率
的
考
察
を

第

部

宇

清

都

宮

行
い
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
管
子
問
篇
は
た
し
か
に
、
古
代
史
研
究
上
き
わ
め
て
含
蓄

的
な
史
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
@
私
も
そ
の
債
値
を
早
く
か
ら
理
解

-61ー

す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
い
か
に
せ
ん
、
管
子
諸
篇
の
一
般
例
に
も

れ
ず
‘
本
篇
も
亦
、
そ
の
作
者
や
製
作
年
代
が
明
ら
か
で
な
い
の
は

お
ろ
か
、
そ
の
正
檀
や
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
、
か
な
り
困
難

が
感
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
、
到
る
と
こ
ろ
に
誤
字
や
脱
字
が
存
在
し
、
そ

れ
に
も
増
し
て
理
解
し
難
い
錯
簡
も
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
だ
か

ら
本
篇
を
史
料
と
し
て
用
い
る
た
め
に
は
、
先
ず
こ
れ
ら
の
問
題
を

完
全
に
解
決
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
製
す
る
こ
と
が
、
第
一
に
要
請
さ

れ
る
仕
事
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
勢
い
、
信
頼
で
き
る
古
来
の
管
子
注
家
の
業
績
が
貴
重
に

な
る
。
唐
人
予
知
章
は
今
日
で
は
、
管
子
に
闘
す
る
最
古
の
注
家
と
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弔
ア
氏
以
来
現
代
に
至
る
ま
で
に
、
買
に
数
十
氏
に

さ
れ
て
い
る
が

の
ぼ
る
校
注
家
が
、
管
子
の
意
を
疏
通
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。

近
ご
ろ
郭
抹
若
氏
・
間
一
多
氏
・
許
維
遜
氏
等
が
管
子
集
校
な
る
大

著
を
出
し
て
、

こ
れ
ら
数
十
家
の
誌
を
結
集
し
、

さ
し
も
難
讃
の
管

子
諸
篇
に
、
解
説
可
能
へ
の
明
る
い
光
線
を
首
て
て
く
れ
た
。
今
日

管
子
を
讃
む
者
は
、
こ
れ
ら
先
人
の
業
績
を
無
闘
し
て
は
、
殆
ど
何

事
も
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
管
子
の
解
讃

は
な
お

」
れ
ら
先
人
の
誌
だ
け
に
頼
っ
て
い
る
の
み
で
は
、
到
底

充
分
で
な
い
こ
と
も
亦
、
拒
む
こ
と
の
で
き
な
い
異
質
で
あ
る
。
少

く
と
も
、
私
の
嘗
面
の
課
題
で
あ
る
問
篇
解
調
に
闘
し
て
は

そ
れ

ら
先
達
の
説
や
努
作
苦
吟
の
跡
の
再
検
討
を
通
じ
て
、

さ
ら
に
一
層

の
研
究
を
加
え
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
衣
第
で
あ
る

こ
れ
ら
先
人
の
誌
に
導
び
か
れ
つ
つ
、
私
が
自

ら
考
え
得
た
と
こ
ろ
を
も
加
え
て
、
問
篇
の
意
を
疏
通
し
、
そ
れ
が

そ
こ
で
私
は
今
、

本
来
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
茜
髄
異
形
を
想
定
し

可
能
な
か
、
ぎ
り
そ

れ
に
近
づ
く
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
問
篇
を
通
じ
て
古
代
史
を

考
察
す
る
こ
と
も
、
先
ず
こ
の
試
み
か
ら
出
費
す
る
の
が
順
序
で
あ

ろ
う
.
本
論
文
が
題
し
て
管
子
問
篇
試
論
と
い
う
意
味
の
一
宇
は
こ

こ
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
試
み
は
一
つ
の
私
本
的
テ
キ
ス
ト
作
成
の

仕
事
で
あ
る
だ
ろ
う
一
、
私
は
以
下
の
作
業
を
通
し
て
、
私
と
し
て
最

も
正
し
い
と
考
え
る
問
篇
の
私
製
正
文
を
作
り
た
い
と
念
願
す
る

「
此
篇
文
法
累
費
而

不
窮
、
員
天
下
之
奇
文
也
」
と
い
う
超
用
賢
の
評
語
を
引
用
し
、
自

郭
沫
若
氏
は
管
子
集
校
の
間
篇
の
胃
頭
に

ら
も
「
以
文
章
言
、
此
篇
可
興
楚
辞
天
間
並
美
、
確
是
奇
文
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
文
龍
に
闘
す
る
批
評
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
私
は
問
篇
が
興
味
あ
る
含
蓄
的
史
料
で
あ
る
と
い
う
貼
に

n
L
 

n
h
u
 

闘
し
て
な
ら
、
誼
氏
・
郭
氏
と
共
に
、

「
奇
文
」
と
い
う
評
語
に
同

意
で
き
る
け
れ
ど
も
、
文
盟
そ
れ
自
身
が
果
し
て
雨
氏
の
言
う
よ
う

に
「
奇
文
」
で
あ
る
か
、
ど
う
か
に
就
い
て
は
多
大
の
疑
問
を
も
っ

者
で
あ
る
。

一
世
間
篇
の
文
憧
を
「
文
法
累
嬰
而
不
窮
」
な
ど
と
言

う
風
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
第
一
の
問
題

で
あ
る

問
篇
の
外
観
を
一
見
す
る
と
、
大
瞳
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
第
一
の
部
分
は
韻
文
で
縮
ら
れ
た
序
で
あ
る
。
そ

の
第
二
の
部
分
は
「
問
」
と
い
う
文
字
で
始
ま
り
、

「
幾
何
人
」
と

か
「
幾
何
家
」
と
か
「
何
若
」
「
何
所
」
「
何
物
」
な
ど
と
い
う
語
で



結
ぼ
れ
る
の
を
一
般
形
式
と
す
る
、
約
六
十
慌
に
の
ぼ
る
質
問
形
式

の
本
文
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
に
は
、
「
間
」
字
が
絞
落
し
て
い
る

も
の
も
可
成
り
多
く
見
ら
れ
る
。

「問
L

字
の
有
る
文
と
無
い
文
と

の
聞
に
は
、
形
式
上
で
も
内
容
上
で
も
、
何
ら
首
肯
す
る
に
足
る
原

則
的
差
異
は
存
在
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く
本
来
は
「
問
」
字
が
、
す

べ
て
の
質
問
文
の
上
に
冠
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
と
考
え
ら
れ
る
。
却

ち
現
行
諸
本
に
「
間
L

字
、が
敏
落
し
て
い
る
も
の
の
あ
る
の
は
、
何

時
の
時
代
か
に
そ
れ
が
敏
落
し
て
「
失
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

の
だ
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
第
二
の
部
分
は
、
内
容
こ
そ

極
み
な
く
貴
重
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
盤
上
は
ま
こ
と
に
無
味
乾
燥

な
箇
保
書
で
、
最
初
か
ら
五
十
数
傑
が
ほ
ど
に
至
る
ま
で
は
、
殆
ど

何
の
饗
化
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
様
一
事
又
は
ま
れ
に
二
事

を
問
う
質
問
形
式
の
短
文
の
羅
列
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
の
部
分
の

韻
文
の
序
の
意
に
従
え
ば
、
こ
の
第
二
の
部
分
は
い
か
に
も
一
個
の

檀
系
に
よ
る
序
列
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
事
買
は
そ
の

反
封
で
、
質
問
各
傑
の
順
序
に
は
必
ず
し
も
、
髄
系
的
序
列
は
見
出

き
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
質
問
の
内
容
に
よ
っ
て
互
に
比
較
的
相
近

い
も
の
が
一
つ
所
に
集
め
ら
れ
る
傾
向
は
、
も
と
よ
り
認
め
ら
れ
る
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が
、
忌
僚
な
く
い
え
ば
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
質
問
文
の
羅
列
で
あ
る
と

い
う
の
が
異
相
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
問
篇
原
文
の

い
つ
わ
ら
ざ
る
姿
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
は
、
間
篇
の
第
二
の
部
分

の
殆
ど
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
こ
の
形
式
の
文
章
で
満
た
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
で
も
詳
述
す
る
が

、ー
の

五
十
数
傑
の
「
問
」
の
文
を
越
え
る
部
分
に
な
っ
て
初
め
て
、
前
述

の
よ
う
な
一
般
的
形
式
を
甚
だ
し
く
離
れ
た
奇
妙
な
韻
文
や
誤
入
と

思
わ
れ
る
注
記
的
文
章
や
他
篇
の
文
章
の
錯
入
、
更
に
誤
字
脱
字
が

存
在
す
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
、
引
き
も
切
ら
ず
に
連
績

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
分
量
は
問
篇
の
第
二
の
部
分
の
約
二
十

一 臼 ー

ハ

1
セ
ン
ト
に
骨
田
っ
て
い
る
。

き
て
、
第
一
ニ
mu
部
分
は
第
二
の
部
分
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
有
様

で
終
っ
て
い
る
所
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
「
制
地
云
々
」
で
始
ま
る

一
篇
の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
問
篇
の
文
意
と
全
然
合
致
し
な

管
子
纂
詰
を
著
わ
し
た
安
井
衡

ぃ
、
全
く
別
個
の
一
文
で
あ
る
。

「
古
本
に
は
制
地
以
下
の
文
は
無
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し

l工て
、
こ
の
こ
と
は
郭
沫
若
氏
も
確
認
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
安
井
衡

の
い
う
「
古
本
」
と
は
、
そ
の
凡
例
に
よ
れ
ば
昌
卒
費
に
議
さ
れ
て

い
た
元
刊
本
と
推
定
さ
れ
た
板
本
で
あ
る
。

し
か
し
郭
氏
に
よ
れ

ぱ
、
安
井
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
古
本
」
は
、
精
確
に
は
元
明
聞
に
刊
行
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さ
れ
た
板
本
と
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

「
制
地
」
以
下
の
一
文
が
唐
代
に
己
に
し
て
、
間
篇
の
末
尾
に
付
加

予
知
章
、
が
何
の
注
記
も
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

間
篇
の
一
部
と
し
て
、
注
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
も
判
る

G

宋
刊
本

に
よ
っ
た
影
印
四
部
叢
刊
所
収
の
管
子
も
や
は
り

「
制
地
」
以
下

は
問
篇
の
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
形
の
ま
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
元
明

聞
の
板
本
、
安
井
氏
の
い
わ
ゆ
る
古
本
に
「
制
地
」
以
下
が
無
い
と

し
て
も
、
恐
ら
く
そ
れ
は
元
明
聞
の
板
本
が
、
書
誌
率
的
根
接
を
何

ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
勝
手
に
削
除
し
た
結
果
で
あ
る
と
判

断
す
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
郭
氏
ら
が
封
校
に
用
い
た
明
抄
劉
績

(
制
局
)
補
注
本
や
、
同
じ
く
明
板
朱
東
光
中
都
四
子
本
で
も
、
「
制

地
」
以
下
の
一
文
は
、
確
か
に
間
篇
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い

う

「
制
地
」
以
下
の
一
文
は
、
こ
の
よ
う
に
巳
に
し
て
、
唐
代
に

は
問
篇
の
末
尾
に
付
加
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
今
日
に

引
き
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
が
内
容
上
間

篇
と
何
ら
の
閥
わ
り
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で

あ
り
、
管
子
集
校
に
引
か
れ
た
何
如
環
は

「
制
地
の
二
字
は
以
下

の
文
の
標
題
で
、
そ
れ
は
問
篇
の
各
間
と
は
直
接
し
な
い
。
首
に
別

の
一
篇
た
る
べ
き
も
の
」
と
い
い
、
張
侃
倫
も
「
本
来
別
の
一
篇
と

な
る
べ
き
も
の
が
、
此
慮
に
諜
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る

の
は
嘗
然
な
判
定
で
あ
ろ
う
。

間
篇
の
外
観
は
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
篇
そ

の
も
の
を
問
題
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
我
々
に
と

っ
て
、
第

の
部
分
で
あ
る
「
制
地
」
以
下
の
文
章
は
嘗
然
間
篇
そ
の
も
の
と
は

無
関
係
な
一
文
と
し
て
、
削
除
す
べ
き
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
卸
ち
問
篇
の
異
の
全
文
と
し
て
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の

「
韻
文
の
序
で
始
ま
り
、
六
十
ケ
慌
に
の
ぼ
る
質
問
形
式
の
短

は.文
の
羅
列
を
も
っ
て
本
文
と
さ
れ
る
一
篇
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
に

し
か
し
買
は
、
こ
の
よ
う
な
一
篇
は
形
式
と
し
て
は
、
や
や

一白ー

な
る
。

不
備
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
克
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
本
来
の
原
作
間
篇
で
は
、
質
問
形
式
の
短
文
の
羅
列
が
終
つ

た
場
所
に
、

必
ず
や
そ
れ
に
遁
わ
し
い
結
語
の
部
分
が
存
在
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

で
な
け
れ
ば
、
序
文
と
本
文
と
を
具

え
た
堂
々
た
る
一
篇
の
末
尾
が
徐
り
に
も
貧
弱
で
、
盟
を
失
し
た
形

の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
今
自
存
す
る
間
篇
で
は

あ
た
か
も
そ
の
結
語
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
部
分
に
、
「
制
地
」

以
下
の
一
篇
が
涼
し
い
頚
で
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
推

定
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
理
由
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
な
も



の
で
も
あ
ろ
う
か
。
即
ち
問
篇
の
結
語
に
嘗
る
部
分
は
、
早
く
己
に

し
て
歓
落
し
て
い
た
の
で
、
管
子
の
編
者
か
或
ぬ
極
め
て
早
い
時
期

の
校
者
の
一
人
が
、
全
く
似
て
も
つ
か
な
い
「
制
地
」
以
下
の
短
文

一
篇
を
形
だ
け
の
問
篇
結
語
と
し
て
付
加
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
全
く
無
責
任
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
管
子
で
は
到

少
し
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な

る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、

い
。
か
く
て
私
は
、
間
篇
の
一
篇
は
形
式
上
、
原
作
で
は
必
ず
や
序

文
・
本
文
・
結
語
を
具
え
た
完
結
せ
る
文
章
で
あ
っ
た
と
推
定
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
語
は
相
嘗
早
い
時
期
に
己
に
し
て
棋
落
し
て

-
い
た
と
考
え
た
い
。
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
の
書
籍
が

木
簡
に
書
寓
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

今
日
で
は
明
瞭
な
事
買
で
あ

る
。
今
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、

更
に
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
完
結
せ
る

一
篇
の
末
尾
が
棋
落
し
た
」
と
い
う
考
え
方
に
併
せ

「
木
簡
の
書
寓
本
は
錯
簡
が
生
じ
易
い
」
と
い
う
考
え
方
を
加

え
て
、
問
篇
を
改
め
て
胃
頭
か
ら
讃
み
な
お
し
て
見
る
。
す
る
と
、

そ
れ
は
如
何
な
る
こ
と
を
我
々
に
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

て、
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
問
篇
の
第
二
の
部
分
は
質
問
形
式
の
短

文
の
羅
列
で
あ
る
が
、
そ
の
約
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
第
五
十

数
傑
に
至
る
ま
で
の
全
文
に
は
、
他
種
の
形
式
の
文
章
は
全
く
存
在

せ
ず
、
む
し
ろ
無
味
乾
燥
な
傑
文
の
連
績
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の

問
、
誤
字
や
脱
字
は
む
ろ
ん
存
在
し
て
は
い
る
が
、
甚
だ
し
く
理
解

を
妨
げ
る
と
い
っ
た
も
の
は
比
較
的
に
少
な
い
。
然
る
に
、
第
五
十

数
棟
を
越
え
る
部
分
あ
た
り
か
ら
事
態
は
全
く
異
っ
て
く
る
。
そ
こ

に
は
以
前
に
は
組
え
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
奇
妙
な

や、

ま
ず
い
韻
文

錯
簡
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
文
章
や
重
複
や
、

や
、
更
に
は
脱
文
の
存
在
を
議
想
さ
せ
る
部
分
が
、

注
記
の
混
入

徐
り
に
も
多

-65一

く
し
か
も
、
切
れ
目
さ
え
な
く
連
績
し
て
い
る
の
が
目
立
つ
の
で
あ

る
。
誼
用
賢
や
郭
沫
若
氏
は
恐
ら
く
、
間
篤
の
こ
の
よ
う
な
事
態
を

却
っ
て
「
奇
文
」
で
あ
る
と
か

「
文
法
累
饗
而
不
窮
」
で
あ
る
と

か
言
っ
て
稽
揚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
直
に
言
っ
て

全
く
「
奇
文
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
買
は
ど
う
見
て
も
無
味
乾
燥
と

し
か
許
し
よ
う
の
な
い
箇
保
書
の
本
文
が
、
原
作
の
意
に
反
し
て
、

恐
ろ
し
く
錯
乱
を
生
じ
た
結
果
の
「
凱
文
」
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
そ
の
貼
を
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
み
よ
う
。

錯
乱
が
い
ち
じ
る
し
く
自
に
つ
く
の
は
、
第
五
十
三
聞
の
次
の
保

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
先
ず
第
一
に
、
女
の
よ
う
な
韻
文
が
あ
る
。
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定而群母工
冬造材於予
完器乃三伐
良。戴企植。時。材

用
本
無
難
字
。
郭
沫
若
云
、
器
下
疑
奪
一
戴
字
、
言
修
造
兵
器

奥
其
曹
岡
田
耐
也
。
薗
畑
奥
下
文
良
・
兵
・
行
・
常
国
民
鎖
。

郭
沫
若
云
、
時
・
植
矯
領
。

以諸人備
慣 之有用
園陳徐必
常。行a兵。足

索
、
本
作
詑
陳
之
行
、
疑
陳
之
乙
倒
。

こ
の
確
か
に
古
風
で
は
あ
る
が
、

ま
ず
い
韻
文
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
、
恐
ら
く
精
々
第
四
十
九
聞
か
ら
第
五
十
三
間
に
至
る
五
「
間
」

の
内
容
に
の
み
関
係
し
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
或
は
も
っ
と
限
定

す
れ
ば
、
高
々
五
十
一
聞
か
ら
第
五
十
三
聞
に
至
る
三
「
間
L

の
内

容
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
三
乃
至
五
の
「
間
」

に
謝
す
る
絵
り
適
切
と
も
言
え
な
い
費
語
的
文
章
と
し
て
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
若
し
果
し
て
問
篇
の
原
作
者
が
、
最

初
か
ら
こ
の
よ
う
な
費
語
を
、
こ
の
三
乃
至
五
の
「
間
」
に
封
し
て

「
異
に
必
要
だ
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
な
ら
ば

の
重
要
性
に
お
い
て

」
の
三
乃
至
五
「
間
」
の
諸
傑
に
い
さ
さ
か

も
劣
る
と
は
思
わ
れ
な
い
他
の
諸
「
問
」
に
封
し
て
は
、

語
ら
し
い
文
章
を
付
加
し
な
か
門
た
の
か
」
と
い
う
大
き
い
疑
問
が

「
何
故
賛

生
ず
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う

一
趨
向
故
に

こ
の
三
乃
至
五
問
に
だ
け
、
こ
ん
な
大
し
て
適
切
で
も
な
い
賛
語
ら

し
い
も
の
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
は
ま
さ
し
く
理
解

し
が
た
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば

こ
の
韻
文

的
賛
語
は
恐
ら
く
紹
封
に
原
作
者
の
原
文
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ

る
。
恐
ら
く
は
問
篇
の
原
作
が
ま
だ
木
簡
に
書
潟
せ
ら
れ
て
い
た
時

代
に
、
早
く
も
校
者
又
は
讃
者
一
人
が
こ
の
場
所
の
数
傑
の
「
間
」

-66一

を
讃
ん
で
、
殆
ど
偶
成
的
に

し
か
し
嘗
時
と
し
て
は
極
め
て
常
識

的
な
言
葉
で
自
己
の
感
想
を
表
現
す
る
文
章
を

こ
の
よ
う
な
形
の

韻
文
に
よ

っ
て
注
記
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
は

」
の
韻

文
は
首
時
誰
の
口
に
も
容
易
に
の
ぼ
る
よ
う
な

一
種
の
成
語
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
こ
の
場
所
に
原
作
者
以
外

の
誰
か
の
注
記
の
形
で
、
付
記
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と

つ
い
に
は
堂

こ
ろ
が
、
そ
れ
が
何
時
と
は
な
く
本
文
に
錯
入
し
て

々
た
る
正
文
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

そ

か
。
こ
の
よ
う
な
錯
入
が
起
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
早
く
も
己
に
注
記

の
存
在
し
た
「
原
」
間
篇
の
書
官
柿
本
木
簡
が
こ
の
部
分
の
あ
た
り



で
甚
だ
し
く
破
損
し
、
そ
れ
が
極
め
て
不
注
意
無
雑
作
に
補
繕
さ
れ

だ
結
果
で
あ
っ
た
と
思
う
e

即
ち
こ
の
錯
入
は
極
め
て
早
い
時
代
に

己
に
し
て
費
生
し
て
ド
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
今
こ
の
考
え
方
を

更
に
の
ば
し
て
、
直
ぐ
次
の
傑
に
績
い
て
い
る
左
の
一
文
を
考
察
し

て
見
ょ
う
。

時
筒
稽
帥
馬
牛
之
肥
月
、
盟
問
錯
誤
T
W
其
老
而
死
者
皆
事
之
。

こ
の
一
文
は
恐
ら
く
、
第
五
十
四
問
と
第
五
十
五
聞
の
内
容
に
一
封

す
る
導
入
文
の
役
割
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
よ
う
な
導
入
文
は
前
の
数
十
傑
の
「
間
」
に
謝
し
て
は
、
組
封
に

見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
例
え
ば
第
六
間
と
第
七
聞
の

如
き
は
、

一
種
の
導
入
部
を
具
え
た
文
で
あ
る
と
言
え
ぬ
こ
と
も
な

し、

S
間
刑
論
有
常
以
行
、
不
可
改
也
、
今
其
事
之
久
留
也
何
若
。

7
間
五
官
有
度
制
、
官
都
有
常
断
、
今
其
事
之
稽
也
何
待
。

し
か
し
、
こ
の
二
例
で
は
導
入
部
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
問
」
の
本
文
の
中
に
不
可
分
の
接
績
を
な
し
て
入
っ
て
い

る
.
そ
れ
は
極
め
て
自
然
の
形
の
一
文
で
あ
り
、
そ
の
形
式
に
お
い

て
他
の
諸
「
問
」
の
文
と
比
較
し
て
、
決
し
て
甚
だ
し
い
異
檀
を
な
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し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
れ
に
反
し
「
時
筒
稽
云
々
」
の
方

は
本
来
的
に

「
間
」
字
で
始
ま
り
「
幾
何
」
な
ど
で
終
る

IJ、
o 

問
篇
本
文
の
「
一
般
的
形
式
の
文
中
に
あ
る
べ
き
文
章
」
の
形
で
は

な
い
。
恐
ら
く
、
間
篇
全
髄
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
五

十
三
聞
の
衣
の
傑
あ
た
り
で
劇
し
い
木
簡
書
寓
本
の
破
損
決
裂
が
生

ま
た
こ
こ
の
部
分
に
限

っ
て
言
え
ば
、
「
問
」

じ
た
こ
と
に
原
因
し
、

字
お
よ
び
主
語
の
部
分
の
折
損
そ
の
他
の
理
由
で
敏
落
し
た
次
の

つ
の
筒
文

“
商
j
i
-
-
-
一
其
就
山
薮
林
海
食
薦
者
幾
何
。

竺
問
j

i
--
一
出
入
死
生
之
曾
幾
何
。

句

d
n
口

が
、
そ
の
ま
ま
で
は
充
分
意
味
が
明
瞭
を
歓
く
の
で
、
原
作
者
以
.

外
の
誰
か
が
補
修
の
た
め
の
文
章
を
外
部
か
ら
靖
入
付
加
し
、
右
の

雨
「
間
」
に
共
通
の
導
入
部
と
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
て
誤
り

で
は
な
い
だ
ろ
う
e

そ
の
補
修
文
こ
そ
「
時
筒
稽
云
々
」
で
あ
り
、

そ
の
結
果
は
前
文
に
組
え
て
例
を
見
な
い
異
形
の
形
式
が
生
じ
た
も

の
と
断
、
じ
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
の
補
修
文
は
徐
り
に
も
早
い

つ
い
に
そ
れ
が
「
原
作
者
以
外
の

時
代
に
書
き
こ
ま
れ
た
た
め
に
、

誰
か
の
書
き
加
え
で
あ
る
こ
と
」
を
誰
れ
も
が
鏑
づ
か
な
い
ま
ま
、

今
日
ま
で
停
来
し
て
し
ま

っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
臆
測

を
加
え
る
こ
と
を
許
る
さ
れ
る
な
ら

「
原
」
間
篇
書
寓
本
の
前
述
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の
よ
う
な
劇
し
い
破
損
決
裂
が
想
定
さ
れ
う
る
と
す
る
と
、
間
篇
原

作
は
こ
の
あ
た
り
以
下
で
は
、
恐
ら
く
数
個
か
又
は
そ
れ
以
上
の

「
間
」
の
原
文
が
亡
侠
し
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
も
、
嘗
然
に
推
定

さ
れ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
直
接
に
誼
明
す
る
手
が
か
り
は
今
何
物

も
残
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
。

さ
て
、
右
の
二
保
の
「
問
」
に
引
き
績
き
、
更
に
次
の
よ
う
な
不

可
解
な
一
文
が
連
が
っ
て
い
る
の
を
見
る
。

溝
堅
一
之
揖
深
、
門
闇
之
等
卑
、

者
、
上
必
幾
之
。
守
備
之
伍
、
一
一
一
時
1
明
田
作
兵
、
器
購
之
物
、

腕
鵠
一
散
十
一
一
子
官
不
失
其
具
、
伊
勢
一

F
E

職。 若
夫
城
郭
之
厚
薄
、

宜
修
而
不
修案本

淫
雨
而
各
有
慮

」
の
一
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

前
半
は
ほ
ぼ
第
六
十
聞
の

「
問
」
が
生
ず
る
根
擦
と
な
る
事
買
に
つ
い
て
の
極
め
て
粗
雑
な
注

樺
ら
し
い
貼
が
見
ら
れ
、
後
半
は
第
五
十
二
聞
の
粗
雑
な
注
記
で
あ

る
か
に
受
け
と
ら
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
一
文
は
注
記
の
文
章
で
あ

っ
て
、
組
封
に
「
問
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
文
瞳
か
ら
言
っ
て
も

問
篇
の
本
文
の
一
般
的
形
式
と
は
全
く
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
文
も
叉
、
「
原
」
間
篇
本
来
の
も
の
で
は
な
く
木
簡
の

錯
蹴
の
時
に
誤
っ
て
本
文
中
に
錯
入
し
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。

次
に
は
績
い
て

閲
兵
之
官
吏
。
齢
一
時
)
兵
一
開
設
一
計
百
川
維
園
之
豪
土
其
急
難
足
以
先
後

者
幾
何
人
。

と
い
う
一
文
が
連
が
る
。
こ
れ
は
一
見
間
篇
本
文
の
一
般
的
形
式

に
完
全
に
一
致
す
る
文
な
の
で
、
あ
た
か
も
間
篇
の
原
文
で
あ
る
か

」
の
一
文
は
第
四
十
五
問

の
如
き
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
買
は
、

と
第
四
十
八
聞
の
文
意
を
一
文
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

や
は
り
注
記
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
の
一

元
来
こ
の
雨
「
間
」
の
近
く
に
存
在
し
た
注
記
の
木
簡
・
同
叩

一
文
は

一
個
濁
立
の
「
問
」
の
本
文
で
あ
る
か
の
如
く
に
、
今
日
の
本

文
の
中
に
錯
入
し
た
と
断
定
し
た
い
。

カ1

錯
凱
は
更
に
績
い
て
、
次
に
は

夫
正
(
者
危
物
也

不
時
而
勝
、

不
義
而
得
、
未
矯
一
隅
也
、
失
謀
而

敗
、
園
之
危
也
、
慣
謀
乃
保
園
。

と
い
う
文
が
連
が
る
。

管
子
集
校
に
引
用
さ
れ
て
い
る
張
細
川
輪

は
、
こ
の
一
文
に
就
い
て
「
こ
の
数
語
は
上
文
と
同
じ
く
兵
事
を
述

べ
て
は
い
る
が
、
意
味
は
全
く
績
か
な
い
。
失
謀
而
散
の
句
か
ら
考

え
る
と
、
こ
の
一
文
は
ま
さ
に
亡
侠
し
た
次
篇
卸
ち
謀
失
篇
の
侠
文



で
あ
ろ
う
。
房
玄
齢
注
と
稽
せ
ら
れ
る
注
の
作
者
が
勝
手
に
此
慮
に

挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
唐
代
に
お
い
て
己
に
、

こ
の
文
が
此
慮
に
錯
入
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

き
り
と
て

偶
房
が
そ
れ
を
敢
え
て
行
っ
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
る
ま

い
。
己
に
述
べ
た
よ
う
な
錯
観
が
問
篇
の
こ
の
部
分
に
生
じ
た
の

は
、
恐
ら
く
未
だ
木
簡
書
寓
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ

の
錯
簡
も
決
し
て
唐
代
に
至

っ
て
初
め
て
生
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で

は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
郭
沫
若
氏
に
よ
れ
ば

の

文
は
管
子
兵
法
篇
の
侠
文
で

ま
さ
し
く
そ
の
文
中
に
引
く
「
大
度

之
室
盲
目
」
の
次
に
績
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
張
氏
郭
氏
何
れ

の
説
が
正
し
い
か
は
今
に
わ
か
に
定
め
が
た
い
。
た
だ
、
南
氏
の
指

摘
す
る
よ
う
に
、

こ
の
一
文
が
本
来
間
篇
の
原
文
に
は
存
在
し
得
ぬ

性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
決
定
的
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
遁
し
て
、
こ
こ
で
断
言
で
き
る
こ
と
は

「
問
篇

は
胃
頭
の
序
か
ら
第
五
十
三
間
あ
た
り
ま
で
は
比
較
的
原
作
の
ま
ま

に
残
っ
て
い
る
が
、
第
五
十
三
間
の
衣
の
文
あ
た
り
以
下
に
は
、
甚
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だ
し
い
錯
乱
が
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

間
篇
を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
錯
乱
の
献
を
充
分

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
一

方
、
そ
れ
ら
の
錯
観
は
極
め
て
早
い
時
期
、
恐
ら
く
は
間
篇
原
作
が

ま
だ
木
簡
に
室
喜
持
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
己
に
し
て
木
簡
の
耀
合
の

破
損
に
よ
っ
て
費
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
，
る
の
で
、
錯
入
の
文
章
そ

れ
自
身
に
も
亦
、
別
種
の
貴
重
な
債
値
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
否

み
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
原
」
問
篇

た
だ
そ
れ
ら
は
ど
こ
ま
で
も
、

の
文
と
裁
然
匿
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
私

は
以
上
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
、
次
に
略
原
作
間
篇
に
近

い
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
私
製
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
製
し
て
見
よ

う
と
思
う
。
こ
の
作
業
に
嘗
っ
て
、
基
礎
と
し
て
用
い
た
本
は
漢
文

大
系
所
肢
の
管
子
纂
話
本
で
あ
り
、
郭
沫
若
・
聞
一
多
・
許
維
遜
氏

- (i9-

ら
撰
に
か
か
る
管
子
集
校
を
力
強
い
援
け
と
し
た
。

四

旅爵九
予授立
有有朝
功徳廷 私

製
則則間管
士大有 子
軽臣本間
死輿紀。篇
節。義。、正

文

授上
事帥
以 士
能以

人
則之
人所
上 戴
功。

則
上
下
和(i)

間企
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政事然此行翠母無審
自先後覇此知遺貸し刑
小大 間王道人老祉首
始企功事ο之也急忘稜罪

術、、親宗
也園則、廟則
。有衆則、人
常不大則不
経凱。巨人易

。 不 有 訟ο

怨。所
宗ο

人
知
終
始
、

1
間
死
事
之
孤
其
未
有
田
宅
者
有
乎
.

2

問
少
壮
而
未
勝
甲
兵
者
幾
何
人
.

3
問
死
事
之
寡
其
簡
康
何
如
。

4
間
圃
之
有
功
大
者
何
官
之
吏
也
.

5
間
州
之
大
夫
何
里
之
土
也
、
今
吏
亦
何
以
明
之
失
.

s
問
刑
論
有
常
以
行
、
不
可
改
也
。
今
其
事
之
久
留
也
何
若
.

7
間
五
官
有
度
制
、
官
都
有
常
断
。
今
其
事
之
稽
也
何
待
.

B
間
濁
夫
寡
婦
孤
窮
疾
病
者
幾
何
人
也
。

g
間
国
之
棄
人
何
族
之
子
弟
也
。

m
問
郷
之
良
家
其
所
牧
養
者
幾
何
人
失
.

日
間
邑
之
貧
人
債
而
食
者
幾
何
家
@

η
問
理
園
圃
而
食
者
幾
何
家
。

ね
問
人
之
開
田
而
耕
者
幾
何
家
。

"
間
土
之
身
耕
者
幾
何
家
。

同
問
郷
之
貧
人
何
族
之
別
也
。

日
間
間
宗
子
之
牧
昆
弟
者
、
以
貧
従
昆
弟
者
幾
何
家
.

打
開
鈴
子
仕
而
有
田
邑
、
今
入
者
幾
何
人
。

同
間
子
弟
以
孝
聞
於
郷
里
者
幾
何
人
。

刊
問
先
母
存
、
不
養
而
出
離
者
幾
何
人
。

-70ー

間 間間間
外群(11)士土
人臣之之
之有有有
来 位 田 田
徒同事同而而
而 而 不 不
未未耕使
有 有 者 者
団 田 幾 幾
宅 者 何 何
者 幾 人 人
幾何
何 人 身 吏
家 。 震刷悪

何伺
事事

M
間
園
子
弟
之
瀧
子
外
者
幾
何
人
。

お
間
賞
土
之
受
責
於
大
夫
者
幾
何
人
。

何
日
間
官
賎
‘
行
書
身
士
以
家
臣
自
代
者
幾
何
人
.

幻
問
官
丞
吏
無
目
指
開
而
徒
理
事
者
幾
何
人
。

m
間
群
臣
有
位
事
、
官
大
夫
者
幾
何
人
。

m
間
外
人
来
潜
在
大
夫
之
家
者
幾
何
人
・



初
問
郷
子
弟
力
田
矯
人
率
者
幾
何
人
.

幻
問
園
子
弟
之
無
上
事
、
衣
食
不
節
、
率
子
弟
不
回
、
そ
猶
者
幾
何

H
H

間
兵
車
之
計
幾
何
乗
也
。

日
刊
山
町
牽
家
馬
軒
家
車
者
幾
何
乗
。

“
問
慮
士
修
行
、
足
以
数
人
、
可
使
帥
衆
、
在
百
姓
者
幾
何
人
。

“
問
士
之
急
難
可
使
者
幾
何
人
。

“
問
工
之
巧
出
足
以
利
軍
伍
、

人。 人

35 34 33 -32 

間 同間間間
人園人男
之之之女
所伏貸不
害利粟整
於其米酉
郷 可
里躍有宵L
者人別郷
何之券子
物急者弟
也者幾者
。幾何有
何家乎
所
'也

お
間
士
之
有
田
宅
、
身
在
陳
列
者
幾
何
人
。

幻
一
附
徐
子
之
勝
甲
兵
、
有
行
伍
者
幾
何
人
。

41 40 39 38 

問問帥問帥問
ー 園 慮 男
民所女女
有開操有
幾口工巧
人同而事技
之 食 者 能
食者幾
也 幾 何 利
。何人備
人。用

者
幾
何
人

慮
可
以
修
城
郭
、
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補
守
備
者
幾
何

灯
間
域
粟
軍
糧
其
可
以
行
幾
何
年
也
。

ω
問
吏
之
急
難
可
使
者
幾
何
人
。

何
聞
大
夫
疏
器
、
甲
兵
・
兵
車
・
蛙
旗
・
数
鏡
・
惟
幕
、
帥
車
之
載

幾
何
乗
。

同

刊
聞
大
夫
疏
癌
一
様
、
弓
脅
之
張
・
爽
一
銭
之
抑
・
鈎
弦
之
造
・
4
A
戟
之

帥繋
、
其
属
何
若
。

刷

引
間
造
修
之
官
其
宜
修
而
不
修
者
故
何
調
。

臼
問
出
器
慮
器
之
具
宜
起
而
未
起
者
何
待
。

同

制

日
間
郷
帥
車
輸
造
修
之
具
其
繕
何
若
。

闘
"
闘
い
い
い
い
一
其
就
山
薮
林
津
食
薦
者
幾
何
c

制時
開
μ日
υ一
出
入
生
死
之
曾
幾
何
。

騎
問
所
以
敬
選
人
者
何
事
。

日
間
執
官
都
者
其
位
事
幾
何
年
実
。

同

凶

m
問
所
辞
草
衆
有
益
面
巴
者
幾
何
笑
。

担
問
所
封
表
以
盆
人
之
生
利
者
何
物
也
。

同

国

師
問
所
築
城
郭
、
修
縮
問
、
組
遁
道
、
阿
門
閥
、
深
防
務
以
盆
人
之

地
守
何
所

e

一71-

一
叫
官
制

一
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五
私
製
管
子
間
篇
正
文
校
勘
記

ω張
侃
倫
云
、
「
上
下
和
」
笛
作
「
上
下
和
同
」
。
同
輿
功
・
訟
・
宗

震
韻
@

ω
「
土
ヘ
」
下
本
有
「
也
」

字
。
孫
星
術
云
、

「
也
」
字
桁
.

削
「
都
」
字
下
本
有
「
其
」
{
子
。
許
維
遜
云
、
「
其
」
{
子
首
在
「
今
」

字
下

ω

川
何
本
作
「
濁
土
大
・
寡
婦
・
孤
寡

・
疾
病
者
」
。
張
侃
倫
・
許
維
遜
並
云
、

首
作
「
粗
鋼
夫
・
寡
婦
・
孤
窮
・
疾
病
者
」

制
本
作
「
牧
」
字
。
李
明
哲
・
猪
飼
玄
博
並
云
、
首
作
「
収
」
字
。

制
「
人
」
字
上
首
有
「
問
」
字
。

的
「
士
」
字
上
嘗
有
「
問
」
字
。

制
以
下
至
子
ロ
問
並
脱
「
問
」
字
。
今
補
之
む

制
「
父
母
」
上
本
有
「
鈴
子
」
二
字
者
、
疑
街
也
。
案
父
母
存
而
出

離
者
、
不
必
「
徐
子
」
、
恐
長
子
亦
可
以
有
此
事
也
。

帥
本
無
「
矯
」
字
。
許
維
透
云

「
身
」
字
下
疑
奪
「
箆
」
字
。

ω本
作
「
君
」
字
。
猪
飼
云
、
首
作
「
群
」
字
。

「
位
」
字
下
疑
脱
一
「
事
」
字
。

回
以

m
間
文
考
之
、

脚
本
作
「
従
」
字
。
王
引
之
云
、

刷
本
作
「
承
」
字
。
張
細
川
倫
云
、

帥
首
補
「
間
」
字
。

帥
首
補
「
間
」
字
。

帥
首
補
「
間
」
{
子
.

帥
本
作
「
冗
」
字
。

「
従
」
字
首
作
「
徒
」
字
@

「
承
」
字
首
作
「
丞
」
字

e

丁
士
煽
・

愈
槌
並
云
、
首
作
「
問
」
字
.

於
義
較
長
。

帥
本
作
「
幾
年
」
。
郭
沫
若
云
、
古
本
・
劉
本
・
朱
本
均
作
「
幾
人
」
、

側
以
下
至
子
日
問
、
並
脱
「
間
」
字
。
今
補
之
。

ω本
作
「
疏
蒲
器
」
。
以
何
問
文
考
之
、
賞
作
「
大
夫
疏
臓
器
」

e

脚
本
作
「
衣
爽
鋲
」
。
郭
沫
若
云
、
「
衣
爽
鋲
」
首
作
「
爽
談
之
衣
」
@

-72一

説
在
集
校
。

仰
木
作
「
緊
」
字

G

丁
土
瓶
云
、
首
作
「
繋
」
字
、
「
繋
」
戟
衣
也
.

側
「
造
修
之
官
」
四
字
首
在
此

6

疑
誤
入
手
下
文
。
今
改
之
.

脚
本
脱
「
問
」
字
。
今
補
之。

脚
本
誤
作
「
而
」
字
。
嘗
改
作
「
間
」
字
。

衡
亦
云
、

開
「
郷
帥
」
各
本
作
「
郷
師
」
。
張
保
論
云
、
首
作
「
郷
帥
」
@
安
井

「
師
」
字
首
作
「
帥
」
字
。
張
・
安
井
説
近
是
@

倒
「
其
」
字
上
疑
脆
三
・
四
字
。

「
問
」
字
首
補
之。



側
「
出
入
L

上
疑
脆
…
}
了
寸
開
問
L

字
繋
補
之
.

鱗
「
間
」
字
欝
補
之
。
以
下
腿
・
回
一
綿
織
田
内
之
。

制
本
作
「
家
L

字
。
案
五
鰻
篇
去
、

買
い
。
輿
此
傑
賠
、
意
潤
近
。
「
家
L

田
蟻
盤
面
罷
問
問

「罷
L

字
削
別
議
較
長
。

鱗
本
作
「
閉
し

鮒
操
忽
〈
…
一
品
、
首
奪
「
丹
し 郭

沫
若
云
、
盤
作

字、

郭
沫
鷲
云
、
煉
説
近
是
。

九
六
五
年
十
月
サ
五
日
稿

寝
也
.

今

3
ム

n
t


