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本
書
は
第
一
一
部
桑
山
正
進
氏
の
「
玄
笑
三
臓
の
形
而
下
」
(
停
記
〉
と
第

二
部
袴
谷
憲
昭
氏
の
「
併
数
史
の
中
の
玄
笑
」
(
数
理
〉
と
か
ら
成
る
。

ま
ず
、
そ
の
目
次
か
ら
紹
介
す
る
と
、
「
玄
英
三
臓
の
形
市
下
」
の
分
は

は
じ
め
に

第

一
章
得
度
前
後

第
二
章
勉
皐
の
あ
り
方

第
三
章
放
行
の
準
備

第
四
章
出
裂
の
時
期

第
五
章
旗
行
の
賀
際

第
六
章
イ
ン
ド
に
お
い
て

第
七
章
中
閣
に
蹄
っ
て

お
わ
り
に

と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
「
例
数
史
の
中
の
玄
笑
」
の
方
は

第

一
章
史
的
背
景
と
し
て
の
階
唐
例
数

第
二
章

留

感

地
と
蛍
時
の
イ
ン
ド
併
数

第
三
章
時
間
来
原
典
の
翻
鐸
と
そ
の
概
観

第
四
章
課
出
例
典
の
特
徴
と
そ
の
影
響

来リ

か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
概
略
的
に
順
次
紹
介
す
る
。

「
玄
英
三
裁
の
形
而
下」

で
は
、
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
、
玄
笑
の
出

生
か
ら
イ
ン
ド
放
行
決
断
ま
で
を
取
り
扱
う
。
玄
笑
の
父
は
江
陵
令
を
最
後
に

大
業
年
開
の
移
り
ご
ろ
退
官
す
る
が
、
そ
の
時
、
玄
突
の
兄
が
既
に
出
家
し
て

洛
陽
浄
土
寺
に
あ
り
、
彼
も
同
寺
に
入
る
。
彼
の
得
度
は
、
規
定
の
年
齢
に
達

し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
大
理
卿
郷
善
果
の
推
薦
で
得
度
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
停
え
る
が
、
そ
の
年
次
は
大
業
五
年
か
ら
十
三
年
の
聞
に
あ
る
と
し
た
上

で
、
得
度
後
の
勉
皐
の
あ
り
方
が
、
回
同
諦
系
統
の
皐
統
に
よ
っ
て
併
数
思
想
研

究
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
突
は
出
家
得

度
後
、
階
末
の
戦
飢
に
よ
り
洛
陽
が
荒
慶
し
た
の
で
兄
と
と
も
に
唐
都
長
安
に

移
る
が
、
鼠
平
信
が
多
く
成
都
に
避
難
し
て
い
た
の
で
彼
ら
も
成
都
へ
赴
き
、
そ

こ
で
道
基
ら
に
師
事
し
て
数
同
学
研
究
に
励
ん
だ
。
武
徳
五
年
に
具
足
戒
を
受
け

た
が
、
数
義
解
四
伴
に
疑
義
が
わ
き
、
成
都
を
出
て
剤
州
、
相
州
、
趨
州
を
経
、

武
徳
七
年
に
再
び
長
安
に
入
る
。
こ
の
問
、
岡
県
諦
系
統
諸
民
平
品
閣
を
歴
訪
し
、
援

大
乗
論
、
浬
繋
経
、

阿
昆
曇
論
等
を
皐
ん
だ
が
、
翻
謬
経
論
の
解
懇
の
多
岐
か

ら
く
る
衆
疑
を
決
し
き
れ
ず
、
つ
い
に
イ
ン
ド
原
典
に
あ
た
る
こ
と
を
決
意
し

た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章
は
、
玄
奨
が
、
イ
γ
ド
へ
放
立
つ
に
あ
た
っ
て
の
準
備
段
階
に
お
け

る
問
題
を
と
り
扱
い
、
第
四
章
と
第
五
章
は
、
イ
ン
ド
放
行
に
直
接
関
連
す
る

内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
玄
撲
が
イ
ソ
ド
へ
赴
く
の
は
、
た
ん
に
自
己
の
数

皐
上
の
疑
問
貼
を
解
決
す
る
た
め
で
は
な
く
、
東
牽
に
か
え
っ
て
翠
化
を
停
揚

せ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
の
往
復
大
放
行
を
寅
施
す
る
に
は
相
蛍
の
準

備
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
績
高
信
侍
」
に
依
り
、

語
皐
に

つ

い
て
、
玄
突
は
出
閣
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
ち
に
、
出
昨
夜
に
先
だ
っ
て
聖
夜
間

長
安
来
住
の
諸
蕃
に
つ
い
て
イ
ン
ド
語
、
中
央
ア
ジ
ア
諸
語
の
語
畢
皐
習
に
あ
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て
て
い
た
こ
と
が
十
分
う
か
が
い
し
れ
る
と
し
、
ま
た
経
路
に
関
し
て
は
、
伊

豆
同
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
迂
回
路
で
あ
る
可
汗
浮
園
す
な
わ
ち
天
山
北
麓
の
突
欧
勢

力
下
の
経
路
を
と
る
こ
と
を
出
震
時
か
ら
準
備
し
て
い
た
し
、
目
的
地
が
ナ
I

ラ
ン
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も
彼
の
行
程
等
か
ら
み
て
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
こ
と
は
プ
ラ
バ

l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
の
来
侍
か
決
定
的
要
因
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
プ
ラ
バ
l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
は
、
イ
ン
ド
、
ナ
l
ラ
ン
ダ
1
遊
翠
の
の
ち
北

上
し
て
突
販
の
世
界
に
お
い
で
停
道
活
動
を
行
っ
た
。
そ
し
て
唐
の
使
節
高
卒

王
道
立
に
遭
い
、
武
徳
九
年
に
道
立
に
伴
わ
れ
て
入
唐
し
た
。
教
に
よ
り
長
安

大
輿
善
寺
、
の
ち
に
勝
光
寺
に
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
イ
ン
ド
放

行
を
準
備
中
で
あ
っ
た
一玄
撲
が
プ
ラ
パ

l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
を
見
逃
す
は
ず
が
な

い
、
と
し
、
西
突
阪
統
薬
護
可
汗
の
勢
力
下
に
は
い
っ
て
放
行
す
る
こ
と
が
、

む
L
ろ
迂
回
路
で
は
あ
る
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。
併
数
数
皐
研
究
の
中
心
地
が

エ
フ
タ
ル
制
覇
後
は
西
北
イ
ン
ド
(
カ
シ
ュ
ーミ
l
ル
)
か
ら
イ
ン
ド
本
土
(
ナ

I
ラ
ン
ダ
I
〉
に
移
っ
た
と
い
う
イ
ン
ド
併
致
事
情
も
、
プ
ラ
パ
I
カ
ラ
ミ
ト

ラ
の
来
住
に
よ
り
、
ま
っ
た
く
の
新
知
識
と
し
て
吸
牧
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

}
第
四
章
は
、
イ
ン
ド
放
行
出
震
の
時
期
を
と
り
扱
っ
て
あ
り
、
そ
の
年
次
は

貞
観
元
年
〈
又
は
二
年
初
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
従
来
の
元
年
か
=
一年

か
の
論
争
黙
を
整
理
、
批
剣
の
上
で
、
玄
撲
の
子
聞
か
ら
の
上
表
文
、
「
繍
高

信
停
」
に
い
う
霜
俊
に
よ
り
殺
し
て
入
手
を
逐
墜
四
出
せ
し
め
た
の
に
乗
じ

て
出
裂
し
た
と
い
う
そ
の
災
害
年
、
西
突
阪
統
葉
護
可
汗
の
波
年
か
ら
推
し
て

貞
観
一
元
年
が
肯
定
で
き
る
。
ま
た
玄
突
が
涼
州
を
通
っ
た
と
き
の
都
督
李
大
亮

の
着
任
時
期
で
は
貞
親
元
年
設
を
積
極
的
に
肯
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
可
能
性

は
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
奮
唐
書
」
「
請
御
製
経
序
表
」
以

外
の
諸
書
は
貞
観
三
年
か
、
と
い
う
疑
問
に
封
し
て
、
玄
突
が
元
年
を
公
号-一面
で

き
な
い
事
情
、
す
な
わ
ち
太
宗
の
西
域
経
営
の
積
極
性
(
高
昌
を
滅
ぼ
し
、
突

阪
を
狙
う
〉
に
制
到
す
る
玄
突
の
遠
慮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
て
い

る。
き
て
、

寅
際
の
経
路
は
、
蛍
初
の
暗
既
定
を
努
更
し
て
伊
五
日
|
高
畠
|
阿
者
尼

|
屈
支
と
天
山
南
麓
路
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
伊
吾
広
在
る
と
き
高
昌
王
麹
文

泰
の
来
訪
要
請
を
断
り
き
れ
ず
に
止
む
な
く
高
畠
に
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
玄

撲
は
高
昌
に
お
い
て
歓
待
さ
れ
、
園
王
の
鯨
依
を
う
け
た
。
そ
し
て
伴
迭
者
や

綾
絹
、
金
銀
銭
等
往
還
二
十
年
分
の
資
を
輿
え
ら
れ
て
西
突
厭
ま
で
護
迭
さ
れ

た
。
統
葉
護
可
汗
は
玄
突
に
託
さ
れ
た
高
昌
王
の
贈
輿
の
放
に
玄
突
を
郷
重
に

扱
い
、
通
誇
を
同
道
さ
せ
て
カ
ピ
シ
ー
ま
で
護
送
し
た
。
斯
て
北
イ
ン
ド
ま
で

ス
ム
ー
ズ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
玄
駄
目
は
自
問
途
に
お
い
て

も
イ
ン
ド
の
戒
日
王
、
カ
ピ
シ
1
王
、
カ
シ
ナ
、
、
1
ル
王
、
活
圏
玉
の
力
を
利

用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嘗
時
安
定
し
た
権
力
に
依
っ

て
放
行
が
成
功
し
た

謬
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
最
盛
期
に
あ
っ
た
勢
力
の
積
極
的
活
用
は
、
た
ん
な
る

偶
然
で
は
な
く
、

長
安
に
お
け
る
出
褒
準
備
が
ら
み
て
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、

や
は
り
プ
ラ
パ
l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
高
畠
王
が
玄
撲
に
贈
っ
た
綾
絹
、
金
銀
銭
に
就
い
て
女
の
如
く
論
讃

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
商
品
と
し
て
の
経
済
債
値
を
も
っ
て
ご
く

普
通
に
通
用
し
た
地
理
的
範
闘
を
想
定
で
き
る
。
そ
の
範
聞
は
高
畠
か
ら
西
突

欧
お
よ
び
そ
の
勢
力
下
に
あ
り
、
ベ
ル
シ
ャ
と
も
関
係
が
深
か
っ
た
ソ
グ
ド
"
ト

ハ

l
p
ス
タ
ン
、
さ
ら
に
西
北
イ
ン
ド
に
及
ん
で
い
た
σ

絹
に
つ
い
て
は
、
高

畠
が
中
園
と
西
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
節
目
と
な
り
、
ア
ス
タ
ー
ナ
墓
地
の
遺
物
〈
六

|
八
世
紀
〉
や
タ
I
ケ
ポ
ス
タ
ー
ン
の
石
刻
人
物
像
、
そ
の
他
キ
ジ
1
ル
、
パ

1
ミ
ヤ
γ
等
の
人
物
像
や
壁
董
に
サ
l
サ
l
ン
系
紋
様
を
輸
に
し
た
絹
織
物
が
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多
く
、
高
畠
王
が
玄
笑
に
輿
え
、
統
業
護
可
汗
に
贈
っ
た
綾
絹
類
も
西
方
系
一
青
山

匠
を
含
ん
だ
も
の
が
相
晶
画
数
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
玄
突
が
も
ら
っ
た

金
銀
貨
は
、
金
貨
は
ピ
ザ
ン
ツ
金
貨
、
銀
貨
は
+

l
サ
l
ン
銀
貨
と
し
て
誤
り

な
い
で
あ
ろ
う
。
ピ
ザ
ン
ツ
金
貨
は
極
少
数
で
は
あ
る
が
中
圏
内
部
で
も
出
土

し
て
い
る
の
で
、
ピ
ザ
ン
ツ
1

西
突
欧
|
高
昌
|
中
園
と
い
う
東
方
流
傍
経
路

は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
サ
l
サ

1
ン
銀
貨
は
、
五
世
紀
後
半
に

は
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
越
え
て
中
園
に
入
り
、
六
|
七
世
紀
に
流
入
第
二
波
が
起

こ
り
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
中
心
に
出
土
が
多
く
な
る
。
こ
れ
は
西
突
阪
の
ソ
グ

ド
"
ト
ゥ
ハ
l
リ
ス
タ
ン
支
配
、
サ

1
サ
1
ン
靭
の
封
突
欧
役
目
刷
お
よ
び
西
突
阪

針
高
畠
の
関
係
が
こ
の
貨
幣
出
土
朕
況
に
反
映
し
て
い
る
。
従
っ
て
サ

l
+
l

γ
貨
が
ベ
ル
シ
ャ
か
ら
西
北
イ

γ
ド
、
中
園
ま
で
伸
張
し
た
事
質
は
、
蛍
時
の

諸
勢
力
の
範
闘
を
遁
じ
て
信
用
あ
る
園
際
遁
貨
と
し
て
の
役
割
を
負
っ
た
こ
と

を
一
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
高
昌
玉
は
往
還
の
資
と
し
て
玄
突
に
こ

れ
ら
の
金
銀
貨
や
絹
織
物
を
も
た
せ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

第
六
一
章
一
は
、
就
皐
場
所
を
主
に
し
て
数
皐
研
究
の
過
程
が
論
述
さ
れ
て
い

る
。
玄
奨
の
就
皐
場
所
は
カ
シ
ュ
ミ
l
ル
よ
り
先
の
イ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
大
衆
仰
激
策
源
地
た
る
ガ
ン
ダ
l
ラ
地
方
も
エ
フ
タ
ル
以
後
荒
廃
し
、
ヒ

γ
ド
ゥ

1
P
シ
ュ
南
北
地
方
は
遊
牧
民
に
よ
る
長
期
支
配
や
彼
ら
の
本
来
的
性

向
で
あ
る
反
思
索
性
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
風
土
に
由
来
し
て
グ
ロ
テ
ス
ク
な
遺

物
崇
奔
が
感
行
す
る
の
み
で
玄
突
の
期
待
に
答
え
る
準
備
は
皆
無
で
あ
り
、
玄

撲
が
本
格
的
に
勉
皐
を
開
始
す
る
の
は
カ
シ
ナ
ミ

1
ル
以
降
で
あ
る
。
カ
シ
ュ

ミ
I
ル
で
は
サ
ン
ガ
キ
l
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
倶
舎
論
、
順
正
理
論
、
因
明
・
聾

明
を
皐
ん
だ
。
次
い
で
タ
ッ
カ
、
チ
l
ナ
プ
グ
テ
ィ
、
ジ
ャ
ラ
ン
ダ
ナ
、
シ
ュ

グ
ル
ナ
、
マ
テ
ィ
プ
ラ
、
パ
ド
ラ
ヴ
ィ
ハ

1
ラ
に
お
い
て
六
足
阿
毘
曇
、
大
見

婆
沙
論
な
ど
主
に
小
乗
系
敬
皐
を
勉
摩
し
て
、
目
的
地
で
あ
る
ナ
l
ラ
ン
ダ
l

に
は
い

っ
た
。
ナ
1
ラ
ン
ダ
ー
で
は
厚
遇
を
受
け
、
戒
賢
に
つ
い
て
五
年
間
、

議
伽
師
地
論
を
主
と
し
た
大
乗
敢
闘
争
や
因
明

・
盤
明
等
を
摩
ん
だ
。
そ
の
後
、

各
地
を
巡
遊
し
て
再
び
ナ
l
ラ

γ
ダ
l
へ
蹄
り
、
杖
林
山
へ
入
っ
て
ジ
ャ
ヤ
セ

l
ナ
に
師
事
し
て
唯
識
決
擦
論
、
不
住
漫
然
、
十
二
因
縁
論
等
を
帽
学
ん
だ
。
こ

の
よ
う
に
玄
突
が
就
皐
場
所
と
し
た
の
は
カ

シ
ュ
ミ

l
ル
か
ら
ピ
ハ

l
ル
ま
で

の
聞
に
集
中
し
、
中
で
も
カ
シ
ュ
ミ
l
ル
と
ナ

1
ラ
ン
ダ
ー
を
中
心
と
す
る
地

域
が
も
っ
と
も
大
き
く
、
就
皐
の
人
の
数
も
他
を
医
し
て
大
き
か
っ
た
。

イ
ン
ド
就
皐
を
終
え
て
中
園
へ
鋳
っ
て
か
ら
の
事
情
は
第
七
章
で
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
が
、
中
園
へ
持
ち
蹄
っ
た
多
数
の
経
論
の
入
手
経
路
や
入
手
場
所
は

明
ら
か
で
な
い
。
と
も
あ
れ
貞
淑
十
九
年
正
月
に
長
安
に
筒
り
着
き
、
経
像
を

弘
一
隅
寺
に
牧
納
し
た
。
も
た
ら
し
た
経
論
総
数
は
六
五
七
部
、
併
像
七
躯
と
記

さ
れ
て
い
る
。
二
月
に
は
洛
陽
に
赴
き
高
句
麗
征
討
直
前
の
太
宗
に
面
奉
し、

五
月
か
ら
隔
地
大
な
経
論
の
翻
誇
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
著
者
は
、
玄
撲
が
鋳
園

し
て
か
ら
示
寂
ま
で
(
貞
観
十
九
年
|
麟
徳
元
年
)
の
十
九
年
聞
を
次
の
五
期

に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

一

貞
観
十
九
年
か
ら
二
十
二
年
前
半

ニ
貞
観
二
十
二
年
後
半
か
ら
二
十
三
年
前
半

三
貞
翻
二
十
三
年
後
半
か
ら
永
徽
年
間

回

顧

慶

年
間

五
頼
度
末
年
か
ら
示
寂
ま
で

で
あ
り
、
一
、

三
、
五
の
時
期
は
比
較
的
ひ
と
つ
の
場
所
に
と
ど
ま
っ
て
翻
誇

に
専
念
で
き
た
時
期
で
あ
り
、
二
、
四
の
時
期
は
太
宗
や
高
宗
と
の
か
か
わ
り

が
き
っ
く
誇
場
も
締
#
と
し
た
時
期
で
あ
る
。
塞
外
に
射
す
る
新
知
識
を
利
用

し
よ
う
と
す
る
太
宗
の
俗
務
や
則
天
武
后
の
政
俊
に
か
か
わ
る
う
る
さ
き
が
影

響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
誇
場
構
成
は
釜
義
、
綴
文
、

筆
受
、
書
手
、

字
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皐
、
詮
焚
語
焚
文
と
い
っ
た
役
割
り
か
ら
成
り
、
玄
笑
が
こ
の
大
規
模
な
翻
誇

組
織
を
作
っ
た
の
も
、
俗
務
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
劉
誇
を
完
遂
す
る
こ
と
が
い

か
に
困
難
で
あ
る
か
を
、
す
で
に
十
分
議
測
し
た
う
え
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
多

部
の
誇
経
を
-
意
図
し
た
た
め
に
考
え
出
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
原
典
の
完
誇
こ
そ
中
園
併
教
に
と
っ
て
最
大
の

課
題
で
あ
る
と
い
う
玄
突
の
考
え
、
翻
誇
途
中
の
経
論
を
残
さ
ず
彼
自
身
の
責

任
に
お
い
て
行
っ
た
仕
事
は
そ
の
生
涯
の
中
に
完
成
さ
せ
た
玄
擦
の
態
度
を
述

べ
て
原
典
完
誇
に
か
け
た
玄
奨
の
俸
記
を
結
ば
れ
て
い
る
。
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次
に
「
併
数
史
の
中
の
玄
笑
」
に
つ
い
て
、
章
を
迫
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
論
述

内
容
を
紹
介
す
る
。

第
一
牽
で
は
、
玄
駄
目
が
修
皐
し
、
イ
ン
ド
に
求
法
し
、
間
開
園
し
て
誇
経
し
た

中
園
の
併
教
の
世
界
の
紋
況
と
そ
れ
に
劃
す
る
玄
突
の
痴
態
に
焦
黙
を
あ
て
て

論
鳴
か
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

「
西
遊
記
」
は
、
玄
曲
目
の
西
天
取
経
と
い
う
中
心
部
に
、
人
々
の
見
果
て
ぬ

夢
が
勝
手
に
附
加
さ
れ
た
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内

容
が
史
貨
と
合
致
す
る
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
架
空
に
類
す
る
物
語
と

は
い
え
、
熱
心
な
求
道
信
の
姿
は
人
々
の
心
を
動
か
し
た
の
で
あ
り
、
玄
突
を

と
り
ま
く
虚
寅
の
創
刊
別
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
心
に
止
め
る
べ
き

で
あ
る
。

階
唐
時
代
は
、
中
園
併
数
に
新
た
な
動
き
が
み
ら
れ
、
従
来
の
経
典
翻
誇
と

そ
の
解
稗
と
は
異
質
の
習
調
、
感
通
な
ど
寅
践
的
な
高
品
閣
が
現
わ
れ
て
き
た
。

法
沖
は
員
撃
な
併
道
修
行
備
で
、
三
論
、
般
若
経
、
拐
伽
経
を
準
び
、
講
義
す

る
と
き
は
経
の
摘
句
を
引
く
だ
け
で
本
文
の
語
義
を
律
か
ず
、
時
と
場
合
に
臆

じ
て
導
い
た
。
そ
し
て
奮
誇
経
典
の
講
義
を
許
さ
な
か
っ
た
玄
突
に
劃
し
て
抗

議
し
、
玄
笑
を
黙
ら
せ
た
と
い
う
。
道
宣
は

「績
高
信
俸
」
を
著
わ
し
た
と

き
、
貞
観
十
九
年
に
稿
を
終
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
加
筆
増
補
し
て

「玄

笑
停
」
を
補
い
つ
つ
、
他
方
で
法
沖
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
賞
践
的
新
併
敬
の

動
向
を
追
加
し
た
。
玄
袋
は
「
原
典
の
正
確
な
翻
誇
」
を
特
長
と
す
る
が
、
こ

の
併
品
訟
の
新
動
向
H
初
期
縛
宗
史
形
成
期
に
は
緩
什
課
金
剛
経
が
携
伽
経
と
と

も
に
大
き
な
支
柱
と
な
り
、
玄
突
の
正
確
な
謬
さ
え
影
の
薄
い
も
の
に
し
て
し

ま
っ
た
。

玄
突
は
従
来
の
翻
誇
上
の
差
異
も
し
く
は
誤
讃
か
ら
波
生
し
た
議
論
を
忌
遊

し
、
現
貸
の
新
動
向
に
は
無
関
心
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
玄
突
に
と
っ

て
は
員
理
は

一
つ
。
原
典
と
そ
の
正
確
な
翻
誇
が
生
命
で
あ
っ
た
。
黙
っ
て
済

む
問
題
は
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
過
去
の
翻
誇
と
く
に
生
涯
を
賭
け
た
議
伽
墜
識

文
献
に
つ
い
て
は
安
協
も
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
議
伽
唯
識
関
係
@
論
番

を
多
数
ま
と
ま
っ
た
形
で
中
園
に
翻
摺詳
し
た
の
は
員
諦
で
あ
る
。
し
か
し
、
玄

笑
に
関
ず
る
諸
種
の
俸
記
資
料
中
に
お
い
て
玄
突
が
岡
県
諦
に
言
及
し
た
形
跡
は
~

な
ん
ら
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
。
同
県
諦
は

「掻
大
乗
論
」
の
劉
誇
と
講
義
に

も
っ
と
も
心
を
砕
い
た
。
ま
た
「
十
七
地
論
」

「決
定
威
論
」
(
玄
笑
誇
「
稔
伽

師
地
論
」
の
一

一
部
〉
も
謬
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
未
完
、
散
逸
と
い

っ
た
事
も
あ

っ
て
玄
奨
を
イ
ン
ド
へ
か
り
た
て
た
要
因
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
じ
興
地問-誇

で
も
っ
と
も
普
及
し
た
の
は
「
大
乗
起
信
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
イ
ン
ド
の
正

統
系
唯
一
誠
思
想
と
は
異
質
な
側
面
を
示
し
て
い
る
の
で
、
玄
撲
か
ら
み
れ
ば
嘗

然
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
玄
撲
の
停
記
に
員
諦
に
つ
い
て
語
ら
れ
な

い
の
は
、
国
同
諦
を
無
視
し
た
の
か
、
故
意
に
俸
記
か
ら
抹
殺
し
た
の
か
。

と
に

か
く
玄
突
は
員
諦
皐
統
か
ら
出
裂
し
て
、
再
び
こ
こ
へ
戻
ら
な
か

ク
た
の
で
あ

る。
玄
笑
以
前
、
南
北
朝
時
代
の
中
園
傍
数
史
を
、
磯
伽
唯
識
文
献
の
俸
来
を
軸
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に
み
る
と
、
求
那
践
陀
羅
が
解
深
密
経
(
部
分
譲
〉
を
誇
し
た
の
に
始
ま
る
。

彼
は
、
ま
た
「
拐
伽
経
」
を
も
漢
詳
し
(
四
四
一
ニ
〉
た
が
、
こ
れ
は
唯
識
的
か

っ
如
来
磁
的
折
衷
性
が
あ
り
、
南
地
に
は
裡
駒
栄
宗
が
形
成
さ
れ
て
併
性
思
想
が

盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
た
の
で
、
唯
識
思
想
の
定
着
に
は
種
々
の
問
題
か
喚
起

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
溺
し
、
北
貌
時
代
に
菩
提
流
支
が
「
十
地
経

論
」「
深
密
解
脱
経
」
を
詳
し
て
唯
一
識
の
代
表
経
典
を
侍
え
た
。
前
者
を
根
本

典
践
と
し
て
地
論
宗
が
起
り
、
ア
1
ラ
ヤ
識
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
受
け
る
格
好
で
輿
諦
が
梁

・
陳
時
代
に
か
け
て
活
躍
す

る
。
員
諦
は

「
撤
大
策
論
」
を
誇
出
し
、
こ
れ
を
中
心
に
嬬
論
摩
波
が
成
立
し

た
。
概
論
宗
は
北
地
に
も
体
え
ら
れ
、
中
園
に
-初
め
て
本
格
的
な
唯
識
研
究
が

根
づ
い
た
。
陪
代
の
士
口
磁
は
、
地
論
宗
、
概
論
宗
に
射
し
て
三
論
宗
を
大
成
し

た
人
で
あ
り
、
同
開
諦
製
設
に
も
透
徹
し
た
理
解
を
示
し
た
が
、
玄
突
は
吉
誠
に

謝
し
て
関
心
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

北
地
に
お
け
る
鋭
論
宗
は
折
衷
的
傾
向
が
濃
く
、
「
搬
大
乗
論
」
も
「
拐
伽

経
」「
大
衆
起
信
論
」
を
仲
介
に
し
て
「
淫
駒
沢
経
」
と
結
び
つ
く
可
能
性
は
充

分
あ
っ
た
。
玄
突
が
出
家
し
て
最
初
に
影
法
師
か
ら
「
浬
紫
綬
」
を
、
殿
法
師

か
ら
「
揖
大
衆
論
」
を
皐
ん
だ
こ
と
は
、
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し

彼
は
、
そ
う
い
う
附
禽
的
解
稗
に
鋭
敏
な
反
感
を
示
し
た
。
路
論
宗
準
備
遁
基

を
求
め
て
萄
に
向
い
、
さ
ら
に
費
遇
、
慈
景
、
道
振
ら
か
ら

「繊
大
乗
論
」
や

ア
ピ
ダ
ル
マ
論
番
の
講
義
を
聞
い
た
。
そ
し
て
再
び
長
安
へ
戻
る
ま
で
に
、
概

念
の
殿
密
な
規
定
を
積
み
上
げ
て
い
く
ア
ピ
ダ
ル
マ
へ
の
志
向
が
は

っ
き
り
と

現
わ
れ
て
く
る
。
「
翻
謬
」
さ
れ
た
経
論
の
「
折
衷
的
解
穆
」
で
は
満
た
さ
れ

ず
、
疑
を
は
ら
す
た
め
に
は
原
典
と
く
に
「
十
七
地
論
」
を
求
め
る
ほ
か
な
い

と
決
意
し
た
。

第
二
章
の
イ
ン
ド
留
墜
と
イ
ン
ド
併
数
に
つ
い
て
は
、
玄
撲
の
研
鎖
が
ア
ピ

ダ
ル

マ
と
ヴ
ィ
パ
I
シ
ャ

1
に
大
半
が
費
や
さ
れ
た
こ
と
を
イ
γ
ド
の
寅
情
と

関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

イ
ン
ド
併
数
は
、
郡
波
併
数
時
代
に
、
数
読
(
法
〉

に
射
す
る
組
織
的
解
緯

が
す
す
み
、
法
の
分
類
と
値
系
化
に
そ
の
関
心
が
集
ま
っ
た
。
中
で
も
設
一
切

有
部
は
教
義
盛
系
の
維
持
停
承
に
努
め
、
ガ
ン
ダ
1
ラ
と
カ
シ
ュ
ミ
l
ル
を
中

心
に
し
て
従
来
の
ア
ピ
ダ
ル
マ
研
究
を
集
大
成
す
る
機
運
を
一
示
し
、

「
ア
ピ
ダ

ル
ママ

ハ
l
ヴ
ィ
バ

1
シ
ャ
l
」
を
完
成
し
た。

他
方
、

郡
波
数
圏
の
繁
祭
と

同
時
期
に
大
衆
併
数
が
成
長
し
、
般
若
系
統
の
経
典
の
編
纂
を
は
じ
山
町
、
大
衆

経
典
が
イ
γ
ド
各
地
に
流
行
し
た
。
大
乗
併
教
は
空
欄
酬
を
も
っ
て
保
守
系
部
波

を
批
剣
し
て
成
立
し
た
が
、
グ
プ
タ
朝
時
代
に
は
、
こ
の
大
乗
併
数
も
ア
ピ
ダ

ル
マ
化
し
た
。
唯
識
思
想
が
結
貸
し
た
の
は
グ
プ
タ
朝
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

例
数
本
来
の
空
の
観
法
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
賀
践
主
鰻
の
心
の
問
題
と

し
て
と
ら
え
直
す
新
し
い
菌
で
筆
般
経
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
浬
撲
経
皐

統
は
如
来
減
思
想
を
設
い
た
。
こ
れ
に
謝
し
て
解
深
密
経
は
心
の
現
質
面
を
分

析
的
に
述
べ
、
こ
の
祭
統
が

「ヨ

l
ガ
l
チ
ャ
1
ラ
プ
l
ミ
」
(
磁
伽
師
地
論
〉

な
る
大
論
書
を
編
纂
し
た
。
ま
た
ア
サ
ン
ガ
が

「
掻
大
乗
論
」
を
作
り
ア
l
ラ

ヤ
一
識
を
基
に
唯
識
思
想
を
表
明
し
、
ヴ
ァ

ス
パ
ン
ド
ク
が
ア
サ

ン
ガ
思
想
を
縫

承
し
、
さ
ら
に
デ
ィ
グ
ナ
l
ガ
、
ダ
ル
マ
パ

1
ラ
を
経
て
シ

I
ラ
バ
ド
ラ
〈
戒

賢
)
に
至
っ
た
。
玄
笑
は
、
カ
シ
子
、
、
l
ル
に
二
年
滞
在
し
、
ヴ
ァ
ス
パ
ン
ド

ゥ
や
サ
ン
ガ
パ
ド
ラ
の
論
書
、
論
理
・
文
法
を
皐
ん
だ
。
そ
の
他
チ
l
ナ
プ
ク

テ
ィ
で
ア
サ
ン
ガ
や
デ
ィ
グ
ナ
1
ガ
ら
の
論
書
を
皐
ん
で
ナ
l
ラ
ン
ダ
l
に
入

っ
た
。
ナ
l
ラ
ン
ダ
ー
で
は
シ
1
ラ
パ
ド
ラ
の
講
ず
る
「
ヨ
l
ガ
l
チ
ャ
l
ラ

プ
l
ミ
」
を
中
心
に
五
年
の
研
鎖
を
積
ん
だ。

こ
の
関
、
中
観
系
の
論
書
も
摩

ん
で
い
る
し
、
デ
ィ
グ
ナ
1
ガ
の
論
理
皐
や
認
識
論
の
書
も
研
究
し
た
。

第
三
葦
は
賂
来
原
典
の
翻
誇
と
そ
の
概
観
と
題
し、

誇
出
併
典
リ
ス
ト
で
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は
、
相
官
昇
の
「
開
元
標
数
録
」
を
基
に
一誇
出
典
籍
を
年
代
順
の
配
列
に
組
み
か

え
て
掲
げ
て
あ
る
。
最
初
の
「
犬
菩
薩
蔵
経
」
か
ら
最
後
の
「
呪
五
首
〈
経
と

ま
で
七
十
五
都
す
べ
て
に
誇
出
年
月
日
、
謬
場
、
翻
誇
協
力
者
名
が
つ
け
ら

れ
、
玄
柴
野
園
後
十
九
年
聞
の
謬
経
の
推
移
が
具
践
的
に
讃
み
と
れ
る
。
そ
し

て
次
に

t

「
開
元
録
」
の
内
容
匿
分
を
利
用
し
て
見
易
い
表
に
牧
め
て
あ
る
。
さ

ら
に
大
正
大
綴
経
の
大
別
に
順
っ
て
翻
誇
経
論
名
を
あ
げ
て
、
そ
の
概
要
が
附

さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
は
誇
出
併
典
の
特
徴
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
、
平
一
持
場
組
織
、

誇
語
、

さ
ら
に
成
唯
識
論
と
五
性
各
別
の
思
想
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。

南
北
朝
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
俳
教
の
底
流
、
太
宗
貞
観
の
盛
時
、
有
能
な
翻
誇

協
力
者
と
い
っ
た
好
侠
件
の
そ
ろ
っ
た
時
期
に
、
闘
家
事
業
と
し
て
の
併
典
翻

誇
に
努
め
た
玄
突
で
あ
っ
た
。
尼
大
な
併
典
の
劉
謬
は
強
力
な
誇
場
組
織
に
支

え
ら
れ
て
相
嘗
な
速
度
で
遂
行
し
た
。
こ
う
し
て
謬
出
さ
れ
た
七
十
五
部
、
一

三
三
五
径
は
「
新
誇
」
と
し
て
登
場
し
た
。
新
誇
は

一
般
的
に
は
、

そ
の
原
典

に
劃
す
る
忠
貸
さ
、
正
確
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
音
潟
語
は
欝
来
の
慣

行
を
獲
与
え
て
ま
で
正
確
さ
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
員
に
新
誇
た
る
由
縁

以
上
で
本
書
の
内
容
紹
介
を
彩
ら
せ
て
い
た
だ
く
が
、
こ
の
書
に
は
玄
撲
の

は
、
数
義
上
の
術
語
に
関
す
る
統
一
性
と
鎧
系
性
に
あ
る
。
故
に
ア
ピ
ダ
ル
マ
年
譜
も
地
図
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
玄
撲
の

一
生
で
は
受
戒
と
蹄
園
と
示
寂

系
教
義
上
の
術
語
は
、
玄
笑
誇
が
屋
倒
的
な
勢
い
で
惨
透
し
て
い

っ
た。
』未
翻
の
年
以
外
は
創
刊
ら
な
い
か
ら
、
精
確
な
年
代
表
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

の
経
論
や
議
伽
唯
識
の
皐
系
主
重
要
な
も
の
に
も
玄
笑
誇
が
進
出
し
た
。
し
か
る
ρ

桑
山
氏
は

「
は
じ
め
に
生
存
年
数
を
き
め
て
か
か
る
こ
と
は
さ
け
て
、
玄

し
経
典
で
は
「
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」
以
外
は
嘗
謬
が
依
然
流
行
し
た
。
英
一
生
の
節
目
と
な
る
事
柄
は
、
歴
史
事
質
か
ら
せ
め
て
い

っ
て
考
え
た
方
が

原
典
に
忠
貨
な
玄
笑
と
い
え
ど
も
、
理
解
を
正
し
く
導
く
た
め
の
原
文
の
改
よ
く
、
あ
ま
り
生
存
年
数
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
と
玄
笑
と
い
う
人
聞
や
そ
の
業

鑓
削
除
、
加
筆
培
康
が
な
い
誇
で
は
な
い
。
欝
誇
に
比
べ
て
玄
撲
誇
に
は
比
較
績
が
と
も
す
れ
ば
か
す
ん
で
し
ま
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
出
家
後
の
ひ
た

的
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
翻
誇
上
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

む

き

な

敬
皐
研
究
、
原
典
を
求
め
て
の
大
放
行
、
そ
し
て
終
来
経
典
の
誇
出
こ

「
成
唯
識
論
」
誇
出
に
は
そ
の
改
築
が
翻
誇
の
領
域
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。

「成
そ
玄
笑
の
偉
大
な
姿
で
あ
る
。
玄
英
三
磁
の
形
而
下
と
題
さ
れ
る
通
り
、
論
述

唯
識
論
」
は
イ
ン
ド
唯
一
誠
暴
設
史
上
の
論
争
黙
を
玄
笑
が
、
き
わ
め
て
要
領
よ
は
き
わ
め
て
具
程
的
で
あ
り
、
質
誼
的
で
、
玄
英
生
涯
の
行
動
が
み
ご
と
に
潟
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く
一
部
の
書
に
ま
と
め
て
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
玄
笑
の
弟
子
た
ち
に
惇
承
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
イ
ン
ド
唯
識
十
大
論
師
の

一
人
、
ダ
ル
マ
パ

I
ラ
の
見
解

を
基
準
と
し
て
稼
懇
が
成
立
し
た
と
い
う
が
、

ダ
ル

マ
パ

l
ラ
の
設
の
み
を
唯

一
絶
封
の
も
の
と
し
て
玄
突
が
吸
牧
し
た
の
で
は
な
く
、
賓
際
に
庚
く
準
ん
で

自
分
な
り
に
理
解
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ン
ド
唯
識
皐
読
史
上
の
論
争
過
程
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
。

玄
突
は
「
五
性
各
別
」
思
想
を
中
園
へ
俸
え
た
が
、
併
性
の
遍
在
性
、
如
来

磁
思
想
を
基
調
と
す
る
中
園
へ
無
併
性
設
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
こ
と

で
あ
り
、
玄
撲
唯
識
に
は
絶
針
矛
盾
の
自
己
同
一

日問
視
熱
が
依
如
し
て
い
た
た

め
、
絶
制
到
的
虞
如
の
清
浄
法
界
と
ア
l
ラ
ヤ
識
を
基
盤
と
す
る
現
賓
の
心
と
の

同
一
志
認
め
な
い
単
純
な
形
式
論
理
的
同

一
性
に
順
っ
て
説
明
が
卒
板
に
質
す

傾
向
か
強
く
な
っ
た
。

玄
奨
の
謬
場
に
参
加
し
た
者
の
中
に
も
五
性
各
別
に
肯

じ
な
い
者
も
あ
り
、
華
巌
宗
が
成
立
す
る
と
如
来
識
縁
起
思
想
が
勢
を
得
て
、

法
相
宗
は
振
わ
な
く
な
っ
た
。
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し
だ
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
パ

l
カ
ラ
ミ
ト
ラ
の
入
唐
と
大
波
行
と
の
関
係
や

絹
、
金
銀
貨
の
経
済
的
地
理
範
囲
の
論
述
は
特
色
を
な
す
。
た
だ
得
。
度
と
銀
行

出
裂
の
時
期
は
断
定
で
き
な
い
が
、
隔
代
に
度
信
の
恒
久
的
制
度
が
な
く
、

「
慈
恩
侍
」
に
俄
而
有
救
於
洛
陽
度
二
七
倍
と
あ
り
、
(
道
宜
の
場
合
も
併

せ
て
〉
臨
時
的
に
殺
度
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
大
業
十
年
前
後
と
い
う
他
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
出
愛
時
期
も
、
霜
災
に
よ
り
逐
盤
四
出
さ
せ
た
の
に
乗
じ

て
出
裂
し
た
事
情
ひ
と
つ
と
っ
て
も
災
害
の
頻
度
、
全
世
的
永
久
的
離
村
か
部

分
的
一
時
的
避
難
か
等
も
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
で
決
定
で
き
な
い
悩
み
が

あ
る
。
こ
の
黙
著
者
の
従
来
の
設
へ
の
整
理
と
批
剣
は
す
ぐ
れ
て
い
る
。

袴
谷
氏
の
「
例
数
史
の
中
の
玄
柴
」
は
、

数
理
史
と
く
に
唯
識
数
義
史
に
お

け
る
玄
笑
の
就
態
と
劉
謬
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
と
く
に
第
三
章
と
四
章

で
は
玄
笑
自
身
の
立
場
が
明
断
に
一
示
さ
れ
て
い
る
。
玄
奨
が
将
来
し
た
原
典
は

六
五
七
部
。
う
ち
誇
出
さ
れ
た
の
が
七
五
部
。
し
か
も
原
典
が
す
べ
て
散
逸
し

て
し
ま
っ
た
以
上
、
イ
ン
ド
留
皐
の
全
貌
は
剣
定
し
難
い
が
、
誇
出
さ
れ
た
分

だ
け
で
も
イ
ン
ド
併
数
の
朕
況
や
玄
突
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
う
か
が
う
こ
と

は
で
き
る
。
著
者
は
、
課
出
経
論
の
リ
ス
ト
を
作
り
、
玄
英
詳
の
特
徴
を
理
解

し
易
く
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
有
意
義
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

成
唯
識

論
、
五
性
各
別
思
想
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
、
翻
誇
を
通
じ
て
の
玄
笑
唯
識

数
民
平
形
成
の
容
相
が
一
ホ
さ
れ
、
ま
た
そ
の
限
界
も
見
遇
さ
れ
た
。
玄
柴
は
ア
ピ

ダ
ル
マ
へ
の
志
向
を
強
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
中
園
を
離
れ
、
イ
ン
ド
の
ア
ピ
ダ

ル
マ
、
ヴ
ィ
バ

1
シ
ャ
を
身
に
つ
け
、
論
鐙

・
論
理
皐
を
皐
ん
で
鯖
園
し
た

が
、
五
性
各
別
の
奥
義
に
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
ユ

ン

グ
の
理
論
に
依
て
、
外
向
的
思
考
タ
イ
プ
の
ダ
1
ウ
ィ
ン
が
内
向
的
思
考
タ
イ

プ
の
カ
ン
ト
を
負
っ
て
い
る
玄
突
を
想
定
さ
れ
た
が
、
ま
た
ユ
ン
グ
こ
そ
自
他

を
認
め
あ
う
優
し
い
魂
を
も
っ
た
現
代
の
「
五
性
各
別
」
論
者
で
あ
る
、
と
い

わ
れ
る
。
倶
如
と
ア
1
ラ
ヤ
識
の
同

一
を
認
め
な
い
、
そ
の
限
界
論
に
注
目
し

た
い
。
思
想
史
は
、
そ
の
傍
記
資
料
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
推
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
玄
柴
自
身
の
著
書
が
な
い
故
に
、
な
お
そ
の
必
要
が
あ
る
。

玄
笑
の
傍
記
が
、
中
観
系
数
壌
に
劃
し
て
は
意
識
的
に
記
述
を
省
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
中
観
系
研
究
の
商
も
加
味
さ
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
具
鐙
的

な
す
が
た
が
設
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
欲
を
い
え
ば
惰
唐
併
敢
に
お
け
る
新
動

向
に
末
法
思
想
と
浄
土
数
の
形
成
、
玄
奨
修
皐
の
イ
ン
ド
論
理
風
午
、
犬
唐
西
域

記
に
一
示
さ
れ
る
玄
撲
の
世
界
観
の
記
ヰ
か
あ
れ
ば
、
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
十
二
月

東

京

大

議
出
版
株
式
舎
祉

A
5
版

三

四

一

頁

二

五

O
O園

漬

島

敦

俊

著

明
代
江
南
農
村
社
曾
の
研
究
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山

本

史

英

本
書
は
、
著
者
漬
島
敦
俊
民
が
一
九
六
九
年
以
来
震
表
さ
れ
て
き
た
論
考
一

二
篇
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
に
全
面
的
な
改
稿
を
施
し
、
さ
ら
に
新
た
に
書
下
し

た
も
の
を
も
加
え
て

一
つ
の
鵠
系
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
本
書
に

お
い
て
「
十
六
・

七
世
紀
の
水
利
再
編
と
役
法
改
革
、
及
び
農
民
闘
争
の
分
析

を
通
じ
て
、

首
時
の
江
南
デ
ル
タ
の
農
村
に
つ
い
て
、
一
つ
の
具
盤
的
な
祉
曾

像
を
絞
注
す
る
こ
と
」
を
め
ざ
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
地
主
1

佃
農
の
封
抗

関
係
を
基
本
矛
盾
と
す
る
嘗
一
該
祉
舎
の
諸
々
の
祉
舎
関
係
ー
ー
と
り
わ
け
再
生


