
乾
嘉
の
士
大
夫
と
考
讃
皐

1

1
実
枚
、
孫
星
術
、
戴
震
そ
し
て
章
皐
誠
|
|

河

田

』悌

用
す
る
勇
気
を
も
て
」
と
す
る
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
「
自
己
み
.
す
か
ら
の
悟
性
を
使

ル
ソ
l
、
ヴ
ォ
ル
テ
l
ル
ら
の
啓
蒙
思
想
が
一
世
を
風
麻
酔
し
て
い
た
が
、
中
園
で
は
儒
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一
つ
の
時
代
に
は
、
そ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
思
想
が
あ
る
。
十
八
世
紀
中
葉
で
い
え
ば
、

家
古
典
の
一
字
一
句
に
俊
討
を
加
え
る
考
謹
皐
が
流
行
し
た
。
と
り
わ
け
、
清
朝
第
六
代
の
高
宗
乾
隆
帯
、
第
七
代
仁
宗
嘉
慶
一
一帝
の
治
世
、
い

わ
ゆ
る
乾
嘉
の
時
代
は
、
そ
の
全
盛
を
き
わ
め
た
。

呉
波
の
恵
棟
の
『
九
経
古
義
』
、
『
孟
子
字
義
疏
誼
』
で
知
ら
れ
る
暁
汲
の
戴
震
を
筆
頭
に
、
段
玉
裁
の
『
読
文
解
字
注
』
、
王
念
孫
の

『
康
雅

疏
誼
』
、
王
引
之
の
『
経
義
述
聞
』
、
ま
た
部
音
福
『
爾
雅
正
義』
、
孫
星
術
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
、
洪
亮
士
ロ
『
春
秋
左
傍
詰
』
、

慮
文
招
『
儀
躍

注
疏
詳
校
』
、
そ
し
て
そ
の
考
謹
皐
の
方
法
論
を
史
皐
に
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
銭
大
析
の
『
サ
三
史
考
異
』
、

王
鳴
盛
の
『
十
七
史
一商一
権』、

越
翼
の
『
廿
二
史
劉
記
』
。
さ
ら
に
金
石
皐
の
翁
方
綱
、
説
文
文
字
準
の
朱
筒
、
十
三
経
注
疏
の
校
勘
記
を
書
い
た
庇
元
、
四
庫
全
書
の
綿
纂

官
の
紀
均
な
ど
な
ど
:
・
:
:
:
。
ま
さ
に
中
園
皐
術
史
上
に
お
け
る
絢
欄
た
る
時
代
を
劃
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ま
、
こ
う
し
た
考
誼
皐
者
た
ち
の
履
歴
に
目
を
や
る
と
き
、
こ
れ
ら
考
詮
翠
的
な
皐
開
業
績
を
あ
げ
た
人
び
と
の
多
く
が
、

恵
棟

と
戴
震
を
例
外
と
す
る
ほ
か
は
、
み
な
科
奉
に
優
秀
な
成
績
で
登
第
し
、
か
つ
清
朝
の
か
な
り
の
高
官
に
た

っ
し
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
か
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
紀
向
は
躍
部
向
書
・
協
排
大
皐
士
、
王
引
之
は
お
な
じ
く
躍
部
向
書
、
王
鳴
盛
は
内
閣
皐
士
粂
膿
部
侍
郎
、
抗
元
は
両
度
・

643 
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雲
貴
穂
督
か
ら
健
仁
聞
大
皐
士
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
貼
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
同
時
代
に
生
き
た
一章一
皐
誠
(
放
は
質
問剤
、

あ
っ
た
。
か
れ
は
科
事
の
テ
ス
ト
に
お
い
て
き
わ
め
て
鈍
才
で
あ
り
、
落
第
書
生
を
つ
づ
け
よ
う
や
く
四
十
一

歳
で
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
も、

一
七
三
八
l
一入
O
ご

の
生
涯
は
、

ひ
ど
く
劃
照
的
で

一
生
官
に
つ
く
こ
と
な
く
在
野
の
人
と
し
て
す
ご
し
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
ほ
か
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
ひ
と
り
の
人
物
を
想
い
起
こ
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
二
千
年
ら
い
異
端
と
さ
れ
て
き
た
墨
子
を
再
評
債
し
、
翁
方
綱
(
続
は
車
渓
、

一
七
三
三
l
一
八
一
八
〉
か
ら
「
名
数
の
罪

人
」
と
呼
ば
れ
、
洪
亮
吉
に
よ
れ
ば
章
事
誠
と
「
議
論
の
最
も
合
わ
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
、
証
中
ハ
字
は
容
甫
、
一
七
回
四
l
一
七
九
四
〉
で
あ

る
か
れ
ら
が
在
野
で
身
を
立
て
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
乾
嘉
の
時
代
に
は
、
官
途
に
入
ら
ず
と
も
、
各
地
の
書
院
の
教
師
、
地
方
官
の

幕
僚
、
府
志
や
照
志
と
い
っ
た
地
方
志
の
編
纂
、
あ
る
い
は
各
地
の
名
墓
家
の
家
譜
の
編
集
、
さ
ら
に
蔵
書
家
の
司
書
、
な
ど
の
仕
事
に
従
事

し
な
が
ら
、
土
大
夫
が
生
活
し
て
ゆ
く
篠
件
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
経
済
的
に
め
ぐ
ま
れ
た
江
南
で
は
、
「
揚
州
の
二
馬
」
と

稽
さ
れ
た
有
名
な
瞳
一
商
、
馬
田
瑠
、
馬
日
磁
の
ご
と
く
、
皐
者
、
文
人
、
重
家
な
ど
イ
ン
テ
リ
を
援
助
し
、

書
籍
の
出
版
に
力
を
貸
し
た
人
物

- 78一

が
い
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
官
に
つ
か
ず
民
間
に
あ
っ
て
客
遊
し
た
か
れ
ら
の
生
活
は
、

み
じ
め
な
、
悲
槍
感
の
た
だ
よ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
六
一

i
一
八
三
一
)
は
『
漢
皐
師
承
記
』
巻
七
で
、
か
れ
を
追
憶
し
て
い
う
。

す
す

君
は
一
生
挟
朝
に
し
て
不
遇
な
り
。

:
:
:
嘗
世
の
士
大
夫
自
か
ら
風
流
を
宏
く
奨
む
と
命
う
は
、
皆
な
君
の
撃
を
重
ん
ず
る
も
、
市
も
そ

す
〈

の
困
乏
を
周
う
能
わ
ず
。
於
を
以
て
世
の
員
龍
を
知
る
者
は
鮮
き
な
り
。

庄
中
に
つ
い
て
、
江
藩
(
字
は
子
扉
、

詩
友
で
あ
っ
た
黄
景
仁
(
字
は
仲
則
、

一
七
四
九
i
一
七
八
三
〉
は
「
著
書
は
棟
に
充
る
も
、
腹
は
常
に
飢
う
」

〈『
商
嘗
軒
集
』
各
三

「借
容
甫
登
緯

一
七
四
六
!
一
八
O
九
〉
は
そ
の
『
北
江
詩
話
』
巻
一
で
、
涯
中
の
詩
を
「
病
忠
勝
みを

雲
亭
」
〉
と
う
た
う
し
、
べ
つ
の
友
洪
亮
吉
(
字
は
稚
存
、

つ
ね

振
い
、
時
に
不
卒
を
鳴
ら
す
が
如
し
」
と
許
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
腹
の
常
に
飢
え
た
」
「
病
馬
」
と
い
う
の
が
、
在
中
に
ふ
さ
わ
し
い
比
轍



で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
沈
元
泰
は
『
碑
俸
集
補
』
巻
四
十
七
に
、
一
章
皐
誠
の
生
涯
を
こ
う
の
べ
て
い
る
。

b
.
 

山
内
く
し
て
鼻
惑
を
患
み
、
，
中
年
に
し
て
両
耳
復
九
町
、
老
い
て
頭
風
に
苦
し
み
、

右
目
僻
ば
盲
。
そ
の
残
す
る
や
背
の
蕩
を
以
て
な
り
。

こ
も
C

晩
景
、
貧
と
病
と
交
も
加
わ
り
、
文
入
の
不
幸
を
極
め
り
。

丘
中
の
子
注
喜
孫
が
そ
の
父
の
一
生
を
追
跡
し
た
『
証
容
甫
先
生
年
譜
巴
、
ま
た
胡
遁
と
銚
名
達
の
編
集
し
た
『
章
賓
資
先
生
年
譜
』
、
さ
ら

〈

1
〉

に
か
れ
ら
の
師
に
し
て
ま
た
パ
ト
ロ
ン
と
し
で
あ
っ
た
朱
錆
の
『
年
譜
』
ハ
桃
名
達
編
〉
を
ひ
も
と
く
な
ら
ば
、
章
注
南
氏
が
各
地
の
名
士
を
た

よ
っ
て
流
浪
す
る
さ
ま
に
、
そ
れ
を
諌
む
ひ
と
は
、
深
い
あ
わ
れ
み
の
情
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
か
つ
て
、
朱
錆
〈
貌
は
笥
河
、
一
七
二
九
l
一
七
八
一
〉
を
中
心
と
し
た
拳
者
、
思
想
家
、
文
人
た
ち
の
人
開
群
像
の
交

ハ
2
)

流
に
焦
貼
を
あ
て
、
嘗
時
の
皐
問
的
雰
圏
気
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
繍
篇
と
し
て
、
乾
嘉
の
時
代
に
生
き
た
土
大
夫
た
ち

の
翠
術
的
交
渉
の
跡
を
た
ど
り
つ
つ
、

か
れ
ら
が
考
誼
撃
を
.
と
う
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
と
お
も
う
。
そ
う
し
た
作
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業
を
と
お
し
て
、
章
皐
誠
の
清
代
皐
術
史
に
お
け
る
一
一意
味
と
位
相
と
を
み
な
お
し
て
み
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
論
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。

(な
お
本

論
で
は
乾
嘉
期
の
祉
舎
経
済
史
的
側
面
に
つ
い
て
論
じ
る
準
備
は
な
い
。
あ
く
ま
で
思
想
皐
術
史
的
側
面
に
と
ど
め
た
い
J

南
京
城
内
に
お
い
て
、
北
門
橋
を
わ
た
り
西
に
む
か
つ
て
約
二
里
ほ
ど
ゆ
く
と
、
小
高
い
丘
が
あ
る
。
そ
の
名
は
小
倉
山
。
そ
の
頂
上
に
立

っ
て
、
南
を
眺
め
れ
ば
雨
花
蓋
が
み
え
る
し
、
ま
た
西
南
に
は
莫
愁
湖
、
目
を
輔
じ
て
北
に
は
鍾
山
、
さ
ら
に
北
東
に
は
は
る
か
明
の
孝
陵
と

鶏
明
寺
が
展
墓
さ
れ
る
、
景
勝
の
地
で
あ
っ
た
。

一
七
一
六
l
一
七
九
七
)
は
三
十
三
歳
の
と
き
、
三
百
金
で
も

っ
て
こ
の
地
を
あ
が
な
い、

随
園
と
な
づ
け
た
。
も
と
の
所

霊
枚
(
字
は
子
才
、

645 

有
者
で
あ
っ
た
惰
氏
の
名
に
ち
な
み
、

ま
た
「
そ
の
高
き
に
随
っ
て
た
め
に
江
棲
を
置
き
、
そ
の
下
に
随
っ
て
渓
亭
を
置
く
」
の
園
、
と
の
意
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に
よ
る
(
『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
十
ニ
「
隠
園
記
」
)
。

そ
し
て
二
年
後
の
乾
隆
十
七
年
一
七
五
二
、
父
を
う
し
な
い
喪
に
服
し
た
家
枚
は
、

そ
の
ま
ま
官
途
に
再
び
も
ど
る
こ
と
な
く
、
八
十
二
歳

の
死
に
至
る
ま
で
の
四
十
数
年
間
、
こ
の
障
園
に
居
を
す
え
、

嘗
時
の
名
公
鉦
卿
と
文
酒
の
交
わ
り
を
つ
づ
け
た
。
七
品
の
鯨
令
に
す
、ぎ
な
か

っ
た
か
れ
は
、
文
皐
者
と
し
て
は
、
副
宰
相
と
も
い
う
べ
き
協
緋
大
皐
士
に
し
て
四
庫
金
書
締
纂
官
を
つ
と
め
た
北
京
の
紀
均
ハ
字
は
瞬
嵐
、

七
二
四
l
一入
O
五
〉
と
と
も
に
「
北
紀
南
京
」
と
稽
さ
れ
、
ま
た
詩
人
と
し
て
は
、

員
情
の
護
露
を
主
張
す
る
性
霊
波
の
重
鎖
の
地
位
を
占
め

一
七
二
七
l
一八

一
回
〉
、
蒋
土
鈴
(字
は
心
除
、
一
七
二
五
l
一
七
八
四
〉
と
と
も
に
、

「
乾
隆
の
三
大
家
」
と
稽
賛
さ
れ
た

て
、
越
翼
(
践
は
甑
北
、

の
で
あ
る
。

「
詩
は
人
の
性
情
な
り
}
(
『
随
圏
詩
話
』
巻
六
、
第
七
十
九
則
〉
と
の
ベ
た
蒙
枚
は
、
そ
の
人
生
に
お
い
て
も
、
人
聞
の
自
然
の
情
、
い
わ
ゆ
る

「
情
欲
」
に
誠
質
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
で
あ
っ
た
。
食
道
楽
を
き
わ
め
て
『
随
園
食
皐』

を
著
わ
し
、
怪
奇
小
説
を
も
の
に
し
、

纏
足
を
き
ら

い
、
「
女
子
の
才
な
き
は
便
ち
是
れ
美
徳
な
り
」
と
す
る
首
時
の
女
性
観
に
反
援
し
て

一
種
の
女
流
文
皐
を
提
唱
、
女
性
の
門
下
生
を
あ
つ
め

て
詩
作
を
お
し
え
、
『
暗
闇
女
弟
子
詩
選
』
を
刊
行
し
た
り
し
た
。
ま
た
男
色
を
担
否
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

n
v
 

。。

貨
を
好
み
色
を
好
む
は
人
の
欲
な
り
。
.

し
も
治
ま
ら
ず
。
聖
人
を
し
て
情
欲
な
か
ら
し

か
れ
の
態
度
の
現
わ
れ
だ
っ
た
。

蒙
枚
は
い
う
。

衆
人
を
し
て
情
欲
な
か
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
人
類
は
久
し
く
絶
ゆ
。
而
し
て
天
下
は
必
ず

む
れ
ば
、
則
ち
漠
と
し
て
相
い
闘
せ
ず
。
而
し
て
亦
た
肯
て
天
下
を
治
め
ず
。
(『小
倉
山

「
情
欲
」
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
生
き
よ
う
と
し
た
、

房
文
集
』
巻
二
十
二
「
清
読
」
)

グ

ル

メ

(
3〉

食
通
、
好
奇
、
好
名
、
好
色
、
そ
し
て
貧
欲
。
物
質
的
に
め
ぐ
ま
れ
た
蒙
枚
の
生
涯
は
、
享
繁
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
情
欲
を
あ
る
が
ま
ま
に
肯
定
し
て
生
き
る
と
い
う
、
か
れ
の
行
動
と
主
張
は
、
必
ず
し
も
同
時
代
の
士
大
夫
た
ち
に
好
感
を
も

っ

か
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
「
そ
の
放
寝
、
流
弊
な
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
(
『
清
史
列
停
』

巻
七
十
二
〉
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、

(
4〉

批
剣
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
三
大
家
」
と
し
て
並
稿
さ
れ
た
越
翼
は
「
巴
拙
堂
控
詩
」
で
、

家
枚
を
つ
よ
く
非
難
す
る
。 て

む



も
と
江
寧
鯨
に
任
ぜ
ら
れ
し
霊
枚
な
る
も
の
あ
り
。

-
j
i
-
-
風
雅
に
借
り
て
以
て
そ
の
貧
斐
を
嘗
り
、

暢
、
詠
に
偲
り
て
以
て
そ
の
襲
撃
を

悉
に
す
。
百
金
の
贈
あ
ら
ば
、
輔
ち
『
詩
話
』
に
登
せ
て
捻
揚
し
、
一
衡
の
甘
を
嘗
え
ば
、
必
ず
食
皐
を
購
い
て
仇
造
す
。
:
:
:
・:
要

す
ベ

路
の
交
卿
と
変
わ
り
を
結
び
、
虎
持
も
亦
た
詩
伯
と
稽
し
、
良
家
の
子
女
を
引
誘
し
て
、
蛾
眉
は
都
て
門
生
に
奔
す
。
・
:
:
:
:
風
流
の
証

首
と
日
う
と
難
も
、
寅
は
乃
ち
名
数
の
罪
人
な
り
。

め
ぐ
ま
れ
ぬ
生
活
を
お
く
つ
た
一
章
皐
誠
が
、
首
時
の
名
墓
家
に
厚
く
遇
せ
ら
れ
た
蓑
枚
に
た
い
し
て
、
嫉
妬
の
気
持
を
抱
き
つ
つ
激

ま
た
、

し
い
批
剣
の
言
を
吐
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
。
「
論
文
排
偽
」
「
詩
話
」
「
書
坊
刻
詩
話
後
」
「
婦
皐
」
辺
姉
拳
篇
書
後
」
な
ど
、
げ
ん
ざ
い

『
文
史
通
義
』
(
古
籍
出
版
社
本
、
一
九
五
六
年
十
二
月
〉
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
各
篇
に
は
、

室
枚
そ
の
ひ
と
に
た
い
す
る
嫌
悪
感
が
行
聞
に
あ
ふ
れ

〈

5
)

て
い
る
。
掃
安
の
臭
蘭
庭
に
宛
て
た
手
紙
(
「
奥
呉
膏
石
衡
」
〉
に
、

章
氏
は
蒙
枚
を
評
し
て
い
う
。
「
こ
れ
其

(
実
枚
〉

の
刻
す
る
所
の
種
種
の
淫

詞
邪
読
は
、
聖
言
を
押
侮
す
。
経
侮
に
附
曾
し
、
以
て
欲
を
導
き
淫
を
宣
す
の
具
と
粛
す
に
至
り
て
は
、
罪
を
名
数
に
得
る
な
り
一
。

名
文
家
を
も
っ
て
名
を
馳
せ
た
震
枚
は
、
た
の
ま
れ
れ
ば
気
軽
に
書
物
の
序
文
や
墓
誌
、
墓
表
の
類
を
書
き
、
そ
の
躍
金
を
ご
く
ふ
つ
う
に

受
け
と
っ
た
。
|
|
弟
子
の
李
憲
喬
は
い
う
、
「
財
を
好
む
を
誇
ま
ず
」
、
「
色
を
好
む
を
酔
せ
ず
」
と
(
『
小
倉
山
房
詩
集
』
題
僻
〉
。
ま
た
寸
詩
は

- 81ー

能
く
人
の
心
牌
に
入
ら
ば
、
使
ち
是
れ
佳
き
詩
、
名
家
老
手
を
必
せ
ざ
る
な
り
'
」
(
『
随
圏
詩
話
』
補
遺
品
位
二
、
第
四
十
八
則
〉
と
の
ベ
て
、

一商
人
で

あ
れ
士
大
夫
で
あ
れ
、
性
情
を
た
く
み
に
描
寓
し
た
詩
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
『
随
園
詩
話
』
に
掲
載
し
好
意
的
評
債
を
あ
た
え
た
。
越
翼
が
さ

き
に
、
「
百
金
」
を
贈
ら
れ
れ
ば
す
ぐ
『
詩
話
』
に
採
用
し
た
、
と
い
う
の
も
、
あ
な
が
ち
根
擦
な
き
誹
誘
と
は
い
い
き
れ
ぬ
だ
ろ
う
。

し
か

し
な
が
ら
、
女
弟
子
に
詩
を
教
授
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
越
翼
が

「
良
家
の
子
女
を
引
誘
し
、
美
人
を
み
な
門
下
生
に
し
た
」
と
い
い
、

章
皐

誠
が
「
子
女
を
豊
惑
し
、
浮
薄
債
依
に
競
い
趨
き
、
務
め
て
人
を
し
て
禽
獣
の
域
に
網
せ
し
む
」
〈
「
書
坊
刻
詩
話
後
」
〉

と
の
ベ
て
、

「
名
教
の
罪

人
L

と
ま
で
呼
ぶ
の
は
、
あ
ま
り
に
も
道
皐
者
的
な
狭
障
な
見
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

d

し
か
し
霊
枚
に
た
い
す
る
章
皐
誠
や
越
翼
の
批
剣
の
こ
と
ば
か
ら
、
か
れ
ら
が
き
わ
め
て
儒
数
の
三
綱
五
常
的
な
名
数
倫
理
を
そ
の
思
想
の

根
抵
に
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
逆
に
譲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
室
枚
の
ひ
と
と
な
り
人
格
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
好
一意
的
に
見
、
稽
賛
す
る
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
数
多
く
い
た
。
ァ

l
サ

l
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
京
枚
を
「
愛
す
べ
き
、
機
知
に
と
ん
だ
、
度
量
の
あ
る
、
慈
悲
、
深
い
、
(
そ
れ
で
い
て
〉
短
気
な
、
ひ
ど
く
反
感
を

も
た
れ
る
人
間
だ
」
と
そ
の
許
停
〉
同
任
記
者
包
冊
子

F
S
ミ
叉
|
同

t
h
p
H
m
g
s
n
s
Eミ

9
2
S
E
a
-
F
O
E
S
-
5
8
の
序

文
で
の
べ
て
い
る
が
、
わ
た
し
も
京
枚
は

「
度
量
あ
る
」
そ
し
て
「
慈
悲
深
い
」
人
物
で
あ
っ
た
、
と
お
も
う
。
乾
隆
四
十
九
年
六
月
、

奮
友

の
程
菅
芳
、
字
は
魚
門
、
践
は
葺
園
|
|
京
枚
は
そ
の
「
祖
父
は
新
安
の
盟
一
商
」
と
い
う
ー
ー
が
、
快
西
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
畢
託
ハ
競
は
秋

帆
、
一
七
三
O
l
一
七
九
七
〉
を
訪
れ
る
途
中
、
暑
さ
の
た
め
西
安
で
客
死
し
た
お
り
、
五
千
金
の
借
金
を
な
き
こ
と
に
し
て
、
「
(
君
の
座
主
で
あ
っ

ゆ

た
)
朱
竹
君
(
鋳
)
先
生
死
し
て
よ
り
土
の
談
ず
る
慮
な
く
、
(
君
)
魚
門
先
生
死
し
て
よ
り
土
の
走
く
躍
な
し
」
、
と
京
師
の
士
大
夫
た
ち
は
語

っ
て
い
る
、
と
い
う
情
誼
に
あ
ふ
れ
た
「
墓
志
銘
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
一
例
に
す
ぎ
ぬ
だ
ろ
う
(『小
倉
山
房
文
集
』
各
二
十
六
〉
。

重
枚
は
才
能
あ
る
土
人
を
愛
し
、
経
済
的
な
後
楯
と
な
り
、
文
壇
に
紹
介
し
、

か
れ
ら
を
は
ぐ
く
み
育
て
て
い
る
。
そ
う
し
た
京
氏
に
た
い
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し
て
、
感
謝
の
念
を
抱
く
一
群
の
人
び
と
が
存
在
し
た
の
は
事
寅
で
あ
る。

た
と
え
ば
、
洪
亮
吉
は
乾
隆
五
十
一
年
、
と
し
四
十
一
歳
に
し
て
進
士
に
い
ま
だ
科
第
で
き
ず
、
欝
々
た
る
想
い
に
身
を
こ
が
し
て
い
た
。

た
く

が
、
京
枚
は
そ
の
洪
亮
土
口
の
著
『
各
施
閣
文
甲
集
』
の
た
め
に
「
君
は
漢
貌
六
朝
の
文
に
善
み
な
り
。

一
篇
出
づ
る
毎
に
、
世
争
い
て
こ
れ
を

停
う
」
と
い
う
序
文
を
冠
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
八
年
後
、
洪
亮
吉
は
、
第
一
甲
第
二
名
と
い
う
故
群
の
成
績
で
登
第
、
翰
林
院
編
修
を
へ

た

の
ち
覗
皐
と
し
て
遠
く
貴
州
の
地
に
あ
っ
た
。
墓
奮
の
念
に
と
ら
わ
れ
た
か
れ
は
、

銭
大
折
、
畢
託
、

主
調
、
虚
文
昭
、
部
菅
沼
、
在
中
、
孫

星
術
ら
二
十
四
人
の
師
友
の
こ
と
を
想
い
起
こ
し
つ
つ
「
歳
暮
、
人
を
懐
う
二
十
四
首
」
の
七
律
を
作
っ
た
(『港
施
閣
詩
』
径
十
五
)
。
そ
し
て

そ
の
第
一
首
を
七
十
九
歳
に
し
て
い
ま
だ
健
康
な
る
霊
枚
に
さ
さ
げ
て
い
る
。
「
京
太
令
枚
」
と
題
す
る
そ
の
詩
に
お
い
て
、
洪
亮
士
ロ
は
童
枚

の
人
生
を
、
肯
定
的
に
う
た
い
あ
げ
る
。



清
一
踊
能
消
四
十
年

老
来
伯
作
地
行
仙

居
然
手
筆
空
千
古

随
分
頭
街
寓
一
編

居老清
然い幅
と来に
しり能
ててく
手伺泊、E
筆おす
は作なこ
千ると
古地四
空行十
しの年
う仙
し

分
に
障
が
う
の
頭
街
も
て
一
編
を
寓
す

公
頭
街
或
書
康
士
口
士
或
書
江
南
知
豚

一
例
に
拘
せ
ず
。

公
は
頭
偶
側
、
或
い
は
庭
内
士
ロ
土
と
書
き
、
或
い
は
江
南
知
豚
と
書
き、

或
書
陳
西
候
補
知
豚
不
拘
一
例

名
士
覚
須
依
作
主

美
人
間
己
放
鯖
稗

存
亡
奮
例
都
参
破

生
瞬
詩
紗
首
門
口
俸

或
い
は
挟
西
候
補
知
燃
と
書
く
、

生ぃ存美名
き亡人士
ての t土 tま
韓主奮聞寛
ら例くに
うは己主須
の都支にら
詩て放く
紗参2た依
は破れり
高り稗て
口 に主

婦と
す作

す

"'" く
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惇
う

二
句
目
の
「
地
行
の
仙
」
、
地
を
ゆ
く
仙
人
と
は
す
一な
わ
ち
長
需
を
祝
す
る
語
、
蘇
載
の
詩
に
み
え
る
。
ま
た
六
句
自
に
う
た
う
と
こ
ろ
は
、

室
枚
の
美
人
の
女
弟
子
が
開
門
に
入
っ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
八
句
自
の
「
生
職
詩
紗
」
と
は
、
陶
淵
明
の
故
事
に
な
ら
っ
て
震
枚
が
自
分
自

身
で
韓
詩
(
お
と
む
ら
い
の
詩
)
を
作
っ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
と
が
ら
は
銭
大
研
へ
の
手
紙
、
『
障
園
尺
膿
』
巻
七

「
答
銭
竹
初
」
に
詳
し
い
。

ま
た
洪
亮
土
口
と
お
な
じ
陽
湖
の
出
身
で
、
「
孫
洪
二
君
」
と
並
び
稿
さ
れ
た
孫
星
術
(
競
は
淵
如
、
一
七
五
三
l
一
八
一
八
〉
は
、
「
障
固
に
激
び

て
嚢
太
史
に
贈
る
七
首
」
(
『
孫
淵
如
先
生
全
集
』
所
牧
『
冶
城
遺
集
』
)
の
第
五
首
に
、
意
枚
を
稽
賛
し
な
が
ら
も
、
屈
折
し
た
想
い
を
こ
う
う
た
う
。

等
身
詩
巻
著
初
成

649 

絶
地
天
通
鶏
性
霊

等
身
の
詩
巻
著
初
め
て
成
り

地
天
の
遁
を
絶
し
て
性
霊
を
宮
押
す
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我
塊
千
秋
無
第

我
れ
塊
ず

避
公
才
筆
去
研
超

r.-
-"'、
の
才
筆
を
避千
け 秋
去に
り第
てー
経 な
をき
研2を
む

だ
が
こ
の
孫
星
術
の
詩
の
背
景
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
十
年
前
、
孫
星
術
が
室
枚
に
詩
を
お
く
つ

た
と
こ
ろ
、
重
枚
は
そ
の
詩
に
目
を
と
め
、
「
奇
才
の
目
あ
り
」
と
稽
賛
、

(
6〉

天
下
に
清
才
は
多
け
れ
ど
、
奇
才

(天
才
〉
は
少
な
し
。

か
れ
を
詩
人
と
し
て
世
に
迭
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

け
れ
ど
も
詩
中
に
も
の
べ
る
と
お
り
、
孫
星
桁
は
「
千
秋
に
第
一

な
き
を
塊
じ
」
て
、

つ
ま
り
千
年
た
っ
た
と
し
て
も
、

詩
作
で
は
第
一
人

者
に
な
れ
は
し
な
い
し
、
家
枚
先
生
の
詩
の

「才
筆
」
に
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
、
と
恐
れ
を
な
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
詩
人
と
し
て
名

を
あ
げ
る
こ
と
を
断
念
、

経
書
の
研
究
す
な
わ
ち
考
詮
壌
に
自
か
ら
の
準
む
べ
き
道
を
さ
が
し
も
と
め
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

- 84一

四

し
か
る
に
家
枚
は
、
爾
来
、

考
誼
象
者
と
し
て
業
績
を
つ
み
名
聾
を
博
し
て
い
た
孫
星
術
に
た
い
し
て
、
「
詩
を
す
て
て
考
置
を
好
み
」

て

よ
り
「
才
は
奇
な
ら
ず
」
|
|
と
、

苦
言
を
呈
し
た
の
で
あ
る
(
孫
星
術

「随
園
随
筆
序
」
な
ど
〉
。
詩
を
と
る
べ
き
か
、
考
査
を
と
る
べ
き
か
。

京
枚
は
、
考
誼
皐
は
詩
作
に
害
あ
り
、
と
考
え
、
考
謹
撃
を
す
て
る
よ
う
示
唆
し
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
意
枚
は

形
上
こ
れ
を
道
と
調
う
、
著
作
こ
れ
な
り
、
形
下
こ
れ
を
器
と
調
う
、
考
擦
こ
れ
な
り
。

と
、
繋
僻
俸
を
援
用
し
つ
つ
、
著
作
こ
そ
が
第
一
義
的
な
も
の
、

考
擦
は
第
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
ぬ
、
と
す
る
見
解
を
主
張
し
た
の
だ
っ
た。

「
障
園
随
筆
自
序
」
の
冒
頭
に
い
う
、
「
著
作
の
文
は
形
而
上
、

考
据
の
皐
は
形
而
下
、

各
お
の
資
性
あ
る
も
、
両
者
は
断
じ
て
粂
ぬ
る
能
わ

ず
L

と
。



お
な
じ
内
容
の
こ
と
を
程
膏
芳
へ
の
書
簡
「
輿
程
叢
園
書
」

円『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
三
十
〉

に
は
、
「
古
文
の
遁
は
形
而
上
、
純
に
補
を
以
て
行

わ
る
。
多
ミ
の
書
を
讃
む
と
難
も
、
妄
り
に
掠
拾
あ
る
を
得
ず
。
韓
(
愈
〉
柳
〈
宗
元
〉
言
う
所
の
功
こ
れ
を
壷
す
が
若
し
。
考
擦
の
撃
は
形
而

下
、
専
ら
載
籍
を
引
き
、
博
に
あ
ら
ざ
れ
ば
詳
じ
か
ら
ず
、
雑
に
あ
ら
ざ
れ
ば
備
わ
ら
ず
。
世
附
達
す
る
の
み
。
文
を
魚
す
所
な
く
ん
ば
、
更
に

古
を
潟
す
所
な
き
な
り
一
。
ま
た
恵
棟
へ
の
書
簡
「
答
定
字
第
二
書
」
(
『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
十
八
)
に
も
似
た
言
及
が
あ
る
。
「
漢
の
王
充
日
く
、

著
作
は
文
儒
た
り
、
俸
経
は
世
儒
た
り
、
と
。
著
作
は
業
を
以
て
白
か
ら
願
ら
か
に
し
、
停
経
は
人
に
因
り
て
以
て
顕
ら
か
に
す
。
是
れ
文

儒
優
る
と
魚
す
」
。

こ
う
し
た
霊
枚
の
考
詮
皐
軽
視
に
た
い
し
て
、
孫
星
桁
は
、
手
紙
「
震
時
間
資
前
輩
に
答
え
る
書
」
ハ
『
問
字
堂
集
』
巻
四
)
を
書
い
て
、

反
論
を

加
え
る
。

ひ

ろ

の

小
生
は
閣
下
の
意
を
推
測
い
た
し
ま
す
に
、
蓋
し
故
賓
を
掠
い
あ
つ
め
る
こ
と
が
考
援
で
あ
り
、
性
霊
を
持
ベ
寓
す
こ
と
が
著
作
だ
、
と

だ
け
お
考
え
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
ハ
そ
れ
は
〉
経
に
た
い
す
る
「
道
」
と
「
器
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
道
」
と
は
「
陰
陽
柔
剛
仁
義
の

遁
」
を
い
う
の
で
あ
り
、
「
器
」
と
は
「
卦
支
条
象
載
道
の
文
」
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
著
作
も
ま
た

「器
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

わ

わ

か

お

も

え

さ
ら
に
反
論
に
以
下
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
「
侍
れ
少
き
よ
り
愛
国
を
讃
み
、
訓
詰
の
皐
を
震
す
。
以
濡
ら
く
、
経
義
は
文
字
よ
り
生
じ
、

文
字

は
六
書
に
本
づ
く
。
六
書
は
嘗
に
こ
れ
を
築
舗
古
文
に
求
め
て
、
始
め
て
倉
額
爾
雅
の
本
旨
を
知
る
べ
し
と
。
是
に
お
い
て
、

鍾
鼎
款
識
及
び

ゃ

漢
人
の
小
拳
の
書
を
博
く
稽
み
九
経
三
史
の
疑
義
、
得
で
樟
く
べ
し
。
祉
に
な
る
に
及
び
て
、
精
や
鰹
術
に
通
じ
、
又
た
聖
人
制
作
の
一意一
を
知

- 85一

ら
ん
と
欲
す
。
以
漏
ら
く
、
儒
者
の
身
を
立
て
政
に
出
づ
る
は
、
皆
な
天
に
則
り
地
に
法
る
、
と
。
是
に
お
い
て
周
天
日
月
の
度
、
明
堂
井
田

の
法
、
陰
陽
五
行
、
推
す
合
一
の
数
を
考
え
、
而
る
後
に
人
の
高
物
よ
り
貴
き
こ
と
、

及
び
儒
者
の
皐
の
諸
子
百
家
よ
り
貴
き
所
以
を
知
る
。

ゎ

未
だ
広
か
に
貫
串
す
る
能
わ
ず
と
難
も
、
然
れ
ど
も
心
矯
か
に
こ
れ
を
好
む
。
此
れ
則
ち
侍
れ
器
に
因
り
て
道
を
求
め
、
下
よ
り
し
て
上
達
の

皐
な
り
。
閣
下
は
奈
何
ぞ
道
と
器
と
を
分
け
て
二
と
魚
す
や
。

:
:υ:
:
古
人
は
考
擦
を
重
ん
ず
る
こ
と
、

著
作
を
重
ん
ず
る
よ
り
甚
し
。
叉
た
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孫
星
術
は
、
安
易
に
形
而
上
、
形
而
下
、
道
器
の
設
で
も
っ
て
、
著
作
と
考
誼
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
に
異
議
を
の
ベ
、
考
謹
こ
そ
が
著
作

よ
り
重
要
な
の
で
あ
り
、

ま
た
考
誼
に
よ

っ
て
こ
そ
聖
人
の
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
。
と
同
時
に
自
分
が
考
誼
昼
を
「
心
ひ

そ
か
に
好
ん
で
い
る
」
こ
と
を
、

は
っ
き
り
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

堂
集
』
巻
四
〉
を
出
し
て
、

こ
の
孫
星
術
の
反
論
に
た
い
し
て
、
震
枚
は
自
分
よ
り
三
十
七
歳
も
若
い
孫
氏
に
逗
事

「
答
孫
淵
如
観
察
」
(
『
隠
園
尺
膿
』
巻
九
及
び
『
問
字

そ
う
事
を
あ
ら
だ
て
く
い
っ
く
な
、
と
い
う
主
旨
を
の
ベ
る
。
す
な
わ
ち
、
友
情
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
は
、
論

争
に
な
る
よ
う
な
こ
と
に
は
燭
れ
な
い
の
が
一
番
よ
い
の
だ
。
か
つ
て
温
公
(
司
馬
光
〉
と
萄
公
(
務
鎖
)
と
は
、
終
身
、
集
律
の
こ
と
に
つ
い

て
論
じ
な
か
っ
た
し
、
考
亭
〈
朱
子
〉
と
東
莱
(
呂
租
謙
〉
と
は
お
互
い
に
詩
疏
の
こ
と
を
話
題
に
は
し
な
か

っ
た
。
わ
た
し
は
夢
棲
(
玉
文
治〉

い
ま
に
い
た
る
ま
で
揮
と
地
理
の
二
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
論
じ
た
こ
と
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
は
み
な
「
君

や
姫
惇
(
挑
油
開
〉
と
、

全
子
の
交
」
つ
ま
り
友
情
交
誼
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
だ
。
だ
か
ら
、
二
人
の
友
情
の
た
め
に
、
考
誼
拳
云
云
に
つ
い
て
は
も
は
や
論
じ
な
い

だ
が
や
は
り
、
京
枚
は
一
言
こ
う
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
「
近
目
、
足
下
の
詩
の
文
を
見
る
に
、
才
は
寛
に
奇
な
ら
ず
、
径
を
考
据
に
開

- 86ー

で
お
こ
う
ー
ー
と
い
う
の
で
あ
る
。

せ
ざ
る
を
得
ず
」
と
。

わ
た

し

そ
し
て
さ
ら
に
こ
と
ば
を
繍
け
る
。
「
老
人
に
は
『
随
園
障
筆
』
(
の
ち
孫
星
術
、
序
文
を
贈
る
)
三
十
巻
あ
り
。
五
十
年
来
、
書
を
看
る
こ
と

甚
だ
多
く
、
省
記
せ
ざ
る
に
苦
し
む
に
因
り
て
、
そ
の
新
奇
に
し
て
喜
ぶ
べ
き
も
の
を
揮
び
、
随
時
摘
録
し
、

終
に
考
据
に
類
す
る
も
の
あ
る

も
、
自
家
の
痛
め
の
遺
忘
に
備
え
、
談
鋒
に
資
す
る
に
す
ぎ
ざ
る
の
み
」
。
わ
た
し
に
も
考
誼
に
類
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
畢
な
る
備

忘
録
、
話
の
タ
ネ
に
す
ぎ
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

す

ベ

や

ま

う

ま

れ
っ
き

さ
ら
に
「
寄
奇
方
伯
」
(
『
隠
園
尺
膿
』
巻
七
〉
で
は
、
「
考
史
誼
鰹

〈
考
査
皐
〉
は
都
て
故
紙
の
堆
の
中
か
ら
得
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
「
天
生

ひ
ま
つ
ぶ
し

の
宋
伯
が
こ
れ
に
よ
っ
て
拙
さ
を
識
し
消
聞
と
す
る
な
ら
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
有
識
の
人
が
断
じ
て
粛
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
と
ま
で
言
い

き
る
。
童
枚
に
と
っ
て
考
誼
皐
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
存
在
し
た
の
で
あ
る
。



五

で
は
い
っ
た
い
、
清
朝
の
皐
術
の
極
盛
期
と
さ
れ
る
乾
嘉
の
土
大
夫
た
ち
は
、
皐
問
と
し
て
の
考
誼
拳
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。

「
凡
そ
古
な
ら
ば
必
ず
員
、
凡
そ
漢
な
れ
んぼ
皆
な
好
し
」
と
い
う
有
名
な
梁
啓
超
の
評
語
で
知
ら
れ
る
、
果
波
の

E
頭
・
恵
棟
(
字
は
定
字
、

一
六
九
七
l
一
七
五
人
〉
の
ば
あ
い
は
、
ど
う
か
。

恵
周
傷
、
憲
士
奇
と
い
う
碩
事
を
祖
父
と
父
に
も
ち
、

意
枚
よ
り
十
九
歳
の
年
長
者
で
あ
っ

た
恵
棟
は
、
代
々
、
蘇
州
に
居
を
か
ま
え
て
い
た
。
蘇
州
か
ら
運
河
を
水
行
す
る
と
、
無
錫
、
常
州
)
鎖
江
を
へ
て
、
室
枚
の
住
む
南
京
ま
で

約
二
百
キ
ロ
の
道
の
り
。
南
者
は
気
機
ね
な
く
書
簡
の
や
り
と
り
を
し
、
詩
舎
を
と
も
に
祭
し
む
親
し
い
友
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
交
情

の
な
か
で
恵
棟
は
、
先
輩
の
皐
者
と
し
て
、
か
つ
て
震
枚
に
考
誼
皐
を
や
る
よ
う
に
、
と
求
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
意
枚
は
そ
れ
を
僻

退
し
て
、
こ
う
答
え
て
い
る
(
『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
十
人
「
輿
葱
定
字
書
」
)
。

夫
れ
人
に
は
各
お
の
、
能
く
す
る
と
能
く
せ
ざ
る
と
あ
り
。
性
に
も
亦
た
近
き
と
近
か
ら
ざ
る
と
あ
り
。
孔
子
は
顔
(
淵
〉
・
関
(
子
饗
U

に
強
う
る
に
文
明
学
を
以
て
せ
ず
。
而
る
に
足
下
は
乃
ち
僕
に
強
う
る
に
経
を
説
く
を
以
て
す
。
倫
し
僕
己
れ
を
知
り
彼
れ
を
知
る
能
わ

す

ず
、
而
し
て
亦
た
有
を
以
て
無
に
易
う
る
の
請
を
痛
さ
ば
、
吾
子
そ
れ
能
く
皐
ぶ
所
を
舎
て
て
相
い
従
う
や
否
や
。

こ
の
京
枚
の
考
誼
皐
を
垣
否
す
る
手
紙
に
た
い
し
て
、
恵
棟
が
ど
う
返
答
し
た
か
、
い
ま
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
恵
練
は
、
易
、

書
)
詩
、
三
躍
、
春
秋
三
俸
お
よ
び
論
語
と
い
う
十
種
類
の
経
書
を
研
究
し
た
『
九
経
古
義
』
の
「
述
首
」
に
、
み
ず
か
ら
の
信
念
を
、

- 87ー

つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

漢
人
の
遁
鰹
に
は
家
法
あ
り
。
-
故
に
五
経
師
あ
り
。
訓
詰
の
皐
は
皆
な
師
の
口
授
す
る
所
に
し
て
、
そ
の
後
乃
ち
竹
吊
に
著
す
。
野
山
に

漢
の
鰹
師
の
読
は
肇
官
に
立
ち
、
経
と
並
び
行
わ
る
。
五
経
、
屋
壁
よ
り
出
で
て
、

古
字
古
一
耳
目
多
し
、
経
師
に
非
れ
ば
排
ず
る
能
わ
ず
。

t

経
の
義
は
訓
に
存
し
、
{
子
を
識
り
王
国
を
審
ら
か
に
し
て
乃
ち
そ
の
義
を
知
る
。
是
の
放
に
古
訓
改
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
鰹
師
は
鹿
す
ベ

み

か
ら
ざ
る
な
り
。
余
が
家
は
四
世
粧
を
侍
え
て
戚
な
古
義
に
逼
ず
。
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か
れ
の
父
葱
士
奇
が
「
艦
経
は
屋
壁
よ
り
出
で
て
古
字
古
一
音
多
し
。
鰹
の
義
は
訓
に
存
し
、

字
を
識
り
一
耳
目
を
審
ら
か
に
し
て
、

乃
ち
そ
の
義
を
知
る
。
故
に
古
訓
改
む
べ
か
ら
ず
」
(
『
清
儒
皐
案
』
各
四
十
三
〉
と
の
ベ
た
、
家
俸
の
教
え
を
縫
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
主
張
は
、

こ
こ
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
意
識
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
閤
若
球
の
『
古
文
備
蓄
疏
誼
』
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
神
聖
に
し
て
犯
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
目
さ
れ
て
き
た
儒
数
経
典
(
と
く
に
孔
子
の
奮
居
の
「
屋
壁
」
か
ら
愛
見
さ
れ
た
と
い
う
古
文
で
書
か
れ
た
尚
書
)
が
後
世
の
偽
作

だ
、
と
断
定
さ
れ
た
た
め
に
、
経
書
の
テ
キ
ス
ト
に
た
い
す
る
疑
惑
が
生
ま
れ
、
す
べ
て
の
経
書
は
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
に
還
元
し
、

嘗
時

の
「
字
音
」
に
即
し
て
解
緯
し
よ
う
ー
ー
と
い
う
一
意
識
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
三
つ
の
こ
と
が
、
そ
こ
か
ら
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
宋
儒
の
ご
と
き
経
書
の
字
一
耳
目
を
無
視
し
た
、
悉
意
的
に
し
て
主
観
的
な
経
典
解
稗
は
否
定
す
べ
き
こ
と
。

第
二
に
、

「経
の
義
」
つ
ま
り
経
書
の
数
義
、
哲
拳
は
、
そ
の
正
し
い
訓
み
の
な
か
に
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。

と
同
時
に
、

。。

さ
ら
に
第
三
は
、
正
し
い
訓
み
は
漢
代
に
通
用
し
て
い
た
字
音
で
も
っ
て
経
書
を
解
緯
し
た
、
最
古
の
在
で
あ
る
漢
代
の
「
経
師
」

(
漢
儒
〉

の
説
こ
そ
が
傘
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
漢
儒
の
読
を
復
元
し
研
究
す
る
考
誼
の
翠
こ
そ
が
鰹
皐
に
最
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
こ
そ
は
、

恵
棟
の
嬰
問
的
責
践
に
よ
っ
て
、
嘗
時
の
皐
界
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
恵
棟
の
三
十

一
歳

若
い
弟
子
に
し
て
、
「
忘
年
の
交
わ
り
」
を
な
し
た
銭
大
折
(
字
は
暁
徴
、

一
七
二
入
l
一人
O
四
〉
が
、
恵
氏
の
『
古
文
向
書
考
』
の
序
文
(
『
漕
研

堂
文
集
』
巻
二
十
四
〉
に
、
「
今
の
士
大
夫
、
多
く
漢
息
一
を
傘
崇
す
る
は
、
寅
に
ハ
恵
棟
〉
先
生
の
緒
論
に
出
づ
」
と
書
き
、
王
剰
が
恵
氏
の
「
墓
志

銘
」
(
『
春
融
堂
集
』
径
五
十
五
〉
に
「
海
内
の
人
士
、
鰹
に
通
ず
る
を
重
ん
ぜ
ざ
る
は
な
く
、
古
を
信
ず
る
を
知
ら
ざ
る
は
な
し
、
而
し
て
そ
の

端
は
ハ
恵
棟
)
先
生
こ
れ
を
設
す
」
と
書
く
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
書
い
た
銭
大
析
は
と
い
え
ば
、

恵
棟
な
き
あ
と
の
準
界
で
果
波
の
大
立
物
と
な

っ
た
皐
者
で
あ
る
。
か
れ
は
「
先
聖
の
殖
は
六
経
に
具

わ
れ
り
。
六
粧
を
舎
て
て
、
安
ん
ぞ
皐
あ
ら
ん
や
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
袋
二
十
六
「
味
経
穏
類
稿
序
」
〉
と
の
ベ
て
、

経
書
と
経
皐
に
た
い
す
る
満
腔

の
信
頼
を
語
っ

て
い
る
。
が
し
か
し
、
考
誼
撃
の
方
法
を
鰹
皐
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
小
間
学
、
天
文
、
致
事
、
五
一
日
韻
、
地
理
、
金
石
な



ど
あ
ら
ゆ
る
皐
問
領
域
に
、
そ
れ
を
も
ち
い
た
の
だ
っ
た
。
|
|
江
藩
『
漢
撃
師
承
記
』
巻
三
に
云
わ
く
「
(
銭
大
折
〉
先
生
は

一
経
を
専
治

せ
ず
し
て
経
に
通
ぜ
ざ
る
は
な
く
、
一
義
を
専
攻
せ
ず
し
て
塞
に
精
な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と。

と
く
に
、
若
年
に
し
て
十
七
史
す
べ
て
を
詰
ん
じ
た
と
い
わ
れ
る
銭
氏
は
、
歴
史
皐
の
分
野
に
考
誼
皐
を
活
用
し

「
清
朝
史
皐
の
第
一
人
者
」

と
な
っ
た
。
「
方
今
、
皐
博
く
し
て
行
な
い
醇
き
は
、
蓋
し
未
だ
閣
下
の
右
に
出
づ
る
者
な
し
」
(
直
文
招
『
抱
経
堂
文
集
』
巻
十
九
「
答
銭
辛
栢
鱈

事
書
」
〉
と
評
さ
れ
た
か
れ
は
、
多
く
の
書
物
の
序
文
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
か
れ
の
考
誼
皐
観
が
率
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
戚
玉
林
の
『
鰹
義
雑
識
』
の
序
(
『
漕
研
堂
文
集
』
巻
二
十
四
〉
に
い
う。

六
経
と
は
聖
人
の
言
な
り
。
そ
の
一一一一
ロ
に
因
り
て
以
て
そ
の
義
を
求
む
る
は
、
則
ち
必
ず
詰
訓
よ
り
始
め
ん
。

~詰
訓
の
外
に
別
に
義
理
あ
り

と
謂
う
は
、
桑
門
の
不
立
文
字
を
最
上
乗
と
篤
す
が
如
く
し
て
、
吾
が
儒
の
皐
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
詰
訓
は
必
ず
漢
儒
に
依
ら
ん
。
そ

七
十
子
の
大
義
、
猶
お
存
す
る
者
あ
り
て
、
後
人
の
知
ら
ず
し
て
作
す

の
古
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
家
法
相
い
承
け
、

- 89ー

と
は
異
れ
ば
な
り
。

ほ
ぼ
同
様
の
主
張
は
「
左
氏
停
古
注
輯
存
序
」
(
『
漕
研
堂
文
集
』
巻
二
十
四
〉
に
も
み
え
る
。
「
そ
れ
経
を
窮
む
る
者
は
必
ず
訓
詰
に
逼
ず。

訓
詰
明
ら
か
に
し
て
、
而
る
後
に
義
理
の
趣
を
知
る
。
後
儒
は
訓
詰
を
知
ら
ず
し
て
、

郷
壁
虚
造
の
設
を
以
て
義
理
の
存
す
る
所
を
求
め
ん
と

欲
す
。
そ
れ
是
を
以
て
支
離
に
し
て
そ
の
宗
を
失
う
。
漢
の
経
師
は
、
そ
の
訓
詰
に
皆
な
家
法
あ
り
、
そ
の
墨
人
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ざ

る
を
以
て
な
り
。
競
音
(
以
〉
降
、
儒
生
は
異
を
好
み
新
を
求
め
て
注
解
日
に
多
く
、
而
し
て
経
は
盆
ま
す
晦
し
」。

こ
れ
ら
銭
大
析
の
こ
と
ば
に
は
、

恵
棟
と
お
な
じ
く
、
聖
人
の
時
代
か
ら
あ
ま
り
時
聞
が
経
過
し
て
お
ら
ず
、
「家
法
」
す
な
わ
ち
皐
涯
、
ス

ク
ー
ル
と
し
て
の
数
え
の
纏
承
閥
係
が
明
確
な
、
「
漢
の
経
師
」
に
た
い
す
る
隼
敬
の
気
持
が
、
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
銭
大
析
の
考
査
察

観
は
「
鰹
籍
纂
詰
序
」
ハ
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
二
十
四
〉
の
冒
頭
に
み
え
る
、
つ
ぎ
の
語
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。

文
字
あ
り
て
而
る
後
に
詰
訓
あ
り
。
詰
訓
あ
り
て
而
る
後
に
義
理
あ
り
。
訓
詰
は
義
理
の
よ
り
て
出
づ
る
所
、
別
に
義
理
の
訓
詰
の
外
に

出
づ
る
者
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

655 
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銀
大
析
に
と
っ
て
は
、
訓
話
す
な
わ
ち
考
誼
皐
の
な
か
に
こ
そ
哲
皐
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
銭
大
析
を
引
け
ば
、
い
ま
ひ
と
り
銭
氏
と
同
じ
江
蘇
省
嘉
定
鯨
の
出
身
に
し
て
同
年
の
準
士
、
ま
た
義
兄
(
銭
大
析
の
妻
王
順
瑛
の

兄
〉
、
し
か
も
皐
問
上
の
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ

た
王
鳴
盛
〈
貌
は
西
荘
、
一
七
二
二
i
一
七
九
七
〉
の
主
張
に
も
、
耳
を
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

主
鳴
盛
は
青
年
時
代
、
嘉
定
か
ら
西
に
五
十
キ
ロ
の
蘇
州
で
紫
陽
書
院
に
在
撃
し
た
。
か
れ
は
そ
こ
で
、
時
の
「
山
長
」
す
な
わ
ち
院
長
で

あ
っ
た
沈
徳
漕
(
競
は
鯖
患
、
二
ハ
七
一
一
一
l
一
七
六
九
〉
に
格
調
汲
の
詩
を
皐
び
、
沈
氏
の
編
集
し
た
『
江
左
七
子
詩
選
』
に
、
銭
大
折
、
王
剰
な

ど
と
と
も
に
、
そ
の
詩
が
牧
録
さ
れ
た
才
子
で
あ
っ
た
。
が
、
か
れ
は
、
詩
人
と
し
て
立
つ
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ず
、
経
皐
考
誼
問
筆
者
と

し
て
の
名
撃
を
の
ぞ
ん
だ
。
事
情
は
の
ち
の
孫
星
術
と
同
様
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
蘇
州
に
は
考
誼
皐
を
皐
ぶ
べ
き
師
が
い
た
。
ほ
か
で
も
な
い

恵
棟
で
あ
る
。
友
人
の
王
澗
(
貌
は
蘭
泉
、

一
七
二
五
i
一八
O
七〉

は
「
蒲
褐
山
房
詩
話
」
(『
湖
海
詩
俸
』
巻
十
六〉

に
い
う
、
「
(
王
鳴
盛
は
)
先

時
、
恵
松
屋
(
棟
〉
と
交
わ
り
、
深
く
牽
鰹
古
義
を
究
め
、
『
向
書
後
案
』
及
び
軍
賦
考
(
『
周
躍
軍
賦
読
』
〉
を
著
わ
す
は
、
皆
な
鄭
〈
玄
)
君
の

読
を
開
設
す
」
と
。
銭
大
析
も
王
鳴
盛
の
「
基
志
銘
」
に
い
う
、
「
恵
徴
君
松
屋
と
輿
に
経
義
を
講
じ
、
訓
詰
は
必
ず
漢
儒
を
以
て
宗
と
震
す
を

知
る
」
と
。
ま
さ
し
く
王
鳴
盛
は
、
恵
棟
の
拳
統
を
ひ
く
弟
子
、
臭
波
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

- 90ー

主
鳴
盛
じ
し
ん
は
、
乾
隆
六
十
年
(
一
七
九
五
)
乙
卯
の
春
、

と
き
に
年
七
十
四
歳
ま
さ
に
死
の
二
年
前
で
あ
っ

た
が
、
自
分
と
お
な
じ
よ
う

に
詩
作
で
立
つ
こ
と
を
断
念
し
考
誼
皐
者
と
な
っ
た
孫
星
術
の
た
め
に
、
霊
枚
へ
の
反
論
を
牧
め
た
孫
氏
の
著
『
問
字
堂
集
』
へ
の
序
文
を
し

た
た
め
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

そ
れ
皐
は
必
ず
経
に
通
ず
る
を
以
て
要
と
錆
す
、
経
に
逼
ず
る
に
は
必
ず
字
を
識
る
を
以
て
基
と
篤
す
。
放
の
明
の
土
は
経
に
通
じ
ざ
る

に
よ
り
て
、
書
を
諌
む
こ
と
皆
な
凱
譲
、
同
学
術
の
敗
壊
極
ま
れ
り
。
叉
た
何
の
文
か
こ
れ
言
う
に
足
ら
ん
や
。

天
運
循
環
し、

本
朝
蔚
興

す
。
百
数
十
年
来
、
顧
寧
人
ハ
炎
武
〉
、
閤
百
詩
(
若
竣
〉、
高
季
野
(
斯
同
)
、

恵
定
字

ハ
棟
〉
、
名
儒
腫
を
相
い
接
す
。
而
し
て
尤
も
幸
い

な
る
は
『
説
文
』
の
勝
然
と
し
て
濁
り
存
し
、
準
者
を
し
て
擦
依
す
る
所
を
得
て
、
以
て
経
に
通
ず
る
の
本
務
と
掃
さ
し
む
る
こ
と
な
り
。

孫
君
は
最
も
後
に
出
で
て
、
精
は
八
極
に
驚
せ
、
思
い
に
耽
り
努
く
訊
う
。
問
う
所
は
一
師
に
あ
ら
ざ
る
も
、
}
而
し
て
組
じ
て
始
め
を
字



を
識
る
に
託
す
。

王
鳴
盛
は
こ
こ
に
、
孫
星
桁
は
特
定
の
師
匠
、
「
一
師
」
に
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
「
字
を
識
る
」
こ
と
に
皐
聞
の
基
礎
を
お
い
た

と
い
う
事
貧
に
よ
っ
て
、
恵
棟
の
壌
の
流
れ
を
く
む
最
後
の
人
だ
、
と
評
慣
し
た
の
で
あ
っ
た
。

，品.且，、

以
上
、
果
涯
の
三
人
の
開
筆
者
の
考
誼
撃
に
つ
い
て
の
一
意
一
見
を
か
い
ま
み
た
。
そ
こ
に
は
、

か
れ
ら
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
感
得
さ

か
れ
ら
が
、
漢
儒
の
読
を
古
い
が
ゆ
え
に
傘
い
と
考
え
、
そ
の
読
を
無
篠
件

れ
た
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、

に
正
し
い
と
す
る
認
識
で
あ
る
。
た
と
え
ば
王
鳴
盛
は
、
そ
の
著

『
西
荘
始
存
稿
』
巻
十
五
に
牧
録
す
る
余
粛
客

ハ
字
は
古
長
、

(

7

)

 

七
七
八
〉
の
「
古
鰹
解
鈎
沈
」
へ
の
序
文
で
、
以
下
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

一七
三
ニ

l
一

《
わ
た
し
〈
王
鳴
盛
〉
は
、
天
下
の
士
と
交
わ
っ
て
、
経
に
通
じ
て
い
る
二
人
の
皐
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
呉
郡
の
恵
定
字
と
款
州

- 91ー

の
戴
東
原
と
で
あ
る
。
さ
い
き
ん
、
そ
の
東
原
と
く
つ
ろ
い
で
語
り
合
っ
た
。

「
君
の
皐
問
と
定
字
の
皐
問
と
で
は
、
ど
う
か
」

東
原
は
言

っ
た
。
「
同
じ
で
は
な
い
。
定
字
の
皐
聞
は
、
古
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
し
、

た
だ
し
き

わ
た
し
の
そ
れ
は
、
是
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
」

あ
あ
!

東
原
は
自
分
で
は
、
同
じ
で
は
な
い
、

と
言
っ

て
い
る
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
古
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
と
り
も

な
お
さ
ず
、
是
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。

す

古
を
合
て
て
是
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
な
い
の
で
あ
る
。
》

こ
の
短
い
問
答
の
う
ち
に
は
、
呉
汲
の
考
誼
皐
と
暁
波
の
そ
れ
と
の
遣
い
が
、
き
わ
め
て
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
王
鳴
盛
は
、
古
を
追
求
す
る
こ
と
こ
そ
が
是
(
員
理
〉
を
追
求
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
「
求
古
」
と
「
求
是
」
と
を
イ

コ
ー
ル
で
つ

657 

な
ぎ
、
南
者
を
等
し
い
も
の
|
|
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
戴
震
は、

「
求
是
」
の
み
を
い
う
。
「
求
是
」
と
「
求
古
」
を
等
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債
値
に
は
み
て
い
な
い
。
戴
震
は
、
無
言
の
う
ち
に
、
「
求
古
」
を
追
求
す
る
あ
ま
り
無
保
件
で
漢
儒
の
設
に
盲
従
す
る
こ
と
を
担
否
す
る
。

(

8

)

 

漢
儒
の
設
で
あ
っ

て
も
取
捨
選
揮
す
る
見
識
の
必
要
性
を
、
王
鳴
盛
に
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
戴
震

(
字
は
東
原
、

一七
三一一
l
一
七
七
七
)
の
考
え
る
皐
聞
と
は
、
そ
し
て
考
誼
皐
と
は
、
い

っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

戴
震
と
い
え
ば
必
ず
引
か
れ
る
一

節
が
あ
る
。
乾
隆
十
八
年
一
七
五
三
、
戴
氏
三
十
一

歳
の
と
き
是
鏡
に
宛
て
た
手
紙
「
輿
是
仲
明
論
皐
書
」

(
『
戴
震
文
集
』
各
九
)
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
う
あ
る
。

経
の
至
れ
る
も
の
は
道
な
り
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
の
も
の
は
詞
な
り
、

調
を
成
す
所
以
の
も
の
は
字
な
り
。
字
よ
り
し
て
以
て
そ

の
詞
に
通
じ
、
詞
よ
り
し
て
以
て
そ
の
道
に
通
ず
れ
ば
必
ず
漸
あ
り
。

ほ
ぼ
お
な
じ
こ
と
ば
は
、
十
六
年
後
の
乾
隆
三
十
四
年
一
七
六
九
、
四
十
七
歳
の
と
き
書
い
た
、

や
は
り
余
粛
客
の

「
古
経
解
鈎
沈
」
の
た

め
の
序
文

(
『
戴
震
文
集
』
巻
十
)
に
も
見
え
る
。

「粧
の
至
れ
る
も
の
は
逼
な
り
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
の
も
の
は
そ
の
詞
な
り
。
詞
を
成

- 92ー

す
所
以
の
も
の
は
未
だ
小
拳

・
文
字
よ
り
外
に
能
く
す
る
も
の
あ
ら
ざ
る
な
り
。
文
字
よ
り
し
て
以
て
語
言
に
通
じ
、
語
言
よ
り
し
て
以
て
聖

賢
の
心
志
に
逼
ず
」。

こ
こ
に
は
、

文
字
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
言
語
(
詞
て
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
経
書
の
究
極
の
道
つ
ま
り
聖
人
の
心
へ
と
、
演
樟

的
に
順
を
追
っ
て
追
求
し
て
ゆ
く
明
断
な
認
識
の
、
過
程
が
語
ら
れ
る
。

と
と
も
に
、

戴
震
の
考
誼
撃
が
古
代
の
文
字
言
語
の
研
究

〈小
皐〉

へ

子
の
段
玉
裁
(
字
は
若
腐
、

と
進
ん
で
ゆ
く
可
能
性
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
方
面
の
戴
震
の
考
え
を
よ
り

一
歩
推
し
進
め
、
『
説
文
解
字
』
に
注
揮
を
つ
け
た
弟

の
べ
て
い
る
。
「
小
製
に
は
形
あ
り
、

一耳目あ
り
、
義
あ
り
。

三
者
は
互
い
に
相
い
求
め
、

一
七
三
五
i
一
八
一
五
〉
は
、

互
い
に
相
い
求
め
、

一
を
奉
げ
れ
ば
そ
の
こ
を
得
る
ベ
し
。
古
の
形
あ
り
、
今
の
形
あ
り
。

古
の
一
音
あ
り
、
今
の
一音あ
り
。
古
の
義
あ
り
、
今
の
義
あ
り
。
六
者
は

一
を
摩
げ
れ
ば
、
そ
の
五
を
得
ベ
し
。
・
:
:
:
:
聖
人
の
字
を
制
る
に
は
、
義
あ
り
て
而
る
後
に
一
耳
目あ
り
。
一
音
あ
り
て
而
る

後
に
形
あ
り
。
謬
者
の
字
を
考
え
る
は
、
形
に
因
り
て
以
て
そ
の
王
国
を
得
、
-
Z

固
に
因
り
て
そ
の
義
を
得
る
な
り
」
〈
『
経
動
模
集
』
宅
入
「
王
懐
租

康
雅
注
序
」
〉。



だ
が
戴
震
は
た
だ
考
誼
皐
の
み
に
精
力
を
つ
い
や
し
て
、
こ
と
足
れ
り
、
と
す
る
皐
者
で
は
移
わ
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
に
と

っ
て
は
考
誼
拳

だ
け
が
皐
間
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
二
十
年
一
七
五
五
、
三
十
三
歳
の
と
き
、
清
代
拳
術
史
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
、

重
期
的
見

解
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

古
今
拳
聞
の
途
は
、
そ
の
大
致
三
あ
り
。
或
る
も
の
は
理
義
を
事
と
し
、
或
る
も
の
は
制
敷
(
考
讃
V

を
事
と
し
、
或
る
も
の
は
文
一
章
を

事
と
す
。
文
章
を
事
と
す
る
は
、
等
し
て
末
な
る
も
の
な
り
。
:
:
:
:
聖
人
の
遁
は
六
経
に
在
り
。
漢
儒
は
そ
の
制
敷
を
得
た
る
も
そ
の

義
理
を
失
な
う
。
宋
儒
は
そ
の
義
理
を
得
た
る
も
そ
の
制
敷
を
失
な
う
。
(
『
戴
震
文
集
』
巻
九
「
奥
方
希
原
書
」
〉

戴
震
は
こ
の
文
一章
に
お
い
て
、
清
代
の
皐
者
と
し
て
は
じ
め
て
、
闘
争
聞
を
義
理
、
考
誼
(
制
数
〉
、
僻
一章
(
文
章
〉

と
い
う
三
つ
の
要
素
に
分

類
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
三
者
を
、
拳
問
と
い
う
鼎
を
支
え
る
三
本
の
足
と
み
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
の
三
者
に
強
い
て
序
列
を
つ
け

の
み
な
ら
ず
、
臭
汲
の
考
謹
皐
者
た
ち
が
傘
崇
し
て
や
ま
な
か
っ
た
漢
儒
に
た
い

る
と
す
れ
ば
、
文
章
が
末
だ
、
と
〈
こ
の
時
貼
で
は
〉
い
う
。

か
れ
ら
は
考
誼
の
拳
で
は
成
果
を
あ
げ
た
が
義
理
の
拳
つ
ま
り
哲
皐
で
は
駄
目
で
あ
っ
た
、
と
評
す
る
。
そ
し
て
返
す
万
で
、
宋
儒
、

朱
子
拳
に
た
い
し
て
、
義
理
で
は
成
果
あ
る
も
考
詮
は
駄
目
だ
、
と
切
り
す
て
る
。

し
て
、
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し
か
し
な
が
ら
、
戴
震
の
提
出
し
た
義
理
、
考
謹
、
僻
章
と
い
う
拳
聞
の
三
要
素
は
、
か
れ
の
生
涯
に
お
い
て
、

存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
余
英
時
数
授
が
そ
の
著

『
戴
震
と
牽
皐
誠
を
論
ず
』
で
詳
細
に
分
析
し
た
ご
と
く
拘
あ
る
時
期
は
義

(
9〉

理
が
重
要
視
さ
れ
ま
た
あ
る
時
期
は
考
誼
が
重
要
視
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
時
代
に
よ
っ
て
蟹
化
を
み
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
方
希
原
に
輿
う
る
書
』
が
執
筆
さ
れ
た
八
年
後
の
乾
隆
二
十
八
年
夏
、
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
段
玉
裁
は
戴
震
|
|
と
き
に
四
十

一

歳
、
こ
の
春
、
北
京
で
舎
試
合
}
受
験
す
る
も
及
第
せ
ず
ー
ー
に
弟
子
の
躍
を
と
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
戴
震
は
、

一
定
不
饗
の
も
の
と
し
て

天
下
に
義
理
の
源
あ
り
、
考
裏
(
考
査
〉
の
源
あ
り
、
文
章
の
源
あ
り
、
吾
れ
三
者
に
お
い
て
皆
な
そ
の
源
を
得
ん
こ
と
を
廉
〆
う
。
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と
の
ベ
て
、
こ
の
三
者
を
等
債
値
に
み
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源
と
い
う
三
者
に
共
通
し
た
何
か
究
極
的
な
も
の
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
よ
う
だ
、
と
段
玉
裁
は
そ
の
印
象
を
記
録
し
て
い
る
ハ
段
玉
裁
『
戴
東
原
先
生
年
譜
』
五
十
五
歳
の
僚
〉。
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し
か
し
こ
の
二
年
後
、
戴
震
は
〈
す
で
に
七
年
前
に
逝
世
し
た
)
恵
棟
の
た
め
に
書
い
た
題
字
「
題
恵
定
字
先
生
授
経
園
」
ハ
『
戴
震
文
集
』
巻
十

一
〉
に
は
、
す
こ
し
趣
き
を
異
に
し
た
見
解
を
の
べ
て
い
る
。

《
論
者
は
い
つ
も
「
漢
儒
の
経
皐
あ
り
。
宋
儒
の
経
皐
あ
り
。
前
者
は
訓
詰
を
主
と
し
、
後
者
は
義
理
を
主
と
す
る
」
と
言
う
。

す

だ
が
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
貧
に
不
可
解
な
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
い
わ
ゆ
る
義
理
が
、
も
し
経
を
舎
て
て
空
し
く
胸
臆
に
た
よ
る
こ
と

う
が

が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
人
び
と
に
空
を
撃
ち
て
こ
れ
を
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
ど
う
し
て
経
由
学
な
ど
と
い
え
よ
う

か
。
た
だ
空
し
く
胸
臆
に
た
よ
っ
て
い
た
の
で
は
、
結
局
、
聖
人
賢
者
の
義
理
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
古
の
経
書
に

そ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
古
の
経
書
に
求
め
ん
と
し
て
も
、
遺
文
は
断
絶
し
、
古
今
は
隔
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

訓
詰
に
求
め
る
の
だ
。
訓
詰
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
古
の
組
も
明
ら
か
に
な
り
、
古
の
経
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、

人
賢
者
の
義
理
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
:
:
:

は
じ
め
て
聖

お
さ

聖
人
賢
者
の
義
理
と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
典
一
章
制
度
に
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
恵
松
屋
先
生
は
、
経
を
矯
め
る
た
め
に
は
事

者
が
漢
の
経
師
の
訓
詰
を
事
と
し
、
三
古
ハ
上
古
・
中
古
・
下
古
〉
の
典
一
章一
制
度
を
博
く
稽
み
、
そ
れ
に
よ

っ
て
義
理
を
求
め
、
依
援
す
ベ
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き
確
貫
な
も
の
が
あ
る
よ
う
、
希
草
さ
れ
た
。

か
の
論
者
は
、
訓
詰
と
義
理
と
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
が
、
こ
れ
で
は
義
理
が
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
訓
詰
も
い
っ
た
い
何
の
役
に
立

と
う
。
義
理
が
典
章
制
度
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
い
き
お
い
異
皐
曲
読
に
流
れ
て
し
ま
っ
て
自
分
で
は
気
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
で
は
ま
た
、

先
生
の
教
え
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
》

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
考
謹
の
拳
を
主
と
し
、
義
理
の
拳
を
従
と
す
る
、
立
場
に
立
っ
て
、
漢
儒
の
ご
と
く
訓
詰
考
謹
に
つ
と
め
れ
ば
、
お

の
.
す
か
ら
聖
人
賢
者
の
敬
え
が
明
確
に
な
る
、
と
戴
震
は
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
章
皐
誠
は
戴
震
の
向
学
問
の
偉
大
さ
を
み
と
め
つ
つ
も
、
「
心

術
正
し
か
ら
ず
」
と
の
ベ
て
、
戴
氏
の
言
は
「
人
に
因
り
、
地
に
因
り
、
時
に
因
り
て
、
各
お
の
蟹
化
あ
り
」
で
、
名
筆
家
や
擢
勢
あ
る
も
の

に
た
い
し
て
は
あ
え
て
異
を
唱
え
な
か
っ
た
|
|
と
批
難
し
て
い
る
ハ
『
文
史
通
義
』
補
選
繍
「
答
郁
二
雲
書
」
〉
。
ま
さ
し
く
戴
震
の
言
は
、

そ
れ



が
い
っ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
護
せ
ら
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

へ
の
題
字
の
言
も
、
必
ず
し
も
額
面
通
り
に
う
け
と
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
だ
ろ
う
。
や
は
り
果
涯
の
大
家
恵
棟
の
考
誼
皐
へ
の
賛
美
、
い
や
そ

れ
よ
り
も
首
時
の
皐
界
に
勢
力
を
も
っ
て
い
た
恵
棟
の
弟
子
た
ち
、
銀
大
析
や
王
鳴
盛
な
ど
に
た
い
す
る
遠
慮
、
と
い
っ
た
黙
を
さ
し
引
い
て

こ
の
恵
棟

讃
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
こ
の
時
、
戴
震
は
ま
だ
準
士
に
及
第
せ
ず
浪
人
の
身
の
上
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

段
玉
裁
は
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
『
戴
東
原
先
生
年
譜
』
五
十
五
歳
の
僚
の
あ
と
に
、
つ
づ
け
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
の
ち
数
年
し
て
又

た
(
戴
東
原
先
生
)
日
わ
く
、
義
理
は
卸
ち
考
車
、
文
章
一
二
者
の
源
た
り
。
義
理
は
叉
た
何
の
源
か
あ
ら
ん
。
吾
が
前
言
、
過
ま
て
り
、
と
」。

考
誼
拳
が
主
要
だ
と
主
張
す
る
、

恵
棟
へ
の
「
題
字
」
は
、

戴
震
の
一
時
の
よ
ろ
め
き
の
文
章
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

段
玉
裁
は
、
さ
ら
に
ま
た
、
戴
震
死
し
て
十
五
年
後
の
乾
隆
五
十
七
年
ハ
一
七
九
二
〉
六
月
、
威
庸
、
顧
明
ら
に
委
托
さ
れ
て
十
二
各
の
『
戴

東
原
先
生
文
集
』
を
増
編
し
た
が
、
段
氏
は
そ
の
「
序
文
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

始
め
玉
一裁
、
先
生
の
緒
論
を
聞
く
、
そ
の
言
に
日
わ
く
、
「
義
理
の
皐
あ
り
、
文
章
の
皐
あ
り
、
考
震
の
皐
あ
り
。
義
理
は
文
章一
、
考
裏
の
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源
な
り
。
義
理
に
熱
し
て
而
る
後
に
考
裏
を
能
く
し
、
文
章
を
能
く
す
」
と
。
:
・
:

か

E
や

か

っ

先
生
の
言
に
(
ま
た
〉
日
わ
く
、
「
六
書
九
数
等
の
事
は
、

暢
夫
の
如
く
然
り
。
韓
中
の
人
を
昇
ぐf

所
以
な
り
。
六
書
九
敷
等
の
事
を
以
て

我
れ
に
壷
く
す
は
、
是
れ
猶
お
瞬
夫
を
誤
認
し
て
橋
中
の
人
と
帰
す
が
如
き
な
り
」
と
。

み
ら
れ
る
ご
と
く
、
段
玉
裁
は
、
戴
震
は
生
前
に
義
理
こ
そ
が
考
謹
や
文
一
章
よ
り
も
重
要
な
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
た
、
と
強
く
主
張
す
る

と
と
も
に
、
戴
震
の
事
聞
の
債
値
は
そ
の
義
の
皐
に
あ
っ
た
、
と
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

戴
震
を
義
理
の
事
者
つ
ま
り
哲
皐
者
と
み
る
の
は
、
段
玉
裁
ひ
と
り
だ
け
で
は
な
い
。
段
玉
裁
の
一
世
代
あ
と
の
皐
者
、
『
孟
子
正
義
』
の

著
者
で
あ
る
焦
循
〈
字
は
理
堂
、
一
七
六
三
l
一
八
二
O
〉
も
ま
た
、
戴
震
の
義
理
の
皐
を
高
く
評
債
す
る
。
焦
循
が
戴
震
を
顕
彰
し
た
文
章
「
申

戴
」
(
『
離
菰
集
』
巻
七
)
に
は
、
戴
震
が
そ
の
臨
終
に
あ
た
っ
て
の
べ
た
と
い
う
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
ば
が
引
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

戴
震
は
そ
の
死
に
際
し
て
、
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生
卒
の
積
書
は
絶
え
て
復
た
記
せ
ず
、
此
に
到
り
て
方
て
知
る
。
義
理
の
拳
は
以
て
心
を
養
う
べ
き
を。

(ω
)
 

と
、
の
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
の
ま
さ
に
死
な
ん
と
す
る
や
、
そ
の
言
よ
し
。
境
涯
の
考
誼
皐
者
と
し
て
稽
賛
さ
れ
た
戴
震
で
は
あ
っ
た
が
、

盛
期
に
お
い
て
、
義
理
の
皐
を
み
ず
か
ら
の
窮
極
の
目
標
と
し
て
そ
の
生
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
で
あ
る
。

か
れ
自
身
は
考
査
皐
の
全

七

し
か
し
な
が
ら
戴
震
の
皐
聞
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
義
理
の
皐
の
重
要
性
は
、
同
時
代
の
土
大
夫
た
ち
か
ら
は
重
視
さ
れ
な
か

っ
た
。
否
む

し
ろ
否
定
的
に
み
な
さ
れ
た
。
戴
震
が
五
十
五
歳
と
い
う
、

嘗
時
の
皐
者
と
し
て
は
比
較
的
若
く
で
、捜
し
た
の
ち
、
弟
子
の
洪
傍
は
そ
の
「
行

状
」
を
つ
く
り
、
義
理
の
皐
を
論
じ
た
書
簡

「
彰
準
士
尺
木
に
興
う
る
書
」
を
そ
の
行
肢
に
牧
録
し
た
。
だ
が
戴
震
の
有
力
な
後
楯
パ

ト
ロ

ン

で
あ
っ
た
朱
筒
は
、
そ
の
書
簡
の
牧
録
に

つ
よ
く
反
射
し
、
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必
ず
し
も
載
せ
ず
し
て
可
な
り
。
戴
氏
の
俸
う
べ
き
も
の
は
、
此
こ
に
は
あ
ら
ず
。

と
の
べ
た
の
だ
っ
た
。
戴
震
の
子
、

戴
中
立
は
そ
の
朱
鋳
の
言
を
奔
し
て
、
性
と
天
道
を
論
じ
た
そ
の
書
簡
を
削
除
し
た
と
い
う

〈
『
漢
暴
師
承

記
』
各
六
)
。

そ
れ
に
た
い
し
て
章
拳
誠
は
、
「
心
術
正
し
か
ら
ず
」
と
戴
震
を
批
難
し
な
が
ら
も
、
乾
隆
三
十
一
年
一
七
六
六
、
二
十
九
歳
の
と
き
北
京
で

四
十
四
歳
の
戴
氏
と
面
談
し
て
い
ら
い
、

一
貫
し
て
か
れ
を
自
分
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
み
な
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
戴
震
こ
そ
考
謹
皐
の

時
代
に
お
け
る
哲
開
筆
者
ー
ー
ー
義
理
の
皐
の
追
求
者
、
と
評
債
し
た
か
ら
で
あ
る
。

葦
皐
誠
は
、
嘗
時
の
拳
界
で
重
墓
を
に
な

っ
て
い
た
朱
錆
や

銭
大
折
た
ち
が
、
戴
援
を
厚
く
傘
重
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、

『訓
詰
名
物
、
六
書
九
ー敢
に
用
功
深
細
な
り
」
と
の
ベ

て
、
た
だ
考
謹
拳
者
と
し
て
の
み
の
戴
氏
を
評
債
す
る
に
と
ど
ま
り
、
『
原
善
』
な
ど
の
義
理
を
論
じ
た
著
作
に
た
い
し
て
は
「
精
神
を
無
用

の
地
に
用
う
」
と
否
定
的
に
み
て
い
る
、
と
章
拳
誠
は
大
い
な
る
不
満
を
抱
く
。
す
な
わ
ち
、
哲
皐
者
と
し
て
の
戴
震
を
朱
鋳
、

銭
大
所
は
正



嘗
に
評
債
せ
ぬ
、
と
残
念
が
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
章
皐
誠
は
憤
慨
し
「
朱
鋳
先
生
の
前
で
力
争
し
」
戴
震
へ
の
認
識
を
改
め
る
よ
う
訴
え
た
。

だ
が
朱
錆
先
生
は
も
ち
ろ
ん
、
嘗
座
の
人
び
と
の
評
債
認
識
を
費
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
|
|
こ
の
よ
う
に
、
量
目
皐
誠
は
そ
の
唯

一
の

友
部
音
癌
へ
の
手
紙
で
、
考
誼
皐
寓
能
の
風
に
染
ま
っ
た
土
大
夫
た
ち
の
頑
迷
さ
を
な
げ
い
て
い
る
〈
『
文
史
湿
義
』
外
篇
三
「
答
郁
二
雲
書
」)。

と
す
る
な
ら
ば
、
「
六
経
皆
史
」
を
唱
え
濁
得
の
歴
史
哲
皐
を
と
い
た
と
さ
れ
る
章
皐
誠
こ
そ
は
、
ー
考
誼
皐
全
盛
期
に
お
い
て
、
考
誼
撃
に
反

旗
を
ひ
る
が
え
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
か
。
死
後
三
十
一
年
自
に
し
て
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
た
か
れ
の
主
著
『
文
史
逼
義
』
に

は
、
嘗
時
の
考
誼
象
者
へ
の
罵
晋
雑
言
が
み
ち
み
ち
て
い
る
。

お
も
え

「
今
の
拳
者
は
以
謂
ら
く
、
天
下
の
道
は
名
敷
の
異
同
を
較
量
し
、
一
音
訓
の
嘗
否
を
排
別
す
る
に
在
り
、
斯
く
の
ー如
き
の
み
、
と
。

是
れ
何
ぞ

お
も

う

坐
井
の
天
を
親
、
劫
堂
の
水
を
測
り
て
、
市
も
迭
に
六
合
の
運
度
を
窮
め
、
四
海
の
波
講
を
量
ら
ん
と
欲
し
、

壷
す
べ
し
と
以
謂
に
異
ら
ん

や
」
〈
『
文
史
遁
義
』
内
篇
四
「
答
客
間
下
」
)
。

す
こ

「
近
日
、
考
置
の
拳
は
、
正
に
そ
の
義
を
求
め
ざ
る
こ
と
を
患
う
。
形
迩
の
末
を
執
り
、
鈴
黍
較
量
し
て
小
し
く
同
異
あ
ら
ば
、
卸
ち
窮
然

な
づ

と
し
て
紛
争
す
。

・:
:
:
:
今
の
自
か
ら
命
け
て
考
訂
と
掃
し
て
好
ん
で
無
盆
の
名
教
を
争
う
者
は
、
率
ね
皆
な
鐘
律
を
知
ら
ず
し
て
漆
色
重
文

- 97-

を
修
言
す
る
者
な
り
」
(
同
外
篇
二
「
設
文
字
原
課
本
書
後
」
)
。

寸
訓
詰
注
疏
は
経
を
揮
す
る
所
以
な
る
も
、
俗
儒
は
反
て
訓
詰
注
疏
に
溺
れ
、
経
の
旨
を
晦
く
す
る
な
り
」

(同
内
篇
一「
書
数
下
」
〉。

こ
れ
ら
の
文
章
に
み
ら
れ
る
の
は
、
皐
聞
の
本
旨
を
見
失
な
い
、
噴
細
な
事
賓
の
考
謹
に
汲
々
と
す
る
嘗
時
の
考
誼
皐
者
に
た
い
す
る
軽
蔑

と
憐
潤
の
情
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
章
率
誠
は
考
詮
皐
そ
の
も
の
を
軽
視
し
た
り
否
定
し
た
り
し
た
わ
け
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
。

か
れ
の
批
判
は
あ
く
ま
で
も

「
俗
儒
」
す
な
わ
ち
二
流
の
考
誼
拳
者
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
今
の
挙
者
、

:
:
・
:
:
天
質
の
近
づ
く
所
を
間
わ
ず
、
心

性
の
安
ん
ず
る
所
を
求
め
ず
、
惟
だ
風
気
の
趨
く
所
を
逐
い
、
嘗
世
の
向
ぶ
所
に
創
刊
い
て
、
勉
強
し
て
こ
れ
を
粛
す
」
(
同
外
篇
一
一一
「
答
沈
楓
爆
論

つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
素
質
、
向
き
不
向
き
を
考
え
ず
、
考
誼
皐
が
時
代
の
は
や
り
だ
か
ら
と
い
っ
て
猫
も
杓
子
も
考
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皐
」
〉
が
た
め
で
あ
る
。
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誼
穫
を
や
る
、
と
い
う
よ
う
な
風
潮
を
い
ま
し
め
攻
限
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
皐
誠
の
批
判
を
す
こ
し
詳
細
に
よ
め
ば
、
か
れ
が
考
誼
穆
そ
れ
白
州
脳
宣
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
や

む
し
ろ
、
考
謹
製
は
皐
聞
を
さ
さ
え
、
そ
し
て
串
間
を
梢
成
す
る
重
要
な
要
素
だ
、
と
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
気
、が
つ
こ
う
。

師
朱
錆
の
次
子
で
あ
る
朱
錫
庚
、
字
は
少
由
、
へ
の
盤
側
(『憲
氏
池
磁
』
径
二
十
九
「
輿
朱
少
白
書
」
〉
に
は
、

近
目
、
製
者
は
多
く
致
訂
を
以
て
功
と
帰
す
。
政
訂
は
誠
に
串
間
の
要
務
な
り
。

と
、
の
ベ
て
、
考
誼
撃
の
憤
値
を
み
と
め
る
渡
言
を
し
て
い
る
。
と
同
時
に
風
気
に
便
乗
し
て
考
誼
聞
学
に
偏
重
し
す
ぎ
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、

義
理
の
製
と
僻
章
の
穫
に
た
い
し
て
も
目
を
向
け
、
力
を
入
れ
る
よ
う
に
よ
び
か
け
る
。
さ
き
の
文
章
は
以
下
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
「
然
れ
ど

も
、
〈
今
の
聞
略
者
は
〉
義
理
に
お
い
て
甚
し
く
は
精
を
求
め
ず
、
文
僻
は
置
き
て
郁
ぜ
ず
。
天
質
に
は
催
あ
り
劣
あ
り
。
成
る
所
は
能
く
偏
す
る

無
く
ん
ば
可
な
り
。
紛
(
紛
〉

と
し
て
風
気
に
趨
り
、
相
い
興
に
畿
理
を
隠
し
て
文
僻
を
部
く
す
る
は
、
是
れ

一
時
の
名
に
拘
う
を
知
り
て
、

三
者
は
皆
な
道
を
分
か
つ
こ
と
を
知
ら
ず
。
環
生
は
迭
い
に
週
り
、

表
盛
は
相
い
傾
き
、
未
だ
卓
然
と
し
て
能
く
自
立
す
る
を
見
ざ
る
な
り
」
。

こ
こ
に
は
皐
聞
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、

説
迎
、
考
誼
、
僻
意
と
い
う
三
者
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
意
思
誠
は
、
さ
き
に
戴
艇

が
は
じ
め
て
主
強
し
た
串
間
の
三
要
紫
を
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る。
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と
す
れ
ば
、

「
そ
れ
梢
や
通
方
の
者
は
、
則
ち
考
-前
、
説
盟
、
文
僻
を
三
家
と
粛
し
、
各
お
の
そ
の
長
ず
る
所
あ
り
と
潤
う
、
而
れ
ど
も
此
れ

皆
な
道
中
の
一
事
な
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
。
著
辿
紛
紛
と
し
て
、
出
づ
る
は
(
こ
れ
を
)
奴
と
し
、
入
る
は
(
こ
れ
を
)
主
と
す
る
は
ハ
「出
奴
入

主」〉
、
正
し
く
此
れ
に
坐
す
」
(『文
史
池
毅
』
外
鱗
一-
一
「
興
陳
鑑
亭
愉
感
」
〉
と
の
べ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
搬
艇
か
あ
る
い
は
挑
掛
か
、
を
意
識
し
て

吐
か
れ
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
職
理
、
考
誼
、
僻
章
の
三
分
類
法
は
、
搬
燦
以
後
、
挑
部

(
字
は
側
側
、
一
七
一一一一

l
一
久
一
五
)
が
、
「
郁
郁
て

輸
ず
、
勝
間
の
郁
に
は
三
端
あ
り
、
と
。
日
わ
く
職
理
な
り
、
考
置
な
り
、
文
章
な
り
、
是
の
三
者
、
荷
し
く
も
普
く
こ
れ
を
用
う
れ
ば
、
則

ち
皆
な
以
て
相
い
減
く
る
に
足
る
。
荷
し
く
も
普
く
こ
れ
を
用
い
ざ
れ
ば
、
則
ち
或
い
は
相
い
苦
う
に
至
ら
ん
」

〈叫愉
車
町
文
集』

絵
凶

「辿
降

-
文
紗
序
b
と
の
べ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
桐
城
涯
の
人
び
と
の
聞
で
有
名
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



前
引
の
高
郵
の
沈
在
廷
へ
の
返
書
「
答
沈
楓
埋
論
拳
」
(
『
文
史
通
義
』
外
璽
ニ
〉
に
は
、
義
理
、
考
謹
、

辞
章
に
か
ん
す
る
、

章
皐
誠
の
も
う

少
し
詳
し
い
議
論
が
み
ら
れ
る
。
か
れ
は
い
う
。

こ
ど
も

《
流
行
が
こ
し
ら
え
た
も
の
で
言
え
ば
、
考
訂
、
調
章
、
義
理
。
各
人
が
そ
な
え
て
い
る
も
の
で
言
え
ば
、
才
、
率
、
識
。
一
童
蒙
の
知

恵
の
段
階
で
言
え
ば
、
記
性
、
作
性
、
悟
性
。
孝
訂
は
皐
を
重
視
し
、
僻
章
は
才
を
重
視
し
、
義
理
は
識
を
重
視
す
る
。
(
だ
か
ら
)
人
は

嘗
然
み
ず
か
ら
が
長
ず
る
も
の
を
や
る
べ
き
だ
。
記
性
が
蓄
積
さ
れ
て
皐
と
な
り
、
作
性
が
接
大
さ
れ
て
才
と
な
り
、
悟
性
が
達
成
さ
れ

て
識
と
な
る
。
(
と
す
れ
ば
)
童
蒙
と
い
え
ど
も
徳
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
に
到
達
す
る
の
は
遠
い
こ
と
で
は
な
い

の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
考
訂
、
僻
一
章
、

義
理
と
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
が
、
大
要
は
二
つ
だ
。

つ
ま
り
撃
と
文
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
理
は
む

キ
ャ
リ
ア

な
し
く
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
嘗
然
、
皐
と
文
と
の
二
者
の
聞
に
存
在
す
る
も
の
だ
。
撃
は
博
覧
に
依
醸
し

(
皐
者
と
し
て
の
〉
閲
歴
を
必

須
の
も
の
と
す
る
し
、
文
は
新
た
な
護
明
を
貴
び
世
に
役
立
つ
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
こ
そ
道
を
と
も
に
歩
む
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。
・
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わ
た
し
は
著
述
と
い
う
も
の
に
は
、
や
は
り
一
一
一
者
(義
理
、
考
設
、
文
章
〉
の
匡
別
が
あ
る
、
と
お
も
う
。
義
理
に
つ
と
め
る
の
が
著
述

の
立
徳
者
で
あ
り
、
考
訂
に
つ
と
め
る
の
が
著
述
の
立
功
者
で
あ
り
、
文
僻
に
つ
と
め
る
の
が
著
述
の
立
言
者
で
あ
る
。

.. 

む
か
し
朱
竹
君
(
錆
〉
先
生
は
古
文
鮮
に
た
く
み
で
あ
っ
た
。
六
書
に
精
通
な
さ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
本
一意一
を
心
得
さ

れ
て
い
た
。
王
懐
租
(
念
孫
)
君
は
も
と
も
と
六
書
の
皐
の
専
門
家
を
も

っ
て
任
じ
て
い
た
。
朱
先
生
は

『
説
文
』
に
序
文
を
附
し
て
、

そ
こ
で
六
書
の
要
旨
を
排
別
せ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
み
な
懐
組
君
に
相
談
し
て
そ
の
読
を
揺
襲
さ
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
僕
は
、

先
生
の
多

く
の
序
文
の
な
か
で
、
こ
れ
が
第
一
の
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
o
V

章
皐
誠
は
戴
震
を
「
心
術
正
し
か
ら
ず
」
と
の
べ
た
ほ
か
、
涯
中
を
「
識
力
足
ら
ず
」
、
重
枚
を
「
不
皐
無
識
」
、
孫
星
術
に
は
「
そ
の
『
文

集
」
庇
病
百
出
」
な
ど
、
と
言
い
た
い
ほ
う
だ
い
の
毒
舌
を
吐
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
起
が
戴
震
の
弟
子
で
る
っ
た
王
念
孫
(
一
七
四
回
l
一
入
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一
一
一
一
一
)
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
考
誼
皐
を
稽
賛
し
「
六
室
田
の
拳
を
以
て
専
門
名
家
な
り」

と
敬
意
を
表
す
る
の
で
あ
っ

た
。
ま
さ
し
く
章
撃
誠

一
流
の
考
誼
皐
者
の
業
績
は
正
嘗
に
評
債
し
た
の
で
あ
る
。

は
考
誼
撃
を
軽
視
せ
ぬ
ば
か
り
か
、

八

す
で
に
み
た
ご
と
く
、
家
放
は
孫
星
術
に
た
い
し
て
考
誼
撃
を
す
て
て
詩
作
に
は
げ
め
、
と
の
べ
た
が
、
一章
拳
誠
は
そ
の
孫
星
術
に
宛
て
た

手
紙
の
な
か
で
、
「
部
人
は
詩
を
作
る
能
わ
ず
」
と
告
白
し
た
こ
と
が
あ
る
ハ
『
章
氏
遺
書
』
巻
二
十
九
「
奥
孫
淵
如
書
」〉。

そ
れ
に
た
い
し
て
嚢
枚
は
、
も
ち
ろ
ん
一章
拳
誠
を
眼
中
に
お
い
て
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
考
誼
撃
者
た
ち
を
皮
肉

っ
て
、
「
詩
を
能
く

せ
ざ
る
者
、
遁
れ
て
経
拳
を
震
す
」
と
の
べ
た
と
い
う
〈
『
文
史
通
義
』
内
篇
五
「
詩
話
」
)
。
そ
こ
で
、
家
枚
が
八
十
二
歳
で
死
去
し
た
翌
年
の
嘉

慶
三
年
一
七
九
八
、
章
皐
誠
(
と
き
に
六
十
一
歳
)
は
、
そ
の
京
枚
へ
の
批
判
論
文
「
詩
話
」
を
書
い
て
、
考
査
事
を
嫌
悪
し
た
意
枚
を
「
彼
れ

空
疏
不
皐
、
漢
儒
を
厭
い
て
以
て
糟
粕
と
篤
す
。
量
に
そ
の
言
の
糞
土
た
る
を
知
ら
ん
や
。

-
j
i
-
-
部
し
く
し
て
惇
れ
り
」
と
攻
撃
す
る
。
の

み
な
ら
ず
考
霊
祭
擁
護
の
論
を
展
開
し
、
著
作
こ
そ
が
第
一
義
的
な
も
の
、
考
援
は
第
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
ぬ
、
と
す
る
室
枚
の
主
張
に
も
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反
射
を
表
明
し
て
い
る
。

考
擦
は
闘
争
聞
の
有
る
(
ベ
き
〉
所
の
事
の
み
。
撃
聞
は
一

家
な
ら
ず
、
考
援
も
亦
た

一
家
な
ら
ざ
る
な
り
。

部
隔
の
夫
(
実
枚
〉
は
、
皐
聞
に
流
別
あ
る
を
知
ら
ず
。
人
の
皐
聞
を
見
て
、
目
肢
み
て
指
識
す
る
能
わ
ず
ん
ば
、
則
ち
こ
れ
を
概
ね
名

づ
け
て
「
考
嬢
家
」
と
日
う
。
そ
れ
考
援
に
は
量
に
家
あ
ら
ん
や
。
準
聞
の
考
擦
あ
る
は
、
猶
お
詩
文
の
事
・質
あ
る
が
ご
と
き
の

み
。

皐
問
も
て
家
を
成
せ
ば
、
則
ち
護
揮
し
て
文
僻
を
漏
し
、

誼
質
し
て
考
擦
と
属
す
。
人
身
の
如
き
に
比
す
れ
ば
、
皐
聞
は
そ
の
神
智
な

り
。
文
僻
は
そ
の
肌
膚
な
り
。
考
援
は
そ
の
骸
骨
な
り
。
一
一
一
者
備
わ
り
て
而
る
後
に
こ
れ
を
著
述
と
調
う。

著
述
は
皐
聞
に
障
い
て
各
お

の
白
か
ら
家
に
名
づ
く
可
く
し
て
、
別
に
所
謂
る
考
擦
家
と
著
述
家
は
な
き
な
り
。
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部
俗
の
夫
(
実
枚
〉
は
、
著
述
の
皐
聞
に
随
い
て
以
て
家
に
名
づ
く
を
知
ら
ず
、
輔
ち
私
一
意
一
を
以
て
妄
り
に
分
け
て
考
援
家
、

著
述
家
と

震
し
、
又
た
私
心
を
以
て
妄
り
に
議
し
て
著
述
家
は
絡
に
考
接
家
に
勝
る
と
矯
せ
り
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
一
章
一
皐
誠
は
引
用
の
最
後
の
部
分
に
「
自
注
」
を
つ
け
て
、
「
彼
(
実
枚
〉
の
い
う
考
擦
と
は
類
書
や
策
括
の
ご
と
き
も
の
に

す
ぎ
ず
、
著
述
と
ば
か
れ
が
自
撰
し
た
根
擦
の
な
い
詩
文
の
ご
と
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
と
て
も
一
家
を
成
す
が
ご
と
き
も
の
と

は
見
な
せ
ぬ
」
と
ま
で
断
言
す
る
の
で
あ
っ
た
。

も
し
こ
の
文
章
が
、
京
枚
の
生
前
に
護
表
さ
れ
て
い
た
ら
、
重
氏
は
章
四
月
子
誠
に
た
い
し
て
、
ど
う
の
ベ
た
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
だ
が
毒
舌
家
の
章
皐
誠
に
し
て
す
ら
、
室
枚
の
死
後
に
し
か
、
か
か
る
批
剣
の
言
が
吐
け
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
京
枚
の
影
響
力
の

大
き
さ
が
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
以
上
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
章
皐
誠
は
皐
聞
を
支
え
る
も
の
と
し
て
考
誼
撃
の
債
値
を
積
極
的
に
み
と
め
る
と
と
も
に
、
著
述
の

三
要
素
の
一
つ
と
し
て
も
そ
れ
を
評
債
し
た
。
乾
嘉
期
に
生
き
た
か
れ
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
「
時
代
の
子
」
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、

一考
誼
撃
は
、
乾
嘉
期
の
士
大
夫
た
ち
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
か
。

こ
の
大
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
い
ま
の
と
こ
ろ
回
答
を
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
し
か
し
、
清
代
の
皐
術
と
象
者
に
つ
い
て
、
短
か

い
な
が
ら
も
的
を
え
た
評
債
を
加
え
た
一章一
痢
麟
の
「
清
儒
」
(
『
埠
書
』
第
十
二
、
の
ち
『
橡
論
』
品
位
四
〉
は
、
わ
た
し
に
一
つ
の
示
唆
を
興
え
て
く

れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
牽
病
麟
は
い
う
。
「
(
清
)
初
、
大
湖
の
演
、
蘇
(
州
)
、
常
(
州
)
、
松
江
、
大
倉
の
諸
邑
は
、
そ
の
民
侠
麗
た
り
。

晩
明
よ
り
以
来
、
喜
び
て
文
僻
を
魚
り
て
比
輿
し
、
飲
食
曾
同
し
て
博
依
を
以
て
相
い
間
難
ず
。
故
に
翻
覧
を
好
み
て
紀
綱
な
く
、
そ
の
流
風

s
aaね

は
江
の
南
北
に
偏
く
」
と
。

章
痢
麟
に
よ
れ
ば
、
江
南
一
帯
の
民
衆
は
生
活
が
豊
か
で
あ
り
、
人
び
と
士
大
夫
た
ち
は
あ
つ
ま
っ
て
飲
酒
賦
詩
つ
ま
り
文
酒
の
舎
を
さ
か

-101ー
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ん
に
も
よ
お
し
た
、
そ
と
で
、
博
覧
を
き
そ
う
考
誼
拳
が
流
行
し
は
じ
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

迂
中
が
亡
友
の
た
め
書
い
た
文
一
章
「
大
清
故
高
郵
州
皐
生
責
君
之
銘
弁
序
」
ハ
『
述
象
』
外
篇
一
〉
に
は
、
そ
う
し
た
朕
況
が
描
骨
局
さ
れ
て
い
る
。
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つ

ね

ま

(君
は
〉
同
里
の
李
惇
、
王
念
孫
と
友
た
り
。
三
人
は
皆
な
善
く
飲
む
。
酒
酎
に
し
て
、
君
は
親
に
組
疑
を
鈎
折
し、

閉
ま
歌
詩
を
以
て
す
e

ま
さ
に
考
誼
皐
は
、
嘗
時
の
土
大
夫
た
ち
に
と
っ
て
、
社
交
の
さ
い
飲
酒
、
詩
作
と
と
も
に
人
間
的
交
流
を
園
滑
に
は
こ
ぶ
も
の
と
し
て
、

人
び
と
の
聞
で
依
く
べ
か
ら
ざ
る
僚
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
文
字
の
獄
に
象
徴
さ
れ
る
政
治
的
な
塵
力
は
、

清
朝
と
い
う
異
民
族
統
治
下
に
あ
っ
た
士
大
夫
た
ち
に
、

そ
う
し
た
考
誼
拳
の
流
行
を
よ
り
つ
よ
く
定
着
さ
せ
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
乾
隆
三
十
七
年
一
七
七
二
に
四
庫
全
書
館
が
開
設
さ
れ
、
そ
の
編
纂
作
業
が
そ
う
し
た
傾
向
を
よ
り
い
っ
そ
う
強
め
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
。

嘉
慶
三
年
一
七
九
八
、
一
章
一
撃
誠
五
十
九
歳
の
と
き
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
「
丙
辰
割
記
」
〈『
章
氏
遺
書
』
外
篇
)
に
、
か
れ
は
記
し
て
い
る。

四
庫
館
聞
か
れ
て
よ
り
、

寒
土
は
多
く
書
を
較
し
て
以
て
生
を
謀
る
。
而
し
て
皐
聞
の
途
は
、
乃
ち

一
種
の
多
を
貧
り
博
に
務
め
て
胸
に

倫
次
な
き
者
を
出
す
。

一
切
の
撰
述
に
お
い
て
宗
旨
を
求
め
ず
、
務
め
て
理
な
き
の
繁
富
を
鴛
す
c

-102ー

よ
う
や
く
寒
士
、
す
な
わ
ち
貧
乏
士
大
夫
、
翠
者
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
る
こ
と
が
可
能
な
文
化

的
(
経
済
的
〉
土
壌
と
風
気
が
で
き
た
。
科
穆
で
及
第
し
な
く
て
も
考
誼
皐
の
知
識
と
技
術
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
を
生
活
の
手
段
と
し
て

十
八
世
紀
中
葉
の
こ
の
嘗
時
、

士
大
夫
が
生
き
て
ゆ
け
る
世
界
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
考
謹
皐
の
隆
盛
は
、

牽
皐
誠
の
こ
と
ば
を
時
用
す
れ
ば
「
道
理

な
き
紫
築
」
で
あ
っ
た
。
す
で
に
論
じ
た
ご
と
く
、
一
軍
同
学
誠
は
純
粋
に
皐
聞
を
さ
さ
え
る
考
誼
皐
は
肯
定
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
、

拳
聞
の
本

旨
に
は
か
か
わ
ら
ぬ
現
細
な
事
柄
を
争
う
考
誼
皐
は
「
俗
儒
」
の
な
す
も
の
、
と
否
定
的
に
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

章
拳
誠
が

科
事
及
第
後
も
仕
官
せ
ず
(
そ
し
て
ま
た
一
介
の
生
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
在
中
が
)
苦
し
い
な
が
ら
も
生
活
し
て
ゆ
け
た
の
は
、
考
謹
伺
尚
子
が
流
行
し
考

誼
撃
的
技
術
が
需
要
さ
れ
る
と
い
う
、
乾
嘉
時
代
の
土
壌
と
風
気
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
デ

ィ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
。

章
息
子
誠
は
そ
う
し
た
土
壌
と
風
気
の
な
か
を
「
君
子
の
拳
は
風
気
を
闘
く
こ
と
を
貴
び
て
、
風
気
に
趨
る
こ
と
を
貴
ば
ず
」
(
『
文
史
通
義
』
外

(
日

〉

篤
一
「
准
南
子
洪
保
排
」
)
と
い
う
信
念
を
も
ち
な
が
ら
生
き
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
か
れ
は
、
「
考
誼
拳
を
越
ゆ
べ
き
こ
と
」
を
め
ざ
し
た
思
想

家
で
あ
っ
た
。
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詰(

1

)

挑
名
遠
の
『
朱
鋳
年
譜
』
〈
一
商
務
印
書
館
、
民
園
二
十
二
年
一
九
一
一
一

三
初
版
)
は
、
乾
嘉
時
代
の
皐
者
思
想
家
、
文
人
た
ち
の
受
流
の
跡
を
知

る
、
も
っ
と
も
よ
い
年
譜
の
一
つ
で
あ
る
。
挑
氏
に
は
こ
の
ほ
か
『
部
念

魯
年
譜
』
(
問
、
一
九
三

0
1
『
劉
宗
周
年
譜
』
(
問
、
一
九
三
四
〉
、
『
程

伊
川
年
譜
』
〈
岡
、
一
九
三
七
)
、
『
中
園
目
録
皐
史
』
〈
問
、
一
九
三
七
〉
、

『
中
園
目
録
皐
年
表
』
(
長
沙
一
両
一
務
印
書
館
、
一
九
四

O
)
さ
ら
に
『
史
書

要
籍
解
題
』
『
歴
史
研
究
法
』
な
ど
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
き
わ
め
て

有
用
な
書
物
を
書
い
て
い
る
。
わ
た
し
は
長
年
来
、
挑
氏
の
履
歴
を
知
り

た
い
と
お
も
っ
て
い
た
が
、
『
人
物
』
一
九
八
二
年
第
二
期
に
そ
の
紹
介

が
あ
り
、
以
下
の
こ
と
を
知
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
江
西
省
輿
園
豚
の

人
で
、
上
海
南
洋
公
準
卒
。
北
京
の
清
華
研
究
院
に
入
皐
し
梁
啓
超
の
弟

子
と
な
る
。
同
院
を
移
え
て
の
ち
商
務
印
書
館
で
編
集
に
蛍
る
。
そ
の
後
、

復
旦
大
風
午
、
竪
南
大
皐
に
教
鞭
を
と
り
、
一
九
三
八
年
、
胡
先
臓
の
招
特

を
う
け
て
江
西
省
の
中
正
大
皐
史
皐
系
の
数
授
に
就
任
。
し
か
し

一
九
四

二
年
七
月
七
日
、
日
本
軍
の
た
め
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
時
に
三
十
八
歳

の
若
さ
で
あ
っ
た
。
な
お
梁
啓
超
と
い
う
と
、
日
本
で
は
と
か
く
評
剣
が

芳
し
く
な
い
が
、
わ
た
し
は
思
想
史
家
、
あ
る
い
は
数
育
者
と
し
て
は
梁

啓
超
を
も
っ
と
評
債
し
て
も
よ
い
よ
う
に
お
も
う
。
た
と
え
ば
謝
園
積

(
一
九

O
一
l
八
二
〉
も
梁
啓
超
の
弟
子
で
あ
る
が
、
そ
の
近
著
『
明
末

清
初
的
拳
風
』
(
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
)
に
は
、
師
の
梁
啓
超
を
追

憶
す
る
二
篇
の
文
章
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
か
ら
の
全
知

識
を
わ
が
子
に
惇
え
る
が
ご
と
く
数
え
て
く
れ
た
梁
啓
超
に
た
い
す
る
、

謝
氏
の
衷
心
か
ら
の
偉
敬
の
念
が
あ
ふ
れ
で
い
て
、
讃
む
人
の
心
を
う
つ
。

(

2

)

拙
稿
「
清
代
拳
術
の
一
側
面
|
|
朱
筒
、
部
耳
目
泊
、
洪
亮
吉
そ
し
て

牽
闘
争
誠
」
(
『
東
方
皐
』
五
十
七
輯
、
一
九
七
九
〉

ハ
3
)

本
田
諸
問
「
実
随
園
の
哲
皐
」
(『
鈴
木
博
士
古
稀
記
念
東
洋
皐
論
叢
』
、

明
徳
出
版
位
、
一
九
七
二
)
は
、
実
枚
を
「
あ
ら
ゆ
る
函
で
の
享
楽
主
義

者
」
と
定
義
す
る
。
実
枚
に
つ
い
て
は
本
論
文
か
ら
大
き
な
一
示
唆
を
え
た
。

(

4

)

梁
紹
壬
『
雨
般
秋
雨
倉
障
筆
』
巻

一
「
厩
北
控
詞
」
牧
録
。
銭
鍾
書

『談
議
録
』
(
開
明
書
局
、
一
九
三
七
〉

「各
家
之
攻
随
園
」
に
よ
れ
ば
、

趨
翼
の
ほ
か
に
、
王
到
刷
、

凌
廷
堪
、
査
媛
、
責
承
士
口
、

王
街
梅
、
さ
ら
に

食
梶
-
語
献
な
ど
の
人
び
と
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
十亥
枚
を
批
創
刊
的

に
評
し
た
と
い
う
。
な
お
銭
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
、

章
準
誠
が
実
枚
に

た
い
し
て
き
わ
め
て
激
し
い
批
難
を
あ
び
せ
な
が
ら
も
、
雨
者
の
思
想
は

そ
の
根
穏
に
お
い
て
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
(
同

書
二
六

O
頁

「
障
園
立
読
輿
質
調用相
契
」
な
ど
)
。
同
様
の
主
張
は
、
郭
紹

虞

『中
園
文
皐
批
評
史
』
(
新
文
義
出
版
社
、
一
九
五
五
、

重
版
本
)
「
実

枚
之
文
論
」
に
も
み
え
る
。
な
お
雨
書
に
は
多
く
の
含
蓄
に
と
ん
だ
傾
聴

す
べ
き
主
張
が
み
ら
れ
、
き
わ
め
て
有
盆
で
あ
る
。

(
5〉
拙
稿
「
同
時
代
人
の
限
|
|章
皐
誠
の
戴
震
観
」

(『
中
園
哲
皐
史
の

展按一一と
模
索
』、
創
文
祉
、
一

九
七
六
〉
参
照
。
ま
た
羅
幅
削
綿

「牽
寅
資

制
到
清
代
皐
者
的
議
評
」
(『
清
代
間
学
術
論
集
』
、
食
貸
出
版
社
、

一
九
七
八
)

は
、
同
時
代
の
筆
者
た
ち
に
た
い
す
る
章
皐
誠
の
批
判
門
的
見
解
が
き
わ
め

て
大
量
か
つ
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
参
考
に
な
る
。
さ
ら
に
同
書
所

牧
の
「
史
籍
考
修
纂
的
探
討
」
は
湖
庚
線
督
畢
況
の
も
と
で
、
章鼠中
誠
が

編
集
に
意
力
し
な
が
ら
完
成
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
『
史
籍
考
』
に
つ

い
て
、

一章
氏
の
波
後
、
漸
江
巡
撫
謝
啓
昆
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
第
二
衣
編

集
工
作
、
さ
ら
に
潜
錫
恩
に
よ
る
第
三
次
編
纂
事
業
が
、
遁
跡
調
査
さ
れ

る
大
作
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
日
本
で
ま
だ
書
評
が
出
て
い
な
い

-103-
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が
、
嘗
然
、
出
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
6

)

こ
の
語
は
、
実
枚
『
随
園
詩
話
』
巻
七
、
第
二
十
二
則
、
ま
た
孫
星

術
の
「
随
闘
随
筆
序
」
(
『
卒
津
館
文
稿
』
巻
下
)
さ
ら
に
「
憐
随
圏
贈
亥

太
史
七
首
」
ハ
『
冶
城
遺
集
』
)
第
七
首
自
の
「
自
注
」
な
ど
に
み
え
る
。

「
奇
才
」
と
亥
枚
に
稽
さ
れ
た
こ
と
は
孫
星
桁
に
と
っ
て
徐
程
う
れ
し
か

っ
た
ら
し
く
、
の
ち
の
ち
ま
で
、
亥
枚
に
論
及
し
た
文
章
に
は
必
ず
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
こ
の
語
が
み
ら
れ
る
。

(
7
〉
同
じ
内
容
の
こ
と
は
、
洪
携
の
「
披
先
生
行
朕
」
ハ
『
戴
震
文
集
』
、
中

筆
書
局
、
一
九
七
四
)
に
は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。
「
嘉
定
の
光
旅
王

君
鳴
盛
、
嘗
て
言
い
て
日
わ
く
、
方
今
の
聞
筆
者
、
断
じ
て
雨
先
生
を
推
す
。

恵
君
の
治
経
は
そ
の
古
を
求
め
、
誠
君
は
そ
の
是
を
求
む
。
こ
れ
を
究
む

る
に
、
古
を
舎
て
て
亦
た
以
て
是
と
篤
す
は
な
き
な
り
、
と
。
王
君
は
博

雅
の
君
子
、
放
に
言
は
然
か
云
う
」
。

〈

8
〉
清
末
に
「
息
隠
」
「
稗
戴
」
な
ど
を
書
い
て
、
戴
震
を
高
く
許
償
し

た
-
章
痢
麟
は
、
『
庖
番
』
(
の
ち
『
検
論
』
)
の
「
清
儒
」
に
お
い
て
、
戴

震
(
お
よ
び
院
汲
〉
の
皐
聞
を
以
下
の
よ
う
に
評
す
る
。
「
凡
そ
戴
率
の

数
家
は
、
僚
理
を
分
析
し
て
皆
な
A
P
密
般
相
側
、
上
は
古
義
に
細
川
り
、
断
ず

る
に
己
れ
の
律
令
を
以
て
す
。
蘇
州
の
諮
問
学
と
は
殊
な
る
。」
す
な
わ
ち
、

紋
震
は
自
己
の
法
則
、
方
法
論
で
事
貨
を
創
刊
紙
、
分
析
す
る
、
と
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。

(
9〉
余
英
時
『
論
戴
震
興
章
感
誠
|
|
清
代
中
期
準
術
思
想
史
研
究
』
(
龍

門
書
応
、
一
九
七
六
)
の
内
鰐
第
六
章
「
戴
東
原
開
円
滑
代
考
詮
皐
風
」
で

は
、
戴
震
の
主
張
を
コ
一
段
階
に
分
け
る
。
す
な
わ
ち
付
一
七
五
四
年
の
入

都
、
あ
る
い
は
一
七
五
七
年
の
恵
棟
と
の
面
談
ま
で
の
時
期
は
、
義
理
を

第
一
と
す
る
時
期
、
白
そ
れ
以
後
、
一
七
六
六
年
(
四
十
四
歳
)
ご
ろ
ま

で
の
十
年
聞
は
、
考
設
を
重
視
す
る
時
期
、
日
そ
し
て
死
ま
で
の
十
年
は

義
理
重
視
の
時
期
、
と
す
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
本
文
で
論
じ
る
よ
う

に
、
戴
震
の
心
中
で
は
義
理
重
視
の
立
場
は
そ
の
生
涯
に
一
貫
し
た
も
の

と
し
で
あ
っ
た
、
と
考
え
た
い
。
な
お
私
事
に
わ
た
る
が
、
本
書
へ
の
拙

評
(
『
史
林
』
六
十
谷
第
五
鏡
、
一

九
七
七
)
を
翠
縁
に
し
て
、
わ
た
し

は
一
九
八

O
年
i
八
一
年
、
イ
ェ

l
ル
大
皐
の
余
芙
時
数
授
の
も
と
で
皐

ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

ハ
ω)
焦
循
が

「
申
戴
」
で
引
用
し
た
こ
の
戴
震
臨
終
の
語
は
、
「
王
傷
甫

の
未
定
稿
」
に
み
え
る
も
の
で
、「
上
元
の
戴
桁
善
が
記
録
し
た
も
の
」

と
い
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
冊
目
偽
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
た
よ
う
で
、

『
戴
東
原
的
哲
翠
』
(
商
務
印
書
館
、

一
九
二
七
〉
を
書
い
た
胡
適
は

ご

種
議
機
の
停
設
に
し
て
最
も
債
値
な
し
」
(
同
書

一一

七
頁
〉
と
の
ベ
て
、

こ
れ
を
否
認
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
余
英
時
数
授

は
、
こ
の
こ
と
ば
が
質
は
戴
桁
善
の
父
親
で
あ
る
戴
組
啓
ハ
字
は
敬
威
、

一
七
二
五

l
一
七
八
=
一
)
が
そ
の
息
子
に
宛
て
た
書
簡
「
答
桁
善
閉
経
摩

書
」
(
『
皇
朝
経
世
文
編
』
各
二
翠
術
二

「
儒
行
」
)
に
牧
録
さ
れ
て

い
る

と
い
う
事
貨
を
設
見
し
、
こ
の
「
臨
終
の
一
言
」
を
信
頼
す
る
に
た
る
も

の
、
と
認
め
て
い
る
(
同
氏
前
掲
書
一
一
九
頁
)
。
わ
た
し
は
、
戴
震
の
思

想
展
開
か
ら
み
て
も
、
こ
の
言
は
信
頼
の
お
け
る
も
の
、
と
考
え
る
。
な

お
、
戴
租
啓
の
こ
の
書
簡
は
、
戴
租
魯
の
著
『
師
華
山
房
文
集
』
各
三
に

も
「
答
街
善
閉
経
皐
書
」
と
題
し
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

(U
)

島
田
慶
次

「
歴
史
的
理
性
批
剣
|
|
六
経
皆
史
の
設
|

|
」
(『
岩
波

講
座
哲
皐
4
』、
岩
波
書
脂
、
一
九
六
九
)

附
記
本
稿
は
昭
和
五
十
八
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
費
に
よ
る
研
究
(
「
清

代
考
調紅
白与
と
そ
の
思
想
史
的
展
開
」
〉
報
告
の
一
一
部
で
あ
る
。
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SHIDAFU士大夫(INTELLECTUALS) AND KAOZHENGXUE

　　

考謄學(EVIDENTIAL RESEARCH) IN THE QIANJIA

　　　　

乾嘉ＥＲＡ一一一with particularreference to Yuan

　　　　

Ｍｅｉ袁枚,Sun χingyan 孫星行，ＤａｉZhen 戴震

　　　　　　　　　

and Zhang Xuecheng 章學誠

　　　　　　　　　　　　　

Kawata Teiichi

　　

As ａ specificway of thinking often characterizesａ particular period

of history, so the evidential research of Confucian classicswas prevalent

in mid-18 th century China. This articleattempts to describe views and

ideas of several important scholars concerning evidential research.

　　

Yuan Mei, then the most epicurean of scholars, believed that the

study of evidential research would make it impossible for scholars to

compose poetry. (In pre-modem China, the composition of poetry had

been recognized as the most valuable accomplishment for the intellectual

class.)But, Sun χingyan, whom Yuan calledａ poet of genius when

Sun was young and he helped to make Sun's debut ia academic circles,

refused to write poetry and pursued the study of evidential research.

　　

Hui Dong 恵棟, Qian Daxin 銭大肝and Wang Mingsheng 王鳴盛，

allleaders of the Wu school 呉服, believed that everything old is certainly

true and everything from the Han dynasty is good 凡古必員，凡漢皆好，

and they positively pursued the study of evidential research. Dai Zhen,

the famous and significantleader of the Wan school ^M, was considered

ａ scholar of evidential research by his contemporaries, but in his own

opinion he took yilizhixue 義理之學(philosophy) more seriously than the

study of evidential research. Although Zhang χuecheng of the Zhedong

school浙東學M, was not famous then. he is now popular as ａ“unique

thinker”who establishedａ peculiar historicalphilosophy. recognized the

value of evidential research, he strongly opposed the idea that every

scholar should be engaged in the study ofｅ▽identialresearch.

　　

Thus, despite their different opinions about evidential research, the

fact remains that all of these scholars.ｅχceptfor Yuan Mei, made their

living by the study of evidential research｡
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