
銭
大
肝
の
考
援
撃
と
し
て
の

「
史
撃
」

に
つ
い
て漬

口

'Ei' 
Rヨ

士

雄

杜
維
運
は
、

(
竹
汀
、

(

1

)

 

「
十
八
世
紀
の
中
園
の
史
皐
は
、
銭
大
析
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
不
都
合
は
な
い
L

と
ま
で
い
う
。
こ
れ
は
、
銭
大
前

一
七
二
八
l
一八
O
四〉

の
史
翠
の
、

貫
誼
主
義
や
博
皐
に
も
と
づ
く
客
観
的
な
方
法
論
が
、

近
代
史
皐
の
精
神
に
逼
じ
る
と
の
剣
断

- 89ー

に
よ
る
。

清
末
の
朱
一
新
は
、
考
擦
撃
が
最
盛
を
迎
え
た
時
期
の
典
型
と
し
て
、
経
皐
で
は
王
氏
父
子
、
史
皐
で
は
銭
氏
兄
弟
を
奉
げ
「
竹
汀
の
史
拳
は

は
な
は
だ
精
確
で
、
も
し
た
ま
た
ま
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
王
鳴
盛
な
ど
に
較
べ
れ
ば
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
史
料
解
樟

(
2〉

の
基
礎
で
あ
っ
て
、
歴
史
研
究
の
典
型
は
、
こ
れ
に
壷
き
る
わ
け
で
は
な
い
(
第
此
震
設
史
之
始
事
、
史
之
大
端
、
不
惑
於
此
也
)
」
と
指
摘
し
、
ま

さ
に
銭
大
析
の
史
民
干
の
あ
り
か
た
が
考
援
象
的
な
史
料
批
剣
と
解
樺
|
|
讃
史
ー
ー
が
中
心
で
あ
り
、
歴
史
研
究
の
典
型
|
|
史
之
大
端
ー
ー

そ
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
か
れ
の
考
接
接
と
し
て
の
史
皐
の
本
質
を
う
が
つ
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
梁
啓
超
は
「
乾
嘉
以

来
、
考
誼
撃
が
向
学
界
を
統
一
す
る
と
、
そ
の
大
き
な
う
ね
り
は
、
い
き
お
い
と
し
て
史
撃
に
も
及
ば
さ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
越
翼
の

『
二
十
二
史
割
記
』
、
王
鳴
盛
の
『
十
七
史
一
商
権
』
、
銭
大
析
の
『
二
十
二
史
考
異
』
、
洪
顕
憧
の
『
諸
史
考
異
』
な
ど
は
、
み
な
そ
の
流
れ
を

波
ん
で
い
る
。
:
:
:
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
経
翠
に
お
け
る
考
読
方
法
を
史
拳
研
究
に
移
行
さ
せ
た
も
の
で
、
考
誼
皐
と
は
い
え
て
も
、
ほ
と

〈

3
〉

ん
ど
史
撃
と
は
い
え
な
い
」
と
い
い
、
乾
嘉
期
の
考
擦
問
学
の
充
賓
は
、
経
拳
領
域
か
ら
史
皐
領
域
へ
の
波
及
と
な
っ
た
と
し
て
、
経
皐
に
お
い

509 
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て
形
成
さ
れ
た
文
献
解
揮
の
方
法
論
を
そ
の
ま
ま
史
皐
文
献
の
考
誼
に
躍
用
し
た
こ
と
の
事
情
を
端
的
に
説
明
し
た
。
し
か
も
注
目
に
値
す
る

貼
は
、
朱

一
新
と
同
じ
く
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
史
買
に
た
い
す
る
議
論
や
政
治

・
制
度
・
事
件
に
つ
い
て
の
分
析
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
問
題
意
識

に
も
と
づ
く
史
論
が
稀
薄
で
、
史
料
批
判
と
解
棒
、
つ
ま
り
考
謹
拳
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
乾
嘉
期
の
考
援
皐
的
土
壌
の
な
か
か
ら
、
史
翠
研
究
へ
の
機
運
が
生
れ
、
王
鳴
盛
、
越
翼
ら
の
清
代
貫
誼
史
皐
の
隆

盛
を
も
の
が
た
る
史
同
学
研
究
が
で
た
。
こ
の
動
向
の
推
進
役
を
果
た
し
た
の
が
銭
大
正
別
で
あ
り
、
か
れ
は
経
皐
の
領
域
で
十
分
に
完
成
さ
れ
た

質
事
求
是
に
も
と
づ
く
合
理
的

・
買
謹
的
な
皐
問
姿
勢
と
と
も
に
、
王
国
韻
・
訓
話

・
文
字
翠
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
考
操
皐
の
方
法
論
を
史
皐
の

解
掴
梓
皐
と
し
て
臆
用
し
た
の
で
あ
り
、

「
鰹
皐
の
考
操
か
ら
史
皐
の
考
擦
へ
の
移
行
で
は
、
銭
大
析
の
役
割
は
も
っ
と
も
大
き
く
、
考
査
は
も

(

4

)

 

っ
と
も
精
確
で
、
そ
の
影
響
も
も
っ
と
も
深
い
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
史
皐
的
考
擦
を
「
史
皐
」
と
見
倣
す
か
、
保
留
を
つ
け
る
か
の
解
躍
に

相
違
は
あ
る
が
、
考
抜
方
法
を
史
同
学
領
域
に
移
行
さ
せ
た
、
銭
大
析
の
役
割
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。

績
き
と
な
っ
て
い
た
の
か
、

ま
ず
そ
の
内
容
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
銭
大
析
が
い
か
に
整
合
的
に
そ
の
考
援
拳
を
み
ず
か

- 90ー

こ
こ
で
、
経
皐
研
究
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
考
援
皐
の
方
法
論
は
、
果
た
し
て
単
純
に
史
皐
に
適
用
で
き
る
ほ
ど
客
観
化
し
形
式
化
し
た
手

ら
の
史
皐
の
方
法
論
に
し
た
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銭
大
肝
は
、
経
書
解
樟
の
基
本
を
な
す
考
え
方
を

「経
皐
を
研
究
す
る
も
の
は
、
必
ず
訓
詰
に
通
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訓
話
が
明
ら
か

(
5〉

に
な
っ
て
は
じ
め
て
義
理
の
員
買
が
理
解
さ
れ
る
(
夫
窮
経
者
、
必
逼
訓
話
、
訓
話
明
市
後
知
義
理
之
趣
ど
と
表
現
す
る
。

」
れ
は
戴
震
の
「
文
字

か
ら
言
語
に
通
じ
、
言
語
か
ら
古
聖
賢
の
心
志
に
通
じ
る
」

(
古
経
解
鈎
沈
序
〉
や
王
念
孫
の
「
訓
詰

・
一
音
韻
が
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
小
皐
が

明
ら
か
と
な
り
、
小
皐
が
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
経
皐
が
明
ら
か
と
な
る
」

(
設
文
解
字
注
序
)
と
い
う
言
説
と
同
じ
で
あ
り
、
清
朝
の
開
学
者
た

ち
が
共
有
し
て
い
た
考
援
理
念
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
理
念
に
導
か
れ
た
、
そ
の
考
援
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
か
を
確



認
し
て
お
く
。

わ
が
王
朝
の
逼
儒
、
顧
亭
林
(
炎
武
〉
・
陳
見
桃
(
啓
源
)
・
閤
百
詩
(
若
濠
〉
・
恵
天
牧
(
土
奇
〉
ら
が
、
は
じ
め
て
篤
く
古
皐
に
志
し
て
、

経
書
の
訓
詰
を
深
く
研
究
し
、
文
字

・一耳目
韻

・
訓
詰
か
ら
義
理
の
員
買
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
白
文
字
警
音
訓
話
、
而
得
義
理
之
員
)

O

i
-
-
六
経
は
、
聖
人
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
義
理
を
追
求
す
る
ば
あ
い
に
は
、
訓
詰
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(
因
其
言
以
求
其
義
、
則
必
自
詰
訓
始
)
。

訓
話
を
超
越
し
て
、
別
に
義
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
例
数
に
お
い
て
不
立
文
字
を
最
上
乗
と

わ
が
儒
家
の
皐
問
で
は
な
い
。
訓
詰
は
必
ず
漢
儒
に
依
存
す
る
の
は
、
そ
れ
が
古
か
ら
隔
た
っ
て
お
ら
ず
、
家
法

す
る
も
の
と
同
じ
で
、

と
し
て
の
惇
承
が
あ
る
の
で

孔
門
七
十
子
の
大
義
に
お
い
て
、

依
然
と
し
て
蔑
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
詰
訓
必
依
漢

儒
、
以
其
去
古
来
遠
、
家
法
相
承
、
七
十
子
之
大
義
、
猶
有
存
者
〉
。

代
以
前
、

文
字
・
一
音
韻
は
、

そ
の
異
質
を
隼
重
す
る
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
(
以
士
口
信
用

訓
話
と
相
関
性
が
あ
っ
た
こ
と
を

師漢

堕震
茎な
甫ヰ。

芭承

きτぞ
え

て
し、

Tこ
の
で
あ
る

古
を
隼
重
す
る
と
い
う
の
は
、

- 91ー

こ
こ
で
銭
大
析
は
、
清
朝
の
考
援
皐
の
展
開
過
程
を
概
観
し
、
そ
の
特
質
を
浮
き
あ
が
ら
せ
る
。
考
擦
皐
の
基
本
的
姿
勢
と
し
て
、
ま
ず
注

目
す
べ
き
貼
は
、
儒
皐
に
お
い
て
は
そ
の
「
義
理
」
が
訓
詰
を
超
越
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
明
し
た
貼
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宋
・
明
暴
克
服

の
措
置
で
も
あ
る
。
園
式
的
に
言
え
ば
、
宋
明
理
皐
に
た
い
す
る
批
判
は
、
か
れ
ら
が
儒
皐
で
あ
り
な
が
ら
経
書
の
記
述
そ
の
も
の
か
ら
超
越

(

7

)

 

し
た
思
癖
を
弄
ん
だ
た
め
、
儒
皐
の
本
来
の
姿
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
反
省
か
ら
、
鰹
書
の
言
語
表
現
そ
の
も
の
に
沈
潜
す

る
方
向
を
確
認
し
、
「
義
理
」

H
儒
皐
の
道
が
、
訓
詰
を
超
越
し
て
は
存
在
し
え
な
い
と
し
、
そ
れ
を
追
求
す
る
に
は
経
書
の
言
語
の
解
樟
を

通
じ
る
こ
と
以
外
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
経
験
的
論
誼
を
寄
せ
つ
け
な
い
超
越
的
な
思
婦
を
排
斥
し
、
ひ
た
す
ら
言
語
と
い
う
開

主
観
的
に
安
嘗
性
を
有
す
る
手
段
に
依
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
語
は
、
自
己
も
他
者
も
共
通
し
て
理
解
可
能
な
客
観
的
媒
介
で
あ
る
か
ら
、

511 

経
室
田
の
言
語
表
現
に
の
み
即
し
て
そ
の
意
味
内
容
を
限
定
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、
経
書
一解
穫
を
超
越
的
な
も
の
に
押
し
や
る
こ
と
か
ら
の
回

避
と
な
り
、
そ
の
貫
誼
性
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
銭
大
析
が
訓
話
に
の
み
、

「義
理
」
の
存
在
を
限
定
し
、
そ
こ
に
経
皐
研
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究
の
場
を
設
定
し
た
理
由
は
、
儒
剛
山千
を
超
脱
す
る
か
の
よ
う
な
宋

・
明
拳
の
観
念
論
を
克
服
す
る
た
め
の
質
誼
的
な
方
法
論
の
獲
得
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
考
按
理
念
の
総
括
に
お
い
て
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、

う
歴
史
性
に
債
値
が
あ
る
と
す
る
、

古
訓
傘
重
の
臭
源
的
な
要
素
、

も
う
一
つ
に
は
、

一
つ
に
は
、
漢
儒
の
訓
討
は
古
代
の
体
承
と
い

文
字

・
-耳目韻

・
訓
詰
の
言
語
拳
上
の
原
理
を
基
礎
と

し

経
書
の
員
一
意
一
を
言
語
同
学
的
な
分
析
を
通
し
て
合
法
則
的
に
解
明
す
る
院
汲
的
要
素
を
衆
ね
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

呉
振
の
ご
と
く

い
は
儒
撃
的
員
買
を
傘
重
す
る
の
で
あ
り

「
古
」
に
無
僚
件
に
従
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
古
を
傘
重
す
る
の
は
、
ま
さ
に
俸
統
・
停
承
と
し
て
縫
承
さ
れ
て
い
る
古
代
的
事
質
あ
る

〈

8
)

「
以
古
篤
師
、
師
其
是
而
己
失
」
と
い
う
主
張
に
も
決
し
て
数
像
的
に
漢
儒
の
訓
詰
を
偏
重
す
る

の
で
は
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

「古

(
U停
統
ど
そ
れ
自
健
が
無
篠
件
で
「
是
」
す
な
わ
ち
儒
皐
的
員
買
と
な
る
の
で
は
な
く
、
合
理
的
剣

断
が
、
そ
し
て
客
翻
的
な
質
誼
の
手
績
き
が
、
す
べ
て
の
権
威
の
板
披
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
性
の
審
聞
は
、
先
入
観
や
停
承

の
権
威
か
ら
の
自
由
を
一意
味
す
る
が
、
体
承
そ
れ
自
践
の
否
定
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
書
の
権
威
は
そ
れ
自
鎧
が
儒
率
的
停
承
を
内
在
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
停
承
の
超
越
で
は
な
く
、
正
し
い
判
断
基
準
の
確
立
に
よ
り
、
正
首
な
博
承
の
姿
の
追
求
を
方
法

- 92ー

論
的
に
確
立
し
、
合
理
的
判
断
に
準
操
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

漢
儒
の
訓
詰
の
傘
重
に
つ
い
て
は
、
「
漢
代
の
鰹
師
に
お
い
て
は
、
そ
の
訓
詰
に
み
な
家
法
が
あ
り
、
聖
人
か
ら
隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ

(

9

)

 

る
(
以
其
去
袈
人
未
遠
)
」
と
も
い
う
。
こ
こ
で
は
「
古
」
を
「
聖
人
」
に
交
替
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

「古
H
聖
人
」
と

い
う
強
い
儒
筆
意
識
が
解
稗
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
聖
人
に
由
来
す
る
侍
統
に
権
威
を
置
く
こ
と
は
合
理
的
な
剣
断
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
買
誼
主
義
の
形
骸
化
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
停
承
受
け
入
れ
は
、
号
一口
話
問
皐
レ
ベ
ル
か
ら
の
批
判
を
へ
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
銭
大
析
は
無
篠
件
に
俸
統
に
固
執
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
漠
儒
の
訓
詰
に
関
し
て
十
分
な
検
読
を
し
か
っ
批
剣
的
に
扱
う
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
古
代
漢
語
で
は
、
文
字

・
音
韻
と
訓
詰
と
が
盟
系
的
な
闘
連
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
言
語
率
的
な
認
識
の
も
と
に
、
古
呈
日

の
追
求
は
本
文
批
判
の
基
礎
で
あ
り
、
訓
話
は
経
義
解
明
の
基
礎
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
六
経
は
す
べ
て
文
字
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
音
頭
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
経
書
の
文
字
は
正
さ
れ
な
い
し
、

訓
話
に
よ
ら
な
け
れ
ば
経
書
の
義
理
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
(
六
経



皆
載
於
文
字
者
也
。
非
聾
品
目
則
経
之
文
不
正
、
非
訓
話
則
経
之
義
不
明
V
・i
・
-
文
字
に
よ
っ
て
古
-
耳
目
を
理
解
し
、
古
一
音
に
よ
っ
て
古
訓
を
了
解
す
る
。

(

ω

)

 

こ
れ
が
文
字
・
音
韻
・
訓
詰
の
相
閥
性
で
あ
る
(
因
文
字
而
得
古
昔
、
因
古
一音
而
得
古
訓
。
比
一
貫
三
之
道
ど
。
と
こ
ろ
で
現
代
の
言
語
皐
で
も
、
-Z

日

韻
論
は
「
科
皐
」
的
な
分
析
た
り
う
る
が
、
意
味
論
は
や
や
扱
い
が
異
な
る
。
一
一音
聾
と
一
意
味
と
の
有
契
性
は
な
い
の
で
、
一
意
味
論
の
研
究
は
特

定
の
言
語
文
化
圏
の
歴
史
的
文
化
現
象
や
俸
統
と
は
切
り
離
せ
な
い
が
、
あ
る
文
化
に
定
着
し
た
言
語
に
あ
っ
て
は
、
一
音
盤
と
一
意
一
味
と
の
有
契

性
は
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
銭
大
析
の
漢
儒
の
訓
話
の
傘
重
は
、
意
味
論
的
見
地
か
ら
は
適
切
で
あ
り
、
有
数
な
措

置
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
古
一
耳
目
研
究
に
つ
い
て
「
文
字
・
音
韻
に
よ
っ
て
訓
詰
を
究
明
し
て
ゆ
け
ば
、
古
義
の
復
興
は
間
近
で
あ
る
。
ど

〈

孔

)

う
し
て
古
一
耳
目
を
残
績
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
お
わ
ろ
う
か
」
と
い
い
、
そ
れ
を
古
義
解
明
に
従
属
さ
せ
る
。
漢
儒
が
そ
の
言
語
準
的
事
賞
に
印
し

た
見
識
に
よ
る
注
揮
を
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
賓
誼
的
に
批
判
し
つ
つ
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
語
皐
に
も
と
づ
く
解
揮

は
、
文
献
に
た
い
す
る
外
在
的
あ
る
い
は
超
越
的
な
い
か
な
る
権
威
を
も
無
力
化
し
排
除
す
る
方
向
で
替
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
献
を
、
客
観

的
で
検
査
可
能
で
あ
り
、

し
か
も
す
べ
て
の
人
に
共
通
の
了
解
手
績
き

つ
ま
り
徹
底
し
た
言
語
化
の
方
向
で
解
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
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に
至
り
俸
承
を
内
在
さ
せ
る
文
献
を
批
判
的
に
理
解
す
る
道
が
聞
か
れ
る
。

し
た
が
っ
て
古
一
音
は
、
本
文
批
剣
の
大
前
提
で
あ
る
と
同
時
に
、
古
訓
解
明
の
根
擦
と
な
る
も
の
と
し
て
銭
大
析
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
音
韻
論
に
閲
し
て
の
考
察
を
こ

こ
ろ
み
る
。

鏡
大
析
の
研
究
は
特
異
で
、

ほ
か
の
皐
者
が
古
呈
日
分
部
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
の
に
た
い
し
て
、

ひ
た
す
ら
盤
紐
研
究
に
う
ち
込
み
、

『十

駕
費
養
新
録
』
に
詳
細
な
文
献
的
謹
援
を
事
げ
て
開
納
し
た
結
論
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
漢
語
に
は
軽
唇
一
音
が
な
く
、

り
、
舌
上
一
耳
目
は
な
く
、
舌
頭
一
音
に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
い
う
古
聾
母
に
闘
す
る
見
解
は
、
今
日
で
も
ほ
と
ん
ど
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
受
け
入

重
唇
一
音
だ
け
あ

れ
ら
れ
て
い
る
。
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戴
震
は
、
聾
紐
・
反
切
の
理
論
と
し
て
字
母
の
皐
の
起
貼
を
従
来
西
域
や
究
信
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
否
定
し
て
、
漠
末
・
貌
の
孫
炎
に
起

(ロ)

源
す
る
こ
と
を
史
貫
と
し
て
文
献
的
に
確
か
め
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
併
数
側
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
が
盗
ら
れ
、
逆
に
西
域
に
由
来
す
る
も
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の
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
銭
大
析
は
、
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
根
ざ
す
超
歴
史
的
な
認
識
を
さ
ら
に
敷
桁
す
る
。

経
書
で
あ
る
『
詩
経
』
に
み
え
る
盤
撃
が
、
聾
紐
理
論
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
、
聾
紐
に
閲
す
る
古
漢
語
の
理
論
を
、
儒
皐
的
債
値
観

(

臼

)

の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。

(
M〉

そ
こ
で
『
詩
経
』
に
古
代
漢
語
の
一
音
韻
論
の
理
論
的
根
擦
を
求
め
た
。
そ
の
理
由
は
「
た
だ
三
百
五
篇
の
一
音
を
最
善
と
す
る
」
の
設
言
に
見

か
れ
ら
の
認
識
に
あ
っ
て
は
、
孔
子
手
定
の
経
書
で
あ
る
『
詩
経
』
の
言
葉
に
依
接
し
て
古
代
言
語
の

原
理
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
そ
の
儒
向
学
的
債
値
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
詩
経
』
の
な
か
の
壁
撃
が
、
盤
紐
理
論
の
原
形
で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
も
こ
れ
が
中
園
固
有
の
聾
紐
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
、
党
皐
に
由
来
し
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
こ
と

そ
れ
か
ら
は
じ
め
て
反
切
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
取
り
も
な
お
さ
ず
、

す
な
わ
ち
「
壁
聾
を
認
識
し
、

叔
然
・
鄭
康
成
(
玄
)
ら
は
、
漢
・
貌
の
儒
家
で
あ
り
、

(

日

)

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
音
韻
の
同
学
は
究
開
学
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
正
し
か
ろ
う
」
と
い
う
。

ま
た
銭
大
析
は
、
愛
聾
が
『
詩
経
』
の
修
僻
に
起
源
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

で
、
そ
の
儒
皐
的
債
値
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。

る
。
孫
叔
然
(
炎
)
が
そ
の
先
費
者
で
あ
る
。

併
数
関
係
の
書
物
は
讃
ん
だ
こ
と
が
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つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

人
は
形
瞳
を
も
っ
と
た
だ
ち
に
聾
を
も
っ
た
。
盤
一
耳
目
、
が
文
字
の
前
に
あ
っ
て
、
文
字
は
必
ず
聾
一
耳
目
を
利
用
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
要
貼
を
く
く
れ
ば
、
畳
韻
・
盤
躍
の
二
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
畳
韻
は
さ
と
り
や
す
く
、
挫
盤
は
わ
か
り
に
く
い
。
:
:
:
『
詩
経
』
三
百

篇
が
成
立
し
て
か
ら
、
こ
の
原
理
が
お
お
い
に
明
ら
か
に
な
っ
た
(
至
詩
三
百
篇
興
、
而
斯
秘
大
啓
)

0

・
:
・
:
ど
う
し
て
古
代
の
聖
賢
の
叡
智

が
、
党
借
の
下
に
出
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
四
聾
は
六
朝
で
護
見
さ
れ
た
が
、
古
人
が
盛
韻
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
え
な
い
し
、
字
母
は

唐
末
に
出
現
し
た
が
、
古
人
が
挫
盤
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
三
百
篇
か
ら
隻
聾
の
原
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ

字
母
は
後
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
隻
聾
を
理
解
す
れ
ば
、

が
、
字
母
を
い
っ
て
墾
盤
を
理
解
し
な
い
の
で
は
、
済
ま
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
隻
盤
は
、
と
っ
く
に
三
百
篇
に
起
源
し
て
い
た
の
で
あ

る。

-盤
聾
は
前
に
あ
り
、

字
母
を
い
わ
な
く
て
も
、
そ
れ
は
よ
い

る。

そ
こ
で
わ
た
し
は
六
経
の
道
は
、

な
に
か
ら
な
に
ま
で
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
備
え
て
お
り
、
後
人
の
お
し
ゃ
べ
り
程
度
の
知
識
で



は
、
も
は
や
聖
賢
の
範
園
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
(
吾
於
是
知
六
経
之
道
、

，大
小
悉
備
、
後
入
品
膚
倉
之
智
、

(
日
山
〉

早
不
出
聖
賢
範
囲
之
外
也
)
。

『
詩
経
』
の
措
辞
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

質
質
的
に
は
字
母
に
よ
る
聾
母
の
認
識
を
先
取
り
す
る
も
の
で
、
整
聾
現
象
は
『
詩
経
』
に
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、

解
明
の
根
源
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
聾
紐
に
つ
い
て
も
あ
ら
か
じ
め
叡
智
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

す
な
わ
ち
字
母
の
出
現
以
前
に
隻
聾
に
つ
い
て
の
認
識
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
詩
経
』
は
古
一
耳
目
分
部
の

つ
ま
り
経
書
に
包
揖
さ
れ
る
遁

は
、
後
人
の
言
語
現
象
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
知
識
を
も
凌
駕
す
る
も
の
で
、
そ
の
す
べ
て
が
あ
ら
か
じ
め
合
意
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
言
語

の
形
而
上
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
後
人
に
よ
る
言
語
皐
的
認
識
は
、
す
べ
て
経
書
に
あ
ら
か
じ
め
布
置
さ
れ
て
い
た
事
柄
の
護
見
に

し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
寅
誼
的
な
現
代
言
語
聞
学
的
な
研
究
規
角
か
ら
す
れ
ば
、
非
合
理
的
と
も
い
う
べ
き
姿
勢
で
あ
る

わ
け
で
あ
り
、
王
力
は
、
銭
大
析
が
三
百
篇
を
最
善
と
す
る
の
は
、
歴
史
主
義
を
依
乏
さ
せ
た
尚
古
の
態
度
で
、
小
皐
を
経
拳
に
奉
仕
さ
せ
る

(

げ

〉

も
の
で
あ
る
と
批
剣
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
認
識
の
轄
換
を
は
か
り
、
銭
大
析
の
思
考
の
文
脈
に
そ
っ
て
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
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要
で
あ
ろ
う
。
銭
大
析
が
そ
の
言
語
率
的
研
究
を
展
開
し
た
第
一
義
的
な
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
か
れ
が
生
き
た
清
朝
と
い
う
儒
皐
の
債
値
観

念
が
支
配
し
た
生
活
空
聞
の
な
か
で
、
儒
皐
文
献
お
よ
び
儒
皐
と
不
可
分
の
も
の
と
見
倣
し
た
史
皐
文
献
の
整
理
で
あ
っ
た
。
現
代
の
言
語
準

的
レ
ベ
ル
か
ら
顧
み
て
、
そ
の
限
界
を
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
お
け
る
文
脈
の
な
か
で
の
役
割
や
一
意
味
を
考

え
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
戴
震
を
超
え
る
聾
紐
の
確
定
は
、
儒
皐
的
枠
組
み
の
な
か
に
あ
っ

て
は
飛
躍
的
な
護
展
で
あ
っ
た
と
解
樟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
聾
紐
に
た
い
す
る
儒
象
形
而
上
皐
か
ら
の
根
擦
づ
け
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
音
韻
論
に
お
け
る
儒
家
的
形
而
上
拳
の
確
立
、
つ
ま
り
一
音
韻
論
へ
の
儒
皐
的
一
意
味
付
興
が
積
極
的
に
一
音
韻
論
の
研
究
を

推
進
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
形
市
上
皐
が
考
援
皐
の
基
盤
と
し
て
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
賞
誼
的
研

究
を
導
き
、
考
接
撃
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
逆
説
的
な
し
く
み
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
銭
大
析
の
方
法
論
は
、

そ
の
儒
皐
形
市
上
向
学
と
不
可
分
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 95ー
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『
二
十
二
史
考
異
』
序
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
考
擦
の
目
的
は
二
十
二
史
が
「
文
字
は
雑
然
と
し
て
お
び
た
だ
し
く
、
記
述
の
原
則
は
入
り

凱
れ
て
い
る
(
文
字
煩
多
、
義
例
紛
糾
)
。
地
理
に
つ
い
て
は
、
古
今
で
地
名
を
異
に
し
、
位
置
も
嬰
化
し
て
お
り
、
官
職
に
つ
い
て
は
、
王
朝
ご

と
に
饗
更
が
あ
り
、
格
付
け
は
時
を
追
っ
て
鑓
わ
る
」
朕
態
で
あ
る
た
め
、
質
事
求
是
の
立
場
か
ら
、
僚
理
の
貫
通
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
正
史
の
文
字
お
よ
び
義
例
が
正
す
べ
き
も
の
の
第
一
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
小
皐
を
基

礎
と
し
た
考
援
の
史
摩
文
献
へ
の
麿
用
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。

『
二
十
二
史
考
呉
』
で
の
考
擦
の
具
陸
例
を
見
る
。

「
牛
」
は
、

「
冒
(
お
か
す
ど
で
あ
る
。

れ
ぞ
れ
に
訓
揮
し
あ
う
の
は

同
位
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

牛
は
、
牙
一
耳
目
の
牧
躍
で
、
冒
は
、
唇
一
耳
目
の
牧
聾
で
あ
る
。
聾
紐
が
同
類
で
は
な
い
の
に
そ

古
人
は
「
反
側
」
を
「
曜
時
」
と
封
に
し
、

「
顛
柿
」
を
「
造
次
」
と
、

ま
た
饗
聾
な
の

で
あ
る
。
経
典
に
誼
例
を
求
め
れ
ば
、

「
多
」
を
「
祇
(
た
だ
と
と
訓
じ
、

「
鈎
」
を
「
等
(
ひ
と
し
い
と
と
訓
じ
、

(
山
川
)

ま
た
こ
の
例
な
の
で
あ
る
。

-・・
・・
な
ど
み
な
詰
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コ
冗
首
」
を
「
股
肱
」
と
割
に
し
て
い
る
。
反
側

・
顛
浦
は
同
じ
く
出
撃
で
あ
り
、
元
首
は
同
じ
く
牧
撃
で
あ
る
か
ら
、

盤
の
関
係
か
ら
一
意
味
を
取
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に
銭
大
析
は
、
訓
詰
の
本
質
を
、
隻
韓
関
係
に
あ
る
語
に
よ
る
解
揮
に
あ
る
と
し
、
そ
の
壁
聾
関
係
を
戴
震
の
「
轄
語
」
の
構
想
に

依
接
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
護
一
耳
目
方
法
と
喉

・
舌

・
歯

・
唇

・
牙
な
ど
の
褒
一
耳
目
部
位
が
同
じ
子
一
音
ど
う
し

(

印

〉

の
「
同
位
」
と
、
裂
音
部
位
は
異
な
る
け
れ
ど
も
設
一
音
方
法
が
同
じ
子
墨
田
ど
う
し
の
「
同
位
相
近
」
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
反

・
側
は
今
日
、

整
理
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
が
、
銭
大
析
は
、
そ
れ
ら
が
盤
整
で
あ
る
輯
輔
と
併
せ
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
壁
聾
の
語
で
あ
る
は

「
牛
」
が
「
冒
」
と
訓
四
拝
さ
れ
る
の
も
、

ず
で
あ
る
と
の
偲
読
を
立
て
て
分
析
し
、
反
(
唇
音
調
母
、
寒
整
不
迭
気
音
)
・
側
(
歯
音
荘
母
、
塞
擦
整
不
迭
島
県
一
音
)
い
ず
れ
も
が
、
古
漢
語
で
は
、

〈

却

〉

唇一耳目

・
歯
正
一
日
と
喪
主
田
部
位
は
異
な
る
が
、
護
一
音
方
法
の
同
じ
「
出
麓

(
H不
迭
気
〉
」
で
、

同
位
相
近
の
聾
紐
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
昔
で
は
轄

用
し
う
る
隻
盤
の
範
暗
に
属
す
と
判
断
す
る
。
し
た
が
っ
て
牙
昔

・
唇
一
音
と
い
う
護
墨
田
部
位
の
遣
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
震
音
方
法
が
牧
聾



い
わ
ゆ
る
「
同
位
相
近
」
の
語
ど
う
し
は
、
経
書
類
に
も
多
く
の
事
例
が
あ
り
、
た
が
い
に
訓
稗
し
あ
え
る
訓
話
拳
上
の
閥
係
を
も

つ
こ
と
を
、
経
書
に
見
え
る
多
く
の
誼
例
に
確
認
し
た
う
え
で
、
(
疑
母
、
鼻
聾
)
を
呂
田
」
〈
明
母
、
鼻
聾
〉
と
訓
ず
る
訓
緯
は
、
古

漢
語
の
訓
詰
と
し
て
は
合
理
性
を
も
つ
こ
と
を
確
認
す
る
。

で
あ
り
、

「牛」

こ
の
考
擦
は
、
古
音
の
運
用
に
よ
る
漢
代
訓
詰
に
つ
い
て
の
言
語
皐
的
な
分
析
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
の
事
例
か
ら
開
納
し
た
貫
誼
的
考
擦

で
あ
っ
て
、
典
型
的
な
客
観
的
考
擦
と
な
っ
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
銭
大
析
に
と
っ
て
は
、
儒
皐
の
債
値
観
の
枠
組
み
の
な
か
で
の
解
明

な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
書
の
訓
詰
そ
の
も
の
が
、
儒
皐
的
員
買
に
連
績
す
る
と
認
識
す
る
銭
大
析
に
あ
っ
て
は
、

一
字
一
句
の
「
是
」

の
確
定
が
す
べ
て
聖
賢
の
叡
智
の
範
圏
内
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
れ
の
古
漢
語
に
お
け
る
聖
人
の
闘
興
に
つ
い
て
の
認
識
や
儒
拳
の

道
は
訓
詰
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
基
本
的
な
理
解
を
確
認
す
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
完
全
に
言
語
理
論
の
操
作
に
よ
る
貫
誼
的
な
考
擦
と
、
銭
大
析
の
儒
皐

意
識
の
強
さ
と
の
内
的
関
連
を
把
握
し
え
な
い
ま
ま
、
と
ま
ど
い
気
味
に
「
訓
詰
皐
に
政
治
的
倫
理
的
な
債
値
が
あ
る
と
主
張
し
た
が
る
の
で

あ
る
(
文
集
二
五
、
世
緯
序
な
ど
〉
。
従
っ
て
、
彼
の
言
語
同
学
的
な
知
識
が
結
果
的
に
西
洋
の
皐
聞
の
成
果
と
一
致
す
る
貼
が
多
い
に
し
て
も
、
彼

の
皐
が
純
粋
に
、
近
代
的
科
皐
的
精
神
か
ら
出
て
い
る
、
と
す
る
に
は
鴎
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
史
皐
に
し
て
も
、
『
廿
二
史
考
異
』
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
精
密
な
文
献
闘
争
的
校
訂
が
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
彼
の
一
意
識
の
底
に
は
多
分
に
『
資
治
逼
鑑
』
(
政
治
に
資
す
る
歴
史
の
鏡
)

的
な
、
時
と
し
て
は
『
遁
鑑
網
目
』
(
倫
理
に
よ
る
歴
史
の
評
債
)
的
な
も
の
が
残
っ
て
い
て
、
科
準
的
と
の
み
言
い
切
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
」
、

ま
た
「
本
嘗
の
科
開
学
的
な
史
撃
が
、
史
買
に
劃
し
て
倫
理
的
債
値
剣
断
を
下
し
て
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
史
皐
も
、
そ
の
細
部

〈幻〉

の
操
作
の
科
皐
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
精
神
に
お
い
て
な
お
非
科
率
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
指
摘

は
、
言
語
辱
知
識
や
考
擦
の
運
用
が
科
皐
的
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
精
神
が
科
向
学
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
に
も
と
づ

と
こ
ろ
で
、
本
国
情
「
讃
『
潜
研
堂
文
集
』
」
で
は
、
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い
て
い
る
。
し
か
し
、
銭
大
析
の
ば
あ
い
、
そ
の
儒
皐
意
識
の
非
科
皐
性
の
た
め
に
、
こ
の
論
理
が
首
て
は
ま
ら
な
い
の
で
、
そ
の
考
援
そ
の

517 

も
の
の
科
率
性
に
つ
い
て
も
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
理
解
の
し
か
た
は
、
儒
暴
と
方
法
論
と
し
て
の
考
援
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と
を
分
離
し
、
そ
れ
ら
が
内
的
な
闘
連
性
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
清
代
考
援
民
平
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
が
相
即
不
離
の

か
た
ち
で
展
開
し
て
き
た
と
い
う
そ
の
貫
像
に
迫
る
こ
と
な
く
、

み
ず
か
ら
の
「
科
用
ご
概
念
を
も
っ
て
考
援
皐
に
強
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
の
概
念
操
作
の
蹄
結
と
し
て
作
り
上
げ
た
、
考
誼
操
作
H
科
率
的
/
儒
皐
一
意
識
H
非
科
聞
学
的
と
す
る
考
擦
皐
の
形

象
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
護
見
し
た
と
思
っ
た
銭
大
町
の
考
援
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
買
は
自
分
で
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
置
い
て
お
い
た
も
の

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
こ
ろ
で
ま
っ
た
く
規
貼
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
宋
翠
涯
の
方
東
樹
は
、

z司

十
二
史
考
異
』
に
つ
い
て
「
探
求
は
こ
ま
ご
ま
し
く
、
博
皐
で
惑
わ
し
て
名
撃
を
求
め
る
に
す
ぎ
ず
、
政
治
上
の
有
盆
性
や
社
曾
的
な
有
用
性

(

幻

〉

に
お
い
て
は
、
該
嘗
す
る
も
の
が
な
い
(
不
過
探
覚
細
孫
舷
博
以
逝
名
而
己
、
於
資
治
致
用
無
蛍
也
〉
」
と
批
剣
し
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
考
援
が
儒
皐

「
科
皐
」
を
も
っ
て
割
腹
す
る
立
場
と
共
通
す
る
。

と
不
可
分
で
あ
っ
た
本
質
的
側
面
を
見
て
い
な
い
貼
で

「牛
H
冒
」
の
解
明
に
象
徴
さ
れ
る
銭
大
析
の
考
擦
の
大
部
分
は
、
確
か
に
言
語
何
学
的
な
論
理
操
作
と
寅
誼
的
な
考
擦
に
登
き
る
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
水
迭
で
沫
浴
す
る
人
の
動
作
を
い
か
に
詳
細
に
記
述
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
人
の
生
活
の
脹
絡
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を
無
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
翠
な
る
水
浴
び
か
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
行
痛
か
は
剣
別
で
き
な
い
よ
う
に
、
個
々
の
考
擦
の
か
た
ち
を
見
る
だ

け
で
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
考
援
の
背
後
に
ま
で
回
り
込
ん
で
、
銭
大
析
の
儒
準
的
脈
絡
に
お
い
て
、
そ
れ
が
単
な
る
貫
誼
性
を
満
た
す
た
め

だ
け
の
考
擦
で
あ
っ
た
か
、
な
ん
ら
か
の
附
加
的
償
値
を
捻

っ
た
考
擦
で
あ

っ
た
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

四

以
上
、
儒
準
的
債
値
観
と
は
接
貼
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
小
皐
に
も
そ
れ
が
刷
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
考
接
が
、
す
で

に
儒
準
的
意
義
づ
け
の
も
と
に
運
用
さ
れ
て
お
り
、
『
二
十
二
史
考
異
』
の
考
擦
に
儒
皐
的
内
賓
が
あ
る
こ
と
を
見
た
が
、

つ
い
で
史
皐
に
つ

ら
、
天
下
の
皐
者
は
、

い
て
の
銭
大
析
の
見
解
を
考
察
す
る
。
江
藩
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
べ
き
銭
大
所
の
護
言
を
「
恵
棟
・
戴
震
の
皐
が
、
世
の
中
に
流
行
し
て
か

ざ
っ
と
三
史
〈
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
〉
に
目
を
通
す
だ
け
で
、

た
だ
古
経
を
研
究
し
、

ニ
史
以
下
に
つ
い
て
は
、
あ
い
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ま
い
な
ま
ま
知
識
が
な
い
。
こ
れ
を
逼
儒
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
記
録
す
る
。
こ
れ
を
承
け
て
江
藩
も
「
著
し
た
と
こ
ろ
の
『
二
十

二
史
考
異
』
は
、
要
す
る
に
あ
る
意
園
を
こ
め
て
著
作
し
た
の
で
あ
る
(
葦
有
徳
而
作
也
ど
と
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
の
史
皐
的
考
擦

の
典
型
と
さ
れ
る
『
二
十
二
史
考
異
』
は
史
象
的
な
校
訂
の
正
確
さ
の
追
求
に
意
味
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
江
藩
の
理
解
に
従
え
ば
乾
嘉
の

経
皐
、
こ
れ
は
臭
涯
・
暁
涯
雨
涯
を
も
含
む
考
擦
皐
が
、

経
開
尚
子
に
片
寄
り
、

史
皐
に
無
理
解
で
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
が
存
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
銭
大
析
の
史
筆
研
究
に
は
経
率
的
な
理
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
逼
儒
」
の
概
念
は
、
単
純
に
儒
拳
の
範
庸
に
の
み
限
定
さ
れ
ず
、
拳

者
一
般
と
し
て
博
撃
を
身
に
つ
け
る
意
味
も
多
分
に
含
む
で
あ
ろ
う
が
、

「
、
通
儒
」
の
語
に
よ
り
、
歴
史
に
通
暁
す
る
こ
と
を
も
規
定
す
る
の

は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
認
識
が
根
抵
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
江
藩
い
う
と
こ
ろ
の
「
蓋
有
篤
而
作
也
」
は
、
こ
の
聞
の
事
情
を
含
む

(

処

〉

も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
「
逼
儒
」
に
つ
い
て
「
通
儒
の
拳
は
、
必
ず
質
事
求
是
か
ら
始
ま
る
L

と
も
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
か
れ
の
基
本

的
理
念
で
あ
る
質
事
求
是
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
『
二
十
二
史
考
異
』
著
作
の
一
意
園
を
、
通
儒
の
貫
現
に
置
く
と
と
も
に
、
そ
の

自
序
に
「
質
事
求
是
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
質
事
求
是
も
す
で
に
儒
率
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
記
述
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
歴
史
家
の
現
代
の
閥
心
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
、
し
か
も
あ
る
観
貼

〈

お

〉

か
ら
の
論
理
構
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
す
で
に
一
般
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
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鏡
大
析
の
史
皐
も
、
清
代
乾
嘉
期
に
お
け
る
か
れ
自
身
の
「
現
代
の
関
心
」
U
儒
皐
の
枠
組
み
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
導
く
。
そ

そ
の
考
援
や
言
設
は
、
か
れ
み
ず
か
ら
の
儒
皐
的
コ

ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
す
べ
て
が
伝
め
こ
ま
れ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
て
、

ぃ
。
た
と
え
ば
、
鐘
大
析
の
質
誼
的
な
史
皐
観
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
「
史
家
の
事
件
の
記
録
は
、
た
だ
美
を
つ
く
り
あ
げ
ず
、
悪
を
か

(
M
m
〉

く
さ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
事
件
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
直
書
す
れ
ば
、
是
非
は
お
の
ず
か
ら
現
れ
る
(
議
事
直
書
、
是
非
自
見
)
」
と
あ
る
。
こ
れ
な

ど
は
、
今
日
の
史
料
主
義
の
根
抵
に
あ
る
素
朴
質
誼
主
義
に
共
感
さ
れ
る
、
ま
っ
た
く
一
般
性
を
も
っ
た
護
言
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
銭
大
析
が
み
ず
か
ら
一
意
識
し
え
た
か
い
な
か
は
別
と
し
て
、
儒
聞
学
的
債
値
観
の
網
目
の
な
か
に
お
い
て
す
で
に
あ
る
色
づ
け
が
施
さ

れ
た
う
え
で
の
謹
言
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
の
白
紙
紋
態
の
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
直
書
も
、
そ
し
て
そ
の
直
書

519 
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に
よ
っ
て
事
質
の
な
か
か
ら
お
の
ず
か
ら
現
れ
て
く
る
是
非
も
、
ま
た
質
事
求
是
も
、
す
で
に
儒
撃
的
な
ベ
ク
ト
ル
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
こ
と

を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
経
撃
と
史
皐
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
銭
大
析
に
は
、
経
史
不
可
分
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
越
翼
『
二
十
二
史

(

幻

〉

割
記
』
へ
の
序
文
に
み
え
る
。
超
翼
は
、
経
撃
を
研
究
す
る
ほ
ど
の
資
質
は
な
い
が
、
史
書
は
「
事
柄
は
は
っ
き
り
し
、
理
念
も
わ
か
り
や
す

い
(
事
額
而
義
浅
)
」
の
で
、
研
究
す
る
こ
と
に
し
た
と
述
懐
し
た
。

銭
大
析
は

一
一
隆
こ
れ
を
超
翼
の
謙
遜
と
か
わ
し
は
す
る
が
、
こ
れ
は
、
超

翼
の
史
皐
認
識
の
浅
薄
さ
の
表
明
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貫
質
的
に
は
銭
大
析
の
史
皐
理
念
に
針
立
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
反
駁
と
し

て

「
鰹
撃
と
史
皐
と
は
、
ど
う
し
て
区
分
さ
れ
た
皐
間
で
あ
ろ
う
か
(
経
輿
史
、
量
有
二
皐
哉
)Oi---も
と
も
と
経
皐
と
史
皐
と
の
匡
別
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
(
初
無
経
史
之
別
ど
と
い
う
。

」
れ
は

銭
大
析
が
経
史
を
二
分
し
な
い
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。
こ
の
銭
大
析
の
鰹
史
不
可

に
お
レ
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
経
準
的
な
覗
貼
を
史
撃
に
庭
用
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
史
民
干
の
経
挙
化
、
す
な
わ
ち
史
皐
と
経
皐
と
を
同
等
の
論
理

よ
っ
て
銭
大
析
の
史
筆
的
考
媛
は
、
経
皐
で
形
成
さ
れ
た
考
捺
万
法
の
史
拳
へ
の
移
行
と
い
う
程
度
以
上
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分
論
は
、

に
、
史
書
に
お
け
る
儒
拳
的
な
債
値
観
の
追
求
と
し
て
適
用
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

「
こ
の
表
は
長
い
あ
い
だ
後
世
の
人
ん
べ
か
ら
非
難
さ
れ
て
き
た
。
わ
た
し
は
た
だ
そ
れ
が
儒

〈
叩
山
)

撃
を
顕
彰
し
、
名
数
に
功
績
が
あ
る
の
を
愛
す
る
の
で
あ
り
、
班
固
の
見
識
は
は
る
か
に
常
人
の
及
び
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。
銭
大

(
m
m
〉

析
は
、
班
固
の
こ
の
表
作
成
の
一一意
闘
や
構
成
な
ど
に
問
題
が
多
い
と
歴
代
指
弾
さ
れ
て
き
た
貼
を
十
分
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
し
た
非
難
を
棚
上
げ
し
て
、
こ
の
表
が
、
儒
準
的
理
念
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
し
た
。
こ
の
評
債
を

ま
た
『
漢
書
』
の
「
古
今
人
表
」
に
つ
い
て

も
っ
て
、
史
皐
を
名
数
へ
の
貢
献
度
に
お
い
て
債
値
づ
け
る
契
機
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
銭
大
析
の
史
拳
は
、
儒
皐
と
一
盟
化
し
た
史
皐

で
あ
っ
た
こ
と
が
韻
み
と
れ
、
そ
れ
は
、
単
に
考
援
学
的
方
法
論
の
鹿
周
に
よ
る
貫
謹
史
与
の
確
立
で
は
な
く
、
「
史
皐
」
の
儒
皐
化
を
究
極

的
な
目
標
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
具
盤
的
に
は
、
こ
の
表
が
『
論
語
』
中
の
人
物
す
べ
て
を
列
奉
す
る
な
ど
、
『
論
語
』
へ
の
特
別
配
慮
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
後
儒
が
『
論
語
』
を
尋
信
す
る
端
緒
を
切
り
開
い
た
と
み
る
。
そ
し
て
班
固
の
儒
撃
的
な
見
識
を
も
っ
て
、

「
古
賢
は
、
こ
の
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〉

す
ぐ
れ
た
見
識
を
備
え
て
い
た
の
で
、
高
く
ぬ
き
ん
で
て
史
皐
の
宗
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
経
暴
上
の
貢
献
を
も
っ
て
、
班

聞
を
「
史
家
の
宗
」
と
評
債
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
銭
大
析
は
、
こ
の
表
ゆ
え
に
、
班
固
の
史
事
が
鰹
撃
と
並
ぶ
と
ま
で
い
う
。
こ
の
貼
か

ら
も
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
銭
大
析
の
史
筆
に
お
け
る
貫
事
求
是
と
は
、
歴
史
的
出
来
事
の
な
か
に
儒
準
的
形
而
上
撃
の
「
事
責
」

を
検
誼
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一方、

『
二
十
二
史
考
異
』
で
は
、
顔
師
古
が
「
漢
書
注
L

で
、
こ
の
表
は
今
人
に
及
ん
で
い
な
い
の
で
、
完
結
し
て
い
な
い
と
し
た
見
解

を
、
批
剣
す
る
。
こ
の
批
剣
に
は
儒
皐
的
理
念
の
浸
透
の
跡
が
頼
著
で
あ
る
。
銭
大
析
は
、
「
古
今
人
表
」
と
命
名
さ
れ
て
い
て
も
、
古
人
を

九
等
に
格
づ
け
し
た
こ
と
で
、
今
人
の
鏡
と
し
て
の
数
果
を
護
揮
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
人
を
表
に
掲
げ
格
づ
け
る
必
要
は
な
く
、
し
か
も

班
固
の
儒
皐
理
念
が
完
全
に
表
出
し
て
い
る
完
結
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
表
の
意
義
を
「
貴
賎
は
一
時
代
に
止
ま
る
も
、
賢
否
は
蔦
世
に

現
れ
る
の
で
あ
り
、
徳
を
失
う
も
の
は
身
分
が
高
く
て
も
必
ず
評
債
が
下
げ
ら
れ
、
母
音
を
修
め
る
も
の
は
身
分
が
低
く
て
も
、
必
ず
高
く
許
債

〈

担

)

さ
れ
る
こ
と
を
悟
ら
せ
る
」
と
こ
ろ
に
み
る
。

は
、
ま
さ
に
「
百
世
を
へ
た
と
し
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
(
雌
百
世
可
知
也
〉
」
と
断
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
孔
子
が
百
世
を
へ
た
と
し
て
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ま
た
こ
の
表
を
纏
承
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
理
念
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
つ
い
て

も
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
が
、
要
す
る
に
三
綱
五
常
を
中
心
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、

(

ロ

〉

純
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
聖
人
で
も
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
は
な
い
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
銭
大
析
は
歴
史
そ
の
も
の
が
儒
開
学
的
な
普
遍

道
徳
に
貫
通
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

王
朝
変
替
や
制
度
の
改
嬰
な
ど
、
掛
型
化
が
皐

時
代
ご
と
の
個
別
的
な
事
態
、

た
。
こ
こ
に
は
普
遍
的
な
遁
義
の
み
を
本
質
的
な
も
の
と
す
る
、
非
歴
史
的
な
観
念
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

王
朝
交
替
・
制
度
文
物
の
饗
遁
な
ど
の
事
柄
は
二
義
的
と
し

つ
ま
り
か
れ
の
史
皐
研
究
は

経
拳
研
究
の
費
形
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
史
撃
は
、
時
代
ご
と
の
出
来
事
・
事
件
を
も
っ
て
、
儒
皐
の
義
理
を
検
詮
す
る
こ
と
に
お

い
て
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
『
春
秋
』
の
再
現
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

521 

五



522 

あ
ま
り
に
自
明
な
こ
と
は
、
考
擦
皐
は

「
儒
皐
」
と
し
て
の
清
代
に
お
け
る
展
開
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
な
が

ら
、
主
観
的
な
債
値
判
断
に
委
ね
る
し
か
な
い
、
儒
接
的
形
而
上
皐
を
内
在
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
考
接
皐
の
特
質
と
さ
れ
る
小
撃
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
貫
誼
的
な
方
法
論
は
、
自
己
言
及
的
に
儒
皐
思
想
そ
の
も
の
を
封
象
化
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

ひ
た
す
ら
言
語
的
存
在
と
し
て
の
経

書
の
み
を
適
用
封
象
に
限
定
し
て
、
ま
さ
に
部
分
的
な
貫
誼
主
義
と
し
て
展
開
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
嬢
皐
は
表
層
に
あ
っ
て
は
、
形
市
上
皐

と
貫
誼
的
方
法
論
と
い
う
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
要
素
を
か
か
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
遠
景
と
し
て
の
儒
皐
的
形
而
上
翠
と
近
景
と
し

て
の
方
法
的
合
理
性
と
を
南
立
さ
せ
た
か
た
ち
で
存
在
し
た
の
が
考
援
撃
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
-
評
債
や
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
揺
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
論
の
客
観
的
な
側
面
の
波
長
が
、
い
わ
ば
近
代
の
質
謹
主
義
と
同
調
し
う
る
こ
と
か
ら
、
考

援
皐
を
「
科
率
的
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
り
、
杜
維
運
の
よ
う
に
短
絡
的
に
近
代
史
皐
に
蓮
績
す
る
と
み
て
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
と
見
受
け

ら
れ
る
要
素
を
数
え
上
げ
る
把
握
の
し
か
た
に
は
、
概
念
操
作
に
よ
る
陥
穿
が
あ
り
、
銭
大
析
の
考
接
的
史
撃
の
貫
像
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
方
法
論
の
客
観
的

・
賞
誼
的
な
近
景
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

〈

お

)

の
よ
う
に
「
考
媛
皐
が
用
い
た
の
は
形
式
論
理
の
方
法
で
あ
り
、
形
而
上
皐
的
な
思
惟
方
法
で
あ
る
」
と
い
い
、
形
而
上
皐
で
あ
る
と
の
指
摘

一
方
、
活
文
澗

-102ー

は
肯
繁
に
嘗
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
形
而
上
皐
が
果
た
し
た
一
一
意
義
を
考
竣
拳
そ
れ
自
臨
に
卸
し
て
評
債
せ
ず
、
癖
誼
法
の
よ
う
に
歴
史
護

展
の
法
則
性
を
追
求
す
る
契
機
を
内
在
さ
せ
な
い
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
も
ま
た
正
嘗
な
理
解
と
は
思
わ
れ
な
い
。

で
は
、
形
而
上
皐
と
雨
立
し
た
考
竣
皐
の
本
質
は
い
か
に
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
方
法
論
の
有
数
性
は
、
そ
れ
と
そ
の
遁

用
領
域
と
の
一
致
が
保
謹
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
客
観
的
な
封
象
と
し
て
検
謹
可
能
の
も
の
に
遁
用
を
限
定
す
る
こ

と
で
そ
の
有
数
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
寅
誼
的
態
度
は
、
債
値
と
事
質
と
の
匡
別
を
そ
の
適
用
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
り
、

儒
皐
的
債
値
観
の
よ
う
な
主
観
的
判
断
に
属
す
る
領
域
に
つ
い
て
は
適
用
封
象
と
し
て
馴
染
ま
な
い
も
の
と
し
て
放
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
事

貫
領
域
で
方
法
論
上
貧
誼
的
で
あ
る
こ
と
と
、
債
値
領
域
で
形
而
上
皐
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
形
而

上
皐
の
存
在
に
よ
っ
て
、

一
定
の
世
界
観
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
興
と
し
て
の
現
貫
世
界
が
構
成
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
な
か
で



貫
謹
主
義
が
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
、
鏡
大
析
は
儒
皐
的
債
値
を
絶
封
化
し
て
お
り
、
そ
の
形
而
上
撃
を
も
っ
て
考
援
皐
の
基
盤
を
な
す
一
一
耳
目
韻
論
の
領

域
も
覆
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
易
・
書
・
詩
・
躍
・
春
秋
は
、
聖
人
が
天
地
を
治
め
と
と
の
え
る
根
擦
で
あ
る
。
上
は
世
の
中
を
善
く
す
る
こ
と

〈

鈍

〉

つ
ぎ
に
は
人
の
身
を
修
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
遣
に
お
い
て
遁
じ
な
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
義
に
お
い
て
備
え
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
」

が
で
き
、

と
し
て
紹
封
化
さ
れ
た
経
書
で
あ
る
『
詩
経
』
に
お
い
て
、
古
聖
賢
の
叡
智
と
し
て
饗
聾
|
|
聾
紐
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に

聾
紐
が
儒
同
学
的
意
義
を
措
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
撃
紐
に
た
い
す
る
こ
う
し
た
儒
皐
的
な
意
味
付
輿
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が

大
き
な
原
動
力
と
な
っ
て
、
銭
大
析
は
、
そ
の
聾
紐
理
論
の
追
求
に
積
極
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
そ
の
古
代
漢
語
の
聾

紐
に
閲
す
る
重
要
な
原
理
の
解
明
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
史
拳
を
経
皐
に
吸
牧
し
経
拳
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
さ
に
経
皐
の
文

献
研
究
の
手
績
き
と
し
て
形
成
さ
れ
た
小
昼
を
基
礎
と
す
る
考
擦
を
史
撃
に
適
用
す
る
た
め
の
合
理
的
な
下
地
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
儒
皐
的
な
債
値
づ
け
を
得
た
聾
紐
原
理
を
適
用
し
た
史
皐
文
献
の
考
擦
は
、
単
に
言
語
の
段
階
に
お
け
る
貫
謹
的
分
析
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
儒
暴
論
的
な
意
味
と
通
底
し
た
も
の
と
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
小
皐
に
た
い
す
る
儒
準
的
意
義
づ
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
考
擦
が
成
立
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
銭
大
析
の
考
援
的
史
皐
の
背
後

に
は
形
而
上
曲
学
が
存
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
形
而
上
撃
に
方
向
づ
け
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
積
極
的
な
考
擦
の
い
と
な
み
が
あ
り
え
た
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
形
而
上
皐
を
遮
断
す
る
こ
と
な
く
、
近
景
で
あ
る
考
援
皐
的
責
誼
史
拳
と
と
も
に
評
債
し
、
そ
の
儒
皐
的
形
而
上
撃
が

存
在
し
た
か
ら
こ
そ
貫
詮
的
な
研
究
が
積
極
的
に
展
開
し
え
た
と
い
う
、
清
代
考
援
閉
円
干
の
本
質
を
了
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
の
旗
大
し
た
展
開

で
あ
っ
た
銭
大
析
の
史
皐
研
究
の
意
義
を
も
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
考
援
拳
の
質
事
求
是
の
立
場
に
卸
し
た
貫
謹
的
な
研
究
に
つ

〈

お

〉

い
て
「
た
い
へ
ん
窮
屈
な
皐
聞
の
や
り
方
で
あ
る
。
皐
聞
は
誼
擦
で
推
し
す
す
め
て
ゆ
く
だ
け
で
は
、
必
ず
ど
こ
か
で
壁
に
ぶ
つ
か
る
」
と
い

う
危
倶
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
考
擦
問
月
干
の
本
質
は
寅
詮
的
方
法
論
の
み
で
完
結
し
、
誼
擦
の
み
に
依
援
す
る
事
貫
主
義
に
自
縛
さ
れ
て
い
た
わ
け

523 

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
銀
大
析
の
史
皐
の
考
擦
は
、

つ
ね
に
儒
拳
と
し
て
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
っ
た
か
ら
、

一
方
で
は
考
援
拳
の
系
譜
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の
な
か
で
、
宋
明
儒
撃
を
克
服
す
る
事
涯
的
な
戦
略
と
し
て
の
貫
誼
的
方
法
論
の
精
密
化
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
史
書
に
お
け
る
い
か
な
る
事

柄
で
の
「
是
」
の
解
明
も
す
べ
て
が
儒
聞
学
的
な
一
意
義
を
負
う
、
ま
さ
に
儒
皐
と
し
て
の
債
値
づ
け
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
心
配
さ
れ

た
ご
と
く
に
は
窮
屈
な
皐
問
と
は
な
ら
ず
、
文
献
上
の
正
確
さ
を
徹
底
的
に
、
積
極
的
に
追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
こ
こ
に
経
・
史
を
分
離
す
る
王
鳴
盛
や
趨
翼
ら
の
史
同
学
的
考
擦
の
と
ら
え
か
た
と
の
分
肢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
銭
大
析
の
考
竣
撃
と
し
て
の
史
皐
の
あ
り
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
の
儒
皐
的
側
面
を
重
視
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
従
来
の
研
究
が
、
清
代
考
接
鼠
干
の
脈
絡
の
な
か
か
ら
、
銭
大
析
の
「
史
皐
」
部
分
を
す
く
い
取
っ
て
分
析
す
る
傾

向
に
あ

っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、

そ
れ
を
も
と
も
と
の
服
絡
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

た
と
え

ば、

p
・
ロ
ッ
シ
は
、
啓
蒙
主
義
者
に
よ
る
偏
頗
な
歴
史
記
述
か
ら
、

ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
と
し
て
歓
落
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
バ
ロ
ッ
ク
文
化

に
お
け
る
人
工
記
憶
と
結
合
論
理
撃
の
技
法
の
、
ま
さ
に
「
寅
誼
」
的
な
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
み
ず
か
ら
の
手
に
除
る
針
象
の
不
首
な
扱
い

む
り
や
り
引
っ
こ
抜
い
て
し
ま

っ
て
も
な
お
そ
の
論
争
、

(

お

〉
い
」
と
。
つ
ま
り
、
無
白
魔
の
ま
ま
、
自
分
の
側
の
事
情
に
合
せ
て
封
象
を
扱
い
や
す
く
恐
一
意
的
に
切
り
取
っ
て
研
究
す
る
姿
勢
を
な
げ
い
た

議
論
、

理
論
の
意
味
を
理
解
で
き
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
歴
史
家
が
今
も
昔
も
多
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を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
こ
れ
ら
の
技
法
が
な
お
生
き
て
生
彩
を
は
な
っ
て
い
た
時
代
の
あ
る
べ
き
史
的
服
絡
か
ら
、
そ
の
議
論
や
理
論
を

こ
う
と
す
る
あ
り
方
に
も
通
じ
そ
う
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
銭
大
折
の
史
事
あ
る
い
は
清
代
考
援
事
研
究
の
、
形
而
上
率
的
側
面
を
捨
象
し
、
そ
の
質
誼
的
側
面
で
の
み
理
解
し
て
ゆ

(
閉
山
)

こ
れ
は
ま
た

p
・
A
・
コ
l
エ
ン
の
問
題
提
起
に
も
逼
底
す
る
も
の
の
ご
と
く
思

そ
し
て

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
欧
米
で
の
中
園
研
究
に
お
け
る
西
洋
中
心
的
性
格
、

つ
ま
り
中
園
の
歴
史
の
自
律
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
姿
勢
の
存
在

を
明
確
に
指
摘
し
た
う
え
で
、

「
中
園
自
身
に
即
し
た
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
は
や
や
歴
史
主
義
に
抵
崩
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
そ

う
だ
が
、
取
り
も
な
お
さ
ず
、
自
分
の
側
の
認
識
の
立
場
が
封
象
を
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
を
自
費
し
、
封
象
自
睦
の
脈
絡
に
し

た
が
っ
て
研
究
す
る
こ
と
へ
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
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註(
1
〉
『
清
代
史
盤
輿
史
家
』
「
清
乾
嘉
時
代
之
歴
史
考
嬢
皐
」
中
華
書
局
、

北
京
版
一
九
八
八
影
印
、
二
九

O
頁。

〈
2
〉
『
無
邪
堂
答
問
』
巻
二
、
世
界
書
局
、
民
五
二
、
一
一
一
一
一
一
了
。

(
3
〉

『
飲
泳
室
官
特
集
』

〈六)、

『
清
代
皐
術
概
論
』

牽
植
問
中
華
書
局
、
民

六
て
三
九
l
四
O
頁。

(
4
〉
柴
徳
廃
『
史
皐
叢
考
』
「
主
西
荘
輿
銭
竹
汀
」
中
華
書
局
、
一
九
八

二
、
二
六
五
頁
。
こ
れ
は
梁
啓
超
の
指
摘
を
う
け
る
も
の
で
、
周
谷
悼
酬

も
『
周
谷
滅
史
皐
論
文
選
集
』
「
中
園
史
皐
史
提
綱
」
人
民
出
版
社
、

一
二
二
六
頁
で
燭
れ
て
お
り
、
杜
維
運
も
『
清
代
史
家
輿
史
皐
』
、
三

O

五
頁
以
降
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(
5
〉
四
部
叢
刊
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
二
四
、
「
左
氏
停
古
注
輯
存
序
」
爾

務
印
書
館
、
二
一
七
頁
。

(
6
〉
同
右
書
巻
二
四
、
「
麟
玉
林
経
義
雑
識
序
」
、
二
一
九
頁
。
衣
の
二

二
O
頁
「
経
籍
算
世
話
序
」
に
も
、
有
文
字
而
後
有
詰
訓
、
有
詰
訓
而
後

有
義
理
、
話
訓
者
義
理
之
所
由
出
。
非
別
有
義
理
、
出
乎
詰
訓
之
外
者

也
、
と
あ
る
。

(
7
〉
同
右
書
各
二
四
、
「
経
籍
纂
詰
序
」
に
、
自
耳
目
代
向
空
虚
、
宋
賢
喜

頓
悟
、
笑
問
皐
信
用
支
離
、
棄
注
疏
筏
糟
粕
、
談
経
之
家
、
師
心
自
用
、

:
:
其
胎
害
於
聖
経
甚
実
。
我
園
家
崇
向
貧
鼠
午
、
儒
数
振
興
、
一
洗
明

季
空
疎
之
階
、
と
い
う
。
宋
・
明
象
の
本
質
が
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
銭
大
折
、
延
い
て
は
清
代
考

詮
皐
者
ら
に
抱
か
れ
て
い
る
典
型
的
な
形
象
で
あ
る
。

(
8
〉

経
築
研
究
に
お
い
て
奥
娠
の
恵
棟
は

「
古
」
を
求
め
、
院
波
の
蛾
震

は

「
是
」
を
求
め
た
と
い
う
評
債
が
定
着
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
う

し
た
呉
汲
・
続
波
と
い
う
皐
滋
的
枠
組
み
を
踏
み
越
え
る
も
の
で
あ

る
。
『
経
義
雑
記
』
評
校
語
に
王
願
曾
は
「
昔
戴
士
ロ
土
云
、
恵
氏
求
其

古
、
東
原
求
其
是
。
然
所
謂
是
者
、
の
東
原
之
所
見
也
。
先
生
此
書
、

則
求
是
於
古
失
」
と
い
い
、
戴
震
の
「
是
」
は
そ
の
主
観
に
か
か
わ
る

が
、
滅
琳
に
つ
い
て
は
銭
大
析
の
立
場
と
共
通
す
る
「
求
是
於
古
」
と

位
置
づ
け
て
い
る
。

(
9
〉
『
潜
研
堂
文
集
』
径
二
四
、
「
左
氏
俸
古
注
輯
存
序
」
、
一
一
一
七
頁
。

(

m

)

同
右
書
巻
二
四
、
「
小
皐
孜
序
」
、
一
一
一
一
一
頁
。
ま
た
巻
一
五
、
答

間
二
一
、
一
三
六
頁
に
も
、
古
人
因
文
字
而
定
啓
一
音
、
因
聾
正
一日
而
得
詰

訓
。
其
理
一
以
貫
之
、
と
あ
る
。

(
日
〉
同
右
書
袋
二
四
、
「
詩
経
韻
譜
序
」
、
一
一
一
六
頁
。

(
ロ
〉
湯
志
鈎
校
給
『
戴
震
集
』
「
書
玉
篇
轡
末
撃
論
反
紐
圏
後
」
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八

O
、
一

O
三
l
四
頁
。

〈
臼
〉
倉
石
武
四
郎
「
戴
震
と
銭
大
所
」
、
『
東
京
支
那
皐
報
」
一
、
一
九

五
五
、

(の
ち
『
倉
石
武
四
郎
著
作
集
』
第
二
巻
、
く
ろ
し
お
出
版
、

一
九
八
一

に
牧
載
)
で
は
、
戴
震
が
、

「
鱒
語
二
十
五
章
序
」
に
そ
の

理
論
の
片
鱗
を
残
す
の
み
で
、
つ
い
に
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
磐
紐
を
梅
機
と
し
て
呈
目
撃
と
意
味
と
を
線
合
し
た
訓
話
理
論
の
構
想

を
、
銭
大
析
が
採
用
し
て
み
ず
か
ら
の
古
典
文
献
研
究
の
言
語
皐
的
な

基
貼
と
し
た
こ
と
を
清
代
考
嬢
皐
に
お
け
る
「
限
界
」
と
み
る
。
そ
の

論
貼
は
、
い
わ
ゆ
る
言
語
皐
的
な
立
場
の
も
の
で
あ
り
、
銭
大
析
の
言

語
理
論
に
抜
き
が
た
く
附
随
す
る
儒
皐
理
念
を
捨
象
し
た
見
解
と
な
っ

て
い
よ
う
。

(
M
〉
『
潜
研
堂
文
集
』
各
二
四
、
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「
詩
経
韻
譜
序
」
、
一
一
一
六
頁
。
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(
日
〉
『
十
駕
驚
養
新
録
』
te五
、

六
二
頁
。

〈
国
)
『
潜
研
堂
文
集
』
径
一

五
、
答
問
一
二
、
一
四
O
|
一
頁
。

(
げ
〉
『
龍
滋
並
雌
祷
文
集
』
第
一
一
一
加
、
「
略
論
清
儒
的
語
言
研
究
」
、
中

筆
書
局
、
-
九
八
二
、
三
五
七
頁
。

〈
国
)
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
三
、
「
史
記
律
書
」
、
中
文
出
版
社
、
一
九

七
六
、
三
六
頁
。

(
日
〉
『
潜
研
堂
文
集
』
経
六
、
答
間
三
、
五
八
頁
。

(
m
m
〉
『
十
駕
融
問
養
新
録
』
巻
五
、
「
字
母
」
で
、
盤
紐
の
問
答
Z

日
方
法
に
、

出
・
牧
・
迭
の
一
一
一
等
が
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
羅
常
培

『
漢
語
一
音
韻
皐
導
論
』
に
詳
し
い
。

(
幻
)
東
洋
風
平
叢
書
『
東
洋
思
想
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
七
、
五
三
二
・

五
四
八
頁
。

〈m
必
)
『
方
植
之
全
集
』
、

『
孜
般
市
集
文
銀
』
各
五
、
「
書
銭
辛
繍
養
新
銀

後」。

(
幻
)
『
園
朝
漢民平
師
承
記
』
径
三
、
中
華
書
局
、
-
九
八
三
、
四
九
頁
。

(
勾
)
『
潜
研
堂
文
集
』
を
二
五
、
「
慮
氏
群
書
捻
補
序
」
二
三
五
頁
。

(お
)
E
-
H
・
カ
1
、
岩
波
新
書
『
歴
史
と
は
何
か
』
岩
波
書
広
、
二
五

頁
は
、
歴
史
が
歴
史
家
の
現
代
の
関
心
に
も
と

e

つ
い
て
書
か
れ
る
と
い

う
議
論
の
な
か
で
、
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
l
の
諮

「
歴
史
上
の
事
寅
と
い

う
も
の
は
、
歴
史
家
が
こ
れ
を
創
造
す
る
ま
で
は
、
ど
の
歴
史
家
に
と

っ
て
も
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
」
を
引
用
す
る
。
史
料
の
な
か
に
歴

史
的
な
事
貧
は
存
在
し
、
そ
れ
を
貧
澄
的
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
け
ば
、
お

の
ず
か
ら
歴
史
の
意
義
が
現
れ
る
と
い
う
素
朴
貧
謹
主
義
の
認
識
と
は

逆
関
し
た
歴
史
認
識
の
し
か
た
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
杜
舎
科
皐

「
字
母
」
、
庚
文
書
局
、

民
五
七
、
二

に
お
け
る
だ
け
で
な
く
、
近
年
自
然
科
撃
の
領
域
で
も
論
じ
ら
れ
る
。

G
・
パ
シ
ュ
ラ
l
ル
『
新
し
い
科
皐
的
精
神
』
中
央
公
論
位
、
-
五
八

頁
に
は
「
卒
行
線
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
公
理
の

b
b
か
は
じ
め
て
存

在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
な
い
。

:
:
・
優
先
す
る

の
は
、
い
つ
も
同
じ
方
法
論
的
定
義
で
あ
る
」
と
、
方
法
論
に
よ
る
論

理
操
作
が
封
象
を
規
定
す
る
こ
と
を
い
う
。

(
M
m

〉
『
十
駕
祷
養
新
録
』
巻

二
二
、
「
麿
書
直
筆
新
例
」
六
八
四
頁
。

(
幻
)
奇
異
な
こ
と
に
銭
大
析
は
み
ず
か
ら
の
文
集
に
採
用
し
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
柴
徳
皮
「
王
西
荘
輿
銭
竹
汀
」
二
六
三
頁
に
、
史
民
平
を
経

民
平
に
並
べ
る
こ
と
は
、
嘗
時
に
あ
っ
て
は
激
越
で
あ
っ
た
、
こ
の
よ
う

に
で
も
考
え
な
け
れ
ば
解
穆
が
つ
か
な
い
、
と
す
る
。

(
犯
〉
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
二
八
、
「
践
漢
書
士
口
今
人
表
」
、
二
六
七
頁
。

(
m
m
〉
『
叢
書
集
成
新
編
』
第

二
O
加
、
梁
玉
縄
『
漢
書
人
表
考
』
序
、

新
文
型
出
版
公
司
、
四
七
O
頁
で
は
、
劉
知
抽
出
『
史
通
』
以
下
、
歴
代

の
批
判
門
を
概
観
し
て
い
る
。

(
ぬ
)
「
古
今
人
表
」
に
つ
い
て
の
銭
大
析
の
思
い
入
れ
は
、
梁
玉
縄
に
も

多
大
の
影
響
を
輿
え
、
『
漢
書
人
表
考
』
の
著
述
と
な
っ
た
。
そ
の
序

文
に
は
銭
大
折
「
践
漢
書
古
今
人
表
」
の
文
が
、
ほ
ぼ
そ
っ
く
り
銭
大

析
か
ら
の
聞
き
取
り
と
し
て
-
記
録
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は

「
古
賢
」
が

「孟
竪
(
班
固
〉
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
m
U
〉
『
二
十
二
史
考
異
』
各
六
、
「
古
今
人
表
」
、
一
一
一
一
一
頁
。

(
沼
)
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
一
一
六
、
「
輿
郎
州
心
書
」
、
三
四
九
頁
。

〈M
M
)

『
活
文
樹
歴
史
論
文
選
集
』
、
「
看
看
胡
遁
的
タ
歴
史
的
態
度
e

和

タ
科
皐
的
方
法
。
」
、
中
園
祉
舎
科
昼
出
版
社
、
一
九
七
九
、
二
四
四
|

五
頁
。
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ハ
鈍
〉
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
二
て
「
抱
経
棲
記
」
、
一
九
六
頁
。

(
お
)
宮
崎
市
定
『
東
洋
の
歴
史
』
第
九
巻
、
「
清
一
帝
園
の
繁
栄
」
、
人
物

往
来
祉
、
-
九
六
七
、
二
一
二
頁
。

527 

(
お
〉
『
普
遍
の
鍵
』
図
書
刊
行
舎
、
-
九
八
四
、
一
一
一
一
頁
。

ハ
初
出
)
『
知
の
脅
園
主
義
|
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
図
像
|
』
卒
凡
社
、

-
九
八
八
。
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QIAN DAXIN'S 銭大町STUDY OF HISTORY

　　　　　

AS TEXTUAL RESEARCH

Hamaguchi Fujio

　　

It is commonly believed that Qian Daxin applied the method of textual

research used in Confucianism to the study of history. Accordingly, the

main thrust of this paper will be to clarify the nature of Qian Ｄａχin's

historicalstudies in the context of its relationship with the Qing清

period'stｅχtualapproach, developed as ａ means to expound the Confucian

Classics｡

　　

It is my opinion that, firstly,in his commentaries on the Confucian

Classics, Qian Ｄａχingave due regard to the meaning assigned to words

in the Han period. At the same time his was ａ typical interpretation,

resulting from ａ positive approach based on the phonetic analysis of

Ancient Chinese used｡

　　

An attempt will be made to prove the above and also to verify that

Confucian values played ａ role in his commentaries. Furthermore, it

will be confirmed that Qian　Ｄａχinthought of the study of Confucian

Classics and history as being one and the same. Accordingly, Qian Da-

xin's research of history, which was said to be objective and positive

in nature, was indivisible from the study of Confucianism. This back-

ground of Confucian metaphysics supported his positivism and also made

possible subsequent active development. The above was considered within

the context of textual research in the Qing period.

－４－


