
『
纂
薗
方
論
肱
訣
集
成
』
と
比
較
し
た
結
果
、
原
典
は
李
翻
(
希
沼
〉
著
『
集

解
除
訣
』
一
二
巻
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
裂
表
者
の
現
在
の
見
解
で
あ
る
。

リ
y
ダ
(
イ
ス
ラ

l
ム
か
ら
の
離
脱
)
考後
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六
三
二
年
、
ア
ラ
ビ
ア
の
メ
デ
ィ
ナ
で
、
唯
一
一
柳
(
ア
ッ
ラ
l
〉
へ
の
信
仰

と
服
従
を
説
い
て
い
た
ム
ハ
ン
マ
ド
が
死
去
し
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ム
ハ
ン

マ
ド
は
「
紳
の
使
徒
」
と
い
う
資
格
で
、
自
分
の
政
治
的
剣
断
や
戦
争
の
指
揮

に
従
う
よ
う
に
人
々
に
求
め
て
い
た
。
彼
は
同
時
に
自
分
は
「
預
言
者
」
で
も

あ
る
と
自
究
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
預
言
者
」
と
は
人
々
に
「
従
う
こ

と
」
を
求
め
る
立
場
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

彼
は
、
ア
ラ
ビ
ア
の
ほ
ぼ
全
領
域
で
、
自
分
の
権
威
を
確
立
し
た
。
し
か
し
、

ム
ハ
ン
マ
ド
に
と
っ
て
の
「
居
間
の
信
徒
」
と
は
、
『
コ

l
ラ
ン
』
の
文
言
に
よ

れ
ば
、
「
神
の
道
に
移
住
し
、
一
刊
の
道
で
戟
う
」
人
々
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
「
虞
の
信
徒
」
は
、
メ
デ
ィ
ナ
だ
け
に
い
た
の
で
あ
る
。

ムハ

γ
マ
ド
の
死
後
、
「
艮
の
信
徒
」
た
ち
は
彼
ら
だ
け
で
「
紳
の
使
徒
の

後
継
者
(
カ
リ
フ
〉
」
を
選
出
し
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
な
き
あ
と
も
メ
デ
ィ
ナ

が
一
つ
の
社
舎
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
外
部
に
示
し
た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
が

「
紳
の
使
徒
」
で
あ
り
「
預
言
者
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
彼
や
彼
の
代
理
人

に
「
サ
ダ
カ
」
を
支
掛
っ
て
い
た
外
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
圏
は
、
彼
の
後
縫
者

に
は
「
サ
ダ
カ
」
の
支
梯
を
担
否
し
た
。
新
た
に
「
カ
リ
フ
」
を
「
長
」
に
い

た
だ
い
た
メ
デ
ィ
ナ
社
舎
は
、
そ
の
こ
と
を
「
イ
ス
ラ
l
ム
か
ら
の
離
脱
(
リ

ッ
ダ
ど
と
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
集
圏
と
戟
っ
た
。

メ
デ
ィ
ナ
佐
倉
と
の
戦
い
に
際
し
、
メ
デ
ィ
ナ
外
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
集
圏
は

よ
り
大
き
な
集
圏
に
ま
と
ま
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
、
い
く
つ
か
の
場
合

は
、
人
々
は
「
預
言
者
」
を
指
導
者
と
し
た
。
後
世
の
ム
ス
リ
ム
の
歴
史
叙
述

は
、
そ
の
よ
う
な
「
預
言
者
」
を
「
嘘
つ
き
」
と
よ
ん
で
い
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
こ
の
分
野
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
に
と
っ
て
は
自
明
の

こ
と
で
あ
る
。
本
部
抗
表
で
は
、
限
ら
れ
た
資
料
の
な
か
の
指
導
者
の
立
場
・
資

格
を
表
現
し
て
い
る
用
語
に
注
意
を
排
っ
て
、
そ
の
資
料
を
再
吟
味
す
る
。
結

論
は
、
自
明
の
事
賓
の
再
確
認
で
あ
る
。

世
界
金
本
位
制
と
中
園
の
銀
貨
経
済

-191ー

中

村

夫

哲

経
済
史
鼠
干
の
範
鴫
か
ら
欧
米
と
中
園
と
の
相
魁
を
論
ず
る
と
、
世
界
金
本
位

制
と
の
関
係
に
還
元
で
き
る
。
雨
者
の
関
係
を
園
式
化
す
る
と
、
つ
ぎ
の
三
つ

の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、
中
園
は
「
強
者
」
の
地
位
を

え、

A
-
ス
ミ
ス
を
し
て
「
世
界
で
最
も
富
め
る
園
」
と
言
わ
し
め
る
。
こ
の

時
代
に
、
新
大
陸
の
銀
生
産
の
覇
者
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
が
波
落
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
金
と
の
交
換
に
お
け
る
銀
貨
の
低
落
、
中
園
か
ら
の
金
の
流
出
と
い
う
特

徴
的
な
事
態
が
進
行
す
る
。
第
二
ラ
ウ
ン
ド
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
産
業
革
命
の
成

功
を
背
景
に
金
本
位
制
度
を
掲
げ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
世
界
銀
行
化
へ
と

向
か
う
。
そ
の
関
、
中
園
で
は
圏
内
で
の
銀
債
格
の
高
騰
と
い
う
世
界
経
済
循

環
と
は
逆
の
方
向
が
加
速
す
る
。
し
か
し
、
中
閣
は
ま
だ

「
封
抗
者
」
の
位
置
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に
あ
る
。
ド
イ
ツ
が
一
八
七

O
年
に
金
本
位
制
を
確
立
、
そ
れ
を
機
に
金
本
位

制
度
と
中
央
銀
行
制
度
が
世
界
市
場
シ
ス

テ
ム

の
中
核
と
な
る
。

こ
の
第
三
ラ

ウ
ン
ド
へ
の
移
行
に
伴
い
、
中
園
で
は
民
間
ギ
ル
ド
が
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
銀

貨
を
濁
占
す
る
シ
ス
テ
ム
の
製
革
が
迫
ら
れ
る
。
辛
亥
革
命
に
よ
る
山
西
認
の

淡
落
は
、
そ
の
結
果
で
あ
る
。

し
か
し、

孫
文
の
指
向
す
る
金
本
位
制
度
は
、

い
く
つ
か
の
阻
害
要
因
の
た
め
挫
折
す
る
。
そ
し
て
、

三
0
年
代
の
世
界
恐
慌

が
中
園
農
村
を
全
面
的
に
製
い
、
銀
質
経
済
を
圏
内
で
支
え
た
銅
銭
経
済
が
鯵

駕
を
迎
え
る
。

商
宋
交
替
期
に
お
け
る
辛
氏
に
つ
い
て

小
岩
井

弘

光

『
宋
史
」
列
俸
一
七
七
各
中
に
は
数
多
の
人
物
が
立
体
さ
れ
る
が
、
既
に
銭

大
析
・
趨
翼
等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
不
備
の
黙
が
認
め
ら
れ
、
立
停

せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
人
物
が
無
視
さ
れ
る
場
合
も
相
嘗
数
あ
り
う
る
様
で
あ

る
。
か
か
る
槻
駄
に
立
っ
て
雨
宋
交
替
期
に
注
目
す
る
に
、
軍
事
面
で
相
嘗
な

閥
り
を
も
ち
な
が
ら
一
人
も
立
縛
さ
れ
な
か
っ
た
辛
氏
一
族
が
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
記
事
に
よ
る
に
、

省
時
の
辛
氏
に
は
辛
叔
倉
・

叔
獄
、
次
世
代
の
興
宗
・
昌
宗

・
企
宗

・
道
宗

・
永
宗

・
彦
宗
等
が
武
将
と
し

て
見
出
さ
れ
る
。
彼
ら
は
果
し
て
立
停
に
値
し
な
い
人
物
で
あ
ろ
う
か
、
も
し

債
値
あ
り
と
す
れ
ば
何
故
に
立
侍
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
辛
興
宗
は
方
雌
酬
を
生
摘
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
に
童
貨
の
命
を
う
け

雲
中
(
大
同
〉
の
粘
翠
(
完
顔
宗
翰
)
の
も
と
に
副
使
と
し
て
往
来
す
る
。
辛

企
宗
は
御
営
使
司
都
統
制
と
し
て
高
宗
の
身
迭
に
あ
っ
て
明
州
選
幸
に
庖
従
す

る
。
こ
れ
ら
は
一
閥
宋
交
替
期
に
相
桂
固
な
活
躍
を
し
た
も
の
の
一
つ
と
み
て
支
障

あ
る
ま
い
。
し
か
し
結
局
は

『宋
史
』
に
立
俸
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ

の
際
、
辛
興
宗
の
場
合
で
い
え
ば
童
貢
と
の
閥
り
が
注
目
さ
れ
る
。
雨
者
の
つ

な
が
り
方
が
辛
興
宗
に
幸
と
も
な
り
、
不
運
と
も
な
り
、
立
俸
さ
れ
る
か
否
か

に
も
影
響
を
輿
え
た
か
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
辛
氏
一
族
の
個
々
人
の
足
跡
を
尋
ね
る
こ
と
と
し
、
辛
氏
が

武
賂
と
し
て
如
何
な
る
経
歴
を
も
ち
、
如
何
な
る
人
関
関
係
を
も
つ
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
兵
鐙
的
に
そ
の
経
歴
が
立
俸
に
値
す
る
も
の
か
否
か
、
注
目
す

べ
き
人
閲
関
係
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
立
俸
せ
し
め
ぬ
問
題
を
含
ん
で
い
た

か
と
い
っ
た
黙
ま
で
言
及
出
来
れ
ば
幸
と
思
う
。

梁
の
徐
勉
の
「
誠
子
書
」

-192ー

τ士
ロ
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忠

夫

梁
の
徐
勉
(
『
梁
書
』
巻
二
五
、
『
南
史
』
巻
六

O
。
四
六
六
|
五
三
五
)

が
息
子
の
桜
に
輿
え
た
「
誠
子
書
」
は
、
六
世
紀
江
南
の
一
一
徹
官
の
家
政
の
一

端
を
う
か
が
う
に
足
る
興
味
深
い
内
容
の
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
徐

勉
は
都
の
清
明
門
の
屋
敷
内
に
、

慧
日
と
十
佳
の
愛
穏
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
息

子
た
ち
の
結
婚
に
そ
な
え
て
あ
ら
た
に
「
見
孫
の
二
宅
」
を
脇
田
む
に
あ
た
り
、

ひ
と
ま
ず
十
佳
の
「
南
還
の
資
」
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
「
南
還
の
資
」
と

は
、
南
方
恐
ら
く
は
嶺
南
の
地
方
官
づ
と
め
を
お
え
て
も
ち
踊
っ
た
資
産
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ
ぬ
た
め
、

二
十
年


