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册

(二
〇
一
六
)
：
四
五
-七
一
頁

朱
熹
﹃
大
同
集
﹄
に
關
す
る
若
干
の
問
題

尹

波
・
郭

齊
・
白

井

順
*

白

井

順

譯

小

序

『朱
�
公
大
同
集
﹄
は
︑
朱
熹
の
同
安
	


の
任
�
中
に
お
け
る
作
品
お
よ
び
同
安
に
關
係
す
る
作
品
を
收
錄
し
︑
現
時
點
で
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
は
�
も
早
い
朱
熹
の
地
域

な
詩
�
�
集
で
あ
る
︒
宋
の
陳
利
用
の
�
と
し
て
︑
元
來
は
八
卷
︑
同
安
で
出
版
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
元

の
都
璋
が
重
刻
し
︑
十
卷
と
し
て
︑
鯵
略
な
﹃
年
�
﹄
を
附
し
︑
至
正
年
閒
に
刊
行
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
�
の
林
希
元
が
增
輯
し
︑
十
三
卷
と
し

て
︑
嘉
靖
二
十
四
年

(一
五
四
五
)

に
出
版
し
た
︒﹃
四
庫
提
�
﹄
の
存
目
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
萬
曆
三
十
五

年

(一
六
〇
七
)
︐
鮑
際
�
が
重
刻
し
︑
や
は
り
十
三
卷
と
し
た
︒
乾
隆
二
十
年

(一
七
五
五
)
︑
陳
臚
聲
が
ま
た
出
版
し
て
十
五
卷
と
し
た
︒
本

書
は
宋
人
が
�
纂
し
た
も
の
な
の
で
︑
學
者
は
も
と
も
と
貴
重
だ
と
分
か
っ
て
い
た
が
︑
四
庫
館
臣
が
�
っ
て
﹁
詩
�
は
皆
﹃
�
集
﹄
に
載
す

る
�
︑
問
答
も
亦
﹃
語
錄
﹄
に
收
む
る
�
に
し
て
︑
別
に
怨
衣
な
し(1

)

﹂
と
�
っ
た
�
斷
を
下
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
こ
れ
ま
で
十
分
な
�
目

を
�
け
て
こ
な
か
っ
た
︒
い
ま
怨
た
に
朱
熹
�
集
を
整
理
し
︑﹃
大
同
集
﹄
と
細
か
く
對
校
し
て
み
る
と
︑
や
は
り
考
證
を
加
え
て
は
っ
き
り
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さ
せ
る
"
つ
か
の
問
題
が
あ
り
︑
本
書
の
�
獻

價
値
は
あ
ら
た
め
て
顯
頴
さ
れ
る
べ
き
だ
と
感
じ
た
#
第
で
あ
る
︒

一
︑
�

者

事
迹
考

�
者
の
素
性
に
つ
い
て
︑
�
獻
$
料
は
甚
だ
少
な
く
︑
詳
細
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
卷
頭
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
至
正
十
二
年

(一
三
五

二
)

の
孔
公
俊
の
序
に
﹁
門
人
陳
光
卿
︑
錄
を
輯
め
て
�
を
成
し
︑
名
づ
け
て
曰
く
﹃
大
同
集
﹄﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
從
え
ば
︑
陳
利
用
︑
字

光
卿
は
朱
熹
の
門
人
に
な
る
︒
そ
の
卷
首
の
題
の
下
に
﹁
學
生
︑
縣
學
司
書
)
奉
�
公
祠
陳
利
用
�
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
孔
序
と
す
こ
ぶ
る

一
致
す
る
よ
う
に
み
え
る
︒
だ
が
︑
卷
末
に
附
す
葉
*
の
嘉
定
五
年

(一
二
一
二
)

五
+
に
書
か
れ
た
﹁
縣
學
朱
先
生
祠
堂
記
﹂
に
は
︑
﹁
初
︑

怨
安
先
生
朱
公

同
安
縣
	


た
り
︑
今
知
縣
事
毛
君

時
に
當
た
り
て
公
を
學
宮
に
祀
る
﹂
と
言
っ
て
お
り
︑
嘉
定
初
年
に
同
安
縣
學
で
始

め
て
朱
熹
の
祠
が
円
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
朱
熹
に
﹁
�
﹂
と
い
う
諡
號
が
贈
ら
れ
た
の
も
︑
ま
た
嘉
定
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
す
な

わ
ち
陳
利
用
が
縣
學
司
書
)
奉
�
公
祠
の
任
に
あ
っ
た
の
は
こ
れ
よ
り
後
年
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
な
ら
︑
陳
利
用
は
結
局
朱

子
の
門
人
な
の
か
︑
彼
が
自
ら
﹁
學
生
﹂
と
記
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
︒
朱
熹
が
同
安
縣
	


の
任
に
あ
っ
た
の
は

紹
興
二
十
三
年

(一
一
五
三
)

か
ら
二
十
七
年

(一
一
五
七
)

の
閒
の
こ
と
で
︑
も
し
陳
利
用
が
こ
の
�
閒
に
朱
熹
に
從
學
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

そ
の
と
き
に
�
も
若
い
年
齡
だ
っ
た
と
し
て
計
算
す
る
と
︑
陳
利
用
は
紹
興
十
年

(一
一
四
〇
)

頃
に
は
生
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
嘉

定
初
年
に
は
七
十
歲
餘
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
な
お
縣
學
司
書
)
奉
�
公
祠
の
任
に
あ
る
.
理
な
ど
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
で
あ

る
な
ら
ば
︑
彼
は
朱
熹
が
同
安
	


に
あ
る
時
に
は
ま
だ
從
學
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
現
存
す
る
朱
熹
の
著
営
お
よ
び
そ
の
他
の
�

獻
に
も
︑
陳
利
用
が
朱
熹
に
從
學
し
た
と
い
う
記
載
は
見
當
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
從
っ
て
我
々
は
︑
陳
利
用
は
朱
熹
の
門
人
で
は
な
い
と
考

え
て
お
り
︑
そ
の
自
ら
﹁
學
生
﹂
と
記
し
た
の
は
︑
例
え
ば
自
ら
﹁
後
學
﹂
と
稱
す
よ
う
な
類
で
︑
1
敬
の
念
を
表
す
た
め
か
︑
ま
た
は
縣
學
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生
の
身
分
を
示
す
た
め
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
︒
朱
熹
に
對
し
て
は
︑
ま
さ
に
私
淑
と
す
る
べ
き
で
︑
孔
公
俊
の
序
�
で
そ
れ
を
門
人
と
稱
す

る
の
は
正
し
く
な
い
︒
弘
治
刊
﹃
溫
州
府
志
﹄
卷
十
三
に
は
︑﹁
陳
利
用
︑
永
嘉
人
︑
嘉
熙
二
年

(一
二
三
八
)

5
士
﹂
と
あ
る
︒
至
正
刊
﹃
四

�
續
志
﹄
卷
四
に
は
﹁
陳
利
用
︑
開
慶
元
年

(一
二
五
九
)

任
司
理
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
年
代
は
皆
ほ
ぼ
相
6
い
︒
し
か
し
︑
﹃
大
同
集
﹄
を
�
集

し
た
人
は
﹁
學
生
︑
縣
學
司
書
)
奉
�
公
祠
﹂
と
あ
る
以
上
︑
�
ら
か
に
同
安
の
人
で
︑
こ
の
同
名
の
人
と
は
同
一
人
物
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
︒

二
︑
�
纂
內
容
と
收
錄
作
品
の
時
�

考
察

こ
の
書
の
內
容
と
收
錄
さ
れ
る
作
品
の
時
�

な
限
定
に
關
し
て
︑
孔
公
俊
は
序
�
で
﹁
�
公
筮
仕
し
て
よ
り
︑
嘗
て
五
年
こ
こ
に


領
し
︑

時
に
著
す
と
こ
ろ
の
詩
�
若
干
卷
︑
門
人
陳
光
卿

輯
錄
成
�
す
﹂
と
言
っ
て
お
り
︑
朱
熹
が
同
安
に
居
た
際
に
作
っ
た
も
の
を
收
錄
し
て
い

る
と
�
言
す
る
︒
林
希
元
の
序
�
で
も
ま
た
︑﹁﹃
大
同
集
﹄
は
︑
朱
子
の
同
安
に


た
り
し
時
の
�
を
集
め
し
な
り
﹂
と
言
う
︒
そ
の
後
﹃
四

庫
提
�
﹄
で
も
ま
た
�
っ
た
話
を
8
に
閒
9
え
て
傳
え
︑﹁
こ
の
集
は
み
な
朱
子
の
同
安
に
官
た
り
し
時
に
作
る
と
こ
ろ
﹂
と
言
う
が
︑
實
は

�
り
で
あ
る
︒
集
中
の
﹁
兩
絕
句
;
順
之
南
歸
﹂
は
乾
.
年
閒
の
作
︑﹁
歸
師
堂
記
後
跋
﹂
は
紹
熙
三
年

(一
一
九
二
)

の
作
︑﹁
答
柯
國
材
﹂

は
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)

の
作
︑
﹁
許
順
之
字
說
﹂
は
紹
興
二
十
八
年

(一
一
五
八
)

の
作
︑﹁
祭
許
順
之
﹂
は
淳
熙
十
二
年

(一
一
八
五
)

の
作

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
こ
の
集
に
收
錄
さ
れ
る
作
品
は
朱
熹
が
同
安
縣
	


の
任
に
あ
っ
た
時
に
作
っ
た
作
品
だ
け
に
止
ま
ら
ず
︑
同

安
に
關
連
す
る
作
品
を
も
含
ん
で
お
り
︑
時
閒

に
も
紹
興
二
十
三
年

(一
一
五
三
)

か
ら
紹
熙
年
閒

(一
一
九
〇
～
一
一
九
四
)

ま
で
︑
朱
熹
の

>
生
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
書
が
�
集
さ
れ
た
時
�
は
︑
?
営
の
よ
う
に
嘉
定
初
め
よ
り
早
ま
る
こ
と
は
な
い
︒﹃
四
部
叢
刊
﹄
�
收
影
宋
本
﹃
晦
庵
先
生
朱
�
公

朱熹『大同集』に關する若干の問題
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�
集
・
别
集
﹄
卷
七
﹁
與
一
維
4
﹂
題
下
�
に
﹁
以
下
は
陳
利
用
�
﹃
大
同
集
﹄
に
見
ゆ
﹂
と
し
て
詩
八
A
が
︑﹁
至
樂
齋
記
﹂
題
下
�
に

﹁
以
下
は
﹃
大
同
集
﹄
に
見
ゆ
﹂
と
し
て
記
二
A
が
︑﹁
舍
B
二
先
師
祝
�
﹂
題
下
�
に
﹁﹃
大
同
集
﹄
に
見
ゆ
﹂
と
し
て
祝
�
一
A
が
︑
同
書

卷
八
﹁
囘
王
正
臣
﹂
題
下
�
に
﹁
﹃
大
同
集
﹄
に
見
ゆ
﹂
と
し
て
D
一
A
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
收
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹃
别
集
﹄
が
�
纂
さ

れ
た
時
に
﹃
大
同
集
﹄
よ
り
E
錄
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
余
師
鲁
﹁
�
公
别
集
書
後
﹂
と
黃
鏞
﹁
�
公
别
集
序
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹃
别
集
﹄
は
景

定
初
年

(一
二
六
〇
～
)

か
ら
咸
淳
元
年

(一
二
六
五
)

の
閒
に
出
來
上
が
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
︑﹃
大
同
集
﹄
の
�
刻
の
下
限
は
こ
の

時
よ
り
下
る
は
ず
は
な
い
︒

三
︑
版
本
源
液

考

1
︑
宋
・
陳
利
用
嘉
定
至
咸
淳
閒
�
刻
本
︑
八
卷

元
の
孔
公
俊
は
序
�
で
﹁﹃
大
同
集
﹄
は
則
ち
歲
久
し
く
︐
刊
本
存
せ
ず
﹂
と
言
い
︑
�
の
林
希
元
﹁
重
刊
大
同
集
序
﹂
に
﹁
舊
八
卷(2

)

﹂
と

言
う
︒
陳
利
用
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
際
に
は
八
卷
で
︑
上
営
し
た
よ
う
に
そ
の
時
�
も
嘉
定
か
ら
咸
淳
の
閒
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
現
存

せ
ず
︒

2
︑
元
・
都
璋
至
正
十
二
年
刊
本
︑
十
卷

都
璋
︑
字
は
潤
玉
︑
元
の
鄱
陽
の
人
︑
同
安
に
寓
居
し
て
諸
生
と
な
り
︑
大
同
書
院
の
円
J
に
關
わ
っ
た
︒
林
泉
生
の
﹁
大
同
書
院
記
﹂
に

言
う
︑﹁
(大
同
)

書
院
は
至
正
十
年

(一
三
五
〇
)

の
夏
に
作
ら
れ
︑
十
一
年
の
秋
に
成
り
︑
十
六
年
の
正
+
に
記
さ
る
︒
邑
の
諸
生
王
芳
孫
︑

謝
宜
K
︑
孔
克
原
︑
都
璋
︑
邑
の
L
林
み
な
勞
に
M
し
事
を
集な

す(3
)

﹂︒
孔
公
俊
は
﹁
以お

も

え
ら
く
︑
祠
宇
旣
に
成
れ
ば
︑
そ
の
集
備
わ
ら
ざ
る
べ
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か
ら
ず
︑
と
︒
S
に
己
が
资
を
捐す

て
︑
幷あ

わ

せ
て
年
�
を
纂
ん
で
こ
れ
を
重
刻
す(4

)

﹂︒
�
十
卷
︒
題
し
て
﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
と
し
︑
題
の
下
に

﹁
學
生
︑
縣
學
司
書
)
奉
�
公
祠
陳
利
用
�
﹂
と
記
す
︒
每
>
頁
11
行
︑
每
行
21
字
︑
左
右
雙
欄
︑
黑
口
︑
閒
ま
白
口
Z
り
︑
雙
魚
尾
︑
閒
ま

三
魚
尾
Z
り
︒
上
魚
尾
下
︑
?
四
卷
に
は
す
べ
て
﹁
卷
○
﹂
と
刻
さ
れ
︑
第
五
卷
か
ら
﹁
大
同
卷
○
﹂︑
ま
た
﹁
卷
○
﹂
と
刻
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
中
國
古
籍
善
本
總
目
﹄
に
は
︑
﹁
元
刻
�
修
本
︑
年
�

(
都
璋
g
)

は
淸
抄
本
に
�
す
︒
�
書
の
順
序
は
孔
公
俊
序
︑
都
璋
年
�
序
\
年
�
︑

目
錄
︑
本
�
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

孔
公
俊
は
字
師
.
︑
至
正
九
年

(一
三
四
九
)
︑
同
安
の
尹
と
な
り
︑
十
年
︑
大
同
書
院
を
円
て
る(5

)

︒﹁
朱
�
公
大
同
集
序
﹂
の
序
は
至
正
壬

辰

(一
三
五
二
)

に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
︑
該
書
は
至
正
十
二
年

(一
三
五
二
)

?
後
に
刊
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
年
�
の
末
尾
の

�
に
﹁
元
至
正
二
十
二
年

(一
三
六
二
)

齊
國
公
を
]
封
す
﹂
と
あ
る
の
は
︑
ま
さ
に
後
人
が
加
筆
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
の
年
�
の
題
は

﹁
宋
太
師
徽
國
�
公
朱
先
生
年
�
^
略
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
だ
紹
定
三
年

(一
二
三
〇
)

の
﹁
徽
國
公
﹂
の
封
號
を
踏
襲
し
て
い
る
︒

?
営
し
た
よ
う
に
︑
陳
利
用
が
出
版
し
た
原
刊
本
は
早
く
に
_
佚
し
︑
こ
の
都
璋
の
版
本
が
こ
の
世
で
�
も
早
い
﹃
大
同
集
﹄
刻
本
で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
れ
と
陳
利
用
刊
本
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
の
か
︒
我
々
は
都
璋
本
が
基
本

に
宋
刻
本
の
原
貌
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
三
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
①
孔
公
俊
の
序
�
に
︑
都
璋
は
た
だ
﹁
こ
れ
を
重
刻
す
﹂
と
営
べ
る
の
み
で
︑

�
字
に
增
補
改
�
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
︒
も
し
都
璋
が
原
�
に
つ
い
て
比
�

大
き
な
變
8
を
し
た
な
ら
ば
︑
序
�
の
作

者
と
し
て
は
そ
の
名
を
表
に
出
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
②
每
卷
は
じ
め
に
た
だ
陳
利
用
の
名
?
を
署
す
が
︑
都
璋
に
は
觸
れ

な
い
︒
も
し
都
璋
に
比
�

重
�
な
增
補
や
變
8
が
あ
れ
ば
︑
當
然
記
し
て
そ
の
功
績
を
顯
頴
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
③
と
り
わ
け
�
違
の
書

式
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
說
�
す
べ
き
問
題
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
卷
四
﹁
堂
補
科
試
策
問
一
十
二
.
の
﹁
問
︑
夫
子
稱
郊
祀
﹂
條
の
﹁
共
惟
國

家
承
百
王
之
液
a
﹂
の
句
︑
卷
五
﹁
策
問
一
十
二
.
﹂
の
﹁
問
︑
臺
諫
天
子
耳
目
之
官
﹂
條
の
﹁
乃
者
天
子
深
燭
奸
b
﹂
の
句
︑
﹁
問
︑
官
材

取
士
之
法
﹂
條
の
﹁
至
國
c
始
專
以
5
士
入
官
﹂
の
句
︑﹁
問
︑
閒
者
天
子
數
下
d
大
之
詔
﹂
條
の
﹁
恭
維
e
天
子
﹂
の
句
︑
卷
九
﹁
左
c
散
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致
仕
陳
公
行
狀
﹂
の
﹁
民
乃
Z
安
︑
c
廷
嘉
錄
其
功
﹂
の
句
︑
卷
十
﹁
淮
赦
吿
諸
¨
﹂
の
目
錄
お
よ
び
本
�
の
標
題
︑
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑

﹁
國
家
﹂・﹁
天
子
﹂・﹁
國
c
﹂・﹁
e
天
子
﹂
・﹁
c
廷
﹂・﹁
赦
﹂
の
�
字
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
?
に
は
等
し
く
空
格
が
あ
り
︑
1
崇
の
i
を
表
し
て

い
る
︒
�
ら
か
に
こ
れ
は
宋
本
の
面
影
で
あ
る
︒
都
璋
の
重
刻
本
は
た
だ
原
板
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
お
り
︑
�
字
が
j
滅
し
て
潰
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
刻
し
直
し
︑
完
�
な
と
こ
ろ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
︒
孔
公
俊
の
序
�
に
よ
れ
ば
︑﹃
大
同
集
﹄
は
﹁
歲
久
し
く
︑
刊
本
存
せ
ず
﹂
と
�
言
さ
れ
て
い
る

の
に
︑
一
方
で
林
希
元
の
增
補
本
の
序
�
に
は
﹁
舊
八
卷
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

我
々

は
﹁
歲
久
し
く
︑
刊
本
存
せ
ず
﹂
と
い
う
の
は
︑
あ
る
い
は
刊
本
は
も
は
や
探
し
よ
う
が
な
く
︑
そ
の
版
木
は
お
そ
ら
く
縣
學
に
な
お
ま
だ
保

存
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
す
で
に
ひ
ど
く
損
壞
し
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒﹁
舊
八
卷
﹂
と
い
う
の
は
︑
林
希
元
が

そ
の
と
き
ま
だ
都
璋
本
を
見
て
い
な
い
證
據
と
す
る
に
足
る
︒
そ
の
言
う
と
こ
ろ
の
卷
數
の
不
同
は
︑
た
だ
內
容
の
分
合
に
よ
る
だ
け
か
も
し

れ
な
い
︒
し
か
し
時
閒

な
先
後
か
ら
言
え
ば
︑
元
刻
本
は
宋
本
の
原
貌
に
8
に
接
6
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
︒

3
︑
�
・
張
�
成
�
八
年
抽
補
重
刋
本

�
成
k
八

(一
四
七
二
)

年
︑﹁
無
錫
の
張
侯

(É
)

來
た
り
て
こ
の
邑

(同
安
)

に
令
た
り
︒
始
め
て
至
る
や
︑
圖
を
按
じ
跡
を
考
え
︑
慨

然
と
し
て
崇
廢
m
n
を
以
て
己
が
任
と
爲
し
︑
先
ず
捐
俸
し
て
先
生
の
﹃
大
同
集
﹄
の
漫
漶
な
る
も
の
を
重
刋
す(6

)

﹂︒
こ
の
重
刊
本
の
實
態
は

詳
ら
か
で
は
な
く
︑
た
だ
"
ば
く
か
の
Z
用
な
o
報
し
か
提
供
し
て
く
れ
な
い
︒
元
を
去
る
こ
と
百
餘
年
後
の
成
k
年
閒
に
﹃
大
同
集
﹄
の
舊

版
が
ま
だ
存
在
し
て
い
て
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
?
営
し
た
都
璋
本
が
陳
利
用
の
舊
版
を
補
修
し
て
成
さ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
裏
付
け
て
お
り
︑

從
っ
て
孔
公
俊
の
序
�
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁﹃
大
同
集
﹄
は
則
ち
歲
久
し
く
︑
刊
本
は
存
せ
ず
﹂
と
は
︑﹁
書
は
_
び
た
が
版
木
は
存
在
す
る
﹂

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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4
︑
�
・
林
希
元
嘉
靖
二
十
四
年
刻
本
︑
十
三
卷

嘉
靖
年
閒
︑
林
希
元
は
八
卷
本
を
基
礎
に
し
て
﹁
十
三
卷
本
に
增
や
し
﹂
た
︒
希
元

(一
四
八
一
～
一
五
六
五
)

字
は
茂
貞
︑
號
は
#
崖
︑
同

安
の
人
︒
正
德
十
二
年

(一
五
一
七
)

の
5
士
で
︑
官
は
廣
東
按
察
司
僉
事
に
r
る
︒
著
書
と
し
て
は
﹃
易
經
存
疑
﹄
十
二
卷
︑﹃
四
書
存
疑
﹄

十
二
卷
︑﹃
8
正
大
學
經
傳
定
本
﹄
一
卷
︑
﹃
荒
政
叢
言
﹄
一
卷
︑﹃
欽
州
政
略
﹄
九
卷
︑﹃
林
#
崖
先
生
�
集
﹄
な
ど
が
あ
り
︑
宋
福
円
漳
浦
の

人
・
高
登
の
﹃
東
溪
集
﹄
二
卷
を
怨
た
に
出
版
し
た
り
し
て
い
る
︒
希
元
は
言
う
︑﹁
舊
板
は
歲
久
し
く
壞
爛
し
︑
加
う
る
に
以
て
字
多
く
訛

�
す
︒
予
謂
え
ら
く
︑
こ
の
先
賢
の
u
墨
は
︑
片
言
只
字
も
冺
沒
せ
し
む
べ
か
ら
ず
︒
嘗
て
晦
K
�
集
を
考
う
る
に
︑
朱
子
の
同

(同
安
)

に



た
り
し
時
︑
門
人
許
順
之
の
辈
と
の
答
問
甚
だ
多
き
に
︑
舊
集
の
收
む
る
�
は
ñ
か
に
十
の
五
六
な
り
︒
予
謂
え
ら
く
︑
先
賢
の
至
敎
は
︑

一
言
一
句
も
傳
え
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
︒
乃
ち
�
集
を
取
り
て
參
校
し
︑
壞
爛
す
る
も
の
は
こ
れ
を
怨
た
に
し
︑
訛
�
せ
る
も
の
は
こ
れ
を

正
し
︑
u
缺
す
る
も
の
は
こ
れ
を
補
う
︒
そ
の
同
を
去
り
し
後
︑
諸
人
と
ô
墨
x
來
す
る
も
の
も
亦
た
こ
こ
に
集
め
︑
そ
の
類
に
從
う
な
り
︒

そ
の
衣
時
に
論
學
︑
論
政
し
て
同
安
に
\
ぶ
も
の
Z
れ
ば
亦
た
こ
こ
に
附
し
︑
自よ

る
�
を
�
ら
か
に
す
る
な
り
︒
舊
八
卷
︑
今
增
や
し
て
十
三

卷
に
至
る(

7
)

﹂
と
言
い
︑
陳
利
用
の
八
卷
本
を
基
本
に
し
て
そ
れ
を
增
訂
し
︑
し
か
も
そ
の
舊
版
が
ま
だ
存
在
す
る
と
営
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
林

希
元
は
重
刊
の
同
じ
序
�
の
な
か
で
#
の
よ
う
に
言
う
︑﹁
書
成
り
︑
こ
れ
を
刻
せ
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
︒
縣
官
の
例
と
し
て
末
�
に
拘
せ

ら
れ
︑
未
だ
z
う
者
Z
ら
ず
︒
學
諭
の
李
拙
修
先
生
は
每
に
予
の
言
を
聞
き
︑
輒
ち
共
に
嘆
息
す
︒
甲
辰

(一
五
四
四
)

の
春
︑
先
生
*
た
ま

邑
事
を
署
せ
し
と
き
︑
予
復
た
こ
れ
を
D
す
︒
先
生
欣
然
と
し
て
曰
く
︑﹃
吾
が
事
な
り
︒
工
を
召
し
て
こ
れ
を
刻
さ
ん
﹄
と
︒
未
だ
"
ば
く

な
ら
ず
し
て
︑
少
尹
の
萬
壇
溪
侯
︑
令
尹
の
郭
景
崖
侯
先
後
し
て
至
り
︑
8
代
常
靡な

く
︑
事
S
に
中
格

(沙
汰
止
み
)

す
︒
居
る
こ
と
"
ば
く

も
な
く
︑
憲
~
の
利
見
齋
公

行
部

(
�
視
)

し
て
至
り
︑
風
を
觀
て
古
を
吊し

の

び
︑
�ひ

い
て
考
亭
の
迹
を
訪
ぬ
︒
予
因
り
て
こ
れ
に
吿
ぐ
︒
公

乃
ち
自
ら
以
て
功
と
爲
し
︑
萬
侯
こ
れ
を
承
け
︑
工
始
め
て
吿
成
す
︒
拙
修
曰
く
︐﹃
こ
の
書
の
成
る
は
︑
?
賢
と
後
學
に
功
Z
る
と
謂
う
べ

し
﹄
と
︒
こ
の
書
の
刻
︑
先
生
の
心

良
ま
こ
と

に
亦
た
苦
し
む
︒
志
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒
余
乃
ち
校
�
�
刻
の
故こ

と

を
序
#
し
て
端
に
冠
し
︑
庸も

っ

て
後
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の
君
子
に
吿
ぐ(

8
)

﹂︒

李
拙
修
︑
名
は
榕
︑
鄱
陽
の
人
︒
林
希
元
は
自
分
の
�
集
で
﹁
兩
署

(同
安
)

邑
篆
﹂︑﹁
嘉
靖
丁
未
莫

(暮
)

春
上
旬
︑
學
諭
李
拙
修
先

生

致
政
の
報
至
る(

9
)

﹂
と
営
べ
て
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
致
仕
し
た
嘉
靖
二
十
六
年

(一
五
四
七
)

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
よ
り
?
に

﹃
大
同
集
﹄
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
︒
林
希
元
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集
序
﹂
は
﹁
嘉
靖
乙
巳
仲
春
朔
旦
︑
鳳
山
の
�
修
堂
に
書
す(10

)

﹂
と
署

し
て
い
る
が
︑
ま
さ
に
こ
の
時

(嘉
靖
乙
巳
︑
一
五
四
五
)

に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
�
す
る
に
︑
こ
の
版
本
は
嘉
靖
二
十
三
年

(一
五
四

四
)

以
?
に
と
っ
く
に
�
集
が
濟
ん
で
お
り
︑
紆
餘
曲
折
を
經
て
ま
さ
に
二
十
四
年

(一
五
四
五
)

に
や
っ
と
刊
行
さ
れ
た
︒
惜
し
い
こ
と

に
現
在
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
萬
曆
年
閒
の
鮑
際
�
の
重
刻
本
に
よ
っ
て
そ
の
面
目
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

5
︑
�
・
鮑
際
�
萬
曆
三
十
五
年
刻
本
︑
十
三
卷

萬
曆
三
十
五
年

(一
六
〇
七
)
︑
鮑
際
�
が
同
安
の
知
に
な
っ
た
時
︑
彼
は
﹁
車
を
下
り
る
や
︑
首
め
に
﹃
紫
陽
大
同
集
﹄
を
刋
正(11

)

﹂
し
た
︒

鮑
際
�
︑
字
は
伯
參
︑
無
錫
の
人
︑
萬
曆
甲
辰

(一
六
〇
四
)

の
5
士
︑
海
康
令
を
�
け
ら
れ
︑
同
安
に
�
せ
ら
れ
︑
�
士
を
拔
擢
し
た(12

)

︒
そ

の
刻
本
は
﹃
增
訂
紫
陽
先
生
大
同
集
﹄
と
題
さ
れ
て
︑
�
十
三
卷
︑
八
册
仕
立
て
で
あ
っ
た
︒
冒
頭
に
都
璋
g
の
﹃
年
�
﹄
が
置
か
れ

(年
�

は
首
頁
を
缺
く

(
13
)

)
︑
以
下
︑
目
錄
︑
本
�
と
續
い
て
い
る
︒
本
�
の
卷
一
は
古
詩
︑
卷
二
は
札
狀
︑
卷
三
︑
卷
四
は
書
鯵
︑
卷
五
は
序
︑
卷
六
は

記
︑
卷
七
は
跋
︑
卷
八
は
銘
︑
卷
九
は
贊
︑
卷
十
は
雜
著
︑
卷
十
一
は
祝
�
︑
卷
十
二
は
行
狀

(首
頁
を
缺
く
︑
目
錄
お
よ
び
乾
隆
本
に
よ
れ
ば
︑

﹁
奉
~
直
祕
閣
朱
公
行
狀
﹂
の
は
ず
)
︑
卷
十
三
は
附
錄
と
語
類
八
條
︒
每
>
頁
9
行
︑
每
行
18
字
︒
四
周
单
欄
︑
白
口
︑
上
魚
尾
︑
魚
口
は
下
向
き
︒

魚
尾
上
に
﹁
紫
陽
大
同
集
﹂
と
刻
さ
れ
︑
魚
尾
下
に
卷
數
︑
そ
の
下
に
丁
數
が
刻
さ
れ
︑
そ
の
裏
面
�
下
部
に
︑
潘
吾
︑
吳
頂
︑
吳
二
︑
王
九
︑

陳
元
︑
薛
應
︑
江
禾
等
と
い
っ
た
刻
工
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
�
書
は
元

(卷
一
至
二
)
︑
亨

(卷
三
)
︑
利

(卷
四
至
六
)
︑
貞

(卷
七
至
十
三
)

の

四
集
に
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
每
集
の
は
じ
め
の
題
字
の
下
に
﹁
宋
縣
學
司
書
陳
利
用
摹
�
︑
�
大
理
#
崖
林
希
元
校
葺
︑
錫
山
後
學
鮑
際
�
增
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訂
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
べ
て
尾
題
が
あ
る
︒
開
卷
の
ペ
ー
ジ
に
は
﹁
�
室
圖
書
之
違
﹂︑﹁
c
鮮
總
督
府
圖
書
之
印
﹂︑
﹁
京
城
�
國
大
學
圖

書
違
﹂
等
の
印
違
が
あ
り
︑
も
と
も
と
は
c
鮮
王
室
の
藏
書
で
あ
っ
た
︒
c
鮮
王
c
の
﹃
承
政
院
日
記
﹄
正
祖
二
十
三
年

(一
七
九
九
)

己
未

十
一
+
十
七
日
に
は
﹁
い
ま
番
�
の
貿
來
す
る
も
の
︑﹃
朱
子
大
同
集
﹄︑﹃
朱
子
實
紀
﹄︑﹃
後
漢
書
﹄
の
三
帙(14

)

﹂
と
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
淸
嘉

慶
四
年

(一
七
九
九
)

の
時
に
︑
こ
の
﹃
大
同
集
﹄
が
す
で
に
c
鮮
へ
液
傳
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
こ
の
こ
と
は
︑
淸
嘉
慶
四
年
の

時
點
で
は
︑
中
國
で
は
ま
だ
萬
曆
年
閒
の
鮑
際
�
刻
本
を
見
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
の
證
�
に
も
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
書
は
日

本
が
c
鮮
に
開
校
し
た
京
城
�
國
大
學
の
�
藏
と
な
り
︑
氣
が
つ
か
な
い
閒
に
本
書
は
天
下
の
孤
本
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
c
鮮
王
室
は

こ
の
書
を
極
め
て
重
視
し
て
お
り
︑
上
引
の
﹃
承
政
院
日
記
﹄
同
條
に
は
﹁﹃
大
同
集
﹄
中
に
は
﹃
大
�
﹄
に
载
せ
ざ
る
�
の
語
句
︑
閒
ま
多

く
こ
れ
Z
り
︒
�
集
裒
輯
の
役
は
︑
�
に
こ
の
書
な
か
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
あ
り
︑
十
日
後
に
ま
た
︑﹁
上
曰
く
︑
朱
書
﹃
大
同
集
﹄
︑
果
し
て
觀

る
べ
き
あ
り
や
︑
と
︒
(徐
)

瀅
修
曰
く
︑
或
い
は
﹃
大
�
﹄
の
無
き
�
の
も
の
Z
り
﹂
と
い
う
や
り
と
り
が
記
載
さ
れ
て
い
る(15

)

︒

都
璋
本
と
比
べ
る
と
︑
當
然
︑
こ
の
版
本
の
�
列
は
衣
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
卷
十
﹁
策
問
三
十
三
.
﹂
は
︑
都
璋
本
で
は
卷
四
︑
卷
五

に
各
十
二
.
︑
卷
六
に
九
.
が
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
置
か
れ
て
い
る
︒
內
容
は
卷
八
の
銘
が
同
じ
な
の
を
除
い
て
︑
ほ
か
は
す
べ
て
衣
な
り
︑
か

つ
增
補
も
や
や
多
い
︒

卷
一
に
以
下
の
詩
作
品
が
收
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
同
安
官
舍
夜
作
二
首
﹂︑﹁
與
諸
同
僚
謁
奠
北
山
﹂︑﹁
安
溪
.
中
﹂︑﹁
留
安
溪
︑
三
日
按
事

未
悦
﹂︑﹁
古
詩
﹂︑﹁
壽
母
生
c
﹂
︑
﹁
印
二
首
﹂︑﹁
印
三
首
﹂︑﹁
印
一
首
﹂︑﹁
苧
溪
.
中
﹂︑﹁
民
安
.
中
﹂︑﹁
泳
天
觀
雨
﹂︑﹁
安
溪
書
事
﹂
︑

﹁
南
安
.
中
﹂︑﹁
宿
雲
際
寺
︑
許
順
之
將
别
︑
以
詩
求
敎
﹂︑﹁
和
人
�
西
岩
﹂︑﹁
#
圭
父
觀
魚
韻
﹂︑﹁
彥
集
奉
檄
歸
省
︑
示
\
佳
�
#

韻
﹂︑﹁
和
張
彥
輔
落
星
寺
之
作
﹂
︑
﹁
和
彥
輔
�
後
棲
賢
之
作
﹂︑﹁
宿
密
庵
︑
分
韻
赋
得
衣
字
﹂︑﹁
承
侍
郞
~
君
垂
示
�
與
少
傅
國
公
唱

酬
西
湖
佳
句
︑
#
韻
二
首
﹂
︑
﹁
之
德
k
︑
宿
劇
頭
鋪
︑
夜
聞
杜
宇
﹂︑﹁
小
盈
.
中
﹂︒

卷
二
の
劄
狀
に
は
︑﹁
乞
修
三
禮
﹂
︑
﹁
乞
以
泗
水
侯
從
祀
先
e
﹂︑﹁
經
界
申
諸
司
狀
﹂
が
收
め
ら
れ
て
い
る
︒
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卷
三
の
書
に
は
︑﹁
賀
陳
丞
相
書
﹂
︑
﹁
與
陳
丞
相
書
﹂︑﹁
與
汪
尙
書
書
﹂︑﹁
答
陳
同
父
書
﹂
二
條
︑﹁
與
留
丞
相
書
﹂︑﹁
答
汪
尙
書
論
家
¨
﹂
︑

﹁
與
張
敬
夫
﹂︑﹁
答
張
敬
夫
﹂
︑
﹁
答
呂
伯
恭
﹂
二
條
︑﹁
答
陸
子
壽
﹂︑﹁
答
陳
同
甫
﹂
二
條
︑﹁
答
許
順
之
﹂
の
九
條
︑﹃
答
許
順
之
十
三

條
﹄
の
九
條
︑﹁
答
許
順
之
十
七
﹂
の
十
一
條
が
收
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
の
﹁
¡
詐
億
不
信
﹂
は
︑
都
璋
本
で
は
﹁
批
王
6
思
說
後
﹂

と
題
さ
れ
て
い
る
︒

卷
四
の
書
に
は
︑﹁
答
王
6
思
﹂
十
五
條
︑﹁
答
柯
國
材
﹂
二
條
を
收
錄
︒

卷
五
の
序
に
は
︑﹁
家
禮
序
﹂︑
﹁
王
梅
溪
�
集
序
﹂︑﹁
武
夷
圖
序
﹂
を
收
錄
︒

卷
六
の
記
に
は
︑﹁
歸
樂
堂
記
﹂
︑
﹁
存
齋
記
﹂
を
收
錄
︒

卷
七
の
跋
に
は
︑﹁
跋
蔡
神
與
絕
筆
﹂
︑
﹁
題
趙
淸
獻
事
實
後
﹂
を
收
錄
︒

卷
八
の
銘
は
す
べ
て
都
璋
本
に
同
じ
︒

卷
九
の
贊
に
は
︑﹁
濂
溪
先
生
﹂
︑
﹁
�
.
先
生
﹂︑﹁
伊
川
先
生
﹂︑﹁
康
^
先
生
﹂
︑﹁
橫
渠
先
生
﹂︑﹁
涑
水
先
生
﹂︑﹁
張
敬
夫
畫
宴
贊
﹂︑
﹁
呂

伯
恭
畫
宴
贊
﹂︑﹁
陳
�
仲
畫
宴
贊
﹂
︑
﹁
¥
正
思
畫
宴
贊
﹂︒

卷
十
の
雜
著
に
は
︑﹁
8
同
安
縣
學
四
齋
名
﹂︑﹁
補
試
榜
諭
﹂︑﹁
白
鹿
堂
策
問
﹂
を
收
錄
︒

卷
十
一
の
祝
�
に
は
︑﹁
謁
洛
陽
蔡
端
�
祠
�
﹂
を
收
錄
︒

卷
十
二
の
行
狀
に
は
︑﹁
奉
~
直
祕
閣
朱
公
﹂︑﹁
�
¦
先
生
李
公
行
狀
﹂︑﹁
伊
川
先
生
年
�
﹂
を
收
錄
︒

卷
十
三
の
附
錄
に
は
﹁
語
類
八
條
﹂
を
收
錄
︒

本
書
が
收
錄
す
る
�
違
は
︑
增
補
の
基
準
が
ひ
と
つ
で
な
い
の
で
︑
u
漏
も
あ
れ
ば
收
め
る
べ
き
で
な
い
も
の
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
壽
母
生
c
﹂
は
紹
興
三
十
二
年

(一
一
六
二
)

の
作
で
︑
そ
の
﹁
五
年
不
出
﹂
の
一
句
に
よ
っ
て
牽
强
付
會
に
同
安
と
結
び
付
け
た
も
の
で
︑

そ
の
#
の
﹁
印
二
首
﹂︑﹁
印
三
首
﹂
︑
﹁
印
一
首
﹂
も
同
安
と
關
係
が
な
い
︒
ま
た
︑
た
と
え
ば
﹁
安
溪
書
事
﹂
︑﹁
留
安
溪
三
日
按
事
未
悦
﹂
は
︑
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紹
興
二
十
三

(一
一
五
三
)

年
︑
朱
熹
が
同
安
縣
	


の
任
に
あ
っ
た
と
き
安
溪
に
出
張
し
た
際
の
�
違
な
の
で
增
補
し
て
い
る
が
︑
し
か
し

そ
の
他
の
例
え
ば
﹁
安
溪
.
中
泉
石
奇
甚
絕
類
円
劍
閒
山
水
佳
處
也
﹂
等
は
却
っ
て
增
補
し
て
い
な
い
︒﹁
和
人
�
西
岩
﹂
は
朱
熹
が
淳
熙
以

後

(一
一
七
四
～
)

崇
安
縣
に
居
た
時
に
作
っ
た
も
の

(西
岩
は
崇
安
縣
に
屬
し
て
い
る
)
︑﹁
和
張
彥
輔
落
星
寺
之
作
﹂︑﹁
和
彥
輔
�
後
棲
賢
之
作
﹂

は
淳
熙
七
年

(一
一
八
〇
)

に
朱
熹
が
南
康
軍
に
居
た
時
に
作
っ
た
も
の
で

(張
彥
輔
は
卽
ち
張
棟
︑
紹
興
三
十
年
知
円
安
縣
)
︑﹁
承
侍
郞
~
君
垂
示

�
與
少
傅
國
公
唱
酬
西
湖
佳
句
︑
#
韻
二
首
﹂
は
淳
熙
十
年

(一
一
八
三
)

の
朱
熹
の
作
品
で
あ
る
が
︑
(侍
郞
~
君
は
趙
汝
愚
を
指
し
︑
淳
熙
九
年

五
+
︑
L
部
郞
官
か
ら
知
福
州
と
な
っ
た
︒
少
傅
國
公
は
少
傅
︑
福
國
公
を
も
っ
て
致
仕
し
た
興
k
の
人
・
陳
俊
卿
を
指
す
)
︑
こ
れ
ら
は
み
な
同
安
と
關
わ
り

が
な
く
︑
と
て
も
恣
i

で
︑
ど
う
し
て
補
っ
た
の
か
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
︒
ま
た
︑﹁
和
張
彥
輔
落
星
寺
之
作
﹂
と
﹁
和
彥
輔
�
後
棲

賢
之
作
﹂
は
︑
こ
の
時
一
緖
に
作
っ
た
作
品
が
十
餘
首
あ
る
の
に
︑
た
だ
落
星
寺
と
棲
賢
院
に
關
係
す
る
詩
�
の
み
E
錄
し
て
お
り

(棲
賢
院

に
つ
い
て
は
な
お
ま
だ
﹁
#
張
彥
輔
棲
賢
之
作
﹂
と
い
う
一
A
が
あ
る
)
︑
そ
の
i
圖
が
よ
く
分
か
ら
な
い
︒

本
集
で
は
本
�
以
外
に
時
々
校
勘
を
し
て
お
り
︑
版
本
上
の
衣
同
や
收
錄
す
る
根
據
を
說
�
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
卷
三
﹁
上
鍾
侍
郞
經

總
制
錢
書
﹂
の
題
下
の
小
�
に
は
﹁
こ
れ
は
�
集
に
據
る
︒
舊
集
に
視く

ら

ベ
て
¬
詳
し
﹂
と
あ
る
︒
も
う
一
つ
︑
た
と
え
ば
﹁
答
許
順
之
﹂
の
三

の
﹁
鮮
只
是
少
e
賢
之
言
﹂
條
で
は
︑
題
は
﹁
印
﹂
と
し
て
い
て
︑
そ
の
下
に
小
字
�
で
﹁
こ
の
二
條
舊
集
に
Z
り
︑
)
ね
て
子
重
に
答
う
﹂

と
あ
る
︒﹁
答
許
順
之
﹂
の
十
三
條
の
﹁
潮
州
Z
一
許
敬
之
者
﹂
の
末
尾
に
は
︑
小
字
�
で
﹁
�
集
を
査し

ら

べ
る
に
亦
た
缺
く
﹂
と
あ
る
が
︑
こ

れ
は
實
際
に
は
�
り
で
︑
�
集
卷
三
九
に
こ
の
�
違
は
收
載
さ
れ
て
い
る
︒
卷
三
末
﹁
答
許
順
之
﹂
の
﹁
操
則
存
﹂
條
の
末
尾
に
︑﹁
舊
集
は

﹃
莫
知
其

也
﹄
で
r
わ
っ
て
い
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
そ
の
下
に
︑﹁
�
引
�
字
尤
不
是
﹂
か
ら
﹁
不
可
不
知
﹂
に
至
る
®
百
二
十

餘
字
を
�
集
か
ら
增
補
し
て
當
て
て
い
る
︒
卷
四
﹁
批
柯
國
材
辨
孟
﹂
で
は
︑
下
に
小
字
�
で
﹁
�
集
に
こ
れ
無
し
﹂
と
い
う
︒
直
後
に
連
接

す
る
そ
の
﹁
答
柯
國
材
﹂
の
﹁
蔡
彊
來
﹂
A
に
は
︑
ま
た
小
字
�
で
﹁
こ
れ
は
舊
集
と
各
お
の
詳
略
あ
り
︑
今
�
て
�
集
を
刻
し
︑
舊
集
に
補

入
す
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹁
答
柯
國
材
﹂
の
﹁
傳
序
鄙
i
不
欲
如
此
﹂
の
箇
�
に
︑
小
字
�
で
﹁
以
下
の
二
條
は
乃
ち
�
集
に
收
刻
す
︑
舊
集
に
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は
こ
れ
無
し
﹂
と
い
う
︒
卷
十
三
の
附
錄
語
類
八
條
の
後
︑
一
字
下
げ
た
本
�
の
大
字
が
あ
り
︑﹁
右
錄
は
舊
集
に
無
き
�
︑
因
り
て
﹃
語
類
﹄

を
看
︑
そ
の
論
學
と
論
政
の
同
安
に
關
す
る
も
の
Z
れ
ば
︑
乃
ち
采
り
て
こ
れ
を
錄
す
︒
こ
れ
ま
た
舊
集
の
類
︑
學
士
者
の
凖
則
と
爲
す
べ
き

な
り
﹂
と
言
う
︒
こ
れ
ら
は
︑
卷
十
三
の
附
錄
は
均
し
く
增
補
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
舊
集
云
々
﹂
と
い
う
の
は
︑
都
璋
本

も
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
営
べ
て
お
り
︑
林
希
元
の
序
�
中
に
も
ま
た
�
確
に
陳
利
用
本
を
﹁
舊
集
﹂
と
稱
し
て
い
る
か
ら
︑
上
に
列
擧
し
た
本

�
大
字
\
び
小
字
�
は
み
な
林
希
元
の
原
刻
本
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
鮑
際
�
は
た
だ
重
刻
し
部
分

な
增
訂
を
し
た
だ
け
で
あ
る
と
分

か
る
︒
鮑
際
�
本
は
基
本

に
希
元
本
の
面
目
を
保
存
し
て
い
る
︒

�
字
の
校
勘
の
方
面
に
つ
い
て
は
︑
本
集
は
精
確
だ
と
は
言
い
が
た
い
︒
た
と
え
ば
︑
卷
三
﹁
上
鍾
侍
郞
經
總
制
錢
書
﹂
の
﹁
四
方
幽
隐
如

°
�
事
者
﹂
(萬
曆
本
三
十
頁
下
︑
三
十
一
頁
上
)
︑﹁
亦
相
聚
而
怨
曰
c
無
不
悅
喜
﹂
(三
十
一
頁
下
︑
三
十
二
頁
上
)
︑﹁
奉
行
之
官
廷
不
恤
我
等
耳
﹂

(三
十
二
頁
下
︑
三
十
三
頁
上
)

等
の
句
は
�
ら
か
に
i
味
が
°
じ
ず
︑
錯
鯵
が
あ
る
は
ず
だ
︒

『四
部
叢
刊
﹄
本
等
の
°
行
の
朱
熹
�
集
と
互
い
に
對
校
し
て
み
る
と
︑
本
集
の
�
字
に
は
時
々
同
じ
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑

﹁
宿
雲
際
寺
︑
許
順
之
將
别
︑
以
詩
求
敎
﹂
で
は
︑
°
行
本
の
句
末
に
﹁
#
韻
﹂
の
二
字
が
あ
り
︑
°
行
本
で
は
﹁
o
話
歡
無
斁
︑
離
懷
悵
Z

9
﹂
と
な
っ
て
い
る
詩
句
が
本
集
で
は
﹁
o
話
歡
無
斁
︑
離
o
悵
Z
9
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
本
集
の
﹁
承
侍
郞
~
君
垂
示
�
與
少
傅
國
公
唱
酬

西
湖
佳
句
︑
#
韻
二
首
﹂
と
い
う
詩
題
は
︑
°
行
本
で
は
﹁
伏
承
侍
郞
~
君
垂
示
�
與
少
傅
國
公
唱
酬
西
湖
佳
句
︑
謹
#
高
韻
︑
聊
發
一
笑
﹂

と
な
っ
て
い
て
︑
若
干
衣
な
っ
て
い
る
︒
﹃
四
部
叢
刊
﹄
本
は
�
嘉
靖
十
一
年
︑
胡
嶽
︑
潘
璜
刻
本

(
閩
本
に
據
る
)

を
影
印
し
た
も
の
で
あ
る

が
︑
し
か
し
林
希
元
は
こ
の
版
本
を
見
て
い
な
い
︒
朱
熹
�
集
は
宋
淳
熙
・
紹
熙
年
閒
に
刊
行
さ
れ
た
?
・
後
集
を
除
い
て
︑
多
く
の
版
本
は

す
べ
て
閩
本
と
浙
本
の
二
大
系
瓜
に
大
別
で
き
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
︒
林
希
元
が
見
た
版
本
は
非
閩
本
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
浙

本

(浙
本
は
閩
本
に
同
じ
)

と
も
同
じ
で
は
な
く
︑
當
然
な
が
ら
︑
宋
淳
熙
・
紹
熙
刊
本
と
も
衣
な
る
の
で
︑
或
い
は
彼
が
見
た
の
は
こ
れ
ま
で

世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
�
集
の
版
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
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6
︑
淸
・
陳
臚
聲
乾
隆
二
十
年
刻
本
︑
十
五
卷

乾
隆
二
十
年

(一
七
五
五
)
︑
陳
臚
聲
が
ま
た
﹃
大
同
集
﹄
を
出
版
し
た
︒
臚
聲
︑
字
は
鴻
亭
︑
同
安
の
人
︑
附
貢
︑
捐
中
書
科
中
書
︒
乾
隆

三
十
四
年

(一
七
六
九
)

八
+
︑
蘭
州
府
河
橋
同
知
に
推
擧
さ
れ
た(16

)

︒
そ
の
序
�
に
﹁
·
み
る
に
�
末
よ
り
兵
燹
荒
殘
し
︑
舊
版
散
失
す
︒
こ

の
集
の
書
た
る
︑
缙
绅
學
士
S
に
見
る
に
\
ぶ
こ
と
罕
な
り
︒
⁝
⁝
私
心
搜
求
す
る
こ
と
こ
れ
を
久
し
う
す
︒
今
夏
︑
束
裝
し
て
都
に
入
り
︑

.
み
ち
吳
門
を
¸
ぎ
り
︑
旣
に
李
頴
の
舊
本
を
得
︑
復
た
鮑
令
君
際
�
の
鐫
本
を
得
︑
謹
し
ん
で
以
て
こ
れ
を
梓
人
に
�
け
て
重
刊
す
︒
⁝
⁝

乾
隆
乙
亥

(一
七
五
五
)

仲
秋
︑
同
安
後
學
陳
臚
聲
敬
書(17

)

﹂
と
営
べ
て
い
る
︒
そ
の
內
容
は
︑
陳
臚
聲
序
︑
林
希
元
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集
原
序
﹂
︑

目
錄
︑
都
璋
g
﹁
朱
夫
子
年
�
﹂
\
び
本
�
十
五
卷
︑
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
十
五
卷
の
內
譯
は
︑
卷
一
・
詩
︑
卷
二
至
卷
六
・
書
︑
卷
七
・

札
狀
︑
卷
八
・
序
︑
卷
九
・
記
︑
卷
十
・
跋
︑
銘
︑
贊
︑
卷
十
一
︑
十
二
・
雜
著
︑
卷
十
三
︑
十
四
・
行
狀
︑
卷
十
五
・
祝
�
\
附
錄
︑
と
い

う
順
に
�
纂
さ
れ
て
い
る
︒
題
は
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集
﹂︑
題
字
の
下
に
は
﹁
宋
司
書
陳
利
用
摹
�
︑
�
#
崖
林
希
元
增
訂
︑
後
學
鴻
亭
陳
臚

聲
重
校
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
每
>
頁
10
行
︑
每
行
20
字
︑
左
右
雙
欄
︑
黑
口
︑
上
魚
尾
︑
魚
口
は
下
向
き
︒
魚
尾
の
下
に
﹁
大
同
集
卷
之
○
﹂
と

刻
さ
れ
︑
且
つ
そ
の
下
に
原
序
・
目
錄
・
年
�
︑
右
側
に
小
字
で
詩
・
書
・
劄
狀
・
序
等
を
加
え
て
お
り
︑
原
書
の
順
序
に
從
っ
て
い
る
︒
下

魚
尾
が
位
置
す
べ
き
と
こ
ろ
に
丁
數
が
刻
さ
れ
て
い
る
︒
陳
臚
聲
の
序
�
末
尾
に
陽
刻
で
﹁
鳳
閣
舍
人
﹂︑
陰
刻
で
﹁
陳
臚
聲
鴻
亭
﹂
の
印
が

あ
る
︒
卷
十
一
﹁
策
問
三
十
三
.
﹂
の
﹁
問
︑
臺
諫
天
子
耳
目
之
官
﹂
條
に
︑﹁
崇
論
弘
議
未
能
Z
�
聞
於
四
方
﹂
の
句
が
あ
り
︑
そ
の
﹁
弘
﹂

字
は
乾
隆
�
の
諱
を
¹
け
て
末
筆
を
缺
い
て
い
る
︒

そ
の
�
違
は
萬
曆
本
に
從
っ
て
お
り
︑
た
だ
卷
數
と
�
集
�
列
に
9
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
修
訂
が
あ
り
︑
た
と
え
ば
卷

三
﹁
上
鍾
侍
郞
經
總
制
錢
書
﹂
(萬
曆
本
の
と
こ
ろ
で
旣
引
)

の
﹁
四
方
幽
隱
如
°
�
事
者
﹂
(萬
曆
本
三
十
頁
下
︑
三
十
一
頁
上
)
︑﹁
亦
相
聚
而
怨
曰

c
無
不
悅
喜
﹂
(萬
曆
本
三
十
一
頁
下
︑
三
十
二
頁
上
)
︑﹁
奉
行
之
官
廷
不
恤
我
等
耳
﹂
(原
書
三
十
二
頁
下
︑
三
十
三
頁
上
)

の
中
の
﹁
隱
如
﹂・﹁
c

無
﹂・﹁
官
廷
﹂
は
�
ら
か
に
i
味
が
°
じ
な
い
の
で
︑
�
集
に
よ
っ
て
こ
れ
を
正
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
萬
曆
本
三
十
一
頁
と
三
十
二
頁
を
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互
奄
し
て
︑﹁
四
方
幽
隐
無
不
悅
喜
﹂
︑
﹁
奉
行
之
官
如
°
�
事
者
﹂︑﹁
亦
相
聚
而
怨
曰
c
廷
不
恤
我
等
耳
﹂
(乾
隆
本
で
は
十
頁
か
ら
十
二
頁
に
見
え

る
)

と
し
て
お
り
︑
こ
う
し
て
こ
そ
符
^
が
合
う
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
�
中
に
﹁
虜
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
金
﹂
に
改
め
て
い
る
︒
�
中
に
し
ば
し

ば
小
字
の
﹁
一
作
某
﹂
と
い
う
�
記
が
見
�
け
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
卷
十
五
﹁
奉
安
蘇
公
祠
吿
先
e
�
﹂
中
の
﹁
歲
時
奉
祀
︑
以
円
u
烈
﹂

の
句
で
は
︑﹁
円
﹂
の
下
に
小
字
で
﹁
一
作
�
﹂
と
あ
る
︒
元
の
都
璋
本
と
�
の
萬
曆
本
お
よ
び
�
集
は
み
な
﹁
円
﹂
に
作
っ
て
い
る
の
で
︑

﹁
一
作
�
﹂
は
李
頴
の
舊
本
の
說
に
從
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

李
頴
は
︑
無
錫
の
人
︑
弘
治
年
閒
に
同
安
知
縣
と
な
る
︒
彼
が
�
藏
し
て
い
た
舊
本
は
︑
陳
臚
聲
の
序
�
に
よ
れ
ば
︑
﹁
林
#
崖
先
生
に
至

り
て
︑
8
に
そ
の
卷
帙
を
增
や
し
て
こ
れ
を
廣
布
す
﹂
と
あ
り
︑
或
い
は
嘉
靖
二
十
四
年
の
刻
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
題

字
の
下
に
﹁
宋
司
書
陳
利
用
摹
�
︑
�
#
崖
林
希
元
增
訂
︑
後
學
鴻
亭
陳
臚
聲
重
校
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
︑
陳
臚
聲
は
︑
鮑
際

�
刻
本
は
林
希
元
本
と
同
じ
だ
と
考
え
て
い
て
︑
だ
か
ら
大
勢
の
見
解
に
從
っ
て
こ
れ
を
合
刻
し
︑
そ
の
個
々
の
�
字
に
衣
同
が
あ
る
箇
�
に

は
小
字
で
﹁
一
作
某
﹂
と
そ
の
下
に
�
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
が
︑
題
字
の
下
に
﹁
錫
山
後
學
鮑
際
�
增
訂
﹂
と
す
る
代
わ
り
に
﹁
後
學
鴻

亭
陳
臚
聲
重
校
﹂
と
記
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
︒

上
営
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
︒
﹃
大
同
集
﹄
版
本
の
液
傳
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
�
も
重
�
な
の
は
陳
利
用
の
原
刻
本
と
林
希
元
の
增
補

本
が
あ
る
が
︑
こ
の
兩
本
は
い
ず
れ
も
す
で
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
幸
¼
に
も
︑
都
璋
本
が
陳
利
用
の
原
刻
本
の
面
目
を
殘
し
て
お

り
︑
鮑
際
�
本
も
林
希
元
本
の
面
目
を
殘
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
彼
ら
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
陳
利
用
と
林
希
元
の
功
臣
だ
と
言
い
う
る
︒

四
︑
�

獻
價
値
考

『四
部
叢
刊
﹄
本
等
°
行
の
朱
熹
�
集

(以
下
鯵
稱
°
行
本
)

と
そ
れ
ぞ
れ
對
校
す
る
と
︑﹃
大
同
集
﹄
の
�
獻

價
値
は
	
に
以
下
の
い
く
つ
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か
の
面
に
現
れ
て
い
る
︒

1
︑
怨
し
い
�
報
の
提
供

『大
同
集
﹄
收
載
の
�
違
に
は
︑
執
筆
さ
れ
た
時
閒
を
A
末
に
記
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
同
安
縣
喻
學
者(18

)

﹂
は
﹁
紹

興
二
十
三
年
十
一
+
十
六
日
某
白
﹂
︑
﹁
喻
諸
生(19

)

﹂
は
﹁
七
+
二
十
二
日
﹂︑﹁
喻
諸
職
事(20

)

﹂
は
﹁
七
+
二
十
五
日
某
上
稟
﹂︑﹁
泉
州
同
安
縣
學
故

書
目
序(

21
)

﹂
は
﹁
五
+
丁
未
朔
具
位
朱
某
序
﹂︑﹁
射
圃
記(22

)

﹂
は
﹁
五
+
朔
記
﹂︑﹁
蘇
丞
相
祠
記
﹂
は(23

)

﹁
紹
興
二
十
五
年
六
+
朔
日
怨
安
朱
某
記
﹂

と
︑
そ
れ
ぞ
れ
A
末
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
執
筆
し
た
時
閒
が
A
題
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
春
祈
謁
¨
�(24

)

﹂
は
題

の
な
か
に
﹁
甲
戌
﹂
(紹
興
二
十
四
年
)

と
記
さ
れ
︑﹁
秋
赛
謁
¨
�(25

)

﹂
は
題
の
な
か
に
﹁
癸
酉
﹂
(紹
興
二
十
三
年
)

と
�
記
さ
れ
て
い
る
︒
執
筆

の
日
時
を
記
す
以
上
の
例
は
°
行
本
朱
熹
�
集
で
は
缺
け
て
い
る
も
の
で
︑
ほ
か
の
�
獻
に
も
記
載
が
見
當
た
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
大
同

集
﹄
は
︑
世
閒

な
記
錄
や
關
係
す
る
諸
�
が
書
か
れ
た
正
確
な
時
閒
を
記
錄
す
る
唯
一
の
孤
本
で
あ
り
︑
�
も
早
い
書
物
で
あ
る
︒
本
集
の

お
か
げ
で
︑
我
々
は
よ
う
や
く
朱
熹
が
同
安
	


の
任
に
あ
っ
た
時
�
の
正
確
な
事
跡
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
¾
料

價
値
が
貴
重

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

執
筆
の
時
閒
の
�
記
以
外
に
︑
﹃
大
同
集
﹄
は
さ
ら
に
多
く
の
重
�
な
o
報
を
提
供
す
る
︒
た
と
え
ば
﹁
答
陳
宰(26

)

﹂
は
︑﹃
大
同
集
﹄
で
は
題

を
﹁
答
陳
宰
元
雱
﹂
と
し
て
お
り
︑
そ
の
人
の
字
が
元
雱
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
﹁
囘
王
正
臣(27

)

﹂
は
﹃
大
同
集
﹄
で
は
題
を
﹁
囘
王
正

臣
元
À
D
﹂
と
し
て
お
り
︑
そ
の
人
の
字
が
元
À
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
﹁
c
散
郞
致
仕
陳
公
行
狀(28

)

﹂
は
︑﹃
大
同
集
﹄
で
は
冒
頭
に

﹁
左
﹂
の
一
字
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
正
確
な
官
階
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
借
王
嘉
叟
�
藏
趙
祖
�
畫
孫
興
公
天
臺
賦
︑
凝
思
幽
巖
Á

詠
長
川
一
幅
︑
Z
契
于
心
︑
因
作
此
詩
二
首(29

)

﹂
は
︑
卷
末
の
﹁
考
衣
﹂
に
﹁
一
に
﹃
借
王
嘉
叟
天
臺
橫
卷
﹄
に
作
る
﹂
と
あ
る
が
︑
﹃
大
同
集
﹄

で
は
題
を
﹁
借
王
嘉
叟
天
臺
橫
卷
︑
展
玩
累
日
不
厭
︑
命
工
摹
得
兩
段
︑
爲
賦
二
首
﹂
と
し
て
お
り
︑﹁
考
衣
﹂
の
見
解
と
6
く
︑
そ
の
畫
が

朱熹『大同集』に關する若干の問題

59



橫
卷
で
︑
し
か
も
曾
て
人
に
臨
摹
さ
せ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑﹁
獨
自
Ã
芳
泗
水
濱
︑
無
邊
光
景
一
時
怨
︑
等
閑
識
得
東
風
面
︑
萬
紫
千

紅
總
是
春
﹂
と
詠
わ
れ
る
Z
名
な
﹁
春
日
﹂
詩(30

)

は
︑﹃
大
同
集
﹄
で
は
題
を
﹁
和
胡
先
生
Ã
芳
﹂
と
し
て
お
り
︑
こ
の
詩
が
ま
さ
に
胡
憲
と
唱

和
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
﹁
策
問(31

)

﹂
は
︑﹃
大
同
集
﹄
で
は
題
を
﹁
堂
補
課
試
策
問
一
十
二
.
﹂
と
し
て
お
り
︑
そ
の
命
題

の
具
體

な
o
況
が
分
か
る
︒
ま
た
﹁
紫
陽
琴
銘(32

)

﹂
は
︑﹃
大
同
集
﹄
で
は
題
を
﹁
聽
.
人
弹
琴
﹂
と
し
て
お
り
︑
內
容
を
見
て
み
る
と
こ
の

方
が
*
題
に
な
っ
て
い
る
︒
�
ら
か
に
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
す
べ
て
重
�
な
參
考

價
値
を
備
え
て
い
る
︒

2
︑
佚
�
と
補
填

『大
同
集
﹄
卷
七
に
﹁
批
弟
子
解
1
德
性
致
廣
大
極
高
�
說
﹂
が
收
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
#
の
よ
う
な
�
で
あ
る
︒

1
德
性
而
不
.
於
問
學
︑
則
見
善
不
�
︑
德
性
亦
無
自
而
1
︒
欲
致
廣
大
而
不
盡
精
Ä
︑
則
務
大
而
忽
細
︑
廣
大
亦
無
自
而
致
︒
極
高
�

而
不
.
中
庸
︑
則
賢
知
¸
之
而
不
能
無
Å
Æ
之
患
︑
故
高
�
亦
無
自
而
極
︒
先
生
批
云
︑
?
三
句
說
好
︒
呂
Ç
士
云
︑
溫
故
而
知
怨
︑
�

以
5
吾
知
也
︒
惇
厚
以
崇
禮
︑
�
以
1
吾
行
也
︒
只
味
此
句
︑
8
檢
︑
恐
Z
�
字
︒

ま
た
︑﹁
批
弟
子
解
賢
者
亦
樂
乎
此
說
﹂
は
#
の
よ
う
な
�
で
あ
る
︒

善
善
而
惡
惡
者
人
心
之
�
同
︑
惟
眞
知
善
之
爲
善
而
不
可
失
︑
惡
之
爲
惡
而
不
可
爲
︑
此
君
子
之
�
獨
也
︒
夫
梁
惠
王
比
日
安
於
沼
上
之

樂
︑
非
不
知
也
︑
私
欲
Z
以
M
之
也
︒
日
瞻
賢
者
之
淸
光
而
知
其
�
樂
爲
不
可
槩
之
於
心
︑
能
無
愧
乎
︒
則
善
善
而
惡
惡
�
矣
︒
推
是
而

x
︑
然
而
不
王
者
︑
未
之
Z
也
︒
故
孟
子
因
擧
�
王
︑
夏
桀
而
徵
之
︑
~
知
能
樂
如
�
王
之
與
民
同
︑
則
其
樂
也
在
賢
者
亦
何
爲
而
不
可

哉
︒
反
是
則
喪
_
無
日
矣
︑
雖
欲
樂
之
︑
亦
安
得
而
樂
之
︒
先
生
批
云
︑
詳
味
本
�
︑
恐
無
此
i
︒
推
而
言
之
︑
略
說
則
可
︑
深
說
則
未

當
︒
蓋
如
此
荏
離
︑
走
却
正
i
也
︒

以
上
の
二
A
は
︑
°
行
本
朱
熹
�
集
に
も
見
當
た
ら
ず
︑
ま
た
ほ
か
の
�
獻
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
し
︑
今
人
が
收
集
し
た
集
成
本
や
輯
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佚
本
に
も
收
錄
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
二
A
は
朱
熹
の
佚
�
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
答
許
¦
仲
衍
﹂
に
は
︑
﹁
仁
人
之
心
未
嘗
忘
天
下
之
憂
︑
固
如
此
也(33

)

﹂
と
い
う
一
�
が
あ
り
︑

8
に
ま
た
︑﹁
批
柯
國
材
辨
孟
﹂
に
は
#
の
よ
う
な
�
が
あ
る
︒

『辨
孟
﹄
不
知
何
處
得
︒
仁
¨
時
Z
一
孫
抃
︑
仕
至
樞
密
副
~
︑
參
知
政
事
︑
不
知
É
是
此
人
否
︒
據
溫
公
﹃
記
聞
﹄
說
︑
此
人
淳
厚
無

他
才
︑
以
5
士
高
第
︑
累
官
至
兩
府
︒
今
讀
此
書
氣
象
似
是
︑
)
纸
亦
是
百
十
年
?
物
︒
�
論
雖
無
甚
奇
︑
孟
子
i
亦
正
不
如
此
︑
似
亦

可
以
見
其
淳
質
之
風
︒
不
審
左
右
以
爲
如
何
︒
?
辈
不
可
得
而
見
︑
其
u
物
�
可
寶
︑
豈
必
其
賢
哉
︒

以
上
の
二
A
も
ま
た
°
行
本
朱
熹
�
集
お
よ
び
そ
の
他
の
�
獻
に
は
收
載
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
今
人
の
束
景
南
﹃
朱
熹
佚
�
輯
考
﹄
に
は
す

で
に
E
錄
さ
れ
て
い
る
︒

部
分

な
�
字
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
至
っ
て
は
︑
た
と
え
ば
﹁
答
柯
國
材
﹂
第
二
書(34

)

の
︑﹁
#
爻
卽
一
变
而
陰
陽
Ê
︑
左
下
十
六

卦
之
陽
︑
右
下
十
六
卦
之
陰
︑
上
Ê
于
右
上
之
陰
︑
下
Ê
于
左
上
之
陽
︒
印
﹂
と
い
う
一
節
は
︑
°
行
各
本
す
べ
て
原
�
が
缺
損
し
て
い
て
�

i
が
續
か
な
い
が
︑
し
か
し
な
が
ら
﹃
大
同
集
﹄
で
は
完
�
で
損
佚
が
な
い
︒

°
行
本
の
﹁
同
安
縣
經
¾
閣
上
梁
�(35

)

﹂
で
は
﹁
諸
生
勉
繼
舊

×
×

﹂
の
句
の
二
字
が
缺
損
し
て
い
る
が
︑﹃
大
同
集
﹄
は
そ
の
箇
�
を
﹁
端

操
﹂
と
作
っ
て
お
り
︑
°
行
本
の
缺
損
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒
康
熙
本
は
﹁
王
貢
﹂
の
二
字
を
補
う
が
︑
い
ま
だ
そ
の
根
據
を
見
出
せ
ず
︑

お
そ
ら
く
は
憶
測
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
c
散
郞
致
仕
陳
公
行
狀(36

)

﹂
の
﹁
後
安
人
左
宣
義
郞
致
仕
×
之
女
﹂
は
︑
一
字
缺
損
し
て
い
る
が
︑

﹃
大
同
集
﹄
を
見
る
と
︑
缺
損
し
て
い
る
字
は
﹁
靖
﹂
だ
と
分
か
る
︒﹃
大
同
集
﹄
以
外
に
﹁
靖
﹂
と
す
る
�
獻
は
な
い
︒
﹁
屛
弟
子
員
吿
先
e

�(
37
)

﹂
の
﹁
�
領
弟
子
員
Z
某
某
者
﹂
は
︑
擧
げ
る
の
を
憚
っ
て
原
�
に
は
姓
名
が
缺
け
て
い
る
が
︑﹃
大
同
集
﹄
は
そ
の
姓
名
を
載
せ
︑﹁
卓
雄
︑

林
軒
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
°
行
本
の
缺
損
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
類
の
記
載
は
す
べ
て
た
だ
﹃
大
同
集
﹄
に
の
み
見
出
せ
る
も
の
な
の

で
︑
い
よ
い
よ
珍
重
す
る
に
足
る
︒
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3
︑
訛

の
補
正

た
と
え
ば
﹁
紫
陽
琴
銘(

38
)

﹂
は
︑
﹁
養
君
中
和
之
正
性
︑
禁
爾
忿
欲
之
Í
心
︒
乾
坤
無
言
物
Z
則
︑
我
獨
與
子
鈎
其
深
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑

﹃
大
同
集
﹄
で
は
﹁
君
﹂
を
﹁
吾
﹂
に
作
り
︑﹁
禁
爾
﹂
は
﹁
去
子
﹂
に
作
り
︑﹁
則
﹂
は
﹁
跡
﹂
に
作
る
︒
じ
っ
く
り
詩
の
�
A
を
味
わ
え
ば
︑

す
べ
て
﹃
大
同
集
﹄
に
基
づ
い
て
改
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
理
由
は
以
下
の
°
り
で
あ
る
︒
①
�
A
は
七
言
詩
で
あ
り
︑
銘
�
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
︒
そ
の
上
︑
琴
を
詠
じ
る
語
が
な
い
︒
ま
た
︑
彼
此
二
人
に
關
わ
っ
て
い
る
の
で
︑
A
題
は
﹃
大
同
集
﹄
の
﹁
聽
.
人
弹
琴
﹂
が
正

し
い
︒
そ
う
で
な
い
と
︑﹁
養
君

(吾
)
﹂
︑
﹁
禁
爾

(去
子
)
﹂︑﹁
與
子
﹂
の
語
が
宙
に
Î
い
て
し
ま
う
︒
②
﹁
君
﹂
字
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
︒

も
し
彈
琴
の
.
人
を
指
す
と
す
れ
ば
︑
下
の
句
と
重
復
し
︑
ま
た
聽
く
人
に
言
\
し
な
い
か
ら
︑
�
ら
か
に
﹁
君
﹂
で
は
お
か
し
い
︒
當
然
の

こ
と
な
が
ら
琴
を
指
す
と
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
こ
れ
は
字
形
の
相
似
か
ら
き
た
�
寫
で
あ
る
か
ら
︑
﹁
吾
﹂
字
に
改

め
る
べ
き
で
あ
る
︒
③
﹁
則
﹂
と
﹁
跡
﹂
字
は
°
じ
る
︒﹁
物
Z
則
﹂
は
︑﹃
詩
經
﹄
大
Ï
·烝
民
の
﹁
天
生
烝
民
︑
Z
物
Z
則
︒
民
之
秉
彜
︑

好
是
懿
德
﹂︑﹁
乾
坤
無
言
﹂
は
︑
﹃
論
語
﹄
陽
货
A
の
﹁
子
曰
︑
予
欲
無
言
︒
子
貢
曰
︑
子
如
不
言
︑
則
小
子
何
営
焉
︒
子
曰
︑
天
何
言
哉
︑

四
時
行
焉
︑
百
物
生
焉
︑
天
何
言
哉
﹂
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
細
か
に
比
�
す
れ
ば
︑
も
し
﹁
物
Z
則
﹂
だ
と
︑
﹁
乾
坤
無
言
﹂
と
重
複
し
︑
か

つ
下
句
の
﹁
子
鈎
其
深
﹂
と
と
も
に
形
而
上
の
こ
と
を
言
う
こ
と
に
な
っ
て
取
り
合
わ
せ
が
よ
く
な
く
︑
體
が
あ
っ
て
用
が
な
い
�
い
が
生
じ

る
︒﹁
物
Z
跡
﹂
と
言
え
ば
︑
大
.
と
い
う
も
の
が
決
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
︑
﹁
跡
﹂
に
よ
っ
て
理
を
求
め

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
︒
願
わ
く
ば
貴
君
と
と
も
に
︑
大
千
の
萬
象
世
界
を
°
し
て
そ
の
背
後
の
深
奧
を
探
り
た
い
︑
と
い
う
i
味
に

な
っ
て
︐
詩
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
す
ぐ
れ
た
も
の
に
な
る
︒
④
﹁
禁
爾
﹂
で
も
﹁
去
子
﹂
で
も
°
じ
る
が
︑
し
か
し
?
者
だ
と
あ
ま
り
に

も
無
Ñ
慮
で
︑
門
人
を
諭
す
よ
う
な
口
�
に
な
っ
て
︑
客
を
待
す
る
表
現
で
は
な
く
な
る
か
ら
後
者
の
方
が
よ
い
︒
末
句
で
も
琴
を
鼓
す
人
を

﹁
子
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
が
そ
の
根
據
に
な
る
︒

｢
c
散
郞
致
仕
陳
公
行
狀(

39
)

﹂
の
﹁
Ó
得
致
仕
郞
︑
未
報
疾
革
﹂
の
句
で
は
︑﹁
郞
﹂
の
字
が
�
ら
か
に
�
っ
て
い
る
︒﹃
大
同
集
﹄
は
﹁
事
﹂
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の
字
に
作
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
從
っ
て
改
め
て
こ
そ
︑
下
の
句
に
i
味
が
繫
が
る
︒

4
︑
衣
�
の
參
考
價
値

『大
同
集
﹄
の
中
に
は
大
量
の
衣
�
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
は
參
考
に
す
べ
き
價
値
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
°
行

本
�
集
卷
二
に
は
﹁
題
九
日
山
石
佛
院
亂
峰
軒
二
首
﹂
と
﹁
題
可
老
�
藏
徐
�
叔
畫
卷
二
首
﹂
の
詩
が
收
め
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
大
同
集
﹄
卷

一
で
は
こ
の
二
A
を
合
わ
せ
て
一
A
と
し
︑
題
を
﹁
題
蘧
庵
畫
卷
﹂
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
序
�
に
︑﹁
石
谷
儉
公
は
西
峰
石
佛
院
に
居
し
︑

壁
を
破
り
て
牖
と
爲
し
︑
盡
く
西
南
諸
峰
を
得
た
り
︒
蘧
庵
は
亂
峰
を
以
て
こ
れ
に
名
づ
け
︑
爲
に
四
違
を
赋
す
﹂
と
言
う
︒
兩
者
は
比
�


衣
同
が
大
き
く
︑
參
考
に
$
す
こ
と
が
で
き
る
︒

｢鼓
銘(

40
)

﹂
に
は
﹁
擊
之
鏜
兮
︑
c
旣
暘
兮
︑
巧
趨
蹌
兮
﹂
と
言
う
が
︑
鯵
略
す
ぎ
て
讀
む
者
に
未
完
の
感
覺
を
與
え
る
︒﹃
大
同
集
﹄
で
は
︑

﹁
鼓
之
鏜
兮
︑
c
旣
暘
兮
︑
5
斯
堂
兮
︑
德
Ö
將
兮
︑
思
與
子
偕
臧
兮
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
比
�

行
き
屆
い
て
い
る
︒

｢策
問(

41
)

﹂
第
三
條
の
﹁
6
世
以
學
名
家
﹂
を
列
擧
す
る
と
こ
ろ
は
︑﹁
海
陵
胡
先
生
﹂︑﹁
司
馬
�
正
公
﹂
の
二
家
に
つ
い
て
﹃
大
同
集
﹄
で
は

記
載
が
な
い
︒
こ
こ
か
ら
朱
熹
の
學
×
思
想
の
?
後
の
變
k
を
窺
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
︒

#
に
﹁
高
士
軒
記
﹂
を
比
�
し
て
み
る
︒
以
下
の

(

)
內
が
﹃
大
同
集
﹄
の
衣
�
で
あ
る
︒

同
安
	


廨
皆
老
屋
荏
拄
︑
殆
不
可
居
︒
獨
西
北
隅
一
軒
爲
亢
爽
可
喜

(同
安
	


舍
西
北
隅
Z
屋
數
楹
︑
牆
宇
儼
立
︑
窗
户
亦
亢
爽
︑
大
抵

駅
Ù
可
喜
︑
而
佳
花
美
木
印
列
Ú
於
其
外
)
︑
i
?
人
爲
之
︑
以
待
夫

(こ
の
字
無
し
)

治


書
之
暇
日
而
燕

(宴
)

休
焉
︒
然
視
其
�
以
名
︑
則

若
Z
不
Ä
居
之
之
i
︒
予
以
爲
君
子
當
無
入
而
不
自
得
︑
名
此
非
是

(予
至
︑
處
之
而
宜
︑
獨
視
其
故
名
若
不
與
事
相
符
)
︑
因
8
以
爲
﹁
高
士

軒
﹂︒
而

(こ
の
字
無
し
)

客
或
難
予
曰

(こ
の
字
無
し
)
︑﹁
漢
世
高
士
不
爲
	


者
︑
實
御
¾
屬
︒
漢
官
御
¾
府
典
制
度
�
違
︑
大
夫
位
上

卿
︑
亞
丞
相
︑
	
其


書
者

(こ
の
字
無
し
)

名

(祿
)

秩
亦

(こ
の
字
無
し
)

不
卑
矣
︒
彼
¬
以
爲
浼
己
而
不
·
焉

(彼
¬
不
Ä
爲
之
)
︑
故
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足
以
爲
高
也
︒
今
子
僕
僕
焉
在
塵
埃
之
中
︑
左
右
朱
墨
︑
蒙
犯
菙
楚

(﹁
在
塵
埃
﹂
以
下
は
無
し
)
︑
以
	
縣


於
此
︑
而
以
高
士
名
其
居
︑

不
亦
戾
乎
﹂︒
豫
曰
︑﹁
固
也
是
其
言
也
︑
豈
不
亦

(亦
豈
不
)

曰
士
安
得
獨
自
高
︑
其
不

(こ
の
字
無
し
)

Ý
則
可

(こ
の
字
無
し
)

_
不

(可
)

爲
已
乎
︒
予
於
其
言
蓋
嘗
竊
Z
感
焉
︑
然
亦
未
嘗
不
病
其
言
之
未
盡
也
︒
蓋
謂
士
之
不
Ý
可
無
不
爲
︑
若
古
之
乘
田
委
L
︑
Þ
關

擊
柝
者
焉
可
也

(雖
然
︑
予
Z
衣
焉
︑
曰
︑
不
Ý
而
_
不
可
爲
也
)
︑
謂
士
不
能
獨
自
高
︑
則
若
彼
者
乃
以

(亦
)

未
睹
夫
高
也
︒
夫
士
�
非
Z

i
於
自
高
︑
然
其
�
以
超
然
獨
立
乎
萬
物
之
表
者
︑
亦
豈
Z
待
於
外
而
後
高
耶
︒
知
此
則
知
	
縣


者
雖
甚
卑
︑
果
不
足
以
ß
其
高

(予

聞
古
之
君
子
其
學
.
行
爲
足
以
自
信
而
已
︑
得
喪
豐
悴
無
�
入
於
其
中
︑
惟
其
在
我
者
浩
然
而
無
�
詘
於
彼
︑
則
亦
豈
Z
�
待
而
高
耶
︒
然
則
	


者
雖
甚
卑
︑

何
足
以
ß
其
高
)
︑
而
此
軒
雖
陋
︑
高
士
者
亦
或
Z
時
而
來
也
︒
·
予
不
足
以
當
之
︑
其
Z
待
於
後
之
君
子
云
爾
﹂︒
客
唯
唯
而
�
︑
因
書

之
壁
以
爲
記

(云
(
42
)

)
︒

ま
た
﹁
同
安
縣
喻
學
者
﹂
を
﹃
大
同
集
﹄
と
比
�
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

學
如
不
\
︑
¬
恐
失
之
︑
此
君
子

(之
)

�
以
孜
孜

(孳
孳
)

焉
愛
日
不
倦
而
競
尺
寸
之
陰
也
︒
今
或
聞
諸
生
晨
m
入
學
︑
未
\
日
中

而
各
已
散
去
︑
此

(こ
の
字
無
し
)

豈
愛
日
之
i
也
哉
︒
夫
學
者
�
以
爲
己
︑
而
士
者
或

(亦
)

患

(於
)

貧
賤
︑
勢
不
得
學
︑
與
無
�
於

學
而
已
︒
勢
得
學
︑
印
不
爲
無
�

(
Z
�
)

於
學
︑
而
¬
不
勉
︑
是
亦

(こ
の
字
無
し
)

未
嘗
Z
志
於
學
而
已
矣

(こ
の
字
無
し
)
︒
然
此

(夫
士
不
能
Z
志
於
學
者
)

非
士
之
罪
也
︑
敎
不
素

(之
不
)

�
而
學
不
素
á
也
︒
今
之
世
︑
父
�
以
詔
其
子
︑
兄
�
以
勉
其
弟
︑
師
�
以
敎

其
弟
子

(之
�
以
敎
)
︑
弟
子
之
�
以
學
︑
舍
科
擧
之
業
︑
則
無

(以
)

爲
也
︒
~
古
人
之
學
止
於
如
此
︑
則
凡

(こ
の
字
無
し
)

可
以
得
志

於
科
擧
︑
斯
已
爾
︒
�
以
孜
孜

(孳
孳
)

焉
愛
日
不
倦
︑
以
至
乎
死
而
後
已
者
︑
果
何
爲
而
然
哉
︒
今
之
士
唯
不
知
此
︑
以
爲
苟

(故
其

少
長
相
與
語
曰
)

足
以
應
Z
司
之
求
矣
︑
則

(こ
の
字
無
し
)

無
事
乎
汲
汲
爲
也
︑
是
以
至
於
惰
�
而
不
知
反
︑
终
身
不
能
Z
志
於
學
︒
而

君
子
以
爲

(此
)

非
士
之
罪
也

(こ
の
字
無
し
)
︑
~
敎
素
�
於
上
而
學
素
á
於
下
︑
則
士
者
固
將
Z
以
用
其
力
︑
而
豈
Z
不
勉
之
患
哉
︒

熹

(某
)

是
以
於
諸
君
之
事
︑
不
欲
擧
以
Z
司
之
法
而
姑
以
�

(先
以
)

吿
焉
︒
諸
君
苟
能
致

(こ
の
二
字
無
し
)

思
於
科
擧
之
外
而
知
古
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人

(こ
の
二
字
無
し
)

�
以
爲
學
︑
則
將
Z
欲
罷

(已
)

而
不
能
者
︑
熹

(某
)

�
企
而
â
也
︒
(紹
興
二
十
三
年
十
一
+
十
六
日
某
白

(43
)

)

こ
の
二
�
は
︑
�
字
の
出
入
が
比
�

大
き
い
け
れ
ど
も
︑
し
か
し
行
�
の
大
i
は
�
く
同
じ
で
︑
の
ち
に
修
改
潤
色
が
加
え
ら
れ
た
は
ず

で
あ
る
︒
淳
熙
末
・
紹
熙
初
年
に
は
︑
す
で
に
朱
熹
の
�
集
の
?
後
集
は
印
行
さ
れ
て
お
り

(臺
灣
故
宫
Ç
物
院
藏
)
︑
當
時
朱
熹
は
ま
だ
在
世

し
て
い
た
︒
い
ま
°
行
本
が
收
錄
す
る
�
違
は
︑
當
時
か
ら
搜
集
整
理
さ
れ
︑
そ
の
う
ち
の
相
當
部
分
は
朱
熹
本
人
の
改
定
を
經
た
は
ず
で
あ

る
︒﹃
大
同
集
﹄
は
大
量
の
衣
�
を
保
存
し
て
お
り
︑
ま
さ
に
こ
れ
ら
は
修
正
以
?
の
原
初

な
面
貌
を
傳
え
て
い
る
に
9
い
な
い
︒
こ
れ
ら

は
朱
熹
の
思
想
學
×
を
硏
究
す
る
上
で
疑
い
な
く
重
�
な
參
考
價
値
を
備
え
て
い
る
︒

�
目
に
値
す
る
の
は
︑
こ
の
﹃
大
同
集
﹄
と
淳
熙
・
紹
熙
年
閒
に
出
版
さ
れ
た
﹃
晦
庵
先
生
�
集
﹄
?
後
集
と
の
關
係
で
あ
る
︒﹃
大
同
集
﹄

は
�
字
の
面
で
°
行
本
�
集
と
の
衣
同
が
少
な
く
な
い
が
︑
淳
熙
・
紹
熙
本
と
は
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹁
答
許
順
之
﹂
の

﹁
操
則
存
﹂
條(

44
)

は
︑
先
に
言
\
し
た
よ
う
に
萬
曆
本
の
卷
三
︑
本
�
の
末
尾
に
小
字
で
﹁
舊
集
止
莫
知
其

也
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
淳
熙
・

紹
熙
本
で
は
ま
さ
に
﹁
莫
知
其

也
﹂
で
r
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
答
柯
國
材
﹂
第
二
條(45

)

で
は
︑
°
行
本
が
﹁
邇
來
﹂
に
な
っ
て
い
る
の

を
本
集
で
は
﹁
年
來
﹂
に
︑﹁
蓋
因
陰
陽
﹂
を
﹁
似
因
陰
陽
﹂
に
︑﹁
乾
坤
J
k
﹂
を
﹁
乾
坤
J
物
﹂
に
︑﹁
不
問
義
理
﹂
を
﹁
不
ä
義
理
﹂
に
︑

﹁
事
任
己
知
﹂
を
﹁
專
任
己
私
﹂
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
本
集
は
作
っ
て
い
る
︒﹁
答
許
順
之
﹂
十
九
條(46

)

で
は
﹁
不
�
放
舍
︑
亦
不
须
如
此
﹂
を
本
集
は

﹁
不
�
放
舍
耳
︑
不
須
如
此
﹂
に
作
る
︒
﹁
答
許
順
之
﹂
二
十
六
條(47

)

で
は
﹁
持
己
愛
民
﹂
を
﹁
持
己
愛
人
﹂
に
作
る
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
淳
熙
・

紹
熙
本
と
�
く
同
じ
で
︑﹃
大
同
集
﹄
と
淳
熙
・
紹
熙
本
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
す
べ
て
ま
だ
朱
熹
が
修
正
を
加
え
る
?
の
原
初

な

面
貌
を
殘
し
て
い
る
こ
と
を
證
�
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
二
者
の
閒
に
は
あ
る
種
の
版
本
の
源
液
關
係
が
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
︑
こ
れ

は
8
に
一
步
5
ん
で
硏
究
す
る
價
値
が
あ
る
︒
淳
熙
・
紹
熙
本
は
現
存
す
る
�
古
の
朱
熹
�
集
の
刊
本
で
あ
り
︑
ま
た
朱
熹
在
世
時
に
刊
行
さ

れ
液
布
し
た
刊
本
の
中
で
唯
一
現
在
ま
で
液
傳
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
�
字
と
內
容
は
°
行
本
と
大
き
な
9
い
が
あ
っ
て
︑
そ
の
價
値

は
計
り
知
れ
な
い
︒
宋
人
が
�
集
し
た
﹃
大
同
集
﹄
は
︑
旣
に
�
字
方
面
に
お
い
て
こ
れ
と
高
度
に
一
致
し
︑
朱
熹
�
集
の
校
勘
整
理
と
朱
熹

朱熹『大同集』に關する若干の問題
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を
硏
究
す
る
上
で
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
︑
我
々
は
刮
目
し
て
本
書
を
讀
む
必
�
が
あ
る
︒

五
︑
缺
陷
の
事
例

早
�
朱
熹
�
集
の
﹁
别
本
﹂
と
し
て
の
﹃
大
同
集
﹄
の
	
た
る
價
値
は
︑
す
で
に
上
営
し
た
°
り
で
あ
る
︒
當
然
︑
こ
の
書
に
も
や
は
り
い

く
ら
か
の
不
足
が
存
在
す
る
︒

ま
ず
は
じ
め
に
︑
收
錄
さ
れ
る
�
違
の
體
例
に
嚴
格
さ
を
缺
い
て
い
る
點
を
擧
げ
て
お
き
た
い
︒
?
営
し
た
よ
う
に
︑
陳
利
用
の
原
刻
本
が

收
錄
す
る
�
違
に
は
乾
.
年
閒

(一
一
六
五
～
一
一
七
三
)

の
作
品
も
あ
れ
ば
︑
紹
熙
三
年

(一
一
九
二
)
︑
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)
︑
紹
興
二
十

八
年

(一
一
五
八
)
︑
そ
し
て
淳
熙
十
二
年

(一
一
八
五
)

の
作
品
も
あ
り
︑
作
品
を
書
い
た
時
�
が
朱
熹
の
人
生
の
大
>
を
カ
バ
ー
し
て
お
り
︑

原
本
が
收
錄
し
て
い
た
の
は
朱
熹
が
同
安
	


の
任
に
あ
っ
た
と
き
の
作
品
に
止
ま
ら
ず
︑
さ
ら
に
內
容

に
同
安
と
關
連
す
る
作
品
も
含
ん

で
い
る
︒
內
容

に
同
安
と
關
連
す
る
作
品
を
含
ん
で
い
る
か
ら
に
は
︑
陳
利
用
が
漏
ら
し
た
も
の
も
多
く
︑
だ
か
ら
林
希
元
が
增
補
す
る
必

�
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

林
希
元
は
︑
陳
利
用
が
收
錄
す
べ
き
な
の
に
收
錄
し
て
い
な
い
�
違
を
增
補
し
︑
擴
閏
し
て
十
三
卷
と
し
た
︒
か
く
し
て
同
安
と
關
連
す
る

朱
熹
の
作
品
が
ほ
ぼ
具
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
ま
こ
と
に
林
希
元
の
功
績
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
矯
正
が
度
を
¸
ぎ
︑
原
則
が

一
定
せ
ず
︑
?
営
し
た
よ
う
に
﹁
壽
母
生
c
﹂︑﹁
和
人
�
西
岩
﹂︑﹁
和
張
彥
輔
落
星
寺
之
作
﹂︑﹁
和
彥
輔
�
後
棲
賢
之
作
﹂︑﹁
承
侍
郞
~
君
垂

示
�
與
少
傅
國
公
唱
酬
西
湖
佳
句
#
韻
二
首
﹂
と
い
っ
た
作
品
は
︑
朱
熹
が
同
安
	


の
任
に
あ
っ
た
時
の
作
品
で
は
な
い
し
︑
同
安
の
人
・

事
・
地
と
�
く
關
係
が
な
い
も
の
も
多
數
含
ま
れ
て
お
り
︑
首
を
か
し
げ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
本
書
の
大
き
な
缺
點
で
あ
る
︒
ま
た
同
時
に
︑
小

字
で
﹁
こ
れ
は
�
集
に
據
り
︑
舊
集
に
視く

ら

べ
て
¬
お
詳
し
﹂︑﹁
こ
れ
は
舊
集
と
各
お
の
詳
略
Z
り
︑
今
�
集
を
�
刻
し
︑
舊
集
に
補
入
す
﹂
等
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と
い
っ
た
�
記
が
あ
り
︑
�
集
の
�
違
を
~
っ
て
陳
利
用
の
舊
集
の
�
違
を
變
8
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
朱
熹
の
早
�
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
︑

大
い
に
u
憾
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒

�
す
る
に
︑
陳
利
用
の
u
漏
と
︑
林
希
元
の
無
差
別
な
收
錄
と
は
︑
自
ら
そ
の
體
例
を
亂
す
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
一
定
¥
度
︑
早
�

朱
熹
�
集
の
﹁
別
本
﹂
で
あ
り
︑
か
つ
地
域

な
詩
�
�
集
と
し
て
の
﹃
大
同
集
﹄
の
價
値
を
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

內
容
に
お
け
る
內
容
・
�
字
方
面
に
お
い
て
も
︑
本
書
は
少
な
く
な
い
缺
陷
を
持
っ
て
い
る
︒
試
し
に
い
く
つ
か
の
例
を
擧
げ
て
み
る
︒

卷
一
﹁
試
院
卽
事
﹂
は
︑
°
行
本
と
見
比
べ
る
と
題
�
の
﹁
乙
亥
﹂
を
缺
い
て
い
る
︒﹁
再
至
同
安
寄
民
舍
居
以
示
同
志
﹂
は
︑
°
行
本
と

見
比
べ
る
と
�
末
�
の
﹁
許
生
不
葷
肉
﹂
を
缺
い
て
い
る
︒﹁
從
葉
學
古
乞
蘭
﹂
序
に
﹁
去
歲
葉
學
古
以
花
見
予
︑
旣
以
根
歸
之
︑
因
作
一
首
﹂

と
あ
る
が
︑
°
行
本
が
﹁
去
歲
蒙
學
古
分
惠
蘭
花
︑
淸
賞
旣
歇
︑
復
以
根
叢
歸
之
故
畹
︑
而
學
古
预
Z
今
歲
之
约
︑
6
聞
颇
已
著
花
︑
輒
賦
小

詩
以
Ã
?
®
︑
幸
一
笑
﹂
と
い
う
詳
細
な
題
名
を
附
す
の
に
Ñ
く
\
ば
な
い
︒﹁
日
用
自
警
﹂
は
°
行
本
と
見
比
べ
る
と
A
題
に
﹁
示
¦
父
﹂

の
三
�
字
を
缺
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
重
�
な
o
報
の
脫
漏
で
あ
り
︑
�
ら
か
に
°
行
本
に
\
ば
な
い
︒

�
字
の
缺
落
は
も
っ
と
多
く
︑
た
と
え
ば
卷
七
﹁
答
柯
國
材
﹂︑﹁
批
王
6
思
說
後
﹂︑﹁
答
許
順
之
操
則
存
說
﹂︑﹁
答
子
重
順
之
問
諸
說
﹂
な

ど
は
︑
°
行
本
と
見
比
べ
る
と
ひ
と
し
く
多
く
の
�
字
を
缺
い
て
お
り
︑
あ
る
場
合
に
は
省
略
し
て
い
て
°
行
本
の
完
備
な
る
に
\
ば
な
い
︒

｢答
許
順
之
﹄
二
十
一
條(

48
)

を
例
に
取
れ
ば
︑﹃
大
同
集
﹄
は
﹁
熹
頓
首
︑
祝
弟
歸
︑
承
書
︑
知
來
尤
川
日
Z
á
è
之
樂
︑
甚
慰
︒
信
後
暄
é
︑

伏
惟
德
履
佳
Æ
︒
熹
此
如
昨
︑
但
春
來
弔
喪
問
疾
︑
略
無
少
暇
︒
?
+
末
閒
︑
元
履
印
不
m
疾
︑
Ê
�
凋
落
︑
可
爲
傷
ê
︒
而
歲
+
如
液
︑
悔

吝
日
積
︑
亦
將
無
聞
而
死
︑
爲
可
懼
耳
﹂
と
い
う
大
量
の
�
字
が
缺
落
し
て
い
る
︒
こ
の
缺
落
箇
�
は
︑
こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
正
確
な
年
+

お
よ
び
朱
子
と
諸
友
た
ち
と
の
Ê
�
の
事
跡
を
傳
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
ま
た
當
時
の
朱
熹
の
心
境
も
表
�
さ
れ
て
い
る
︑
極
め
て
重
�
な

$
料
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
類
い
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
︑
本
書
の
一
大
缺
陷
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

詩
�
の
整
理
と
い
う
面
に
つ
い
て
も
︑
ま
た
工
夫
の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
卷
一
﹁
寄
題
金
元
鼎
面
山
亭
﹂
は
︑
°
行
本
で
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は
題
を
﹁
寄
題
金
元
鼎
同
年
長
泰
面
山
亭
﹂
と
し
て
い
て
︑
�
詩
は
﹁
抗
心
塵
境
外
︑
結
宇
臨
秋
山
︒
乘
高
一
騁
â
︑
表
裏
窮
遐
觀
︒
衆
崿
互

攢
列
︑
連
崗
厭
縈
í
︒
陽
崖
î
景
舒
︑
陰
壑
悲
風
�
︒
碧
草
晚
未
凋
︑
林
ð
已
復
丹
︒
仙
人
吳
門
子
︑
歲
晚
當
來
ñ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

一
方
︑﹃
大
同
集
﹄
は
A
題
の
重
�
な
﹁
同
年
長
泰
﹂
の
四
�
字
を
缺
落
す
る
以
外
に
︑﹁
表
裏
窮
遐
觀
﹂
の
句
の
下
に
尙
お
多
く
︑﹁
層
甍
麗

c
暾
︑
高
1
D
晨
關
︒
了
此
棲
息
地
︑
淸
暉
且
怡
然
﹂
と
い
う
四
句
を
�
し
て
い
る
︒
一
見
す
る
と
重
�
な
佚
�
の
よ
う
だ
が
︑
し
か
し
仔
細

に
檢
討
し
て
み
る
と
︑
]
加
の
四
句
が
?
句
と
つ
な
が
ら
な
い
稚
拙
な
蛇
足
で
あ
る
こ
と
に
た
や
す
く
氣
づ
か
さ
れ
る
︒
原
詩
の
﹁
乘
高
一
骋

晚
︑
表
里
窮
遐
觀
﹂
は
︑
以
下
の
﹁
衆
崿
﹂・﹁
連
崗
﹂・﹁
陽
崖
﹂・﹁
陰
壑
﹂・﹁
碧
草
﹂・﹁
林
ð
﹂
と
い
っ
た
景
觀
を
瓜
括
し
︑
そ
し
て
�
後
に
︑

胸
中
の
思
い
が
一
氣
呵
成
に
吐
露
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
大
同
集
﹄
の
よ
う
に
こ
の
四
句
が
]
加
さ
れ
る
と
︑
重
複
し
て
雜
駁
と
な
り
︑
イ

メ
ー
ジ
も
淺
ð
に
な
っ
て
︑
�
氣
が
こ
こ
で
切
斷
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
れ
は
�
ら
か
に
好
事
家
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
︑
す

で
に
﹁
亭
﹂
の
�
字
が
あ
る
の
に
︑
ど
う
し
て
﹁
層
甍
﹂
や
﹁
高
1
﹂
を
持
っ
て
く
る
の
か
︒
一
時

に
山
頂
の
亭
に
至
り
︑
そ
こ
か
ら
眼
下

の
景
觀
を
鳥
瞰
し
て
い
る
の
に
︑
﹁
栖
息
﹂
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
こ
れ
ら
の
四
句
が
原
詩
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
極
め
て
�
瞭
で

あ

り
︑﹃
大

同

集
﹄

の
�
者
は
眞
僞
を
見

�
っ
て
い
る
︒
ほ
か

に
も
�
字
の
訛
�
が

時
々
見
�
け
ら
れ
る

の
で
︑
本
書
を
~
う

と
き
に
は
�
i
が
必

�
で
あ
る
︒
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＊
本
論
�
は
︑
四
川
省
哲
學
社
會
科
學
基
地
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
批
准
番

號
：
sc
1
5
e
0
3
6
)︑
四
川
大
學
中
央
高
校
基
本
科
硏
業
務
費
硏
究
專
項

(プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
批
准
番
號
：
sk
q
y
2
0
1
6
2
7
)﹃
朱
憙
�
集
�
年
詳
�
﹄
硏
究
の
段
階

成
果
の
一
部

で
あ
り
︑
儒
學
�
�
協
働
創
怨
中
心
﹁
儒
學
重
大
基
礎
硏
究
工
¥
﹂
の
重
點
項
目
﹃
朱

憙
�
集
�
年
箋
�
﹄
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

尹
波
・
郭
齊
は
四
川
大
學
古
籍
整
理
硏
究
�
敎
�
︑
白
井
順
は
同
・
副
硏
究
員
︒
三

名
と
も
均
し
く
貴
州
省
の
貴
陽
孔
學
同
入
�
學
者
︒

�(1
)

『四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
卷
一
七
四
﹁
别
集
﹂
類
存
目
︒

(2
)

林
希
元
﹁
重
刊
大
同
集
序
﹂︑﹃
林
#
崖
�
集
﹄
卷
七
︐
乾
隆
十
八
年

(一
七
五

三
)
詒
燕
堂
刻
本
︒

(3
)

孔
公
俊
﹁
朱
�
公
大
同
集
序
﹂︑
都
璋
﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
首
︑
元
刊
本
︒
康

熙
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
十
一
︑
抄
本
︒

(4
)

孔
公
俊
﹁
朱
�
公
大
同
集
序
﹂︑
都
璋
﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
首
︐
元
刊
本
︒

(5
)

康
熙
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
五
・
卷
二
︒

(6
)

康
熙
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
十
一
︑﹁
重
円
大
同
書
院
記
﹂︑
康
熙
刻
本
︒

(7
)

林
希
元
﹁
重
刊
大
同
集
序
﹂
︑﹃
林
#
崖
�
集
﹄
卷
七
︒

(8
)

林
希
元
﹁
重
刊
大
同
集
序
﹂
︑﹃
林
#
崖
�
集
﹄
卷
七
︒

(9
)

林
希
元
﹁
;
學
諭
拙
修
李
先
生
歸
田
序
﹂︑﹃
林
#
崖
�
集
﹄
卷
九
︒

(10
)

林
希
元
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集
原
序
﹂︑
陳
臚
聲
﹃
增
訂
朱
子
大
同
集
﹄
卷
首
︑
乾

隆
二
十
年

(一
七
五
五
)
刻
本
︒

(11
)

康
熙
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
五
︒

(12
)

乾
隆
﹃
江
南
°
志
﹄
卷
一
四
二
︑﹁
景
印
�
淵
閣
四
庫
�
書
﹂︑
臺
灣
商
務
印
書
馆

一
九
八
六
年
版
︐
第
五
一
一
册
︑
第
一
六
三
頁
︒

(13
)

陳
臚
聲
﹃
增
訂
朱
子
大
同
集
﹄
卷
首
に
據
れ
ば
︑
林
希
元
に
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集

原
序
﹂
が
あ
る
と
い
う
が
︑
殘
缺
に
よ
っ
て
見
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

(14
)

c
鮮
﹃
承
政
院
日
記
﹄
正
祖
二
十
三
年
十
一
+
十
七
日
︑
奎
違
閣
藏
抄
本
︒

(15
)

c
鮮
﹃
承
政
院
日
記
﹄
正
祖
二
十
三
年
十
一
+
二
十
七
日
︑
奎
違
閣
藏
抄
本
︒
そ

こ
で
言
う
﹁
無
き
�
の
も
の
﹂
と
い
う
の
は
︑
小
論
の
﹁
四
︑
�
獻
價
値
考
﹂
の

﹁
2
︑
佚
�
補
填
﹂
で
言
う
四
A
の
佚
�
を
指
す
︒

(16
)

乾
隆
﹃
甘
州
府
志
﹄
卷
十
︐
乾
隆
刻
本
︒

(17
)

陳
臚
聲
﹁
增
訂
朱
子
大
同
集
序
﹂︑
﹃
增
訂
朱
子
大
同
集
﹄
卷
首
︒

(18
)

『四
部
叢
刊
﹄
本
﹃
晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︑
元
刊
本
﹃
朱
�
公
大
同

集
﹄
卷
九
で
は
﹁
勸
學
�
﹂
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
︒

(19
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
與
齋
長
喻

學
生
�
﹂
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
︒

(20
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
與
職
事

�
﹂
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
︒

(21
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
五
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
三
で
は
﹁
官
書
序
﹂

と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
︒

(22
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
七
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
二
︒

(23
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
七
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
二
で
は
﹁
丞
相
蘇
公

祠
堂
記
﹂
と
い
う
題
に
な
っ
て
い
る
︒
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(24
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
六
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
十
で
は
﹁
甲
戌
春

祈
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
が
︑
康
煕
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
二
で
も
﹁
甲
戌
春
祈
﹂
に

な
っ
て
い
る
︒

(25
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
六
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
十
で
は
﹁
癸
酉
冬

賽
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
が
︑
康
煕
﹃
同
安
縣
志
﹄
卷
二
で
も
﹁
癸
酉
冬
賽
﹂
と
す

る
︒

(26
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
二
四
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
八
︒

(27
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
·别
集
﹄
卷
八
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
八
︒

(28
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
九
七
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
︒

(29
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
一
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
一
︒

(30
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
一
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
一
︒

(31
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
四
︒

(32
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
五
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
一
︒

(33
)

句
末
に
は
も
と
﹁
漳
泉
汀
三
州
經
界
未
行
︑
許
公
條
究
甚
悉
︑
監
司
郡
守
未
Z
擧

行
者
﹂
三
句
が
附
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
�
書
の
內
容
で
は
な
く
︑
�
ら
か
に

�
者
が
�
獻
敍
営
語
を
竄
入
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
條
究
甚
悉
﹂
云
云
は
︐

あ
る
い
は
朱
子
を
指
し
︑
許
衍
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
康
煕
﹃
同
安
縣
志
﹄

卷
八
﹁
許
衍
傳
﹂
に
も
こ
の
二
句
が
あ
る
︒
許
衍
の
事
跡
に
關
し
て
は
︑﹃
怨
安

�
獻
志
﹄
卷
七
三
︑
金
�
剛
﹃
金
安
節
家
傳
﹄︑﹃
淳
熙
三
山
志
﹄
卷
八
︑﹃
閩
中

金
石
志
﹄
卷
九
︑
弘
治
﹃
八
閩
°
志
﹄
卷
六
七
︑
正
德
﹃
福
州
府
志
﹄
卷
二
○
︑

萬
曆
﹃
泉
州
府
志
﹄
卷
八
︑
卷
一
四
︑﹃
閩
書
﹄
卷
九
○
等
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑

許
衍
︑
字
は
¦
子
︑
同
安
の
人
︑
慷
慨
し
て
議
論
す
る
の
を
好
ん
だ
︒
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)︑
太
學
生
百
餘
人
を
�
い
闕
に
伏
し
て
上
書
し
︑
金
安
節
の
登
用
を

Ó
願
し
た
が
︑
當
時
の
士
論
は
そ
れ
を
是
と
し
た
︒
乾
.
八
年

(一
一
七
二
)︑

上
舍
登
第
を
果
た
す
︒
曾
て
﹃
本
論
﹄
二
十
A
を
上
5
し
て
四
民
の
利
ß
を
営
べ

た
︒
經
界
に
お
け
る
供
銀
攬
戶
の
a
ß
に
つ
い
て
は
︑
人
々
は
み
な
そ
れ
を
實
見

し
て
不
É
と
感
じ
て
い
た
︒
彼
は
そ
の
こ
と
を
﹃
本
論
﹄
で
辨
論
し
︑
ま
た
關
係

部
門
に
赴
い
て
し
ば
し
ば
訴
え
た
︒
淳
熙
十
年

(一
一
八
三
)︑
福
州
敎
�
と
な

り
︑﹃
會
應
¨
記
﹄
を
著
し
た
︒
永
福
縣
を
知
し
︑
縣
學
を
修
復
し
︑
善
政
を
施

し
た
︒
°
�
円
寧
府
に
任
じ
ら
れ
た
が
︑
赴
任
す
る
?
に
q
去
し
︑

賢
と
し
て

祀
ら
れ
た
︒

(34
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
︒

(35
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
五
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
縣
學
經
¾

閣
擧
梁
�
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(36
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
九
七
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
左
c
散
郞

致
仕
陳
公
行
狀
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(37
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
六
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
十
で
は
﹁
屛
斥
弟
子

員
吿
先
e
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(38
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
五
︑﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
一
で
は
﹁
聽
听
.
人

彈
琴
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(39
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
九
七
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
左
c
散
郞

致
仕
陳
公
行
狀
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(40
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
八
五
︐
﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
三
︒

(41
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
五
で
は
﹁
策
問
一
十

二
.
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(42
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
七
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
二
で
は
﹁
	


廳
高

士
軒
記
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(43
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
七
四
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
九
で
は
﹁
勸
學
�
﹂

と
題
さ
れ
て
い
る
︒

(44
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
︒

(45
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
︒

(46
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
︒

(47
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
︒

(48
)

『晦
庵
先
生
朱
�
公
�
集
﹄
卷
三
九
︐﹃
朱
�
公
大
同
集
﹄
卷
七
で
は
﹁
答
子
重
順

之
問
諸
說
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
︒

東 方 學 報
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【
補
記
︼

本
論
�
は
︑
人
�
科
學
硏
究
�
の
共
同
硏
究
班
﹁
東
ア
ジ
ア
の
自
然
學
と
宗
敎
�
k
﹂
(班
長
：
武
田
時
昌
)
の
班
員
で
あ
る
白
井
順

(四
川
大
學
古
籍
硏
究
�
副
硏
究
員
)
が
︑
尹
波

(同
副
�
長
)︑
郭
齊

(同
敎
�
)
と
共
同
で
行
っ
た
硏
究
の
成
果
報
吿
書
で
あ
り
︑
二
〇
一
六
年
九
+
三
日
の
共
同
硏
究
會

(
中
國
6
世
學
×
�
k
國
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
)
に
お
い

て
な
さ
れ
た
尹
波
敎
�
の
特
別
á
演
の
�
布
$
料

(中
�
版
)
に
基
づ
い
て
︑
白
井
順
が
日
本
語
に
�
譯
し
た
も
の
で
あ
る
︒

朱熹『大同集』に關する若干の問題
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