
清
末
の
礼
学
に

つ
い
て

1
劉
師
培
「
逸
礼
考
」
を
め
ぐ
っ
て
ー

末

岡

宏

序
　
論

清
朝

と
い
う
時
代
は
、
そ
の
前
半
は
考
証
学
、
そ
の
後
半
は
公
羊
学
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
清
朝
末
期
は
公

羊
学
が
流
行
し
古
文
経
の
信
葱
性
に
対
し
て
疑
義
が
提
起
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
中
で
逸
礼
を
め
ぐ
る
議
論
を
古

文
派

の
劉
師
培

を
中
心
に
取
り
上
げ
、
劉
師
培
の
礼
学
の
特
徴
と
、
逸
礼
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
を
通
し
て
そ
の
特
徴
を
考
え
て
み

る
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
劉
師
培
（
一
八
八
四
～
一
九
一
九
）
は
清
末
か
ら
民
国
初
に
か
け
て
活
躍
し
た
江
蘇
省
・
揚
州
の
儀
徴
出
身
の
学
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

銭

玄
同
は
、
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
の
序
文
で
、
康
有
為
・
梁
啓
超
・
章
柄
麟
・
厳
復
あ
る
い
は
孫
払
叩
譲
・
王
国
維
・
崔
適
ら
と
並

ん

で
、
清
末
か
ら
民
国
の
初
期
に
か
け
て
の
代
表
的
な
学
者
だ
と
評
し
て
い
る
。

　
ま
た
劉
師
培
は
辛
亥
革
命
期
に
は
、
民
族
主
義
さ
ら
に
は
無
政
府
主
義
者
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
も
、
そ
の
革
命
へ
の
裏
切
り
と

と
も
に
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
劉
師
培
に
つ
い
て
、
政
治
思
想
特
に
無
政
府
主
義
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
が
、
そ
の
伝
統
学
術



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

の
分
野
に

つ
い
て

の

研
究
は

余
り
多
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
経
学
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
場
合
も
、
春
秋
学
を
政
治
思
想
と
の

関
わ
り
か
ら
論
じ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
劉
師
培
は
業
績
の
ほ
と
ん
ど
を
経
学
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
学
術
の
分
野
で
発

表

し
て
お
り
、
当
時
の
第
　
級
の
経
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
辛
亥
革
命
後
北
京
大
学
学
長
の
察
元
培
が
革
命
へ
の
裏
切
り
と
い

う
過
去
の
い
き
さ
つ
を
捨
て
て
劉
師
培
を
北
京
大
学
の
教
官
に
招
い
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
本
論
は
、
劉
師
培
の
経
学
に
見
ら

れ

る
思
想
を
伝
統
学
術
の
流
れ
の
中
で
考
え
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
劉
師
培
の
学
問
は
そ
の
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
曽
祖
父
劉
文
洪
以
来
、
硫
松
、
寿
曾
と
続
い
た
、
経
学
特
に
左
氏
伝

を
中
心
と
す
る
劉
氏
の
家
学
を
引
き
継
い
で
お
り
、
そ
の
著
作
『
春
秋
左
伝
旧
注
疏
証
』
の
原
稿
も
劉
師
培
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

こ

の

こ
と
を
張
舜
徽
氏
は
『
清
代
揚
州
学
記
』
の
中
で
、
「
揚
州
学
派
の
殿
軍
」
と
王
念
孫
・
王
引
之
以
来
の
揚
州
学
派
の
伝
統
を

継

ぐ
も
の
だ
と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
劉
師
培
は
清
代
の
考
証
学
の
系
譜
を
引
い
た
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
辛
亥
革
命
を
挟
ん
だ

転
換

期
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
か
を
見
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
清
代
の
学
者
よ
り
も
鮮
明
に
考
証
学
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ

の

劉
師
培
の
経
学
の
中
心
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
家
学
と
し
て
ま
た
古
文
学
と
し
て
の
春
秋
学
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
経
学

の

も
う
一
つ
の
大
き
な
柱
で
あ
る
礼
学
に
つ
い
て
、
春
秋
学
の
中
心
を
成
す
褒
疑
の
基
準
の
「
例
」
は
、
礼
の
規
定
に
従
う
と
い
う

よ
う
に
、
礼
学
も
ま
た
春
秋
学
と
相
い
表
裏
す
る
関
係
に
あ
る
重
要
な
も
の
と
劉
師
培
自
身
認
識
し
て
い
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
劉
師
培
の
著
作
は
、
現
在
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
中
の
礼
に
関
す
る
著

作
は

「
礼
経

旧
説
」
・
「
逸
礼
考
」
・
「
西
漢
周
官
師
説
考
」
・
「
周
礼
古
注
集
疏
」
の
四
種
で
あ
る
が
こ
れ
ら
は
す
べ
て
劉
師
培
晩
年
の

著
作
で
あ
る
。
陳
鍾
凡
の
「
周
礼
古
注
集
疏
」
の
蹟
に
「
（
劉
師
培
）
鍾
凡
に
謂
ひ
て
日
く
、
余
平
生
の
述
造
数
百
巻
慮
る
無
し
。
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ま
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら
か

清
末
雇
に

旅

し
、
国
粋
学
報
の
為
に
藁
を
撰
し
、
意
に
率
せ
て
文
説
を
為
す
も
、
未
だ
螢
な
ら
ざ
る
こ
と
多
し
。
民
元
以
還
、
西
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

か
た

成
都
に

入

り
、
北
の
か
た
北
平
に
届
く
。
至
る
所
に
国
学
を
任
教
し
講
藁
を
纂
輯
す
る
の
外
、
精
力
華
む
る
所
、
宴
に
三
礼
に

在

り
。
既
に
広
く
両
漢
経
師
の
説
を
徴
し
、
『
礼
経
旧
説
考
略
』
四
巻
を
成
す
。
又
五
経
昇
誼
（
異
義
）
引
く
所
の
古
周
礼
説
・
古

左
氏

春
秋
説
及
び

先
鄭
杜
子
春
諸
家
の
注
を
引
き
て
、
『
周
礼
古
注
集
疏
』
四
十
巻
を
為
る
。
堪
だ
信
心
の
作
と
称
す
。
嘗
て
浄
本

　
う
つ

を
邊
写
し
て
季
剛
（
黄
侃
）
に
交
し
、
序
を
製
し
、
梓
す
る
を
待
つ
。
世
に
論
定
有
れ
ば
、
予
の
書
斯
の
嗜
矢
な
ら
ん
。
」
と
あ
り
、

劉
師
培
は
そ

の
晩
年
三
礼

の
研
究
に

意
を
注
い
で
い
た
事
が
わ
か
る
。
そ
の
内
「
礼
経
旧
説
」
は
漢
の
経
師
の
説
を
集
め
た
も
の
、

「
周
礼
古
注
集
疏
」
は
周
礼
の
漢
代
の
注
を
集
め
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
劉
師
培
が
そ
の
晩
年
力
を
入
れ
て
い
た
著
作
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

種
々

の

事

情
に
よ
り
現
在
完
成
稿
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
残
る
、
「
逸
礼
考
」
・
「
西
漢
周
官
師
説
考
」
は
、
大
部
の
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら
ザ

な
い
が
全
体
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
劉
師
培
独
自
の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
逸
礼
を
め
ぐ
っ
て
は
清
代
末
期
の
今
古

文

論
争
の

中
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
「
逸
礼
考
」
を
通
し
て
劉
師
培
の
礼
学
の
特
徴
を
考
え
、
併
せ
て
、
清
末

の
逸
礼

を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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逸
礼

を
め
ぐ
っ
て

　
さ
て
「
逸
礼
考
」
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
逸
礼
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
と
思
う
。
ま
ず
、
逸
礼
と
は
『
漢
書
』
芸
文
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

に

「
礼
古
経
五
十
六

巻
、
経
十
七
篇
」
と
あ
る
も
の
で
、
前
漢
中
期
に
魯
の
孔
子
宅
の
壁
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
壁
中

の
古
文
経
の

一
つ
で

あ
る
。
こ
の
礼
古
経
の
う
ち
、
十
七
篇
は
現
在
の
『
儀
礼
』
（
高
堂
生
の
伝
え
た
今
文
礼
）
と
一
致
し
て
い
た



と
あ
り
、
そ
の
礼
古
経
五
十
六
篇
全
体
を
呼
ぶ
と
き
に
は
礼
古
経
と
呼
び
、
現
在
の
『
儀
礼
』
以
外
の
部
分
は
そ
の
後
散
逸
し
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

ま
っ
た
の
で
逸
礼
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
逸
礼
と
い
う
単
行
の
書
物
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
そ

の

逸
礼
は
、
『
階
書
』
経
籍
志
の
時
に
は
失
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
宋
の
王
応
麟
・
元
の
呉
澄
ら
に
よ
っ
て
輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

侠
の
作

業
が
な
さ
れ
た
が
、
清
の
郡
懸
辰
が
『
礼
経
通
論
』
の
中
の
「
論
逸
礼
三
十
九
篇
不
足
信
」
で
逸
礼
に
つ
い
て
の
資
料
が
劉

散

の
偽
作

あ
る
い
は
捏
造
で
あ
っ
て
、
礼
経
と
は
現
在
の
『
儀
礼
』
十
七
篇
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
以
来
、
逸
礼
が
劉
散
の

偽
作
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
部
蕎
辰
の
『
礼
経
通
論
』
は
、
梁
啓
超
が
『
清
代
学
術
概
論
』
で
「
郡
（
酪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

辰
）
出
で
て
よ
り
逸
礼
の
真
偽
問
題
と
成
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
清
末
の
公
羊
学
の
流
行
の
中
で
古
文
否
定
と
し
て
注
目
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
劉
師
培
の
「
逸
礼
考
」
も
、
実
際
に
本
文
中
で
は
直
接
書
名
は
出
さ
な
い
も
の
の
、
こ
の
郡
酪
辰
の
議
論
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
劉
師
培
の
逸
礼
考
の
構
成
に
従
い
つ
つ
郡
蕗
辰
の
説
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
こ

う
思
う
。
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二
　
逸

礼
成
立
に
関
す
る
諸
問
題

　
さ
て
、
劉
師
培
の
「
逸
礼
考
」
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
逸
礼
の
文
献
的
な
信
懸
性
に
関
す
る
議
論
、
逸
礼
の
逸
文
と
そ
の
考
証
、

従
来

逸
礼
と
さ
れ
て
い
た
が
実
際
に
は
逸
礼
で
は
な
い
部
分
の
判
定
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
も
こ
の
構
成
に
従
っ

て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
逸
礼
あ
る
い
は
礼
古
経
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
資
料
は
先
に
挙
げ
た
『
漢
書
』
芸
文
志
の
他
、
『
漢
書
』
劉
歌
伝
・
河
間



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

献
王

伝
・
儒
林
伝
、
鄭
玄
の
『
六
芸
論
』
、
『
論
衡
』
侠
文
篇
・
正
説
篇
、
『
経
典
釈
文
序
録
』
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
全
く

同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
互
い
に
矛
盾
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
例

え
ば
、
周
予
同
は
『
幕
経
概
論
』
で
、
一
、
孔
壁
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
す
る
も
の
（
劉
散
「
移
譲
太
常
博
士
書
」
の
説
）
。
二
、

魯
滝

中
と
孔
壁
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
す
る
も
の
（
『
漢
書
』
芸
文
志
）
。
三
、
孔
壁
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
が
河
間
献
王
に
よ
っ
て
献

じ
ら
れ
た
と
す
る
も
の
（
鄭
玄
『
六
芸
論
』
）
。
四
、
魯
掩
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
が
河
間
献
王
に
よ
っ
て
献
じ
ら
れ
た
と
す
る
も

の

（『
惰
書
』
経
籍
志
）
。
五
、
河
内
の
老
屋
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
す
る
も
の
（
『
論
衡
』
正
説
篇
）
。
と
五
つ
の
説
を
挙
げ
て
い
る
。

逸
礼
が

発
見

さ
れ
た
場
所
を
魯
の
掩
中
と
す
る
も
の
と
、
孔
壁
と
す
る
も
の
。
ま
た
河
間
献
王
の
手
を
経
て
い
る
か
ど
う
か
、
さ
ら

に

全

く
別
の
由
来
と
す
る
『
論
衡
』
正
説
篇
の
よ
う
な
説
ま
で
出
て
く
る
。
こ
の
逸
礼
の
出
所
に
関
す
る
記
事
の
不
統
一
は
、
逸
礼

と
同
時
に
発
見
さ
れ
た
古
文
尚
書
の
信
愚
性
へ
の
疑
い
と
相
い
侯
っ
て
、
郡
酪
辰
に
よ
っ
て
劉
歓
の
偽
作
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
え

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
劉
師
培
は
「
衆
説
を
綜
繹
す
る
に
均
し
く
以
ら
く
逸
礼
は
孔
壁
よ
り
得
と
、
散
説
と
符
す
。
」

と
劉
散
の
「
移
譲
太
常
博
士
書
」
の
記
事
に
依
っ
て
、
逸
礼
は
孔
壁
か
ら
出
て
き
た
も
の
が
孔
安
国
を
経
て
秘
府
に
所
蔵
さ
れ
た
も

の
で

あ
り
、
そ
れ
が
劉
散
の
手
に
よ
っ
て
再
び
世
に
出
た
も
の
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
滝
中
由
来
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
「
掩
中

よ
り
出
つ
る
と
は
、
或
い
は
滝
中
得
る
所
孔
壁
の
篇
巻
と
同
じ
に
係
ら
ん
」
と
、
孔
壁
由
来
の
テ
キ
ス
ト
と
篇
（
巻
）
が
同
じ
で
あ

っ

た

の
だ

ろ
う
と
推
測
し
、
ま
た
河
間
献
王
の
献
上
し
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
「
河
間
得
る
所
の
経
伝
記
（
前
文
に
言
う
周
官

・

尚
書
・
礼
・
礼
記
・
孟
子
・
老
子
の
属
）
の
外
、
兼
ね
て
礼
古
経
有
る
に
似
る
。
」
と
、
ど
ち
ら
の
テ
キ
ス
ト
も
否
定
す
る
の
で
は

な
い
。
さ
ら
に
『
漢
書
』
王
葬
伝
の
記
事
か
ら
、
「
東
漢
の
時
、
古
経
の
民
間
に
行
わ
る
る
者
、
蓋
し
一
本
に
非
ず
」
と
最
終
的
に

秘
府
に

蔵

さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
民
間
に
伝
わ
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
劉
師
培
が
「
是
れ
則
ち
古
経
の
篇
目
、
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当
に
班
書
に
拠
る
べ
く
、
逸
礼
の
源
流
は
、
当
に
劉
説
を
宗
と
す
べ
し
。
」
と
言
う
の
は
、
劉
歌
の
後
、
後
漢
に
至
っ
て
通
行
す
る

よ
う
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
孔
壁
由
来
で
秘
府
に
蔵
さ
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外

の
異
本
が

存
在
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
古
文
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
複
数
の
起
源
を
認
め
る
点
は
春
秋
に
関
し
て
も
見
ら
れ
る
劉
師
培
の
経
学
の
特
徴
の
一
つ
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
劉
師
培
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
前
漢
の
経
学
の
世
界
で
は
、
今
文
・
古
文
を
含
め
て
各
種
の
テ
キ
ス
ト
が
並
存
し
て
い
る

世

界
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
清
末
の
今
文
派
の
主
張
す
る

よ
う
に
劉
散
が
経
を
偽
作
し
て
い
る
ー
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
一
種
類
の
テ
キ
ス
ト
し
か
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
ー
は
ず
が
な

い
の

で
あ
る
。

　

次
に
劉
師
培
は
、
鄭
玄
が
古
文
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
礼
の
テ
キ
ス
ト
を
校
訂
し
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
ま
ず
、
『
後
漢
書
』
儒

林
伝
、
『
惰
書
』
経
籍
志
、
『
経
典
釈
文
序
録
』
で
述
べ
ら
れ
る
、
鄭
玄
は
も
と
小
戴
礼
を
治
め
た
が
、
後
に
古
礼
経
を
用
い
て
（
小

戴
礼
の

今
文
経
を
）
校
訂
し
、
（
今
文
・
古
文
双
方
の
）
義
の
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の
を
と
っ
て
注
を
作
っ
た
と
い
う
記
事
を
引
く
。

そ

し
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
『
礼
記
』
郷
飲
酒
礼
の
鄭
注
の
「
古
文
礼
僕
　
皆
な
遵
に
作
る
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に
「
鄭
玄

　
礼
十
七
篇
に

注
す

る
を
観
る
に
、
今
古
文
二
本
を
参
用
す
。
今
文
に
従
う
者
は
、
則
ち
今
文
経
に
在
り
、
古
文
注
に
出
だ
し
、
古

文
に

従

う
者
は
、
則
ち
古
文
経
に
在
り
、
今
文
注
に
出
だ
す
。
」
と
、
三
礼
注
の
「
古
文
日
某
」
あ
る
い
は
「
今
文
日
某
」
と
い
う

の

も
ま
た
、
郷
飲
酒
礼
の
注
と
同
じ
く
鄭
玄
が
古
文
を
見
て
い
た
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
異
同
を
示
し
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

鄭
玄

の
三
礼
注

の
古

文
・
今
文
の
記
事
を
古
文
礼
の
存
在
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
も
と
は
買
公
彦
が
『
儀
礼
』
士
冠
礼
の
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で

述
べ
て
い
る
説
で
あ
り
、
章
柄
麟
も
『
国
学
略
説
』
の
中
で
同
様
の
説
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
劉
師
培
は
郷
飲
酒
礼
注
の
「
古
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文

礼
」
と
あ
る
記
事
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鄭
玄
が
古
文
礼
を
見
た
こ
と
の
信
愚
性
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た

だ

し
、
以
上
に
挙
げ
た
鄭
玄
注
の
古
文
の
記
事
だ
け
で
は
、
劉
散
が
逸
礼
を
偽
作
し
た
と
考
え
る
も
の
に
と
つ
て
は
、
鄭
玄
が

劉
歌

の

手

の

入
っ

た

テ
キ

ス

ト
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
劉
師
培
は
さ
ら
に
鄭
玄
注
を
検
討
し
て
、
「
古
文

某
或
い
は
某
に
作
る
」
と
あ
る
の
は
古
文
の
別
本
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
説
文
』
に
引
く
『
儀
礼
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、

鄭

玄
の
テ
キ
ス
ト
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
引
い
て
、
古
文
の
テ
キ
ス
ト
に
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
劉
散
逸
礼
偽
作
説
に
対
す
る
反
証
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
「
康
成
こ
れ
が
注
を
為
ら
ざ
る
は
、
十
六
篇
偽
古
文
（
尚
）
書
と
同
じ
く
、
大
抵
は
禿
屑
叢
残
、
理
要
に
関
わ
る
無
け
れ
ば

な

り
」
と
部
慾
辰
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
礼
に
注
し
た
鄭
玄
が
逸
礼
に
注
を
施
し
て
い
な
い
点
は
、
逸
礼
の
実
在
を
疑
う
根
拠
の

一
つ
で

あ
る
。
こ
の
点
に
対
し
て
劉
師
培
は
明
確
に
反
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
其
（
古
文
礼
）
の
説
昌
ん
な
ら
ず
」
「
逸

礼
三

十
九
篇
は
則
ち
古
文
の
経
師
注
を
作
ら
ざ
る
は
、
計
る
に
そ
の
散
亡
は
蓋
し
東
晋
以
前
に
在
れ
ば
な
り
」
と
、
鄭
玄
に
先
行
す

る
注
が
な
か
っ
た
こ
と
で
鄭
玄
が
注
を
作
ら
ず
、
ま
た
鄭
玄
以
降
か
な
り
早
い
時
期
、
少
な
く
と
も
東
晋
以
前
に
逸
礼
が
失
わ
れ
た

た
め
に
（
『
左
伝
』
の
様
に
）
六
朝
時
代
の
逸
礼
の
注
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
唐
初
に
は
ま
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

逸
礼
が

存
在

し
て
い
た
と
す
る
当
時
の
通
説
と
は
異
な
る
。
劉
師
培
は
逸
礼
の
散
逸
の
時
期
の
推
測
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
逸
礼
の

注
が

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
に
論
拠
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
唐
初
の
疏
家
の
逸
礼
の
文
は
そ
の
ほ
と
ん
ど

が

鄭
注
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
六
朝
に
「
逸
礼
」
と
称
さ
れ
な
が
ら
古
文
礼
と
は
関
係
が
な
い
文
が
出
て
く
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
、

劉
師
培
の

「
逸
礼
考
」
の
骨
格
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
逸
礼
は
『
惰
書
』
経
籍
志
に
は
そ
の
書
が
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
書
物
と
し
て
は
亡
侠
し
て
し
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（
1
6
）

ま
っ
た
が
、
宋
に
な
っ
て
朱
子
が
逸
礼
の
散
逸
を
惜
し
ん
だ
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
宋
の
王
応
麟
の
『
困
学
紀
聞
』
『
漢
藝
文
志
孜

証
』
『
玉
海
』
、
元
の
呉
澄
の
『
儀
礼
逸
経
伝
』
に
よ
っ
て
逸
礼
の
輯
侠
作
業
が
な
さ
れ
る
。
郡
諮
辰
の
『
礼
経
通
論
』
は
、
こ
の
二

人
殊
に

呉
澄

を
直
接
の
批
判
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
劉
師
培
は
、
「
宋
元
の
際
、
王
応
麟
・
呉
澄
の
如
き
均

し
く
曾
て
略
事
孜
輯
す
。
惟
ふ
に
采
る
所
未
だ
備
わ
ら
ず
、
今
侠
乱
の
篇
名
を
挙
げ
、
確
か
に
考
徴
す
可
き
者
の
條
列
左
の
如
し
。
」

と
王
応
麟
・
呉
澄
の
名
を
挙
げ
て
、
そ
の
輯
供
作
業
が
不
充
分
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
補
正
す
る
の
だ
と
「
逸
礼
考
」
の
著
作
の
目
的

を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

三

古
文

礼
の
逸
文

　
次
に
劉
師
培
の
逸
礼
の
輯
侠
作
業
を
、
王
応
麟
と
呉
澄
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
劉
師
培
が
逸
礼
に

は

ど
の
よ
う
な
篇
が
あ
っ
た
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
王
応
麟
・
呉
澄
・
劉
師
培
が
逸
礼
の
篇
目
と
し
て
挙
げ
る

も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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王
応
麟
　
　
『
困
学
紀
聞
』
（
巻
五
　
儀
礼
）
に
引
く
篇
目

　
　
天
子
巡
狩
礼
　
朝
貢
礼
　
王
居
明
堂
礼
　
丞
…
嘗
礼
　
朝
事
儀
　
学
礼
　
古
大
明
堂
礼

　
　
『
漢
芸
文
志
放
証
』
（
巻
二
礼
礼
古
経
五
十
六
巻
）
に
引
く
篇
名

　
　
学
礼

　
天
子
巡
狩
礼
　
朝
貢
礼
　
朝
事
儀
　
丞
…
嘗
礼
　
中
書
礼
　
王
居
明
堂
礼
　
古
大
明
堂
礼

（
昭
穆
篇
・
本
命
篇
）
　
鴨
礼



志
　
奔
喪
　
投
壷
　
遷
廟
　
貴
廟
　
曲
礼
　
少
儀
　
内
則
　
弟
子
職

『
玉
海
』
（
巻
三
十
九
　
漢
逸
礼
）
に
引
く
篇
名

締
干
太
廟
礼

　
礼
記
保
博
篇
　
古
大
明
堂
礼
　
王
居
明
堂
礼
　
大
学
志
　
昭
穆
篇
　
月
令
記
　
礼
記
瑞
命
篇
　
侠
礼
王
度
記

呉
澄
　
　
『
儀
礼
逸
経
伝
』

　
　
投
壷
礼
　
奔
喪
礼

公
冠
礼

　
諸
侯
遷
廟
礼
　
諸
侯
寡
廟
礼
　
中
書
礼
　
締
子
太
廟
礼
　
王
居
明
堂
礼
（
古
大
明
堂
礼
）

劉
師
培
　
　
「
逸
礼
考
」

　
　
朝

貢
礼
　
天
子
巡
狩
礼

丞…

嘗
礼
　
中
書
礼
　
魯
郊
礼
　
締
干
太
廟
礼
　
奔
喪
礼
　
投
壷
礼
　
王
居
明
堂
礼
　
軍
礼

　
王
応
麟

は
、
『
困
学
紀
聞
』
『
漢
芸
文
志
孜
証
』
『
玉
海
』
で
逸
礼
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
篇
名
と
そ
れ
が
見
ら
れ
る

典
籍

と
を
挙
げ
た
だ
け
で
あ
り
、
三
書
の
間
で
も
そ
の
逸
礼
と
す
る
も
の
の
出
入
り
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
、
『
礼
記
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

侠
文

と
考
え
た
方
が
よ
い
も
の
（
逸
記
）
も
含
ま
れ
て
お
り
、
充
分
に
整
理
で
き
て
い
な
い
雑
駁
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
呉
澄
の
『
儀
礼
逸
経
伝
』
は
、
王
応
麟
の
挙
げ
た
諸
篇
の
う
ち
、
投
壷
礼
・
奔
喪
礼
の
二
篇
は
『
礼
記
』
の
、
公
冠
礼
・
諸

侯
遷
廟

礼
・
諸
侯
雰
廟
礼
の
三
篇
は
『
大
戴
礼
』
の
篇
を
引
き
、
さ
ら
に
王
応
麟
が
挙
げ
た
諸
篇
の
う
ち
中
雷
礼
・
締
干
太
廟
礼
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

王
居

明
堂
礼
の
三
篇
を
選
ん
で
「
其
の
三
　
之
を
鄭
氏
註
よ
り
取
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
三
礼
の
鄭
注
か
ら
輯
め
て
い
る
。
こ
れ
は

そ

の
書

名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
古
礼
経
の
侠
文
だ
け
を
輯
め
よ
う
と
す
る
判
断
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
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劉
師
培
が

「
逸
礼
考
」
で
と
り
あ
げ
る
十
篇
は
、
『
儀
礼
逸
経
伝
』
か
ら
公
冠
礼
・
諸
侯
遷
廟
礼
・
諸
侯
貴
廟
礼
の
『
大
戴
礼
』

の
三
篇

を
外
し
、
王
応
麟
の
挙
げ
た
諸
篇
の
中
か
ら
朝
貢
礼
・
天
子
巡
狩
礼
・
蒸
嘗
礼
・
魯
郊
礼
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
軍
礼
を
付

け
加
え
て
い
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
か
ら
見
て
も
、
「
逸
礼
考
」
は
王
応
麟
・
呉
澄
の
輯
侠
の
不
備
を
単
純
に
補
っ

た

も
の
で
は
な
く
、
劉
師
培
自
身
が
独
自
の
基
準
を
も
っ
て
輯
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
ど
う
い
う
理
由
で
逸

礼
の
篇

と
考
え
た
か
に
つ
い
て
、
劉
師
培
は
各
篇
の
後
に
案
語
を
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
で
劉
師
培
の
考
え
を
知
る
こ
と

が

で
き
る
。

　
ま
ず
『
儀
礼
逸
経
伝
』
と
同
じ
く
す
る
五
篇
を
見
て
み
よ
う
。
先
ず
、
奔
喪
・
投
壷
の
二
篇
は
、
と
も
に
孔
穎
達
の
疏
が
引
く
鄭

玄

の

『
三
礼

目
録
』
に
「
実
は
逸
曲
礼
の
正
篇
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
篇
は
逸
礼
が
『
礼
記
』
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の

で

あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
劉
師
培
は
『
三
礼
目
録
』
を
引
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
点
を
注
意
す
る
。
奔
喪
で
は
、
鄭
注
に
「
逸

奔
喪
礼
」
と
あ
る
四
条
を
挙
げ
「
其
文
字
同
じ
か
ら
ざ
る
四
條
、
鄭
奔
喪
記
の
注
に
於
い
て
、
備
え
て
其
の
異
を
著
わ
す
。
明
ら
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
シ
と

し
此
の
四
を
舎
つ
れ
ば
則
わ
ち
外
は
両
文
悉
ご
と
く
同
じ
。
」
と
、
こ
の
四
条
は
鄭
玄
の
見
た
逸
礼
の
奔
喪
礼
と
『
礼
記
』
の
奔
喪

篇

と
が
異
な
る
も
の
で
、
こ
れ
以
外
は
、
す
べ
て
逸
礼
（
古
文
礼
）
と
『
礼
記
』
は
同
じ
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
鄭
玄
は
古
文
礼
・
今
文
礼
を
比
較
し
な
が
ら
注
を
作
っ
た
と
い
う
説
を
補
強
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
　
更

に

投
壷
礼
に

つ
い
て

は
、
ま
ず
『
大
戴
礼
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
文
の
投
壷
篇
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
惟
う
に
小
戴
の
此
の

篇
逸
経
有
り
、
記
有
る
に
似
た
り
。
」
と
現
在
の
投
壷
篇
に
は
経
だ
け
で
は
な
く
そ
の
記
を
含
ん
で
お
り
、
記
は
弓
・
壷
の
説
明
が

終
わ

っ

た

後
の
『
大
戴
礼
』
の
「
魯
令
弟
子
」
以
下
の
部
分
、
ま
た
『
礼
記
』
の
「
弓
既
平
張
」
以
下
の
部
分
で
あ
ろ
う
と
推
測
す

　
（
1
9
）

る
。
こ
の
二
篇
に
関
し
て
は
鄭
玄
『
三
礼
目
録
』
の
「
逸
曲
礼
」
の
記
事
に
依
り
な
が
ら
も
内
容
を
綿
密
に
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
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わ

か
る
。

　
次

に
、
中
雷
礼
・
締
干
太
廟
礼
・
王
居
明
堂
礼
の
三
篇
だ
が
、
『
儀
礼
逸
経
伝
』
に
あ
る
も
の
に
、
数
条
追
加
さ
れ
て
い
る
。
劉

師
培
が

新
た

に
加
え
た
条
を
見
て
み
る
と
、
中
書
礼
（
全
八
条
）
で
は
『
周
礼
』
注
か
ら
一
条
・
『
公
羊
伝
』
徐
疏
か
ら
一
条
・
『
周

礼
』
責
疏
か
ら
二
条
（
う
ち
重
複
一
条
）
、
『
毛
詩
』
孔
疏
か
ら
一
条
（
重
複
）
で
あ
る
。
締
干
太
廟
礼
（
全
四
条
）
は
王
粛
『
聖
証

論
』
（
『
礼
記
』
孔
疏
所
引
）
・
『
通
典
』
・
『
魏
書
』
礼
志
か
ら
各
一
条
で
あ
る
。
王
居
明
堂
礼
は
『
礼
記
』
礼
器
篇
・
察
　
邑
『
明
堂
論
』

か

ら
各
一
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
呉
澄
の
輯
侠
が
、
ほ
ぼ
中
雷
礼
・
王
居
明
堂
礼
は
『
礼
記
』
月
令
の
鄭
注
か
ら
、
締
干
太
廟
礼
は
『
儀

礼
』
の
鄭
注
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
疏
に
引
か
れ
る
逸
書
を
中
心
と
し
て
よ
り
広
い
範
囲
か
ら
輯
侠
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か

る
。
特
に
、
中
雷
礼
に
関
し
て
、
『
周
礼
』
司
巫
の
鄭
注
が
「
中
書
礼
日
」
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
の
は
鄭
玄
が

実

際
に
逸
礼
（
古
文
礼
経
）
を
見
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

ま
た
上
記
三
篇
の
中
の
王
居
明
堂
礼
は
、
郡
鎌
辰
が
「
月
令
注
及
び
皇
覧
引
く
王
居
明
堂
の
数
條
、
皆
な
尚
書
大
伝
第
三
巻
洪
範

五
行
伝
の

中
に
在
り
」
と
、
『
尚
書
大
傳
』
洪
範
五
行
伝
か
ら
の
盗
用
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
洪
範
五
行
伝
と
王

居

明
堂
礼
の
関
係
に
つ
い
て
、
劉
師
培
は
明
確
に
反
論
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
王
居
明
堂
礼
と
し
て
取
り
上
げ
『
儀
礼
逸
経
伝
』

で

引
く
月
令
鄭
注
の
九
条
の
う
ち
三
条
は
洪
範
五
行
伝
と
重
複
し
て
お
ら
ず
、
王
居
明
堂
礼
が
洪
範
五
行
伝
か
ら
の
盗
用
で
あ
る
と

は

言

え
ま
い
し
、
洪
範
五
行
伝
を
見
た
は
ず
の
鄭
玄
が
王
居
明
堂
礼
と
し
て
引
く
以
上
、
間
違
い
な
く
逸
礼
の
篇
名
で
あ
る
と
考
え

た

の

で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
案
語
で
、
「
又
案
ず
る
に
王
居
明
堂
礼
、
鄭
引
く
所
の
数
則
に
拠
れ
ば
、
均
し
く
月
令
と
相
い
表
裏
す
。

故
に

詩
霊

台
疏
引
く
哀
準
の
正
論
日
く
、
古
王
居
明
堂
の
礼
有
り
、
月
令
は
則
ち
其
の
序
な
り
、
と
。
」
と
、
王
居
明
堂
礼
は
月
令

と
相
互
に
緊
密
な
関
係
を
持
っ
た
も
の
で
、
む
し
ろ
月
令
が
王
居
明
堂
礼
の
記
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
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劉
師
培
に
は
「
明
堂
月
令
即
周
書
月
令
解
説
」
「
月
令
論
」
で
既
に
月
令
に
関
し
て
考
察
し
て
お
り
、
王
居
明
堂
礼
と
月
令
が
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に

関
係
が
深
い
こ
と
に
気
が
付
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
次
に

朝
貢
礼

（『
儀
礼
』
聰
礼
鄭
注
一
条
）
・
天
子
巡
狩
礼
（
『
周
礼
』
内
宰
鄭
注
｝
条
・
『
鄭
志
』
一
条
（
『
周
礼
』
賀
疏
・
『
儀
礼
』

買
疏
所

引
）
・
蒸
嘗
礼
（
『
周
礼
』
射
人
買
疏
）
の
三
篇
は
、
ほ
ぼ
王
応
麟
の
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
付
け
加
わ
っ
た
条
は

天
子
巡
狩
礼
の
鄭
志
か
ら
の
一
条
だ
け
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
劉
師
培
が
新
た
に
設
け
た
魯
郊
礼
・
軍
礼
だ
が
、
魯
郊
礼
は
、
五
経
異
義
・
説
文
解
字
（
二
条
）
・
風
俗
通
義
か
ら
、

軍
礼

は
、
『
周
礼
』
鄭
注
（
二
条
）
・
『
左
伝
』
孔
疏
か
ら
引
く
。
魯
郊
礼
に
つ
い
て
は
劉
師
培
は
案
語
を
付
し
て
い
な
い
の
で
ど
う

い

う
理
由
で
逸
礼
と
考
え
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
軍
礼
に
関
し
て
は
劉
師
培
自
身
案
語
で
、
『
司
馬
法
』
の
侠
文
と
考
え
ら

れ
て

い
た

も
の
を
逸
礼
と
し
た
と
し
て
い
る
。

　
以

上
、
劉
師
培
が
逸
礼
だ
と
考
え
る
も
の
は
、
お
お
ま
か
に
言
っ
て
王
応
麟
・
呉
澄
の
作
業
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
鄭
注
以
外
の

各
種
の
文
献
に
残
さ
れ
た
漢
代
の
経
学
者
の
著
作
か
ら
輯
供
し
て
補
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
逸
書
の
利
用
と
い

う
こ
と
は
、
清
代
考
証
学
の
成
果
と
し
て
逸
書
の
輯
侠
が
進
ん
で
初
め
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
漢
代
の
学

者
の
著
作
か

ら
逸
文
を
集
め
る
と
い
う
点
は
、
『
春
秋
左
伝
旧
注
疏
証
』
の
方
法
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
劉
師
培
の
経
学
に

お

け
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
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四

　
逸
礼

と
は
異
な
る
も
の



　
次
に
、
劉
師
培
が
先
に
挙
げ
た
各
篇
に
準
じ
る
、
確
証
は
な
い
が
逸
礼
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
も
の
が
あ
る
。

そ

れ

は
、
『
大
戴
礼
』
の
中
の
四
篇
で
、
内
容
的
に
学
礼
と
公
冠
・
諸
侯
遷
廟
・
諸
侯
雰
廟
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

　
ま
ず
学
礼
は
、
王
応
麟
が
『
大
戴
礼
』
保
傅
篇
に
引
く
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
此
の
篇
の
文
悉
ご

と
く
買
誼
新
書
に
本
つ
く
。
買
誼
の
時
逸
礼
未
だ
出
で
ず
。
疑
う
ら
く
は
買
別
に
拠
る
所
有
り
、
必
ず
し
も
礼
古
経
亦
た
此
の
篇
有

る
に
非
ざ
る
な
り
。
」
と
、
『
大
戴
礼
』
保
傅
篇
は
買
誼
『
新
書
』
（
保
傅
篇
）
と
同
文
で
あ
り
、
そ
こ
に
引
く
学
礼
も
ま
た
買
誼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

時
代
に

は
存
在
し
た
、
買
誼
は
孔
壁
か
ら
逸
礼
が
発
見
さ
れ
る
以
前
の
人
で
あ
る
か
ら
、
学
礼
は
孔
壁
か
ら
出
た
礼
古
経
と
は
別
の

も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
劉
師
培
は
全
く
逸
礼
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
孔

壁
か

ら
逸
礼
が
発
見
さ
れ
る
以
前
に
存
在
し
た
古
文
礼
経
の
残
篇
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
次

に
、
『
儀
礼
逸
経
伝
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
『
大
戴
礼
』
の
諸
侯
遷
廟
・
諸
侯
貴
廟
・
公
冠
の
三
篇
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
呉

澄
が

こ
れ
を
逸
礼
と
し
て
取
り
挙
げ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
玉
海
」
に
も
引
く
朱
子
の
「
儀
礼
経
伝
目
録
」
の
「
儀
礼
の
存
す
る
者

十
七

篇
、
其
の
逸
し
て
他
書
に
見
え
る
者
、
猶
お
投
壷
・
遷
廟
・
寡
廟
・
中
書
等
篇
有
り
」
の
語
を
受
け
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
三
篇
に
つ
い
て
、
劉
師
培
は
「
今
考
う
る
に
公
冠
一
篇
漢
魏
の
人
称
し
て
記
と
為
す
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
篇
首
に
公
冠
二

字

有
り
。
奔
喪
篇
首
に
奔
喪
之
礼
四
字
有
る
者
と
、
其
の
例
正
に
同
じ
。
其
の
遷
廟
・
寡
廟
二
篇
篇
首
、
礼
の
名
文
無
し
と
錐
も
、

逸
経

と
亦
た
類
す
。
」
と
、
公
冠
は
そ
の
篇
首
に
礼
の
名
前
が
あ
る
点
が
奔
喪
・
投
壷
両
篇
と
類
似
し
、
さ
ら
に
諸
侯
遷
廟
・
諸
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

貴
廟
の
両
篇
も
そ
の
体
裁
・
文
体
の
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
篇
大
戴
に
見
え
て
文
逸
礼
に
似

る
者
」
と
し
て
、
「
呉
氏
の
説
亦
た
信
ず
べ
き
に
似
る
な
り
」
と
逸
礼
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
推
定
し
て
い
る
。

　
以
上
に

挙

げ
た
諸
篇
を
見
て
み
て
、
劉
師
培
が
逸
礼
に
選
ん
だ
条
件
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
引
用
さ
れ
る
文
献
が
孔
壁
逸
経
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の
発
見
か

ら
後
漢
末
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
学
礼
は
、
逸
経
発
見
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
除
外
さ

れ
た

こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
締
干
太
廟
礼
で
「
彼
（
『
儀
礼
』
買
疏
）
の
説
の
如
く
ん
ば
、
唐
代
の
大
戴
記
亦
締
干
太
廟
篇

有

り
。
然
れ
ど
も
鄭
締
干
太
廟
礼
と
云
い
、
王
粛
直
だ
引
き
て
逸
礼
と
為
さ
ば
、
是
れ
必
ず
漢
の
逸
礼
に
確
か
に
是
の
篇
有
り
」
と

漢
の
逸
礼

を
区
別
し
、
中
雷
礼
で
「
逸
礼
音
代
已
に
亡
ぶ
。
孔
月
令
鄭
注
悉
ご
と
く
中
書
礼
に
本
つ
く
を
知
る
は
、
蓋
し
礼
家
相
承

せ

る
旧
説
に
沿
ふ
。
」
「
礼
器
疏
及
び
公
羊
徐
疏
両
つ
な
が
ら
中
雷
礼
と
称
す
る
も
、
亦
た
月
令
鄭
注
を
約
す
、
実
に
其
の
篇
を
見
る

に

非

ざ
る
な
り
。
」
と
、
逸
礼
の
文
そ
の
も
の
は
晋
代
に
亡
び
、
唐
代
の
疏
家
は
鄭
注
の
特
定
の
部
分
が
逸
礼
の
文
で
あ
る
と
知
っ

て

い
て
そ

れ

を
引
用
し
た
の
だ
と
す
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
逸
礼
の
散
逸
の
時
期
を
後
漢
末
か
ら
西
晋
に
し
た
こ

と
と
相
い
表
裏
す
る
関
係
に
あ
る
。

　
次
に
、
篇
名
に
○
○
礼
と
篇
名
の
末
尾
に
礼
の
名
が
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
大
戴
礼
』
の
公
冠
・
諸
侯
遷
廟
・
諸
侯
雰
廟

の
三

篇
は
前
述
の
よ
う
に
逸
礼
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
劉
師
培
は
考
え
て
い
た
が
、
し
か
し
敢
え
て
逸
礼
と
し
て
と
り
あ
げ
な
か

っ

た

の

は
、
こ
の
三
篇
に
つ
い
て
「
礼
の
名
文
無
し
」
と
言
い
公
冠
篇
を
「
漢
魏
の
人
記
と
称
す
」
と
篇
名
に
礼
の
字
が
な
く
記
と

呼
ば

れ
た

の
が

問
題
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
王
応
麟
が
挙
げ
た
諸
篇
の
う
ち
朝
貢
礼
・
天
子
巡
狩
礼
・
中
雷
礼
・
締
干
太
廟
礼
を

逸
礼

と
し
、
さ
ら
に
魯
郊
礼
・
軍
礼
を
挙
げ
た
の
も
篇
名
に
礼
と
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
逆
に
王
磨
麟
の
挙
げ
た
朝
事
儀
等
は
礼

の

名
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
除
外
し
て
い
る
。
一
見
単
純
そ
う
な
そ
の
判
断
の
基
準
の
背
景
に
は
、
礼
の
名
が
付
い
て
い
な
い
諸
篇

は
小
戴
記

（『
礼

記
』
）
・
大
戴
記
（
『
大
戴
礼
』
）
等
の
礼
（
記
）
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
所
謂
逸
礼
で
は
な
い
の
だ
と
考

え
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
、
劉
師
培
が
従
来
逸
礼
に
混
同
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
逸
礼
で
は
な
い
と
し
て
い
る
篇
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
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劉
師
培
は
皇
覧
逸
礼
・
礼
記
逸
礼
・
『
大
戴
礼
』
の
逸
文
の
三
つ
に
大
別
し
て
い
る
。

　

ま
ず
皇
覧
逸
礼
に
つ
い
て
だ
が
、
劉
師
培
は
『
玉
燭
宝
典
』
か
ら
四
条
、
『
芸
文
類
聚
』
か
ら
四
条
（
う
ち
『
玉
燭
宝
典
』
と
重

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

複
す

る
も
の
三
条
）
、
　
『
太
平
御
覧
』
か
ら
五
条
（
う
ち
重
複
三
条
）
、
『
北
堂
書
紗
』
か
ら
一
条
（
重
複
）
、
『
初
学
記
』
か
ら
一
条

を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
「
此
れ
皆
な
前
籍
引
く
皇
覧
逸
礼
は
、
確
か
に
明
文
有
る
者
な
り
。
考
う
る
に
膠
氏
の
皇
覧

百

二
十

巻
、
目
は
『
惰
書
』
経
籍
志
に
詳
ら
か
な
り
。
未
だ
知
ら
ず
、
逸
礼
皇
覧
引
く
所
の
書
名
為
る
か
、
亦
た
或
い
は
即
わ
ち
皇

覧
篇
名
の
一
、
家
墓
記
と
同
例
な
る
か
を
。
故
に
宝
典
引
く
所
の
説
月
令
と
悉
ご
と
く
符
す
。
初
学
記
引
く
所
も
亦
た
白
虎
通
義
引

く
所
の
三
正
記
の
文
と
略
ぼ
相
い
同
じ
。
均
し
く
逸
礼
と
類
せ
ず
。
又
御
覧
引
く
所
の
四
節
を
迎
う
る
、
其
の
迎
春
は
、
里
数
王
居

明
堂
礼
と
互
岐
す
。
是
を
援
き
て
以
て
言
え
ば
、
則
わ
ち
皇
覧
逸
礼
は
、
必
ら
ず
し
も
古
経
の
逸
篇
に
非
ず
。
」
と
書
名
の
逸
礼
の

前
に

皇

覧
が
つ
く
点
、
そ
し
て
『
御
覧
』
に
引
く
も
の
の
里
数
が
「
月
令
」
鄭
注
に
引
く
王
居
明
堂
礼
と
異
な
る
点
、
『
礼
記
』
月

令
・
『
白
虎
通
』
に
引
く
『
三
正
記
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
点
、
そ
し
て
文
体
が
『
儀
礼
』
と
類
似
し
な
い
点
を
指
摘
し
て
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

は
魏
の

膠
襲
等
が
文
帝
の
命
令
で
作
っ
た
最
初
の
類
書
、
『
皇
覧
』
の
篇
名
も
し
く
は
、
そ
の
引
用
す
る
書
名
で
あ
っ
て
古
礼
経
（
逸

礼
）
に
由
来
す
る
も
の
と
は
限
る
ま
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
「
必
ず
し
も
古
経
の
逸
篇
に
非
ず
」
と
い
う
評
価

は
、
『
大
戴
礼
』
の
三
篇
と
同
じ
で
あ
り
、
後
述
の
礼
記
逸
礼
あ
る
い
は
『
大
戴
礼
』
を
「
逸
礼
」
と
し
て
引
く
も
の
と
は
一
線
を

画

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
皇
覧
逸
礼
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
は
、
『
皇
寛
』
が
劉
師
培
の
考
え
る
逸
礼
の
散
逸
の
時
期
に
成
立
し
て

い

る
こ
と
か
ら
し
て
、
逸
礼
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た

だ

し
、
「
皇
覧
逸
礼
」
を
一
体
の
書
名
と
考
え
た
の
は
劉
師
培
の
創
案
で
は
な
い
。
王
護
は
『
漢
魏
遺
書
紗
』
で
既
に
「
皇
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

逸

礼
」
を
書
名
と
し
て
立
て
て
お
り
、
そ
の
八
条
中
七
条
は
劉
師
培
が
「
皇
覧
逸
礼
」
と
し
て
引
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一 80一



丁
暑

も
『
侠
礼
扶
微
』
の
巻
五
補
遺
で
「
皇
覧
引
逸
礼
」
「
太
平
御
覧
引
逸
礼
」
「
芸
文
類
聚
引
逸
礼
」
と
し
て
収
め
、
逸
経
と
は
別

に

扱
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
劉
師
培
が
「
逸
礼
考
」
で
新
た
に
「
皇
覧
逸
礼
」
に
つ
い
て
行
っ
た
輯
侠
作
業
は
『
古
逸
叢
書
』
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
新
た

に

見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
玉
燭
宝
典
』
か
ら
侠
文
を
集
め
て
き
て
、
補
強
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
「
皇

覧
逸
礼
」
の
よ
う
に
篇
名
も
な
く
単
に
「
逸
礼
」
と
だ
け
称
さ
れ
る
も
の
が
後
漢
以
降
出
現
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
次
に
述
べ
る
礼

記

「
逸

礼
」
・
『
大
戴
礼
』
を
「
逸
礼
」
と
呼
ぶ
も
の
の
よ
う
に
古
礼
経
と
は
関
係
な
い
が
「
逸
礼
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の

を
、
古
礼
経
に
由
来
す
る
逸
礼
と
区
別
す
る
点
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
礼
記
逸
礼
だ
が
、
劉
師
培
は
『
文
選
』
の
李
注
と
『
太
平
御
覧
』
か
ら
各
二
条
つ
つ
取
り
上
げ
て
い
る
。
（
こ
の
李
注
と
『
太

平
御

覧
』
は
互
い
に
同
じ
文
と
思
わ
れ
る
も
の
を
引
い
て
お
り
、
実
際
に
は
二
条
に
な
る
。
）
そ
し
て
こ
の
二
条
は
と
も
に
王
応
麟

が

逸
礼

と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
を
郡
酪
辰
に
「
太
平
御
覧
引
く
巡
狩
礼
の
如
き
は
、
文
辞
古
な
ら
ず
、
及
び
『
三
皇
云
云
に
禅
し
、
五

帝
亭
亭
に
禅
す
』
は
既
に
誕
に
し
て
信
ず
る
に
足
ら
ず
。
」
と
批
判
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
二
条
に
対
し
て
劉
師
培
は
「
夫
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た

所
謂
礼
記
逸
礼

な
る
者
は
、
蓋
し
大
小
戴
記
外
の
逸
記
を
指
し
て
言
う
な
り
。
亦
た
礼
古
経
と
渉
る
無
し
。
」
と
、
礼
記
逸
礼
は
『
大

戴
礼
』
・
『
礼
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
礼
の
「
記
」
の
名
で
あ
っ
て
、
古
礼
経
と
関
係
な
い
も
の
だ
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
郡
鎌
辰
の
『
礼
経
通
論
』
に
お
け
る
逸
礼
批
判
の
核
心
を
な
す
部
分
で
あ
っ
て
、
劉
師
培
の
反
論
に
よ
っ
て
郡
酪
辰
の

偽
作
説
は
有
力
な
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
劉
師
培
は
「
亦
礼
古
経
と
渉
る
無
し
。
」
と
皇
覧
逸
礼
よ
り
、
よ
り
厳
し
い

評
価
を
下
し
て
い
る
。

　
更

に
、
劉
師
培
は
『
芸
文
類
聚
』
・
『
太
平
御
覧
』
が
「
逸
礼
」
と
し
て
引
く
各
一
条
が
、
『
大
戴
礼
』
保
傅
篇
に
見
え
る
こ
と
を

指
摘

し
て
、
『
大
戴
礼
』
の
文
を
「
逸
礼
」
と
称
す
る
例
が
あ
る
こ
と
を
証
し
「
其
の
称
し
て
逸
礼
と
為
す
者
は
、
蓋
し
六
朝
以
降
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た

小
戴
記
盛
行
す
。
是
に
由
り
て
小
戴
記
無
き
所
の
篇
、
亦
或
い
は
運
だ
ち
に
逸
礼
と
称
す
。
」
と
、
六
朝
時
代
に
小
戴
記
（
『
礼
記
』
）

が
流
行
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
『
礼
記
』
（
及
び
『
儀
礼
』
）
に
見
ら
れ
な
い
礼
に
関
す
る
記
述
を
す
べ
て
逸
礼
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
王
応
麟
が
逸
礼
と
し
て
挙
げ
た
逸
礼
本
命
篇
等
も
『
大
戴
礼
』
を
逸
礼
と
し
た

も
の
だ
と
す
る
。

五
、
結
論

　
以
上
考
察

し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
劉
師
培
は
ま
ず
「
逸
礼
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
古
礼
経
以
外
に
も
漢
代
に

伝
わ

っ

て

い
た

諸
々
の
礼
の
規
定
や
そ
の
説
明
等
様
々
な
も
の
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
中
で
逸
礼
を
壁
中
か
ら
発

見

さ
れ
た
古
礼
経
に
由
来
す
る
も
の
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
逸
礼
は
劉
歓
に
よ
っ
て
世
に
出
て
、
後
漢
に
は
鄭
玄
を
は
じ
め
と

す

る
学
者
が
目
に
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
逸
礼
は
東
晋
ま
で
の
間
に
散
逸
し
、
そ
れ
以
後
は
三
礼
に
見
ら
れ
な
い
諸
々
の
礼

を
「
逸
礼
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
逸
礼
」
と
の
み
呼
ば
れ
る
も
の
は
劉
師
培
の
い
う
逸
礼
と
は
全
く

別
の

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
「
逸
礼
」
の
逸
文
と
言
わ
れ
た
も
の
を
、
壁
中
書
発
見
以
降
西
晋
ま
で
の
時
代
に
、
礼
を
篇
名

に

付

し
て
見
い
だ
さ
れ
る
真
「
逸
礼
」
と
、
東
晋
以
降
に
「
逸
礼
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
偽
「
逸
礼
」
と
で
も
言
う
べ
き
も

の
、
及
び
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
に
大
別
し
て
、
真
「
逸
礼
」
の
み
を
挙
げ
て
逸
礼
の
実
在
を
証
明
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
呉
澄
『
儀
礼
逸
経
伝
』
の
逸
礼
を
古
文
礼
に
限
定
す
る
考
え
方
と
、
皇
寛
逸
礼
を
逸
礼
と
区
別
す
る
王
護
・
丁
曇
の
考

え
方
か
ら
着
想
し
て
、
そ
れ
を
真
「
逸
礼
」
と
偽
「
逸
礼
」
と
い
う
枠
組
み
で
把
え
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
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に

は
、
漢
代
に
今
文
や
古
文
で
表
わ
さ
れ
た
多
様
な
経
・
伝
が
存
在
し
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
逸
書
の
輯
侠
と
い
う
清
代
の
考
証

学
の
成
果
を
利
用
し
て
よ
り
広
い
範
囲
か
ら
綿
密
に
考
証
し
よ
う
と
す
る
劉
家
の
学
問
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
劉
師
培
の
と
っ

た

輯
侠
の
や

り
方
は
考
証
学
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
漢
代
の
経
学
の
イ
メ
ー
ジ
は
今
文
学
派
と
の
論
争
の

中
か
ら
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て
意
識
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
逸
礼
考
」
著
作
の
動
機
は
、
単
な
る
学
問
的
興
味
だ

け
で
な
く
、
郡
蕗
辰
の
『
礼
経
通
論
』
あ
る
い
は
後
述
す
る
康
有
為
の
『
新
学
偽
経
考
』
等
の
今
文
派
の
逸
礼
偽
作
説
に
対
し
て
反

証

を
あ
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
郡
蕎
辰
の
『
礼
経
通
論
』
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
真
「
逸
礼
」
偽
「
逸
礼
」
と
い
う

枠
組
み
は
生

じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
逸
礼
考
」
以
外
の
劉
師
培
の
著
作
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
と
、
「
礼
経
旧
説
（
考
略
）
」
で
は
『
儀
礼
』
十
七
篇
の
篇

次
を
、
現
行
の
吉
凶
二
類
に
分
け
て
劉
向
『
別
録
』
の
篇
次
で
よ
い
と
し
て
、
『
三
礼
目
録
』
に
見
え
る
『
大
戴
礼
』
の
士
・
大
夫

・

諸

侯
・
天
子
と
身
分
に
よ
っ
て
分
類
す
る
の
が
適
切
だ
と
考
え
る
郡
鯨
辰
と
は
正
反
対
の
説
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
那
蕗
辰
は
同

じ
く
『
三
礼
目
録
』
に
挙
げ
る
小
戴
礼
の
篇
次
を
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
す
る
が
、
冠
婚
・
射
郷
・
喪
祭
・
朝
聰
の
順
に
並

ん

で
お

り
、
劉
向
別
録
の
説
は
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
西
漢
周
官
師
説
考
」
は
、
王
葬
の
政
策
が
従
来

言
わ

れ
て

き
た
よ
う
な
古
文
派
一
辺
倒
の
も
の
で
は
な
く
、
周
官
と
王
制
の
説
を
折
衷
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
劉
散
が

今
文

を
否
定
し
て
古
文
一
尊
体
制
を
作
ろ
う
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
以
前
劉
師
培
の
春
秋
学
を
研
究

し
た
際
に
著
者
が
指
摘
し
、
陳
奇
氏
が
「
劉
師
培
的
今
古
文
観
」
で
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
劉
師
培
の
経
学
全
体
に
見
ら
れ
る

今
文
古
文

を
併
用
す
る
傾
向
と
一
致
し
、
ま
た
「
逸
礼
考
」
と
も
相
い
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
劉
師
培
に
と
っ
て
は
今
文
学

と
古
文
学
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
存
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
を
、
辛
亥
革
命
前
に
書
か
れ
た
「
漢
代
古
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（
2
7
）

文

学
弁
誕
」
｝
　
弁
明
漢
代
以
前
経
無
今
古
文
之
分
で
、
逸
礼
を
逸
書
（
真
古
文
尚
書
）
と
並
べ
て
挙
げ
、
そ
の
篇
名
と
し
て
「
饗

礼
」
を
挙
げ
て
い
る
の
と
較
べ
て
み
れ
ば
、
「
逸
礼
考
」
で
は
よ
り
穏
当
な
論
に
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

晩
年
期
に

書
か

れ
た

も
の
は
、
辛
亥
革
命
前
に
先
鋭
的
な
政
治
的
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
は
一
線
を
画
し
た
、
着
実
な
論
証
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最

後
に
、
「
逸
礼
考
」
の
当
時
に
お
け
る
位
置
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
劉
師
培
が
活
躍
し
た
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

先
行
す
る
清
末
の
同
治
・
光
緒
年
間
は
公
羊
学
が
大
流
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
『
礼
経
通
論
』
は
前
述
し
た
梁
啓
超
の

「
清
代
学
術
概

論
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
劉
逢
禄
『
左
氏
春
秋
考
証
』
・
魏
源
『
詩
古
微
』
と
と
も
に
古
文
礼
の
偽
作
を
証

明
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
流
行
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
様
々
な
反
響
を
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
濱
久
雄
氏
が
「
逸
礼
考
」
で
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
礼
経
通
論
』
を
世
に
送
っ
た
丁
曇
は
そ
の
序
及
び
「
論
逸
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

三
十
九

篇
不
足

信
」
に
注
を
付
し
て
、
郡
鯨
辰
の
劉
歓
逸
礼
偽
作
説
を
否
定
し
て
い
る
。
皮
錫
瑞
も
ま
た
『
経
学
通
論
』
の
三
礼
通

論

「
論
礼
十
七
篇
孔
子
所

定
、
郡
酪
辰
之
説
最
通
、
訂
正
礼
射
御
之
誤
当
作
射
郷
尤
精
確
」
で
、
那
鯨
辰
の
『
礼
経
通
論
』
の
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

丁
曇

の
注

を
引
い
て
、
郡
鯨
辰
の
説
に
賛
同
し
て
い
る
。
ま
た
、
康
有
為
は
『
新
学
偽
経
考
』
漢
書
芸
文
志
辮
偽
上
で
、
礼
経
に
つ

い
て

扱
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
礼
経
と
い
う
の
は
現
在
『
儀
礼
』
と
し
て
み
ら
れ
る
高
堂
生
の
伝
え
た
十
七
篇
だ
け
で
あ
り
、
逸

礼
は

劉
散
が
作
っ
た
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
し
か
し
実
は
そ
の
内
容
は
高
堂
生
が
伝
え
た
の
は
士
礼
と
あ
る
の
に
、
現

行
の

『
儀

礼
』
は
大
夫
・
諸
侯
・
天
子
の
礼
を
含
む
と
す
る
部
分
、
逸
礼
と
さ
れ
る
も
の
の
い
く
つ
か
が
、
孔
子
が
礼
経
を
作
っ
た

際
に

捨
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
部
分
が
抜
け
落
ち
て
は
い
る
が
、
郡
慈
辰
が
節
略
し
た
朱
子
・
王
応
麟
・
呉
澄
の
言
葉
を
そ

の

ま
ま
引
く
等
『
礼
経
通
論
』
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
礼
経
通
論
』
が
高
堂
生
の
伝
え
た
士
礼
十
七
篇
が
孔
子
作
成
の
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礼
経
で

あ
っ
て
尊
重
す
べ
き
だ
と
い
う
点
に
重
点
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
新
学
偽
経
考
』
で
は
逸
礼
も
し
く
は
礼
古
経
（
す
な
わ

ち
古
文
礼
）
が
劉
散
の
偽
作
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
重
点
が
移
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、

康
有

為
も
ま
た
郡
欝
辰
の
『
礼
経
通
論
』
を
知
っ
て
い
て
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
も
、
康
有
為
と
と
も
に
『
新
学
偽
経
考
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

を
著
し
た
弟
子
の
一
人
で
あ
る
梁
啓
超
が
『
清
代
学
術
概
論
』
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
で
郡
蕎
辰
の
逸
礼
偽
作
説
を
紹
介
す
る

こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
学
者
た
ち
に
と
つ
て
も
引
用
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
民
国
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

っ

て

も
、
蒋
伯
潜
『
十
三
経
概
論
』
・
呂
思
勉
『
経
子
解
題
』
・
周
予
同
『
華
経
概
論
』
『
経
今
古
文
学
』
は
、
郡
酪
辰
の
『
礼
経
通

論
』
を
引
い
て
逸
礼
偽
作
説
を
と
り
、
そ
の
影
響
が
衰
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
こ
れ
に
対
し
て
古
文
派
で
は
、
劉
師
培
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
章
柄
麟
が
、
そ
の
初
期
の
著
作
『
膏
蘭
室
札
記
』
で
、
逸
礼
に
つ
い
て

考
察
し
た
際
に
、
酬
慈
辰
の
名
を
挙
げ
鄭
玄
の
『
三
礼
目
録
』
を
論
拠
と
し
て
奔
喪
・
投
壷
が
逸
礼
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、

最
晩

期
の
国
学
略
説
（
国
学
講
演
会
の
記
録
）
で
も
「
投
壷
　
奔
喪
（
小
戴
礼
）
　
諸
侯
遷
廟
　
諸
侯
貴
廟
公
冠
（
大
戴
礼
）
　
天

子
巡

狩
礼

　
中
書
礼
（
鄭
注
こ
の
七
篇
を
逸
礼
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
呉
澄
の
『
儀
礼
逸
経
伝
』
の
篇
名
を
受
け
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
呉
澄
の
八
篇
の
う
ち
王
居
明
堂
礼
を
挙
げ
な
い
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
郡
欝
辰
の
『
礼
経
通
論
』
を
意
識
し
て
の

　
　
　
　
　
（
3
4
）

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
逸
礼
考
」
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
王
桿
鄭
（
仁
俊
）
「
礼
記
篇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

目
考
」
顧
実
『
漢
書
芸
文
志
講
疏
』
・
萢
文
欄
『
藁
経
概
論
』
・
呉
承
仕
『
経
典
釈
文
序
録
疏
証
』
等
は
郡
慈
辰
の
説
を
挙
げ
な
が
ら

そ

れ
に

反
論

し
て
逸
礼
実
在
説
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
逸
礼
と
考
え
る
篇
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
顧
実
は
劉

師
培
の

「
逸
礼

考
」
の
書
名
も
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
劉
師
培
の
「
逸
礼
考
」
は
清
末
か
ら
民
国
初
の
今
文
派
・
古
文
派
の
論
争

の

中
で
、
そ
の
重
要
な
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
逸
礼
の
真
偽
問
題
に
つ
い
て
古
文
派
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
今
文
派
に
対
抗
す
る
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も
の
と
し
て
書
か
れ
周
囲
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

注（
1
）
　
劉
師
培
の
著
作
は
無
政
府
主
義
関
係
の
も
の
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
に
収
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
劉
申

　
　
叔
先
生
遺
書
』
に
収
め
ら
れ
る
著
作
の
す
べ
て
が
劉
師
培
自
身
の
著
作
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
義
も
あ
る
が
、
本
論
で
は
一
応
そ

　
　
の
す
べ
て
が
劉
師
培
自
身
の
著
作
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
な
お
、
本
論
で
は
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
（
原
刊
　
民
国
二
三
年
　
寧
武
南
氏
刊
本
）
は
民
国
六
四
年
華
世
出
版
社
の
景
印
本
を
用
い
た
。

（
2
）
　
日
本
国
内
で
一
九
八
二
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
劉
師
培
に
関
す
る
論
文
に
つ
い
て
は
、
有
田
和
男
「
清
末
思
想
研
究
文
献
目
録
」
（
『
清
末

　
　
意
識
構
造
の
研
究
』
一
九
八
四
年
　
汲
古
書
院
　
所
収
）
に
詳
し
い
。

　
　
そ

の
後
発
表
さ
れ
た
も
の
に
拙
論
「
劉
師
培
の
春
秋
学
」
（
一
九
八
八
年
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
一
一
号
）
小
林
武
「
劉
師
培
に
お
け
る

　
　
〈
我
〉
の
諸
相
」
ー
清
末
の
任
侠
（
m
）
ー
」
（
　
九
人
九
年
京
都
産
業
大
学
論
集
第
十
八
巻
第
四
号
　
人
文
学
科
系
列
第
十
六
号
）
嵯
峨
隆

　
　
『
近
代
中
国
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
研
究
』
第
五
章
文
化
的
保
守
主
義
者
の
革
命
幻
影
ー
劉
師
培
ー
（
｝
九
九
四
年
研
文
出
版
）
が
あ
る
。

　
　
中
国
に
お
け
る
劉
師
培
の
研
究
は
多
い
が
、
学
術
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
貴
州
大
学
の
陳
奇
氏
の
「
劉
師
培
的
漢
、
宋
学
観
」
（
『
近
代
史
研

　
　
究
』
一
九
八
七
年
第
4
期
）
・
陳
奇
「
劉
師
培
的
今
古
文
観
」
（
『
近
代
史
研
究
』
一
九
九
〇
年
第
2
期
）
が
あ
る
。

　
　

ま
た
、
劉
師
培
の
生
涯
に
つ
い
て
は
劉
師
培
と
同
郷
で
南
京
師
範
大
学
卒
業
生
の
万
易
（
仕
国
）
氏
の
「
劉
師
培
年
譜
」
が
あ
り
、
日
本
国

　
　

内
で
は
見
ら
れ
な
い
資
料
等
も
収
め
た
労
作
だ
が
、
正
式
な
出
版
が
さ
れ
ず
、
ガ
リ
版
刷
り
の
も
の
が
少
数
配
布
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

　
　

の
が

惜
し
ま
れ
る
。

（
3
）
　
張
舜
徽
『
清
代
揚
州
学
記
』
一
九
六
二
年
上
海
人
民
出
版
社
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（
4
）
　
　
「
周
礼
古
注
集
疏
序
」
参
照
、
ま
た
『
礼
経
旧
説
考
略
』
の
断
片
が
上
海
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
伴
桐
「
劉
師
培
的
《
礼
経
旧
説

　
　
考
略
》
残
稿
」
（
『
図
書
館
雑
誌
』
一
九
九
〇
年
第
3
期
）
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
　
「
逸
礼
考
」
の
著
作
時
期
に
つ
い
て
、
遺
書
で
は
「
手
稿
」
と
し
て
お
り
そ
の
著
作
年
代
は
確
定
で
き
な
い
が
、
『
中
国
哲
学
史
論
文
索

　
　
引
』
1
（
一
九
八
六
年
中
華
書
局
）
や
『
経
学
研
究
論
著
目
録
』
（
一
九
八
九
年
漢
学
研
究
中
心
）
に
『
国
民
』
一
巻
1
・
2
期
（
一
九
一

　
　
九

年
　
北
京
国
民
雑
誌
社
）
に
お
そ
ら
く
そ
の
一
部
が
掲
載
さ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
礼
経
旧
説
」
「
周
礼
古
注
集
疏
」
と
同

　
　
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
本
文
中
に
特
に
明
記
せ
ず
劉
師
培
の
言
葉
を
引
用
す
る
場
合
は
す
べ
て
「
逸
礼
考
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
6
）
　
現
『
漢
書
』
は
七
十
篇
に
作
る
が
転
倒
し
た
も
の
、
劉
敵
の
説
に
よ
り
十
七
篇
の
誤
倒
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

（
7
）
　
逸
礼
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
そ
の
真
偽
の
問
題
も
含
め
て
、
わ
が
国
の
武
内
義
雄
氏
の
「
礼
記
の
研
究
」
・
諸
橋
轍
次
氏
の
「
儒
学
の
目

　
　
的
と
宋
儒
の
活
動
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
最
近
の
濱
久
雄
氏
の
「
逸
礼
考
」
ま
で
、
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
今
回
は
あ
く
ま
で
も
劉
師

　
　
培

を
は
じ
め
と
す
る
清
末
の
経
学
者
達
が
逸
礼
を
ど
う
捉
え
て
き
た
か
を
そ
し
て
そ
れ
が
経
学
史
上
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
を
考
察
す

　
　
る
。

　
　
武
内
義
雄
『
礼
記
の
研
究
』
（
『
武
内
義
雄
全
集
』
3
　
儒
教
篇
2
に
所
収
）

　
　
諸
橋
轍
次
『
儒
学
の
目
的
と
宋
儒
（
慶
暦
至
慶
元
百
六
十
年
間
）
の
活
動
』
（
『
諸
橋
轍
次
著
作
全
集
』
1
）

　
　
濱
　
久
雄
「
逸
礼
考
」
　
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
〈
人
文
科
学
〉
』
三
十
三
号
　
一
九
九
五
年
三
月

　
　

同
　
　
　
「
陳
奥
の
経
学
思
想
」
　
『
栗
原
圭
介
博
士
頒
寿
記
念
東
洋
学
論
集
』
一
九
九
五
年
三
月
　
汲
古
書
院

（
8
）
　
　
『
惰
書
』
経
籍
志
に
は
、
経
部
の
礼
の
序
に
は
触
れ
ら
れ
る
が
、
目
録
に
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
9
）
　
郡
慈
辰
『
礼
経
通
論
』
は
、
同
治
三
（
一
八
六
四
）
年
の
丁
嬰
の
序
が
あ
る
望
三
益
斎
刊
本
が
原
刊
本
の
よ
う
で
あ
る
。
（
『
販
書
偶
記
』

　
　
巻

二
）
ま
た
『
皇
清
経
解
続
編
』
（
光
緒
十
四
年
刊
）
・
『
半
厳
盧
遺
集
』
（
光
緒
三
十
四
年
刊
）
に
も
所
収
。
そ
の
丁
曇
の
序
文
に
よ
れ
ば
、

　
　
丁
暑
が

丁

暑
・
郡
慾
辰
共
通
の
友
人
高
均
儒
の
所
に
上
巻
だ
け
が
残
っ
て
い
た
手
抄
本
を
も
と
に
呉
氏
に
託
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

な
お
本
文
中
に
引
用
す
る
郡
蟄
辰
の
言
葉
は
す
べ
て
『
礼
経
通
論
』
論
逸
礼
三
十
九
篇
不
足
信
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

一 87一



（
1
0
）
　
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
二
十
二
　
　
（
原
題
『
前
清
一
代
思
想
界
之
蜆
変
』
『
改
造
』
第
三
巻
第
3
・
4
・
5
号
　
一
九
二
〇
年
）
『
飲

　
　
泳
室

専
集
』
第
三
四
巻
（
原
刊
一
九
三
六
年
中
華
書
局
）
本
論
で
は
一
九
八
九
年
中
華
書
局
景
印
本
を
用
い
た
。

（
1
1
）
　
劉
師
培
が
逸
礼
考
で
引
く
資
料
は
『
漢
書
』
芸
文
志
・
劉
散
伝
・
河
間
献
王
伝
・
儒
林
伝
論
賛
・
王
葬
伝
上
、
劉
歓
「
移
譲
太
常
博
士
書
」
、

　
　
『
論
衡
』
侠
文
篇
・
正
説
篇
、
鄭
玄
『
六
芸
論
』
（
『
礼
記
』
大
題
疏
・
『
経
典
釈
文
序
録
』
所
引
）
、
『
後
漢
書
』
儒
林
伝
、
『
説
文
』
序
、
『
儀

　
　
礼
』
士
冠
礼
頁
疏
、
『
礼
記
』
大
題
疏
、
『
経
典
釈
文
序
録
』
、
『
惰
書
』
経
籍
志
、
桓
謹
『
新
論
』
（
『
太
平
御
覧
』
所
引
）
が
あ
る
。

（
1
2
）
　
周
予
同
『
筆
経
概
論
』
（
原
刊
　
九
三
三
年
商
務
印
書
館
）
本
論
は
『
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
』
（
一
九
八
三
年
上
海
人
民
出
版
社
）
に

　
　

収
め

る
も
の
を
用
い
た
。

（
1
3
）
　
『
儀
礼
』
士
冠
礼
「
布
席
干
門
中
、
関
西
閾
外
西
面
」
質
疏

　
　
鄭
注
礼
之
時
、
以
今
古
二
字
並
之
。
若
従
今
文
、
不
従
古
文
、
即
今
文
在
経
、
関
閾
之
等
是
也
。
於
注
内
畳
出
古
文
、
執
木
整
之

　
　
属
是

也
。
若
従
古
文
不
従
今
文
、
則
古
文
在
経
、
注
内
畳
出
今
文
、
即
下
文
孝
友
時
格
、
鄭
注
云
、
今
文
格
為
蝦
、
又
喪
服
注

　
　
今
文
無
冠
布
櫻
之
等
是
也
。

（
1
4
）
　
章
柄
麟
『
国
学
略
説
』
（
　
九
八
四
年
　
高
雄
復
文
書
局
、
元
は
『
章
氏
国
学
講
習
会
講
演
記
録
』
（
一
九
三
五
年
）
）

　
　

其
経
文
有
今
古
文
之
異
者
、
鄭
於
字
従
今
者
下
注
古
文
作
某
、
従
古
者
下
注
今
文
作
某
、
所
謂
今
古
文
、
非
立
説
有
異
、
不
過
文
字
之
異
耳
。

（
1
5
）
　
な
お
、
逸
礼
の
散
逸
の
時
期
に
つ
い
て
、
元
の
呉
澄
は
『
儀
礼
逸
経
伝
』
の
中
で
「
逸
礼
、
唐
初
猶
存
、
諸
儒
曾
不
以
為
意
、
遂
至
於
亡
、

　
　

惜
哉
。
」
と
散
逸
を
唐
代
初
期
以
降
だ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
直
接
に
は
『
朱
子
語
類
』
巻
八
十
四
、
論
考
礼
綱
領
の
第
九
条
の
「
至
河

　
　

間
献
王
始
得
邦
国
礼
五
十
八
篇
献
之
、
惜
乎
不
行
。
至
唐
、
此
書
尚
在
、
諸
儒
注
疏
猶
時
有
引
為
説
者
。
及
後
来
無
人
説
著
、
則
書
亡
　
、

　
　

堂
不
大

可
惜
。
」
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
朱
子
・
呉
澄
が
唐
初
に
は
逸
礼
が
残
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
孔
穎
達
・
質
公
彦
等
唐
初
の
学
者
の

　
　

疏
に

逸
礼
を
引
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
逸
礼
が
存
在
し
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
6
）
　
　
『
朱
子
語
類
』
巻
八
十
四
論
考
礼
綱
領
・
巻
八
十
五
儀
礼
総
論
、
『
儀
礼
経
伝
目
録
』
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（
1
7
）
　
丁
暑
は
『
侠
礼
扶
微
』
で
王
度
記
・
聰
礼
志
・
大
学
志
・
昭
穆
篇
・
本
命
篇
・
瑞
命
篇
・
月
令
記
を
「
侠
経
」
で
は
な
く
「
侠
記
」
に
収

　
　
め
て
い
る
。

（
1
8
）
　
呉
澄
は
「
疑
う
ら
く
は
古
礼
逸
す
る
者
甚
だ
多
く
三
十
九
に
止
ま
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
他
の
篇
が
逸
礼
で
は
な
い
と

　
　

判
断
し
た
の
で
は
な
い
。

（
1
9
）
　
『
礼
記
』
投
壷
篇
に
関
し
て
の
研
究
は
、
小
瀧
敬
道
「
投
壷
礼
の
起
源
と
儀
礼
的
意
義
づ
け
」
（
一
九
八
七
年
　
『
日
本
中
国
学
会
報
』
）

　
　
　
　
同

「
『
礼

記
』
投
壼
篇
の
○
及
び
口
を
綾
っ
て
」
（
一
九
九
五
年
『
中
国
研
究
集
刊
』
張
号
）
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
　
「
明
堂
月
令
即
周
書
月
令
解
説
」
　
左
藍
文
集
（
一
九
一
〇
年
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
所
収
）
巻
一

　
　
「
月
令
論
」
一
九
一
二
年
『
四
川
国
学
雑
誌
』
第
十
号
（
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
左
盒
外
集
巻
二
所
収
）

　
　
「
明
堂
月
令
即
周
書
月
令
解
説
」
と
「
月
令
論
」
は
と
も
に
月
令
を
周
の
月
令
・
秦
の
月
令
・
漢
の
月
令
に
分
類
す
べ
き
こ
と
を
骨
子
と
し

　
　

て
、
内
容
だ
け
で
な
く
文
そ
の
も
の
も
半
ば
重
複
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
王
居
明
堂
礼
は
前
者
で
は
周
の
月
令
に
含
め
て
い
る
が
、
後
者
で

　
　
は

王

居

明
堂
礼
に
関
す
る
記
述
が
な
く
な
っ
て
お
り
王
居
明
堂
礼
と
月
令
と
は
一
応
別
の
も
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か

　
　
る
。

（
2
1
）
　
孔
壁
か
ら
の
古
文
経
の
発
見
は
魯
の
恭
王
の
在
位
中
す
な
わ
ち
紀
元
前
一
五
五
年
～
＝
二
〇
年
、
買
誼
は
紀
元
前
二
〇
〇
年
～
一
六
八
年

　
　

の
人
。

（
2
2
）
　
武
内
義
雄
は
前
掲
書
で
、
文
体
の
面
で
公
冠
・
諸
侯
遷
廟
・
諸
侯
雰
廟
の
三
篇
は
、
『
儀
礼
』
諸
篇
と
は
異
な
り
、
逸
礼
の
文
を
節
略
し

　
　
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
　
ま
た
郡
慧
辰
は
『
礼
経
通
論
』
で
、
「
夫
即
後
人
所
引
締
干
太
廟
礼
・
王
居
明
堂
礼
・
蒸
嘗
礼
・
中
書
礼
・
天
子
巡
狩
礼
・
朝
貢
礼
及
呉
氏

　
　
所
輯
奔

喪
・
投
壷
・
遷
廟
・
貴
廟
・
公
冠
之
類
、
廟
於
十
七
篇
之
間
、
不
相
比
附
而
連
合
也
。
何
也
。
皆
非
当
世
通
行
之
礼
。
常
与
変
不
相

　
　

入
、
偏
与
正
不
相
襲
也
。
況
其
逸
文
之
存
。
」
と
あ
る
よ
う
に
王
応
麟
・
呉
澄
が
逸
礼
す
る
諸
篇
は
、
『
儀
礼
』
十
七
篇
と
は
連
続
し
な
い
も

　
　
の

で
、
『
儀
礼
』
と
同
一
の
経
の
文
で
あ
る
と
は
み
な
せ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
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（
2
3
）
　
重
複
す
る
三
条
の
う
ち
、
歳
時
部
春
の
一
条
は
現
行
の
『
芸
文
類
聚
』
に
は
見
え
な
い
が
、
『
漢
魏
遺
書
紗
』
に
は
「
類
聚
」
と
し
て
引

　
　
い
て
い
る
。

（
2
4
）
　
現
在
存
在
す
る
『
皇
覧
』
の
侠
文
は
、
孫
漏
翼
『
問
経
堂
叢
書
』
、
黄
爽
『
漢
学
堂
叢
書
』
、
王
護
『
漢
魏
遺
書
紗
』
に
輯
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
た
だ
し
、
王
護
は
「
皇
覧
逸
礼
」
に
中
書
礼
の
侠
文
を
付
し
て
お
り
、
「
皇
覧
逸
礼
」
と
古
礼
経
と
全
く
別
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
わ

　
　

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
『
古
逸
叢
書
』
は
光
緒
十
（
一
八
八
四
）
年
刊
で
あ
り
、
王
誤
・
丁
暑
等
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
資
料
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
　
「
漢
代
古
文
学
弁
証
」
一
九
〇
五
年
『
国
粋
学
報
』
第
二
四
期
～
三
〇
期
（
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
左
富
外
集
巻
四
所
収
）

　
　
礼
之

有
侠
篇
、
猶
尚
書
之
有
侠
篇
也
。
儀
礼
公
食
大
夫
礼
日
、
「
設
洗
如
饗
」
則
古
礼
経
本
有
饗
礼
篇
、
而
今
本
無
之
、
非
侠
篇
而
何
。

（
2
8
）
　
例
え
ば
馬
洪
林
『
康
有
為
大
伝
』
（
一
九
八
人
年
　
遼
寧
人
民
出
版
社
）
第
五
章
　
重
新
塑
造
孔
夫
子
　
一
　
受
到
摩
平
的
啓
連
　
は
こ

　
　
の

間
の
事
情
を
「
清
代
同
光
年
間
、
由
干
帝
師
翁
同
謙
・
軍
機
大
臣
藩
祖
蔭
以
朝
貴
研
究
公
羊
学
、
兼
治
詩
古
文
辞
・
金
石
学
、
提
箪
宗
風
、

　
　
借
導
後
進
。
京
師
上
自
尚
書
・
侍
郎
、
下
至
編
検
以
及
部
曹
内
閣
才
俊
之
士
、
靡
然
従
風
、
今
文
経
学
特
盛
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
9
）
　
皮
錫
瑞
の
経
学
通
論
は
光
緒
三
十
三
（
一
九
〇
七
）
年
刊
で
あ
る
か
ら
、
康
有
為
の
『
新
学
偽
経
考
』
（
光
緒
十
七
（
一
八
九
一
）
年
刊
）

　
　

の
方
が

先
か
も
し
れ
な
い
。

（
3
0
）
　
康
有
為
『
新
学
偽
経
考
』
漢
書
芸
文
志
辮
偽
第
三
上
　
原
刊
一
八
九
一
年
万
木
艸
堂
刊

（
3
1
）
　
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
』
（
注
1
0
参
照
）

　
　
同
時
郡
蕗
辰
亦
著
礼
経
通
論
、
謂
儀
礼
十
七
篇
為
足
本
、
所
謂
古
文
逸
礼
三
十
九
篇
者
、
出
劉
散
偽
造
。
・
・
自
郡
書
出
而
逸
礼
真
偽
成
問

　
　
題
。

　
　
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
一
九
二
四
年
民
志
書
局
刊
（
該
当
部
分
は
も
と
は
一
九
二
三
年
『
東
方
』
第
二
一
巻
第
一
二
、
＝
二
、
一
五
～
八

　
　
号
に

掲
載
）
『
飲
泳
室
専
集
』
第
七
五
巻

　
　
清
代
学
者
整
理
旧
籍
之
総
成
績
　
　
（
一
）
経
学
　
　
三
礼
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道
成
間
、
則
有
那
位
西
（
蕗
辰
）
礼
経
通
論
、
専
明
此
経
伝
授
源
流
、
斥
古
文
逸
礼
之
偽
。

　
　
同
　
　
（
二
）
　
弁
偽
書

　
　
其
非
専
弁
偽
而

著
書
而
書
中
多
弁
偽
之
辞
者
、
則
有
魏
黙
深
詩
古
微
之
弁
毛
詩
、
那
位
西
蕗
辰
礼
経
通
論
之
辮
逸
礼
、
方
鴻
濠
玉
潤
之
弁
詩

　
　
序
等
。

（
3
2
）
　
呂
思
勉
『
経
子
解
題
』
一
九
二
六
年
上
海
商
務
印
書
館

　
　
周

予
同

『
華
経
概
論
』
（
注
1
2
参
照
）

　
　

同
『
経
今
古
文
学
』
原
題
『
経
今
古
文
学
之
争
及
其
異
同
』
（
一
九
二
五
年
『
民
鐸
』
第
六
巻
第
2
・
3
号
）
一
九
二
六
年
『
経
今
古
文
学
』

　
　
に

改
題

し
て
商
務
印
書
館
か
ら
国
学
小
叢
書
と
し
て
印
行
。
と
も
に
『
周
予
同
経
学
史
論
著
選
集
』
（
前
掲
）
所
収
。

　
　
蒋
伯
潜
『
十
三
経
概
論
』
一
九
四
四
年
世
界
書
局

（
3
3
）
　
『
膏
蘭
室
札
記
』
（
『
章
太
炎
全
集
』
一
一
九
八
二
年
上
海
人
民
出
版
社
所
収
）
　
編
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
光
緒
十
七
年
～
光
緒
十
九
年
の

　
　
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
章
柄
麟
に
は
礼
に
関
す
る
専
著
は
な
く
、
礼
の
経
学
的
な
考
察
も
、
ご
く
初
期
の
『
膏
蘭
室
札
記
』
を
除
い
て
は
今
回
取
り
上
げ
た
『
国

　
　
学
略

説
』
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
見
解
を
伺
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
引
用
し
た
「
経
学
略
説
」
は
講
演
会
の
筆
記
録
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
は
、
章
柄
麟
の
思
索
の
対
象
が
従
来
か
ら
の
考
証
学
的
な
枠
組
み
を
脱
し
て
、
自
ら
の
思
想
を
練
り
上
げ
る
こ
と
に
向
か
っ
て
い
た
か

　
　
ら
で
あ
り
、
礼
に
関
す
る
著
作
が
な
い
こ
と
自
体
が
章
柄
麟
の
経
学
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
3
5
）
　
王
桿
鄭
（
仁
俊
）
「
礼
記
篇
目
考
」
一
九
一
九
年
『
国
故
月
刊
』
第
－
期

　
　
萢
文

欄

『
幕
経
概
論
』
一
九
二
二
年
北
平
景
山
書
社

　
　
顧
実
『
漢
書
芸
文
志
講
疏
』
一
九
二
四
年
上
海
商
務
印
書
館

　
　
呉
承
仕

『
経
典
釈
文

序
録
疏
証
』
一
九
三
三
年
北
平
中
国
学
院
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