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ぢ
や
う
げ
ん
　
　
　
　
く
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
づ

　
「
鄭
玄
　
大
典
を
括
嚢
り
、
衆
意
を
網
羅
し
、
繁
謳
を
設
立
り
、
漏
失
を
刊
改
し
て
、
擦
れ
よ
り
学
者
略
ぽ
帰
す
る
所
を
知
る
」
（
『
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
よ
う

漢
書
』
巻
三
五
鄭
玄
伝
－
以
下
、
「
本
伝
」
と
い
う
一
論
）
と
い
う
萢
曄
の
見
事
な
評
語
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鄭
玄
に
よ
る
経
学
の

集
大
成
は
中
国
学
術
史
上
に
お
け
る
画
期
的
事
件
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
経
学
史
に
お
け
る
周
知
の
事
実
で
も
あ
る
。
が
、
常

識
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
具
体
的
内
容
に
対
す
る
検
討
を
怠
っ
て
き
た
嫌
い
が
な
く
も
な
い
。
つ
ま
り
、
今
古
文
の
折
衷
に
よ

る
テ
キ
ス
ト
の
制
定
と
い
う
形
式
的
整
備
、
或
い
は
五
経
兼
修
な
ら
び
に
経
書
全
般
に
わ
た
る
注
釈
と
い
っ
た
量
的
拡
大
に
の
み
目
が
向

け
ら
れ
、
集
大
成
と
い
う
こ
と
の
実
質
的
性
格
の
探
求
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
経
学
の
集
大
成
の
意

義
は
、
単
に
形
式
的
な
い
し
量
的
側
面
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
先
輩
の
許
慎
や
馬
面
ら
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で

既
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
た
。
堂
々
の
仕
事
は
、
そ
の
点
で
は
よ
り
綿
密
な
る
補
足
を
な
し
た
に
と
ど
ま
る
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
経
学

全
体
の
緊
密
な
総
合
体
系
化
が
喪
心
に
お
い
て
初
め
て
実
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ぼ
ら
ぼ
ら
の
各
経
書
解
釈
の
単

な
る
寄
集
め
で
は
な
い
、
相
互
に
有
機
的
に
連
関
せ
る
一
つ
の
完
結
し
た
経
学
的
世
界
の
現
出
が
、
彼
に
よ
っ
て
初
め
て
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
偶
然
に
よ
る
成
果
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
学
問
的
回
顧
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
と
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

　
但
だ
先
聖
の
元
意
を
述
べ
ん
こ
と
を
念
ひ
、
百
家
の
斉
は
ざ
る
を
整
へ
ん
こ
と
を
思
ひ
て
、
亦
た
以
て
吾
が
才
を
端
く
す
を
庶
幾
ひ

　
　
　
　
緯
書
鄭
氏
学
研
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序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

　
し
の
み
。
（
本
伝
所
載
「
子
益
恩
を
戒
む
る
の
書
」
）

と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
窺
え
る
ご
と
く
、
明
確
な
る
意
識
に
基
い
た
意
図
的
構
築
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
識
的
な
経
学
の
総
合
体
系
化
こ
そ
が
鄭
玄
の
経
学
の
集
大
成
の
最
大
の
意
義
で
あ
り
、
か
つ
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経

学
の
総
合
体
系
化
が
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
体
系
化
の
核
と
な
る
べ
き
理
念
お
よ
び
方
法
が
存
在
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
鄭
玄
の
学
問
・
思
想
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
体
系
化
の
理
念
と
方
法
の
究
明
が
必
須
の
も
の
と
な
る
。
が
、

こ
れ
ま
で
の
鄭
玄
研
究
に
お
い
て
は
、
方
法
の
面
は
ま
だ
し
も
と
し
て
も
、
理
念
に
つ
い
て
は
ど
う
も
少
し
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
体
系
化
の
理
念
の
究
明
こ
そ
が
ま
ず
第
一
の
急
務
と
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
当
面
の

目
標
も
勿
論
そ
こ
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
全
面
的
解
明
に
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
十
分
な
準
備
が
整
っ
て
い
な
い
。
こ
の
小
論
は
、

そ
の
見
通
し
を
つ
け
る
た
め
の
初
歩
的
な
一
考
察
で
あ
る
。

＝

　
鄭
玄
の
経
学
の
総
合
体
系
化
の
理
念
は
も
と
よ
り
一
に
し
て
足
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
が
、
五
経
な
い
し
は
六
経

（
1
1
六
芸
。
以
下
、
六
芸
と
標
記
す
る
）
は
一
体
で
あ
る
と
の
信
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
信
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
な
け
れ
ぽ
、
経
学
の
総
合
体
系
化
な
ど
は
な
か
ら
思
い
も
よ
る
ま
い
。
六
芸
が
一
体
で
あ
る
と
は
、
六
芸
の
各
々
が
緊
密
に
関
連
し
合

っ
て
い
て
相
互
に
矛
盾
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
六
芸
全
体
で
一
つ
の
精
密
な
宇
宙
を
な
し
て
お
り
、
一
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
六
芸
全
体
が
一
つ
の
完
壁
無
謬
な
る
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
六
芸
の
一
体
観
こ
そ
、
鄭
玄
の
学
問
・
思
想
の
最
も
根
抵
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
学
問
的
営
為
は
全
て
こ
の
観
念
よ
り
発
し

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゅ
う
き
よ
う
　
　
　
　
き
ん

　
も
っ
と
も
、
こ
の
六
芸
の
一
体
観
そ
の
も
の
は
鄭
玄
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
既
に
前
漢
末
の
書
論
・
劉
敵
父
子
や
揚
雄



　
　
に
も
見
え
て
い
た
。
と
く
に
前
者
の
『
七
略
』
六
芸
略
に
お
け
る
五
常
説
に
よ
る
六
芸
の
統
一
的
把
握
は
、
理
論
的
に
も
高
度
の
水
準
に

　
　
達
し
て
い
た
。
六
芸
の
一
体
観
の
基
礎
は
、
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
鄭
玄
も
基
本
的
に
は
二
人
の
思
想
を
継
承

　
　
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
根
本
的
な
質
的
転
換
を
果
た
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
鄭
玄
の
経
学
史
上
に
お
け
る
意
義
は
む
し
ろ
、
劉

　
　
向
ら
に
あ
っ
て
は
単
な
る
観
念
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
を
実
際
の
作
業
で
現
出
も
し
く
は
証
明
し
て
み
せ
た
と
い
う
、
観
念
よ
り
実

　
　
践
へ
の
発
展
を
成
し
遂
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
展
こ
そ
鄭
玄
に
課
せ
ら
れ
た
歴
史
的
使
命
で
あ
っ
た
。
彼
の
仕
事
も

　
　
や
は
り
先
人
の
業
績
の
積
重
ね
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
彼
一
人
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
と
は
い
え
、
動
画
の
六
芸
の
】
体
観
の
発
展
に
つ
く
し
た
役
割
は
決
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
実
践
の
裏
づ
け
が
あ
っ
て
、
は
じ

　
　
め
て
六
芸
が
一
体
で
あ
る
と
の
主
張
は
具
体
的
な
も
の
と
な
り
、
一
般
知
識
人
共
通
の
観
念
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の

　
　
経
学
界
は
、
こ
の
観
念
の
確
立
の
も
と
に
よ
り
精
緻
な
る
体
系
づ
く
り
に
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
次
の
地
平
を
切
開
く

　
　
べ
き
新
た
な
る
段
階
へ
と
到
達
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
は
ま
さ
に
綴
錦
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
観
念
自
体
も
種
々
の
要
素
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
よ
り
完
壁
な
も
の
へ
と
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
素
の
う
ち
で
最
も

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
重
要
な
の
が
緯
書
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
緯
書
の
存
在
な
く
し
て
は
彼
の
六
芸
の
一
体
観
の
確
立
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
経
学
の
総

　
　
合
体
二
化
も
あ
り
得
な
か
っ
た
。
緯
書
こ
そ
鄭
玄
の
学
問
・
思
想
全
体
の
構
成
の
中
核
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
解
明
の
鍵
で
も
あ
る
。
し
か

　
　
し
従
来
の
半
弓
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
緯
書
学
は
や
は
り
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
大
半
の
資
料

　
　
が
既
に
亡
癒
し
て
い
る
と
い
う
文
献
上
の
障
害
が
大
き
な
理
由
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
は
ま
た
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
の
経
学
の
総
合

　
　
体
系
化
の
理
念
の
解
明
の
不
足
か
ら
当
然
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
で
も
あ
る
。
緯
書
学
と
体
系
化
の
理
念
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
研
究
の
不

　
　
振
は
同
根
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
一
方
の
探
求
は
必
ず
も
う
　
方
の
課
題
に
ぶ
つ
か
る
。
つ
ま
り
、
理
念
の
全
面
的
解
明
と
い
う
最
終
目

　
　
標
の
た
め
に
は
、
ま
ず
緯
書
学
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
の
基
礎
作
業
と
な
る
。
以
下
、
鄭
玄
の
学
問
・
思
想
に
お
け
る
緯
書
学
の
意

　
　
義
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

㎜　
　
　
　
　
仙
騨
書
即
獅
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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二

　
鄭
玄
の
学
問
の
修
得
過
程
に
つ
い
て
、
本
伝
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
彼
は
若
い
こ
ろ
地
方
官
吏
を
し
て
い
た
が
、
役
人
勤
め
が

嫌
で
向
学
心
止
み
が
た
く
、

　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
　
　
　
　
　
　
　
く
　
や
う

　
遂
に
宿
学
に
造
り
て
業
を
受
け
、
京
兆
の
第
五
元
先
に
師
事
し
、
始
め
て
京
氏
易
・
『
公
羊
春
秋
』
・
三
選
歴
・
『
九
章
算
術
』
に
通
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

　
又
た
東
郡
の
張
恭
祖
に
従
ひ
て
『
周
官
』
『
礼
記
』
『
雪
山
春
秋
』
『
靴
墨
』
『
古
文
尚
書
』
を
受
く
。

　
こ
の
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
鄭
玄
は
ま
ず
今
文
学
の
京
馬
易
・
『
公
羊
春
秋
』
か
ら
そ
の
学
問
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
彼
の
学
問
の
性
格
、
と
く
に
初
期
の
そ
れ
を
考
え
る
上
で
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
あ
と

で
す
ぐ
『
警
官
』
『
左
氏
春
秋
』
『
古
文
尚
書
』
と
い
っ
た
古
文
学
を
修
め
て
い
る
か
ら
今
文
偏
重
と
は
言
え
ず
、
今
古
文
折
衷
の
素
地
は

そ
の
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
ま
ず
今
文
学
を
優
先
し
た
こ
と
は
、
彼
の
興
味
が
今
古
装
い
ず
れ
に
よ
り
多

く
あ
っ
た
か
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
や
は
り
無
視
し
得
な
い
と
思
う
。
勿
論
そ
こ
に
は
、
選
ん
だ
師
が
ど
の
学
派
で
あ
っ
た
か
と
い

う
偶
然
的
要
素
も
な
い
で
は
な
い
が
、
師
に
就
く
際
に
、
そ
の
師
が
何
を
や
っ
て
い
る
人
か
知
ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
や
は
り
最
初
に
今

文
学
を
学
ぼ
う
と
彼
自
身
が
自
発
的
に
決
め
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
或
い
は
、
太
子
に
入
っ
た
か
ら
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
太
子
に
入
ろ
う
と

し
た
動
機
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
太
学
に
入
る
の
が
学
問
の
常
道
で
あ
り
、
最
盛
時
に
は
遊
学
す
る

学
生
が
三
万
入
を
数
え
た
と
伝
え
ら
れ
る
か
ら
、
鄭
玄
が
太
学
に
入
っ
た
の
も
ご
く
普
通
の
行
動
と
言
え
る
。
が
、
博
士
以
外
に
も
多
く

の
在
野
の
経
師
が
お
り
、
禄
利
を
考
え
ず
た
だ
経
説
だ
け
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
、
何
も
太
学
に
入
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
そ
の

よ
う
に
し
て
学
ぶ
者
も
ま
た
か
な
り
多
く
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
太
学
は
、
民
間
で
は
古
文
学
が
隆
盛
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
依

然
と
し
て
今
文
学
が
主
流
で
あ
っ
た
。
仕
官
の
気
の
な
い
鄭
玄
が
わ
ざ
わ
ざ
太
学
に
来
た
の
は
、
或
い
は
今
文
学
を
根
抵
と
し
て
ま
ず
身



　
　
に
つ
け
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
ご
と
く
、
今
古
文
兼
修
を
理
想
と
し
て
は
い
た
も
の
の
、
初
期
の
鄭
玄
の
重
点
は
今
文
学
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

　
　
の
今
文
学
は
、
緯
書
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
と
く
に
彼
の
学
ん
だ
京
茂
易
と
公
羊
学
は
、
緯
書
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
従
っ
て
、

　
　
こ
の
二
つ
を
学
ん
だ
か
ら
に
は
、
当
然
深
く
緯
書
に
つ
い
て
も
学
ん
だ
に
違
い
な
い
。
同
時
に
受
け
た
三
統
暦
や
『
九
章
算
術
』
に
つ
い

　
　
て
も
、
一
見
緯
書
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
暦
学
と
数
学
は
緯
書
と
は
深
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
こ
の
二
つ

　
　
は
緯
書
を
学
ぶ
必
要
上
か
ら
修
得
し
た
と
い
う
｝
面
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
は
次
の
二
つ
の
資
料
か
ら
も
十
分
に
推

　
　
察
で
き
よ
う
。
そ
の
第
一
は
本
伝
の

　
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
　
会
た
ま
（
馬
）
融
　
諸
生
を
集
め
て
図
郭
を
考
論
ず
る
に
、
玄
の
善
く
算
す
る
を
聞
き
、
乃
ち
楼
上
に
召
見
す
。
玄
　
因
り
て
従
ひ
て

　
　
　
諸
も
ろ
の
疑
義
を
質
し
、
問
ふ
こ
と
畢
り
て
辞
し
て
帰
る
。

　
　
と
い
う
有
名
な
逸
話
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
鄭
玄
別
伝
」
の

　
　
　
年
二
十
一
に
し
て
博
く
群
書
を
極
め
、
歴
数
図
緯
の
言
に
精
し
く
、
兼
ね
て
算
術
に
精
し
。
（
『
世
説
薪
語
』
文
学
篇
注
）

　
　
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
資
料
は
、
鄭
玄
が
若
く
し
て
緯
書
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
の
確
固
た
る
証
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
か
く
の
ご
と
く
、
緯
書
は
初
期
の
熱
低
の
学
問
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
地
位
は
、
落
ち

　
　
る
こ
と
な
く
一
生
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
に
、
彼
の
生
涯
を
簡
単
に
逐
い
な
が
ら
、
緯
書
が
い
か
に
取
扱
わ
れ
て
い
る

　
　
か
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
馬
融
の
も
と
を
去
っ
て
郷
里
に
帰
っ
た
幽
玄
は
、
全
て
の
官
途
を
断
っ
て
家
居
し
、
晴
耕
雨
読
の
生
活
を
送
り
つ
つ
研
究
と
薯
述
に
没

　
　
頭
し
た
。
そ
の
著
述
の
最
も
早
い
も
の
の
一
つ
が
緯
書
の
注
釈
で
あ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
高
命
の
著
作
や
注
釈
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
成

　
　
立
時
期
が
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
精
密
な
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
。
た
だ
い
く
つ
か
の
手
掛
り
は
残
さ
れ
て
い

　
　
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
幾
入
か
の
人
が
そ
れ
を
基
に
年
譜
考
証
を
行
っ
て
お
り
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ

蹴　
　
　
　
　
　
仙
糧
書
鄭
琉
学
研
…
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
二
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

れ
ら
の
考
証
の
中
で
は
、
鄭
珍
の
『
鄭
黒
影
』
が
最
も
詳
細
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
私
の
以
下
の
論
も
大
体
そ
れ
に
基
い
て
進
め
て

い
き
た
い
。

　
さ
て
、
緯
書
注
が
最
も
早
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
『
続
漢
書
』
百
官
志
一
の
注
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め

　
康
成
　
淵
博
に
し
て
、
『
中
候
』
に
注
し
て
自
り
、
裁
て
礼
に
注
す
る
に
及
ぶ
。

と
あ
り
、
三
礼
の
注
の
前
に
『
尚
書
中
候
』
の
注
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
劉
昭
の
こ
ろ
に
は
「
鄭
玄
自
序
」
や

「
鄭
玄
劉
伝
」
等
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
注
に
は
十
分
信
頼
が
お
け
る
。
そ
し
て
ま
た
、
『
全
会
要
』
七
七
に
引
く
「
鄭

玄
自
序
」
に

　
党
鋼
の
事
に
遭
ひ
、
難
を
逃
れ
て
礼
に
注
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
中
暑
注
』
が
置
型
四
年
（
一
七
一
）
、
四
十
五
歳
よ
り
十
四
年
に
及
ぶ
禁
鋼
よ
り
前
に
著
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
全
著
述
中
の
最
初
と
は
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
初
期
に
属
す
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。

　
た
だ
、
劉
注
に
は
『
尚
書
中
島
』
の
注
し
か
挙
げ
て
い
な
い
が
、
他
の
緯
書
の
注
も
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鄭

珍
も
、

　
『
続
漢
志
』
…
…
に
云
ふ
、
「
『
中
候
』
に
注
し
て
縷
て
礼
に
注
す
」
と
。
以
て
知
る
、
融
に
辞
し
て
帰
り
し
後
写
り
、
党
に
坐
す
る
に

　
至
る
の
前
、
凡
そ
八
九
年
に
、
已
に
『
易
』
『
詩
』
『
礼
』
『
尚
書
』
四
緯
の
為
に
注
を
作
り
し
を
。
別
伝
に
「
年
二
十
一
に
し
て
即
ち

　
図
南
に
精
し
」
と
云
ふ
は
、
虚
な
ら
ざ
る
な
り
。
劉
昭
の
時
、
緯
附
語
存
す
れ
ば
、
康
成
の
著
書
の
先
後
に
於
て
必
ず
明
拠
あ
ら
ん
。

　
（
『
鄭
学
録
』
巻
一
）

と
云
い
、
他
の
緯
書
注
も
岡
時
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
し
、
ま
た
他
の
考
証
家
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

　
製
作
時
期
は
ま
ず
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
鄭
玄
の
緯
書
注
に
は
な
お
一
つ
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
注
し
た
緯
書
は
ど

れ
だ
け
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鄭
珍
は
『
尚
書
中
候
』
以
外
に
『
易
』
『
尚
書
』
『
詩
』
『
礼
』
の
四
緯
と
云
っ
て
い
る
が
、
本
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伝
に
明
記
さ
れ
る
『
尚
書
中
候
』
と
、
『
購
書
』
経
籍
志
に
著
録
さ
れ
て
い
る
『
易
緯
』
『
尚
書
緯
』
『
礼
緯
』
の
三
つ
は
確
実
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
見
え
ぬ
『
詩
緯
』
に
つ
い
て
は
か
な
り
不
安
が
あ
る
。
中
村
璋
八
氏
は
、
『
易
緯
』
等
気
書
の
鄭
注
は
そ
の

扶
文
が
諸
文
献
に
数
多
く
残
存
し
て
い
る
の
に
、
『
塾
図
』
受
注
の
繁
文
の
み
は
全
く
見
出
し
得
な
い
こ
と
、
お
よ
び
『
難
詰
』
等
が
複

　
　
　
　
　
　
（
3
）

数
の
目
録
に
見
え
る
に
対
し
、
『
詩
緯
注
』
の
記
載
は
新
旧
『
唐
志
』
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
の
二
つ
か
ら
、
『
詩
緯
』
の
鄭
注
は
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
氏
の
云
わ
れ
る
と
お
り
の
問
題
点
が
あ
り
、
安
全
を
期
す
る
な
ら
『
詩
緯
』
は

除
い
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
『
唐
志
』
の
記
載
も
一
概
に
無
視
し
得
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
り
、
直
ち
に
鄭
玄
の
注
に
非
ず

と
否
定
し
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
自
身
は
鄭
玄
の
も
の
と
認
め
て
も
よ
い
と
感
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
現
存
の
資
料
だ
け
で

一
方
に
決
定
す
る
の
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
存
疑
の
ま
ま
に
し
て
お
く
他
あ
る
ま
い
。

　
上
記
以
外
の
緯
書
注
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
『
走
書
』
経
籍
志
に
は
『
礼
緯
』
と
並
ん
で
『
官
記
黙
房
』

が
載
せ
ら
れ
、
梁
の
『
七
録
』
に
は
鄭
玄
注
が
著
録
さ
れ
て
い
た
と
注
記
し
て
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
『
鵜
舟
笹
下
』
と
い
う
の
は
『
礼
緯
』

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
一
種
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
書
の
鄭
注
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
ず
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
晴
代
に
は
早
く
も
亡
ん
で
お
り
、
具
体
的

内
容
は
全
く
知
ら
れ
な
い
。
そ
の
他
に
至
っ
て
は
、
そ
の
存
在
す
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
鄭
玄
著
述
考
」
と
い
っ
た
類
の
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
は
『
洛
書
落
掌
聴
』
『
企
図
』
等
の
注
を
挙
げ
て
い
る
が
、
明
確
な
証
拠
が
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
除
外
し
て
お
く
ほ
う
が
無
難
で
あ

る
。
結
局
、
鄭
玄
の
緯
書
注
と
し
て
は
、
『
尚
書
中
候
』
『
易
緯
』
『
尚
書
緯
』
『
礼
緯
』
の
四
種
（
或
い
は
『
礼
記
黙
房
』
を
加
え
て
五
種
）

の
み
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
緯
書
注
が
あ
っ
た
可
能
性
が
一
切
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
晴
書
』
経
籍
志
に
「
宋

均
・
鄭
玄
並
び
に
識
律
の
注
を
為
る
」
と
あ
り
、
「
識
律
」
と
い
う
語
か
ら
み
て
、
い
わ
ゆ
る
識
類
の
注
も
含
め
て
も
う
少
し
あ
っ
た
と
考

え
る
ほ
う
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
主
旨
は
、
鄭
玄
の
緯
書
注
が
上
記
四
種
に
限
定
さ
れ
る
と
言
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
少
な

く
と
も
四
つ
は
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
緯
書
の
半
分
近
く
に
注
を
書
い
た
と
い
う
量
の
多
さ
を
強
調
す
る
に
在
る
。

　
さ
て
、
急
撃
が
他
の
何
物
に
も
先
が
け
て
緯
書
に
、
し
か
も
そ
の
半
数
に
注
を
書
い
た
こ
と
は
、
彼
が
緯
書
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て

　
　
　
　
緯
　
書
鄭
氏
学
研
一
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
一
究
　
静
弟
五
百
四
十
・
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

947　
　
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
彼
は
若
い
と
き
に
一
渡
り
経
書
を
修
め
て
い
る
が
、
注
釈
書
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
後
の
も
の
ほ

　
　
ど
当
然
な
が
ら
、
そ
の
学
問
が
よ
り
大
き
く
か
つ
精
緻
に
、
す
な
わ
ち
よ
り
総
合
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
注
釈
を
書
き
進
め
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
、
彼
は
自
己
の
学
問
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
一
二
の
注
釈
は
次
の
注
釈
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
注
釈

　
　
の
順
序
は
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
と
は
思
わ
れ
ず
、
周
到
な
計
画
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
経
書
の
前
に
緯
書
に
注
し
た
意

　
　
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
緯
書
こ
そ
経
学
の
基
本
で
あ
り
、
緯
書
に
精
通
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
六
芸
に
対
す
る
真
の
理
解
は
あ
り
得
な

　
　
い
肖
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

四

　
初
期
の
鄭
玄
に
お
け
る
緯
書
学
の
重
要
性
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
で
は
中
後
期
に
お
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。
次
に
そ
れ
を
み
て
み
た
い
。

　
中
期
の
代
表
作
は
禁
中
の
期
間
中
に
著
さ
れ
た
三
礼
注
で
あ
る
。
中
期
の
、
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
全
期
作
中
の
代
表
で
あ
る
こ
の
三
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ら
い
　
　
　
　
　
　
ら
い
き

注
に
は
、
わ
け
て
も
『
周
礼
』
と
『
礼
記
』
二
書
の
注
に
は
、
天
祭
関
係
を
中
心
と
し
て
緯
書
説
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

そ
の
こ
と
は
孔
・
買
二
等
が
逐
一
指
摘
し
て
以
来
、
礼
愛
馬
の
常
に
論
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
（
ほ
と
ん
ど
が
非
難
で
あ
る
）
、
礼
学
上

の
｝
常
識
と
も
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
そ
の
＝
の
例
を
示
す
こ
と
は
避
け
て
お
く
が
、
そ
の
援
用
は
『
易
』
『
尚
書
』
『
楽
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

『
春
秋
』
『
礼
』
『
孝
経
』
お
よ
び
『
河
図
』
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
緯
書
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
注
釈
を

つ
け
た
の
は
『
尚
書
中
候
』
等
の
四
種
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
鄭
玄
が
緯
書
全
体
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
）
こ
の
一
事
を

も
っ
て
し
て
も
、
鄭
玄
の
学
問
に
お
け
る
緯
書
の
地
位
は
明
白
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
「
…
…
聖
日
」
と
明
記
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
全
て
「
…
…
説
」
と
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
説
」

が
・
「
緯
」
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
次
の
鄭
玄
自
身
の
こ
と
ぽ
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
ん
　
　
（
9
）

　
　
　
凡
そ
鄭
の
説
と
云
ふ
者
は
、
皆
緯
候
な
り
。
時
に
図
識
を
禁
ず
、
故
に
緯
を
転
じ
て
説
と
為
す
な
り
。
『
鄭
志
』
に
い
ふ
、
「
張
逸
聞
ふ
、

　
　
　
『
注
に
中
細
と
日
へ
り
。
書
説
と
は
何
の
書
そ
や
』
と
。
答
へ
て
白
く
、
『
尚
書
緯
な
り
。
注
を
為
り
し
時
に
当
り
て
、
文
網
中
に
在
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
　
ぽ
、
秘
書
を
引
く
を
嫌
ふ
。
故
に
諸
も
ろ
の
牽
く
所
の
面
識
は
、
皆
之
を
説
と
謂
ふ
』
と
。
」
（
『
礼
記
』
檀
弓
正
義
）

　
　
緯
書
を
引
用
す
る
の
は
具
合
が
悪
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
表
現
を
変
え
て
ま
で
敢
え
て
引
用
せ
ん
と
す
る
の
は
、
経
の
解
釈
に
ど
う
し

　
　
て
も
緯
書
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
心
経
に
注
す
る
に
あ
た
っ
て
他
の
諸
経
を
引
用
す
る
の
は
、
博
識
を
誇
ら
ん
と
し
て
の
こ

　
　
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
鳶
足
が
相
互
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
証
明
せ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
ま
た
経
説
を
緻
密
に
体
系
づ
け
る
た
め
で
あ
っ

　
　
て
、
窮
極
的
に
は
ゆ
る
ぎ
な
き
経
学
世
界
を
打
謬
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
経
を
も
っ
て
経
を
解
く
と
い
う
学
風
は
、
経

　
　
学
世
界
の
建
設
、
す
な
わ
ち
経
学
の
総
合
体
系
化
と
い
う
彼
の
願
望
も
し
く
は
信
念
よ
り
す
る
唯
一
無
二
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
緯
書
の
引
用
が
何
の
た
め
で
あ
っ
た
か
も
お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
緯
書
と
経
書
が
矛
盾
せ
ぬ
の
は
無
論

　
　
の
こ
と
、
緯
書
は
経
学
世
界
の
建
設
に
も
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。
誌
面
は
経
学
の
総
合
化
の
熊
内
に
緯
書
を
も
取
入
れ
よ
う
と
し
た

　
　
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
に
経
学
の
総
合
を
目
指
す
彼
の
学
問
的
指
向
の
結
果
、
い
わ
ば
必
然
的
自
己
増
殖
と
言
え
よ
う
が
、

　
　
同
時
に
ま
た
、
前
漢
末
よ
り
の
経
学
の
総
合
化
の
潮
流
が
も
た
ら
し
た
一
つ
の
極
点
で
も
あ
っ
た
。
話
を
も
と
に
戻
し
、
引
き
続
き
中
期

　
　
以
降
の
経
書
注
に
お
け
る
緯
書
の
役
割
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　
　
　
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
鄭
玄
の
学
問
に
一
つ
の
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
は
今
古
文
兼
修
と
い
い
な
が
ら
も
、

　
　
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
今
文
に
重
点
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
時
期
以
後
に
は
古
文
を
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
「
自
序
」
に

　
　
　
党
紀
の
事
解
け
、
『
古
文
尚
書
』
『
毛
詩
』
『
論
語
』
に
注
す
。
裳
諏
の
逼
る
所
と
為
り
、
来
り
て
元
城
に
至
り
、
乃
ち
『
周
易
』
に
注
す
。

　
　
　
（
『
唐
会
要
』
巻
七
七
お
よ
び
『
文
苑
英
華
』
巻
七
六
六
）

　
　
と
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
『
古
文
尚
書
』
『
毛
詩
』
『
周
易
』
は
み
な
古
文
系
の
も
の
で
あ
り
、
『
論
語
』
も
今
文
の
魯
論
を
底
本
と
し
て
い

95

7
緯
書
郷
属
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
六
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六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
と
は
い
え
、
古
文
を
参
照
し
て
テ
キ
ス
ト
を
定
め
て
お
り
、
古
論
に
か
な
り
近
似
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
古
文
重
視
の
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
し
ん
こ
う
こ
う

は
、
『
発
墨
守
』
『
鍼
膏
盲
』
『
起
廃
疾
』
を
著
し
た
こ
と
や
（
こ
の
辞
書
の
成
立
は
三
礼
盤
と
前
後
す
る
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
）
、
三
礼

の
内
で
『
周
礼
』
を
筆
頭
と
し
た
こ
と
に
既
に
現
れ
て
い
る
が
、
年
と
と
も
に
そ
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
も

っ
と
も
古
文
一
辺
倒
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
そ
の
理
想
は
あ
く
ま
で
も
今
古
文
の
折
衷
に
あ
り
、
『
毛
詩
書
』
な
ど
の

中
に
も
か
な
り
今
文
説
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
テ
キ
ス
ト
の
選
択
な
い
し
は
制
定
と
い
う
基
本
的
部
分
で
古
文
中
心
に
な
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
古
文
重
視
に
転
換
し
た
と
い
う
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
鄭
玄
の
学
問
が
全
体
と
し
て
古
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

学
を
主
と
す
る
と
評
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
事
実
に
よ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
文
学
が
識
緯
と
密
接
に
関
係
す
る
の
に
対
し
、
古
文
学
は
合
理
主
義
的
で
識
緯
に
批
判
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

私
も
、
　
一
般
的
事
実
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
と
思
う
。
で
は
、
後
期
に
お
け
る
鄭
玄
は
緯
書
に
対
し
て
冷
淡
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
は
否
で
あ
る
。
古
文
重
視
に
転
換
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鄭
玄
は
相
変
ら
ず
緯
書
に
熱
心
で
あ
り
、
緯
書
説
を
大
幅
に
採
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
を
次
に
示
そ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叩

　
『
尚
書
注
』
は
現
在
大
半
が
亡
下
し
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
は
窺
う
べ
く
も
な
い
が
、
そ
の
わ
ず
か
な
残
存
部
分
に
も
い
く
つ
か
の
緯

書
説
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
序
に
あ
た
る
「
書
賛
」
（
こ
れ
は
『
六
芸
論
』
中
の
書
論
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
た
可
能
性
も
あ
り
、
必

ず
し
も
『
尚
書
注
』
と
同
時
に
書
か
れ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
後
年
に
至
っ
て
も
そ
の
見
解
は
変
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
ま

た
『
尚
書
注
』
の
序
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
こ
こ
で
あ
わ
せ
述
べ
る
こ
と
と
す
る
）
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
き
　
き
ん

　
孔
子
　
書
を
撰
し
、
乃
ち
尊
び
て
之
に
命
づ
け
て
尚
書
と
日
ふ
。
『
踏
磯
鈴
』
に
云
ふ
、
「
因
り
て
之
を
書
と
謂
ひ
、
上
を
加
へ
て
以
て

　
　
　
（
1
2
）

　
之
を
尊
ぶ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
き
　
き
ん

と
あ
る
の
は
、
『
尚
書
』
の
名
の
由
来
を
『
尚
書
瑛
磯
鈴
』
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
し
、
同
じ
く

　
書
は
務
め
て
天
を
以
て
之
を
言
ふ
。
尚
と
は
上
な
り
。
尊
び
て
之
を
重
ん
ず
。
蓋
し
天
書
の
若
く
然
る
を
言
ふ
。
故
に
尚
書
と
漏
ふ
。
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く
　
よ
う
ぜ
っ

と
あ
る
の
も
、
孔
穎
達
の
正
義
が
『
尚
書
緯
』
に
基
く
と
云
う
と
お
り
、
『
妻
事
鈴
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
ユ
）

　
尚
と
は
上
な
り
。
上
天
　
文
象
を
垂
れ
、
節
度
を
布
く
。

と
い
う
文
章
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
「
書
賛
」
の
文
自
体
が
緯
書
の
引
用
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
さ
ら
に
ま
た
「
書
院
」

に
、
「
序
は
孔
子
の
作
る
所
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
正
義
に

　
鄭
　
孔
子
の
作
な
る
を
知
る
者
は
、
緯
文
に
依
り
て
知
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
緯
書
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
事
は
、
書
名
の
由
来
、
或
い
は
序
の
作
者
と
い
っ
た
大
問
題
を
緯
書
の
説

に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
尚
書
学
の
大
枠
は
緯
書
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
注
で
あ
る
が
、
ま
ず
巻
頭
の
「
臼
若
稽
古
」
の
「
稽
、
半
熟
。
古
、
天
也
」
な
る
注
が
、
や
は
り
正
義
に
云
う
よ
う
に
「
緯
を
信

じ
」
て
下
さ
れ
た
欝
欝
で
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
緯
書
に
基
く
も
の
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
注
の
中
に
緯
書
を
引
用
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
洪
範
の
注
に
『
春
秋
緯
』
を
引
用
し
、
さ
ら
に
太
誓
の
注
で
は
「
悪
説
」
お
よ
び
「
比
婆
」
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
書
説
・
礼
説
と
は
、
先
に
み
た
ご
と
く
、
す
な
わ
ち
『
尚
書
緯
』
『
礼
緯
』
に
他
な
ら
な
い
。
後
者
は
鄭
玄
の
符
瑞
に
関
す
る
思
想

を
知
る
の
に
重
要
な
資
料
で
も
あ
る
の
で
、
次
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
正
文
は
「
至
楽
五
日
、
電
火
自
上
里
干
下
、
至
干
霊
屋
、
流
之
為
鵬
、
樺
色
赤
、
其
声
醜
、
五
退
去
穀
倶
来
」
で
、
そ
の
注
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
五
日
と
は
燈
の
後
の
日
数
な
り
。
王
屋
は
王
の
在
る
所
の
舎
上
な
り
。
流
は
猶
ほ
変
の
ご
と
き
な
り
。
雛
は
当
に
鴉
に
為
る
べ
し
。
鴉

　
は
烏
な
り
。
燈
の
後
五
日
に
し
て
火
有
り
て
烏
と
為
る
。
天
　
武
闘
に
報
い
る
に
此
の
瑞
を
以
て
す
。
虚
説
に
日
く
、
「
烏
に
孝
名
有
り
。

　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

牛
王
父
の
業
を
卒
ふ
、
故
に
烏
瑞
灯
る
。
赤
は
周
の
正
（
色
）
な
り
。
穀
は
盾
穫
の
徳
を
記
す
」
と
。
又
た
礼
説
に
曰
く
、
「
牛
王
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
の
ご
と

　
赤
烏
穀
遊
の
応
あ
り
。
周
は
赤
を
尚
び
て
兵
を
用
ふ
。
王
命
じ
て
曰
く
、
『
牟
と
為
せ
』
と
。
天
意
若
く
日
く
、
『
須
ら
く
紺
に
五
年

　
　
か

　
を
尽
し
、
乃
ち
之
を
謙
す
署
し
』
と
。
聖
王
即
位
よ
り
、
此
の
時
ま
で
已
に
三
年
な
り
。
穀
と
は
蓋
し
黒
麦
な
り
。
『
詩
』
に
曰
く
、

　
　
　
緯
書
鄭
氏
学
研
ぬ
九
序
説
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七
〇

　
　
　
　
　
　
　
お
く

　
『
我
に
来
牟
を
飴
れ
り
』
と
。
L

鄭
玄
が
符
瑞
の
実
在
を
信
じ
、
そ
れ
を
証
明
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
さ
ま
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
緯
書
は
符
瑞
の
宝
庫
で
あ
る
。

彼
の
符
瑞
に
対
す
る
信
仰
は
緯
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
逆
に
、
真
薦
を
信
ず
れ
ば
こ
そ
緯
書
を
重
ん

じ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
符
瑞
に
忘
す
る
信
仰
と
い
う
経
書
解
釈
の
一
公
式
が
緯
書
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
は
闘
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
緯
書
の
説
に
合
わ
せ
る
た
め
に
経
書
の
文
字
を
改
め
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ

で
は
、
改
め
ざ
る
べ
き
は
経
書
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
緯
書
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
『
尚
書
注
』
に
お
い
て
も
、
緯
書
に
基
く
箇
所
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
『
尚
書
注
』
の
う
ち
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ら
か
に
緯
書
に
基
く
も
の
は
、
二
品
卿
『
尚
書
鄭
揺
落
』
の
考
証
に
拠
れ
ば
十
七
条
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
種
類
も
、
『
尚
書

緯
』
の
他
、
『
易
』
『
礼
』
『
春
秋
』
『
孝
工
臨
の
各
緯
に
及
ん
で
い
る
。
『
尚
書
注
』
全
体
に
は
も
っ
と
多
く
の
緯
書
説
が
採
取
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
全
篇
が
濃
厚
に
緯
書
説
で
彩
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
話
を
『
毛
詩
経
』
に
進
め
よ
う
。
『
毛
詩
注
』
に
お
い
て
も
、
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
『
尚
書
注
』
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や

は
り
多
く
の
緯
書
に
基
く
注
釈
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
そ
の
全
て
を
捜
出
し
得
て
い
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず

そ
の
代
表
例
を
一
二
挙
げ
て
お
く
。

　
小
雅
・
十
月
之
交
の
「
十
月
之
交
、
朔
日
辛
卯
、
日
食
有
之
、
獣
帯
之
醜
」
の
鄭
箋
に
、

　
周
の
十
月
目
夏
の
八
月
な
り
。
八
月
朔
目
、
日
月
交
会
し
て
日
食
す
。
陰
　
陽
を
侵
し
、
臣
　
君
を
侵
す
の
象
な
り
。
日
章
の
義
、
日

　
を
君
と
為
し
、
辰
を
臣
と
為
す
。
辛
は
金
な
り
、
卯
は
木
な
り
。
又
た
卯
を
以
て
辛
を
侵
す
、
故
に
甚
だ
悪
し
き
な
り
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
正
義
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
詩
推
度
災
』
に

　
十
月
の
交
は
、
気
の
根
交
は
る
な
り
。
周
の
十
月
は
夏
の
八
月
な
り
。
其
の
食
す
る
に
及
ぶ
や
、
君
弱
く
臣
強
し
。
故
に
天
　
象
を
垂

　
　
　
　
　
　
　
し
め

　
れ
て
以
て
徴
を
画
す
。
辛
は
正
秋
の
王
気
、
卯
は
正
春
の
臣
位
な
り
。
日
を
霜
と
為
し
、
辰
を
臣
と
為
す
。
八
月
目
日
交
、
卯
　
辛
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
　
食
せ
り
。
辛
の
君
為
る
、
幼
弱
に
し
て
明
ら
か
な
ら
ず
、
卵
の
臣
為
る
、
権
を
乗
り
て
政
を
為
す
。

　
　
と
あ
る
の
に
基
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
周
頗
・
思
文
「
賭
信
認
牟
」
の
箋
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん

　
　
　
長
客
　
金
津
を
渡
る
に
、
白
魚
躍
り
て
舟
に
入
る
。
挨
を
出
で
て
以
て
燈
す
に
、
後
五
日
に
し
て
潅
流
じ
て
鳥
と
為
り
、
観
た
び
至
る

　
　
　
に
穀
を
以
て
倶
に
来
る
。
此
れ
を
我
に
来
牟
を
遺
る
と
謂
ふ
。
…
書
説
に
、
「
烏
　
穀
を
以
て
倶
に
来
り
云
ふ
、
穀
は
后
稜
の
徳
を
紀

　
　
　
す
」
と
。

　
　
と
云
い
、
『
尚
書
緯
』
（
『
瑛
磯
鈴
』
お
よ
び
『
合
符
后
』
）
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
の
『
尚
書
』
自
誓
篇
の
注
と
ほ
ぼ
同
一
内
容
で

　
　
あ
り
、
『
毛
詩
注
』
に
お
い
て
も
符
瑞
信
仰
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
か
く
の
ご
と
く
、
『
毛
詩
注
』
に
は
符
瑞
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
緯
書
説
が
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
言
う

　
　
べ
き
は
か
の
感
生
帝
の
説
で
あ
ろ
う
。
鄭
玄
が
出
生
帝
の
説
、
す
な
わ
ち
聖
人
の
異
常
出
生
輝
を
歴
史
事
実
と
し
て
固
く
信
じ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
と
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
の
が
『
詩
経
』
の
大
雅
・
生
民
篇
と
商
頒
・
玄
鳥
篇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ

　
　
注
釈
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
后
穫
と
契
と
が
天
帝
の
子
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
艮
「
履
帝
武

　
　
敏
敵
、
紋
介
仮
止
、
載
震
載
夙
、
載
生
載
育
、
時
維
后
穫
」
の
箋
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
や
う
げ
ん

　
　
　
帝
は
上
帝
な
り
。
敏
は
栂
な
り
。
…
…
郊
謀
を
祀
る
の
時
、
時
に
則
ち
大
神
の
　
有
り
。
姜
娠
之
を
履
む
も
、
足
満
つ
る
能
は
ず
。
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
も

　
　
　
の
栂
指
の
処
を
履
め
ば
、
心
体
歌
歓
然
た
り
。
其
の
左
右
し
止
住
す
る
断
、
人
道
の
己
に
感
ず
る
者
有
る
が
如
し
。
是
に
於
て
遂
に
身

　
　
　
る
こ
と
有
り
。
而
し
て
粛
戒
し
て
復
た
御
せ
ざ
れ
ぽ
、
後
則
ち
子
を
生
む
。

　
　
と
云
い
、
玄
鳥
「
天
命
玄
鳥
、
降
而
生
商
、
宅
殴
土
芒
芒
」
の
箋
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
う
　
　
　
　
　
か
ん
て
き

　
　
　
降
は
下
な
り
。
天
　
親
を
し
て
下
り
て
商
を
生
ま
し
む
と
は
、
既
　
卵
を
遺
し
、
寒
露
の
女
連
秋
、
之
を
呑
み
て
契
を
生
む
を
謂
ふ
。

　
　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
毛
無
は
極
め
て
合
理
的
な
解
釈
を
と
り
、
神
怪
的
な
話
を
全
く
排
除
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
玄
鳥
篇
の

　
　
伝
に
、

997　
　
　
　
　
　
緯
書
鄭
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
ご

　
春
分
に
玄
鳥
下
る
。
湯
の
先
祖
、
有
畜
氏
の
黒
幕
秋
、
高
聖
駕
の
帝
に
配
す
。
帝
率
み
て
之
と
郊
謀
に
祈
り
て
契
を
生
む
。
故
に
天
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
命
ず
る
所
と
為
る
に
本
づ
け
、
玄
鳥
の
至
る
を
以
て
焉
を
生
む
。

と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
毛
と
鄭
の
解
釈
は
全
く
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
二
条
は
全
書
中
に
お
い
て
も
両
老
の
異
同
の
最
も

顕
著
な
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
毛
伝
に
従
う
鄭
玄
と
し
て
も
、
感
生
意
の
説
は
ど
う
し
て
も
譲
れ
ぬ
一
線
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
感
生
帝
信
仰
を
彼
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
緯
書
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
感
生
帝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
、
周
知
の
ご
と
く
、
緯
書
を
構
成
す
る
基
本
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
緯
書
を
重
ん
じ
る
鄭
玄
で
あ
る
か
ら
し
て
、
緯
書
に
お

け
る
感
生
帝
説
に
も
習
熟
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
感
生
帝
に
関
す
る
説
話
は
緯
書
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

『
史
記
』
等
に
も
見
え
て
お
り
、
彼
は
当
然
そ
れ
ら
の
諸
書
に
も
通
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
的
な
典
拠
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
主

と
し
て
緯
書
の
説
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
に
『
毛
詩
正
義
』
は
、
上
の
二
篇
の
鄭
注
の
根
拠
と
し
て
、
『
史
記
』
と
と
も
に
い
く
つ

か
の
緯
書
を
挙
げ
て
い
る
。
生
民
正
義
に
云
う
、

　
　
お
も

　
鄭
以
へ
ら
く
、
此
れ
及
び
玄
鳥
は
謬
れ
稜
は
　
を
以
て
生
ま
れ
、
契
は
卵
を
以
て
生
ま
れ
し
を
説
く
の
経
文
な
り
と
。
『
河
図
』
に
割
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
せ
つ

　
「
姜
娠
　
大
人
の
　
を
履
み
后
稜
を
生
む
」
と
。
『
中
田
稜
起
』
に
掃
く
、
「
中
学
の
稜
生
ま
る
る
に
　
に
感
ず
」
と
。
『
（
中
候
）
昌
契

　
あ
く

　
握
隔
に
云
く
、
「
玄
鳥
水
に
翔
び
、
卵
を
流
れ
に
遺
す
。
嫉
簡
　
之
を
呑
み
て
契
を
生
み
、
商
に
封
ぜ
ら
る
」
と
。
『
（
中
立
）
苗
興
』
に

　
云
く
、
「
契
の
卵
生
、
稜
の
　
乳
」
と
。

ま
た
玄
鳥
正
義
で
は
、
『
中
老
（
昌
）
契
握
』
の
同
文
と
『
史
記
』
股
本
紀
の
文
を
提
示
し
た
後
、
続
け
て
、

　
此
の
二
文
及
び
諸
も
ろ
の
魚
群
、
親
（
卵
）
を
呑
み
て
契
を
生
む
と
言
ふ
老
多
し
。
故
に
鄭
　
之
に
拠
り
て
以
て
伝
を
易
ふ
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
こ
く

と
云
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
合
爵
に
つ
い
て
、
毛
伝
が
帝
馨
自
身
の
妃
で
あ
る
と
す
る
に
紺
し
、
鄭
玄
は
そ
の
後
世
の
子
孫
の
妃
で
発
の

時
代
に
当
る
と
す
る
が
、
こ
の
相
違
は
、
正
義
に
拠
れ
ば
、
鄭
玄
が
識
緯
、
と
く
に
『
春
秋
命
婦
序
』
の
伝
世
の
記
載
を
信
じ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
た
い
れ
い

よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
。
そ
し
て
正
義
は
、
鄭
玄
は
、
姜
娠
を
帝
馨
の
妃
と
す
る
『
大
戴
礼
』
（
帝
繋
篇
）
や
『
史
記
』
を
信
じ
な
か
っ
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た
の
だ
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
も
っ
て
彼
が
緯
書
と
『
史
記
』
の
ど
ち
ら
を
重
ん
じ
た
か
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
『
西
詩
注
』
に
お
け
る
緯
書
説
の
重
要
性
は
了
解
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
で
は
、
最
後
の
著
作
と
な

っ
た
『
周
易
注
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
周
易
注
』
も
亡
黙
し
て
久
し
く
、
そ
の
詳
細
は
知
り
得
な
い
が
、
早
く
に
王
応
麟
の
輯
本
が
あ
り
、
ま
た
清
朝
漢
学
以
来
の
研
究
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
ん

集
積
が
あ
っ
て
、
現
在
そ
の
易
説
の
大
要
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
鄭
玄
の
易
解
釈
に
は
、
交
辰
説
・
卦
気
説
・
交

体
・
互
体
な
ど
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
み
な
今
文
易
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
古
文
系
の
費
氏
易
を
伝
え

た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
確
か
に
費
上
本
を
用
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
純
然
た
る
今
文
易
で
あ
る
。

こ
れ
は
彼
が
最
初
に
京
氏
易
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
の
易
説
は
京
氏
易
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ

た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
京
氏
易
に
基
く
も
の
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
哲
人
は
当
然
『
易
緯
』
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
推
量
さ

れ
る
。
（
京
氏
易
と
『
易
緯
』
と
が
内
容
的
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
周
知
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
。
『
易
緯
』
は
京
茂
易
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

伝
え
る
流
派
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
）
実
際
、
た
と
え
ば
恋
気
寒
中
の
六
日
七
分
説
は
『
周
覧
図
』
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
さ
く
ど

も
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
易
説
の
中
心
た
る
芝
葺
説
も
、
そ
の
原
型
が
『
乾
盤
度
』
に
見
え
て
お
り
、
恵
棟
『
易
漢
学
』
は
、
鄭
玄
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

早
雪
は
『
雲
煙
度
』
よ
り
出
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
既
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
恵
棟
に
は
『
乾
場
度
』
を
誤
解
し
た
と
こ
ろ

が
あ
り
、
厳
密
に
は
両
者
は
一
致
す
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
相
違
の
詳
し
い
考
証
は
注
に
掲
げ
た
専
著
に
譲
る
が
、
要
す
る
に
、
鄭
玄

で
は
陰
陽
二
交
と
も
左
行
す
る
に
対
し
、
『
乾
態
度
』
で
は
陰
交
は
早
行
し
陽
交
は
左
行
す
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
鄭
は
十
二
交
を
十

二
律
に
結
び
つ
け
る
が
、
『
乾
誤
解
』
に
は
十
二
律
は
取
り
こ
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
二
点
の
違
い
が
あ
る
。
も
し
こ
の
相
違
を
重
く
見

る
な
ら
ぽ
、
鄭
玄
の
交
辰
説
は
『
乾
落
度
』
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
独
自
の
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
見
方
を
す
る
老
に

　
　
　
せ
ん
た
い
き
ん
　
　
　
　
　
（
2
0
）

焦
循
や
銭
大
所
が
い
る
が
、
私
は
少
し
細
部
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
鄭
玄
独
自
の
創
見
は
多
い
が
、

基
本
的
発
想
は
や
は
り
恵
棟
の
よ
う
に
『
乾
撃
度
』
か
ら
出
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鈴
木
由
次
郎
氏
は
、
「
鄭
玄
は
即
事
に

　
　
　
　
緯
書
郷
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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暫
学
研
究
　
第
五
百
四
幸
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

お
い
て
乾
の
初
九
を
十
一
月
子
に
、
坤
の
初
六
を
六
月
未
に
置
き
、
一
つ
置
き
に
配
当
す
る
思
想
的
根
拠
を
易
緯
乾
墾
度
の
文
に
求
め
た

の
で
あ
る
L
（
『
漢
易
研
究
』
ご
三
コ
責
）
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
の
説
に
賛
成
し
た
い
。
麦
辰
説
は
京
房
や
師
の
馬
融
に
も
存
在

す
る
か
ら
、
鄭
玄
が
そ
れ
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
『
乾
霧
度
』
を
参
照
し
た
こ
と
も
ま
た
確
実
で
あ
る
。
京
・
馬
の
麦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
ん

辰
説
が
乾
坤
二
卦
に
限
ら
れ
る
の
に
対
し
、
鄭
玄
は
他
の
六
十
二
卦
に
も
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
恐
ら
く
『
乾
盤
度
』
が
屯
・
蒙
以

下
の
全
量
の
交
辰
の
配
当
式
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
、
鄭
玄
の
易
学
と
『
易
緯
』
の
関
係
深
き
こ

と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
鈴
木
氏
は
ま
た
「
鄭
玄
が
交
辰
説
と
い
う
象
聖
主
の
一
体
系
を
組
成
し
た
の
は
早
期
に
京
勘
当
を
学
び
、
公
羊

春
秋
三
統
暦
九
章
算
術
を
治
め
、
秘
書
如
上
に
通
じ
た
そ
の
陰
陽
五
行
学
の
蔽
蓄
の
結
果
で
あ
る
」
（
同
上
、
二
三
九
頁
）
と
云
い
、
本
田

済
氏
も
「
今
文
易
、
易
緯
の
天
文
学
的
要
素
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
ぎ
、
取
り
入
れ
て
い
る
」
（
『
易
学
』
一
九
四
頁
）
と
云
っ
て
お
ら
れ
る
が
、

と
も
に
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。

　
鄭
玄
の
易
学
で
も
う
一
つ
見
落
せ
な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
三
易
の
説
で
あ
る
。
「
易
賛
」
（
こ
れ
も
『
六
芸
論
』
の
群
論
を
そ
の
ま
ま
流

用
し
て
い
る
ら
し
い
）
に
云
う
、

　
易
の
名
為
る
や
、
　
一
言
に
し
て
三
義
を
含
む
。
易
簡
一
な
り
、
変
易
二
な
り
、
不
易
三
な
り
。
云
云

こ
の
有
名
な
説
は
、
『
周
易
正
義
』
が
明
記
す
る
よ
う
に
、
『
乾
墨
画
』
冒
頭
の
「
易
一
名
而
含
三
義
、
所
謂
易
也
、
変
易
也
、
不
易
也
」

（
序
、
第
一
論
引
）
以
下
の
記
述
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
易
の
根
本
概
念
の
規
定
に
緯
書
説
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
彼
の
易
学
は
緯
書
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
と
言
う
も
当
を
失
う
ま
い
。

五

　
以
上
、
初
期
よ
り
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
鄭
玄
の
著
述
を
ざ
っ
と
検
討
し
て
き
た
。
鄭
玄
の
学
問
・
思
想
に
お
い
て
、
緯
書
が
い
か
に

重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
か
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
緯
書
学
こ
そ
彼
の
学
問
の
根
抵
で
あ
り
、
緯
書
を
抜
き
に
し
て
そ
の
学
問
を



　
　
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
ま
さ
し
く
緯
書
信
者
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
実
は
か
よ
う
な
検
討
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
ぼ
う

　
　
え
る
ま
で
も
な
く
、
歴
代
く
り
か
え
し
彼
は
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
梁
の
許
愚
は
、

　
　
　
鄭
玄
　
参
柴
の
風
有
り
、
正
経
を
推
尊
す
る
能
は
ず
、
専
ら
緯
候
の
書
を
信
ず
。
（
『
臨
書
』
許
懇
伝
）

　
　
と
云
い
、
唐
の
孔
頴
達
は

　
　
　
鄭
玄
篤
く
緯
を
信
ず
。
（
『
尚
書
』
舜
典
正
義
）

　
　
と
去
い
、
宋
の
王
応
麟
は

　
　
　
て
い

　
　
　
鄭
康
成
　
経
を
釈
す
る
に
、
緯
書
を
以
て
之
を
乱
す
。
（
『
困
学
紀
聞
』
巻
四
）

　
　
と
云
う
ご
と
く
で
あ
る
。
上
述
の
諸
事
例
よ
り
す
れ
ば
ま
っ
た
く
当
然
の
評
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
に
肯
定
的
で
は

　
　
な
く
、
許
・
王
の
語
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
邪
道
と
し
て
非
難
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
鄭
玄
と
緯
書
と
の
密
着
と
い
う
事
実
は
事
実
と
し
て
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
れ
い

　
　
　
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
人
も
い
る
。
中
で
も
陳
濃
は
そ
の
急
先
鋒
で
、
鄭
玄
は
緯
書
信
金
に
非
ず
と
力
説
し
、
許
・
孔
・
王

　
　
の
説
を
み
な
謬
説
と
し
て
斥
け
て
い
る
。
彼
は
自
説
の
根
拠
を
ま
ず
鄭
玄
自
身
の
こ
と
ば
に
求
め
て
い
る
。
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
　
鄭
君
　
子
を
直
し
む
る
の
書
に
自
ら
日
く
、
「
博
く
六
芸
を
稽
へ
、
粗
ぼ
伝
記
を
覧
、
時
に
秘
書
言
置
の
奥
を
轟
き
」
と
。
濯
案
ず
る

　
　
　
に
、
六
芸
に
は
則
ち
「
博
稽
」
と
日
ひ
、
伝
記
に
は
則
ち
「
粗
卜
し
と
日
ひ
、
秘
緯
に
は
則
ち
「
時
賭
」
と
日
ふ
。
三
者
　
軽
重
判
然

　
　
　
た
り
。
其
の
経
に
注
す
る
に
緯
を
取
る
者
有
る
は
、
其
の
信
ず
急
き
老
を
取
る
の
み
。
（
『
東
港
読
書
記
』
巻
＋
五
）

　
　
　
一
見
、
ま
こ
と
に
細
や
か
な
読
書
眼
の
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
こ
の
記
述
を
も
っ
て
、
妻
事
が
緯
書
の
価
値
を
低
く
み
て
い
た
ご
と
く

　
　
言
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
客
観
的
事
実
と
し
て
経
・
伝
・
緯
の
三
者
に
差
等
は
存
在
す
る
し
、
ま
た
鄭
玄
自
身
の
主
観

　
　
に
お
い
て
も
そ
の
差
等
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
経
学
者
で
あ
る
以
上
、
経
を
最
も
重
ん
ず
る
の
は
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
。
経
を
も
っ
て

　
　
経
を
解
す
る
の
が
主
た
る
方
法
で
あ
る
の
に
比
べ
、
緯
を
も
っ
て
経
を
解
す
る
は
補
助
的
役
割
し
か
果
し
て
い
な
い
。
ま
た
魚
心
に
は
、

鵬　
　
　
　
　
　
緯
書
鄭
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

伝
を
も
っ
て
経
を
論
難
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
い
う
こ
と
ぽ
も
あ
る
。
伝
を
も
っ
て
す
ら
で
き
ぬ
な
ら
、
ま
し
て
や
緯
書
を
も
っ
て
論

難
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
し
く
陳
灘
の
云
う
と
お
り
、
鄭
玄
は
経
に
合
う
緯
説
の
み
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
鄭
玄
が
緯
書
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
し
、
ま
た
鄭
玄
の
学
問
の
根
樵
に
緯
書
が
あ

る
こ
と
の
否
定
に
も
結
び
つ
か
な
い
。
問
題
は
量
よ
り
も
質
で
あ
る
。
（
と
言
っ
て
も
、
経
注
に
見
え
る
緯
書
説
が
量
の
面
で
も
決
し
て
軽

視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
）
天
地
の
祭
祀
や
符
瑞
信
仰
と
い
う
経
雷
解
釈
全
体
を
貫
ぬ
く

公
式
、
或
い
は
易
の
象
数
的
把
握
と
い
う
基
本
的
方
法
な
い
し
は
発
想
、
こ
れ
ら
鄭
玄
の
学
問
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
部
分
で
緯
書
が
決

定
的
作
用
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
陳
幾
は
そ
の
こ
と
を
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
ま
た
陳
氏
は
、
緯
書
の
引
用
が
も
つ

意
味
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
郷
玄
が
緯
書
を
引
用
す
る
の
は
、
緯
書
が
経
学
世
界
の
建
設
に
不
可
欠
の
要
素
と

考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ど
う
し
て
も
引
用
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
合
致
す
る
説
が
あ
る
か
ら
一
応
引

い
て
お
い
た
、
な
ど
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
勿
論
、
そ
れ
は
営
営
の
夢
想
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
緯
書
の
説

と
経
書
の
説
に
は
矛
盾
す
る
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
現
実
問
題
と
し
て
は
合
致
す
る
も
の
の
み
取
上
げ
る
と
い
う
妥
協
を
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
例
は
少
数
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
全
て
経
学
世
界
の
建
設
を
目
指
す
彼
の
立
場
か
ら
要
請
さ
れ
た
積

極
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
考
え
来
た
る
と
き
、
私
は
は
じ
め
の
塩
鱒
の
こ
と
ぽ
に
つ
い
て
の
陳
氏
の
解
釈
に
疑
問
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
経
・
伝
・
緯
に
対

す
る
「
国
酒
し
「
粗
画
」
「
時
謄
」
の
使
い
分
け
へ
の
着
眼
は
ま
こ
と
に
鋭
い
が
、
実
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
使
い
分

け
は
い
わ
ば
文
章
の
あ
や
で
あ
っ
て
、
三
者
に
対
す
る
差
別
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
た
と
え
差
別
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
こ
の
文
章
の
主
旨
は
、
自
分
が
三
者
と
も
に
修
め
て
き
た
こ
と
、
自
己
の
学
問
が
こ
の
三
老
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
言
う
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
陳
氏
の
解
釈
と
は
逆
に
、
野
宴
は
自
ら
緯
書
学
の
重
要
性
を
認
め
た
こ

と
に
な
る
。



　
　
　
も
と
よ
り
陳
氏
も
、
星
雲
の
こ
と
ば
に
の
み
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
野
里
が
緯
書
説
を
と
ら
な
か
っ
た
実
例
も
示
し

　
　
て
い
る
。
ま
ず
、
『
尚
書
中
候
』
の
誤
り
を
『
転
記
』
月
公
訴
で
正
し
て
あ
る
と
云
う
劉
昭
の
こ
と
ば
を
掲
げ
、
次
に
経
注
で
緯
説
に
拠

　
　
ら
ぬ
例
を
挙
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
鄭
君
　
経
に
注
す
る
に
緯
説
を
信
ぜ
ざ
る
老
多
し
。
後
儒
疏
廼
に
し
て
未
だ
考
へ
ざ
る
の
み
。
如
へ
ぽ
、
良
紹
の
詩
「
抹
た
る
有
り
其

　
　
　
の
角
」
の
毛
伝
に
云
ふ
、
「
社
稜
の
牛
の
角
は
尺
」
と
。
鄭
箋
　
　
『
礼
緯
稽
命
微
』
の
「
宗
廟
焦
慮
の
角
は
握
」
，
の
説
に
拠
り
て
以
て

　
　
　
毛
伝
を
易
へ
ず
。
月
令
「
反
罵
声
無
し
」
の
注
に
云
ふ
、
「
早
早
は
筆
舌
鳥
な
り
」
と
。
『
通
卦
験
』
「
蝦
墓
声
無
し
」
の
説
に
従
は
ず
。

　
　
　
臨
雛
・
撃
嘗
毒
ら
緯
書
を
信
ぜ
ん
や
。

　
　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
愛
甲
の
云
う
と
お
り
で
、
鄭
玄
の
注
釈
に
緯
書
説
を
用
い
ぬ
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い

　
　
か
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
例
は
上
記
以
外
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
私
と
て
郵
注
が
全
て
緯
書
説
に
基
く
と
強
弁
す
る
気

　
　
な
ど
毛
頭
な
い
。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
台
下
は
緯
書
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
賛
同
し
得
な
い
。
繰
返
し

　
　
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
緯
書
説
は
彼
の
学
問
の
根
幹
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
経
説
と
し
て
緯
書
説
を
と
ら
ぬ
揚

　
　
合
が
い
く
つ
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
を
ひ
つ
く
り
返
す
力
と
は
な
り
得
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
彼
が
緯
書
説
を
と
ら
ぬ
の
は
、
緯
書

　
　
説
は
本
来
あ
や
し
げ
な
も
の
で
信
用
で
ぎ
な
い
と
の
先
入
観
を
も
つ
か
ら
で
は
な
く
、
緯
書
説
よ
り
妥
当
な
説
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
師
説
の
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
主
に
は
経
醤
を
中
心
と
す
る
別
の
文
献
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
陳
氏
の
挙
げ
る
二
条
の
中
の

　
　
前
一
条
に
つ
い
て
は
、
正
義
に

　
　
　
王
制
に
云
ふ
、
「
天
地
を
祭
る
の
牛
の
角
は
繭
栗
、
宗
廟
の
牛
の
角
は
握
、
賓
客
の
牛
の
角
は
尺
」
と
。
社
穫
の
文
無
け
れ
ど
も
、
宗

　
　
　
廟
よ
り
卑
け
れ
ば
、
宜
し
く
賓
客
と
同
じ
く
尺
な
る
べ
し
。

　
　
と
云
う
よ
う
に
、
『
礼
記
』
王
制
よ
り
の
類
推
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
『
稽
命
微
』
よ
り
王
制
篇
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
こ
と

　
　
は
経
書
ど
う
し
の
間
で
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
経
の
説
と
B
経
の
説
と
は
合
い
、
C
経
と
は
合
わ
ぬ
場
合
、

蹴　
　
　
　
　
　
緯
書
鄭
有
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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A
経
を
注
釈
す
る
に
際
し
て
、
B
経
は
当
然
援
用
す
る
が
C
経
の
取
扱
い
に
困
る
。
多
く
の
場
合
、
何
と
か
こ
じ
つ
け
て
C
経
の
説
と
も

矛
盾
せ
ぬ
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
ど
う
し
て
も
巧
く
や
か
ぬ
と
き
に
は
C
説
は
捨
て
る
。
か
よ
う
な
場
合
、
C
説
は
信
じ
て
い

な
い
わ
け
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
C
経
全
体
を
信
じ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
C
経
へ
の
信
頼
は
減
じ
る
こ
と
な
く
、
経
書
は

相
互
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う
理
念
も
ま
た
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。
伝
や
緯
書
の
群
群
に
は
経
よ
り
信
頼
度
が
落
ち
る
こ
と
は
否

め
な
い
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
や
は
り
同
様
に
み
な
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
礼
記
』
の
信
頼
度
が
経
よ
り
低
い
か
ら
と

い
っ
て
、
鄭
玄
の
学
問
に
お
け
る
同
書
の
重
要
性
を
否
定
す
る
者
は
あ
る
ま
い
。

　
陳
濃
が
鄭
玄
は
緯
書
を
信
ぜ
ず
と
強
固
に
主
張
す
る
の
は
、
鄭
を
護
持
せ
ん
と
す
る
意
識
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。
従
来
、
正
統
的
儒
教

で
は
緯
書
を
邪
説
と
し
て
排
斥
し
て
き
て
い
る
。
鄭
玄
が
緯
書
を
重
視
し
た
事
実
を
素
直
に
認
め
れ
ば
、
正
統
的
立
場
を
自
認
す
る
限
り
、

許
懸
や
王
応
麟
の
ご
と
く
鄭
玄
を
非
難
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
が
一
方
、
馬
弓
を
祖
師
と
仰
ぐ
漢
学
派
の
立
場
か
ら
は
、
彼
を
非
難
す
る
こ

と
は
心
情
と
し
て
許
さ
れ
ぬ
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
番
号
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
鄭
玄
は
緯
書
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張

す
る
以
外
に
は
な
い
。
陳
氏
の
主
張
の
動
機
は
恐
ら
く
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
或
い
は
故
意
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ

ぬ
が
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
働
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
思
懸
の
緯
書
学
が
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

は
、
或
い
は
こ
の
意
識
が
現
在
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
現
実
に
鄭
注
に
緯
書
説
を
用
い
ぬ
条
が
存
在
す
る
以
上
、
陳
氏
の
ご
と
き
意
見
が
出
て
く
る
余
地
は
か
な
り
残
っ
て
い
る
。

鄭
注
に
緯
書
説
を
と
る
も
の
と
と
ら
ぬ
も
の
が
並
存
す
る
か
ら
に
は
、
そ
の
ど
ち
ら
を
本
質
的
と
み
る
か
は
或
い
は
水
掛
け
論
に
終
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
断
を
下
す
べ
き
資
料
が
こ
こ
に
な
お
一
つ
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
六
芸
論
』
で
あ
る
。
次
に
節

を
改
め
、
『
六
芸
論
』
に
見
え
る
緯
書
説
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
が
、
そ
の
前
に
鄭
玄
の
逝
去
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
一
つ
掲
げ
て
お

き
た
い
。
彼
が
識
緯
を
深
く
僑
じ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
は
ず
で
あ
る
。

　
〔
建
安
〕
五
年
春
、
夢
に
孔
子
　
之
に
皆
げ
て
響
く
、
「
起
て
、
起
て
。
今
年
、
歳
　
辰
に
在
り
、
来
年
、
歳
　
巳
に
在
り
」
と
。
既



に
病
め
、
識
を
以
て
之
を
費
す
に
、
命
の
当
に
終
ふ
べ
き
を
知
る
。
頃
有
り
て
疾
に
寝
ぬ
。
…
…
其
の
年
六
月
、
卒
す
。
（
本
伝
）

ぬ／N

　
　
　
『
六
芸
論
』
も
夙
に
亡
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
が
、
残
存
の
侠
文
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
の
性
格
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
六
芸
論
』
は

　
　
そ
の
名
の
と
お
り
六
芸
の
概
論
で
あ
る
が
、
侠
文
を
輯
め
た
孔
藩
論
が
「
注
書
の
綱
領
」
と
云
う
よ
う
に
経
書
注
の
総
叙
説
に
あ
た
り
、

　
　
鄭
玄
の
全
冊
作
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
同
じ
く
馬
上
に
拠
れ
ば
、
「
首
に
原
始
を
叙
し
、
次
に
単
調
を

　
　
論
じ
、
次
に
師
承
を
叙
し
、
終
り
に
世
紀
の
意
を
述
べ
」
（
『
通
徳
遺
書
所
見
録
』
叙
録
）
た
四
望
に
分
れ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
書

　
　
は
能
芸
の
由
来
と
意
義
と
を
論
じ
、
自
己
の
注
釈
の
理
念
と
方
法
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
学
習
の
骨
格
を
開
陳
し

　
　
て
み
せ
た
書
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
い
わ
ぽ
彼
の
学
問
の
設
計
図
と
も
言
え
る
『
六
芸
論
』
は
、
実
は
全
面
的
に
緯
書
に
基
い
て
著
さ
れ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
内
容
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
書
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
や
や

　
　
記
述
が
煩
仙
唄
に
わ
た
る
が
、
行
論
の
必
要
上
、
寛
恕
を
乞
う
。

　
　
　
『
六
芸
論
』
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
次
の
二
二
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
せ
ん

　
　
力
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
か
な
り
晩
年
の
作
と
す
る
陳
纏
（
藍
本
『
六
芸
論
』
案
語
）
の
説
で
、
蓑
鉤
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
そ
の

　
　
理
由
は
、
『
六
芸
論
』
の
侠
文
に
、
「
詩
を
注
す
る
に
は
、
毛
を
宗
と
す
る
を
主
と
為
す
」
と
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
『
春
秋
』
『
孝
経
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
玄
又
た
之
が
注
を
為
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
が
『
毛
詩
』
を
得
た
の
は
早
く
と
も
禁
銅

　
　
が
解
け
た
五
十
八
歳
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
『
春
秋
』
と
『
孝
経
』
の
注
を
作
っ
た
の
も
か
な
り
後
期
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
『
鄭
学

　
　
録
』
で
は
、
『
孝
経
回
』
は
六
十
五
歳
の
作
と
比
定
し
、
陳
鰭
『
鄭
君
紀
年
』
・
孫
星
衛
『
下
司
農
年
譜
』
な
ど
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
て

　
　
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
は
党
豊
中
の
作
と
す
る
厳
三
富
や
皮
鯨
瑞
の
異
論
が
あ
り
、
断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
）
、
こ
れ
ら
に
ふ
れ
て

　
　
い
る
『
六
芸
論
』
は
さ
ら
に
そ
の
あ
と
、
す
な
わ
ち
晩
年
の
こ
ろ
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
説
は
、
む
し
ろ
初
期
の
作
で
緯
書
注
と
三
礼
注
の
間
に
在
り
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
黒
髪
瑞
の
主
張
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
摩
可
均
「
詩
経
鄭
注
考
」
（
『
鉄
橋
愚
稿
』
巻
四
）
に
「
禁
鋼
の
時
の
作
」
と
云
う
の
も
、
細
か
い
時
期
は
明
確
で
は
な
い

が
、
相
似
た
意
見
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
は
、
『
公
群
籍
』
着
雪
序
の
疏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
は

　
鄭
君
先
づ
『
六
芸
論
』
を
作
り
詑
り
て
、
然
る
後
に
書
に
注
す
。

と
あ
る
の
を
直
接
の
根
拠
と
し
、
『
六
芸
論
』
が
今
文
説
に
依
拠
し
、
ま
た
緯
書
を
多
く
引
用
す
る
こ
と
を
傍
証
と
す
る
。
そ
し
て
陳
鰭

の
説
に
対
し
て
は
、

　
疏
説
必
ず
拠
有
ら
ん
。
身
方
の
疑
ふ
所
、
或
い
は
鄭
君
影
書
の
後
に
於
て
前
論
を
増
続
せ
し
も
の
に
て
、
以
て
相
難
ず
る
に
足
ら
ざ
る

　
．
な
h
ソ
。
　
（
『
六
廿
調
訟
珊
疏
証
』
）

と
反
論
し
て
い
る
。
同
様
の
論
旨
は
『
疏
証
』
序
文
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
「
詩
に
注
す
る
に
云
々
」
は
後
来
の
増
益
だ
と
云
い
、
朱
子

の
定
論
が
必
ず
し
も
晩
年
の
も
の
と
は
限
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
と
し
て
い
る
。
鄭
玄
の
学
問
が
今
文
学
か
ら
出
発
し
た
こ
と
を
重
ん
ず
る
今

文
派
の
皮
錫
瑞
に
と
っ
て
、
『
六
芸
論
』
早
期
制
作
説
は
譲
れ
ぬ
一
線
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
陳
・
皮
二
説
の
い
ず
れ
が
是
か
、
そ
の
判
定
は
決
定
的
証
拠
が
な
い
以
上
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
皮
氏
説
に

左
肥
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
公
羊
疏
』
当
時
に
は
「
鄭
玄
自
叙
」
等
の
資
料
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
皮
氏
の
云
う
よ
う
に
『
公

羊
疏
』
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
が
晩
年
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

『
春
秋
』
『
孝
経
』
二
書
の
注
に
つ
い
て
は
周
知
の
ご
と
く
種
々
問
題
が
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
『
毛
皇
土
』
に
関
す
る
記
述
が
五

十
八
歳
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
長
楽
い
わ
ゆ
る
「
後
来
の
増
益
」
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
鄭
玄

の
こ
の
書
に
対
す
る
特
異
な
重
視
を
物
語
る
と
言
え
よ
う
。
他
の
著
作
で
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
増
益
を
行
っ
た
例
は
な
い
。
こ
の
書
に
限

っ
て
こ
の
よ
う
な
増
益
を
行
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
自
己
の
学
問
全
体
の
骨
格
を
な
す
と
思
え
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
当

初
の
経
書
観
や
注
釈
の
理
念
自
体
に
つ
い
て
は
少
し
の
変
更
も
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
ま
た
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
経
学
概
論
た
る
『
六
仲
養
親
』
が
個
別
の
経
書
注
の
前
に
書
か
れ
、
し
か
も
当
初
の
経
書
観
や
注
釈
理
念
が
少
し
も
変
更
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
は
、
鄭
玄
の
学
問
全
体
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
は
、
そ
の
出

発
点
に
お
い
て
既
に
自
己
の
学
問
全
体
に
わ
た
る
体
系
化
の
構
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
後
年
に
至
る
ま
で
そ
の
構
想
を
着
実
に

実
現
し
て
い
っ
た
こ
と
を
こ
の
事
実
は
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
あ
の
経
学
の
総
合
体
系
化
は
、
各
置
注
を
書
き
進
め
て
い
く
う

ち
に
次
第
に
形
を
な
し
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
一
貫
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
み
て
く
る
と
き
、
鄭

玄
の
学
問
に
対
し
て
『
六
芸
論
』
が
ま
さ
し
く
綱
領
的
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
綱
領
文
書
は
全
面
的
に

緯
書
説
に
基
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
緯
書
こ
そ
、
鄭
玄
の
学
問
の
根
本
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
議
論
は
皮
残
の
説
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
『
六
芸
論
』
が
晩
年
に
著
さ
れ
た
と
し
て
も
、
結
論
に
大
き
な
変
り
は
な

い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
鄭
玄
は
緯
書
説
に
よ
っ
て
自
己
の
学
問
を
総
括
し
た
こ
と
に
な
り
、
彼
の
学
問
に
お
け
る
緯
書
の
重
要
性
は
何

ら
減
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
六
芸
論
』
の
内
容
の
検
討
に
入
ろ
う
。
『
六
芸
論
』
の
残
存
の
文
章
を
概
見
す
る
に
、
緯
書
に
基
く
も
の
、
も
し
く
は
緯
書
を

引
用
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
本
来
は
そ
の
全
て
を
示
し
て
論
証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
煩
項
に
過
ぎ
る
の
で
、

詳
細
は
皮
錫
瑞
『
六
芸
論
疏
証
』
の
考
証
に
譲
り
、
今
は
代
表
的
例
を
三
四
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。
総
論
に

　
太
平
の
嘉
瑞
に
図
書
の
出
つ
る
は
、
必
ず
亀
竜
街
負
す
。
黄
帝
・
発
・
舜
・
周
公
は
是
れ
其
の
正
な
り
。
萬
　
河
を
観
て
長
人
を
見
、

　
か
う
え
ラ

　
皐
陶
　
洛
に
於
て
黒
公
を
見
、
湯
発
の
台
に
登
り
て
黒
鳥
の
至
る
を
見
、
武
将
　
河
を
渡
る
に
白
魚
躍
り
、
文
墨
に
群
雀
戸
に
止
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
り
、
秦
の
穆
公
に
白
雀
車
に
集
ま
る
が
若
き
は
、
是
れ
其
の
変
な
り
。

と
云
う
の
は
『
尚
書
中
候
』
や
『
春
秋
元
命
苞
』
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
易
論
に
三
易
の
義
を
論
ず
る
は
、
前
述
の
ご
と
く
『
乾
三
度
』

を
そ
の
ま
ま
準
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
書
論
に

　
孔
子
　
書
を
求
め
て
黄
帝
の
玄
孫
首
魁
の
書
を
得
た
り
。
秦
の
絶
倫
に
叢
る
ま
で
限
て
三
千
二
百
四
十
篇
、
遠
き
を
断
じ
近
き
を
取
り
、

　
　
　
　
緯
書
郷
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

　
以
て
世
の
法
と
為
す
穿
き
者
百
二
十
篇
を
定
む
。
百
二
篇
を
以
て
『
尚
書
』
と
為
し
、
十
八
篇
を
『
中
候
』
と
為
す
。

と
云
う
の
は
『
尚
書
緯
』
（
恐
ら
く
は
『
茨
磯
鈴
』
）
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
（
輯
者
た
ち
は
上
文
を
『
尚
書
緯
』
の
本
文
と
見
な
し
て

い
る
）
。
詩
論
で
は

　
『
春
秋
緯
重
油
図
』
に
云
ふ
、
「
詩
は
五
千
六
情
を
含
む
」
と
。
『
汎
歴
枢
』
に
云
ふ
、
「
午
亥
の
際
を
革
命
と
為
し
、
卯
酉
の
際
を
改
正

　
と
為
す
。
辰
は
天
門
に
在
り
て
繊
入
候
聴
す
。
夘
は
天
保
な
り
。
酉
は
祈
父
な
り
。
午
は
采
芭
な
り
。
亥
は
大
明
な
り
」
と
。
然
ら
ば

　
則
ち
亥
を
革
命
と
為
す
。
一
際
な
り
。
云
云

と
、
直
接
緯
書
を
引
用
し
、
五
際
・
六
情
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
春
秋
論
で
は

　
孔
子
既
に
西
の
か
た
評
し
て
麟
を
獲
た
り
。
自
ら
素
王
と
号
し
、
後
世
受
命
の
君
の
為
に
明
王
の
法
を
制
す
。

と
云
う
。
こ
れ
は
全
く
公
羊
学
の
説
で
あ
る
が
、
『
春
秋
緯
』
を
は
じ
め
緯
書
に
は
同
様
の
説
が
数
多
く
見
え
る
。
基
図
も
多
分
そ
れ
よ
り

得
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
因
み
に
春
秋
論
に
は
ま
た
、

　
左
氏
は
礼
に
善
く
、
公
羊
は
識
に
善
く
、
穀
梁
は
経
に
善
し
。

と
い
う
こ
と
ぽ
も
あ
る
。
総
合
を
好
む
い
か
に
も
彼
ら
し
い
こ
と
ぽ
で
あ
る
が
、
識
が
礼
・
経
と
と
も
に
評
価
の
規
準
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
識
は
彼
に
と
っ
て
肯
定
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
孝
経
論
に
は

　
孔
子
　
六
芸
の
題
目
同
じ
か
ら
ず
、
論
意
殊
遇
せ
る
を
以
て
、
道
の
離
散
し
、
後
世
　
根
源
を
知
る
黒
き
を
恐
れ
、
故
に
『
孝
経
』
を

　
作
り
て
以
て
之
を
総
会
す
。

と
あ
り
、
『
孝
経
』
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
の
六
芸
の
総
括
と
し
て
の
孝
経
観
も
、
「
吾
が
志
は
春
秋
に
在
り
、
行
い
は
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

経
に
在
り
」
と
云
う
『
鉤
命
決
』
を
は
じ
め
と
す
る
『
孝
経
緯
』
の
孔
子
糊
作
説
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
見
た
ご
と
く
、
六
芸
各
論
に
は
ほ
と
ん
ど
全
て
緯
書
説
が
か
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
極
言
す
れ
ば
、
『
六
芸
論
』
自
体
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
し
ょ
う
ろ
ん

つ
の
緯
書
と
も
み
ら
れ
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
実
際
そ
の
よ
う
な
趣
き
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
弁
正
論
』
巻
一
の
注
に
『
髪
上
薄
命
決
』
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『
乾
墾
度
』
『
通
卦
験
』
『
青
図
括
地
象
』
『
春
秋
命
歴
序
』
等
と
並
ん
で
『
六
芸
論
』
が
数
回
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
証
明
さ
れ
よ
う
。

　
『
六
芸
論
』
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
河
図
に
対
す
る
尊
信
の
念
の
篤
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

　
六
＋
云
は
図
の
生
ず
る
所
な
り
。

と
、　

河
図
・
洛
書
は
皆
天
神
の
言
語
に
し
て
、
王
者
に
教
告
す
る
所
以
な
り
。

と
い
う
二
つ
の
文
で
あ
る
が
、
こ
の
二
条
は
鄭
玄
の
六
芸
観
の
根
幹
を
示
す
も
の
と
し
て
も
、
彼
の
全
著
述
を
通
じ
て
最
も
重
要
な
発
言

の
一
つ
で
あ
る
。
六
芸
は
全
て
河
図
よ
り
生
じ
た
と
い
う
の
は
、
六
芸
が
本
来
的
に
同
一
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
的
に
同
一
で
あ

れ
ぽ
こ
そ
、
た
と
え
表
面
的
に
は
い
か
に
異
っ
た
形
態
を
な
し
て
い
た
と
し
て
も
、
窮
極
的
に
は
河
図
と
い
う
一
つ
の
世
界
の
中
に
収
蔑

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
学
世
界
は
河
芸
の
中
に
初
め
か
ら
実
現
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
は
、
天
神
の
言
語
で
あ

る
が
故
に
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
包
含
す
る
と
と
も
に
絶
対
的
に
正
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
六
芸
は
一
体
な
り
と
の
保
証
が
与
え
ら
れ
、
経

学
の
総
合
体
系
化
は
原
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
学
老
に
と
っ
て
義
務
と
な
る
。
経
学
の
総
合
体
系
化
の
基
本
理
念
た
る
六
芸

の
一
体
観
は
、
こ
の
二
条
の
文
、
と
く
に
前
条
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
鄭
玄
を
か
か
る
信
念
に
至
ら
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
六
芸
は
図
の
生
ず
る
所
」
と
い
う
衰
現
は
は
な
は
だ
抽
象

的
で
わ
か
り
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
皮
錫
瑞
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。

　
六
芸
は
図
の
生
ず
る
所
な
り
と
云
ふ
は
、
正
し
く
鄭
　
論
説
に
拠
れ
る
の
明
証
な
り
。
鄭
　
六
芸
を
以
て
図
の
生
ず
る
所
と
為
す
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

　
『
易
』
繋
辞
に
曰
く
、
「
天
　
象
を
垂
れ
、
吉
凶
を
回
し
　
聖
人
之
に
象
る
。
河
　
図
を
出
だ
し
、
洛
　
書
を
出
だ
し
、
聖
人
之
に
則
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
っ
き

　
と
。
劉
立
塩
為
へ
ら
く
、
慮
義
氏
　
天
を
継
ぎ
て
王
た
り
、
河
図
を
受
け
、
則
り
て
之
を
画
す
、
八
卦
是
れ
な
り
。
萬
洪
水
を
治
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
洛
書
を
賜
り
、
法
り
て
之
を
陳
ぶ
、
洪
範
認
れ
な
り
、
と
。
敵
説
『
易
緯
乾
盤
度
』
『
尚
書
藩
候
握
河
紀
』
に
見
ゆ
る
も
の
最
も
詳
な

　
り
。
詩
・
礼
・
楽
門
経
も
亦
た
図
の
生
ず
る
所
な
る
は
、
当
に
亦
た
緯
書
に
見
ゆ
べ
き
も
、
今
考
ふ
可
か
ら
ず
。
楽
緯
に
『
塾
図
徴
』

　
　
　
　
緯
書
郷
氏
学
研
究
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
有
り
、
零
れ
其
の
明
証
な
り
。
春
秋
緯
に
糾
合
誠
図
』
『
保
乾
図
』
『
握
誠
図
』
『
演
孔
図
臨
有
り
。
『
公
羊
遷
幸
』
引
く
『
演
三
図
』
に

　
曰
く
、
「
麟
を
得
る
の
後
、
天
　
血
書
を
魯
の
尊
母
に
下
す
。
…
…
…
子
夏
　
明
日
往
き
て
之
を
視
る
に
、
血
書
飛
び
て
赤
鳥
と
為
り
、

　
化
し
て
白
書
と
為
る
。
署
し
て
演
白
図
と
日
ふ
。
中
に
図
を
作
り
法
を
制
す
の
状
有
り
」
と
。
『
公
羊
疏
』
引
く
春
秋
説
に
云
ふ
、
「
丘

　
　
　
　
　
と

　
　
史
記
を
馨
り
、
古
弊
を
援
引
し
、
天
変
を
推
集
し
て
、
漢
籍
の
為
に
法
を
制
し
、
図
録
を
陳
叙
す
し
と
。
此
れ
尤
も
春
秋
　
図
の
生

　
ず
る
所
為
る
の
証
な
り
。
（
『
六
芸
論
疏
証
』
）

こ
の
答
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
六
芸
は
図
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
考
え
は
、
も
っ
ぱ
ら
緯
書
の
記
述
と
書
名
と
か
ら
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
愛
甲
の
学
問
・
思
想
の
根
本
理
念
た
る
六
芸
の
一
体
観
は
全
面
的
に
緯
書
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
学
問

的
営
為
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
全
て
緯
書
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
と
言
う
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　
捺
落
が
か
ほ
ど
に
緯
書
を
重
ん
ず
る
の
は
、
緯
書
が
孔
子
の
手
に
成
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
乾
墾
度
』
巻
下
の
注
に

　
孔
子
　
此
れ
を
将
っ
て
之
に
応
じ
、
識
三
十
六
巻
を
作
る
。

と
あ
る
が
、
こ
の
識
三
十
六
巻
と
は
『
辿
書
』
経
籍
志
に
「
又
た
七
経
緯
三
十
六
篇
有
り
、
並
び
に
孔
子
の
作
る
所
と
云
ふ
」
と
あ
る
よ

う
に
七
経
（
六
経
と
孝
経
）
の
緯
で
あ
る
。
孔
子
が
緯
書
を
調
作
し
た
限
り
、
経
と
緯
の
融
合
は
必
然
で
あ
り
、
鄭
玄
は
誠
実
に
そ
の
課

題
に
立
向
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
擦
傷
の
学
問
・
思
想
に
お
け
る
緯
書
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
次
は
彼
の
緯
書
学
の
内
容
、
な
か
ん
づ
く
緯
書
注
に
お

け
る
思
想
・
学
説
を
考
求
す
る
番
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
、
今
回
は
こ
こ
で
欄
接
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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注（
1
）
　
本
稿
で
「
緯
書
」
と
い
う
の
は
、
主
と
し
て
経
書
に
対
す
る
緯
書
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
緯
書
を
指
す
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
識
類
を
ま
っ
た
く

　
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
鄭
玄
が
学
問
対
象
と
し
て
は
狭
義
の
緯
書
を
主
と
し
て
全
級
い
な
が
ら
も
、
識
を
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
に

　
よ
る
。
従
っ
て
結
論
と
し
て
は
、
一
般
に
識
緯
と
称
さ
れ
る
も
の
全
体
を
含
め
て
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
じ
ゅ
つ

（
2
）
　
鄭
珍
は
喜
…
平
四
年
の
こ
と
と
す
る
が
、
本
伝
に
云
う
十
四
年
の
数
と
合
わ
な
い
。
今
、
馬
下
術
『
鄭
声
盤
年
譜
』
に
拠
る
。
『
蛾
術
編
』
巻
五
八

　
注
の
鶴
寿
説
も
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
ん
ざ
い

（
3
）
　
『
易
緯
』
は
『
日
本
国
見
在
書
目
』
『
崇
文
総
目
』
『
書
斎
書
録
解
題
』
『
書
斎
読
書
志
』
等
に
見
え
、
『
書
緯
』
は
新
旧
『
唐
志
』
・
『
唐
四
庫
書

　
目
』
に
見
え
、
『
礼
緯
』
は
『
見
在
書
目
』
に
見
え
る
。

（
4
）
　
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
編
『
重
量
緯
書
集
成
』
第
三
巻
（
詩
・
礼
・
楽
）
（
一
九
七
一
）
解
題
参
照
。
ま
た
安
居
・
中
村
『
緯
書
の
基
礎
的
研

　
究
』
（
一
九
六
六
）
に
も
収
載
。

（
5
）
　
中
村
氏
は
前
注
逆
鱗
雷
に
お
い
て
、
「
東
霞
説
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
緯
書
と
は
、
ま
た
稻
≧
異
っ
た
性
格
の
書
で
あ
っ
た
の
で

　
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）
　
『
鄭
登
録
』
巻
二
書
目
に
『
洛
書
霊
準
聴
注
』
を
列
し
、
「
朱
氏
経
義
考
列
其
目
、
雲
煙
十
種
、
暴
悪
聴
居
其
一
、
口
□
引
掛
文
學
五
機
七
云
云
、

　
聖
母
注
日
、
無
腰
、
寓
之
五
行
、
話
語
、
二
十
七
里
也
云
云
、
羅
華
路
盤
注
亦
引
洛
書
墨
型
聴
鄭
元
注
客
語
、
知
康
成
注
有
此
緯
」
と
云
う
が
、
こ
の

　
注
は
『
乾
難
度
』
に
引
か
れ
た
『
霊
準
聴
』
に
つ
け
ら
れ
た
注
で
、
実
際
は
『
易
緯
』
の
注
で
あ
り
、
　
『
霊
準
聴
』
全
体
の
注
が
あ
っ
た
証
拠
に
は

　
な
ら
な
い
。
『
路
史
』
注
の
方
は
実
は
『
初
学
記
』
巻
九
か
ら
の
網
引
で
あ
る
が
、
．
『
初
学
記
』
に
は
確
か
に
鄭
訳
注
と
明
記
し
て
あ
り
、
こ
の
記
事

　
を
信
ず
れ
ば
『
霊
準
聴
』
の
鄭
注
は
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
何
分
に
も
孤
証
な
の
で
、
積
極
的
に
存
在
を
主
張
す
る
の
は
購
躇
さ
れ
る
。
ま

　
た
高
明
「
畢
生
学
案
」
（
『
画
学
薪
探
隔
所
収
）
は
、
『
霊
準
聴
』
の
ほ
か
に
『
河
図
括
地
象
』
を
挙
げ
、
「
経
義
考
列
其
目
、
…
…
河
図
括
地
象
居
其
一
、

　
引
鄭
玄
注
日
、
即
括
地
象
也
、
離
朱
達
見
選
書
之
郷
注
癸
」
と
云
う
が
、
こ
の
注
だ
け
で
は
『
括
地
象
』
貴
注
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
し
、
ま

　
た
高
氏
は
鄭
珍
と
同
様
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
注
は
、
『
括
地
象
』
の
注
で
は
な
く
、
　
『
尚
書
中
候
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
高
下
説
は
完
全
な
誤
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
王
利
器
・
黒
蝿
廉
「
鄭
康
成
注
述
考
」
（
「
図
書
季
刊
」
二
i
三
）
に
は
、
上
述
の
下
書
以
外
に

　
『
楽
緯
』
『
春
秋
緯
』
『
孝
経
緯
』
そ
れ
ぞ
れ
の
注
が
列
挙
し
て
あ
る
が
、
明
証
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
き
ん
が
く

（
7
）
た
と
え
ば
金
鴇
「
締
祭
考
」
に
只
鄭
氏
）
幹
理
丘
祭
北
辰
耀
魂
宝
、
南
翠
巌
祭
園
生
帝
、
夏
祭
白
招
拒
、
般
膿
汁
光
紀
、
周
祭
霊
威
仰
、
殊
為

緯
書
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誕
妄
、
考
其
所
本
、
皆
出
緯
書
、
緯
書
為
五
経
皇
考
、
而
鄭
好
引
以
解
経
、
瀟
瀟
其
失
」
（
『
求
週
録
礼
説
馳
巻
七
）
と
あ
る
の
が
そ
の
代
表
例
。

（
8
）
　
李
下
光
『
三
礼
鄭
氏
学
発
凡
』
（
一
九
六
六
）
第
四
章
第
三
十
七
節
「
引
書
以
釈
之
」
参
照
。
ま
た
『
礼
記
注
』
に
つ
い
て
は
、
葉
程
義
『
礼

　
記
正
義
引
書
考
』
（
一
九
八
一
）
第
十
章
「
識
緯
類
書
考
」
が
概
見
に
便
利
で
あ
る
。

（
9
）
　
孔
頴
達
は
か
く
云
い
、
ま
た
賞
公
彦
も
「
時
無
緯
、
故
邪
説
」
（
『
周
礼
』
大
司
楽
疏
）
と
云
う
が
、
他
文
献
に
は
当
時
緯
書
を
禁
絶
し
た
と
の

　
記
事
は
見
え
な
い
。
ま
た
『
階
書
』
経
籍
志
に
も
「
宋
大
明
中
、
始
譜
図
識
」
と
あ
る
。
私
は
、
禁
鋼
中
の
身
で
未
来
を
論
ず
る
識
緯
を
云
々
す
る

　
こ
と
は
渾
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
或
い
は
正
義
に
は
何
か
根
拠
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
0
）
　
金
谷
治
「
郷
玄
と
『
論
語
』
」
（
同
氏
編
『
唐
抄
本
鄭
氏
注
論
語
集
成
臨
所
収
、
一
九
七
八
）
参
照
。

（
1
1
）
　
武
内
義
雄
「
中
国
経
学
史
」
（
全
集
第
八
巻
所
収
、
一
九
七
九
）
、
第
九
章
第
四
節
「
両
漢
経
学
の
大
成
」
参
照
。

（
1
2
）
　
以
下
、
鄭
注
の
文
は
衷
釣
『
鄭
吉
書
書
』
に
拠
る
。
畠
典
は
同
書
お
よ
び
孔
広
林
『
通
徳
遺
書
所
見
録
』
等
に
明
示
し
て
あ
る
の
で
、
本
稿
で

　
は
一
一
注
記
し
な
い
。

（
1
3
）
　
以
下
、
緯
書
の
文
は
『
璽
修
緯
書
集
成
』
に
拠
る
。
出
典
は
同
書
に
明
示
し
て
あ
る
の
で
、
一
一
注
記
し
な
い
。

（
1
4
）
　
一
九
七
四
刊
。
第
八
章
「
尚
書
鄭
氏
学
淵
源
考
」
、
第
九
章
「
尚
書
鄭
注
釈
例
」
参
照
。

（
1
5
）
狩
野
直
喜
「
両
漢
文
学
考
」
十
五
「
感
生
餌
の
説
」
（
『
両
町
学
術
考
』
、
一
九
六
四
、
所
収
）
、
森
三
樹
三
郎
『
支
那
古
代
神
慮
』
（
一
九
四
四
）
第
二

　
章
「
帝
王
の
感
生
伝
説
」
参
照
。

（
1
6
）
　
安
居
香
山
「
感
生
帝
大
の
展
開
と
緯
書
思
想
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
二
十
集
）
参
照
。
ま
た
『
緯
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
』
（
一
九
七
九
）
に
所
収
。

（
1
7
）
　
本
田
済
『
易
学
－
成
立
と
展
開
一
』
　
（
サ
ー
ラ
叢
書
、
｝
九
六
〇
）
、
鈴
木
由
次
郎
『
漢
易
研
究
』
　
（
一
九
六
三
）
、
小
沢
文
四
郎
『
子
代
易
学
の
研

　
究
』
（
一
九
六
五
）
お
よ
び
高
懐
民
『
両
漢
易
学
史
』
（
一
九
七
〇
）
の
鄭
玄
の
項
を
参
照
。

（
1
8
）
　
『
周
易
正
義
』
序
「
鄭
康
成
引
易
緯
愚
説
、
建
具
之
月
、
以
陽
気
無
尽
、
建
具
之
月
、
純
語
用
嘉
、
至
極
子
之
月
、
陽
気
始
生
、
隔
此
純
陰
一

　
卦
、
卦
主
六
日
七
分
、
挙
其
成
数
言
之
、
而
云
七
日
来
復
。
」
ま
た
復
・
卦
辞
の
正
義
に
只
王
弼
）
排
雪
易
緯
六
日
七
分
女
義
、
同
青
翠
成
之
説
、
…

　
…
案
易
緯
稽
覧
図
云
、
云
云
」

（
1
9
）
　
前
掲
小
沢
氏
書
二
五
三
～
六
頁
、
お
よ
び
高
氏
書
一
七
八
～
一
八
○
頁
参
照
。

（
2
0
）
　
焦
循
は
、
『
乾
難
度
』
に
も
月
律
に
も
本
つ
か
ぬ
鄭
氏
独
自
の
学
だ
と
云
い
（
『
易
図
略
』
港
八
）
、
銭
大
所
は
費
氏
分
野
説
に
出
つ
る
か
と
云
う

　
（
『
潜
研
堂
文
集
馳
巻
四
）
。



（
2
1
）
　
た
と
え
ば
朱
舞
尊
「
郷
康
成
不
当
罷
従
縄
議
」
に
「
其
書
伝
、
経
自
選
経
、
緯
自
為
緯
、
初
不
相
雑
、
…
…
経
師
所
未
詳
者
、
則
取
諸
緯
候
以

　
明
之
、
蓋
緯
牧
野
有
醇
機
工
不
同
、
康
成
所
取
、
特
其
癖
老
苦
」
（
『
曝
書
亭
集
』
巻
六
〇
）
と
あ
り
、
徐
養
源
「
緯
候
不
起
於
哀
平
弁
」
に
「
康
成
之
信

　
緯
、
黒
影
緯
也
、
信
善
意
経
義
有
合
者
也
、
詩
論
注
中
所
引
、
皆
淳
確
可
拠
」
（
上
露
『
経
義
叢
園
田
所
収
）
と
あ
る
。
ま
た
近
人
の
高
明
（
陳
濃
の
説

　
を
そ
の
ま
ま
復
唱
）
・
李
雲
光
両
氏
も
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
（
前
掲
書
参
照
）
。

（
2
2
）
　
『
鄭
志
』
に
「
丁
合
不
合
、
当
世
垂
耳
、
不
得
諸
経
」
と
豪
い
、
ま
た
「
無
記
、
後
人
所
集
、
拠
蒔
直
言
、
…
…
難
以
拠
也
、
王
制
之
法
、
与

　
礼
違
者
多
、
当
以
経
墨
守
」
と
云
う
。
事
実
、
『
周
礼
』
と
『
礼
記
』
が
合
わ
ぬ
場
合
、
鄭
玄
は
全
て
『
周
礼
』
を
是
と
し
て
い
る
。

（
2
3
）
　
以
下
、
『
六
芸
論
』
の
文
は
『
六
芸
論
疏
髪
』
に
拠
る
。
出
典
は
同
書
に
明
記
し
て
あ
る
の
で
、
　
一
一
注
記
し
な
い
。

（
2
4
）
　
中
庸
注
に
「
大
経
謂
六
芸
而
指
春
秋
也
、
大
本
、
孝
経
也
」
と
あ
る
の
も
『
孝
経
緯
』
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
補
）
原
文
「
礼
記
」
二
字
、
礼
（
儀
礼
）
と
記
と
の
二
つ
に
分
け
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
が
、
『
軽
羅
』
に
「
註
記
」
と
い
う
呼
称
が
数
度
出
て
く

　
る
の
で
、
今
は
小
戴
礼
の
こ
と
と
み
て
お
く
。

附
記
　
本
稿
脱
稿
後
、
呉
二
塁
「
六
天
説
の
背
景
」
（
「
中
国
思
想
史
研
究
」
第
五
号
）
を
得
た
。
鄭
玄
の
六
天
説
が
緯
書
に
基
く
こ
と
が
詳
細
に
論
証

　
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
と
相
わ
た
る
点
も
多
い
。
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
い
け
だ
・
し
ゅ
う
ぞ
う
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
中
国
哲
学
史
〕
助
教
授
）

〔
人
名
、
概
念
な
ど
に
添
へ
た
ル
ビ
の
若
干
は
、
読
者
一
般
の
便
宜
の
た
め
に
、
筆
者
に
請
う
て
付
げ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
編
輯
者
〕
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　　After　Frege’s　clear　distinction　of　sense　and　denotation　in　GGA　one　might

still　insist　on　the　original　context－principle　in　（［crrLA　concerning　the　depen－

dency　of　denotation　on　sense，　because　the　denotations　of　component　names

are　asked　for　through　the　sense　or　thought　of　a　truth－vaiue　name　in　which

they　occur．

An　lntroduction　to　the

Scholarship

Study　of　Cheng－hsttan’s

on　Wei－shu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Shuzo　lkeda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of　History

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Chinese　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　C層2zg’・hsiian側目is　said　to　have　been　the　accomplisher　of　ching．hstieh

経学（Study　of　interpretation　of　classics　in　Co且fucianism）・In　order　to　ac－

complish　6雇㎎。履励，　he　integrated　and　systematized　liu－i六芸（s圭x　sutras）．

Systematization　of　liu－i　was　realised　by　his　conviction　that　liu－i　are　u1ti－

mately　unified．　Th三s　idea　was　estab正ished　by　h圭m．　However，　it　was　derived

fr。m　wei－shzt緯書

　　In　Liu－i－lzen『六芸論』，　which　lnakes　clear　his　fundamental　view　on　lizt．i，

he　said，‘‘Ho－t’zt河図brought　about　liu－i”，　that圭s　to　say，　liu－i　have　the

same　origin．　This　interpretation　was　devised　on　the　basis　of　name　and

contents　of　xvei－shu．　lt　indicates　that　nvei－shu　played　important　role　in

forming　h圭s　fundamenta玉standpoint　of　his　study．　Nevertheless　th三s　aspect

of　his　study　has　been　rare1y　remarked　and　researched．

　　At　the　beginning　of　his　study，　Cheng－hstian　studied　chin・wen－hstieh今

文学（the　school　which　used　modern　letters），which　is　closely　related　to

wei－shu，　and　he　was　thoroughly　acquainted　with　wei－shu　in　youth，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



Moreover，　the　first　bool〈　he　wrote　was　a　commentary　on　wei－sha．　Star－

ting　from　study　on　wei－shu，　he　had　attached　importance　to　it　al正．　his　life．

In　lots　of　works　written　till　his　life’s　end　we　can　find　that　he　adopted

theories　of　wei－shu　largely．

　　For　example，　interpretation　on　worshlp　of　t’ien’天（Gods　in　the　heaveh＞

in　San－li－chu三礼注，1egend　of　fu一ブ厩符瑞（1ucky　sign）in　3肋㎎㌔shu－chu

『尚書注』，theories　of　wu－chi五際（five　classification　of　odes）and　that　of

kan－sh6ng－ti下生帝（the　baby　who　is　born　as　the　child　of　God）in　Mao－

shi　一　chien『毛詩箋』，　and　theory　of　yao．chen交辰in（］lzou．i．chu『周易注』

are　all　founded　on　theories　mentioned　in　wei－shu．　Judging　from　these　facts，

it　may　be　said　that　he　was　clearly　a　believer　of　wei－shu．

　　Though　there　are　scholars　who　say　that　he　adopted　theories　of　wei－shu

for　only　references　and　he　was　not　a　believer　of　wei－shu，　this　view　is　quite

wrong，　for　they　were　swayed　by　the　prejudice　against　wei－shu．　On　the

contrary，　his　references　concerned　with　wei－shu　are　not　limited　to　consult－

ing，　they　are　closely　connected　with　the　basi＄　of　his　study　and　prlncipal

parts　of　hls　thoughts．

　　In　conclusion，　author　asserts　that　it　was　wei－shu　that　formed　the　core

of　Cheflg－hsdian’s　study．
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