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義
駅
槪
念
の
形
成
と
確
立

王

孫

涵

之

は

じ

め

に

義
駅
と
は
︑
中
國
六
	
時
代
初


よ
り
�
ん
に
興
っ
た
經
典
の
�
釋
體
で
あ
る
︒
當
時
の
儒
・
釋
・

三
敎
と
密
接
に
關
係
し
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
思
想
・
歷
�
な
ど
の
諸
分
野
で
�
目
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
�
源
に
關
し
て
は
二
十
世
紀
初
頭
以
影
現
れ
る
多
數
の
硏
究
に
お
い
て
も

諸
說
紛
々
と
し
て
お
り
︑
未
だ
定
論
が
得
ら
れ
て
い
な
い(1

)

︒
ま
た
︑
そ
の
�
釋
の
�
體
に
つ
い
て
も
︑﹁
問
答
體
﹂
と
﹁
科
段
法
﹂
が
特
徵
だ

と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
現
存
す
る
�
獻
を
當
た
っ
て
も
そ
の
兩
方
の
特
徵
を
�
ね
備
え
た
義
駅
は
多
く
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
現
在
に
お
い

て
︑
義
駅
に
對
す
る
�
面
�
な
定
義
は
定
ま
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
︒

歷
�
�
獻
に
記
さ
れ
た
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
に
は
︑
單
な
る
書
題
だ
け
で
な
く
︑
�
釋
に
對
す
る
分
類
の
槪
念
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
分
類

槪
念
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
定
義
や
�
括
さ
れ
る
範
圍
が
衣
な
っ
て
お
り
︑
義
駅
と
い
う
語
が
出
現
す
る
�
の
�
釋
も
︑
時
代
が
影
る
に
つ

れ
て
義
駅
に
分
類
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
義
駅
と
い
う
書
題
の
初
出
を
�
求
す
る
よ
り
も
︑
む
し
ろ
義
駅
と
い
う
槪
念
の
形
成
・

確
立
の
�
�
を
硏
究
す
る
ほ
う
が
︑
よ
り
�
確
に
義
駅
の
�
源
問
題
に
 
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
硏
究
は
︑
後
世
の

義
駅
に
對
す
る
!
識
に
よ
っ
て
﹁
義
駅
﹂
が
嚴
密
な
用
語
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
�
獻
を
分
析
し
て
い
る
一
方
︑
歷
�
�
�
"
か
ら
見
た
義
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駅
の
槪
念
の
變
�
に
�
目
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
目
下
の
諸
說
紛
々
の
局
面
を
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
$
識
を
出
發
點
と
し
て
︑
義
駅
を
分
類
の
槪
念
と
し
た
上
で
そ
の
形
成
と
確
立
を
檢
討
し
て
い
き
た
い
︒
第
一
%

で
は
︑
義
駅
の
�
源
に
關
す
る
先
行
硏
究
の
問
題
點
を
め
ぐ
っ
て
檢
討
し
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
の
複
雜
さ
を
表
し
つ
つ
︑
各
時


の
義
駅
の

槪
念
に
對
す
る
硏
究
の
必
&
性
を
示
す
︒
第
二
%
で
は
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
�
の
魏
晉


の
�
釋
の
發

展
に
つ
い
て
考
察
し
︑
義
駅
槪
念
が
い
か
に
發
生
し
た
の
か
を
論
じ
る
︒
第
三
%
で
は
︑
梁
武
'
の
¶
営
を
(
じ
て
南
北
	
の
﹁
義
記
﹂
と
い

う
槪
念
を
檢
討
し
︑
義
駅
槪
念
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
論
じ
る
︒
第
四
%
で
は
︑
)
の
國
定
の
經
・
�
・
駅
の
體
系
が
い
か
に
三
敎
の

義
駅
槪
念
に
影
*
を
與
え
︑
義
駅
槪
念
が
い
か
に
確
立
し
て
い
っ
た
か
を
論
じ
る
︒

第
一
%

義
駅
�
源
硏
究
に
お
け
る
問
題
點

義
駅
の
�
源
に
つ
い
て
︑
目
下
學
界
の
硏
究
基
礎
と
目
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
牟
潤
孫
氏
の
﹁
論
儒
釋
兩
家
之
+
經
與
義
駅
﹂
で
あ
る
︒
牟
論

�
は
六
	
の
義
駅
に
關
す
る
,
料
を
網
羅
し
た
�
面
�
な
硏
究
で
あ
る
が
︑
そ
の
,
料
の
解
讀
と
結
論
を
-
く
�
�
に
は
さ
ら
な
る
檢
討
を
&

す
る
︒
こ
こ
で
は
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
︑
牟
論
�
の
問
題
の
&
點
を
以
下
に
ま
と
め
て
檢
討
し
た
い
と
思
う
︒

一
︑
�
初
の
義
駅
は
な
に
か

牟
論
�
は
︑
�
獻
記
錄
中
の
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
書
題
の
初
出
を
考
察
し
︑
佛
敎
の
義
駅
は
東
晉
の
太
和
六
年

(三
七
一
)
～
太
元
十
六
年

(三

九
一
)

頃
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
東
晉
・
竺
法
崇
の
﹃
法
華
義
駅
﹄︑
儒
家
の
義
駅
は
南
	
宋
の
大
/
四
年

(四
六
〇
)

に
東
宮
が
+
じ
た

﹃
孝
經
義
駅
﹄
が
�
も
早
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
儒
家
の
+
經
の
儀
禮
と
義
駅
の
¶
修
は
釋
家
よ
り
も
遲
く
︑
佛
敎
を
模
倣

東 方 學 報

2



し
た
も
の
だ
と
結
論
づ
け
た
︒

そ
の
後
︑
牟
論
�
を
踏
ま
え
た
い
く
つ
か
の
考
察
が
な
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
論
考
が
成
立
す
る
�
提
は
義
駅
,
料
の
書
題
に
必
ず
﹁
義

駅
﹂
の
二
字
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
詳
し
く
は
後
営
す
る
が
︑﹁
義
駅
﹂
以
外
に
少
な
く
と
も
﹁
義
﹂﹁
義
記
﹂
な
ど

の
稱
呼
が
あ
る(

2
)

︒
例
え
ば
︑
書
寫
年
代
が
/
ら
か
に
な
っ
て
い
る
義
駅
,
料
の
實
物
の
最
古
の
も
の
は
︑
敦
煌
で
發
見
さ
れ
た
北
魏
景
/
元
年

(五
〇
〇
)

の
紀
年
を
1
す
る
﹃
維
2
義
記
﹄
(S
．
二
一
〇
六
)

殘
卷
で
あ
る
が(3

)

︑
こ
れ
は
﹁
義
駅
﹂
で
な
く
﹁
義
記
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
︑
義
駅

,
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
劉
炫
﹃
孝
經
営
議
﹄・
孔
穎
5
﹃
五
經
正
義
﹄
に
は
﹁
義
駅
﹂
の
二
字
が
入
ら
な
い
︒
特
に
︑
古
6
隆
一
氏

が
魏
晉


の
釋
奠
儀
禮
と
﹃
孝
經
﹄
+
經
と
の
關
係
を
考
察
し
︑
�
営
し
た
宋
大
/
四
年
の
﹃
孝
經
義
駅
﹄
よ
り
�
の
時


に
あ
た
る
︑
晉
穆

'
・
孝
武
'
の
時
の
﹃
孝
經
+
議
﹄
に
す
で
に
義
駅
の
性
質
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
の
が
�
目
さ
れ
る(

4
)

︒
奄
言
す
れ
ば
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
書

題
を
持
た
ず
と
も
﹃
孝
經
+
議
﹄
は
義
駅
,
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

こ
こ
で
も
う
一
つ
�
$
し
た
い
の
は
︑
�
獻
に
見
ら
れ
る
﹁
義
駅
﹂
の
語
が
︑
作
者
の
原
題
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
三
國
吳
の
陸

機
﹃
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
駅
﹄
は
︑
孔
穎
5
﹃
尙
書
正
義
﹄﹃
春
秋
正
義
﹄
に
引
用
さ
れ
る
際
︑﹁
陸
機
毛
詩
義
駅
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
三
國



の
�
獻
に
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
は
な
く
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志

(以
下
﹃
隋
志
﹄
)

な
ど
の
目
錄
に
は
﹁
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
駅
﹂
と
著
錄
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
毛
詩
義
駅
﹂
は
陸
氏
の
原
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒﹁
毛
詩
義
駅
﹂
と
題
し
た
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
た
の
か
︑
あ
る
い

は
引
用
者
が
用
い
た
略
稱
か
は
斷
定
で
き
な
い
が
︑﹃
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
駅
﹄
の
�
釋
の
形
式
が
後
世
の
﹁
義
駅
﹂
に
<
い
こ
と
か
ら
︑
後

世
の
人
が
そ
れ
を
﹁
毛
詩
義
駅
﹂
と
稱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る(5

)

︒

無
論
︑﹃
隋
志
﹄
な
ど
の
圖
書
目
錄
に
記
さ
れ
た
書
題
は
他
よ
り
信
憑
性
が
高
い
︒
し
か
し
︑
早
い
段
階
で
成
立
し
た
書
籍
に
關
し
て
は
︑

數
百
年
の
液
傳
の
中
で
改
題
な
ど
が
あ
っ
た
可
能
性
も
完
�
に
は
否
定
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑﹃
隋
志
﹄
に
著
錄
さ
れ
る
晉
の
伊
說
の
﹃
尙
書

義
駅
﹄
は
︑
怨
舊
﹃
)
志
﹄
で
は
﹃
尙
書
釋
義
﹄
に
作
り
︑
ど
ち
ら
が
原
題
で
あ
る
か
は
$
見
が
分
か
れ
て
い
る(6

)

︒
佛
敎
で
も
︑
�
初
の
義
駅

義駅槪念の形成と確立
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と
言
わ
れ
る
竺
法
崇
﹃
法
華
義
駅
﹄
を
記
し
た
﹃
高
僧
傳
﹄
に
見
え
る
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
が
書
籍
の
原
題
な
の
か
︑
あ
る
い
は
義
駅
,
料
の

(
稱
な
の
か
︑
疑
う
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る(7

)

︒

以
上
よ
り
︑
�
獻
,
料
の
殘
缺
の
た
め
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
書
題
の
初
出
は
確
定
し
が
た
い
︒
ま
た
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
が
出
現
す
る
�
に
︑

同
じ
性
質
を
持
つ
�
釋
書
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
︒
後
世
の
人
が
當
時
の
義
駅
の
槪
念
に
基
づ
い
て
︑
前
代
の
�
釈
書
を
﹁
義
駅
﹂
と
稱
し

た
事
例
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
義
駅
の
起
源
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
義
駅
が
い
つ
�
釋
體
の
代
名
詞
と
し
て
社
會
に
@
け
入
れ
ら
れ

た
の
か
を
究
/
す
る
こ
と
が
︑
書
題
の
初
出
を
探
る
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
︑
義
駅
を
ど
う
定
義
す
る
か

義
駅
は
︑
一
般
�
に
は
本
�

(﹁
經
﹂
)

と
そ
の
�
釋

(﹁
�
﹂︑
c
o
m
m
e
n
ta
ry
)

に
對
す
る
二
J
�
な
�
釋

(複
�
︑
su
b
c
o
m
m
e
n
ta
ry
)

と
さ
れ

る(
8
)

︒
第
四
%
で
詳
営
す
る
が
︑
こ
の
定
義
は
)
初
長
孫
無
忌
﹃
律
駅
﹄
(﹃
)
律
駅
議
﹄
)

序
に
M
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
あ
く
ま

で
儒
敎
の
經
・
�
・
駅
の
體
系
に
卽
し
た
も
の
で
︑
佛
敎
や

敎
の
義
駅
は
�
釋
對
象
で
あ
る
﹁
經
﹂
の
﹁
�
﹂
が
な
い
場
合
が
多
い
︒
ま
た
︑

儒
敎
で
は
義
駅
が
現
れ
る
�
に
︑
Q
玄
﹃
毛
詩
箋
﹄
の
よ
う
な
﹁
經
﹂・﹁
�
﹂
(毛
亨
﹃
毛
詩
傳
﹄
)

を
解
釋
し
た
二
J
�
な
�
釋
が
あ
っ
た
が
︑

そ
れ
は
﹁
駅
﹂
で
な
く
﹁
�
﹂
に
分
類
さ
れ
る(9

)

︒﹁
駅
﹂
を
二
J
�
な
�
釋
︑
す
な
わ
ち
﹁
�
の
�
﹂
だ
と
す
る
の
は
不
完
�
な
定
義
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
が
︑
現
存
す
る
�
獻
で
は
義
駅
の
定
義
は
)
初
ま
で
し
か
M
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
そ
れ
以
�
の
狀
況
は
不
/
で
あ
る
︒

牟
論
�
は
﹁
駅
﹂
の
元
の
$
味
は
﹁
し
る
す
﹂
で
あ
る
こ
と
を
確
!
し
た
う
え
で
︑﹁
+
駅
﹂
と
い
う
義
駅
の
別
稱
か
ら
︑
義
駅
を
+
經
の

記
錄
と
定
義
し
た
︒
義
駅
の
�
體
を
問
答
體
・
科
段
法
に
ま
と
め
︑
こ
れ
が
�
去
の
儒
敎
の
違
句
・
傳
な
ど
の
﹁
�
﹂
と
衣
な
る
點
で
あ
り
︑

佛
敎
の
+
經
儀
禮
に
お
い
て
生
ま
れ
た
�
體
だ
と
P
張
し
て
い
る
︒

早


の
佛
敎
義
駅
と
さ
れ
る
﹃
毘
2
羅
詰
堤
經
義
駅
﹄︑
僧
叡

(b
叡
)

の
序
を
見
る
と
︑
駅
が
作
ら
れ
た
經
雲
を
営
べ
る
に
あ
た
っ
て
︑

東 方 學 報
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﹁
+
J
に
卽
し
て
︑
駅
し
て
以
て
記
と
爲
す
﹂
と
+
義
を
記
す
�
言
が
あ
る(10

)

︒
こ
れ
は
︑
牟
氏
が
言
う
(
り
︑﹁
し
る
す
﹂
の
$
味
で
﹁
駅
﹂
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
義
駅
﹂
も
+
義
に
由
來
す
る
記
錄
を
指
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
+
義
錄
な
ら
ば
必

ず
問
答
體
・
科
段
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
問
答
體
・
科
段
法
は
︑
�
な
ど
の
�
釋
體
に
は
見
ら
れ
な
い
︑
+
義
も
し
く
は
義
駅

に
限
定
さ
れ
た
�
體
な
の
だ
ろ
う
か
︒

(一
)
問
答
體

問
答
體
と
は
︑﹁
問
曰
⁝
﹂﹁
答
曰
⁝
﹂
の
よ
う
に
︑
問
答
を
(
じ
て
解
釋
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒
牟
氏
は
佛
敎
の
義
駅
が
す
べ
て
問
答
體
を

用
い
る
と
言
う
が
︑
事
實
で
は
な
い(11

)

︒
現
存
す
る
�
古
の
義
駅
で
あ
る
竺

生

(三
五
五
？
～
四
三
四
)

の
﹃
妙
法
蓮
花
經
駅
﹄
(以
下
﹃
竺
駅
﹄
)

を
見
て
み
る
と
︑
科
段
法
は
あ
る
が
問
答
體
は
見
ら
れ
な
い
︒
先
に
擧
げ
た
北
魏
景
/
元
年

(五
〇
〇
)

の
﹃
維
2
義
記
﹄
(S
．
二
一
〇
六
)

殘

卷
の
十
一
品

(
�
十
四
品
)

に
も
︑
﹃
維
2
經
﹄
元
來
の
問
答
を
除
い
て
解
釋
者
側
に
よ
る
問
答
體
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
の
點
は
︑

﹃
竺
駅
﹄
と
一
致
す
る
︒

問
答
體
と
義
駅
と
の
關
係
に
つ
い
て
︑
梁
武
'

(蕭
衍
)
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
は
�
も
示
唆
に
富
む
︒
第
三
%
で
詳
営
す
る
が
︑﹃
廣
弘
/

集
﹄
に
收
め
ら
れ
る
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
の
題
名
は
﹁
御
出
同
泰
寺
+
金
字
般
若
經
義
駅
幷
問
答

(御

同
泰
寺
に
出
で
て
金
字
般
若
經
の
義
を
+
ず

る
駅

幷
び
に
問
答
)
﹂
で
あ
り
︑
武
'
の
解
釋
の
後
に
﹁
餘
に
﹁
問
答
﹂
一
十
二
卷

1
り
︑
本
を
訪
ぬ
る
も
未
だ
獲
ず
︑
故
に
其
の
�
は
盡
く

闕
く
﹂
と
い
う

宣
に
よ
る
�
記
が
あ
る(12

)

︒
つ
ま
り
︑﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
は
も
と
も
と
﹁
義
駅
﹂
と
﹁
問
答
﹂
か
ら
R
成
さ
れ
て
い
た
が
︑


宣
が
﹃
廣
弘
/
集
﹄
を
S
纂
す
る
と
き
︑﹁
問
答
﹂
の
十
二
卷
が
T
佚
し
た
た
め
︑
冒
頭
の
﹁
義
駅
﹂
の
一
卷
だ
け
を
收
め
た
の
で
あ
る
︒

﹁
幷
問
答
﹂
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
︑
こ
れ
は
﹁
義
駅
﹂
卽
ち
武
'
の
解
釋
に
附
屬
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
義
駅
﹂
そ
の
も
の
で
は
な
い
︒
ま

た
︑﹃
廣
弘
/
集
﹄
卷
二
一
に
收
め
ら
れ
る
昭
/
太
子

(蕭
瓜
)

の
﹁
令
旨
解
二
諦
義
︿
幷
答
問
﹀﹂﹁
令
旨
解
法
身
義
︿
幷
問
答
﹀﹂
も
同
樣
の

例
で
あ
る
︒

義駅槪念の形成と確立
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以
上
か
ら
︑
早


佛
敎
義
駅
の
S
纂
者
に
と
っ
て
問
答
體
は
必
須
で
は
な
く
︑
解
釋
で
あ
る
﹁
義
﹂
に
附
屬
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
︒
つ
ま
り
︑
+
義
に
問
答
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
必
ず
し
も
そ
れ
を
義
駅
に
取
り
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
饒
宗
頤
氏
が
指
摘
し

た
よ
う
に
︑
三
國
時
代
に
は
﹃
尙
書
釋
問
﹄
(王
粲
問
︑
田
瓊
・
韓
益
答
)
・
王
肅
﹃
毛
詩
問
難
﹄
な
ど
の
問
答
體
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る(13

)

︒
ほ

か
に
も
︑
嵆
康
の
﹁
答
難
養
生
論
﹂
(向
秀
難
︑
嵆
康
答
)

の
よ
う
な
問
答
論
難
を
用
い
た
﹁
論
﹂
體
が
盛
ん
で
あ
る(14

)

︒
問
答
體
は
義
駅
が
Y
生

す
る
�
か
ら
す
で
に
液
行
し
て
い
る
た
め
︑
義
駅
特
1
の
�
體
と
は
言
え
な
い
︒
義
駅
が
問
答
體
を
用
い
た
の
は
︑
佛
敎
の
+
經
儀
禮
よ
り
も
︑

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
問
答
體
の
液
行
の
背
景
が
强
く
影
響
を
與
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

(二
)
科
段
法

｢科
段
﹂
(﹁
違
段
﹂﹁
違
門
﹂
と
も
い
う
)

と
は
︑
經
典
の
內
容
を
﹁
科
﹂﹁
段
﹂﹁
違
﹂
な
ど
の
階
層
に
分
け
て
解
釋
す
る
も
の
で
あ
る
︒
佛
敎

の
科
段
法
は
︑

安

(三
一
四
～
三
八
五
)

に
始
ま
る
と
言
わ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
吉
藏

(五
四
九
～
六
二
三
)

の
﹃
仁
王
般
若
經
駅
﹄
は
以
下
の
よ

う
に
言
う
︒

諸
佛

經
を
說
く
に
本
よ
り
違
段
無
し
︒
始
め

安
法
師
よ
り
經
を
分
け
て
以
て
三
段
と
爲
す
︑
第
一
は
序
說
︑
第
二
は
正
說
︑
第
三

は
液
(
說(

15
)

︒

こ
の
說
の
正
否
は
疑
う
べ
き
だ
が(16

)

︑
法
琳

(五
七
二
～
六
四
〇
)
﹃
辯
正
論
﹄
の
﹁
違
駅
﹂
に
對
す
る
說
/
や
贊
寧

(九
一
九
～
一
〇
〇
一
)
﹃
大

宋
僧
�
略
﹄
の
﹁
_
駅
科
經
﹂
條
は
︑

安
を
義
駅
の
先
驅
者
と
し
て
い
る
︒

安
が
著
し
た
の
は
�
だ
け
な
の
で
駅
の
先
驅
者
と
は
言
え
な

い
が(

17
)

︑﹃
大
宋
僧
�
略
﹄
に
あ
る
以
下
の
辯
解
は
�
$
を
引
く
︒
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或
ひ
と
曰
く
︑
�
經
と
_
駅
は
�
く
別
な
り
︑
何
ぞ
安
公
を
推
し
て
首
と
爲
す
か
︒
答
う
︑
�
是
れ
經
を
解
す
る
な
り
︑
別
行
の
駅
義
と
︑

號
を
衣
に
す
る
も
實
を
同
じ
く
す
︒
矧い
わ

ん
や
其
の
科
%
を
分
け
︑
長
c
散
釋
せ
ざ
る
は
︑
安
の
$
に
自
る
を
や
︒(18

)

贊
寧
に
と
っ
て
︑
�
と
駅
は
同
じ
經
典
の
�
釋
で
︑
そ
れ
ほ
ど
區
別
す
る
必
&
が
な
い
た
め
︑

安
が
著
し
た
の
は
�
の
み
だ
が
︑
佛
敎
の
科

段
法
の
先
驅
者
に
d
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
科
段
法
は
義
駅
だ
け
の
�
釋
方
法
で
は
な
く
︑
�
に
も
�
用
さ
れ
る
こ
と
が
分

か
る
︒

六
	


の
佛
敎
の
�
を
見
る
と
︑
謝
靈
e

(三
八
五
～
四
三
三
)

�
と
さ
れ
る
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
É
﹄
の
序
は
︑﹃
金
剛
經
﹄
を
三
違
に

分
け
て
そ
の
&
旨
を
說
/
し
て
い
る(19

)

︒
梁
武
'
の
﹃
大
品
經
子
�
﹄
は
T
佚
し
た
が
︑﹃
出
三
藏
記
集
﹄
に
保
存
さ
れ
た
﹁
�
解
大
品
序
﹂
に

よ
る
と
︑
武
'
は
﹃
大
品
般
若
經
﹄
を
五
段
に
分
け
て
�
を
つ
け
る
と
い
う(20

)

︒
梁
の
法
朗
が
S
纂
し
た
可
能
性
が
高
い
﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄

は
子
�
だ
が(

21
)

︑
科
段
法
を
用
い
る
︒
贊
寧
は
と
も
か
く
︑
科
段
法
を
用
い
て
い
る
佛
敎
の
�
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
た
め
︑
科
段
法
は
佛
敎

の
+
經
儀
禮
か
ら
生
ま
れ
た
義
駅
特
1
の
�
體
だ
︑
と
い
う
說
は
疑
う
べ
き
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
吉
藏
の
﹃
法
華
義
駅
﹄
に
︑
﹁
違
段
﹂
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
な
質
問
が
書
か
れ
て
い
る
︒

天
竺
と
震
旦
を
f
ぬ
る
に
︑
著
筆
と
口
傳
︑
經
を
g
き
論
を
+
ず
る
は
二
種
に
出
で
ず
︒
一
は
科
違
門
︑
二
は
直
解
釋
︒
天
親
﹃
𣵀
槃
﹄

を
解
す
る
に
七
分
1
り
︑
龍
樹
﹃
般
若
﹄
を
釋
す
る
に
違
門
無
き
が
如
き
は
︑
蓋
し
是
れ
天
竺
の
論
師
の
開
・
不
開
の
二
類
な
り
︒
河
西

(

朗
)
﹃
𣵀
槃
駅
﹄
を
製
す
る
に
︑
開
き
て
五
門
と
爲
す
︒

融
﹃
怨
法
華
﹄
を
+
ず
る
に
︑
類
し
て
九
轍
と
爲
す
︒﹃
淨
名
﹄
の
說
を

集
解
し
︑﹃
法
華
﹄
の
�
を
¶
�
す
る
が
如
き
に
至
り
て
は
︑
但
だ
其
の
玄
h
を
拆ひ
ら

け
︑
印
た
豫
め
�
盡
を
科
せ
ず
︑
蓋
し
是
れ
震
旦
の

諸
師
の
開
・
不
開
の
兩
義
な
り
︒
い
ま
釋
す
る
k
の
者
︑
其
の
義
は
い
か
ん
︒(22

)

義駅槪念の形成と確立
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イ
ン
ド
や
中
國
に
は
︑
佛
敎
の
經
典
に
對
す
る
�
字
も
し
く
は
口
頭
の
解
釋
に
お
い
て
︑
科
段
を
用
い
る
﹁
科
違
門
﹂
(開
)

と
︑
科
段
を

用
い
ず
直
接
說
/
す
る
﹁
直
解
釋
﹂
(不
開
)

と
い
う
二
種
類
の
形
式
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
今
囘
の
+
義
は
ど
ち
ら
な
の
か
と
あ
る
人
が
f

ね
て
い
る
︒
婆
藪
槃
豆

(天
親
︑
世
親
)

作
﹃
𣵀
槃
論
﹄
は
中
國
¶
営
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
︑
イ
ン
ド
に
も
科
段
法
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑

う
餘
地
が
あ
る
が(

23
)

︑
こ
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
︑
當
時
の
佛
敎
の
+
經
に
は
科
段
は
必
須
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

吉
藏
の
答
え
も
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
︒﹁
若
し
開
に
因
り
て
以
て
悟
り
を
取
れ
ば
︑
則
ち
m
敎
は
之
れ
が
爲
に
開
く
︑
若
し
合

(不
開
)

に
因
り
て

を
@
く
れ
ば
︑
則
ち
m
敎
は
之
れ
が
爲
に
合
す(24

)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
科
段
を
用
い
る
か
ど
う
か
は
臨
機
應
變
に
す
る
こ
と
で
︑
決

ま
り
が
な
い
︒
智
顗

(五
三
八
～
五
九
八
)

の
﹃
仁
王
護
國
般
若
經
駅
﹄
に
も
︑
同
樣
の
說
が
見
え
る
た
め(25

)

︑
南
北
	
末
隋
初
の
佛
敎
の
+
經
に

お
い
て
必
ず
科
段
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒

科
段
法
に
つ
い
て
の
佛
敎
側
の
說
/
は
上
記
の
(
り
だ
が
︑
儒
敎
の
場
合
︑
漢
代
に
す
で
に
違
句
と
い
う
�
釋
體
が
あ
り
︑
野
閒
�
�
氏
は

六
	
時
代
以
�
に
既
に
科
段
法
の
よ
う
に
經
�
を
分
斷
し
て
解
說
す
る
方
法
が
行
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る(26

)

︒
さ
ら
に
︑
影
山
輝
國
氏
の

硏
究
に
よ
る
と
︑
皇
侃
﹃
論
語
義
駅
﹄
は
︑
�
咸
・
孔
安
國
・
馬
融
の
違
句

(
�
)

の
分
違
を
一
種
の
科
段
と
し
て
!
識
し
て
お
り
︑
後
の
邢

昺
﹃
論
語
正
義
﹄
も
﹁
違
句
﹂
を
﹁
科
段
を
訓
解
す
る
の
名
﹂
と
解
釋
し
て
い
る(27

)

︒
も
ち
ろ
ん
﹃
論
語
義
駅
﹄
の
科
段
は
漢
代
の
違
句
よ
り
複

雜
で
あ
る
が
︑
皇
侃
な
ど
の
儒
學
者
に
と
っ
て
は
︑
科
段
法
は
魏
晉


よ
り
も
�
の
漢
代
の
違
句
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
︑
違
句
の
s

長
線
上
に
あ
る
︒
佛
敎
側
の
說
/
は
違
句
に
言
t
し
て
い
な
い
も
の
の
︑﹁
違
段
﹂﹁
違
門
﹂
の
よ
う
な
﹁
違
﹂
の
語
彙
が
あ
る
た
め
︑
兩
者
の

關
連
性
を
v
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
科
段
法
は
義
駅
だ
け
の
�
體
で
は
な
く
︑
少
な
く
と
も
佛
敎
の
�
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
佛
敎
の
+
經
が
科
段
を
用

い
る
か
ど
う
か
は
︑
定
ま
っ
た
規
定
が
な
く
︑
+
義
者
の
考
え
に
左
右
さ
れ
る
︒
一
方
︑
儒
敎
の
違
句
に
は
す
で
に
科
段
法
に
類
す
る
�
釋
法

が
あ
り
︑
皇
侃
な
ど
の
儒
學
者
も
科
段
法
は
漢
代
の
違
句
に
由
來
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
︒
科
段
法
の
由
來
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
硏
究
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が
必
&
で
あ
る
が
︑
佛
敎
の
+
經
儀
禮
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
推
測
は
根
據
が
乏
し
い
︒

(三
)
�
釋
體
と
し
て
の
義
駅
は
い
つ
成
立
し
た
か

�
記
の
よ
う
に
︑
問
答
體
と
科
段
法
は
︑
義
駅
が
現
わ
れ
る
�
か
ら
ほ
か
の
�
體
に
x
わ
れ
て
お
り
︑
ま
た
義
駅
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
を
�

備
す
る
も
の
は
少
な
い
た
め
︑
義
駅
特
1
の
�
體
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
早
く
は
六
	
時
代
の
佛
敎
の
�
に
︑
少
な
い
な
が
ら
も
問
答

體
や
科
段
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
�
営
し
た
科
段
法
を
用
い
る
謝
靈
e
﹃
金
剛
經
É
﹄・
梁
武
'
﹃
大
品
經
子
�
﹄﹃
大
般
𣵀
槃
經
集

解
﹄
の
ほ
か
︑
合
�
本
﹃
�
維
2
詰
經
﹄
に
載
る
鳩
2
羅
什
�
に
問
答
體
が
見
ら
れ
る
︒
曇
鸞

(四
七
六
～
五
四
二
)
﹃
無
量
壽
經
優
婆
提
舍
願

生
偈
É
﹄
(﹃
y
生
論
É
﹄
)

は
問
答
體
と
科
段
法
を
�
備
し
て
い
る(28

)

︒
し
た
が
っ
て
問
答
體
・
科
段
法
の
1
無
か
ら
六
	


の
佛
敎
の
�
と
義
駅

を
區
別
す
る
の
は
難
し
い
︒

鯵
z
を
求
め
る
後
漢
後


以
來
の
儒
敎
の
�
と
衣
な
り
︑
上
記
の
�
は
佛
敎
獨
自
の
も
の
と
言
え
る
︒
特
に
鳩
2
羅
什
�
は
︑
問
答
體
だ
け

で
な
く
︑
長
い
佛
敎
說
話
も
あ
っ
た
た
め
︑
中
國
と
衣
な
っ
た
西
域
の
+
義
方
法
が
見
え
る(29

)

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
鳩
2
羅
什
の
+
義
錄
は
義
駅

で
な
く
�
と
し
て
S
纂
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
點
か
ら
︑
佛
敎
の
+
義
錄
の
S
纂
に
あ
た
っ
て
は
︑
義
駅
の
み
な
ら
ず
�
も
+
義
を
記
す
�
釋
體

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

六
	
の
﹁
義
駅
﹂
と
名
の
付
く
も
の
は
+
義
と
深
い
關
連
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
︑
現
存
す
る
義
駅
の
う
ち
︑
梁
武
'
の
﹃
金
字
般
若
經
﹄

駅
の
よ
う
に
都
+
・
論
義
者

(問
答
者
)

の
名
�
を
/
記
し
た
も
の
は
極
め
て
少
な
く
︑
他
の
義
駅
に
は
こ
の
よ
う
な
+
經
儀
禮
に
關
す
る
內

容
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
�
{
し
た
﹃
竺
駅
﹄
の
序
�
を
見
る
と
︑﹁
聊
か
+
日
に
於
い
て
︑
k
聞
を
駅
錄
し
︑
先
言
を
営
記

す
﹂
と
い
う
�
言
が
あ
り
︑
聽
+
し
た
內
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
窺
え
る
が
︑﹁
印
た
元
嘉
九
年
春
三
|
を
以
て
︑
盧
山
東
林
精
舍
に
於

い
て
︑
印
た
之
を
治
定
し
︑
加
う
る
に
衆
本
を
~
訪
し
︑
具
さ
に
一
卷
と
成
す
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
再
び
整
理
し
︑
さ
ら
に
他
の
書
籍
を
�
べ

て
增
補
改
正
を
加
え
た
よ
う
で
あ
る(30

)

︒
つ
ま
り
︑﹃
竺
駅
﹄
は
一
時
�
な
+
義
錄
で
は
な
く
︑
自
身
の
理
解
も
含
め
た
�
釋
書
の
よ
う
な
も
の

義駅槪念の形成と確立

9



で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
初


の
義
駅
は
+
義
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
も
の
の
︑
す
べ
て
が
+
義
錄
だ
と
は
言
え
な
い
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
義
駅
が
液
行
す
る
�
か
ら
︑
問
答
體
と
科
段
法
は
す
で
に
存
在
し
て
お
り
︑
義
駅
獨
自
の
�
體
と
は
言
え
な
い
︒
ま
た
︑

義
駅
の
み
な
ら
ず
︑
六
	
時
代
の
佛
敎
の
�
に
も
問
答
體
と
科
段
法
が
見
え
る
︒
佛
敎
の
+
經
儀
禮
の
影
響
に
よ
っ
て
︑
+
義
錄
か
ら
自
然
に

�
と
衣
な
っ
た
問
答
體
と
科
段
法
を
用
い
る
義
駅
が
生
ま
れ
た
と
い
う
牟
論
�
の
推
測
は
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
義
駅
の
�
源
を
M
る
�
に
︑

ま
ず
�
釋
體
と
し
て
の
義
駅
は
い
つ
成
立
し
︑
當
時
の
人
に
ど
う
定
義
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

三
︑
イ
ン
ド
由
來
說

牟
論
�
が
佛
敎
の
+
經
儀
禮
を
義
駅
の
�
源
と
見
做
し
た
の
は
︑
義
駅
と
い
う
�
釋
體
は
佛
敎
に
�
っ
て
イ
ン
ド
か
ら
傳
來
し
た
︑
と
い
う

こ
と
を
�
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
證
據
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹃
大
乘
唯
識
論
﹄
に
眞
諦
の
弟
子
で
あ
る
b
愷
が
記
し
た
﹁
此
の

論

外
國
に
本
よ
り
義
駅
1
り(

31
)

﹂
と
い
う
跋
�
と
︑﹃
續
高
僧
傳
﹄
法
泰
傳
が
眞
諦
の
功
績
を
営
べ
る
際
に
﹁
�
後
出
だ
す
k
の
五
十
餘
部
︑
幷

び
に
義
記
を
営
べ
︑
皆
な
此
の
土
に
無
き
k
の
者
な
り(32

)

﹂
と
し
た
記
営
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
b
愷
や
﹃
續
高
僧
傳
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
義
駅
﹂
は
︑
問
答
體
・
科
段
法
を
用
い
る
義
駅
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
か
︒
管
見
の

限
り
︑
か
つ
て
﹁
駅
﹂
と
し
て
漢
譯
さ
れ
︑
且
つ
今
日
も
そ
の
泳
本
を
確
!
で
き
る
の
は
安
b

(
S
th
ira
m
a
ti)

の
﹃
阿
毗
5
�
俱
舍
論
實
義

駅
﹄
(
S
k
t.
A
b
h
id
h
a
rm
a
k
o
śa
ṫīk
ā
T
a
ttv
ā
rth
ā
)

の
み
で
あ
る(33

)

︒
漢
譯
の
�
譯
者
は
不
/
で
あ
る
が
︑
現
存
敦
煌
寫
本
の
二
件
は
い
ず
れ
も
晚
)

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で(

34
)

︑
晚
)
も
し
く
は
そ
れ
以
�
に
譯
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
泳
本
と
漢
譯
に
は
問
答
體
は
あ
る
も
の
の
︑
科
段
法
は
見

え
ず
︑﹁
都
+
﹂
な
ど
の
+
經
儀
禮
に
關
す
る
內
容
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
科
段
法
が
な
い
と
い
う
點
は
︑
�
営
し
た
鳩
2
羅
什
�
と

同
じ
で
あ
る
︒

�
山
園
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
科
段
法
・
經
題
駅

(經
題
を
�
釋
の
冒
頭
で
解
說
す
る
內
容
)

は
イ
ン
ド
佛
敎
�
獻
に
は
確
!
で
き
な
い
中
國

東 方 學 報
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特
1
の
�
體
で
あ
る(

35
)

︒
ま
た
︑
佛
敎
の
科
段
法
は
鯵
單
か
ら
複
雜
へ
の
展
開
の
�
�
が
あ
る
と
い
う
橫
超
b
日
氏
の
指
摘
を
考
慮
す
る
な
ら(36

)

︑

科
段
法
を
用
い
る
義
駅
は
イ
ン
ド
の
成
熟
し
た
�
釋
體
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
た
と
は
考
え
難
い
︒

以
上
か
ら
み
る
と
︑
b
愷
が
言
っ
た
﹁
此
の
論

外
國
に
本
よ
り
義
駅
1
り
﹂
の
﹁
義
駅
﹂
は
︑
必
ず
し
も
問
答
體
・
科
段
法
を
用
い
る
も

の
で
な
く
︑
た
だ
の
�
釋
書
の
(
稱
に
�
ぎ
な
い
︒
義
駅
が
イ
ン
ド
か
ら
傳
來
し
た
佛
敎
の
�
釋
書
の
影
*
を
@
け
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

が
︑
義
駅
の
特
徵
と
さ
れ
る
科
段
法
は
中
國
特
1
の
も
の
で
イ
ン
ド
の
�
體
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
義
駅
は
イ
ン
ド
の
�
體
を
そ
の
ま
ま
繼

承
し
た
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
中
國
・
イ
ン
ド
そ
れ
ぞ
れ
の
�
釋
の
傳
瓜
が
影
*
し
あ
っ
て
J
第
に
形
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

四
︑
小
結

以
上
︑
�
初
の
義
駅
︑
義
駅
の
定
義
︑
イ
ン
ド
由
來
說
を
め
ぐ
っ
て
牟
氏
の
義
駅
�
源
論
の
問
題
點
を
檢
討
し
た
︒
イ
ン
ド
か
ら
傳
來
し
た

佛
敎
の
+
經
儀
禮
を
@
け
入
れ
︑
自
然
に
問
答
體
・
科
段
法
を
用
い
る
義
駅
が
生
ま
れ
た
と
い
う
牟
氏
の
�
源
說
に
は
贊
同
し
か
ね
る
︒
個
々

の
義
駅
に
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
っ
た
�
釋
の
方
法
や
$
圖
が
あ
る
が
︑
�
體
か
ら
み
る
と
︑
六
	
時
代
の
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
は
︑
問
答
體
・
科

段
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
嚴
密
な
規
定
が
あ
る
�
釋
體
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
後
漢
以
來
の
﹁
�
﹂
と
衣
な
る
+
義
錄
・
�
釋

書
な
ど
を
指
す
(
稱
で
あ
ろ
う
︒
﹁
義
駅
﹂
以
外
に
も
﹁
義
記
﹂
な
ど
の
題
名
が
あ
り
︑
六
	
に
お
い
て
義
駅
に
對
す
る
定
義
が
な
い
の
は
こ

の
こ
と
を
裏
付
け
る
︒
初


の
義
駅
を
成
熟
し
た
�
釋
體
と
見
做
し
︑
書
題
の
初
出
を
�
求
し
た
牟
氏
の
硏
究
は
︑
そ
の
複
雜
さ
を
見
 
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

そ
の
た
め
︑
本
稿
は
從
來
の
硏
究
と
衣
な
り
︑
義
駅
を
�
釋
書
の
分
類
槪
念
と
し
て
︑
そ
れ
が
如
何
に
形
成
さ
れ
︑
�
¡
�
に
一
つ
の
�
釋

體
と
し
て
確
立
し
た
の
か
と
い
う
�
�
を
檢
討
し
︑
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
潛
む
學
¢
の
變
�
を
/
ら
か
に
し
た
い
︒

義駅槪念の形成と確立
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第
二
%

義
駅
槪
念
の
發
生

｢義
駅
﹂
と
い
う
語
の
初
出
は
い
つ
か
︒
﹃
隋
志
﹄
と
﹃
高
僧
傳
﹄
に
記
錄
さ
れ
る
書
£
の
題
名
を
除
き
︑
單
に
現
存
書
籍
の
成
立
年
代
と
い

う
點
か
ら
見
る
と
︑
南
齊

(四
七
九
～
五
〇
二
)

末


に
成
立
し
た
劉
勰
の
﹃
�
心
雕
龍
﹄
が
�
も
早
く
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
を
x
用
し
た
書
物

で
あ
る(

37
)

︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
は
當
時
液
行
し
て
い
た
﹁
�
﹂
や
﹁
論
﹂
と
い
っ
た
�
釋
體
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
︑
﹁
義
駅
﹂

は
論
じ
て
お
ら
ず
︑
た
だ
書
記
¥
で
﹁
符
契
劵
駅
﹂
の
﹁
駅
﹂
を
﹁
駅
と
は
︑
布
な
り
︒
物
類
を
布
置
し
︑
<
$
を
撮
題
す
︒
故
に
小
劵
短
書

號
し
て
駅
と
爲
す
な
り
﹂
と
解
釋
し
た
の
み
で
あ
る(38

)

︒
こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
南
齊
末


に
は
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
自
體
は
存
在
し
て
い

た
も
の
の
︑
劉
勰
に
と
っ
て
は
﹁
�
﹂
の
よ
う
な
獨
立
し
た
�
釋
體
で
は
な
く
︑﹁
小
劵
短
書
﹂︑
す
な
わ
ち
商
賣
用
の
小
さ
い
證
書
や
短
い
書

き
付
け
が
﹁
駅
﹂
の
第
一
義
で
あ
っ
た(39

)

︒

｢義
駅
﹂
と
は
︑
$
義
・
$
味
の
﹁
義
﹂
と
︑
記
錄
を
$
味
す
る
﹁
駅
﹂
か
ら
成
り
立
つ
︒
そ
の
た
め
︑﹁
義
駅
﹂
以
外
に
︑
﹁
義
記
﹂
と
命

名
さ
れ
た
義
駅
も
少
な
く
な
く
︑
北
魏
景
/
元
年
の
﹃
維
2
義
記
﹄
(S
．
二
一
〇
六
)

は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
特
に
�
目
す
べ
き
は
︑
北
周
保

定
五
年

(五
六
五
)

に
書
寫
さ
れ
た
敦
煌
�
獻
P
．
二
一
〇
四
で
あ
る
︒
そ
の
尾
題
は
﹁
十
地
義
駅
﹂
で
あ
る
が
︑
書
寫
者
の
跋
�
は
﹁
十
地

義
記
﹂
に
作
る(

40
)

︒
こ
こ
か
ら
︑
書
寫
者
に
と
っ
て
﹁
駅
﹂
は
﹁
記
﹂
に
(
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
義
駅
﹂
は
す
な
わ
ち
﹁
義
記
﹂
で
あ

る
︒で

は
︑
な
ぜ
六
	
に
﹁
義
駅
﹂
﹁
義
記
﹂
な
ど
の
�
釋
書
が
生
ま
れ
た
か
︒
以
下
︑
先
行
硏
究
を
踏
ま
え
つ
つ
こ
れ
を
檢
討
す
る
︒

東 方 學 報
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一
︑
�
の
經
典
�

｢
�
﹂
は
﹁
駅
﹂
と
同
じ
よ
う
に
�
釋
を
分
類
す
る
た
め
の
槪
念
で
あ
り
︑
本
�
に
對
す
る
一
J
�
な
�
釋
で
あ
る
︒﹃
毛
詩
﹄
毛
公
傳
・
Q

玄
箋
︑﹃
公
羊
傳
﹄
何
休
解
詁
︑
﹃
左
傳
﹄
杜
預
集
解
の
よ
う
に
︑
必
ず
し
も
﹁
�
﹂
と
稱
さ
ず
︑
そ
の
�
釋
の
方
法
と
$
圖
も
そ
れ
ぞ
れ
で

あ
っ
た
が
︑
魏
晉
南
北


に
J
第
に
﹁
�
﹂
と
い
う
槪
念
に
ま
と
め
ら
れ
︑
一
種
の
�
釋
體
と
な
っ
た
︒

古
6
隆
一
氏
は
後
漢
魏
晉


の
�
釋
書
を
考
察
し
︑
後
漢
以
影
の
�
釋
書
に
は
﹁
序
�
を
附
す
﹂︑﹁
經
・
�
を
合
¨
す
る
﹂
と
い
う
二
つ
の

©
慣
が
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
南
北
	
時
代
に
お
け
る
書
籍
は
經
と
�
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た(41

)

︒
南
北
	
の
儒
學

者
に
と
っ
て
︑
ど
の
�
を
用
い
て
經
書
を
+
解
す
る
か
は
非
常
に
重
&
で
あ
る
︒
東
晉
太
興

(三
一
八
～
三
二
一
)

の
初
め
に
	
廷
の
官
學
を
円

て
る
に
あ
た
っ
て
︑
經
書
で
は
な
く
︑
經
書
の
�
ご
と
に
ª
士
を
設
置
し
た(42

)

︒
南
北
	
各
王
	
の
學
制
は
未
だ
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
︑

﹃
北
�
﹄
儒
林
傳
序
が
南
學
・
北
學
を
論
じ
る
と
き
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
�

(﹁
違
句
﹂
)

の
衣
同
を
擧
げ
て
い
た(43

)

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
當

時
の
經
書
の
�
に
對
す
る
�
目
度
の
髙
さ
が
窺
い
知
れ
る
︒

そ
し
て
︑
Q
玄
�
な
ど
の
經
書
の
�
は
︑
一
般
の
�
釋
書
を
越
え
た
經
に
準
ず
る
高
い
地
位
に
あ
っ
た
︒﹃
�
心
雕
龍
﹄
序
志
¥
に
﹁
m
旨

を
g
讚
す
る
は
︑
經
に
�
す
る
に
若
く
は
莫
し
︒
而
る
に
馬
・
Q
の
諸
儒
︑
之
を
弘
む
る
こ
と
已
に
精
し
︒
就た
と

い
深
解
1
れ
ど
も
︑
未
だ
家
を

立
つ
る
に
足
ら
ず
﹂
と
い
う
よ
う
に(44

)

︑
當
時
の
人
に
と
っ
て
は
︑
Q
玄
�
な
ど
の
先
行
の
�
は
あ
る
種
の
越
え
ら
れ
な
い
經
典
と
も
言
う
べ
き

權
威
を
1
し
て
い
た
︒

�
の
經
典
®
に
�
い
︑
そ
れ
に
對
す
る
定
義
と
規
範
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
劉
勰
は
﹃
�
心
雕
龍
﹄
論
說
¥
で
﹁
�
は
解
を
P
と
す

(
�
者
P
解
)
﹂
と
定
義
し
︑
下
記
の
よ
う
に
言
っ
た
︒

秦
s
君
の
﹁
堯
典
﹂
に
�
す
る
が
若
き
は
︑
十
餘
萬
字
︑
朱
�
の
﹃
尙
書
﹄
を
解
す
る
は
︑
三
十
萬
言
︒
(
人
の
煩
を
惡
み
︑
違
句
を
學

義駅槪念の形成と確立
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ぶ
を
羞
ず
る
k
以
な
り
︒
毛
公
の
﹃
詩
﹄
を
訓
じ
︑
安
國
の
﹃
書
﹄
に
傳
し
︑
Q
君
の
﹃
禮
﹄
を
釋
し
︑
王
弼
の
﹃
易
﹄
を
解
す
る
が
若

き
は
︑
&
¯
/
暢
に
し
て
︑
式
と
爲
す
可
し
︒(45

)

劉
勰
に
と
っ
て
﹁
�
﹂
と
は
鯵
/
で
&
領
を
得
た
短
い
�
釋
の
こ
と
を
指
し
︑
秦
s
君
・
朱
�
の
違
句
は
冗
長
で
よ
い
﹁
�
﹂
で
は
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
こ
の
定
義
と
規
範
は
劉
勰
自
身
の
�
體
論
と
關
わ
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が(46

)

︑
擧
げ
ら
れ
た
Q
玄
・
王
弼
な
ど
の
�
は
當
時
液
行
し

て
い
た
�
な
の
で
︑
そ
の
時
代
の
一
般
�
な
觀
念
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

中
國
で
は
佛
敎
の
經
典
は
儒
敎
の
經
書
に
倣
っ
て
﹁
經
﹂
と
譯
し
︑﹁
經
﹂
に
對
し
て
�
初
は
﹁
�
﹂
と
し
て
�
釋
を
行
っ
た(47

)

︒
現
存
す
る

早


の
�
で
あ
る
﹃
陰
持
入
經
﹄
陳
氏
�
・﹃
人
本
欲
生
經
﹄

安
�
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
短
い
�
釋
で
︑
經
・
�
を
合
¨
す
る
形
を
用
い

て
い
る
︒
こ
の
點
に
お
い
て
は
︑
早


の
佛
敎
の
�
は
儒
敎
の
�
と
一
致
し
︑﹁
&
¯
/
暢
﹂
と
い
う
&
求
に
も
�
う
︒
た
だ
︑
�
営
し
た

﹃
維
2
經
﹄
鳩
2
羅
什
�
t
び
曇
鸞
﹃
y
生
論
É
﹄
な
ど
の
�
に
お
い
て
︑
ひ
と
く
だ
り
の
�
は
比
�
�
に
長
い
の
で
︑﹁
&
¯
/
暢
﹂
と
は
言

え
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
�
か
ら
義
駅
へ
の
轉
奄


に
お
け
る
特
殊
な
例
で
︑
そ
れ
以
影
の
佛
敎
の
多
く
の
�
釋
者
は
�
で
な
く
義
駅
と
し

て
長
い
�
釋
を
行
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
﹁
�
﹂
は
短
い
�
釋
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
六
	
社
會
に
@
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の

共
(
の
!
識
は
變
え
難
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

二
︑﹁
�
﹂
以
外
の
�
釋
書
の
增
加
︱
︱
｢義
﹂
の
出
現

�
の
經
典
®
に
�
い
︑
經
と
�
を
ま
と
め
て
論
じ
る
た
め
に
﹁
�
﹂
以
外
の
形
式
を
用
い
る
�
釋
書
が
增
え
て
い
っ
た
の
は
自
然
の
液
れ
と

し
て
頷
け
る
︒
三
國
時
代
に
は
︑
饒
氏
が
指
摘
し
た
﹃
尙
書
釋
問
﹄
(王
粲
問
︑
田
瓊
・
韓
益
答
)
・
劉
毅
﹃
尙
書
義
答
﹄・
王
肅
﹃
毛
詩
問
難
﹄
以

外(
48
)

︑﹃
尙
書
義
﹄
二
卷

(范
順
問
︑
吳
太
尉
劉
毅
答
)

の
よ
う
な
﹁
義
﹂
の
名
を
冠
す
る
問
答
體
の
解
釋
書
も
あ
っ
た(49

)

︒
そ
の
後
︑
晉
孫
育
の
﹃
毛

東 方 學 報
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詩
衣
同
°
﹄
の
よ
う
に
︑
經
書
で
な
く
毛
傳
・
Q
箋
・
王
肅
�
な
ど
の
各
家
の
�
を
總
論
す
る
著
作
も
現
わ
れ
て
き
た(50

)

︒

特
に
�
目
す
べ
き
は
︑
戴
君
仁
氏
が
指
摘
し
た
晉
代
に
現
れ
た
﹁
義
﹂
と
稱
す
る
�
釋
書
で
あ
る(51

)

︒
例
え
ば
︑
東
晉
張
璠
﹃
周
易
集
解
﹄
が

引
用
し
た
二
十
二
家
の
說
の
う
ち
に
は
︑
向
秀
・
庾
e
・
荀
煇
・
張
輝
・
王
宏
・
阮
咸
の
﹁
易
義
﹂
が
あ
る(52

)

︒
こ
れ
ら
の
﹁
易
義
﹂
の
一
部
は

﹁
�
﹂
で
あ
る
が(

53
)

︑
引
用
さ
れ
た
二
十
二
家
の
う
ち
に
は
﹁
易
無
互
體
論
﹂﹁
/
易
論
﹂﹁
易
論
﹂
な
ど
の
﹁
論
﹂
も
あ
る
た
め
︑
一
部
は
綱
&

書
な
ど
﹁
�
﹂
以
外
の
形
式
の
可
能
性
も
あ
る(54

)

︒
佚
書
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
/
だ
が
︑
魏
晉


に
﹁
�
﹂
な
ど
の
�
釋
書
は
し
ば
し
ば

﹁
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と(

55
)

︑
ま
た
南
北
	


に
﹁
義
駅
﹂﹁
義
記
﹂
な
ど
は
省
略
し
て
﹁
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
︑﹁
易
義
﹂

の
﹁
義
﹂
は
當
時
の
�
釋
書
に
對
す
る
(
稱
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑﹁
義
駅
﹂﹁
義
記
﹂
の
﹁
義
﹂
の
由
來
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
﹁
�
﹂
以
外
の
�
釋
書
は
多
樣
な
形
式
を
1
す
る
が
︑
經
・
�
を
合
¨
し
た
形
式
と
衣
な
り
︑
經
�
の
�
�
を
載
せ
ず
經
や
�
の

中
の
必
&
の
部
分
だ
け
を
論
じ
る
こ
と
が
そ
の
共
(
點
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
そ
の
一
部
は
後
世
で
は
﹁
義
駅
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
︒
�
営
し
た
三
國
・
吳
の
陸
機
﹃
毛
詩
草
木
鳥
獸
蟲
魚
駅
﹄
が
﹁
毛
詩
義
駅
﹂
と
︑
晉
の
伊
說
﹃
尙
書
義
釋
﹄
が
﹁
尙
書
義
駅
﹂
と

も
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

三
︑
口
頭
論
說
の
重
視

︱
︱
｢
駅
﹂
の
出
現

六
	


の
+
經
と
義
駅
の
¶
営
の
關
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
硏
究
で
�
目
さ
れ
て
い
る
が(56

)

︑
+
經
な
ど
の
口
頭
論
說
が
な
ぜ
重
視
さ
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
t
さ
れ
て
い
な
い
︒
梁
武
'
の
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
は
都
+
な
ど
の
+
經
儀
禮
に
關
す
る
內
容
を
詳
細
に
記

し
て
い
る
た
め
︑
義
駅
が
佛
敎
の
+
經
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
例
と
し
て
牟
論
�
な
ど
の
先
行
硏
究
で
言
t
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
金
字

般
若
經
﹄
駅
に
は
︑
佛
敎
だ
け
で
な
く
儒
敎
や
淸
談
の
影
*
も
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
蕭
子
顯
が
﹁
御
+
金
字
2
訶
般
若
波
羅
蜜
經
序
﹂
の
冒

頭
で
�
去
の
'
王
の
+
義
を
振
り
¶
っ
た
下
記
の
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
︒

義駅槪念の形成と確立
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漢
/
自
ら
+
ず
る
は
︑
局
き
ょ
く

に
儒
¢
を
以
て
す
︒
鯵
�
の
﹃
談
駅
﹄
は
︑
復
た
經
を
專
ら
に
す
る
こ
と
に
謝
す
︒(57

)

こ
こ
で
擧
げ
ら
れ
た
の
は
後
漢
の
/
'

(劉
莊
)

と
東
晉
の
鯵
�
'

(司
馬
昱
)

で
あ
る
︒
/
'
は
﹃
五
行
違
句
﹄
を
著
し
︑

射
禮
が
¡

わ
っ
た
後
︑
こ
れ
を
x
っ
て
辟
雍
で
+
義
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る(58

)

︒
梁
武
'
と
比
べ
て
︑
/
'
の
+
義
は
儒
敎
の
學
問
に
限
ら
れ
て
お
り
︑
佛

敎
が
分
か
ら
な
い
た
め
︑﹁
局
に
儒
¢
を
以
て
す
﹂
と
°
し
た
の
だ
ろ
う
︒
鯵
�
'
の
﹃
談
駅
﹄
は
T
佚
し
た
が
︑﹃
隋
志
﹄
が
こ
れ
を
子
部


家
に
著
錄
し
て
い
る
こ
と
︑
鯵
�
'
が
淸
談
に
長
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑﹃
談
駅
﹄
は
彼
の
玄
學
に
關
す
る
淸
談
を
記
錄
し
た
も
の
と
推
測
さ

れ
て
い
る(

59
)

︒
梁
武
'
と
比
べ
て
︑
鯵
�
'
の
淸
談
は
ま
と
ま
り
が
な
く
︑
儒
敎
や
佛
敎
の
經
典
に
專
心
し
て
い
な
い
た
め
︑
﹁
經
を
專
ら
に
す

る
こ
と
に
謝
す
﹂
と
°
價
し
た
の
だ
ろ
う
︒

蕭
子
顯
の
序
か
ら
︑
武
'
の
+
經
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
源
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
す
な
わ
ち
漢
代
以
來
の
儒
學
の
+
義
と
魏
晉
以
來

の
淸
談
の
傳
瓜
で
あ
る
︒
�
者
は
戴
氏
・
古
6
氏
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
が(60

)

︑
後
者
は
あ
ま
り
�
目
さ
れ
て
い
な
い
︒
蕭
子
顯
の
序
だ
け
で
な

く
︑
武
'
の
駅
に
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
淸
談
の
傳
瓜
が
反
映
さ
れ
て
い
る
︒﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
の
冒
頭
で
︑
都
+
が
經
題
を
唱
え
た
あ
と
︑

梁
武
'
が
下
記
の
よ
う
に
言
っ
た
︒

蔓
蒨
云
う
︑﹁
談
は
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
や
﹂
と
︒
至
理
に
在
り
て
は
︑
彌
い
よ
說
く
べ
か
ら
ず
︒(61

)

こ
の
�
漢
の
東
方
朔

(蔓
蒨
)

が
言
っ
た
﹁
談
は
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
や

(談
は
鯵
單
な
も
の
だ
ろ
う
か
)
﹂
は
︑
六
	
の
淸
談
で
よ
く
用
い
ら
れ

る
話
題
で
あ
る
︒
王
僧
虔
は
﹁
誡
子
書
﹂
で
東
方
朔
の
﹁
談
は
何
ぞ
容
易
た
る
や
﹂
を
引
用
し
︑
も
し
﹃
老
子
﹄
﹃
莊
子
﹄﹃
周
易
﹄
に
關
す
る

王
弼
・
何
晏
・
Q
玄
・
馬
融
な
ど
の
說
に
精
(
し
な
け
れ
ば
︑﹁
麈
尾
を
盛
ん
に
し
て
︑
自
ら
談
士
と
呼
ぶ
﹂
の
は
危
險
だ
と
子
を
戒
め
た(62

)

︒
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佛
敎
の
+
經
だ
が
︑
武
'
に
と
っ
て
は
こ
れ
も
一
種
の
﹁
談
﹂
(
淸
談
)

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
)
/
¼
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
︑
淸
談
は
南
	
で
�
¡
段
階
を
½
え
︑
そ
れ
以
影
J
第
に
儒
敎
・
佛
敎
の
+
經
へ
と
轉
奄
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る(63

)

︒

こ
の
よ
う
な
魏
晉
以
來
の
淸
談
の
影
*
か
ら
︑
口
頭
論
說
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
を
記
錄
し
た
著
作
が
增
え
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
︒﹃
談
駅
﹄
は
そ
の
一
例
で
あ
り
︑
後
の
﹃
世
說
怨
語
﹄
は
そ
の
集
大
成
で
あ
る
︒﹃
世
說
怨
語
﹄
に
見
ら
れ
る
鯵
�
'
の
言
說
は
﹃
談

駅
﹄
に
由
來
す
る
と
言
わ
れ
る
た
め(64

)

︑
そ
こ
に
見
ら
れ
る
儒
敎
・
佛
敎
・
玄
學
の
+
義
に
關
す
る
も
の
も
+
義
錄
な
ど
の
記
錄
を
根
據
に
し
た

も
の
と
推
測
で
き
る
︒
+
義
を
記
錄
す
る
義
駅
の
出
現
を
考
え
る
上
で
︑
こ
の
よ
う
な
淸
談
の
影
*
は
見
 
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

四
︑
小
結

以
上
︑﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
が
盛
ん
に
な
る
�
の
魏
晉


の
�
釋
の
發
展
を
考
察
し
た
︒
魏
晉


以
影
︑
Q
玄
・
王
弼
な
ど
の
�
釋
は
經
典

®
し
て
經
書
に
準
ず
る
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
�
﹂
と
い
う
�
釋
體
と
し
て
確
立
し
た
︒
經
・
�
を
解
釋
す
る
た
め
に
︑﹁
義
﹂
な
ど

の
�
釋
書
が
現
わ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
淸
談
の
影
*
に
よ
っ
て
︑
口
頭
論
說
を
重
視
し
︑﹃
談
駅
﹄
な
ど
の
﹁
駅
﹂
と
い
う
記
錄
が
盛
ん
に

な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
︑
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語
が
出
現
し
︑﹁
�
﹂
に
J
ぐ
�
釋
體
を
�
括
す
る
原
初
�
な
義
駅
槪
念
が
發
生
し
た
︒

第
三
%

義
駅
槪
念
の
形
成

︱
︱
梁
武
'
の
義
駅
の
¶
営
を
め
ぐ
っ
て

南
	
梁
は
義
駅
の
¶
営
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
︒
皇
侃
﹃
論
語
義
駅
﹄・
法
雲
﹃
法
華
義
駅
﹄
な
ど
の
儒
敎
や
佛
敎
の
義
駅
は
言
う

ま
で
も
な
く
︑
武
'
﹃
老
子
+
駅
﹄
・
鯵
�
'

(蕭
綱
)
﹃
莊
子
+
駅
﹄
な
ど
の
玄
學
の
義
駅
︑
宋
�
同
﹃
靈
寶
經
義
駅
﹄
(﹃
(
門
論
﹄
)

の
よ
う

な

敎
の
義
駅(

65
)

も
あ
り
︑
三
敎
・
玄
學
に
わ
た
っ
て
多
く
の
義
駅
が
作
ら
れ
た
︒

義駅槪念の形成と確立
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こ
の
よ
う
な
¶
営
ブ
ー
ム
の
中
︑
梁
天
監
十
七
年

(五
一
八
)

寶
唱
﹃
梁
世
衆
經
目
錄
﹄
で
初
め
て
﹁
�
經
﹂
と
衣
な
る
﹁
義
記
﹂
と
い
う

分
類
が
生
ま
れ
た(

66
)

︒
殘
念
な
が
ら
こ
の
目
錄
は
佚
書
で
あ
る
た
め
︑﹁
義
記
﹂
の
收
錄
範
圍
は
分
か
ら
ず
︑
)
以
影
の
義
駅
槪
念
と
同
じ
か
ど

う
か
疑
問
は
殘
る
︒
本
%
で
は
︑
梁
の
學
問
の
氣
風
を
リ
ー
ド
し
た
武
'
の
義
駅
の
¶
営
を
め
ぐ
っ
て
︑﹁
義
記
﹂
の
定
義
と
そ
の
�
括
範
圍

を
/
ら
か
に
し
︑
南
北
	


の
義
駅
の
槪
念
を
檢
討
し
た
い
︒

一
︑
梁
武
�
の
義
駅
の
:
営

『梁
書
﹄
本
紀
に
よ
れ
ば
︑
梁
武
'
の
佛
敎
に
關
す
る
¶
営
は
下
記
の
(
り
で
あ
る
︒

『
𣵀
盤
﹄﹃
大
品
﹄﹃
凈
名
﹄﹃
三
b
﹄
諸
經
の
義
記
を
製
し
︑
復
た
數
百
卷
︒(67

)

『廣
弘
/
集
﹄
に
よ
る
と
︑
武
'
は
﹃
制
旨
大
𣵀
槃
經
+
駅
﹄
百
一
卷
︑﹃
制
旨
大
集
經
+
駅
﹄
十
六
卷
を
著
し
た(68

)

︒﹃
梁
書
﹄
の
言
う
﹃
𣵀

盤
﹄
の
﹁
義
記
﹂
と
は
﹃
大
𣵀
槃
經
+
駅
﹄
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
�
営
し
た
﹃
廣
弘
/
集
﹄
に
收
め
ら
れ
る
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
は
︑

﹃
大
品
﹄
(﹃
2
訶
般
若
波
羅
蜜
經
﹄
)

の
﹁
義
記
﹂
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑﹃
法
苑
珠
林
﹄
に
武
'
の
﹃
大
品
經
子
�
﹄
(五
十
卷
も
し
く

は
百
卷
)

を
著
錄
し
て
い
る
が(

69
)

︑
寶
唱
の
分
類
に
よ
る
と
﹁
�
經
﹂
に
屬
す
る
た
め
﹁
義
記
﹂
で
は
な
い
︒

ま
た
︑﹃
梁
書
﹄
本
紀
に
記
し
た
儒
學
や
玄
學
に
關
す
る
著
作
は
下
記
の
(
り
で
あ
る
︒

『制
旨
孝
經
義
﹄﹃
周
易
+
駅
﹄
t
び
六
十
四
卦
・
二
繫
・
�
言
・
序
卦
等
の
﹃
義
﹄︑﹃
樂
社
義
﹄﹃
毛
詩
答
問
﹄
﹃
春
秋
答
問
﹄﹃
尙
書
大

義
﹄﹃
中
庸
+
駅
﹄﹃
孔
子
正
言
﹄
﹃
老
子
+
駅
﹄
を
_
り
︑
凡
そ
二
百
餘
卷
︒(70

)
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し
か
し
︑
こ
の
記
載
は
﹃
隋
志
﹄
と
衣
な
る
部
分
が
あ
る
︒
以
下
は
﹃
隋
書
﹄
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
作
成
し
た
兩
書
の
對
照
表
で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
︑﹃
孔
子
正
言
﹄
は
武
'
が
孔
子
の
こ
と
ば
を
收
集
し
自
身
の
�

(﹁
違
句
﹂
)

を
付
け
た
も
の
で
︑
義
駅
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る(71

)

︒

﹁
+
駅
﹂
は
義
駅
に
屬
す
る
と
し
て
問
題
な
い
が
︑﹃
隋
志
﹄
に
記
さ
れ
た
﹃
周
易
繫
辭
義
駅
﹄
と
﹃
孝
經
義
駅
﹄
は
﹃
梁
書
﹄
の
﹃
二
繫
義
﹄

と
﹃
制
旨
孝
經
義
﹄
の
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
大
義
﹂﹁
答
問
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
り
︑
義
駅
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒
T
佚
し
た
書
物
で
あ
る
た
め
直
接
确
!
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
武
'
の
﹃
五
經
+
駅
﹄
の
S
纂
を
手
か
が
り
と
し
て
こ
の
問
題
を

檢
討
し
た
い
︒

義駅槪念の形成と確立
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表

梁 書 隋 志 經

『周易+駅』
六十四卦・二繫・�言・
序卦等の『義』

『周易大義』二十一卷
『周易+駅』三十五卷
『周易繫辭義駅』一卷

周易

『尙書大義』 『尙書大義』二十卷 尙書

『毛詩答問』
『毛詩發題序義』一卷
『毛詩大義』十一卷

毛詩

『中庸+駅』
『禮記大義』十卷
『中庸+駅』一卷
『制旨革牲大義』三卷

禮

『春秋答問』 春秋

『樂社義』
『樂社大義』十卷
『樂論』三卷

樂

『制旨孝經義』 『孝經義駅』十八卷 孝經

『孔子正言』 『孔子正言』二十卷 論語

『老子+駅』 『老子+駅』六卷 老子



二
︑﹃
五
經
�
駅
﹄
の

纂
と
そ
の
內
容

『梁
書
﹄
孔
子
袪

(四
九
六
～
五
四
六
)

傳
に
下
記
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

高
祖
﹃
五
經
+
駅
﹄
t
び
﹃
孔
子
正
言
﹄
を
¶
す
る
に
︑
專
ら
子
袪
を
し
て
群
書
を
檢
閱
せ
し
め
︑
以
て
義
證
を
爲
す
︒
事
悦
り
︑
子
袪

と
右
衞
朱
异
・
左
丞
賀
琛
に
敕
し
︑
士
林
館
に
於
い
て
日
を
遞わ
た

り
て
執
經
せ
し
む
︒(72

)

『孔
子
正
言
﹄
の
S
纂
は
大
同
六
年

(五
四
〇
)

に
始
ま
り
︑
七
年
に
¡
わ
っ
た(73

)

︒
そ
の
年
の
十
二
|
︑
武
'
は
宮
城
の
西
に
士
林
館
を
円
て

て
學
者
を
招
い
た(

74
)

︒
そ
の
た
め
︑
﹃
五
經
+
駅
﹄
の
完
成
も
大
同
七
年
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
執
經
﹂
と
は
+
義
で
經
書
の
$
味
を
解
釋
す
る
役
で

あ
り(

75
)

︑﹃
梁
書
﹄
の
他
の
記
載
と
見
比
べ
る
と
︑
孔
子
袪
・
朱
异
・
賀
琛
ら
が
士
林
館
で
﹁
執
經
﹂
と
し
て
+
義
し
た
の
は
﹁
禮
記
中
庸
義
﹂

で
あ
り
︑﹃
孔
子
正
言
﹄
で
は
な
い(76

)

︒
そ
の
後
︑
鯵
�
'
が
朱
异
・
賀
琛
を
招
い
て
玄
圃
で
武
'
の
﹁
易
義
﹂
と
﹁
毛
詩
義
﹂
を
+
義
さ
せ(77

)

︑

鯵
�
'
自
身
も
﹃
五
經
+
駅
﹄
を
+
義
し
た(78

)

︒﹁
易
義
﹂
と
﹁
禮
記
中
庸
義
﹂
は
﹃
周
易
+
駅
﹄
と
﹃
中
庸
+
駅
﹄
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ

る
が
︑﹃
梁
書
﹄
や
﹃
隋
志
﹄
に
は
﹃
毛
詩
﹄﹃
尙
書
﹄﹃
春
秋
﹄
の
﹁
+
駅
﹂
に
言
t
し
て
い
な
い
︒﹁
大
義
﹂
﹁
答
問
﹂
に
當
た
る
の
か
︑
も

し
く
は
T
佚
し
て
記
さ
な
か
っ
た
の
か
は
Å
斷
し
難
い
︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
こ
こ
で
�
$
し
た
い
の
は
︑﹃
梁
書
﹄
な
ど
の
�
書
に
は
武
'
が
﹃
五
經
﹄
(﹃
周
易
﹄
以
外
)

を
+
義
し
た
記
載
は
な
く(79

)

︑

﹃
五
經
+
駅
﹄
が
完
成
し
た
後
も
武
'
自
身
で
な
く
他
人
に
+
義
さ
せ
て
い
た
と
い
う
點
で
あ
る
︒﹁
子
袪
を
し
て
群
書
を
檢
閱
﹂
さ
せ
る
と
い

う
記
載
︑
ま
た
古
6
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
﹃
隋
志
﹄
は
﹁
+
﹂
で
な
く
﹁
梁
武
'
¶
﹂
と
﹃
周
易
+
駅
﹄
を
著
錄
し
て
い
る
こ
と
か
ら(80

)

︑

﹃
五
經
+
駅
﹄
の
す
べ
て
が
實
際
の
+
義
の
記
錄
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
︒
こ
の
點
に
關
し
て
︑
下
記
の
﹃
梁
書
﹄
劉
之
遴
傳
の
記
載
は
﹃
五

經
+
駅
﹄
の
S
纂
と
そ
の
內
容
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
︒
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是
の
時
︑﹃
周
易
﹄﹃
尙
書
﹄
﹃
禮
記
﹄
﹃
毛
詩
﹄
竝
び
に
高
祖
の
義
駅
1
り
︑
惟
だ
﹃
左
氏
傳
﹄
の
み
尙
お
闕
く
︒
(劉
)

之
遴
乃
ち
﹁
春

秋
大
$
﹂
十
科
︑﹁
左
氏
﹂
十
科
︑
﹁
三
傳
同
衣
﹂
十
科
を
著
し
︑
合
わ
せ
て
三
十
事
以
て
之
を
上
る
︒
高
祖
大
い
に
悅
び
︑
詔
し
て
之
に

答
え
て
曰
く
︑﹁
¶
す
る
k
の
﹁
春
秋
義
﹂
を
省
る
に
︑
事
を
比
べ
て
書
を
論
じ
︑
辭
h
か
に
し
て
旨
Ç
し
︒
⁝
昔

È
年
に
在
り
︑
乃
ち

硏
味
を
經
き
︒
一
た
び
É
置
に
從よ

れ
ば
︑
Ë
に
將
さ
に
五
紀
な
ら
ん
と
す
︒
⁝
須
ら
く
夏
景
を
待
ち
︑
試
み
に
取
り
て
推
f
す
べ
し
︒
若

し
故
き
を
溫
め
て
求
む
べ
く
ん
ば
︑
別
に
問
う
k
に
酬
ゆ
る
な
り
︒﹂
と
︒(81

)

｢昔
È
年

(二
十
歲
)

に
在
り
﹂
︑
﹁
Ë
に
將
さ
に
五
紀

(六
十
年
)

な
ら
ん
と
す
﹂
と
い
う
武
'
の
囘
答
か
ら
考
え
る
と
︑
上
記
の
話
は
武
'

が
八
十
歲
に
な
っ
た
大
同
十
年

(五
四
四
)

よ
り
少
し
�
の
で
き
ご
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
�
営
し
た
﹃
五
經
+
駅
﹄
を
S
纂
し
た
時


に
當
た

る
︒
劉
之
遴
が
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
義
駅
の
S
纂
を
助
け
る
た
め
に
︑﹁
春
秋
大
$
﹂﹁
左
氏
﹂﹁
三
傳
同
衣
﹂
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
個
の
論

題

(﹁
科
﹂
)

を
作
り
︑﹁
春
秋
義
﹂
と
し
て
武
'
に
Î
上
し
た
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
武
'
の
﹃
春
秋
+
駅
﹄
は
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
Ï
語

�
な
解
釋
︑
す
な
わ
ち
隨
�
釋
義
で
は
な
く
︑﹃
春
秋
﹄
の
&
點
を
ま
と
め
て
解
釋
す
る
綱
&
書
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
問
う
k
に
酬
ゆ
﹂
と
い

う
武
'
の
囘
答
か
ら
︑
劉
之
遴
の
﹁
春
秋
義
﹂
は
問
題
�
の
よ
う
な
形
式
を
取
り
︑
武
'
に
解
答
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
つ

ま
り
︑
�
¡
�
な
形
式
は
と
も
か
く
︑
﹃
春
秋
+
駅
﹄
は
劉
之
遴
と
武
'
の
問
答
に
基
づ
い
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
︒﹃
梁
書
﹄
に
記
し
た
武

'
の
﹃
春
秋
答
問
﹄
が
﹃
春
秋
+
駅
﹄
そ
の
も
の
か
ど
う
か
は
斷
言
し
難
い
が
︑﹁
+
駅
﹂
の
S
纂
と
密
接
な
關
連
が
あ
る
と
言
え
る
︒

當
時
︑
こ
の
よ
う
な
論
題
ご
と
に
綱
&
書
が
S
纂
さ
れ
た
の
は
﹃
春
秋
+
駅
﹄
だ
け
で
は
な
い
︒﹃
續
高
僧
傳
﹄
法
雲
傳
に
﹁
時
に
諸
名
德

各
お
の
﹃
成
實
﹄
の
義
駅
を
¶
し
︑
雲
乃
ち
經
・
論
を
合
¶
し
︑
四
十
科
1
り
︑
四
十
二
卷
と
爲
す(82

)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
法
雲
の
﹃
成
實
義

駅
﹄
は
四
十
の
科

(論
題
)

か
ら
R
成
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
大
義
記
﹂﹁
大
義
違
﹂
と
稱
す
る
敎
理
學
解
說
書
も
同
樣
の
形
式
を
~
用
し
て

い
る
︒
梁
の
智
藏
﹃
成
實
論
大
義
記(83

)

﹄
と
西
魏
大
瓜
十
六
年

(五
五
〇
)

に
書
寫
さ
れ
た
﹃
大
義
違
﹄
(S
．
六
四
九
二
)
︑
ま
た
や
や
遲
い
例
だ

義駅槪念の形成と確立
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が
︑
四
十
の
﹁
段
﹂
(論
題
)

に
分
け
ら
れ
た
隋
の
蕭
吉
の
﹃
五
行
大
義
﹄
が
そ
の
形
式
を
取
る
︒
加
え
て
︑
上
記
の
�
獻
に
は
問
答
體
の
部

分
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
武
'
の
﹁
大
義
﹂
は
﹁
問
答
﹂
と
同
じ
よ
う
な
︑
論
題
を
分
け
て
經
書
の
&
點
を
論
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
る
︒

+
義
を
聞
い
た
後
で
義
駅
を
著
す
と
い
う
順
序
と
衣
な
り
︑
綱
&
書
を
著
し
て
か
ら
こ
れ
を
用
い
て
+
義
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
例
え

ば
︑
法
雲
は
﹃
成
實
義
駅
﹄
を
著
し
た
後
︑
武
'
の
敕
命
を
奉
じ
て
三
度
+
義
し
た(84

)

︒
ま
た
︑
同
時
代
の
北
魏
の
徐
Ñ
/

(四
七
五
～
五
二
九
)

は
﹃
春
秋
義
違
﹄
を
著
し
︑
の
ち
に
﹁
經
を
持
ち
て
駅
を
執
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
經
書
と
義
駅

(﹃
義
違
﹄
な
ど
)

を
用
い
て
+
義
を
行
っ
て
い

た(
85
)

︒﹃
五
經
+
駅
﹄
が
完
成
し
た
後
︑
武
'
が
他
人
に
+
義
さ
せ
る
と
い
う
點
は
こ
の
順
序
に
合
致
し
て
い
る
︒

武
'
の
著
書
を
見
る
と
︑﹃
五
經
﹄
の
す
べ
て
に
﹁
答
問
﹂﹁
大
義
﹂
が
あ
っ
た
︒﹃
春
秋
﹄
の
み
な
ら
ず
﹃
五
經
+
駅
﹄
�
體
も
こ
れ
ら
の

綱
&
書
に
基
づ
い
て
S
纂
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒﹃
周
易
+
駅
﹄
が
﹃
周
易
大
義
﹄
よ
り
卷
數
が
多
い
の
は
︑﹁
隨
�
釋
義
﹂
の
義
駅
に
改
S
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
武
'
の
﹁
答
問
﹂
﹁
大
義
﹂
に
群
書
の
例
證

(﹁
義
證
﹂
)

を
加
え
る
こ
と
で
內
容
が
增
え
た
可
能
性
も
あ
る(86

)

︒
劉
之
遴
の

﹁
春
秋
義
﹂
の
R
成
を
見
る
と
︑
少
な
く
と
も
﹃
春
秋
+
駅
﹄
は
﹃
左
氏
傳
﹄
の
隨
�
釋
義
の
�
釋
と
は
考
え
難
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹃
五
經

+
駅
﹄
は
﹁
+
駅
﹂
と
は
い
う
も
の
の
︑
武
'
の
實
際
の
+
義
錄
で
は
な
く
︑
武
'
が
そ
の
臣
下
と
と
も
に
S
纂
し
た
�
釋
書
で
あ
る
︒

三
︑﹁
義
記
﹂
と
い
う
分
類
の
�
括
範
圍

上
記
の
考
察
に
お
い
て
︑
武
'
の
﹃
五
經
+
駅
﹄
は
﹁
易
義
﹂﹁
毛
詩
義
﹂﹁
禮
記
中
庸
義
﹂
の
よ
う
に
﹁
+
駅
﹂
を
省
略
し
て
﹁
義
﹂
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
略
稱
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
は
﹁
立
義
﹂
(﹁
豎
義
﹂﹁
樹
義
﹂
と
も
言
う
)

の
﹁
義
﹂
を
手
が
か
り

と
し
て
︑
當
時
の
﹁
義
記
﹂
と
い
う
分
類
を
檢
討
し
た
い
︒

第
一
%
で
既
営
し
た
よ
う
に
︑
武
'
の
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
の
題
目
は
﹁
御
出
同
泰
寺
+
金
字
般
若
經
義
駅
幷
問
答
﹂
で
あ
り
︑
﹃
廣
弘
/
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集
﹄
に
收
め
ら
れ
た
の
は
﹁
義
駅
﹂
の
部
分
だ
け
で
︑
そ
れ
に
付
す
る
﹁
問
答
﹂
は
な
い
︒
�
$
し
た
い
の
は
︑
題
名
の
後
ろ
の
﹁
第
一
日

(原
�
︑
二
|
二
十
六
日
)
︑
發
般
若
經
題

(原
�
︑
論
義
六
人
)
﹂
と
い
う
�
記
と
︑
蕭
子
顯
の
序
の
末
の
﹁
凡
そ
義
を
立
つ
る
こ
と
六
科
t
び
答
問

(凡
立
義
六
科
t
答
問
)
﹂
と
い
う
�
記
で
あ
る(87

)

︒
こ
の
﹁
六
科
﹂
の
﹁
義
﹂
が
︑
現
存
す
る
﹁
義
駅
﹂
の
ど
の
部
分
に
對
應
す
る
か
は
不
/
で
あ

る
が
︑
武
'
が
﹁
立
﹂
て
た
六
﹁
科
﹂
(論
題
)

か
ら
R
成
さ
れ
て
い
た
に
d
い
な
い
︒
ま
た
︑
自
分
の
﹁
立
義
﹂
を
め
ぐ
っ
て
武
'
は
中
寺

僧
懷
な
ど
の
六
人
と
問
答
を
Ò
わ
し(88

)

︑
﹁
論
義
﹂
を
行
っ
た
︒

經
典
の
+
義
で
は
な
い
が
︑﹃
廣
弘
/
集
﹄
卷
二
一
に
收
め
ら
れ
る
昭
/
太
子

(蕭
瓜
)
﹁
令
旨
解
二
諦
義

(
幷
答
問
)
﹂﹁
令
旨
解
法
身
義

(
幷

問
答
)
﹂
は
﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
と
同
じ
形
式
を
取
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
令
旨
解
二
諦
義
﹂
は
︑
冒
頭
に
﹁
二
諦
﹂
に
關
す
る
昭
/
太
子
の

解
釋

(﹁
義
﹂
)
︑
そ
の
後
は
南
㵎
寺
b
超
な
ど
の
二
十
三
人
と
の
問
答
を
載
せ
て
い
る
︒﹃
廣
弘
/
集
﹄
法
義
¥
の
目
錄
は
﹁
昭
/
立
二
諦
義
﹂

﹁
昭
/
立
法
身
義
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
﹃
梁
書
﹄
も
﹁
太
子
自
ら
二
諦
・
法
身
義
を
立
つ
﹂
と
い
い
︑
昭
/
太
子
の
+
義
を
﹁
立
義
﹂
と
し
て
い

る(
89
)

︒中
國
佛
敎
の
論
義
の
詳
細
は
先
行
硏
究
に
讓
る
が(90

)

︑
儒
敎
の
+
經
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
に
は
�
$
し
た
い
︒
遲
く
と
も
南
	
宋

の
元
嘉
年
閒

(四
二
四
～
四
五
三
)

に
は
︑
釋
奠
の
+
經
が
¡
わ
っ
た
あ
と
に
論
議
を
行
う
傳
瓜
が
あ
っ
た(91

)

︒
ま
た
︑
第
二
%
で
営
べ
た
よ
う
に
︑

三
國
時
代
に
す
で
に
﹃
尙
書
義
﹄
二
卷

(范
順
問
︑
吳
太
尉
劉
毅
答
)

の
よ
う
な
經
典
の
﹁
義
﹂
を
論
じ
る
�
獻
が
存
在
し
て
い
た
︒

た
だ
﹁
立
義
﹂
は
必
ず
し
も
+
義
・
問
答
を
行
う
必
&
が
な
く
︑﹁
幷
問
答
﹂
の
示
す
よ
う
に
他
人
と
の
問
答
は
あ
く
ま
で
﹁
義
﹂
の
附
屬

で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
弘
/
集
﹄
に
收
め
ら
れ
る
武
'
の
﹁
立
神
/
成
佛
義
記
﹂
は
﹁
義
﹂
だ
け
で
問
答
が
な
い
︒
沈
績
の
序
�
に
﹁
斯
の
Ô

論
を
著
し
︑
以
て
至
典
を
弘
む(

92
)

﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
武
'
の
﹁
立
義
﹂
は
一
種
の
﹁
論
﹂
で
︑
實
際
の
+
義
で
は
な
い
︒
こ
の
ほ
か
︑﹃
廣
弘

/
集
﹄
に
收
め
ら
れ
る
沈
¯
の
﹁
立
佛
法
義
論

(五
首
)
﹂
も
同
樣
の
例
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
の
﹁
佛
知
不
衣
衆
生
知
義
﹂﹁
因
緣
義
﹂﹁
論
形

神
﹂﹁
神
不
滅
論
﹂
は
問
答
が
な
い
短
¥
の
論
�
で
あ
る
︒﹁
六

相
續
作
佛
義
﹂
は
問
答
體
だ
が
︑
問
者
の
姓
名
が
な
い
た
め
︑
自
問
自
答
の
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可
能
性
が
高
い
︒

綱
&
書
は
い
く
つ
か
の
論
題

(﹁
科
﹂
)

か
ら
R
成
さ
れ
て
お
り
︑﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
な
ど
の
經
題
駅
と
同
じ
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
Ï
語
�

な
隨
�
釋
義
の
�
釋
書
も
︑
科
段
法
で
經
典
を
い
く
つ
か
の
﹁
違
﹂﹁
科
﹂
に
分
け
て
解
釋
す
る
た
め
︑
R
_
上
は
綱
&
書
と
同
樣
で
あ
る
︒

﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄
は
子
�

(
割
り
�
)

の
形
式
だ
が
︑﹁
釋
1
餘
無
餘
偈
義
﹂﹁
論
施
闡
提
無
福
義
﹂
(卷
二
十
五
)

の
よ
う
に
各
卷
の
冒
頭
に

經
典
の
&
¯

(論
題
)

を
記
し
て
お
り
︑
隨
�
釋
義
と
綱
&
書
の
R
_
上
の
關
係
を
�
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
︒

短
¥
の
論
�
・
綱
&
書
・
隨
�
釋
義
︑
す
べ
て
は
﹁
義
﹂
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑﹁
義
﹂﹁
義
駅
﹂
﹁
義
記
﹂
と
稱
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
こ
れ
は
魏
晉


の
﹁
�
﹂
な
ど
の
�
釋
書
を
﹁
義
﹂
と
呼
ぶ
©
慣
を
@
け
繼
い
で
い
る
︒
た
だ
︑﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄
は
隨
�
釋
義
の

義
駅
に
<
い
が
︑
子
�
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
た
め
︑
寶
唱
﹃
梁
世
衆
經
目
錄
﹄
で
は
﹁
義
記
﹂
で
な
く
﹁
�
經
﹂
に
屬
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
︒以

上
か
ら
み
る
と
︑
寶
唱
﹃
梁
世
衆
經
目
錄
﹄
に
あ
っ
た
﹁
義
記
﹂
と
い
う
分
類
は
︑
少
な
く
と
も
短
¥
の
論
�

(﹁
立
神
/
成
佛
義
記
﹂
)

か

ら
綱
&
書

(﹃
成
實
論
大
義
記
﹄
)
・
經
題
駅

(﹃
金
字
般
若
經
﹄
駅
︑﹃
梁
書
﹄
は
こ
れ
を
﹃
大
品
﹄
の
﹁
義
記
﹂
と
稱
す
る
)
・
隨
�
釋
義

(例
え
ば
現
存
す
る

法
雲
の
﹃
法
華
義
記
﹄
)

ま
で
を
�
括
し
て
い
る
︒
梁
な
い
し
南
北
	


の
﹁
義
﹂
(あ
る
P
題
に
對
す
る
論
說
)

に
基
づ
く
義
駅
の
槪
念
の
內
容
が

こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

四
︑
義
駅
と
�
の
關
係

六
	
時
代
の
義
駅
は
廣
い
範
圍
の
�
釋
書
を
含
む
の
で
︑
�
釋
の
�
體
に
對
す
る
一
定
の
規
範
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
︒

劉
勰
の
﹃
�
心
雕
龍
﹄
が
﹁
義
駅
﹂
を
�
釋
體
と
し
て
紹
介
し
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
武
'
の
儒
敎
の
義
駅
を
(
じ
て
︑
義

駅
と
�
の
關
係
を
檢
討
し
た
い
︒

東 方 學 報

24



梁
は
國
子
學
を
中
心
に
儒
學
の
敎
育
を
行
っ
て
い
る(93

)

︒﹃
隋
志
﹄
の
記
錄
に
よ
る
と
︑
梁
の
國
子
學
は
﹃
五
經
﹄﹃
孝
經
﹄
﹃
論
語
﹄
の
敎
科

書
と
し
て
下
記
の
�
を
用
い
る
︒

周
易

(Q
玄
・
王
弼
)
︑
尙
書

(孔
安
國
・
Q
玄
)
︑
孝
經

(孔
安
國
・
Q
玄
)
︑
論
語

(Q
玄
・
何
晏
)(94

)

『毛
詩
﹄﹃
三
禮
﹄﹃
春
秋
三
傳
﹄
の
狀
況
は
不
/
で
あ
る
が
︑
東
晉
以
來
の
制
度
を
踏
襲
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(95

)

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
�

代
と
衣
な
り
︑
梁
の
國
子
學
は
古
�
の
み
な
ら
ず
武
'
の
著
書
も
敎
科
書
と
し
た
︒
大
同
八
年

(五
四
二
)

頃
︑
武
'
の
﹃
孔
子
正
言
﹄
t
び

そ
の
�
で
あ
る
﹁
違
句
﹂
を
+
義
す
る
た
め
に
ª
士
一
人
・
助
敎
二
人
・
生
二
十
人
が
設
置
さ
れ
た(

96
)

︒
ま
た
︑
天
監
三
年

(五
〇
三
)

頃
︑
武

'
は
﹃
孝
經
﹄
を
+
義
し
た
︒
そ
の
+
義
錄
が
﹃
隋
志
﹄
に
著
錄
さ
れ
る
﹃
孝
經
義
駅
﹄
十
八
卷
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
武
'
の
﹁
孝
經
義
﹂
を

+
義
す
る
た
め
に
︑
中
大
(
四
年

(五
三
二
)

に
助
敎
一
人
・
生
十
人
が
設
置
さ
れ
た(97

)

︒
ª
士
・
助
敎
の
配
置
か
ら
み
る
と
︑﹃
孔
子
正
言
﹄
は

經
に
準
じ
︑﹃
孝
經
義
駅
﹄
は
﹃
孝
經
﹄
の
孔
安
國
や
Q
玄
の
�
と
同
じ
く
�
に
準
ず
る
と
推
測
で
き
る
︒
劉
炫
﹃
孝
經
営
議
﹄
の
引
用
に
よ

る
と
︑
武
'
の
﹃
孝
經
+
義
﹄
(﹃
孝
經
義
駅
﹄
)

は
﹃
今
�
孝
經
﹄
(Q
玄
�
)

の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
い
る
が
︑﹃
古
�
孝
經
﹄
(孔
安
國
�
)

の

テ
キ
ス
ト
も
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る(98

)

︒
今
�
・
古
�
を
�
用
し
て
い
る
た
め
︑﹃
孝
經
義
駅
﹄
は
Q
玄
や
孔
安
國
の
�
を
解
釋
す
る
も
の
で

は
な
く
︑
兩
者
の
う
え
に
自
說
を
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
國
子
學
に
お
い
て
﹃
孝
經
義
駅
﹄
が
孔
安
國
・
Q
玄
の
�
と

竝
列
し
て
﹁
�
﹂
の
地
位
に
あ
る
こ
と
は
︑
そ
れ
を
裏
付
け
る
︒

ま
た
︑
國
子
學
の
敎
科
書
で
は
な
い
が
︑
�
営
し
た
よ
う
に
武
'
の
﹃
五
經
+
駅
﹄
は
當
時
高
い
權
威
を
誇
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
春
秋

+
駅
﹄
は
綱
&
書
で
あ
り
︑﹃
禮
記
+
駅
﹄
は
﹁
中
庸
¥
﹂
だ
け
の
解
釋
し
か
な
い
︒
さ
ら
に
︑﹃
周
易
+
駅
﹄
に
は
﹁
�
言
﹂
﹁
繫
辭
﹂
傳
の

內
容
が
な
い
た
め
︑
周
弘
正
が
上
奏
し
て
武
'
の
解
釋
を
願
う
ほ
ど
で
あ
っ
た(99

)

︒
Q
玄
や
王
弼
�
は
い
ず
れ
も
﹁
�
言
傳
﹂
を
�
釋
し
た
た
め
︑

義駅槪念の形成と確立

25



﹃
周
易
+
駅
﹄
が
隨
�
釋
義
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
經
�
本
の
(
り
に
+
義
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
武
'
は

經
�
本
の
�
體
を
滿
Ø
な
く
解
釋
す
る
の
で
は
な
く
︑
問
題
視
す
る
部
分
だ
け
を
拔
き
出
し
て
義
駅
を
著
し
た
の
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら
︑
武
'
の
義
駅
に
見
え
る
學
問
の
傾
向
は
皇
侃
の
﹃
論
語
義
駅
﹄
と
大
い
に
衣
な
る
︒﹃
論
語
義
駅
﹄
は
�
の
$
味
が
/
白

で
あ
る
と
き
は
�
釋
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
︑
�
體
か
ら
言
え
ば
經
・
�
に
對
す
る
詳
細
な
�
釋
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
根
據
と
し

た
�
と
衣
な
る
說
を
~
用
し
な
い
と
い
う
﹃
五
經
正
義
﹄
の
原
則
は
﹃
論
語
義
駅
﹄
に
は
見
え
な
い
が
︑
冒
頭
の
經
題
駅
に
﹁
侃
今
の
+
は
︑

先
ず
何
の
集
に
(
ず
﹂
と
い
う
よ
う
に
何
晏
﹃
集
解
﹄
を
根
據
と
し
た
こ
と
が
/
示
さ
れ
た(

100
)

︒
こ
の
よ
う
な
相
d
か
ら
み
る
と
︑
當
時
の
儒
敎

で
は
︑
義
駅
が
ど
の
よ
う
に
�
を
Û
う
か
は
作
者
に
依
存
し
て
お
り
︑
一
定
の
規
範
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
點
が
窺
え
る
︒

佛
敎
で
は
︑
�
と
義
駅
の
關
係
は
さ
ら
に
自
由
で
あ
る
︒
武
'
の
﹁
立
神
/
成
佛
義
記
﹂
は
﹁
義
記
﹂
だ
が
︑
沈
績
は
子
�
の
形
式
で
義
駅

本
�
に
﹁
�
﹂
を
施
し
た
︒
ま
た
︑
武
'
の
敕
命
を
承
け
て
法
朗
が
S
纂
し
た
﹃
大
般
𣵀
槃
經
集
解
﹄
は
子
�
だ
が
︑
�
の
內
容
も
科
段
法
を

用
い
た
義
駅
に
<
い
も
の
で
あ
り
︑
引
用
し
た
十
法
師
の
う
ち
︑
少
な
く
と
も
寶
亮
の
說
は
そ
の
﹃
大
般
𣵀
槃
經
義
駅
﹄
に
由
來
す
る
と
思
わ

れ
る
︒
問
答
體
・
科
段
法
を
用
い
て
い
る
曇
鸞
﹃
y
生
論
É
﹄
な
ど
の
同
時


の
�
を
合
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
︑
內
容
だ
け
で
は
�
と
駅
を
見

分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
寶
唱
﹃
梁
世
衆
經
目
錄
﹄
の
﹁
�
經
﹂
と
﹁
義
記
﹂
の
分
類
は
︑
兩
者
の
書
寫
形
式
の
d
い
に
着
目
し
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
�
經
﹂
は
經
典
の
�
�
を
載
せ
︑
子
�
で
�
釋
を
記
す
一
方
︑﹁
義
記

(義
駅
)
﹂
は
子
�
を
x
わ
ず
�
釋
を
正
�
と
し
て
記
す

も
の
で
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
義
駅
の
形
式
が
佛
敎
の
論
藏
の
﹁
論
﹂
に
<
い
た
め
︑
北
魏
の
佛
敎
に
は
﹁
駅
﹂
を
變
え
て
﹁
論
﹂
と
改
稱
す
る
風
潮
が
あ
り(

101
)

︑

�
獻
分
類
上
の
混
亂
が
あ
っ
た
︒
隋
・
彥
琮

(五
五
七
～
六
一
〇
)
﹁
衆
經
目
錄
序
﹂
に
﹁
或
い
は
論
は
經
の
稱
と
作
し
︑
駅
は
論
の
目
と
爲
し
︑

大
小
Ò
雜
た
り
︑
是
非
共
に
混
じ
る
﹂
と
い
う
の
は(

102
)

︑
こ
の
よ
う
な
混
亂
を
反
映
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
寶
唱
﹃
梁
世
衆
經
目
錄
﹄
が
﹁
義

記
﹂
と
い
う
分
類
を
立
て
た
が
︑
�
な
ど
の
�
釋
體
と
の
境
界
線
は
い
ま
だ
曖
昧
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
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五
︑
小
結

以
上
︑
梁
武
'
の
¶
営
を
(
じ
て
︑
南
北
	
の
義
駅
の
槪
念
を
檢
討
し
た
︒
當
時
の
義
駅
も
し
く
は
﹁
義
記
﹂
と
は
︑
短
S
の
論
�
か
ら
綱

&
書
・
經
題
駅
・
隨
�
釋
義
ま
で
を
�
括
し
て
い
る
︒
義
駅
の
S
纂
は
+
義
と
密
接
な
關
わ
り
が
あ
る
が
︑
す
べ
て
が
+
義
錄
と
は
言
え
な
い
︒

ま
た
�
括
範
圍
が
廣
い
た
め
︑
義
駅
は
一
定
の
規
範
が
ま
だ
確
立
し
て
お
ら
ず
︑
�
な
ど
の
�
釋
體
と
の
境
界
線
は
曖
昧
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
南
北
	
に
お
い
て
義
駅
は
一
つ
の
�
釋
書
の
分
類
と
し
て
J
第
に
形
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
�
括
範
圍
が
廣
く
︑
定
義
も
曖
昧
で
あ
る
た
め
︑

定
ま
っ
た
�
釋
體
と
は
言
え
な
い
︒

第
四
%

義
駅
槪
念
の
確
立

隋
)


は
︑
南
北
に
分
裂
し
て
い
た
中
國
が
瓜
一
さ
れ
た
時


で
あ
り
︑
學
問
に
お
い
て
も
同
樣
の
こ
と
が
言
え
る
︒
)
の
太
宗
は
﹃
五
經

正
義
﹄
の
S
纂
を
敕
命
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
南
北
の
儒
學
を
瓜
一
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
後
︑
)
の
玄
宗
は
﹃
孝
經
﹄
﹃

德
經
﹄﹃
金
剛
經
﹄

の
�
・
駅
の
S
纂
に
よ
っ
て
三
敎
の
學
問
を
瓜
一
し
よ
う
と
し
た
︒
)
王
	
の
學
問
瓜
一
事
業
に
お
い
て
︑
義
駅
が
重
&
な
役
割
を
擔
っ
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
れ
ら
の
義
駅
は
︑
國
定
の
敎
科
書
と
し
て
經
・
�
に
J
ぐ
高
い
權
威
を
持
つ
︒
で
は
︑
當
時
の
人
は
如
何
に

南
北
	
か
ら
の
義
駅
を
繼
承
し
︑
義
駅
を
一
つ
の
�
釋
體
と
し
て
確
立
し
た
の
か
︒
以
下
︑
そ
れ
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

一
︑﹁
義
記
﹂
か
ら
﹁
違
駅
﹂
へ
の
轉
奄

)
の
貞
觀
六
年

(六
三
〇
)

頃
に
ひ
と
ま
ず
ま
と
め
ら
れ
た
法
琳

(五
七
二
～
六
四
〇
)

の
﹃
辯
正
論
﹄
は(

103
)

︑﹁
三
敎
治

¥
﹂
で
佛
敎
の
書
籍

を
﹁
九
籙
﹂
と
分
類
し
て
い
る(

104
)

︒
そ
の
う
ち
義
駅
と
關
わ
る
の
は
﹁
違
駅
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
法
琳
の
說
/
は
下
記
の
(
り
で
あ
る
︒

義駅槪念の形成と確立
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違
駅
と
言
う
は
︑
網
を
擧
げ
綱
を
提
げ
︑
É
を
拾
い
闕
を
補
い
︑
一
部
の
�
義
に
(
じ
︑
亦
た
É
忘
に
備
う
る
k
以
な
り
︒
大
法
初
め
て

度
り
︑
未
だ
解
釋
す
る
に
遑
あ
ら
ず
︒
衞
安
・
帛
Ç
︑
玄
違
を
創
姶

啟
し
︑
斯
れ
自
り
厥
の
後
︑
競
い
て
談
柄
を
撝ふ

る
う
︒
憑
・
g
の
﹃
大

品
﹄︑
愛
・
亮
の
﹃
𣵀
槃
﹄︑
焦
鏡
の
﹃
毘
曇
﹄︑
靜
琳
の
﹃
成
實
﹄
に
至
り
て
は
︑
何
ぞ
但
だ
詞
は
省す
く

な
く
$
は
深
き
の
み
な
ら
ん
や
︑

固
よ
り
亦
た
義
は
周
た
り
て
�
は
愜
た
り
︒
⁝
⁝(

105
)

｢網
を
擧
げ
綱
を
提
﹂
ぐ
と
は
科
段
の
こ
と
︑﹁
É
を
拾
い
闕
を
補
﹂
う
と
は
﹁
九
籙
﹂
の
﹁
論
部
﹂﹁
�
解
﹂
な
ど
の
�
釋
が
說
/
し
な

か
っ
た
部
分
を
さ
ら
に
解
釋
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
隨
�
釋
義
を
指
す
︒﹁
一
部
の
�
義
に
(
﹂
ず
と
は
�
釋
と
し
て
の
役
割
︑﹁
亦
た
É
忘
を

備
﹂
う
と
は
記
錄
と
し
て
の
役
割
を
指
す
と
思
わ
れ
る
︒

續
い
て
法
琳
は
﹁
違
駅
﹂
の
歷
�
を
M
り
︑

安

(衞
安

(
106
)

)

と
帛
Ç
を
﹁
玄
違
を
創
姶

啟
﹂
し
た
人
と
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

安
と
帛
Ç

が
著
し
た
の
は
�
だ
け
で
あ
り
︑
實
際
は
﹁
九
籙
﹂
の
﹁
�
解
﹂
の
先
行
者
に
�
ぎ
な
い(

107
)

︒
こ
れ
は
︑
第
一
%
に
既
営
し
た
よ
う
に
︑
佛
敎
の

科
段
法
が

安
に
始
ま
る
と
い
う
說
の
影
*
を
@
け
た
こ
と
か
ら
︑﹁
玄
違

(科
段
)

を
創
姶

啟
﹂
し
た
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
あ
と
の


憑
・
僧
g
の
﹃
大
品
﹄︑
曇
愛
・
寶
亮
の
﹃
𣵀
槃
﹄︑
焦
鏡
の
﹃
毘
曇
﹄︑
靜
琳
の
﹃
成
實
﹄
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
違
駅
﹂
を
指
す
と
思
わ
れ
る

が
︑
い
ず
れ
も
T
佚
し
た
た
め
そ
の
形
式
は
不
/
で
あ
る
︒

法
琳
が
言
っ
た
﹁
違
駅
﹂
が
綱
&
書

(經
題
駅
を
含
む
)

な
の
か
科
段
法
を
用
い
た
隨
�
釋
義
な
の
か
︑
も
し
く
は
そ
の
兩
方
を
指
す
の
か
に

つ
い
て
は
Å
斷
し
難
い
が
︑
�
$
を
引
く
の
は
︑﹁
義
記
﹂
で
な
く
﹁
違
駅
﹂
と
い
う
語
に
よ
っ
て
義
駅
の
類
を
指
す
點
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

な
﹁
違
駅
﹂
の
用
例
は
︑
管
見
の
限
り
︑
隋
以
影
の
�
獻
に
し
か
見
ら
れ
な
い
︒
例
え
ば
︑
梁
・
b
皎
﹃
高
僧
傳
﹄
に
は
﹁
義
駅
﹂
と
い
う
語

が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
違
駅
﹂
と
い
う
語
は
な
い
︒
一
方
︑
)
・

宣
﹃
續
高
僧
傳
﹄
に
は
十
六
例
あ
る
︒
こ
れ
は
湛
然
﹃
法
華
�
句
記
﹄

に
﹁
古
の
違
駅
︑
或
い
は
單た

だ
駅
と
題
し
︑
或
い
は
單
だ
違
と
題
す
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
古
來
﹁
違
﹂
と
﹁
駅
﹂
を
連
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
か
ら
で
あ
る(

108
)

︒﹁
違
﹂
は
︑
も
ち
ろ
ん
違
門

(科
段
)

の
$
味
を
含
む
が
︑
隋
・
b
Ç
﹃
大
乘
義
違
﹄
の
よ
う
に
︑
こ
の
時


の
綱
&
書
は

よ
く
﹁
違
﹂
と
稱
さ
れ
る
︒
特
に
吉
藏
は
自
著
の
綱
&
書
で
あ
る
﹃
淨
名
玄
論
﹄
を
﹁
玄
違
﹂︑
隨
�
釋
義
の
﹃
維
2
經
義
駅
﹄
を
﹁
�
駅
﹂

と
稱
す
る
點
か
ら
︑
當
時
﹁
違
﹂
と
﹁
駅
﹂
を
x
い
分
け
て
い
る(

109
)

こ
と
は
/
白
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
法
琳
が
言
っ
た
﹁
違
駅
﹂
に
も
恐

ら
く
こ
の
よ
う
な
考
え
が
含
ま
れ
て
お
り
︑﹁
違
﹂
は
﹁
網
を
擧
げ
綱
を
提
﹂
げ
る
綱
&
書
︑﹁
駅
﹂
は
﹁
É
を
拾
い
闕
を
補
﹂
う
隨
�
釋
義
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
も
�
営
し
た
綱
&
書
・
隨
�
釋
義
を
�
括
す
る
南
北
	
の
﹁
義
記
﹂
の
槪
念
に
(
じ
て
い
る
︒

た
だ
﹁
義
記
﹂
か
ら
﹁
違
駅
﹂
へ
の
轉
奄
に
�
い
︑﹁
駅
﹂
の
第
一
義
は
﹁
し
る
す
﹂
か
ら
綱
&
書
と
區
別
す
る
隨
�
釋
義
へ
と
變
®
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
隋
)


に
お
い
て
は
︑
經
題
駅
が
隨
�
釋
義
の
義
駅
か
ら
獨
立
し
︑﹁
玄
義
﹂﹁
玄
談
﹂
な
ど
の
綱
&
書
と
な
っ
た

た
め(

110
)

︑﹁
駅
﹂
の
隨
�
釋
義
の
$
味
が
さ
ら
に
/
白
に
な
っ
た
︒
初
)
以
影
︑﹁
義
記
﹂
で
な
く
﹁
駅
﹂
を
用
い
て
隨
�
釋
義
の
�
獻
を
總
稱
す

る
の
は
︑
そ
の
成
り
行
き
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

二
︑
駅
は
�
よ
り
詳
細
な
解
釋
︱
︱
�
王
�
の
經
・
�
・
駅
の
體
系
の
確
立

魏
晉


に
お
い
て
︑
Q
玄
な
ど
の
經
書
の
�
は
一
般
の
�
釋
書
を
越
え
た
經
に
準
ず
る
高
い
地
位
に
あ
り
︑
�
の
經
典
®
が
�
こ
っ
た
こ
と

は
第
二
%
に
既
営
の
(
り
で
あ
る
︒
南
北
	
末
か
ら
)
初
ま
で
の
閒
︑
義
駅
に
も
同
じ
よ
う
な
經
典
®
が
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
南
	
陳
の
Q
灼

が
手
を
加
え
た
﹃
禮
記
子
本
駅
義
﹄
が
そ
れ
で
あ
る
︒
Q
灼
な
ど
の
後
世
の
學
者
は
︑
自
分
が
怨
た
な
義
駅
を
作
る
の
で
は
な
く
︑
皇
侃
な
ど

の
先
代
の
義
駅
を
そ
の
ま
ま
x
用
し
て
お
り
︑
必
&
な
時
だ
け
舊
駅
の
解
說
の
後
ろ
に
自
說
を
書
き
入
れ
た
︒﹃
禮
記
子
本
駅
義
﹄
は
經
・
�

�
�
を
載
せ
る
と
い
う
子
本
駅
の
形
式
を
取
る
こ
と
か
ら
︑
當
時
に
お
い
て
皇
侃
の
駅
は
す
で
に
他
の
﹃
禮
記
﹄
駅
を
超
え
て
經
・
�
に
準
ず

る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
)
初
に
至
る
と
︑
學
者
に
x
わ
れ
る
義
駅
は
皇
侃
・
劉
炫
な
ど
の
數
家
に
集
中
し
て
い
る(

111
)

︒

)
初
の
﹃
五
經
正
義
﹄
の
S
纂
は
︑
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
經
典
®
の
¡
點
と
も
言
え
る
︒
孔
穎
5
が
﹃
五
經
正
義
﹄
を
S
纂
す
る
際
︑
皇
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侃
・
劉
炫
な
ど
の
舊
駅
を
根
據
と
し
て
そ
の
解
說
を
踏
襲
し
た
一
方
で
︑
駅
の
解
說
は
�
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
駅
は
�
を
破
ら
ず
﹂
の
基
準
を
確
立
し
︑
舊
駅
の
�
に
合
わ
な
い
說
を
修
正
し
た
︒
孔
穎
5
に
と
っ
て
︑
義
駅
は
﹁
�
の
�
﹂
と
も
言
え
よ

う
︒
そ
し
て
︑﹃
五
經
正
義
﹄
の
頒
布
に
�
い
︑
皇
侃
・
劉
炫
な
ど
の
舊
駅
に
代
わ
っ
て
︑
經
・
�
・
駅
と
い
う
國
定
の
敎
科
書
體
系
が
確
立

し
た
︒

『五
經
正
義
﹄
に
は
﹁
駅
﹂
に
對
す
る
定
義
が
見
ら
れ
な
い
が
︑﹃
正
義
﹄
の
修
正
作
業
に
參
加
し
︑
こ
れ
を
皇
'
に
奉
っ
た
長
孫
無
忌
は
︑

﹃
律
駅
﹄
(﹃
)
律
駅
議
﹄
)

の
上
表
�
に
お
い
て
﹁
駅
﹂
を
下
記
の
よ
う
に
說
/
し
た
︒

<
代
以
來
︑
經
・
�
を
�
ね
て
之
を
/
ら
か
に
す
れ
ば
︑
則
ち
之
を
謂
い
て
義
駅
と
爲
す
︒
駅
の
字
た
る
や
︑
本
よ
り
駅
闊
・
駅
Ç
を
以

て
名
を
立
つ
︒
印
た
﹃
廣
Ô
﹄
に
云
う
︑﹁
駅
と
は
︑
識
な
り
︒﹂
と
︒
案
ず
る
に
︑
駅
を
識
と
訓
め
ば
︑
則
ち
書
駅
記
識
の

焉こ
こ

に
存
す
︒

﹃
�
記
﹄
に
云
う
︑﹁
�
P

是
と
す
る
k
は
著
し
て
律
と
爲
し
︑
後
P

是
と
す
る
k
は
駅
し
て
令
と
爲
す
︒﹂
と
︒﹃
漢
書
﹄
に
云
う
︑

﹁
牘
を
ì
り
て
駅
を
爲
す
︒﹂
と
︒
故
に
駅
と
云
う
な
り
︒(

112
)

長
孫
氏
は
︑
經
と
�
を
解
釋
す
る
も
の
だ
と
義
駅
を
定
義
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
義
駅
の
﹁
駅
﹂
の
訓
詁
を
M
り
︑﹁
駅
﹂
は
﹁
識

(し
る

す
)
﹂︑
そ
こ
に
﹁
書
駅
記
識
の

﹂
が
あ
る
︑
す
な
わ
ち
﹁
駅
﹂
は
�
字
の
記
錄
で
あ
る
と
說
/
し
た
︒
�
営
し
た
義
駅
槪
念
の
發
展
か
ら
見

る
と
︑
こ
の
M
源
は
﹁
駅
﹂
の
本
來
の
$
味
を
得
た
と
言
え
る
︒﹃
律
駅
﹄
は
﹃
五
經
正
義
﹄
と
同
じ
で
︑
科
擧
の
た
め
に
作
ら
れ
た
﹃
)
律
﹄

の
本
�
と
�
を
解
釋
す
る
義
駅
で
あ
る(

113
)

︒
長
孫
氏
の
義
駅
に
對
す
る
定
義
は
︑
)
王
	
の
公
式
�
な
見
解
と
も
言
え
よ
う
︒﹃
五
經
正
義
﹄
と

﹃
律
駅
﹄
は
こ
の
見
解
を
反
映
し
て
い
る
︒

)
初
に
確
立
し
た
國
定
敎
科
書
の
經
・
�
・
駅
と
い
う
體
系
は
儒
敎
の
み
な
ら
ず
︑

敎
・
佛
敎
に
も
影
*
を
與
え
た
︒
�
営
の
よ
う
に
開
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元
年
閒

(七
一
三
～
七
四
一
)
︑
玄
宗
が
自
ら
﹃
孝
經
﹄﹃

德
經
﹄﹃
金
剛
經
﹄
の
�
を
作
り
︑
さ
ら
に
自
ら
﹃

德
經
﹄
駅
を
作
り
︑
元
行
沖

に
﹃
孝
經
﹄
駅
︑

氤
に
﹃
金
剛
經
﹄
駅
を
作
ら
せ
た(

114
)

︒﹃
御
�
孝
經
﹄
序
に
﹁
一
違
の
中
に
凡
そ
數
句
1
り
︑
一
句
の
內
に
$
�
ね
て
/
ら

か
に
す
る
こ
と
1
り
︑
具
に
載
す
れ
ば
則
ち
�
は
煩
わ
し
く
︑
之
を
略
す
れ
ば
印
た
義
は
闕
く
︒
今

駅
に
存
し
︑
用
っ
て
發
揮
を
廣
む(

115
)

﹂
と

い
う
よ
う
に
︑
玄
宗
は
義
駅
を
�
の
補
閏
と
い
う
位
置
付
け
と
し
て
作
ら
せ
た
︒
麥
谷
邦
夫
氏
は
﹃

德
經
﹄
�
・
駅
を
考
察
し
︑
﹁
御
�
と

の
相
補
關
係
に
お
い
て
經
�
の
よ
り
詳
細
な
解
釋
を
提
示
す
る
と
い
う
目
�
で
作
成
さ
れ
た
﹂
と
結
論
づ
け
た(

116
)

︒
�
釋
の
方
針
上
﹃
五
經
正

義
﹄
と
衣
な
る
面
が
あ
り
﹁
�
の
�
﹂
と
は
言
え
な
い
も
の
の
︑
�
を
�
提
と
し
て
義
駅
を
作
っ
た
點
は
同
じ
で
あ
る
︒
さ
ら
に
形
式
上
に
お

い
て
も
︑

氤
の
﹃
金
剛
經
﹄
駅
は
不
/
だ
が
︑
玄
宗
の
﹃

德
經
﹄
駅
と
元
行
沖
の
﹃
孝
經
駅(

117
)

﹄
は
い
ず
れ
も
﹃
五
經
正
義
﹄
と
同
じ
隨
�

釋
義
で
あ
る
︒

『三
經
�
駅
﹄
を
(
じ
て
︑
國
定
の
經
・
�
・
駅
の
體
系
は
儒
敎
か
ら
佛
敎
・

敎
に
ま
で
擴
大
し
た
︒
具
體
�
に
見
る
と
︑
三
敎
の
義
駅

は
﹁
經
・
�
の
�
﹂︑﹁
�
の
補
閏
﹂
︑
﹁
�
か
ら
獨
立
し
た
�
釋
﹂
な
ど
と
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
っ
て
い
る
が
︑﹃
五
經
正
義
﹄
な
ど
の
國
定
の
駅
は

い
ず
れ
も
隨
�
釋
義
の
形
式
で
あ
り
︑
佛
敎
の
﹁
違
駅
﹂
の
﹁
駅
﹂
の
定
義
と
合
致
し
て
い
る
た
め
︑
佛
敎
と
儒
敎
の
共
(
の
!
識
だ
と
も
言

え
よ
う
︒
)
以
影
︑﹁
駅
﹂
か
ら
綱
&
書
が
な
く
な
り
︑
P
に
隨
�
釋
義
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
︒

三
︑﹁
駅
﹂
は
﹁
�
｣
︱
︱
�
釋
體
と
し
て
の
﹁
駅
﹂
の
確
立

『
說
�
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
駅
﹂
の
本
義
は
﹁
(
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
中
古
í

(魏
晉


か
ら
北
宋
ま
で
)

に
お
い
て
﹁
駅
﹂
の
聲
�
は
︑

﹁
(
﹂
と
﹁
記
﹂
の
$
味
の
d
い
に
よ
っ
て
衣
な
る
︒﹃
廣
韻
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
(
﹂
の
$
味
を
表
す
﹁
駅
﹂
は
î
聲
で
あ
る
が
︑
﹁
記
﹂
の
$
味

を
表
す
﹁
駅
﹂
は
去
聲
で
あ
る(

118
)

︒
南
北
	
で
は
﹁
し
る
す
﹂
と
い
う
$
味
で
x
っ
て
い
た
た
め
︑
も
と
も
と
義
駅
の
﹁
駅
﹂
は
去
聲
で
讀
む
の

が
正
し
か
っ
た
︒
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$
味
に
よ
っ
て
聲
�
が
衣
な
る
た
め
︑
�
営
し
た
長
孫
氏
は
︑
義
駅
を
經
・
�
を
﹁
/
ら
か
に
す
﹂
る
も
の
だ
と
定
義
し
つ
つ
も
︑
﹁
駅
﹂

の
本
義
は
﹁
識

(し
る
す
)
﹂
だ
と
し
て
い
る
︒
法
琳
の
定
義
に
は
﹁
一
部
の
�
義
に
(
﹂
ず
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
違
駅
﹂
�
般

に
對
す
る
說
/
に
�
ぎ
な
い
た
め
︑
﹁
駅
﹂
が
﹁
(
﹂
と
ま
で
は
言
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
初
)
に
お
け
る
﹁
義
駅
﹂﹁
違
駅
﹂
は
︑
�
釋

(﹁
/
﹂

﹁
(
﹂
)

と
見
做
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
﹁
駅
﹂
の
$
味
は
依
然
と
し
て
﹁
し
る
す
﹂
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
)
の
開
元
以
影
︑
義
駅
の
﹁
駅
﹂
の
第
一
義
は
J
第
に
﹁
記
﹂
か
ら
﹁
(
﹂
に
轉
奄
す
る
︒
湛
然

(七
一
一
～
七
八
二
)

﹃
法
華
�
句
記
﹄
は
﹁
違
駅
﹂
を
下
記
の
よ
う
に
說
/
し
て
い
る
︒

古
の
違
駅
︑
或
い
は
單
だ
駅
と
題
し
︑
或
い
は
單
だ
違
と
題
す
︒
違
と
は
︑
違
藻
を
謂
う
︒﹃
詩
﹄
に
﹁
彼
の
都
人
の
士
︑
言
を
出
し

て
違
を
成
す
﹂
と
云
う
︒
亦
た
違
段
と
云
い
︑
段
を
分
け
て
解
釋
し
︑
若
干
の
違
と
成
す
︒
駅
と
は
︑
$
に
(
ず
る
の
辭
︑
亦
た
記
な
り
︒

印
た
疎
の
í
な
り
︑
卽
ち
駅
(
・
駅
條
・
疎
鏤
な
り
︒(

119
)

こ
れ
は
﹁
違
駅
﹂
に
對
す
る
說
/
で
あ
る
が
︑
�
$
す
べ
き
は
︑﹁
駅
﹂
の
第
一
義
が
$
味
を
解
釋

(﹁
(
﹂
)

す
る
﹁
辭

(言
辭
)
﹂
で
あ
り
︑

﹁
記
﹂
が
第
二
義
と
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る(

120
)

︒
し
か
し
︑﹁
辭
﹂
は
﹁
し
る
す
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
書
駅
記
識
の

﹂
に
由
來
す
る
$
味
な
の
で
︑

こ
の
點
に
限
れ
ば
�
代
(
り
去
聲
で
讀
ん
で
も
問
題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑﹁
$
に
(
ず
る
﹂
と
は
﹁
(
﹂
の
$
味
な
の
で
︑
こ
の
場
合

は
î
聲
で
讀
む
べ
き
で
あ
る
︒
湛
然
が
後
ろ
に
﹁
疎
の
í
﹂︑
す
な
わ
ち
î
聲
で
讀
む
﹁
駅
(
﹂
な
ど
の
$
味
を
補
足
し
た
の
は
そ
の
た
め
で

あ
る
︒

湛
然
よ
り
や
や
遲
れ
る
宗
密

(七
八
〇
～
八
四
一
)

の
﹃
華
嚴
經
行
願
品
駅
鈔
﹄
は
︑
直
接
î
聲
の
﹁
駅
﹂
を
用
い
て
義
駅
の
﹁
駅
﹂
を
說
/

し
て
い
る
︒
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駅

(原
�
︑
去
聲
)

と
言
う
は
︑
駅

(原
�
︑
î
聲
)

は
︑
決
な
り
︑
卽
ち
是
れ
駅
決
開
(
の
義
な
り
︒
良
ま
こ
と

に
經
中
の
義
理
幽
深
な
る
を
以

て
︑
若
し
駅
決
開
(
せ
ざ
れ
ば
︑
姶

啟
悟
す
る
由
無
き
故
な
り
︒
印
た
﹃
說
�
﹄
に
﹁
義
を
書
す
る
は
駅
と
爲
す
﹂
と
云
う
︒
今
卽
ち
經
論

の
深
義
を
纂
集
し
︑
一
處
に
書
寫
し
︑
用
っ
て
經
�
を
解
す
︒
故
に
名
づ
け
て
駅
と
爲
す
な
り
︒(

121
)

去
聲
で
あ
る
義
駅
の
﹁
駅
﹂
を
︑
î
聲
の
﹁
駅
﹂
で
說
/
し
︑
そ
の
$
味
は
﹁
駅
決
開
(
﹂
す
な
わ
ち
�
釋
だ
と
定
義
し
て
い
る
︒﹁
義
を

書
す
る
は
駅
と
爲
す
﹂
は
今
の
﹃
說
�
﹄
に
見
え
な
い
が
︑
宗
密
は
義
を
﹁
書
寫
﹂
す
る
︑
卽
ち
﹁
し
る
す
﹂
と
い
う
$
味
を
﹁
駅
﹂
の
第
二

義
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
﹁
(
﹂
は
第
一
義
︑﹁
し
る
す
﹂
は
第
二
義
と
い
う
﹁
駅
﹂
の
定
義
の
R
_
は
湛
然
と
同
じ
で
あ
る
が
︑

宗
密
は
﹁
違
駅
﹂
で
な
く
﹁
駅
﹂
に
對
し
て
の
み
定
義
を
下
し
て
お
り
︑﹁
違
﹂
(綱
&
書
・
科
段
)

に
は
言
t
し
て
い
な
い
︒
宗
密
に
と
っ
て

﹁
違
駅
﹂
で
な
く
﹁
駅
﹂
だ
け
で
も
從
來
の
佛
敎
の
義
駅
を
�
括
す
る
の
だ
と
い
う
點
は
�
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

佛
敎
の
み
な
ら
ず
︑

敎
に
も
同
じ
よ
う
な
定
義
が
見
ら
れ
る
︒
)
末
五
代
の
杜
光
庭

(八
五
〇
～
九
三
三
)

は
﹃

德
眞
經
廣
m
義
﹄
で
J

の
よ
う
に
営
べ
る
︒

駅
と
は
︑
駅
決
開
(
の
義
な
り
︒
謂
え
ら
く
︑
經

衆
義
を
含
み
︑
玄
妙
幽
深
た
り
︒
É
を
詮
す
る
こ
と
已
に
¡
わ
る
と
雖
も
︑
�
義
未

だ
盡
き
ず
︒
故
に
此
の
駅
を
営
べ
︑
幽
賾
を
開
(
し
︑
玄
h
を
駅
決
し
︑
$
義
を
分
釋
す
れ
ば
︑
會
入
す
べ
か
ら
し
む
︒
故
に
之
を
駅
と

謂
う
︒
亦
云
う
︑
駅
は
︑
條
な
り
︒
經
義
を
條
理
す
れ
ば
︑
人
を
し
て
曉
り
易
か
ら
し
む
︑
と
︒
或
い
は
鈔
と
云
い
︑
鈔
は
抄
集
を
以
て

名
と
爲
す
︒
或
い
は
記
と
云
い
︑
記
は
紀
錄
を
以
て
目
と
爲
す
︒
此
は
蓋
し
時
に
隨
い
て
名
を
立
て
︑
皆
是
れ
義
理
を
�
括
す
る
の
義
な

り
︒(

122
)
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宗
密
と
同
じ
く
︑﹁
駅
決
開
(
﹂
を
﹁
駅
﹂
の
第
一
義
と
し
て
い
る
︒
た
だ
︑﹃
廣
m
義
﹄
は
玄
宗
の
﹃
御
�

德
眞
經
駅
﹄
を
�
釋
す
る
も

の
な
の
で
︑﹁
É
を
詮
す
る
こ
と
已
に
¡
わ
る
と
雖
も
︑
�
義
未
だ
盡
き
ず
︒
故
に
此
の
駅
を
営
べ
﹂
る
と
い
う
よ
う
に
︑
駅
を
�
の
補
閏
と

し
て
い
る
︒

�
$
を
引
く
の
は
︑﹃
廣
m
義
﹄
が
﹁
駅
決
開
(
﹂
以
外
に
﹁
駅
﹂
の
性
質
に
<
い
﹁
鈔
﹂﹁
記
﹂
を
擧
げ
て
お
り
︑﹁
此
は
蓋
し
時
に
隨
い

て
名
を
立
て
︑
皆
是
れ
義
理
を
�
括
す
る
の
義
な
り
﹂
と
說
/
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
�
営
し
た
よ
う
に
︑
南
北
	
の
義
駅
類
の
�
釋
書
は

﹁
駅
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
鈔
﹂﹁
記
﹂
と
も
稱
し
て
お
り
︑
ま
た
そ
の
�
釋
の
$
圖
や
形
式
も
さ
ま
ざ
ま
で
︑
必
ず
し
も
玄
宗
の
駅
と
同
じ
で
は
な

い
︒﹃
廣
m
義
﹄
は
﹁
駅
決
開
(
﹂
卽
ち
�
釋
と
い
う
廣
い
槪
念
を
用
い
︑﹁
鈔
﹂﹁
記
﹂
な
ど
の
�
釋
書
を
す
べ
て
﹁
駅
﹂
に
瓜
一
し
て
い
る
︒

�
営
し
た
よ
う
に
︑
經
・
�
・
駅
の
體
系
は
)
初
の
﹃
五
經
正
義
﹄
に
お
い
て
確
立
し
︑
開
元
年
閒
の
﹃
三
經
�
駅
﹄
に
よ
っ
て
佛
敎
・


敎
に
擴
大
し
た
︒
開
元
以
影
︑﹁
記
﹂
(し
る
す
)

の
代
わ
り
に
�
釋
と
い
う
﹁
(
﹂
が
﹁
駅
﹂
の
第
一
義
と
な
り
︑
﹁
違
駅
﹂
で
な
く
﹁
駅
﹂
が

﹁
鈔
﹂﹁
記
﹂
な
ど
の
義
駅
類
の
�
釋
書
を
�
括
す
る
代
名
詞
と
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
影
*
を
反
映
し
て
い
る
︒﹁
駅
﹂
が
﹁
(
﹂
(
�

釋
)

と
な
っ
た
こ
と
︑
ま
た
﹁
駅
﹂
を
用
い
て
義
駅
類
を
槪
括
す
る
定
義
が
出
現
し
た
こ
と
は
︑
�
釋
體
と
し
て
の
﹁
駅
﹂
が
確
立
し
た
象
徵

と
も
言
え
よ
う
︒

四
︑
小
結

以
上
︑
)
初
の
﹁
違
駅
﹂
か
ら
開
元
以
影
の
﹁
駅
﹂
の
槪
念
へ
の
發
展
を
槪
観
し
た
︒
隋
)


の
人
は
︑
南
北
	
の
義
駅
を
繼
承
し
た
一
方

で
︑
南
北
の
學
問
を
瓜
一
す
る
と
い
う
背
景
の
も
と
︑
舊
駅
を
修
正
し
て
怨
た
な
義
駅
を
作
り
︑
義
駅
に
對
し
て
怨
た
な
定
義
を
行
っ
た
︒
そ

の
う
ち
︑
)
初
の
﹃
五
經
正
義
﹄
が
確
立
し
た
國
定
敎
科
書
の
經
・
�
・
駅
の
體
系
は
︑
開
元
年
閒
の
﹃
三
經
�
駅
﹄
を
經
て
︑
三
敎
な
い
し

社
會
に
大
き
な
影
*
を
與
え
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
開
元
以
影
︑﹁
駅
﹂
は
隨
�
釋
義
と
い
う
$
味
に
変
わ
り
綱
&
書
の
$
味
が
な
く
な
っ
た
︒
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﹁
駅
﹂
の
第
一
義
は
﹁
(
﹂
と
な
り
︑
﹁
駅
﹂
が
﹁
違
駅
﹂
に
代
わ
っ
て
義
駅
類
の
代
名
詞
と
な
っ
た
の
は
︑
�
釋
體
と
し
て
の
﹁
駅
﹂
が
確
立

し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
︒
義
駅
の
槪
念
は
︑
南
北
	
の
﹁
義
記
﹂
か
ら
)
初
の
﹁
違
駅
﹂
を
經
て
︑
最
¡
�
に
開
元
以
影
の
﹁
駅
﹂
に
確

立
し
た
︒

｢
駅
﹂
と
い
う
義
駅
の
槪
念
が
確
立
し
た
後
︑
)
代
の
佛
敎
・

敎
に
は
﹃
華
嚴
經
行
願
品
駅
鈔
﹄﹃

德
眞
經
廣
m
義
﹄
の
よ
う
な
﹁
駅
の

駅
﹂
(﹁
末
駅
﹂
)

が
現
わ
れ
た
が
︑
﹁
�
﹂
・
﹁
駅
﹂
の
槪
念
は
安
定
し
て
お
り
︑﹁
駅
﹂
に
J
ぐ
怨
た
な
�
釋
體
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
︒
儒
敎
で

は
︑
科
擧
の
影
*
に
よ
っ
て
�
と
駅
は
國
定
の
敎
科
書
と
し
て
)
以
影
重
&
な
位
置
を
占
め
︑
北
宋
初


に
至
っ
て
﹁
�
駅
の
學
﹂
と
い
う
科

擧
の
學
問
が
現
わ
れ
た(

123
)

︒
特
に
南
宋
以
影
︑
單
行
本
の
義
駅
を
經
�
本
と
合
刻
し
た
た
め
︑
�
と
駅
を
¨
せ
て
﹁
�
駅
﹂
と
稱
す
る
こ
と
が
多

い
︒
と
は
い
え
︑
)
代
以
影
︑
駅
の
定
義
に
大
き
な
變
®
は
な
く
︑
駅
が
﹁
�
の
�
﹂︑
す
な
わ
ち
復
�
だ
と
い
う
現
在
の
一
般
�
な
!
識
は
︑

)
人
の
定
義
を
@
け
繼
ぐ
も
の
で
あ
る
︒

む

す

び

以
上
︑
義
駅
が
�
釋
書
の
分
類
槪
念
と
し
て
如
何
に
形
成
さ
れ
︑
�
¡
�
に
一
つ
の
�
釋
體
と
し
て
確
立
し
た
の
か
と
い
う
�
�
を
檢
討
し

た
︒
魏
晉


の
﹁
�
﹂
の
經
典
®
に
�
い
︑﹁
義
﹂
と
い
う
�
釋
書
や
﹁
駅
﹂
と
い
う
言
談
の
記
錄
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
義
駅
﹂
と

い
う
語
が
出
現
し
︑﹁
�
﹂
に
J
ぐ
�
釋
體
を
�
括
す
る
原
始
の
義
駅
槪
念
が
發
生
し
た
︒
南
	
梁
に
至
っ
て
︑
短
S
の
論
�
か
ら
綱
&
書
・

經
題
駅
・
隨
�
釋
義
ま
で
を
�
括
す
る
﹁
義
記
﹂
と
い
う
義
駅
槪
念
が
現
わ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
�
括
範
圍
は
廣
く
︑
定
義
も
曖
昧
で
あ
り
︑

一
定
の
規
範
が
あ
る
�
釋
體
で
は
な
か
っ
た
︒
)
代
に
入
る
と
︑
そ
の
﹁
義
記
﹂
を
@
け
繼
ぐ
﹁
違
駅
﹂
と
い
う
槪
念
が
生
ま
れ
た
が
︑﹃
五

經
正
義
﹄
と
﹃
三
經
�
駅
﹄
な
ど
の
國
定
の
義
駅
の
S
纂
に
よ
っ
て
經
・
�
・
駅
の
體
系
が
確
立
し
た
た
め
︑
開
元
以
影
︑﹁
駅
﹂
は
P
に
隨
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�
釋
義
を
指
す
よ
う
に
な
り
︑﹁
違
﹂
で
あ
る
綱
&
書
の
$
味
が
失
わ
れ
た
︒﹁
駅
﹂
の
第
一
義
は
﹁
(
﹂
と
な
り
︑
義
駅
類
の
代
名
詞
に
な
っ

た
と
同
時
に
︑﹁
駅
﹂
卽
ち
義
駅
と
い
う
�
釋
體
も
確
立
し
た
︒

義
駅
槪
念
の
發
展
か
ら
見
る
と
︑
)
代
に
﹁
駅
﹂
と
い
う
槪
念
が
確
立
す
る
以
�
︑﹁
義
駅
﹂
と
は
成
熟
し
た
�
釋
體
で
は
な
く
︑
曖
昧
な

�
釋
の
分
類
で
あ
っ
た
︒
問
答
體
・
科
段
法
な
ど
の
�
體
は
︑
義
駅
に
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
義
駅
だ
け
の
�
體
で
は
な
い
︒
三
敎
の
+
經

は
義
駅
の
み
な
ら
ず
︑
�
な
ど
の
他
の
�
釋
書
に
も
關
わ
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
義
駅
の
�
源
を
M
る
た
め
に
は
︑
�
體
だ
け
で
な
く
︑

義
駅
と
い
う
槪
念
が
如
何
に
形
成
し
て
確
立
し
た
の
か
を
/
ら
か
に
す
る
こ
と
が
よ
り
重
&
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

T(1
)

管
見
の
限
り
下
記
の
硏
究
が
あ
る

(竝
び
順
は
初
出
の
年
代
に
よ
る
)︒
橫
超
b

日
﹁
釋
經
�
考
﹂
(﹃
荏
D
佛
敎
�
學
﹄
一

−

一
︑
一
九
三
七
年
)︑
牟
潤
孫
﹁
論

儒
釋
兩
家
之
+
經
與
義
駅
﹂
(﹃
怨
亞
學
報
﹄
四

−
二
︑
一
九
六
〇
年
)︑
饒
宗
頤

﹁
華
泳
經
駅
體
例
同
衣
析
疑
﹂
(﹃
怨
亞
學
報
﹄
七

−

二
︑
一
九
六
六
年
)︑
戴
君
仁

﹁
經
駅
�
衍
成
﹂
(﹃
孔
孟
學
報
﹄
一
九
︑
一
九
七
〇
年
)︑
尙
永
琪
﹁
六
	
義
駅
�

產
生
問
題
考
略
﹂
(﹃
中
國
典
籍
與
�
®
論
叢
﹄
六
︑
二
〇
〇
〇
)︑
古
6
隆
一

﹁
釋
奠
禮
と
義
駅
學
﹂
(小
南
一
郞
S
﹃
中
國
の
禮
制
と
禮
學
﹄︑
ô
友
書
店
︑
二

〇
〇
一
年
)︑
菅
野
ª
�
﹁
初


中
國
佛
敎
の
經
典
�
釋
書
に
つ
い
て
﹂
(﹃
村
中

祐
生
先
生
古
稀
記
念
論
�
集
・
大
乘
佛
敎
思
想
の
硏
究
﹄︑
山
喜
ö
佛
書
林
︑
二

〇
〇
五
年
)︑
王
ª
玄
﹁
論
義
駅
與
違
句
之
關
係
﹂
(﹃
中
國
�
學
硏
究
﹄
三
三
︑

二
〇
一
二
年
)︑
潘
忠
洩
﹁
中
古
儒
家
經
學
著
営
形
式
�
轉
變
︱
︱
關
於
義
駅
體

裁
�
硏
究
﹂
(﹃
中
國
社
會
科
學
院
硏
究
生
院
學
報
﹄
一
九
一
︑
二
〇
一
二
年
)︑

曾
良
﹁﹁
義
記
﹂
和
中
國
義
駅
來
源
略
探
﹂
(﹃
閩
南
佛
學
﹄
八
︑
二
〇
一
二
年
)︑

m
凱
﹁
魏
晉
佛
敎
﹁
�
解
﹂
和
﹁
義
駅
﹂
傳
瓜
�
形
成
﹂
(﹃
佛
敎
�
®
硏
究
﹄
四
︑

二
〇
一
六
年
)︑
樊
波
成
﹁﹁
+
義
﹂
與
﹁
+
駅
｣
︱
︱
中
古
﹁
義
駅
﹂
�
名
實
與

源
液
﹂
(﹃
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
k
集
刊
﹄
九
一

−

四
︑
二
〇
二
〇
年
)︒

ま
た
︑
英
語
圈
の
硏

究
︑
Jo
h
n
M
a
k
e
h
a
m
,
T
ra
n
sm
itters
a
n
d
C
rea
to
rs

(
H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
A
sia
C
e
n
te
r,
2
0
0
4
)
,
3
H
u
a
n
g
K
a
n
a
n
d
th
e
S
h
u

G
e
n
re
に
は
義
駅
の
�
源
問
題
に
觸
れ
る
部
分
が
あ
る
︒

(2
)

)
・
智
雲
﹃
妙
經
�
句
私
志
記
﹄
卷
一
︑﹁
二
者
合
爲
題
者
︑
卽
如
釋
諸
小
經
︑

不
分
兩
部
別
者
︑
直
合
題
云
其
經
駅
︑
或
其
經
義
駅
︑
或
其
經
義
記
等
︒﹂
(
怨
纂

續
藏
二
九
・
一
四
六
上
)

(3
)

É

(1
)
尙
論
�
は
︑﹁
甘
露
二
年
﹂
の
識
語
が
あ
る
﹃
維
2
義
記
第
二
﹄
(散
〇

一
九
一
︑
李
盛
鐸
舊
藏
)
を
�
秦
甘
露
二
年

(三
六
〇
)
の
も
の
と
し
て
︑
�
古

の
義
駅
の
實
物
だ
と
指
摘
し
た
が
︑
王
素
の
硏
究
に
よ
る
と
︑
こ
の
﹁
甘
露
﹂
は

實
は
麴
氏
高
昌
の
麴
光
の
年
號

(五
二
五
？
～
五
三
〇
？
)
で
あ
る
︒
王
素
﹁
吐

魯
番
出
土
寫
經
題
記
k
見
甘
露
年
號
補
說
﹂︑﹃
敦
煌
吐
魯
番
學
硏
究
論
集
﹄
(書

目
�
獻
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)
︑
二
四
四
～
二
五
二
頁
︒

(4
)

É

(1
)
古
6
論
�
︒

(5
)

同
樣
の
例
と
し
て
︑﹃
漢
書
﹄
傳
﹁
(
6
)
@
詔
¶
尙
書
︑
論
語
說
﹂
に
對
す
る
顏

師
古
の
�
﹁
解
說
其
$
︑
若
今
義
駅
也
﹂
が
あ
る
︒
ま
た
︑
孔
穎
5
﹃
尙
書
正

義
﹄
序
で
も
先
行
す
る
﹃
尙
書
﹄
の
義
駅
を
営
べ
る
際
︑﹁
其
爲
正
義
者
︑
蔡
大

寶
・
巢
猗
・
費
姶

甝
・
�
彪
・
劉
焯
・
劉
炫
等
﹂
と
い
う
︒﹁
正
義
﹂
を
初
め
て
義
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駅
の
書
題
と
し
て
用
い
た
の
は
﹃
五
經
正
義
﹄
で
あ
り
︑
孔
穎
5
は
當
時
の
﹁
正

義
﹂
と
い
う
槪
念
を
用
い
て
�
代
の
義
駅
を
稱
し
た
︒

(6
)

É

(1
)
牟
論
�
と
戴
論
�
︒

(7
)

例
え
ば
︑﹃
高
僧
傳
﹄
b
Ç
傳
に
﹁
時
Ç
+
﹃
喪
�
經
﹄︑
雷
J
宗
・
宗
炳
等
︑
竝

執
卷
承
旨
︒
J
宗
後
別
著
義
駅
︑
首
稱
雷
氏
﹂
(大
正
五
〇
・
三
六
一
上
)
と
あ

る
が
︑﹃
隋
志
﹄
に
は
﹁
略
�
喪
�
經
傳
一
卷

(雷
J
宗
�
)﹂
と
し
か
著
錄
さ
れ

て
い
な
い
︒

(8
)

｢
su
b
c
o
m
m
e
n
ta
ry
﹂
と
﹁
複
�
﹂
と
い
っ
た
用
語
の
$
味
と
そ
の
沿
革
に
つ
い

て
︑
F
U
N
A
Y
A
M
A
T
ō
ru
,
T
h
e
S
tu
d
y
o
f
C
h
in
e
se
B
u
d
d
h
ist
T
h
o
u
g
h
t
in

Ja
p
a
n
:
“
S
u
b
c
o
m
m
e
n
ta
ry
”
a
n
d
Its
Ja
p
a
n
e
se
a
n
d
C
h
in
e
se
E
q
u
iv
a
le
n
ts,

A
cta
A
sia
tica
1
1
7
,
2
0
1
9
を
參
照
︒

(9
)

焦
循
が
Q
玄
﹃
毛
詩
箋
﹄
を
義
駅
の
�
源
と
見
做
す
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

﹁
孟
子
題
辭
﹂
正
義
﹁﹃
毛
詩
傳
﹄
�
在
矣
︑
訓
釋
鯵
嚴
︑
言
不
盡
$
︒
Q
氏
箋
之
︑

則
後
世
駅
義
之
濫
觴
矣
︒﹂
(﹃
孟
子
正
義
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
︑
二
七

頁
)

(10
)

僧
叡
﹁
毘
2
羅
詰
堤
經
義
駅
序
﹂︑﹁
其
指
h
而
婉
︑
其
辭
ª
而
晦
︑
自
非
筆
@
胡

可
6
哉
︒
是
以
卽
於
+
J
︑
駅
以
爲
記
︒
冀
(
方
之
賢
︑
不
咎
其
煩
而
不
&
也
︒﹂

(﹃
出
三
藏
記
集
﹄
卷
八
︑
大
正
五
五
・
五
九
上
)
僧
叡
は
︑
橫
超
b
日
氏
の
說
に

從
っ
て
b
叡
と
同
じ
人
物
と
見
做
す
︒
同
氏
﹁
僧
叡
と
b
叡
は
同
人
な
り
﹂
(﹃
中

國
佛
敎
の
硏
究

第
二
﹄︑
法
藏
館
︑
一
九
七
二
年
︑
一
一
九
～
一
四
四
頁
)
を
參

照
︒
な
お
︑
六
	


に
お
け
る
﹁
駅
﹂
と
い
う
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
︑
É

(1
)
尙
論
�
を
參
照
︒

(11
)

É

(1
)
牟
論
�
第
十
%
﹁
論
義
駅
之
�
體
﹂
に
﹁
釋
典
之
經
駅
論
駅
均
1
問
答
︑

無
待
詳
擧
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
一
九
﹁
御
出
同
泰
寺
+
金
字
般
若
經
義
駅
幷
問
答
﹂
(大
正
五

二
・
二
三
六
中
)﹁
餘
1
問
答
一
十
二
卷
︑
訪
本
未
獲
︑
故
其
�
盡
闕
︒﹂
(同

�
・
二
三
九
下
)

(13
)

É

(1
)
饒
論
�
︒

(14
)

加
賀
榮
治
﹃
中
國
古
典
定
立
�
﹄
(汲
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
)
第
二
¥
﹁
嵆
康

の
﹁
論
﹂
に
關
す
る
一
考
察
﹂
を
參
照
︒

(15
)

『仁
王
般
若
經
駅
﹄
卷
一
﹁
諸
佛
說
經
本
無
違
段
︑
始
自

安
法
師
分
經
以
爲
三

段
︑
第
一
序
說
︑
第
二
正
說
︑
第
三
液
(
說
︒
﹂
(大
正
三
三
・
三
一
五
下
)

(16
)

É

(1
)
橫
超
論
�
︑
李
欣
﹁
佛
經
科
Å
模
式
﹁
序
︑
正
︑
液
(
﹂
三
分
法
源
液

考
﹂
(﹃
�
陀
學
刊
﹄
六
︑
二
〇
一
七
年
)
︒

(17
)

法
經
﹃
衆
經
目
錄
﹄
卷
六
﹁
佛
滅
度
後
著
営
錄
﹂
の
﹁
此
方
諸
德
著
営
﹂
を
參
照
︒

(18
)

『大
宋
僧
�
略
﹄
卷
上
﹁
或
曰
︑
�
經
與
_
駅
�
別
︑
何
推
安
公
爲
首
耶
︒
答
︑

�
是
解
經
︑
與
別
行
駅
義
︑
殊
號
而
同
實
︒
矧
分
其
科
%
︑
不
長
c
散
釋
︑
自
安

之
$
乎
︒﹂
(大
正
五
四
・
二
三
九
中
)

(19
)

『金
剛
經
É
﹄﹁
此
經
本
體
︑
空
b
爲
P
︑
略
存
始
¡
︑
凡
1
三
違
︒
初
訖
*
重
弟

子
︑
/
境
空
也
︒
$
在
語
境
︑
未
言
於
b
︒
第
二
正
名
辯
b
︑
卽
/
b
空
︒
但
語

b
空
︑
未
t
行
人
︒
第
三
種
問
以
下
︑
/
菩
�
空
也
︒
﹂
(
怨
纂
續
藏
二
四
・
三
九

五
中
)
ま
た
︑
謝
靈
e
�
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
鵜
飼
光
昌
﹁
謝
靈
e
﹃
金
剛

般
若
經
�
﹄
の
基
礎
�
硏
究

(上
・
下
)﹂
(﹃
佛
敎
大
學
大
學
院
硏
究
紀
&
﹄
二

〇
︑
一
九
九
二
年
・﹃
�
學
部
論
集
﹄
七
七
︑
一
九
九
二
年
)
を
參
照
︒

(20
)

『法
苑
珠
林
﹄
卷
一
〇
〇
﹁
大
品
經
子
�
五
十
卷
或
百
卷
︑
右
一
部
︑
梁
武
'

�
︒﹂
(大
正
五
三
・
一
〇
二
一
下
)﹃
出
三
藏
記
集
﹄
卷
八
﹁
今
�
大
品
自
1
五

段
︑
非
彼
k
言
五
時
般
若
︒
勸
說
以
不
,
標
其
始
︑
命
說
以
無
敎
(
其

︑
願
說

以
無
得
顯
其
行
︑
信
說
以
甚
深
美
其
法
︑
廣
說
以
不
盡
&
其
¡
︒﹂
(大
正
五
五
・

五
四
中
下
)

(21
)

『
歷
代
三
寶
紀
﹄
卷
一
一
﹁
大
般
𣵀
槃
子
�
經
七
十
二
卷
右
一
部
七
十
二
卷
︒
天

監
年
敕
円
元
寺
沙
門
釋
法
-
�
︒
見
寶
唱
錄
︒﹂
(
大
正
四
九
・
九
九
中
)︒﹃
大
般

𣵀
槃
經
集
解
﹄
の
作
者
に
つ
い
て
︑
菅
野
ª
�
﹃
南
北
	
・
隋
代
の
中
國
佛
敎
思

想
硏
究
﹄
(二
〇
一
二
年
︑
大
藏
出
版
)︑
三
五
一
～
四
二
七
頁
を
參
照
︒

(22
)

『法
華
義
駅
﹄
卷
一
﹁
f
天
竺
之
與
震
旦
︑
著
筆
之
與
口
傳
︑
g
經
+
論
者
不
出

二
種
︑
一
者
科
違
門
︑
二
者
直
解
釋
︒
如
天
親
解
𣵀
槃
1
七
分
︑
龍
樹
釋
般
若
無

違
門
︑
蓋
是
天
竺
論
師
開
・
不
開
之
二
類
也
︒
河
西
製
﹃
𣵀
槃
駅
﹄︑
開
爲
五
門
︒

義駅槪念の形成と確立
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融
+
﹃
怨
法
華
﹄︑
類
爲
九
轍
︒
至
如
集
解
淨
名
之
說
︑
¶
�
法
華
之
�
︑
但

拆
其
玄
h
印
不
豫
科
�
盡
︑
蓋
是
震
旦
諸
師
開
・
不
開
兩
義
也
︒
今
k
釋
者
︑
其

義
云
何
︒﹂
(大
正
三
四
・
四
五
二
中
)

(23
)

『佛
書
解
說
大
辭
典
﹄
(大
東
出
版
社
︑
一
九
三
七
年
)﹁
𣵀
槃
論
﹂
條
參
照
︒

(24
)

『法
華
義
駅
﹄
卷
一
﹁
若
因
開
以
取
悟
則
m
敎
爲
之
開
︑
若
由
合
而
@

則
m
敎

爲
之
合
﹂
(大
正
三
四
・
四
五
二
中
)

(25
)

智
顗
說
︑
灌
頂
記
﹃
仁
王
護
國
般
若
經
駅
﹄﹁
夫
震
旦
+
說
不
同
︑
或
1
分
�
︑

或
不
分
者
︒
只
如
﹃
大
論
﹄
釋
﹃
大
品
﹄
不
分
科
段
︑
天
親
﹃
𣵀
槃
﹄
卽
1
分
�
︑


安
別
置
序
・
正
・
液
(
︑
劉
虬
但
隨
�
解
釋
︒
此
亦
人
/
蘭
菊
︑
好
樂
不
同
︑

$
在
5
玄
︑
非
存
涉
事
︒﹂
(大
正
三
三
・
二
五
五
中
)

(26
)

野
閒
�
�
﹃
五
經
正
義
硏
究
論
攷
︱
︱
義
駅
學
か
ら
五
經
正
義
へ
﹄
(
硏
�
出
版
︑

二
〇
一
三
年
)
第
一
違
﹁
義
駅
學
か
ら
五
經
正
義
へ
︑
科
段
法
と
問
答
體
の
行

方
﹂︒

(27
)

影
山
輝
國
﹁
皇
侃
と
科
段
說
︑﹃
論
語
義
駅
﹄
を
中
心
に
﹂︑﹃
斯
�
﹄
一
二
二
︑

二
〇
一
三
年
︒

(28
)

法
經
﹃
衆
經
目
錄
﹄
卷
六
﹁
佛
滅
度
後
著
営
錄
第
九
﹂
に
﹁
無
量
壽
論
偈
�
解
一

卷

(釋
曇
鸞
)﹂
と
あ
る
︒
(大
正
五
五
・
一
四
八
上
)︒

(29
)

勞
悅
强
﹃
�
內
�
外
︱
︱
中
國
思
想
�
中
�
經
典
詮
釋
﹄
(國
立
臺
灣
大
學
出
版

中
心
︑
二
〇
一
〇
年
)
第
五
違
﹁
借
題
發
揮
︱
︱
從
﹃
�
維
2
詰
經
﹄
看
中
古

佛
敎
+
經
﹂
を
參
照
︒

(30
)

『法
華
經
駅
﹄
卷
一
︑﹁
餘
少
預
+
末
︑
而
偶
好
玄
□
︒
俱
�
義
富
愽
︑
事
理
�
䆳
︒

旣
識
非
芥
石
︑
難
可
永
紀
︒
聊
於
+
日
︑
駅
錄
k
聞
︑
営
記
先
言
︑
其
3
鼓
生
︒

印
以
元
嘉
九
年
春
之
三
|
︑
於
盧
山
東
林
精
舍
︑
印
治
定
之
︑
加
~
訪
眾
本
︑
具

成
一
卷
︒﹂
(
怨
纂
續
藏
二
七
・
一
中
)﹃
竺
駅
﹄
の
¶
営
の
始
末
に
つ
い
て
は
︑

橫
超
b
日
﹁
竺

生
¶
﹁
法
華
義
駅
﹂
の
硏
究
﹂
(﹃
大
谷
大
學
硏
究
年
報
﹄
五
︑

一
九
五
二
年
)
參
照
︒

(31
)

『大
乘
唯
識
論
﹄
b
愷
跋
﹁
此
論
外
國
本
1
義
駅
﹂
(大
正
三
一
・
七
三
下
)

(32
)

『續
高
僧
傳
﹄
卷
一
﹁
�
後
k
出
五
十
餘
部
︒
幷
営
義
記
︒
皆
此
土
k
無
者
︒﹂

(大
正
五
〇
・
四
三
一
上
)

(33
)

泳
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
松
田
和
信
﹁
俱
舍
論
É
釋
書
﹁
眞
實
義
﹂
の
泳
�
寫
本

と
そ
の
周
邊
﹂
(﹃
イ
ン
ド
哲
學
佛
敎
學
論
集
﹄
二
︑
二
〇
一
四
年
)
を
參
照
︒
筆

者
は
小
谷
信
千
代
﹁
怨
出
泳
本
﹃
俱
舍
論
安
b
駅
﹄
(界
品
)
試
譯

(一
)
～

(七
)﹂
(﹃
眞
宗
總
合
硏
究
k
硏
究
紀
&
﹄
二
六
・
二
九
・
三
三
～
三
七
︑
二
〇
〇

七
・
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
五
～
二
〇
一
九
年
)
よ
り
︑
泳
本
の
內
容
を
考
察
す
る
︒

漢
譯
は
卷
三

(北
敦
一
三
六
〇
七
號
)
の
み
殘
存
し
て
い
る
︒
蘇
軍
が
整
理
し
た

﹁
阿
毗
5
�
俱
舍
論
實
義
駅
﹂
(﹃
藏
外
佛
敎
�
獻
﹄
一
︑
一
九
九
五
年
)
を
參
照
︒

そ
の
%
略
本

(卷
一
～
卷
五
︑
P
．
三
一
九
六
)
は
大
正
二
九
に
收
錄
さ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑
漢
譯
か
ら
の
ウ
イ
グ
ル
語
譯
も
殘
さ
れ
て
い
る
︒
庄
垣
內
正
弘
﹃
古

代
ウ
イ
グ
ル
�
阿
毘
5
�
俱
舍
論
實
義
駅
の
硏
究
﹄
(
松
香
堂
︑
一
九
九
一
年
)

を
參
照
︒
そ
の
ほ
か
︑
泳
本
か
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
が
あ
り
︑
和
譯
は
松
濤
泰
雄

﹁
T
a
ttv
ā
rth
ā
(
V
II)
︱
︱
冒
頭
部
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
泳
語
佛
敎
�
獻
の

硏
究
﹄︑
山
喜
ö
︑
一
九
九
五
年
)
を
參
照
︒

(34
)

北
敦
一
三
六
〇
七
號
は
�
揭
蘇
軍
﹁
阿
毗
5
�
俱
舍
論
實
義
駅
﹂
の
解
題
︑
P
．

三
一
九
六
は
�
田
至
成
﹁
敦
煌
本
ア
ビ
ダ
ル
マ
�
獻
の
硏
究
Ⅰ
﹂
(﹃
相
愛
女
子
大

學
・
相
愛
女
子
短


大
學
硏
究
論
集

í
樂
學
部
¥
﹄
二
四
︑
一
九
七
七
年
)
を

參
照
︒

(35
)

�
山
園
﹃
六
	
隋
)
佛
敎
展
開
�
﹄
(法
藏
館
︑
二
〇
一
九
年
)︑
一
五
～
一
七
頁
︒

(36
)

É

(1
)
橫
超
論
�
參
照
︒

(37
)

『
�
心
雕
龍
﹄
時
序
︑﹁
詩
必
6
下
之
旨
歸
︑
賦
乃
漆
園
之
義
駅
︒
﹂
(范
�
瀾
﹃
�

心
雕
龍
�
﹄︑
人
民
�
學
出
版
社
︑
一
九
五
八
年
︑
以
下
同
じ
)

(38
)

『
�
心
雕
龍
﹄
書
記
﹁
	
市
徵
信
則
1
符
契
劵
駅
︒
⁝
駅
者
︑
布
也
︒
布
置
物
類
︑

撮
題
<
$
︑
故
小
劵
短
書
號
爲
駅
也
︒﹂

(39
)

戶
田
浩
曉
﹃
�
心
雕
龍

(上
)
﹄
(
/
治
書
院
︑
一
九
七
四
年
)︑
三
八
四
頁
︒

(40
)

『十
地
論
義
駅
卷
第
一
・
第
三
﹄﹁
保
定
五
年
歲
J
乙
酉
︑
比
丘
智
辯
爲
法
界
眾
生

敬
寫
大
乘
十
地
義
記
︒
⁝
﹂
(大
正
八
五
・
七
八
二
中
)

(41
)

古
6
隆
一
﹃
中
國
中
古
の
學
¢
﹄
上
¥
第
一
違
と
第
二
違
參
照
︒

東 方 學 報
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(42
)

『宋
書
﹄
卷
一
四
﹁
太
興
初
︑
議
欲
修
立
學
校
︑
唯
﹃
周
易
﹄
王
氏
︑﹃
尙
書
﹄
Q

氏
︑﹃
古
�
﹄
孔
氏
︑﹃
毛
詩
﹄﹃
周
官
﹄﹃
禮
記
﹄﹃
論
語
﹄﹃
孝
經
﹄
Q
氏
︑﹃
春

秋
左
傳
﹄
杜
氏
・
�
氏
︑
各
置
ª
士
一
人
︒
其
﹃
儀
禮
﹄﹃
公
羊
﹄﹃
穀
梁
﹄
t
Q

﹃
易
﹄︑
皆
省
不
置
ª
士
︒﹂

(43
)

『北
�
﹄
卷
八
一
﹁
大
抵
南
北
k
爲
違
句
︑
好
尙
互
1
不
同
︒
江
左
︑﹃
周
易
﹄
則

王
輔
嗣
︑﹃
尙
書
﹄
則
孔
安
國
︑﹃
左
傳
﹄
則
杜
元
凱
︒
河
洛
︑﹃
左
傳
﹄
則
�
子

愼
︑﹃
尙
書
﹄﹃
周
易
﹄
則
Q
康
成
︒﹃
詩
﹄
則
竝
P
於
毛
公
︑﹃
禮
﹄
則
同
Ñ
於
Q

氏
︒﹂

(44
)

『
�
心
雕
龍
﹄
序
志
¥
﹁
g
讚
m
旨
︑
莫
若
�
經
︑
而
馬
Q
諸
儒
︑
弘
之
已
精
︑

就
1
深
解
︑
未
足
立
家
︒﹂

(45
)

｢若
秦
s
君
之
�
堯
典
︑
十
餘
萬
字
︒
朱
�
之
解
尙
書
︑
三
十
萬
言
︒
k
以
(
人

惡
煩
︑
羞
學
違
句
︒
若
毛
公
之
訓
詩
︑
安
國
之
傳
書
︑
Q
君
之
釋
禮
︑
王
弼
之
解

易
︑
&
¯
/
暢
︑
可
爲
式
矣
︒﹂

(46
)

詳
細
は
劉
Ô
:
﹁
以
�
爲
論
︱
︱
由
﹃
�
心
雕
龍
·論
說
﹄
論
魏
晉
�
體
�
�
體

價
姶

值
﹂
(﹃
�
學
É
產
﹄︑
二
〇
一
八
年
第
二


)
參
照
︒

(47
)

佛
敎
の
經
に
つ
い
て
は
É

(1
)
饒
論
�
︑
佛
敎
の
�
に
つ
い
て
は
É

(1
)
橫

超
論
�
と
湯
用
彤
﹃
漢
魏
兩
晉
南
北
	
佛
敎
�

(
增
訂
本
)
﹄
第
一
分
第
五
違
の

﹁
漢
晉
+
經
與
�
經
﹂
(北
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
六
四
～
六
七
頁
)
を

參
照
︒

(48
)

É

(1
)
饒
論
�
︒

(49
)

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄︑
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
︒

(50
)

興
膳
宏
・
川
合
康
三
﹃
隋
書
經
籍
志
詳
攷
﹄
(汲
古
書
院
︑
一
九
九
五
年
)︑
七
九

頁
︒

(51
)

É

(1
)
戴
論
�
︒

(52
)

吳
承
仕
﹃
經
典
釋
�
序
錄
駅
證
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
)︑
四
四
～
四
六
頁
︒

(53
)

『經
典
釋
�
﹄﹁
荀
煇
︑
⁝
爲
﹃
易
義
﹄︒﹃
七
志
﹄
云
︑
�
﹃
易
﹄
十
卷
︒﹂
(
吳
承

仕
﹃
經
典
釋
�
序
錄
駅
證
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
︑
四
四
頁
)

(54
)

魏
晉


の
﹁
�
﹂
と
﹁
論
﹂
は
密
接
な
關
係
が
あ
る
︒
註

(46
)
劉
論
�
を
參
照
︒

(55
)

É

(1
)
戴
論
�
︒

(56
)

É

(1
)
牟
・
戴
・
古
6
論
�
︒

(57
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
一
九
﹁
漢
/
自
+
︑
局
以
儒
¢
︒
鯵
�
談
駅
︑
復
謝
專
經
﹂
(大

正
五
二
・
二
三
六
中
)

(58
)

『東
觀
漢
記
﹄
樊
准
傳
︑
﹁
親
自
制
作
﹃
五
行
違
句
﹄︑
每
享
射
禮
畢
︑
正
坐
自
+
︑

諸
儒
竝
聽
︑
四
方
欣
欣
︒
是
時
學
者
尤
盛
︑
冠
帶
搢
紳
︑
?
辟
雍
而
觀
®
者
︑
以

億
萬
計
︒﹂
(
吳
樹
î
﹃
東
觀
漢
記
校
�
﹄︑
中
華
書
局
︑
四
六
四
頁
)﹃
後
漢
書
﹄

儒
林
列
傳
︑﹁

射
禮
畢
︑
'
正
坐
自
+
︑
諸
儒
執
經
問
難
於
�
︒
冠
帶
縉
紳
之

人
︑
圜
橋
門
而
觀
聽
者
︑
蓋
億
萬
計
︒﹂

(59
)

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄
(﹃
二
十
五
�
藝
�
志
經
籍
考
補
萃
S
﹄
第
十
五
卷
︑

淸
華
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
)︑
一
一
五
六
～
一
一
五
七
頁
︒

(60
)

É

(1
)
戴
・
古
6
論
�
︒

(61
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
一
九
﹁
蔓
蒨
云
︑
談
何
容
易
︒
在
乎
至
理
︑
彌
不
可
說
︒﹂
(大

正
五
二
・
二
三
八
上
)

(62
)

『南
齊
書
﹄
王
僧
虔
傳
﹁
曼
倩
1
云
︑
談
何
容
易
︒
見
諸
玄
︑
志
爲
之
逸
︑
腸
爲

之
抽
︑
專
一
書
︑
轉
誦
數
十
家
�
︑
自
少
至
老
︑
手
不
釋
卷
︑
尙
未
敢
輕
言
︒
汝

開
老
子
卷
頭
五
尺
許
︑
未
知
輔
嗣
何
k

︑
î
叔
何
k
說
︑
馬
︑
Q
何
k
衣
︑
指

例
何
k
/
︑
而
A
盛
於
麈
尾
︑
自
呼
談
士
︑
此
�
險
事
︒﹂
﹁
諸
玄
﹂
は
﹃
老
子
﹄

﹃
莊
子
﹄﹃
周
易
﹄
を
指
す
︒
詳
細
は
)
¼
/
﹃
魏
晉
淸
談
﹄
(人
民
�
學
出
版
社
︑

二
〇
〇
二
年
)︑
六
三
～
六
五
頁
を
參
照
︒

(63
)

)
¼
/
﹃
魏
晉
淸
談
﹄︑
二
一
六
～
二
三
九
頁

(64
)

�
揭
É

(59
)︒

(65
)

『太
î
御
覽
﹄
が
引
く
)
・
尹
�
操
﹃
老
氏
m
紀
﹄
に
︑﹁
宋
�
同
︑
字
�
/
︑
吳

郡
人
也
︒
梁
鯵
�
時
︑
�
/
以

家
諸
經
︑
莫
不
g
釋
︑
¶
﹃
靈
寶
經
義
駅
﹄︑

題
曰
謂
之
﹁
(
門
﹂︒
印
作
大
義
︑
名
曰
﹁
義
淵
﹂
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
(
門
論
﹄

と
さ
れ
る
敦
煌
�
獻
が
あ
る
︒
大
淵
忍
爾
﹃
敦
煌

經

(
目
錄
S
)﹄
(
福
武
書
店
︑

一
九
七
八
年
)︑
三
三
二
頁
を
參
照
︒

(66
)

『
歷
代
三
寶
紀
﹄
卷
一
五
が
引
く
﹁
眾
經
目
錄
卷
第
三
﹂
は
︑﹁
先
衣
譯
經
﹂﹁
禪

義駅槪念の形成と確立
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經
﹂﹁
戒
律
﹂﹁
疑
經
﹂﹁
�
經
﹂﹁
數
論
﹂﹁
義
記
﹂
の
七
つ
の
項
目
に
分
け
ら
れ

て
い
る

(大
正
四
九
・
一
二
六
中
)︒
寶
唱
﹃
梁
世
眾
經
目
錄
﹄
に
つ
い
て
は
︑

姚
/
5
﹃
中
國
目
錄
學
�
﹄
(上
海
書
店
︑
一
九
八
九
年
)︑
二
六
一
～
二
六
四
頁

を
參
照
︒

(67
)

『梁
書
﹄
卷
三
︑﹁
製
﹃
𣵀
盤
﹄﹃
大
品
﹄﹃
凈
名
﹄﹃
三
b
﹄
諸
經
義
記
︑
復
數
百

卷
︒﹂

(68
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
二
一
︑
蕭
瓜
﹁
謝
敕
賚
制
旨
大
𣵀
槃
經
+
駅
姶

啟
﹂
に
﹁
垂
賚
制

旨
大
般
𣵀
槃
經
+
駅
一
部
十
帙
合
目
百
一
卷
﹂
(大
正
五
二
・
二
五
一
下
)
と
あ

り
︑
蕭
瓜
﹁
謝
敕
賚
制
旨
大
集
經
+
駅
姶

啟
﹂
に
﹁
垂
賚
制
旨
大
集
經
+
駅
二
帙
十

六
卷
﹂
(大
正
五
二
・
二
五
一
下
)
と
あ
る
︒

(69
)

『法
苑
珠
林
﹄
卷
一
〇
〇
﹁
大
品
經
子
�
五
十
卷
或
百
卷
︑
右
一
部
︑
梁
武
'

�
︒﹂
(大
正
五
三
・
一
〇
二
一
下
)︒

(70
)

『梁
書
﹄
卷
三
︑﹁
_
﹃
制
旨
孝
經
義
﹄﹃
周
易
+
駅
﹄
t
六
十
四
卦
・
二
繫
・
�

言
・
序
卦
等
﹃
義
﹄︑﹃
樂
社
義
﹄﹃
毛
詩
答
問
﹄﹃
春
秋
答
問
﹄﹃
尙
書
大
義
﹄﹃
中

庸
+
駅
﹄﹃
孔
子
正
言
﹄﹃
老
子
+
駅
﹄︑
凡
二
百
餘
卷
︒﹂

(71
)

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄︑
三
五
四
～
三
五
六
頁
︒

(72
)

『梁
書
﹄
卷
四
八
﹁
高
祖
¶
﹁
五
經
+
駅
﹂
t
﹃
孔
子
正
言
﹄︑
專
x

(孔
)
子
袪

檢
閱
群
書
︑
以
爲
義
證
︒
事
悦
︑
敕
子
袪
與
右
衞
朱
异
・
左
丞
賀
琛
於
士
林
館
遞

日
執
經
︒﹂

(
73
)

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄︑
三
五
五
～
三
五
六
頁
︒

(74
)

『梁
書
﹄
卷
三
﹁
(大
同
七
年
十
二
|
)
丙
辰
︑
於
宮
城
西
立
士
林
館
︑
s
集
學

者
︒﹂

(75
)

『
(
典
﹄
卷
一
一
七
﹁
+
學
﹂
條
に
﹁
執
讀
讀
k
+
經
︑
執
經
釋
義
︒
訖
︑
執
如

$
者
以
如
$
C
侍
+
︑
侍
+
興
@
︑
D
詣
論
議
座
︑
北
面
問
k
疑
︑
執
經
爲
(

之
︒﹂
(中
華
書
局
︑
一
九
八
八
年
︑
二
九
九
八
頁
)﹃
(
典
﹄
に
記
営
し
た
の
は

開
元
禮
で
あ
る
が
︑﹁
執
經
﹂
の
役
割
は
�
代
と
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
︒
詳
細
は

É

(1
)
古
6
論
�
參
照
︒

(76
)

『梁
書
﹄
卷
三
四
﹁
是
時
城
西
開
士
林
館
聚
學
者
︑
(張
)
綰
與
右
衞
朱
异
・
太
府

卿
賀
琛
遞
営
制
旨
禮
記
中
庸
義
︒
﹂
同
書
卷
三
八
︑
﹁
時
城
西
印
開
士
林
館
以
s
學

士
︑
(朱
)
异
與
左
丞
賀
琛
遞
日
営
高
祖
禮
記
中
庸
義
︒
﹂

(77
)

『梁
書
﹄
卷
三
八
﹁
時
城
西
印
開
士
林
館
以
s
學
士
︑
⁝
皇
太
子
印
召

(朱
)
异

於
玄
圃
+
﹃
易
﹄︒﹂
ま
た
︑﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
五
五
﹁
談
+
﹂
の
﹁
表
﹂
に
梁
鯵

�
'
の
﹁
F
右
將
軍
朱
异
奉
営
制
旨
易
義
表
﹂
と
﹁
F
尙
書
左
丞
賀
琛
奉
営
毛
詩

義
表
﹂
を
收
錄
し
て
い
る
︒

(78
)

『梁
書
﹄
卷
四
﹁
高
祖
k
製
﹃
五
經
+
駅
﹄︑
(
鯵
�
'
)
嘗
於
玄
圃
奉
営
︑
聽
者

傾
	
野
︒﹂

(79
)

『陳
書
﹄
卷
二
四
﹁
時
於
城
西
立
士
林
館
︑
(
周
)
弘
正
居
以
+
C
︑
聽
者
傾
	
野

焉
︒
弘
正
姶

啟
梁
武
'
周
易
疑
義
五
十
條
︑
印
F
釋
乾
坤
・
二
繫
曰
︑
﹁
⁝
⁝
自
制

旨
影
談
︑
裁
成
易

︑
析
至
h
於
秋
毫
︑
渙
曾
冰
於
幽
谷
︒
臣
親
承
í
旨
︑
職
司

宣
C
︑
後
D
詵
詵
︑
不
無
傳
業
︒
但
乾
坤
之
蘊
未
剖
︑
繫
表
之
妙
莫
詮
︑
x
一
經

深
致
︑
尙
多
k
惑
︒
⁝
⁝
﹂
詔
答
曰
︑
﹁
⁝
知
與
張
譏
等
三
百
一
十
二
人
須
釋
乾

坤
�
言
t
二
繫
︑
萬
機
小
暇
︑
試
當
討
論
︒
﹂﹂﹁
影
談
﹂﹁
í
旨
﹂
な
ど
の
言
葉
に

よ
る
と
︑
武
'
が
﹃
周
易
﹄
の
+
義
を
し
た
よ
う
で
あ
る
︒

(80
)

古
6
隆
一
﹃
中
國
中
古
の
學
¢
﹄︑
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
︒

(81
)

『梁
書
﹄
卷
四
〇
﹁
是
時
﹃
周
易
﹄
﹃
尙
書
﹄
﹃
禮
記
﹄﹃
毛
詩
﹄
竝
1
高
祖
義
駅
︑

惟
﹃
左
氏
傳
﹄
尙
闕
︑
之
遴
乃
著
春
秋
大
$
十
科
︑
左
氏
十
科
︑
三
傳
同
衣
十
科
︑

合
三
十
事
以
上
之
︒
高
祖
大
悅
︑
詔
答
之
曰
︑﹁
省
k
¶
春
秋
義
︑
比
事
論
書
︑

辭
h
旨
Ç
︒
⁝
昔
在
È
年
︑
乃
經
硏
味
︑
一
從
É
置
︑
Ë
將
五
紀
︒
⁝
須
待
夏
景
︑

試
取
推
f
︑
若
溫
故
可
求
︑
別
酬
k
問
也
︒﹂
﹂

(82
)

『續
高
僧
傳
﹄
卷
五
﹁
時
諸
名
德
各
¶
成
實
義
駅
︒
雲
乃
經
・
論
合
¶
︑
1
四
十

科
爲
四
十
二
卷
︒
俄
f
究
了
︑
印
敕
於
寺
三
Ø
g
+
︒﹂
(
大
正
五
〇
・
四
六
四

上
)

(83
)

�
山
園
﹃
六
	
隋
)
佛
敎
展
開
�
﹄
第
四
違
﹁
梁
の
智
藏
﹃
成
實
論
大
義
記
﹄﹂

を
參
照
︒

(84
)

�
揭
É

(82
)︒

(85
)

『魏
書
﹄
卷
八
四
﹁
因
手
¶
春
秋
義
違
︑
爲
三
十
卷
︒
是
後
敎
C
︑
門
徒
蓋
寡
︑

東 方 學 報
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久
之
乃
盛
︒
Ñ
/
每
臨
+
坐
︑
必
持
經
執
駅
︑
然
後
g
陳
︑
其
學
徒
至
今
G
以
成

俗
︒﹂

(86
)

『梁
書
﹄
卷
三
五
﹁
(中
大
(
)
三
年
︑
⁝
⁝

(蕭
子
顯
)
其
年
�
國
子
祭
酒
︑
印

加
侍
中
︑
於
學
遞
営
高
祖
五
經
義
︒﹂
中
大
(
三
年

(五
三
一
)
に
﹃
五
經
+
駅
﹄

は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
た
め
︑
こ
こ
の
﹁
五
經
義
﹂
は
武
'
の
﹃
周
易
大
義
﹄

な
ど
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

(87
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
一
九
﹁
第
一
日

(二
|
二
十
六
日
)

發
般
若
經
題

(六
人
論

義
)﹂
(大
正
五
二
・
二
三
六
中
)

(88
)

『廣
弘
/
集
﹄
卷
一
九
﹁
發
般
若
經
題

(六
人
論
義
)︑
中
寺
僧
懷
・
冶
城
寺
法

憙
・
大
僧
正
靈
根
寺
b
令
・
龍
光
寺
僧
綽
・
外
國
僧
伽
陀
娑
・
宣
武
寺
b
巨
﹂

(大
正
五
二
・
二
三
八
上
)﹁
立
義
六
科
t
答
問
︒﹂
(二
三
八
上
)

(89
)

『梁
書
﹄
卷
八
﹁
太
子
自
立
二
諦
・
法
身
義
︑
竝
1
怨
$
︒﹂
昭
/
太
子
の
﹁
二
諦

義
﹂
の
+
義
に
關
し
て
︑
佐
H
哲
英
﹁
梁
	
二
十
三
家
の
二
諦
義
に
就
て
﹂
(﹃
龍

谷
大
學
論
叢
﹄
二
九
八
︑
一
九
三
一
年
)
を
參
照
︒

(90
)

侯
冲
﹁
漢
地
佛
敎
�
論
義
︱
︱
以
敦
煌
É
書
爲
中
心
﹂
(﹃
世
界
宗
敎
硏
究
﹄︑
二

〇
一
二
年
第
一


)︑
何
劍
î
﹁
佛
敎
論
義
�
記
錄
本
t
其
東
傳
︱
︱
以
敦
煌
É

書
t
日
本
�
維
2
會
爲
中
心
﹂
(﹃
敦
煌
吐
魯
番
硏
究
﹄
十
六
︑
二
〇
一
六
年
)

(91
)

彌
永
貞
三
﹁
古
代
の
釋
奠
に
つ
い
て
﹂
(﹃
續
日
本
古
代
�
論
集

(下
卷
)﹄
k
收
︑

吉
川
弘
�
館
︑
一
九
七
二
年
)

(92
)

『弘
/
集
﹄
卷
九
︑﹁
著
斯
Ô
論
︑
以
弘
至
典
﹂
(大
正
五
二
・
五
四
上
)

(93
)

楊
恩
玉
﹁
蕭
梁
國
子
學
與
太
學
考
論
﹂
(﹃
理
論
學
刊
﹄
二
四
三
︑
二
〇
一
四
年
五

|
)
を
參
照
︒

(94
)

『隋
書
﹄
卷
三
二
﹁
(
周
易
)
梁
・
陳
Q
玄
︑
王
弼
二
�
︑
列
於
國
學
﹂﹁
(
尙
書
)

梁
・
陳
k
+
︑
1
孔
・
Q
二
家
﹂﹁
(孝
經
)
梁
代
︑
安
國
t
Q
氏
二
家
︑
竝
立
國

學
﹂﹁
(論
語
)
唯
Q
玄
・
何
晏
立
於
國
學
﹂︒

(95
)

�
揭
É

(42
)︒

(96
)

姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄︑
三
五
五
頁
︒

(97
)

『梁
書
﹄
卷
三
八
﹁
時

(朱
)
异
�
二
十
一
︑
⁝
⁝
其
年
︑
高
祖
自
+
﹃
孝
經
﹄︑

x
异
執
讀
︒﹂
朱
异
は
四
八
三
年
の
生
ま
れ
な
の
で
︑
二
十
一
歲
は
五
〇
三
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
︒
他
は
�
揭
姚
振
宗
﹃
隋
書
經
籍
志
考
證
﹄
︑
三
二
二
～
三
二
三

頁
を
參
照
︒

(98
)

『孝
經
営
議
﹄﹁
t
梁
王
蕭
衍
作
﹃
孝
經
+
義
﹄︑
每
引
古
�
︒﹁
非
先
王
之
法
�
﹂︑

云
古
�
作
﹁
m
王
﹂︒﹁
此
庶
人
之
孝
﹂︑
云
古
�
亦
作
﹁
蓋
﹂︒﹁
以
事
其
先
君
﹂︑

云
古
�
作
﹁
m
先
公
﹂︒
﹁
雖
得
之
君
子
不
貴
也
﹂︑
云
古
�
作
﹁
雖
得
志
君
子
不


也
﹂︒﹂
(林
秀
一
¶
︑
喬
秀
岩
等
S
譯
﹃
孝
經
営
議
復
原
硏
究
﹄︑
崇
�
書
局
︑

二
〇
一
六
年
︑
三
六
〇
頁
)

(99
)

�
揭
É

(79
)︒

(
100
)

高
橋
均
﹁﹃
論
語
義
駅
﹄
に
見
え
る
﹁
侃
按
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
中
國
�
®
﹄
七

八
︑
二
〇
二
〇
年
)
を
參
照
︒

(
101
)

É

(1
)
曾
良
論
�
と
m
凱
﹁
北
	
佛
敎
地
論
學
I
﹁
變
駅
爲
論
﹂
現
象
探
析
﹂

(﹃
中
國
哲
學
�
﹄︑
二
〇
一
五
年
第
三


)
を
參
照
︒

(
102
)

『
眾
經
目
錄
﹄
卷
一
﹁
或
論
作
經
稱
︒
駅
爲
論
目
︒
大
小
Ò
雜
是
非
共
混
︒﹂
(
大

正
五
五
・
一
五
〇
上
)

(
103
)

中
西
久
味
﹁
法
琳
の
三
敎
論
に
よ
せ
て
﹂
(﹃
中
國
思
想
�
硏
究
﹄
二
四
︑
二
〇
〇

一
年
)
を
參
照
︒

(
104
)

『辯
正
論
﹄
卷
一
﹁
顯
其
嘉
名
稱
爲
九
籙
︒
一
曰
眞
詮
︑
二
曰
權
旨
︑
三
曰
戒
品
︑

四
曰
禪
門
︑
五
曰
呪
¢
︑
六
曰
論
部
︑
七
曰
�
解
︑
八
曰
違
駅
︑
九
曰
傳
記
︒﹂

(大
正
五
二
・
四
九
二
中
)

(
105
)

『辯
正
論
﹄
卷
一
﹁
言
違
駅
者
︑
擧
網
提
綱
︑
拾
É
補
闕
︑
(
一
部
之
�
義
︑
亦

k
以
備
É
忘
也
︒
大
法
初
度
︑
未
遑
解
釋
︒
衞
安
・
帛
Ç
︑
創
姶

啟
玄
違
︑
自
斯
厥

後
︑
競
撝
談
柄
︒
至
於
憑
・
g
大
品
︑
愛
・
亮
﹃
𣵀
槃
﹄
︑
焦
鏡
﹃
毘
曇
﹄︑
靜
琳

﹃
成
實
﹄︑
何
但
詞
省
$
深
︑
固
亦
義
周
�
愜
︒
⁝
⁝
﹂
(大
正
五
二
・
四
九
三
上
)

﹁
焦
鏡
﹂︑
大
正
藏
は
﹁
集
鏡
﹂
に
作
る
が
︑
初
雕
本
高
麗
藏
に
よ
っ
て
改
め
た
︒

(
106
)

『高
僧
傳
﹄
卷
五
﹁
釋

安
︑
姓
衞
氏
︑
常
山
扶
柳
人
也
︒﹂
(
大
正
五
〇
・
三
五

一
下
)

(
107
)

法
經
﹃
衆
經
目
錄
﹄
卷
六
﹁
佛
滅
度
後
著
営
錄
﹂
の
﹁
此
方
諸
德
著
営
﹂
を
參
照
︒

義駅槪念の形成と確立
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(
108
)

『法
華
�
句
記
﹄
卷
一
﹁
古
之
違
駅
︑
或
單
題
駅
︑
或
單
題
違
︒﹂
(大
正
三
四
・

一
五
一
上
)

(
109
)

『維
2
經
義
駅
﹄
卷
一
﹁
餘
以
夫
開
皇
之
末
︑
因
於
身
疾
︑
自
著
玄
違
︒
仁
壽
之

¡
︑
奉
命
¶
於
�
駅
︒
辭
1
闊
略
︑
致
二
本
不
同
︒﹂
(大
正
三
八
・
九
〇
八
下
)

詳
細
は
︑
佐
H
5
玄
﹁
吉
藏
の
¶
営
書
に
つ
い
て
﹂
(﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
一

〇

−

二
︑
一
九
六
二
年
)
を
參
照
︒

(
110
)

É

(1
)
橫
超
論
�
︑
眞
定
﹁
從
天
臺
典
籍
﹁
經
駅
﹂
稱
用
︑
看
�
駅
著
作
型
態

分
液
之
關
鍵
﹂
(﹃
圓
光
佛
學
學
報
﹄
一
六
︑
二
〇
一
〇
年
)︒

(
111
)

『舊
)
書
﹄
儒
學
上
﹁
(貞
觀
)
十
四
年
詔
曰
︑
梁
皇
侃
・
褚
仲
都
︑
周
熊
安
生
・

沈
重
︑
陳
沈
�
阿
・
周
弘
正
・
張
譏
︑
隋
何
K
・
劉
炫
等
︑
⁝
⁝
k
在
學
徒
︑
多

行
其
駅
︒﹂

(
112
)

『
)
律
駅
議
﹄
卷
一
﹁
<
代
以
來
︑
�
經
�
而
/
之
則
謂
之
爲
義
駅
︒
駅
之
爲
字
︑

本
以
駅
闊
・
駅
Ç
立
名
︒
印
﹃
廣
Ô
﹄
云
︑
駅
者
︑
識
也
︒
案
︑
駅
訓
識
︑
則
書

駅
記
識
之

存
焉
︒﹃
�
記
﹄
云
︑
�
P
k
是
著
爲
律
︑
後
P
k
是
駅
爲
令
︒﹃
漢

書
﹄
云
︑
ì
牘
爲
駅
︒
故
云
駅
也
︒﹂
(劉
俊
�
﹃
)
律
駅
議
箋
解
﹄︑
中
華
書
局
︑

一
九
九
六
年
︑
二
頁
)

(
113
)

錢
大
群
﹁﹃
)
律
駅
議
﹄
結
R
t
書
名
辨
析
﹂
(﹃
歷
�
硏
究
﹄︑
二
〇
〇
〇
年
第
四



)︒

(
114
)

｢三
經
御
�
﹂
の
S
纂
に
つ
い
て
は
︑
麥
谷
邦
夫
﹃
六
	
隋
)

敎
思
想
硏
究
﹄

(岩
波
書
店
︑
二
〇
一
八
年
)
第
四
部
第
三
違
の
﹁
玄
宗
と
三
經
御
�
﹂
を
參
照
︒

(
115
)

｢一
違
之
中
凡
1
數
句
︑
一
句
之
內
$
1
�
/
︑
具
載
則
�
煩
︑
略
之
印
義
闕
︑

今
存
于
駅
︑
用
廣
發
揮
︒﹂
(﹃
孝
經
�
駅
﹄
序
駅
︑
阮
刻
﹃
十
三
經
�
駅
﹄︑
七
葉

裏
)

(
116
)

麥
谷
邦
夫
﹃
六
	
隋
)

敎
思
想
硏
究
﹄
第
四
部
第
三
違
の
﹁
玄
宗
と
﹃

德
眞

經
﹄
�
駅
の
¶
営
﹂︒

(
117
)

元
行
沖
の
﹃
孝
經
駅
﹄
は
T
佚
し
た
が
︑
そ
の
內
容
は
邢
昺
﹃
孝
經
正
義
﹄
に
ほ

ぼ
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
陳
鴻
森
﹁
)
玄
宗
︿
孝
經
序
﹀﹁
擧
六
家
之
衣
同
﹂
釋
疑

︱
︱
)
宋
官
修
�
駅
之
一
側
面
﹂
(﹃
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
k
集
刊
﹄
七

四

−

一
︑
二
〇
〇
三
年
)
を
參
照
︒

(
118
)

『廣
韻
﹄
上
î
聲
九
魚
﹁
駅
︑
(
也
︑
除
也
︑
分
也
︑
Ç
也
︑
窻
也
︒﹂
(余
迺
永

﹃
怨
校
互
�
宋
本
廣
韻
﹄︑
上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
六
九
頁
)︑
去
聲

九
御
﹁
駅
︑
記
也
︒﹂
(﹃
怨
校
互
�
宋
本
廣
韻
﹄
︑
三
六
二
頁
)︒

(
119
)

『法
華
�
句
記
﹄
卷
一
﹁
古
之
違
駅
︑
或
單
題
駅
︑
或
單
題
違
︒
違
謂
違
藻
︑

﹃
詩
﹄
云
︑﹁
彼
都
人
士
出
言
成
違
﹂︒
亦
云
違
段
︑
分
段
解
釋
成
若
干
違
︒
駅
者
︑

(
$
之
辭
︑
亦
記
也
︒﹂
(
大
正
三
四
・
一
五
一
上
)

(
120
)

)
・

暹
﹃
法
華
經
�
句
輔
正
記
﹄
卷
一
﹁
﹁
駅
者
(
$
之
辭
﹂
者
︑
謂
以
言
辭

而
(
�
$
也
︒﹁
亦
記
也
﹂
者
︑
謂
稟
@
�
人
︑
記
其
k
@
以
爲
駅
也
︑
印
t
M

己
胷
襟
也
︒﹂
(
怨
纂
續
藏
二
八
・
六
三
四
上
)

(
121
)

『華
嚴
經
行
願
品
駅
鈔
﹄
卷
一
﹁
言
駅
者

(去
聲
)︑
駅

(
î
聲
)︑
決
也
︑
卽
是

駅
決
開
(
之
義
︒
良
以
經
中
義
理
幽
深
︑
若
不
駅
決
開
(
︑
無
由
姶

啟
悟
故
︒
印
說

�
云
︑
書
義
爲
駅
︒
今
卽
纂
集
經
論
深
義
︑
書
寫
一
處
︑
用
解
經
�
︑
故
名
爲
駅

也
︒﹂
(
怨
纂
續
藏
五
・
二
二
一
中
)

(
122
)

『

德
眞
經
廣
m
義
﹄
卷
一
﹁
駅
者
︑
駅
決
開
(
之
義
也
︒
謂
經
含
衆
義
︑
玄
妙

幽
深
︒
雖
詮
É
已
¡
︑
而
�
義
未
盡
︑
故
営
此
駅
︑
開
(
幽
賾
︑
駅
決
玄
h
︑
分

釋
$
義
︑
令
可
會
入
︒
故
謂
之
駅
︒
亦
云
︑
駅
者
︑
條
也
︒
條
理
經
義
︑
令
人
易

曉
︒
或
云
鈔
︑
鈔
以
抄
集
爲
名
︒
或
云
記
︑
記
以
紀
錄
爲
目
︒
此
蓋
隨
時
立
名
︑

皆
是
�
括
義
理
之
義
也
︒
﹂
(
(﹃
正
瓜

藏
﹄
︑
中
�
出
版
社
影
印
本
︑
第
一
三
册
︑

一
〇
一
九
〇
頁
上
段
)

(
123
)

拙
論
﹁
北
宋
初


に
お
け
る
﹁
�
駅
の
學
｣
︱
︱
邢
昺
﹃
論
語
正
義
﹄
の
S
纂
を

め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
七
二
︑
二
〇
二
〇
年
)

【附
記
︼
本
硏
究
は
JS
P
S
科
硏
費
JP
2
2
F
2
2
0
3
の
助
成
を
@
け
た
も
の
で
す
︒
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