
要
旨康

熙
帝
、
雍
正
帝
、
乾
隆
帝
の
三
代
に
仕
え
た
儒
者
の
一
人
に
方
苞
が
い
る
。

方
苞
は
『
周
礼
』『
儀
礼
』『
礼
記
』
の
三
礼
の
学
問
を
深
め
、
三
礼
義
疏
館
の
副

総
裁
を
務
め
た
。
本
論
考
は
方
苞
の
『
周
礼
』
解
釈
を
、
そ
の
修
辞
法
分
析
と
い

う
観
点
か
ら
探
る
も
の
で
あ
る
。
方
苞
は
『
周
礼
』
夏
官
の
大
司
馬
こ
そ
、
聖
人

の
遺
徳
が
込
め
ら
れ
た
文
章
と
考
え
て
い
た
。
大
司
馬
の
記
述
は
軍
事
演
習
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
は
「
詳
」「
略
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、

詳
し
く
書
く
こ
と
で
大
規
模
な
演
習
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
略
し
て
書
く
こ
と
で

小
規
模
の
演
習
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
方
苞
は
『
周

礼
』
と
『
春
秋
』
と
を
関
連
付
け
て
も
い
た
。『
春
秋
』
は
春
秋
の
筆
法
と
も
呼

ば
れ
る
独
特
な
修
辞
法
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
修
辞
法
は
『
春
秋
』
だ
け
で
な
く

『
周
礼
』
に
も
使
わ
れ
て
い
る
と
方
苞
は
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
大
司
馬
の
文
章

に
当
て
は
め
ら
れ
た
。
ま
た
方
苞
は
、「
義
法
」
と
い
う
文
章
創
作
の
理
論
を
唱

え
て
い
た
が
、
こ
れ
も
大
司
馬
の
修
辞
法
と
一
致
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
方
苞
の

唱
え
た
「
義
法
」
は
文
章
創
作
の
理
論
に
止
ま
ら
ず
、
経
書
を
解
釈
す
る
一
つ
の

視
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

方
苞
、『
周
官
』、『
春
秋
』、
春
秋
の
筆
法
、
義
法

一
、
は
じ
め
に

清
代
の
学
術
思
想
は
考
証
学
が
主
流
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
黄
宗
義
や
顧
炎
武

を
淵
源
と
す
る
考
証
学
は
乾
隆
帝
・
嘉
慶
帝
の
時
代
に
隆
盛
を
極
め
、
乾
嘉
の
学

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
南
宋
の
朱
熹
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
朱
子
学
も
、
科

挙
の
経
書
解
釈
の
標
準
と
さ
れ
た
た
め
に
広
く
学
ば
れ
た
。
清
代
の
有
名
な
朱
子

学
者
と
し
て
は
湯
斌
・
李
光
地
な
ど
が
い
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
方
苞
も
清
代
朱
子
学
者
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

方
苞
は
狭
義
の
朱
子
学
以
外
の
学
も
幅
広
く
治
め
、
礼
学
や
春
秋
学
に
関
す
る
著

作
も
残
し
て
い
る
。
筆
者
は
以
前
、
方
苞
の
『
周
官
』
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る⑴
。
本
論
考
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
『
周
官
』
の
修
辞
法
に
関
す
る
方

苞
の
分
析
に
つ
い
て
考
察
し
た
い⑵
。

方
苞
に
お
け
る
『
周
官
』
の
修
辞
法
解
釈

＊

木
本

　拓
哉
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備
わ
っ
て
い
る
と
方
苞
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
周
官
』
が
単
に
周
代
の
官
僚

制
度
を
記
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
官
僚
制
度
が
で
き
る
背
景
、
つ
ま
り
諸
制

度
が
禹
や
湯
王
、
文
王
、
武
王
の
偉
業
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
周
代
の
官
制
に
つ
い
て
様
々
な
官
職
を
分
け
設
け

て
い
る
意
味
は
、
文
字
に
載
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
字
面
だ
け
を
追
っ
て

も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
性
急
に
追

求
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
端
緒
に
す
ら
た
ど
り
着
け
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
高
遠

な
事
柄
が
備
わ
っ
て
い
る
『
周
官
』
は
易
々
と
読
み
解
き
う
る
も
の
で
は
な
い
と

方
苞
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
偽
作
説

『
周
官
』
に
は
劉
歆
偽
作
説
が
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
宋
代
に
も
議
論
が

あ
っ
た
が
、
清
代
に
入
る
と
方
苞
が
再
び
論
じ
始
め
た
。『
周
官
』
は
劉
歆
が
宮

中
の
蔵
書
を
整
理
し
た
際
に
発
見
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
王
莽
が
新
王
朝
を
樹
立

し
た
時
に
学
官
に
立
て
、
王
莽
自
身
の
道
義
的
な
後
ろ
盾
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、

後
漢
以
後
、
劉
歆
に
よ
る
偽
作
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
偽
作
説
に
つ
い
て

方
苞
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

嗚
呼
、
聖
人
の
法
は
、
天
理
に
循
ひ
て
之
を
達
す
る
所
以
な
り
。
聖
人
の
経

は
、
天
心
を
伝
へ
て
之
を
播
く
所
以
な
り
。
乃
ち
理
に
悖
り
天
に
逆
ふ
の
語

の
混
淆
す
る
所
と
為
り
、
二
千
余
年
に
至
り
て
弁
ず
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

歆
は
誠
に
万
世
の
罪
人
な
り
。
余
嘗
て
班
史
の
莽
の
乱
政
姦
言
に
於
い
て
、

繊
悉
遺
さ
ず
、
文
に
於
い
て
贅
を
為
す
を
病
む
。
然
れ
ど
も
『
周
官
』
の
歆

の
偽
乱
す
る
所
と
為
る
は
、
乃
ち
班
史
に
頼
り
て
備
に
其
の
徴
を
得
。
豈
に

聖
人
の
経
は
、
天
心
其
の
終
に
晦
か
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
、
既
に
蝕
む
も
復

た
明
ら
か
な
る
は
、
固
よ
り
数
其
の
間
に
存
す
る
こ
と
有
る
に
非
ず⑸
。

 

（「
周
官
弁
偽
二
」）

方
苞
は
二
千
年
に
も
わ
た
っ
て
『
周
官
』
に
つ
い
て
正
確
に
理
解
で
き
な
い
よ

う
に
し
た
劉
歆
を
「
万
世
の
罪
人
」
と
呼
ん
で
罵
っ
て
い
る
。
方
苞
は
『
周
官
』

は
周
公
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
劉
歆
が
後
に
増

し
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
偽
作
説
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
れ
を

省
け
ば
周
公
が
作
っ
た
本
来
の
『
周
官
』
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
苞
は

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
受
け
て
、
劉
歆
の
偽
作
説
を
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
劉

歆
が
加
え
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
つ
ぎ
の
よ
う
な

こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

是
の
書
の
出
づ
る
こ
と
、
千
七
百
年
。
仮
に
戦
国
、
秦
、
漢
の
人
能
く
偽
作

す
と
せ
ば
、
則
ち
冬
官
の
欠
、
後
の
文
儒
に
能
く
之
を
補
ふ
者
有
ら
ん
。
惟

だ
に
一
官
の
全
の
み
な
ら
ず
、
小
司
馬
の
欠
も
、
能
く
四
官
の
意
に
依
倣
し

以
て
之
を
補
ふ
者
有
る
か
。
其
の
補
ふ
能
は
ざ
る
所
以
は
、
何
ぞ
や
。
則
ち

事
の
理
未
だ
達
せ
ざ
る
有
り
て
、
物
の
分
未
だ
明
ら
か
な
ら
ざ
る
有
れ
ば
な

り⑹
。 

（「
読
周
官
」）

『
周
官
』
の
「
冬
官
」
は
古
く
に
失
わ
れ
て
い
る
。
方
苞
は
、
も
し
『
周
官
』

を
戦
国
、
秦
、
漢
の
人
が
偽
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
欠
落
を
補
う

こ
と
が
で
き
る
人
も
い
た
は
ず
で
あ
り
、
冬
官
全
体
だ
け
で
は
な
く
、
小
司
馬
の

欠
落
も
他
の
四
官
の
主
旨
を
模
倣
し
て
、
や
は
り
補
う
こ
と
が
で
き
た
者
が
い
た

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
を
、
補
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
周
公
が

『
周
官
』
に
示
し
た
精
神
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ

は
劉
歆
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
劉
歆
も
こ
れ
を
理
解
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、
完
全
に
『
周
官
』
と
同
じ
も
の
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
書
き
加
え
た
も
の
は
周
公
の
『
周
官
』
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、

そ
れ
を
方
苞
は
見
抜
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、『
周
官
』
大
司
馬
に
つ
い
て

方
苞
に
は
『
周
官
』
の
大
司
馬
に
つ
い
て
述
べ
た
「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
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二
、
方
苞
と
『
周
官
』

最
初
に
方
苞
の
略
歴
と
立
場
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
方
苞
は
『
周
官
』
を
ど

の
よ
う
な
書
物
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
周
官
』
は
一
般
的
に

『
周
礼
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
方
苞
は
周
公
が
記
し
た
官
制
と
考
え
て
い
た
の

で
『
周
礼
』
と
呼
ば
ず
に
『
周
官
』
と
呼
ん
で
い
た⑶
。
ま
ず
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
見
て
お
き
た
い
。
ま
た
、『
周
官
』
は
漢
代
に
劉
歆
が
「
発
見
」
し
た
書
物
で

あ
り
、
こ
の
『
周
官
』
に
基
づ
い
て
王
莽
が
政
策
を
推
進
し
た
こ
と
も
あ
り
、
偽

書
で
は
な
い
か
と
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
偽
作
説
に
関
す
る
方
苞
の
考
え
を

整
理
し
て
お
こ
う
。

（
1
）
方
苞
の
略
歴

方
苞
、
字
は
鳳
九
、
号
は
靈
皋
、
晩
年
に
は
望
溪
と
も
号
し
た
。
康
煕
七
年
（
一

六
六
八
）
か
ら
乾
隆
十
四
年
（
一
七
四
九
）
ま
で
生
き
た
儒
者
で
あ
る
。
出
身
は

安
徽
桐
城
で
、
幼
い
頃
か
ら
父
方
仲
舒
の
も
と
で
兄
方
舟
と
と
も
に
学
び
、
兄
の

友
人
た
ち
と
交
流
の
中
で
学
問
に
励
み
、
康
煕
四
十
五
年
（
一
七
〇
六
）
に
進
士

に
及
第
し
た
。
そ
の
五
年
後
の
康
煕
五
十
年
、
方
苞
は
あ
る
事
件
に
巻
き
込
ま
れ

た
。
文
字
の
獄
の
一
つ
で
あ
る
南
山
集
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
引
き
起
こ
し

た
の
は
方
苞
と
同
じ
安
徽
桐
城
の
戴
名
世
（
順
治
十
年
〔
一
六
五
三
〕〜
康
熙
五

十
三
年
〔
一
七
一
四
〕。
字
は
田
有
・
褐
夫
。
号
は
南
山
。
康
熙
四
十
八
年
の
進
士
）

で
あ
る
。
戴
名
世
は
明
朝
に
心
を
寄
せ
て
い
た
人
物
で
、
そ
の
著
作
『
南
山
集
』

の
中
に
、
明
朝
の
清
朝
に
対
す
る
抵
抗
を
正
当
化
し
た
記
述
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ

が
当
時
厳
し
く
な
っ
て
い
た
言
論
弾
圧
の
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
方
苞

は
そ
の
『
南
山
集
』
の
序
文
を
書
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
連
座
し
て
投
獄
さ
れ

た
。
一
年
半
も
の
投
獄
の
間
、
方
苞
は
三
礼
を
学
ぶ
こ
と
を
心
に
決
め
、『
礼
記

集
説
』
な
ど
を
読
み
進
め
た
。
投
獄
さ
れ
て
い
た
方
苞
を
救
出
し
た
の
は
李
光
地

で
あ
っ
た
。
李
光
地
は
康
煕
帝
の
覚
え
め
で
た
く
、
そ
の
懸
命
な
弁
護
に
よ
り
死

を
免
れ
、
康
熙
五
十
二
年
に
獄
を
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
官
吏
の
道
も
開

け
、
出
獄
し
て
す
ぐ
に
康
煕
帝
の
側
近
の
学
者
た
ち
の
学
問
所
と
な
っ
て
い
る
南

書
房
に
入
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
に
は
武
英
殿
修
書
総
裁
に
命
じ
ら
れ

た
。
康
煕
帝
が
崩
御
し
た
後
も
雍
正
帝
に
仕
え
、
内
閣
大
学
士
や
一
統
志
総
裁
な

ど
を
歴
任
し
、
乾
隆
帝
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
重
用
さ
れ
、
三
礼
義
疏
館
副
総

裁
や
礼
部
侍
郎
な
ど
の
役
職
を
歴
任
し
た
。

（
2
）『
周
官
』
の
位
置
づ
け

方
苞
は
獄
中
に
あ
っ
た
時
に
礼
を
学
ぶ
こ
と
を
志
し
た
。
礼
と
は
こ
こ
で
は
特

に
『
周
官
』・『
儀
礼
』・『
礼
記
』
の
三
書
の
こ
と
で
あ
る
。
本
論
考
で
取
り
上
げ

る
の
は
『
周
官
』
で
あ
る
が
、
方
苞
は
『
周
官
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
。蓋

し
公
の
「
三
王
を
兼
ね
て
以
て
四
事
を
施
す
」
こ
と
は
、
具
に
是
の
書
に

在
り
。
其
の
人
事
の
始
終
、
百
物
の
聚
散
に
於
い
て
、
之
を
思
ひ
精
に
至
り

て
、
行
ふ
所
を
疑
は
ず
し
て
、
然
る
後
礼
・
楽
・
兵
・
刑
・
食
貨
の
政
を
以

て
、
六
官
に
散
布
し
、
聯
ね
て
一
体
と
為
す
。
其
の
之
を
書
に
筆
す
る
や
、

或
ひ
は
事
を
一
に
す
る
も
諸
職
は
各
お
の
其
の
一
節
を
載
せ
て
以
て
互
ひ
に

相
ひ
備
へ
、
或
ひ
は
下
を
挙
げ
以
て
上
を
該
し
、
或
ひ
は
彼
に
因
り
て
以
て

此
を
見
す
。
其
の
官
を
設
け
職
を
分
く
る
の
精
意
は
、
半
ば
空
曲
交
会
の
中

に
寓
し
て
、
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
と
為
る
。
迫
り
て
之
を
求
む
れ
ば
、
誠
に

茫
然
と
し
て
其
の
端
緒
を
見
ざ
る
者
有
り
。
久
し
き
に
及
び
て
相
ひ
説
き
て

以
て
解
し
、
然
る
後
其
の
首
尾
皆
備
は
り
て
脈
絡
自
ら
相
ひ
灌
輸
す
る
を
知

る
。
故
に
其
の
徧
布
に
し
て
周
密
な
る
を
歎
ず
る
な
り⑷
。

 

（「
周
官
集
註
序
」）

『
孟
子
』
離
婁
下
の
一
節
を
引
い
て
、
夏
・
殷
・
周
の
三
代
の
禹
、
湯
、
文
、

武
と
い
う
四
人
の
聖
王
の
事
績
を
す
べ
て
兼
ね
よ
う
と
し
た
周
公
の
行
動
は
『
周

官
』
に
備
わ
っ
て
お
り
、
三
代
の
聖
王
た
ち
の
業
績
で
見
る
べ
き
も
の
は
周
官
に
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備
わ
っ
て
い
る
と
方
苞
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
周
官
』
が
単
に
周
代
の
官
僚

制
度
を
記
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
官
僚
制
度
が
で
き
る
背
景
、
つ
ま
り
諸
制

度
が
禹
や
湯
王
、
文
王
、
武
王
の
偉
業
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
周
代
の
官
制
に
つ
い
て
様
々
な
官
職
を
分
け
設
け

て
い
る
意
味
は
、
文
字
に
載
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
字
面
だ
け
を
追
っ
て

も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
性
急
に
追

求
し
よ
う
と
し
て
も
そ
の
端
緒
に
す
ら
た
ど
り
着
け
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
高
遠

な
事
柄
が
備
わ
っ
て
い
る
『
周
官
』
は
易
々
と
読
み
解
き
う
る
も
の
で
は
な
い
と

方
苞
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
偽
作
説

『
周
官
』
に
は
劉
歆
偽
作
説
が
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
宋
代
に
も
議
論
が

あ
っ
た
が
、
清
代
に
入
る
と
方
苞
が
再
び
論
じ
始
め
た
。『
周
官
』
は
劉
歆
が
宮

中
の
蔵
書
を
整
理
し
た
際
に
発
見
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
王
莽
が
新
王
朝
を
樹
立

し
た
時
に
学
官
に
立
て
、
王
莽
自
身
の
道
義
的
な
後
ろ
盾
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、

後
漢
以
後
、
劉
歆
に
よ
る
偽
作
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
偽
作
説
に
つ
い
て

方
苞
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

嗚
呼
、
聖
人
の
法
は
、
天
理
に
循
ひ
て
之
を
達
す
る
所
以
な
り
。
聖
人
の
経

は
、
天
心
を
伝
へ
て
之
を
播
く
所
以
な
り
。
乃
ち
理
に
悖
り
天
に
逆
ふ
の
語

の
混
淆
す
る
所
と
為
り
、
二
千
余
年
に
至
り
て
弁
ず
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

歆
は
誠
に
万
世
の
罪
人
な
り
。
余
嘗
て
班
史
の
莽
の
乱
政
姦
言
に
於
い
て
、

繊
悉
遺
さ
ず
、
文
に
於
い
て
贅
を
為
す
を
病
む
。
然
れ
ど
も
『
周
官
』
の
歆

の
偽
乱
す
る
所
と
為
る
は
、
乃
ち
班
史
に
頼
り
て
備
に
其
の
徴
を
得
。
豈
に

聖
人
の
経
は
、
天
心
其
の
終
に
晦
か
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ず
、
既
に
蝕
む
も
復

た
明
ら
か
な
る
は
、
固
よ
り
数
其
の
間
に
存
す
る
こ
と
有
る
に
非
ず⑸
。

 

（「
周
官
弁
偽
二
」）

方
苞
は
二
千
年
に
も
わ
た
っ
て
『
周
官
』
に
つ
い
て
正
確
に
理
解
で
き
な
い
よ

う
に
し
た
劉
歆
を
「
万
世
の
罪
人
」
と
呼
ん
で
罵
っ
て
い
る
。
方
苞
は
『
周
官
』

は
周
公
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
劉
歆
が
後
に
増

し
た
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
が
偽
作
説
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
れ
を

省
け
ば
周
公
が
作
っ
た
本
来
の
『
周
官
』
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
苞
は

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
受
け
て
、
劉
歆
の
偽
作
説
を
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
劉

歆
が
加
え
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
つ
ぎ
の
よ
う
な

こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

是
の
書
の
出
づ
る
こ
と
、
千
七
百
年
。
仮
に
戦
国
、
秦
、
漢
の
人
能
く
偽
作

す
と
せ
ば
、
則
ち
冬
官
の
欠
、
後
の
文
儒
に
能
く
之
を
補
ふ
者
有
ら
ん
。
惟

だ
に
一
官
の
全
の
み
な
ら
ず
、
小
司
馬
の
欠
も
、
能
く
四
官
の
意
に
依
倣
し

以
て
之
を
補
ふ
者
有
る
か
。
其
の
補
ふ
能
は
ざ
る
所
以
は
、
何
ぞ
や
。
則
ち

事
の
理
未
だ
達
せ
ざ
る
有
り
て
、
物
の
分
未
だ
明
ら
か
な
ら
ざ
る
有
れ
ば
な

り⑹
。 

（「
読
周
官
」）

『
周
官
』
の
「
冬
官
」
は
古
く
に
失
わ
れ
て
い
る
。
方
苞
は
、
も
し
『
周
官
』

を
戦
国
、
秦
、
漢
の
人
が
偽
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
欠
落
を
補
う

こ
と
が
で
き
る
人
も
い
た
は
ず
で
あ
り
、
冬
官
全
体
だ
け
で
は
な
く
、
小
司
馬
の

欠
落
も
他
の
四
官
の
主
旨
を
模
倣
し
て
、
や
は
り
補
う
こ
と
が
で
き
た
者
が
い
た

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
を
、
補
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
周
公
が

『
周
官
』
に
示
し
た
精
神
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ

は
劉
歆
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
劉
歆
も
こ
れ
を
理
解
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、
完
全
に
『
周
官
』
と
同
じ
も
の
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
書
き
加
え
た
も
の
は
周
公
の
『
周
官
』
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、

そ
れ
を
方
苞
は
見
抜
く
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
、『
周
官
』
大
司
馬
に
つ
い
て

方
苞
に
は
『
周
官
』
の
大
司
馬
に
つ
い
て
述
べ
た
「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
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乃
陳
車
徒
如
戦
之
陳
。
皆
坐
。
群
吏
聴
誓
于
陳
前
。
斬
牲
以
左
右
徇
陳
曰

「
不
用
命
者
斬
之
」。
中
軍
以
鼙
令
鼓
。
鼓
人
皆
三
鼓
。
司
馬
振
鐸
、
群
吏
作

旗
、
車
徒
皆
作
。
鼓
行
鳴
鐲
、
車
徒
皆
行
、
及
表
乃
止
。
三
鼓
摝
鐸
、
群
吏

弊
旗
、
車
徒
皆
坐
。
又
三
鼓
、
振
鐸
作
旗
、
車
徒
皆
作
。
鼓
進
鳴
鐲
、
車
驟

徒
趨
、
及
表
乃
止
。
坐
作
如
初
。
乃
鼓
、
車
馳
徒
走
、
及
表
乃
止
。
鼓
戒
三

闋
、
車
三
発
、
徒
三
刺
。
乃
鼓
退
、
鳴
鐃
且
卻
、
及
表
乃
止
。
坐
作
如
初
。

遂
以
狩
田
、
以
旌
為
左
右
和
之
門
。
群
吏
各
帥
其
車
徒
、
以
敘
和
出
。
左
右

陳
車
徒
、
有
司
平
之
。
旗
居
卒
間
以
分
地
。
前
後
有
屯
百
步
、
有
司
巡
其
前

後
。
險
野
人
為
主
、
易
野
車
為
主
。
既
陳
、
乃
設
驅
逆
之
車
。
有
司
表
貉
于

陳
前
。
中
軍
以
鼙
令
鼓
。
鼓
人
皆
三
鼓
。
群
司
馬
振
鐸
、
車
徒
皆
作
。
遂
鼓

行
、
徒
銜
枚
而
進
。
大
獣
公
之
、
小
禽
私
之
。
獲
者
取
左
耳
。
及
所
弊
、
鼓

皆
駭
、
車
徒
皆
躁
。
徒
乃
弊
、
致
禽
饁
獣
于
郊
。
入
、
献
禽
以
享
烝
。

 

（『
周
官
』
夏
官
・
大
司
馬
）

長
文
で
あ
る
が
、
方
苞
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
の
全
文
を
挙
げ
た
。
こ
の
要
点

を
説
明
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

四
季
に
そ
れ
ぞ
れ
季
節
に
応
じ
た
軍
事
演
習
を
行
う
。
春
に
指
導
す
る
の
は

「
振
旅
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
戦
の
陣
形
と
同
様
な
形
式
で
行
う
訓
練
で
、
王
以

下
諸
侯
な
ど
の
指
揮
者
は
鼓
な
ど
を
持
ち
、
修
兵
に
下
座
、
起
立
、
前
進
後
退
、

周
り
と
の
距
離
の
間
隔
を
指
導
す
る
。
そ
し
て
春
の
「
蒐
田
」
を
行
う
。
こ
れ
は

野
焼
き
の
こ
と
で
あ
る
。
野
焼
き
を
し
な
が
ら
、
鼓
や
太
鼓
を
打
ち
、
獣
を
追
い

詰
め
る
狩
り
を
行
う
。
火
が
鎮
ま
れ
ば
野
焼
き
で
獲
た
獣
を
献
上
し
「
社
」
を
祭

る
。夏

に
は
「
茇
舎
」
の
指
導
を
行
う
。
こ
れ
は
野
戦
の
露
営
の
訓
練
で
あ
る
。
兵

車
と
衆
兵
の
整
理
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
ご
と
に
野
営
の
場
所
を
決
め
、
夜
戦
の

警
備
や
防
衛
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
夏
も
最
後
は
狩
り
を
行
う
。
そ
の

方
法
は
兵
車
を
前
進
さ
せ
獣
を
追
い
詰
め
、
そ
の
獣
を
献
上
し
「
礿
」（
宗
廟
の

夏
祭
り
）
を
行
う
。

秋
に
は
「
治
兵
」
の
訓
練
を
す
る
。
こ
れ
は
春
の
「
振
旅
」
と
同
じ
陣
形
で
あ

る
。
訓
練
の
内
容
は
春
は
鼓
な
ど
の
音
で
訓
練
を
指
揮
し
た
が
、
秋
は
王
以
下
諸

侯
た
ち
の
旗
印
を
識
別
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
狩

り
を
行
う
。
秋
は
網
に
よ
り
獣
を
獲
、
そ
の
獣
を
献
上
し
て
「
祊
」（
四
方
の
神
）

を
祭
る
。

冬
に
行
わ
れ
る
の
は
大
規
模
な
演
習
で
あ
る
。
具
体
的
な
内
容
は
後
述
し
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
言
及
は
控
え
る
が
、
春
、
夏
、
秋
と
訓
練
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
、
方
苞
の
『
周
官
』
大
司
馬
論

前
節
で
『
周
官
』
夏
官
大
司
馬
の
本
文
の
内
容
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
方
苞

が
こ
の
大
司
馬
の
文
章
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

探
っ
て
い
き
た
い
。

（
1
）
方
苞
に
お
け
る
「
大
司
馬
」

方
苞
が
記
し
た
「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。

聖
人
の
政
、
万
物
の
理
を
尽
く
し
て
過
ご
さ
ざ
る
は
、
惟
だ
に
其
れ
大
な
る

の
み
、
惟
れ
其
れ
細
な
れ
ば
な
り
。
聖
人
の
文
、
万
事
の
情
を
尽
く
し
て
遺

す
無
き
は
、
其
の
詳
を
以
て
せ
ず
、
其
の
略
を
以
て
す
。
周
公
五
官
の
典
皆

然
り
て
、
大
司
馬
四
時
の
田
法
は
、
尤
も
其
の
顕
著
な
る
も
の
な
り⑽
。

 

（「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」）

ま
ず
聖
人
が
建
て
た
「
政
」
と
書
き
残
し
た
「
文
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

聖
人
の
政
治
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
が
万
物
の
理
を
尽
く
し
て
い
る
の
は
、
大

き
な
と
こ
ろ
だ
け
な
く
、
細
か
な
と
こ
ま
で
尽
く
し
て
い
る
。
聖
人
の
文
章
に
つ

い
て
は
、
余
す
こ
と
な
く
万
物
の
情
を
尽
く
し
て
い
る
の
は
、
省
略
し
て
い
る
と
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後
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
の
『
周
官
』
に
対
す
る
考
え
を
探
っ
て

い
き
た
い
。

（
1
）
大
司
馬
と
は

こ
の
文
章
で
方
苞
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
『
周
官
』
夏
官
の
大
司
馬
の
記
述

で
あ
る
。『
周
官
』
に
は
天
官
、
地
官
、
春
官
、
夏
官
、
秋
官
、
冬
官
の
六
官
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
政
、
教
育
、
礼
制
、
軍
政
、
刑
罸
、
土
木
工
作
を
担
当
す
る
。

軍
政
を
掌
る
夏
官
は
司
馬
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
長
官
が
大
司
馬
で
あ
る
。

大
司
馬
の
職
掌
に
つ
い
て
『
周
官
』
に
は
「
大
司
馬
の
職
は
、
邦
国
の
九
法
を

建
て
て
、
以
て
王
を
佐
け
て
邦
国
を
平
ら
か
に
す
る
を
掌⑺
」
り
「
九
伐
の
法
を
以

て
邦
国
を
正
す⑻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
九
つ
の
法
を
打
ち
建
て
て
王
を
補

佐
し
国
を
統
制
し
、
王
命
に
従
わ
ぬ
諸
侯
を
九
伐
の
法
に
よ
り
征
討
す
る
の
で
あ

る
。
前
者
の
九
法
は
邦
国
内
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
法
で
あ
り
、
例
え
ば
「
畿
を

制
し
て
国
を
封
じ
、
以
て
邦
国
を
正
す
」
と
い
っ
た
諸
侯
の
封
域
を
制
定
す
る
も

の
、「
軍
を
制
し
て
禁
を
詰
し
、
以
て
邦
国
を
糾
す
」
と
い
っ
た
軍
に
よ
る
問
題

の
究
明
や
、「
郷
民
を
簡
稽
し
、
以
て
邦
国
を
用
う
」
と
い
っ
た
、
人
民
の
数
を

把
握
し
有
事
の
際
に
動
員
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
九

伐
の
法
こ
そ
は
司
馬
の
職
掌
が
軍
政
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
九
伐
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

九
伐
の
法
を
以
て
邦
国
を
正
す
。
弱
き
馮
ぎ
を
寡
き
を
犯
さ
ば
、
則
ち
之
を

眚
す
。
賢
き
を
賊
い
民
を
害
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
伐
つ
。
内
に
暴
し
外
に
凌

げ
ば
、
則
ち
之
を
壇
す
。
野
荒
し
民
散
ず
れ
ば
、
則
ち
之
を
削
る
。
固
を
負

み
て
服
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
を
侵
す
。
其
の
親
を
賊
殺
す
れ
ば
、
則
ち
之
を

正
す
。
其
の
君
を
放
弑
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
残
す
。
令
を
犯
し
政
を
陵
げ
ば
、

則
ち
之
を
杜
ぐ
。
外
内
乱
れ
、
鳥
獣
行
れ
ば
、
則
ち
之
を
滅
ぼ
す⑼
。

 

（『
周
官
』
夏
官
・
大
司
馬
）

こ
の
九
伐
の
法
は
、
秩
序
を
乱
し
た
諸
侯
や
臣
下
に
対
し
て
軍
事
的
制
裁
を
加

え
る
も
の
で
、
例
え
ば
二
つ
目
の
「
賢
き
を
賊
い
民
を
害
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
伐

つ
」
と
は
、
賢
者
や
人
民
を
殺
す
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
討
伐
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
ま
た
五
つ
目
の
「
固
を
負
み
て
服
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
を
侵
す
」

は
、
国
法
に
服
し
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
兵
を
派
遣
し
て
国
境
に
侵
入
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
七
つ
目
の
「
其
の
君
を
放
弑
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
残
す
」
と
は
、

臣
下
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
国
君
を
放
逐
し
た
り
殺
害
す
る
者
が
あ
れ
ば
そ
の
者

を
残
滅
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
武
力
に
よ
っ
て
王
の
統
治
を
助

け
る
の
が
大
司
馬
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

（
2
）
大
司
馬
に
描
か
れ
て
い
る
軍
事
演
習

こ
の
大
司
馬
に
つ
い
て
方
苞
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
前
節
で
と
り
あ
げ
た

冒
頭
部
に
続
く
箇
所
で
、
大
司
馬
の
具
体
的
な
職
務
で
あ
る
軍
事
演
習
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
春
教
振
旅
、
司
馬
以
旗
致
民
。
平
列
陳
、
如
戦
之
陳
。
弁
鼓
鐸
鐲
鐃
之
用
。

王
執
路
鼓
。
諸
侯
執
賁
鼓
。
軍
将
執
晋
鼓
。
師
帥
執
提
。
旅
帥
執
鼙
。
卒
長

執
鐃
。
両
司
馬
執
鐸
。
公
司
馬
執
鐲
。
以
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之

節
。
遂
以
搜
田
、
有
司
表
貉
、
誓
民
、
鼓
遂
圍
禁
。
火
弊
献
禽
以
祭
社
。

中
夏
教
茇
舍
。
如
振
旅
之
陳
。
群
吏
撰
車
徒
、
読
書
契
、
弁
号
名
之
用
。
帥

以
門
名
、
縣
鄙
各
以
其
名
、
家
以
号
名
、
郷
以
州
名
、
野
以
邑
名
。
百
官
各

象
其
事
、
以
弁
軍
之
夜
事
。
其
他
皆
如
振
旅
。
遂
以
苗
田
如
搜
之
法
、
車
弊
、

献
禽
以
享
礿
。

中
秋
教
治
兵
。
如
振
旅
之
陳
。
弁
旗
物
之
用
。
王
載
大
常
。
諸
侯
載
旗
。
軍

吏
載
旗
。
師
都
載
旃
。
郷
家
載
物
。
郊
野
載
旐
。
百
官
載
旟
。
各
書
其
事
与

其
号
焉
。
其
他
皆
如
振
旅
。
遂
以
獼
田
。
如
搜
之
法
。
羅
弊
、
致
禽
以
祀
祊
。

中
冬
教
大
閲
。
前
期
、
群
吏
戒
衆
庶
、
修
戦
法
。
虞
人
萊
所
田
之
野
、
為
表
、

百
步
則
一
。
為
三
表
、
又
五
十
步
為
一
表
。
田
之
日
、
司
馬
建
旗
于
後
表
之

中
。
群
吏
以
旗
物
鼓
鐸
鐲
鐃
、
各
帥
其
民
而
致
。
質
明
、
弊
旗
誅
後
至
者
。
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乃
陳
車
徒
如
戦
之
陳
。
皆
坐
。
群
吏
聴
誓
于
陳
前
。
斬
牲
以
左
右
徇
陳
曰

「
不
用
命
者
斬
之
」。
中
軍
以
鼙
令
鼓
。
鼓
人
皆
三
鼓
。
司
馬
振
鐸
、
群
吏
作

旗
、
車
徒
皆
作
。
鼓
行
鳴
鐲
、
車
徒
皆
行
、
及
表
乃
止
。
三
鼓
摝
鐸
、
群
吏

弊
旗
、
車
徒
皆
坐
。
又
三
鼓
、
振
鐸
作
旗
、
車
徒
皆
作
。
鼓
進
鳴
鐲
、
車
驟

徒
趨
、
及
表
乃
止
。
坐
作
如
初
。
乃
鼓
、
車
馳
徒
走
、
及
表
乃
止
。
鼓
戒
三

闋
、
車
三
発
、
徒
三
刺
。
乃
鼓
退
、
鳴
鐃
且
卻
、
及
表
乃
止
。
坐
作
如
初
。

遂
以
狩
田
、
以
旌
為
左
右
和
之
門
。
群
吏
各
帥
其
車
徒
、
以
敘
和
出
。
左
右

陳
車
徒
、
有
司
平
之
。
旗
居
卒
間
以
分
地
。
前
後
有
屯
百
步
、
有
司
巡
其
前

後
。
險
野
人
為
主
、
易
野
車
為
主
。
既
陳
、
乃
設
驅
逆
之
車
。
有
司
表
貉
于

陳
前
。
中
軍
以
鼙
令
鼓
。
鼓
人
皆
三
鼓
。
群
司
馬
振
鐸
、
車
徒
皆
作
。
遂
鼓

行
、
徒
銜
枚
而
進
。
大
獣
公
之
、
小
禽
私
之
。
獲
者
取
左
耳
。
及
所
弊
、
鼓

皆
駭
、
車
徒
皆
躁
。
徒
乃
弊
、
致
禽
饁
獣
于
郊
。
入
、
献
禽
以
享
烝
。

 

（『
周
官
』
夏
官
・
大
司
馬
）

長
文
で
あ
る
が
、
方
苞
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
の
全
文
を
挙
げ
た
。
こ
の
要
点

を
説
明
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

四
季
に
そ
れ
ぞ
れ
季
節
に
応
じ
た
軍
事
演
習
を
行
う
。
春
に
指
導
す
る
の
は

「
振
旅
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
戦
の
陣
形
と
同
様
な
形
式
で
行
う
訓
練
で
、
王
以

下
諸
侯
な
ど
の
指
揮
者
は
鼓
な
ど
を
持
ち
、
修
兵
に
下
座
、
起
立
、
前
進
後
退
、

周
り
と
の
距
離
の
間
隔
を
指
導
す
る
。
そ
し
て
春
の
「
蒐
田
」
を
行
う
。
こ
れ
は

野
焼
き
の
こ
と
で
あ
る
。
野
焼
き
を
し
な
が
ら
、
鼓
や
太
鼓
を
打
ち
、
獣
を
追
い

詰
め
る
狩
り
を
行
う
。
火
が
鎮
ま
れ
ば
野
焼
き
で
獲
た
獣
を
献
上
し
「
社
」
を
祭

る
。夏

に
は
「
茇
舎
」
の
指
導
を
行
う
。
こ
れ
は
野
戦
の
露
営
の
訓
練
で
あ
る
。
兵

車
と
衆
兵
の
整
理
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
ご
と
に
野
営
の
場
所
を
決
め
、
夜
戦
の

警
備
や
防
衛
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。
夏
も
最
後
は
狩
り
を
行
う
。
そ
の

方
法
は
兵
車
を
前
進
さ
せ
獣
を
追
い
詰
め
、
そ
の
獣
を
献
上
し
「
礿
」（
宗
廟
の

夏
祭
り
）
を
行
う
。

秋
に
は
「
治
兵
」
の
訓
練
を
す
る
。
こ
れ
は
春
の
「
振
旅
」
と
同
じ
陣
形
で
あ

る
。
訓
練
の
内
容
は
春
は
鼓
な
ど
の
音
で
訓
練
を
指
揮
し
た
が
、
秋
は
王
以
下
諸

侯
た
ち
の
旗
印
を
識
別
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
狩

り
を
行
う
。
秋
は
網
に
よ
り
獣
を
獲
、
そ
の
獣
を
献
上
し
て
「
祊
」（
四
方
の
神
）

を
祭
る
。

冬
に
行
わ
れ
る
の
は
大
規
模
な
演
習
で
あ
る
。
具
体
的
な
内
容
は
後
述
し
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
言
及
は
控
え
る
が
、
春
、
夏
、
秋
と
訓
練
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
、
方
苞
の
『
周
官
』
大
司
馬
論

前
節
で
『
周
官
』
夏
官
大
司
馬
の
本
文
の
内
容
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
方
苞

が
こ
の
大
司
馬
の
文
章
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

探
っ
て
い
き
た
い
。

（
1
）
方
苞
に
お
け
る
「
大
司
馬
」

方
苞
が
記
し
た
「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。

聖
人
の
政
、
万
物
の
理
を
尽
く
し
て
過
ご
さ
ざ
る
は
、
惟
だ
に
其
れ
大
な
る

の
み
、
惟
れ
其
れ
細
な
れ
ば
な
り
。
聖
人
の
文
、
万
事
の
情
を
尽
く
し
て
遺

す
無
き
は
、
其
の
詳
を
以
て
せ
ず
、
其
の
略
を
以
て
す
。
周
公
五
官
の
典
皆

然
り
て
、
大
司
馬
四
時
の
田
法
は
、
尤
も
其
の
顕
著
な
る
も
の
な
り⑽
。

 

（「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」）

ま
ず
聖
人
が
建
て
た
「
政
」
と
書
き
残
し
た
「
文
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

聖
人
の
政
治
に
つ
い
て
は
、
そ
の
政
治
が
万
物
の
理
を
尽
く
し
て
い
る
の
は
、
大

き
な
と
こ
ろ
だ
け
な
く
、
細
か
な
と
こ
ま
で
尽
く
し
て
い
る
。
聖
人
の
文
章
に
つ

い
て
は
、
余
す
こ
と
な
く
万
物
の
情
を
尽
く
し
て
い
る
の
は
、
省
略
し
て
い
る
と
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く
。
鼓
人
が
ま
た
三
回
鼓
を
打
ち
、
司
馬
が
鐸
を
鳴
ら
す
と
、
全
部
隊
は
立
ち
上

が
っ
て
前
進
し
、
次
の
目
標
ま
で
進
む
と
立
ち
止
ま
る
。
立
ち
上
が
っ
た
り
跪
い

た
り
す
る
の
は
前
回
同
様
に
行
う
。）」（
二
重
傍
線
部
）
に
関
し
て
、
そ
の
大
要

を
述
べ
て
い
る
の
が
春
の
「
教
坐
作
・
進
退
・
疾
徐
・
疏
数
の
節
を
教
う
。（
部

隊
の
立
ち
上
が
っ
た
り
跪
い
た
り
す
る
こ
と
、
前
進
後
退
、
距
離
の
疎
密
遠
近
に

つ
い
て
指
導
す
る
）」（
二
重
傍
線
部
）
に
該
当
す
る
。

最
後
の
「
旌
も
以
て
左
右
和
の
門
と
為
す
。
群
吏
は
各
お
の
其
の
車
徒
を
帥

い
、
以
て
敘
し
て
和
よ
り
出
づ
。
左
右
車
徒
を
陣
し
、
有
司
之
を
平
ら
か
に
す
。

旗
は
卒
の
間
に
居
り
以
て
地
を
分
か
つ
。
前
後
に
屯
有
る
こ
と
百
步
、
有
司
は
其

の
前
後
を
巡
る
。
險
野
は
人
を
主
と
為
し
、
易
野
は
車
を
主
と
為
す
。
既
に
陳
し

て
、
乃
ち
驅
逆
の
車
を
設
く
。
有
司
陣
の
前
に
表
貉
す
。
中
軍
鼙
を
以
て
鼓
を
令

す
。
鼓
人
皆
三
鼓
す
。
群
司
馬
鐸
を
振
り
、
車
徒
皆
作
る
。
遂
に
鼓
行
し
、
徒
枚

を
銜
ん
で
進
む
。
大
獣
は
之
を
公
に
し
、
小
禽
は
之
を
私
に
す
。
獲
る
者
は
左
耳

を
取
る
。
弊
す
る
所
に
及
ん
で
、
鼓
皆
駭
し
、
車
徒
皆
躁
す
。（
旗
を
立
て
て
左

右
の
門
を
作
る
。
群
吏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
を
率
い
、
軍
律
に
従
っ
て
そ
の
門
を

出
入
す
る
。
車
両
部
隊
と
歩
兵
部
隊
を
左
右
の
二
つ
に
分
け
て
陣
形
に
並
べ
、
有

司
は
そ
の
行
列
を
整
え
る
。
卒
の
間
ご
と
に
旗
を
立
て
地
区
を
区
分
す
る
。
前
後

に
駐
屯
す
る
部
隊
の
間
隔
は
百
歩
で
、
有
司
は
そ
の
前
後
を
巡
回
す
る
。
険
し
い

地
形
の
と
こ
ろ
で
は
歩
兵
部
隊
を
先
に
し
車
両
部
隊
を
後
に
し
、
平
ら
か
な
地
形

の
と
こ
ろ
で
は
車
両
部
隊
を
前
に
し
歩
兵
部
隊
を
後
に
す
る
。
陣
の
準
備
が
整
う

と
、
獣
を
狩
る
車
両
を
設
置
す
る
。
有
司
は
陣
の
前
に
立
っ
て
、
表
貉
の
祭
り
を

行
う
。
中
軍
の
将
が
鼙
鼓
を
鳴
ら
し
号
令
を
か
け
る
と
、
鼓
人
は
鼓
を
三
回
鳴
ら

す
。
司
馬
は
鐸
を
振
り
鳴
ら
し
、
全
部
隊
は
皆
立
ち
上
が
る
。
鼓
を
鳴
ら
し
前
進

を
命
令
す
る
と
、
全
員
口
に
棒
を
咥
え
て
音
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
前
進
す

る
。
大
き
な
獣
を
捕
獲
し
た
時
は
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
小
さ
な
禽
の
場

合
は
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
獣
を
捕
獲
し
た
も
の
は
左
耳
を
切
り

取
っ
て
お
く
。
最
終
目
的
地
に
達
す
る
と
、
鼓
を
す
べ
て
打
ち
鳴
ら
し
、
全
部
隊

の
兵
士
は
皆
大
声
を
上
げ
る
。）」（
破
線
部
）
は
「
表
貉
し
、
民
に
誓
い
、
鼓
し

て
遂
に
禁
を
圍
む
。（
表
を
立
て
て
貉
祭
を
執
り
行
い
、
演
習
に
参
加
す
る
民
衆

に
対
し
て
誓
い
を
立
て
、
狩
り
を
行
う
。）」（
破
線
部
）
に
該
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
方
苞
は
、
春
の
演
習
に
関
す
る
記
載
は
、
冬
の
演
習
の
大
要
を
述

べ
た
も
の
と
し
て
い
た
。

（
3
）
省
略
の
意
味

で
は
ど
う
し
て
冬
の
大
演
習
の
記
載
を
敢
え
て
省
略
し
て
記
す
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
方
苞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

戦
法
・
田
法
の
詳
、
冬
狩
に
至
り
て
始
め
て
見
ゆ
る
は
、
各
お
の
其
の
地
に

修
む
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
築
場
納
稼
の
後
を
待
ち
、
乃
ち
車
徒
を
徧

簡
し
て
、
人
蓄
・
旗
物
・
軍
器
を
稽
す
べ
し
。
三
時
に
行
へ
ば
、
則
ち
農
功

を
奪
ひ
て
地
の
以
て
車
馬
を
陣
す
る
無
し
。
夜
事
を
仲
夏
に
弁
ず
る
は
、
人

は
露
処
し
て
衣
装
約
す
る
べ
け
れ
ば
な
り
。「
茇
舎
」
に
於
い
て
特
に
「
弁

軍
之
夜
事
」
を
挙
ぐ
る
は
、
則
ち
「
以
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之
節
」

を
知
り
、
三
時
に
通
ず
れ
ば
な
り⑿
。�

（「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」）

問
題
な
の
は
演
習
を
行
う
場
所
で
あ
っ
た
。
春
夏
秋
に
演
習
を
行
え
ば
、
人
々

が
耕
し
作
物
を
育
て
て
い
る
田
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
車
両
部
隊
や
歩

兵
部
隊
を
陣
形
通
り
に
隊
列
さ
せ
る
場
所
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
春
夏
秋

は
農
作
業
の
状
況
に
よ
り
部
隊
を
簡
素
化
し
行
っ
て
い
る
。

演
習
の
具
体
的
な
戦
術
を
冬
の
箇
所
で
示
し
て
い
る
の
は
、
春
夏
秋
冬
の
春
、

夏
、
秋
の
演
習
は
小
規
模
な
も
の
に
し
、
冬
に
大
々
的
な
演
習
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
「
聖
人
の
政
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
略
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
お
り
、

こ
の
表
現
が
「
聖
人
の
文
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
ろ
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
周
公
が
記
し
た
五
官
（
天

官
、
地
官
、
春
官
、
夏
官
、
秋
官
）
の
典
、
つ
ま
り
『
周
官
』
も
細
部
に
至
る
ま

で
理
を
尽
く
し
て
い
る
し
、
省
略
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
情
を
尽
く
し
て
い
る
と

考
え
て
い
た
。『
周
官
』
は
特
異
な
文
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
内
容
ば
か
り
で
な

く
そ
の
文
体
そ
の
も
の
に
も
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
大
司
馬
に
お
け
る
「
略
」

方
苞
に
と
っ
て
『
周
官
』
は
、
聖
人
の
政
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
聖
人
の
文

に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
独
特
な
文
体
で
記
さ
れ
て
い

る
の
が
『
周
官
』
な
の
で
あ
る
。
方
苞
は
大
司
馬
の
中
で
も
後
半
の
春
夏
秋
冬
の

そ
れ
ぞ
れ
の
演
習
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
箇
所
が
そ
の
独
特
な
表
記
方
法
に
あ
た

る
と
し
て
い
た
。

田
法
・
戦
法
は
、
冬
に
は
其
の
目
を
詳
し
く
し
て
春
に
は
其
の
綱
を
挙
ぐ
。

仲
冬
大
閲
、「
司
馬
建
旗
於
後
表
之
中
」
よ
り
「
不
用
命
者
斬
之
」
に
至
る

ま
で
は
、
即
ち
春
蒐
の
「
以
旗
致
民
、
平
列
陳
、
如
戦
之
陳
」
な
り
。「
中

軍
以
鼙
令
鼓
」
よ
り
「
鳴
鐃
且
卻
、
坐
作
如
初
」
に
至
る
ま
で
は
、
即
ち
春

蒐
の
所
「
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之
節
」
な
り
。「
以
旌
為
左
右
和

之
門
」
よ
り
「
車
徒
皆
譟
」
に
至
る
ま
で
は
、
即
ち
春
蒐
の
「
表
貉
，
誓
民
、

鼓
、
遂
圍
禁
」
な
り
。
四
時
同
じ
く
す
る
所
に
し
て
、
冬
に
乃
ち
之
を
出
す
。

則
ち
三
時
に
は
専
ら
其
の
一
を
弁
じ
て
、
大
閲
は
備
さ
に
挙
げ
て
、
其
の
全
、

具
さ
に
見
ゆ
。
使
し
晩
周
、
秦
、
漢
の
人
を
以
て
之
を
籍
せ
し
め
ば
、
則
ち

其
の
文
を
倍
に
す
る
も
の
、
尚
ほ
以
て
其
の
事
を
詳
ら
か
に
す
る
に
足
ら
ざ

ら
ん
。
経
は
則
ち
略
挙
互
に
備
へ
、
括
尽
し
て
遺
す
こ
と
無
し
。
是
れ
を
之

れ
聖
人
の
文
と
謂
ふ
な
り⑾
。 

（「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」）

冬
に
目
を
、
春
に
綱
を
挙
げ
る
と
い
う
の
は
、
春
に
は
大
要
を
示
し
、
冬
に
そ

の
細
目
を
の
べ
る
と
い
う
こ
と
で
、
春
の
演
習
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
箇
所
で
は

大
ま
か
に
述
べ
、
冬
の
大
演
習
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
具
体
的
に
記
し
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
前
章
で
引
用
し
て
い
る
『
周
官
』
冬
の

大
演
習
の
「
司
馬
は
旗
を
後
表
の
中
に
建
つ
。
群
吏
は
旗
物
鼓
鐸
鐲
鐃
を
以
て
、

各
お
の
其
の
民
を
帥
い
て
致
す
。
質
明
に
、
旗
を
弊
し
後
至
の
者
を
誅
す
。
乃
ち

車
徒
を
陳
す
る
こ
と
戦
の
陳
の
如
し
。
皆
坐
す
。
群
吏
誓
を
陳
前
に
聴
く
。
牲
を

斬
り
以
て
左
右
陣
に
徇
え
て
曰
は
く
『
命
を
用
い
ざ
る
者
は
之
を
斬
ら
ん
』
と
。

（
司
馬
は
旗
を
前
後
の
表
識
の
間
に
建
て
る
。
群
吏
は
旗
物
・
鼓
鐸
・
鐲
鐃
を
携

帯
し
、
そ
れ
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
民
衆
を
統
率
す
る
。
夜

が
明
け
る
と
、
旗
を
倒
し
て
、
遅
れ
て
来
た
者
を
罰
す
る
。
実
際
の
戦
の
よ
う
に

車
両
部
隊
を
整
列
さ
せ
、
全
員
を
座
ら
せ
る
。
群
吏
は
そ
れ
ぞ
れ
部
隊
の
前
で
訓

戒
の
言
葉
を
聞
く
。
生
贄
を
殺
し
、
部
隊
全
員
に
『
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
斬
る
』

と
檄
す
る
）」（
傍
線
部
）
は
春
の
「
旗
を
以
て
民
を
致
す
。
平
し
く
陳
を
列
す
る

こ
と
、
戦
の
陳
の
如
し
。（
旗
を
立
て
て
民
衆
を
召
集
す
る
。
そ
し
て
そ
の
隊
列

の
編
成
は
、
実
際
の
戦
の
陣
形
と
同
様
で
あ
る
。）」（
傍
線
部
）
に
該
当
す
る
と

し
て
い
る
。
春
の
箇
所
で
は
旗
を
用
い
て
衆
兵
の
統
率
を
図
り
、
実
戦
の
陣
形
に

整
列
さ
せ
る
こ
と
の
み
を
記
し
て
い
る
が
、
冬
の
箇
所
で
は
、
旗
を
立
て
る
場
所

や
、
夜
明
け
に
旗
を
倒
す
こ
と
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

ま
た
同
様
に
、
冬
の
「
中
軍
鼙
を
以
て
鼓
を
令
す
。
鼓
人
皆
三
鼓
す
。
司
馬
鐸

を
振
り
、
群
吏
旗
を
作
し
、
車
徒
皆
作
る
。
鼓
行
し
て
鐲
を
鳴
ら
さ
ば
、
車
徒
皆

行
き
、
表
に
及
ん
で
乃
ち
止
ま
る
。
三
鼓
し
て
鐸
を
摝
さ
ば
、
群
吏
旗
を
弊
し
、

車
徒
皆
坐
す
。
又
三
鼓
し
て
、
鐸
を
振
り
旗
を
作
し
、
車
徒
皆
作
る
。
鼓
進
し
て

鐲
を
鳴
ら
さ
ば
、
車
驟
り
徒
趨
り
、
表
に
及
ん
で
乃
ち
止
ま
る
。
坐
作
初
め
の
如

し
。（
中
軍
の
将
が
鼙
鼓
を
使
っ
て
号
令
を
か
け
る
。
そ
う
す
れ
ば
鼓
人
は
皆
三

回
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
そ
れ
を
聞
き
司
馬
は
鐸
を
振
り
、
そ
し
て
群
吏
は
旗
を
起

こ
し
、
車
徒
は
皆
立
ち
上
が
る
。
鼓
人
が
鼓
を
打
ち
伍
長
が
鐲
を
鳴
ら
す
と
、
車

両
部
隊
と
歩
兵
部
隊
は
前
進
し
、
目
標
の
と
こ
ろ
で
止
ま
る
。
鼓
人
が
鼓
を
三
回

打
ち
、
司
馬
が
鐸
を
振
り
鳴
ら
せ
ば
、
群
吏
は
旗
を
倒
し
、
す
べ
て
の
部
隊
は
跪
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く
。
鼓
人
が
ま
た
三
回
鼓
を
打
ち
、
司
馬
が
鐸
を
鳴
ら
す
と
、
全
部
隊
は
立
ち
上

が
っ
て
前
進
し
、
次
の
目
標
ま
で
進
む
と
立
ち
止
ま
る
。
立
ち
上
が
っ
た
り
跪
い

た
り
す
る
の
は
前
回
同
様
に
行
う
。）」（
二
重
傍
線
部
）
に
関
し
て
、
そ
の
大
要

を
述
べ
て
い
る
の
が
春
の
「
教
坐
作
・
進
退
・
疾
徐
・
疏
数
の
節
を
教
う
。（
部

隊
の
立
ち
上
が
っ
た
り
跪
い
た
り
す
る
こ
と
、
前
進
後
退
、
距
離
の
疎
密
遠
近
に

つ
い
て
指
導
す
る
）」（
二
重
傍
線
部
）
に
該
当
す
る
。

最
後
の
「
旌
も
以
て
左
右
和
の
門
と
為
す
。
群
吏
は
各
お
の
其
の
車
徒
を
帥

い
、
以
て
敘
し
て
和
よ
り
出
づ
。
左
右
車
徒
を
陣
し
、
有
司
之
を
平
ら
か
に
す
。

旗
は
卒
の
間
に
居
り
以
て
地
を
分
か
つ
。
前
後
に
屯
有
る
こ
と
百
步
、
有
司
は
其

の
前
後
を
巡
る
。
險
野
は
人
を
主
と
為
し
、
易
野
は
車
を
主
と
為
す
。
既
に
陳
し

て
、
乃
ち
驅
逆
の
車
を
設
く
。
有
司
陣
の
前
に
表
貉
す
。
中
軍
鼙
を
以
て
鼓
を
令

す
。
鼓
人
皆
三
鼓
す
。
群
司
馬
鐸
を
振
り
、
車
徒
皆
作
る
。
遂
に
鼓
行
し
、
徒
枚

を
銜
ん
で
進
む
。
大
獣
は
之
を
公
に
し
、
小
禽
は
之
を
私
に
す
。
獲
る
者
は
左
耳

を
取
る
。
弊
す
る
所
に
及
ん
で
、
鼓
皆
駭
し
、
車
徒
皆
躁
す
。（
旗
を
立
て
て
左

右
の
門
を
作
る
。
群
吏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
を
率
い
、
軍
律
に
従
っ
て
そ
の
門
を

出
入
す
る
。
車
両
部
隊
と
歩
兵
部
隊
を
左
右
の
二
つ
に
分
け
て
陣
形
に
並
べ
、
有

司
は
そ
の
行
列
を
整
え
る
。
卒
の
間
ご
と
に
旗
を
立
て
地
区
を
区
分
す
る
。
前
後

に
駐
屯
す
る
部
隊
の
間
隔
は
百
歩
で
、
有
司
は
そ
の
前
後
を
巡
回
す
る
。
険
し
い

地
形
の
と
こ
ろ
で
は
歩
兵
部
隊
を
先
に
し
車
両
部
隊
を
後
に
し
、
平
ら
か
な
地
形

の
と
こ
ろ
で
は
車
両
部
隊
を
前
に
し
歩
兵
部
隊
を
後
に
す
る
。
陣
の
準
備
が
整
う

と
、
獣
を
狩
る
車
両
を
設
置
す
る
。
有
司
は
陣
の
前
に
立
っ
て
、
表
貉
の
祭
り
を

行
う
。
中
軍
の
将
が
鼙
鼓
を
鳴
ら
し
号
令
を
か
け
る
と
、
鼓
人
は
鼓
を
三
回
鳴
ら

す
。
司
馬
は
鐸
を
振
り
鳴
ら
し
、
全
部
隊
は
皆
立
ち
上
が
る
。
鼓
を
鳴
ら
し
前
進

を
命
令
す
る
と
、
全
員
口
に
棒
を
咥
え
て
音
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
前
進
す

る
。
大
き
な
獣
を
捕
獲
し
た
時
は
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
小
さ
な
禽
の
場

合
は
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
獣
を
捕
獲
し
た
も
の
は
左
耳
を
切
り

取
っ
て
お
く
。
最
終
目
的
地
に
達
す
る
と
、
鼓
を
す
べ
て
打
ち
鳴
ら
し
、
全
部
隊

の
兵
士
は
皆
大
声
を
上
げ
る
。）」（
破
線
部
）
は
「
表
貉
し
、
民
に
誓
い
、
鼓
し

て
遂
に
禁
を
圍
む
。（
表
を
立
て
て
貉
祭
を
執
り
行
い
、
演
習
に
参
加
す
る
民
衆

に
対
し
て
誓
い
を
立
て
、
狩
り
を
行
う
。）」（
破
線
部
）
に
該
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
方
苞
は
、
春
の
演
習
に
関
す
る
記
載
は
、
冬
の
演
習
の
大
要
を
述

べ
た
も
の
と
し
て
い
た
。

（
3
）
省
略
の
意
味

で
は
ど
う
し
て
冬
の
大
演
習
の
記
載
を
敢
え
て
省
略
し
て
記
す
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
方
苞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

戦
法
・
田
法
の
詳
、
冬
狩
に
至
り
て
始
め
て
見
ゆ
る
は
、
各
お
の
其
の
地
に

修
む
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
築
場
納
稼
の
後
を
待
ち
、
乃
ち
車
徒
を
徧

簡
し
て
、
人
蓄
・
旗
物
・
軍
器
を
稽
す
べ
し
。
三
時
に
行
へ
ば
、
則
ち
農
功

を
奪
ひ
て
地
の
以
て
車
馬
を
陣
す
る
無
し
。
夜
事
を
仲
夏
に
弁
ず
る
は
、
人

は
露
処
し
て
衣
装
約
す
る
べ
け
れ
ば
な
り
。「
茇
舎
」
に
於
い
て
特
に
「
弁

軍
之
夜
事
」
を
挙
ぐ
る
は
、
則
ち
「
以
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之
節
」

を
知
り
、
三
時
に
通
ず
れ
ば
な
り⑿
。�

（「
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
」）

問
題
な
の
は
演
習
を
行
う
場
所
で
あ
っ
た
。
春
夏
秋
に
演
習
を
行
え
ば
、
人
々

が
耕
し
作
物
を
育
て
て
い
る
田
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
車
両
部
隊
や
歩

兵
部
隊
を
陣
形
通
り
に
隊
列
さ
せ
る
場
所
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
春
夏
秋

は
農
作
業
の
状
況
に
よ
り
部
隊
を
簡
素
化
し
行
っ
て
い
る
。

演
習
の
具
体
的
な
戦
術
を
冬
の
箇
所
で
示
し
て
い
る
の
は
、
春
夏
秋
冬
の
春
、

夏
、
秋
の
演
習
は
小
規
模
な
も
の
に
し
、
冬
に
大
々
的
な
演
習
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
「
聖
人
の
政
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
略
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
お
り
、

こ
の
表
現
が
「
聖
人
の
文
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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「
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
」
と
い
う
の
は
、「
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
所
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
意
図
的
に
省
略
す
る
こ
と
に
こ
そ
聖
人
の
本
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
方
苞
が
考
え
た
『
周
官
』
の
筆
法
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
第
四
章
で
見
た
の
は
、『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
の
「
略
」
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
。
春
夏
秋
冬
の
軍
事
演
習
に
関
し
て
、
春
・
夏
・
秋
の
演
習
は
小
規
模
で

あ
る
た
め
省
略
し
て
記
し
、
冬
の
演
習
は
三
時
の
演
習
を
踏
ま
え
た
大
規
模
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
方
苞
が
考
え
た
『
周
官
』
の
筆

法
に
当
て
は
め
る
と
、
省
略
し
た
三
時
の
演
習
は
小
規
模
で
あ
っ
た
が
、
大
規
模

に
行
え
ば
作
物
を
植
え
て
い
る
田
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
農
稼
を
奪
う

こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
大
司
馬
の
文
中
に
は
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
民
衆
の
生
活
を
慮
る
聖
人
の
思
い
が
こ
の
文
章
に
は
込
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
こ
の
「
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
」
に
込
め
ら
れ
た
「
義
理
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

（
3
）
義
法
と
い
う
文
章
理
論

方
苞
に
は
文
章
創
作
の
理
論
と
し
て
義
法
と
い
う
も
の
を
唱
え
て
い
た
。
そ
し

て
こ
れ
は
桐
城
学
派
に
受
け
継
が
れ
、
清
末
ま
で
続
く
有
力
な
一
つ
の
文
学
思
潮

と
な
っ
た
。
方
苞
は
こ
の
義
法
に
つ
い
て
「
又
書
貨
殖
伝
後
」
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

春
秋
の
義
法
を
制
す
る
は
、
太
史
公
之
を
発
し
て
よ
り
し
て
、
後
の
文
に
深

き
者
も
亦
た
焉
れ
を
具
ふ
。
義
は
即
ち
『
易
』
の
所
謂
、「
言
に
は
物
有
る
」

な
り
。
法
は
即
ち
『
易
』
の
所
謂
、「
言
に
は
序
有
る
」
な
り
。
義
は
以
て

経
た
り
て
法
は
之
を
緯
し
、
然
る
後
に
成
体
の
文
と
為
る
な
り⒂
。

 

（「
又
書
貨
殖
伝
後
」）

そ
も
そ
も
義
法
は
春
秋
に
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
を
司
馬
遷
が
発
明

し
て
、
後
の
文
章
を
よ
く
す
る
者
も
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
義
法
を
踏
ま
え
た
文

章
を
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
義
が
縦
糸
で
、
法
が
横
糸
に
な
り
、
意
味
の
あ

る
文
章
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
方
苞
は
『
易
』
の
家
人
象
伝

「
風
自
火
出
家
人
。
君
子
以
言
有
物
、
而
行
有
恒
」
の
「
君
子
以
て
言
に
は
物
有

り
て
、
行
い
に
は
恒
有
り
」
と
、
同
じ
く
『
易
』
の
艮
六
五
爻
辞
「
艮
其
輔
。
言

有
序
。
悔
亡
。」
の
「
言
に
は
序
有
り
。
悔
亡
ぶ
。」
を
引
用
し
て
い
る
。「
言
有

物
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

古
の
聖
賢
、
徳
は
身
に
修
め
、
功
は
万
物
に
被
る
。
故
に
史
臣
其
の
事
を
記

し
、
学
者
其
の
言
を
伝
へ
て
、
奉
じ
て
以
て
経
と
為
し
、
天
地
と
流
れ
を
同

じ
う
す
。
其
の
下
、
左
邱
明
・
司
馬
遷
・
班
固
の
如
き
は
、
志
は
古
今
の
変

を
通
じ
、
一
王
の
法
を
存
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
紀
事
の
文
伝
は
る
。
荀
卿
、

董
傅
は
、
孤
学
を
守
り
以
て
来
者
を
待
つ
、
故
に
道
古
の
文
伝
は
る
。
管
夷

吾
、
賈
誼
は
世
務
に
達
す
。
故
に
論
事
の
文
伝
ふ
。
凡
そ
此
れ
は
皆
「
言
に

物
有
る
」
な
り⒃
。 

（「
楊
千
木
文
稿
序
」）

古
の
徳
を
修
め
た
聖
人
た
ち
の
功
績
を
史
官
た
ち
は
書
き
残
し
た
。
そ
れ
を
学

者
は
経
書
と
し
て
尊
重
し
、
そ
の
文
に
記
さ
れ
た
聖
人
の
徳
を
脈
々
と
伝
え
て
き

た
。
そ
の
こ
と
を
方
苞
は
「
言
に
物
有
り
」
と
考
え
た
。
つ
ま
り
文
章
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
言
葉
に
は
聖
人
の
遺
徳
で
あ
る
「
物
（
義
理
）」
が
具
有
さ
れ
て
い

る
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
言
有
序
」
に
関
し
て
は
、「
又
書
貨
殖
伝
後
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

庶
民
経
業
の
凡
を
両
挙
し
て
、
中
之
を
別
つ
。
前
の
農
田
樹
畜
を
称
す
る
所

は
、
乃
ち
本
富
な
り
。
後
の
販
鬻
僦
貸
を
称
す
る
所
は
、
則
ち
末
富
な
り
。

上
の
能
く
国
を
富
ま
す
者
は
、
太
公
の
教
誨
、
管
仲
の
整
斉
な
り
。
能
く
家

を
富
ま
す
者
は
、
朱
公
・
子
贛
・
白
圭
是
れ
な
り
。
計
然
は
雑
用
富
家
の
術

に
則
り
以
て
国
に
施
す
、
故
に
別
に
之
を
言
ひ
て
、
太
公
・
管
仲
に
儕
す
る

を
得
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
白
圭
よ
り
以
上
、
皆
各
お
の
方
略
有
り
、
故
に

「
能
試
所
長
」
を
以
て
之
を
許
す
。
猗
頓
以
下
は
、
則
ち
商
賈
の
事
の
み
、
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五
、『
周
官
』
の
表
記
と
『
春
秋
』

「
其
の
詳
を
以
て
せ
ず
、
其
の
略
を
以
て
す
」
と
い
う
の
は
、
省
略
す
る
こ
と

で
万
物
の
情
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
春
秋
の
筆
法
の
修
辞
法
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
方
苞
に
お
け
る
『
周

官
』
と
『
春
秋
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
、『
周
官
』
の
修
辞
法
分
析
に

つ
い
て
探
り
た
い
。

（
1
）『
周
官
』
と
『
春
秋
』

方
苞
が
文
字
の
獄
に
よ
り
出
獄
し
た
の
は
康
煕
五
十
二
年
（
一
七
一
三
）
で
あ

る
。
出
獄
し
た
後
に
『
周
官
』
に
関
す
る
三
書
（『
周
官
弁
』、『
周
官
集
註
』、『
周

官
析
疑
』）
を
ま
と
め
た
が
、
獄
中
に
あ
っ
た
五
年
間
に
他
の
経
書
に
つ
い
て
も

研
究
し
て
い
た
。
そ
れ
が
『
春
秋
』
で
あ
っ
た
。
康
熙
五
十
五
年
（
一
七
一
六
）

に
『
春
秋
通
論
』
を
、
翌
五
十
六
年
に
『
春
秋
直
解
』
を
書
い
て
い
る
。『
春
秋
』

に
つ
い
て
自
身
の
考
え
を
ま
と
め
た
こ
と
は
『
周
官
』
研
究
に
も
大
き
く
影
響
し

た
よ
う
で
、
方
苞
自
身
が
ま
と
め
た
『
周
官
弁
』
と
『
春
秋
通
論
』
の
二
書
に
つ

い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

『
周
官
解
弁
』
は
、
聖
人
経
世
の
法
な
り
。『
春
秋
通
論
』
は
、
聖
人
断
事

の
義
な
り
。
乃
ち
世
道
を
擔
当
し
、
国
の
股
肱
と
為
る
者
の
宜
し
く
心
を
用

ふ
べ
き
所
に
し
て
、
経
生
の
業
に
非
ざ
る
な
り⒀
。 

（「
与
族
子
観
承
」）

『
周
官
解
弁
』
と
は
恐
ら
く
『
周
官
弁
』
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
方

苞
が
記
し
た
『
周
官
弁
』
と
『
春
秋
通
論
』
は
、「
世
道
を
擔
当
し
股
肱
と
為
る
」

官
僚
な
ど
の
国
政
に
関
わ
る
者
の
た
め
に
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。『
周
官
』
は

周
王
朝
の
官
僚
制
度
で
あ
る
た
め
「
聖
人
の
経
世
の
法
」
で
あ
り
、
ま
た
『
春

秋
』
は
周
代
の
歴
史
書
で
あ
る
か
ら
「
聖
人
の
断
事
の
義
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。方

苞
は
『
春
秋
』
に
関
す
る
『
春
秋
通
論
』『
春
秋
直
解
』
の
二
著
の
序
文
に

お
い
て
は
『
周
官
』
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
『
周
官
』
と
『
春

秋
』
と
を
関
連
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
、『
春
秋
通
論
』
な
ど
を
書
き
終
え
、『
周

官
』
の
注
釈
作
業
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
と
き
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
李
光
地
と
『
周
官
』『
春
秋
』
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
て
い
る
の
で
、
李
光

地
が
没
す
る
康
熙
五
十
八
年
以
前
に
は
こ
の
着
想
が
生
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。『

周
官
』
に
注
釈
を
付
け
て
い
く
過
程
で
『
春
秋
』
と
重
ね
合
わ
せ
る
考
え
が

方
苞
の
中
に
浮
か
ん
だ
こ
と
は
、『
周
官
』『
儀
礼
』『
礼
記
』
の
三
書
を
礼
書
と

捉
え
る
枠
組
み
か
ら
『
周
官
』
を
切
り
離
し
、『
春
秋
』
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
周
代
の
礼
書
と
歴
史
書
と
い
う
新
た
な
枠
組
み
を
作
り
上
げ
て
、
捉
え
な
お

し
て
い
た
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
2
）『
周
官
』
と
筆
法

方
苞
は
『
周
官
』
と
『
春
秋
』
と
を
関
連
付
け
て
聖
人
が
遺
し
た
政
治
を
復
元

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
方
苞
は
『
周
官
』
と
『
春
秋
』
の
二
経
は
共
に
周

代
の
事
績
を
記
し
た
書
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
表
記
に
も
共
通
性
が
あ

る
と
考
え
て
い
た
。

凡
そ
義
理
は
必
ず
文
字
に
載
る
。
惟
だ
『
春
秋
』『
周
官
』
の
み
、
則
ち
文

字
の
載
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
義
理
寓
す
。
蓋
し
二
書
は
乃
ち
聖
人
一
心
の
営

度
す
る
所
な
り
。
故
に
其
の
條
理
は
精
密
な
る
こ
と
此
く
の
如
き
な
り⒁
。

 

（「
周
官
析
疑
序
」）

義
理
は
、
経
書
を
は
じ
め
と
す
る
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
に
込
め
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
周
官
』
と
『
春
秋
』
の
み
文
字
と
し
て
記
さ
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
も
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
方
苞
の
考
え
で
あ
っ

た
。
こ
の
「
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
」
は
、
恐
ら
く
春
秋
の
筆
法
の
間
接
的
に
法
現

す
る
修
辞
法
を
踏
ま
え
て
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
春
秋
の
筆
法
が

『
周
官
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
方
苞
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
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「
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
」
と
い
う
の
は
、「
あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
所
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
意
図
的
に
省
略
す
る
こ
と
に
こ
そ
聖
人
の
本
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
方
苞
が
考
え
た
『
周
官
』
の
筆
法
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
第
四
章
で
見
た
の
は
、『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
の
「
略
」
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
。
春
夏
秋
冬
の
軍
事
演
習
に
関
し
て
、
春
・
夏
・
秋
の
演
習
は
小
規
模
で

あ
る
た
め
省
略
し
て
記
し
、
冬
の
演
習
は
三
時
の
演
習
を
踏
ま
え
た
大
規
模
な
も

の
で
あ
る
た
め
、
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
方
苞
が
考
え
た
『
周
官
』
の
筆

法
に
当
て
は
め
る
と
、
省
略
し
た
三
時
の
演
習
は
小
規
模
で
あ
っ
た
が
、
大
規
模

に
行
え
ば
作
物
を
植
え
て
い
る
田
畑
を
荒
ら
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
農
稼
を
奪
う

こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
大
司
馬
の
文
中
に
は
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
民
衆
の
生
活
を
慮
る
聖
人
の
思
い
が
こ
の
文
章
に
は
込
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
こ
の
「
文
字
の
載
せ
ざ
る
所
」
に
込
め
ら
れ
た
「
義
理
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

（
3
）
義
法
と
い
う
文
章
理
論

方
苞
に
は
文
章
創
作
の
理
論
と
し
て
義
法
と
い
う
も
の
を
唱
え
て
い
た
。
そ
し

て
こ
れ
は
桐
城
学
派
に
受
け
継
が
れ
、
清
末
ま
で
続
く
有
力
な
一
つ
の
文
学
思
潮

と
な
っ
た
。
方
苞
は
こ
の
義
法
に
つ
い
て
「
又
書
貨
殖
伝
後
」
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

春
秋
の
義
法
を
制
す
る
は
、
太
史
公
之
を
発
し
て
よ
り
し
て
、
後
の
文
に
深

き
者
も
亦
た
焉
れ
を
具
ふ
。
義
は
即
ち
『
易
』
の
所
謂
、「
言
に
は
物
有
る
」

な
り
。
法
は
即
ち
『
易
』
の
所
謂
、「
言
に
は
序
有
る
」
な
り
。
義
は
以
て

経
た
り
て
法
は
之
を
緯
し
、
然
る
後
に
成
体
の
文
と
為
る
な
り⒂
。

 

（「
又
書
貨
殖
伝
後
」）

そ
も
そ
も
義
法
は
春
秋
に
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
を
司
馬
遷
が
発
明

し
て
、
後
の
文
章
を
よ
く
す
る
者
も
そ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
義
法
を
踏
ま
え
た
文

章
を
書
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
義
が
縦
糸
で
、
法
が
横
糸
に
な
り
、
意
味
の
あ

る
文
章
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
方
苞
は
『
易
』
の
家
人
象
伝

「
風
自
火
出
家
人
。
君
子
以
言
有
物
、
而
行
有
恒
」
の
「
君
子
以
て
言
に
は
物
有

り
て
、
行
い
に
は
恒
有
り
」
と
、
同
じ
く
『
易
』
の
艮
六
五
爻
辞
「
艮
其
輔
。
言

有
序
。
悔
亡
。」
の
「
言
に
は
序
有
り
。
悔
亡
ぶ
。」
を
引
用
し
て
い
る
。「
言
有

物
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

古
の
聖
賢
、
徳
は
身
に
修
め
、
功
は
万
物
に
被
る
。
故
に
史
臣
其
の
事
を
記

し
、
学
者
其
の
言
を
伝
へ
て
、
奉
じ
て
以
て
経
と
為
し
、
天
地
と
流
れ
を
同

じ
う
す
。
其
の
下
、
左
邱
明
・
司
馬
遷
・
班
固
の
如
き
は
、
志
は
古
今
の
変

を
通
じ
、
一
王
の
法
を
存
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
紀
事
の
文
伝
は
る
。
荀
卿
、

董
傅
は
、
孤
学
を
守
り
以
て
来
者
を
待
つ
、
故
に
道
古
の
文
伝
は
る
。
管
夷

吾
、
賈
誼
は
世
務
に
達
す
。
故
に
論
事
の
文
伝
ふ
。
凡
そ
此
れ
は
皆
「
言
に

物
有
る
」
な
り⒃
。 

（「
楊
千
木
文
稿
序
」）

古
の
徳
を
修
め
た
聖
人
た
ち
の
功
績
を
史
官
た
ち
は
書
き
残
し
た
。
そ
れ
を
学

者
は
経
書
と
し
て
尊
重
し
、
そ
の
文
に
記
さ
れ
た
聖
人
の
徳
を
脈
々
と
伝
え
て
き

た
。
そ
の
こ
と
を
方
苞
は
「
言
に
物
有
り
」
と
考
え
た
。
つ
ま
り
文
章
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
言
葉
に
は
聖
人
の
遺
徳
で
あ
る
「
物
（
義
理
）」
が
具
有
さ
れ
て
い

る
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
言
有
序
」
に
関
し
て
は
、「
又
書
貨
殖
伝
後
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

庶
民
経
業
の
凡
を
両
挙
し
て
、
中
之
を
別
つ
。
前
の
農
田
樹
畜
を
称
す
る
所

は
、
乃
ち
本
富
な
り
。
後
の
販
鬻
僦
貸
を
称
す
る
所
は
、
則
ち
末
富
な
り
。

上
の
能
く
国
を
富
ま
す
者
は
、
太
公
の
教
誨
、
管
仲
の
整
斉
な
り
。
能
く
家

を
富
ま
す
者
は
、
朱
公
・
子
贛
・
白
圭
是
れ
な
り
。
計
然
は
雑
用
富
家
の
術

に
則
り
以
て
国
に
施
す
、
故
に
別
に
之
を
言
ひ
て
、
太
公
・
管
仲
に
儕
す
る

を
得
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
白
圭
よ
り
以
上
、
皆
各
お
の
方
略
有
り
、
故
に

「
能
試
所
長
」
を
以
て
之
を
許
す
。
猗
頓
以
下
は
、
則
ち
商
賈
の
事
の
み
、

（9） 崇城大学　紀要　第44号182



慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会
、
一
九
六
一
年
）、
同
前
「
戴
名
世
・
方
苞
の
交
遊
よ
り
見

た
る
桐
城
派
古
文
の
成
立
」（『
芸
文
研
究
』
十
六
、
慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会
、
一

九
六
三
年
）、
大
谷
敏
夫
「
戴
名
世
断
罪
事
件
の
政
治
的
背
景
―
戴
名
世
・
方
苞
の
学

と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
史
林
』
六
一
、
史
林
研
究
会
、
一
九
七
八
年
）、
浅
井
邦
昭

「
方
苞
の
『
義
法
』
と
八
股
文
批
評
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
三
、
日
本
中
国
学
会
、

二
○
○
一
年
）。

⑵
　
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
方
苞
集
』（
中
国
古
典
文
学
叢
書
、
劉
季
高
校
点
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
○
○
九
年
）
で
あ
る
。『
周
官
』
に
つ
い
て
は
『
周
礼
注
疏
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
を
適
宜
参
照
し
た
。『
周
官
』
の
書
き
下
し
文
と
通
釈

に
つ
い
て
は
、
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
上
・
下
（
秀
英
出
版
、
一
九
七
七
・
一
九

七
九
）
を
参
考
に
し
た
。

⑶
　
方
苞
は
『
周
礼
』
を
『
周
官
』
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
踏
襲
し

『
周
官
』
と
表
記
す
る
。
ま
た
清
代
ま
で
の
『
周
官
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
宇
野
精
一

「
中
国
古
典
学
の
展
開
」（『
宇
野
精
一
著
作
集
』
巻
二
、
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）

を
参
考
に
し
た
。

⑷
　『
方
苞
集
』
巻
四
、
周
官
集
註
序
「
蓋
公
之
「
兼
三
王
以
施
四
事
」
者
、
具
在
是
書
。

其
於
人
事
之
始
終
、
百
物
之
聚
散
、
思
之
至
精
、
而
不
疑
於
所
行
、
然
後
以
礼
・
楽
・

兵
・
刑
・
食
貨
之
政
、
散
布
六
官
、
而
聯
為
一
体
。
其
筆
之
於
書
也
、
或
一
事
而
諸

職
各
載
其
一
節
以
互
相
備
、
或
挙
下
以
該
上
、
或
因
彼
以
見
此
。
其
設
官
分
職
之
精

意
、
半
寓
於
空
曲
交
会
之
中
、
而
為
文
字
所
不
載
。
迫
而
求
之
、
誠
有
茫
然
不
見
其

端
緒
者
。
及
久
而
相
説
以
解
、
然
後
知
其
首
尾
皆
備
而
脈
絡
自
相
灌
輸
、
故
歎
其
徧

布
而
周
密
也
。」

⑸
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
周
官
弁
偽
二
「
嗚
呼
、
聖
人
之
法
、
所
以
循
天
理
而
達
之
也
。
聖

人
之
経
、
所
以
伝
天
心
而
播
之
也
。
乃
為
悖
理
逆
天
之
語
所
混
淆
、
至
於
二
千
余
年

而
不
可
弁
、
則
歆
誠
万
世
之
罪
人
也
。
余
嘗
病
班
史
於
莽
之
乱
政
姦
言
、
纖
悉
不
遺
、

於
文
為
贅
。
然
『
周
官
』
之
為
歆
所
偽
乱
者
、
乃
頼
班
史
而
備
得
其
徴
。
豈
非
聖
人

之
経
、
天
心
不
欲
其
終
晦
、
而
既
蝕
復
明
、
固
有
数
存
乎
其
間
邪
。」

⑹
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
読
周
官
「
是
書
之
出
、
千
七
百
年
矣
。
仮
而
戦
国
、
秦
、
漢
之
人

能
偽
作
、
則
冬
官
之
欠
、
後
之
文
儒
有
能
補
之
者
乎
。
不
惟
一
官
之
全
、
小
司
馬
之
欠
、

有
能
依
倣
四
官
之
意
以
補
之
者
乎
。
其
所
以
不
能
補
者
、
何
也
。
則
事
之
理
有
未
達
、

而
物
之
分
有
未
明
也
。」

⑺
　『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
「
大
司
馬
之
職
。
掌
建
邦
国
之
九
法
、
以
佐
王
平
邦
国
。
制

畿
封
国
、
以
正
邦
国
。
設
儀
弁
位
、
以
等
邦
国
。
進
賢
興
功
、
以
作
邦
国
。
建
牧
立
監
、

以
維
邦
国
。
制
軍
詰
禁
、
以
糾
邦
国
。
施
貢
分
職
、
以
任
邦
国
。
簡
稽
郷
民
、
以
用

邦
国
。
均
守
平
則
、
以
安
邦
国
。
比
小
事
大
、
以
和
邦
国
。」

⑻
　『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
「
以
九
伐
之
法
正
邦
国
。
馮
弱
犯
寡
、
則
眚
之
。
賊
賢
害
民
、

則
伐
之
。
暴
内
陵
外
、
則
壇
之
。
野
荒
民
散
、
則
削
之
。
負
固
不
服
、
則
侵
之
。
賊

殺
其
親
、
則
正
之
。
放
眚
其
君
、
則
残
之
。
犯
令
陵
政
、
則
杜
之
。
外
内
乱
、
鳥
獣
行
、

則
滅
之
。」

⑼
　
前
掲
注
⑻
。

⑽
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
聖
人
之
政
、
尽
万
物
之
理
而
不
過

者
、
不
惟
其
大
、
惟
其
細
。
聖
人
之
文
、
尽
万
事
之
情
而
無
遺
者
、
不
以
其
詳
、
以

其
略
。
周
公
五
官
之
典
皆
然
、
而
大
司
馬
四
時
田
法
、
尤
其
顕
著
者
也
。」

⑾
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
田
法
・
戦
法
、
冬
詳
其
目
而
春
挙

其
綱
。
仲
冬
大
閲
、「
司
馬
建
旗
於
後
表
之
中
」
至
「
不
用
命
者
斬
之
」、
即
春
蒐
「
以

旗
致
民
、
平
列
陳
、
如
戦
之
陳
」
也
。「
中
軍
以
鼙
令
鼓
」
至
「
鳴
鐃
且
卻
、
坐
作
如

初
」、
即
春
蒐
所
「
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之
節
」
也
。「
以
旌
為
左
右
和
之
門
」

至
「
車
徒
皆
譟
」、
即
春
蒐
「
表
貉
，
誓
民
、
鼓
、
遂
圍
禁
」
也
。
四
時
所
同
、
而
於

冬
乃
出
之
。
則
三
時
専
弁
其
一
、
而
大
閲
備
挙
其
全
具
見
矣
。
使
以
晩
周
、
秦
、
漢

人
籍
之
、
則
倍
其
文
尚
不
足
以
詳
其
事
、
経
則
略
挙
互
備
、
括
尽
而
無
遺
、
是
之
謂

聖
人
之
文
也
。」

⑿
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
戦
法
・
田
法
之
詳
、
至
冬
狩
始
見

者
、
雖
各
修
於
其
地
、
然
必
待
築
場
納
稼
之
後
、
乃
可
徧
簡
車
徒
、
稽
人
蓄
・
旗
物
・

軍
器
。
行
於
三
時
、
則
奪
農
功
而
無
地
以
陳
車
馬
。
弁
夜
事
於
仲
夏
者
、
人
可
露
処
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故
に
別
に
之
を
言
ひ
て
、
朱
公
・
子
贛
・
白
圭
に
儕
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。

是
の
篇
の
大
義
、
平
準
と
相
ひ
表
裏
し
て
、
前
後
措
注
す
。
又
た
各
お
の
当

に
此
の
如
く
な
る
べ
き
所
有
り
。
是
を
之
れ
「
言
有
序
」
と
謂
ふ
。「
賾
に

至
り
て
悪
む
べ
か
ら
ざ
る
」
所
以
な
り⒄
。 

（「
又
書
貨
殖
伝
後
」）

『
史
記
』
は
国
を
富
ま
せ
た
人
物
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
代
表
的
な
の
が

太
公
望
呂
尚
や
管
仲
や
計
然
で
あ
る
。
呂
尚
の
伝
は
斉
太
公
世
家
に
記
さ
れ
て
い

る
し
、
管
仲
は
晏
管
列
伝
の
中
に
記
さ
れ
て
お
り
、
一
人
の
人
物
の
「
伝
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
計
然
は
家
を
富
ま
せ
た
方
法
を
国
に
応
用
し
た
の
で

呂
尚
や
管
仲
と
同
じ
よ
う
に
「
伝
」
を
立
て
ら
れ
ず
、
貨
殖
列
伝
中
の
一
人
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
貨
殖
列
伝
の
中
で
も
陶
朱
公
と
名
乗
っ
た
范
蠡
、
子
貢
、

白
圭
は
時
機
を
察
し
、
家
を
富
ま
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
富
家
の
方

略
を
考
え
出
し
た
た
め
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
猗
頓
、
烏
氏
倮
牧
、
巴

寡
婦
清
の
三
人
に
つ
い
て
は
商
売
が
成
功
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
た
め
范
蠡
、
子
貢
、
白
圭
の
三
人
の
描
か
れ
方
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
人
物
の
描
き
方
を
方
苞
は
「
言
に
は
序
有
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
文
章
に
は
「
序
（
法
則
）」
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
方
苞
の

義
法
に
つ
い
て
青
木
正
兒
氏
は
「
義
理
即
ち
文
の
内
面
的
理
法
と
文
法
即
ち
文
の

外
形
的
法
則
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
が
こ
こ
に
も
当
て
は
ま

る
と
言
え
よ
う⒅
。

こ
の
方
苞
の
義
法
を
踏
ま
え
て
大
司
馬
の
文
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
繁
農
期

の
民
衆
の
こ
と
を
慮
っ
て
小
規
模
の
演
習
し
か
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
聖
賢
の
義

理
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
春
・
夏
・
秋
の
三
時
の
演
習
は
小
規
模
だ
か
ら
省
い
て

記
し
、
冬
の
演
習
は
大
規
模
だ
か
ら
詳
し
く
記
す
と
い
う
法
則
に
従
っ
て
記
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
『
周
官
』
夏
官
の
大
司
馬
こ
そ
、「
聖
人
の
政
」

と
「
聖
人
の
文
」
と
が
顕
著
に
表
現
さ
れ
て
い
る
文
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
方
苞
の
『
周
官
』
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
の
修
辞
法
分
析
と
い
う
観
点

か
ら
探
っ
て
き
た
。『
周
官
』
夏
官
大
司
馬
の
文
章
は
、
文
章
を
詳
略
し
て
記
し

て
あ
る
が
、
そ
れ
は
聖
人
が
義
理
を
込
め
て
記
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
。
方
苞
が
唱
え
た
「
義
」「
法
」
は
も
と
文
章
創
作
の
理
論
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
方
苞
は
自
身
が
唱
え
た
義
法
は
単
な
る
文
章

創
作
の
理
論
で
は
な
く
、
経
書
の
修
辞
法
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
経
書
は
深
遠
な
も
の
で
あ
り
、
経
書
の
表
記
方
法
で

も
あ
る
義
法
を
儒
者
は
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

経
書
に
義
法
と
い
う
考
え
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、『
周
官
』
と
『
春
秋
』
と
を

一
体
的
に
考
え
た
方
苞
な
ら
で
は
の
発
想
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
経
学
と
文
学

の
一
致
が
方
苞
の
思
想
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
こ
の
方
苞
の
解
釈
が
清
代
思

想
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
方
苞
と
同

時
代
の
学
者
の
中
で
、『
周
官
』
の
修
辞
法
に
着
目
し
て
研
究
し
た
も
の
が
い
る

の
か
、
桐
城
学
派
の
学
者
が
経
書
解
釈
で
も
義
法
を
用
い
て
い
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注⑴
　
拙
稿
「
方
苞
の
思
想
―『
周
官
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
五
十

三
号
、
二
〇
一
五
年
）。
ま
た
方
苞
に
つ
い
て
の
研
究
は
以
下
を
参
照
。
狩
野
直
喜

『
清
朝
の
制
度
と
文
学
』「
方
苞
」（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
年
）、
青
木
正
兒
『
清

代
文
学
評
論
史
』（『
青
木
正
兒
全
集
』
第
一
巻
、
春
秋
社
、
一
九
六
九
）、
佐
藤
一
郎

『
中
国
文
学
の
伝
統
と
再
生
―
清
朝
初
期
か
ら
文
学
革
命
ま
で
―
』（
研
文
出
版
、
二

〇
〇
三
年
）、
同
前
「
方
苞
の
散
文
―
そ
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」（『
芸
文
研
究
』
十
二
、
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慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会
、
一
九
六
一
年
）、
同
前
「
戴
名
世
・
方
苞
の
交
遊
よ
り
見

た
る
桐
城
派
古
文
の
成
立
」（『
芸
文
研
究
』
十
六
、
慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会
、
一

九
六
三
年
）、
大
谷
敏
夫
「
戴
名
世
断
罪
事
件
の
政
治
的
背
景
―
戴
名
世
・
方
苞
の
学

と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
史
林
』
六
一
、
史
林
研
究
会
、
一
九
七
八
年
）、
浅
井
邦
昭

「
方
苞
の
『
義
法
』
と
八
股
文
批
評
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
三
、
日
本
中
国
学
会
、

二
○
○
一
年
）。

⑵
　
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
方
苞
集
』（
中
国
古
典
文
学
叢
書
、
劉
季
高
校
点
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二
○
○
九
年
）
で
あ
る
。『
周
官
』
に
つ
い
て
は
『
周
礼
注
疏
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
を
適
宜
参
照
し
た
。『
周
官
』
の
書
き
下
し
文
と
通
釈

に
つ
い
て
は
、
本
田
二
郎
『
周
礼
通
釈
』
上
・
下
（
秀
英
出
版
、
一
九
七
七
・
一
九

七
九
）
を
参
考
に
し
た
。

⑶
　
方
苞
は
『
周
礼
』
を
『
周
官
』
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
踏
襲
し

『
周
官
』
と
表
記
す
る
。
ま
た
清
代
ま
で
の
『
周
官
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
宇
野
精
一

「
中
国
古
典
学
の
展
開
」（『
宇
野
精
一
著
作
集
』
巻
二
、
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）

を
参
考
に
し
た
。

⑷
　『
方
苞
集
』
巻
四
、
周
官
集
註
序
「
蓋
公
之
「
兼
三
王
以
施
四
事
」
者
、
具
在
是
書
。

其
於
人
事
之
始
終
、
百
物
之
聚
散
、
思
之
至
精
、
而
不
疑
於
所
行
、
然
後
以
礼
・
楽
・

兵
・
刑
・
食
貨
之
政
、
散
布
六
官
、
而
聯
為
一
体
。
其
筆
之
於
書
也
、
或
一
事
而
諸

職
各
載
其
一
節
以
互
相
備
、
或
挙
下
以
該
上
、
或
因
彼
以
見
此
。
其
設
官
分
職
之
精

意
、
半
寓
於
空
曲
交
会
之
中
、
而
為
文
字
所
不
載
。
迫
而
求
之
、
誠
有
茫
然
不
見
其

端
緒
者
。
及
久
而
相
説
以
解
、
然
後
知
其
首
尾
皆
備
而
脈
絡
自
相
灌
輸
、
故
歎
其
徧

布
而
周
密
也
。」

⑸
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
周
官
弁
偽
二
「
嗚
呼
、
聖
人
之
法
、
所
以
循
天
理
而
達
之
也
。
聖

人
之
経
、
所
以
伝
天
心
而
播
之
也
。
乃
為
悖
理
逆
天
之
語
所
混
淆
、
至
於
二
千
余
年

而
不
可
弁
、
則
歆
誠
万
世
之
罪
人
也
。
余
嘗
病
班
史
於
莽
之
乱
政
姦
言
、
纖
悉
不
遺
、

於
文
為
贅
。
然
『
周
官
』
之
為
歆
所
偽
乱
者
、
乃
頼
班
史
而
備
得
其
徴
。
豈
非
聖
人

之
経
、
天
心
不
欲
其
終
晦
、
而
既
蝕
復
明
、
固
有
数
存
乎
其
間
邪
。」

⑹
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
読
周
官
「
是
書
之
出
、
千
七
百
年
矣
。
仮
而
戦
国
、
秦
、
漢
之
人

能
偽
作
、
則
冬
官
之
欠
、
後
之
文
儒
有
能
補
之
者
乎
。
不
惟
一
官
之
全
、
小
司
馬
之
欠
、

有
能
依
倣
四
官
之
意
以
補
之
者
乎
。
其
所
以
不
能
補
者
、
何
也
。
則
事
之
理
有
未
達
、

而
物
之
分
有
未
明
也
。」

⑺
　『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
「
大
司
馬
之
職
。
掌
建
邦
国
之
九
法
、
以
佐
王
平
邦
国
。
制

畿
封
国
、
以
正
邦
国
。
設
儀
弁
位
、
以
等
邦
国
。
進
賢
興
功
、
以
作
邦
国
。
建
牧
立
監
、

以
維
邦
国
。
制
軍
詰
禁
、
以
糾
邦
国
。
施
貢
分
職
、
以
任
邦
国
。
簡
稽
郷
民
、
以
用

邦
国
。
均
守
平
則
、
以
安
邦
国
。
比
小
事
大
、
以
和
邦
国
。」

⑻
　『
周
官
』
夏
官
、
大
司
馬
「
以
九
伐
之
法
正
邦
国
。
馮
弱
犯
寡
、
則
眚
之
。
賊
賢
害
民
、

則
伐
之
。
暴
内
陵
外
、
則
壇
之
。
野
荒
民
散
、
則
削
之
。
負
固
不
服
、
則
侵
之
。
賊

殺
其
親
、
則
正
之
。
放
眚
其
君
、
則
残
之
。
犯
令
陵
政
、
則
杜
之
。
外
内
乱
、
鳥
獣
行
、

則
滅
之
。」

⑼
　
前
掲
注
⑻
。

⑽
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
聖
人
之
政
、
尽
万
物
之
理
而
不
過

者
、
不
惟
其
大
、
惟
其
細
。
聖
人
之
文
、
尽
万
事
之
情
而
無
遺
者
、
不
以
其
詳
、
以

其
略
。
周
公
五
官
之
典
皆
然
、
而
大
司
馬
四
時
田
法
、
尤
其
顕
著
者
也
。」

⑾
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
田
法
・
戦
法
、
冬
詳
其
目
而
春
挙

其
綱
。
仲
冬
大
閲
、「
司
馬
建
旗
於
後
表
之
中
」
至
「
不
用
命
者
斬
之
」、
即
春
蒐
「
以

旗
致
民
、
平
列
陳
、
如
戦
之
陳
」
也
。「
中
軍
以
鼙
令
鼓
」
至
「
鳴
鐃
且
卻
、
坐
作
如

初
」、
即
春
蒐
所
「
教
坐
作
、
進
退
、
疾
徐
、
疏
数
之
節
」
也
。「
以
旌
為
左
右
和
之
門
」

至
「
車
徒
皆
譟
」、
即
春
蒐
「
表
貉
，
誓
民
、
鼓
、
遂
圍
禁
」
也
。
四
時
所
同
、
而
於

冬
乃
出
之
。
則
三
時
専
弁
其
一
、
而
大
閲
備
挙
其
全
具
見
矣
。
使
以
晩
周
、
秦
、
漢

人
籍
之
、
則
倍
其
文
尚
不
足
以
詳
其
事
、
経
則
略
挙
互
備
、
括
尽
而
無
遺
、
是
之
謂

聖
人
之
文
也
。」

⑿
　『
方
苞
集
』
巻
一
、
書
周
官
大
司
馬
四
時
田
法
後
「
戦
法
・
田
法
之
詳
、
至
冬
狩
始
見

者
、
雖
各
修
於
其
地
、
然
必
待
築
場
納
稼
之
後
、
乃
可
徧
簡
車
徒
、
稽
人
蓄
・
旗
物
・

軍
器
。
行
於
三
時
、
則
奪
農
功
而
無
地
以
陳
車
馬
。
弁
夜
事
於
仲
夏
者
、
人
可
露
処
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而
衣
装
約
也
。
於
「
茇
舎
」
特
挙
「
弁
軍
之
夜
事
」、
則
知
「
以
教
坐
作
、
進
退
、
疾

徐
、
疏
数
之
節
」、
通
乎
三
時
矣
。」

⒀
　『
方
苞
集
集
外
文
』
巻
十
、
与
族
子
観
承
、
六
「『
周
官
解
弁
』、
聖
人
経
世
之
法
。『
春

秋
通
論
』、
聖
人
断
事
之
義
。
乃
擔
当
世
道
、
為
国
股
肱
者
所
宜
用
心
、
非
経
生
之
業

也
。」

⒁
　『
方
苞
集
』
巻
四
、
周
官
析
疑
序
「
凡
義
理
必
載
於
文
字
。
惟
『
春
秋
』『
周
官
』、
則

文
字
所
不
載
、
而
義
理
寓
焉
。
蓋
二
書
乃
聖
人
一
心
所
営
度
。
故
其
条
理
精
密
如
此

也
。」

⒂
　『
方
苞
集
』
巻
二
、
又
書
貨
殖
伝
後
「
春
秋
之
制
義
法
、
自
太
史
公
発
之
、
而
後
之
深

於
文
者
亦
具
焉
。
義
即
『
易
』
之
所
謂
言
有
物
也
。
法
即
『
易
』
之
所
謂
言
有
序
也
。

義
以
為
経
而
法
緯
之
、
然
後
為
成
体
之
文
。」

⒃
　『
方
苞
集
集
外
文
』
巻
四
、
楊
千
木
文
稿
序
「
古
之
聖
賢
、
徳
修
於
身
、
功
被
於
万
物
。

故
史
臣
記
其
事
、
学
者
伝
其
言
、
而
奉
以
為
経
、
与
天
地
同
流
。
其
下
如
左
邱
明
、

司
馬
遷
、
班
固
、
志
欲
通
古
今
之
変
、
存
一
王
之
法
。
故
紀
事
之
文
伝
。
荀
卿
、
董
傅
、

守
孤
学
以
待
来
者
。
故
道
古
之
文
伝
。
管
夷
吾
、
賈
誼
、
達
於
世
務
。
故
論
事
之
文
伝
。

凡
此
皆
「
言
有
物
」
者
也
。」

⒄
　『
方
苞
集
』
巻
二
、
又
書
貨
殖
伝
後
「
両
挙
庶
民
経
業
之
凡
、
而
中
別
之
。
前
所
称
農

田
樹
畜
、
乃
本
富
也
。
後
所
称
販
鬻
僦
貸
、
則
末
富
也
。
上
能
富
国
者
、
太
公
之
教
誨
、

管
仲
之
整
斉
也
。
能
富
家
者
、
朱
公
・
子
贛
・
白
圭
是
也
。
計
然
則
、
雑
用
富
家
之

術
以
施
於
国
、
故
別
言
之
、
而
不
得
儕
於
太
公
・
管
仲
也
。
然
自
白
圭
以
上
、
皆
各

有
方
略
、
故
以
「
能
試
所
長
」
許
之
。
猗
頓
以
下
、
則
商
賈
之
事
耳
、
故
別
言
之
、

而
不
得
儕
於
朱
公
・
子
贛
・
白
圭
也
。
是
篇
大
義
、
与
平
準
相
表
裏
、
而
前
後
措
注
。

又
各
有
所
当
如
此
。
是
之
謂
「
言
有
序
」、
所
以
至
賾
而
不
可
悪
也
。」

⒅
　
前
掲
注
⑴
青
木
氏
掲
書
、
五
一
八
頁
。
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