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一
．
初
め
に

挿
絵
や
絵
に
関
連
し
た
中
国
の
古
典
文
献
を
読
ん
で
い
る
と
、
黄
河
か
ら
絵
が
出
て
洛
水
か
ら
文
字
が
出
た
と
い
う
河
図
洛
書
の
伝
説

か
ら
始
ま
る
場
合
が
た
び
た
び
あ
る
。
つ
ま
り
古
代
中
国
人
た
ち
の
中
に
は
絵
と
文
字
の
起
源
が
河
図
と
洛
書
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
る

人
た
ち
が
多
く
い
る
。
河
図
洛
書
の
伝
説
は
こ
の
よ
う
に
長
い
間
中
国
文
化
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
そ
れ
は
先
秦
時
代
の
典

籍
、
特
に
儒
家
の
経
典
が
河
図
洛
書
に
言
及
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
書
経
』、『
論
語
』、『
周
易
』
に
河
図
あ
る
い
は
河
図

洛
書
に
関
す
る
内
容
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
中
で
後
世
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
に
見
ら
れ
る
「
黄

（
1
）

メ
デ
ィ
ア
の
観
点
か
ら
み
た
河
図
洛
書
論
争
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河
か
ら
絵
が
、
洛
水
か
ら
文
字
が
出
て
、
聖
人
が
こ
れ
に
則
っ
た
（
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
）」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
黄

河
か
ら
出
た
絵
と
洛
水
か
ら
出
た
文
字
の
内
容
に
聖
人
が
則
っ
て
中
華
文
明
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
が
具
体
的
に

何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
漢
代
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
論
争
が
続
い
て
い
る
。
黄
河
か
ら
出
た
絵
と
洛
水
か
ら
出
た
文
字
の
具
体
的

な
内
容
は
何
か
、
ま
た
聖
人
と
は
誰
を
指
し
、
絵
と
文
字
の
内
容
に
則
っ
た
と
い
う
の
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て

時
代
ご
と
に
主
流
と
な
る
解
釈
は
存
在
し
て
い
る
が
、
皆
が
認
め
る
定
説
と
い
え
る
よ
う
な
結
論
は
ま
だ
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
伝
説
は
中
国
文
化
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
て
き
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
何
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
、

上
で
引
用
し
た
「
繫
辞
上
伝
」
の
文
章
だ
け
で
も
い
く
つ
か
の
象
徴
的
な
意
味
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
は
そ
の
地
域
性
で
あ
る
。
つ
ま
り

黄
河
と
洛
水
が
中
華
文
明
の
発
生
地
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
文
化
こ
そ
中
華
文
明
の
主
流
文
化
だ
と
中
国
人
た
ち
が
認
め
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
次
に
、
黄
河
と
洛
水
か
ら
出
た
も
の
が
「
絵
（
図
）」
と
「
文
字
（
書
）」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
華
文
明

で
は
絵
と
文
字
が
文
明
発
生
の
根
本
的
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
文
字
を
文
明
発
生
の
根
本
的
な
要
因
と
み
な
す
こ
と
は
常

識
的
に
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
絵
と
文
字
を
並
列
し
て
い
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。
だ
が
、
卦
象
と
爻
象
が
『
周
易
』
の
主
要

部
分
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
国
人
は
早
く
か
ら
、
文
字
だ
け
で
は
な
く
絵
も
認
識
と
情
報
伝
達
の
た
め
の
重
要
な
手
段
の

一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
は
、
過
去
の
ど
の
時
代
よ
り
も
文
字
だ
け
で
は
な
く
映
像
な
ど
各
種
の
視

覚
メ
デ
ィ
ア
が
世
界
規
模
で
脚
光
を
浴
び
て
い
る
今
日
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
考
え
て
み
る
と
、
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
河
図
洛
書
に

つ
い
て
は
昔
か
ら
幾
多
の
論
争
が
あ
り
、
現
代
に
入
っ
て
も
少
な
か
ら
ぬ
数
の
論
文
が
発
表
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

が
黄
河
か
ら
出
た
絵
（
図
）
と
洛
水
か
ら
出
た
文
字
（
書
）
の
具
体
的
内
容
は
何
か
な
ど
を
中
心
と
し
て
易
学
的
な
側
面
か
ら
行
っ
た
研

究
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
観
点
で
は
文
字
と
絵
、
ま
た
は
本
の
起
源
に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
漢
代
以
降
今
日
ま

で
続
い
て
い
る
河
図
洛
書
を
め
ぐ
る
論
争
を
通
じ
て
、
中
国
人
た
ち
が
絵
と
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
上
、
考
察
の
範
囲
を
清
代
ま
で
に
限
定
す
る
。

（
2
）

（
3
）
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二
．『
周
易
』
と
河
図
洛
書

上
述
し
た
と
お
り
、
河
図
洛
書
に
言
及
し
て
い
る
先
秦
時
代
の
儒
家
経
典
と
し
て
は
『
書
経
』『
論
語
』『
周
易
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
の
う
ち
、
古
代
中
国
人
が
絵
と
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
時
に
最
も
重

要
な
の
は
や
は
り
『
周
易
』
で
あ
る
。
ま
ず
、『
書
経
』
と
『
論
語
』
の
現
在
通
行
本
に
は
洛
書
に
つ
い
て
の
話
は
な
く
河
図
へ
の
言
及
の

み
が
確
認
さ
れ
る
。『
書
経
』
と
『
論
語
』
に
も
河
図
と
洛
書
が
併
記
さ
れ
た
版
本
が
存
在
す
る
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

後
に
漢
代
人
が
洛
書
を
加
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、『
書
経
』
と
『
論
語
』
の
い
ず
れ
も
河
図
と
洛
書
だ
け
で
な
く
大
玉
、
鳳
鳥

な
ど
が
併
記
さ
れ
て
い
て
、
絵
と
文
字
の
対
比
と
い
う
構
図
が
鮮
明
に
表
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
て
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
「
河

出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
」
で
は
河
図
と
洛
書
が
明
確
に
対
比
的
な
構
図
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
周
易
』「
繫
辞
伝
」
の
作
者
は
黄

河
と
洛
水
流
域
を
中
華
文
明
発
生
の
根
源
地
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、「
図
」
と
「
書
」
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
両
メ
デ
ィ

ア
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
繫
辞
上
伝
」
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら

れ
る
。孔

子
曰
く
、「
書
は
言
を
尽
く
せ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
せ
な
い
。
そ
れ
な
ら
聖
人
の
意
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
」。
再
び
孔
子

曰
く
、「
聖
人
は
象
を
立
て
て
意
を
尽
く
し
、
卦
を
作
っ
て
真
と
偽
を
示
し
、
繫
辞
し
て
そ
の
言
を
尽
く
し
て
き
た
、
…
…
」。（
子

曰
、
書
不
盡
言
、
言
不
盡
意
。
然
則
聖
人
之
意
、
其
不
可
見
乎
。
子
曰
、
聖
人
立
象
以
盡
意
、
設
卦
以
盡
情
僞
、
繫
辭
焉
以
盡
其
言
、

…
…
。）

上
の
引
用
文
は
先
に
引
用
し
た
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
」
よ
り
も
数
行
後
に
登
場
す
る
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
が
語
っ

て
い
る
の
は
、
ま
ず
「
書
（
文
字
）」
は
「
言
（
言
葉
、
こ
こ
で
は
話
し
こ
と
ば
を
意
味
す
る
）」
を
十
分
に
表
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た

「
言
」
は
示
し
た
い
「
意
（
心
）」
を
言
い
尽
く
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
の
限
界
性
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
が
、
孔
穎
達
（
五
七
四
年
〜
六
四
八
年
）
は
上
記
の
引
用
文
に
対
す
る
『
周
易
』
疏
で
、
文
字
が
話
し
こ
と
ば
を
十
分
に
書

（
4
）
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き
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
「
文
字
は
言
葉
を
記
録
す
る
も
の
だ
が
、
言
葉
は
細
々
し
く
雑
多
で
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
異
な

り
、
言
葉
は
あ
る
が
文
字
が
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
文
字
で
は
言
葉
を
す
べ
て
表
現
し
き
れ
な
い
」
と
し
、
言
葉
が
意
を
す
べ
て
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、「
意
は
深
邃
委
曲
（
深
奥
で
曲
折
が
多
い
）
で
あ
り
、
言
葉
で
は
す
べ
て
表
現
し
き
れ
な
い
か
ら
だ
」
と
説

明
し
た
。
つ
ま
り
、
意
は
言
葉
に
比
べ
て
深
奥
繊
細
で
言
葉
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
言
葉
は
文
字
で

書
い
た
文
章
に
比
べ
て
雑
多
な
部
分
が
あ
る
う
え
地
域
差
が
あ
る
た
め
文
字
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
孔
子
は
上
記

の
引
用
文
で
、
言
葉
と
文
字
が
こ
の
よ
う
な
限
界
性
を
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
聖
人
の
意
が
全
て
開
示
さ
れ
る
理
由
を
話
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
言
葉
が
意
を
す
べ
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
、
象
を
立
て
れ
ば
意
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
、
卦
を
作

れ
ば
民
の
真
と
偽
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
は
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
繫
辞
に
よ
っ
て
そ

の
言
葉
を
す
べ
て
表
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
繫
辞
と
は
、『
周
易
』
に
お
け
る
卦
爻
の
象
徴
的
意
味
を
解
釈
す
る
、
卦
爻
の
下

に
書
か
れ
た
卦
辞
と
爻
辞
を
意
味
す
る
。

上
で
引
用
し
た
「
繫
辞
伝
」
の
一
文
の
意
味
を
も
う
一
度
説
い
て
み
る
と
、
一
般
的
に
文
字
は
言
葉
を
す
べ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
言
葉
は
そ
の
意
を
す
べ
て
書
き
表
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
言
語
と
文
字
を
媒
介
と
し
て
は
意
を
完
全
に
表
現
で
き
な
い
。
し
か
し
、
象

を
作
れ
ば
そ
の
意
を
全
て
表
す
こ
と
が
で
き
、
繫
辞
で
象
が
意
味
す
る
こ
と
を
書
け
ば
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
す
べ
て
書
く
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
象
は
聖
人
の
意
を
す
べ
て
表
せ
る
が
、
一
般
読
者
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
更
に
言
葉
で
解

説
す
る
過
程
が
必
要
だ
か
ら
繫
辞
を
加
え
た
。
繫
辞
は
文
字
で
書
い
た
文
だ
が
、
一
般
的
な
文
で
は
な
く
、
す
で
に
象
と
し
て
存
在
す
る

卦
爻
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
言
い
た
い
こ
と
を
す
べ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
卦
と
爻
と
い
う
象
と
繫
辞

と
い
う
文
の
協
力
関
係
を
通
じ
て
、
聖
人
の
意
を
す
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
卦
爻
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
解

釈
で
成
立
し
て
い
る
『
周
易
』
の
形
式
に
対
し
て
、「
繫
辞
伝
」
の
作
者
が
正
当
性
を
付
与
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
繫
辞
伝
」

の
作
者
は
「
絵
（
符
号
ま
で
含
む
広
い
意
味
の
絵
）」
と
文
字
の
機
能
と
限
界
性
に
つ
い
て
明
確
に
認
識
し
て
お
り
、
絵
と
文
字
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
の
力
を
合
わ
せ
て
こ
そ
示
し
た
い
意
を
完
全
に
伝
達
で
き
る
と
い
う
考
え
を
、
上
の
引
用
文
を
通
じ
て
主
張
し
て
い
る
と
い
え
る
。

上
の
引
用
文
の
内
容
を
見
て
も
、「
繫
辞
伝
」
の
作
者
が
メ
デ
ィ
ア
の
観
点
で
、
意
図
的
に
河
図
と
洛
書
を
対
比
さ
せ
た
こ
と
が
推
察
で

き
る
。
一
般
的
に
絵
の
起
源
は
文
字
よ
り
古
く
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
情
報
の
伝
達
と
い
う
側
面
か
ら
見
る
と
、

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
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言
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
文
字
の
ほ
う
が
よ
り
効
率
的
だ
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
文
字
の
発
明
は
人
類
の
文
明
を
発
展
さ
せ

る
土
台
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、「
繫
辞
伝
」
で
メ
デ
ィ
ア
的
意
図
を
持
っ
て
河
図
と
洛
書
が
並
列
さ
れ
た
点
は
、
絵

も
文
字
に
並
ぶ
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
絵
と
文
字
に
関
す
る
「
繫
辞
伝
」
の
こ
の

よ
う
な
認
識
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
『
周
易
』
が
卦
と
爻
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
を
土
台
と
し
て
成
立
し
た
本
で
あ
る
た
め
、
そ
う

し
た
『
周
易
』
の
あ
り
方
に
つ
い
て
思
索
し
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
結
果
的
に
「
繫
辞
伝
」
の
河
図
洛
書
は
上
で
引
用
し
た
「
立
象
以

盡
意
」
の
一
文
と
と
も
に
、
以
後
、
中
国
の
左
図
右
書
の
伝
統
を
確
立
す
る
の
に
重
要
な
根
拠
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

三
．
漢
代
の
河
図
洛
書

第
二
章
で
記
述
し
た
と
お
り
『
周
易
』「
繫
辞
伝
」
の
河
図
洛
書
関
連
の
内
容
は
、
そ
の
後
、
中
国
の
左
図
右
書
の
伝
統
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
、
つ
ま
り
黄
河
か
ら
出
た
絵
と
洛
水
か
ら
出
た
文
字
の
内
容
が
何
か
、
ま
た
聖
人
と
は
誰
を
指
し
、

絵
と
文
字
の
内
容
に
則
っ
た
と
い
う
の
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
先
秦
時
代
の
典
籍
で
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
漢
代
以
降
議
論
が
分
か
れ
て
現
在
に
至
る
ま
で
結
論
が
下
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
た
だ
、
各
時
代
に
お
け
る
河
図
洛
書

に
対
す
る
解
釈
を
見
る
と
、
当
時
の
中
国
で
絵
と
文
字
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
が
持
た
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

河
図
と
洛
書
を
め
ぐ
る
漢
代
以
降
の
解
釈
と
論
争
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
三
章
で
は
、
ま
ず
河
図
洛
書
に
対
す
る
漢
代
人
の
解
釈
を
見
て

み
よ
う
。

漢
代
の
河
図
洛
書
に
対
す
る
解
釈
の
中
で
現
在
に
至
る
ま
で
主
導
的
な
位
置
を
占
め
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
河
図
と
洛
書
が
八

卦
と
洪
範
九
疇
に
な
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
前
漢
の
孔
安
国
（
紀
元
前
一
五
六
年
〜
紀
元
前
七
四
年
）
は
孔
子
の
旧
宅
か
ら
出
た
古
文

『
尚
書
』
を
最
初
に
整
理
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
孔
安
国
の
『
尚
書
』
注
は
偽
撰
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
応
こ
の
説

を
取
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
孔
安
国
『
尚
書
』「
顧
命
」
注
で
「
河
図
は
八
卦
で
あ
る
。
伏
羲
が
天
下
の
王
に
な
っ
た
時
、
竜
馬
が
黄
河

か
ら
出
て
、
つ
い
に
そ
の
模
様
に
則
っ
て
八
卦
を
描
き
、
そ
の
模
様
を
河
図
と
呼
ん
だ
。（
河
図
、
八
卦
。
伏
羲
王
天
下
、
龍
馬
出
河
、
遂

則
其
文
以
畵
八
卦
、
謂
之
河
図
。）」
と
伏
羲
氏
が
河
図
を
見
て
八
卦
を
作
っ
た
と
し
、『
尚
書
』「
洪
範
」
注
で
は
「
天
が
禹
王
に
（
洪
範

（
9
）

（
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）
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九
疇
を
）
下
し
、
洛
水
か
ら
文
字
が
出
た
。
神
亀
が
文
字
の
模
様
を
背
負
っ
て
出
た
が
、
背
中
に
列
が
あ
り
、
そ
の
数
が
九
つ
だ
っ
た
。

禹
王
が
つ
い
に
そ
れ
に
順
序
を
つ
け
洪
範
九
疇
を
完
成
さ
せ
た
の
で
、
こ
れ
が
常
道
に
次
序
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
で
あ
る
。

（
天
與
禹
、
洛
出
書
。
神
龜
負
文
而
出
、
列
于
背
、
有
數
至
于
九
。
禹
遂
因
而
第
之
、
以
成
九
類
、
尙
道
所
以
次
序
。）」
と
し
て
、
洛
書
が

『
尙
書
』
の
洪
範
九
疇
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
孔
安
国
の
『
尚
書
』
注
は
、
そ
の
編
纂
さ
れ
た
時
期
を
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
孔
安

国
以
降
、
彼
の
家
に
伝
わ
っ
た
内
容
が
子
孫
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
劉
歆
（
紀
元
前
五
十
年
〜
紀
元
後
二
十
三
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
も
提
示
さ
れ
て
、
班
固
（
三
二
年
〜
九
二
年
）
は

『
漢
書
』「
五
行
志
」
で
、「
劉
歆
の
考
え
で
は
、「
伏
羲
氏
は
天
の
意
を
受
け
て
王
に
な
り
、
河
図
を
受
け
、
そ
れ
に
則
っ
て
八
卦
を
描
き
、

禹
王
は
洪
水
を
治
め
て
洛
書
を
下
賜
さ
れ
て
、
そ
れ
を
模
範
に
し
て
配
列
し
た
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
洪
範
九
疇
で
あ
る
」
と
い
う
の
だ
っ

た
（
劉
歆
以
爲
虙
羲
氏
繼
天
而
王
、
受
河
圖
、
則
而
畵
之
、
八
卦
是
也
、
禹
治
洪
水
、
賜
雒
書
、
法
而
陳
之
、
洪
範
是
也
）」
と
劉
歆
の
解

釈
を
引
用
し
た
。
以
後
、
こ
の
解
釈
は
河
図
洛
書
に
対
す
る
主
導
的
な
解
釈
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
左
図
右
書
伝
統
の
確
立
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
つ
ま
り
、
河
図
と
洛
書
を
『
周
易
』
の
八
卦
、『
尚
書
』
の
洪
範
九
疇
と
い
う
最
高
の
権
威
を
持
っ
た
儒
家
経

典
の
内
容
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
河
図
と
洛
書
に
莫
大
な
権
威
を
付
与
し
た
。
ま
た
、「
河
図
」
の
「
図
」
に
八
卦
と
い
う
図
像

を
結
び
つ
け
、「
洛
書
」
の
「
書
」
に
は
洪
範
九
疇
と
い
う
文
字
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
絵
と
文
字
の
対
比
構
図
に
具
体
性
を
付
与
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
対
比
構
図
を
さ
ら
に
強
固
に
し
た
。
こ
れ
は
結
局
、
中
国
に
左
図
右
書
の
伝
統
を
確
立
さ
せ
て
、
絵
が
鑑
賞
の

対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
に
は
及
ば
な
い
に
し
て
も
、
情
報
伝
達
と
認
識
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
の
一
助

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
漢
代
に
は
河
図
洛
書
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
他
に
も
、
別
の
解
釈
が
存
在
し
た
。
鄭
玄
（
一
二
七
年
〜
二
〇
〇

年
）
の
『
周
易
注
』
に
は
緯
書
『
春
秋
緯
』
の
「
黄
河
は
天
に
通
じ
て
天
苞
を
出
し
、
洛
水
は
大
地
に
流
れ
て
地
符
を
吐
い
た
。
黄
河
か

ら
は
竜
図
が
出
て
、
洛
水
は
亀
書
を
成
し
た
。
河
図
は
九
篇
が
あ
り
、
洛
書
は
六
篇
が
あ
る
。（
河
以
通
乾
出
天
苞
、
洛
以
流
坤
吐
地
符
、

河
龍
圖
發
、
洛
龜
書
成
。
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
。）」
と
い
う
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
河
図
に
も
洛
書
に
も
「
篇
」
を
助

数
詞
と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、「
篇
」
は
『
説
文
解
字
』
に
よ
る
と
書
籍
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
河
図
と
洛
書
を
ど
ち
ら
も
、「
書
籍
」
と

し
て
解
釈
し
、
河
図
は
絵
、
洛
書
は
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。「
図
」
の
意
味
は
、『
説
文
解
字
』（
六
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篇
下
）
で
は
「
図
は
図
る
の
が
難
し
い
こ
と
を
い
う
。
囗
に
従
い
、
啚
に
従
う
。
啚
は
難
し
い
と
い
う
意
味
だ
。（
圖
、
畵
計
難
也
。
從

囗
、
從
啚
。
啚
、
難
意
也
。）」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
文
字
学
の
専
門
家
ら
に
よ
る
と
、「
地
図
」
ま
た
は
「
辺
境
の
領
土
」
と
い
う
語

源
を
持
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
漢
代
に
は
そ
の
意
味
が
引
伸
拡
大
さ
れ
、
概
ね
「
絵
」
ま
た
は
「
描
く
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

た
。
ま
た
、「
書
」
は
『
説
文
解
字
』（
三
篇
下
）
に
よ
る
と
「
箸
（
示
す
）
で
あ
る
。
聿
（
筆
）
に
従
い
、
者
の
声
だ
。（
箸
也
。
从
聿
。

者
聲
。）」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
当
時
主
に
「
書
く
」
ま
た
は
「
文
字
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
書
籍
に
絵
が

入
っ
て
い
る
場
合
も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
、「
図
」
を
「
絵
入
り
の
書
籍
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
結
果
的
に
「
河
図
」
の
「
図
」

と
「
洛
書
」
の
「
書
」
と
の
差
を
無
視
し
た
こ
の
解
釈
が
、
そ
れ
ほ
ど
明
快
な
も
の
で
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
存
し
て
い
る
緯
書
の
中
に
は
河
図
洛
書
と
関
連
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
ど
れ
も
絵
は
な
く
、
文
字
だ
け
の
内
容
で
あ

る
。
筆
写
本
時
代
に
は
絵
は
一
般
的
に
文
字
に
比
べ
て
保
存
が
難
し
か
っ
た
た
め
に
、
絵
入
り
の
書
籍
は
早
く
散
逸
し
て
し
ま
い
、
文
字
だ

け
の
書
籍
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
河
図
と
洛
書
に
関
連
し
た
緯
書
は
概
ね
西
漢
頃
に
現
れ
は
じ
め

た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
緯
書
が
先
秦
時
代
の
典
籍
で
い
わ
れ
る
河
図
お
よ
び
洛
書
だ
と
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
上
の
『
春
秋
緯
』
で
い

う
と
こ
ろ
の
「
河
図
九
篇
」
と
「
洛
書
六
篇
」
も
実
際
に
は
緯
書
の
河
図
と
洛
書
を
指
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
の
『
春
秋

緯
』
の
引
用
文
は
大
学
者
の
鄭
玄
が
『
周
易
注
』
で
引
用
し
た
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
メ

デ
ィ
ア
の
観
点
か
ら
見
る
と
、「
河
図
九
篇
」
と
「
洛
書
六
篇
」
が
具
体
的
に
指
す
も
の
が
何
な
の
か
に
関
わ
ら
ず
、「
図
」
を
「
書
」
と

共
に
書
籍
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
漢
代
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
漢
代
人
の
文
献
を
見
る
と
、
河
図
の
「
図
」
と
洛
書
の
「
書
」
に
対
す
る
考
え
が
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

る
が
、
そ
う
し
た
多
重
性
を
示
す
代
表
的
な
例
と
し
て
王
充
が
挙
げ
ら
れ
る
。
王
充
は
『
論
衡
』「
正
説
篇
」
で
は
「
聖
王
が
起
き
れ
ば
、

黄
河
か
ら
は
絵
が
出
て
、
洛
水
か
ら
は
文
字
が
出
る
。
伏
羲
が
治
め
る
時
、
黄
河
か
ら
河
図
が
出
た
が
、『
周
易
』
の
八
卦
が
そ
れ
で
あ

る
。
禹
王
の
時
に
は
洛
書
を
得
て
、
洛
水
か
ら
文
字
が
出
た
が
、
洪
範
九
疇
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。（
夫
聖
王
起
、
河
出
圖
、
洛
出
書
。

伏
羲
王
、
河
圖
從
河
水
中
出
、
易
卦
是
也
。
禹
之
時
得
洛
書
、
書
從
洛
水
中
出
、
洪
範
九
疇
是
也
。）」
と
し
て
、
河
図
と
洛
書
が
八
卦
と

洪
範
九
疇
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
王
充
は
同
じ
文
章
の
少
し
後
で
、
伏
羲
は
八
卦
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
得
た
の
だ
と
強
調

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
伏
羲
が
河
図
を
基
に
し
て
八
卦
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
河
図
こ
そ
が
八
卦
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
と
こ
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ろ
で
『
論
衡
』「
実
知
篇
」
で
は
「
思
う
に
、
神
怪
な
話
は
す
べ
て
讖
書
に
あ
り
、（
そ
の
神
怪
な
話
が
）
表
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
す
べ
て
河
図
と
洛
書
を
模
倣
し
た
。「
秦
を
滅
亡
さ
せ
る
の
は
胡
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
も
河
図
の
文
章
で
あ
る
。（
案
神
怪
之
言
皆
在

讖
記
、
所
表
皆
效
圖
、
書
。「
亡
秦
者
胡
」、
河
圖
之
文
也
。）」
と
し
て
河
図
と
洛
書
を
緯
書
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
、
先
秦
時
代
の
典
籍

に
現
れ
た
河
図
洛
書
と
緯
書
の
河
図
洛
書
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
次
の
引
用
文
を
見
る
と
、

彼
が
河
図
の
「
図
」
と
洛
書
の
「
書
」
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
認
識
が
よ
く
分
か
る
。

伝
え
ら
れ
る
書
籍
に
よ
る
と
、
倉
頡
が
文
字
を
作
っ
た
時
、
天
か
ら
榖
物
が
落
ち
、
鬼
が
夜
哭
い
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
、
文
章
が

興
起
す
る
と
次
第
に
変
乱
が
起
こ
り
、
そ
の
奇
怪
さ
が
天
か
ら
榖
物
を
落
下
せ
し
め
、
鬼
を
夜
哭
か
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
か

ら
榖
物
が
落
ち
、
鬼
が
夜
泣
い
た
と
い
う
の
は
事
実
だ
。
し
か
し
、
倉
頡
が
文
字
を
作
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
と
い

う
の
は
偽
り
で
あ
る
。
黄
河
か
ら
絵
が
出
て
、
洛
水
か
ら
文
字
が
出
た
こ
と
は
、
聖
明
た
る
君
主
に
対
し
て
天
が
示
す
瑞
祥
で
あ
る
。

河
図
と
洛
書
の
文
章
は
倉
頡
が
作
っ
た
字
画
と
何
が
異
な
る
か
？
天
地
は
河
図
と
洛
書
を
作
っ
て
、
倉
頡
は
文
字
を
作
っ
た
。
倉
頡

の
事
業
は
天
地
と
同
じ
で
あ
り
、
倉
頡
の
意
は
鬼
神
と
一
致
す
る
。
な
の
に
何
の
誤
り
が
あ
り
、
何
の
罪
が
あ
っ
て
、
天
か
ら
穀
物

が
落
ち
、
鬼
神
が
夜
に
哭
く
と
い
う
奇
怪
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
（
傳
書
言
：「
倉
頡
作
書
、
天
雨
粟
、
鬼
夜
哭
。」
此
言

文
章
興
而
亂
漸
見
、
故
其
妖
變
致
天
雨
粟
、
鬼
夜
哭
也
。
夫
言
天
雨
粟
、
鬼
夜
哭
、
實
也
。
言
其
應
倉
頡
作
書
、
虛
也
。
夫
河
出
圖
、

洛
出
書
、
聖
帝
明
王
之
瑞
應
也
。
圖
書
文
章
、
與
倉
頡
所
作
字
畵
何
以
異
？
天
地
爲
圖
書
、
倉
頡
作
文
字
、
業
與
天
地
同
、
指
與
鬼

神
合
、
何
非
何
惡
而
致
雨
粟
神
哭
之
怪
？
）（『
論
衡
』「
感
虚
篇
」）

上
の
引
用
文
は
、
倉
頡
が
文
字
を
作
る
と
天
が
穀
物
を
落
と
し
、
鬼
が
夜
哭
い
た
と
い
う
伝
説
に
対
し
て
、
王
充
が
反
論
す
る
内
容
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
倉
頡
が
文
字
を
作
っ
た
の
は
天
地
が
黄
河
か
ら
絵
を
出
し
洛
水
か
ら
文
字
を
出
し
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
の
に
、
な

ぜ
そ
の
た
め
に
天
か
ら
榖
物
が
落
ち
鬼
が
夜
哭
く
と
い
う
奇
怪
な
こ
と
が
起
き
た
と
す
る
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
の
内
容

の
是
非
は
と
も
か
く
、
上
の
文
章
で
使
わ
れ
た
文
字
を
意
味
す
る
単
語
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
書
」、「
文
章
」、「
字
画
」、「
文

字
」
が
す
べ
て
文
字
を
意
味
す
る
単
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、「
河
図
と
洛
書
の
文
章
は
倉
頡
が
作
っ
た
字
画
と
何
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が
違
う
か
？
」
と
、
河
図
と
洛
書
を
「
文
章
」
と
い
う
言
葉
で
一
括
し
て
お
り
、
ま
た
倉
頡
が
作
っ
た
文
字
を
「
字
画
」
と
表
現
し
て
い

る
点
が
目
を
引
く
。「
文
章
」
は
上
記
の
引
用
文
の
前
半
部
分
で
も
「
文
章
が
興
起
す
る
と
次
第
に
変
乱
が
起
き
て
」
と
、
す
で
に
文
字
の

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
河
図
と
洛
書
を
区
分
せ
ず
に
ど
ち
ら
も
「
文
章
」
と
い
う
単
語
で
表
現
し
て
い
る
の
は
、「
河
図
」
の
「
図
」

も
大
き
く
見
て
文
字
と
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
字
画
」
と
い
う
単
語
は
一
般
的
に
「
文
字
の
筆
画
」
と
い

う
意
味
で
使
わ
れ
た
り
す
る
が
、
上
の
引
用
文
で
は
文
字
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
充
が
上
の
文
章
で
「
文
字
」
や
あ
る
い
は
「
書
」
と

い
う
単
語
を
使
わ
ず
「
字
画
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
そ
れ
が
河
図
と
洛
書
の
「
文
章
」
と
同
じ
で
あ
る
と
し
た
こ
と
も
、
意
図
的
だ

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
一
般
的
に
「
図
」
は
絵
、「
書
」
は
文
字
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し

て
河
図
と
洛
書
を
ど
ち
ら
も
「
文
章
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
「
図
」
の
文
字
的
な
性
格
を
示
し
た
と
す
れ
ば
、「
字
画
」
と
い
う
単
語
は
文
字

が
持
っ
て
い
る
絵
と
し
て
の
性
格
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
王
充
は
、
大
き
く
見
れ
ば
、
絵
は
文
字
の
性
格
を

持
っ
て
い
て
、
文
字
は
絵
の
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
絵
と
文
字
は
一
脈
相
通
ず
る
近
い
も
の
だ
と
、
そ
の
親
縁
性
を
認
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

王
充
の
以
上
の
よ
う
な
絵
と
文
字
に
対
す
る
認
識
を
よ
く
示
し
て
い
る
文
章
を
再
び
下
に
引
用
し
て
み
る
。

あ
る
人
が
、「
士
人
ら
の
議
論
が
優
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
文
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
た
。
そ

れ
で
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
人
は
文
と
質
の
両
面
を
す
べ
て
満
た
す
時
、
完
成
さ
れ
る
。
…
…
…
（
中
略
）
君
主
に
天
が
示
す
瑞
祥

と
天
命
の
象
徴
に
は
、
文
で
は
な
い
も
の
が
な
か
っ
た
。
晋
の
唐
叔
虞
、
魯
の
成
季
友
、
魯
惠
公
の
夫
人
で
あ
る
仲
子
は
、
生
ま
れ

た
と
き
、
怪
し
く
も
そ
の
手
の
ひ
ら
に
文
字
の
形
の
文
が
あ
っ
た
。
張
良
は
当
然
尊
貴
に
な
る
べ
き
運
命
だ
っ
た
が
、
秦
始
皇
の
手

配
令
を
避
け
て
逃
亡
す
る
時
に
神
奇
な
る
老
人
と
出
会
い
、
そ
の
黄
石
老
人
が
兵
書
を
渡
し
て
留
侯
に
な
っ
た
。
黄
河
は
神
異
で
河

図
を
出
し
、
洛
水
は
神
霊
で
洛
書
を
出
し
た
。
書
籍
に
記
録
さ
れ
た
怪
奇
な
物
は
小
さ
な
池
か
ら
は
出
な
い
。
物
は
文
を
表
面
と
す

る
が
、
人
は
文
を
根
本
と
す
る
。
棘
子
成
が
質
だ
け
重
視
し
て
文
を
な
く
そ
う
と
し
た
た
め
、
子
貢
が
批
判
し
て
「
人
が
優
れ
る
た

め
に
は
文
で
は
足
り
な
い
と
し
て
文
を
軽
視
す
る
人
は
、
棘
子
成
の
群
れ
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。（
或
曰
：「
士
之
論
高
、
何
必
以

文
？
」
答
曰
：
夫
人
有
文
質
乃
成
。
…
…
…
瑞
應
符
命
、
莫
非
文
者
。
晉
唐
叔
虞
、
魯
成
季
友
、
惠
公
夫
人
號
曰
仲
子
、
生
而
怪
奇
、
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文
在
其
手
。
張
良
當
貴
、
出
與
神
會
、
老
父
授
書
、
卒
封
留
侯
。
河
神
、
故
出
圖
、
洛
靈
、
故
出
書
。
竹
帛
所
記
怪
奇
之
物
、
不
出

潢
洿
。
物
以
文
爲
表
、
人
以
文
爲
基
。
棘
子
成
欲
彌
文
、
子
貢
譏
之
。
謂
文
不
足
奇
者
、
子
成
之
徒
也
）（『
論
衡
』「
書
解
篇
」）

王
充
は
上
記
の
引
用
文
で
、
質
問
に
対
す
る
回
答
の
形
式
を
借
り
て
人
間
に
「
文
」
が
必
要
な
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
前
後
の
文
脈

か
ら
見
て
、
こ
こ
で
の
「
文
」
と
は
「
文
質
彬
彬
」
と
い
う
場
合
の
「
文
」
で
あ
り
、「
質
」
が
「
本
質
」
あ
る
い
は
「
内
容
」
の
意
味
で

あ
る
の
に
比
べ
て
、「
表
現
」
や
「
文
彩
」、「
文
飾
」
の
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
人
間
が
文
章
を
書
く
こ
と
や
服
飾
な
ど
も
文
で
あ
り
、

自
然
で
は
竜
の
う
ろ
こ
の
文
彩
、
鳳
凰
の
五
色
の
羽
、
山
に
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
す
べ
て
文
と
い
え
る
。
上
の
引
用
文

で
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
天
が
示
す
瑞
祥
は
す
べ
て
文
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
河
図
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
文

字
と
本
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
文
」
の
概
念
は
包
括
的
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
文
字
の
ほ
か
に
絵
が
入
っ
て
も
間
違
い
で
は
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
河
図
と
洛
書
の
メ
デ
ィ
ア
特
性
に
こ
だ
わ
ら
ず
包
括
で
き
る
「
文
」
と
い
う
概
念
が
漢
代
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
河
図
と
洛
書
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
時
の
み
な
ら
ず
後
代
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
河
図
は

必
ず
絵
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
洛
書
は
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
を
薄
め
る
効
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

四
．
宋
代
―
河
図
と
洛
書
の
出
現

漢
代
の
易
学
は
図
像
を
重
視
す
る
象
数
易
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
が
、
魏
の
王
弼
が
象
数
易
を
排
斥
し
て
道
家
哲
学
に
も
と
づ
い
て

『
周
易
』
を
解
釈
し
た
義
理
易
を
起
こ
し
、
宋
初
に
至
る
ま
で
中
国
の
易
学
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
河
図
と
洛
書
に
つ
い
て
も
こ

れ
と
い
っ
た
新
た
な
解
釈
は
出
ず
、
漢
代
の
解
釈
を
踏
襲
し
た
り
、
河
図
と
洛
書
を
軽
視
す
る
状
況
が
続
い
た
。
唐
の
孔
穎
達
は
『
周
易
』

「
繫
辞
上
伝
」
の
疏
で
、
鄭
玄
が
引
用
し
た
『
春
秋
緯
』
の
文
章
と
、
河
図
は
八
卦
で
あ
り
洛
書
は
洪
範
九
疇
だ
と
す
る
孔
安
国
の
説
を
並

べ
て
挙
げ
て
、
王
弼
（
二
二
六
年
〜
二
四
九
年
）
は
鄭
玄
と
孔
安
国
の
ど
ち
ら
の
解
釈
を
受
け
い
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
記
し
て
い
る
。

王
弼
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
尚
書
』「
洪
範
」
と
『
尚
書
』「
顧
命
」
の
関
連
し
た

部
分
に
対
す
る
孔
穎
達
の
疏
を
見
る
と
、
全
体
と
し
て
孔
安
国
注
を
紹
介
し
て
お
り
、
唐
代
に
も
孔
安
国
注
と
劉
歆
の
説
が
主
流
で
あ
っ

（
23
）
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た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
漢
代
か
ら
唐
代
の
末
期
に
至
る
ま
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
河
図
洛
書
に
対
す
る
多
様
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
河

図
洛
書
の
実
体
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
宋
初
に
至
っ
て
河
図
と
洛
書
が
実
際
に
世
に
現
れ
た
。
河
図
と
洛
書
は
、
陳
摶
（
八

七
一
年
〜
九
八
九
年
）
と
い
う
道
士
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
陳
摶
の
継
承
者
の
一
人
で
あ
る
劉
牧
（
一
〇
一
一
年
〜
一
〇
六
四
年
）
に
よ
っ

て
世
に
広
め
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
後
に
朱
熹
（
一
一
三
〇
年
〜
一
二
〇
〇
年
）
が
こ
れ
を
継
承
し
、
劉
牧
に
よ
っ
て
河
図
と
呼
ば

れ
た
も
の
を
落
書
と
、
ま
た
落
書
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
河
図
と
、
河
図
と
洛
書
の
名
前
を
入
れ
替
え
た
の
が
、
ま
さ
に
今
日
ま
で
伝
わ
る

次
の
河
図
と
洛
書
で
あ
る
［
図
一
］。

と
こ
ろ
が
上
の
［
図
一
］
を
見
る
と
、
河
図
も
洛
書
も
共
に
文
字
で
は
な
く
「
絵
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
上
の
［
図
一
］
の
洛
書
は
「
洛
書
」
と
い
う
名
前
と
食
い
違
う
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
上
の
図
の
も
の
が
河
図
と
洛
書
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
論

争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
反
対
意
見

も
根
強
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。［
図
一
］
の
絵
は
陳
摶
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の

と
い
わ
れ
る
が
、
陳
摶
の
著
述
は
ほ
と
ん
ど
散
逸
し
た
の
で
、
劉
牧
の
見
解
を
先
に
見
て
み

よ
う
。
劉
牧
は
主
に
『
易
数
鉤
隠
図
』「
竜
図
亀
書
論
」
上
下
篇
で
河
図
洛
書
に
つ
い
て
論
じ

た
が
、
そ
の
内
容
に
よ
る
と
、
彼
は
ま
ず
河
図
と
洛
書
が
そ
れ
ぞ
れ
八
卦
と
洪
範
九
疇
の
根

源
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
河
図
が
伏
羲
の
時
に
黄
河
か
ら
出
た
こ

と
は
認
め
る
が
、
洛
書
が
禹
王
の
時
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ず
、
河
図
と
洛
書
の
ど
ち

ら
も
伏
羲
の
時
に
出
た
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、『
商
書
』「
洪
範
」
篇
の
天
が
禹
王
に
洪
範

九
疇
を
授
け
た
と
い
う
文
章
に
洛
書
に
対
す
る
言
及
が
な
く
、
ま
た
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」

が
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
」
と
河
図
と
洛
書
を
並
列
さ
せ
た
の
で
、
河
図
と
洛
書

は
共
に
伏
羲
の
時
に
出
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
伏
羲
は
河
図
を
見
て
八
卦
を
描
い
た
が
、
洛
書
が
意
味
し
て
い
る
五
行
の
数
は

明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、「
竜
図
亀
書
論
」
下
篇
に
よ
る
と
、
河
図
の
八
卦
は
象
で
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
洛
書
の
五

行
は
そ
の
性
を
含
ん
で
い
る
た
め
必
ず
文
字
で
分
類
し
て
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
伏
羲
の
時
に
は
ま
だ
文
字

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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漢代の易学は図像を重視する象数易を中心として発展したが、魏の王弼が象数易を排斥して道

家哲学にもとづいて『周易』を解釈した義理易を起こし、宋初に至るまで中国の易学界を支配す

るようになると、河図と洛書についてもこれといった新たな解釈は出ず、漢代の解釈を踏襲した

り、河図と洛書を軽視する状況が続いた。唐の孔穎達は『周易正義』「繫辞上伝」の疏で、鄭玄

が引用した『春秋緯』の文章と、河図は八卦であり洛書は洪範九疇だとする孔安国の説を並べて

挙げて、王弼(二二六年〜二四九年)は鄭玄と孔安国のどちらの解釈を受けいれたのか分からない

と記している。王弼はこの部分について何も言及していなかったからである23。ところで『尚書』

「洪範」と『尚書』「顧命」の関連した部分に対する孔穎達の疏を見ると、全体として孔安国注

を紹介しており、唐代にも孔安国注と劉歆の説が主流であったことがうかがえる。漢代から唐代

の末期に至るまでは、以上のように河図洛書に対する多様な議論があったが、河図洛書の実体は

存在しなかった。ところが、宋初に至って河図と洛書が実際に世に現れた。河図と洛書は、陳摶

（八七一年～九八九年）という道士によって伝えられ、陳摶の継承者の一人である劉牧（一〇一

一年～一〇六四年）によって世に広められたと認められるが、後に朱熹(一一三〇年〜一二〇〇

年)がこれを継承し、劉牧によって河図と呼ばれたものを落書と、また落書と呼ばれたものを河

図と、河図と洛書の名前を入れ替えたのが、まさに今日まで伝わる下の河図と洛書である [図一]。 

 

                              

[ 図一 ：文淵閣四庫全書本『周易本義』 ] 

 

ところが上の[図一]を見ると、河図も洛書も共に文字ではなく「絵 」である。つまり、上の[図

一]の洛書は「洛書」という名前と食い違う。それにも関わらず、上の図のものが河図と洛書で

あると認められて、今日に至るまで論争を引き起こしている。もちろん、論争を引き起こしたと

いうことは反対意見も根強いということを示している。[図一]の絵は陳摶によって伝えられたも

図一：文淵閣四庫全書本『周易本義』
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が
な
か
っ
た
た
め
、
洛
書
を
見
て
も
洪
範
九
疇
を
分
け
て
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
禹
王
の
時
に
な
っ
て
初
め
て
上
の
い
わ
ゆ
る
黒
白

点
図
を
見
て
文
字
で
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
彼
は
ま
た
、
洛
書
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
「
竜
図
亀

書
論
」
上
篇
で
「
天
が
ど
う
し
て
話
を
す
る
の
か
？
（
天
何
言
哉
）」
と
、
通
論
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
れ
で
洛
書
は
、［
図
一
］
の
よ
う

な
絵
の
形
態
で
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
は
、
象
数
易
派
の
中
で
も
特
に
数
を
重
視
す
る
立
場
で
の
解
釈
と
い
え
る
が
、「
洛
書
」
の

「
書
」
と
絵
の
形
式
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
こ
れ
以
上
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
後
代
に
禹
王
が
絵
で
表

さ
れ
た
洛
書
を
見
て
文
字
で
洪
範
九
疇
を
記
述
し
た
と
は
い
っ
た
が
、『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
」
に

依
拠
す
れ
ば
、
洛
水
か
ら
出
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
書
」、
す
な
わ
ち
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
牧
は
こ
の
不
一
致
に
対
し
て
は
、
説
明

で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
劉
牧
の
河
図
と
洛
書
は
朱
熹
と
朱
熹
の
文
人
で
あ
る
蔡
元
定
（
一
一
三
五
年
〜
一
一
九
八
年
）
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
権

威
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
彼
ら
は
、［
図
一
］
の
洛
書
が
文
字
で
は
な
く
絵
で
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
説

明
し
て
い
る
か
？
朱
熹
の
『
易
学
啓
蒙
』
や
『
周
易
本
義
』
な
ど
を
見
て
も
、
こ
の
部
分
へ
の
言
及
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
劉

牧
が
河
図
も
洛
書
も
伏
羲
の
時
に
出
た
と
考
え
た
の
と
は
違
っ
て
、
洛
書
は
禹
王
の
時
に
出
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
劉
牧
が
伝
え
た

河
図
と
洛
書
の
名
前
を
入
れ
替
え
た
他
に
は
、
認
め
て
継
承
し
た
。
朱
熹
が
こ
の
よ
う
に
絵
の
洛
書
を
認
め
た
の
は
、
基
本
的
に
絵
の
機

能
に
つ
い
て
信
頼
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

	

右
に
易
図
が
九
枚
あ
る
が
、
天
地
自
然
の
易
、
伏
羲
の
易
、
文
王
と
周
公
の
易
、
孔
子
の
易
が
あ
る
。
伏
羲
よ
り
上
の
時
代
は
文

字
が
な
く
、
た
だ
絵
だ
け
が
あ
っ
て
、
深
く
吟
味
す
る
こ
と
に
非
常
に
適
し
、
易
の
根
源
の
精
深
微
妙
な
意
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
王
か
ら
は
文
字
が
あ
り
、
こ
れ
が
今
の
『
周
易
』
で
あ
る
。（
右
易
之
圖
九
、
有
天
地
自
然
之
易
、
有
伏
羲
之
易
、
有
文
王
周
公
之

易
、
有
孔
子
之
易
。
自
伏
羲
以
上
無
文
字
、
只
有
圖
畵
、
最
宜
深
玩
、
可
見
作
易
本
原
精
微
之
意
、
文
王
以
下
方
有
文
字
、
即
今
之

周
易
。）（『
周
易
本
義
』「
周
易
図
説
」）

伏
羲
か
ら
そ
の
上
の
時
代
の
易
に
は
文
字
が
な
く
、
絵
だ
け
が
あ
っ
て
、
深
く
体
得
し
や
す
く
、
易
の
根
源
の
精
深
微
妙
な
意
を
見
る

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
文
字
が
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
象
徵
的
な
意
味
を
深
く
考
え
ら
れ
て
、
易
の
根
源
に
つ
い
て
さ
ら
に
精
緻
に

考
察
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
朱
熹
は
ま
た
、『
周
易
本
義
』「
繫
辞
上
伝
」
の
注
で
も
、「
言
語
が
伝
え
る
も
の
は
薄
く
、
象
が
示
す
も

の
は
深
い
（
言
之
所
傳
者
淺
、
象
之
所
示
者
深
）」
と
、
言
語
よ
り
も
象
の
機
能
へ
の
信
頼
を
示
し
て
い
る
。

宋
代
に
は
河
図
と
洛
書
の
存
在
自
体
に
疑
問
を
示
し
た
欧
陽
修
（
一
〇
〇
七
年
〜
一
〇
七
二
年
）
の
よ
う
な
学
者
ら
も
い
た
が
、
そ
の

存
在
は
信
じ
て
も
、「
洛
書
」
と
い
う
名
前
と
上
で
説
明
し
た
黒
白
点
図
（
図
一
）
の
絵
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
し
た

人
も
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
朱
熹
の
継
承
者
を
自
任
す
る
元
代
の
吳
澄
（
一
二
四
九
年
〜
一
三
三
三
年
）
が
正
面
か
ら

弁
護
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
河
図
は
竜
馬
の
背
中
の
毛
が
旋
毛
の
形
で
、
ま
る
で
星
を
描
い
た
小
さ
い
円
の
よ
う
で
あ
る
た
め
「
図
」
の

字
を
付
け
て
「
河
図
」
と
し
、
洛
書
は
亀
の
背
中
の
割
れ
た
模
様
が
文
字
の
画
の
よ
う
で
あ
る
た
め
「
書
」
の
字
を
用
い
て
「
洛
書
」
と

呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
人
が
、
陳
摶
か
ら
伝
わ
っ
た
河
図
と
洛
書
は
ど
ち
ら
も
円
で
で
き
て
い
る
と
疑
問
を

提
起
す
る
と
、
後
代
に
伝
え
ら
れ
る
中
で
そ
の
数
の
大
小
だ
け
を
取
り
、
そ
の
形
は
伝
写
し
や
す
い
よ
う
に
省
略
し
て
ど
ち
ら
も
円
で
描

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
実
際
清
代
の
学
者
ら
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
で
吳
澄
は
、
長
い
間
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
河
図
と
洛
書
が
宋
代
に
至
っ
て
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
な
り
に
次
の

よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

周
以
降
、
漢
代
初
期
の
頃
ま
で
は
、
儒
家
が
専
門
的
な
学
問
を
す
る
時
、
概
ね
口
頭
で
伝
授
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
章
に
な
っ
て

い
て
暗
記
で
き
る
も
の
は
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
文
章
に
な
っ
て
お
ら
ず
暗
記
で
き
な
い
も
の
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
五
経
は
す
べ
て

伝
え
ら
れ
た
が
、
た
だ
『
楽
経
』
だ
け
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。『
詩
経
』
は
三
〇
五
篇
の
詩
は
す
べ
て
伝
え
ら
れ
た
が
、
た
だ
六
篇
の

笙
詩
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
暗
唱
で
き
る
文
章
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
天
易
の
よ
う
な
場
合
に
は
卦
画
だ
け
が
あ

り
、
河
図
、
洛
書
は
図
像
だ
け
が
あ
る
の
で
、
儒
家
た
ち
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
漢
、
魏
、
晋
、
唐
、
宋
初

の
儒
家
ら
は
河
図
と
洛
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。（
周
後
漢
初
、
儒
流
專
門
之
學
、
率
是
口
耳
授
受
。
故
凡
有
文
辭
可
記
誦

者
、
有
傳
。
而
無
文
辭
不
可
記
誦
者
、
無
傳
。
五
經
皆
存
、
而
獨
『
樂
』
之
一
經
亡
。
三
百
五
篇
『
詩
』
皆
存
、
而
獨
笙
詩
六
篇
亡
。

蓋
以
無
文
辭
非
可
記
誦
故
也
。
若
先
天
古
易
止
有
卦
畵
、
河
圖
、
洛
書
止
有
圖
象
、
則
儒
者
亦
不
傳
。
是
以
、
漢
、
魏
、
晋
、
唐
、

（
30
）

（
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）

（
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）
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宋
初
之
儒
、
不
見
圖
書
。）（『
易
纂
言
外
翼
』
巻
七
）

儒
家
は
秦
始
皇
の
焚
書
坑
儒
を
経
な
が
ら
概
ね
書
籍
を
口
頭
で
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
章
か
ら
な
り
暗
誦
で
き

る
も
の
は
伝
来
さ
れ
た
が
、
絵
の
よ
う
に
暗
誦
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
伝
来
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
河
図
と
洛
書
も
漢
代
以
降
宋

初
に
至
る
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
そ
の
事
実
の
可
否
を
問
わ
ず
、
一
理
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
写
時
代
に

文
字
で
は
な
い
絵
が
伝
写
で
後
代
に
伝
わ
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
印
刷
術
が
一
般
化
さ
れ
た
宋
代
よ
り
前
の
絵
や
挿
絵
本

は
現
存
す
る
も
の
が
稀
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
代
に
は
陳
摶
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
た
黒
白
点
図
が
河
図
と
洛
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
反
対
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
河
図

と
洛
書
が
八
卦
と
洪
範
に
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
否
定
し
た
学
者
ら
も
い
た
が
、
南
宋
の
薛
季
宣
（
一
一
三
四
年
〜
一
一
七
三
年
）

が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
薛
季
宣
は
緯
書
の
『
春
秋
命
暦
序
』
の
「
河
図
は
帝
王
に
な
る
た
め
の
道
で
あ
り
、
そ
の
絵
に
は
黄

河
と
長
江
、
山
と
川
、
地
域
の
境
界
線
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
章
を
根
拠
に
、
河
図
と
洛
書
に
つ
い
て
「
河
図
と
洛
書
は
、
す
な
わ

ち
『
山
海
経
』
の
種
類
で
あ
る
。
夏
に
は
『
尚
書
』「
禹
貢
」
篇
が
あ
り
、
周
で
は
職
方
氏
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
管
掌
し
、
今
は
諸
路
の

閏
年
図
経
が
あ
る
。
漢
代
の
司
空
が
管
掌
し
た
輿
地
図
、
地
理
志
と
類
似
し
て
い
る
」
と
し
て
、
地
図
で
あ
る
と
い
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
観
点
に
対
し
て
、
そ
れ
で
は
「
図
」
と
「
書
」
は
ど
う
区
別
さ
れ
る
か
と
い
う
質
問
に
は
、
詳
細
な
も
の
と
省
略
し
た
も
の
の
違
い

と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
黄
河
は
そ
の
発
源
地
が
遠
く
、
中
原
地
域
で
は
黄
河
の
流
れ
の
曲
直
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
方
向
し
か

分
か
ら
な
い
の
で
絵
で
示
し
た
だ
け
で
、
洛
水
の
発
源
地
は
九
州
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
が
通
過
す
る
土
地
と
そ
の
物
産
に
つ
い
て
詳
し
く

知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
文
字
で
叙
述
し
た
と
い
う
。
空
理
空
談
を
嫌
い
、
功
利
の
た
め
の
学
問
を
主
張
す
る
永
嘉
学
派
の
代
表
人
物
ら
し

く
実
用
的
な
主
張
だ
と
い
え
る
が
、
前
述
し
た
「
図
」
の
語
源
が
「
地
図
」
だ
と
い
う
文
字
学
の
専
門
家
た
ち
の
意
見
に
照
ら
し
て
み
る

と
、
字
訓
上
で
は
一
理
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
条
件
の
上
で
黄
河
に
も
洛
水
に
も
絵
と
文
字
の
両
方
を
活
用
す
れ
ば
さ

ら
に
詳
し
い
情
報
が
伝
達
で
き
る
た
め
、
な
ぜ
「
河
図
」
と
な
り
「
洛
書
」
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
全
体

的
に
説
得
力
に
乏
し
い
が
、
こ
の
説
明
に
は
絵
と
文
字
の
情
報
伝
達
の
機
能
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
薛
季

宣
は
川
の
水
が
流
れ
る
全
体
的
な
方
向
と
流
れ
の
曲
直
の
よ
う
な
も
の
は
絵
で
示
し
、
各
地
域
に
対
す
る
細
部
事
項
は
文
字
で
記
述
す
る

（
33
）

（
34
）

（
35
）



84慶應義塾中国文学会報　第２号

の
が
妥
当
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
は
地
図
が
添
付
さ
れ
て
い
る
地
理
志
の
一
般
的
な
形
式
と
し
て
、
そ
れ
な
り

に
妥
当
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
が
八
卦
の
よ
う
な
、
文
字
で
は
表
現
で
き
な
い
深
奧
な
も
の
が
表
現
で
き
る
象
徴
的
な
絵

の
機
能
に
強
力
な
信
頼
を
示
し
た
と
す
れ
ば
、
薛
季
宣
は
地
図
や
略
図
の
よ
う
に
事
物
の
全
体
的
な
方
向
や
曲
直
な
ど
の
構
造
が
効
果
的

に
表
現
で
き
る
絵
の
機
能
に
着
目
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
見
解
は
清
代
の
黄
宗
羲
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。

五
．
清
代
―
宋
代
の
河
図
洛
書
論
に
対
す
る
批
判

清
代
に
入
る
と
、
こ
れ
ま
で
朱
熹
の
権
威
に
押
さ
れ
て
散
発
的
だ
っ
た
黒
白
点
図
の
河
図
と
洛
書
に
対
す
る
批
判
が
本
格
化
し
は
じ
め

た
が
、
そ
の
最
初
の
批
判
者
と
し
て
黄
宗
羲
（
一
六
一
〇
年
〜
一
六
九
五
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
黄
宗
羲
は
河
図
と
洛
書
が
八
卦
と
洪
範

九
疇
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
お
り
、
河
図
と
洛
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
図
」
と
は
山
川
の
危
険
と
安
全
、
南
北
の
高
さ
と
深
さ
を
示
し
た
後
世
の
図
経
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
書
」
と
は
風
土
の
強
さ

と
柔
ら
か
さ
、
戸
口
と
険
し
い
要
塞
な
ど
を
記
述
し
た
夏
の
「
禹
貢
」
や
周
の
職
方
が
管
掌
す
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。「
河
」
や

「
洛
」
と
い
っ
た
の
は
河
と
洛
が
天
下
の
中
央
で
あ
る
た
め
で
、
四
方
か
ら
図
と
書
を
捧
げ
れ
ば
、
そ
の
名
前
は
み
な
河
と
洛
と
し
た

の
で
あ
る
。（
謂
之
圖
者
、
山
川
險
易
、
南
北
高
深
、
如
後
世
之
圖
經
是
也
。
謂
之
書
者
、
風
土
剛
柔
、
户
口
扼
塞
、
如
夏
之
「
禹

貢
」、
周
之
職
方
是
也
。
謂
之
河
洛
者
、
河
洛
爲
天
下
之
中
、
凡
四
方
所
上
圖
書
、
皆
以
河
洛
繫
其
名
也
。）（『
易
学
象
数
論
』
巻
一

「
図
書
一
」）

つ
ま
り
、
図
は
後
世
の
図
経
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
図
経
は
絵
や
地
図
が
入
っ
て
い
る
書
籍
や
地
理
志
で
あ
る
。「
禹

貢
」
は
『
商
書
』
の
篇
名
と
し
て
、
や
は
り
地
理
志
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
職
方
は
周
代
の
官
職
名
と
し
て
、
天
下
の
地
図
や
四
方

か
ら
の
献
上
品
を
管
理
し
た
。
つ
ま
り
、
黄
宗
羲
は
図
に
つ
い
て
は
地
理
志
に
添
付
さ
れ
て
い
る
地
図
や
絵
と
し
て
、
書
は
地
理
志
と
し

て
把
握
し
た
と
い
え
る
。
彼
は
同
じ
文
章
で
、
孔
子
が
『
論
語
』
で
河
図
が
出
な
い
と
嘆
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
周
は
す
で
に
権
威

（
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を
失
っ
て
お
り
、
列
国
は
そ
れ
ぞ
れ
人
民
と
土
地
を
持
っ
て
い
た
が
河
図
と
洛
書
を
送
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
、
各
国
の
暮
ら
し
を
知

る
こ
と
が
で
き
ず
に
嘆
い
た
の
だ
と
し
た
。

河
図
と
洛
書
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
か
な
り
実
用
的
で
現
実
的
だ
と
い
え
る
が
、
黄
宗
羲
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
宋
代
の
薛
季

宣
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
同
じ
文
章
の
少
し
後
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

は
言
い
過
ぎ
の
感
が
あ
る
が
、
胡
渭
（
一
六
三
三
年
〜
一
七
一
四
年
）
の
『
易
図
明
辨
』
と
並
ん
で
易
学
に
功
労
が
あ
る
と
認
め
た
。

黄
宗
羲
は
ま
た
、
宋
代
の
黒
白
点
図
の
河
図
と
洛
書
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

河
図
と
洛
書
は
ま
た
自
ら
区
別
さ
れ
る
。
天
地
之
数
を
「
図
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
九
宮
之
数
も
や
は
り
一
つ
の
「
図
」
に
な
る
の
に
、

ど
う
し
て
「
書
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
？
漢
代
の
儒
家
が
「
図
」
と
称
し
た
の
は
、
絵
の
こ
と
で
あ
り
、「
書
」
は
文
字
を
称
し
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
名
と
実
の
一
致
に
非
常
に
厳
し
か
っ
た
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
そ
の
誤
り
は
明
ら
か
な
の
だ
。（
且
圖
書
亦
自
有

辨
。
天
地
之
數
固
命
之
爲
圖
、
九
宮
之
數
亦
是
一
圖
也
、
豈
可
爲
書
？
漢
儒
圖
則
言
畵
、
書
則
言
文
。
猶
致
嚴
于
名
實
。
此
則
不
暇

自
掩
其
失
矣
。）（『
易
学
象
数
論
』
巻
一
「
図
書
二
」）

つ
ま
り
、
天
地
之
数
を
絵
で
示
し
た
河
図
の
「
図
」
は
漢
代
に
は
「
絵
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
九
宮
之
数
を
示
し
た
洛
書
の
「
書
」

は
「
文
字
」
の
意
味
だ
が
、
宋
代
に
出
現
し
た
黒
白
点
図
は
ど
ち
ら
も
絵
か
ら
な
る
の
で
、
名
と
実
が
違
っ
て
い
る
た
め
自
ら
誤
り
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
宋
代
の
黒
白
点
図
が
い
ず
れ
も
絵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
今
日

の
観
点
か
ら
見
る
と
、
か
な
り
合
理
的
で
常
識
的
な
判
断
だ
と
い
え
る
。

黄
宗
羲
の
弟
で
あ
る
黄
宗
炎
（
一
六
一
六
年
〜
一
六
八
六
年
）
も
河
図
と
洛
書
を
黄
宗
羲
と
同
様
に
地
理
書
と
把
握
し
た
が
、
た
だ
、『
周

易
』
の
卦
爻
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

上
古
時
代
に
ど
う
し
て
早
く
か
ら
図
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
？
た
だ
文
字
が
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
奇
数
と
偶
数
を
描
い
て
文
字
の
萌
芽

を
表
示
し
た
だ
け
で
あ
る
。
陳
摶
は
古
文
字
が
分
か
ら
な
く
て
図
と
誤
認
し
た
。
文
王
と
周
公
、
孔
子
の
時
に
は
文
字
が
完
備
さ
れ

（
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て
、
初
め
て
言
い
た
い
こ
と
を
流
暢
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
竹
簡
に
そ
れ
を
書
け
ば
そ
の
意
味
が
は
っ
き
り
と
表
れ
る
の
で

見
る
に
値
し
た
が
、
す
べ
て
古
文
字
の
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
、
難
し
い
所
を
除
去
し
て
平
易
に
し
た
。
十
翼
を
読
む
の

は
、
ま
さ
に
彖
伝
、
爻
辞
、
象
伝
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
り
、
彖
伝
、
爻
辞
、
象
伝
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
古
文
字
で
あ
る
卦
画
の
意
味
を
追
求
し
て
推
測
す
る
方
法
で
あ
る
。（
上
古
何
嘗
有
圖
？
但
文
字
未
備
、
畵
爲
奇
耦
、
示
文
字

之
造
端
爾
。
陳
氏
不
識
古
文
古
字
、
誤
以
爲
圖
也
。
文
周
孔
子
文
字
大
備
、
始
得
暢
其
所
言
、
著
之
竹
木
而
義
理
昭
然
可
觀
、
皆
所

以
闡
發
古
文
古
字
之
幽
隠
、
破
除
其
艱
澁
、
以
就
夫
坦
夷
。
讀
十
翼
正
所
以
明
顯
彖
爻
辭
象
、
明
顯
彖
爻
辭
象
正
所
以
追
測
卦
畫
之

古
文
古
字
也
。）（『
図
学
弁
惑
』
巻
一
「
原
序
」）

黄
宗
炎
は
上
記
の
引
用
文
で
卦
爻
を
絵
で
は
な
い
と
し
、
文
字
が
十
全
に
具
備
さ
れ
る
前
に
文
字
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
た
文
字
の
萌
芽

と
し
て
把
握
し
た
。
卦
爻
は
一
種
の
符
号
と
し
て
、
一
般
的
な
絵
と
は
違
っ
て
鑑
賞
よ
り
は
意
味
の
伝
達
を
主
な
目
的
と
す
る
点
で
は
文

字
と
一
脈
相
通
じ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
黄
宗
炎
は
卦
爻
の
こ
う
い
う
性
格
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
黄
宗
炎
は
上
記
の

引
用
文
で
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
絵
よ
り
は
相
対
的
に
文
字
の
機
能
を
強
調
し
て
い
る
が
、
卦
爻
を
古
文
字
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
か

ら
も
彼
の
こ
の
よ
う
な
文
字
観
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
絵
が
文
字
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
中
国
の

古
い
文
献
を
読
ん
で
み
る
と
、
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
が
時
折
目
に
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
見
解
は
現
在

で
は
事
実
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
字
が
象
形
文
字
を
基
盤
に
し
た
文
字
で
あ
る
た
め
逆
に
文
字
か
ら
絵
が
生
ま
れ
た
と
考

え
た
よ
う
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
も
文
字
中
心
主
義
の
一
面
だ
と
思
わ
れ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
黄
宗
炎
に
は
や
や
文
字
中
心
的
な
傾
向

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
認
識
と
情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
の
絵
の
機
能
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

や
は
り
宋
代
の
黒
白
点
図
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
っ
た
毛
奇
齡
（
一
六
二
三
年
〜
一
七
一
六
年
）
は
、
河
図
と
洛
書
に
つ
い
て
「
大
体

「
図
」
は
規
画
で
あ
り
、「
書
」
は
簡
冊
だ
か
ら
、
い
ず
れ
も
典
籍
の
類
で
あ
る
（
大
抵
圖
爲
規
畵
、
書
爲
簡
冊
、
無
非
皆
典
籍
之
類
）」
と

し
た
が
、
こ
こ
で
「
規
画
」
と
は
、
彩
色
し
た
一
般
的
な
絵
画
で
は
な
く
、
地
図
と
同
じ
よ
う
に
墨
で
描
い
た
簡
単
な
挿
絵
を
意
味
す
る
。

そ
れ
で
河
図
と
洛
書
は
ど
ち
ら
も
典
籍
の
類
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
鄭
玄
が
『
周
易
』「
繫
辞
伝
」
に
注
を
つ
け
る
時
に
引
用
し
た
文

章
で
あ
る
『
春
秋
緯
』
の
「
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
」
に
つ
い
て
、
河
図
と
洛
書
が
ど
ち
ら
も
書
籍
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

（
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指
摘
し
な
が
ら
、
漢
代
は
古
い
時
代
に
近
い
か
ら
こ
の
内
容
は
研
究
に
値
す
る
と
肯
定
的
な
評
価
を
し
た
。

つ
ま
り
、
河
図
は
絵
で
あ
り
、
洛
書
は
文
字
だ
が
、
結
局
は
両
方
と
も
に
書
籍
に
属
す
る
た
め
、
区
分
せ
ず
に
ど
ち
ら
に
も
「
篇
」
と

い
う
助
数
詞
を
使
っ
た
可
能
性
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
経
典
を
重
視
し
た
毛
奇
齡
は
『
周
易
』「
繫
辞
伝
」
の
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人

則
之
」
に
基
づ
い
て
、
河
図
と
洛
書
は
ど
ち
ら
も
伏
羲
の
時
に
出
て
お
り
、
伏
羲
が
八
卦
を
作
る
時
に
河
図
と
洛
書
に
則
っ
た
と
し
て
、

洛
書
と
洪
範
九
疇
と
の
関
連
説
を
否
定
し
た
。
た
だ
、
彼
は
伏
羲
の
時
に
洛
書
の
文
字
が
既
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
な

か
っ
た
。

胡
渭
（
一
六
三
三
年
〜
一
七
一
四
年
）
は
清
初
に
お
け
る
宋
代
の
図
書
学
派
に
対
す
る
批
判
を
集
大
成
し
た
と
い
え
る
。
彼
は
著
書
で

あ
る
『
易
図
明
辨
』
で
、
彼
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
河
図
と
洛
書
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
の
あ
る
主
要
先
学
を
一
人
ず
つ
批
判
し
た
が
、

彼
が
河
図
洛
書
論
争
を
眺
め
る
視
覚
に
は
、
河
図
は
絵
で
、
洛
書
は
文
字
で
で
き
て
い
る
と
い
う
事
実
も
相
当
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
絵
と
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
に
つ
い
て
明
確
に
認
識
し
て
い
る
が
、
下
の
引
用
文
に
も
そ
の
よ
う
な
認
識
が
よ
く

表
れ
て
い
る
。

　

昔
は
文
字
が
あ
れ
ば
必
ず
絵
も
あ
っ
た
の
で
、
文
字
が
で
き
な
い
こ
と
を
絵
で
補
完
し
た
。
お
よ
そ
天
文
、
地
理
、
鳥
獣
、
草
木
、

宮
室
、
車
旗
、
服
飾
、
器
用
、
世
系
（
世
代
交
代
の
系
統
）、
位
著
（
朝
廷
で
、
ま
た
は
祭
祀
を
行
う
時
の
位
置
）
の
よ
う
な
も
の

は
、
絵
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
奥
深
く
隠
さ
れ
た
形
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
古
今
の
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、『
詩
経
』『
書
経
』『
礼
記
』『
楽
経
』『
春
秋
』
の
い
ず
れ
も
絵
が
な
い
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
、『
易
経
』
は
用

い
た
絵
が
な
か
っ
た
が
、
六
十
四
卦
と
二
体
六
爻
の
画
が
ま
さ
に
そ
の
絵
で
あ
る
。（
古
者
有
書
必
有
圖
、
圖
以
佐
書
之
所
不
能
盡

也
。
凡
天
文
地
理
、
鳥
獸
草
木
、
宮
室
車
旗
、
服
飾
器
用
、
世
系
位
著
之
類
、
非
圖
則
無
以
示
隱
賾
之
形
、
明
古
今
之
制
。
故
詩
書

禮
樂
春
秋
皆
不
可
以
無
圖
。
唯
易
則
無
所
用
圖
、
六
十
四
卦
、
二
體
六
爻
之
畫
、
即
其
圖
矣
。）（『
易
図
明
辨
』「
題
辞
」）

彼
は
、
河
図
と
洛
書
は
『
周
易
』
と
洪
範
九
疇
の
根
源
で
あ
る
が
、
河
図
と
洛
書
が
そ
の
ま
ま
『
周
易
』
と
洪
範
九
疇
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、『
周
易
』
と
洪
範
九
疇
の
様
々
な
根
源
の
一
つ
だ
と
考
え
た
。
ま
た
、
洛
書
は
禹
王
の
時
に
出
た
に
も
関
わ
ら
ず
『
周
易
』
と

（
42
）

（
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）

（
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）
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も
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
が
、
次
の
引
用
文
に
は
そ
の
よ
う
な
考
え
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

国
を
よ
く
治
め
る
君
主
は
す
べ
て
河
図
と
洛
書
を
受
け
た
の
で
、
伏
羲
と
禹
王
の
時
に
の
み
河
図
と
洛
書
が
出
た
わ
け
で
は
な
い
。

河
図
は
象
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
則
っ
て
卦
を
描
い
た
。
洛
書
は
文
字
か
ら
な
り
、
そ
れ
に
則
っ
て
繫
辞
し
た
。
八
卦
の
根
源
は
必

ず
し
も
河
図
だ
け
で
は
な
く
、
洪
範
九
疇
の
根
源
は
洛
書
だ
け
で
は
な
い
。（
歷
代
有
道
之
君
皆
受
圖
書
、
非
獨
羲
禹
時
出
也
。
河
圖

象
也
、
故
則
之
以
畫
卦
、
洛
書
文
字
也
、
故
則
之
以
繫
辭
、
河
圖
非
必
八
卦
、
洛
書
不
盡
九
疇
也
。）（『
易
図
明
辨
』
巻
一
）

つ
ま
り
、
国
を
よ
く
治
め
る
君
主
に
は
天
が
祥
瑞
を
示
す
が
、
河
図
と
洛
書
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は
河
図
は

「
象
」
で
あ
る
の
で
そ
れ
を
手
本
に
し
て
卦
を
描
き
、
洛
書
は
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
そ
れ
に
則
っ
て
繫
辞
し
た
と
し
て
河
図
と
洛
書

の
メ
デ
ィ
ア
が
異
な
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
伏
羲
の
時
に
河
図
が
出
て
八
卦
を
作
る
基
礎
の
一
つ
に
な
り
、

洛
書
は
禹
王
の
時
に
出
て
洪
範
九
疇
の
根
源
と
な
っ
た
こ
と
は
認
め
た
が
、
河
図
が
ま
さ
に
八
卦
そ
の
も
の
で
あ
り
、
洛
書
が
ま
さ
に
洪

範
九
疇
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
河
図
は
伏
羲
の
時
に
出
て
、
洛
書
は
禹
王
の
時

に
出
た
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
伏
羲
の
時
に
は
ま
だ
「
文
字
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。

胡
渭
は
ま
た
当
時
に
至
る
ま
で
の
『
易
経
』
の
研
究
者
を
一
人
ず
つ
批
判
し
た
。
黄
宗
羲
に
つ
い
て
は
黄
河
洛
水
が
四
方
の
地
域
を
代

弁
し
た
と
述
べ
た
こ
と
を
批
判
し
、
ま
た
、
伏
羲
の
時
に
は
風
俗
が
淳
厚
で
あ
っ
た
の
に
ど
う
し
て
山
川
の
危
険
と
安
全
を
示
す
地
図
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
ま
だ
文
字
が
な
く
結
繩
で
治
め
た
時
代
に
ど
う
し
て
戸
口
と
険
し
い
要
塞
に
関
す
る
書
籍
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
批

判
し
た
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
、
毛
奇
齡
が
『
河
図
洛
書
原
舛
編
』
で
河
図
と
洛
書
は
典
籍
の
類
だ
と
し
な
が
ら
鄭
玄
が
『
周
易
』「
繫

辞
伝
」
の
注
で
『
春
秋
緯
』
を
引
用
し
て
「
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
」
と
述
べ
た
部
分
を
再
引
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
緯
書
は
六

経
に
害
を
与
え
る
雑
草
だ
が
、
鄭
玄
は
緯
書
を
引
用
し
て
聖
賢
を
侮
辱
し
、
後
学
ら
は
こ
れ
を
除
去
で
き
ず
、
か
え
っ
て
育
て
た
と
批
判

し
た
。
つ
ま
り
、
胡
渭
は
『
春
秋
緯
』
の
「
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
」
の
説
に
賛
成
し
な
か
っ
た
が
、
毛
奇
齡
や
鄭
玄
が
河
図
と
洛
書

の
メ
デ
ィ
ア
を
区
別
せ
ず
、
い
ず
れ
も
書
籍
と
し
て
概
括
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
批
判
し
た
。

胡
渭
は
ま
た
、
孔
穎
達
が
『
尚
書
』「
洪
範
」
に
つ
い
て
の
疏
で
洛
書
を
「
天
神
言
語
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し

（
45
）

（
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）

（
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）

（
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）
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た
。

洛
書
は
「
文
」
で
あ
り
「
言
語
」
で
は
な
い
た
め
、
孔
穎
達
が
洛
書
を
天
神
の
言
語
と
見
な
し
た
の
は
偽
り
で
あ
る
。『
説
文
解
字
』

「
敍
」
で
、「
倉
頡
が
最
初
に
文
字
を
作
る
時
、
事
物
の
部
類
に
基
づ
い
て
形
を
模
し
た
た
め
「
文
」
と
い
い
、
そ
の
後
形
旁
と
声
旁

を
加
え
た
も
の
を
「
字
」
と
し
た
の
で
、「
字
」
は
派
生
し
て
ま
す
ま
す
多
く
な
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
う
い
う
訳

だ
か
ら
、「
文
」
と
「
字
」
は
異
な
る
。「
文
」
は
点
画
が
少
な
く
、「
字
」
は
点
画
が
多
い
。
洛
書
の
「
文
」
は
、
概
ね
倉
頡
が
最
初

に
作
っ
た
も
の
と
似
て
い
る
。（
洛
書
文
也
、
非
言
也
、
而
穎
達
以
為
天
神
之
言
語
則
誣
矣
。
說
文
序
云
、「
倉
頡
之
初
作
書
、
葢
依

類
象
形
、
故
謂
之
文
、
其
後
形
聲
相
益
即
謂
之
字
、
字
者
言
孳
乳
而
浸
多
也
。」
然
則
文
與
字
不
同
、
文
之
㸃
畫
少
、
字
之
㸃
畫
多
、

洛
書
之
文
葢
與
蒼
頡
初
制
相
類
、
…
…
…
）（『
易
図
明
辨
』
巻
一
「
右
論
古
洛
書
之
文
」）

胡
渭
は
上
の
引
用
文
で
『
説
文
解
字
』
の
「
敍
」
に
依
拠
し
て
文
字
を
「
文
」
と
「
字
」
に
分
け
て
い
る
。「
文
」
は
事
物
の
部
類
に
基

づ
い
て
形
を
模
し
た
た
め
点
画
が
少
な
く
、「
字
」
は
「
文
」
が
作
ら
れ
た
後
に
増
え
た
形
声
字
で
あ
り
点
画
が
多
く
、
互
い
に
違
う
も
の

で
、
洛
書
は
こ
の
う
ち
最
初
に
作
ら
れ
た
文
で
あ
る
と
い
う
。
胡
渭
は
ま
た
、
洛
書
は
文
で
あ
り
、
言
語
（
言
）
で
は
な
い
た
め
、
従
っ

て
天
神
の
言
語
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
前
後
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
胡
渭
が
洛
書
を
言
語
で
は
な
い
と

し
た
の
は
（
つ
ま
り
言
語
を
記
録
し
た
も
の
で
は
な
い
と
み
な
し
た
の
は
）、
洛
書
が
「
字
」
で
は
な
く
、「
文
」
で
あ
る
た
め
だ
と
読
み

取
れ
る
。『
説
文
解
字
』
で
い
う
「
文
」
と
「
字
」
は
、
実
際
に
は
と
も
に
言
語
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意

味
で
は
と
も
に
文
字
言
語
で
あ
る
。
し
か
し
「
文
」
と
は
事
物
の
形
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
例
え
ば
互
い
に
言
葉
を
知
ら
な
く

て
も
「
文
」
だ
け
で
意
思
疎
通
が
で
き
る
の
で
、「
文
」
は
言
語
で
は
な
い
と
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
を
知
ら
な

い
天
神
と
も
文
で
意
思
疎
通
が
で
き
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
前
述
し
た
劉
牧
の
よ
う
に
、
天
神
が
ど
う
し
て
人
間
の
言
葉

が
話
せ
る
か
と
批
判
し
た
学
者
ら
を
意
識
し
て
、
弁
解
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
胡
渭
の
河
図
洛
書
論
中
の
絵
と
文
字
に
関
連
し
た
部
分
を
見
て
み
た
が
、
絵
と
文
字
に
対
す
る
認
識
は
彼
の
易
学
に
大
き
く
作

用
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
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清
初
の
学
者
た
ち
の
誰
も
が
宋
代
の
黒
白
点
図
に
反
対
し
た
訳
で
は
な
く
、
継
承
し
た
学
者
ら
も
い
た
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
胡
煦
（
一

六
五
五
年
〜
一
七
三
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
胡
煦
は
朱
熹
の
黒
白
点
図
を
継
承
し
た
が
、
河
図
が
八
卦
と
な
り
、
洛
書
が
洪
範
九
疇
に

な
っ
た
と
い
う
見
解
に
は
反
対
し
て
お
り
、
河
図
と
洛
書
は
ど
ち
ら
も
伏
羲
の
時
に
出
て
八
卦
の
根
源
と
な
っ
た
と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
、

彼
は
『
周
易
』
の
形
式
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。

『
周
易
』
は
道
を
伝
え
る
本
で
あ
り
、
道
理
は
文
字
に
現
れ
、
文
字
は
河
図
と
洛
書
か
ら
始
ま
っ
た
。「
図
」
と
は
数
が
集
ま
っ
た
も

の
で
あ
り
、
象
を
並
べ
た
も
の
で
あ
り
、
理
が
泊
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
河
図
と
洛
書
は
天
が
図
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
伏
羲
の

八
卦
は
、
聖
人
が
図
で
教
え
る
も
の
で
あ
る
。（『
周
易
』
傳
道
之
書
也
、
道
理
顯
于
文
字
、
文
字
肇
于
圖
書
。
圖
也
者
、
數
之
聚
、

象
之
設
、
而
理
之
寓
也
。
河
圖
、
洛
書
、
天
以
圖
示
也
。
先
天
八
卦
、
聖
人
以
圖
敎
也
。）（『
周
易
函
書
約
存
』
巻
首
上
「
総
義
」）

河
図
と
洛
書
は
天
が
図
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
河
図
と
洛
書
が
と
も
に
図
で
あ
る
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
お
り
、『
周
易
』

で
道
理
は
文
字
に
現
わ
れ
る
が
、
文
字
は
河
図
と
洛
書
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
。
全
体
的
に
「
図
」
を
根
源
的
な
も
の
と
把
握
し
、
そ
の

重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
上
の
文
章
に
続
い
て
再
び
下
記
の
よ
う
に
「
図
」
の
特
徴
と
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
文
字
は
巨
大
で
多
い
が
、
図
像
は
簡
単
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
は
明
確
で
容
易
だ
が
、
図
像
は
含
蓄
が
あ
っ
て
奥
深
く
、

一
つ
に
一
万
を
盛
り
込
み
、
芥
子
に
須
彌
山
を
入
れ
る
、
そ
の
奥
深
さ
を
探
求
し
て
推
し
量
る
こ
と
は
実
に
大
変
で
あ
る
。
含
み
の

あ
る
も
の
を
捨
て
て
明
ら
か
な
も
の
に
努
め
、
容
易
な
こ
と
を
守
っ
て
難
し
い
こ
と
は
ほ
う
っ
て
お
く
、
こ
れ
は
巨
大
な
波
の
広
大

さ
を
追
っ
て
、
尽
き
な
い
水
源
地
は
探
求
し
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
『
周
易
』
の
根
源
を
把
握
す
る
こ
と
で
世
の
中
の

あ
ら
ゆ
る
理
致
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
！
（
顧
文
字
浩
繁
而
圖
象
简
約
、
文
字
顯
易
而
圖
象
隱
深
、
藏
萬
于
一
、
納
須

彌
于
芥
子
、
窮
幽
測
奧
、
實
費
且
難
。
舍
其
隱
、
務
其
顯
、
守
其
易
、
置
其
難
、
是
逐
浩
渺
于
洪
流
、
而
未
探
泉
源
之
不
匱
矣
、
寧

能
徹
『
周
易
』
之
大
原
而
一
以
貫
之
哉
！
）（『
周
易
函
書
約
存
』
巻
首
上
「
総
義
」）

（
49
）
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図
像
は
文
字
に
比
べ
て
簡
単
な
が
ら
も
含
蓄
が
あ
る
上
に
深
奧
で
、
多
く
の
こ
と
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
探
求
し

が
た
い
。
し
か
し
、
難
し
い
か
ら
と
い
っ
て
放
置
し
て
、
明
ら
か
で
分
か
り
や
す
い
文
字
だ
け
を
追
い
か
け
る
と
、『
周
易
』
の
根
源
は
把

握
で
き
な
い
と
い
う
。
以
上
の
引
用
文
を
見
る
と
、
胡
煦
は
宋
代
の
朱
熹
と
同
じ
く
絵
の
機
能
を
深
く
信
頼
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
た
だ
、
胡
煦
の
『
周
易
函
書
約
存
』
で
河
図
洛
書
に
関
連
す
る
部
分
を
見
て
も
、「
洛
書
」
と
い
う
名
前
と
、
絵
か
ら
な
る
黒
白
点
図

の
洛
書
と
が
一
致
し
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

六
．
終
わ
り
に

中
国
の
河
図
洛
書
伝
説
は
先
秦
時
代
の
い
く
つ
か
の
文
献
に
見
ら
れ
る
が
、『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則

之
」
と
い
う
文
章
が
中
国
文
化
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
一
文
は
絵
と
文
字
と
の
明
確
な
対
比
構
図
を
示
し
て

お
り
、
メ
デ
ィ
ア
的
な
面
で
も
重
要
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
作
者
は
文
字
だ
け
で
は
な
く
絵
も
重
視
し
た
が
、

こ
れ
は
『
周
易
』
と
い
う
書
物
が
卦
爻
と
文
字
か
ら
な
る
と
い
う
事
実
と
深
い
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
が
絵

を
重
視
す
る
の
は
、
本
文
で
既
に
考
察
し
た
と
お
り
、「
立
象
以
盡
意
」
の
一
文
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
一
方
、『
周
易
』「
繫
辞
上

伝
」
の
「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
」
は
、
漢
代
に
至
り
劉
欽
な
ど
に
よ
っ
て
河
図
は
八
卦
の
根
源
と
な
り
洛
書
は
『
尚
書
』
の
洪

範
九
疇
に
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
た
が
、
メ
デ
ィ
ア
的
な
側
面
か
ら
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
図
」
と
「
書
」
に
具
体
性
を
付
与
し
、

絵
と
文
字
の
対
比
構
図
を
さ
ら
に
強
固
に
し
、
同
時
に
儒
家
経
典
の
主
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
大
な
権
威
も
獲
得
し
、
後
代

に
ま
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
絵
と
文
字
と
の
対
比
構
図
は
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
河
図
と
洛
書
は
文
献
上
に
は
現
れ
て
い
た
が
そ
の
実
体
は
長
ら
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
宋
代
に
至
り
出
現
し
た
の

が
、
い
わ
ゆ
る
黒
白
点
図
の
河
図
洛
書
で
あ
る
。
黒
白
点
図
の
河
図
洛
書
は
朱
熹
に
よ
っ
て
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
河
図
と
洛
書
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
上
で
継
承
さ
れ
、
朱
熹
の
権
威
に
支
え
ら
れ
後
代
に
ま
で
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
黒
白
点
図
の
河
図
と
洛
書
は

両
者
と
も
絵
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
河
図
と
洛
書
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
『
周



92慶應義塾中国文学会報　第２号

易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
「
立
象
以
盡
意
」
の
一
文
で
代
弁
さ
れ
る
、
絵
（
図
）
の
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
を
重
視
す
る
古
代
中
国
の
伝
統
が
挙
げ

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
伝
統
は
文
字
と
卦
爻
か
ら
な
る
『
周
易
』
の
体
裁
と
も
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
実
際

に
本
稿
で
も
、
黒
白
点
図
を
認
め
る
朱
熹
と
清
代
の
胡
煦
の
見
解
に
は
、
絵
の
機
能
に
対
す
る
強
力
な
信
頼
が
表
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。

次
い
で
、
漢
字
が
象
形
文
字
を
基
盤
に
し
た
表
語
文
字
で
あ
り
、
漢
字
と
絵
と
の
距
離
が
相
対
的
に
近
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
絵
と
文
字
が
似
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
境
界
が
相
対
的
に
明
確
で
は
な
い
た
め
に
、
絵
か
ら
な
る
「
洛
書
」
も
黙
認
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
漢
代
の
王
充
の
文
章
に
そ
う
し
た
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
そ
う
だ
と
し
て
も
や
は

り
絵
と
文
字
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
た
め
、
宋
代
の
黒
白
点
図
に
対
し
て
は
反
発
が
あ
っ
た
。
特
に
清
初
に
起
き
た
宋
代
の
河
図
洛
書
論

に
対
す
る
批
判
を
見
る
と
、
易
学
的
な
理
由
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
メ
デ
ィ
ア
的
な
観
点
の
違
い
も
か
な
り
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
黄
宗
羲
は
絵
の
洛
書
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
代
表
的
学
者
で
あ
り
、
ま
た
清
初
に
宋
代
の
河
図
洛
書
論
に
対
す
る
批
判
を
集

大
成
し
た
胡
渭
の
議
論
に
も
メ
デ
ィ
ア
的
な
要
素
が
か
な
り
多
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
で
、
逆
に
メ
デ
ィ

ア
的
観
点
に
よ
っ
て
宋
代
の
黒
白
点
図
を
正
面
か
ら
弁
護
す
る
見
解
も
み
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
元
代
の
吳
澄
が
記
し
た

文
章
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
河
図
洛
書
の
伝
説
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
け
る
何
人
か
の
代
表
的
な
学
者
ら
の
意
見
を
メ
デ
ィ
ア
的
観
点
で
考
察
し
て

み
た
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
学
者
に
よ
っ
て
絵
と
文
字
に
対
す
る
見
方
が
様
々
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
黄
宗
炎
の
よ
う
に
少
々
文
字
中
心

主
義
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
学
者
が
い
た
と
し
て
も
、
古
代
中
国
は
や
は
り
絵
の
メ
デ
ィ
ア
的
機
能
を
相
対
的
に
重
視
す
る
伝
統
を
持
つ

国
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
河
図
洛
書
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
だ
け
長
い
間
論
争
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ

の
よ
う
な
文
化
的
伝
統
の
証
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
は
中
国
人
た
ち
が
認
め
る
よ
う
に
文
字
王
国
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
字

王
国
で
あ
る
た
め
に
絵
を
軽
視
し
た
の
で
は
な
く
、
情
報
伝
達
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
絵
に
対
し
て
親
縁
性
を
持
ち
、
絵
の
機
能
を
よ
り
重

視
し
た
と
い
え
る
。
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。
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。
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經
注
疏
本
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）：「
言
不
盡
意
者
、
意
有
深
邃
委
曲
、
非
言
可

寫
、
是
言
不
盡
意
也
。」

（
7
）	

「
象
」
概
念
は
中
国
文
化
史
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
て
研
究
も
相
当
さ
れ
て
い
る
が
、『
易
經
』「
繫
辞
伝
」
に
お
け
る
「
象
」
概
念
に
つ

い
て
は
、
郭
令
原
の
「「
象
」
的
含
義
及
其
在
先
秦
文
学
思
想
中
的
意
義
」（『
甘
肅
社
会
科
学
』、
二
〇
〇
四
年
第
三
期
）
に
よ
く
整
理
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
で
は
、「
繫
辞
伝
」
に
お
け
る
「
象
」
概
念
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
可
視
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
象
」
は
「
客
観
存
在
の
姿
（
象
）」
ま
た
は
「
卦
象
な
ど
の
易
象
」
と
い
う
含
意
を
持
つ
が
、
こ
の
よ
う
な
含
意
は
視
覚
的
な
も
の
で
、「
形
」

が
視
覚
の
ほ
か
に
触
覚
を
通
じ
て
も
把
握
で
き
る
具
体
的
な
事
物
を
意
味
す
る
の
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
象

は
人
間
が
客
観
事
物
を
認
識
す
る
際
に
言
語
で
は
で
き
な
い
作
用
を
す
る
こ
と
、
第
三
に
、「
象
」
は
た
と
え
視
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
抽
象

性
も
有
し
て
お
り
、
異
な
る
物
の
共
通
属
性
を
反
映
し
て
概
括
的
な
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
、
人
が
「
象
」
を
認
識
し
理
解
す
る

際
に
、
本
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
視
覚
的
な
物
を
観
念
的
な
も
の
に
転
換
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）	

張
松
「「
書
不
尽
言
、
言
不
尽
意
」
的
哲
学
意
義
及
其
涉
及
的
解
釋
学
問
題
」『
東
岳
論
叢
』、
二
〇
〇
二
年
第
四
期
。

	
	

孟
慶
麗
「「
言
不
尽
意
」
与
「
立
象
以
尽
意
」－
『
周
易
』
的
言
意
觀
探
微
」『
遼
寧
大
学
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学
版
）、
二
〇
〇
三
年
第
四

期
。

（
9
）	

「
左
図
右
書
」
は
ま
た
「
左
図
右
史
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、『
四
庫
全
書
』
を
検
索
し
て
み
る
と
宋
代
か
ら
文
献
に
現
れ
る
。「
左
図
右
書
」
は

昔
の
文
人
の
書
斎
に
絵
と
本
が
満
ち
て
い
る
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
学
問
好
き
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
文
字
ど
お
り
左

に
は
絵
や
地
図
、
右
側
に
は
文
字
が
入
っ
て
い
る
本
、
す
な
わ
ち
挿
画
が
入
っ
て
い
る
本
と
い
う
意
味
で
も
使
用
さ
れ
て
き
た
。

（
10
）	

孔
安
国
『
尚
書
』「
顧
命
」
注
（
十
三
經
注
疏
本
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
11
）	

孔
安
国
『
尚
書
』「
洪
範
」
注
（
十
三
經
注
疏
本
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
12
）	

史
振
卿
・
周
国
林
「
論
孔
氏
家
学
在
古
文
《
尚
書
伝
》
形
成
中
的
作
用
」『
求
索
』、
二
〇
一
一
年
三
期
。

（
13
）	

班
固
『
漢
書
』「
五
行
志
」、
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
一
三
一
五
頁
。

（
14
）	

『
周
易
鄭
康
成
注
』（『
中
国
古
代
易
学
叢
書
』
第
一
巻
、
中
国
書
店
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
一
四
一
頁
）
を
参
考
。
こ
の
他
に
、
安
居
香
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山
・
中
村
璋
八
の
『
緯
書
集
成
』
中
冊
「
春
秋
編
・
春
秋
説
題
辭
」（
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
八
六
一
頁
）
で
は
、「
河
以
通
乾
出

天
苞
、
洛
以
流
坤
吐
地
符
。
河
龍
圖
發
、
洛
龜
書
感
。
王
者
沈
禮
焉
。
故
圖
有
九
篇
、
書
有
六
篇
。」
と
な
っ
て
い
る
。

（
15
）	

『
説
文
解
字
』
五
篇
上
：「
篇
、
書
也
。
一
曰
關
西
謂
榜
篇
、
从
竹
。
扁
聲
。」

（
16
）	

李
圃
編
『
古
文
字
詁
林
』
六
、
上
海
：
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
四
頁
〜
一
三
六
頁
。

	
	

「
図
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
読
書
史
に
お
け
る
「
図
」
の
含
意
」（『
中
国
語
文
学
論
集
』、
韓
国
：
中
国
語
文
学
研
究
会
、
八

五
号
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
を
参
考
。

（
17
）	

「
書
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
文
字
を
意
味
す
る
古
代
中
國
の
漢
字
語
の
変
遷
と
そ
の
特
徵
」（
延
世
大
学
校
『
人
文
科
学
』
巻
九
五
、

二
〇
一
二
年
三
月
）
を
参
考
。

（
18
）	

元
来
「
地
図
」
ま
た
は
「
絵
」「
描
く
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
「
図
」
と
「
文
字
」
ま
た
は
「
書
く
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
「
書
」
が
並
列
し

て
作
ら
れ
た
単
語
で
あ
る
「
図
書
」
は
「
本
」、「
地
図
と
帳
簿
」、「
絵
と
文
字
」
な
ど
の
意
味
で
古
く
か
ら
広
く
使
用
さ
れ
て
き
た
。「
図
」
と

「
書
」
が
合
わ
せ
て
「
本
」
と
い
う
意
味
で
、
昔
か
ら
広
く
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
は
絵
と
文
字
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
中
国
人

の
認
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

（
用
例
）『
韓
非
子
』「
大
體
」：「
豪
傑
不
著
名
於
圖
書
、
不
録
功
於
盤
盂
。」

	

以
上
で
記
述
し
た
内
容
の
ほ
か
に
も
、
南
宋
の
鄭
樵
（
一
一
〇
四
年
〜
一
一
六
二
年
）
は
中
国
で
初
め
て
全
面
的
か
つ
体
系
的
な
図
譜
学
思
想

を
『
通
志
』「
図
譜
略
」
で
記
述
し
た
が
、
鄭
樵
は
同
書
で
夏
商
周
三
代
に
は
「
左
図
右
書
」
の
伝
統
が
盛
ん
だ
っ
た
の
に
漢
代
か
ら
は
次
第
に

こ
の
よ
う
な
伝
統
が
な
く
な
っ
た
と
言
っ
た
。
そ
の
以
降
の
文
献
で
発
見
さ
れ
る
「
左
図
右
書
」
と
い
う
成
語
の
前
に
は
「
古
人
の
」
と
い
う

修
飾
語
が
よ
く
つ
い
て
い
る
の
を
み
る
と
、
中
国
人
は
だ
い
た
い
鄭
樵
の
以
上
の
よ
う
な
見
方
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
19
）	

賈
立
霞
の
「
讖
書
和
緯
書
的
産
生
」（『
管
子
学
刊
』、
二
〇
〇
三
年
第
一
期
）
に
よ
る
と
、
讖
書
は
そ
の
内
容
が
符
命
や
占
卜
と
関
連
し
た
も

の
で
、
緯
書
は
讖
書
の
発
展
過
程
に
お
け
る
一
支
流
で
主
に
経
典
解
釈
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
類
似
し
て
お
り
、
時
間
が

経
つ
に
つ
れ
て
こ
の
二
つ
の
概
念
を
明
確
に
区
別
し
な
い
よ
う
に
な
り
、
後
に
一
括
し
て
讖
緯
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
河
図
と
洛
書
に
関
連
し
た
も
の
を
見
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
緯
書
ま
た
は
讖
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
緯
書
と
讖
書
の
概
念
を
区
別
す
る
の
は

本
稿
の
論
旨
で
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
前
で
引
用
し
た
『
緯
書
集
成
』
な
ど
を
は
じ
め
、
相
対
的
に
も
っ
と
多
く
の
文
献
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
「
緯
書
」
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

（
20
）	

注
14
で
引
用
し
た
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
の
『
緯
書
集
成
』
を
見
る
と
、「
河
図
」
と
「
洛
書
」
に
関
連
し
た
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
的

に
挿
絵
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
本
は
、
原
本
は
散
逸
し
た
緯
書
の
、
諸
書
に
引
か
れ
る
遺
文
を
集
佚
し
た
も
の
な
の
で
、
絵
が

あ
っ
た
と
し
て
も
伝
わ
り
に
く
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、「
図
讖
」
と
い
う
語
彙
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
讖
書
及
び
河
図
洛
書
と
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関
連
さ
れ
た
内
容
に
は
よ
く
絵
が
添
付
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
本
は
絵
が
添
付
さ
れ
て
い
た
た
め
、
伝
わ
る
こ

と
が
も
っ
と
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
緯
書
集
成
』
の
巻
末
付
録
で
あ
る
『
李
淳
風
抽
背
図
』
に
は
挿
絵

が
入
っ
て
い
る
が
、『
李
淳
風
抽
背
図
』
の
前
に
付
さ
れ
て
い
る
解
説
で
あ
る
「
編
者
按
」
に
よ
る
と
、
こ
の
本
の
生
産
年
代
は
早
く
て
も
五
代

末
期
以
前
に
は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
い
う
。
五
代
末
期
は
す
で
に
印
刷
術
が
一
般
化
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
。

（
21
）	
後
で
ま
た
言
及
す
る
が
、
唐
の
孔
穎
達
は
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
の
疏
で
こ
の
文
章
を
引
用
し
、
清
の
毛
奇
齡
も
『
河
図
洛
書
原
舛
編
』
で

こ
の
文
章
を
引
用
し
た
上
、
肯
定
的
に
評
価
し
た
。
注
23
と
注
42
を
参
照
。

（
22
）	

王
充
の
『
論
衡
』
は
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
23
）	

孔
穎
達
『
周
易
』「
繫
辞
上
伝
」
疏
（
十
三
經
注
疏
本
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）：「
河
出
圖
、
洛
出
書
、
聖
人
則
之
者
、
如
鄭

康
成
之
義
、
則
春
秋
緯
云
河
以
通
乾
出
天
苞
、
洛
以
流
坤
吐
地
符
、
河
龍
圖
發
、
洛
龜
書
成
。
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
。
孔
安
國
以
爲
河

圖
則
八
卦
是
也
、
洛
書
則
九
疇
是
也
、
輔
嗣
之
義
未
知
何
從
。」

（
24
）	

劉
牧
の
『
易
数
鉤
隠
図
』
は
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。

（
25
）	

『
尚
書
』「
洪
範
」（
十
三
經
注
疏
本
、
台
北
：
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）：「
禹
乃
嗣
興
、
天
乃
錫
禹
洪
範
九
疇
、
彜
倫
攸
敘
。」

（
26
）	

劉
牧
『
易
数
鉤
隠
図
』「
竜
図
亀
書
論
」
下
：「
河
圖
八
卦
垂
其
象
也
、
故
可
以
盡
陳
其
位
、
洛
書
五
行
含
其
性
也
、
必
以
文
字
分
其
類
。
伏

羲
之
世
、
世
質
民
淳
文
字
未
作
、
故
九
疇
莫
得
而
傳
也
。
但
申
其
數
耳
、
至
大
禹
聖
人
、
遂
演
成
九
類
、
垂
爲
世
範
、
九
疇
自
禹
而
始
也
。」

（
27
）	

注
26
参
考
。

（
28
）	

朱
熹
著
・
キ
ム
サ
ン
ソ
プ
解
説
『
易
学
啓
蒙
』「
本
図
書
第
一
」（
ソ
ウ
ル
：
芸
文
書
院
、
一
九
九
三
年
、
五
六
頁
）：「
伏
羲
但
據
河
圖
以
作

易
、
則
不
必
豫
見
洛
書
、
而
已
逆
與
之
合
矣
。
大
禹
但
據
洛
書
以
作
範
、
則
亦
不
必
追
考
河
圖
、
而
已
暗
與
之
符
矣
。」

（
29
）	

文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。

（
30
）	

朱
熹
『
周
易
本
義
』「
繫
辞
上
伝
」（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）、
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
。

（
31
）	

吳
澄
『
易
纂
言
』「
繫
辞
伝
上
」（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
、
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）：「
河
圖
者
、
羲
皇
時
、
河
出
龍
馬
、
背
之

旋
毛
、
後
一
六
、
前
二
七
、
左
三
八
、
右
四
九
、
中
五
十
、
以
象
旋
毛
如
星
點
而
謂
之
圖
、
羲
皇
則
其
陽
奇
陰
耦
之
數
以
畵
卦
、
生
蓍
。
洛
書

者
、
禹
治
水
時
、
洛
出
神
龜
、
背
之
拆
文
、
前
九
後
一
、
左
三
右
七
、
中
五
、
前
之
右
二
、
前
之
左
四
、
後
之
右
六
、
後
之
左
八
、
以
其
拆
文

如
字
畵
而
謂
之
書
、
禹
則
其
自
一
至
九
之
數
、
以
叙
洪
範
九
疇
。」

（
32
）	

吳
澄
『
易
纂
言
外
翼
』
巻
七
（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
、
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）：「
或
曰
、
馬
毛
之
旋
如
星
點
之
圓
圈
者
曰
圖
、

龜
甲
之
坼
如
字
畫
之
縱
橫
者
曰
書
、
是
矣
。
然
傳
自
希
夷
者
、
圖
書
皆
作
圓
圈
、
何
也
。
曰
、
三
代
以
後
圖
書
隱
晦
千
有
餘
年
、
幸
而
方
技
家

藏
之
得
不
冺
絶
、
至
宋
復
出
亦
天
之
不
愛
道
也
。
然
方
技
家
之
所
取
用
、
不
過
以
其
數
之
多
寡
而
已
、
故
傳
寫
洛
書
與
河
圖
通
作
圓
圈
、
取
其
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省
易
也
。」

（
33
）	

薛
季
宣
『
艮
齋
浪
語
集
』「
河
図
洛
書
弁
」（
李
申
・
郭
或
編
著
『
周
易
図
説
總
匯
』
巻
上
、
上
海
：
華
東
師
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）：

「『
春
秋
命
歷
序
』「
河
圖
、
帝
王
之
階
、
圖
載
江
河
山
川
州
界
之
分
野
。」
讖
緯
之
說
、
雖
無
足
深
信
、
其
有
近
正
、
不
可
棄
也
。
信
斯
言
也
、
則

河
圖
洛
書
乃
『
山
海
經
』
之
類
、
在
夏
爲
「
禹
貢
」、
周
爲
職
方
氏
所
掌
、
今
諸
路
閏
年
圖
經
、
漢
司
空
輿
地
圖
、
地
理
志
之
比
也
。」

（
34
）	
注
33
參
考
。

（
35
）	
薛
季
宣
『
艮
齋
浪
語
集
』「
河
図
洛
書
弁
」（
李
申
・
郭
或
編
著
『
周
易
圖
説
總
匯
』
巻
上
、
上
海
：
華
東
師
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）：

「
圖
與
書
奚
辨
？
曰
、
圖
書
者
、
詳
略
之
云
也
。
河
源
遠
、
中
國
不
得
而
包
之
、
可
得
而
聞
者
、
其
形
之
曲
直
、
源
委
之
趨
向
也
。
洛
源
在
九
州

之
內
、
經
從
之
地
與
其
所
麗
名
物
、
人
得
而
詳
之
。
史
闕
其
所
不
知
、
古
道
然
也
。
是
故
以
書
言
洛
、
河
則
第
寫
於
圖
、
理
當
然
也
。」

（
36
）	

『
易
学
象
数
論
』
は
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
37
）	

『
漢
語
大
詞
典
』（
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）：「
附
有
圖
画
、
地
圖
的
書
籍
或
地
理
志
。」

（
38
）	

黄
宗
羲
『
易
学
象
数
論
』
巻
一
「
図
書
一
」：「
孔
子
之
時
、
世
莫
宗
周
、
列
國
各
自
有
其
人
民
土
地
、
而
河
洛
之
圖
書
不
至
、
無
以
知
其
盈

虛
消
息
之
數
、
故
嘆
河
不
出
圖
。」

（
39
）	

『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
六
・
経
部
易
類
六
「
易
学
象
数
論
提
要
」（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
三
年
）：「
惟
本
宋
薛
季
宣
之
說
、
以

河
圖
爲
卽
後
世
圖
經
、
洛
書
爲
卽
後
之
地
志
、
顧
命
之
河
圖
卽
今
之
黃
冊
、
則
未
免
主
持
太
過
、
至
於
矯
枉
過
直
、
轉
使
傳
陳
摶
之
學
者
得
據

經
典
而
反
脣
、
是
其
一
失
。
然
其
宏
綱
巨
目
、
辨
論
精
詳
、
與
胡
渭
易
圖
明
辨
均
可
謂
有
功
易
道
者
矣
。」

（
40
）	

『
図
学
弁
惑
』
巻
一
「
河
図
洛
書
弁
」（『
中
国
古
代
易
学
叢
書
』
第
三
五
巻
，
中
国
書
店
出
版
社
，
一
九
九
八
年
）：「
河
圖
洛
書
乃
地
理
方
冊
、

載
山
川
之
險
夷
、
壤
賦
之
高
下
、
與
五
等
六
等
班
爵
授
祿
之
制
度
、
若
禹
貢
王
制
之
類
。」

（
41
）	

毛
奇
齡
『
河
図
洛
書
原
舛
編
』（
李
申
・
郭
或
編
著
『
周
易
図
説
総
匯
』、
二
四
一
頁
）

（
42
）	

毛
奇
齡
『
河
図
洛
書
原
舛
編
』（
李
申
・
郭
或
編
著
『
周
易
図
説
総
匯
』、
二
四
一
頁
）：「
鄭
康
成
注
『
大
傳
』
引
『
春
秋
緯
』
曰
：「
河
以
通

乾
出
天
苞
、
洛
以
流
坤
吐
地
符
。
河
龍
圖
發
、
洛
龜
書
感
、
河
圖
有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
。」
則
直
指
之
爲
簡
冊
之
物
。
此
漢
代
近
古
、
似
乎
可

案
者
。
特
其
在
當
時
、
圖
書
所
用
、
未
嘗
分
屬
、
卽
『
易
大
傳
』
并
指
聖
則
亦
第
并
法
之
爲
畵
卦
之
用
。
不
知
孔
安
國
又
何
所
據
、
謂
龍
馬
出

河
、
伏
羲
則
其
文
以
畵
八
卦；

神
龜
負
文
、
禹
遂
因
而
第
之
以
成
九
類
？
」

（
43
）	

注
42
を
参
考
。

（
44
）	

『
易
図
明
辨
』
は
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
（
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
45
）	

胡
渭
『
易
図
明
辨
』
巻
一
：「
伏
羲
時
未
有
書
名
、
洛
之
所
出
安
得
稱
書
、
子
雲
亦
未
深
考
耳
。」

（
46
）	

胡
渭
『
易
図
明
辨
』
巻
一
：「
愚
竊
謂
伏
羲
之
世
、
風
俗
淳
厚
、
豈
有
山
川
險
易
之
圖
、
結
繩
而
治
、
豈
有
戶
口
阨
塞
之
書
、
且
擧
河
洛
以
該
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四
方
、
未
免
曲
說
改
出
爲
上
尤
、
覺
難
通
矣
。」

（
47
）	

胡
渭
『
易
図
明
辨
』
巻
一
：「
毛
氏
原
舛
編
曰
、
大
抵
圖
爲
規
畵
、
書
爲
簡
冊
、
無
非
典
籍
之
類
。
鄭
康
成
註
大
傳
、
引
春
秋
緯
云
、「
河
圖

有
九
篇
、
洛
書
有
六
篇
」、
則
直
指
爲
簡
冊
之
物
、
此
漢
代
近
古
似
乎
可
案
者
。
夫
緯
書
六
經
之
稂
莠
也
、
康
成
引
以
釋
經
侮
聖
已
甚
、
後
儒
不

能
鋤
而
去
之
、
而
反
爲
之
灌
漑
滋
長
焉
、
其
何
以
息
邪
而
閑
道
乎
。」

（
48
）	
胡
渭
は
同
書
の
他
の
箇
所
で
、
鄭
玄
が
河
図
を
文
字
だ
と
し
、
洛
書
は
洪
範
九
疇
の
根
源
で
は
な
い
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
批
判
し
て
い

る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
批
判
で
あ
る
。『
易
図
明
辨
』
巻
一
：「
康
成
號
一
代
儒
宗
、
不
能
違
衆
而
獨
立
、
乃
據
此
以
注
易
、
信
如
所
言
、
則

伏
羲
畵
卦
之
本
、
變
爲
錄
紀
興
亡
之
數
、
而
河
圖
亦
是
文
字
、
洛
書
且
非
九
疇
矣
。
…
…
…
」

（
49
）	

胡
煦
『
周
易
函
書
約
存
』
巻
首
上
「
河
洛
」（
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
、
台
北
：
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）：「
孔
子
曰
：
河
出
圖
、
洛
出
書
、

聖
人
則
之
。
古
今
畵
卦
、
止
伏
羲
一
人
、
則
此
聖
人
、
斷
指
伏
羲
無
疑
矣
。
伏
羲
既
爲
畵
卦
之
聖
人
、
則
是
河
圖
、
洛
書
同
出
于
伏
羲
時
、
又

無
疑
矣
。
河
洛
二
圖
旣
同
出
于
伏
羲
、
則
神
龜
非
出
于
大
禹
、
亦
非
作
範
之
具
、
又
無
疑
矣
。」


