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清
朝
詩
経
学
の
変
容

｜
｜
戴
段
二
王
の
場
合
｜
｜

種

村

和

史

ち
ん
か
ん

清
の
陳
失
、

の
『
詩
毛
氏
伝
疏
』
三
十
巻
は
謹
厳
な
方
法
と
態
度
を
も
っ
著
述
で
あ
り
、
清
朝
考
証
学
の
詩
経

一
七
八
六
！
一
八
六
三
、

研
究
に
お
け
る
一
つ
の
到
達
点
を
表
す
業
績
と
し
て
つ
と
に
名
高
い
。
彼
は
、
こ
の
書
の
叙
の

故
に
詩
経
を
学
び
な
が
ら
詩
序
を
学
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
根
抵
の
な
い
教
え
で
あ
り
、
詩
を
学
び
詩
序
を
学
び
な
が
ら
毛
伝

を
学
、
ば
な
い
の
で
あ
れ
ば

そ
れ
は
守
る
べ
き
道
を
失
っ
た
学
で
あ
る
。

と
い
う
発
言
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
子
夏
が
孔
子
の
教
え
を
受
け
て
詩
人
の
本
志
を
究
め
明
ら
め
た
詩
序
と
、
戦
国
時
代
の
魯
の
人

も
う
ち
ょ
う

毛
亨
が
詩
序
の
意
を
補
綴
す
る
た
め
に
作
り
、
越
の
人
毛
蓑
に
授
け
た
詰
訓
伝
（
す
な
わ
ち
毛
伝
。
な
お
、
こ
こ
に
述
べ
た
詩
序
と
毛
伝
の

作
者
に
つ
い
て
は
、
陳
失
が
〈
叙
〉
の
中
で
言
う
説
に
依
っ
た
）
と
を
篤
信
し
、
詩
序
と
毛
伝
の
意
に
正
し
く
沿
い
な
が
ら
詩
経
を
訓
釈
し

て
い
く
こ
と
こ
そ
詩
経
研
究
の
本
道
で
あ
る
と
す
る
態
度
を
持
し
て
い
た
。
書
名
に
は
っ
き
り
誕
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
彼
の
詩
経
研
究
は

n
H
U
 



『
毛
詩
詰
訓
伝
』
の
疏
証
と
い
う
立
場
を
守
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
陳
失
の
詩
経
研
究
は
、
彼
の
師
で
あ
る
段
玉
裁
、
一
七
三
五
1

一
八
一
五
、
が
『
毛
詩
詰
訓
伝
定
本
小
委
』
（
以
下
『
定
本
小

婆
』
と
略
称
〉
で
行
っ
た
本
文
校
定
の
成
果
を
直
接
受
け
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
段
玉
裁
に
は
ま
た
、
詩
経
の
字
義
の
考
証
を

行
っ
た
『
詩
経
小
学
』
の
著
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
経
説
や
研
究
態
度
も
陳
失
に
よ
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
随
所
に
窺
わ
れ
、

と
こ
ろ
で
、
段
玉
裁
の
師
で
あ
る
戴
震
、

補
注
』

こ
の
二
人
の
聞
に
お
い
て
詩
経
研
究
の
学
的
継
承
が
確
か
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

に
『
毛
鄭
詩
考
正
』

一
七
二
三
l

一
七
七
七
、

こ
う
け
い

（
以
下
、
『
考
正
』
と
略
称
）
と
『
呆
渓
詩
経

（
以
下
、
『
補
注
』
と
略
称
）
の
著
が
あ
り
、
筆
者
は
先
に
こ
れ
ら
の
著
述
に
つ
い
て
、
戴
震
の
詩
経
研
究
の
方
法
と
態
度
を
や
や
詳

（

7
）
 

し
く
検
討
し
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、

位
置
と
い
う
観
点
か
ら
詩
経
を
貫
く
原
理
を
把
握
し
、

そ
の
上
で
個
々
の
詩
篇
の
作
詩
の
意
を
究
明
し
て
い
く
。

q
L
 

nwu 

て
彼
は
詩
序
や
毛
伝
に
代
表
さ
れ
る
故
訓
に
絶
対
的
に
依
拠
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
詩
経
全
体
、
あ
る
い
は
経
典
世
界
に
お
け
る
詩
経
の

二
、
そ
の
訓
詰
学
的
研
究
も
詩
経
全
体
で
字
義
を
一
貫
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
詩
経
と
他
経
ー
ー
ー
特
に
礼
ー
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
字
義
を

考
証
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
さ
さ
か
粗
雑
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
彼
の
詩
経
研
究
は

「
全
体
的
思
考
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
態
度
で
貫
か
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
得
た
印
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
戴
震
の
詩
経
研
究
の
立
場
と
、
前
述
し
た
彼
の
再
伝
の
弟
子
で
あ
る
陳
失

の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
そ
の
違
い
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
個
々
の
学
説
の
相
違
と
い
う
次
元
を
越
え
て
、
学
問
研
究
の
拠
っ
て
立
つ

基
盤
が
両
者
で
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
単
純
な
師
承
の
系
譜
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
で
は
、
清
朝
の
学
聞
は

と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

と
同
時
に
、
清
朝
考
証
学
の
学
問
的
変
遷
の
一
例
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。



そ
れ
で
は
、

そ
の
変
遷
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
程
、
筆
者
は
陳
失
の
詩
経
研
究
は
段
玉
裁
の
学
的
成
果
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
、

と
述
べ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
変
遷
の
様
子
は
戴
震
と
段
玉
裁
の
詩
経
研
究
の
あ
り
方
の
違
い
と
い
う
問
題
に
視
点
を
据

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
段
玉
裁
と
同
じ
く
戴
震
に
学
を
受
け
、
陳
失
の
師
の
一
人
で
も
あ
っ
た
人
に
王
念
孫
、

の
学
問
は
息
子
の
王
引
之
、

一
七
六
六
｜
一
八
三
四
、

に
受
け
継
が
れ
、

一
七
四
四
！
一
八
三
二
、
が
い
る
。
彼

父
子
の
詩
経
研
究
の
成
果
は
王
引
之
の
『
経
義
述
聞
』
巻
五

1
巻

八
（
三
十
二
巻
本
〉
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
彼
ら
の
研
究
の
態
度
を
、
戴
段
の
そ
れ
と
さ
ら
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
こ
と

に
よ
り
、

三
者
（
戴
震
・
段
玉
裁
・
高
郵
王
氏
）
の
研
究
姿
勢
が
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
鮮
明
に
我
々
の
目
に
映
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
戴
段
二
王
と
世
に
称
さ
れ
、
清
朝
考
証
学
の
最
高
峰
を
形
成
す
る
人
々
の
個
々
の
経
説
を
裏
側
か
ら
支
え
る
学
的
態
度
の
諸
相

を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
戴
震
の
創
造
し
た
詩
経
研
究
の
理
念
と
方
法
論
の
体
系
の
中
か
ら
、
彼
の
弟
子
達
が
何
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
、

ま
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た
何
を
受
け
継
が
な
か
っ
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
清
朝
考
証
学
の
方
法
論
の
確
立
者
と
さ
れ
る
戴
震
の
学
聞
が
、
当
時
の
学

壇
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
知
る
手
掛
り
と
な
る
と
と
も
に
、
清
朝
考
証
学
が
い
か
な
る
道
を
進
ん
で
い
っ
た
か
を

考
察
す
る
端
緒
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
論
文
中
の
引
用
は
訳
文
か
書
き
下
し
文
の
み
を
掲
げ
、
特
に
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
除
い
て
原
文
は
省
略
す
る
。
引
用
文
中
、

（
（
）
）
で
原
文
に
付
せ
ら
れ
た
著
作
者
の
自
注
を
、
（
）
で
筆
者
の
補
足
し
た
説
明
を
、
〔
〕
で
翻
訳
上
、
必
要
と
思
わ
れ
る
補
充
語
句
を
示

し
た
。



は
じ
め
に
戴
震
と
段
玉
裁
の
研
究
態
度
の
相
違
の
所
在
を
探
る
た
め
に
、
字
句
の
訓
詰
と
い
う
点
で
両
者
が
説
を
異
に
す
る
顕
著
な
例
を

示
す
。

う
れ

ま
ず
、
周
南
「
巻
耳
」
の
「
云
何
時
点
矢
（
云
に
何
ぞ
時
ふ
失
）
」
の
句
の
「
時
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
の
両
者
の
考
え
方
を
見
ょ
う
。
こ

の
文
字
に
つ
い
て
戴
震
が
『
補
注
』
で
行
っ
て
い
る
考
証
は
以
前
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
を
述
べ
る
。
戴
段

の
説
の
相
違
は
、
こ
の
字
の
字
形
が
『
爾
雅
』
と
『
詩
経
』
と
で
魁
酷
す
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
現
行

の
字
に
作
り
、
毛
伝
が
「
時
は
憂
ふ
る
也
」
と
い
う
訓
詰
を
与
え
て
い
る
の
に
対
し
、
毛
伝
が
拠
っ
た
と
考
え
ら

「
貯
は
憂
ふ
る
也
」
と
言
い
、
字
形
に
く
い
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
詩
経
の
中
に
は
「
巻
耳
」
と
同
様
の
詩
句

の
詩
経
の
経
文
が
「
時
」

が
小
雅
「
何
人
斯
」

の

「
云
何
其
肝
」
と
小
雅
「
都
人
士
」

の

「
云
何
肝
失
」

の
二
例
見
ら
れ
、

い
ず
れ
も
『
爾
雅
』
と
同
じ
字
形
に
作

- 94 -

れ
る
『
爾
雅
』
釈
詰
で
は

り

二
例
と
も
こ
の
字
に
対
す
る
毛
伝
は
無
い
。

以
上
の
事
実
を
戴
震
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
結
論
づ
け
る
。
「
何
人
斯
」
「
都
人
士
」

に
毛
伝
が
無
い
の
は
「
巻
耳
」

の
訓
詰
を
承
け
て
い

る
の
で
あ
る
、

ま
た

「
巻
耳
」

の
毛
伝
が
『
爾
雅
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
字
形
が
異
な
る
の
は
お
か
し
い
。
故
に
、
「
巻
耳
」

の

「時」

の
字
は
後
人
の
伝
写
の
誤
り
で
あ
り
、
本
来
「
好
」
に
作
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
傍
証
と
し
て
、
『
説
文
解
字
』
四
上
目
部
に
「
肝

は
目
を
張
る
也
」
と
い
う
説
解
を
載
せ
る
が
、
詩
経
の
用
例
は
三
例
と
も
、
詩
中
の
人
物
が
遠
く
に
旅
す
る
相
手
を
思
い
、

そ
の
見
え
な
い

姿
を
必
死
に
追
い
求
め
遠
く
眺
め
や
る
と
い
う
意
で
あ
り
、
『
爾
雅
』
の
「
憂
う
」
と
い
う
訓
詰
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
戴

震
は
言
う
。
こ
の
説
の
中
か
ら
、
彼
の
詩
経
の
字
句
と
訓
詰
に
つ
い
て
の
認
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
詩
経
の
字
句
と
そ
の
訓



詰
は
詩
経
全
体
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
行
の
テ
キ
ス
ト
が
そ
う
で
な
い
場
合
、
何
ら
か
の
誤
り
が
存
在
す
る
は
ず
で
、
学
者
は
そ

の
原
則
か
ら
演
緯
し
て
、
テ
キ
ス
ト
を
あ
る
べ
き
姿
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
段
玉
裁
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
戴
震
と
同
じ
材
料
を
使
い
な
が
ら
全
く
異
な
る
結
論
を
導
き
出
す
。
『
定
本
小
筆
』
に
お

い
て
彼
は

「時」

に
つ
い
て

こ
の
〔
〈
巻
耳
〉
の
〕
詩
で

く

う

れ

「
時
」
と
言
う
の
は
「
仔
」
の
仮
借
な
の
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
に
「
行
は
恵
ふ
也
」
と
言
う
（
十
下
心

部
）
。
「
何
人
斯
」
「
都
人
士
」

の

「
肝
」
も
こ
れ
と
同
様
〔
〈
仔
〉
の
仮
借
〕
で
あ
る
。

と
言
う
。

つ
ま
り
彼
は
、
『
説
文
解
字
』
の
説
解
を
虚
心
に
受
け
取
っ
た
場
合
、
「
貯
」

の
本
義
が
『
爾
雅
』
の

「
憂
ふ
也
」
と
い
う
訓
詰
と

結
び
つ
か
な
い
点
で
は
、
「
驚
け
る
語
な
り
」
と
い
う
説
解
を
も
っ
「
時
」
（
五
上
一
亨
部
）
と
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
、
こ
の
問
題
の
最
も
妥
当

な
解
釈
は
二
字
と
も
「
肝
」

の
仮
借
字
と
見
る
の
が
よ
く
、

し
た
が
っ
て
詩
経
中
で
、
あ
る
い
は

「
毛
伝
」
と
『
爾
雅
』
と
で
字
形
が
一
貫

- 95 -

し
な
い
の
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
師
の
戴
震
の
、
詩
経
全
体
で
字
句
と
訓
詰
は
一
貫
す
る
と
い
う
、
詩
経
研
究
を

支
え
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
原
則
に
対
し
て
、
同
音
・
近
似
音
の
文
字
同
士
は
本
義
を
離
れ
て
互
い
に
通
用
し
あ
う
と
い
う
、
六
書
の

う
ち
の
仮
借
と
い
う
現
象
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
段
玉
裁
は
異
論
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

む

ベ

な

ん

じ

周
南
「
盆
斯
」
の
「
宜
爾
子
孫
、
振
振
令
（
宜
な
り
爾
の
子
孫
の
振
振
た
る
）
」
の
「
振
振
」
に
毛
伝
は
「
仁
厚
也
」
と
い
う
訓
詰
を
与
え

あ
L

「
麟
之
駈
、
振
振
公
子
（
麟
の
駈
、
振
振
た
る

る
。
と
こ
ろ
で
、
詩
経
全
体
で
は
こ
の
語
は
三
例
見
え
る
が
、
そ
の
う
ち
周
南
「
麟
駈
」

の

公
子
〉
」
と
召
南
「
殿
其
雷
」

の

「
振
振
公
子
、
蹄
哉
蹄
哉
（
振
振
た
る
公
子
、
婦
ら
ん
哉
蹄
ら
ん
哉
と
で
は
、
毛
伝
は

「
振
振
鷺
、
鷺
子
下
（
振
振
た
る
鷺
、
鷺
子
に
下
る
）
」
の
毛
伝
は

「
振
振
は
信
厚

也
」
と
言
う
が
、
魯
煩
「
有
脳
」

の

「
振
振
は
群
飛
す
る
貌
」
と
言
い

訓
話
が
一
貫
し
な
い
。



こ
れ
に
つ
い
て
戴
震
は
『
補
注
』
で
、
こ
の
語
の
用
例
と
そ
の
古
注
を
詩
経
以
外
か
ら
も
捜
し
、
併
せ
て
比
較
し
た
場
合
、
訓
詰
が
み
な

ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
「
縁
辞
生
訓
（
場
当
た
り
的
で
無
根
拠
な
解
釈
）
」
と
し
て
斥
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
用
例
の
文
脈
に
す
べ
て
適
合
す
る
も
の
と
し
て
「
儀
容
の
盛
ん
な
る
也
」
と
い
う
訓
詰
を
帰
納
的
に
導
き
出
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
段
玉
裁
は
『
説
文
解
字
』
十
二
上
手
部
の
「
振
、
・
：
一
に
日
く
、
奮
ふ
也
」
の
注
の
中
で
、
詩
経
に
お
け
る
「
振
」

ふ
る

字
の
用
例
と
「
振
振
」
と
を
併
せ
て
考
察
し
、
「
有
脳
」
の
毛
伝
も
こ
の
「
奮
ふ
也
」
と
い
う
説
解
と
適
合
す
る
も
の
と
見
る
。
そ
し
て
、

「
麟
駈
」
「
股
其
雷
」
の
「
信
厚
也
」
と
い
う
訓
詰
（
〈
愈
斯
〉
の
〈
仁
厚
也
〉
の
訓
詰
も
こ
れ
に
準
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、

則
ち
此
の
義
の
引
申
な
り
。
蓋
し
未
だ
信
厚
な
ら
ず
し
て
能
く
奮
ふ
者
有
ら
ず
。

と
言
い
、
「
奮
ふ
」
の
引
申
義
（
本
義
か
ら
何
ら
か
の
展
開
を
し
た
結
果
生
じ
た
字
義
）
で
あ
る
と
考
え
、
毛
伝
の
訓
詰
の
不
一
致
を
弁
護
し

て
い
る
。
こ
の
例
は
、
詩
経
お
よ
び
先
秦
の
古
籍
で
の
字
義
の
一
貫
を
追
求
し
、

一
訓
を
守
っ
て
い
な
い
毛
伝
を
斥
け
新
た
に
独
自
の
訓
詰
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を
提
示
す
る
戴
震
に
対
し
、
『
説
文
解
字
』
の
示
す
字
義
を
根
拠
に
し
、
字
義
の
引
申
と
い
う
考
え
方
を
援
用
す
る
こ
と
で
毛
伝
の
訓
詰
の
正

当
性
を
主
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
二
例
は
、
段
玉
裁
の
師
説
に
対
す
る
反
駁
の
仕
方
に
お
い
て
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詩
経
に
お
け
る
字
句
と
訓
詰
の
一

貫
と
い
う
観
点
か
ら
自
説
を
提
示
す
る
戴
震
に
従
わ
ず
、
既
存
の
テ
キ
ス
ト
や
古
訓
の
不
整
合
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
方
向
で
考
証
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戴
震
の
こ
の
方
法
論
は
彼
の
詩
経
研
究
の
根
幹
を
支
払
え
る
も
の
で
あ
り
、
段
玉
裁
の
反
駁

は
師
説
の
い
わ
ば
心
臓
部
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
段
玉
裁
と
は
立
場
こ
そ
異
な
る
が
、
王
引
之

も
同
様
の
反
駁
を
し
て
い
て
、
こ
の
方
法
論
は
戴
震
の
詩
経
研
究
が
批
判
を
受
け
る
際
の
急
所
と
な
っ
て
い
る
。
次
章
に
お
い
て
、
段
玉
裁

が
戴
震
に
従
わ
な
い
理
由
、

お
よ
び
両
者
の
詩
経
研
究
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
行
き
た
い
。



今
か
り
に
詩
経
研
究
と
い
う
観
点
を
離
れ
、
戴
震
の
経
学
全
体
に
つ
い
て
見
た
と
し
て
も
、
字
義
を
一
貫
さ
せ
る
ー
ー
ー
一
訓
を
守
る
｜
｜

と
い
う
方
法
は
、
彼
の
独
自
の
研
究
を
推
進
す
る
働
き
を
荷
な
う
も
の
で
あ
る
反
面
、
後
の
人
々
が
そ
の
学
問
の
客
観
性
正
当
性
を
評
価
す

る
上
で
の
論
議
の
中
心
と
も
な
っ
て
き
た
。
こ
の
事
情
は
現
代
に
至
る
ま
で
変
わ
り
が
な
い
。
戴
震
が
自
己
の
業
績
の
内
で
最
も
重
要
な
も

の
と
自
負
す
る
『
孟
子
字
義
疏
謹
』
が
す
で
に
、
宋
学
に
よ
っ
て
道
家
釈
家
の
思
想
を
混
入
さ
れ
て
不
純
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
儒
家
の
術
語

う
想
定
が
彼
の
思
想
的
な
探
究
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
田
二
郎
氏
の
批
判
、

の
本
来
の
意
義
を
求
め
て
、
古
経
の
用
例
を
徹
底
的
に
つ
き
合
わ
せ
考
証
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
経
に
お
い
て
字
義
が
一
貫
し
て
い
る
と
い

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
諸
氏
の
再
批
判
の
論
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点
は
、
戴
震
の
こ
の
想
定
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
に
集
中
し
て
い
る
観
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
一
訓
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
の
両

刃
の
剣
と
な
っ
て
い
る
。

あ
ま
ね

戴
震
の
詩
経
研
究
の
意
図
が
、
詩
篇
の
探
究
を
通
し
て
周
公
の
御
世
の
礼
教
普
き
世
の
中
の
あ
り
様
を
学
問
的
に
再
認
識
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
と
か
く
片
や
哲
学
的
著
作
、
片
や
訓
詰
学
的
注
釈
と
し
て
別
次
元
の
業
績
と
し
て
扱
わ
れ
る
『
孟
子
字
義

疏
詮
』
と
『
呆
渓
詩
経
補
注
』
と
が
、
戴
震
の
意
識
と
し
て
は
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
と
す
れ
ば
、

両
者
が
一
訓
を
守
る
と
い
う
方
法
論
を
共
有
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
詩
経
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
法
論
が

批
判
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
危
う
さ
を
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
段
玉
裁
・
王
引
之
と
も
に
こ
の
点
を
衝
い
て
き
た
の
は
偶
然
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
段
玉
裁
は
ど
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
字
義
の
一
貫
と
い
う
観
点
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
改
め
た
り
故
訓
を
批
判
す
る
こ
と
の
危



う
さ
を
指
摘
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
戴
震
の
詩
経
研
究
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
段
玉
裁
の
『
古
文
尚
書
撰
異
』
巻

一
尭
典
の

「
欽
明
文
思
安
安
」

の
案
語
に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
彼
の
考
え
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

凡
そ
古
書
の
字
形
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
あ
る
字
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
審
ら
か
に
定
か
に
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
我
々
が
改
め
る

に
つ
い
て
は
慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』

一
書
を
金
科
玉
条
と
し
、
『
説
文
』
に
〔
そ
の
字
義
を
も
つ
も

の
と
し
て
〕
そ
の
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
古
籍
の
字
形
を
こ
と
ご
と
く
改
め
、

そ
れ
で
『
説
文
』
を
尊
重
し
た
つ

も
り
に
な
っ
た
り
、
『
説
文
』
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
本
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
従
っ
て
、
仮
借
の
字
形
を
こ
と
ご
と
く
本
字
に
改

め
た
り
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
〔
今
文
尚
書
尭
典
の
〈
欽
明
文
塞
長
長
〉
の
〈
塞
〉
の
本
義
が
《
説
文
》
に
拠
れ
ば
〈
隔

た
る
〉
で
あ
り
、
こ
の
句
に
お
け
る
こ
の
字
に
鄭
玄
が
与
え
る
〈
充
実
す
る
〉
と
い
う
意
味
の
訓
詰
は
、
実
は
〈
窓
〉
の
仮
借
で
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
〕
こ
の
句
の
「
塞
」
を
「
窓
」
に
改
め
、
仮
借
字
を
本
字
に
改
め
よ
う
と
す
る
の
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
「
塞
」
に
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現
に
〔
鄭
玄
に
よ
り
〈
充
実
す
る
〉
と
い
う
〕
故
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
を
無
視
で
き
よ
う
か
。
六
書
の
仮
借
の
法
を
廃
せ
よ
う
か
。

『
詩
』
『
書
』
を
こ
と
ご
と
く
改
め
、
そ
の
古
来
の
テ
キ
ス
ト
の
面
白
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
私
が
こ
の
こ
と
を
問

題
に
す
る
の
は
、
小
学
を
学
ぶ
者
の
惑
い
を
解
か
ん
が
た
め
で
あ
る
。

同
書
の
尭
典
の

「
光
被
四
表
」

の
案
語
で
も
「
古
経
の
字
、
仮
借
多
し
、
兼
ね
て
各
家
を
考
ふ
る
に
非
ず
ん
ば
其
の
説
を
得
難
し
」
と
言

う
。
『
古
文
尚
書
撰
異
』
が
尚
書
に
お
け
る
今
古
文
の
異
同
の
闇
明
を
行
っ
た
著
作
で
あ
る
よ
う
に
、
段
玉
裁
に
と
っ
て
経
書
の
校
定
は
そ
の

学
問
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
。
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
『
毛
詩
詰
訓
伝
定
本
小
婆
』
も
そ
う
し
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
経
書
の
校
定

作
業
を
行
っ
て
い
く
中
で
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
典
の
姿
と
い
う
も
の
は
そ
れ
自
体
、
複
雑
で
混
沌
と
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
、

あ
る
原
理
に
よ
っ
て
す
っ
き
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
単
純
明
快
な
も
の
で
は
本
来
的
に
な
い
、
特
に
歴
史
的
に
、
今
文
古
文
に



代
表
さ
れ
る
よ
う
に
多
様
な
テ
キ
ス
ト
が
併
存
す
る
と
い
う
状
況
を
経
て
い
る
以
上
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
段
玉
裁
は
自
得
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
彼
に
と
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
姿
は
基
本
的
に
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
で
、
軽
々
し
く
改
変
で

き
な
い
も
の
と
な
る
。
上
掲
の
発
言
に
こ
の
よ
う
な
段
玉
裁
の
学
問
的
立
場
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
段
玉
裁
に
と
っ
て
、
「
巻

耳
」
の
例
に
見
ら
れ
る
戴
震
の
、
詩
経
に
お
け
る
言
語
の
統
一
性
を
守
る
た
め
既
存
の
文
字
を
改
め
る
行
き
方
が
、

理
論
が
先
行
し
古
典
の

姿
に
つ
い
て
の
配
慮
が
足
り
な
い
も
の
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
同
時
に
、
「
古
経
の
字
、
仮
借
多
し
」
と
い
う
認
識
は
、
訓
詰
に
お
い
て
一
訓
を
守
る
と
い
う
戴
震
の
方
法
論
に
対
す
る
疑
問
を
必
然
的

に
呼
び
起
こ
す
。
文
字
は
本
義
か
ら
様
々
な
引
申
義
を
増
殖
さ
せ
る
上
、
本
義
と
は
関
わ
り
無
し
に
音
韻
的
連
関
か
ら
仮
借
さ
れ
あ
う
こ
と

が
多
い
以
上
、
異
な
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
必
ず
し
も
字
義
を
一
貫
さ
せ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
法
論
に

よ
っ
て
故
訓
を
批
判
し
独
自
に
訓
詰
を
探
っ
て
い
く
行
き
方
も
、
あ
る
危
険
性
を
伴
う
。
段
玉
裁
が

「
盆
斯
」

の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
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仮
借
や
引
申
の
考
え
方
を
用
い
て
、
毛
伝
の
訓
詰
の
正
当
性
を
再
確
認
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
考
証
学
的
詩
経
研
究
を
穏
当
な
軌
道
に
載

せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戴
震
に
お
い
て
も
仮
借
の
重
要
性
、
古
典
解
釈
に
お
け
る
声
音
の
学
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
。
彼
の
今
に
伝
わ
ら
な
い
著
述
の
一
つ
に
『
転
語
二
十
章
』
が
あ
り
、
そ
の
自
序
が
乾
隆
丁
卯
（
十
二
年
、

歳
〉
の
記
年
を
も
っ
て
彼
の
文
集
の
巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

一
七
四
七
、
戴
震
二
十
五

古
人
は
す
で
に
『
爾
雅
』
『
方
言
』
『
釈
名
』
と
い
う
書
を
作
っ
た
が
、
私
は
こ
れ
で
は
な
お
一
書
が
欠
け
て
い
る
と
思
い
、
自
ら
こ
の

書
を
著
し
そ
の
欠
を
補
わ
ん
と
し
た
。
字
義
に
疑
問
の
あ
る
文
字
は
戸
音
に
よ
っ
て
正
し
い
字
義
を
求
め
、
声
音
に
疑
問
の
あ
る
文
字

は
字
義
に
よ
っ
て
戸
音
の
誤
り
を
正
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。



と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
字
義
と
声
音
の
関
係
の
重
要
性
に
若
年
の
折
か
ら
着
目
し
、
古
音
の
体
系
化
の
試
み
を

行
っ
て
い
た
。
故
に
、
戴
震
の
詩
経
研
究
に
お
い
て
声
音
の
面
か
ら
の
字
義
の
考
証
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
乏
し
い
こ
と
は
、
彼
の
学
問
的
な
認

識
の
不
足
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
詩
経
研
究
が
向
か
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
性
質
に
主
た
る
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
一
訓
を
守
る
と
い
う
方
法
は
、
確
か
に
客
観
性
を
指
向
し
な
が
ら
主
観
的
な
独
断
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
は
い
る

が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
一
概
に
否
定
し
去
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
以
下
の
例
な
ど
は
、
精
彩
を
放
つ
考
証
た
る
を
失
わ

な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

周
南
「
巻
耳
」
の
「
采
采
巻
耳
、
不
盈
頃
僅
」
に
つ
い
て
毛
伝
は
「
采
采
は
巻
耳
を
し
き
り
に
摘
む
こ
と
で
あ
る
（
采
采
事
采
之
也
）
」
と

言
う
。
こ
れ
は
周
南
「
末
首
」
の
「
采
采
末
昔
、
薄
言
采
之
」
の
毛
伝
、
「
采
采
は
一
度
な
ら
ず
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
ぼ
で
あ
る
（
采
采
非

と

と

け

い

き

ょ

う

ふ

い

い

き

さ

わ

れ

一
僻
也
〉
」
と
相
通
ず
る
訓
詰
と
考
え
ら
れ
、
両
詩
は
「
巻
耳
を
采
り
采
る
、
頃
信
一
に
盈
た
ず
」
「
末
富
を
采
り
采
る
、
薄
か
言
之
を
采
る
」

と
訓
ず
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
秦
風
「
兼
霞
」
の
「
兼
霞
采
采
、
白
露
未
巳
」
の
毛
伝
は
「
采
采
は
：
・
盛
ん
也
」
、
曹
風
「
昨
勝
」
の

ゃ

「
昨
勝
之
翼
、
采
采
衣
服
」
の
毛
伝
は
「
采
采
は
衆
多
也
」
と
言
い
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
両
詩
は
「
兼
霞
采
采
た
り
、
白
露
未
だ
巳
ま
ず
」

ふ

ゅ

う

つ

ば

き

「
昨
勝
の
翼
、
采
采
た
る
衣
服
」
と
訓
じ
ら
れ
、
前
二
詩
と
後
二
詩
と
で
訓
詰
が
分
裂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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」
れ
に
対
し
て
戴
震
は

「
巻
耳
」

の
『
補
注
』
で
、

「
采
采
」

は
非
常
に
多
い
様
で
あ
る
。
詩
経
の

「
末
官
」
「
兼
霞
」
「
昨
勝
」

の
用
例
は
み
な
辺
り
一
面
た
く
さ
ん
あ
る
様
を
言
う
も
の

で
あ
る
。
巻
耳
や
末
官
な
ど
の
植
物
も
多
く
あ
っ
て
得
や
す
い
も
の
で
あ
る
の
を
言
う
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
字
義
を
一
貫
さ
せ
る
。
こ
の
例
の
、
特
に
前
三
詩
は
い
ず
れ
も
「
采
采
」
が
植
物
名
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
同
工
異
曲
の
情

景
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毛
伝
の
訓
詰
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、



各
詩
の
情
景
の
共
通
性
を
考
慮
に
入
れ
て
一
訓
を
守
っ
た
戴
震
の
説
は
説
得
力
を
持
つ
。

一
方
、
段
玉
裁
は
、
『
説
文
解
字
』
六
上
木
部
「
采
は
持
り
取
る
也
」
の
注
で
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
主
旨
を
述
べ
る
。

「
采
」
と
「
事
」
と
は
と
も
に
古
音
第
一
部
に
在
り
仮
借
さ
れ
合
う
。
『
爾
雅
』
釈
詰
で

「
采
は
事
也
」

と
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
巻
耳
」

の

「
采
采
事
采
之
也
」
と
い
う
毛
伝
は
、
上
の

の
毛
伝
は
み
な
采
る
べ
き
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
「
文
采
」
と
い
う
言
葉
の

「
采
」
を
「
事
」

の
仮
借
、
下
の

「
采
」
を
「
取
る
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
末
首
」
「
兼
霞
」
「
昨
勝
」

意
味
は
こ
れ
に
本
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
末
首
」

の
毛
伝
に
つ
い
て
の
解
釈
は
先
に
示
し
た
も
の
と
異
な
る
が
、
段
説
も
毛
伝
に
従
い
一
訓
を
示
し
て
は
い
な
い
し
、
毛
伝
の
訓
詰

が
一
貫
し
な
い
こ
と
の
説
明
も
行
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
戴
震
が
毛
伝
を
斥
け
る
理
由
に
、
前
二
詩
の
毛
伝
が

「采」

一
字
の
字
義

nu 

に
拘
泥
し
す
ぎ
、
「
采
采
」
が
畳
語
で
あ
る
こ
と
｜
｜
畳
語
や
連
綿
字
で
は
字
義
に
関
わ
り
な
く
音
声
的
印
象
か
ら
意
義
が
付
与
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
ー
ー
に
対
す
る
配
慮
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
段
玉
裁
の
説
も
こ
の
畳
語
と
い
う
音
韻
学
的
現
象
か

ら
の
合
理
的
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
さ
え
可
能
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
段
玉
裁
が
戴
震
の
、

一
訓
を
守
る
と
い

う
観
点
か
ら
の
字
義
考
証
に
多
く
従
わ
な
か
っ
た
の
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
校
勘
学
的
・
音
韻
学
的
認
識
の
成
熟
と
い
う
理
由
だ
け
で
は

な
く
、

二
人
の
詩
経
研
究
の
指
向
の
相
違
と
い
う
原
因
に
帰
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
毛
伝
、

よ

り
一
般
化
し
て
言
え
ば
故
訓
、

お
よ
び
子
夏
の
作
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
詩
序
を
い
か
に
位
置
づ
け
価
値
づ
け
て
自
己
の
詩
経
研
究
を
行
っ
て

い
く
か
と
い
う
点
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。



四

戴
震
は
、
毛
伝
を
子
夏
以
来
の
師
承
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
尊
重
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
毛
伝
の
全
て
が

無
条
件
に
信
ず
べ
き
無
謬
な
存
在
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
伝
写
の
誤
り
な
ど
後
人
の
改
鼠
に
よ
る
後
天
的
な
回
収
瑳
の
他
、
毛
伝

自
体
の
中
に
詩
人
の
意
を
と
ら
え
損
な
っ
た
説
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
毛
伝
と
い
え
ど
も
、
鄭
玄
の
筆
、
朱
烹

お
き

で
「
先
儒
の
詩
を
為
む
る
者
、
漢
の

の
詩
集
伝
な
ど
と
同
次
元
で
そ
の
当
否
を
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文
集
巻
十
「
毛
詩
補
伝
の
序
」

毛
鄭
、
宋
の
朱
子
よ
り
明
ら
か
な
る
は
莫
し
」
と
三
者
を
並
列
す
る
の
は
そ
の
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
詩
経
研
究
は
古
注
の

失
を
乗
り
越
え
、
詩
人
の
意
を
と
ら
え
た
詩
解
釈
を
行
う
こ
と
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。

相
対
的
な
見
方
を
す
る
。
彼
は
詩
序
の
作
者
に
つ
い
て
、
各
小
序
の
首
一
句
を
子
夏
の
作
、

そ
れ
以
下
を
毛
亨
に
よ
る
敷
街
と
考
え
、
詩
序

円
r
h

n
U
 

漢
唐
の
詩
経
学
に
お
い
て
、
詩
序
は
子
夏
が
作
詩
の
意
を
伝
え
た
も
の
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
が
、
戴
震
は
そ
の
価
値
に
つ
い
て
も

が
子
夏
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。

し
か
し
、
彼
は
例
え
ば
唐
の
孔
穎
達
の
よ
う
に
、
詩
序
を
一
歩
も
踏
み
越
え
る
べ
か
ら

ざ
る
神
聖
な
も
の
と
は
考
え
ず
、
子
夏
の
説
と
い
え
ど
も
誤
伝
は
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
戴
震
は
、
詩
序
に
と
ら
わ
れ
ず
に

VA

－－F』’
レ
事
4

・

言
以
て
之
を
蔽
は
ば
日
く
、
思
邪
無
し
」
と
い
う
孔
子
に
よ
る
定
義
を
拠
り
所
に
し
て
作
詩
の
意
を
糾
明
し
た
。

「
詩
三
百
、

こ
の
よ
う
に
戴
震
の
詩
序
観
・
毛
伝
観
は
、
宋
明
の
学
に
お
け
る
詩
序
無
視
、
毛
伝
軽
視
の
風
を
排
し
そ
の
由
来
の
正
し
さ
を
再
認
識
す

る
一
方
で
、
師
承
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
無
謬
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
点
で
際
立
っ
て
い
る
。

一
口
で
言
え
ば
、
戴
震
は
詩
序
や
毛
伝

に
と
ら
わ
れ
ず
、
詩
経
の
真
の
姿
を
彼
の
独
自
の
考
証
学
的
方
法
に
よ
っ
て
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
詩
経
の
詩
は
み

な
道
徳
的
な
感
化
を
与
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
周
公
の
定
め
た
礼
楽
を
具
現
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一
貫
し
た
態
度
と
意
図



と
を
持
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
詩
経
全
体
、
あ
る
い
は
礼
と
詩
と
で
字
義
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
想
定
は
正
当
で
あ
り
、

こ
の
見
地
に
基
づ
い
て
字
義
を
糾
明
す
る
こ
と
は
、
詩
人
の
意
を
と
ら
え
る
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
と
な
る
。
戴
震
が
戸
音
の

面
か
ら
の
字
義
の
探
究
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
ま
で
も
、
字
義
の
一
貫
と
い
う
方
法
論
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
詩
経
研
究
に
対

す
る
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
段
玉
裁
の
詩
序
観
・
毛
伝
観
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
次
に
見
ょ
う
。

段
玉
裁
は
、
字
句
の
一
貫
に
拘
泥
せ
ず
、
仮
借
や
引
申
な
ど
の
考
え
方
を
詩
経
研
究
に
導
入
し
た
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
そ
れ
は
毛
伝
の

正
当
性
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
彼
の
毛
伝
に
対
す
る
敬
意
は
戴
震
よ
り
も

い
っ
そ
う
篤
い
。
『
定
本
小
婆
』
の
序
で
彼
は

毛
伝
は
魯
斉
韓
の
三
家
詩
に
遅
れ
て
世
に
出
た
た
め
学
官
に
立
て
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

三
家
詩
が
亡
ん
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だ
後
も
毛
伝
だ
け
が
長
く
世
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
子
夏
か
ら
の
師
承
を
も
ち
、

そ
の
解
釈
が
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
詰
訓
伝
と
称
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
〔
そ
れ
が
経
義
を
述
べ
る
〈
伝
〉
と
し
て
の
性
格
と
《
爾
雅
》
釈
詰
釈
訓
と
同
様
に

古
今
の
異
言
を
記
す
と
い
う
性
格
を
兼
ね
具
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
た
め
で
あ
る
｜
｜
筆
者
に
よ
る
段
説
の
要
約
〕
毛
伝
こ
そ

は
小
学
の
大
宗
で
あ
る
。

と
言
い
、
毛
伝
自
体
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
価
値
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
彼
の
立
場
は
唐
の
孔
穎
達
に
近
い
。

し
た
が
っ
て
彼
の
詩
経

研
究
は
、
毛
伝
と
い
う
「
小
学
の
大
宗
」
が
詩
経
の
言
語
を
い
か
に
と
ら
え
た
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
に
、
研
究
の
重
点
が
移
っ
て
い
る
。

毛
伝
を
弁
護
す
る
方
向
が
彼
の
研
究
の
中
で
目
立
つ
こ
と
の
理
由
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
独
自
の
方
法
論
に
よ
っ
て
毛
伝
を
批
判
す
る
字

義
研
究
を
す
る
戴
震
の
説
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



毛
伝
と
同
様
に
、
詩
序
に
対
す
る
考
え
方
も
、
段
玉
裁
は
戴
震
と
異
な
る
。
『
定
本
小
筆
』
の
序
の
中
で
段
玉
裁
は
、

毛
伝
の
説
は
み
な
、
子
夏
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
毛
公
が
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詩
序
も
ま
た
子
夏
か
ら
伝
承
さ
れ
た
の
を

毛
公
が
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
は
毛
公
が
自
ら
述
べ
著
し
た
も
の
な
の
で
、
詩
に
は
伝
を
作
っ
た
の
に
詩
序
に
は
伝
を
作
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
詩
序
の
作
者
を
毛
公
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
詩
序
と
毛
伝
と
は
同
じ
毛
公
と
い
う
作
者
を
も
っ
不
可
分
の
存

在
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
毛
伝
に
よ
り
詩
の
言
語
を
解
釈
し
た
よ
う
に
、
詩
序
に
よ
っ
て
作
詩
の
意
を
と
ら
え
る
こ
と
が
彼
の
詩
経
研
究
の

基
本
的
な
姿
勢
と
な
ろ
う
。
段
玉
裁
の
戴
震
と
異
な
る
こ
の
姿
勢
は
、
周
南
召
南
が
だ
れ
の
こ
と
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
の
解
釈
か
ら
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

召
南
「
鵠
巣
」
の
詩
序
に
、
「
鵠
巣
は
夫
人
の
徳
な
り
。
園
君
行
を
積
み
功
を
景
ね
、
以
て
爵
位
を
致
す
。
夫
人
家
よ
り
起
ち
て
之
を
居
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有
す
。
徳
鳩
鳩
の
如
く
し
て
乃
ち
以
て
配
す
可
し
駕
」
と
言
う
。
段
玉
裁
は
こ
れ
に
つ
い
て
『
定
本
小
委
』
で

た
い
じ
ん
た
い
き
ょ
う
た
い
じ

「
夫
人
」
と
は
太
任
・
太
菱
・
太
似
の
こ
と
を
言
う
。
文
王
が
い
ま
だ
〔
天
下
に
王
た
れ
と
の
〕
天
命
を
受
け
て
い
な
い
時
に
は
〔
彼

は
諸
侯
の
一
人
で
あ
り
〕
、
太
似
も
や
は
り
諸
侯
の
夫
人
で
あ
っ
た
。

こ
う
た
ん
ほ

と
述
べ
て
い
て
、
「
夫
人
」
が
、
周
の
太
王
（
古
公
萱
父
）
の
妻
太
菱
・
王
季
（
季
歴
〉
の
妻
太
任
・
文
王
の
妻
太
似
の
三
人
を
指
す
と
考
え

る
。
こ
の
説
の
根
拠
を
彼
の
『
経
韻
楼
集
』
巻
一

「
詩
序
礼
経
の
二
注
を
読
む
」
に
従
っ
て
説
明
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

「
闘
雄
・
麟
世
の
化
は
王
者
の
風
な
り
、
故
に
之
を
周
公
に
繋
く
。
・
：
鵠
巣
・
賜
虞
の
徳
は
諸
侯
の
風
な
り
、
先
王
の
教
ふ

る
所
以
な
り
、
故
に
之
を
召
公
に
繋
く
」
に
つ
い
て
、
段
玉
裁
は
殿
板
が
引
く
萄
石
経
と
『
文
選
』
巻
四
五
「
毛
詩
序
」
の
鄭
婆
に
従
っ
て
、

詩
の
大
序
の

「
先
王
」
が
太
王
・
王
季
・
文
王
の
三
人
を
指
す
と
考
え
る

（
現
行
の
諸
本
の
鄭
婆
は
〈
先
王
斥
大
王
王
季
〉
に
作
る
）
。

そ
う
す
れ
ば



み

『
儀
礼
』
郷
射
礼
の
「
周
南
召
南
を
合
繁
す
」
の
鄭
注
「
昔
、
太
王
王
季
文
王
始
め
て
岐
山
の
陽
に
居
り
、
婦
も
て
召
南
の
教
を
行
ひ
以
て

た
も

王
業
を
成
す
。
天
下
を
三
分
し
て
其
の
こ
を
有
つ
に
至
り
て
乃
ち
周
南
の
化
を
宣
ぶ
」
と
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
先
王
が
前
記
三
人
を
指

す
以
上
、

周
南
に

「
后
妃
の
徳
」
と
い
う
の
は
文
王
が
天
命
を
受
け
た
後
の
太
似
の
こ
と
で
あ
り
、

召
南
に

「
夫
人
の
徳
」
と
言
う
の
は

太
菱
・
太
任
、

お
よ
び
文
王
が
天
命
を
受
け
る
前
の
太
似
の
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
周
南
召
南
は
文
王
の
妃
太
似
と
そ
の
周
辺
の
人
々
の
徳

を
歌
っ
た
詩
で
あ
る
と
、
段
玉
裁
は
詩
序
を
考
証
し
つ
つ
考
え
る
の
で
あ
る
。

戴
震
は
、
詩
序
に
拠
ら
ず
に
考
証
し
た
結
果
、

二
南
は
歴
史
上
の
人
物
の
徳
を
歌
っ
た
の
で
は
な
く
、

二
南
を
聴
く
者
が
容
易
に
感
情
移

入
で
き
る
よ
う
な
一
般
的
な
事
柄
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
段
玉
裁
は
そ
の
師
説
を
採
ら
ず
、
漢
唐
の
学
者
と
同
様
に
、
詩
序
の

叙
述
を
思
考
の
原
点
に
し
て
そ
の
疏
証
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

八

O
四、

こ
の
よ
う
な
、
詩
序
に
対
す
る
段
玉
裁
の
尊
崇
は
、
清
朝
の
多
く
の
学
者
と
同
軌
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
銭
大
断
、

の
『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
一

一
七
二
八
l

一
p
h
d
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「
詩
序
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
孟
子
』
万
章
上
で
、
孟
子
が
小
雅
「
北
山
」
の
詩
を
解
説
し
て
「
王
事
に
勢
し
て
、
父
母
を
養
ふ
を
得
、
ざ
る
也
」
と
言
っ
て
い
る
が

こ
れ
は
小
序
の
説
（
〈
事
に
従
ふ
に
勢
し
て
其
の
父
母
を
養
ふ
を
得
、
ず
〉
）
で
あ
る
。
小
序
が
孟
子
以
前
に
作
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
孟

子
は
引
用
で
き
た
の
で
あ
り
、
漢
儒
が
小
序
を
子
夏
の
作
と
す
る
の
は
恐
ら
く
で
た
ら
め
で
は
な
か
ろ
う
。
：
：
：
詩
人
の
志
は
詩
序
に

い
に
し
え

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
詩
序
を
無
視
し
て
詩
を
言
う
こ
と
は
孟
子
も
取
ら
な
か
っ
た
態
度
で
あ
る
。
後
儒
が
、
古
の
世
を
去
る
こ
と

ま
す
ま
す
遠
く
な
っ
て
、
自
分
一
人
の
勝
手
な
考
え
に
よ
っ
て
古
人
の
詩
を
憶
測
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
思
い
違
い
も
甚
だ
し
い
。

段
玉
裁
・
銭
大
断
が
詩
序
を
尊
崇
す
る
理
由
に
、

そ
れ
が
子
夏
か
ら
の
師
承
を
も
つ
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
師
承
を
重
ん

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
古
い
す
な
わ
ち
よ
り
正
し
い
教
に
朔
る
と
い
う
、
清
朝
漢
学
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。



そ
れ
故
に
、

一
で
見
た
よ
う
に
、
段
玉
裁
の
詩
経
研
究
の
態
度
は
陳
失
に
受
け
継
が
れ
、
よ
り
徹
底
化
尖
鋭
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
詩

毛
氏
伝
疏
』
と
い
う
清
朝
詩
経
学
の
集
大
成
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
反
面
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
戴
震
の
詩
経
研

究
の
指
向
し
て
い
た
、
考
証
学
的
方
法
に
よ
っ
て
故
訓
の
棚
を
脱
し
て
詩
経
の
真
の
姿
に
迫
る
と
い
う
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ

た
。
彼
ら
が
研
究
対
象
と
し
た
詩
経
は
そ
れ
が
作
ら
れ
た
当
時
の
生
々
し
い
息
吹
き
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、

子
夏
と
毛
公
の
価
値
観
に

よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
静
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
段
玉
裁
の
研
究
は
、
毛
公
と
い
う
大
儒
が
い
か
に
詩
経
を
読
み
取
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
そ

の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

戴
震
の
一
訓
を
守
る
こ
と
に
よ
る
字
義
考
証
は
、

no 
nu 

風
「
墓
門
」

王
引
之
の
『
経
義
述
聞
』
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
陳

し
ん

の
「
夫
也
不
良
、
歌
以
訊
止
（
夫
や
良
か
ら
ず
、
歌
ひ
て
以
て
訊
ぐ
）
は
、
毛
伝
に
「
訊
」
は
告
ぐ
る
な
り
」
と
言
う
。
し
か

し

ん

す

い

し
、
こ
の
詩
の
中
で
「
訊
」
は
韻
字
で
あ
り
前
の
「
華
」
と
押
韻
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

「
有
鵠
華
止
」

の

」
れ
で
は
韻
が
異
な
り
押
韻

雅
』
の

で
き
な
い
。
ま
た
、
前
掲
毛
伝
は
『
爾
雅
』
釈
詰
の

す

い

す

い

「
詳
」
で
あ
れ
ば
「
華
」
と
押
韻
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
戴
震
は
『
考
正
』
で
詩
経
・
毛
伝
の

「
詳
は
告
ぐ
る
な
り
」

に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
字
が
く
い
違
う
上
、
『
爾

「
訊
」
は
「
詩
」

の

伝
写
の
誤
り
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

王
引
之
は
『
経
義
述
聞
』
巻
五

「
歌
以
訊
止
」

の
条
に
お
い
て

「訊」

は
誤
字
で
は
な
い
。
「
訊
」

は
古
く
は

「
詳
」
と
同
じ
音
も
あ
っ
た
。
〔
以
下
、

二
字
が
同
音
で
あ
る
用
例
を
豊
富
に
挙
げ

る
〕
：
・
同
音
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
仮
借
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
概
に
誤
字
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
考
正
』

の
説
は
行
き
届
か
な
い
も
の
で
あ
る
。



王
引
之
も
、
戸
音
の
学
の
進
歩
を
背
景
と
し
た
仮
借
の
理
論
に
よ
っ
て
戴
震
に
反
駁
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
般
論
と
し
て
で
は
あ

る
が
、
同
書
巻
七
「
幅
慣
既
長
」

の
条
に
「
経
を
説
く
者
古
人
の
仮
借
の
例
を
察
せ
ざ
る
が
故
に
其
の
説
迂
曲
に
し
て
通
じ
難
し
失
」
と
い

う
発
言
が
あ
り
、
彼
の
詩
経
研
究
の
柱
に
仮
借
字
の
解
明
に
よ
っ
て
戴
震
を
含
め
た
先
人
の
失
を
正
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

王
引
之
の
詩
経
研
究
は
、
段
玉
裁
と
も
立
場
を
異
に
し
て
い
た
。

王
風
「
中
谷
有
権
」

の

「
中
谷
有
薙
、
嘆
其
乾
失
」

の
毛
伝
に
「
嘆
は
茶
な
る
貌
」
と
言
う
。
段
玉
裁
は
こ
れ
を
敷
街
し
て
『
説
文
解
字
』

お

え

ん

た

ん

「
茶
」
と
「
鳶
」
と
は
双
戸
で
同
じ
「
し
ぼ
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
嘆
」
の
毛
伝
の
訓
詰
は
、
「
嘆
」
が
「
鳶
」
の
仮
借
（
ど
ち
ら
も

た

い

し

お

で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
引
用
詩
句
は
「
中
谷
に
薙
有
り
、
嘆
れ
て
其
れ
乾
け
り
失
」
と
訓
じ

一
下
州
部
「
務
」

の
注
で
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

古
音
十
四
部
）

ら
れ
る
。

王
引
之
は
こ
の
段
玉
裁
の
説
を
『
経
義
述
聞
』
巻
五

「
嘆
其
湿
失
」

の
条
で

こ
れ
は
毛
伝
に
盲
目
的
に
従
っ
た
説
で
あ
る
。
経
書
や
伝
注
を
普
く
調
べ
て
も
「
嘆
」
を
「
義
」

の
意
で
用
い
た
も
の
は
な
い
。
・
：
段

申

t

説
は
誤
り
で
あ
る
。

と
言
い
、
『
説
文
解
字
』
七
上
日
部
「
嘆
」

の
説
解
、
『
易
』
説
卦
伝
の
用
例
に
拠
っ
て
「
嘆
」
を

「
か
わ
く
」

の
意
と
す
る
。

こ
の
例
は
、

王
引
之
が
毛
伝
を
篤
信
す
る
段
玉
裁
の
説
を
批
判
し
、
自
ら
別
の
説
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
彼
の
詩
経
の
字
義
研
究
は
、
段
玉
裁
の
如
く
に
毛
伝
を
疏
通
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
『
経
義
述
聞
』
の
序

に
次
の
よ
う
に
言
う
。

ち
ち
う
え

大
人
は
ま
た
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
経
を
研
究
す
る
も
の
は
経
の
意
を
得
る
こ
と
こ
そ
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る
。
前
人
の
伝
注
は
す
べ
て

が
経
の
意
を
得
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
は
経
に
合
う
も
の
を
選
ん
で
そ
れ
に
従
い
、
も
し
み
な
合
わ
な
け
れ
ば
、
己
の

む
か

意
を
以
て
経
の
意
を
逆
え
、
こ
れ
を
他
の
経
と
参
照
し
、
成
訓
に
よ
っ
て
考
証
す
る
な
ら
ば
、
独
自
の
説
を
立
て
た
と
し
て
も
か
ま
わ



ち
ち
う
え

な
い
の
で
あ
る
。
：
：
：
故
に
大
人
の
経
を
研
究
す
る
態
度
は
、
諸
説
が
並
び
立
っ
て
い
れ
ば
そ
の
正
し
い
も
の
を
求
め
、
字
に
仮
借
が

あ
れ
ば
本
字
に
読
み
換
え
た
。
漢
学
の
門
戸
を
熟
知
し
な
が
ら
漢
学
の
垣
根
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

高
郵
王
氏
の
学
が
、
戸
音
の
学
を
用
い
て
、
古
注
を
越
え
、
経
の
真
実
に
迫
る
も
の
で
あ
る
と
の
宣
言
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
意
味
か
ら
、
『
経
義
述
聞
』
の
字
義
考
証
の
態
度
は
、
毛
伝
を
は
じ
め
と
す
る
古
注
の
失
を
乗
り
越
え
独
自
の
研
究
を
行
お
う
と
し
た
戴

震
の
態
度
に
近
い
。
王
引
之
の
戴
震
批
判
に
は
、
段
玉
裁
の
よ
う
に
毛
伝
の
正
当
性
を
弁
護
す
る
と
い
う
側
面
は
な
く
、
戴
震
の
学
問
的
な

不
備
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
戴
震
の
指
向
し
た
、
故
訓
の
伽
を
脱
し
た
よ
り
真
に
近
い
字
義
考
証
を
推
進
し
た
も
の
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

た
だ
し
、
『
経
義
述
間
』
の
研
究
は
主
に
字
義
の
閣
釈
に
そ
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
て
、
詩
の
意
に
つ
い
て
の
考
察
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

な
い
。
戴
震
の
詩
経
研
究
は
、
字
義
の
考
証
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
各
詩
が
そ
し
て
詩
経
と
い
う
も
の
が
、

い
か
な
る
目
的
で
ど
の
よ
う
な

nδ 

状
況
の
も
と
で
作
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
経
典
世
界
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
問
題
に
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て

い
た
。
詩
序
に
と
ら
わ
れ
な
い
作
詩
の
意
の
究
明
は
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
詩
経
を
全
体
的
に
通
観
す
る
研
究

方
法
は
王
念
孫
・
王
引
之
に
よ
っ
て
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
戴
震
の
詩
経
研
究
が
持
っ
て
い
た
、
学
問
研
究
を
通
じ
て
周
公
の
定
め
た
礼

楽
が
生
き
て
い
た
世
の
中
の
あ
り
様
を
再
認
識
す
る
と
い
う
指
向
性
が
弱
ま
り
、
詩
経
を
純
粋
に
小
学
研
究
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向

が
強
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

----'-
ノ＼

以
上
の
よ
う
に
、
戴
震
の
創
造
し
た
詩
経
研
究
の
方
法
は
、
段
玉
裁
、

王
念
孫
・
王
引
之
と
も
に
十
分
に
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。

一
で



述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
彼
の
詩
経
研
究
の
最
大
の
特
徴
は
そ
の

「
全
体
的
思
考
」

に
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
弟
子
達
の
詩

経
研
究
に
は
そ
の
よ
う
な
「
全
体
的
思
考
」
が
見
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
段
玉
裁
の
詩
経
研
究
に
顕
著
な
詩
序
と
毛
伝
の
尊
崇
も
、
戴
震
が

宋
儒
に
反
対
し
て
、
詩
序
・
毛
伝
が
正
し
い
師
承
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
を
唱
え
た
の
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
段
玉
裁

の
用
い
た
仮
借
義
や
引
申
義
の
糾
明
と
い
う
方
法
も
、
戴
震
が
す
で
に
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
経
義
述

開
』
の
字
義
解
釈
に
お
い
て
古
人
の
説
を
越
え
詩
経
の
真
に
迫
ろ
う
と
す
る
態
度
は
、

明
ら
か
に
戴
震
に
近
い
。
こ
こ
に
あ
る
意
味
で
戴
震

の
学
の
継
承
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
先
に
述
べ
た

「
全
体
的
思
考
」
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
戴
震
の
詩
経

研
究
は
、
真
の
意
味
で
の
継
承
者
を
持
た
ず
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

戴
震
は
一
般
に
清
朝
考
証
学
の
方
法
論
の
確
立
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
見
た
彼
の
詩
経
研
究
の
孤
立
は
、
清
朝
考
証
学
に
お
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い
て
、
彼
の
構
想
し
た
学
問
研
究
が
後
の
学
者
に
よ
っ
て
直
線
的
に
は
継
承
発
展
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
清
朝
考
証
学
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
進
ん
で
い
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

注（
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（

2
）
 

同
書
「
条
例
」
に
拠
れ
ば
、
道
光
二
十
七
年
丁
未
、

（
威
豊
元
年
）
版
影
印
本
を
用
い
た
。

嘉
慶
二
十
一
年
、
一
八
二
ハ
、
段
玉
裁
没
後
一
年
、
七
葉
街
祥
堂
刊
（
経
韻
棲
叢
書
本
）
。
筆
者
は
『
段
玉
裁
遺
書
』
（
一
九
八
六
、
台
湾
、
大
化
書

局
〉
同
書
影
印
本
を
用
い
た
。

劉
蹄
遂
撰
「
段
玉
裁
先
生
年
譜
」
（
民
国
二
十
五
年
、
一
九
三
六
、
北
平
来
薫
閤
書
店
排
印
『
段
王
学
五
種
』
所
収
。
筆
者
は
『
段
玉
裁
遺
書
』
所
収

本
を
用
い
た
）
の
乾
隆
四
十
九
年
甲
辰
、
一
七
八
四
、
段
玉
裁
五
十
歳
の
条
に
、
「
後
、
陳
碩
甫
集
が
こ
の
《
詩
毛
氏
伝
疏
》
を
著
し
、
詩
経
学
の
最

高
の
成
就
を
な
し
た
が
（
遂
為
詩
経
絶
学
）
、
こ
れ
も
や
は
り
《
定
本
小
筆
》
が
そ
の
基
礎
を
固
め
て
い
た
お
か
げ
な
の
で
あ
る
」
と
言
う
。

一
八
四
て
刊
。
筆
者
は
、
中
国
、
北
京
市
中
国
書
店
、

一
九
八
一
、
用
激
芳
斎
一
八
五
一
年

（

3
）
 



（
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）
 

成
立
年
不
明
。
『
安
徽
叢
書
』
第
六
期
（
一
九
三
六
）
『
戴
東
原
先
生
全
集
』
用
孔
氏
徴
波
樹
本
景
印
。
筆
者
は
同
書
の
縮
印
本
（
一
九
八
七
、
台

湾
、
大
化
書
局
）
を
用
い
た
。

段
玉
裁
の
「
戴
東
原
先
生
年
譜
」
（
『
戴
東
原
先
生
全
書
』
附
印
）
に
拠
れ
ば
、
乾
隆
二
十
一
年
丙
成
、
一
七
六
六
、
戴
震
四
十
四
歳
の
作
。
『
安
徽
叢

書
』
用
徴
波
樹
本
景
印
。

「
戴
震
の
詩
経
研
究
に
お
け
る
《
爾
雅
》
の
意
義
」
（
『
芸
文
研
究
』
第
六
一
号
、
一
九
九
二
・
一
二
）
お
よ
び
「
戴
震
の
詩
経
学
｜
｜
《
果
渓
詩
経
補

注
》
の
立
場
と
方
法
｜
｜
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
・
一

0
1

『
経
義
述
聞
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
近
藤
光
男
「
王
念
孫
の
学
問
」
（
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
、
一
九
八
七
、
東
京
、
研
文
出
版
、
三
七
五
頁
）
に

詳
し
い
。
筆
者
は
、
『
国
学
基
本
叢
書
』
本
（
一
九
六
八
、
台
湾
、
商
務
印
書
館
）
を
用
い
た
。

拙
論
「
戴
震
の
詩
経
研
究
に
お
け
る
《
爾
雅
》
の
意
義
」
一
一

O
頁。

「
毛
伝
」
と
『
爾
雅
』
の
関
係
に
つ
い
て
前
掲
拙
論
を
参
照
。

乾
隆
四
十
二
年
丁
酉
、
一
七
七
七
、
戴
震
五
十
五
歳
、
段
玉
裁
に
あ
て
た
書
簡
、
「
僕
が
生
平
の
論
述
、
最
大
な
る
者
は
《
孟
子
字
義
疏
証
》
一
書

た為
り
。
」

安
田
二
郎
「
孟
子
字
義
疏
証
の
立
場
」
（
中
国
文
明
選
『
戴
震
集
』
、
一
九
七
一
、
朝
日
新
聞
社
、
解
説
）
。
橋
本
高
勝
「
孟
子
字
義
騎
証
の
体
系
的
概

念
規
定
と
戴
震
の
訓
詰
学
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
一
輯
、
一
九
七
六
）
な
ど
。

拙
論
「
戴
震
の
詩
経
学
｜
｜
｜
《
呆
渓
詩
経
補
注
》
の
立
場
と
方
法
｜
｜
」
を
参
照
。

「
年
譜
」
に
拠
れ
ば
、
乾
隆
五
十
六
年
辛
亥
、
一
七
九
て
段
玉
裁
五
十
七
歳
の
作
。
筆
者
は
『
段
玉
裁
遺
書
』
景
印
七
葉
桁
祥
堂
刊
本
を
用
い
た
。

『
安
徽
叢
書
』
用
鎮
海
張
氏
校
本
景
印
。

「
巻
耳
」
正
義
に
引
く
『
鄭
志
』
張
逸
に
答
え
て
云
う
「
事
と
は
、
事
事
一
一
意
を
用
ふ
る
の
事
を
講
ふ
。
〈
末
官
〉
も
亦
た
然
り
。
説
異
な
れ
り
と

雛
も
義
は
則
ち
同
じ
」
の
説
に
拠
る
。

以
下
、
戴
震
の
詩
序
・
毛
伝
そ
の
他
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
前
掲
の
拙
論
二
篇
を
参
照
。

『
段
玉
裁
遺
書
』
景
印
道
光
元
年
、
一
八
二
て
七
葉
桁
祥
堂
刊
本
を
用
い
た
。

嘉
慶
四
年
己
未
、
一
七
九
九
自
序
。
筆
者
は
『
国
学
基
本
叢
書
』
本
を
用
い
た
。
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（叩）
（日）

（ロ）
（日）

（日）
（日）

（凶）
（げ）

（凶）
（悶）


