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陳
集

『
詩
毛
氏
伝
疏
』
の
性
格

種

キす

和

史

ち
ん
か
ん

「
詩
経
絶
学
（
詩
経
研
究
の
最
高
の
成
果
）
」
と
は
、
陳
臭
、

(2
) 

に
対
し
て
、
劉
粉
遂
が
与
え
た
賛
辞
で
あ
る
。
陳
集
の
、
清
朝
考
証
学
の
方
法
を
用
い
た
周
到
精
密
な
研
究
に
対
す
る
評
価
の
高
き
は
定
論

そ
の
大
成
は
、
す
で
に
目
加
田
誠
氏
の
「
陳
奨
伝
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
段
玉
裁
と
王
念
孫
と
い
う
彼
の
二

一
七
八
六
l

一
八
六

の
『
詩
毛
氏
伝
疏
』
（
以
下
、
『
伝
疏
』
と
略
称
）
-60-

と
な
っ
て
い
る
が
、

人
の
師
、
そ
し
て
王
念
孫
の
息
子
で
陳
奨
と
は
友
と
し
て
交
わ
っ
た
王
引
之
の
影
響
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
の
三
人
の
先
学
を
介

し
て
、
陳
集
は
清
朝
考
証
学
の
確
立
者
で
あ
る
戴
震
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
我
々
は
戴
震
に
発
し
、
段
玉
裁
と
王
念
孫
・
王
引
之
父

子
を
経
て
陳
奨
に
至
る

一
筋
の
学
聞
の
流
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(4
) 

と
こ
ろ
で
、
『
伝
疏
』
は
上
に
述
べ
た
先
人
た
ち
の
先
行
業
績
の
真
に
集
大
成
た
り
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
個
々
の
経
説
の
収

集
に
と
ど
ま
ら
ず
、

理
念
や
方
法
論
な
ど
本
質
的
な
研
究
姿
勢
を
継
承
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。



(5
) 

前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
陳
臭
の
詩
経
研
究
は
、
段
玉
裁
の
詩
経
研
究
の
業
績
を
引
き
継
ぐ
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
段
玉
裁
は
、

の
本
来
の
姿
を
復
元
す
る
作
業
を
生
涯
に
渡
っ
て
行
い
、
そ
の
成
果
が
彼
の
死
後
校
刊
さ
れ
た
『
毛
詩
故
訓
伝
定
本
小
筆
』
（
以

「
毛
詩

故
訓
伝
』

下
、
『
定
本
小
筆
』
と
略
称
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
陳
集
は
そ
の
校
勘
に
依
拠
し
て
自
分
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。
『
伝
疏
』
が
三
十

巻
に
分
巻
す
る
の
は
、
師
説
を
受
け
継
ぐ
端
的
な
例
で
あ
る
。
『
伝
疏
』の
説
が
『
詩
経
小
学
』
と
本
質
的
な
問
題
で
抵
触
す
る
例
も
見
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
を
見
て
も
、

段
玉
裁
か
ら
陳
奨
へ
の
学
的
継
承
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
高
郵
王
氏
か
ら
陳
集
へ
の
流
れ
は
、
直
線
的
な
継
承
関
係
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
」
の
問
題
に
焦
点
を

当
て
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戴
震
以
来
の
清
朝
詩
経
学
の
変
遷
の
様
を
見
、
あ
わ
せ
て
、
陳
興
が
研
究
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ

の
疏
と
い
う
形
を
選
択
し
た
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
な

(8
) 

お
、
戴
震
か
ら
段
玉
裁
・
高
郵
王
父
子
に
至
る
詩
経
研
究
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
取
り
あ
げ
た
の
で
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
形

て
、
『
詩
経
』
の
注
で
は
な
く
『
毛
詩
故
訓
伝
』
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で
論
を
進
め
た
い
。

〔
嘉
慶
二
三
年
、
一
八
一
一
、
北
京
で
初
め
て
王
氏
父
子
の
知
遇
を
得
た
〕
当
時
私
は
毛
詩
の
語
助
発
声
の
法
則
を
研
究
し
て
い
た
が

（
自
注
）
私
は
『
詩
虚
字
義
（
詩
語
助
義
と
も
｜
｜
論
者
注
）
』
三
十
巻
を
著
し
、
江
尻
、
字
は
子
蘭
先
生
が
改
正
し
て
く
だ
さ
っ

た
。
こ
の
稿
お
よ
び
『
詩
伝
』
底
稿
、
『
読
詩
余
志
』
底
稿
は
み
な
〔
威
豊
十
年
、
一
八
六
O
、
太
平
天
国
の
乱
に
遭
い
、
蘇
州

鉦
家
巷
の
〕
潜
芝
蘭
相
国
の
館
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

文
簡
公
王
引
之
先
生
は
私
に
『
釈
詞
』
二
巻
を
授
け
て
く
だ
さ
り
、

」
れ
に
よ
っ
て
私
の
知
識
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ



た
。

(9
) 

陳
興
が
『
師
友
淵
源
記
』

の
王
引
之
の
条
に
載
せ
る
逸
話
で
あ
る
。
彼
の
文
集
「
三
百
堂
文
集
』
（
以
下
、
『
集
集
』
と
略
称
）
巻
下
の
王

引
之
宛
の
第
二
の
書
簡
（
道
光
十
一
年
、
一
八
三
こ

も

最
近
、
大
著
『
経
伝
釈
詞
』
を
読
み
ま
し
た
が
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
引
き
出
し
て
お
ら
れ
、ま
こ
と
に
禅
益
す
る
と
こ
ろ
大
で

す
。
そ
こ
で
『
経
伝
釈
詞
」
の
原
理
に
基
づ
き
『
毛
詩
故
訓
伝
』
の
用
例
を
読
み
解
き
、
言
葉
の
意
味
を
尋
ね
、
訓
に
従
っ
て
分
類
す

る
な
ら
ば

そ
の
条
貫
を
明
ら
か
に
し
う
る
で
し
ょ
う
。

と
、
王
引
之
の
虚
字
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
『
毛
詩
故
訓
伝
』
を
研
究
す
る
と
い
う
発
言
が
見
え
る
。
王
引
之
の
陳
奨
に
対
す
る
影
響
の

中
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
虚
字
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
伝
疏
』の
中
で
王
引
之
の
こ
の
方
面
の
業
績
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
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れ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

周
南
「
葛
車
」
の
コ
一
日
告
師
氏
、
言
告
言
帰
」
の
句
の
毛
伝
に
「
一
三
口
は
我
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
伝
疏
』
は
次
の
よ
う
に
言

フ

「
言
は
我
な
り
」
と
い
う
訓
は
、
『
爾
雅
』
釈
詰
に
基
づ
く
。
「
我
」
と
は
后
妃
の
自
称
で
あ
る
。
：
：
：
詩
に
「
一
言
」
と
い
う
字
を
重
ね

て
用
い
て
い
る
が
そ
れ
ぞ
れ
意
味
は
異
な
る
。
「
言
帰
」
の
コ
一
一
口
」
と
「
言
告
」
の
「
言
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。
：
：
：
ど
ち
ら
の

コ
一
一
口
」
も
「
我
」
と
訓
釈
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
字
義
と
も
に
混
乱
し
て
し
ま
う
（
若
皆
訓
「
言
」
震
「
我
」
則
僻
義
倶
畏
失
）
。
『
詩

経
」
全
体
に
わ
た
り
、
「
言
」
の
字
は
、
句
の
頭
に
置
か
れ
て
発
声
の
語
と
な
る
も
の
も
あ
り
、
：
：
：
句
中
に
置
か
れ
て
語
助
と
な
る

も
の
も
あ
る

O
i

－
－
・
「
言
」
は
み
な
「
我
」
と
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
：
：
：
た
だ
、
こ
の
詩
の
「
言
告
」
、
邸
風
「
泉
水
」
の

「
言
逼
」
、
小
雅
「
形
弓
」
の
「
受
三
一
口
」
、
大
雅
「
文
王
」
の
「
永
弓
一
口
」
だ
け
に
つ
い
て
は
、
毛
伝
が
「
言
」
を
「
我
」
と
訓
ず
る
の
は
、



き
っ
と
相
伝
さ
れ
た
詰
訓
が
そ
う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鄭
筆
が
『
詩
」
中
の
「
言
」
を
多
く
「
我
」
と
解
釈
し
な
が
ら
、
「
泉
水
」

陳
集
に
従
っ
て
訓
読
す
る
と
、

「
形
弓
」
「
文
王
」
の
「
言
」
を
「
我
」
と
解
釈
し
な
い
の
は
、
明
ら
か
に
毛
伝
の
訓
解
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
と
っ

こ
の
句
は
「
言
師
氏
に
告
ぐ
、
言
告
げ
て
帰
が
ん
と
言
う
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
。
彼
の
説
の
要
点
は

二
つ
で
あ
る
。

一
、
詩
経
全
体
で
は
、
「
言
」
の
字
は
多
く
虚
字
に
使
わ
れ
る
。

二
、
し
か
る
に
、
本
詩
に
お
け
る
三
つ
の
「
言
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
上
二
つ
と
下
一
っ
と
で
異
な
る
意
味
を
表
す
。
上
二
つ
は
「
我
」
、

下
は
「
い
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
毛
亨
が
正
し
い
師
承
に
基
づ
い
て
立
て
た
も
の
で
信
頼
す
べ
き
説
で
あ
る
。

こ
の
、
フ
ち
、
一
は
王
引
之
に
基
づ
い
た
説
で
あ
る
。
周
南
「
末
官
」
の
「
薄
言
采
之
」
（
毛
伝
な
し
）
の
疏
で
「
〈
言
〉
も
ま
た
虚
字
で
あ

63 

る
。
：
：
：
我
が
友
、
高
郵
の
王
引
之
の
《
経
伝
釈
詞
》
に
、
〈
薄
〉
〈
言
〉
皆
な
語
詞
な
り
と
言
う
の
が
正
し
い
。
鄭
筆
が
〈
薄
言
〉
を
〈
我

薄
か
〉
と
解
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
言
う
の
を
始
め
と
し
て
、
陳
集
は
「
詩
』
中
の
コ
一
日
」
を
基
本
的
に
虚
字
と
し
て
解
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
経
伝
釈
詞
』
巻
五
「
一
マ
一
口
」
を
見
る
と

言
は
云
な
り
。
語
詞
な
り
：
：
：
『
詩
』
の
「
葛
車
」
の
「
二
一
日
告
師
氏
、
言
告
言
帰
」
：
：
：
の
若
き
は
皆
語
詞
の
「
云
」
と
同
義
な
り
。

而
し
て
毛
・
鄭
詩
を
釈
す
る
に
悉
く
『
爾
雅
』
の
「
言
は
我
也
」
の
訓
を
用
ひ
、
或
は
解
し
て
「
言
語
」
の
「
言
」
と
為
す
は
、

を
文
義
に
撲
る
に
未
だ
安
か
ら
ざ
る
所
多
け
れ
ば
、
則
ち
之
を
施
す
に
其
の
当
を
得
ざ
る
也
。

之

と
言
い
、
「
言
」
が
虚
字
で
あ
る
例
と
し
て
、
「
葛
車
」
を
挙
げ
毛
伝
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
陳
奨
は
王
引
之
の
説
に
拠
り
な

が
ら
、
毛
伝
と
抵
触
す
る
と
こ
ろ
で
は
恋
意
的
に
例
外
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
葛
軍
」
以
外
の
「
言
」
の
多
く
に
毛
伝
は

訓
釈
を
示
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

王
引
之
が
、
毛
伝
は
こ
と
ご
と
く
「
我
」
と
訓
じ
て
い
る
と
し
て
い
る
の
は
、
「
葛
車
」
の
毛
伝



カf

『
詩
』
中
の
コ
一
日
」の
訓
詰
の
通
則
を
一
示
す
凡
例
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
『
伝
疏
』
も
、
毛
伝
が
初
見
の
字
句
に
訓
詰
を

示
し
、
そ
れ
を
『
詩
経
』
全
体
の
凡
例
（
通
則
）

と
す
る
と
い
う
体
例
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
毛
伝
全
体
か
ら
数
々
の
凡
例
を
発

見
し
、
毛
伝
の
正
確
な
理
解
に
役
立
て
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

こ
こ
に
挙
げ
た
王
引
之
の
考
え
方
は
本
来
陳
臭
に
よ
く
受
け
継
が
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
場
合
は
、
陳
奨
は
「
言
は
我
也
」

の
訓
詰
は
例
外
的
な
も
の
で
凡
例
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

「
〈
言
〉
は
虚
字
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
毛
伝
が
無
い
の
は
そ
れ
が
毛
公
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
自
明
だ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
王
引
之
の
虚
字
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
毛
伝
の
説
を
正
当
化
す
る
こ
と
と
を
折
衷
し
よ
う
と
い
う
見
地
か
ら
立
て
た
説

で
あ
る
。

『
経
伝
釈
詞
』
は
、
経
書
か
ら
多
く
の
例
を
集
め
て

そ
こ
に
一
貫
す
る
虚
字
の
用
法
を
帰
納
的
に
抽
出
し
た
研
究
で
あ
る
。
あ
る
場
合

伝
釈
詞
』
の
研
究
の
体
系
性
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
王
引
之
の
虚
字
研
究
に
拠
っ
て
詩
経
の
解
釈
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
と
は
い
え
な
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に
は
王
引
之
の
説
に
基
づ
い
て
説
を
立
て
、
あ
る
場
合
に
は
王
引
之
が
批
判
し
て
い
る
毛
伝
の
訓
詰
に
従
う
と
い
う
陳
奨
の
方
法
は
、
「
経

し 3
0 

王
氏
父
子
の
詩
経
研
究
の
核
心
は
、
原
理
の
発
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
ら
は
、
詩
経
全
体
を
通
じ
て
詩
の
構
成
や
句
法

そ
こ
に
一
貫
す
る
原
理
を
発
見
し
、
そ
の
原
理
を
演
緯
的
に
用
い
て
個
別
の
字
義
の
考
証
を
行
う
。
こ
れ
は
、
戴
震
の
詩
経
研

（
日
）

究
の
方
法
論
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
陳
契
の
詩
経
研
究
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

か
が
み

郡
風
「
柏
舟
」
の
第
二
章
「
我
心
匪
鑑
、
不
可
以
茄
」
の
毛
伝
に
「
〈
鑑
〉
は
も
の
の
形
を
知
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
〈
茄
〉
は
は
か

か
が
み

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
言
い
、
鄭
茎
に
は
「
鑑
が
も
の
の
形
を
知
る
の
は
、
た
だ
も
の
の
外
形
的
な
形
や
色
を
知
る
だ
け
で
、
本
質

か
が
み

的
な
真
と
か
偽
と
か
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
心
は
こ
の
よ
う
な
鑑
と
は
異
な
り
、
人
々
の
善
悪
、
う
わ
べ
と
真
実
と
を
心
に
推

宇
」
ル
了
句
、
ぇ
、



し
量
り
見
抜
く
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
孔
穎
達
の

る
が
、
そ
の
説
に
従
っ
て
訓
読
す
れ
ば
、

『
毛
詩
正
義
』
は
、
鄭
筆
が
毛
伝
を
敷
桁
し
た
も
の
と
考
え
て
伝
筆
を
あ
わ
せ
て
解
釈
す

か
が
み
は
か
あ
ら

「
我
が
心
は
鑑
の
、
以
て
茄
る
可
か
ら
ざ
る
に
は
匠
ず
」
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
詩
第
三
章
に

は
「
我
心
匠
石
、
不
可
転
也
。
我
心
匠
席
、
不
可
巻
也
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
が
、
そ
の
毛
伝
「
石
は
堅
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
転
が
す

む
し
ろ
あ
ら

こ
と
が
で
き
る
。
席
は
平
ら
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
く
る
く
る
と
巻
く
こ
と
が
で
き
る
」
に
従
え
ば
、
訓
読
は
「
我
が
心
は
石
に
匪
ぎ
れ

む
し
ろ
あ
ら

ば
、
転
ず
可
か
ら
ざ
る
也
。
我
が
心
は
席
に
匪
ざ
れ
ば
、
巻
く
可
か
ら
ざ
る
也
」
と
な
り
、
第
二
章
と
第
三
章
と
は
同
形
の
詩
句
で
あ
り
な

が
ら
句
構
造
も
意
味
も
異
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
に
対
し
、
『
伝
疏
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
第
二
章
・
第
三
章
と
も
、
そ
の
句
法
は
同
一
で
あ
り
、
鄭
玄
は
毛
伝
を
誤
解
し
て
い
る
。

「
我
心
匪
鑑
、
不
可
以
茄
」
は
正
し
く
は
「
鑑
は
も
の
の
形
を
知
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
が
、
私
の
心
は
鑑
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、

人
は
私
の
心
の
思
い
を
は
か
り
知
る
す
べ
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
第
一
章
の
「
歌
歌
と
し
て
寝
ね
ず
、
隠
憂
有
る
が
如
し
」
を
承

け
て
、
私
の
心
に
は
大
き
な
憂
い
が
あ
る
が
、
私
の
心
の
思
い
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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陳
奨
の
こ
の
解
釈
か
ら
、
二
つ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
詩
の
形
式
と
意
味
と
の
一
貫
性
に
着
目
し
つ
つ
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
、
次
に
、
毛
伝
の
説
は
「
真
」
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
に
立
ち
、
毛
伝
を
正
当
化
す
る
努
力
を
払
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
『
毛
詩
正
義
』
と
は
反
対
に
、
毛
伝
を
鄭
筆
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
。つ
ま
り
、
陳
集
の
詩
解
釈
に
は

一
、
詩
自
体
の
原
理
追
求
の
志
向

二
、
毛
伝
正
当
化
の
志
向

と
い
う
、
位
相
を
異
に
す
る
二
つ
の
志
向
性
が
混
在
し
て
い
る
が
、

」
の
詩
の
場
合
に
は

そ
れ
を
矛
盾
な
く
処
理
し
て
い
る
の
で
、
あ
た

か
も
「
同
形
の
詩
句
は
同
様
の
句
構
造
と
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
詩
の
原
理
を
探
り
当
て
、
そ
れ
を
て
こ
に
考
証
を
進
め
て
い
る
か
の
よ
う



で
あ
る
。

し
か
し

こ
の
二
つ
の
志
向
性
は
本
来
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

両
者
を
常
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

周
南
「
桃
天
」
も
、
各
章
末
に
同
形
の
詩
句
が
繰
り
返
さ
れ
る
詩
で
あ
る
。
第
一
章
の
「
宜
其
室
家
」
を
、
毛
伝
は
「
（
美
し
い
お
と
め
は
）

花
の
盛
り
を
過
ぎ
な
い
う
ち
に
嫁
い
で
家
庭
を
持
つ
の
が
よ
ろ
し
い

（
宜
以
有
室
家
無
蹴
時
者
）
」
と
解
し
、
第
二
章
の
「
宜
其
家
室
」
も
、

同
じ
意
味
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
三
章
の
「
宜
其
家
人
」
に
つ
い
て
は
「
婚
家
の
人
は
み
ん
な
彼
女
を
け
つ
こ
う
な
嫁
だ
と
思
う

（
一
家
之
人
尽
以
為
宜
）
」
と
解
し
、
相
似
た
詩
句
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宜
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
異
な
る
訓
詰
を
示
し
て
い
る
。

陳
伺
大
は
、
第
三
章
の
毛
伝
に
疏
を
付
し
て
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

本
章
の
毛
伝
は
上
二
章
と
は
異
な
る
訓
釈
を
し
て
い
る
。
：
：
：
毛
公
が
伝
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
詩
』
の
言
葉
遣
い
の
変
化
に
従
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い
、
意
味
の
違
い
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
往
々
に
し
て
、
上
二
章
と
は
訓
釈
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

本
詩
の
毛
伝
が
、
同
形
の
詩
句
に
異
な
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
「
柏
舟
」
に
お
け
る
鄭
筆
お
よ
び
孔
穎
達
の
正
義
と
同

様
で
あ
る
。
陳
奨
は
、
「
柏
舟
」
に
お
い
て
は
詩
の
形
式
と
意
味
と
の
一
貫
と
い
う
視
点
か
ら
鄭
筆
・
正
義
を
批
判
し
た
が
、
本
詩
で
は
、

毛
伝
の
説
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
「
柏
舟
」
に
お
い
て
発
見
し
た
詩
の
原
理
に
よ
る
解
釈
を
放
棄
し
て
い
る
。
王
氏
父
子
の
方
法
論
に
則

っ
た
詩
自
体
の
原
理
の
追
求
が
毛
伝
の
正
当
化
の
た
め
に
阻
害
き
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
毛
伝
に
つ
い
て
の
考
証
の
説
得
力
を
も
弱
め
る

」
と
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
二
つ
の
例
か
ら
、
陳
集
は
、
王
氏
父
子
の
詩
経
研
究
を
十
全
な
形
で
受
け
継
い
で
は
い
ず
、
毛
伝
の
垣
を
超
え
な
い
範
囲
で
、し五

わ
ば
切
り
は
ぎ
の
形
で
し
か
利
用
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。



陳
向
大
の
詩
経
研
究
が
考
証
学
的
な
研
究
方
法
に
よ
っ
て
一
貫
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
は
、

一
に
彼
の
毛
伝
を
墨
守
す
る
と
い
う
姿

勢
に
起
因
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
陳
集
と
高
郵
王
父
子
と
の
詩
経
研
究
に
対
す
る
認
識
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
書

簡
が
残
る
。

王
引
之
の
文
集
『
王
文
簡
公
文
集
』
巻
四
の
陳
奨
宛
の
第
二
の
書
簡
、
『
高
郵
王
氏
父
子
年
譜
』
に
拠
れ
ば
道
光
五
年
、一
八
二
五
、
王

引
之
六
十
歳
の
年
に
書
か
れ
た
も
の
、

に
陳
奨
の
詩
経
研
究
の
精
密
さ
を
賞
賛
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

た
だ
、
部
風
「
北
門
」
の
「
王
事
敦
我
」
の
毛
伝
「
〈
敦
〉
は
手
厚
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
敦
、
厚
也
）
」
な
ど
は
、
経
文
の
意
味
に

正
し
く
沿
っ
た
も
の
と
は
ど
う
も
言
え
な
い
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
鄭
玄
は
毛
伝
と
は
訓
詰
を
変
え
て
「
敦
は
投
樋
、
ほ
お
り
投
げ
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る
、
と
同
意
で
あ
る

（
敦
猶
投
描
也
）
」
と
し
た
の
で
す
。
鄭
筆
が
正
し
く
て
毛
伝
は
誤
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
と
き
ら
毛
伝
の
訓

詰
を
正
当
化
な
さ
る
に
は
及
ば
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
書
簡
か
ら
六
年
を
隔
て
た
、
王
引
之
宛
の
第
二
の
書
簡
（
前
出
）
で
、
陳
奨
は
王
引
之
の
『
経
伝
釈
詞
』
の
虚
字
説
は
自
分
の
詩
経

研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
多
い
と
の
感
謝
を
述
べ
た
後
で
、
毛
伝
の
訓
詰
に
従
っ
て
詩
経
の
虚
字
を
解
釈
し
て
見
せ
た
後
、

私
は
毛
伝
を
墨
守
し
て
、
そ
の
訓
詰
に
従
っ
て
類
推
し
て
説
を
立
て
て
み
ま
し
た
が
、

は
た
し
て
経
文
の
意
味
を
正
し
く
と
ら
え
て
お

り
ま
す
こ
と
や
ら
。
先
生
の
御
示
教
を
い
た
だ
け
ま
す
な
ら
ば

こ
れ
に
勝
る
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
言
う
。
王
引
之
が
、
毛
伝
も
時
に
誤
り
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
毛
伝
を
墨
守
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
の
と
対
照
的
に
、
陳
何
大

は
、
あ
く
ま
で
毛
伝
を
墨
守
す
る
と
こ
ろ
か
ら
詩
経
研
究
を
進
め
る
と
は
っ
き
り
表
明
し
て
い
る
。
二
人
の
経
学
の
求
め
る
も
の
が
ま
っ
た



く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

王
氏
父
子
の
詩
経
研
究
が
し
ば
し
ば
毛
伝
の
説
を
批
判
し
て
独
自
の
訓
詰
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
た
が
、
『
経
義
述
開
』
に

は
さ
ら
に
詩
序
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
例
さ
え
あ
る
。
周
頒
「
清
廟
」
の
序
に
「
清
廟
は
文
王
を
肥
る
也
。
周
公
既
に
洛
邑
を
成
し
、
諸

ひ
き

侯
を
朝
せ
し
め
て
率
い
て
以
て
文
王
を
杷
る
罵
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
王
引
之
は
「
経
義
述
聞
』
巻
七
「
不
顕
不
承
」
の
条
で
、
「
詩
序

お
お

は
こ
の
詩
を
も
っ
ぱ
ら
文
王
を
把
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
言
う
が
、
経
文
中
に
そ
の
明
証
と
な
る
詩
句
は
な
い
」
と
批
判
し
、
本
詩
の
「
歪

あ
き
お
お
さ
か

い
に
顕
ら
け
く
歪
い
に
承
ん
な
り
」
と
い
う
句
が
文
王
と
武
王
に
対
す
る
賛
辞
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
本
詩
が
文
王
・
武
王
二
人
を
杷

る
た
め
の
作
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、
戴
震
の

『
毛
鄭
詩
考
正
』
の
説
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
詩
そ
の
も
の
に

忠
実
に
考
証
を
進
め
て
い
け
ば
、
時
と
し
て
詩
序
の
説
を
も
覆
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
恰
好
の
例
で
あ
る
。

父
上
は
さ
ら
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
「
経
を
説
き
述
べ
る
も
の
は
、
ひ
た
す
ら
経
の
真
義
を
得
る
こ
と
の
み
を
期
す
の
で
あ
る
。
先
学
の
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高
郵
王
氏
の
学
問
態
度
は
『
経
義
述
開
』
の
序
で
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

伝
注
は
、
す
べ
て
が
経
と
合
致
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
、
経
に
合
致
す
る
も
の
を
選
ん
で
そ
れ
に
従

う
の
で
あ
る
。
も
し
経
と
合
致
す
る
伝
注
が
な
い
な
ら
ば
、
己
が
意
を
も
っ
て
経
の
意
を
迎
え
、
他
の
経
典
を
参
考
に
し
て
成
訓
を
証

明
す
る
の
で
あ
る
。
別
に
説
を
立
て
た
と
し
て
も
い
け
な
い
こ
と
は
な
い
。
も
し
ひ
た
す
ら
「
一
家
」
の
説
を
守
り
、
少
し
も
違
い
が

な
い
よ
う
に
と
ば
か
り
心
が
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
何
郁
公
（
何
休
）
の
「
公
羊
墨
守
』
を
鄭
康
成
（
鄭
玄
）
が
発
き
、
何
休
を
し

吾
が
室
に
入
り
、
五
ロ
が
矛
を
操
り
以
て
我
を
伐
つ
子
」
と
嘆
か
し
め
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

て
「
康
成

彼
ら
の
学
問
方
法
は
、
詩
序
・
毛
伝
と
い
う
、
漢
学
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、必
然
的
に
新
た
な
詩
経
観
の
構

築
を
も
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
王
氏
父
子
は
そ
の
研
究
を
街
記
的
な
範
囲
に
限
定
し
た
た
め
、
新
し
い
詩
経
学
の
全
体
像



を
示
す
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
が
。

こ
れ
に
対
し
、
陳
奨
の
詩
経
学
の
根
本
は
、
毛
伝
の
墨
守
に
あ
っ
た
。
彼
は
『
伝
疏
』

の
自
序
に
お
い
て
毛
伝
墨
守
の
姿
勢
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

〔
『
伝
疏
』
が
〕
毛
伝
を
墨
守
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
そ
し
り
は
あ
え
て
避
け
る
も
の
で
は
な
い
。ただ
、
う
わ
べ
だ
け
で
内
実

が
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
だ
け
は
無
か
ろ
う
と
い
う
自
信
は
持
っ
て
い
る

（
墨
守
之
議
亦
所
不
辞
、
而
鼠
瑛
之
警
庶
幾
免
震
）
。

こ
の
毛
伝
墨
守
の
立
場
は
、
陳
臭
の
詩
経
の
師
承
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
基
づ
く
。

宋
代
の
詩
経
学
が
、
詩
序
を
「
村
野
妄
人
の
作
」
（
南
宋
、
鄭
樵
の
言
）

と
庇
め
無
意
味
な
も
の
と
退
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
新
た
な
詩
解

釈
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
清
朝
考
証
学
の
詩
経
研
究
に
お
い
て
は
、
詩
序
を
詩
解
釈
の
指
針
と
し
て
重
ん
じ
る
の

が
大
勢
で
あ
っ
た
。
陳
突
の
『
詩
経
』
の
師
承
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
『
伝
疏
』
の
自
叙
に
詳
し
い
。
彼
は
詩
序
の
作
者
を
考
察
し
て
、
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子
夏
は
孔
子
の
門
で
親
し
く
教
え
を
承
け

つ
い
に
詩
経
人
が
詩
に
込
め
た
真
意
を
要
約
し
『
詩
経
』
三
百
十
一
篇
の
た
め
に
序
を
著

し
た
。

と
言
い
、
詩
序
が
孔
子
の
詩
解
釈
を
祖
述
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
毛
伝
の
作
者
、
毛
亨
は
孔
子
の
教
え
を
祖
述
し
た
子
夏
以

来
の
正
し
い
師
承
を
受
け
て
い
る
、
毛
伝
は
孔
子
の
教
え
に
直
結
す
る
、

し
た
が
っ
て
無
謬
で
あ
る
、

と
す
る
。
「
故
に
詩
を
読
み
て
序
を

読
ま
ざ
る
は
無
本
の
教
也
。
詩
と
序
と
を
読
み
て
伝
を
読
ま
ざ
る
は
失
守
の
学
也
」
と
い
う
彼
の
学
問
姿
勢
は
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
の

考
え
方
に
立
て
ば
、
詩
序
・
毛
伝
を
墨
守
す
る
こ
と
こ
そ
が
経
学
家
と
し
て
あ
る
べ
き
態
度
で
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
許
き

れ
な
い
。
こ
れ
は
当
時
の
考
証
学
者
た
ち
の
通
念
を
先
鋭
化
し
た
説
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
学
観
を
奉
じ
る
者
に
と
っ
て
、

そ
の
方
法
論
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
詩
序
・
毛
伝
の
説
を
覆
す
と
こ
ろ
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得



な
い
高
郵
王
氏
の
学
は
本
来
許
容
す
る
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
伝
疏
」
の
中
で
は
、
詩
序
・
毛
伝
の
疏
通
と
王
氏

父
子
の
方
法
論
と
を
同
時
に
実
現
き
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
先
に
見
た
よ
う
な
矛
盾
が
生
ま
れ
る
原
因
が
あ
る
。

陳
何
大
が
毛
伝
の
疏
を
志
し
た
そ
も
そ
も
の
動
機
は
、
唐
の
孔
穎
達
の『
毛
詩
正
義
』
に
飽
き
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な

理
由
に
、
孔
穎
達
が
毛
伝
と
鄭
重
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
注
釈
を
混
同
し
て
疏
通
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
叙
に
言
う
。

唐
の
貞
観
年
間
に
作
ら
れ
た
、
孔
穎
達
、
字
は
沖
遠

の
正
義
は
毛
伝
・
鄭
筆
を
一
緒
に
し
て
疏
通
し
た
。
こ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
毛

亨
・
鄭
玄
の
二
つ
の
詩
経
学
が
一
つ
の
書
物
と
し
て
合
体
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
：
：
：
近
代
の『
詩
経
』の
研
究
者
は

毛
伝
鄭
筆
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
学
び
、
時
代
の
違
い
を
認
識
せ
ず
、

一
家
の
学
を
専
修
す
る
こ
と
を
尊
ば
ず
、
鄭
玄
が
『
筆
』
を
著
し

た
動
機
も
明
ら
か
に
せ
ず
、
そ
の
う
え
毛
伝
が
簡
単
な
言
葉
に
よ
っ
て
深
い
内
容
を
表
現
し
て
い
る
の
を
や
っ
か
い
に
思
い
、そ
の
全

-70-

貌
を
知
る
こ
と
も
で
き
ず
、
言
葉
足
ら
ず
で
偏
向
し
た
解
釈
に
陥
り
、
満
足
な
業
績
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
二
千
年

問
、
毛
伝
が
存
在
し
て
は
い
る
が
事
実
上
滅
ん
だ
も
同
然
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
至
極
当
然
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
陳
集
自
身
も
、

王
氏
父
子
の
方
法
論
、
詩
の
言
語
の
探
求
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
詩
の
本
当
の
姿
に
迫
る
こ
と
と
、
詩

序
・
毛
伝
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
詩
経
を
見
る
こ
と
と
い
う
互
い
に
異
質
な
研
究
態
度
を
そ
の
詩
経
研
究
の
中
で
混
在
さ
せ
て
し
ま

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

そ
れ
で
は
陳
契
は
な
ぜ
毛
伝
の
墨
守
に
拘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
時
、
陳
奨
が
伝
疏
と
い
う
形
式
を
自
分
の
著

述
の
形
と
し
て
選
ん
だ
以
上
、
毛
伝
に
反
す
る
説
を
立
て
な
い
の
は
当
然
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
え
よ
う
。

た
し
か
に
「
疏
は
注



の
が
、
「
疏
」
に
対
す
る
伝
統
的
な
認
識
で
あ
っ
た
。
孔
穎
達
が
『
礼
記
正
義
』
の
序
で
、

皇
侃
の
『
礼
記
義
疏
』
を
「
鄭
玄
の
注
に
従
い
な
が
ら
、
時
と
し
て
鄭
玄
の
意
に
添
わ
な
い
説
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
、
木
の
葉
が
自
分

を
破
ら
な
い
」
（
孫
詰
譲
「
周
礼
正
義
』
凡
例
）

の
木
の
根
に
落
ち
ず
、
狐
が
死
ぬ
時
生
ま
れ
た
丘
を
向
か
な
い

〔
基
づ
く
べ
き
も
の
に
基
づ
く
の
を
忘
れ
た
〕と
言
う
べ
き
欠
点
で
あ
る
。
」

と
批
判
し
、
『
四
庫
全
書
総
目
』
周
易
正
義
提
要
に
「
疏
家
の
体
は
、
註
文
を
詮
解
す
る
を
主
と
し
て
、
出
入
す
る
所
有
る
を
欲
せ
ず
：
：
：

其
の
専
門
を
墨
守
す
る
は
固
よ
り
通
例
の
然
る
也
」
と
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
六
朝
か
ら
唐
宋
に
か
け
て
作
ら

れ
た
「
疏
」
（
以
下
、
「
旧
疏
」
と
略
称
）と
清
代
の
「
疏
」
（
以
下
、
「
新
疏
」
と
略
称
）と
を
同
列
に
置
い
て
考
え
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
旧
疏
」
が
あ
り
な
が
ら
「
新
疏
」
が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

陳
何
大
の
時
代
か
ら
清
朝
の
末
年
に
か
け
て
は
、
群
経
の
「
新
疏
」
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
焦
循
の
『
孟
子
正
義
」
（
道
光
五

年

一
八
二
五
、
序
刊
）
を
皮
切
り
に
、
胡
培
輩
の
『
儀
礼
正
義
』
（
戚
豊
二
年
、一
八
五

政
刊
）
、
劉
宝
楠
の
「
論
語
正
義
』
（
同
治
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五
年
、

一
八
六
六
、
序
刊
）
、
陳
立
の
『
公
羊
義
疏
』
（
皇
清
経
解
続
編
に
刊
入
き
れ
る
）
、そし
て
孫
詰
譲
の
『
周
札
正
義
』
（
光
緒
二
五

年

一
八
九
九
、
序
刊
）
な
ど
が
陸
続
と
刊
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は
偶
然
の
現
象
で
は
な
く
、
同
時
代
の
共
通
の
意
志
に
沿
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
焦
循
、
字
は
里
堂

の
『
孟
子
正
義
』
の
た
め
に
黄
承
吉
が
書
い
た
序
の
中
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

あ
る
日
、
在
光
帰
、
字
は
晋
蕃
氏
の
書
斎
に
お
い
て
里
堂
君
と
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
諸
経
の
正
義
は
、
特
定

の
学
者
の
伝
注
を
の
み
宗
と
し
て
守
り
、
諸
家
の
学
説
を
綜
合
し
広
く
採
る
こ
と
が
な
い
、
そ
の
学
者
の
説
の
正
し
い
と
こ
ろ
は
会
得

す
る
が
説
の
誤
り
は
正
す
す
べ
な
く

一
家
の
説
は
挙
げ
る
が
諸
家
の
説
は
明
ら
か
に
す
る
す
べ
が
な
い
。
道
理
は
そ
れ
で
正
し
い
よ

う
に
見
え
る
が
実
は
経
の
教
え
に
通
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ぞ
れ
一
経
を
担
当
し
て
、
別
に
正
義
を
作
り
、

古
今
の
学
説
の
異
同
を
一
貫
さ
せ
、
諸
家
の
学
説
の
粋
を
漏
ら
き
ず
集
め
る
こ
と
を
旨
と
し
、
孔
穎
達
・
買
公
彦
・
徐
彦
・
楊
士
財
と



い
っ
た
旧
疏
の
作
者
の
陥
っ
た
窮
屈
な
枠
を
打
ち
壊
し
、

そ
の
門
戸
の
見
を
突
き
破
ろ
う
と
話
し
合
っ
た
。
そ
の
と
き
私
は
『
周
礼
』

(H
) 

里
堂
君
は
『
易
』
と
『
孟
子
』
に
と
り
わ
け
志
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

を
心
に
任
じ
、

友
人
同
士
で
そ
れ
ぞ
れ
担
当
を
決
め
て
群
経
の
新
疏
を
志
し
た
の
は
彼
ら
だ
け
で
は
な
い
。
劉
宝
楠
『
論
語
正
義
』
の
陳
立
の
序
に
は
、

師
友
三
人
が
集
ま
り
、
劉
文
漢
が
『
左
伝
』
、
劉
宝
楠
が
「
論
語
』
、
陳
立
が
『
公
羊
伝
』
の
新
疏
を
著
そ
う
と
話
し
合
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

（
日
）

る
（
ち
な
み
に
彼
ら
が
模
範
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
江
声
『
尚
書
集
注
音
疏
』
・
孫
星
桁
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
・
郁
晋
画
『
爾
雅
正

義
」
・
都
誌
行
「
爾
雅
義
疏
』
お
よ
び
焦
循
『
孟
子
正
義
』
で
あ
る
）
。
孫
詰
譲
の
『
周
礼
正
義
』
の
自
序
に
は
よ
り
端
的
に
、
「
挙
主
の
南

皮
の
張
尚
書
（
張
之
洞
）
が
国
朝
の
経
典
の
疏
を
集
め
て
刊
刻
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
私
の
《
周
礼
正
義
》
の
長
編
を
求
め
て
来
ら
れ
た
」

と
書
か
れ
、
『
皇
清
十
三
経
注
疏
』
と
名
付
け
う
る
よ
う
な
総
集
の
刊
行
を
計
画
し
得
る
だ
け
の
集
積
が
当
時
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

（
日
）

か
る
。
陳
奨
も
、
多
く
の
師
友
と
の
交
流
の
中
で
自
分
の
学
問
を
成
熟
さ
せ
た
こ
と
、
胡
培
翠
の
『
儀
礼
正
義
』
・
都
誌
行
の
『
爾
雅
義
疏
』

な
ど
の
友
人
の
著
述
の
刊
行
に
力
を
尽
く
し
た
こ
と
が
『
師
友
淵
源
記
』
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
種
の
緩
や
か
な
学
術
サ
ー
ク
ル
の
中
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に
身
を
置
い
て
い
た
。

そ
の
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る
全
体
的
構
想
の
一
環
と
し
て
『
伝
疏
」
を
著
述
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
許
き
れ
る
よ
う

（
口
）

の
著
述
を
進
め
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ

に
思
う
。
彼
が
も
と
も
と
毛
詩
の
新
疏
を
胡
承
挟
に
期
待
し
、
自
分
は
『
毛
詩
伝
義
類
』

の
聞
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
乾
隆
嘉
慶
の
大
家
が
学
問
方
法
を
確
立
し
、
古
韻
研
究
・
小
学
の
古
典
の
注
釈
・
経
典
の
校
勘
・
剖
記
な
ど
の
形
に
よ
る
個

別
的
研
究
と
い
っ
た
面
で
基
盤
を
固
め
た
の
を
受
け
て
、
後
進
の
諸
家
は
群
経
の
新
疏
と
い
う
形
で
清
朝
考
証
学
の
集
大
成
を
志
す
と
い

う
、
学
問
の
大
き
な
流
れ
と
そ
の
流
れ
に
身
を
置
く
者
の
共
通
の
自
覚
と
い
う
べ
き
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
疏
の
作
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
意
識
で
著
述
を
志
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
『
孟
子
正
義
』の
序
に
は
、
焦
循



ら
が
新
疏
の
執
筆
を
思
い
立
っ
た
大
き
な
理
由
に
、

旧
疏
が
排
他
的
に
「
一
家
」
の
経
説
を
守
っ
た
た
め
に
解
釈
の
偏
向
を
生
ん
だ
こ
と
に

不
満
を
持
っ
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
『
論
語
正
義
』の
凡
例
（
劉
恭
完
述
）
の
中
で
も
、
「
経
文
を
引
伸
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
事
求
是
の

態
度
に
よ
り

一
家
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
：
：
：
こ
う
し
て
こ
れ
ま
で
の
注
疏
家
の
墨
守
の
態
度
の
誤
り
を
正
す
の
で
あ
る
」
と
あ

り
、
旧
疏
が
そ
の
「
墨
守
」
と
い
う
忌
む
べ
き
態
度
に
よ
っ
て
経
の
真
実
の
追
求
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
持
っ
た
こ
と
が
、
新
疏
の

著
述
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
陳
奨
が
『
毛
詩
正
義
』
に
対
し
て
抱
い
た
不
満
と
は
対
瞭
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
超
岐
の
「
孟
子
章
句
』
、
何
妻
の

『
論
語
集
解
』
い
ず
れ
も
清
人
か
ら
漢
学
の
典
型
と
し
て
尊
崇
を
受
け
た
も
の
で
は
必
ず
し

も
な
く
、
「
詩
』
に
お
け
る
毛
伝
に
匹
敵
で
き
る
権
威
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
毛
伝
に
対
す
る
陳
集
の
疏
に
真
に
比
較
す
べ
き
は
、

鄭
玄
の

『
儀
礼
』
注
に
対
す
る
胡
培
牽
の
『
正
義
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
の
『
儀
礼
正
義
』
の
羅
惇
桁
の
序
に
、
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た
と
え
鄭
玄
の
注
に
よ
っ
て
経
文
を
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
中
に
は
経
文
と
合
致
し
な
い
場
合
が
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
こ
う
し

た
場
合
、
疏
家
は
専
門
を
守
る
の
が
原
則
と
心
得
、
た
と
え
注
に
誤
り
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
そ
れ
を
通
じ
き
せ
る
た
め
に
曲
解
の
説
を

成
す
。
ま
た
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
必
ず
経
注
を
用
い
て
文
を
正
す
。
経
と
注
が
阻
僻
す
る
場
合
で
も
、
ま
た
無
理
に
こ
じ
つ
け
て
説
を

通
じ
き
せ
る
。
こ
れ
で
は
経
を
解
釈
し
て
も
か
え
っ
て
経
の
真
意
に
反
し
、
注
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
で
実
は
注
の
真
意
を
見
失
う
こ

と
に
な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
調
子
で
ど
う
し
て
唆
昧
な
と
こ
ろ
の
な
い
完
全
な
理
解
を
期
待
で
き
よ
う
か
。

と
述
べ
、
ま
た
、
胡
培
輩
自
身
の
言
と
し
て
、
彼
の
注
釈
の
原
則
に
四
あ
り
、
鄭
注
を
補
足
す
る
「
補
注
」
・
鄭
注
を
説
明
す
る
「
申
注
」
・

近
人
の
研
究
の
中
で
鄭
玄
と
は
説
を
異
に
す
る
も
の
な
が
ら
参
考
に
供
す
る
た
め
に
示
す
「
附
注
」
と
並
ん
で
、
鄭
玄
の
誤
り
を
訂
正
す
る

「
訂
注
」
が
あ
る
と
す
る
。
胡
培
輩
は
、
鄭
玄
の
『
儀
礼
注
』
に
基
づ
い
て
正
義
を
著
し
て
い
る
が
、
決
し
て
鄭
注
の
枠
に
鵬
跨
し
て
は
い

‘
‘
、
‘
ハ
》

千
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こ
の
よ
う
に
、
考
証
学
を
奉
ず
る
人
々
の
「
疏
」
は
、
旧
疏
と
は
違
い

「
実
事
求
是
」
の
原
則
に
立
ち

一
家
の
説
に
拘
泥
し
な
い
の
が

特
徴
で
あ
る
。
先
に
見
た
戴
震
・
王
氏
父
子
の
確
立
し
た
学
問
態
度
が
清
朝
漢
学
の
学
問
態
度
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
毛
伝
を
墨
守
す
る
と
い
う
陳
奨
の
学
問
態
度
は
当
時
に
あ
っ
て
む
し
ろ
例
外
に
属
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
『
伝
疏
』
の
墨
守
は
「
疏
」
と
い
う
形
式
を
選
ん
だ
以
上
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
定
は
妥
当
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
陳
何
大

の
「
墨
守
」
の
理
由
は
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

要
因
の
一
つ
と
し
て
、

段
玉
裁
の
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
陳
集
は
段
玉
裁
の
詩
経
研
究
の
到
達
点
か
ら
自
分
の
詩

毛
伝
は
魯
・
斉
・
韓
の
三
家
詩
よ
り
後
に
世
に
出
て
、
漢
代
に
は
学
官
に
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

三
家
詩
は
す
で
に
滅

74-

経
研
究
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
段
玉
裁
は
、
『
定
本
小
室
』
の
自
序
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

ぴ
毛
伝
だ
け
が
ひ
と
り
世
に
行
わ
れ
て
久
し
い
の
は
、

そ
れ
が
子
夏
か
ら
の
師
承
を
持
ち
、

『
詩
』の
本
義
を
と
ら
え
る
こ
と
に
優
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
：
：
：
毛
伝
こ
そ
は
小
学
の
大
宗
で
あ
る
。

孔
子
l

子
夏
：
・
毛
亨
と
い
う
師
承
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
毛
伝
を
尊
ぶ
べ
き
も
の
と
す
る
認
識
は
そ
の
ま
ま
陳
集
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

段
玉
裁
が
生
涯
か
け
て

『
毛
詩
故
訓
伝
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
姿
の
復
元
を
試
み
た
の
も
毛
伝
に
対
す
る
敬
意
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
『
詩
経
小

学
』
で
『
詩
経
』
の
語
句
の
考
証
を
行
っ
て
も
、
毛
伝
に
対
立
す
る
説
を
立
て
る
こ
と
が
少
な
く
、

む
し
ろ
毛
伝
の
訓
釈
し
残
し
た
語
句
の

意
味
を
他
の
文
献
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
り
説
明
で
き
る
。
彼
の
詩
経
研
究
は
漢

代
の
詩
経
学
へ
の
復
帰
と
い
う
性
格
が
強
い
。
陳
実
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
旗
峨
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。



し
か
し
な
が
ら
、
段
玉
裁
の
毛
伝
尊
重
は
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
陳
集
と
微
妙
に
異
な
る
。
『
定
本
小
筆
」の
自
序
に
、

毛
伝
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
鄭
筆
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
説
が
同
じ
か
違
う
か
、
簡
単
か
詳
し
い
か
、
粗
略
か
精
密
か

を
考
察
し
て
、
ど
ち
ら
の
説
が
正
し
い
か
否
か
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
今
に
行
わ
れ
る
『
詩
経
』

の
テ
キ
ス
ト
は
毛
伝
鄭
筆
を
一
緒

に
し
て
い
る
の
で
、

人
々
は
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
。
や
は
り
、
両
者
を
別
々
の
も
の
と
し
て
分
け

て
、
段
階
的
に
分
析
し
て
い
く
の
が
よ
か
ろ
う
。

と
い
う
の
に
窺
え
る
よ
う
に
段
玉
裁
は

こ
れ
ま
で
の
詩
経
研
究
が
毛
伝
と
鄭
筆
と
を
混
同
し
た
こ
と
に
よ
り
陥
っ
た
弊
害
を
認
識
し
、
毛

伝
と
鄭
筆
の
そ
れ
ぞ
れ
の
真
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
両
者
を
切
り
離
し
て
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
毛
伝

の
校
定
は
、
詩
経
の
古
訓
の
総
合
的
研
究
の
中
の
一
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
段
玉
裁
は
、
陳

何
大
の
よ
う
に
ス
ト
イ
ッ
ク
に
毛
伝
を
墨
守
し
た
の
で
は
な
く

い
わ
ば
方
法
的
に
毛
伝
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
陳
伺
大
の
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「
素
朴
な
」
毛
伝
墨
守
の
姿
勢
は
、
段
玉
裁
の
影
響
以
外
の
要
因
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お

こ
こ
に
段
玉
裁
と
陳
奨
と
の

『
毛
詩
故
訓
伝
』
に
対
す
る
認
識
の
注
目
す
べ
き
共
通
点
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
毛
伝
の
、
小
学

の
書
と
し
て
の
性
質
を
重
視
す
る
態
度
で
あ
る
。

段
玉
裁
は
『
定
本
小
筆
』
題
辞
の
中
で
、
『
毛
詩
故
訓
伝
』
と
い
う
書
物
に
は
、
『
春
秋
』
に
お
け
る
三
伝
と
同
様
の
、
経
文
の
内
容
に
関

す
る
解
説
（
「
伝
」
）と
、
『
爾
雅
』
釈
詰
・
釈
訓
に
代
表
さ
れ
る
、
古
今
の
異
言
に
対
す
る
訓
釈
（
「
故
訓
」
）とい
う
こ
つ
の
性
格
を
共
存

し
て
い
て
、
単
な
る
「
伝
」
で
は
な
く
訓
詰
を
重
視
し
た
伝
だ
か
ら
「
故
訓
伝
」
な
の
だ
と
言
う
。
毛
伝
に
は
コ
ト
バ
と
コ
ト
が
共
存
し
、

段
玉
裁
は
特
に
に
そ
の
コ
ト
バ
に
着
目
し
て
「
小
学
の
大
宗
」
と
し
て
尊
ぶ
の
で
あ
る
。

陳
奨
も
コ
ト
バ
の
部
分
に
毛
伝
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
『
伝
疏
』
自
叙
に
「
ま
こ
と
に
毛
伝
は
、
小
学
へ
の
架
け
橋
、
群
書
を
解
く



鍵
で
あ
る
」
と
言
い
、
毛
伝
を
故
訓
の
淵
薮
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
彼
の
詩
経
研
究
の
原
形
は
『
毛
詩
伝
義
類
』
と
い
う
、
毛
伝
の
訓
詰

（
日
）

の
体
例
に
倣
っ
て
、
分
類
編
纂
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
自
序
に
、

を
『
爾
雅
』

胡
培
輩
君
が
言
っ
た
。
君
は
、
す
で
に
毛
詩
を
宗
と
し
て
毛
伝
の
た
め
に
疏
を
作
っ
た
。
今
度
は
毛
伝
の
訓
詰
を
応
用
し
て
群
経
を
通

釈
し
た
ら
ど
う
か
。
経
の
中
で
い
ま
だ
完
備
し
て
い
な
い
も
の
は
補
綴
し
、
先
人
の
解
釈
で
妥
当
で
な
い
も
の
は
こ
れ
を
救
っ
て
正
し

い
解
釈
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
し
た
な
ら
ば
、
毛
伝
は
経
典
の
鍵
と
し
て
の
地
位
を
『
爾
雅
』
か
ら
受
け
継
ぎ
、
あ
ま
ね
く
そ
の
力
を

発
揮
し
、
広
大
な
経
典
世
界
を
一
貫
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
後
学
に
禅
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

（
叩
）

と
言
い
、
『
爾
雅
」
に
匹
敵
し
て
、
群
経
解
釈
の
中
心
に
位
置
す
る
毛
伝
の
コ
ト
パ
の
書
と
し
て
の
価
値
を
強
調
し
て
い
る
。

一
方
、
毛
伝

の
コ
ト
的
側
面
は
詩
序
に
集
約
さ
れ
る
が
、
「
伝
疏
』
は
訓
詰
に
関
す
る
疏
証
が
膨
大
で
あ
る
の
に
比
較
す
る
と
、
詩
序
に
対
す
る
疏
証
は

簡
略
な
も
の
が
多
く
、
そ
れ
は
特
に
国
風
に
お
い
て
著
し
い
。
彼
の
興
味
の
対
象
は
、
「
詩
』
と
毛
伝
の
言
語
の
様
相
に
集
中
し
て
い
る
。
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こ
こ
に
、
戴
震
の
確
立
し
た
考
証
学
の
方
法
論
の
継
承
者
と
し
て
の
陳
集
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
『
毛
伝
』
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
胡
培
輩
が
『
儀
礼
』
鄭
玄
注
を
尊
重
し
つ

つ
も
自
由
に
批
判
す
る
立
場
を
と
り
、
陳
何
大
が
毛
伝
を
墨
守
す
る
立
場
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

三
札
の
鄭
玄
注
が
唯
一
無
二
の
権
威
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
清
朝
漢
学
の
諸
家
の
間
で
す
で
に
確
立
し
て
お
り
、
部
分
的
な
修
正
や
批

判
に
よ
っ
て
そ
の
絶
対
性
は
揺
ら
ぐ
恐
れ
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
か
え
っ
て
自
由
な
討
議
の
組
上
に
乗
せ
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
毛
伝
の
権
威
は
微
妙
で
あ
る
。
戴
震
・
王
氏
父
子
の
場
合
以
外
に
も
、
陳
契
と
な
ら
ぶ
清
朝
詩
経
学
の
大
家
で
あ
る
胡
承



挟
・
馬
瑞
辰
両
者
と
も
、
毛
伝
の
独
尊
の
地
位
に
つ
い
て
は
認
め
な
が
ら
、
実
際
の
考
証
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
毛
伝
に
従
っ
て
は
い

（
却
）

P
L
E

。

千
十d
b

つ
ま
り
、
毛
伝
は
、
そ
の
優
越
性
を
理
念
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
研
究
に
お
い
て
は
全
面
的
に
依
拠
し
難
い
存
在
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
、
陳
集
が
排
他
的
に
毛
伝
に
従
う
こ
と
で
そ
の
絶
対
性
を
示
す
契
機
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

毛
伝
が
素
直
に
依
拠
し
難
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
毛
伝
が
詩
序
と
結
び
つ
い
て
『
詩
』
そ
の
も
の
か
ら
独
立
し
た
一
つ
の
解
釈
世
界

を
作
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
『
詩
』
そ
の
も
の
に
近
づ
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
詩
序
・
毛
伝
か
ら
逸
脱
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。

『
詩
』
そ
の
も
の
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
、
詩
序
・
毛
伝
の
解
釈
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
と
い
う
二
者
択
一
を
常
に
迫
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
、
フ
。

鄭
玄
の
三
礼
注
は
、
毛
伝
と
と
も
に
漢
学
の
典
型
と
し
て
高
い
尊
敬
を
受
け
る
が
、
三
礼
が
古
代
の
札
制
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
以
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上
、
そ
の
注
は
経
文
に
記
さ
れ
た
コ
ト
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
機
能
を
果
た
す
に
過
ぎ
ず
、
注
の
当
否
を
判
定
す
る
際
、
経
文
の
コ
ト
を

正
し
く
認
識
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
基
準
に
従
え
ば
よ
い
。
三
礼
に
お
い
て
は
経
文
に
記
述
さ
れ
た
コ
ト
こ
そ
が
絶
対
的
な
価
値
で
あ

り
、
注
が
経
か
ら
離
れ
て
独
自
の
世
界
を
構
築
す
る
余
地
は
な
い
。
鄭
玄
注
と
い
え
ど
も
、

経
文
を
認
識
し
損
な
っ
て
い
れ
ば
批
判
修
正
す

る
し
か
な
い
。
胡
培
輩
が
「
儀
礼
正
義
』
で
、
鄭
玄
を
宗
と
し
な
が
ら
、
自
由
批
判
の
立
場
を
保
持
し
て
い
る
の
も
、そ
れ
が
儀
礼
研
究
の

当
然
の
要
請
だ
か
ら
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
詩
序
・
毛
伝
は
、
美
刺
の
観
念
に
基
づ
き
、
だ
れ
の
ど
の
よ
う
な
状
況
を
歌
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
見
地
か
ら
、
詩
の

「
事
実
」
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
詩
人
の
本
志
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
解
釈
世
界
は
、
極
言
す
れ
ば
『
詩
』
そ

の
も
の
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
詩
』
が
畢
寛
コ
ト
パ
に
よ
っ
て
虚
構
の
世
界
を
織
り
な
す
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
詩
そ

の
も
の
が
虚
構
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
も
独
立
し
た
虚
構
世
界
を
構
築
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
経
学
と
し
て
の
「
詩
』



研
究
に
は
、
『
詩
』
の
世
界
は
儒
教
的
世
界
観
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
虚
構
が
厳
然
た
る
大
前
提
と
し
て
存
在
す
る
。

詩
序
・
毛
伝
が
儒
教
的
規
範
と
し
て
の
『
詩
』
世
界
を
最
大
限
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
陳
集
ま
で
の
清
朝
詩
経
学
は
、
詩
序
・
毛
伝
を
相
対
化
す
る
の
に
は
成
功
し
て
も
、

そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
新
た
な

「
詩
』
の
世
界
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戴
震
は
詩
経
学
の
新
た
な
全
体
的
枠
組
み
を
構
想
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
中
途

で
終
わ
り
後
継
者
を
持
た
な
か
っ
た
。
王
氏
父
子
の
詩
経
研
究
は
、
言
語
へ
の
沈
潜
に
よ
り
詩
序
・
毛
伝
の
説
を
覆
す
が
、
『
詩
』
の
全
体

像
の
提
示
を
し
な
か
っ
た
。
詩
経
の
全
面
的
な
研
究
を
志
し
た
陳
集
が
、
師
承
と
い
う
権
威
に
裏
打
ち
き
れ
堅
固
な
全
体
像
を
提
示
す
る
詩

序
・
毛
伝
に
『
詩
経
』
の
全
体
性
を
託
し
た
の
は
当
然
だ
っ
た
と
い
え
る
。

，
－
、
、
－

F

－

J
、

J
J
，J
B
l

」

そ
の
た
め
に
彼
は
『
詩
経
』

の
全
体
性
と
詩
序
・
毛

伝
の
全
体
性
と
を
同
一
視
し
、
結
果
的
に
、
考
証
学
的
方
法
と
毛
伝
の
正
当
化
と
い
う
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
。
あ

る
意
味
で
、
陳
集
の
墨
守
は
清
朝
詩
経
学
の
必
然
的
展
開
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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七

戴
震
・
二
王
が
追
求
し
作
り
上
げ
た
方
法
論
を
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
序
・
毛
伝
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
考
証
学
独
自
の
詩
経

観
に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
経
学
と
し
て
の
詩
経
研
究
の
否
定
に
行
き
着
く
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
陳
奨
の
毛
伝
墨
守
は
、
考
証
学
的
方
法
に
よ
る
、
経
学
と
し
て
の
詩
経
研
究
と
い
う
、
危
う
い
綱
渡
り
の
バ
ラ
ン
ス
を
か
ろ
う
じ

て
と
る
た
め
の
選
択
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



、
迂

(1 (2 
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筆
者
は
、
北
京
中
国
書
店
、
拠
激
芳
斎
一
八
五
一
年
（
戚
豊
元
年
）
版
影
印
本
を
用
い
た
。

劉
粉
遂
編
「
段
玉
裁
先
生
年
譜
」
（
『
段
学
五
書
』
の
一
／
『
段
玉
裁
遺
書
』
、
一
九
八
六
、
台
湾
、
大
化
書
局
、
所
収
）

西
暦
一
九
八
四
年
の
条
。

目
加
田
誠
「
陣
奥
伝
」
（
著
作
集
第
一
巻
『
詩
経
研
究
』
、
一
九
八
五
、
龍
渓
書
社
、
所
収
）

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
経
研
究
の
業
績
は
、
戴
震
は
『
毛
鄭
詩
考
正
』
『
呆
渓
詩
経
補
注
』
、
段
玉
裁
は
『
毛
詩
故
訓
伝
定
本
小
筆
』
『
詩
経
小
学
』
、

王
父
子
は
『
経
義
述
聞
』
巻
五
1

七
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

拙
論
「
清
朝
詩
経
学
の
変
容
｜
｜
戴
段
二
王
の
場
合
｜
｜
」
（
『
義
文
研
究
』
第
六
二
号
、
一
九
九
三
）

「
段
玉
裁
先
生
年
譜
」
乾
隆
四
九
年
、
二
ハ
八
四
、
の
条
参
照
。

段
玉
裁
は
『
毛
詩
故
訓
伝
定
本
小
峯
』
を
三
十
巻
に
分
巻
し
、
そ
れ
は
『
漢
書
』
妻
丈
志
の
「
毛
詩
故
訓
伝
三
十
巻
」
の
記
事
に
従
っ
た
の

で
あ
る
、
と
題
辞
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

前
掲
拙
論
参
照
。

光
緒
十
二
年
銭
塘
圧
氏
函
雅
堂
刊
本
。
筆
者
は
、
周
駿
富
『
清
代
伝
記
叢
刊
』
学
林
類
人
台
湾
、
明
文
書
局
）
影
印
本
を
用
い
た
。

『
己
亥
叢
編
』
王
大
隆
輯
本
（
民
国
二
四
年
、
一
九
三
五
、
排
印
本
）
。
筆
者
は
、
沈
雲
龍
主
編
『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
コ
二
輯
（
台

湾
、
文
海
出
版
社
）
所
収
本
を
用
い
た
。

拙
論
「
戴
震
の
詩
経
学
｜
｜
《
呆
渓
詩
経
補
注
》
の
立
場
と
方
法
｜
｜
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
四
集
、
一
九
九
二
）
を
参
照
。

『
高
郵
王
氏
遺
書
』
の
一
（
『
羅
雪
堂
先
生
全
集
』
六
編
第
二O
冊
所
収
）
。

劉
扮
遂
編
。
筆
者
は
沈
雲
龍
主
編
「
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
八
十
輯
（
台
湾
、
文
海
出
版
社
）
所
収
本
を
用
い
た
。

慶
麿
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
に
寄
托
さ
れ
る
坦
堂
文
庫
道
光
五
年
江
都
焦
氏
半
九
書
塾
刊
孟
子
正
義
巻
首
に
拠
る
。

堂
文
集
巻
五
に
収
め
る
も
の
と
若
干
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
。

東
京
文
求
堂
影
印
同
治
丙
寅
冬
代
州
渇
志
訴
署
検
本
に
拠
る
。

こ
の
計
画
は
成
就
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
現
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
、

す
る
叢
書
が
刊
行
中
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
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乾
隆
四
十
九
年
、

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

(M
) 

な
お
、

夢
阪

16 15 

中
華
書
局
か
ら
「
十
三
経
清
人
注
疏
」
と
題



「
師
友
淵
源
記
」
胡
承
棋
の
条
参
照
。

「
伝
疏
』
自
紋
に
「
初
め
《
爾
雅
》
に
放
ひ
て
編
み
て
《
義
類
》
を
作
る
：
：
：
久
し
く
し
て
乃
ち
条
例
を
劃
除
し
章
句
も
て
操
成
し
て
疏
と

作
す
」
と
言
う
。
な
お
注
一
七
も
参
照
の
こ
と
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
毛
詩
伝
義
類
』
の
著
述
は
『
伝
疏
』
完
成
の
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
注
一
八
と
矛
盾
す
る
。

も
考
え
ら
れ
る
。
待
考
と
し
た
い
。

（
初
）
胡
承
瑛
・
馬
瑞
辰
の
詩
経
学
に
つ
い
て
は
、
目
加
田
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
一
九
九
三
年
度
日
本
中
国
学
会
第
四
十
五
会
大
会
発
表
原
稿
を
原
形
と
す
る
。

18 17 19 

あ
る
い
は
改
作
の
可
能
性
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