
出『

古
微
』
の
版
本
の

同
に
関
す
る

は
じ
め
に

道

光

・

は

、

中

間

の

社

会

が

大

き

く

変

化

し

た

時

期
で
あ
る
。
清
朝
に
よ
る
統
治
に
も
し
だ
い
に
か
げ
り
が
見
え
、

そ
の
た
め
社
会
に
お
け
る
矛
盾
は
激
し
く
な
り
、
ま
た
一
方
で

は
西
洋
列
強
の
脅
威
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
内
憂
外
患
の
時
代
に
お
い
て
、
鶏
糠
は
当
時
の
経
世
・
学

術
の
方
語
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
学

術
の
分
野
に
お
い
て
彼
は
今
文
経
学
を
主
張
し
、
当
時
の
学
術

界
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
清
朝
学
術
に
お
い
て
、

は
荘
存
与
・
劉
逢
捧
ら
の
常
州
学
涼
の
思
想
を
継
－

た
人
‘
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
の
吋
詩
古
胤

吉
徴
』
は
清
朝
今
文
経
学
の
代
表
作
と
さ
れ
、
後
～

の

変

法

に

こ

と

で

知

ら

れ

る

。

浅

邦

昭

よ

れ

ば

、

の

の

は

当

時

の

正

統

派

の

者
と
は
異
な
る
点
が
あ
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て
経
世

だ
と
す
る
。
さ
ら
に
後
の
今
文

っ
た
の
は
、
鶏
諒
の

）
。
こ
の
よ
う

用
い
て

と
見
な
し
て
い
る
（
注

に
お
い
て
学
術
界
に
大
き
な
役
割
を

し
か
し
な
が
ら
鶏
源
に
対
す
る
現

十
分
と
は
言
え
な
い
。
後
を
西
洋
の

し
て
、
ま
た
康
有
為
ら
に
影
響
を
与

論
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
鶏
源
の

ま
だ
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

源
の
代
表
的
な
著
作
の
一
つ
で
あ
る
空

け
る
内
容
の
異
同
に
注
目
し
て
、
彼
の
向

う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
論
じ
て
み
た
い
。

は
、
ま
だ

た
人
物
と

た
人
物
と
し
て
は
既
に

に
つ
い
て
の
考
察
は

そ

こ

で

お

G
J
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の
版
本

は
清
新
今
文
経
学
の
流
れ
の

で
あ
る
が
、
貌
源
自
身
が
関
わ
っ
た
テ

し
て
は
道
光
九
年
（
一
八
二
九
）
頃
の
『
詩
古
微
』
初
刻
と
道

光
二
十
年
（
一
八
四

O
〉
の
吋
詩
古
微
』
二
刻
の
二
つ
の
版
本

が
あ
る
。
ま
た
現
存
の
叫
詩
吉
微
知
の
版
本
に
つ
い
て
は
高
橋

良
政
氏
の
論
文
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
次
の
三
系
統
の

版
本
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
注
一
二
。

一
、
初
刻
二
巻
本
（
修
士
口
堂
刻
）

二
、
増
補
修
訂
本
（
道
光
二
十
年
序
刻
）

一
一
一
、
削
除
改
編
本
（
官
官
一
清
経
解
続
編
』
所
収
十
七
巻
本

こ
の
こ
の
増
捕
修
訂
本
は
、
楊
守
敬
の
重
刻
序
に
言
う
叶
二

刻
」
本
に
あ
た
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
、
増
祷
修
訂
本

を
二
刻
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
三
の
削
除
改
編
本
は
二

刻
本
を
改
編
し
才
監
清
経
解
続
編
』
に
収
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
高
矯
氏
の
論
文
に
既
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
し
か
し
拐
刻
二
巻
か

ら
二
刻
二
十
巻
に
い
た
る
内
容
の
変
更
は
単
な
る
増
捧
に
止
ま

ら
な
い
。
そ
こ
に
は
鶏
源
の
視
点
の
変
化
が
う
か
が
え
る
。
そ

こ
で
以
下
初
梨
本
と
二
刻
本
の
内
容
の
異
同
に
注
目
し
、
そ
こ

に
彼
の
師
承
の
影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
競
源
の
経
学
の
特
徴
を と

論
じ
る
。
な
お
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
初
刻
本
と

の
貌
源
全
集

-20--

丈τ

し
た
。

著
作
の
目
的

ま
ず
吋
詩
古
微
』
著
作
の
目
的
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
競

源
は
常
に
毛
詩
と
三
家
詩
の
関
係
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
彼
は
円
一
一
詩
古
微
』
二
刻
「
昌
録
書
後
」
に
お
い
て
、

彼
が
意
識
し
た
先
行
す
る
著
作
と
し
て
朱
子
の
『
詩
序
静
』

王
山
い
む
麟
『
一
…
一
家
詩
考
補
』
・
何
構
内
詩
経
世
本
古
誼
』
・
活
家

持
吋
三
家
詩
拾
遣
い
・
徐
撤
吋
詩
経
広
詰
』
な
ど
の
名
を
あ
げ

て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
書
が
一
一
一
家
詩
の
逸
文
を
捜
集
し
た
功

緩
は
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
欠
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
、
明
詩
古
微
』
の
著
作
動
機
を
引
き
出
し
て
い
る
。

一
顧
投
〈
世
一
日
案
而
不
断
、
於
三
家
大
義
微
一
一
一
一
口
、
待
引
申
者
、
概

来
之
及
駕
。
天
檎
額
豪
、
停
昌
絶
撃
、
冥
探
顛
瞬
、
奥
件

洞
関
、
関
二
十
齢
年
、
擾
討
成
編
、
多
従
古
所
来
有
。

（
そ
れ
ら
の
著
作
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
勘
案
す
る
が

断
定
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
三
家
詩
の
微
言
大
義
に
つ
い

て
は
、
意
義
を
敷
箭
さ
せ
る
の
が
必
要
な
も
の
に
は
概
ね

こ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い
。
天
は
愚
昧
な
者
を
導
い
て
、

絶
え
た
る
学
聞
を
盛
ん
に
し
、
暗
い
所
に
お
い
て
探
し
、



明
る
い
所
を
開
い
て
、
学
聞
の
奥
義
は
糞
き
開
か
れ
た
。

私
は
二
十
数
年
間
審
物
を
読
み
、
捜
集
検
討
し
て
著
作
を

著
し
た
。
そ
の
内
容
は
昔
よ
り
か
つ
て
な
か
っ
た
学
説
が

多
い
。
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鶏
源
が
づ
一
時
古
徹
』
を
著
す
動

と
し
て
は
、
宋
以
来
の
三
家
詩
続
究
の
業
績
に
基
づ
き
さ
ら

に
そ
の
研
究
を
盛
ん
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に

『
詩
古
微
』
は
鶴
逢
誌
の
影
響
を
受
け
た
今
文
経
学
の
著
作
と

さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
当
初
判
詩
吉
徴
』
著
作
の
動
機
と

し
て
劉
逢
禄
の
今
文
経
学
へ
の
志
向
を
強
調
し
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
吋
詩
古
徽
同
初
刻
と
二
刻
の
内
容
の
遣
い
は
、
鶏
源

自
身
の
思
想
に
お
い
て
も
清
代
学
術
の
に
お
い
て
も
重
要

つ

。

そ

こ

で

以

下

空

初

刻

と

二

刻

の

特

じ
見
て
み
る
。

初
期
に
つ
い
て

ま

ず

に

つ

い

て

は

、

九
）
頃
の
著
作
と
さ
れ
る
。
そ
の
様

没
し
て
い
る
劉
逢
禄
が
『
詩
古
微
』

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
初
刻
本
の
構

h

之
下
」
に
分
け
ら
れ
る
。
巻
之
上

道
光
九
年
（
一
八

し
て
、
道
光
九
年
に

い
て
い
る
こ
と

で
は
、
鶴
源
は
ま
ず

に
お
い
て

の
世
次
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
は

と
い
う
べ
き
部
分
で
、
彼
は
吋
詩
』
の
効
用
を

を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
多
方
語
よ
り
分
析
し
、

を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

て
は
さ

い
て
の

の
後
一
冗

」
に
お
い

に
つ

で
は

以
下
で
は
三

以
下
で
は
一
一
一
家

の

異

同

を

じ

て

い

る

。

こ

の
よ
う
に
吋
詩
古
微
』
初
刻
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ

て
い
る
。
前
半
で
は
吋
詩
』
に
つ
い
て
設
な
れ
ソ
の
護
元
を
試
み
、

後
半
で
は
内
詩
』
の
解
釈
に
お
け
る
一
一
一
家
詩
と
毛
詩
の
比
較
を

行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
鶏
諒
は
叫
詩
古
撤
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
一
一
一
家
詩
と

毛

詩

を

捉

え

て

い

た

の

か

。

二

刻

本

「

」

で

は

、

議

源

は

自

身

の

に

対

す

る

態

度

の

の

よ

う

に

述

べ
る
。

余
初
治
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入
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磯
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予
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だ
頃
は



主
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
客
と
す
る

な
か
っ
た
。
研
究
す
る
こ
と
既
に
久
し
く
、
こ
ち

け
な
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
ち
ら
で
解
く
こ
と
が
で

そ
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
三
家
詩
に

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
初
め
は
解
け
か
っ

た
こ
と
も
、
終
に
解
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
は

三
家
詩
は
実
は
一
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
）

鶏
源
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
は
主
立
の
研
究
当
初
は
コ
一
家

詩
と
毛
詩
の
需
に
優
劣
を
つ
け
て
い
な
い
。
事
実
初
刻
本
は
こ

の
よ
う
な
態
度
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
初
刻
本
の
立
場

と
し
て
、
現
在
毛
詩
が
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
残
っ
て
い
る

以
上
、
そ
の
価
鑑
に
つ
い
て
否
定
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
に

は
テ
キ
ス
ト
の
原
形
に
戻
す
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
彼

は
ま
ず
毛
詩
を
原
形
に
一
民
し
た
上
で
、
一
一
一
家
詩
と
毛
詩
を
比
較

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
比
較
に
よ
り
叫
詩
』
の
本
質
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
比
較
の
結
果
、
彼
は
次
の
よ
う

な

結

論

に

る

。

」
と
は

『
詩
古
微
』
初
刻
三
家
通
義
」

於
是
市
毛
輿
コ
一
家
曾
通
之
故
可
得
高
言
也
。
夫
一
一
一
家
之
於

毛
、
猶
『
左
氏
』
・
『
公
羊
』
之
於
『
穀
梁
』
、
或
毛
所

来
備
而
一
一
一
家
補
之
、
或
小
異
聞
大
問
、
或
各
義
不
妨
爵
存
、

出
申
市
巳
。
（
こ
こ
よ
り
毛
詩
と
一
一
一
家
詩
が

る

こ

と

の

理

由

は

、

る

こ

と

が

で

き

る
。
そ
も
そ
も
三
家
詩
の
毛
持
、
は
、
在
氏
・
公

羊
の
穀
梁
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
時
に

は
毛
詩
に
は
そ
の
解
釈
が
な
く
三
家
詩
の
解
釈
に
よ
っ
て

補
い
、
ま
た
あ
る
時
に
は
大
同
小
異
で
あ
り
、
あ
る
時
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
併
存
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
練
遠

の
読
者
、
が
敷
前
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ

る
。
）

こ
こ
で
は
一
ニ
家
詩
と
毛
詩
は
た
が
い
に
補
い
合
う
関
係
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
鶏
源
は
初
刻
本
当
時
で
は
三
家
詩
と
毛
詩
の

髄
値
を
と
も
に
重
規
し
て
い
た
た
め
、
活
家
棺
の
叫
一
一
一
家
拾
遺

の
よ
う
な
三
家
持
の
価
値
の
誇
張
や
、
萎
柄
章
の
町
詩
序
補
義

の
よ
う
な
三
家
詩
の
徹
底
的
な
否
定
に
た
い
し
て
は
非
難
を
す

る
。
彼
の
初
刻
本
当
時
の
三
家
詩
と
毛
詩
に
対
す
る
態
度
は
、

ど
ち
ら
か
を
と
る
と
い
う
の
で
は
な
く
「
会
通
」
さ
せ
て
叫
詩

の
本
震
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
一
一
一
家
詩
と
毛
詩
の
ど
ち
ら
の
価
笹
も
認
め
る
と
い
う
立

場
は
、
初
刻
本
に
お
け
る
解
釈
の
態
度
を
寛
容
な
も
の
と
し
た
。

彼
は
前
述
し
た
よ
う
に
三
家
詩
と
毛
詩
の
解
釈
に
お
い
て
両
義

の
併
存
を
認
め
、
解
釈
の
小
さ
な
違
い
に
つ
い
て
は
師
説
の
違

い
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
貌
源
は
「
三
家
通
義
」

に
お
い
て
の
解
釈
の
違
い
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
毛
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が

る

の

を

、

魯

詩

の

比

い

と

し

つ

つ

も

ど

ち

ら

か

一

つ

を

採

用

す
る
こ
と
を
せ
ず
に
義
を
併
存
す
べ
き
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
競
菰
は
三
家
詩
と
毛
詩
の
解
釈
の
違
い
に
対
し
、
『
詩
』
の

効
用
に
妨
げ
と
な
ら
な
い
眠
り
荷
義
の
併
存
を
説
き
、
そ
の
違

い
を
重
視
し
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
は
さ
一
家
同
義
」
に
お
い
て

は
四
家
が
同
義
と
す
る
解
釈
を
五
十
二
条
あ
げ
、
三
家
詩
と
毛

詩
が
対
立
し
な
い
こ
と
を
強
講
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に

鶏
源
は
一
一
一
家
詩
と
毛
詩
の
共
通
点
を
探
る
こ
と
に
よ
号
、
両
者

を
一
つ
の
枠
で
捉
え
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
初
刻
本
当
時
に
お

け
る
毛
詩
と
一
一
一
家
詩
の
関
係
と
し
て
は
、
相
互
に
補
い
合
う
対

立
し
な
い
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
初
刻
本
の
特
徴
と
し
て
、
朱
子
に
対
す
る
評
価
が
あ
げ

ら
れ
る
。
鶏
源
は
初
刻
本
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
章
を
立
て
て

と
し
て
朱
子
に
対
す
る
評
価
を
加
え
て
い
る
。

に

つ

い

て

そ

の

で

は

次

の

し

市
之閤

嵐
之
序
不

可可

」

予

語

臼

「

宿
線
頒
之
内
集
簿
』
不
可
藤
。
」
（
馬
端
臨
は

詩
』
の
雅
・
煩
の
毛
序
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
が
、

の
毛
序
は
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
っ
て
い

る
。
私
は
二
一
一
口
言
い
い
た
い
の
は

は
麗
止
す
べ
き
で
あ
る
が
、

L

す
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
な
の
で

のの

あ
る
。
）

は
こ
の
よ
う
に

ま
た
設
は

J

伝
』
に
分
叫

が
異
な
り
、

た
。
そ
の
上
で

る
評
錨
を
下
し
て

い
る
。

毛し子
序ため
と。一
反そ幸i
ししニ
なて 1干

い そとに
の川

す
る

の
解

べ
き
で

に
対
し
て
そ
の

釈

の

う

ち

と

初

説

の

あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
後
、
が
わ
ざ

よ
う
な
評
植
を
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

で
鶏
源
は
吋
詩
』
の
解
釈
に
お
い
て
一
一
一
家
持

「
会
通
」
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
後
は
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
さ

ら
に
朱
子
の
解
釈
を
も
自
分
の
『
詩
』
の
解
釈
の
体
系
の
中
に

組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
韓
源
は
道
光
初
片

書
知
に
関
す
る
著
作
を
著
し
た
。
そ
の
際
に
朱
子
の
噌

を
評
価
し
、
さ
ら
に
そ
の
説
を
播
充
し
よ
う
と
し
た
。

当
時
彼
に
と
っ
て
朱
子
は
決
し
て
排
除
す
ベ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
親
探
の
当
時
の
考
え

え
で
叫
詩
古
微
』
初
刻
に
お
け
る
朱
子
の

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

の
へ
J

れ
た
と
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以
上
主
付
古
微
』
初
刻
に
お
け
る
先
行
す
る

に
対
す
る
競
、
源
の
態
度
に
つ
い
て
見
て
み
た
。

ら
ば
、
そ
れ
は
吋
詩
恥
の
解
釈
に
つ
い
て
、
毛

れ
に
朱
子
の
学
説
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は

こ
の
よ
う
な
態
度
が
二
刻
本
で
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

の
解
釈

四
『
詩
吉
微
』

一
刻
に
つ
い
て

二
刻
本
は
初
刻
本
よ
り
ほ
ぼ
十
年
を
経
て
成
書
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
川
単
な
る
増
補
に
止
ま
ら
ず
、
大
き
く
構
成
を

変
え
内
容
も
変
化
し
て
い
る
。
ま
ず
構
成
で
は
叫
詩
吉
微
』
二

刻
は
大
き
く
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
四
つ
の
部
分
と
は

「

で

あ

る

。

ま

に

お

い

て

の

伝

授

考

を

置

き

、

の
淵
漉
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
「
上

と
毛
詩
の
異
同
を
論
じ
、
さ
ら
に
初
刻
本
の

上
」
に
あ
た
る
「
夫
子
正
楽
論
」
・
「
毛
詩
義
例
篇
」

「
四
始
義
例
篇
」
を
続
け
る
。
ま
た
そ
の
後
に
は
新
た
に
国
嵐
・

二
雅
・
三
煩
に
つ
い
て
の
義
例
を
論
じ
る
。
引
き
続
き
「
中
編
」

で
は
、
菌
感
・
二
雅
・
一
ニ
頒
の
各
詩
に
つ
い
て
の
解
釈
を
論
じ
、

最
後
の
「
下
編
」
で
は
、
家
詩
と
毛
詩
の
詩
序
を
め
た

と

と
前
人
の
議
論
を
収
録
し
た
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「
詩
外
伝
模
」
を

収
め
て
い
る
。

こ
の
構
成
よ
り
わ
か
る
こ
と
は
、
刻
本
で
は
一
一
に
関

す
る
議
論
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
初
刻
本
に
お
い
て
は

四
始
・
詩
楽
な
ど
の
議
論
が
「
巻
之
上
」
で
、
三
家
詩
と
毛
詩

と
の
異
同
が
「
巻
之
下
」
で
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
二
刻
本
で

は
初
刻
本
の
「
巻
之
上
」
に
あ
た
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
増
補
さ

れ
ず
、
三
家
詩
と
毛
詩
の
異
同
に
関
す
る
部
分
が
大
幅
に
増
え

て
い
る
。
つ
ま
り
構
成
か
ら
見
る
な
ら
ば
二
刻
本
で
は
三
家
詩

と
毛
詩
の
異
同
こ
そ
が
競
源
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き

る。
そ

れ

で

は

刻

の

自

的

と

は

何

か

。

初

刻

本

で

は
特
に
そ
の
目
的
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
二
刻

古
微
序
」
で
は
次
の
よ
う
に
目
的
を
述
べ
る
。

司
一
一
時
古
微
』
何
以
名
。
日
「
所
以
設
揮
帯
魯
韓
一
一
一
家
詩
之

微
一
一
一
日
大
誌
、
補
廿
品
其
僻
漏
、
張
嘉
一
英
幽
秒
、
以
齢
除
毛
詩

美
刺
・
正
饗
之
滞
例
、
市
掲
周
公
・
孔
子
縦
捲
正
縄
米
之
用

心
子
来
世
品
。
」
（
叫
詩
古
微
』
は
ど
う
し
て
名
付
け
ら

れ
た
か
。
答
え
る
に
は
「
斉
魯
韓
の
三
家
詩
の
微
一
一
一
一
口
大
義

を
発
揚
し
、
そ
の
欠
け
た
部
分
を
補
い
、
奥
深
く
微
妙
な

理
を
顕
揚
す
る
理
由
は
、
そ
れ
に
よ
り
毛
詩
の
美
刺
・
正

変
と
い
う
通
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
義
例
を
取
り
除
き
、



そ
し
て
周
公
・
孔
子
の
礼
を
定
め
て
楽
を
正
し
た
と
い
う

後

世

に

心

い

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

な

の

で

あ

る
。
」
）

こ
こ
か
ら

が
で
き
る
。

お
り
、

る

二
期
独
自
の
陸
的
を
見
て
取
る
こ
と

詩
の
発
揮
を
二
刻
本
の
目
的
と
し
て

と
毛
詩
の
「
会
通
」
に
よ
っ
て
『
詩

の
袋
一
冗
を
し
よ
う
と
す
る
目
的
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

叫
詩
吉
撤
』
一
一
刻
に
お
い
て
鶏
、
源
の
態
度
は
三
家
詩
を
重
視
す

る
方
向
へ
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
三
家
詩
に
つ
い
て
彼
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
二
刻
「
詩
古
微
序
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

後
は
最
終
的
に
は
三
家
持
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

三
家
詩
の
解
釈
を
よ
り
充
実
す
る
た
め
に
、
親
源
は
「
一
一
一
家
賓

則
一
家
」
と
い
う
重
要
な
義
例
を
提
唱
し
た
。
こ
の
義
例
は
後

に
皮
錫
瑞
に
は
非
難
を
さ
れ
て
い
る
が
、
鶏
源
が
三
家
詩
を
顕

揚
す
る
に
あ
た
っ
て
は
重
要
な
義
樹
で
あ
っ
た
（
注
一
ニ
）
。
清

代
に
お
い
て
三
家
詩
は
既
に
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、

毛
詩
に
対
抗
で
き
る
テ
キ
ス
ト
と
は
雷
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

鶏
源
は
三
家
詩
の
解
釈
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
毛
詩
と
対

抗
で
き
る
テ
キ
ス
ト
を
復
元
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
も
彼
が
三

た
初
刻
本
の
立

さ
せ
る
こ
と
を
求
め

対
立
的
に
捉
え
よ

う

と

す

る

へ

の

立

場

の

鶏
源
に
と
っ
て
、
二
刻
本
で
辻
一

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

は
三

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
さ
ら
に
重
要

の

多
く
の

る
に
つ
れ
て
、

る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の

へ
の

のす
る
こ
と
で
、
一

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

関
係
は
初
刻
本
で
の
関
孫
と
は
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
の
た
め

具
体
的
な
解
釈
に
お
い
て
も
初
刻
本
と
は
異
な
る
も
の
が
多
く

出
て
来
た
。
そ
こ
で
以
下
具
体
的
な
剖
を
あ
げ
て
初
期
本

刻
本
の
違
い
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

ま
ず
「
閤
始
」
に
つ
い
て
は
、
初
刻
本
で
は
「
正
始
第

二
刻
本
で
は
「
四
始
義
例
議
」
で
論
じ
て
い
る
。
鶏
掠
は

本
に
お
い
て
一
一
一
家
持
と
毛
持
の
解
釈
を
総
合
す
る
こ
と
で

始
」
の
正
当
性
を
評
留
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
「
四

は
郎
ち
毛
詩
の
「
正
始
」
の
説
で
あ
る
と
し
て
、

変
」
「
正
の
義
樹
は
一
一

四

の
の

正説
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じ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

一
方
二
刻
本
に
お
い

を
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の

れ
ば
、
毛
詩
の
唱
え
る
「
四
始
」
は
即
ち
「
正
始
」

ま
た
「
正
詩
」
で
あ
る
。
し
か
し
競
源
は
毛
詩
の
義

王
・
閤
公
が
す
べ
て
の
「
王
詩
」
に
関
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え

た
。
さ
ら
に
実
際
に
は
毛
詩
の
「
正
詩
」
は
「
四
正
」
と
一
一
一
一
口
う

べ
き
で
「
由
始
」
と
は
言
え
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
と

し
て
彼
は
三
家
詩
が
「
四
始
」
を
文
王
・
周
公
に
よ
っ
て
分
類

し
た
の
と
は
異
な
る
と
し
た
。
つ
ま
り
競
糠
は
二
刻
の
毛
詩
の

「
正
始
」
に
つ
い
て
は
、
初
刻
本
で
は
認
め
た
毛
詩
の
微
一
一
一
一
口
大

義
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
設
は
「
正
始
」
と
一
一
一

家
詩
の
「
四
始
」
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
評
価
と
し

て
毛
詩
は
三
家
詩
に
劣
る
と
見
な
し
た
。
こ
の
よ
う
に
鑓
源
は

初
刻
本
で
は
開
じ
義
例
と
考
え
た
一
一
一
家
詩
・
毛
誌
の
「
間
始
」

を
、
二
刻
本
で
は
三
家
詩
と
毛
詩
の
「
四
始
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別

の
も
の
と
考
え
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
彼
は
三

家
詩
と
毛
持
の
違
い
に
寛
容
な
立
場
よ
り
、
厳
し
く
峻
別
す
る

立
場
へ
と
移
行
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
初
刻
本
で
あ
げ
た
両
義
を
併
存
す
る
解
釈
に
つ
い
て
も
、

二
刻
本
で
は
鶏
糠
は
一
つ
の
解
釈
の
み
を
採
用
し
た
。
例
え
ば

初
刻
本
で
は
官
職
と
仁
獣
の
二
つ
解
釈
の
併
存
を
認
め
た

虞
」
に
つ
い
て
、
彼
は
二
期
本
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

二
刻

「
麟
陛
」
之
に
獣
、
故
創
誤

説
。
不
知
「
麟
駐
」
則
子
孫
之
多
賢

在
官
之
多
賢
、
故
皆
魚
「
関
錐
」
・
「
鵠
巣
」
之

（
毛
倍
は
わ
ざ
わ
ざ
「
周
南
」
の
「
麟
赴
」
の
仁
獣
に
合

わ
せ
よ
う
と
し
て
、
だ
か
ら
新
た
に
「
義
獣
」
と
訓
じ
て

望
文
生
義
に
よ
り
説
を
立
て
た
。
「
麟
耽
」
は
子
孫
に
賢

人
が
多
く
、
「
脇
虞
」
は
官
職
に
あ
る
者
が
賢
人
が
多
い

こ
と
を
述
べ
、
だ
か
ら
と
も
に
「
関
雄
」
・
「
鵠
巣
」
の

応
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
毛
伝
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
）

こ
の
よ
う
に
貌
源
は
初
刻
本
で
は
併
存
を
認
め
た
解
釈
を
、

刻
本
で
は
毛
詩
の
解
釈
を
望
文
生
義
と
退
け
る
。
ニ
刻
本
で

毛
詩
と
一
一
一
家
詩
に
優
劣
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ

の
た
め
初
刻
本
の
「
三
家
通
義
」
で
両
義
を
併
存
す
べ
き
と
し

た
解
釈
を
二
刻
本
で
は
一
つ
の
解
釈
に
統
一
し
た
。
こ
こ
か
ら

も
競
源
が
二
刻
本
に
お
い
て
『
詩
h

を
解
釈
す
る
立
場
が
大
き

く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
吋
詩
士
口
微
』
で
は
初
刻
本
と
二
刻
本
で
評
価
が
逆
に
な

っ
た
例
も
存
在
す
る
。
そ
の
例
は
「
生
畏
」
の
「
聖
人
皆
無
父
」

に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
一
二
家
詩
は
そ
の
説
に
同
調
す
る
が
、

毛
詩
は
「
求
子
得
子
」
と
し
て
そ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
こ

の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
鶏
糠
は
初
刻
本
に
お
い
て
次
の
よ
う
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ベ
る
。

「生
義

之

（

「

生

喜
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

に
は
及
ば
な
い
。
）

に
お
い
て
、

し、

然
皆
遜
毛

均
ん
で
心
は

に
基
づ
く
も
の

の
素
直
な
の

の

と
し
て
、

聖
人
が
天
一
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
そ
し
て

毛
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
。

二
刻

矯

説

突

。

（

崩

と

魯

の

廟

を

建

て

、

孟

伸
子
は
怯
仰
の
廟
で
あ
る
間
宮
を
子
宝
の
神
の
顧
と
し
て

・
考
え
て
い
る
。
も
し
そ
の
誕
生
が
異
常
で
な
か
っ
た
ら
、

ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
后
の
母
で
あ

こ
れ
ら
の
古
く
か
ら
の

に

の

で

あ

る

。

）

の

こ

の

よ

う

な

評

価

の

変

化

は

、

正

し

い

も

の

と

し

て

顕

携

し

よ

う

と

す

る

一

の

志

向

に

基

づ

く

と

考

え

ら

れ

る

。

初

期

十

は

三

家
詩
・
毛
詩
を
と
も
に
孔
子
の
徴
言
大
泊
る
も
の
と
考

え
、
具
体
的
解
釈
に
つ
い
て
は
是
々
非
々
の
態
震
で
臨
ん
だ
。

そ
の
た
め
毛
詩
が
三
家
詩
よ
り
勝
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
た
。

し
か
し
こ
刻
本
に
お
い
て
披
は
一
一
一
家
詩
こ
そ
が
徴
一
一
諮
問
大
義
を
伝

え
て
い
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
そ
の
結
集
と
し
て
初
刻
本

と
二
刻
本
の
評
儲
が
逆
に
な
る
と
い
う
現
象
が
記
こ
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
態
度
は
毛
詩
を
偽
蓄
と
し
て
退
け
る
も
の

で
は
な
い
。
後
に
著
さ
れ
た
ま
留
吉
徴
』
「
剣
一
一
一
一
口
上
」
で

れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鶏
源
は
最
後
ま
で
毛
詩
と
一
一
一

併
存
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に

批
判
し
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
ま
た
一
方
で
は
そ
の

用
し
て
一
一
一
家
詩
の
助
け
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で

に
は
、
今
文
以
外
を
完
全
に
否
定
し
た

底
し
た
態
度
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

。〉

.,. 
'a:' 

ケ’z
 

へ
の
額
倒
を

し

て

の

三

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
げ

言
に
よ
っ

る。

て



ば
一
一
一
科
の

る。

つ
通
三
統
説
に
つ
い
て
鶏
源
は
次
の
よ
う
に
述
べ

内
詩
古
微
』
二
刻

孔
子
自
衛
反
魯
、
正
棟
集

段

、

運

之

三

代

。

〔

見

「

〕

是

以

列

魯

子

煩

、

示
東
罵
可
属
之
志
駕
。
次
商
子
魯
、
示
瓢
紀
存
宋
之
微
擢

駕
。
合
魯
商
子
馬
、
見
三
統
括
環
之
義
駕
。
（
〔
〕
は
出

注
を
一
示
す
。
）
（
孔
子
は
衛
よ
り
魯
へ
帰
り
、
礼
楽
を
E

し
明
春
秋
』
を
修
訂
し
た
。
魯
に
基
づ
き
、
毘
を
近
い
王

朝
と
し
、
殿
を
遠
い
王
朝
と
し
、
三
代
の
法
を
運
用
し
た
。

一
円
史
記
』
「
孔
子
世
家
」
に
見
え
る
一
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
魯
の
詩
を
頒
に
列
ね
、
魯
が
東
の
周
と
し
て
周
の
道
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
商
頒
を
魯
鎮
の
次
に
置
き
、
紀
国
を
退
け
、
宋
出
を

保
存
す
る
と
い
う
隠
さ
れ
た
権
限
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

あ
る
。
ま
た
魯
頒
・
高
頒
を
期
頒
と
一
一
緒
に
す
る
こ
と
で
、

一
一
一
統
循
環
の
義
例
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
）

こ
れ
は
初
刻
本
に
お
い
て
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い

特
徴
で
あ
る
。
彼
は
『
公
羊
伝
』
の
理
論
を
主
立
の
解
釈
を

す
る
捺
の
指
導
理
論
と
し
た
。
吋
公
羊
倍
』
の
三
科
九
旨
を
他

の
経
書
の
指
導
理
論
に
ま
で
押
し
広
め
た
の
は
後
で
述
べ
る
よ

う
に
劉
逢
禄
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
康

宥
為
ら
へ
の
今
文
経
学
の
流
れ
を
考
え
る
う
え
で
こ
刻
本
に
こ

の
特
徴
が
現
れ
た
の
は
重
要
で
あ
る
。
一
一
一
科
九
留
の
導
入
に
よ

り
吋
詩
古
微
』
二
期
は
初
刻
本
と
は
大
き
く
違
う
性
絡
を
持
っ

た
。
彼
は
今
文
の
『
公
羊
伝
』
の
解
釈
を
利
用
し
て
円
詩
古
撤

を
解
釈
し
た
。
そ
れ
は
鶏
源
が
今
文
経
学
の
書
と
し
て
吋
詩
古

微
』
を
位
置
づ
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
二
刻
本
で
は
新
た
に
玉
夫
之
の
解
釈
を
導
入
し
た
。
初

刻
本
に
お
い
て
は
貌
源
は
玉
夫
之
の
名
を
あ
げ
て
い
な
い
。
そ

こ
か
ら
初
刻
本
成
番
以
後
『
詩
広
伝
同
を
読
む
機
会
を
得
た
と

考
え
ら
れ
る
。
一
一
刻
本
で
は
「
下
一
編
」
の
「
詩
外
伝
演
下
」
す

べ
て
を
円
詩
広
伝
』
よ
り
の
引
用
に
当
て
る
ほ
か
に
、
「
中
編
」

の
答
関
に
お
い
て
も
王
夫
之
の
引
用
を
多
く
引
い
て
い
る
。
こ

の
ほ
同
か

T
詩
古
微
同
一
一
刻
に
お
い
て
は
多
く
の
学
者
の
学
説
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
夏
伝
才
氏
に
よ
れ
ば
、
韓
源
は
一
一
一
家
詩
以

外
の
前
人
の
議
論
を
引
用
し
て
自
身
の
思
想
の
補
充
を
行
っ
た

が
、
そ
れ
は
吋
詩
吉
微
h

の
政
治
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
注
四
）
。
競
源
は
初
刻
本
で
は
毛
詩
・
一
一
一
家
詩
の
団
体
か
に
朱

子
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
弟
本
に
は
朱
子
の
解

釈
誌
影
を
潜
め
、
玉
夫
之
を
は
じ
め
と
す
る
解
釈
が
大
舗
に
採

用
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
ま
た
十
年
の
歳
月
を
か
け
た
こ
刻
本
で

の
競
源
の
へ
の
研
究
の
成
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
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五

に
お
け
る
師
承
の

以
上
見
て
き
た

の
学
問
の

の

の
版
本
の
内
容
の
異
伺

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
円
詩

の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
鶏
源
の
患

で
は
、

こ
で
は

除
き
、
韻
承
挟

論
じ
る
。

に
、
公
羊
学
を
劉
逢
禄
に
学
ん
だ
と
す
る
。
こ

接
の
関
係
の
見
ら
れ
な
い
挑
学
撲
を

に

つ

い

て

と

の

関

係

を

ま
ず
胡
承
訣
に
つ
い
て
だ
が
、

徴

』

著

作

の

動

機

の

一

つ

と

し

て

を

著

し

た

胡
承
洪
の
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
注
五
）
。
で
は
初
刻

本
に
お
け
る
胡
承
瑛
の
影
響
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
資

料
と
し
て
は
胡
承
洪
が
鶏
源
に
与
え
た
害
額
の
中
で
叫
詩
古
徴

の
評
価
に
触
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
二
人
の
『
詩

に
対
す
る
態
度
の
違
い
が
う
か
が
え
る
。
胡
承
洪
の
鶏
糠
に
与

え
た
書
簡
は
現
在
『
求
是
堂
文
集
』
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る

が

、

そ

の

中

で

胡

承

挟

は

、

競

源

を

に

劣

ら

ぬ

人

物

と

ほ

め

て

い

る

。

ま

た

彼

は

て

、

論
じ
て
い
る
一
三
と
毛
詩
の

で
公
平
で
あ
り
、

で
は

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
点

に
恥
じ
な
い
と
言
う
。
こ
の

よ
う
に
胡
承
瑛
の

し
か
し
彼
は
自
分
の

あ
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

承
珠
子

る
評
錨
は
高
か
っ
た
。

の
議
度
と
し
て
毛
伝
悶
留
守
を

い
て
は

た

通
じ
に
く
い
と
き
だ
け
、
そ
の

て
そ
の
飽
の
保
証
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
）

胡
承
践
の
さ
持
』
に
対
す
る
立
場
は
鶏
糠
と
は
異
な
る
。

源
が
三
家
持
と
毛
詩
の
解
釈
の
総
合
を
求
め
る
の
に
対
し
て
、

胡
承
挟
は
毛
詩
の
翠
守
を
基
本
的
な
態
度
と
し
て
い
る
。
ま
た

こ
の
後
で
拐
承
践
は
司
詩
合
徴
同
が
行
っ
た
籍
次
と
世
系
の
改

変
に
つ
い
て
自
分
な
ら
ば
行
わ
な
い
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て

へ
の
評
価
と
し
て
胡
承
挟
は
次
の
よ
う
に
述
べ

亦

向

。

た
い
と
は
思
い

々
し
く
賛
開
門
し
た
い
と
も
患
い
ま
せ

あ
な
た
の

ま
せ
ん
が
、

ん
。
）

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

に
対
す
る
態
度
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
韻
承
洪
の
叫
詩
吉
徴
』
に
対
す
る
影
響
は
あ
ま

り
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
胡
承
咲
が
道
光
六
年

の
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八
二
六
）
以
来
、
一
年
間
音
信
が
な
か
っ
た
と
述

る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
競
源
が
『
詩
古
微
』
初
刻
を

え
で
胡
一
本
洪
よ
り
鹿
接
指
導
を
受
け
る
機
会
は
多
く
な

の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
手
紙
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、

供
の
『
詩
』
に
対
す
る
見
方
・
襲
度
が
、
競
源
に
根
本
ι

饗
を
与
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。
胡
承
洪
の
鶏
源
へ
の
町

内
詩
』
を
研
究
対
象
に
選
ぶ
点
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ

の

内

議

に

つ

い

て

た

と

は

考

え

に

く

い

の

で
あ
る
。

胡
承

一

方

に

お

け

る

器

逢

禄

か

ら

の

う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
初
刻
本
に
つ
い
て
は
、
劉
逢
禄

が
コ
一
付
古
微
』
の
序
を
骨
一
背
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
鶏
源
が

西
漢
の
今
文
博
士
の
家
法
を
信
じ
、
内
詩
古
微
』
を
著
し
た
と

一
一
一
一
向
う
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
劉
逢
禄
自
身
の
思
想
と
規
矩
を
間

じ
く
す
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
初
刻
本
に

お
い
て
麓
糠
は
こ
と
さ
ら
に
今
文
の
家
法
を
強
調
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
初
刻
本
に
お
い
て
は
三
家
詩
も
毛
詩
も
開
諜
に
重

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
は
諸
々
の
注
釈
家
の
意
見
を
「
会

通
」
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
、
特
に
三
家
詩
の
み
を
顕
揚
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
彼
は
三
家
詩
の
片
言
を
重
視

す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
劉
逢
禄
が
述
べ
る

よ
う
に
初
め
か
ら
今
文
の
家
法
を
発
揚
さ
せ
る
目
的
で
『
詩
古

ど
の
よ し、

れ で

こ
の
よ
う
に

-30-

の
主
張
に
は
開
き
が

あ

そ
れ
で
は
の
『
詩
古
微
』
二
刻
に
与
え
た
影
響
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
。
刻
本
で
は
劉
逢
禄
は
『
詩
吉
微
』
に
直
接

影
響
を
与
え
て
い
る
。
劉
逢
操
は
六
経
を
貫
く
思
想
と
し
て

円
公
羊
伝
』
の
一
一
一
科
九
旨
を
提
唱
し
た
。
彼
は
そ
の
具
体
的
な

注
釈
書
と
し
て
円
論
語
述
伺
』
・
古
川
書
今
古
文
集
解
』
を
著

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
劉
逢
禄
の
経
学
思
想
は
三
科
九
替
を

中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
詩
古
微
』
二
刻
で
は
そ
の

思
想
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
上
に
述
べ
た
吋
詩
』
の
三

煩
が
一
一
一
科
九
旨
の
通
三
統
説
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
考
え
は
、

既
に
劉
逢
禄
の
公
羊
思
想
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
錦
逢
禄

の
『
春
秋
公
羊
経
何
氏
釈
例
』
「
通
三
統
例
」
で
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

明
詩
』
之
言
三
王
者
多
央
、
記
尤
英
著
子
三
一
頒
。
夫
子
既

捧
王
矯
思
市
次
之
那
郡
之
後
、
一
甘
口
商
潤
之
既
亡
。
終
之
以

三
煩
、
非
新
周
故
宋
以
魯
煩
嘗
一
良
部
矯
新
王
之
明
徴
乎
。

夫
既
以
魯
頒
嘗
新
王
市
次
之
周
後
、
後
以
商
頒
次
魯
市
明

繕
夏
者
段
、
非
所
謂
一
一
一
王
之
道
若
循
環
者
乎
。
（
『
詩
』

に
お
い
て
一
一
一
正
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
は
多
い
い
が
、
三
煩

ほ
ど
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
孔



子

、

が

周

王

の

て

部

蘇

風

の

後

に

続
け
た
の
は
、
識
と
周
が
既
滅
ん
だ
こ
と
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
ウ
一
一
口
を
終
わ
ら
せ
る
際
に
三
頒
を
も

っ
て
し
た
の
は
、
期
を
近
い
王
朝
と
し
、
宋
国
の
祖
先
で

あ
る
設
を
速
い
王
朝
と
し
、
魯
煩
を
夏
に
当
て
ま
た
新
王

と
す
る
明
ら
か
な
証
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

魯
頒
を
新
王
に
当
て
て
周
の
後
に
続
け
、
ま
た
高
頒
を
魯

煩
の
次
に
置
い
て
夏
を
継
い
だ
の
が
殻
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
三
王
の
道
は
揺
環
す
る
よ

う
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
）

こ
の
三
頚
の
ほ
か
に
も
、
「
那
郡
衛
答
間
」
で
は
吋
左
氏
桔

が
劉
敢
に
よ
っ
て
制
改
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

観
逢
誌
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
鶏
諒
が
劉
逢
誌

の
経
学
思
想
を
継
承
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
証
し
で
あ
る
。
一
一
一

家
詩
重
視
の
態
度
も
制
約
逢
禄
の
考
え
に
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
考
え
る
と
、
二
刻
本
に
お
け
る
こ
人
の
思
想
に
は
密
接
な
関

係
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

と
し
、

今
文
の

し

せ

よ

う

と

し

た

の

は

、

の

意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
識
に
つ
い
て
は
既
に

の

れ

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

の

意

識

は

二

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

の

し
た
。
前

を
讃

3
V
 

で
は
「
本
広
」

と

す

る

が

、

春

秋

の

散

は

山

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
麓
公
の

を
打
ち
払
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め

を
讃
え
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

で
は
、

h

え

木
は

そ
でのよ

のいこり
来たと 中
のこは 盟

と
自
身
の

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
設
は
二
高
に
つ
い

文
王
の
盛
徳
を
表
現
し
た
も
の
と
し
、
づ
一
時
h

平

に

回

復

さ

せ

る

手

段

と

し

て

捉

え

た

。

ま

た

の

諌
書
一
と
し
て
の
効
用
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
鶏

源
が
立
立
を
社
会
問
題
に
対
す
る
処
方
譲
と
し
て
提
え
て
い

た
事
を
示
し
、
彼
の
経
書
に
対
す
る
要
求
、
が
し
だ
い
に
切
実
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
一
一
刻
本

の
序
が
書
か
れ
た
道
光
二
十
年
（
一
人
間

O
）
に
勃
発
し
た
ア

ヘ
ン
戦
争
な
ど
の
社
会
の
動
乱
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
道

光
年
間
の
社
会
状
況
を
吋
詩
』
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
山
積
す
る
社
会
問
題
が
欝
漉
の

に
関
わ
ら
せ
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
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る

お
わ
り
に

以
上
『
詩
古
微
』
の
初
刻
本
と
一

い
て
見
て
み
た
。
一
一
刻
本
が
初
刻
本
と
は
違
う

徴
は
、
劉
逢
禄
の
影
響
が
急
速
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
麓
源
は
二
刻
本
に
お
い
て
劉
逢
禄
の
学
説
を
意
識
的
に
取

り
込
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
初
刻
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
で
は
競
源
自
身
が
一
体
い
つ
か
ら
劉
逢
禄
の

の
継
承
発
展
を
自
覚
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
の

の
死
の
前
後
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
錦
剖

い
て
彼
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
が
、

る
だ
ろ
う
。

の
内
容
の
異
同
に
つ

v
」
ベ
ペ
ゾ

；； 

道
光
十
年
高
横
掻
提
格
之
歳
、
既
論
定
武
進
一
樫
部
劉
君
遺

書
若
干
篇
矯
若
干
巻
、
翠
経
家
法
具
在
。
諸
子
以
源
矯
能

検
其
先
人
之
忠
、
復
使
絞
其
大
都
。
（
道
光
十
年
庚
寅
の

歳
、
武
進
の
劉
先
生
の
遺
著
何
編
か
を
何
巻
か
に
分
け
て

円
劉
礼
部
遺
書
』
と
す
る
こ
と
を
議
論
し
決
定
し
た
が
、

先
生
の
諸
経
に
対
す
る
家
法
と
い
う
も
の
は
そ
の
蓄
の
中

に
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
た
。
皆
は
私
を
先
生
の
志
を
よ
く

て
い
る
と
考
え
て
、
ま
た
私
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を

述
べ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
）

こ
れ
よ
り
わ
か
る
こ
と
は
、
鶏
源
が
初
刻
本
出
版
直
後
に
慌

に
劉
逢
禄
の
衣
鉢
を
継
ぐ
も
の
と
自
覚
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
な
ら
ば
二
刻
本
と
い
う
の
は
、
彼
が
劉
逢
禄
の
継
承
者

と
し
て
の
自
覚
に
基
づ
い
て
『
詩
』
を
解
釈
し
直
し
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
一
一
刻
本
に
お
け
る
劉
逢
禄
の
影
響
は
後
の
貌
源

の
経
学
の
基
調
と
な
り
、
威
豊
五
年
（
一
八
五
二
）
の
ま
瞥
古

徴
』
も
ま
た
ほ
ぽ
同
じ
態
度
で
審
か
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す

る
な
ら
吋
詩
吉
微
』
の
版
本
の
異
向
と
い
う
の
は
鶏
源
が
告
分

の
経
学
に
対
す
る
姿
勢
を
決
め
て
い
く
過
程
を
示
し
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
点
に
注
自
し

論
じ
て
き
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
彼
の
特
徴
を
捉
え
た
と
は
蓄

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
鶏
源
の
経
学
の
全
体
後
や
清
代
学
術

史
に
お
け
る
彼
の
位
置
づ
け
な
ど
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。
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（
注
一
）
梁
啓
超
『
清
代
学
術
概
論
恥
二
十
一

（
注
一
一
）
高
橋
長
政
「
『
詩
古
微
』
の
成
立
と
そ
の
版
本
」

叫
中
国
古
典
研
究
三
一
h



高
矯
氏
は
、
二
の
道
光
十
年
序
刻
本
に
つ
い
て

二
十
巻
本
を
定
本
と
す
る
こ
と
を
疑
関
規
す
る
。

し
か
し
「
詩
吉
撤
序
」
で
は
鵠
源
自
身
が
二
十
巻

本
と
一
一
出
回
っ
て
い
る
こ
と
や
、
黄
一
躍
鎗
ヲ
鶏
糠
年
諮

を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
学
者
が
多
く
二
十
春
本

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
二
十

巻

本

を

」

し

て

扱

う

こ

と

に

す

る

。

（

注

一

ニ

）

（

中

華

書

局

）

刻
本
の

一「

可
以
此
詩
推
之
。

此

義

、

韓

為

一

。

」

（

三

釈
が
大
開
小
異
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
詩

を
揺
す
〕
よ
ち
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
道
理
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
無

理
に
魯
詩
と
韓
詩
の
解
釈
を
一
つ
の
も
の
で
あ
る

と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
）

田
小
閣
内
、

の不
解知

〕
内
は
引
用

者
の
注

（
注
四
）

注詮
六五

高社李
橋 ）伯

氏栄
E司

貌
源、
師
友
記
＆＝＝ 

前
掲
論
文
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