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問
題
の
所
在

揚
雄

『
法
言
』

前
漢
末
よ
り
新
に
か
け
て
活
躍
し
た
揚
雄
（
前
五
三

S
後
一
八
）

は
、
辞
賦
を
は
じ
め
と
し
て
『
太
玄
』
『
法
言
』
『
訓
纂
』
『
方
言
』

な
ど
、
実
に
多
様
な
著
作
を
遺
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
一
言

す
れ
ば
、
既
存
の
作
品
を
摸
倣
し
た
も
の
が
多
い
点
を
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
そ
れ
に
関
し
て
、
『
漢
書
』
揚
雄
伝
に
は
「
経
は
『
易
』
よ

り
大
な
る
は
莫
く
、
故
に
『
太
玄
』
を
作
る
。
伝
は
『
論
語
』
よ

り
大
な
る
は
莫
く
、
『
法
言
』
を
作
る
。
史
篇
は
『
倉
頷
』
よ
り
善

な
る
は
莫
く
、
『
訓
纂
』
を
作
る
：
…
．
皆
、
其
の
本
を
掛
酌
し
、
相

与
に
放
依
し
て
馳
聘
し
て
云
ふ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

み
ず
か
ら
『
易
』
『
論
語
』
『
倉
頷
篇
』
を
評
価
し
た
こ
と
が
、
揚

雄
を
し
て
各
書
に
擬
し
て
『
太
玄
』
『
法
言
』
『
訓
纂
』
を
編
ま
し

め
た
と
い
う
。

で
は
、
そ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
、
揚
雄
が
多
用
し
た
摸
倣
と

は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
手
段
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
揚
雄
以
後
、

そ
の
著
述
に
お
け
る
摸
倣
を
と
り
あ
げ
て
は
、
そ
れ
に
毀
誉
褒
貶

を
加
え
た
評
者
は
多
い
の
だ
が
、
そ
の
大
半
が
抽
象
的
な
論
に
終

始
す
る
だ
け
で
、
摸
倣
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
少
な
く
、

ま
し
て
や
摸
倣
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
か
つ
根
本
的
な
問
題
に

挑
ん
だ
論
考
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
揚
雄
の
著
作

を
研
究
す
る
に
当
っ
て
は
、
ま
ず
摸
倣
自
体
に
対
す
る
考
究
が
不

可
欠
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
な
く
し
て
揚
雄
の
思
想
・
文
学
を

語
る
こ
と
は
十
全
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
1
)
0

小
論
は
、
数
多
あ
る
揚
雄
の
述
作
か
ら
、
そ
の
代
表
的
著
作
『
法

言
』
を
と
り
あ
げ
、
同
書
に
お
け
る
摸
倣
と
い
う
表
現
手
段
に
つ

い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
『
法
言
』

に
お
け
る
摸
倣
の
実
態
を
精
査
す
る
と
と
も
に
、
摸
倣
の
類
型
化

を
図
る
こ
と
を
通
し
て
、
揚
雄
が
用
い
た
摸
倣
の
特
徴
の
解
明
を

試
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
摸
倣
と
は
相
反
す
る
概
念
、
創
造
と
い

う
視
点
か
ら
も
一
考
し
、
そ
れ
が
『
法
言
』
中
に
お
い
て
存
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
も
論
及
し
た
い
と
思
う
。

に
お
け
る
摸
倣
と
創
造

弥

和

順

(1) 
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今
日
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
著
作
活
動
に
お
い
て
、
摸
倣

と
い
う
表
現
手
段
を
意
識
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
容
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
で
あ
ろ
う
。
万
一
、
著
作
中
に
意
図
的

な
摸
倣
が
存
在
し
、
そ
れ
が
実
証
さ
れ
た
な
ら
ば
、
当
事
者
は
、

独
創
性
の
欠
如
と
い
う
面
の
み
な
ら
ず
、
倫
理
的
な
側
面
か
ら
も

批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
作
品
も
亜
流
と
の
謗
り

を
免
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
現
代
的
な
感
覚

を
も
っ
て
、
揚
雄
『
法
言
』
に
お
け
る
摸
倣
に
つ
い
て
言
及
し
た

も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
狩
野
直
喜
氏
は
、
揚
雄
の
『
法

言
』
や
『
太
玄
』
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

法
言
は
論
語
に
擬
し
、
太
玄
は
易
に
擬
し
て
作
っ
た
も
の
で

あ
る
。
彼
の
考
に
据
れ
ば
、
儒
家
の
書
で
易
と
論
語
と
に
若

く
も
の
は
な
い
と
、
そ
こ
で
二
書
に
摸
倣
し
て
此
の
二
著
を

な
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
余
が
此
の
二
書
を
見
て
感
ず
る

は
、
其
の
外
形
を
摸
倣
す
る
こ
と
の
甚
だ
し
く
し
て
、
内
容

の
浅
薄
な
る
こ
と
で
あ
る
。
公
平
に
論
じ
て
、
到
底
荀
子
等

先
秦
諸
子
に
比
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
此
を
見
て
も
、
漢

時
代
の
学
者
が
如
何
に
創
見
の
力
に
乏
し
く
、
唯
古
典
の
み

に
心
酔
し
、
其
の
摸
擬
に
の
み
志
し
た
か
が
分
る
の
で
あ
る
。

『
法
言
』
に
お
け
る
摸
倣
の
意
義

法
言
は
其
の
行
文
、
柾
げ
て
論
語
に
擬
し
、
頗
る
滑
稽
で
あ

る
が
、
猶
ほ
格
言
と
し
て
取
る
べ
き
も
の
な
い
で
も
な
い

（注
2
)
0

狩
野
氏
は
、
『
法
言
』
に
は
外
形
上
の
摸
倣
が
顕
著
に
見
ら
れ
、

そ
の
影
響
は
内
容
面
に
も
及
び
、
そ
の
浅
薄
な
る
こ
と
、
諸
子
百

家
の
書
に
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
、
そ
の
価
値
を
ほ
ぼ
全

面
的
に
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
『
法
言
』
を
幡
け
ば
、
文
章
体
裁
上
の
摸
倣
が
随
所

に
認
め
ら
れ
る
の
は
確
か
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
内

容
の
価
値
の
低
下
に
直
結
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
画
一

的
な
見
方
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
文
章
と
内
容
は
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
の
価
値
が
す
べ
て

合
致
す
る
と
は
断
じ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
揚
雄
に
は
も
と
よ
り
独
創
性
が
乏
し
く
、
た
め
に
摸
倣

と
い
う
方
法
以
外
に
表
現
手
段
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う
見
方

も
想
定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
彩
な
著
述

の
一
端
を
垣
間
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
否
定
的
な
見
方
は
す
ぐ
さ

ま
打
消
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
揚
雄
の
場
合

は
、
た
ぐ
い
稀
な
る
文
オ
を
有
し
な
が
ら
、
ま
た
同
時
に
十
二
分

に
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
、
あ
え
て
摸
倣
と
い
う
表

現
手
段
に
挑
ん
だ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
摸
倣
と
い
う
表
現
手
段
は
、
揚
雄
に
と
っ
て
特
別
な

(2) 
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『
法
言
』
に
お
け
る
摸
倣
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
池
田
秀

三
氏
が
「
『
論
語
』
に
か
た
ど
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
『
論

語
』
へ
の
模
倣
は
単
に
文
章
体
裁
の
み
な
ら
ず
、
思
想
的
内
容
に

ま
で
及
ん
で
い
る
」
と
い
う
の
が
、
簡
潔
に
し
て
適
確
な
解
説
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
注
3)°

つ
ま
り
、
『
法
言
』
の
摸
倣
に
は
、
文

章
体
裁
面
お
よ
び
主
張
内
容
面
の
、
二
つ
の
性
格
が
存
す
る
の
で

あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、
『
法
言
』
を
と
り
あ
げ
、
揚
雄
が
『
論
語
』

を
摸
倣
し
た
意
図
を
探
究
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
、

同
書
に
お
け
る
摸
倣
を
、
池
田
氏
同
様
、
文
章
体
裁
面
の
摸
倣
と

主
張
内
容
面
の
そ
れ
と
に
分
類
し
な
が
ら
、
自
説
を
展
開
し
た
も

の
の
、
摸
倣
の
特
徴
に
関
し
て
、
そ
れ
以
上
、
論
究
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
（
注
4
)
。
が
、
そ
の
後
、
改
め
て
『
法
言
』
を
通
読

す
る
う
ち
に
、
そ
の
摸
倣
の
も
つ
二
面
性
が
、
実
は
『
法
言
』
に

お
け
る
文
体
と
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
に
至
っ
た
。
因
み
に
、
こ
こ
で
い
う
文
体
と
は
、
作
品
に
お

い
て
特
別
に
見
ら
れ
る
文
章
の
特
色
や
傾
向
で
は
な
く
、
文
章
の

体
裁
・
様
式
の
型
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
法
言
』
全
体
の
文
体
を
総
覧
す
る
と
、

『
法
言
』
に
お
け
る
摸
倣
の
類
型

意
味
合
い
を
も
つ
行
為
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
法
言
』
の
語
録
体
に
見
え
る
摸
倣

ほ
ぼ
二
つ
の
形
態
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
語
録
体

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
揚
雄
の
独
白
し
た
言
葉
が
記
録
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
も
の
。
そ
し
て
、
い
ま
―
つ
は
問
答
体
で
あ
り
、
揚
雄
と

そ
の
弟
子
や
門
人
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
問
答
が
筆
録
さ

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
『
法
言
』
に
お
い
て
は
二
種
類
の
文
体
が
混
在
す
る

わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
『
論
語
』
の
文
体
を
模
倣
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
論
語
』
に
お
い
て
は
、
孔
子
の
独

言
を
記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
語
録
体
と
、
孔
子
と
そ
の
弟
子
や

門
人
と
の
問
答
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
問
答
体
と
が
認
め
ら
れ
る

が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
揚
雄
は
、
二
種
類
の
文
体
が
混
在
す

る
『
論
語
』
の
体
裁
に
範
を
と
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
『
法
言
』
の

文
体
に
採
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
『
法
言
』

に
お
け
る
文
体
を
二
種
類
に
分
け
て
、
揚
雄
の
用
い
た
『
論
語
』

よ
り
の
摸
倣
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
い
た
い
。

ま
ず
、
揚
雄
自
身
の
独
白
と
思
わ
れ
る
語
録
体
の
中
か
ら
、
摸

倣
の
典
型
的
な
例
を
三
条
示
す
こ
と
と
す
る
。

①
吾
未
見
好
斧
藻
其
徳
若
斧
藻
其
葉
者
也
。
（
吾
、
未
だ
其
の
徳

(3) 
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を
斧
藻
に
す
る
を
好
む
こ
と
、
其
の
葉
を
斧
藻
に
す
る
が
ご

と
く
な
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。
）
（
注
5
)

（
学
行
篇
）

「
斧
藻
」
と
は
、
元
来
、
斧
形
や
水
草
の
文
様
の
意
、
ひ
い
て

家
屋
に
華
麗
な
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
。
「
葉
」
は
、
家
屋
の
梁
上

の
枡
形
の
意
。
「
其
の
葉
を
斧
藻
に
す
」
と
は
、
『
論
語
』
公
冶
長

篇
に
見
え
る
「
山
節
藻
税
（
節
を
山
に
し
税
を
藻
に
す
）
」
と
い
う

表
現
を
利
用
し
た
も
の
。
つ
ま
り
「
自
分
の
家
屋
を
装
飾
す
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
人
格
を
美
し
く
す
る
人
物
に
、
私
は
出

会
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
の
が
揚
雄
の
趣
旨
で
あ
る
。
ま
た

文
章
全
体
の
体
裁
は
、
『
論
語
』
子
竿
篇
に
お
け
る
孔
子
の
語
「
吾

未
見
好
徳
如
好
色
者
也
。
（
吾
、
未
だ
徳
を
好
む
こ
と
、
色
を
好
む

が
ご
と
く
な
る
者
を
見
ざ
る
な
り
。
）
」
、
お
よ
び
衛
霊
公
篇
に
お

け
る
孔
子
の
語
「
巳
突
乎
、
吾
未
見
好
徳
如
好
色
者
也
。
（
已
ん
ぬ

る
か
な
、
吾
、
未
だ
徳
を
好
む
こ
と
、
色
を
好
む
が
ご
と
く
な
る

者
を
見
ざ
る
な
り
。
）
」
を
摸
倣
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
、
明
白
で

あ
る
。
『
法
言
』
の
主
眼
は
、
『
論
語
』
同
様
、
「
徳
」
を
重
視
し

た
点
に
あ
る
が
、
『
論
語
』
が
「
色
」
と
比
較
し
た
の
に
対
し
て
、

『
法
言
』
は
外
見
を
象
徴
す
る
「
葉
」
と
比
較
し
た
点
が
異
な
る

と
い
え
る
。

②
古
者
、
楊
堅
塞
路
、
孟
子
辞
而
闘
之
廓
如
也
。
後
之
塞
路
者

有
突
。
窃
自
比
於
孟
子
。
（
古
者
、
楊
•
墨
、
路
を
塞
ぎ
、
孟

ひ

ら

ふ

さ

子
辞
し
て
こ
れ
を
闘
き
て
廓
如
た
り
。
後
の
路
を
塞
ぐ
者
あ

（
吾
子
篇
）

ひ

そ

み

づ

か

り
。
窃
か
に
自
ら
孟
子
に
比
す
。
）

揚
雄
は
、
数
あ
る
先
人
の
中
か
ら
孟
子
を
最
も
評
価
し
、
次
の

よ
う
に
い
う
。
「
か
つ
て
楊
朱
や
墨
蛮
は
異
説
を
唱
え
て
聖
人
の
道

を
塞
い
だ
が
、
孟
子
は
弁
舌
を
も
っ
て
対
抗
し
、
そ
の
道
を
明
ら

か
に
し
た
。
そ
の
後
も
聖
人
の
道
を
塞
ぐ
者
が
い
る
の
で
、
私
は

ひ
そ
か
に
自
分
を
孟
子
に
準
え
て
い
る
」
と
。
揚
雄
の
決
意
が
明

確
に
示
さ
れ
た
文
章
と
い
え
る
が
、
そ
の
中
で
末
尾
の
一
文
「
窃

か
に
自
ら
孟
子
に
比
す
」
と
は
、
『
論
語
』
述
而
篇
に
お
け
る
孔
子

の
言
葉
「
窃
比
於
我
老
彰
。
（
窃
か
に
我
を
老
彰
に
比
す
。
）
」
を

襲
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

な
お
、
『
論
語
』
に
見
え
る
「
老
彰
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、

古
来
、
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
漢
の
包
咸
は
、
老

彰
と
い
う
殷
の
賢
大
夫
一
人
を
指
す
と
述
べ
る
が
（
『
集
解
』
所
引

の
説
）
、
後
漢
の
鄭
玄
は
、
老
子
と
彰
祖
と
の
二
人
を
意
味
す
る
と

い
う
（
『
経
典
釈
文
』
所
引
の
説
）
。
い
ま
揚
雄
の
場
合
、
同
じ
一

文
に
擬
し
て
「
窃
か
に
自
ら
孟
子
に
比
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
推
し
て
、
「
老
彰
」
を
ば
、
老
彰
と
い
う
一
人
物
と
し
て
理
解

し
て
い
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

③
孝
、
至
突
乎
。
一
言
而
該
、
聖
人
不
加
焉
。
（
孝
は
、
至
れ
る

*“ 

か
な
。
一
言
に
し
て
該
ね
、
聖
人
も
加
へ
ず
。
）
（
孝
至
篇
）

(4) 
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揚
雄
は
、
孝
の
徳
を
重
要
視
し
て
い
う
。
「
孝
行
は
最
高
の
徳
で

あ
る
。
た
だ
孝
と
い
う
一
言
で
す
べ
て
の
徳
を
兼
ね
て
お
り
、
た

と
え
聖
人
で
も
何
も
付
け
加
え
る
も
の
が
な
い
」
と
。
い
ま
冒
頭

の
「
孝
は
、
至
れ
る
か
な
」
と
は
、
『
論
語
』
宛
也
篇
に
お
け
る
孔

子
の
言
「
中
庸
之
為
徳
也
、
其
至
突
乎
（
中
庸
の
徳
た
る
や
、
其

れ
至
れ
る
か
な
）
」
を
摸
倣
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
孔
子
が
中
庸
を

説
い
た
文
章
を
借
り
て
、
揚
雄
は
孝
の
必
要
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
二
言
に
し
て
該
ぬ
」
に
つ
い
て
は
、
為
政
篇
に
お
け
る
孔

子
の
言
「
詩
三
百
、
一
言
以
蔽
之
、
日
、
思
無
邪
（
詩
三
百
、
一

お
ほ

言
以
て
こ
れ
を
蔽
ふ
、
日
く
思
ひ
邪
な
し
）
」
、
あ
る
い
は
衛
霊
公

篇
に
お
け
る
問
答
「
子
貢
問
日
、
有
一
言
而
可
以
終
身
行
之
者
乎
゜

子
日
、
其
恕
乎
、
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
。
（
子
貢
問
ひ
て
日
<
‘

一
言
に
し
て
以
て
終
身
こ
れ
を
行
ふ
べ
き
者
あ
り
や
と
。
子
日
く
、

其
れ
恕
か
、
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
と
。
）
」
を

意
識
し
て
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
に
提
示
し
た
三
例
は
、
い
ず
れ
も
揚
雄
が
み
ず
か
ら
発
言
し

た
も
の
を
録
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ

て
い
る
摸
倣
と
は
、
す
べ
て
文
章
体
裁
上
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
『
法
言
』
の
語
録
体
に
お
い
て
、
揚
雄
は
、
『
論

語
』
の
文
章
体
裁
の
み
を
摸
倣
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
摸
倣

を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
張
内
容
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
①
外
見
よ
り
も
内
面
に
お
け
る
徳
の
必

要
性
を
説
い
た
点
、
②
孟
子
を
評
価
し
尊
崇
し
た
点
、
③
孝
の
重

要
性
を
説
い
た
点
は
、
揚
雄
個
人
の
見
解
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

今
度
は
、
揚
雄
と
弟
子
や
門
人
と
の
問
答
体
に
お
け
る
摸
倣
に

関
す
る
考
察
を
行
う
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
『
法
言
』
に
見
え
る
問

答
は
、
果
し
て
揚
雄
が
そ
の
弟
子
や
門
人
と
実
際
に
行
っ
た
も
の

で
あ
る
の
か
、
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず

は
問
答
が
実
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
考
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
『
論
語
』
に
見
え
る
問
答
体
と
は
、
孔
子
と
弟
子
や

門
人
と
の
間
に
お
い
て
問
答
が
行
わ
れ
、
そ
の
記
録
に
基
い
て
、

現
在
の
『
論
語
』
が
編
ま
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
一
方
、

『
法
言
』
に
お
け
る
問
答
体
に
つ
い
て
は
、
問
答
そ
の
も
の
が
実

際
に
存
在
し
た
の
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
た
と
え
ば
、
『
法
言
』

学
行
篇
と
問
道
篇
に
は
、
『
論
語
』
の
同
一
章
を
踏
ま
え
た
問
答
が

認
め
ら
れ
る
。

〇
或
ひ
と
、
進
む
を
問
ふ
。
日
く
「
水
な
り
」
。
或
ひ
と
日
＜

「
其
の
昼
夜
を
捨
て
ざ
る
が
為
か
」
。
日
く
「
是
れ
あ
る
か

な
。
満
ち
て
後
に
漸
む
者
は
其
れ
水
か
」
。
（
学
行
篇
）

『
法
言
』
の
問
答
体
に
見
え
る
摸
倣

(5) 
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〇
或
ひ
と
、
道
を
問
ふ
。
日
く
「
道
は
塗
の
ご
と
く
、
川
の

ご
と
し
。
車
航
混
混
と
し
て
、
昼
夜
を
捨
て
ず
」
。（

問
道
篇
）

い
ま
右
に
示
し
た
二
つ
の
問
答
は
、
い
ず
れ
も
『
論
語
』
子
竿

篇
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉
「
逝
者
如
斯
夫
、
不
舎
昼
夜
（
逝
く
者

は
斯
く
の
ご
と
き
か
、
昼
夜
を
舎
て
ず
）
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
末
文
の
「
不
舎
昼
夜
」
の
「
舎
」
字

に
つ
い
て
は
、
揚
雄
の
理
解
に
従
っ
て
、
暫
定
的
に
「
す
て
る
」

と
訓
じ
て
お
く
が
、
実
は
、
こ
の
「
舎
」
字
は
、
古
来
、
『
論
語
』

注
釈
に
お
い
て
も
訓
詰
が
一
定
し
て
お
ら
ず
、
「
止
（
と
ど
ま
る
）
」

（
那
昂
『
注
疏
』
）
・
「
巳
（
や
む
）
」
（
朱
子
『
集
注
』
）
な
ど
、
解

釈
に
相
違
が
見
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。
そ
の
中
、
『
法
言
』
の
場
合
、

学
行
篇
で
は
質
問
者
の
発
言
中
に
、
問
道
篇
で
は
回
答
者
の
発
言

中
に
同
句
が
引
か
れ
、
い
ず
れ
も
「
舎
」
が
「
捨
」
に
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
質
問
者
の
発
言
と
回
答

者
の
発
言
と
が
同
一
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
ま
ず
考

え
ら
れ
る
。
い
や
、
も
し
本
来
は
異
な
る
人
物
に
よ
っ
て
発
言
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
法
言
』
成
立
の
最
終
的
な
段
階

に
お
い
て
は
、
揚
雄
そ
の
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
『
法
言
』
は
、
使
用
さ
れ
る
文

字
が
全
巻
統
一
さ
れ
る
ほ
ど
に
緊
張
感
を
も
っ
て
編
集
さ
れ
た
著

作
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
く
、
そ
れ
ら
の
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
元

来
、
揚
雄
が
自
問
自
答
し
つ
つ
、
著
述
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て

高
い
書
物
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
『
法
言
』
に
お
け
る
問
答
体
は
、
揚
雄
自
身
の
自
問
自

答
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
本
題
で
あ
る
問
答
体
に
お
け

る
摸
倣
に
つ
い
て
、
以
下
四
条
を
提
示
し
な
が
ら
、
検
討
を
進
め

る
こ
と
と
し
た
い
。

④
或
日
「
述
而
不
作
。
玄
何
以
作
」
。
日
「
其
事
則
述
。
其
書

則
作
」
。
（
或
ひ
と
日
く
「
述
べ
て
作
ら
ず
と
。
玄
は
何
を
以

て
作
る
」
。
日
く
「
其
の
事
は
則
ち
述
ぶ
。
其
の
書
は
則
ち

作

る

」

。

）

（

問

神

篇

）

こ
こ
で
の
問
答
は
、
『
太
玄
』
の
著
述
目
的
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
い
っ
た
「
述
べ
て
作
ら
ず
と
い
う
が
、

ど
う
し
て
『
太
玄
』
を
作
っ
た
の
で
す
か
」
。
答
え
た
「
『
太
玄
』

で
は
聖
人
の
道
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
自
体
は
作
っ
た

も
の
で
あ
る
が
」
。
最
初
に
質
問
者
が
引
用
し
た
「
述
べ
て
作
ら
ず
」

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
論
語
』
述
而
篇
に
見
え
る
孔
子
の
言

「
述
而
不
作
、
信
而
好
古
（
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
）
」

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
摸
倣
と
い
っ
て
も
文
章
体

裁
上
の
も
の
で
は
な
い
。
も
し
自
問
自
答
だ
と
す
れ
ば
、
揚
雄
が

孔
子
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
質
問
を
設
定
し
、
回
答
に
お

い
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
解
説
し
な
が
ら
、
『
太
玄
』
の
制
作
意
図

(6) 
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⑤
或
日
「
請
問
屡
空
之
内
」
。
日
「
顔
不
孔
、
雖
得
天
下
、
不

足
以
為
楽
」
。
「
然
亦
有
苦
乎
」
。
日
「
顔
苦
孔
之
卓
之
至
也
」
。

或
人
檻
然
日
「
絃
苦
也
、
祇
其
所
以
為
楽
也
与
」
。
（
或
ひ
と

し
ば
し
ば

日
く
「
屡
々
空
し
き
の
内
を
請
ひ
問
ふ
」
。
日
く
「
顔
は
孔

に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
天
下
を
得
と
雖
も
、
楽
し
み
と
為
す
に
足

ら
ず
」
。
「
然
ら
ば
ま
た
苦
し
む
こ
と
あ
り
や
」
。
日
く
「
顔

は
孔
の
卓
の
至
れ
る
を
苦
し
む
な
り
」
。
或
ひ
と
檻
然
と
し

て
日
く
「
絃
の
苦
し
み
や
、
祇
に
其
の
楽
し
み
と
為
す
所
以

な

る

か

」

。

）

（

学

行

篇

）

こ
れ
は
、
顔
淵
の
楽
し
み
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
問
答
で
あ

る
。
あ
る
人
が
問
う
た
「
し
ば
し
ば
困
窮
し
た
と
い
う
顔
淵
の
心

中
を
お
た
ず
ね
し
ま
す
」
。
答
え
た
「
顔
淵
は
孔
子
の
道
を
獲
得
で

き
な
け
れ
ば
、
天
下
を
得
た
と
し
て
も
楽
し
む
に
足
り
な
か
っ
た

の
だ
」
。
問
う
た
「
そ
う
だ
と
す
る
と
苦
し
む
こ
と
も
あ
っ
た
で
し

ょ
う
ね
」
。
答
え
た
「
顔
淵
は
孔
子
が
あ
ま
り
に
も
優
れ
、
到
達
で

き
な
い
こ
と
を
苦
し
ん
だ
の
だ
」
。
あ
る
人
は
驚
い
て
い
っ
た
「
そ

の
苦
し
み
こ
そ
、
ま
さ
に
顔
淵
の
楽
し
み
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
。

以
上
が
問
答
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
質
問
「
屡
々
空
し
き
の
内

を
請
ひ
問
ふ
」
と
は
、
『
論
語
』
先
進
篇
に
見
え
る
孔
子
の
言
「
回

ち
か

也
其
庶
乎
、
屡
空
。
（
回
や
其
れ
庶
き
か
、
屡
々
空
し
。
）
」
を
踏

を
開
陳
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
え
、
そ
の
内
容
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
後
半
の
回
答
に

「
顔
は
孔
の
卓
の
至
れ
る
を
苦
し
む
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
『
論
語
』

子
竿
篇
に
お
い
て
、
顔
淵
が
孔
子
の
偉
大
さ
を
嘆
じ
た
言
葉
「
立

つ
所
あ
り
て
卓
爾
た
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
に
従
は
ん
と
欲
す
と
雖

も
、
由
る
な
き
の
み
」
を
意
識
し
、
そ
の
字
句
を
利
用
し
て
答
え

た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
先
進
篇
に
お
け
る

孔
子
の
発
言
内
容
を
た
ず
ね
る
形
で
質
問
が
行
わ
れ
、
子
竿
篇
に

お
け
る
顔
淵
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

⑥
或
問
文
。
日
「
訓
」
。
問
武
。
日
「
克
」
。
未
達
。
日
「
事
得

其
序
之
謂
訓
。
勝
己
之
私
之
謂
克
」
。
（
或
ひ
と
文
を
問
ふ
。

日
く
「
訓
な
り
」
。
武
を
問
ふ
。
日
く
「
克
な
り
」
。
未
だ
達

せ
ず
。
日
く
「
事
、
其
の
序
を
得
る
、
こ
れ
を
訓
と
謂
ふ
。

己
の
私
に
勝
つ
、
こ
れ
を
克
と
謂
ふ
」
。
（
問
神
篇
）

こ
こ
に
お
け
る
問
答
は
、
文
と
武
の
内
容
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ

る
。
質
問
者
が
文
を
問
う
た
の
で
答
え
た
「
訓
で
あ
る
」
。
武
を
問

う
た
の
で
答
え
た
「
克
で
あ
る
」
。
ま
だ
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
、

「
物
事
が
理
に
適
う
こ
と
を
訓
と
い
い
、
自
己
の
私
心
に
勝
つ
こ

と
を
克
と
い
う
」
と
述
べ
た
。
い
ま
こ
の
問
答
全
体
の
形
式
に
着

目
す
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
お
け
る
孔
子
と
門
人

奨
遅
と
の
問
答
を
摸
倣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

(7) 
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奨
遅
問
仁
。
子
日
「
愛
人
」
。
問
知
。
子
日
「
知
人
」
。
奨
遅

未
達
。
子
日
「
挙
直
錯
諸
柾
、
能
使
柾
者
直
」
。
（
奨
遅
、
仁

を
問
ふ
。
子
日
く
「
人
を
愛
す
」
。
知
を
問
ふ
。
子
日
く
「
人

を
知
る
」
。
奨
遅
未
だ
達
せ
ず
。
子
日
く
「
直
き
を
挙
げ
て
こ

ま

が

お

れ
を
柾
れ
る
に
錯
け
ば
、
能
＜
柾
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し

め
ん
」
。

右
の
通
り
、
『
論
語
』
の
問
答
は
、
奨
遅
が
仁
や
知
に
つ
い
て
質

問
し
た
の
で
、
孔
子
が
そ
れ
に
短
く
答
え
た
が
、
奨
遅
は
十
分
理

解
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
孔
子
が
解
説
し
た
と
い
う
形
式

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
形
式
を
摸
倣
し
、
揚
雄
は
、
質
問
者
が
訓

や
克
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
で
答
え
た
が
、
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
た

め
に
揚
雄
が
平
易
に
説
明
し
直
す
と
い
う
設
定
を
用
い
た
も
の
と

想
像
さ
れ
る
。
両
書
が
主
張
す
る
内
容
は
異
な
る
が
、
そ
の
問
答

形
式
に
お
い
て
、
摸
倣
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
問
答
に
お
い
て
は
、
最
後
の
一
文
「
己
の
私
に

勝
つ
、
こ
れ
を
克
と
謂
ふ
」
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
同
文
が
『
論
語
』
顔
淵
篇
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉

「
克
己
復
礼
為
仁
（
己
に
克
ち
礼
に
復
る
を
仁
と
為
す
）
」
を
典
拠

と
し
た
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
『
論
語
』
の
内
容
面

を
踏
襲
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
『
論
語
』
の
「
克

己
」
に
対
し
て
、
揚
雄
が
「
勝
己
」
と
述
べ
、
自
制
す
る
意
に
理

解
し
て
い
た
こ
と
ま
で
分
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
揚
雄
独
自
の

『
論
語
』
解
釈
の
一
端
が
う
か
が
え
る
問
答
だ
と
も
い
え
よ
う

（注
6
)
0

⑦
或
欲
学
蒼
頷
史
篇
。
日
「
史
乎
、
史
乎
。
愈
於
妄
問
也
」
。
（
或

ひ
と
蒼
頷
•
史
篇
を
学
ば
ん
と
欲
す
。
日
く
「
史
な
る
か
な
、

史
な
る
か
な
。
妄
り
に
胴
く
る
に
愈
れ
り
」
。
）
（
吾
子
篇
）

こ
の
問
答
で
は
、
字
書
が
話
題
に
上
り
、
そ
の
効
用
が
語
ら
れ

て
い
る
。
質
問
者
が
『
蒼
頷
篇
』
『
史
瘤
篇
』
を
学
ぼ
う
と
す
る
の

で
述
べ
た
「
史
官
と
し
て
立
派
だ
ね
。
誤
字
を
書
い
た
り
、
知
ら

ず
に
空
白
に
す
る
よ
り
勝
っ
て
い
る
」
。
短
い
問
答
だ
が
、
そ
の
回

答
に
お
い
て
「
史
な
る
か
な
、
史
な
る
か
な
」
と
い
う
の
は
、
『
論

語
』
憲
問
篇
に
お
い
て
、
孔
子
が
薙
伯
玉
の
立
派
な
使
者
ぶ
り
を

評
し
て
語
っ
た
言
葉
「
使
乎
、
使
乎
（
使
い
な
る
か
な
、
使
い
な

る
か
な
）
」
を
襲
っ
た
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
、
文

章
体
裁
上
の
摸
倣
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

な
お
、
『
法
言
』
中
の
問
答
体
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
簡
潔
な

表
現
が
随
所
に
見
え
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
『
論
語
』
の
文
章
体
裁

を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
と
、
『
法
言
』
学
行
篇
に
見
え
る
回
答
「
未

之
思
也
（
未
だ
こ
れ
を
思
は
ざ
る
な
り
）
」
と
は
『
論
語
』
子
竿
篇

に
見
え
る
「
未
之
思
也
、
夫
何
遠
之
有
（
未
だ
こ
れ
を
思
は
ざ
る

な
り
、
夫
れ
何
ぞ
遠
き
こ
と
か
こ
れ
あ
ら
ん
）
」
に
倣
っ
た
も
の
で

(8) 
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あ
り
、
ま
た
『
法
言
』
問
明
篇
に
見
え
る
回
答
「
不
亦
貞
乎
…
…

不
亦
利
乎
…
…
不
亦
亨
乎
（
ま
た
貞
な
ら
ず
や
…
…
ま
た
利
な
ら

ず
や
…
…
ま
た
亨
ら
ず
や
）
」
は
『
論
語
』
学
而
篇
に
お
け
る
「
不

亦
説
乎
…
…
不
亦
楽
乎
…
…
不
亦
君
子
乎
（
ま
た
説
ば
し
か
ら
ず

や
：
…
•
ま
た
楽
し
か
ら
ず
や
…
…
ま
た
君
子
な
ら
ず
や
）
」
に
基
い

た
表
現
と
い
え
る
。

以
上
、
『
法
言
』
の
問
答
体
に
お
け
る
摸
倣
の
典
型
的
な
も
の
と

し
て
、
四
例
を
掲
げ
た
が
、
そ
れ
ら
を
概
括
す
る
と
、
④
で
は
述

而
篇
の
内
容
上
の
摸
倣
、
⑤
で
は
先
進
篇
・
子
竿
篇
の
内
容
上
の

摸
倣
、
⑥
で
は
顔
淵
篇
の
内
容
上
の
摸
倣
と
い
う
よ
う
に
、
問
答

体
の
多
く
は
『
論
語
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
る
。
こ
の
内
容
面
に
お
け
る
摸
倣
と
い
う
の
は
、
先
述
し
た

通
り
、
揚
雄
の
語
録
体
に
は
全
く
見
え
な
い
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
内
容
上
の
摸
倣
は
、
揚
雄
の
『
論
語
』
解
釈
を
披
堰
す
る
場

で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
問
答
が
交
わ
さ
れ
る
中

で
『
論
語
』
の
文
章
が
話
題
と
な
り
、
や
が
て
問
答
が
進
行
す
る

に
つ
れ
て
、
そ
の
内
容
が
深
ま
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ

う
な
点
か
ら
い
え
ば
、
問
答
体
に
お
け
る
内
容
上
の
摸
倣
と
は
、

揚
雄
の
『
論
語
』
注
釈
の
一
部
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。

ま
た
、
問
答
体
に
お
い
て
は
、
単
に
内
容
面
の
摸
倣
に
止
ま
ら

ず
、
た
と
え
ば
⑥
の
よ
う
に
、
顔
淵
篇
に
お
け
る
文
章
の
形
式
全

体
を
摸
倣
し
た
例
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
さ
ら
に
⑦
に
示
し
た
よ

う
に
、
簡
潔
な
文
章
体
裁
を
摸
倣
し
た
例
も
多
数
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
『
法
言
』
に
は
文
章
体
裁
に
お
け
る
摸

倣
と
主
張
内
容
に
お
け
る
摸
倣
と
が
存
在
し
、
仮
に
同
書
の
文
体

を
語
録
体
と
問
答
体
と
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
語
録
体
に
お
い
て

は
、
文
章
体
裁
に
お
け
る
摸
倣
の
み
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

問
答
体
に
お
い
て
は
、
主
張
内
容
に
お
け
る
摸
倣
が
主
と
し
て
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
法
言
』
に

お
け
る
摸
倣
表
現
は
枚
挙
に
退
が
な
い
ほ
ど
多
い
の
だ
が
、
そ
れ

で
は
、
同
書
は
摸
倣
に
終
始
す
る
ば
か
り
で
、
何
ら
創
造
的
な
側

面
が
存
在
し
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
断
言
で
き
る

わ
け
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
孝
至
篇
に
お
け
る
揚
雄
語
録
体
の
中
に
次
の
よ
う

な
一
文
が
見
え
る
。

周
公
以
来
、
未
有
漢
公
之
賠
也
。
（
周
公
よ
り
以
来
、
未
だ

漢
公
の
賠
あ
ら
ざ
る
な
り
。
）

こ
の
文
章
は
、
表
現
面
か
ら
い
え
ば
、
『
論
語
』
で
は
な
く
『
孟

子
』
公
孫
丑
上
篇
に
見
え
る
孟
子
の
言
「
自
生
民
以
来
、
未
有
夫

『
法
言
』
に
お
け
る
独
創

(9) 
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子
也
（
生
民
よ
り
以
来
、
未
だ
夫
子
あ
ら
ざ
る
な
り
）
」
あ
る
い
は

「
生
民
よ
り
以
来
、
未
だ
孔
子
よ
り
盛
ん
な
る
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」

を
摸
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
通
例
、
漢
公
す
な
わ
ち
王
非
を
賛
美

し
た
発
言
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
は
、
文
章

体
裁
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
摸
倣
表
現
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
裏
に
は
き
わ
め
て
鮮
明
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
揚
雄
自
身
、
人
物
批
評

に
関
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
あ
え
て
直
接
表
現
を
回
避

し
、
間
接
表
現
に
よ
る
摸
倣
と
い
う
手
段
を
使
用
し
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
（
注
7
)
0

こ
の
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
、
い
ま
一
度
『
法
言
』
に
お
け
る

語
録
体
を
中
心
と
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
問
答
体
に
つ
い
て
も
、
文

章
体
裁
上
の
摸
倣
が
行
わ
れ
て
い
る
部
分
を
細
見
し
て
い
け
ば
、

そ
こ
に
は
摸
倣
と
い
う
形
式
を
借
り
な
が
ら
も
、
そ
の
中
で
揚
雄

独
自
の
主
張
が
い
か
に
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
揚
雄
が
摸
倣

と
い
う
表
現
手
段
を
用
い
る
こ
と
自
体
、
独
創
的
な
行
為
で
あ
っ

た
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
の
文
章
体
裁
上
の
摸
倣
の
内
側
に
潜
む

揚
雄
の
主
張
そ
の
も
の
も
き
わ
め
て
創
造
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
『
法
言
』
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
代
表
的
な
論
考
を
掲
げ
る
と
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

•
狩
野
直
喜
「
楊
雄
と
法
言
」
（
『
支
那
学
』
三
ー
六
、
一
九
二
三
年
）

後
に
『
支
那
学
文
藪
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）
に
収
録
。

•
池
田
秀
三
「
『
法
言
』
の
思
想
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
二
十
九
、

一
九
七
七
年
）

•
町
田
三
郎
「
揚
雄
に
つ
い
て
（
二
）
」
（
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
創

文
社
、
一
九
八
五
年
）

•
田
中
麻
紗
巳
「
楊
雄
と
王
非
•
新
」
（
『
両
漢
思
想
の
研
究
』
研
文

出
版
、
一
九
八
六
年
）

•
徐
復
親
「
楊
雄
論
究
」
（
『
増
訂
両
漢
思
想
史
』
巻
二
、
学
生
書
局
、

一
九
七
六
年
）

ま
た
『
法
言
』
に
対
す
る
注
釈
書
も
多
数
存
す
る
が
、
最
も
詳
細

な
も
の
と
し
て
、
注
栄
宝
『
法
言
義
疏
』
（
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯
所

収
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
最
近
、
中
国
で
発
刊
さ
れ
た
も
の
に
●
韓
敬
『
法
言
注
』
（
中
華
書

局
、
一
九
九
二
年
）
、
韓
敬
『
法
言
全
訳
』
（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
九

年
）
が
あ
る
。
一
方
、
邦
訳
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
鈴
木
喜
一
『
法

（
中
国
古
典
新
書
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）
、
田
中
麻
紗

注

(10) 
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巳
『
法
言
』
（
中
国
の
古
典
、
講
談
社
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。
た

だ
し
、
以
上
の
書
は
、
い
ず
れ
も
『
論
語
』
の
摸
倣
に
関
す
る
記
述

が
簡
素
で
あ
り
、
そ
の
典
拠
の
指
摘
も
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
『
中
国
哲
学
史
』
二
七
九
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
。

(
3
)

日
原
利
国
編
『
中
国
思
想
辞
典
』
三
七
六
頁
「
法
言
」
の
項
（
研

文
出
版
、
一
九
八
四
年
）
。

(
4
)
拙
稿
「
揚
雄
『
法
言
』
と
『
論
語
』

I
摸
倣
の
意
図
ー
」
（
松
川
健

二
編
『
論
語
の
思
想
史
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
）
。

(
5
)
以
下
、
『
法
言
』
か
ら
原
文
の
引
用
を
行
う
際
は
、
注
栄
宝
『
法
言

義
疏
』
を
底
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
点
に
つ
い
て
は
、
従
わ
な
か

っ
た
箇
所
も
あ
る
。

(
6
)
「
克
己
」
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
何
晏
『
集
解
』
所
引
の
馬
融

注
に
「
克
己
、
約
身
也
」
と
い
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
身
を
引
き
締

め
る
意
と
な
る
。

(
7
)
『
法
言
』
に
お
け
る
人
物
批
評
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
揚
雄
『
法
言
』

に
お
け
る
人
物
評
論
」
（
『
中
国
古
典
研
究
』
三
十
八
、
一
九
九
三
年
）

参
照
。
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