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は
饂
裟
の
大
宗
で
あ
る
と
の

さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
が
、

孔
子
が
果
し
て
史
記
そ
の
他
に
言
は
れ
る
如
く
春
秋
を
筆
劃
し
た
か
否
か
、
い
ま
桧
討
す
る
必
要
は
無
い
。
歴
史
的
に
は
恐
ら
く
否
定

こ
4
で
は
斯
る
大
前
提
の
下
に
展
開
さ
れ
た
春
秋
學
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

の
餌
の

春

春
秋

此
の

つ

春
秋
は
古
く
か
ら
五
経
（
若
し
く
は
六
鯉
）
の
一
つ
に
敷
へ
ら
虹
る
軍
要
文
獣
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
／
＼
魯
の
膝
史
で
、
魯
の
隠
公

元
年
即
位
に
始
つ
て
哀
公
十
四
年
春
猥
麟
に
終
る
二
百
四
十
二
年
間
（
紀
元
前
七
一
三
ー
四
八
一
）
の
、
千
八
百
餘
條
に
わ
た
る
記
録
で
あ

る
。
箪
に
こ
虹
だ
け
の
記
録
に
止
る
な
ら
ば
、
記
事
内
容
の
稼
め
て
簡
略
な
こ
と
4
相
侯
つ
て
、
脈
史
的
に
も
左
程
軍
要
な
意
味
は
も
た

な
い
筈
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
孔
子
が
或
る
目
的
の
下
に
筆
訓
を
加
へ
た
と
考
へ
ら
紅
る
よ
う
に
な
っ
た
為
め
に
、
春
秋
は
箪
な
る
歴
史
以

上
の
特
別
の
椛
威
を
認
め
ら
仇
る
よ
う
に
為
っ
た
。
史
記
の
孔
子
冊
家
に
此
の
事
を
述
べ
て
、
「
春
秋
を
為
る
に
至
り
て
は
、
筆
す
べ
き

は
則
ち
筆
し
、
訓
る
べ
き
は
闊
ち
則
る
。
子
夏
の
徒
も
一
辮
を
特
ず
る
能
は
ず
」
と
言
ふ
の
は
周
知
の
有
名
な
文
で
あ
る
。
孔
子
の
筆
副

は
、
か
く
の
如
く
甚
だ
周
到
な
且
つ
獨
自
の
見
識
を
以
て
行
は
料
、
そ
の
批
判
は
一
歩
の
仮
借
す
る
所
も
無
い
。
後
批
「
春
秋
の
筆
法
」

と
稲
せ
ら
仇
る
も
の
が
即
ち
其
れ
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
此
は
副
次
的
條
件
に
骰
は
仇
る
こ
と
な
く
卓
質
の
本
質
茫
的
確
に
把
握
し
、
そ

明
か
に
す
る
精
脚
、
絶
耐
自
由
の
精
肺
、
並
び
に
厳
格
主
義
的
倫
理
観
を
不
可
鋏
の
支
柱
と
し
て
成
立
し
て
ゐ
る
。
春
秋

秋

の
に
外
た
ら
た
い
。

重

澤

俊

郎

一八



春

秋

追
篇
が
庇
周
時
代
の

秋」

([) 

へ―
,
J

iQ
る
が
、
此
の

一
九

に
乏
し
い
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
荀
子

し
て

g
、

ょ

剖
＞
こ
と

r

ざ
る
所
で
あ
る
。

に
於
い
て
は
「

扉
し
て
ゐ
る
か
ら
、

こ
の

の
益
礎
精
肺
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
天

で
あ
る
。
も
つ
と
も
庇
子
の

に
従
ふ
隕
り
荘
周
時
代
に
紙
に
魯
史
花
経
と
見
る

差
の
名
が
見
え
、
或
る

し、

蝶

と

る
か
ら
で
あ
る
。

が
加
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
の
は
、
郎
ち
所
副
大
義
徴
言
の
存
在
花

る
の
査
格
茫
附
興
す
る
こ
と
花
意
味
す
る
。
史
が
あ
り
し

こ
と
に
外
な
ら

と
し
て
認
め
る
最
古
の

二
繹
左
春
秋
十
二
公
の
鯉
と

す、

こ
と
は
、

に

に
詞

X 

X 

X 

X 

ら

場

合

、

に

は

師

成

の

ら
其
の
打
破
の
原
励
力
と
し
て
作
用
す
る
傾
向
が
強
い
。

の
は
此
の
危
め
で
あ
る
。

の

て、

あ
り
、
之
茫
鋏
け
ば
春
秋
學
は
根
本
的
に
成
立
し
得
な
い
。

に
従
へ
ば
、

の
正
営
化
若
し
く
は
其
の
維
持
に
貢
獣
す
る
に
甜
し
、
春
秋
學
は
む
し

に
至
る
ま
で
、
常
に
革
命
の
原
狸
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
軍

一
般
の

魯
の
朝
廷
の
政
治
上
の

の
中
に
寓
せ
ら
肛
た
と
考
へ
ら
仇
る
孔
子
の
籾
薗
を
解
闘
敷
術
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
自
己
の
祉
會
上
の
狸
想
を
主
張
す

る
春
秋
の
も
つ
原
義
を
超
え
て
常
に
或
る

の
表
親
の
手
段
若
し
く
は
反
映
と
し
て
展
開
さ
訊
る

し
、
解

附
孔
子
の
緒
肺
も
解
籾
を
異
に
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
常
然
で
あ
る
が
、
上
に
述
べ
た
二
つ
の
條
件
は
鑢
て
の
春
秋
學
に
共
通
す
る
所
で

の
一
部
で
あ
る
。
然
し
、
多
く
の

後
に

い
。
そ
の
思
想
的
立
場
の
異
る
に
應
じ
て
、
所

る

は
た
く
、

ち
、
此
の

の

に
、
孔
子
の

が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
る
前
提
に
立

定
の
思
想
的
立
場
を
背



粕
之
敬
文
也
、
業
之
中
和
也
、
詩
害
之
拇
也
、
春
秋
之
徴
也
、
在
天
地
之
間
者
畢
突
、

と
稲
し
て
各
経
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
ほ
か
、
儒
放
篇
に
も

と
言
ふ
如
く
、
経
と
し
て
の
春
秋
の
本
質
を
明
確
に
「
徽
」
と
規
定
す
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

求
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、

「
徴
」
と
は
楊
信
が
「
一
字
為
褒
貶
、
徴

其
文
隠
其
義
之
類
是
也
」
と
解
す
る
の
が
正
に
共
の
意
を
得
て
居
り
、
こ
料
は
夏
に
勘
學
篤
の
「
春
秋
約
而
不
速
」
の
精
肺
と
も
一
致
す

る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
荀
子
の
立
場
は
春
秋
を
疑
ひ
無
く
鯉
と
し
て
把
掴
し
、
且
つ
其
の
経
た
る
の
本
質
を
徽
言
大
義
の
存
在
に

こ
4
に
春
秋
學
の
観
念
は
紙
に
成
立
し
て
ゐ
る
と
見
て
へ
無
い
。
荀
子
は
戦
闘
の
末

に
常
る
。
こ
の
時
期
に
は
記
録
に
封
す
る
或
る
穂
の
反
省
が
一
般
に
強
く
現
れ
、
儒
家
に
於
い
て
も
永
遠
の
債
値
を
有
す
る
一
群
の

然
ら
ざ
る
書
か
ら
甑
別
し
て
、
之
を
舞
の
名
の
下
に
特
別
に
尊
霞
す
る
態
度
、
即
ち
網
書
の
意
識
が
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
春
秋
は
徽

の
故
を
以
て
五
種
の
経
の
一
に
加
へ
ら
仇
た
の
で
あ
る
が
、
経
の
概
念
と
徽
言
大
義
の
概
念
と
は
必
す
し
も
同
時
に
疲
生
し
た
も

の
で
は
な
い
。
春
秋
に
徽
言
大
義
の
存
在
記
肯
定
す
る
思
想
は
究
は
舞
の
概
念
の
成
立
に
先
つ
て
疲
生
し
た
。
孟
子
が
之
を
示
し
て
ゐ

る
。
孟
子
は
公
都
子
に
答
へ
て
人
間
祉
合
が
一
治
一
胤
反
毅
の
形
式
を
以
て
疲
展
す
る
原
則
を
主
張
し
、
周
公
が
天
下
を
平
か
に
し
た
の

を
一
治
と
認
め
た
後
に
綾
け
て
、

祉
衰
道
徽
、
邪
説
暴
行
有
作
、
臣
試
其
君
者
有
之
、
子
試
其
父
者
有
之
、
孔
子
棚
作
春
秋
、
春
秋
天
子
之
事
也
、
是
故
孔
子
曰
、
知

我
者
其
惟
春
秋
乎
、
罪
我
者
其
惟
春
秋
乎
（
中
略
）
孔
子
成
春
秋
而
風
臣
賊
子
憫
、

と
述
べ
、
孔
子
の
春
秋
制
作
を
政
治
上
の
一
治
に
常
て

4
憚
ら
な
い
。
ま
た
彼
は
春
秋
に
就
い
て

し、 に
於
い
て
は
、

春

先
づ
勘
學
篇
に
學
の
始
終
を
論
じ
て
其
仇
が
鯉
を
誦
す
る
に
始
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、

詩
言
是
其
志
也
、
書
言
是
其
康
也
、
聾
言
是
其
行
也
、
業
言
是
其
和
也
、
春
秋
言
是
其
徴
也
、

王
者
之
迩
焼
而
詩
亡
、
詩
亡
然
後
春
秋
作
、
晉
之
乗
楚
之
枯
杭
魯
之
春
秋
一
也
、
其
噸
則
齊
桓
晉
文
、
其
文
則
史
、
孔
子
曰
、
共
義

秋

1
0
 

の
五
経
に



を
開
陳
せ
ん

を
超
え
て

象
で
は
な
く
、
綽
-
工
の

次
に

春

し

秋

に
見
ら
虹
る
所
で
あ
る
が
、

箇
の

し
い
立

に
於
い
て

し
、
古
典
に

に

立
場
は
、

へ
て
言
へ
ば
、

．
交
一
J

-fiJi 

の

の

二
の
條
件
、
即
ち
孔
子
の
精
誹
と
認
め
ら
仇
る
も
の

る
こ
と
に
依
つ
て
自
己
の

の

X 

X 

x
 

X 

の

せ
し
め
る
に
足
り
る
で
あ
ら
う
。

へ
る
最
も

し
て
、

は
な
い
。
孔
子
や
七

）一
い—

し
て
は

あ
る
と
い
ふ
の
が

へ
る
所
で
あ
る
が
、

か
＼
る

孔
子
及
び
七

に
闘
し
て
は
、

ベ

る
を
知
ら
な
い
。
春
秋
は
易
と
並
ん
で

の
思
想
を
偲

せ
し
め
た
所
以
の
も
の
は
別
と

の
時
に
は
鯉
の
慨
念
が
荀
子
の
時
筏
ど
明

の
骨
憬
は
証
に
完
成
し

則
丘
窪
取
之
突
、

と
論
じ
て
ゐ
る
。
此
の
附
文
は
孔
子
が
布
衣
で
あ
り

て
ゐ
た
と
考
へ
な
け
仇
ば
な
ら
た
い
。

の
特
梱
を
行
使
し
て
脈
史
批
判
の
一
書
を
制
作
し
た
こ
と
、
そ
の

に
後
の
一
節
に
於
い
て
は
、

に
於
い
て
、

に
ま
で
濶
り
得
る
と
い
ふ

杭
と
同

し

、
並
び
に
春
秋
茫
以
て
王
者
風
化
の
述
斯

の
甚
本
的
性
格
茫
具
備
す
る
こ

物
と
認
め
つ

A
、
そ
の
上
に
孔
子
の
絶
詞
自
由
な
批
判
緒
肺
の

絶
の
後
に
其
の
出
現
を
嬰
請
せ
ら
仇
る
も
の
、
郎
ち
撥
胤
反
正
の
書
と
駕

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
且
つ
此
の
文
は
昭
公
十
二
年
公
羊
他
の
「
春
秋
之
信
史
也
、
其
序
則
州
恒
晉
文
、
其
會
則
主
合
者
為
之
也
、
其
詞

則
庄
有
罪
沢
芥
身
」
と
不
可
分
の
闘
係
を
認
め
ざ
る
を
得
ざ
る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
た
ゞ

節
に
成
立
し
て
ゐ
な
い
為
め
に
、
差
の
名
に
於
い
て
春
秋
を
論
じ
ょ
う
と
し
な
か
っ
た
の
み
で
、判

確
認
さ
仇
る
べ
き
で
あ
る
。

る
に
反
し
、
春
秋

へ
よ
う
と
ず
る
こ
と
は
、

に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ

的
に
支
へ
ら
紅
る
も
の
と

る

Vヽ

゜

る

の
春
秋
を
革
口
の
乗
梵
の

に
酎
し
て
は
自
己
が

¢ーミ

る
こ

つ

の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、

ら
王

の
思
想
に
よ
つ



か
れ
た
隈
史
に
は
、
二
つ
の
系
流
が
認
め
ら
汎
る
。

な
い
。

支
那
古
代
に
於
け
る
脈
史
記
録
は
、
言
語
を
中
心
と
す
る
も
の
と
事
質
を
中
心
と
す
る
も
の
と
に
諏
別
さ
れ
る
。
言
語
を
中
心
と
す
る

記
録
の
代
表
者
は
尚
書
で
、
特
に
其
の
う
ち
最
も
早
く
成
立
し
且
つ
内
容
が
周
公
に
闘
係
し
て
信
を
措
く
に
足
る
と
さ
れ
る
所
謂
五
詰
は

勿
論
、
尚
書
全
篇
は
特
殊
の
例
外
花
除
い
て
帝
王
の
詰
命
が
主
慨
を
為
し
て
ゐ
る
。
詰
命
は
帝
王
の
言
語
に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
事

質
は
言
語
の
意
味
を
明
か
に
す
る
為
め
の
袖
助
的
役
割
を
果
す
に
止
る
。
尚
害
の
序
に
、
孔
子
が
「
是
以
垂
枇
立
数
典
瞑
訓
詰
哲
命
之
文

凡
百
篇
」
を
取
っ
て
尚
害
を
編
纂
し
た
と
言
ふ
。
尚
書
各
篇
の
盟
例
は
凡
そ
十
稲
の
別
が
有
り
、
序
に
學
げ
ら
れ
た
典
瞑
訓
諮
誓
命
の
ほ

・
歌
・
範
の
四
類
が
有
る
に
拘
ら
ず
、
序
の
作
者
が
獨
り
六
者
と
指
摘
し
た
の
は
、
此
の
六
者
が
綿
て

か
征
・

反
し
他
の
四
者
は
言
語
で
な
い
為
め
で
あ
る
。
然
ら
ば
尚
書
の
基
礎
を
為
す
脈
史
意
識
は
言
語
を
宣
ん
じ
て

（
行
為
）
を
轄
ん
す
る

に
在
り
、
歴
史
記
録
と
し
て
は
言
語
が
主
要
素
材
を
為
す
と
考
へ
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
言
語
と
行
為
と
の
間
に
は
記
録
の
素
材
と

し
て
は
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
甑
別
が
有
る
。
＇
霞
記
の
玉
藻
に

動
則
左
史
害
之
、
言
則
右
史
害
之
、
（
讀
冒
謬
）

と
見
え
、
史
官
の
職
と
す
る
所
が
動
と
言
即
ち
行
為
と
言
語
と
に
依
つ
て
分
た
仇
て
ゐ
る
。
勿
論
古
代
に
在
つ
て
斯
る
官
職
上
の
正
確

な
蓋
分
が
現
質
に
存
し
た
と
は
考
へ
ら
虹
な
い
と
し
て
も
、
斯
る
甑
別
の
疲
生
す
る
背
景
と
し
て
の
差
別
観
念
は
之
を
無
視
し
て
は
な
ら

之
に
甜
し
、
言
語
な
ら
ざ
る
行
為
（
専
質
）
を
主
た
る
素
材
と
し
て
記
録
す
る
歴
史
が
有
る
。
素
朴
な
意
味
で
行
為
の
素
材
と
し
て
害

説
口
碑
の
類
に
至
る
ま
で
悉
く
牧
録
す
る
板
め
て
煩
瑣
詳
密
な
も
の
で
あ
る
。
英
雄
物
語
・
戦
争
談
・
開
間
偲
説
な
ど
の
如
く
、
そ
の
國

黙
に
於
い
て
特
別
の
注
意
が
彿
は
仇
な
け
紅
ば
な
ら
な
い
。

春

秋

―
つ
は
百
國
春
秋
・
，
百
二
十
國
喪
害
・
燕
春
秋
・
宋
春
秋
の
如
き
形
態
を
取
り
、
偲

の
言
語
で
あ
る
に



春

秋

名
歳
在
諸
侯
之
策
、
曰
孫
林
寧
殖
出
其
君
、

こ
の
雨
條
に
見
え
る
諸
侯
國
史
の

と

一
也
」
と
い
ふ

、
そ
の
形
式
も
記
東
の
性
格
も
魯
の
春
秋
と
全
く
揮
ぶ
所
が
無
い
。
そ
し
て
「
晋
之
乗

楚

之

脳

杭

魯

之

ら

考

へ

仇

ば

、

同

類

の

史

書

は

獨

り

竹

害

に

止

ら

ず

、

む

し

ろ

常

時

諸

侯

の

図

史

と

し

て
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
左
僻
宜
二
年
に
晋
の
趙
盾
が
霰
公
を
試
し
た
賽
件
に
就
い
て

曰
趙
盾
試
其
君
、

一
十
年
に
は
衛
の
寧
殖
が
死
に
臨
み
、
其
の
生
前
孫
林
父
と
共
謀
し
て
共
の
君
獣
公
を
固
外
に
追
放
し
た
恋
悪
が
、
諸
侯
の

脈
史
に
次
の
如
く
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
語
っ

ら
し
め
る
に
足
り
る
。
故
に

が
見
え
る
。

し
去
っ
た
と
偲
へ
ら
仇
る
の
も

及
び
竹
害
と
全
く
同
一
で
あ
る
屯
費
は
、
常
時
諸
侯
の
公
式
降
史
の
一
般
的
性
格
を
知

と
し
て
）
、
或
る
意
味
に
於
い

り

の

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の

想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の

の
餘
白
に
記
入
さ
れ
た
政
治
記
録
の
堆
放
が
卯
ち
春
秋
や
竹
書
紀
年
の
如
き
形
態
の
脈
史
と
し
て
茂
存
し
た

の

し
て
も
十
分
に

れ
る
の
社
な
ら
ず
、

の

諸
侯
が
自
國
内
に
施
行
し
た
所
の
暦
に
外
な
ら
な
い
。

政
敦
施
行
上
如
何
に

つ
断
片
的
な
る

再
組
織
さ
れ
た
の
が
其
のの

昭
公
十
一

に
見
え
る
一
―

又
は
部
族
の
間
に
古
く
側
誦
さ
仇
た
説
話
類
が
、
政
治
的
社
會
的
統
一
の
進
む
に
應
じ
て
或
る
形
に
盤
理
さ
仇
、
一
箇
の
脈
史
と
為
つ
て

る
も
の
で
、
左
偲
・
語
等
の
書
に
基
礎
的
査
料
を
提
供
し
替
畷
に
誦
韻
さ
れ
た
の
は
、
多
く
此
の

•
五
典
・
八
索
・
九
丘
左
孔
安
國
は
上

し
て
、
恐
ら
く
暦
の

さ
仇
る
。

に
於
い
て
自
己
の
政
治
行
為
を
日
記
的
に
記
鋒
し
た

の
竹
書
紀
年
が
共
の
代
表
的
文
獄
と
考
へ
ら
礼
る
が
、
そ
の
紀
録
法
の
素
朴
且

に
日
日
の
堺
件
を
記
入
し
た
形
式
と
想
像
さ
仇
る
。

し
て
ゐ
る
が
、
そ
の

こ
の
暦
は
告
朔
の

虹
た
か
は
、
告
朔
の
儀
関
に
闘
す
る
諸
文
獣

る
種
の
豫
定
的
惧
項
は
堺
前
に
疵
に
記
入
さ
仇
て
ゐ
た
こ
と
も

に
依
つ
て

之
に
認
し
て
他
の
一
つ
の

も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
で
は
、
魯
の

上
に
述
べ

ぅ

あ
っ

の

の



秋
の
疲
生
と
倶
に
存
在
し
た
所
以
は
此
に
在
る
。

し
て

て
は
鍵
質
を
衝
い
て
ゐ
る
と

春
秋
が
本
来
的
に
は
断
爛
朝
報
と
も
稲
し
得
る
、
あ
り
ふ
れ
た
諸
侯
の
史
記
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
上
で
略
ぼ
明
か
に
な
っ
た

と
思
ふ
が
、

こ
4
で
本
論
に
立
ち
返
つ
て
春
秋
の
創
造
的
解
繹
の
間
題
を
、
上
に
明
か
に
さ
れ
た
春
秋
の
原
初
的
形
態
を
十
分
に
考
慮
し

っ
4
改
め
て
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
仇
は
春
秋
學
成
立
の
基
本
問
題
で
あ
る
。
素
朴
に
し
て
簡
皐
な
歴
史
記
録
に
創
造
的
解
繹

を
可
能
な
ら
し
め
、
一
箇
の
廻
想
の
書
た
る
債
値
を
附
輿
す
る
為
め
に
は
、
い
か
な
る
論
狸
を
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
か
。
之
に
答
へ
る

も
の
が
春
秋
學
の
條
例
（
義
例
、
凡
例
）
主
義
で
あ
る
。
何
休
の
公
羊
解
詰
の
序
に

往
者
略
依
胡
母
生
條
例
、
多
得
其
lE
、

と
言
ふ
に
徴
す
れ
ば
、
條
例
は
公
羊
學
の
最
初
期
か
ら
紙
に
成
立
し
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
ふ
べ
く
も
無
く
、
ま
た
共
れ
が
春
秋
學
に
不
可
鋏

の
論
狸
的
工
具
た
る
所
以
は
三
仰
の
酌
所
に
於
い
て
現
質
に
看
取
さ
れ
る
。

然
ら
ば
條
例
主
義
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
約
言
す
れ
ば
、
事
件
を
記
録
す
る
に
賞
つ
て
一
定
の
義
例
を
設
定
し
、
同
じ
條
件
の
下
に

疲
生
し
た
同
穆
類
の
軍
件
は
必
-
ご
同
一
の
書
法
を
用
ゐ
て
之
を
記
録
す
べ
し
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
春
秋
學
者
は
、
孔
子
が
春
秋

を
筆
訓
す
る
場
合
に
は
、
か
と
Q

い
ふ
前
提
に
立
ち
、
義
例
の
綜
合

る
凡
て
の
條
件
は
、
平
亨
件
の
外
形

主
観
的
立
場
か
ら
事
件
に
債
値
批
判
を
行
ふ
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
裏
か
ら
言
へ
ば
、
自
己
の
社
會
上
の
主
張
を
屁
史

記
録
に
託
し
て
開
陳
し
よ
う
と
す
汎
ば
、
條
例
主
義
に
頼
る
以
外
方
法
は
無
い
の
で
あ
る
。
何
休
の
序
に
時
示
さ
汎
る
如
く
、
條
例
が

春

秋

四

し
て
春
秋
の

蝶
的
解
闘
定
成
立
せ
し
め
よ
う

る
の
で
あ
る
。
義
例
を
支
ヘ

さ
肛
て
ゐ
る
が
故
に
、
義
例
の

へ
る
の
で
あ
る
。

に
於
け
る
幾
つ
か
の
厳
格
な
義
例
を
豫
め
用
意
し
、
そ
汎
に
従
つ
て

し
た
、
と

一四



春

の

秋

る
が
、
そ
こ
に

一
で
あ
る
。
此
に
至
れ
ば
、
千
八
百
の

二
五

し
て
箪
に
千
八

れ，

る
多
く
の
細
か
い

し
よ
う

る

る
に
至
る
。
此
の

の

春
秋
文
成
数
萬
共
旨
敗
千
、
萬
物
之
衆
散
皆
在
於
是
、

、
輩
仲
舒
自
身
も
春
秋
繁
露
で

是
以
人
逍
沢
而
王
法
立
、

と
述
べ
予
ぬ
る
の
は
、
共
に
其
の
解
答
と
見
ら
炒
る
。
魯
の
十

道
訳
く
し
て
王
道
備
は
り
」
「
萬
物
の

い
。
そ
の

に：

の

な
い
。

[
↑
足
る
も
の
と
し
て
千
八

の

し

ユ:̀rJ 

っ
て

て
可
能
危
こ
と

る
。
つ
ま
り
、
起
り
得
ベ

が
、
然
し
客
観
的
に
は
人
間
祉
會

翡
ベ
4
1
 

し

「人

と 常
然
に
可
能
で
は
な
い
。
史
記
の

に
輩
仲
舒
の
語
を
引
い
一
」

の

い
か
に
索
朴
で
あ
っ
て
も
肥
史
記
録
で
あ
る
以
上
、
に
全
く
無
法
則
と
い
ふ
筈
は
な
い
。
そ
こ
に
は
必
ず
或
る
稲
度
の
義
例

は
自
ら
存
し
た
に
相
異
無
い
か
ら
、
春
秋
學
の
條
例
主
義
も
疲
生
的
に
は
之
と
無
闊
係
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
周
密
厳
格
な
論
碑
的

構
造
に
於
い
て
到
底
比
餃
す
べ
く
も
な
い
新
た
な
使
命
を
荷
つ
て
ゐ
る
。

條
例
の
漿
伽
に
よ
つ
て
素
朴
な
記
録
も
一
箇
の
輝
想
の
害
に
高

的
櫂
威
を
有
せ
し
め
る
に
は
、
こ
仇
だ
け
で
は
洒
院
十
分
と
は
言

四
年
に
終
る
僅
か
二
百
四
十
二
年
の
、
千
八
百
餘
條
に
過
ぎ
な
い

ら
肛
た
が
、
其
れ
を
し
て

よ
り
雑
多
の
素
件
を
網
羅
し
て
は
ゐ
る

五
共
比
偶
其
類
、

に

狩

末

の

に

酎

し

て

規

範

唸
い
か
に
條
例
を
完
備
し
／
」
も
、
隠
公
元
年
に
始
り
哀
公
十

如
を
媒
介
と
し
て
慨
系
的
な
祉
會
蝶
想
を
陣
べ
る
こ
と
は
、

春
秋
論
十
二
冊
之
事
、
人
追
決
而
王
追
備
（
中
酪
）
是
故
論
春
秋
者
合
而
通
之
、
緑
而
求
之
、

一
公
二
百
四
十
一

〗
」
の
東
象
を
掘
わ
な
く
含
む
と
は
決
し
て
言
へ
な
い
。
そ
汎
に
も
拘
ら
ず
、

し
得
る
の
は
、
所
町
「
五
比
・
偶
類
・
合
通
・
緑
求
」
の
年

に
妥
常
す
べ
き
根
本
法
則
定
、
此
の
二
百
餘
年
千
八
百



に
解
繹
す
べ
き
で
あ
る
か
、

こ
4

に
春
秋
學
の
一
つ
の
問
題
黙
が
在
る
。

X 

x
 

＞ハ

X 

此
の
何
仇
か
の
方
法
に
頼
ら
な
け
炒
ぽ
、

CO 

か
ら
永
遠
の

こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

の

百
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
無
数
の
意
味
若
し
く
は
専
質
と
闊
聯
し
或
ひ
は
包
含
す
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
春
秋
三
偲
の
う
ち
、
公

春．

偲
は
主
と
し
て
上
に
述
べ
た
抽
象
的
方
法
に
依
り
、
左
氏
偲
は
主
と
し
て
具
慨
的
方
法
に
依
る
も
の
で
あ
る
が
、

孔
子
は
自
己
の
試
會
上
の
狸
想
を
抽
象
的
に
論
述
す
る
代
り
に
、
具
憫
的
な
史
質
の
批
判
を
藉
り
て
開
陳
し
た
、
と
い
ふ
の
が
春
秋
學

の
根
本
精
誹
で
あ
る
。
こ
の
根
本
精
誹
の
有
す
る
意
義
、
抑
ち
故
ら
に
史
質
の
批
判
に
託
し
一
J

理
想
を
開
陳
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
い
か

歴
史
を
一
箇
の
鑑
戒
と
見
る
倫
理
的
脈
史
観
は
、
素
朴
的
に
は
荀
く
も
麿
史
記
録
を
造
さ
う
と
す
る
意
志
と
共
に
疲
生
し
た
も
の
で
あ

ら
う
が
、
之
と
は
別
に
、
胚
史
と
遊
離
し
全
く
具
憫
性
を
鋏
い
た
狸
想
に
鉗
す
る
反
省
が
、
或
る
時
期
に
於
い
て
現
れ
る
こ
と
も
看
過
で

き
な
い
。
素
朴
な
意
味
で
の
鑑
戒
と
し
て
ゞ
は
な
く
、
征
史
は
今
や
人
間
の
未
来
に
甜
し
て
或
る
動
か
し
得
な
い
拘
束
力
を
有
す
る
も
の

と
し
て
意
識
さ
礼
る
に
至
る
。
脈
史
は
或
る
意
味
に
於
い
て
絶
甜
的
な
も
の
で
あ
る
、
人
間
は
歴
史
賽
質
に
爵
す
る
批
判
と
分
析
と
を
痘

過
し
て
得
た
結
果
に
依
つ
て
の
み
、
未
来
の
人
間
社
會
の
有
る
べ
き
朕
態
を
構
想
し
理
想
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
考
へ
る
一

力
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

穂
の
脈
史
主
義
が
春
秋
學
の
根
底
に
存
す
る
と
思
は
れ
る
。
脈
史
は
人
間
の
陳
迩
に
過
ぎ
な
い
が
、
過
去
が
未
末
に
詞
し
て
大
な
る
規
定

常
然
疲
生
を
豫
想
さ
仇

脈
史
と
獨
立
に
未
来
を
考
へ
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
思
想
は
、

る
。
春
秋
學
者
は
孔
子
が
春
秋
制
作
の
動
檬
を
述
べ
て
、

吾
欲
戟
之
空
言
、
不
如
見
之
於
行
事
之
深
切
著
明
也
、

と
言
っ
た
こ
と
を
偲
へ
て
ゐ
る
。
行
事
は
往
事
の

即
ち
歴
史
事
質
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
此
の
孔
子
の
言
は
明
か
に
上
に
述
べ
た
歴

史
主
義
の
狸
念
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
春
秋
學
を
支
へ
る
最
も
基
本
的
観
念
な
の
で
あ
る
。
買
誼
の
新
書
に

春
秋
者
、
守
往
事
之
合
徳
之
狸
典
不
合
、
而
紀
共
成
敗
、
以
為
来
事
師
法
、

秋

一六

る
に



春

秋

五

と
述
べ
、
ま
た
論
衡
に

孔
子
作
春
秋
以
示
王

と
稲
す
る
如
き
が
是
で
あ
る
。

の
功
に
よ
つ

一
方
淮
南
子
及
び
孝
経
緯
鉤
命
沢
に
は
孔
子
が
孝
道
を
行
ひ
孝
舞
を
作
っ
た
こ
と
4
闘
聯
し
て
素
王
に
言

及
し
て
ゐ
る
か
ら
、
常
初
は
必
-
が
し
も
春
秋
學
の
獨
占
と
言
ひ
得
な
い
と
し
て
も
、
孔
子
の
表
格
に
眼
る
惑
に
於
い
て
は
異
ら
な
い
。
素

王
観
念
の
確
立
に
よ
つ
て
孔
子
の
絶
鉗
概
も
亦
節
定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
之
に
伴
ひ
、
左
邸
明
を
左
僻
家
に
於
い
と
稲
し
可
印

る
剛
が
如
き
現
象
も
見
ら
仇
る
に
至
っ
た
。

然
則
孔
子
之
春
秋
索
王
之
堺
也

孔

、
就
是
非
之
説
、

王
之
法
、

と
言
ひ
、
買
逹
が

孔
子
作
春
秋
、
先
正
王
而
繋
以
萬
事
、
見
素
王
之
文
形
‘

に
専
用
さ
仇
た
の
は
、
漢
以
後
の
こ
と

る
。
例
へ
ば
箭
仲
舒
が

紀
や
荘
子
の
天
道
篇
な
ど
に
も
使
は
れ
て
ゐ
る
が
、

王
は
其
の
位
無
く
し
て
唯
其
の
椛
威
を
有
す
る
の
謂
に
外
な
ら
な
い
。
素
王
と
い
ふ
言
葉
自
慨
は
、
既
に
史
記
の
殷
本

い
。
特
別
の
櫂
力
を
行
使
し
て
春
秋
を
制
作
し

で
あ
る
か
ら
、

保
し
得
る
の
は
獨
り

る
の
み
で
あ
る
。

に
於
い
て
か
春
秋
學
で
は
孔
子

せ
ざ
る

の

へ
て
ぬ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
4

ガ；

と
稲
す
る
の
は
、

（つ
X 

此
の
精
紳
を
更

X し

の

の

一
↑
於
い

X 

し

る
。
此
の
何
物
の

な
態
度
茫
貫
き
批
判
の
自
由
を
節

の
名
稲
を
加
へ
る
に
至
っ
た
。
素
は
空
の
意
味

つ
て
可
い
で
あ
ら
う
。

の
と
解

X 

――七



経
書
た
る
孔
子
の
春
秋
に
酎
し
、
そ
の
根
本
精
誹
を
祖
述
敷
術
し
た
所
の
廣
義
の
解
繹
即
ち
偲
は
、
周
知
の
如
く
公
羊
・
殻
梁
・
左
氏

の
三
種
が
現
存
す
る
。
三
他
の
う
ち
公
羊
偲
が
最
も
早
く
成
立
し
、
穀
梁
偲
之
に
次
ぎ
、
左
氏
偲
が
現
在
の
形
に
定
滸
し
た
の
は
最
も
後

に
在
る
も
の
と
考
へ
ら
仇
る
。
後
淡
の
戟
宏
の
解
疑
論
序
に

る
。
現
在
の
公
芋
偲
の
文
中
に

そ
の
他
を
考
へ
合
せ
る
と
、
戴
宏
の
記
す
系
譜
の
信
憑
性
は
沢
し
て
高
い
と
は
言
へ
な
い
が
、
口
偲
か
ら
文
字
に
邸
さ
れ
た
と
稲
せ
ら
れ

る
時
期
が
質
は
公
羊
他
の
成
立
し
た
時
と
考
へ
て
略
ぼ
大
過
無
い
と
思
ふ
。
つ
ま
り
前
淡
の
初
期
蚊
帝
の
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
胡
母
生
と

並
ん
で
、
「
春
秋
を
言
ふ
者
、
齊
魯
に
於
い
て
は
胡
母
生
、
趙
に
於
い
て
は
齋
仲
舒
」
と
史
記
儒
林
偲
に
稲
せ
ら
汎
る
輩
仲
舒
は
、
武
帝

の
文
数
行
政
の
拙
進
者
と
し
て
春
秋
公
羊
學
を
官
學
と
為
さ
し
め
る
に
成
功
し
、
自
ら
も
春
秋
の
精
肺
を
以
て
獄
を
沢
し
、

舒
治
獄
二
百
三
十
二
事
」
と
い
ふ
判
沢
例
集
を
逍
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
雨
漢
に
於
い
て
は
公
羊
學
は
國
家
概
力
と
結
び
附
き

政
治
の
指
導
原
罪
と
な
っ
た
闘
係
上
、
學
問
と
し
て
の
勢
力
も
稼
め
て
旺
ん
で
、
淡
害
藝
文
志
の
記
戟
だ
け
で
も
公
羊
偲
の
ほ
か
、

偲
．
章
句
・
雑
記
・
顔
氏
記
等
の
著
述
を
敷
へ
得
る
。
以
て
常
時
の
盛
況
を
知
る
に
足
り
よ
う
。

て

に
至
る
と
記
し
、
而
し
て
壽
は
前
淡
景
帝
の
時
に
胡
紬
生
と
共
に
従
来
口
偲
さ
仇
た
公
羊
仰
を
文
字
に
書
し
た
と
稲
し
て
ゐ

・
子
沈
子
・
魯
子
・
子
司
馬
子
・
子
女
子
・
高
子
・
子
北
宮
子
の
七
學
者
の
名
が
出
現
す
る

公
羊
學
は
胡
母
生
・
霰
仲
舒
の

一
人
を
最
籾
の
代
表
者
と
す
る
が
、
胡
紬
生
は
輩
仲
舒
に
よ
つ
て
其
の
徳
を
稲
せ
ら
虹
、
何
休
が
其
の

條
例
を
取
り
入
汎
た
と
言
は
仇
る
の
み
で
、
茸
へ
の
學
問
内
容
を
審
か
に
為
し
得
な
い
。
之
に
反
し
輩
仲
舒
は
春
秋
繁
露
の
が
有
る
上

蜃
滅
に
蹄
し

に
共
の
學
を
嗣
ぐ
者
茄
諏
め
て
多
い
。
哨
氏
再
他
の
弟
子
に
踪
孟
あ
り
、
峠
孟
の
弟
子
に
顔
安
業
・
厳
診
祖
の
二
人
が
出
づ
る
に
及
ん
で

公
羊
學
は
顔
・
厳
の
雨
派
-
↑
分
立
す
る
が
、
公
羊
旱
の
大
成
者
た
る
後
漠
の
何
休
矛
厳
氏
の
系
統
に
易
ず
る
闘
係
上
、
顔
氏
の
學
は
夙
<

し
い
。
何
休
の
公
羊
偲
解
詰
は
雨
漢
公
羊
學
の
集
大
成
に
外
危
ら
な
い
が
、
自
序
に
言
ふ
如
く
胡
母
生
の
條
例
}
イ
]
殆
ん

ど
其
の
ま
＼
の
形
で
取
り
入
れ
る
一
方
、
禁
仲
舒
の
學
を
敷
行
し
て
ゐ
る
黙
で

る
に
及
ん
で
、
何
休
公
羊
學
の
狸
論
は
餘
す
所
無
く
間
明
さ
れ
た
。

春

秋

の
系
譜
を
、

に
値
ひ
す
る
。
清
の
劉
逢
緑
が
公
羊
何
氏
闘
例
を
作 外

「
公
羊
飛
仲

か
ら
公
羊
高
。
公
羊
平
・
公
羊
地
・
公
羊
敢
を
経

二
r、



こドゴ4

秋

公
羊
は
齊
學
な
る
こ
と
を
碑
由
と
し
て
殻
梁
を
拙
軍
し
て
ゐ

二
九 支

へ
な
い
。
武
帝
は
公
羊

に
あ
る
申
公
は
其
の
丘
江
公
に
他
へ
た
が
、
江
公
は
窟
仲
舒

へ
る
か
ら
、
殻
梁
學
は
詢
漢
武
帝
の
頃
に
は
何
等
か
の
形
に
於
い
て
略
ぼ
骨
悩
が
猿
つ
て
ゐ
た
と
拙
定
し

学
一
聰
の
方
針
を
買
佃
し
た
が
、
謀
逆
の
故
を
以
て
誅
死
し
た
其
の
子
戻
太
子
は
私
か
に
殻
梁
を
好
み
、
戻
太
子
の
孫
で
昭
帝
に
次
い
で

帝

位

に

即

い

た

宜

帝

も

亦

穀

梁

を

保

談

し

た

こ

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

常

時

宜

帝

の

下

問

を

受

け

、
廿
露
元
年
石
渠
閤
に
群
佑
を
集

上
の

の

も
姿
姓
の
恨
託
な
ら
ん
と
疑
ふ
者
を
生
一
ゲ
る
に
至
っ
た
。
此
の
仮
説
は
他
に
之

不
倍
性
に
闘
聯
し
て

應
考
慮
に
値
ひ
す
る
と

へ
る
で
あ
ら
う
。

し
た
と
漢
害
偉
林
偲
は
偲

る
費
料
は
無
い
と
思
は
れ
る
が
、

の
系
諮
の

な
い
。
然
る
に

卿
・
申
公
の
系
譜
を
偲
へ
て
ゐ
る
が
、
其
の
餌
質
性
は
知
る
由
も
無
い
。

し
得
る
脹
り
に
於
い
て
は
公
羊
は
悶
記
橙
弓
に
公
羊
買
が
記
録
さ
仇
る
に
止
り
、

の
切
韻
脚
を
為
す
と
い
ふ
特
殊
の
共
通
性
が
有
る
所
か
ら
、
宋
の

も

に

に
至
っ
て
は
未
だ
他
に
こ
れ
有
る
を
知
ら

の
如
く
雨
者
と

し
、
文

偲
曰
」

X 

X 

X 

X 

清
代
嘉
慶
の
頃
、
恵
棟
、
戴
震
の

新
た
な
脚
光
を
浴
び
て

後
を
承
け
て
所
謂
常
州
學
が
興
る
に
及
び
、
漢
代
以
後
久
し
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
公
羊

っ
た
。
蓋
し
悪
．
賊
・
段
・

あ
る
。
常
州
の
人
荘
存
奥
の

の
代
表
す

の
述
作
は
、
す
べ
て
此
の
線
に
浩
ふ
活
動
の
成
果
に
外
な
ら
な
い
。
従
つ
て
何
休
に
次
い

然
で
あ
っ
た
。
殊
に
荊
末
に
於
け
る
政
治
的
情
勢
に
刺
戟
さ
紅
、
革
命
の
原
蝶
を
提
供
す
る

の
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
。
康
有
為
の
春
秋
學
は
此
の
要
諮
を
含
ん
で
展
開
さ

奴
殻
梁
他
の
成
立
が
公
羊
偲
よ
り
後
に

と
し
て
公
羊
偲
が
意
識
さ
仇
て
ゐ
る

に
特
色
が
あ
る
。

こ
と
は
、
箪
に
そ
の
思
想
内
容
か
ら
の
み
で
な
く
、
偲
文
の
中
に
「
其
一
口
」
「
其

に
依
つ
て
裂
附
け
ら
虹
る
。
穀
梁
偲
の
他
授
に
就
い
て
附
の

一
憫
公
羊
も
殻
梁
も
姓
氏
と
し
て

．
穀
梁
淑
・
孫

進
ん
だ
の

し
て
の
春
秋
學
が
新
た
な
闘
心
を
以
て

の

芯
し
て
、

T
・

へ
の

正

へ
の
復
鑓
運
動
を
超



に
依
つ
て
艦
文
の

か
に
す
る
も
の
と
言
は
訊
て
ゐ
る
。
左
氏
偲
は
魯
人
左
丘
明
の
作
と
他
へ
ら
紅
、
左
斤
明
は
孔
子
が
春
秋
を
筆
罰
す
る
に
常
り
倶
に
周
室

所
蔵
の
資
料
を
調
査
し
、
蹄
つ
て
孔
子
は
春
秋
の
経
文
を
、
丘
明
は
僻
文
を
作
っ
た
、
と
い
ふ
よ
う
な
こ
と
は
餌
本
孔
子
家
語
な
ど
各
書

公
羊
穀
梁
の
二
偲
は
、
春
秋
経
文
の
内
面
的
意
味
を
専
ら
純
眠
的
に
削
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
花
取
る
諮
に
於
い
て
共
通
の
性
格
を
有

る
。
此
の

に
於
い
て

で
あ
る
が
、

に
反
し
、

の

11
の
J
 

最
後
花
飾
つ
て
ゐ
る
。

春

秋

X 

x
 

X 

の
基
本
的
立
場
と
の
一
致
が

x
 

め
て
大
い
に
公
穀
の
同
異
を
論
ぜ
し
め
る
に
及
び
、
穀
梁
の
優
位
が
一
時
的
に
せ
よ
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
石
渠
の
會
合
に
、
厳
彩
祖
は
公

羊
側
の
代
表
者
と
し
て
参
加
し
、
手
更
始
・
劉
向
は
穀
梁
側
の
そ
仇
で
あ
っ
た
。
宜
帝
が
か
く
の
如
く
穀
梁
に
心
を
傾
け
た
の
は
、
其
の

祖
父
た
る
戻
太
子
と
の
闊
係
以
外
に
、
宜
帝
の
政
治
と

る
。
漢
書
宜
帝
紀
の
質
に
、
「
孝
宜
之
治
僻
買
必
罰
綜
核
名
質
」

的
傾
向
が
強
い
が
、
穀
梁
偲
に
も
之
と
相
通
す
る
思
想
が
底
流
と
し
て
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

漢
代
の
穀
梁
學
者
に
は
手
更
始
・
劉
向
な
ど
を
學
げ
得
る
が
、
現
在
二
人
の
説
は
断
片
を
残
す
に
過
ぎ
な
い
。
標
準
解
繹
と
し
て
は
晋

の
砲
寧
の
集
解
が
最
も
古
い
。
此
の
書
は
自
序
に
依
仇
ば
二
三
學
士
並
び
に
諸
子
弟
と
の
協
同
研
究
に
成
っ
た
ら
し
く
、
ま
た
「
商
略
名

例
、
敷
陳
疑
滞
、
拇
示
諸
偏
同
異
之
説
」
と
稲
す
る
に
反
か
ず
、
始
め
て
條
例
を
明
か
に
し
、
且
つ
諸
家
の
説
に
批
JE
を
加
へ
る
の
み
な

ら
す
時
に
は
偲
そ
の
も
の
を
も
批
判
し
て
憚
ら
な
い
場
合
が
有
り
、
偲
注
の
髄
と
し
て
獨
特
な
性
格
を
具
へ
て
ゐ
る
。

唐
以
後
久
し
く
等
閑
に
附
さ
仇
た
装
梁
學
も
、
公
羊
と
同
じ
く
浦
朝
中
期
以
後
再
び
研
究
の
鉗
象
に
上
せ
ら
仇
た
。
許
桂
林
は
其
の
最

初
の
功
努
者
で
、
「
穀
梁
偲
時
月
日
害
法
闘
例
」
を
著
し
て
穀
梁
の
義
例
を
明
か
に
し
、
柳
興
恩
は
「
穀
梁
大
義
述
」
を
作
っ
て
大
義
を

つ
の
有
力
な
理
由
を
為
す
と
考
へ
ら
れ

ふ
の
に
其
の
一
端
を
知
り
得
る
如
く
、
宜
帝
の
政
治
は
法
治
主
義

解
明
す
る
努
力
を
試
み
て
ゐ
る
。
鍾
文
蒸
の
柚
註
は
か
4
る
一
般
的
情
勢
の
後
を
承
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
民
國
の
初
め
、
四

に
依
つ
て
作
ら
訊
た
「
穀
梁
古
義
疏
」
は
、
著
者
獨
自
の
拙
界
観
を
強
く
反
映
し
た
解
繹
た
る
特
徽
を
以
て
、
穀
梁
學
の

I
O
 



他
の

春

秋

つ
て
行
は
虹
た
。
杜
預
は
自
ら
「
左
仰
癖
あ
り
」
と
稲
し
た
如
く
、
左
氏
他
の
研
究
に
半
生
を
傾
け
た
學
者
で
、
そ
の
左
偲
學
史
上
に
於

の

る
地
位
定
確
立

)
-
」
ま
‘

沿
｝
：
し
し

二
同
の
脱
皮

し

の
杜
預
に
依

↑入っ

の

ら
な
か
っ
た
。

と
は
、
正
に
此
の
こ

回
の

の

あ
る
。

過
ぎ
な
か
つ

と
有
る
の
が
、

て
初
め
て

そ
の

。
劉
飲
以
前
、
章
句
義
理
も
備
ら
ず
、

る
新
た
な
使
命
を
帯
び
る
に
至
っ

が
唯
古
字
古
言
の
訓
詰
を
偲
へ
る
に

「
偲
文
記
引
い
て
以
て

祠
左
氏
偲
多
古
字
古
言
、

及
劉
欲
治
左
氏
、
引
僻
文
以
解
経
、
轄
相
疲
明
、
由
是
章
句
義
理
備
謁
、

た
の
は
何
時
頃
か
と
言
へ
ば
、

に

春
秋
時
代
の
の
危
雑
な
記
録
の
輯
成
に
過
ぎ
な
い
。
経
文
と
仰
文
と
が
外
形
上
別
行
し
た
こ
と
は
公
羊
穀
梁
も
同
様
で
あ
る
が
、
左

氏
偲
は
よ
り
本
質
的
な
意
味
に
於
い
て
輝
文
と
は
無
緑
の
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
た
ゞ
春
秋
時
代
の
又
と
無
い
底
史
と
し
一
J
‘

鋏
く
べ

仇
〗
」
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
の
、
春
秋
の
偲
と
見
ら
虹
る
よ
う
に
な
つ

か
ら
ざ
る

ゞ

決
し
て
現
在
の
形
態
茫
取
っ
て
は
ゐ
な
か
つ

左
悼
は
疲
生
的
に
は
春
秋
経
と
の
闘
係
に
於
い
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
来
は

に
も
左
偲
の
引
用
は
膨
く
な
い
か
ら
、
漢
代
籾
期
か
ら

仇
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
初
期
の
左
偲
は

た
の
で
あ
る
。
劉
向
の
別
録
に
淵
源
す

に

十
倦
が
著
録
さ
れ
、
史
記

現
行
の
左
氏
偲
は
、

し
其

に

し
て
の
旗
質
怯
は
全
く
別
問
題
に

そ
仇
は
左
氏
仰
が

あ
る
が
、

に
見
え
る
有
名
な
誅
話
で
あ
る
が
、
左
氏
他
の
仰
と
し
て
の
債
値
左
高
め
よ
う
と
す
る
こ
の
説
話
の
目
的
は
涅
解
で
き
る
と
し
て
も
、
史

形
態
に
落
附
く
に
至
っ
た
鯉
緯
を
知
仇
ば
、

文
が
配
訟
さ
仇
、
凡
例
定
敦
け
て
春
秋
の
大
義
を
明
か
に
す
る
様
能
を
果
す
な
ど
、
い
か
に

し
て
目
的
的
に
作
ら
し
め
る
形
と
具
へ
て
ゐ
る
が
、
此
の
形
花
取
る
ま
で
に
左
偲
は

ぜ
ず
し
て
自
ら
明
か
と
為
る
で
あ
ら
う
。

左
氏
偲
の

孔
子
と
闊
係
の
深
い
左
丘
明
で
な
い
こ
と
は
今
や
蔽
ふ
べ
く
も
な
い



蓋
周
公
之
志
、
仲
尼
従
而
明
之

け
る
功
紐
は
質
に
儲
大
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
杜
預
の
左
偲
學
で
先
づ

分
網
之
年
、
奥
側
之
年
相
附
、
比
其
義
類
、
各
詔
而
解
之
、

と
序
に
於
い
一
J

述
べ
る
如
く
、
従
来
別
行
し
て
ゐ
た
経
と
他
と
定
合
併
し
た
の
社
に
止
ら
ず
、
年
皐
位
に
網
偲
定
排
比
し
て
差
と
仰
と
の

不
可
分
闘
係
を
確
立
し
た
こ
と
が
摯
げ
ら
虹
る
。
つ
ま
り
左
偲
が
現
在
の
形

を
引
い
一
J

鰹
花
解
し
た
」
劉
欲
も
此
ま
で
の
手
は
加
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
憫
裁
上
の
菱
化
に
止
ら
す
、
内
容
上
見
逃
し
得
な
い
充
質
は
凡
例
の
唸
備
で
あ
る
。
彼
は
左
偲
に
於
け
る
條
例
主
義
の
存
在

を
確
認
す
る
為
め
、
春
秋
闘
例
十
五
巻
を
著
し
て
撤
底
的
整
狸
を
加
へ
、
左
偲
の
凡
例
を
五
十
に
定
立
し
共
れ
が
悉
く
周
公
の
制
作
に
出

で
る
こ
と
塗
創
説
し
た
。
凡
例
を
五
十
と
定
め
た
こ
と
が
紙
に
左
偲
學
史
上
の
大
事
件
な
る
を
失
は
な
い
が
、
共
紅
を
孔
子
の
創
作
に
非

-
↑
し
て
周
公
に
節
し
た
一
事
は
更
に
深
刻
な
意
味
を
有
す
る
。
勿
論
杜
預
は
孔
子
の
疲
意
に
成
る
七
條
の
菱
例
（
新
例
と
も
言
ふ
）
を
認

め
て
、
春
秋
に
於
け
る
孔
子
の
創
意
を
存
器
す
る
努
力
を
彿
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
五
十
の
凡
例
（
新
例
に
封
し
て
蕉
例
と
言
ふ
）

が
す
べ
て
周
公
の
制
定
で
、
孔
子
は
箪
に
其
の
造
意
を
祖
述
し
た
に
過
ぎ
な
く
な
仇
ば
、
春
秋
に
託
さ
仇
た
孔
子
の
批
判
精
肺
は
洲
原
的

に
は
周
公
に
連
る
も
の
で
、
孔
子
の
主
慨
的
意
志
の
比
軍
は
減
殺
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
序
に

ふ
の
は
そ
の

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
仇
は
「
共
の
義
は
丘
ひ
そ
か
に
之
を
取
る
」
と
い
ふ
、

を
、
大
幅
に
菱
更
す
る
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
杜
預
が
左
偲
昭
公
一

が
魯
の
史
官
に
偲
承
低
存
さ
れ
た
と
強
調
す
る
所
以
は
此
に
在
る
。

ま
た
杜
預
は
記
録
用
具
に
策
と
簡
と
の
別
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
大
賽
は
策
に
、
小
事
は
簡
に
記
録
す
る
習
慣
の
存
し
た
こ
と
を
主
張

す
る
。
而
し
て
策
に
書
せ
ら
仇
た
大
事
は
君
命
に
よ
り
赴
告
を
待
っ
て
始
め
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
経
文
が
卯
ち
其
れ
で
あ
り
、
簡
は

か
4
る
正
式
の
手
績
き
を
要
せ
ざ
る
小
事
で
、
偲
文
が
是
で
あ
る
と
い
ふ
解
繹
を
す
る
。
此
の
見
解
は
種
々
の
黙
で
結
論
的
に
は
首
肯
し

春

秋

へ
ら
仇
た
の
は
、
全
く
杜
預
に
始
る
こ
と
で
、

の
韓
宜
子
の
記
事
に
依
拙
し
て
、
周
公
制
作
の
義
例

こ
と
は
、

孟
子
以
来
の
春
秋
學
の
根
本
精
紳

「
他
文



春

秋

王
芽
之
胤
、
郷
氏
無
師
、
爽
氏
亡
、

X 

X 

左
偲
は
劉
歓
に
よ
つ
て
第
一
同
の
エ
作
が
施
さ
汎
て
以
後
學
界
に

X 

ひ
、
ま
た
後
淡
空
氾
升
も
邸
火
に
言
及
し
て
ゐ
る
か
ら
、
其

難
い
が
、
左
氏
の
偲
が
鯉
文
と
直
接
に
無
闘
係
で
且
つ
経
文
と
比
較
に
な
ら
な
い
細
事
左
彩
し
く
記
録
し
て
ゐ
る
所
以
を
説
明
す
る
為
め

に
は
巧
妙
な
方
法
と
言
ふ
べ
く
、
杜
預
の
左
偲
學
の
一
特
色
た
る
を
失
は
な
い
。

し
て
は
服
虔
の
如
き
は
大
な
る

の
衰
展
に
寄
奥
し
た
。
そ
の
中
訓
詰
の
一
回
に

て
の
必
須
條
件
の
完
成
に
貢
獣
し
た
學
者
は
買
逹
・
許
淑
．
頴
容
『
な
ど
で
あ
っ
た
。
杜
頂
の

x
 

ば
、
加
い
系
的
合
醗

し
て
ゐ
る
が
、

ゞ
周
闘
冥
氏
の
鄭
衆
の
注
に
其
の
名
が
見
え
る
こ
と
を
以
て
、
共
の
存
在
を
立
腔
し
得
る
の
で
あ
る
。

二
目
以
て

立
て

4
春
秋
の
偲
と
し

的
解
繹
の
祖
立
を
特
徽
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
仇
は
買
・
許
・
頴
等
に
よ
つ
て
徐
る
に
準
備
さ
仇
た
、
左
氏
他
と
し
て
進
む
べ
き
降
．

史
的
大
方
向
の
終
局
の
姿
に
外
な
ら
な
い
。

漢
代
に
於
け
る
春
秋
の
偲
は
、
公
羊
・
穀
梁
・
左
氏
の
匠
か
尚
ほ
殴
穂
有
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
先
づ
郷
氏
春
秋
と
爽
氏
春
秋
と

は
隋
書
鯉
籟
志
に

と
言
は
仇
て
ゐ
る
。
前
淡
宜
帝
の
時
の
人
王
吉
は
邸
氏
春
秋
左
治
め
た

の
頃
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
雨
者
の
内
容
は
勿
論
知
り
得
な
い
が
、
漢
志
に
は
倶
に
十
一
堡
と
記
さ
紅
る
所
か
ら
推
測
し
て
恐

ら
く
今
文
の
系
統
に
局
す
る
も
の
と
思
は
仇
る
。

Y

郷
穴
の
ほ
か
更
に
疏
氏
・
冥
氏
の
二
つ
が
有
っ
た
。
疏
氏
春
秋
は
訛
漢
の
疏
廣
の
作
。
疏
廣
は
孟
卿
の
弟
子
で
あ
る
が
、
孟
卿
は
公
羊

春
秋
の
煩
雑
を
好
ま
な
か
っ
た
と
偲
へ
ら
虹
る
か
ら
、
疏
廣
の
春
秋
も
多
分
此
の
精
紳
を
以
て
基
調
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
冥
氏
春
秋
は

前
淡
の
冥
都
の
作
。
冥
都
は
顔
安
業
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
此
の
學
間
は
公
羊
に
近
い
一
派
で
あ
っ
た
と
判
斯
さ
仇
る
。
冥
氏
春
秋
は
た

定
総
し
、
後
漠
に
在
つ
て
は
買
造
以
下
多
く
の



春
秋
三
偲
の
成
立
を
見
て
か
ら
後
、
そ
の
學
問
は
そ
れ
人
＼
＇
の
姿
に
展
開
し
、
公
羊
に
於
い
て
は
何
休
、
穀
梁
に
於
い
て
は
苑
寧
、
左

氏
に
於
い
て
は
杜
預
の
學
に
到
逹
し
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
然
し
此
は
三
偲
の
根
本
精
肺
は
飽
く
ま
で
之
を
絶
弼
説
し
て
（
原

則
的
に
は
砲
寧
の
殺
梁
偲
に
鉗
す
る
場
合
と
雖
も
）
、
そ
の
間
明
を
企
閾
す
る
も
の
で
あ
り
、
側
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
り
或
ひ
は
進
ん

で
自
ら
新
た
な
春
秋
偲
を
著
さ
う
と
す
る
意
欲
を
蔵
す
る
も
の
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
。
然
る
に
唐
の
中
期
（
八
iJt
紀
）
の
頃
に
な
る
と
、

三
偲
を
批
判
の
酎
象
と
為
し
新
た
な
春
秋
偲
を
創
作
す
る
様
運
が
醸
成
さ
仇
、
春
秋
學
は
弦
に
大
な
る
轄
換
期
を
迎
へ
る
こ
と
4
な
っ

た
。
唆
助
・
趙
匡
・
陸
淳
の
三
人
が
共
の
代
表
的
學
者
で
あ
る
。

此
の
三
人
に
闘
係
あ
る
代
表
的
著
述
と
し
て
は
、
先
づ
咲
助
の
春
秋
統
例
と
集
注
と
の
二
害
を
合
し
、
趙
匡
が
自
説
を
加
味
し
て
編
築

し
た
春
秋
間
徴
纂
類
義
統
十
巻
が
學
げ
ら
れ
る
。
全
書
の
構
成
は
杜
預
の
卿
例
に
倣
つ
て
厳
密
な
義
例
を
立
て
、
條
例
主
義
の
立
場
か
ら

春
秋
の
新
解
闘
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
所
に
特
徴
が
有
る
。
之
と
同
類
の
書
で
現
在
完
存
す
る
春
秋
暖
趙
集
偲
纂
例
十
巻
は
、
咲
助
作
る

所
の
統
例
三
巻
に
趙
匡
が
損
益
を
加
へ
た
上
に
更
に
陸
淳
が
整
珪
を
施
し
て
成
立
し
た
書
物
で
、
條
例
主
義
に
基
く
春
秋
の
解
繹
を
核
心

と
し
、
兼
ね
て
春
秋
の
宗
旨
及
び
三
偲
の
得
失
に
論
及
し
て
ゐ
る
。
ま
た
春
秋
集
偲
辮
旋
十
巻
は
陸
淳
の
言
に
依
れ
ば
、
條
例
の
形
に
整

廻
し
て
前
の
築
列
十
巻
に
牧
め
得
な
い
諸
庫
項
を
取
り
扱
ふ
目
的
の
下
に
、
咬
．
趙
の
詮
に
本
い
て
陸
淳
の
撰
ず
る
所
で
、
例
を
為
さ
ゞ

る
諸
事
項
及
び
褻
貶
に
就
い
て
三
偲
を
批
評
し
、
獨
自
の
判
斯
を
下
す
こ
と
が
多
い
。
最
後
に
陸
淳
の
撰
に
係
る
春
秋
徴
旨
三
巻
は
、

咲
・
趙
の
學
に
基
い
て
春
秋
の
徽
旨
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
複
雑
菰
ま
る
史
夜
を
分
析
し
て
其
の
耽
會
的
道
徳
的
意
味
左

的
蹄
に
把
握
す
る
困
難
茫
指
摘
し
、
春
秋
の
精
肺
は
、
搬
楓
反
正
、
氣
臣
賊
子
を
憫
紅
し
め
る
と
い
ふ
顕
然
た
る
放
果
の
ほ
か
、
細
か
い

の
中
に
伏
在
す
る
徴
旨
を
壺
見
す
る
に
在
る
、
と
す
る
見
地
か
ら
作
ら
加
た
書
物
で
あ
る
。

以
上
の
各
書
を
貫
く
根
本
精
肺
は
、
要
す
る
に
春
秋
に
甑
せ
ら
れ
た
孔
子
の
精
肺
の
解
繹
に
就
い
て
、
全
く
新
た
な
立
場
を
取
ら
う
と

春

秋

...... 
ノ‘

一四



春

款

ー
ス
で
、
宋
代
に
至
っ
て

き
な
轄
換
の
氣
運
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

し
た
所
に
在
る
。
其
の
背
後
に
は
、
の
精
紳
を
三
偲
と
も
に
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
と
す
る
、
三
個
に
鉗
す
る
基
本
的
不
信
が
厳
然
と

し
て
存
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
前
漠
以
来
勁
揺
し
な
か
っ
た
三
偲
の
僻
統
的
櫂
威
が
公
然
否
認
さ
れ
た
最
初
の
ケ

に
甜
す
る
個
人
の
偲
が
陸
絞
と
し
て
出
現
す
る
に
道
を
開
い
た
こ
と
は
勿
論
、

亙
る
大




