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こ
こ
で

四
庫
分
類
法
の
歴
史

1 
こ

し‘

い
て
い
る
が
、
大
略
又
は
概
略
の
意
味
で
、
こ
の
種
類
に
励
す
る
圏
書
を
網
羅
し
た
こ
と
を
示
す
も

の
六
つ
の
綱
目
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

⑨
諸
子
略

①
六
藝
略

③
詩
賦
略

四

庫

分

類

法

の
貯
蔵
が
相
常
な
敷
蓋
に
逹
す
れ
ば
、
そ
の
保
存
と
利
用
の
た
め
に
目
録
の
編
成
は
銑
く
こ
と
の
出
来
な
い
條
件
と
な
る
。

目
録
は
目
録
記
述
と
分
類
の
二
部
分
か
ら
成
立
ち
、
前
者
は
説
明
に
精
粗
の
差
は
あ
っ
て
も
、
古
来
か
ら
記
述
様
式
の
上
で
は
大
き
な
相

違
は
な
い
が
、
後
者
は
場
所
に
よ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
色
々
な
分
類
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
圏
書

の
分
類
法
に
は
一
定
の
法
則
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
要
は
検
索
と
利
用
の
便
利
の
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
違
の

生
ず
る
こ
と
も
自
然
の

い
で
あ
ろ
う
。
四
庫
分
類
法
も
そ
の
一
種
で
あ
り
、
専
ら
中
國
に
於
て
行
わ
れ
、
骰
生
の

に
至
る
ま
で
猶
存
績
し
て
い
る
黙
に
於
て
世
界
に
比
類
の
な
い
分
類
法
で
あ
る
。
こ
の
分
類
法
も
初
め
か
ら
こ
の
名
稲
を
も
っ
て
披
足
し

た
も
の
で
な
く
、
完
成
ま
で
に
は
幾
多
の
菱
遷
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
そ
の
紐
過
の
跡
を
概
観
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

中
園
に
於
て
現
存
す
る
最
古
の
園
書
目
録
は
、
後
樅
の
班
固
の
作
っ
た
漢
書
の
一
篇
の
褻
文
志
で
あ
る
。
襲
文
志
に
は
分
類
と
し
て
次

⑮
兵
書
略

⑮
敷
術
略

の

歴

史

⑥
方
技
略

鈴

木

隆

い
こ
と
と
、
現
在



四
庫
分
類
法
の
歴
史

(
B
.
 C
.
 2
6
)

に
光
緑
大
夫
の
劉
向
に
詔
し
て
宮
中
の
圏

（
菰
文
志
序
）
。

そ
の

の
で
あ
っ
て
、
分
類
法
で
は
部
又
は
類
に
相
常
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
六
類
の
各
々
の
一
類
は
更
ら
に
細
分
類
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
六

藝
略
は
九
種
に
分
か
れ
、
同
様
に
諸
子
略
は
十
種
、
詩
賦
略
は
五
種
、
兵
書
略
は
四
種
、
敷
術
略
は
六
種
、
方
技
略
は
四
種
に
細
分
類
さ

れ
て
い
る
。
藝
文
志
は
そ
の
最
後
に
「
六
略
、
三
十
八
種
、
五
九
六
家
、
一
三
・
ニ
六
九
巻
」
と
結
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
班
固
の
藝
文
志
の
目
録
は
彼
が
始
め
て
作
っ
た
も
の
で
な
い
。
藝
文
志
の
序
文
に
よ
る
と
、
そ
の
先
輩
に
常
る
劉
向
・
劉
飲

父
子
が
既
に
圏
書
目
録
を
作
っ
た
。
劉
向
の
目
録
は
こ
れ
を
「
別
録
」
と
名
付
け
二
十
巻
あ
り
、
劉
飲
の
も
の
は
「
七
略
」
と
名
付
け
七

巻
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
が
、
二
書
と
も
に
南
宗
ま
で
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
。
別
録
・
七
略
は
中
國
に
お
け
る
最
初
の
目
録
で
あ
る
が
、

記
巻
五
十
三
）
。

こ

の
目
録
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
の
紐
過
を
述
べ
る
と
、
先
秦
以
来
の
闘
書
は
秦
の
始
皇
帝
の
焚
書
に
よ
っ
て
多
く
失
わ
れ
た
。
漢
の
高

祖
の
軍
除
が
秦
の
都
咸
陽
に
入
城
す
る
以
前
に
、
丞
相
の
繭
何
は
秦
の
宮
室
に
あ
っ
た
「
丞
相
御
史
の
律
令
・
躙
書
を
回
牧
し
た
」
・
（
史

始
皇
は
民
間
の
間
書
は
こ
れ
を
取
上
げ
焚
い
た
が
、
宮
中
の
書
庫
に
は
大
部
の
圏
書
を
蔵
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
書
が
漢

の
宮
中
の
所
有
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
摸
の
園
家
の
基
礎
が
定
ま
る
と
と
も
に
政
治
の
方
針
が
軍
事
か
ら
文
化
の
充
質
に
重
貼
が
置
か
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
為
め
一
旦
亡
ん
だ
閻
書
が
再
び
現
わ
れ
、
或
は
新
し
い
著
述
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
薗
書
の
敷
量
も
次
第
に

増
加
す
る
に
至
っ
た
。
殊
に
武
帝
は
文
武
雨
道
に
亘
っ
た
大
事
業
を
為
し
遂
げ
た
天
子
で
あ
る
が
、
文
教
の
面
で
は
儒
學
を
以
つ
て
國
教

の
官
を
置
き
、
下
、
諸
子
傭
説
に
及
ぶ
ま
で
皆
宮
中
の
秘
府
に
蔵
し
た
」

と
定
め
、
又
「
蔵
書
の
策
を
建
て
、

た
め
「
外
は
太
常
・
太
史
・
博
士
の
蔵
あ
り
、
内
に
は
延
閣
・
廣
内
・
秘
室
の
府
あ
り
」
（
藝
文
志
序
）
と
云
う
よ
う
な
多
く
の
蔵
書
を
見

る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
漢
の
末
葉
で
は
宮
中
の
総
圏
書
は
三
三

・
O九
〇
咎
を
敷
え
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
等
の
間
書
は
適
常
な
管
理
法
を

講
じ
な
け
れ
ば
亡
失
の
恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
検
索
に
も
不
便
で
あ
り
、
そ
の
上
色
々
の
系
統
の
書
物
が
雑
つ
て
い
て
、
そ
の
異
同
を
校
勘

し
て
定
本
を
作
ら
な
く
て
は
利
用
も
十
分
で
な
い
。
こ
の
た
め
成
帝
の

し
め
た
。
向
は
自
ら
紐
隠
・
諸
子
・
詩
賦
0
-

―

の
手
咸
を
し
て
敷
術
の
書
を
整
理
せ
し
め
、

の
書
を
校
勘
す
る
と
共
に
、
歩
兵
校
尉
の
任
宏
を
し
て
兵
書
を
、
太
史
令

の
整
理
が
終
る
毎
に
、
そ
の
園
書
の
篇
目
と
内
容
の
大
意
を
巻
頭
に
附
し
て
天
子
に
奏



こ
の

四
耶
分
類
法
の
歴
史

題
を
一
書
徳
で
な
く
、

一
人
の

の
如
く
見
倣
し
て
い
る
の
は
、
父
子
の
合
作
で
あ
る
ば
か
り

る
分
類
目

し
て
校
勘
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
専
門
の

一
は
輯
略
と
云
い
、

上
し
た
。
完
成
間
近
に
劉
向
は
没
し
た
の
で
、
そ
の
子
の
劉
飲
が
父
の
業
を
饂
ぎ
、
成
帝
の
綬
和
元
年

(
B
.
C
.
 8
)

に
完
成
し
た
。
前
後

二
十
年
の
歳
月
を
費
し
た
こ
と
に
な
る
。
各
書
の
咎
頭
に
附
し
た
提
要
だ
け
を
別
に
集
め
て
「
別
録
」
と
名
付
け
て
輩
行
し
た
。
劉
歓
は

別
録
と
七
略
の
相
違
勘
は
何
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
別
録
は
一
冊
鉗
に
そ
の

の
篇
目
・
大
惑
・
校
勘
の
結
果
を
記
録
し
た
も
の
で
、

後
世
の
目
録
に
比
較
す
れ
ば
解
題
目
録
か
蔵
書
題
跛
に
類
し
た
も
の
で
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
に
到
し
て
七
略
は
短
期
間
に
完
成
し
、
且

つ
そ
の
巻
敷
が
別
録
の
三
分
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
別
録
を
本
と
と
し
て
こ
れ
を
筒
略
に
し
た
も
の
で
な
い
か
。
即
ち
解

一
類
侮
に
ま
と
め
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
類
別
が
取
り
も
な
お
さ
ず
分
類
の
謂
に
外
な

ら
ぬ
。
七
略
の
膝
っ
た
分
類
は
、
そ
れ
を
樅
承
し
た
藝
文
志
の
分
類
法
か
ら
察
す
る
と
、
常
時
行
わ
れ
た
學
術
の
分
類
乃
至
學
派
の
価
別

を
本
と
と
し
た
よ
う
に
思
う
。
七
略
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
全
闘
書
を
七
類
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
七
略
の

の
概
論
で
あ
っ
て
、
目
録
の

の
も
の
で
な
い
か
ら
、
質
際
の
分
類
網
目
は
六
類
に
常
る
わ
け
で
あ
る
。
別
録
で
も
何
か
の

分
類
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
殊
に
前
述
の
如
く
夫
々
専
門
の

に
よ
つ
て
匿
別
し
て
も
自
ら
分
類
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
別
録
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ

し
て
七
略
は
閻
書
を
犀
分
す
る
分
類

長
を
記
録
し
た
目
録
記
述
が
作
ら
れ
、
次
に
分
類
が
施
さ
れ
る
の
が
整
理
の
順
序
で
あ
る
。
別
録
と
七
略
の
闘
係
は
こ
の
目
録
と
分
類
の

整
理
に
相
常
す
る
も
の
で
あ
る
。
盤
理
作
業
は
通
例
、

あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
劉
向
父
子
の
場
合
は
、
大
部
の
闘
書
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
分
類
表
が
始
め
て
創
設
さ
れ
た
時
期

で
あ
る
か
ら
、
雨
作
業
が
父
子
二
人
の
間
に
分
掠
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
二
害
を
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

録
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
後
世
で
は
別
録
七
略
と
稲
し
、
あ
だ
か
も
一

で
な
く
、
内
容
上
か
よ
う
な
闘
係
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

別
録
の
完
成
に
引
紹
き
「
七
略
」
を
作
っ
た
。

の
整
理
と
校
勘
に
あ
り
、
こ
れ
に
封

れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
園
書
館
の
整
理
作
業
に
於
て
も
、
先
ず
間
書
の
特

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
分
類
表
が
既
に
定
め
て



に
努
力
が
彿
わ
れ
、
蔵
書
も
追
k

増
加
す
る
に
至
っ
た
。

書
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
篇
の
藝
文
志
は
前
淡
時
代
に
存
し
た
全
園
書
の
目
録
に
富
り
、
且
つ
そ
の
目
録
は
六
類
に
分

類
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

し
ま
っ
た
が
、

‘
 

r
/
j
 

こ
の
分
類
法
は
全
く
劉
欽
の
七
略
に
よ
っ
た
も
0
で
あ
る
。
さ
れ
ば
七
略
の
原
本
は
亡
ん
で

こ
の
藝
文
志
か
ら
大
盟
の
形
を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

次
い
で
後
漢
の
時
代
に
入
る

後
漠
の
章
帝
の
建
初
七
年

(
A
•
D
.
8
2
)

に
班
固
の
漠

別
録
七
略
及
び
藝
文
志
に
よ
つ
て
、
闘
書
目
録
の
形
態
が
創
設
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
模
し
て
日
録
が
容
易
に
作
り
う
る

3

漢
が
亡
び
魏

が
立
つ
に
及
ん
で
、
魏
の
秘
書
郎
の
鄭
獣
が
「
中
紐
」
を
作
っ
た
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
判
ら
な
い
。
次
い
で

助
が
鄭
獣
の
中
紐
に
よ
つ
て
「
中
紐
新
簿
」
十
四
巻
を
作
っ
た
。
こ
の
新
縛
の
特
色
は
宮
中
の
網
圃
書
を
四
類
の
網
目
に
よ
つ
て
分
類
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
部
を
甲
乙
丙
丁
と
名
付
け
、
甲
部
は
六
藝
及
び
小
學
書
。
乙
部
は
古
代
諸
子
家
及
び
近
世
諸
子
家
・
兵
書
・
兵

家
・
術
敷
の
書
。
丙
部
は
史
記
・
奮
事
・
皇
覧
簿
・
維
堪
、
卯
ち
歴
史
書
。
丁
部
は
詩
賦
・
間
讃
・
汲
家
書
の
園
書
を
牧
め
た
も
の
で
あ

る
（
隋
国
紐
笥
志
）
。
荀
励
の
四
分
類
を
班
固
の
六
分
類
に
比
較
す
る
と
、
四
分
類
の
甲
部
と
丁
部
は
藝
文
志
の
六
藝
略
と
詩
賦
略
に
一
致

し
、
異
る
所
は
乙
部
と
丙
部
で
あ
る
。
藝
文
志
は
歴
史
書
の
獅
立
部
門
を
立
て
ず
、
司
馬
遷
の
史
記
な
ど
は
六
藝
略
の
中
の
春
秋
類
の
中

に
入
れ
て
い
る
。
荀
勘
は
歴
史
部
門
を
新
設
し
て
こ
れ
を
丙
部
と
名
付
け
た
。
次
に
藝
文
志
で
は
後
世
、
諸
子
類
に
穂
括
さ
る
べ
き
薗
書

を
議
論
書
と
技
術
書
と
に
犀
別
し
、
前
者
は
こ
れ
を
諸
子
略
に
牧
め
、
後
者
は
技
術
の
専
門
別
に
よ
っ
て
、
兵
書
略
・
敷
術
略
・
方
技
略

の
三
類
に
分
け
て
い
る
。
ぃ
旬
励
は
こ
れ
等
を
ま
と
め
て
乙
部
に
合
併
し
た
の
で
あ
る
。
褻
文
志
が
歴
史
部
門
の
獨
立
を
認
め
な
か
っ
た
の

は
、
春
秋
と
い
う
歴
史
書
が
六
藝
略
の
中
に
入
っ
て
い
る
為
め
で
も
あ
る
が
、
直
接
の
原
因
は
前
渡
の
時
期
に
は
未
だ
歴
史
の
著
作
が
少

な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
後
漢
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
多
く
の
歴
史
書
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
藝
文
志
で
は
春
秋
類
を
二
十
―
―

の

劉
向
父
イ
に
よ
つ
て

四
庫
分
類
法
の
歴
史

れ
た
大
部
0
宮
中
0

前
漢
の

と
と
も
に
大
部
分
焚
か
れ

四

の
秘
書
監
の
荀



四
卯
分
類
法
の
歴
史

の
鯉
籟
志
で
は
史
部
に
励
す
る
図
書
は
八
百
十
七
部
、
正
史
類
だ
け
で
も
六
十
七
部
を
敷
え

か
ら
隋
ま
で
、
二
三
百
年
の
距
り
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
荀
励
の
頃
の
事
情
が
推
測
出
来
よ
う
。

を
獨
立
せ
し
め
た
主
な
原
因
で
な
い
か
と
思
う
。
又
荀
勘
が
甑
文
志
の
諸
子
・

理
由
は
推
測
の
外
は
な
い
が
、
こ
こ
に
励
す
る
著
作
は
議
論
と
技
術
と
の
犀
別
が
あ
っ
て
も
、
闘
家
祉
會
の
政
治
や
追
徳
と
直
接
に
は
闊

係
の
な
い
一

の
著
作
で
あ
る
と
い
う
の
で
一
類
に
合
併
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

荀
勘
は
か
よ
う
に
藝
文
志
の
六
分
類
を
改
め
て
四
分
類
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
日
録
學
上
の
功
糾
は
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
四
部
の

各
類
の
下
に
厨
す
る
細
分
類
に
つ
い
て
は
十
分
研
究
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

よ
っ
て
大
部
分
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
晋
の
著
作
郎
の
李
充
、
宋
の
秘
書
監
の
謝
霰
運
等
も
四
部
目
録
を
作
っ
た
が
、

中
紐
新
簿
に
本
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
宋
の
王
倹
は
宋
の
後
巖
帝
の
元
徽
元
年

(
A
•
D
.

4
7
3
)

に
「
元
徽
四
部
書
目
」
四
脊
を
作

っ
た
。
王
倹
は
こ
の
四
部
書
目
の
外
に
劉
歓
の
七
略
に
倣
つ
て
「
七
志
」
七
十
咎
を
作
っ
た
。
そ
の
分
類
は

①
紐
典
志
⑫
諸
子
志
⑥
文
翰
志
固
軍
事
志
⑥
陰
陽
志
⑥
術
藝
志
⑦
閻
諧
志
追
佛
附
見
、
合
九
條

七
略
は
六
分
類
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
倣
っ
た
七
志
は
七
分
類
で
あ
り
、
壻
加
の
部
門
は
地
理
・
地
闘
の
獨
立
を
計
り
、
間
譜
志
を
設
け

た
。
又
七
略
の
兵
書
略
を
軍
書
志
と
陰
陽
志
の
二
部
門
に
分
け
、
反
翌
に
合
併
し
た
も
の
は
七
略
の
敷
術
略
と
方
技
略
を
合
せ
て
術
藝
志

と
し
た
。
荀
勘
に
よ
っ
て
獅
立
し
た
歴
史
書
は
再
び
紐
典
志
の
中
に
合
併
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

王
倹
が
一
方
で
は
「
四
部
書
目
」
を
作
り
、
他
方
ま
た
「
七
志
」
を
作
っ
た
の
は
ど
う
云
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
四
部
0
分
類

法
は
荀
勘
が
披
明
し
て
以
来
、
廣
く
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
は
質
用
上
の
便
利
か
ら
考
え
付
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
劉
向
父

子
の
別
録
七
略
の
分
類
の
順
序
と
い
う
も
の
は
學
術
の
披
逹
の
順
序
に
従
っ
て
い
る
。
學
衛
の
骰
逹
は
胴
家
祉
會
の

と
云
わ
れ
、
政
治
道
徳
の
基
本
に
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

上
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

五

六
続
」

こ
の
歴
史
書
の
壻
加
が
彼
を
し
て
丙
部

い
ず
れ
も
荀
勘
の

闘
係
す
る
學

問
が
先
ず
生
じ
、
次
い
で
個
人
の
學
間
・
思
想
が
生
ず
る
。
六
藝
略
を
分
類
の
第
一
に
お
い
た
の
は
、
そ
こ
に
牧
め

こ
れ
に
較
べ
て
諸
子
略
や
詩
賦
略
は
、
い
ず
れ
も
個
人
の
一

の
秘
府
の
圏
書
も
恵
帝
・
懐
帝
の
時
の
内
胤
に

敷
術
・
方
技
の
四
類
を
乙
部
の
一
類
に
合
併
し
た



に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
こ
れ
一
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
荀
助
が
歴
史
書
を
獨
立
せ
し
め
る
と
と
も
に
、

に
お
い
た
の
は
、
史
記
以
下
の
歴
史
書
が
漢
代
以
後
の
出
版
物
で
あ
る
所
か
ら
、

励
の
甲
乙
丙
丁
0
四
部
は
著
作
の
出
版
の
先
後
に
よ
っ
て
犀
別
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
こ
の
貼
は
七
略
の
排
列
が
學
術
の
本
末
に

よ
つ
て
分
類
し
た
こ
と
と
基
準
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
版
の
先
後
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
は
、
目
録
學
か
ら
見
て
意
義
の
少
な

い
も
の
で
あ
る
。
李
充
及
び
隋
志
の
紐
籍
志
以
後
の
目
録
で
は
、
荀
助
の
乙
丙
を
入
れ
換
え
、
乙
部
は
歴
史
、
丙
部
は
諸
子
類
に
訂
正
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
荀
励
の
四
部
分
類
は
か
よ
う
に
便
宜
的
な
考
え
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
細
分
類
に
餘
り
考
慮
を
彿
わ
な
か

っ
た
事
は
既
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
細
分
類
は
目
録
學
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
分
類
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
検
索
、
整
理
、
保
管
の
黙

か
ら
云
え
ば
、
分
類
の
綱
目
は
少
な
い
方
が
都
合
が
よ
い
。
他
方
、

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
丙
部

こ
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
は
大
分
類
を
筒
輩
に
し
、
小
分
類
を
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

義
ふ
茉
•
春
秋
等
の
紐
書
を
継
括
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
六
継
の
名
は
既
に
旺
子
（
天
迎
篇
）
に
見
え
、

つ
ま
り
系

統
的
の
分
類
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
系
統
的
と
云
え
ば
、
既
に
述
べ
た
如
く
七
略
や
甑
文
志
も
こ
の
分
類
法
を
採
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
分
類
法
に
於
け
る
系
統
の
意
義
を
十
分
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
。
六
褻
略
は
易
・

諸
子
略
の
本
を
な
す
諸
子
百
家

っ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
王
倹
が
荀
励
に
倣
っ
た
四
部
書
目
と
、
七
略
に
倣
っ
た
七
志
を
別
行
せ
し
め
た
と
こ
ろ
か

ら
も
窟
わ
れ
る
。
即
ち
雨
分
類
を
合
併
す
れ
ば
直
ち
に
系
統
的
分
類
法
が
生
ず
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
一
歩
前
に
止
つ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

そ
の
本
づ
く
七
略
の
分
類
の
類
と
綱
と
の
闘
係
が
緊
密
で
な
く
、
容
易
に
分
離
し
う
る
よ
う
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
王

倹
に
と
つ
て
は
分
類
の
系
統
化
よ
り
も
箪
一
化
す
る
こ
と
が
七
略
の
主
旨
に
合
っ
す
る
と
考
え
た
た
め
に
、
二
種
の
分
類
表
を
合
併
す
る

に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
う

3

王
倹
の
考
え
を
樅
承
し
、
分
類
網
日
の
決
定
に
功
紹
の
あ
っ
た
も
の
が
梁
の
玩
孝
緒
で
あ
る
。
そ
の
且

録
を
「
七
録
」
十
二
咎
と
名
付
け
、
武
帝
の
普
通
年
間
に
完
成
し
た

3

そ
0
綱
目
は

の
語
が
史
記
(
[
費
誼
偲
）

に
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

七
略
及
び
藝
文
志
の
系
統
的
分
類
法
は
箪
に
先
秦
以
来
の
慣
用
名
を
襲

の
種
類
を
正
確
に
甑
別
す
る
に
は
分
類
網
目
は
詳
し
い
程
よ
い

の
乙
部
の
次
に
お
い
た
も
の
と
思
う
。
さ
れ
ば
荀

四
庫
分
類
法
の
歴
史

一/‘ 



さ
れ
て
、

四
庫
分
類
法
の
歴
史

七

⑳

記

偲

録

⑮

文

集

録

⑮

技

術

録

⑥

佛

法

録

⑦

仙

追

録

七
録
を
七
志
と
比
較
し
て
そ
の
網
目
の
異
動
を
調
べ
て
み
る
と
、
七
志
で
は
歴
史
書
が
紐
典
志
の
中
に
合
併
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
地
理

書
が
圏
譜
志
と
し
て
獨
立
部
門
を
為
し
て
い
た
も
の
を
、
七
録
は
歴
史
と
地
理
を
合
併
し
て
記
侮
録
の
一
部
門
を
立
て
た
。
又
七
志
で
は

軍
書
志
と
陰
陽
志
と
が
二
部
門
を
為
し
て
い
た
も
の
を
、
七
録
は
雨
者
を
共
に
諸
子
類
に
合
併
し
て
子
兵
録
に
牧
め
て
い
る
。
そ
の
他
七

志
で
は
佛
道
二
書
を
附
録
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
七
録
は
正
規
の
分
類
に
牧
め
て
い
る
。
尤
も
七
録
は
一
般
の
闘
書
を
内
篇
と
稲
し
、

佛
道
二
書
を
外
篇
と
云
つ
て
賑
別
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
七
録
は
同
じ
く
七
分
類
と
稲
し
な
が
ら
、
七
志
に
較
べ
て
分
類
の
網
目
が
減
少

し
て
い
る
。
佛
道
の
二
類
を
除
く
な
ら
ば
五
分
類
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
簡
素
化
に
よ
る
分
類
の
不
備
は
、
五
類
の
下
に
第
二
次

の
細
分
類
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
細
分
類
は
極
め
て
詳
細
な
も
の
で
、
内
篇
の
第
一
の
紐
典
録
は
九
綱
、
第

二
の
記
他
録
は
十
二
網
、
一
の
子
兵
録
は
十
一
網
、
第
四
の
文
集
録
は
四
網
、
第
五
の
技
術
録
は
十
網
に
分
か
れ
、
又
外
篇
の
佛
法
録

は
五
網
、
仙
道
録
は
四
網
に
分
か
れ
、
合
計
五
十
五
網
に
な
る
。
分
類
の
一
網
目
を
新
設
す
る
こ
と
す
ら
、
仲
々
容
易
な
こ
と
で
な
い
の

に
、
五
十
以
上
の
網
目
を
作
り
、
且
つ
そ
れ
を
相
互
矛
盾
な
く
排
列
す
る
こ
と
は
、
除
程
の
學
識
が
な
け
れ
ば
出
来
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
偲

記
に
よ
る
と
院
孝
緒
は
十
―
―

で
五
紐
の
大
義
に
通
じ
、
長
ず
る
に
及
ん
で
博
＜
躇
書
を
極
め
、
且
つ
精
力
強
記
で
學
者
の
宗
と
す
る
所

と
な
っ
た
。
度
々
朝
廷
の
招
聘
を
受
け
た
が
、
こ
れ
を
断
つ
て
研
究
に
没
頭
し
、
五
十
八
歳
で
没
し
た
と
偲
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
程
の

大
學
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
分
類
の
撰
定
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
五
十
五
綱
の
す
べ
て
が
彼
の
疲
案
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

七
録
の
序
文
に
「
今
所
撰
七
録
、
期
酌
王
劉
」
と
あ
る
か
ら
、
劉
飲
と
王
倹
に
本
＜
所
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
。
前
述
の
如
く
七
略
及
び

そ
れ
を
郷
承
し
た
瀕
書
の
藝
文
志
で
は
「
六
略
、
三
十
八
種
」
と
云
つ
て
い
る
が
、
こ
の
三
十
八
種
と
あ
る
の
が
、
七
録
の
細
分
録
に
嘗

る
も
の
で
あ
る
。
王
倹
の
七
志
に
も
同
様
な
細
分
類
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
網
目
数
は
判
ら
な
い
。
七
録
は
こ
の
三
十
八

種
を
五
十
五
種
に
披
展
せ
し
め
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
第
二
次
の
細
分
類
と
第
一
次
の
七
分
類
と
が
組
合
わ

―
つ
の
分
類
系
統
を
為
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
王
倹
の
七
志
で
は
四
部
分
類
と
七
分
類
と
が
合
併
せ
ず
、
二
種
の
目
録
書
と

①
紐
典
録

③
千
兵
録



作
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
に
現
わ
れ

の

な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
院
孝
緒
の
七
録
で
は
大
分
類
と
小
分
類
と
が
併
用
さ
れ
、
系
統
的
分
類
が
漸
く
現
わ
れ
始
め
た
の
で

あ
る
。
後
世
の
四
部
分
類
は
大
分
類
は
四
部
で
あ
る
の
に
到
し
て
、
七
録
は
七
分
類
で
あ
る
所
に
雨
者
の
相
違
が
あ
る
が
、
併
し
七
録
の

七
分
類
を
見
る
と
、
第
一
の
紐
典
録
は
四
部
分
類
の
紐
部
に
常
り
、
第
二
の
記
博
録
は
史
部
に
嘗
り
、
第
三
の
子
兵
録
は
子
部
に
嘗
り
、

第
四
の
文
集
録
は
集
部
に
常
る
も
の
で
あ
っ
て
、
殆
ん
ど
四
部
分
類
の
形
骰
は
備
つ
て
い
る
と
云
つ
て
よ
い
。
た
だ
七
録
で
は
第
五
に
技

う
の
で
あ
る
。

一
部
門
が
四
部
分
類
に
較
べ
て
多
い
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
子
部
の
中
に
合
併
さ
れ
て
し
も

七
録
の
次
に
現
わ
れ
、
且
つ
後
世
の
目
録
學
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
も
の
が
隋
書
の
罷
籍
志
で
あ
る
。
隋
代
の
著
作
は
八
九
・
六
六

六
咎
の
莫
大
な
敷
量
に
逹
し
、

こ
れ
を
整
理
し
て
有
用
な
も
の
六
•
五
二
0
部
、
五
六
・
八
八
一
巻
の
圏
書
を
記
録
し
た
の
が
、
こ
の
続

籍
志
で
あ
っ
て
、
唐
の
長
孫
無
忌
等
の
編
纂
し
た
隋
書
の
中
の
一
篇
で
あ
る
。
丁
度
、
班
固
の
藝
文
志
が
漠
書
の
中
の
一
篇
で
あ
る
と
同

様
で
あ
る
。
別
録
七
略
以
来
、
幾
多
の
目
録
書
が
亡
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
等
の
目
録
書
が
輩
行
本
で
あ
っ
た
た
め
に
、
目
録
學
者
以

外
に
は
注
意
を
彿
う
も
の
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
に
射
し
て
、
漢
書
の
藝
文
志
、
隋
書
の
経
籍
志
は
正
史
の
中
の
一
篇
で

あ
っ
た
た
め
に
、
現
在
ま
で
残
っ
た
の
で
あ
る
。
紐
籍
志
は
そ
の
序
文
に
「
遠
覧
馬
史
班
書
、
近
観
王
・
院
志
録
」
と
あ
る
よ
う
に
、
七

志
・
七
録
に
本
づ
く
所
が
多
い
。
そ
の
分
類
法
に
つ
い
て
云
え
ば
四
部
分
類
を
採
用
し
、
且
つ
こ
れ
を
紐
・
史
・

・
集
と
名
付
け
る
と

共
に
、
佛
・
道
の
二
類
は
こ
れ
を
附
録
と
し
た
。
紐
史
子
集
の
四
部
の
名
稲
は
紐
籍
志
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
賓
質
は
既

に
七
録
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
で
、
続
籍
志
は
こ
れ
を
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
隋
志
が
七
録
を
襲
う
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
四
部
の

部
門
侮
の
細
分
類
を
調
べ
て
み
る
と
よ
く
判
る
。
即
ち
七
録
の
細
分
類
は
内
篇
で
は
四
十
六
網
を
敷
え
る
の
で
あ
る
が
、
経
籍
志
は
こ
の

網
目
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
紐
籍
志
は
七
略
・
七
志
・
七
録
等
の
先
人
の
業
績
を
基
礎
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

常
時
に
あ
っ
て
最
も
進
ん
だ
目
録
書
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
後
世
で
も
こ
れ
を
根
本
的
に
改
め
る
必
要
を
見
な
い
程
に
優
れ
た
著

術
類
、
第
六
に
佛
法
録
、
第
七
に
仙
道
録
の

四
卯
分
類
法
の
歴
史

の
紐
籍
志
、

宋
史
の
藝
文
志
、
明
史
の
藝
文
志
、
及
び
最
後
に
出
た
四

ノ＼



四
卯
分
類
法
の
歴
史

は
少
な
く
、
大
部
0
蔵
書
は
天
子
の
宮
中
に
集
ま
っ
た
。
従
っ
て

帯
峡
飯
、
皆
異
色
以
別
之
」

（
店
曹
藝
文
志
巻
一
）
と
あ
り
、
色
に
よ
つ
て
四
庫
の
書
を
犀
別
し
た
。

九

の
正
副
雨
書
を
お
き
、
四
庫
ご
と
に
「
軸

わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

の

目
録
か
ら
省
き
、
新
膳
書
は
子
部
の
道
家
類
に
牧
め
、

庫
全
書
網
目
提
要
な
ど
の

の

あ
る
。
王
倹
の
七
志
は
佛
・
道
を
附
録
と
し
、
院
孝
緒
の
七
録
は
こ
れ
を

の
目
録
は
、
す
べ
て
鯉
籍
志
を
本
と
し
て
部
分
的
の
修
正
を
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
。
歴
代
の
藝
文
志
で
長

く
分
類
の
位
置
の
決
ま
ら
な
か
っ
た
も
の
が
佛
．

正
規
の
分
類
に
入
れ
、
紐
籟
志
は
再
び
こ
れ
を
附
録
と
し
た
。

明
史
は
佛
書
の
為
め
に
繹
家
類
の
一
目
を
立
て
、
こ
の
分
類
法
は
四
庫
全
書
縮
目
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
於
て
一

分
類
位
置
が
決
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

の
紐
籍
志
は
四
部
分
類
を
確
立
し
た
と
云
う
も
の
の
、
猶
附
録
と
し
て
佛
・
道
の
二
類
を
伴

つ
て
い
る
の
で
、
完
全
な
る
四
部
分
類
と
は
云
え
ず
、

唐
の
玄
宗
皇
帝
の
開
元
年
間
に
東
都
の
宮
中
の
集
賢
院
の
闘
害
は
八
九

・
0
0
0巻
に
逹
し
、

に
は
紐
・
史
の

こ
の
二
類
を
削
除
し

の
紐
籍
志
に
至
っ
て
名
賓
備
っ
た
四
部
分
類
が
現

こ
れ
を
四
庫
に
分
置
し
た
。
鰹
庫
に
は

一
・
七
五
二
巻
、
史
庫
に
は
二
六
・
八
二0
春
、
子
庫
に
は
ニ
―
•
五
四
八
巻
，
集
庫
に
は
一
七
・
九
六
0
巻
を
敷
え
る
に
至
っ
た
。

崖
以
前
の
歴
代
宮
中
の
蔵
書
も
分
類
に
従
っ
て
書
庫
を
異
に
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
隋
の
燭
帝
の
大
業
元
年
に
は
東
都
の
観
文
殿
に
東
西
雨

屋
を
構
え
、

に
は
子
・
集
の
書
を
分
置
し
た
と
云
わ
れ
る
が
、
未
だ
四
庫
に
分
け
る
ま
で
に
至
っ
て
い

な
い
。
然
る
に
唐
に
至
り
四
部
分
類
が
決
定
し
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
従
っ
て
四
庫
に
分
け
た
の
で
あ
る
。
四
部
分
類
を
四
庫
分

類
と
も
稲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
由
来
が
あ
る
。
玄
宗
は
東
西
雨
都
に
四
庫
の

唐
以
後
、
分
類
の
主
流
は
四
庫
分
頬
に
な
る
が
、
た
だ
宋
代
に
至
っ
て
出
版
の
事
情
が
大
き
く
愛
つ
て
来
た
。
膳
以
前
の
圏
書
は
紗
本

を
主
と
し
た
。
従
っ
て
巻
子
本
が
多
か
っ
た
。
紗
本
は
製
作
に
手
敷
が
か
か
り
、
費
用
も
要
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
蔵
書
家
と
い
う
も
の

の
目
録
は
官
撰
が
主
で
あ
っ
た
。
然
る
に
五
代
の
渇
道
に
よ
つ
て



集

部

⑬

文

類

子

部

⑥

諸

子

類

⑰

天

文

類

⑥

五

行

類

⑨

藝

術

類

⑩

誘

方

類

⑪

類

書

類

史

部

⑥

史

類

紐
部

①
紐
類

⑱
朧
類

③
楽
類

っ
た
。
宋
の
晟
公
武
の

（
郡
齋
讀
古
志
巷
九
）
の
四
類
が
あ

印
刷
本
が
始
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
印
刷
に
よ
る
刊
本
が
廣
く
流
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
宋
代
に
は
個
人
の
蔵
書
家
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な

尤
妾
の
「
遂
初
堂
書
目
」
や
、
績
い
て
陳
振
孫
の
「
直
齋
書
録
解
題
」
な
ど
の
個
人
の
撰
述

に
な
る
、
官
蔵
以
外
の
圏
書
目
録
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
が
下
つ
て
元
の
馬
端
臨
の
「
文
獣
通
考
紐
籍
志
」
し
、
明
代
の
目
録
た
る

の
黄
虞
稜
の
「
千
頃
堂
書
日
」
な
ど
の
日
録
が
現
わ
れ
る
が
、
共
に
官
撰
の
目
録
に
倣
つ
て
四
庫
分
類
を
採
用
し
て
い
る
。

個
人
の
目
録
が
出
る
と
、
必
し
も
官
撰
の
分
類
規
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
な
い
。
官
撰
の
目
録
は
や
や
も
す
る
と
前
代
の
形
式

を
踏
襲
す
る
傾
向
に
な
り
易
い
が
、
個
人
の
も
の
で
あ
る
と
獨
自
の
分
頻
法
の
出
る
可
能
性
が
あ
る
。
既
に
北
宋
の
仁
宗
の
時
に
河
南
の

李
淑
が
「
郎
暉
書
目
」
を
作
り
、
紐
史
子
集
の
四
分
類
の
外
に
「
藝
術
志
・

り
、
通
計
八
類
に
な
り
、
従
っ
て
八
分
類
を
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
い
で
南
宋
の
初
め
に
鄭
樵
が
通
志
を
作
り
、
そ
の
中
に
「
甑
文

類
•
四
十
網
゜

の
四
類
•
四
十
二
網
。

略
」
の
一
篇
を
設
け
た
。
鄭
樵
は
古
来
か
ら
の
目
録
書
に
載
つ
て
い
る
閻
書
を
、
存
亡
を
問
わ
ず
盛
く
集
め
て
分
類
を
加
え
、
四
庫
分
類

に
よ
ら
ず
十
二
分
類
法
に
よ
っ
た
。
更
に
第
二
次
の
細
分
類
は
一
五
五
網
、
こ
の
網
の
下
に
二
八
四
目
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
隋
志
の
四

の
四
類
・
四
十
四
綱
。
そ
し
て
最
後
に
出
た
四
庫
全
書
純
目
で
も
四
類
•
四
十
四

網
の
分
類
に
比
較
し
て
も
、
鄭
憔
の
分
類
は
非
常
に
細
分
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
宋
代
に
な
っ
て
出
版
の
事
情
が
よ
く
な

っ
た
と
云
う
も
の
の
、
そ
の
為
め
に
新
し
い
種
類
の
圏
書
が
現
わ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
鄭
樵
が
斯
様
に
十
二
分
類
法
を
と
る
に
至

っ
た
わ
け
は
何
か
。
十
二
類
を
四
庫
の
四
類
に
比
較
す
る
と
、
結
局
四
庫
の
各
類
を
細
分
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
即
ち

固
小
學
類

大
慨
か
ら
云
え
ば
紐
部
を
四
分
し
、
子
部
を
六
分
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
七
略
の
六
分
類
、
七
志
・
七
録
の
七
分
類
に
近
い
と

の
歴
史

こ



四
庫
分
類
法
の
歴
史

い
る
（
校
離
通
義
序
）
。

は
こ
の
考
え
を
椴
ぐ
と
と
も
に
、

も
の
が
正
史
の
藝
文
志
で
あ
る
。

法
が
生
じ
て
き
た
理
由
で
あ
る
。

云
え
る
。
大
分
類
が
十
二
類
に
壻
加
す
れ
ば
、
そ
0
下
〇
網
目
も
常
然
壻
加
し
て
く
る
。
例
え
ば
「
文
類
」
の
下
に
は
梵
僻
、
別
集
、
細

集
、
詩
穂
集
、
賦
、
賛
頌
…
・
：
た
ど
二
十
一

易
、
石
紐
、
章
句
、
偲
な
ど
の
十
六
目
を
立
て
て
い
る
。
全
盟
で
十
一

犀
分
し
て
い
る
。
網
の
下
に
は
更
に
日
を
立
て
4

竺
例
え
ば
紐
類
の
「
易
」

0
網
は
古

•
一
五
五
網
・
ニ
八
四
目
に
な
る
。

鄭
氏
の
日
録
に
載
せ
た
園
壽
は
、
現
存
す
る
と
否
と
を
問
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
日
録
は
通
例
の
目
録
が
蔵
書
目
録
で
あ
る
の

と
趣
き
を
異
に
す
る
。
鄭
氏
は
そ
の

の
中
に
「
學
間
が
専
門
的
に
な
ら
な
い
の
は
、
書
物
が
明
か
で
な
い
か
ら
で
あ
り
、
書
物
の

明
か
で
な
い
の
は
、
分
類
が
正
確
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
専
門
の

人
が
生
ず
る
。
人
が
そ
の
學
を
守
り
、
學
が
其
書
を
守
り
、

あ
れ
ば
、
専
門
の
學
が
あ
り
、
専
門
の
學
が
あ
れ
ば
、
世
々
守
る

そ
の
分
類
を
守
れ
ば
、
人
に
存
没
が
あ
っ
て
も
、
學
問
は
息
ま
ず
、
世

に
愛
故
が
あ
っ
て
も
書
は
亡
び
な
い
。
…
・
：
書
物
の
亡
在
る
の
は
、
分
類
の
法
が
正
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

れ
に
よ
る
と
鄭
氏
の

の
分
類
は
質
は
學
術
の
分
類
を
謡
味
す
る
。
閾
書
の
分
類
が
正
確
で
な
い
と
専
門
學
が
亡
び
、
引
い
て
は
學
問

全
睦
が
衰
微
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
閻
書
の
分
類
は
い
く
ら
細
か
く
と
も
、
過
ぎ
る
と
云
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
鄭
氏
の
分
類

一
慨
出
版
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
學
術
界
の
大
勢
を
概
観
し
よ
う
と
し
、
圏
書
目
録
を
利
用
し
た

の
藝
文
志
を
初
め
と
し
て
、
歴
代
の
正
史
に
甑
文
志
又
は
純
籍
志
の
一
篇
を
設
け
て
あ
る
の
は
、

箪
な
る
蔵
書
目
録
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
の
學
術
の
歴
史
を
示
そ
う
と
い
う
日
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
鄭
氏
の
「
藝
文
略
」

一
代
だ
け
で
な
く
、
古
代
か
ら
宋
代
に
至
る
ま
で
の
學
術
史
を
編
縞
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
な
い
か
と

思
う
。
日
録
の
編
成
は
や
や
も
す
る
と
技
術
的
に
虞
理
さ
れ
易
く
、
こ
れ
を
學
問
的
に
研
究
す
る
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
鄭
氏
は

そ
の
敷
少
い
目
録
學
者
の
中
で
最
も
優
れ
た
學
者
で
あ
る
。
さ
れ
ば
清
の
元
旱
學
誠
は
、
鄭
樵
は
劉
向
以
来
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
買
め
て

鄭
樵
に
よ
つ
て
四
庫
分
類
以
外
の
分
類
法
が
創
設
さ
れ
る
と
、
こ
の
考
え
に
影
欝
さ
れ
て
、
獨
自
0
分
類
法
に
本
い
た
蔵
書
目
録
が
現

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
明
代
の
大
勢
で
あ
る
。
明
の
英
宗
の
正
統
六
年(
A
•
D
.
1
4
4
1
)

官
撰
の
「
文
淵
閣
書
目
」
は
十
七
分
類
を
と

と
云
つ
て
い
る
が
、

こ



①
文
淵
閣
（
北
京
、
宮
城
）

⑨
文
源
閣
（
郊
外
闘
明
園
）

に
乾
隆
帝
は
、
目
録
が
學
術
の
概
観
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
．

四
庫
分
類
法
の
歴
史

り
、
そ
の
他
十
四
類
、
十
八
類
の
目
録
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
風
は
消
初
ま
で
紹
き
、
順
治
年
間
の
錢
曾
の
「
誼
書
敏
求
記
」
は
四
十
四
類
、

康
熙
中
の
王
聞
遠
の
「
孝
慈
堂
雪
目
」
は
八
十
五
類
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
等
の
目
録
は
分
類
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

賓
は
第
一
次
分
類
と
第
二
次
分
類
を
合
併
し
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
系
統
的
と
い
う
黙
か
ら
云
え
ば
、
四
庫
分
順
に
絞
べ
て
一
歩

退
い
た
も
の
と
思
う
。

明
代
で
は
官
撰
の
日
録
は
四
庫
分
類
を
、
個
人
の
目
録
は
蜀
自
の
分
類
を
採
用
し
、
二
種
の
分
類
法
が
併
び
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
状
勢
も
「
四
庫
全
書
穂
目
提
要
」
の
出
現
に
及
ん
で
、
分
類
法
は
四
庫
分
類
に
統
一
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

一
十
八
年
に
始
ま
り
、
四
十
七
年
(
A
•
D
.17
7
2
)

に
至
っ
て
一
應
完
成
し
た
。

を
要
約
し
た
提
要
を
巻
頭
に
加
え
、
後
に
こ
れ
を
集
め
て
輩
行
し
た
の
が
「
四
庫
全
書
穂
目
提
要
」
二

0
0巻
で
あ
る
。
十
年
の
歳
月
と

敷
百
人
に
上
る
一
流
の
學
者
を
集
め
て
編
縞
し
た
も
の
だ
け
に
、
総
目
提
要
は
目
録
と
し
て
比
較
す
る
も
の
の
な
い
程
立
派
な
も
の
で
あ

る
。
提
要
の
採
用
し
た
分
類
法
は
云
う
ま
で
も
な
く
四
庫
分
類
法
で
あ
り
、
こ
の
大
分
類
の
下
に
は
四
十
四
網
の
細
分
類
が
設
け
て
あ
る
。

七
録
の
四
十
六
網
、
隋
志
の
四
十
網
、
に
較
べ
て
網
目
の
壻
加
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
網
の
下
に
、
必
要
な
箇
所
に
は
更

ら
に
詳
し
い
目
の
分
類
が
施
さ
れ
て
い
る
。
類
、
網
、
日
の
三
段
の
分
類
は
頗
る
系
統
的
で
あ
る
。
四
庫
提
要
は
か
よ
う
な
特
長
を
持
つ

と
い
う
も
の
の
、
従
来
の
目
録
に
較
べ
て
特
別
な
創
見
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

編
纂
委
員
の
間
に
討
議
の
あ
っ
た
様
子
が
な
い
が
、
こ
れ
は
四
庫
分
類
を
採
用
す
る
こ
と
が
、
乾
隆
帝
の
最
初
か
ら
の
意
志
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
皇
帝
は
四
庫
分
類
が
最
も
古
い
歴
史
を
持
ち
、
従
っ
て
最
も
安
全
な
分
類
法
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共

の
検
索
用
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
事
を
考
え
て
い
た
。
即
ち
提
要
は

大
部
で
、
検
索
に
は
不
便
で
あ
る
と
云
つ
て
、
別
に
「
簡
明
書
目
」
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
は
四
庫
全
書
を
七
部
作
り
、
河
北

に
四
部
、
江
南
に
三
部
を
分
既
し
た
。

③
文
渕
閣
（
奉
天
）
固
文
津
閣
（
熱
河
）

一
憫
四
庫
全
書
が
、
そ
の
分
類
法
を
決
定
す
る
に
嘗
り
、

の
整
理
が
絡
る
ご
と
に
、

そ
の

の
編
纂
は
乾
隆

の
来
歴
や
批
評



紗
」

四
庫
分
類
法
の
歴
史

承
煉
、
澄
生
堂
甚
日
）
。

似
し
て
四
部
に
亘
る
も
の

こ
の

の
獨
立
部
門
を
立
て
た
目
録
書
も
あ
っ
た

拿祁

は
四
部
に
亘
る
貼
は
同
じ
い
が
、
前
者
が
獨

江
南
地
方
に
三
閣
を
お
い
た
の
は
、
常
時
學
間
の
盛
ん
な
江
蘇
．
浙
江
地
方
の
學
者
に
開
放
し
、
自
由
に
利
用
さ
せ
よ
う
と
い
う
為
め
で

あ
る
。
こ
れ
は
圏
書
館
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
、
歴
史
上
嘗
つ
て
無
か
っ
た
新
し
い
試
み
で
あ
る
。
先
の
簡
明
書
目
の
編
纂
も
、
こ
の
園

書
館
の
検
索
に
役
立
た
せ
よ
う
と
の
動
機
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
が
亦
四
庫
分
類
法
を
採
用
し
た
一
因
で
あ
る
。
四
庫

全
書
縮
目
提
要
は
國
家
制
定
の
目
録
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
四
庫
分
類
と
し
て
は
完
全
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
清
一
代
の
分
類
法

た
だ
四
庫
提
要
の
出
現
後
、
四
庫
分
類
に
到
し
て
―
つ
の
愛
更
が
加
え
ら
れ
た
。
即
ち
紐
・
史
・
子
・
集
の
四
部
の
外
に
最
書
部
が
加

え
ら
れ
、
五
部
の
分
類
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
の
中
期
以
後
か
ら
最
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
清
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
此
の

傾
向
は
一
層
増
加
す
る
に
至
っ
た
。
叢
書
は
四
部
の
各
部
の
書
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
四
部
の
い
ず
れ
に
も
所
厨
し
な
い
。
叢
書
に
類

藝
文
志
で
は
、
維
家
類
か
ら
獨
立
し
て
類
書
類
の
一
目
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

と
は
専
門
學
の
名
付
く
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
こ
の
名
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
類
書
は
こ
の
雑
家
に
類
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
新
唐
書
の

「
北
堂
書

「
白
氏
六
帖
」
な
ど
の
大
部
の
類
書
が
紹
々
現
わ
れ
、
維
家
に
附
厠
さ
す
こ
と
が
不
適
営
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
叢
書
が
多
く

現
わ
れ
た
明
代
で
は
、
明
史
の

は
こ
こ
に
定
っ
た
と
云
つ
て
よ
い
。

①
文
皿
閣
（
揚
州
、
大
観
営
）

あ
り
、
そ
の
起
源
は
古
く
、
隋
書
の
紐
籍
志
は
こ
れ
を
子
部
の
維
家
類
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
維
家

⑳
文
宗
閣

に
入
れ
た
。

立
の
鼠
行
書
を
集
め
た
の
に
賢
し
て
、
後
者
は
信
項
を
集
め
て
類
別
し
た
百
科
全
書
や
字
典
に
近
く
、
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
一
類
に
分
類
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
既
に
明
末
に
於
て

が
一
般
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
四
庫
提
要
も
叢
書
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、

の
目
に
止
め
る
に
過
ぎ
な
い
（
四
肌
提
嬰
維
家
類
七
）
。
然
る
に
洞
の
中
期
以
後
か
ら
幣
し
い

た
だ
叢
書
名
を
維
家
類
の
維

出
版
さ
れ
た
の
で
、
光
緒
元
年
(
A
.

D. 1
8
7
5
)

に
張
之
洞
は
「
書
目
苓
問
」
を
著
わ
し
、
四
部
分
類
の
次
に
叢
書
類
を
闘
く
こ
と
に
し
た
。
彼
は
「
勢
難
隷
子
四
部
、
故
別
為

、
金
山
寺
）
③
文
瀾
閣
（
杭
州
、
聖
因
寺
）

こ
れ
は
常
時
「
藝
文
類
緊
」



類
」
と
云
つ
て
、
叢
書
部
と
呼
ば
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
五
部
の
分
類
法
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
四
部
に
附
録
す
る

一
類
と
し
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
清
朝
の
高
官
た
る
張
氏
が
圏
定
の
分
類
法
に
違
反
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
、
四
部
の
次
に
叢
書
部
を

置
く
こ
と
は
、
出
版
の
前
後
に
よ
る
便
宜
的
な
慮
置
で
あ
っ
て
、
目
録
學
上
意
義
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
と
思
う
。

併
し
な
が
ら
賓
用
的
に
は
五
部
分
類
は
便
利
で
あ
る
所
か
ら
、
張
氏
以
後
は
こ
の
五
部
分
類
が
廣
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四
庫
分
類
法
の
完
成
に
は
上
述
の
如
き
長
年
月
を
要
し
、
そ
れ
だ
け
中
園
園
書
に
射
し
て
は
最
も
適
常
し
た
分
類
規
則
で
は
あ
っ
た
が
、

こ
の
分
類
法
も
消
朝
の
滅
亡
と
共
に
、
そ
の
役
割
り
を
果
し
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
華
民
園
が
誕
生
し
、
欧
米
の
學
問
思
想
が
入
り
、

そ
の
た
め
中
國
固
有
の
分
類
法
で
は
虞
理
し
難
い
著
述
が
増
加
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
新
し
い
出
版
物
の
分
類
整
理
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
四
庫
分
類
法
を
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、

の
種
類
及
び
利
用
方
法
の
全
く
一
菱
し
た
現
在
で
は
、
寧
ろ
別
箇
の
分
類

法
を
採
用
す
る
こ
と
が
放
果
的
で
あ
る
。
さ
れ
ば
特
別
な
岡
書
館
設
備
以
外
で
は
、
四
庫
分
類
法
は
餘
り
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
在
の

大
勢
で
あ
る
。

の
歴
史

一
四


