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中
国
研
究
集
刊

湯
浅
邦
弘
教
授
退
休
記
念
号
（
第
六
十
九
号
）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月

一
八
一

一
九
二
頁

―

懐
徳
堂
学
派
の
『
論
語
』
首
章
解
釈

―

―

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
理
解

黑

田

秀

教

は
じ
め
に

「
学
び
て
時
に
之
れ
を
習
ふ
、
亦
た
説
し
か
ら
ず
や
」
は
、
最
も
人
口
に
膾
炙
す
る

孔
子
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
古
来
親
し
ま
れ
て
き
た
『
論
語
』
の
冒
頭
で
あ
る
が

「
学
」

、

と
は
何
ぞ

「
習
」
は
如
何
、
は
た
ま
た
「
学
」
と
「
習
」
と
の
関
係
は
如
何
様
に
と
い

、

う
具
合
に
、
そ
の
解
釈
は
読
者
の
数
だ
け
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
含

蓄
の
深
さ
こ
そ
が
時
を
超
え
て
愛
好
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
で
注
目
す

る
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
も
、
そ
の
「
時
」
の
解
釈
に
揺
れ
が
あ
る
句
で
あ
る

『
論
語

。

注
疏
』
に
お
い
て
疏
を
書
い
た
宋
の
邢
昺
は
皇
侃
に
基
づ
い
て
「
時
」
の
解
説
を
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
し
て
「
学
に
は
三
時
有
り
」
と
し
て
三
つ
の
「
時
」
を
列
挙

し
て
い
る
。
即
ち
、
年
齢
に
適
応
し
た
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
「
身
中
の
時

、
四
季
折
々

」

に
相
応
し
い
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
「
年
中
の
時

、
一
日
の
生
活
の
な
か
で
行
動
の
折
々

」

に
そ
の
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
「
日
中
の
時
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

。

（
注
１
）

で
は
、
現
代
に
お
け
る
理
解
は
ど
う
な
の
か
。
今
試
み
に
、
大
家
に
よ
る
日
本
語
訳

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

加
地
伸
行

（
注
２
）

〔
い
つ
で
も
そ
れ
が
活
用
で
き
る
よ
う
に
〕
常
に
復
習
す
る
。

金
谷
治

（
注
３
）

適
当
な
時
期
に
お
さ
ら
い
す
る
。

宮
崎
市
定

（

）

時
を
決
め
て

弟
子
た
ち
が
集
ま
り

温
習

会
を
ひ
ら
く
の
は

（

）

。

…
…

注
４

お

さ

ら

い

宇
野
哲
人

（
注
５
）

絶
え
ず
こ
れ
を
復
習
し
て
熟
逹
す
る
よ
う
に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
訳
者
に
よ
っ
て
表
現
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
、
理
解
の
方
向
性
が

二
つ
に
大
別
し
得
る
こ
と
に
気
付
く
。
即
ち

「
常
に
、
絶
え
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
復

、

習
を
恒
常
的
に
絶
え
間
な
く
行
い
続
け
る
と
す
る
か
、
も
し
く
は
「
時
を
決
め
て
、
適

当
な
時
期
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
機
会
が
あ
る
折
に
復
習
を
す
る
か
で
あ
る
。
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解
釈
の
方
向
性
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
聞
け
ば
、
そ
れ
は
当
該
箇
所
を
理
解
す

る
た
め
に
参
考
と
し
た
注
釈
の
別
で
あ
ろ
う
と
、
斯
界
の
人
間
で
あ
れ
ば
直
ち
に
想
起

し
得
よ
う
。
事
実
、
こ
の
箇
所
の
理
解
に
は
伝
統
的
注
釈
も
大
別
し
て
二
つ
の
方
向
性

が
あ
り
、
今
挙
げ
た
大
家
も
い
ず
れ
を
重
視
し
た
か
に
よ
っ
て
訳
出
に
相
違
が
生
ま
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は

『
論
語
』
首
章
の
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
句
に
つ
い
て
、
朱
子

、

を
中
心
と
し
た
伝
統
的
な
注
釈
を
確
認
し
た
後
、
近
世
後
期
の
大
坂
に
あ
っ
て
町
人
相。

手
に
儒
学
を
教
え
て
い
た
懐
徳
堂
で
は
如
何
様
に
解
釈
し
て
い
た
か
を
検
討
し
て
ゆ
く

こ
れ
に
よ
り
、
懐
徳
堂
が
庶
民
に
対
し
て
如
何
な
る
学
習
観
念
を
提
示
し
て
い
た
か
が

明
ら
か
に
な
ろ
う
。

一

朱
子
の
解
釈

朱
子
の
解
釈
を
見
る
前
に
、
念
の
た
め
に
古
注
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
何
晏
の
『
論

語
集
解
』
で
は

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
に
関
わ
る
注
釈
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

、

王
曰
く

「

時
」
と
は
、
学
ぶ
者
は
時
を
以
て
之
れ
を
誦
習
す
。
誦
習
す
る
に

、
「

時
を
以
て
し
、
学
の
廃
業
す
る
無
き
は
、
説
懌
為
る
所
以
な
り
」
と

（

論
語

。
『

集
解
』
学
而
篇

）

（
注
６
）

何
晏
は
王
粛
の
言
を
引
き

「
時
」
と
は
学
習
者
が
「
時
を
以
て
」
繰
り
返
し
読
み
学

、

ぶ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
時
を
以
て
」
の
理
解
は
、
同
じ
学
而
篇
に
お
け
る
孔

子
の
言
葉
が
参
考
に
な
ろ
う
。

子
曰
く

「
千
乗
の
国
を

道
く
に
、
事
を

敬
し
み
て
信
あ
り
、
用
を
接
し
て
人

、

み

ち

び

つ

つ

を
愛
し
、
民
を
使
ふ
に
時
を
以
て
す
」
と
。

、「

、

」

包
曰
く

民
を
作
使
す
る
に
必
ず
其
の
時
を
以
て
し

農
務
を
妨
奪
せ
ず

と

（

論
語
集
解
』
学
而
篇

）

。
『

（
注
７
）

民
を
使
役
す
る
に
は
「
時
を
以
て
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
晏
は
包
咸
の
言

葉
を
引
き
、
具
体
的
に
は
農
作
業
を
妨
害
し
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
春

の
種
播
き
や
秋
の
収
穫
な
ど
の
農
繁
期
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
要
す

る
に
、
相
応
し
い
適
切
な
時
期
を
見
計
ら
っ
て
民
を
使
役
す
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
首
章
の
「
時
」
字
も
何
晏
の
理
解
で
は
、
適
切

な
時
を
見
計
ら
っ
て
繰
り
返
し
読
み
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
何
晏
自
身
の
説

明
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
邢
昺
は
皇
侃
を
引
き
、
そ
の
相
応
し
い
時
に
つ
い
て
更
に
詳

細
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
れ
の
時
に
は
何
そ
れ
を
学
ぶ
と
い
う
よ
う

に
、
特
定
の
時
期
に
は
特
定
の
学
ぶ
事
柄
が
あ
る
と
い
う
理
解
を
し
て
お
り
、
実
は
何

晏
を
忠
実
に
敷
衍
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
但
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
ぶ
者
は
常。

に
学
び
続
け
る
な
ど
と
い
っ
た
強
い
緊
張
感
や
義
務
感
は
さ
ほ
ど
醸
成
さ
れ
て
い
な
い

で
は
、
い
よ
い
よ
朱
子
の
理
解
を
確
認
し
よ
う
。
朱
子
『
論
語
集
注
』
で
は
次
の
よ

う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

「
習
」
は
、
鳥
の
数
し
ば
飛
ぶ
な
り
。
学
の
已
ま
ざ
る
こ
と
、
鳥
の
数
し
ば
飛

ぶ
が
如
き
な
り
。

。
既
に
学
び
て
又
た
時
時
之
れ
を
習
へ
ば
、
則
ち
学
ぶ

…
…

所
の
者
熟
し
て
、
中
心
喜
説
し
、
其
の
進
む
こ
と
自
ら
已
む
能
は
ず
。
程
子
曰

く

「
習
は
、
重
ね
て
習
ふ
な
り
。
時
に
復
た
思
繹
し
、
中
に
浹
洽
す
れ
ば
、
則

、

」

。

、「

、

ち
説
ぶ
な
り

と

又
た
曰
く

学
者
将
に
以
て
之
れ
を
行
な
は
ん
と
す
る
や

時
に
之
れ
を
習
へ
ば
、
則
ち
学
ぶ
所
の
者
は
我
れ
に
在
り
、
故
に
説
ぶ
」
と
。

謝
氏
曰
く

「
時
に
習
ふ
と
は
、
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無
し
。
坐
す
る
に
尸
の
如

、
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く
す
と
は
、
坐
す
る
時
に
習
ふ
な
り
。
立
つ
に
斎
の
如
く
す
と
は
、
立
つ
時
に

習
ふ
な
り
」
と

（

論
語
集
注
』
学
而
篇

）

。
『

（
注
８
）

朱
子
は
「
習
」
字
に
つ
い
て
、
鳥
が
空
を
飛
ぶ
こ
と
に
譬
え
る
こ
と
で
、
学
習
と
は

永
続
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
鳥
の
比
喩
は
『
朱
子
語
類
』
巻
二

十
に
お
い
て
「
た
だ
こ
れ
は
、
飛
び
終
わ
っ
て
ま
た
飛
ぶ

」
と
説
明
さ
れ
て
お

（
注
９
）

、

。

「

」

り

同
じ
動
作
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
行
う
と
い
う
意
味
に
過
ぎ
な
い

そ
し
て

時

字
に
つ
い
て
は
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
時
時
」
と
し
、
時
の
経
過
に
従
っ
て
絶
え
間

な
く
既
習
の
こ
と
を
復
習
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
は
程
子
の
言
葉
「
重
ね
て
習
ふ
」
に

よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
る
。
学
ん
だ
こ
と
を
反
復
し
て
思
い
巡
ら
せ
る
こ
と
で
身
の
内
に

し
み
わ
た
る
か
の
よ
う
に
我
が
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
有
り
体
に
言
え

ば
繰
り
返
し
行
う
反
復
学
習
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
該
箇
所
の
解
釈
と
し
て
朱
子
が

反
復
学
習
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は

『
朱
子
語
類
』
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

、

、「

」

。〔

〕

、「
「

」

問
う

時
に
習
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か

と

朱
子
は

答
え
た

上

字
を
書
く
の
に
、
一
つ
書
き
終
え
た
ら
、
ま
た
一
つ
書
き
、
そ
し
て
ま
た
一
つ

書
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
。
そ
の
時
の
先
生
は
逐
一
こ
の
「
上
」
字
を
手

の
ひ
ら
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
た

（

朱
子
語
類
』
巻
二
十
・
論
語
二
・
学
而

。
『

時
習
之
章

）

（
注

）
10

こ
の
朱
子
の
解
説
か
ら
し
て
、
反
復
学
習
と
は
思
索
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

写
字
の
よ
う
に
行
動
を
伴
う
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
朱
子
は
反
復
学
習
と
は
別
の
理
解
を
、
謝
良
佐
の
言
葉
に
よ
っ
て
提
示

し
て
い
る
。
謝
良
佐
は
『
礼
記
』
曲
礼
上
篇
の
記
述
を
踏
ま
え

、
尸
の
よ
う
に

（
注

）
11

坐
る
と
き
に
は
き
ち
ん
と
坐
る
こ
と
を
、
斎
戒
し
て
立
つ
と
き
に
は
き
ち
ん
と
立
つ
こ

と
を
習
う
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
動
作
を
習
う
の
に
適
切
な
行
為
を
し
て
い
る
時
に
習

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
晏
・
皇
侃
を
踏
ま
え
た
邢
昺
の
理
解
に
近
い
。
そ
の

上
で
、
起
居
や
儀
礼
の
折
々
に
行
為
を
通
じ
て
或
る
事
柄
を
習
う
の
で
あ
れ
ば
、
結
果

的
に
は
何
が
し
か
の
こ
と
を
い
つ
も
習
い
続
け
て
お
り
、
常
に
学
習
状
態
に
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

「
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無
し
」
と
い
う
学
習
観
念
が
述
べ
ら

、

れ
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
程
子
に
せ
よ
謝
良
佐
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
常
に
習
っ
て
い
る
状
態

が
持
続
し
て
お
り
、
途
切
れ
な
く
学
習
し
続
け
る
と
い
う
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
学
習

観
が
根
柢
に
あ
る
。
朱
子
が
「
時
」
字
を
「
時
時
」
と
解
説
す
る
の
も
、
二
説
が
共
通

土
台
と
し
て
い
る
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
学
習
観
念
を
前
面
に
出
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

聖
人
に
な
る
べ
く
学
問
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一

時
た
り
と
も
気
を
抜
い
て
学
問

ひ

と

と

き

を
し
な
い
時
間
を
設
け
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
事
を
繰
り
返
し
復
習
す
る
こ
と
と
、
そ
の
折
に
触
れ
て
ふ
さ
わ
し
い

事
柄
を
習
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
は
、
教
誡
と
し
て
は
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
く
、
や
は

り
別
個
の
理
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
指
摘

し
た
の
が
、
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
で
あ
っ
た
。

二

荻
生
徂
徠
の
朱
子
批
判

徂
徠
学
を
樹
立
し
て
か
ら
の
荻
生
徂
徠
は
朱
子
学
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
お
り

『
論

、

語
』
解
釈
に
お
い
て
は
『
論
語
徴
』
に
そ
れ
が
結
晶
し
て
い
る

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」

。

の
句
で
は
、
徂
徠
は
朱
子
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
習
」
を
「
重
習
」
と
訓
む
も
、
亦
た
纏
繞
為
り
。
学
習
は
固
よ
り
重
複
の
義

有
り
。
然
れ
ど
も
重
複
は
豈
に
能
く
学
習
の
義
を
尽
く
さ
ん
や

「
時
に
之
れ
を

。
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習
ふ
」
は
、
既
に
以
て
「
時
時

「
重
習
」
す
と
為
し
、
又
た
以
て
「
時
と
し
て

」

」

。

、

。

習
は
ざ
る
無
し

と
為
す

朱
子
の
解
経
は

特
操
無
き
者
と
謂
ふ
可
き
の
み

「
時
時

「
重
習
」
は
、
僅
か
に
童
子
の
句
読
を
受
く
る
者
の
事
と
為
す

「
時

」

。

と
し
て
習
は
ざ
る
無
く
」
ん
ば
、
則
ち
天
子
諸
侯
の
礼
、
宗
廟
軍
旅
冠
昏
喪
祭

、

。

「

、

は

皆
な
得
て
之
れ
を
習
ふ
可
か
ら
ず

故
に
唯
だ

坐
す
る
に
尸
の
如
く
し

立
つ
に
斎
す
る
が
如
く
す

に

其
の
説
の
窮
す
る
こ
と
を
見
る
可
き
の
み

荻

」

、

。（

生
徂
徠
『
論
語
徴
』
甲

）

（
注

）
12

徂
徠
は
、
朱
子
が
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
に
二
つ
の
解
釈
を
提
示
し
た
こ
と
を
、
無

節
操
で
あ
る
と
し
て
そ
の
態
度
を
批
判
す
る
。
徂
徠
に
言
わ
せ
れ
ば
、
学
習
と
い
う
行

為
に
は
そ
も
そ
も
反
復
し
て
行
う
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
繰。

り
返
し
何
度
も
反
復
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
も
経
解
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い

そ
う
し
た
反
復
学
習
は
児
童
に
経
典
の
文
章
を
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
、
知
識
の
詰
込
み

に
し
か
通
用
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
徂
徠
が
重
視
す
る
の
は
、
儀
礼
の
習
熟
で
あ
る
。
身
体
的
作
法
を
身
に

つ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
動
作
を
行
う
時
に
実
践
的
に
習
う
し
か
な
い
。
そ
こ
で
徂
徠

は
謝
良
佐
の
説
明
を
称
賛
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
徂
徠
は
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
理
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
己
れ
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
。

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
は
、
王
粛
曰
く

「
時
を
以
て
之
れ
を
誦
習
す
」
と
。
伝

、

に
曰
く

「
春
は
誦
し
、
夏
は
絃
し
、
秋
は
礼
を
学
び
、
冬
は
書
を
読
む
」
と
。

、

其
の
之
れ
を
習
ふ
も
亦
た

之
の
如
し

（
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
甲

）

。

（
注

）

か

く

13

徂
徠
は
何
晏
の
引
く
王
粛
説
を
是
と
し
、
そ
れ
を
敷
衍
し
て
『
礼
記
』
文
王
世
子
篇

に
お
け
る
四
季
ご
と
の
学
習
内
容
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る

。
も
っ
と
も
、
既
に

（
注

）
14

見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
理
解
は
何
晏
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
皇
侃
・
邢
昺
に

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
確
か
に
徂
徠
は
反
復
学
習
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
経
典
解
釈
と
は
経
典
の
記
述
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
建
前
を
掲
げ
つ
つ
、

一
方
で
経
典
の
言
葉
を
藉
り
て
自
己
の
思
想
を
語
る
行
為
で
あ
る
。
朱
子
が
絶
え
間
な

い
反
復
学
習
を
当
該
箇
所
の
注
釈
と
し
た
の
も
、
反
復
学
習
を
重
要
視
し
て
い
た
か
ら

に
外
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
徂
徠
は
そ
れ
を
注
解
と
し
て
不
適
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
時
々
に
応
じ
た
学
び
に
比
べ
れ
ば
、
反
復
学
習
を
相
対
的
に
軽
視
す
る
嫌
い
が
あ
っ

た
と
評
せ
よ
う
。

ま
た
、
朱
子
が
程
子
の
言
葉
を
引
い
て
語
っ
て
い
た
思
索
的
復
習
も
、
徂
徠
は
こ
れ

を
除
外
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
徂
徠
が
挙
げ
て
い
る
具
体
例
は
い
ず
れ
も
身
体
動

作
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
実
践
的
行
為
こ
そ
が
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
理
解
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
朱
子
の
よ
う
に
途
切
れ
る
事
の
無
い
学
習
状
態
の
持
続
を
殊
更
意
識

付
け
る
こ
と
も
し
て
お
ら
ず
、
朱
子
学
に
は
存
在
し
て
い
た
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
的
学

習
観
念
が
、
徂
徠
に
あ
っ
て
は
後
退
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

三

懐
徳
堂
黎
明
期
に
お
け
る
解
釈

前
節
ま
で
何
晏
、
朱
子
、
徂
徠
の
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
理
解
を
見
て
き
た
が
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
懐
徳
堂
の
理
解
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

一
番
手
は
、
初
代
学
主
の
三
宅
石
庵
が
享
保
十
一
年
（
西
暦
一
七
二
六
年
）
に
懐
徳

『

』

。

堂
の
官
許
取
得
を
記
念
し
て
行
っ
た
記
念
講
義
の
講
義
録

論
孟
首
章
講
義

で
あ
る

そ
の
講
義
に
お
い
て
、
石
庵
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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習
ハ
手
前
ニ
テ
ト
ク
ト
ナ
ラ
フ
コ
ト
也
。
ナ
レ
ナ
ラ
フ
コ
ト
也
。
時
ハ
時
ヲ
リ

ゴ
ト
ニ
ウ
チ
ヲ
カ
ヌ
コ
ト
也
。

。
一
ト
ホ
リ
学
ヒ
テ
モ
、
手
前
ニ
テ
時
オ

…
…

リ
ニ
ト
リ
出
シ
テ
ハ
、
ナ
レ
ナ
ラ
ヒ
、
ヒ
タ
ト
ク
リ
カ
ヘ
シ
〳
〵
、
思
フ
テ
見

タ
リ
行
ナ
フ
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
始
メ
シ
ブ
リ
テ
ス
マ
ヌ
コ
ト
モ
、
イ
ツ
ゾ
ノ
ホ

ド
ニ
ハ
ホ
ツ
コ
リ
ト
合
点
ガ
イ
ク
モ
ノ
也

（

論
孟
首
章
講
義

）

。
『

』（
注

）
15

石
庵
は
、
一
通
り
学
ん
だ
こ
と
を
、
折
を
見
て
は
「
ヒ
タ
ト
」
繰
り
返
し
繰
り
返
し

思
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
折
衷
学
派
の
面
目
躍
如
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
石
庵
の
説
明
は
朱
子
を
完
全
に
は
襲
っ
て
お
ら
ず
、
朱
子
の

挙
げ
た
二
つ
の
理
解
の
内
、
反
復
学
習
の
み
を
口
に
し
て
お
り
、
謝
良
佐
流
の
理
解
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
懐
徳
堂
黎
明
時
に
お
け
る
『
論
語
』
講
義
で
あ
っ
た
。

小
川
環
樹
に
よ
る
と
、
徂
徠
が
『
論
語
徴
』
の
執
筆
を
計
画
し
て
着
手
し
た
の
が
享

保
元
年
（
一
七
一
六
）
ご
ろ
、
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
刊
本
は
元
文
二
年
（
一
七
三

七
）
で
あ
る
が
、
刊
本
以
前
に
も
改
稿
途
上
の
稿
本
が
書
写
に
よ
っ
て
広
ま
っ
て
い
た

。

、

と
い
う

石
庵
が
ど
こ
ま
で
徂
徠
説
を
聞
き
及
ん
で
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が

（

）

注
16

徂
徠
と
全
く
逆
の
こ
と
を
口
に
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
懐
徳
堂
黎
明
期
の
『
論
語
』
講
義
に
つ
い
て
、
関
連
資
料
が
も
う
一
つ

あ
る
。
そ
れ
は
『
論
語
聞
書
』
で
あ
り
、
石
庵
と
五
井
持
軒
と
に
よ
る
『
論
語
』
講
義

で
あ
る

。
懐
徳
堂
に
お
け
る
講
義
で
は
な
く
、
懐
徳
堂
設
立
前
の
も
の
で
あ
る

（
注

）
17

が
、
石
庵
と
持
軒
と
は
交
流
が
深
く
、
ま
た
持
軒
の
子
で
あ
る
蘭
洲
が
、
後
に
懐
徳
堂

に
お
け
る
学
風
を
朱
子
学
に
改
め
、
反
徂
徠
学
と
い
う
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
懐

徳
堂
黎
明
期
の
『
論
語
』
解
釈
を
探
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

『
論
語
』
首
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
聞
書
』
巻
一
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
の

講
義
録
で
あ
り

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
句
に
関
連
す
る
持
軒
の
説
明
は
次
の
よ
う
な

、

も
の
で
あ
っ
た
。
少
々
長
い
が
、
行
論
上
必
要
と
な
る
の
で
次
に
掲
げ
よ
う
。

―

…
…

▲
時

時
々
刻
々
ナ
リ
。

習

ヒ
ヨ
コ
ノ
ト
ビ
ナ
ラ
ブ
コ
ト
ナ
リ
。
■
数

サ
イ
〳
〵
ト
ブ
ナ
リ
。
ヒ

―

―

：
ヨ
コ
ハ
チ
ク
〳
〵
ト
ト
ビ
ナ
ラ
フ
テ
、
後
ニ
タ
カ
ト
ビ
ス
ル
ナ
リ
。
ヒ
ヨ
コ
ハ

ス
コ
シ
ヅ
ヽ
サ
イ
〳
〵
ト
ブ
ナ
リ
。
ソ
ノ
ヤ
フ
ニ
、
ヒ
タ
モ
ノ
ス
ル
故
ニ
、
後

ニ
功
ガ
ユ
キ
テ
、
タ
カ
ト
ビ
ス
ル
ナ
リ
。
ヒ
タ
モ
ノ
ト
シ
テ
見
ヌ
ト
、
大
ト
ビ

ナ
ラ
ヌ
ナ
リ
。
学
者
モ
ヒ
タ
モ
ノ
道
ヲ
思
フ
テ
見
タ
リ
行
フ
テ
見
ル
ト
、
チ
ク

〳
〵
シ
ア
ガ
リ
テ
、
後
ニ
君
子
ニ
モ
ナ
ル
ナ
リ
。
ヒ
タ
モ
ノ
ナ
ラ
ヒ
熟
ス
ル
ナ

リ
。
■
不
已
カ
ン
ダ
ン
セ
ン
ナ
リ
。
ヒ
タ
モ
ノ
カ
ン
タ
ン
ナ
ク
ス
ル
ト
、
君
子

…
…

ニ
ナ
ル
ナ
リ
。
■

既
学

学
ン
ダ
コ
ト
ヲ
時
々
習
フ
ト
熟
ス
ル
ナ
リ
。
熟
ハ
ナ
マ
デ
ナ
キ
コ
ト
ナ

―

リ
。
火
ニ
テ
料
理
シ
テ
熟
ス
ル
ナ
リ
。
学
ン
デ
モ
ナ
ラ
ハ
ヌ
ト
、
ナ
マ
ナ
リ
。

ワ
ガ
身
ニ
ヒ
タ
モ
ノ
ナ
ラ
フ
ト
熟
ス
ル
故
ニ
、
ウ
マ
ミ
ツ
ク
ナ
リ
。
ソ
コ
デ
ヨ

ロ
コ
ブ
ナ
リ
。
学
ン
ダ
コ
ト
ヲ
ヒ
タ
モ
ノ
熟
ス
ル
故
ニ
、
自
然
ト
心
ノ
中
ヨ
リ

…
…

ヲ
モ
シ
ロ
キ
ト
思
フ
心
出
ル
ナ
リ
。

程
曰

程
子
ハ
知
テ
ト
キ
玉
フ
ナ
リ
。
道
理
ヲ
ヒ
タ
ス
ラ
カ
サ
子
〴
〵
思
ヒ
タ

―

ツ
子
、
イ
ロ
〳
〵
ニ
発
明
ス
ル
ナ
リ
。
習
ヲ
カ
サ
ヌ
ル
ト
ヨ
ム
ナ
リ
。
道
理
ヲ

知
ツ
タ
コ
ト
ヲ
、
ヒ
タ
モ
ノ
ワ
ガ
心
デ
発
明
シ
テ
道
理
ヲ
ト
ク
ト
、
心
ノ
中
ニ

…
…

得
ナ
リ
。

又
曰
学
者

道
ヲ
学
ブ
ハ
行
ナ
フ
タ
メ
ナ
リ
。
時
々
刻
々
道
理
ヲ
思
ヒ
タ
ツ

―
：

、

。

。

子
テ
浹
洽
ス
ル
ト

学
ブ
所
ワ
ガ
モ
ノ
ニ
ナ
ル
ナ
リ

ソ
コ
デ
ヨ
ロ
コ
ブ
ナ
リ

…
…

謝
曰
時
習

コ
レ
ハ
行
ナ
ヒ
テ
ト
ク
ナ
リ
。
時
々
行
ナ
フ
ナ
ラ
ヒ
ア
ル
ト
ナ

―
：

リ
。
●
谷
沢
氏
云
、
行
主
ト
シ
テ
ト
ク
ハ
、
孔
門
ノ
教
行
ノ
ヲ
モ
タ
ル
コ
ト
ヲ
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示
シ
タ
モ
フ
モ
ノ
ナ
リ
。
■
坐

コ
レ
『
礼
記
』
ニ
ア
リ
。
■
戸
祭
ノ
時
ニ
神

―

ノ
代
ニ
ナ
リ
テ
、
祭
ト
ヲ
ウ
ク
ル
ナ
リ
。
尸
、
祭
リ
ノ
時
、
神
ノ
名
代
ヲ
ス
ル

コ
ト
ナ
リ
。
キ
ツ
ト
ワ
ヽ
シ
ミ
坐
シ
テ
ヲ
ル
ナ
リ
。
■
斎
、
ツ
ヽ
シ
ム
コ
ト
ナ

。

、

。

リ

立
ツ
ニ
ウ
カ
ト
セ
ズ

モ
ノ
イ
ミ
ノ
ト
キ
ノ
如
ク
立
ツ
テ
居
コ
ト
ト
ナ
リ

立
ツ
ニ
モ
居
ニ
モ
、
ツ
ヽ
シ
ミ
テ
、
ウ
ツ
カ
リ
ト
ス
ル
ナ
ト
ナ
リ
。
人
ノ
身
ニ

、

。

。

ナ
ス
ワ
ザ
ニ

時
々
ニ
ナ
ラ
ヒ
ア
ル
ナ
リ

ソ
ノ
時
々
ニ
ナ
ラ
ヒ
ガ
ア
ル
ナ
リ

斎
大
事
ノ
コ
ト
ヲ
ス
ル
時
ニ
ト
ソ
コ
モ
リ
、
心
ヲ
ヲ
サ
メ
ヲ
ル
ヲ
、
モ
ノ
イ
ミ

ト
云
フ
ナ
リ

（

論
語
聞
書
』
巻
一

）

。
『

（
注

）
18

石
庵
と
異
な
り
、
持
軒
の
『
論
語
』
講
義
は
概
ね
朱
子
に
忠
実
で
あ
り
、
反
復
学
習

と
謝
良
佐
流
の
そ
の
時
々
の
習
い
と
の
、
両
者
を
押
さ
え
て
い
る
。
但
し
、
持
軒
が
朱

子
の

鳥

を
ヒ
ヨ
コ
に
置
き
換
え
て
説
明
し
て
い
る
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る

論

「

」

。『

語
大
全
』
当
該
箇
所
に
「
厚
斎
馮
氏
曰
く
」
と
し

「
習
は
、
鳥
の
雛

巣
を
離
れ
ん
と

、

」

。

欲
し
て
飛
ぶ
を
学
ぶ
を
之
れ
学
と
称
す

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
の
で
あ
ろ
う
（

）

注
19

持
軒
は
、
ヒ
ヨ
コ
は
飛
ぶ
際
に
「
ヒ
タ
モ
ノ
」
即
ち
ひ
た
す
ら
に
飛
ぶ
こ
と
を
練
習
す

る
た
め
、
や
が
て
高
く
飛
べ
る
よ
う
に
な
る
と
言
う
。
朱
子
に
お
い
て
は
単
に
鳥
が
飛

ん
で
は
止
ま
り
飛
ん
で
は
止
ま
り
と
い
う
よ
う
に
、
動
作
の
反
復
が
言
い
表
わ
さ
れ
て

い
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
、
持
軒
は
同
じ
く
鳥
の
比
喩
を
用
い
て
能
力
の
成
長
・
獲
得

に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
た
め
に
は
専
一
に
同
一
行
動
の
繰
り
返
し
が
重
要
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
。

一
方
、
謝
良
佐
説
に
関
す
る
説
明
は
祖
述
し
た
に
過
ぎ
ず
、
さ
わ
り
程
度
と
な
っ
て

お
り

「
ヒ
タ
モ
ノ
」
を
し
つ
こ
い
ま
で
に
繰
り
返
し
て
強
調
し
、
様
々
な
比
喩
を
用
い

、

て
説
明
す
る
反
復
学
習
の
重
要
性
に
比
べ
る
と
、
い
さ
さ
か
拍
子
抜
け
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
反
復
学
習
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
持
軒
も
石
庵
と

方
向
を
一
に
し
て
い
た
と
評
せ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
懐
徳
堂
黎
明
期
の
「
時
に
之
れ
を

習
ふ
」
の
句
の
理
解
は
、
絶
え
間
な
い
反
復
学
習
を
主
軸
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

四

五
井
蘭
洲
・
中
井
竹
山
の
徂
徠
批
判

懐
徳
堂
の
学
風
を
朱
子
学
と
し
、
反
徂
徠
の
旗
幟
を
鮮
明
に
掲
げ
た
の
が
、
持
軒
の

子
の
蘭
洲
で
あ
る
。
そ
の
主
著
『
非
物
篇
』
で
は
、
徂
徠
『
論
語
徴
』
を
朱
子
学
擁
護

の
立
場
よ
り
論
駁
し
て
い
る
。

首
章
の
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
に
つ
い
て
朱
子
が
二
つ
の
解
釈
を
提
示
し
、
徂
徠
が

こ
れ
を
節
操
に
欠
け
る
と
批
判
し
た
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

案
の
定
、
蘭
洲
は
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
句
に
お
い
て
、
徂
徠
の
見
解
を
批
判
し
て

い
る
。

徂
来
又
た
曰
く

「

時
に
之
れ
を
習
ふ

『
伝
』
に
曰
く

「
春
は
誦
し
、
夏
は

、
「

」
、

、

絃
し
、
秋
は
礼
を
学
び
、
冬
は
書
を
読
む
」
と
。
其
の
之
れ
を
習
ふ
も
亦
た

之
か

く

の
如
し
」
と
。
是
れ
学
究
の
見
な
る
の
み
。
孔
門

人
に
教
ふ
る
に
、
豈
に
此
く

。

、「

『

』

、

の
若
く
之
れ
に
抅
は
ら
ん
か
な

王
応
麟
曰
く

伏
生

太
伝

に
云
へ
ら
く

周
公
三
王
の
道
を
兼
ね
て
、
以
て
春
秋
冬
夏
に
施
す
を
思
ふ
、
と
。
其
の
説
陋

」

。

。（
『

』

）

な
り

と

今
此
の
解
も
亦
た
伏
生
の
耄
に
傚
ふ
な
り

非
物
篇

巻
一
（

）

注
20

蘭
洲
は
、
徂
徠
が
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
学
び
が
あ
る
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
王
応
麟
『
困
学
紀
聞
』
巻
八
に
お
け
る
伏
生
批
判
を
持
ち
出
し

、
徂
徠

（
注

）
21

に
駁
し
て
い
る
。
確
か
に
、
謝
良
佐
の
説
は
あ
る
行
為
を
す
る
時
に
そ
の
動
作
に
つ
い

て
習
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
時
期
ご
と
に
習
う
事
柄
が
決
ま
っ
て
い
る

と
し
、
四
時
ご
と
の
具
体
的
な
学
び
を
挙
げ
て
ゆ
く
の
は
牽
強
付
会
に
過
ぎ
、
主
旨
の

す
り
替
え
で
も
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
蘭
洲
の
徂
徠
批
判
は
、
ど
こ
か
物
足
り
な
い
感
じ
が

す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
徂
徠
に
よ
る
朱
子
批
判
の
根
幹
は
、
朱
子
が
二
つ
の
解
釈
を
持

ち
出
し
た
こ
と
を
節
操
が
無
い
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
す
る
か

ら
に
は
、
当
然
な
が
ら
徂
徠
は
解
釈
を
一
つ
に
絞
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
反
覆
の

意
味
は
そ
も
そ
も
「
学
習
」
の
字
義
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
解
説
と
し
て
不
十
分
で
あ

る
と
し
、
謝
良
佐
説
に
基
づ
い
て
そ
の
時
々
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

よ
っ
て
、
謝
良
佐
が
坐
る
時
、
立
つ
時
と
い
う
よ
う
に
起
居
や
儀
礼
行
為
の
折
々
に
そ

の
動
作
を
習
う
と
し
た
こ
と
を
、
春
夏
秋
冬
と
い
っ
た
時
期
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
習
い

「

」

、

。

が
あ
る
と
徂
徠
が

拡
大

解
釈
し
た
こ
と
は

論
旨
と
し
て
は
実
は
枝
葉
に
当
た
る

と
こ
ろ
が
、
蘭
洲
は
こ
の
枝
葉
の
み
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

徂
徠
が
朱
子
を
批
判
し
て
反
復
学
習
の
重
要
性
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
蘭

洲
は
特
に
言
い
立
て
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
蘭
洲
が
実
は
徂
徠
に
同
調
し
て
い

た
と
判
断
す
る
の
は
武
断
に
過
ぎ
よ
う
。
し
か
し
、
先
程
見
た
よ
う
に
、
懐
徳
堂
黎
明

期
に
お
け
る
父
の
持
軒
や
石
庵
に
よ
る
『
論
語
』
講
義
で
は
、
反
復
学
習
こ
そ
が
重
視

さ
れ
て
い
た
。
然
る
に
、
蘭
洲
は
反
復
学
習
を
軽
視
す
る
解
釈
を
徂
徠
に
よ
っ
て
提
示

さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
反
応
し
な
い
。
蘭
洲
は

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の

、

句
か
ら
不
断
に
行
う
反
復
学
習
の
推
奨
を
読
み
取
る
こ
と
に
、
石
庵
や
蘭
洲
ほ
ど
積
極

的
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

、

『

』

『

』

と
こ
ろ
で

蘭
洲

非
物
篇

を
補
う
目
的
で
作
成
さ
れ
た
の
が
中
井
竹
山

非
徴

で
あ
る
が
、
や
は
り
竹
山
も
当
該
箇
所
に
お
け
る
蘭
洲
の
徂
徠
批
判
に
は
足
り
な
い
も

の
を
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

『
徵
』
に
曰
く
、
時
に
習
ふ
は
、
既
に
以
て
「
時
時

「
重
習
」
と
為
し
、
又
た

」

以
て
「
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無
し
」
と
為
す
。
朱
子
の
解
経
は
、
特
操
無
き
者

と
謂
ふ
可
き
の
み
、
と
。

、

、

、

、

非
に
曰
く

朱
子
の
解
経
は

謙
遜
に
し
て
長
厚

務
め
て
先
儒
の
説
を
援
き

ひ

其
の
得
る
所
無
く
、
有
り
て
従
ひ
難
き
に
与
る
に
至
り
、
而
る
後
に
始
め
て
憶

説
を
立
つ
。
故
に
『
集
注
』
の
並
び
に
旧
説
を
載
す
る
者
は
、
徃
徃
に
し
て
相

ひ
須
ち
て
発
す
。
或
い
は
本
文
の
余
意
を
広
め
、
或
い
は
一
説
に
備
へ
、
学
者

ま

を
し
て
参
考
し
て
以
て
自
づ
か
ら
得
さ
し
む
。
是
の
章
の
程
謝
の
説
の
如
き
、

朱
子
自
づ
か
ら
明
辨
有
り
て
曰
く
、
伊
川
は
専
ら
思
の
字
に
在
り
、
上
蔡
は
専

ら
力
行
に
於
い
て
し
、
皆
な
偏
す
る
に
似
た
り
、
と
。
又
た
曰
く
、
謝
説
は
乃

ち
習
の
字
を
推
広
す
、
と
。
陳
新
安
も
亦
た
曰
く
、
謝
氏
の
「
時
」
字
を
言
ふ

は

「
時
時
」
の
意
と
異
な
れ
り
、
と
。
朱
子
姑
く
采
り
、
以
て
一
説
に
備
ふ
る

、
の
み
。
是
れ
何
ぞ
特
操
無
き
こ
と
之
れ
有
ら
ん
。
渠
の
殊
見
を
騖
せ
、
先
儒
を

は

排
し
、
力
め
て
新
奇
の
説
を
創
り
、
自
ら
稽
ふ
る
無
き
を
恥
ぢ
ず
。
或
い
は
先

、

、

、

、

説
を
窃
み
て

以
て
柏
盲
の
徒
を
誑
し

謙
厚
の
風

地
を
掃
き
て
索
ぐ
る
者

さ

朱
子
解
経
の
法
と
、
固
よ
り
年
を
異
に
し
て
道
ふ
な
り
。
若
し
夫
れ
『
徵
』
の

い

「
時
時

「
重
習
」
を
以
て
童
子
の
事
と
為
し
、
天
子
諸
侯
の
礼
、
得
て
習
ふ
可

」

か
ら
ざ
る
を
以
て

「
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無
し
」
を
駁
す
は
、
其
れ
抅
迫
拗
戾

、

に
し
て
、
盖
し
辨
ず
る
に
遑
あ
ら
ず

（

非
徴
』
巻
之
一

）

。
『

（
注

）
22

竹
山
は
、
朱
子
が
二
つ
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
擁
護
す
る
。
竹
山
に
言
わ

せ
る
と
、
朱
子
の
解
経
方
法
は
先
賢
を
尊
ぶ
と
い
う
謙
遜
の
意
に
よ
り
、
努
め
て
先
儒

の
学
説
を
援
用
し
て
お
り
、
納
得
で
き
な
い
時
に
な
っ
て
初
め
て
自
分
の
考
え
を
打
ち

出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
旧
説
が
並
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
学
習
者
に
自

得
を
促
す
た
め
の
参
考
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
朱
注
の
中
に
複
数
の
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
を
竹
山
は
弁
護
し
、
そ

「

」

、

、

の
上
で
こ
の

時
に
之
れ
を
習
ふ

の
箇
所
で
は

朱
子
や
先
賢
の
説
明
に
基
づ
い
て

程
頤
は
「
思
」
に
、
謝
良
佐
は
「
習
」
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
重
視
し
て
い
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る
点
が
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
謝
良
佐
の
用
い
た
「
時
」
字
は
朱
子
の
言
う
「
時
時
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
朱
子
は
一
説
と
し
て
掲
げ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ

れ
を
要
す
る
に
、
竹
山
に
言
わ
せ
る
と
、
複
数
の
学
説
を
提
示
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
あ

る
べ
き
姿
な
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
徂
徠
の
批
判
は
当
を
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。し

か
し
、
こ
の
竹
山
の
反
駁
に
し
て
も
、
奥
歯
に
物
が
挟
ま
っ
た
感
じ
が
す
る
。
徂

徠
が
反
復
学
習
の
注
解
を
不
十
分
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
竹
山
は
結
局
何
も
語
っ
て

い
な
い
。
蘭
洲
と
竹
山
と
は
徂
徠
『
論
語
徵
』
の
朱
子
批
判
に
反
駁
す
る
と
い
う
名
分

に
よ
っ
て
筆
を
執
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
に
、
で
あ
る
。

す
る
と
、
竹
山
は
言
外
な
が
ら
も
謝
良
佐
流
の
理
解
、
即
ち
折
々
行
う
こ
と
を
通
じ

て
何
が
し
か
の
こ
と
を
習
っ
て
ゆ
く
と
い
う
解
釈
に
寄
せ
て
当
該
箇
所
を
理
解
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
石
庵
・
持
軒
に
見
ら

れ
た
懐
徳
堂
黎
明
期
に
お
け
る
反
復
学
習
の
重
視
は
、
蘭
洲
以
後
に
逆
転
し
、
軽
く
評

価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
。
果
た
し
て
こ

の
推
測
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
中
井
履
軒
が
明
瞭
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

五

中
井
履
軒
の
解
釈

『

』

。

『

』

中
井
履
軒
の
経
学
は

七
経
逢
原

に
大
成
さ
れ
て
い
る

そ
の
中
の

論
語
逢
原

に
お
い
て

「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
句
を
履
軒
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

、

「

」

。

「

」

習

は
則
ち
駸
駸
と
し
て
行
ひ
に
入
る

当
に

之
れ
を
学
び
て
已
ま
ざ
る

を
以
て
「
習
」
を
為
す
べ
か
ら
ず
。
鳥
の
雛
稍
や
長
じ
、
飛
ば
ん
と
欲
し
、
而

や

れ
ど
も
未
だ
能
は
ず
。

且

く
樹
枝
を
尋
ね
、
咫
尺
の
飛
を
作
し
、
頻
り
に
上

し

ば

ら

な

下
左
右
す
。
之
れ
を
「
習
」
と
謂
ふ
の
み
。
程
説
の
「
重
ね
習
ふ
」
も
、
亦
た

「
之
れ
を
学
び
て
已
ま
ず
」
と
謂
ふ
も
、
未
だ
允
た
ら
ず

「
思
繹

・

浃
洽
」

。

」
「

あ

も
、
亦
た
「
習
」
に
非
ず
。
宜
し
く
脩
行
の
上
に
在
り
て
、
解
を
著
す
べ
き
の

み
。

「
時
」
は

「
時
に
措
く
」
の
「
時
」
の
如
し
。
其
の
時
に
当
た
り
て
嘗
て
学
ぶ

、

者
を
脩
行
す
る
を
謂
ふ
。
譬
へ
ば
礼
を
学
ぶ
が
如
し

「
剣
を
進
む
る
に
首
を
左

。

に
し

「
玉
を
受
く
る
に
掬
を
以
て
す

。
既
に
嘗
て
学
べ
ば
、
乃
ち
授
受
の
時

」
、

」

に
当
た
り
、
而
て
其
の
学
ぶ
所
の
「
左
首

・

以
掬
」
を
脩
行
す
る
は
、
是
れ

」
「

な
り
。
其
の
他
「
色
を
柔
ら
ぐ

・

声
を
怡
す

・

唯
し
て
諾
せ
ず

・

敢
て

」
「

」
「

」
「

疾
怨
せ
ず

起
に
敬
し
起
に
孝
す

の
類
ひ

皆
な
然
ら
ざ
る
莫
し

未
だ

時

、

」

、

。

「

時
」
を
以
て
解
す
べ
か
ら
ず
。
古
へ
「
時
」
を
以
て
「
時
時
」
と
作
し
て
用
ゐ

る
者
無
し
。
又
た
「
十
二
時
」
の
「
時
」
に
非
ず
。
謝
註
に

「
坐
す
る
時
の
習

、

ひ

・

立
つ
る
時
の
習
ひ
」
と
。
之
れ
を
得
。
但
だ
「
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無

」
「

し
」
の
句
の
み
、
之
れ
を
失
す

（

論
語
逢
原
』
学
而

）

。
『

（
注

）
23

履
軒
は

「
習
」
の
意
味
を
実
践
的
行
為
に
限
定
し
て
思
索
的
行
為
を
排
除
し

「
之

、

、

れ
を
学
び
て
已
ま
ざ
る
」
と
い
っ
た
絶
え
間
な
く
学
び
続
け
る
と
い
う
理
解
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
す
る
。
よ
っ
て

「
重
習
」
即
ち
繰
り
返
し
何
度
も
復
習
す
る
と
い
う
解
釈

、

も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
上
で

「
時
」
字
は
『
中
庸
』
第
二
十
五
章
「
故
に
時
に
之
れ
を
措
き
て
宜
し
き

、

な
り

」
を
参
考
に
し
て
解
釈
す
べ
し
と
す
る
。
履
軒
が
「
時
措
」
を
『
中
庸
逢

（
注

）
24

原
』
に
お
い
て
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
時
に
随
ひ
て
之
れ
を
措
き
、
内
外
時
に
随
へ
ば
皆
な

宜
し
く
、
時
無
く
ん
ば
宜
し
か
ら
ざ
る
な
り

」
と
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ

（
注

）
25

け
ば
、
そ
の
行
為
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
時
分
に
、
以
前
に
学
ん
だ
こ
と
を
実
践
の
場

で
行
う
こ
と
こ
そ
が
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、

謝
良
佐
の
坐
る
と
き
、
立
つ
時
に
習
ふ
と
い
う
見
解
は
妥
当
と
す
る
も
の
の

「
時
と
し

、
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て
習
は
ざ
る
無
し
」
と
い
う
「
絶
え
間
な
く
常
に
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
理
解
は
当
た

っ
て
い
な
い
と
し
て
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
履
軒
の
説
明
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
鳥
の
雛
に
関
し
て
で
あ
る

「
時

。

に
之
れ
を
習
ふ
」
の
句
の
説
明
に
鳥
を
持
ち
出
し
た
の
は
朱
子
で
あ
る
が
、
既
に
見
て

き
た
よ
う
に
、
朱
子
に
あ
っ
て
は
鳥
が
飛
ん
で
は
ど
こ
か
に
止
ま
り
ま
た
飛
ん
で
い
く

、

。

と
い
う
よ
う
に

動
作
の
繰
り
返
し
の
比
喩
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い

そ
れ
に
対
し
、
持
軒
は
『
大
全
』
の
記
述
を
踏
ま
え
て
鳥
を
ヒ
ヨ
コ
に
読
換
え
、
雛
鳥

が
飛
ぶ
練
習
に
ひ
た
す
ら
励
ん
で
お
る
内
に
や
が
て
飛
べ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
弛

ま
ぬ
反
復
練
習
に
よ
る
技
能
の
獲
得
と
し
て
説
明
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
履
軒
も
雛
鳥
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
語
り
口

は
持
軒
と
些
か
差
異
が
認
め
ら
る
。
履
軒
は
、
鳥
の
雛
が
飛
ぼ
う
し
て
も
飛
べ
ず
、
木

、

「

」

、

の
枝
を
た
ど
っ
て
は
少
し
だ
け
飛
び

さ
か
ん
に
上
下
左
右
す
る
様
が

習

で
あ
り

「
習
」
に
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
と
す
る
。
持
軒
が
繰
り
返
し
の
動
作
を
「
ヒ
タ
モ

」

、

ノ

即
ち
ひ
た
す
ら
行
う
こ
と
を
学
習
者
に
重
要
事
と
し
て
強
調
し
て
い
た
の
に
対
し

履
軒
の
説
明
は
、
雛
鳥
の
日
常
生
活
の
描
写
に
な
っ
て
お
り
、
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
と
動
き

回
る
日
常
そ
の
も
の
が
「
習
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
求
道
的
姿
勢
は
見
出
し
難
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に

「
之
れ
を
学
び
て
已
ま
ざ
る

「
時
時

「
時
と
し
て
習
は
ざ
る
無

、

」

」

し
」
を
否
定
し
た
履
軒
に
と
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
練
習
の
た
め
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
同

じ
動
作
を
行
う
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
動
作
に
習
熟

し
た
け
れ
ば
、
そ
の
動
作
を
行
う
必
然
性
が
あ
る
時
に
、
か
つ
て
学
ん
だ
こ
と
を
日
常

の
実
践
の
場
で
実
行
す
る
こ
と
で
「
習
う
」
の
で
あ
る
。

、

、『

』

『

』
『

』

。

な
お

履
軒
の
解
経
は

逢
原

以
前
に

七
経
雕
題

・

七
経
雕
題
略

が
あ
る

『
雕
題
略
』
は
『
雕
題
』
に
お
け
る
自
身
の
注
解
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り

『
論
語
』

、

の
解
釈
も

『
論
語
雕
題

・

論
語
雕
題
略

・

論
語
逢
原
』
を
並
べ
る
こ
と
で
、
思
索

、

』
『

』
『

の
道
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
認
し
て
み
る
と
、
履
軒
の
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」

の
句
の
理
解
は

『
雕
題
』
か
ら
『
逢
原
』
ま
で
、
概
ね
一
致
し
て
い
る
。

、

愜

但
し

時
と
し
て
習
は
ざ
る
無
し

の
句
に
つ
い
て

雕
題

で
は

未
だ

、「

」

、
『

』

「

こ

こ

ろ

よ

『
雕
題
略
』
で
は

か
ら
ず
に
似
た
り

」
と
あ
っ
て
釈
然
と
し
な
い
と
い
う
評
価

（
注

）

、

26

「
亦
た
太
だ
急
迫
す

」
と
あ
っ
て
差
し
迫
り
過
ぎ
で
あ
ろ
う
と
い
う
評
価
で
あ

（
注

）
27

る

『
逢
原
』
で
は
「
之
れ
を
失
す
」
と
一
刀
両
断
に
し
て
お
り
、
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

。
な
学
習
観
念
に
対
し
て
、
履
軒
は
年
を
重
ね
る
ご
と
に
忌
避
感
を
強
め
て
い
っ
た
様
子

が
覗
え
る
。

こ
う
し
た
履
軒
の
解
釈
を
一
言
で
表
す
な
ら
ば
、
生
活
と
学
習
と
の
一
体
化
で
あ
ろ

う
。
日
常
の
起
居
や
儀
礼
と
切
り
離
し
て
行
わ
れ
る
反
復
練
習
は
、
実
は
非
日
常
の
行

為
で
も
あ
る
。
練
習
と
し
て
以
外
の
意
味
も
目
的
も
無
い
以
上
、
そ
れ
は
学
ん
だ
こ
と

の
実
践
で
あ
る
と
は
実
は
言
い
難
い
。
懐
徳
堂
が
知
行
に
お
け
る
行
を
重
視
し
て
い
た

こ
と
は
石
庵
以
来
一
貫
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
練
習
行
為
を
重
視
す
れ

ば
す
る
程
、
行
為
の
実
践
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
招
い
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
履
軒
は
そ
の
日
常
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
練
習
行
為
を
否
定
す
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、
絶
え
間
な
い
反
復
学
習
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
、
以
前
に
学
習
し
た
こ
と

を
日
常
に
お
け
る
実
践
を
通
し
て
復
習
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
い
つ
の
間
に

か
上
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
四
六
時
中
何
か
を
学
び
続
け
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
圧
感
を
抱
く
必
要
も
な
い
。
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
学
習
の
場

、

、

、

に
転
化
さ
せ

両
者
を
融
合
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら

学
ぶ
意
欲
の
あ
る
者
は

復
習
時
間
を
別
に
設
け
て
繰
り
返
し
繰
り
返
し
練
習
す
る
必
要
も
な
く
、
た
だ
日
々
の

行
い
を
疎
か
に
し
な
け
れ
ば
そ
れ
で
良
い
。
学
習
者
に
か
か
る
精
神
的
・
時
間
的
負
担

は
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
石
庵
・
持
軒
に
よ
る
絶
え
間
な
い
反

復
学
習
の
重
視
は
、
履
軒
に
至
っ
て
完
全
に
否
定
さ
れ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず

「
習
」

、

の
内
容
も
思
惟
的
で
は
な
く
行
為
の
実
行
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
期
せ
ず
し
て
徂
徠
と

同
じ
方
向
性
に
落
ち
着
く
の
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

本
論
で
は
、
懐
徳
堂
に
お
け
る
『
論
語
』
首
章
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
理
解
に
つ

い
て
、
そ
の
変
遷
を
検
討
し
た
。
当
該
箇
所
の
理
解
と
し
て
は
、
朱
子
に
よ
っ
て
、
写

字
練
習
に
代
表
さ
れ
る
反
復
学
習
と
、
そ
の
時
々
に
行
う
各
種
動
作
の
実
践
を
通
じ
て

学
ぶ
と
い
う
、
二
種
類
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
上
で
朱
子
は
、
二
種
類
の

学
習
観
念
の
根
底
に
共
通
す
る
不
断
の
学
習
を
学
習
者
に
強
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

荻
生
徂
徠
は
朱
子
が
二
つ
の
解
釈
を
提
示
し
た
こ
と
を
節
操
に
欠
け
る
と
批
判
し
、
自

身
は
基
本
的
に
朱
子
が
挙
げ
た
後
者
の
理
解
を
妥
当
と
す
る
。

翻
っ
て
懐
徳
堂
で
は
、
黎
明
期
の
三
宅
石
庵
・
五
井
持
軒
は
、
絶
え
間
な
く
反
復
学

習
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
当
該
箇
所
を
講
義
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
朱
子
学
を

軸
と
し
て
徂
徠
学
を
批
判
す
る
と
い
う
懐
徳
堂
の
気
風
を
確
立
し
た
五
井
蘭
洲
、
そ
し

て
蘭
洲
に
学
ん
だ
中
井
竹
山
に
は
、
石
庵
や
蘭
洲
ほ
ど
に
は
反
復
学
習
を
重
視
す
る
姿

勢
が
欠
け
て
お
り
、
竹
山
の
弟
の
中
井
履
軒
に
至
っ
て
は
、
絶
え
間
な
い
反
復
学
習
を

否
定
す
る
に
至
る
。
履
軒
に
よ
り
、
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
練
習
時
間
を
設
け
る
必

要
が
な
く
な
り
、
日
常
の
起
居
や
儀
礼
が
そ
の
ま
ま
、
以
前
に
学
ん
だ
こ
と
を
振
り
返

っ
て
修
行
す
る
場
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
生
活
と
学
習
と
が
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
履
軒
に
お
い
て
は
「
習
」
の
内
容
は
明
確
に
思
索
的
復
習
が
否
定
さ
れ
、

動
作
の
実
践
に
限
定
さ
れ
る
。
懐
徳
堂
学
派
に
お
け
る
「
時
に
之
れ
を
習
ふ
」
の
解
釈

の
帰
着
点
を
巨
視
的
に
眺
め
て
こ
れ
を
思
想
史
上
に
位
置
付
け
る
と
、
実
は
徂
徠
の
軸

線
上
に
乗
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
懐
徳
堂
に
学
ん
で
い
た
庶
民
の
目
線
で
こ
う
し
た
懐
徳
堂
の
学
習
観
念

を
評
価
す
る
と
、
日
常
生
活
そ
の
も
の
が
学
習
の
舞
台
と
な
り
、
殊
更
に
反
復
練
習
の

時
間
を
設
け
な
く
て
済
む
の
で
あ
る
か
ら
、
学
習
の
負
担
が
大
い
に
減
じ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
庶
民
は
学
習
を
よ
り
身
近
で
日
常
の
も
の
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
。
町
人
の
世
界
に
立
脚
し
て
い
た
懐
徳
堂
の
面
目
躍
如
と
評
せ
よ
う

か
。

注

（
１

『
論
語
注
疏

（
阮
元
校
勘
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
十
三
経
注
疏
』
八
、
中
文
出
版
社
、
平

）

』

成
元
年

、
五
三
三
三
頁
。

）

（
２
）
加
地
伸
行
『
論
語

増
補
版

（
講
談
社
、
平
成
二
十
一
年

、
十
七
頁
。

』

）

（
３
）
金
谷
治
『
論
語

（
岩
波
書
店
、
第
一
刷
昭
和
三
十
八
年
、
改
訂
第
一
刷
平
成
十
一
年

、
十

』

）

九
頁
。

（
４
）
宮
崎
市
定
『
現
代
語
訳

論
語

（
岩
波
書
店
、
平
成
十
二
年

、
一
頁
。

』

）

（
５
）
宇
野
哲
人
『
論
語
新
釈

（
講
談
社
、
昭
和
五
十
五
年

、
十
五
頁
。

』

）

（

）

、「
「

」

、

。

、

、

。
」（『

』
、

６

王
曰

時

者

學
者
以
時
誦
習
之

誦
習
以
時

學
無
廢

所
以
爲
説
懌

論
語
注
疏

五
三
三
三
頁

。
な
お
、
原
文
の
引
用
に
際
し
、
筆
者
の
判
断
に
よ
り
適
宜
句
読
点
や
鉤
括
弧

）

等
の
記
号
を
附
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。

（
７
）
子
曰

「
道
千
乘
之
國
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
、
使
民
以
時

」
包
曰

「
作
使
民
必
以
其

、

。

、

時
、
不
妨
奪
農
務

（

論
語
注
疏

、
五
三
三
四
頁

。

。
」
『

』

）

（
８

「
習

、
鳥
數
飛
也
。
學
之
不
已
、
如
鳥
數
飛
也
。

。
既
學
而
又
時
時
習
之
、
則
所
學
者

）

」

…
…

、

、

。

、「

、

。

、

、

熟

而
中
心
喜
説

其
進
自
不
能
已
矣

程
子
曰

習

重
習
也

時
復
思
繹

浹
洽
於
中

則
説
也

又
曰

學
者
將
以
行
之
也

時
習
之

則
所
學
者
在
我

故
説

謝
氏
曰

時

。
」

、「

、

、

、

。
」

、「

、

。

、

。

、

。
」（
『

』
、

習
者

無
時
而
不
習

坐
如
尸

坐
時
習
也

立
如
齊

立
時
習
也

四
書
章
句
集
注

中
華
書
局
、
西
暦
一
九
八
三
年
、
四
十
七
頁

。）
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（
９
）
只
是
飛
了
又
飛

（

朱
子
全
書

修
訂
本
』
十
四
、
上
海
古
籍
出
版
社
・
安
徽
教
育
出
版
社
、

。
『

西
暦
二
〇
一
〇
年
、
六
七
一
頁

。
な
お

『
朱
子
語
類
』
の
引
用
に
際
し
、
現
代
語
訳
は
筆

）

、

者
が
行
っ
た
。
以
下
同
じ
。

（

）
問

「
如
何
是
時
習

」
曰

「
如
寫
一
個
「
上
」
字
、
寫
了
一
個
、
又
寫
一
個
、
又
寫
一
個

」

、

。

、

。

10

當
時
先
生
亦
逐
一
書
此
「
上
」
字
於
掌
中

（

朱
子
全
書

修
訂
本
』
十
四
、
六
七
一
頁

。

。
『

）

な
お
、
現
代
語
訳
中
の
〔

〕
に
よ
る
補
足
は
筆
者
に
よ
る
。

（

『
礼
記
注
疏

（
阮
元
校
勘
嘉
慶
二
十
年
重
刊
宋
本
『
十
三
経
注
疏
』
五
、
中
文
出
版
社
、
平

）

』

11

成
元
年

、
二
六
五
九
頁
。

）

（

「
習
」
訓
「
重
習

、
亦
爲
纏
繞
。
學
習
固
有
重
複
之
義
。
然
重
複
豈
能
盡
學
習
之
義
乎

「
時

）

」

。

12

習
之

、
既
以
爲
「
時
時

「
重
習

、
又
以
爲
「
無
時
不
習

。
朱
子
解
經
、
可
謂
無
特
操
者

」

」

」

」

已

「
時
時

「
重
習

、
僅
爲
童
子
受
句
讀
者
事

「
無
時
不
習

、
則
天
子
諸
侯
之
禮
、
宗
廟

。

」

」

。

」

軍
旅
冠
昏
喪
祭
、
皆
不
可
得
而
習
之
矣
。
故
唯
「
坐
如
尸
、
立
如
齋

、
可
見
其
説
之
窮
已
。

」

（

荻
生
徂
徠
全
集
』
三
、
み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
、
十
七
頁

。

『

）

（

「
時
習
之

、
王
粛
曰

「
以
時
誦
習
之

『
傳
』
曰

「
春
誦
、
夏
絃
、
秋
學
禮
、
冬
讀
書

」

）

」

、

。
」

、

。

13

其
習
之
亦
如
之

（

荻
生
徂
徠
全
集
』
三
、
十
一
頁

。

。
『

）

（

『
礼
記
注
疏

、
三
〇
三
九
頁
。

）

』

14
（

）
湯
浅
邦
弘
・
杉
山
一
也
・
竹
田
健
二
他
「
懐
徳
堂
文
庫
所
蔵
『
論
孟
首
章
講
義
』
に
つ
い
て

15

:

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
の
位
置
づ
け

（

中
国
研
究
集
刊
』
二
十
七
、
平
成
十
二

」
『

年

、
四
十
八
～
四
十
九
頁
。
な
お
、
和
書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
合
略
仮
名
は
現
行
表
記

）
に
改
め
、
漢
字
体
も
新
字
体
を
原
則
と
し
た
。
以
下
同
じ
。

（

『
荻
生
徂
徠
全
集
』
四
（
み
す
ず
書
房
、
昭
和
五
十
三
年

、
七
一
三
～
七
一
六
頁
。

）

）

16
（

）
湯
浅
邦
弘
編
『
増
補
改
訂
版

懐
徳
堂
事
典

（
大
阪
大
学
出
版
会
、
初
版
平
成
十
三
年
、
増

』

17

補
改
訂
版
平
成
二
十
八
年

、
六
十
四
～
六
十
五
頁
。

）

（

『
論
語
聞
書

（
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文
庫
蔵

、
三
葉
表
～
七
葉
表
。

）

』

）

18
（

）
厚
齋
馮
氏
曰
、
習
鳥
雛
欲
離
巣
而
學
飛
之
稱
學

（

和
刻
本
四
書
大
全
』
三
、
中
文
出
版
社
、

。
『

19

平
成
四
年
、
五
十
二
頁

。）

（

）
徂
来
又
曰

「

時
習
之

『
傳
』
曰

「
春
誦
、
夏
弦
、
秋
學
礼
、
冬
學
書

。
其
習
之
亦
如

、
「

」
、

、

」

20

之
。
是
學
究
之
見
耳
。
孔
門
教
人
、
豈
若
此
抅
之
乎
。
王
應
麟
曰

「
伏
生
『
太
傳
』
云
、
周

、

公
思
兼
三
王
之
道
、
以
施
於
春
秋
冬
夏
。
其
説
陋
矣

。
今
此
解
亦
傚
伏
生
之
耄
也

（
大
阪

」

。

『

』
、

、

、

大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
監
修

非
物
篇

懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書
二

吉
川
弘
文
館

平
成
元
年
、
七
頁

。）

（

『
困
學
紀
聞
』
四
（
国
学
基
本
叢
書
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
四
十
五
年

、
七
〇
二

）

）

21

頁
。

（

『
徵
』
曰
、
時
習
、
既
以
爲
「
時
時

「
重
習

、
又
以
爲
「
無
時
不
習

。
朱
子
解
經
、
可
謂

）

」

」

」

22

無
持
操
者
已
。
非
曰
、
朱
子
解
經
、
謙
遜
長
厚
、
務
援
先
儒
之
説
、
至
於
其
無
所
得
、
與
有

焉
而
難
從
、
而
後
始
立
憶
説
。
故
『
集
注
』
並
載
舊
説
者
、
徃
徃
相
須
而
發
。
或
廣
本
文
餘

意
、
或
備
一
説
、
令
學
者
參
考
以
自
得
焉
。
如
是
章
程
謝
之
説
、
朱
子
自
有
明
辨
曰
、
伊
川

專
在
思
字
、
上
蔡
專
於
力
行
、
似
皆
偏
了
。
又
曰
、
謝
説
乃
推
廣
習
字
。
陳
新
安
亦
曰
、
謝

氏
言
「
時
」
字
、
與
「
時
時
」
之
意
異
。
朱
子
姑
采
、
以
備
一
説
耳
。
是
何
無
特
操
之
有
。

、

、

、

。

、

、

渠
之
騖
殊
見

排
先
儒

力
創
新
奇
之
説

不
自
恥
於
無
稽

或
窃
先
説

以
誑
柏
盲
之
徒

、

、

、

。

『

』

「

」

謙
厚
之
風

掃
地
而
索
者

與
朱
子
解
經
之
法

固
異
年
而
道
也

若
夫

徵

以

時
時

「

」

、

、

、

「

」
、

、

重
習

爲
童
子
事

以
天
子
諸
侯
之
禮

不
可
得
而
習

駁

無
時
不
習

其
抅
迫
拗
戾

盖
不
遑
辨
矣

（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
監
修
『
非
徴

、
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢

。

』

書
一
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
、
十
一
頁

。）

（

「
習
」
則
駸
駸
入
乎
行
。
不
當
以
「
學
之
不
已
」
爲
「
習

。
鳥
雛
稍
長
、
欲
飛
、
而
未
能
。

）

」

23

且
尋
樹
枝
、
作
咫
尺
之
飛
、
頻
上
下
左
右
焉
。
謂
之
「
習
」
耳
。
程
説
「
重
習

、
亦
謂
「
學

」

」

、

。「

」
「

」
、

「

」
。

、

。「

」

之
不
已

也

未
允

思
繹

・

浹
洽

亦
非

習

宜
在
脩
行
上

著
解
而
已

時

「

」

「

」
。

。

。「

」
、「

」
。

如

時
措

之

時

謂
當
其
時
脩
行
嘗
學
者

譬
如
學
禮

進
劍
左
首

受
玉
以
掬

既
嘗
學
焉

乃
當
授
受
之
時

而
脩
行
其
所
學
之

左
首

・

以
掬

是
也

其
他

柔
色

・

、

、

「

」
「

」
、

。

「

」

「

」
「

」
「

、

」

、

。

「

」

怡
聲

・

唯
而
不
諾

・

不
敢
疾
怨

起
敬
起
孝

之
類

莫
不
皆
然

未
可
以

時
時



（ 192 ）

解
焉

古
無
以

時

作

時
時

用
者

又
非

十
二
時

之

時

謝
註

坐
時
習

・

。

「

」

「

」

。

「

」

「

」
。

、「

」

「
立
時
習

。
得
之
。
但
「
無
時
而
不
習
」
句
、
失
之

（

日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
六
、

」

。
『

鳳
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
、
十
頁

。）

（

）
故
時
措
之
宜
也

（
池
田
光
子
「
中
井
履
軒
『
中
庸
逢
原
』
解
説
及
び
翻
刻

附
集
注

『
大

。

」
、

24

阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
十
九
、
平
成
二
十
一
年
、
九
十
頁

。）

（

）
言
随
時
措
之
、
内
外
隨
時
皆
宜
、
無
時
不
宜
也

（
池
田
光
子
「
中
井
履
軒
『
中
庸
逢
原
』
解

。

25

説
及
び
翻
刻

附
集
注

、
九
十
頁

。

」

）

（

）
似
未
愜

（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
監
修
『
論
語
雕
題

、
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢

。

』

26

書
九
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
八
年
、
九
頁

。）

（

）
但
無
時
而
不
習
句
、
亦
太
急
迫

（

論
語
雕
題

、
一
七
七
頁

。

。
『

』

）

27

黑
田

秀
教
（
く
ろ
だ
・
ひ
で
の
り
）

一
九
七
六
年
生
ま
れ
。
福
井
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
専
門
は
日
本
近
世
思
想
史
。
主

要
論
文
に
「
懐
徳
堂
の
統
治
論

徂
徠
学
と
の
思
想
的
接
続

（

日
本
中
国
学
会
報
』

―

―
」
『

第
七
十
二
号
、
二
〇
二
〇
年
十
月

「
中
井
竹
山
に
見
る
懐
徳
堂
の
漢
作
文

達
意
を
軸

）
、

―

と
し
て

（

新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
第
六
十
八
号
、
二
〇
一
九
年
六
月
）
な
ど
。

―
」
『


