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南
軒
①
初
年
の
思
想
を
端
的
に
表
す
も
の
の
一
つ
に
「
潭
州
重
修
撰
麓
書
院
記
」
　
（
南
軒
文
集
一
〇
）
が
あ
る
。
こ
の
中
で
南
軒
は
、

古
先
王
の
道
を
継
承
す
る
孔
孟
の
中
心
概
念
で
あ
る
仁
の
本
体
を
体
得
し
よ
う
と
思
え
ば
、
日
常
行
動
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
仁
の
端
緒
を

黙
識
し
て
存
し
、
拡
充
し
て
達
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。
こ
れ
は
「
端
侃
（
端
緒
）
を
察
識
し
て
、
然
る
後
に
酒
養
す
ろ
」
と

い
う
胡
常
連
南
学
の
学
問
的
方
法
論
を
純
粋
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
別
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
仁
の
本
体
の
体
得
を
優
先

的
に
志
向
す
る
点
に
お
い
て
、
陸
象
山
の
求
心
的
に
本
源
、
三
根
を
き
わ
め
る
心
学
的
方
法
論
に
や
や
近
似
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
朱
子

が
南
軒
初
年
の
思
想
を
批
判
し
て

　
南
軒
初
年
の
説
に
は
、
い
さ
さ
か
彼
（
象
山
）
に
似
て
い
る
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
嶽
麓
書
院
記
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
『
孟
子
』
の
中
で
梁
の
嚢
王
が
）
牛
を
愛
し
ん
だ
場
合
（
の
心
）
、
赤
子
が
井
戸
に
お
ち
こ
も
う
と
（
し
て
い
る
の
を
見
て
、

　
側
管
の
心
を
お
こ
）
し
た
場
合
（
の
心
）
、
そ
れ
が
つ
ま
り
真
心
②
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
心
を
理
会
す
る
こ
と
が
で
き
た
な

　
ら
ば
、
全
く
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
、
と
。
後
（
年
）
の
（
彼
の
）
説
は
、
こ
の
よ
う
で
は
な
い
」
　
（
朱
子
語
類
＝
一
四
、
陸
氏
、

　
葉
賀
孫
録
）
，

と
い
う
の
も
、
そ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
南
流
は
「
金
石
の
友
」
③
朱
子
と
「
十
余
年
間
書
聖
往
来
」
④
し
た

結
果
、
晩
年
に
は
、
ほ
ぼ
朱
子
に
同
調
し
て
い
っ
た
。
　
「
蓋
し
緻
紛
往
反
す
る
こ
と
ほ
と
ん
ど
十
余
年
、
末
は
乃
ち
同
帰
に
し
て
一
致
」

⑤
と
は
朱
子
の
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
南
軒
は
四
十
八
歳
と
い
う
中
貫
に
て
残
す
る
。
残
前
の
数
年
間
は
、
広
西
、
湖

北
の
地
方
官
僚
と
し
て
政
治
実
践
に
多
忙
を
き
わ
め
た
た
め
、
南
軒
の
学
問
は
、
同
番
一
致
後
の
飛
躍
開
花
を
み
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
朱
子
は
後
年
、
よ
き
講
友
で
、
共
に
早
逝
し
た
呂
東
来
と
碧
南
軒
の
こ
と
を
追
想
し
て
、
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伯
恭
、
欽
夫
の
二
人
、
も
し
今
に
至
る
ま
で
死
せ
ざ
れ
ば
、
大
旱
光
明
あ
ら
ん
（
朱
子
学
類
三
一
）
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
朱
子
と
論

敵
の
間
柄
で
あ
っ
た
陸
象
山
も
、
南
軒
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
淳
煕
七
年
、
南
軒
死
去
の
計
報
に
接
す
る
や
、
　
「
吾

が
道
、
助
け
を
露
な
う
こ
と
細
な
ら
ず
⑥
」
と
嘆
い
て
い
る
。
厳
談
理
説
の
立
場
の
朱
子
、
心
即
理
説
に
立
つ
象
山
は
終
生
対
立
し
て
譲

ら
な
か
っ
た
が
、
両
者
共
に
南
丘
に
期
待
し
か
つ
そ
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
共
に
義
理
心
性
の
究
明
を
第
一
義
と
す
る
道
の

哲
学
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
朱
陸
共
に
十
一
世
紀
北
画
期
以
来
の
宋
学
の
主
流
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
象
山
は
程
明
道
の
一
元
論
的
な
心
性
論
を
純
化
し
て
い
っ
た
謝
上
察
、
王
震
沢
、
張
横
浦
、
林
文
軒
の
系
統
に
属
し
、
訳
書
理

説
を
主
張
し
て
、
動
的
な
生
命
の
哲
学
を
完
成
さ
せ
た
。
一
方
朱
子
は
、
程
伊
川
の
二
元
論
的
な
心
性
論
、
主
知
的
分
析
的
で
理
意
識
を

強
調
す
る
立
場
を
主
と
し
て
継
承
し
、
ま
た
楊
亀
山
・
心
血
章
・
李
延
平
と
流
れ
る
静
の
哲
学
を
も
あ
わ
せ
て
包
摂
し
、
性
即
理
説
を
根

幹
と
す
る
静
的
な
理
性
主
義
的
哲
学
を
構
築
し
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
目
安
に
す
る
と
三
軒
は
、
は
じ
め
は
、
心
を
主
と
し
て
動
的
傾

向
の
強
い
胡
氏
湖
南
学
の
影
響
を
受
け
て
、
若
干
象
山
に
相
似
た
行
き
方
を
示
し
、
後
に
は
、
朱
子
と
の
講
論
討
求
を
通
し
て
、
朱
子
に

同
調
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
胡
氏
湖
南
学
は
、
曽
爾
末
期
か
ら
南
宋
初
頭
の
激
動
期
に
生
き
、
門
門
の
楊
亀
山
、
謝
上
藥
、
遊
鷹
山
等
と
師
友
の
交
わ
り
を
な
し
、

遂
に
は
精
子
に
私
淑
し
て
湖
南
学
を
開
い
た
胡
安
国
に
は
じ
ま
与
、
門
訴
堂
、
胡
五
爵
兄
弟
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
南
軒
の
師
、
胡

主
峯
も
楊
亀
山
、
侯
仲
良
に
師
事
し
た
が
、
結
局
、
父
安
国
の
学
を
継
い
だ
。
胡
氏
湖
南
学
も
、
そ
の
源
流
は
、
宋
学
本
流
で
あ
ろ
程
子

の
学
で
あ
る
。
五
言
の
弟
子
で
あ
る
南
軒
が
「
某
は
、
玉
子
の
門
に
学
ぶ
者
な
り
⑦
」
と
い
う
自
覚
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
の
も
、
そ

の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
三
軒
初
年
の
思
想
形
成
に
大
い
に
あ
ず
か
っ
て
力
あ
っ
た
の
が
、
練
子
の
学
を
根
幹
に
し
て
独
自
な
道
の
哲
学
⑧

を
説
い
た
胡
氏
湖
南
学
な
の
で
あ
る
。

⇒

　
南
軒
が
真
の
意
味
で
、
聖
人
の
学
を
志
向
す
る
の
は
、
七
五
峯
に
師
事
し
て
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
聖
人
の
学

志
向
は
、
十
世
紀
後
半
の
宋
初
以
来
、
宋
学
の
大
切
な
学
問
的
基
盤
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
周
濾
漢
が
『
葉
書
』
志
学
章
、
聖
感
温
⑨

の
中
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
簡
潔
な
要
約
的
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宋
初
に
す
で
に
そ
う
い
う
機
運
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
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い
。
た
と
え
ば
五
代
の
戦
乱
を
つ
ぶ
さ
に
経
験
し
た
隠
者
、
陳
搏
、
神
燈
等
は
、
単
な
る
仙
人
志
向
の
隠
逸
者
で
は
な
く
、
黄
白
の
仙
術

よ
り
も
経
世
済
民
の
儒
術
、
愛
民
の
治
政
を
重
視
し
た
こ
と
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
⑭
。
よ
り
明
確
な
形
で
出
て
く
る

の
は
、
い
わ
ゆ
る
五
言
の
三
先
生
と
よ
ば
れ
、
重
代
理
学
の
先
駆
者
と
称
さ
れ
た
、
胡
援
、
孫
復
、
石
介
⑪
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は

聖
賢
を
期
し
、
正
学
を
主
張
し
た
。
周
濠
漢
に
や
や
先
行
す
る
思
想
家
達
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
弩
弓
も
、
五
言
に
学
ぶ
前
に
、
父
、
張
竣
自
ら
の
手
に
よ
る
教
育
を
受
け
て
い
て
、
こ
の
点
も
見
逃
せ
な
い
。
張
扇
は
同
時

代
に
活
躍
し
た
武
人
張
俊
と
は
別
人
で
、
武
の
み
で
な
く
、
文
に
も
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
張
凌
は
若
き
頃
、
立
動
の
門
人
で
易
学

に
深
か
っ
た
誰
定
に
つ
い
て
問
面
し
、
聖
人
の
学
を
志
向
し
た
程
子
再
伝
の
学
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
同
じ
く
程
子
再
伝
の
学
者
で
あ
っ

た
趙
鼎
や
、
胡
安
国
の
子
で
、
朱
子
か
ら
豪
傑
の
士
と
評
さ
れ
た
胡
致
堂
等
と
親
交
を
も
っ
て
い
た
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
，
南
軒
が
育
っ

た
環
境
に
は
早
く
か
ら
程
子
の
学
が
濃
い
影
を
お
と
し
て
い
た
之
と
に
気
が
つ
く
。

　
朱
子
再
伝
の
学
者
、
羅
大
経
は
、
次
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

　
高
宗
か
っ
て
張
魏
公
に
問
う
、
’
卿
が
児
、
想
ふ
に
甚
だ
長
成
せ
ん
、
と
。
魏
公
こ
た
え
て
曰
く
、

　
　
臣
が
子
、
拭
，
、
年
十
四
、
脱
然
と
し
て
、
と
も
に
聖
人
の
道
を
語
る
べ
し
⑫
、
と
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
更
に
ま
た
張
凌
自
身
諸
子
門
人
へ
の
教
訓
と
し
て

　
曰
く
、
学
は
礼
を
以
て
本
と
な
す
。
礼
は
敬
を
以
て
先
と
な
す
と
。
ま
た
日
く
、
学
者
ま
さ
に
そ
の
心
を
清
明
に
し
、
聖
賢
の
気
象
を

　
黙
存
す
べ
し
。
久
久
に
し
て
自
ら
見
る
処
あ
ら
ん
、
と
⑬
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
・
よ
う
て
も
、
張
凌
の
立
場
は
、
基
本
的
に
は
、
二
子
の
学
を
根
底
に
す
る
聖
く
の
学
を
志
向
す
る
も
の
で

あ
っ
た
、
こ
と
は
朋
ち
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
は
、
張
凌
に
は
禅
学
へ
の
傾
倒
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
同
じ
く
聖
人
の
学
と

い
っ
て
も
、
異
端
と
し
て
の
仏
学
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
道
の
哲
学
の
昌
明
に
同
時
に
連
繋
し
て
い
た
南
軒
の
師
、
五
塵
の
よ
う
に
一
意

尊
信
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
張
竣
行
状
を
書
い
た
朱
子
は
、
あ
の
長
編
の
文
章
の
中
で
、
そ
の
こ
ど
に
つ
い
て
は
、
遂
に
一

言
も
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
張
凌
が
当
時
の
臨
済
禅
の
傑
僧
、
大
粟
宗
呆
と
晩
年
ま
で
道
交
を
も
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
真

書
や
大
婚
年
譜
に
徴
し
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
宋
元
学
案
で
は
趙
鼎
と
共
に
孟
子
の
学
を
南
舘
に
隆
ん
に
し
た
功
績
は
認
め
つ
つ

も
、
そ
う
し
た
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
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中
興
の
二
相
、
豊
国
趙
公
、
か
っ
て
郡
雑
文
に
従
っ
て
遊
ぶ
。
肇
国
張
公
は
、
か
っ
て
誰
天
授
に
従
っ
て
遊
ぶ
。
豊
公
の
得
る
所
は
浅

　
く
し
て
、
魏
公
は
則
ち
禅
宗
に
惑
う
。
然
れ
ど
も
伊
洛
の
学
、
こ
れ
よ
り
昌
ん
と
な
る
⑭
。

　
た
し
か
に
墜
下
の
三
先
生
が
・
正
統
意
識
に
立
っ
て
、
翼
端
と
考
え
ら
れ
た
仏
教
老
荘
を
き
び
し
く
攻
撃
し
、
や
や
お
く
れ
て
程
子
が

丸
鋼
の
害
は
下
墨
の
害
よ
り
甚
だ
し
い
ど
し
て
正
統
と
異
端
を
き
び
し
く
弁
別
し
た
態
度
は
、
張
工
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
つ
に
は
、
大

回
宗
果
と
い
う
傑
僧
の
感
化
力
も
あ
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
一
方
で
は
、
当
時
の
思
想
界
で
は
、
二
塁
の
高
弟
で
あ
る

楊
亀
山
、
黒
蓋
察
、
遊
鷹
山
等
も
ひ
と
し
く
染
禅
の
状
況
に
あ
り
、
胡
氏
湖
南
学
の
初
祖
、
胡
安
国
も
壮
年
ま
で
仏
書
に
親
し
ん
だ
と
い

う
風
潮
か
ら
観
る
と
、
む
し
ろ
、
宋
代
士
人
の
心
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ
た
禅
学
の
お
そ
ろ
べ
き
魅
力
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
思
想
界
の
一
般
的
風
潮
に
対
し
て
、
聖
学
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
、
ほ
と
ん
ど
孤
立
無
援
に
近
い
状
況
で
仏
教
を
排
斥
し
、
正
統

と
異
端
の
弁
別
を
顕
ら
か
に
し
た
の
は
、
胡
氏
家
学
を
つ
い
だ
胡
致
堂
、
胡
五
心
で
あ
っ
た
。

　
五
玉
に
画
学
す
る
ま
で
、
父
、
張
凌
の
家
庭
教
育
以
外
に
南
通
は
な
お
、
二
人
の
師
に
従
事
し
て
い
る
。
紹
興
十
六
年
か
ら
二
十
年
に

か
け
て
、
張
凌
は
連
州
（
広
東
）
に
謡
居
す
る
が
、
こ
の
期
間
（
畠
田
十
四
歳
か
ら
十
八
歳
）
、
趙
鼎
の
門
人
で
、
当
時
、
知
連
州
で
あ

っ
た
王
大
宝
に
師
事
、
更
に
紹
興
二
十
年
九
月
、
永
州
（
湖
南
）
に
移
っ
て
か
ら
は
、
南
軒
は
、
弟
杓
と
と
も
に
、
孫
偉
の
門
人
、
劉
茜

に
師
事
し
て
い
る
。
趙
鼎
は
、
程
子
の
門
人
の
郡
伯
温
に
師
事
し
た
学
者
で
ま
た
政
治
家
で
も
あ
り
、
凌
と
も
親
し
か
っ
た
。
劉
茜
は
、

司
馬
光
の
門
人
、
孫
偉
に
師
事
し
た
が
、
ま
た
権
門
の
弄
和
靖
、
程
子
私
淑
の
胡
安
国
に
も
学
ん
だ
学
者
で
あ
る
。
し
か
し
本
質
的
に
は

劉
氏
家
学
を
守
っ
た
人
で
、
北
宋
の
劉
摯
の
曽
孫
、
劉
肢
の
孫
に
あ
た
る
。
面
隠
は
神
宗
に
上
嘉
し
て
、
君
子
小
人
の
分
は
義
利
に
在
り

と
し
て
、
心
安
石
を
批
判
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
義
利
の
分
を
き
び
し
く
い
う
考
え
方
は
、
宝
前
家
学
と
し
て
劉
丙
ま
で
伝
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
劉
当
内
も
、
言
行
の
一
致
と
不
一
致
と
を
も
っ
て
君
子
と
小
人
と
を
弁
別
し
、
道
を
志
し
て
、
古
道
を
守
る
人
で
あ
っ
た
。
劉
茜

の
ご
の
よ
う
な
道
の
哲
学
の
系
統
に
属
す
る
学
風
は
、
ほ
穿
二
十
歳
前
後
か
ら
二
十
代
前
半
の
南
軒
に
強
い
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
，
張
凌

は
劉
茜
に
郵
政
兄
弟
を
為
事
さ
せ
て
い
る
。
会
う
前
に
書
問
往
来
が
あ
っ
た
と
は
い
え
馬
南
軒
が
五
峯
に
会
う
や
、
歯
面
だ
契
合
し
、
聖

門
に
人
あ
り
と
ま
で
五
峯
に
期
待
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
学
問
が
す
で
に
で
き
て
い
た
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
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⇔

　
胡
国
峯
は
、
前
述
の
よ
う
に
は
じ
め
程
門
の
楊
亀
山
、
侯
仲
良
に
従
益
し
た
が
、
結
局
、
父
安
国
の
学
を
継
承
し
て
純
化
し
、
安
国
よ

り
さ
ら
に
程
子
の
学
に
近
づ
い
た
者
だ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
宋
の
南
渡
後
、
紹
興
年
間
に
上
子
の
学
を
深
得
し
た
者
が
相
次
い
で
没
し

て
か
ら
の
、
五
峯
の
思
想
的
役
割
は
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
。
隠
元
学
業
に
い
う
「
南
渡
、
洛
学
を
昌
明
す
る
の
功
は
、
文
定
ほ
と
ん
ど

亀
山
に
ひ
と
し
。
蓋
し
晦
翁
、
南
軒
、
東
莱
、
皆
そ
の
再
伝
な
り
⑲
」
と
コ
楊
亀
山
は
紹
興
五
年
に
、
胡
安
国
は
同
八
年
に
、
そ
し
て
、

洛
学
最
晩
出
に
し
て
、
そ
の
師
説
を
守
る
こ
と
、
、
も
っ
と
も
醇
と
称
せ
ら
れ
た
サ
和
靖
は
同
十
二
年
に
残
し
て
い
る
。
文
字
ど
お
り
孤
軍

奮
闘
し
て
、
程
子
の
学
を
五
峯
は
確
守
す
る
こ
と
に
使
命
感
を
も
っ
た
道
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
五

峯
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
．
い
ろ
。

　
方
今
聖
学
衰
微
し
、
士
風
卑
近
な
り
。
と
も
に
仁
を
な
す
べ
き
者
極
め
て
少
な
し
。
、
真
に
力
を
積
む
こ
と
久
し
く
、
名
世
の
大
賢
作
ち

　
て
こ
れ
を
振
は
す
を
得
る
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
、
則
ち
人
道
何
に
由
り
て
か
立
た
ん
。
然
れ
ど
も
河
南
の
門
に
遊
び
て
、
そ
の
指
帰
を

　
得
し
者
、
零
落
し
て
殆
ん
ど
尽
く
⑭
。

　
斯
文
蓼
落
す
る
こ
と
久
し
。
我
蒼
天
に
問
は
ん
と
欲
す
る
も
、
蒼
天
は
黙
し
て
言
ふ
無
し
。
復
た
古
先
に
問
は
ん
と
欲
す
る
も
、
全
軍

　
群
聖
人
、
我
を
去
る
こ
と
三
千
年
。
紛
紛
た
る
儒
林
の
士
、
章
句
を
以
て
賢
と
為
す
。
こ
れ
に
性
、
命
、
理
を
問
へ
ば
、
酔
夢
倶
に
荘

　
然
た
り
。
皓
月
は
重
な
れ
る
雲
に
隠
れ
、
明
珠
は
深
き
淵
に
媚
び
た
り
。
近
ご
ろ
程
夫
子
を
得
た
り
。
一
幅
、
天
泉
に
通
じ
、
蕩
際
し

　
て
塵
垢
を
浄
む
⑪
。

　
こ
の
よ
う
な
聖
学
志
向
、
愛
子
学
へ
の
傾
倒
は
、
亀
山
、
仲
良
と
い
う
程
門
の
学
者
の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
質
的
に
は
胡
氏

家
学
の
伝
統
と
い
え
よ
う
。

　
胡
安
国
は
普
通
、
春
秋
胡
氏
伝
の
作
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
◎
そ
れ
は
宋
、
元
、
明
と
長
く
人
士
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
ま
た

そ
れ
が
安
国
の
思
想
の
中
心
に
位
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
胡
氏
伝
は
、
安
国
が
三
十
歳
ご
ろ
、
つ
ま
り
薦
椎
即
位
後
あ
ま
り
経
過
し
な
い

崇
寧
二
年
ご
ろ
か
ら
研
究
に
着
手
し
て
、
お
よ
そ
三
十
工
程
経
過
し
た
紹
興
四
年
、
安
国
六
十
一
歳
の
時
に
完
成
し
た
畢
生
の
著
作
で
あ

り
、
自
己
の
学
問
の
投
影
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
安
国
五
十
三
歳
の
時
に
靖
康
の
変
が
お
こ
っ
て
い
る
。
ま
た
紹
興
元
年
、
安
国
が
早
事
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中
兼
侍
講
の
時
、
高
宗
に
春
秋
を
進
講
し
、
南
面
の
術
こ
と
ご
と
く
こ
こ
に
あ
り
と
言
っ
た
。

　
春
秋
胡
氏
伝
は
、
靖
康
の
変
を
き
っ
か
け
と
し
て
南
渡
し
た
当
時
の
宋
の
時
勢
（
金
、
谷
間
の
国
際
的
緊
張
状
況
）
に
感
奮
慷
慨
し
て

書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
問
題
が
あ
る
、
と
す
る
論
が
あ
る
⑱
。
復
讐
が
強
調
さ
れ
、
き
び
し
い
道
徳
主
義
で
貫
か
れ
て
い
る
点
は
特
異
な

も
の
と
い
え
よ
う
し
、
あ
る
い
は
、
経
旨
に
合
わ
ず
、
牽
強
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
わ
か
ら
ぬ
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、
胡
氏

伝
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
安
国
一
代
の
学
問
精
神
の
産
物
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
聖
学
と
は
心
を
正
す
こ
と
を
要
と
す
る
。
心
は
事
物
の
宗
（
根
源
）
。
心
を
正
す
こ
と
は
、
事
を
揆
り
物
を
宰
ど
る
の
権
な
り
⑭
」

と
考
え
る
安
国
に
と
っ
て
、
春
秋
は
、
昔
も
今
も
変
り
よ
う
が
な
い
人
間
の
良
心
を
伝
え
ろ
重
要
な
経
典
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

万
事
万
物
の
主
宰
揆
度
で
あ
る
心
を
軸
に
し
て
、
え
ら
び
と
ら
れ
た
経
典
が
春
秋
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
春
秋
胡
氏
伝
は
千
古
不
磨
の
心

を
正
し
、
義
理
の
厳
正
を
主
眼
と
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
尊
王
の
大
義
、
名
分
思
想
、
天
理
と
人
欲
、
華
中
の
弁
、
復
讐
説
等

が
説
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
春
秋
胡
氏
伝
が
長
い
研
究
の
結
果
、
で
き
上
っ
た
学
問
的
な
著
作
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
某
初
め
て
春
秋
を
学
ぶ
や
、
功
を
用
ふ
る
こ
と
十
年
。
偏
く
諸
家
を
覧
、
博
く
取
り
て
以
て
要
妙
を
会
せ
ん
と
欲
求
す
。
然
れ
ど
も
、

　
但
だ
そ
の
糟
粕
を
得
る
の
み
。
ま
た
十
年
、
時
に
省
発
あ
り
。
遂
に
衆
伝
を
集
め
て
附
す
る
に
己
が
説
を
以
て
す
。
猶
ほ
未
だ
取
へ
て

　
以
て
得
る
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
ま
た
五
年
、
去
る
悪
筆
は
取
り
、
取
る
者
或
は
去
る
。
己
が
説
の
心
に
不
可
な
る
者
も
、
尚
ほ
多
く
こ

　
れ
あ
り
。
ま
た
五
年
に
し
て
書
成
る
。
旧
説
の
存
す
る
こ
と
を
得
る
者
は
寡
し
。
こ
の
二
年
に
及
び
、
呈
す
る
所
益
々
察
ら
か
な
る
に

　
似
、
造
る
所
益
々
深
き
に
似
た
り
。
乃
ち
知
る
聖
人
の
旨
益
々
盗
り
無
き
を
。
信
に
言
論
の
能
く
尽
く
す
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
⑳
。

　
さ
ら
に
春
秋
学
研
究
の
動
機
も
、
王
宮
石
が
断
燗
の
朝
報
と
春
秋
を
財
し
て
以
来
、
崇
寧
の
頃
（
安
国
三
十
歳
前
後
）
ま
で
防
禁
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
歎
じ
、
経
世
の
心
を
明
ら
に
す
る
と
い
う
儒
家
的
立
場
か
ら
発
し
て
お
り
、
更
に
春
秋
学
研
究
と
相
前
後
し
て
、
そ
れ
ま

で
読
ん
で
い
た
仏
書
を
屏
絶
し
、
三
門
の
学
に
潜
心
し
た
と
い
う
⑳
。
，

　
安
国
に
と
っ
て
「
春
秋
は
伝
心
の
悔
悟
、
春
秋
を
学
ぶ
こ
と
は
、
窮
理
の
要
⑳
」
で
あ
り
、
　
「
世
に
先
後
は
あ
っ
て
も
、
人
心
の
所
同

然
は
一
つ
で
あ
り
、
い
や
し
く
も
所
同
然
を
得
る
者
は
、
宇
宙
（
時
間
と
空
間
）
を
越
え
て
聖
人
に
会
い
親
灸
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
春

秋
の
三
度
は
我
に
あ
る
⑳
」
の
で
あ
っ
た
。
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楠
本
正
継
博
士
は
「
春
秋
胡
氏
伝
の
思
想
は
、
人
の
心
の
功
夫
を
尊
ぶ
が
、
同
時
に
義
理
に
運
命
を
か
け
る
厳
粛
な
道
徳
主
義
の
立
場
」

で
あ
り
、
　
「
伊
川
の
理
と
上
察
の
心
の
思
想
に
関
連
を
も
っ
た
の
が
安
国
の
春
秋
思
想
で
あ
る
㊧
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
安
国
は
後
述
の

よ
う
に
本
質
的
に
は
程
子
の
理
意
識
を
強
調
す
る
学
に
立
つ
が
、
程
門
の
高
弟
、
楊
亀
山
、
謝
上
葵
、
遊
鷹
山
に
も
交
わ
っ
た
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
影
響
を
受
け
た
。
な
か
で
も
楊
遊
よ
り
謝
々
察
を
喜
び
、
謝
上
察
の
心
を
た
っ
と
ぶ
思
想
は
安
国
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
安
国
の
春
秋
学
は
兄
、
致
堂
の
読
史
管
見
、
．
弟
、
五
峯
の
皇
粗
大
紀
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
し

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
⑳
。

と
こ
ろ
で
宋
元
書
案
⑳
に
よ
れ
ば
、
胡
致
堂
の
自
然
集
の
先
公
行
状
に
「
元
祐
盛
際
（
安
国
十
代
の
後
半
）
、
師
儒
賢
彦
多
し
。
公
の
従

回
す
る
所
の
者
は
、
伊
川
程
先
生
の
友
、
朱
長
文
及
び
頴
川
の
血
豆
之
な
り
」
と
あ
る
文
章
を
あ
げ
て
、
，
「
聖
楽
圃
は
、
　
（
孫
）
泰
山
の

春
秋
の
伝
を
得
て
い
る
（
人
で
あ
る
）
の
で
、
先
生
（
安
国
）
は
泰
山
の
再
伝
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
（
安
国
の
）
春
秋
の
学

の
よ
っ
て
出
る
所
で
あ
る
」
と
い
う
。
た
し
か
に
従
来
の
春
秋
解
釈
（
た
と
え
ば
左
伝
）
の
よ
う
に
計
較
利
害
（
功
利
思
想
）
を
も
っ
て

す
る
の
で
は
な
く
て
、
大
義
の
上
に
立
つ
孫
泰
山
の
春
秋
尊
王
発
微
の
思
想
は
胡
安
国
に
伝
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
春
秋
胡
氏
伝
は
、

い
わ
ゆ
る
春
秋
の
直
伝
ほ
か
先
人
の
春
秋
解
を
時
に
取
捨
考
察
し
な
が
ら
も
な
お
、
そ
の
基
本
は
遠
く
は
孟
子
、
近
く
は
程
氏
に
よ
っ
て

い
る
。
胡
氏
伝
の
巻
頭
「
叙
伝
授
」
で
は
、
　
「
大
綱
は
孟
子
に
本
つ
い
て
、
填
詞
多
く
は
程
子
の
説
を
以
て
証
と
為
す
」
と
い
う
。
た
し

か
に
安
国
三
十
年
の
春
秋
学
研
鐵
の
中
で
、
程
伊
川
の
伝
（
完
本
で
な
く
、
部
分
）
を
手
に
入
れ
て
、
そ
の
間
の
精
義
十
曲
玉
、
符
節
を

合
す
る
が
ご
と
き
を
知
り
、
自
信
を
深
め
た
と
い
う
あ
た
り
は
、
程
子
私
淑
の
学
者
安
国
の
面
目
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

，
宋
学
の
大
成
者
、
朱
子
も
春
秋
に
つ
い
て
は
伝
を
書
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
胡
氏
伝
に
対
し
て
部
分
的
に
は
不
満
を
も
っ
た
が
、
全
体

と
し
て
は
認
め
た
か
ら
で
あ
る
⑳
。
か
く
し
て
、
元
の
延
祐
二
年
、
科
挙
試
に
三
権
と
共
に
採
用
さ
れ
て
、
始
め
て
学
官
に
立
て
ら
れ
、

元
、
明
を
通
じ
て
広
く
読
衷
れ
た
。
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胡
安
国
の
藥
京
に
対
す
る
、
胡
致
堂
》
胡
五
峯
の
秦
桧
に
対
す
る
態
度
等
を
み
る
と
、
道
義
に
も
と
つ
く
き
び
し
い
立
場
が
、
彼
等
の

生
き
方
の
根
本
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
安
国
が
親
交
を
も
っ
た
秦
桧
を
致
堂
、
五
峯
と
も
に
峻
拒
す
る
（



両
者
に
硬
軟
の
差
は
あ
る
が
）
に
至
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
強
め
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
弱
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
、
致
堂
の
書
い
た
先
公
行
状
に
し
た
が
え
ば
、
胡
安
国
の
性
格
は
本
来
剛
急
で
あ
り
善
悪
の
け
じ
め
が
き
び
し
く
、
出
処
進
退
は
道
義

に
依
拠
し
、
辞
受
取
捨
に
お
い
て
一
介
の
微
も
必
ず
義
に
揮
っ
た
と
い
う
㊧
。
謝
上
薬
の
「
胡
総
立
は
正
に
大
冬
の
謙
譲
に
百
艸
萎
死
し

て
松
柏
挺
然
と
し
て
独
り
秀
ず
る
が
如
き
な
り
⑳
」
と
い
う
安
国
評
、
当
時
の
御
史
中
丞
、
許
翰
が
「
言
言
に
籠
絡
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

安
国
一
人
の
み
」
と
評
し
た
言
葉
を
読
む
と
、
現
実
政
治
の
権
力
か
ら
超
然
と
し
て
独
立
し
、
聖
学
を
志
向
し
て
生
き
た
道
の
哲
学
者
の

風
貌
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
か
、
示
偏
四
年
（
二
十
四
歳
）
進
士
に
合
格
し
て
退
職
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
四
十
年
間
に
実
職

に
あ
る
日
は
、
六
年
に
も
満
た
ず
、
し
ば
し
ば
罪
を
以
て
去
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
て
い
る
。

　
は
じ
め
は
藥
京
に
憎
ま
れ
て
無
理
に
官
職
を
罷
め
さ
せ
ら
れ
て
自
門
潭
水
の
ほ
と
り
に
退
居
、
中
ご
ろ
は
、
門
下
侍
郎
の
歌
南
仲
、
中

書
侍
郎
の
如
上
、
宰
相
の
唐
恪
等
と
合
わ
ず
、
中
書
舎
人
か
ら
地
方
官
に
左
遷
さ
れ
て
い
る
。
終
り
は
、
隠
事
雨
晒
侍
講
で
あ
っ
た
時
、

朱
勝
非
を
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
藤
里
呂
頗
浩
が
面
相
秦
桧
を
傾
け
ん
と
し
て
、
朱
勝
非
と
結
托
し
、
た
め
に
安
国
は
退
職
し
て

朝
廷
を
追
わ
れ
、
奉
祠
職
に
就
か
し
め
ら
れ
た
（
こ
の
時
、
秦
桧
は
三
た
び
上
温
し
て
安
国
を
朝
廷
に
留
め
ん
こ
と
を
乞
う
た
が
、
詮
な

く
、
た
め
に
秦
桧
は
、
感
冒
を
解
い
て
位
を
去
っ
て
い
る
。
）
こ
の
後
、
安
国
は
衡
嶽
の
ふ
も
と
に
書
堂
を
営
み
、
春
秋
胡
氏
伝
を
完
成

し
て
高
宗
に
進
上
、
高
望
か
ら
は
称
賛
さ
れ
た
が
、
一
方
御
史
中
鷺
の
周
秘
、
侍
御
史
の
石
公
言
、
司
諌
の
陳
並
置
等
か
ら
、
安
国
は
学
・

術
頗
る
僻
よ
り
、
行
義
修
ら
ず
と
論
難
さ
れ
て
い
る
⑳
。
　
（
陳
公
債
は
紹
興
六
年
、
伊
川
の
学
は
天
下
を
惑
乱
す
る
も
の
と
し
て
屏
絶
せ

ん
こ
と
を
乞
奏
し
た
人
で
あ
る
⑳
。
）

　
か
か
る
安
国
も
秦
桧
と
親
交
を
も
っ
た
こ
と
を
悟
得
と
し
て
後
世
議
せ
ら
れ
て
い
る
。
子
の
致
堂
、
魚
商
も
秦
桧
を
固
く
こ
ば
ん
だ
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
朱
子
は
、
抗
戦
派
か
ら
講
和
派
に
思
想
転
向
を
す
る
以
前
の
秦
桧
に
親
交
を
も
っ
た
点
に
注
目
し
、
秦
桧
が
後
に
大
疎

脱
を
な
す
に
至
っ
た
時
に
は
、
安
国
は
す
で
に
残
し
て
い
た
と
、
同
情
的
見
方
を
し
て
い
る
⑳
。
明
の
楊
廉
に
よ
る
と
、
秦
桧
は
朱
子
の

い
う
よ
う
に
士
大
夫
の
小
人
で
、
易
の
有
名
な
文
句
「
敬
以
て
内
を
直
く
し
、
，
義
以
て
外
を
方
に
す
る
」
　
（
坤
卦
文
言
伝
）
の
う
ち
、
上

句
は
実
行
で
き
る
が
、
下
句
は
実
行
で
き
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
⑳
。
し
か
ら
ば
義
理
の
究
明
を
第
一
と
す
る
安
周
と
当
然
齪
賠
を
き
た

す
筈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
安
国
に
し
て
秦
檜
＠
の
人
物
を
兇
抜
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
を
識
る
こ
と
の
む
つ
か
し

さ
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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規
五
峯
は
極
力
秦
桧
を
避
け
た
。
秦
桧
宛
の
書
簡
⑳
を
読
む
と
、
骨
身
書
院
の
山
留
を
希
望
し
て
、
秦
桧
の
勧
誘
を
碗
曲
に
断
っ
て
い

る
⑳
。
そ
の
た
め
秦
桧
が
政
権
を
独
古
す
る
紹
興
年
間
に
は
、
儒
家
的
経
世
の
志
は
実
行
で
き
ず
、
衡
山
の
ふ
も
と
の
文
定
書
屋
で
建
学

に
は
げ
ん
だ
。
し
か
し
胡
五
言
の
真
意
は
決
し
て
早
世
隠
遁
に
は
な
か
っ
た
⑳
。
常
に
有
用
の
学
を
内
に
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
て
、
世
子
、

安
国
以
来
の
体
用
の
思
想
が
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
拝
辞
に
よ
れ
ば
「
聖
人
の
道
を
学
ぶ
に
は
、
そ
の
体
を
得
れ
ば
、
必
ず
そ
の
用
あ
り
。
体
あ
り
て
用
無
け
れ
ば
、
異
端
と
何
を
か
弁
ぜ

ん
。
井
田
、
封
建
、
学
校
、
軍
制
は
皆
聖
人
心
思
を
響
く
し
て
用
を
致
す
の
大
な
る
者
な
り
。
」
　
（
智
慧
集
巻
二
、
与
張
敬
夫
書
）
と
し
、

聖
学
の
第
一
条
件
と
し
て
「
学
に
は
必
ず
物
の
理
を
窮
極
す
る
を
以
て
先
と
為
す
な
り
」
　
（
同
上
）
と
し
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
「
道
の

学
は
博
学
審
問
豊
中
明
弁
を
用
い
る
を
須
ち
て
、
然
る
後
力
行
す
れ
ば
則
ち
差
は
ざ
る
の
み
」
（
同
巻
二
、
与
孫
正
儒
書
）
と
い
う
。
・

　
何
故
に
五
峯
は
体
用
の
相
即
を
説
く
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
当
時
多
く
の
士
人
が
仏
教
に
ひ
か
れ
て
、
伝
統
的
な
道
の
哲

学
（
聖
学
）
が
衰
微
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
上
は
天
子
、
宰
相
か
ら
一
般
人
士
、
五
峯
を
と
り
ま
く
周
辺
に
ま
で
及
ん
で
い

る
風
潮
で
さ
え
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
前
述
の
敬
内
（
体
）
は
可
能
だ
が
、
皆
掛
（
用
〕
は
不
可
能
だ
と
し
た
秦
桧
も
仏
教
信
者
で
あ
り
、

高
宗
も
同
じ
く
仏
教
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
五
峯
は
高
宗
に
た
て
ま
つ
る
上
奏
文
の
中
で
、
、
哲
学
論
議
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
現

象
面
か
ら
仏
教
が
国
家
利
害
に
重
大
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
そ
こ
に
五
峯
の
苦
心
の
あ
と
を
み
る
。
ま
た
同
じ
く
胡
氏

家
学
に
属
す
る
胡
籍
渓
の
仏
教
信
奉
の
態
度
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
き
び
し
く
戒
め
て
い
る
。
五
黄
に
よ
る
と
、

　
仏
教
は
日
用
常
行
を
難
事
粗
迩
と
し
て
（
儒
家
の
い
う
）
窮
理
尽
性
を
知
ら
ず
、
天
地
人
生
を
幻
化
と
し
て
天
性
に
楯
つ
い
て
千
古
不

　
磨
の
心
を
妄
想
粗
述
と
し
、
物
（
用
〕
を
離
れ
て
道
（
体
）
を
図
ろ
う
乏
す
る
。
ま
た
出
家
湘
出
身
を
事
と
し
て
天
倫
を
絶
滅
し
、
人

　
理
を
屏
棄
す
る
態
度
は
邪
説
暴
行
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
天
性
に
根
源
を
も
つ
心
と
事
迩
と
は
判
け
ら
れ
な
い
も
の
で
、
天
人
は
不

　
二
、
下
学
（
用
〕
上
達
（
体
）
は
一
貫
す
べ
き
で
離
れ
る
の
は
道
で
は
な
い
。
天
に
も
と
つ
く
五
典
五
常
に
立
脚
し
な
い
仏
教
は
性
命

　
を
殿
ち
典
則
を
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
障
、
理
障
を
説
き
心
地
法
門
を
談
ず
る
仏
教
は
自
門
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
五
聖
賢
主
、
与

　
原
仲
兄
書
取
意
）
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と
述
べ
て
い
る
。
仏
教
を
義
利
公
私
、
経
世
出
世
0
観
点
か
ら
批
判
し
、
ま
た
当
時
の
士
人
⑳
が
儒
と
仏
を
本
同
末
異
と
す
る
点
を
し
り

ぞ
け
、
大
本
同
じ
か
ら
ざ
る
が
故
に
末
も
異
な
る
と
本
末
不
同
説
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
程
子
、
安
国
を
経
て
五
峯

に
伝
っ
た
も
の
で
、
更
に
南
北
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
義
利
公
私
、
経
世
出
世
で
儒
釈
を
弁
じ
た
の
は
陸
象
山
で
あ
る
が
（

象
山
全
集
二
、
与
王
順
逸
書
参
照
）
朱
子
は
儒
釈
を
実
と
虚
で
弁
別
し
、
更
に
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
い
る
ハ
朱
子
皇
祖
＝
一
六
参
照
）
。
体

用
相
即
を
説
く
五
三
三
三
を
体
用
と
考
え
た
か
。

　
聖
人
は
仁
以
て
体
と
な
し
、
義
以
て
用
と
な
し
、
時
と
と
も
に
変
化
し
、
施
し
て
可
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
聖
人
を
学
ぶ
者
は
仁
を
以
て

　
心
を
存
し
、
義
を
以
て
物
に
処
し
、
時
を
み
て
動
き
、
亦
あ
に
進
退
を
必
と
せ
ん
や
⑳
（
五
峯
集
二
、
、
上
光
禿
皇
帝
書
）

　
五
三
に
と
っ
て
「
時
の
古
今
は
、
道
の
古
今
」
　
（
胡
子
知
言
一
、
陰
陽
）
．
で
あ
っ
た
。

　
五
礼
は
「
道
は
体
用
の
総
名
。
仁
は
そ
の
体
、
義
は
そ
の
用
、
体
と
用
と
を
合
し
て
道
と
な
る
」
　
（
胡
子
知
言
一
、
’
陰
陽
〕
」
と
説
「
い
た

が
、
一
方
「
学
業
は
す
べ
か
ら
く
本
根
噛
見
る
べ
し
」
　
（
五
峯
集
一
、
別
呉
喪
章
詩
）
　
「
聖
人
の
法
は
常
に
本
を
た
だ
し
源
を
清
く
す
る

に
在
り
。
あ
に
本
源
を
舎
い
て
末
流
に
就
く
ぺ
け
ん
や
」
　
（
同
三
、
与
三
徳
回
書
）
と
本
直
、
本
源
を
重
要
視
す
る
考
え
方
も
示
し
、
体

と
用
は
一
貫
し
つ
つ
そ
こ
に
価
値
的
な
差
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
木
は
根
本
と
枝
葉
か
ら
成
り
、
木
と
し
て
一
貫
し
て

い
る
が
、
大
切
な
の
は
根
本
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
五
緒
の
求
仁
説
（
五
峯
集
三
）
の
真
意
が
あ
り
⑳
、
南
軒
が
仁
の
本
体

を
察
識
し
よ
う
と
す
る
考
え
に
つ
な
が
る
。
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南
軒
は
五
峯
の
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
ゆ
五
峯
が
南
軒
に
教
え
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
仁
の

道
は
大
、
須
ら
く
大
な
る
体
を
見
る
べ
し
。
然
る
後
に
己
の
偏
を
察
し
て
、
・
正
に
目
す
べ
し
。
乍
ち
電
子
の
井
に
入
る
を
見
る
の
時
、
孟

子
一
隅
を
挙
ぐ
る
の
み
。
…
…
繁
文
の
忠
、
文
子
の
清
の
ご
と
く
し
て
而
も
仁
と
な
す
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
去
り
が
た
き
な
り
」
　
ハ
五
峯
十

二
、
官
給
敬
夫
書
）
「
仁
の
義
は
黙
識
す
べ
し
」
　
（
同
上
）
「
仁
な
る
者
は
人
の
天
た
る
所
以
な
り
。
須
ら
く
天
理
を
明
か
に
し
得
尽
く

す
べ
し
ゆ
然
る
后
克
己
以
て
こ
れ
を
終
ふ
」
　
（
同
上
）
「
聖
人
の
道
を
学
ぶ
に
は
、
そ
の
体
を
得
れ
ば
必
ず
そ
の
用
を
得
。
体
あ
り
て
用

無
け
れ
ば
、
異
端
と
何
を
か
弁
ぜ
ん
。
井
田
、
封
建
、
学
校
、
軍
制
、
皆
聖
人
心
思
を
聾
し
て
用
を
致
す
の
大
な
る
者
な
り
」
　
（
同
上
）



「
聖
人
は
天
理
に
因
り
、
人
情
に
合
す
」
　
（
同
上
）
「
夫
れ
理
窮
ま
ら
ざ
れ
ば
則
ち
物
情
尽
き
ず
。
…
…
故
に
学
は
必
ず
物
理
を
窮
極
す

る
を
以
て
先
と
な
す
な
り
。
…
…
実
弟
必
ず
敬
以
て
こ
れ
を
持
し
高
明
博
厚
、
日
に
無
彊
に
進
め
ば
、
聖
門
に
人
あ
ら
ん
」
　
（
同
上
）
　
「
万

理
一
以
て
こ
れ
を
貫
く
。
直
ち
に
寂
然
不
動
の
地
に
造
り
、
然
る
后
吉
凶
民
と
患
を
同
じ
う
し
、
天
の
為
す
所
を
為
す
。
こ
れ
聖
門
の
事

業
な
り
」
　
（
同
上
）

　
五
峯
は
こ
こ
で
「
察
識
端
椀
、
然
後
印
相
」
ど
い
う
求
仁
の
方
法
論
、
天
理
人
欲
論
、
体
用
相
即
思
想
（
井
田
、
封
建
等
経
済
の
学
に

も
意
を
闘
う
べ
き
必
要
性
を
強
調
。
南
軒
門
下
に
経
済
の
学
に
す
ぐ
れ
た
者
が
出
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
〕
物
の
理
の
究
明
、
敬
の
工

夫
、
理
一
分
殊
説
等
に
つ
い
て
教
示
し
、
若
い
耳
当
に
期
待
し
た
。
前
述
の
嶽
麓
書
院
記
は
南
無
三
十
四
歳
の
作
で
あ
る
が
、
五
十
の
こ

う
し
た
教
え
を
忠
実
に
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
⑪
。

　
贈
爵
は
二
十
九
歳
（
紹
興
三
十
二
年
）
の
時
、
初
め
て
五
聖
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
膝
甲
は
半
年
後
五
十
七
歳
で
残
し
た
。
そ
れ

以
前
に
書
問
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
は
希
顔
録
が
二
十
七
歳
の
時
の
作
で
あ
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
希
脇
戸
編
集
の
意
図
は
、
五

峯
に
呈
し
て
聖
学
志
向
を
明
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
⑫
。

　
南
軒
は
三
十
一
歳
（
塁
壁
元
年
）
の
時
、
孝
宗
に
対
面
し
た
が
、
そ
の
時
、
孝
宗
の
讐
恥
を
念
じ
中
原
の
塗
炭
を
う
れ
え
て
心
中
に
お

こ
っ
た
憾
蜴
十
三
の
心
を
、
．
「
こ
の
心
の
発
即
ち
天
理
な
り
」
と
述
べ
た
、
　
（
誠
斎
集
百
十
五
、
張
左
司
伝
）
と
い
う
。
三
十
八
歳
（

三
道
六
年
）
侍
講
を
兼
務
し
た
時
の
講
義
に
お
い
て
も
、
、
「
天
下
の
飢
寒
を
思
う
こ
と
、
己
が
飢
寒
の
ご
と
く
す
る
、
こ
の
心
尽
に
存
す

れ
ば
則
ち
驕
下
放
騨
、
何
に
よ
り
て
か
生
ぜ
ん
。
あ
に
治
の
由
り
て
興
る
所
に
あ
ら
ず
や
」
　
（
南
中
文
集
八
、
管
鑓
講
義
）
と
述
べ
て
い

る
。
と
も
に
皇
宗
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
念
発
動
す
る
己
発
の
瞬
間
に
天
理
を
直
覚
し
よ
う
と
す
る
、

心
を
主
と
し
て
動
的
傾
向
の
強
い
胡
氏
湖
南
学
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
嶽
麓
書
院
記
で
も
、
仁
の
端
緒
が
日
常
行
動
（
動
的
状
況
）
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
黙
識
し
て
こ
れ
を
存
し
、
拡
充
し
て

達
し
て
、
生
生
の
妙
が
、
心
中
に
わ
き
起
こ
れ
ば
、
仁
の
揮
い
な
ろ
本
体
は
体
得
で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、
仁
は
人
心
で
あ
る
と
し

て
、
動
処
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
三
十
五
歳
の
時
の
経
世
紀
年
序
で
は
、
古
今
、
万
変
も
結
局
一
息
、
一
原
に
帰
す
る
の
で
あ
り
「
蓋

し
義
理
は
天
命
に
根
ざ
し
て
人
心
に
存
す
る
者
に
し
て
没
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
の
故
に
易
は
太
極
に
本
づ
き
、
春
秋
は
元
を
書
し
て

以
て
そ
の
体
用
を
著
す
」
　
（
同
十
四
）
と
述
べ
ろ
。
端
本
清
源
的
な
体
用
相
即
を
た
っ
と
ぶ
胡
氏
湖
南
学
の
継
承
で
あ
る
。

「鈎一



　
三
十
六
歳
の
時
に
書
か
れ
た
胡
氏
知
言
序
⑪
の
中
で
、

　
太
極
精
微
の
蕊
を
捌
し
、
皇
王
制
作
の
端
を
窮
め
、
事
物
を
一
源
に
統
べ
、
．
古
今
を
一
息
に
貫
き
、
人
欲
の
偏
を
指
し
て
以
て
天
理
の
全
き
を
見
、

　
　
形
而
下
な
る
者
に
即
し
て
無
声
無
臭
の
妙
を
発
す
。
学
ぶ
者
を
し
て
端
侃
の
遠
か
ざ
る
を
験
し
て
、
高
深
の
無
極
に
造
ら
し
む
。
体
用
該
ね
備

　
　
は
り
て
、
挙
げ
て
行
う
な
り
。
…
…
学
ぶ
者
誠
に
能
く
そ
の
言
に
因
り
て
、
視
聴
言
動
の
間
に
精
察
し
、
　
卓
然
と
し
て
か
の
心
の
妙
な
る
所
以

　
　
を
知
れ
ば
、
則
ち
性
命
の
理
、
蓋
し
黙
識
す
べ
く
し
て
、
先
生
の
意
、
古
人
に
異
な
ら
ざ
る
所
以
の
者
も
ま
た
得
で
言
う
べ
き
な
鬼
　
　
（
同
十
四
）

と
述
べ
、
五
峯
の
学
問
の
特
色
を
端
的
に
記
し
て
い
る
。
　
（
し
か
し
三
十
九
歳
の
時
か
ら
朱
子
や
呂
東
茉
と
黒
氏
知
言
に
つ
い
て
心
性
論
、

天
理
人
三
論
な
ど
の
疑
義
に
つ
い
て
討
論
⑳
、
や
が
て
朱
子
に
同
調
し
て
い
く
⑰
。
）

　
同
じ
三
十
六
歳
に
敬
車
引
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
「
敬
は
心
を
宅
す
る
の
要
」
　
（
巻
三
六
）
と
し
、
　
「
事
物
を
忽
が
せ
に
す
る

な
く
、
必
ず
吾
が
思
を
精
に
せ
よ
。
そ
の
発
す
る
所
を
察
し
て
、
以
て
微
を
会
せ
よ
」
　
（
同
上
）
と
い
う
。
心
を
存
す
る
か
な
め
と
し
て

敬
を
説
き
、
察
識
端
侃
、
然
後
酒
養
の
華
氏
湖
南
学
の
方
法
論
で
あ
る
。
同
年
、
南
軒
は
孟
子
講
義
序
を
書
い
た
が
、
こ
の
中
で
は
主
と
■

し
て
義
利
の
弁
別
を
論
じ
、
　
「
聖
学
は
勉
め
に
す
る
所
無
く
し
て
然
る
な
り
⑭
」
　
（
同
十
四
）
と
い
う
。
義
利
の
弁
別
は
安
国
、
五
峯
と

伝
え
ら
れ
た
宋
学
本
流
の
考
え
方
で
あ
り
、
　
「
無
所
為
而
然
也
」
と
は
、
五
運
の
「
有
為
の
為
は
画
聖
に
出
ず
。
無
為
の
為
は
仁
義
に
本

つ
く
」
　
ハ
胡
子
知
言
二
好
悪
）
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
南
軒
初
年
の
思
想
は
五
峯
に
師
事
し
て
胡
氏
湖
南
学
の
も
つ
、
静
を
き
ら
っ
て
、
動
処
に
天
理
を
直
覚
し
、
そ
こ
に
動
静
体

用
未
載
発
の
融
合
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
動
時
の
省
察
に
力
点
を
お
く
思
想
を
継
承
し
、
純
化
々
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
南
軒
は

い
う
「
聖
賢
端
的
の
意
を
識
ろ
う
と
思
え
ば
、
須
く
動
処
に
於
い
て
天
機
を
見
る
べ
し
⑳
」
と
。
ま
た
い
う
「
あ
あ
道
は
二
、
義
と
利
と

の
み
。
…
…
念
慮
の
起
こ
る
時
、
必
ず
そ
の
義
た
る
か
、
利
た
る
か
を
察
せ
よ
⑫
」
と
。

　
胡
安
国
、
胡
五
峯
の
心
を
主
と
す
る
動
的
傾
向
の
強
い
学
風
は
ど
う
し
て
成
立
し
た
か
と
い
え
ば
、
北
上
末
か
ら
南
津
蟹
と
い
う
激
動

期
の
中
で
、
多
く
の
人
士
が
、
あ
る
い
は
仏
聖
の
異
端
邪
説
に
溺
れ
、
あ
る
い
は
智
術
利
勢
の
心
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
人
欲
を
ほ
し
い

ま
ま
に
し
て
天
倫
が
滅
び
、
中
国
の
伝
統
的
民
族
的
な
道
の
哲
学
（
聖
学
）
が
衰
微
し
た
こ
と
を
憂
え
て
世
に
覚
醒
を
求
め
、
狂
瀾
を
既

倒
に
も
ど
そ
う
と
し
て
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
に
心
を
主
と
す
る
か
、
勿
論
盤
上
察
の
心
を
た
っ
と
ぶ
影
響
も
あ
っ
た
が
、
五
峯

に
よ
れ
ば
「
心
は
性
情
の
徳
に
妙
な
る
」
　
（
胡
子
知
言
三
）
も
の
で
あ
り
「
心
の
惑
い
が
過
ち
で
あ
り
、
事
の
誤
ち
は
過
ち
で
は
な
い
」
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（
同
上
）
と
考
え
ら
れ
た
が
故
に
心
の
功
夫
を
大
切
に
す
る
。
さ
ら
に
聖
学
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
仁
は
、
上
期
の
い
う
が
如
く
そ
れ
は

生
き
て
は
た
ら
く
人
心
で
あ
る
（
上
藥
語
録
上
）
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
次
に
何
故
に
静
を
き
ら
い
動
を
た
っ
と
ぶ
か
、
・
・
そ
れ
は
伊
川
の
「

善
く
観
る
も
の
は
…
…
却
っ
て
喜
怒
哀
楽
己
発
の
際
に
こ
れ
を
観
る
」
　
（
程
氏
遺
書
一
九
）
を
直
接
継
承
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
当
時

流
行
し
て
一
般
人
士
を
・
魅
力
し
て
い
た
仏
教
に
つ
い
て
、
五
峯
は
「
釈
氏
は
た
だ
ち
に
曰
く
吾
そ
の
性
を
見
る
と
。
故
に
自
ら
処
す
る
に

静
を
以
て
し
て
、
万
物
の
動
は
裁
す
る
能
は
ず
」
．
（
胡
子
知
言
一
）
と
釈
氏
の
見
性
は
静
で
、
動
に
欠
陥
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
も
あ

る
。
上
藥
の
い
う
ご
と
く
「
釈
氏
、
吾
儒
に
如
か
ざ
る
所
以
は
、
義
以
て
外
を
方
に
す
る
の
　
節
な
り
。
義
以
て
外
を
方
に
す
る
は
、
便

ち
こ
れ
窮
理
。
釈
氏
は
却
っ
て
理
を
以
て
障
凝
と
為
す
」
　
（
上
上
語
録
巻
下
）
と
い
う
考
え
は
安
国
、
五
峯
と
継
承
さ
れ
た
も
の
で
右
あ

っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
義
以
て
外
を
方
に
す
る
こ
と
を
欠
く
よ
う
な
立
場
は
、
五
峯
に
よ
れ
ば
自
私
自
利
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
「
講
和

と
抗
戦
の
両
論
が
め
ま
ぐ
る
し
く
か
わ
る
南
宋
初
期
の
激
動
し
た
時
勢
、
本
質
的
に
功
利
的
に
な
っ
た
文
明
の
中
で
、
人
々
は
民
族
的
伝

統
的
三
綱
五
常
戸
五
峯
は
こ
れ
を
人
の
本
性
と
考
え
る
）
を
喪
失
し
て
私
利
私
欲
に
走
り
、
打
算
と
自
ら
を
高
し
と
す
る
行
動
の
中
に
、

真
の
生
命
（
利
己
的
な
衝
動
か
ら
導
か
れ
た
単
な
る
生
の
保
持
で
は
な
い
〕
の
衰
退
化
を
み
て
、
孤
立
的
状
況
の
中
で
道
の
哲
学
を
説
い

た
の
で
あ
る
。
五
峯
は
い
う
「
あ
あ
世
道
窮
ま
れ
り
」
・
（
五
峯
職
官
困
与
奨
茂
実
書
一
と
。
，
ま
た
い
う
「
人
は
道
に
生
れ
、
道
に
死
す
」

（
胡
子
異
言
二
）
と
も
。
こ
の
よ
う
な
心
の
生
命
を
た
っ
と
ぶ
動
的
な
思
想
は
、
南
軒
に
伝
わ
り
、
南
軒
初
年
の
思
想
を
形
成
し
た
。
こ

の
思
想
は
南
軒
を
通
じ
て
朱
子
に
伝
わ
り
、
・
朱
子
の
定
説
成
立
以
前
の
い
わ
ゆ
る
未
定
説
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
朱
子
は
そ
の
後
、
己

発
の
察
識
を
主
と
す
る
湖
南
の
知
覚
主
義
的
な
動
の
哲
学
と
、
未
発
の
酒
事
に
主
点
を
お
く
李
延
平
の
鼻
面
主
義
的
な
静
の
哲
学
を
総
合

止
揚
し
て
動
静
未
己
発
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
、
・
そ
れ
を
貫
く
工
夫
と
し
て
敬
を
説
き
、
し
か
も
静
を
本
と
し
、
一
方
理
気
心
性
論
で
は

存
在
を
理
と
気
に
わ
け
て
二
元
論
的
に
と
ら
え
、
心
も
性
と
情
と
に
わ
け
て
二
重
構
造
的
に
と
ら
え
、
し
か
も
気
や
情
よ
り
も
、
理
や
性

に
重
点
を
お
く
成
説
を
確
立
す
る
℃
か
く
し
て
朱
子
は
、
胡
子
御
言
に
つ
い
て
は
、
性
無
善
悪
説
、
好
悪
性
論
、
天
理
人
欲
同
体
異
用
論

（
同
行
異
情
論
に
は
賛
意
を
示
す
）
仁
を
人
心
と
し
て
用
の
立
場
か
ら
心
を
と
ら
え
て
い
る
点
、
心
を
己
発
と
し
、
知
識
（
知
覚
）
の
優

先
主
義
、
酒
癖
を
事
と
し
な
い
立
場
を
批
判
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
安
国
の
先
知
後
行
説
を
ほ
め
、
安
国
諸
子
の
節
操
を
た
た
え
、
な

か
ん
ず
く
五
峯
の
周
濾
渓
通
書
論
は
易
う
べ
か
ら
ざ
る
の
至
論
と
絶
賛
し
て
い
る
。
　
（
以
上
は
、
朱
子
語
類
「
〇
一
、
胡
子
謡
言
疑
義
並

び
に
付
録
朱
子
語
参
照
）
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五
峯
は
上
程
氏
を
啓
い
た
周
達
識
の
功
績
を
絶
賛
し
て
「
そ
の
功
は
蓋
し
孔
孟
の
間
に
在
り
」
　
（
五
峯
集
三
、
周
子
通
書
癖
）
と
ま
で

い
う
。
朱
子
が
顕
彰
し
て
、
豊
穣
渓
は
宋
学
の
開
祖
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
二
程
や
戦
士
で
触
れ

る
こ
と
少
な
か
っ
た
周
蚕
簿
を
か
く
注
目
し
た
行
構
の
功
績
は
見
お
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
軒
は
懸
道
六
年
（
三
十
八
歳
）

知
厳
州
在
職
中
、
太
極
図
説
・
通
書
を
厳
陵
の
学
官
に
お
い
て
刊
刻
し
て
い
る
。
朱
子
の
太
極
図
説
解
が
成
立
す
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
や

や
経
過
し
た
三
道
九
年
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

〔
注
〕

①
張
拭
二
＝
二
〇
1
＝
八
○
〕
字
は
敬
夫
、
一
の
字
は
欽
夫
、
南
軒
は
号
。
南
宋
高
宗
の
紹
興
三
年
に
生
ま
れ
、
孝
宗
の
隆
興
、

　
馬
道
、
淳
煕
年
間
に
活
躍
し
た
思
想
家
。
異
い
の
た
め
在
職
中
、
任
地
（
湖
北
）
で
捜
し
た
。
享
年
四
十
八
。
も
と
広
漢
（
四
川
〕
の

　
人
で
あ
る
が
、
後
、
長
沙
に
移
り
住
ん
だ
。
南
軒
の
単
車
に
は
、
朱
子
、
呂
東
竪
を
は
じ
め
、
後
に
宰
相
を
つ
と
め
た
趙
汝
愚
、
有
用

　
の
学
を
務
め
た
零
時
、
父
、
湊
に
従
陣
し
、
縛
首
軒
、
呂
東
茉
と
も
親
交
の
あ
っ
た
呉
松
年
、
同
じ
く
張
俊
門
に
出
て
朱
、
呂
と
も
交

　
遊
し
、
陳
竜
川
の
流
派
に
属
す
る
張
蒸
等
が
い
た
。
ま
た
陸
象
山
の
季
兄
陸
子
寿
と
は
書
問
往
来
が
あ
り
、
象
山
も
南
軒
に
は
関
心
を
持

　
ち
、
南
無
も
陸
子
兄
弟
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
象
山
と
は
遂
に
会
う
…
機
会
が
な
か
っ
た
。
南
軒
初
年
の
説
の
範
囲
は
、
胡
五
峯
に

　
師
事
す
る
二
十
九
歳
か
ら
、
朱
子
の
学
説
に
同
調
す
る
四
十
一
歳
（
述
朱
質
疑
四
に
み
え
る
夏
蚕
の
説
、
今
一
応
こ
れ
に
従
う
）
ま
で

　
を
指
す
。
朱
子
の
成
説
が
成
立
し
た
の
が
南
軒
三
十
七
歳
の
時
で
、
胡
子
里
言
の
疑
義
に
つ
い
て
討
論
す
る
の
が
三
十
九
歳
の
時
で
あ

　
り
、
こ
の
前
後
か
ら
南
軒
の
思
想
は
ゆ
れ
は
じ
め
て
、
や
が
て
旧
説
を
放
下
す
る
に
至
る
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
主
と
し
て
三
十

　
六
、
七
歳
ま
で
の
南
軒
初
年
の
思
想
を
あ
ら
わ
す
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
触
れ
た
。
南
軒
の
経
歴
、
動
静
の
問
題
等
に
つ
い
て
は

　
拙
論
「
張
本
軒
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
」
　
（
文
学
論
輯
二
三
号
九
大
教
養
部
）
を
、
ま
た
「
朱
子
学
大
系
第
三
巻
、
朱
子
の
先
駆
（

　
下
）
」
　
（
明
徳
出
版
社
近
刊
）
で
は
南
幌
思
想
を
表
す
と
思
わ
れ
る
も
の
、
十
四
篇
を
え
ら
ん
で
の
せ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
い
た

　
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

②
真
心
と
い
う
語
は
、
通
行
本
（
清
刊
本
）
や
宋
刊
本
に
は
見
え
な
い
。
朱
子
が
引
用
し
て
い
る
南
軒
の
嶽
麓
書
院
記
は
v
あ
る
い
は

　
南
下
初
出
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
，
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
記
」
は
、
謝
上
察
の
「
人
は
須
ら
ぐ
そ
の
真
心
を
賜
る
べ
し
。
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儒
子
の
将
に
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
る
時
（
に
動
い
た
心
）
こ
れ
真
心
な
り
」
　
（
上
藥
語
録
里
中
）
と
い
う
語
を
継
承
す
る
も
の
と

　
な
ろ
う
。
直
接
に
は
、
程
子
の
学
を
基
本
に
し
て
、
上
藥
の
心
の
生
命
を
た
っ
と
ぶ
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
た
胡
氏
湖
南
学
の
伝
統

　
を
受
け
つ
ぐ
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

③
南
軒
文
集
二
六
、
答
陸
子
寿
書
。

④
　
同
上
。

⑤
朱
子
文
集
八
七
、
又
祭
張
敬
夫
殿
撰
文
。

⑥
　
象
山
全
集
六
、
与
包
顕
道
第
一
書
。
象
山
は
つ
づ
い
て
「
近
ご
ろ
方
に
か
れ
に
書
を
通
ぜ
ん
と
欲
し
、
頗
る
論
ず
る
所
あ
り
。
野
塩

　
に
恨
み
を
抱
く
」
と
痛
恨
の
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

⑦
南
軒
文
集
一
五
、
送
曽
袈
父
序
。

⑧
　
高
峰
集
二
、
与
張
敬
夫
書
に
「
道
の
学
、
明
ら
か
な
ら
ず
」
と
あ
り
、
同
、
与
各
論
儒
書
（
本
文
参
照
）
に
も
「
道
の
学
は
云
云
」

　
と
い
う
。
五
三
の
い
う
道
の
学
と
は
、
伝
統
的
民
族
的
な
聖
人
の
道
を
き
わ
め
る
学
、
つ
ま
り
聖
学
の
こ
と
で
あ
る
。

⑨
　
　
「
聖
希
夫
、
賢
腿
骨
、
士
満
州
。
伊
サ
顔
淵
大
賢
也
。
…
…
志
伊
サ
之
所
志
、
学
柚
子
之
所
思
。
量
子
聖
、
重
量
賢
。
不
及
則
亦
不

　
失
於
令
名
」
　
（
志
学
章
）
　
「
聖
可
学
乎
。
日
可
。
」
　
（
聖
学
章
）

⑭
　
楠
本
正
継
「
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
」
第
一
編
第
二
章
第
一
節
参
照
。

⑪
　
宋
元
学
案
巻
一
、
安
定
学
案
巻
二
、
泰
山
学
案
参
照
。
．

⑫
　
鶴
林
玉
露
一

⑬
　
朱
子
文
集
九
六
下
、
張
凌
行
状
所
引
。

⑰
　
宋
元
学
案
四
四
、
趙
張
学
案
、
全
祖
望
序
録
。

⑮
　
同
三
四
、
武
夷
学
案
、
祖
望
序
録
。

⑭
　
五
峰
集
二
、
与
曽
吉
甫
書
。

⑰
　
五
峰
集
一
、
簡
彪
漢
明
。

⑱
　
た
と
え
ば
、
四
庫
提
要
二
七
、
春
秋
類
二
、
春
秋
伝
三
十
巻
の
項
が
一
例
。
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⑲
　
胡
致
堂
の
先
公
行
状
。

⑳
宋
元
学
案
三
四
、
武
夷
学
案
、
胡
弓
伝
家
録
所
引
。

⑳
　
先
公
行
状
。

⑳
　
同
上
。

⑳
　
春
秋
胡
弓
伝
序
』

⑳
　
楠
本
博
士
の
前
揚
書
。
第
一
編
、
第
四
章
、
第
二
節
、
湖
南
学
の
項
参
照
。

⑳
　
同
上
、
並
び
に
岡
田
武
彦
博
士
の
「
胡
五
二
論
（
上
・
下
）
1
湖
南
学
と
朱
子
1
」
　
（
東
洋
文
化
復
刊
第
十
・
十
一
号
）
参
照
。

⑳
　
武
夷
学
案
、
王
梓
材
案
語
。

⑳
　
朱
子
三
三
八
三
。

㊧
　
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
五
峰
を
経
て
、
南
軒
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
南
軒
の
朱
子
宛
の
書
簡
（
第
二
書
及
び
第
二
五

　
書
）
で
、
朱
子
の
辞
受
の
際
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

⑳
　
上
藥
の
安
国
評
、
次
の
面
影
の
安
国
評
は
と
も
に
山
岸
堂
の
先
公
行
状
に
引
く
。
ま
た
宋
元
学
案
、
武
夷
学
案
参
照
。

⑳
　
以
上
の
安
国
の
略
歴
と
行
実
は
、
先
公
行
状
に
よ
る
。

　
　
三
元
学
案
九
六
、
元
三
党
案
参
照
。

　
　
朱
子
語
三
百
三
十
一
、
本
朝
五
、
中
興
至
今
日
人
物
上
、
李
趙
張
注
黄
秦
参
照
。

⑳
　
伊
洛
淵
源
録
新
増
一
三
、
胡
文
定
公
、
楊
廉
按
語
。

　
　
安
国
は
師
友
の
交
わ
り
を
な
し
た
遊
心
山
の
推
薦
に
よ
っ
て
秦
桧
を
識
つ
た
。
秦
桧
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
悪
評
が
多
い
が
、
外

　
山
軍
治
氏
の
「
岳
飛
と
秦
桧
」
　
（
一
九
三
九
、
富
山
房
）
は
、
南
宋
初
期
、
和
平
と
抗
戦
と
の
両
論
が
行
な
わ
れ
て
激
動
が
続
い
た
中

　
で
、
金
、
宋
両
国
の
力
関
係
を
評
定
し
て
和
平
を
断
行
し
た
秦
桧
を
有
能
な
政
治
家
と
位
置
づ
け
、
幾
分
同
情
的
見
方
を
示
し
て
い
る
。

⑳
　
五
三
三
二
、
与
三
会
回
書
。

　
　
四
重
提
要
百
五
十
七
、
集
部
十
、
別
集
類
十
、
五
峰
集
五
巻
の
項
に
い
う
。
　
「
又
有
与
秦
桧
一
書
。
自
門
為
上
士
書
院
薩
長
。
門
歯

　
与
誤
解
安
国
交
直
最
深
。
故
力
蝋
引
之
。
宏
能
粛
然
自
遠
。
蝉
鋭
於
権
利
感
冒
。
其
書
詞
碗
而
意
厳
。
視
其
感
量
時
委
曲
以
斎
堂
害
者
。
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可
謂
青
出
三
三
、
三
面
寒
悪
水
　
」
ち
な
み
に
五
峯
は
「
伯
夷
は
性
命
の
情
を
全
う
す
」
　
（
発
言
三
）
と
尊
ぶ
。

⑳
　
朱
子
が
父
心
し
師
事
し
て
い
た
胡
籍
渓
の
出
処
進
退
に
疑
問
を
抱
い
て
作
っ
た
誠
刺
詩
（
隠
遁
志
向
的
趣
向
に
富
む
）
を
見
て
、
五

　
峰
は
門
人
南
軒
に
「
こ
の
詩
は
体
が
あ
っ
て
用
が
な
い
」
と
話
し
、
後
に
そ
れ
が
朱
子
に
伝
わ
り
、
朱
子
は
五
峰
に
会
っ
て
問
う
こ
と

　
が
で
き
な
か
っ
た
の
を
残
念
に
思
い
、
五
峰
の
深
意
を
忘
れ
な
い
た
め
に
こ
れ
を
書
き
し
る
し
た
（
朱
子
文
集
八
一
、
胡
子
知
言
疑
義

　
附
録
参
照
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
楠
本
、
岡
田
両
博
士
の
前
掲
書
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
。

⑯
　
た
と
え
ば
陰
門
の
王
震
沢
の
「
仏
氏
は
道
の
体
を
実
見
す
る
も
、
途
轍
（
方
法
論
）
に
た
が
い
お
わ
る
。
故
に
と
も
に
尭
舜
の
道
に

　
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
解
同
末
異
説
を
五
峯
は
引
用
し
て
批
判
す
る
。
　
（
五
峰
集
二
、
与
曽
吉
甫
第
一
書
）

⑳
　
胡
子
知
言
一
、
天
命
に
「
陰
陽
之
升
降
。
邪
正
之
内
外
一
也
。
事
故
仁
者
。
錐
切
切
於
世
。
而
亦
不
磯
之
必
行
幸
」
と
あ
る
。

⑳
　
た
し
か
に
五
濁
は
「
善
を
見
て
明
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
守
る
こ
と
固
か
ら
ず
云
云
」
　
（
胡
子
知
言
｝
、
天
命
）
と
い
っ
て
、

　
い
わ
ゆ
る
仁
智
の
合
一
を
説
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
仁
之
一
義
、
聖
学
要
道
。
直
濡
分
明
見
得
。
，
然
后
別
居
而
安
。

　
主
翼
文
学
上
見
。
不
是
了
。
須
於
行
持
坐
臥
上
見
。
方
是
瞥
見
也
。
　
（
昌
昌
集
二
、
与
丸
正
儒
書
）
と
も
い
う
。
相
即
一
貫
な
も
の
と

　
し
つ
つ
、
等
価
と
考
え
な
い
思
惟
構
造
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
彼
の
天
理
多
欲
論
も
同
じ
構
造
を
も
つ
と
い
え
る
。
い
わ
ば
連
続
で
あ

　
り
つ
つ
非
連
続
な
面
も
識
別
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
南
軒
が
五
峯
に
学
ん
で
、
更
に
純
粋
に
な
り
、
平
正
に
帰
し
た
功
に
つ
い
て
は
外
寸
学
案
五
〇
、
南
学
学
案
で
黄
宗
義
が
述
べ
て
い

　
る
。

⑫
　
銭
穆
「
宋
明
理
学
概
述
、
二
二
、
張
拭
」
に
よ
る
と
、
南
軒
が
若
年
の
頃
、
五
峰
に
会
お
う
と
し
た
が
、
五
聖
は
病
気
と
称
し
て
会

　
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
人
に
告
げ
て
「
彼
の
家
は
仏
を
学
ぶ
も
の
。
私
が
彼
に
会
う
な
ん
て
ど
う
か
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
。
南
軒
は

　
そ
れ
を
聞
い
て
始
め
て
会
見
を
拒
否
さ
れ
た
理
由
を
知
り
、
再
び
謁
を
請
う
た
が
、
語
甚
だ
契
合
し
、
遂
に
業
を
受
け
た
と
い
う
エ

　
ピ
ソ
ー
ド
を
の
せ
て
い
る
。
希
顔
録
編
纂
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
　
胡
子
知
護
照
、
ま
た
前
述
の
嶽
麓
書
院
記
、
孟
子
講
義
序
等
は
全
文
が
「
朱
子
学
大
系
第
三
巻
朱
子
の
先
駆
（
下
）
張
南
軒
」
　
（

　
明
徳
出
版
社
、
近
刊
）
の
中
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

＠
　
南
軒
文
集
答
朱
元
晦
秘
書
第
二
十
八
書
、
第
三
十
六
書
、
第
三
十
八
書
、
第
六
十
六
呼
量
を
参
照
。

「4
0

「



㊨
　
朱
、
張
、
呂
三
人
に
よ
る
五
峰
の
心
性
論
、
天
理
人
謬
論
等
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て
は
岡
田
博
士
前
掲
論
文
に
詳
論
し
て
あ
り
、

　
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

⑭
　
南
軒
の
こ
の
説
に
つ
い
て
は
朱
門
で
も
問
題
に
な
り
、
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
朱
子
も
こ
の
説
を
基
本
的
に
は
認
め
る

　
立
場
で
あ
る
が
（
朱
子
語
族
五
〕
し
か
し
、
　
「
天
下
の
事
は
皆
我
の
当
に
為
す
べ
き
所
の
者
な
る
も
、
た
だ
か
く
の
ご
と
く
強
信
ず
る

　
を
得
ず
。
須
く
学
ん
で
那
の
田
地
に
到
り
、
経
歴
磨
錬
す
る
こ
と
多
く
す
る
を
　
ち
て
後
、
方
め
て
信
じ
得
過
ぎ
ん
」
（
朱
子
語
類
＋

　
七
）
と
漸
進
を
強
調
し
て
頓
悟
を
戒
め
て
い
る
。

⑪
　
南
軒
文
集
五
、
鷹
陵
…
…
三
歎
詩
。

⑱
　
同
十
五
、
送
劉
圭
父
序
。

ハ
付
記
）
　
小
論
は
、
昭
和
五
十
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
「
北
宋
期
に
お
け
る
思
想
と
文
学
の
変
遷
と
そ
の
交
流
」
　
（
代
表
者
、
九
州

　
大
学
文
学
部
荒
木
見
悟
教
授
）
に
参
加
し
て
得
ら
れ
た
成
果
の
｝
部
で
あ
る
。
な
お
、
小
論
は
昭
和
五
十
年
＋
二
月
＋
四
日
、
同
研

　
究
集
会
に
お
い
て
「
張
南
軒
初
期
思
想
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
考
察
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
を
骨
子
と
し
て
い
る
。
　
（
五
一
、
七
）
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