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書
　
評

佐
野
公
治
著
『
四
書
学
史
の
研
究
』

木

寸矛

慶

二

　
本
書
は
明
代
を
中
心
と
し
て
中
国
近
世
思
想
研
究
に
活
躍
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
著
者
の
初
の
本
格
的
論
著
で
あ
り
、
取
り
上
げ
て
い

る
の
は
宋
元
明
を
通
じ
て
の
四
書
の
学
説
と
そ
れ
を
記
載
し
た
註
釈
書
の
歴
史
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
書
は
単
な
る
四
書
学
史
の
研
究
と

い
う
よ
り
は
、
宋
明
思
想
史
解
明
の
た
め
の
新
た
な
視
座
を
四
書
学
の
歴
史
に
求
め
た
と
い
う
性
格
の
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
な
お
本

書
は
著
者
が
ほ
ぼ
十
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
て
き
た
論
文
を
集
成
・
補
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
評
す
る
に
当
た
っ
て
は
全
体
の

内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
っ
た
あ
と
、
評
者
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
本
書
に
つ
い
て
は
既
に
三
浦
国

雄
氏
に
よ
る
簡
明
な
書
評
が
存
す
る
（
『
創
文
』
二
九
二
、
一
九
八
八
年
）
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
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序
章
の
第
一
節
「
四
書
学
史
の
概
況
」
は
こ
の
論
著
全
体
の
概
括
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
朱
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
四
書
学
な
る

も
の
が
成
立
し
、
宋
か
ら
明
に
至
る
経
書
学
の
中
心
は
、
朱
子
の
四
書
学
な
い
し
は
四
書
五
経
学
の
継
承
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
過
程

で
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
中
で
大
き
な
転
…
機
を
も
た
ら
し
た
の
が
明
の
王
陽
明
だ
っ
た
と
の
べ
る
。
晩
明
期
に
は
経
書
の
自
由
解
釈
が

流
行
し
、
仏
教
思
想
な
ど
も
大
幅
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
年
代
に
入
り
、
一
連
の
思
想
統
制
の
実
施
が
宋
明
学
ば
な
れ
の
学
界

動
向
と
呼
応
し
、
四
書
の
自
由
解
釈
を
終
焉
さ
せ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。



　
第
二
節
の
「
明
代
人
と
経
書
」
に
お
い
て
は
、
当
時
の
学
習
の
実
態
を
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
。
元
初
ま
で
は
ま

だ
器
量
・
語
孟
か
ら
六
経
に
及
ぶ
学
習
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
国
子
監
の
設
立
や
科
挙
の
実
施
に
伴
い
、
朱
子
学
が
民
間
に

ま
で
浸
透
し
て
い
く
。
四
書
を
学
び
し
か
る
の
ち
に
五
経
を
学
ぶ
学
習
法
は
明
代
初
期
に
至
っ
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

第
二
節
の
三
に
嵌
て
ハ
学
問
に
よ
り
人
格
の
陶
冶
を
め
ざ
す
人
士
が
あ
ら
わ
れ
て
も
、
経
書
学
習
法
及
び
精
神
形
成
過
程
に
お
け
る
経

書
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
「
経
書
は
記
諦
に
よ
っ
て
精
神
の
内
奥
に
と
り
こ
ま
れ
血
肉
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
的
思
索
を
通
し
て
再
生
さ
れ
る
。
こ
の
営
み
こ
そ
四
書
学
、
経
書
学
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
（
三
八
頁
〉
と
い

う
結
び
で
こ
の
章
が
締
め
く
く
ら
れ
る
。
著
者
の
め
ざ
す
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
経
学
の
歴
史
で
は
な
く
、
経
書
学
史
を
う
み
だ
し
た
精

神
史
の
解
明
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。

　
第
一
章
に
捨
て
は
、
朱
子
学
の
広
汎
な
注
釈
体
系
に
入
り
こ
む
一
つ
の
手
が
か
り
を
、
『
大
学
章
句
』
中
の
「
詳
伝
」
に
あ
る
「
表
裏

精
粗
至
ら
ざ
る
な
し
」
の
一
句
に
求
め
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
論
理
と
思
考
方
法
を
と
り
出
し
、
そ
れ
ら
が
思
想
体
系
に
も
一
貫
し
て
流

れ
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
。

　
表
粗
と
は
．
形
而
下
的
側
面
に
向
か
う
個
別
認
識
で
あ
り
、
裏
精
と
は
形
而
上
的
側
面
に
向
か
う
普
遍
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
然

学
の
レ
ベ
ル
で
は
等
価
値
的
で
あ
り
、
人
間
学
の
レ
ベ
ル
で
は
「
裏
面
」
を
上
位
に
お
く
価
値
的
優
劣
が
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
は

深
い
亀
裂
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
亀
裂
を
朱
子
は
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
要
素
を
人
間
学
の
優
位

の
下
に
統
一
し
た
の
が
朱
子
学
で
あ
り
、
こ
の
消
息
を
著
者
は
「
二
恩
一
」
一
蓋
二
」
と
表
現
さ
れ
た
。
虚
聞
（
気
・
陰
）
と
裏
精
（
理

・
陽
）
と
い
っ
た
対
立
し
た
粘
着
し
な
い
（
互
い
に
没
交
渉
な
）
範
疇
に
つ
い
て
粘
着
す
る
統
】
を
求
め
て
い
く
の
が
朱
子
学
の
特
質

だ
と
著
者
は
と
ら
え
る
。
さ
て
、
二
か
ら
一
へ
、
二
而
一
へ
と
上
昇
し
対
立
か
ら
統
一
に
至
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
は
再
び
対
立
の
中

に
還
元
さ
れ
て
、
一
か
ら
二
へ
、
一
叢
二
へ
と
な
る
。
こ
の
理
念
と
現
実
、
対
立
と
統
一
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
循
環
こ
そ
が
朱
子
学
の

特
徴
だ
と
結
論
す
る
。

　
次
に
著
者
の
言
及
は
、
朱
子
の
経
書
注
釈
の
方
法
へ
と
移
っ
て
い
く
。
朱
子
は
経
書
解
釈
に
お
い
て
没
主
観
性
を
強
調
す
る
一
方
、

合
理
的
批
判
精
神
と
い
っ
た
主
体
性
も
堅
持
し
て
い
た
。
こ
の
順
応
と
批
判
と
い
う
二
つ
の
拮
抗
す
る
立
場
か
ら
注
釈
が
う
ま
れ
て
く

る
と
い
う
。
そ
し
て
朱
子
の
注
釈
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
仁
」
の
解
釈
を
と
り
あ
げ
考
証
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
愛
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の
理
」
と
い
う
統
一
的
定
義
に
従
い
つ
つ
、
し
か
も
個
別
の
前
群
に
即
そ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
、
こ
の
態
度
は
一
而
二
、

二
而
一
の
論
理
の
裏
づ
け
を
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
個
別
的
に
し
て
し
か
も
統
一
的
な
解
釈
方
法
が
朱
子
の
そ
れ
で
あ
り
、
一

而
二
、
二
而
一
の
論
理
が
朱
子
解
釈
方
法
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
著
者
は
論
証
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
章
の
ま
と
め
と
し
て

「
朱
子
の
章
句
集
注
は
彼
の
思
想
構
造
と
緊
密
に
結
合
す
る
一
つ
の
完
結
し
た
解
釈
体
系
で
あ
っ
た
。
四
書
は
朱
子
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
経
書
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
こ
こ
に
四
書
学
が
成
立
し
た
」
（
一
〇
二
頁
）
と
い
い
、
朱
子
に
於
て
は
五
経
は
も
は
や
補
完
的
地

位
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
四
書
学
は
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
学
問
体
系
だ
っ
た
と
の
べ
る
。

　
第
二
章
に
於
て
は
、
経
商
思
想
界
に
堪
る
四
書
学
の
状
況
が
政
治
的
（
外
在
的
）
観
点
、
思
想
的
（
内
在
的
）
観
点
か
ら
論
ぜ
ら
れ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
第
一
節
で
は
朱
子
学
の
盛
衰
に
関
す
る
考
察
、
す
な
わ
ち
そ
の
党
禁
か
ら
従
祀
ま
で
の
状
況
へ
の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
。
著
者
は
こ

の
考
察
の
中
で
、
孔
子
廟
へ
の
従
祀
が
思
想
史
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
。
そ
れ
は
従
祀
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
体
系

の
正
統
性
が
政
治
的
に
保
証
さ
れ
、
学
術
の
普
及
が
政
治
的
に
加
速
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
他
方
、
当
時
の
科
挙
の
動
向
に
も
目
が

む
け
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
愚
論
初
期
に
は
古
注
疏
が
尊
重
さ
れ
、
南
宋
代
に
は
北
宋
諸
儒
の
書
が
基
本
書
と

み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
南
窓
末
に
な
る
と
朱
子
の
四
書
諸
経
注
が
採
用
さ
れ
、
元
代
の
科
挙
程
式
に
お
い
で
朱
子
学
が
正
式
に
採
用
さ

れ
た
の
だ
、
と
。

　
第
二
節
に
於
て
は
、
ま
ず
永
嘉
永
康
の
い
わ
ゆ
る
功
利
学
派
と
朱
子
と
の
対
立
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
葉
適
は
朱
子
の
説
く
大
学
作
者
説

を
認
め
ず
、
学
士
の
道
徳
的
価
値
を
否
定
し
た
と
い
う
。
次
に
は
象
山
学
が
と
り
上
げ
ら
れ
、
象
山
の
有
力
な
後
学
（
楊
簡
・
銭
時
）

も
、
四
書
を
有
機
的
連
関
を
も
つ
体
系
的
著
述
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
と
の
べ
る
。
（
こ
の
象
山
学
に
対
抗
す
る
た
め
の
最
も
有
力
な
武

器
を
、
朱
子
の
高
弟
陳
淳
は
四
書
に
求
め
た
と
著
者
は
み
る
）
一
方
、
朱
子
学
派
自
体
と
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
門
下
生
た
ち
に
も

す
で
に
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
二
親
・
三
伝
と
下
る
に
つ
れ
て
朱
子
の
経
説
・
四
書
説
を
い
か
に
理
解
す
る
か
の
見
解
は
、
・
さ
ら
に
多

岐
に
分
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
巨
視
的
に
見
れ
ば
朱
子
学
派
は
思
想
学
術
界
の
支
配
的
地
位
を
占
め
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

（
象
山
学
の
栄
え
た
四
明
の
地
に
も
朱
子
学
に
従
う
者
が
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
）

，
こ
の
南
島
か
ら
元
に
至
る
四
書
を
め
ぐ
る
思
想
界
の
状
況
に
決
定
的
な
方
向
づ
け
を
与
え
た
の
が
、
元
代
の
延
祐
年
間
に
制
定
さ
れ
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た
科
挙
程
式
で
あ
っ
た
。
皇
慶
二
年
（
＝
二
＝
二
）
中
書
省
は
科
挙
実
施
を
上
言
し
、
こ
の
紹
述
制
を
定
め
、
こ
れ
に
従
っ
て
延
祐
二

年
（
＝
二
一
五
）
に
は
廷
試
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
年
の
程
式
に
ば
、
①
四
書
に
章
句
集
注
を
用
い
る
　
②
詩
・
書
・
易
に
も
程
朱
学
の

注
釈
を
採
用
す
る
③
古
注
疏
は
兼
用
の
地
位
に
止
む
、
な
ど
の
案
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
程
式
は
当
時
の
学
問
状
況
に
即
し

て
大
幅
に
朱
子
学
を
採
り
、
か
つ
困
難
な
経
書
学
習
の
負
担
を
軽
減
し
て
受
験
生
の
便
宜
を
図
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
こ
で

初
め
て
「
四
書
」
．
の
呼
称
が
公
式
に
用
い
ら
れ
た
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
三
章
に
於
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
大
学
の
継
承
と
展
開
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
著
者
な
り
の
視
点
か
ら
の
論

述
が
な
さ
れ
る
。
（
第
一
～
三
節
は
紙
面
の
都
合
上
省
略
す
る
）
第
四
節
は
①
作
者
論
②
テ
キ
ス
ト
論
③
三
綱
八
目
の
相
互
関
連
性
及
び

そ
の
概
念
内
容
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
。
①
作
者
論
l
l
朱
子
以
後
、
経
一
章
は
孟
子
、
伝
十
章
は
そ
の
門
人
の
手
に
な
る
、

と
信
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
陽
明
に
よ
っ
て
よ
り
直
接
に
孔
子
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
李
材
、
羅
二
尊
に
至
っ
て
は
孔
子
の
親
筆
だ
と
明
言

す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
陽
明
門
下
の
頃
ま
で
は
、
大
学
↓
中
庸
と
い
う
時
代
的
内
容
的
先
後
が
考
え
ら
れ
た
が
、
官
等
芳
に
な
る

と
中
庸
↓
大
学
の
順
次
と
さ
れ
、
大
学
は
中
庸
の
内
容
を
も
含
ん
だ
よ
り
高
度
な
書
と
み
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
②
テ
キ
ス
ト
論
一
石

経
大
学
の
登
場
が
大
き
な
論
議
を
呼
ぶ
。
こ
の
書
の
す
ぐ
れ
た
点
は
、
ω
庸
学
の
順
次
と
す
る
こ
と
、
②
子
思
作
者
説
を
と
る
こ
と
、

㈹
文
章
の
構
成
・
表
現
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
管
東
浜
・
葛
寅
亮
・
劉
念
台
な
ど
の

信
奉
者
が
続
出
し
て
ゆ
く
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
悪
言
の
学
者
は
偽
作
に
惑
わ
さ
れ
た
明
人
の
学
識
の
浅
随
を
嘆
く
が
、
明
人
は
史

実
の
客
観
的
な
考
証
よ
り
も
自
ら
に
と
っ
て
真
実
で
あ
る
か
否
か
に
関
心
を
注
い
だ
の
で
あ
る
と
著
者
は
述
べ
、
前
述
の
事
項
を
積
極

的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
③
三
綱
八
目
の
相
互
関
連
性
及
び
そ
の
概
念
内
容
1
「
格
物
致
知
」
を
例
に
と
り
、
尋
人
・
王
畿
・
李

卓
吾
等
の
学
説
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
明
末
の
大
学
論
議
は
、
作
者
・
テ
キ
ス
ト
・
概
念
内
容
か
ら
書
籍
の
性
格
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、

当
時
の
思
想
課
題
を
附
会
し
た
思
想
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
科
挙
に
於
る
標
準
解
釈
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
き
た
章
句
の

大
学
観
は
、
実
質
的
に
は
諸
解
釈
の
一
つ
と
し
て
の
相
対
的
地
位
に
下
げ
ら
れ
、
自
由
な
徹
底
し
た
論
議
が
交
さ
れ
て
い
た
と
著
者
は

み
る
。
．

　
第
五
節
に
お
い
て
は
、
ま
ず
大
学
の
性
格
、
誤
記
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
陳
確
に
よ
っ
て
深
刻
な
一
石
が
投
じ
ら
れ
た
こ
と
が
論
ぜ
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ら
れ
る
。
彼
は
大
学
を
孔
子
・
曾
子
の
書
と
み
な
す
根
拠
の
な
い
こ
と
を
論
じ
、
大
学
か
ら
聖
賢
の
書
と
し
て
の
神
聖
性
を
剥
奪
し
た
。

大
学
と
孔
子
・
曾
子
と
の
関
連
を
否
定
し
て
製
作
年
代
を
引
き
下
げ
諸
儒
の
一
書
と
位
置
づ
け
る
こ
の
見
方
は
、
以
後
の
有
力
な
見
解

と
な
っ
て
い
っ
た
。
（
筆
述
・
江
中
等
）
こ
の
よ
う
に
聖
賢
の
書
或
い
は
そ
の
親
筆
と
し
た
宋
明
の
大
学
観
は
否
定
さ
れ
、
学
庸
の
神
聖

性
は
失
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
四
書
学
は
事
実
上
解
体
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
清
代
で
も
科
挙
の
標
準
解
釈
は
朱
子
の
章
句
集
注
に
お
か

れ
、
文
教
政
策
上
の
朱
子
学
尊
崇
は
国
是
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
朱
子
学
は
依
然
と
し
て
強
大
な
影
響
力
を
保
ち
つ
づ
け
た
。
こ
れ
に

よ
り
，
一
面
で
は
四
書
は
や
は
り
尊
崇
さ
れ
、
聖
賢
の
経
書
と
す
る
大
学
論
、
四
書
論
が
続
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
（
陸
墨
儀
・
漏
景
等
）

　
第
四
章
に
於
て
は
、
章
句
集
注
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
問
題
と
、
朱
子
以
後
の
四
書
説
集
成
書
の
性
格
・
編
纂
方
針
等
に
吟
味
が
加

え
ら
れ
る
。
第
一
節
一
章
句
集
注
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
淳
裕
本
と
興
国
本
の
二
本
が
源
流
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
興
国

本
の
文
章
は
集
注
の
沼
本
な
の
で
あ
り
、
の
ち
に
は
直
心
系
統
本
に
改
め
ら
れ
た
と
し
、
後
者
を
採
る
南
宋
の
胡
泳
、
興
国
本
が
定
本

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
宋
末
元
初
の
直
営
、
と
い
う
風
に
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
。
著
者
は
旧
稿
に
お
い
て
は
陳
櫟
説
を

採
っ
て
い
た
が
ふ
再
考
後
の
結
論
と
し
て
ど
ち
ら
が
よ
い
と
も
決
め
か
ね
る
と
し
、
意
見
を
保
留
さ
れ
た
。
史
的
に
な
が
め
れ
ば
、
宋

元
代
に
於
て
は
章
句
集
注
に
異
本
が
あ
る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
、
テ
キ
ス
ト
の
佳
否
が
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
明
の
四

書
大
全
が
『
四
書
玉
傷
』
（
後
述
）
を
全
面
的
に
取
り
こ
む
結
果
と
し
て
興
国
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
通
行
し
て

ゆ
く
。
以
後
、
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
論
議
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
清
末
に
な
る
と
蘭
留
・
志
忠
父
子
に
よ
っ
て
テ
キ

ス
ト
の
選
定
・
校
勘
が
行
わ
れ
、
興
国
本
を
は
な
れ
た
新
し
い
テ
キ
ス
ト
（
淳
裕
系
統
本
を
使
用
）
が
得
ら
れ
た
。

　
第
二
節
の
集
成
書
に
関
し
て
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
趙
順
孫
『
四
書
轟
轟
』
と
侃
士
毅
『
四
書
輯
釈
』
の
二
つ
の
み
を
と
り
あ
げ
る
。

趙
共
済
『
四
書
纂
疏
』
1
成
立
は
南
宋
末
の
一
二
七
九
を
わ
ず
か
に
遡
る
時
期
で
あ
り
章
句
集
注
を
絶
対
視
す
る
傾
向
を
も
つ
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
以
後
明
代
中
期
に
か
け
て
の
有
力
な
潮
流
と
な
っ
て
ゆ
く
。
内
容
を
み
る
と
章
句
集
注
に
或
問
を
加
え

そ
れ
を
さ
ら
に
庇
護
し
て
い
る
た
め
冗
長
な
感
は
否
め
ぬ
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
。
侃
士
毅
『
四
書
輯
釈
』
　
　
陳
櫟
『
四
書
発
明
』
を

継
承
し
た
作
品
。
著
者
は
こ
の
書
に
お
け
る
題
名
の
変
遷
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
『
重
量
発
明
』
↓
『
会
極
』
↓
『
輯
釈
』

と
三
毒
し
た
こ
と
で
あ
る
。
初
名
か
ら
は
士
毅
の
祖
述
的
立
場
、
三
遍
か
ら
は
宿
怨
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
と
い
う
立
場
が
よ
み
と
れ

る
と
著
者
は
い
う
。
祖
述
を
旨
と
し
ょ
う
と
す
る
作
者
に
対
し
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
打
ち
出
し
読
者
の
購
買
欲
を
そ
そ
ろ
う
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と
す
る
出
版
社
。
結
果
的
に
作
品
に
は
営
利
を
目
的
と
す
る
書
坊
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
内
容
的
に
は
『
四
書
発
明
』

に
『
四
書
通
』
を
増
纂
附
加
す
る
意
図
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　
第
五
章
に
穿
て
は
李
卓
吾
の
名
を
冠
し
中
国
本
土
に
の
み
現
存
す
る
と
い
う
『
四
書
評
』
の
成
立
及
び
性
格
に
関
す
る
問
題
と
そ
の

影
響
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
第
一
第
二
節
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
第
一
節
『
四
書
評
』
に
つ
い
て
一
1
卓
吾

め
死
後
、
万
暦
三
一
～
三
九
年
の
間
に
偽
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
偽
作
者
は
い
ま
だ
確
定
で
き
ぬ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
作
品

は
次
の
四
つ
の
特
色
を
も
つ
。
①
首
尾
一
貫
し
た
書
き
下
し
的
作
品
で
あ
み
。
②
評
批
の
形
式
を
と
る
。
③
文
章
の
佳
疵
に
論
点
を
お

く
。
④
読
響
に
簡
潔
で
卑
俗
な
用
語
を
用
い
る
。
そ
し
て
、
高
踏
的
な
評
論
で
な
く
解
釈
史
を
十
分
に
ふ
ま
え
、
後
世
に
継
承
さ
れ
る

に
足
る
も
の
を
有
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
又
、
一
方
で
は
孔
孟
の
個
性
的
で
ど
ぎ
つ
い
ま
で
の
人
間
臭
い
言
動
に
賛
意
を
表
し
て
い
る

と
指
摘
し
、
こ
れ
は
，
〈
百
姓
の
日
常
〉
に
こ
そ
価
値
を
見
出
す
明
末
に
普
遍
的
な
人
間
観
に
立
脚
す
る
と
い
う
。
他
に
も
著
者
特
有
の

精
密
な
実
証
的
考
証
に
よ
ゆ
、
①
『
四
書
評
』
は
『
説
書
』
と
と
も
に
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
明
末
に
お
い
て
は
一
定
の
高
い
評
価
を

得
て
い
た
。
②
明
末
の
四
書
解
に
引
か
れ
る
卓
吾
説
の
多
く
は
こ
の
『
四
章
評
』
に
よ
る
、
な
ど
の
見
解
を
導
き
出
し
て
お
ら
れ
る
。

　
第
二
節
『
青
雲
堂
四
書
評
』
に
つ
い
て
　
　
著
者
は
仲
肥
子
な
る
人
物
。
群
言
成
を
先
輩
、
葉
書
を
同
輩
と
し
、
万
暦
末
年
前
後
に

活
動
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
は
時
流
批
判
、
官
僚
批
判
が
散
見
す
る
が
、
郷
村
に
あ
る
下
層
の
士
人
の
生
活
に
立
脚
し
た
感

慨
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
著
者
は
み
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
註
解
の
か
た
わ
ら
世
相
へ
の
課
刺
を
加
え
、
四
書
の
文
体
を
伝
奇

平
話
と
同
列
に
論
評
し
、
腐
儒
の
四
書
註
釈
に
忍
笑
を
発
す
る
破
格
の
作
品
で
あ
っ
た
。
（
天
啓
年
間
の
出
版
と
考
え
ら
れ
る
。
）

　
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
『
評
』
（
『
四
書
評
』
の
略
）
に
み
ら
れ
る
奇
抜
な
用
語
が
襲
用
さ
れ
る
。
②
た
だ
、
『
評
』
の
解
釈
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
独
自
の
見
解
も
提
出
さ
れ
る
、
な
ど
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
、
以
下
の
よ
う
な

特
質
を
導
き
出
し
て
い
る
。
①
集
注
か
ら
の
脱
却
と
い
う
点
で
『
評
』
よ
り
一
歩
進
ん
だ
も
の
。
、
②
四
書
を
題
材
と
す
る
思
想
論
的
性

格
。
③
経
は
た
だ
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
文
章
そ
の
ま
ま
に
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
表
現
相
即
主
義
。
④
四
書
は
聖
人
の
聖
典
で
は
な
く

言
行
の
記
録
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
（
「
百
姓
の
日
常
」
に
道
の
具
体
的
表
現
を
見
出
す
と
い
う
明
言
の
特
徴
的
思
想
傾
向
に
立
脚
）

　
著
者
ば
明
一
代
の
経
書
理
解
の
営
み
を
、
朱
子
学
的
経
書
学
の
無
謬
性
信
仰
か
ら
の
脱
皮
過
程
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
『
青
雲
堂
四
書

評
』
を
そ
の
脱
皮
過
程
の
終
極
に
位
置
す
る
作
品
、
す
な
わ
ち
朱
子
を
こ
え
る
新
た
な
経
書
理
解
に
自
ら
の
経
世
を
求
め
た
明
末
思
潮
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の
一
つ
の
成
果
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
第
六
章
に
お
い
て
は
、
第
一
節
に
お
い
て
明
末
の
良
知
現
成
論
者
詳
審
登
の
四
書
学
を
、
第
二
節
に
お
い
て
は
、
よ
り
巨
視
的
な
視

点
か
ら
晩
明
の
四
書
学
の
解
明
が
な
さ
れ
る
。
第
一
節
　
周
汝
登
の
四
書
学
－
汝
登
は
四
書
を
聖
人
に
よ
る
身
心
の
内
省
の
記
録
と
と

ら
え
、
経
文
か
ら
専
ら
身
心
に
関
す
る
教
説
を
読
み
と
る
。
汝
登
に
お
い
て
は
、
身
心
と
い
う
色
付
き
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
四
書
を

理
解
す
る
こ
と
が
、
そ
の
基
本
的
立
，
場
と
な
る
。
そ
し
て
彼
の
四
書
学
の
特
徴
と
し
て
、
宋
儒
お
よ
び
仏
教
に
対
し
て
の
姿
勢
と
い
う

観
点
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
対
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
要
素
を
指
摘
さ
れ
る
。
①
朱
註
の
部
分
的
肯
定
。
②
集
注
に

引
く
諸
徳
説
や
集
注
に
と
ら
な
い
朱
子
説
の
肯
定
。
③
大
全
に
採
ら
れ
た
諸
石
岡
の
肯
定
（
と
く
に
角
子
へ
の
評
価
）
。
そ
し
て
以
上
を

ま
と
め
て
こ
う
い
わ
れ
る
。
解
釈
自
体
は
折
衷
主
義
的
で
あ
り
『
四
書
評
』
や
『
青
雲
堂
四
書
評
』
に
比
べ
よ
り
穏
健
な
四
書
説
だ
、

と
。
後
者
に
関
し
て
は
、
誤
認
の
直
下
承
当
の
哲
学
も
甚
だ
禅
機
機
鋒
に
富
ん
だ
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
四
書
は
汝
登
に
よ
り

当
下
承
当
の
哲
学
書
と
し
て
新
た
な
生
命
を
賦
与
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
仏
教
が
中
国
思
想
史
に
思
想
的
栄
養

を
補
給
す
る
一
つ
の
事
例
と
認
め
た
い
ど
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
　
晩
明
の
四
書
学
一
著
者
は
ま
ず
隆
慶
、
万
暦
以
降
の
晩
明
期
に
お
い
て
お
び
た
だ
し
い
註
解
書
が
加
速
度
的
に
著
述
出

版
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
科
挙
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

註
解
書
の
増
加
の
原
因
の
一
つ
を
科
挙
受
験
用
の
需
要
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
釈
華
語
が
科
挙
の
程
墨
文
に
ま
で
使
用
さ
れ
物

議
を
か
も
し
た
こ
と
を
と
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
禁
令
が
下
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
釈
老
語
が
場
屋
に
も
ち
こ
ま
れ
た
の

は
、
釈
英
語
の
使
用
に
よ
っ
て
及
第
を
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
事
態
は
、
釈
老
の
好
尚
が
流

行
し
、
釈
老
を
好
む
人
物
（
楊
三
元
、
焦
特
等
）
が
高
第
を
え
て
高
官
に
任
じ
て
い
た
状
況
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
。
以
上
の
二

例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
晩
明
期
の
四
書
学
は
科
挙
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

，
次
に
著
者
は
、
註
解
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
言
及
に
う
つ
っ
て
い
く
。
①
程
朱
羽
翼
の
路
線
を
守
る
。
②
程
朱
を
父
矛
す
る
の
み
な

ら
ず
孔
子
を
無
視
す
る
。
③
陽
に
朱
子
を
尊
び
、
陰
に
異
端
を
ま
じ
え
る
。
の
三
つ
を
黎
明
の
四
書
学
展
開
期
の
様
相
と
み
て
い
る
。

そ
し
て
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
い
ず
れ
も
独
自
な
個
性
的
な
四
書
説
を
志
向
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
期
に
お
い
て
は
陽
明
学
の
影
響
が

著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
陽
明
の
段
階
に
比
し
た
と
き
の
特
徴
の
一
つ
に
、
釈
老
思
想
を
と
り
入
れ
た
奔
放
な
解
釈
の
存
在
を
指
摘
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さ
れ
て
い
る
。
晩
明
期
に
は
序
文
・
題
記
か
ら
本
文
に
至
る
ま
で
釈
老
的
観
念
用
語
を
駆
使
し
て
文
章
に
あ
や
を
そ
え
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
常
識
と
な
っ
て
い
た
感
が
あ
っ
た
こ
の
現
象
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
は
、
釈
老
と
の
接
合
は
、
当
時
に
お
い
て
困
難
を
極

め
て
い
た
で
あ
ろ
う
程
朱
学
的
経
回
か
ら
の
脱
却
の
テ
コ
で
あ
っ
た
と
の
べ
ら
れ
る
。

　
第
七
章
に
お
い
て
は
、
科
挙
に
資
す
る
受
験
参
考
書
と
し
て
の
講
堂
や
、
試
験
答
案
、
模
範
解
答
、
平
素
の
習
作
等
の
総
称
で
あ
る

時
文
（
八
股
文
）
を
通
し
て
四
書
学
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
。

　
第
一
節
に
お
い
て
は
、
講
章
の
具
体
的
材
料
と
し
て
『
跡
槍
浜
四
書
説
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
の
内
容
を
三
つ
に
分
類

す
る
。
①
陽
明
学
に
同
調
す
る
明
確
な
論
調
ゆ
②
仏
教
老
荘
臭
の
濃
い
用
語
の
使
用
。
③
宋
商
的
、
集
注
的
な
経
文
解
釈
に
盲
従
し
な

い
新
た
な
経
文
解
釈
の
提
出
。
そ
し
て
、
と
く
に
心
学
的
陽
明
学
的
解
釈
に
固
執
し
て
い
る
と
言
及
さ
れ
惹
。
そ
れ
か
ら
時
文
に
は
経

文
に
即
し
つ
つ
も
何
ら
か
の
斬
新
さ
を
も
り
こ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
、
三
章
と
は
経
文
解
釈
及
び
作
文
に
お
け

る
模
範
例
を
示
す
も
の
だ
と
と
ら
え
た
上
で
、
槍
浜
説
の
も
っ
こ
う
し
た
講
章
的
性
格
を
具
体
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
節
に
お
い
て
は
八
股
文
に
お
け
る
論
理
と
心
理
の
解
明
が
ま
ず
行
わ
れ
る
。
語
気
口
気
に
注
目
す
る
明
清
時
文
で
は
、
①
重
点

語
、
骨
格
句
の
重
視
と
②
助
辞
の
重
視
と
が
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
他
方
、
八
股
文
に
は
「
対
偶
を
用
い
た
文
体
」
と
い
う
命
題

が
あ
り
、
見
映
え
の
す
る
文
章
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
重
点
語
を
把
握
し
、
本
旨
を
う
れ
ば
う
る
ほ
ど
「
髄

題
逆
説
」
と
し
て
忌
ま
れ
、
本
旨
か
ら
逸
脱
し
て
で
も
作
文
と
し
て
の
完
整
が
求
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
だ
っ
た
、

と
い
う
。

　
そ
し
て
明
春
思
潮
に
み
ら
れ
る
四
書
観
や
清
朝
に
お
け
る
実
証
的
考
証
学
が
ど
の
よ
う
に
時
文
八
股
文
に
投
影
さ
れ
る
か
の
検
討
が

な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
明
代
の
事
例
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
本
体
即
工
夫
の
頓
悟
を
求
め
唐
子
業
の
意
義
を
積
極
的
に
は
認
め
よ
う
と
し
な
い
王
畿
が
、
挙
子
業
を
自
ら
の
聖
賢
の
学
の

巾
に
と
り
こ
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
顧
詩
心
の
文
章
を
ひ
き
つ
つ
、
主
催
者
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と

に
か
か
わ
ら
ず
、
時
文
八
股
文
は
講
学
の
場
に
も
浸
透
し
て
い
た
と
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
賢
と
な
ら
ん
こ
ど
を
目
的
と
す
る

講
学
と
、
究
極
的
に
は
高
見
を
目
的
と
す
る
学
校
場
屋
と
に
お
け
る
経
書
観
、
経
書
理
解
は
必
ず
し
も
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
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次
に
著
者
は
時
文
を
内
側
か
ら
革
新
し
よ
う
と
し
た
事
例
と
し
て
楊
起
元
の
例
を
と
り
あ
げ
る
。
ま
ず
起
元
は
時
文
形
式
を
借
り
て

日
常
現
在
に
於
け
る
主
体
的
悟
得
と
い
う
自
ら
の
思
想
を
表
現
し
た
と
の
言
及
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
一
歩
ふ
み
こ
み
、
彼

は
朱
註
を
否
定
し
て
自
己
主
張
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
訳
註
に
依
拠
す
べ
き
と
す
る
祖
宗
の
法
を
遵
守
す

る
の
で
は
な
く
、
朱
註
を
批
判
せ
ず
に
重
点
を
移
行
し
て
こ
と
さ
ら
に
朱
註
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
か
た
ち
で
か
ろ
う
じ
て

規
則
を
守
り
内
事
実
上
は
自
ら
の
経
文
理
解
を
時
文
の
上
に
表
そ
う
と
し
た
と
の
べ
ら
れ
る
。

　
以
上
が
内
容
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
次
に
本
書
の
特
色
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

三

　
近
年
、
吉
田
公
平
氏
「
王
陽
明
研
究
史
」
（
『
陽
明
学
の
世
界
』
所
収
、
一
九
八
六
年
）
、
山
下
龍
二
氏
「
明
代
思
想
研
究
史
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学

部
研
究
論
集
一
九
八
七
』
所
収
）
等
に
よ
り
従
前
の
明
学
研
究
の
実
態
を
ふ
り
返
ろ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ま
で
の
研
究

の
総
括
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
内
に
新
し
い
視
座
の
模
索
を
は
ら
む
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
戦
後
の
明
学

は
哲
学
的
思
想
的
に
研
究
が
深
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吉
田
氏
の
著
に
詳
し
い
が
、
島
田
慶
次
氏
に
よ
る
「
近
代
思
惟
」

と
い
う
問
題
の
提
出
、
山
井
湧
、
山
下
龍
二
両
氏
に
よ
る
「
気
の
哲
学
」
の
主
張
及
び
そ
の
解
明
、
ま
た
岡
田
武
彦
氏
に
よ
る
思
想
の

内
面
的
理
解
、
体
認
の
強
調
、
さ
ら
に
荒
木
見
悟
氏
に
よ
る
仏
教
と
儒
教
と
の
対
立
・
交
渉
等
の
中
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
観
・

実
践
論
の
究
明
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
、
か
つ
宋
明
の
思
想
家
た
ち
の
精
神
生
活
に
占
め
る
経
書
（
と
く
に
四
書
）

の
ウ
エ
イ
ト
を
再
認
識
し
た
上
で
、
四
書
の
学
説
、
そ
れ
を
記
載
し
た
註
釈
書
の
歴
史
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
視
角
に

よ
る
宋
明
思
想
史
の
叙
述
・
解
明
を
め
ざ
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
特
色
と
し
て
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
実
証
性
・

具
体
性
の
色
彩
が
濃
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
四
章
に
お
け
る
章
句
集
注
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
変
遷
の
究
明
、
宋
か
ら
清
に
至
る
註
釈

書
の
内
容
分
析
、
あ
る
い
は
第
五
章
に
見
ら
れ
る
『
四
書
評
』
の
作
者
問
題
、
こ
の
書
の
性
格
及
び
思
想
史
的
位
置
の
解
析
等
の
詳
細

な
論
述
に
は
敬
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
こ
う
い
つ
た
具
体
的
・
実
証
的
考
証
の
奥
に
潜
む
精
神
の
粘
着
力
・
持
続
力
も
見
の
が
せ

な
い
。
個
別
の
事
象
の
あ
り
の
ま
ま
を
先
入
観
な
し
に
把
握
し
、
そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
も
せ
ず
客
体
化
の
作
業
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
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の
思
想
史
に
お
け
る
役
割
・
位
置
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
個
別
の
も
の
か
ら
時
代
の
普
遍
性
を
照
射
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
多
大
な

精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
持
続
す
る
思
考
力
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
つ
た
研
究
方
針
に
よ
っ
て
最
も
実
り
あ
る
成
果

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
ば
、
『
四
書
評
』
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
多
角
的
に
論
じ
た
第
五
章
と
、
科
挙
と
四
書
学
と
の
か
か
わ
り
を
時
文
・
八

股
文
の
論
理
と
心
理
を
解
析
し
な
が
ら
論
じ
た
第
七
章
第
二
節
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
著
者
の
執
筆
意
図
が
那
辺
に
あ
み
か
に
つ
い
て
評
者
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
上
述
し
た
よ
う
に
従
来
の
言
明
学
研
究
は

哲
学
的
思
想
的
に
研
究
が
深
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
故
な
の
か
。
解
答
の
手
が
か
り
を
荒
木
見
悟
氏
に
求
め
て
み

る
。
荒
木
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
、
「
宋
代
の
儒
学
が
古
典
儒
学
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
単
な
る
伝
統
経
学
の
復

興
で
は
な
く
て
、
心
学
の
長
所
を
か
え
り
み
つ
つ
、
古
典
儒
学
に
新
生
命
を
吹
き
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
る
」
（
『
仏
教
と
陽
明
学
』
四
九
頁
）
と
。

宋
明
儒
学
と
は
経
典
の
解
釈
を
も
っ
て
自
己
の
思
想
を
表
現
し
て
は
い
る
が
、
＝
親
里
法
論
を
基
盤
と
し
、
迷
悟
昇
沈
の
一
切
を
心
の

あ
り
方
に
か
け
る
心
魂
の
学
」
（
同
四
二
頁
）
元
る
仏
教
心
学
の
影
響
を
色
濃
く
保
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
宋
明
学
は

経
書
解
釈
の
仕
方
如
何
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
操
作
す
る
主
体
の
あ
り
方
自
体
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
。
自
己
と
社
会
と
の
関
係

を
ど
う
と
ら
え
、
そ
の
中
で
自
己
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
か
。
そ
の
具
体
的
方
法
な
る
も
の
は
何
か
。
こ
う
い
つ
た
事
柄
に
こ
そ
思

想
家
た
ち
は
心
を
砕
き
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
「
心
学
と
理
学
」
を
も
っ
て
盛
事
儒
学
の
大
綱
を
と
ら
え
ら
れ
る
荒
木
氏
を
は
じ
め
と
し

て
、
哲
学
的
思
想
的
に
研
究
活
動
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
最
も
的
確
な
視
座
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
こ

れ
ら
の
事
柄
を
承
知
の
上
で
、
著
者
は
何
故
四
書
学
史
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
科
挙
を
通
し
て
中
国
知
識
人
の
精
神

生
活
の
内
奥
に
四
書
学
が
入
り
こ
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
自
己
の
思
想
を
『
大
学
』
の
解
釈

と
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
伺
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
従
来
の
哲
学
的
探
究
が
と
も
す
れ
ば
思
弁
に
終
始
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
の
反
省
に
立
ち
、
実
証
的
要
素
を
よ
り
多
く
含
ん
だ
具
体
的
色
彩
の
強
い
思
想
史
の
叙
述
を
著
者
が
め
ざ
し
た
か

ら
で
は
な
か
ろ
ヶ
か
。
著
者
は
あ
と
が
き
に
お
い
て
「
…
…
そ
の
折
の
閲
覧
は
明
代
の
著
述
を
主
と
し
た
が
、
さ
す
が
に
先
人
に
よ
っ

て
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
中
で
、
た
だ
経
書
類
、
と
り
わ
け
四
書
類
の
書
籍
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
た
痕
跡
が
な
か
っ
た
」
（
四
四
二

頁
）
「
だ
が
、
実
際
手
に
と
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
膨
大
な
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
消
費
さ
れ
て
い
る
と
実
感
さ
れ
た
。
旧
套
を
脱
し
て

み
れ
ば
、
各
時
代
の
精
神
的
営
為
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
存
在
意
義
を
主
張
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
明
人
の
こ
の
種
の
著
述
に
も
陽
光
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を
当
て
る
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
民
族
的
伝
統
の
内
在
的
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
確
信
さ
れ
た
」
（
同
）
と
述
べ
る
。
こ

の
文
章
を
読
む
限
紅
で
は
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
四
書
類
の
意
義
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国

の
精
神
文
化
の
理
解
を
深
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
評
者
が
理
解
す
る
よ
う
な
旧
来
の
思
想
史
研
究
へ
の
反

省
．
新
し
い
視
角
設
定
の
動
機
等
は
明
確
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
内
面
に
上
述
の
意
図
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
従
来
の
研
究
で
経
書
類
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
が
皆
無
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
荒
木
氏
を
例
に
と
れ
ば
、
・
「
四
書
湖
南
講
に
つ
い
て
」
（
『
明
代
思
想
研
究
』
所
収
）
、
「
石
経
大
学
の
表
帯
」
（
『
明
末
宗
教
思
想

研
究
』
第
＋
章
）
、
「
駁
呂
訟
訴
四
書
講
義
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
（
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
所
収
）
、
「
陳
確
の
大
学
偽
書
説
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
中
国
思
想
史
の
諸
相
』
所
収
）
等
の
論
考
が
あ
る
。
哲
学
的
性
格
の
考
察
と
実
証
的
性
格
の
論
考
と
は
研
究
者
個
々
の
内
に
お
い
て
多
か

れ
少
な
か
れ
併
存
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
、
従
来
こ
の
よ
う
な
問
題
は
個
々
の
事
例
研
究
の
中
で
は
為
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
だ
が

著
者
は
そ
れ
を
只
事
学
を
貫
く
研
究
の
中
へ
と
拡
大
・
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
学
界
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
た
と
い
う
意
味
で
、

本
書
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

・
・
最
後
に
若
干
の
疑
問
と
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
微
細
な
点
に
わ
た
る
が
、
序
章
三
六
頁
で
晩
明
に
お
い
て
記
論
能
力
称
讃
の
記
事

が
減
少
し
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
陽
明
学
の
影
響
を
著
者
は
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
文
化
の
多
様
化
に

対
応
し
た
知
的
関
心
の
拡
散
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
吾
が
心
の
良
知
一
念
に
価
値
語
言
を
委
ね
る
陽
明
心
学
の
影
響
ど

し
て
と
ら
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
，
陽
明
学
に
よ
っ
て
価
値
判
断
の
基
準
指
定
の
枠
が
と
り
は
ら
わ
れ
た
時
、
明
末
の
人
々
の

関
心
ば
従
来
マ
イ
ナ
ス
価
値
と
さ
れ
て
い
た
領
域
へ
も
積
極
的
に
分
け
入
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
本
書
を
通
読
し
た
感
想
で
あ
る
が
、
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
本
書
の
最
大
の
特
色
で
も
あ
る
実
証
性
、
具
体
性
で
あ
っ
た
。
評
者

と
し
て
は
資
料
の
丁
寧
な
取
り
扱
い
、
綿
密
な
考
証
等
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
コ
こ
れ
は
ひ
と
り
評
者
に
限
ら
ず
、
，
宋
明
学
研
究
に

携
わ
る
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
大
変
有
益
な
こ
と
と
思
う
。
特
に
従
来
の
宋
明
学
研
究
が
上
述
の
よ
う
に
哲
学
的
観
点
か
ら
の
論
考
に

圧
倒
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
そ
の
価
値
は
倍
加
し
よ
う
。
ま
た
個
別
の
論
文
を
除
い
て
、
，
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
は
は
じ
め
て
近
世
の
，

四
書
学
史
が
全
体
的
に
叙
述
さ
れ
た
ご
と
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
こ
と
も
一
言
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
他
方
、
巻
末
に
附
さ
れ
て

い
る
附
録
、
索
引
も
大
変
有
益
で
あ
る
。
登
科
は
著
述
の
時
期
的
上
限
と
考
え
ら
れ
、
成
書
や
刊
行
の
時
期
が
知
ら
れ
る
こ
と
の
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少
な
い
註
解
書
の
排
列
基
準
と
し
て
有
効
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
方
法
で
採
ら
れ
た
次
の
二
君
の
姓
氏
・
書
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
講
章
色
の
濃
い
『
四
書
正
新
録
』
と
、
こ
の
書
に
見
ら
れ
な
い
万
暦
後
期
の
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
『
増
補
苦
言
』
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
捌
補
五
言
』
の
書
目
及
び
『
増
補
微
言
』
の
「
新
増
姓
氏
書
目
」
と
、
『
皇
明
百
方
家
問
答
』
の
書
目
と
が
一
つ
に
ま
と
め

て
排
列
し
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
本
書
中
に
引
か
れ
た
論
述
・
引
用
文
献
索
引
も
そ
の
あ
と
に
附
さ
れ
て
あ
る
。
い
ず
れ
も
宋
明
学
の
研

究
者
に
と
っ
て
甚
だ
有
用
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
疑
問
と
感
想
を
述
べ
て
み
た
。
評
者
の
理
解
力
不
足
の
た
め
、
本
書
の
紹
介
、
特
色
の
指
摘
等
が
不
的
確
に
終
わ
っ
た
こ
と
、

ま
た
執
筆
意
図
に
関
し
て
独
断
を
並
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
御
寛
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。
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