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『
大
学
』
『
論
語
』
『
孟
子
』
『
中
庸
』
の
四
書
を
順
次
に
学
ん
で
し
か
る
の
ち
に
五
経
に
及
ぶ
学
習
法
を
樹
立
し
、
四
書
の
テ
キ
ス
ト
校

定
、
再
解
釈
に
精
力
を
注
い
で
観
念
体
系
を
構
築
し
た
朱
子
に
よ
り
、
四
書
は
経
書
学
の
中
心
に
置
か
れ
た
。
そ
の
の
ち
清
代
に
は
ほ
ぼ

科
挙
の
学
そ
の
も
の
に
変
貌
す
る
と
い
う
消
長
を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
四
書
学
は
宋
代
以
降
の
経
書
学
の
主
要
な
分
野
で
あ
り
、
と
く
に
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元
明
代
の
経
書
を
め
ぐ
る
論
議
の
大
半
は
四
書
に
費
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
四
書
学
史
を
概
観
し
よ
う
。
朱
子
以
後
、
明
代
前
半
期
に
至
る
ま
で
は
、
章
句
集
註
或
問
お
よ
び
朱
子
門
下
後
流
の
四
書
説
が

継
承
さ
れ
、
そ
の
統
一
的
集
大
成
に
多
く
の
関
心
が
払
わ
れ
る
。
真
徳
秀
の
『
四
書
集
編
』
、
趙
象
皮
の
『
四
書
纂
疏
』
、
胡
柄
文
の
『
四

書
通
』
、
侃
士
毅
の
『
四
書
輯
釈
』
な
ど
、
時
に
は
自
説
を
附
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
お
お
む
ね
章
旬
集
註
を
前
提
と
し
て
諸
謬
説

の
融
合
を
図
っ
た
集
大
成
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
朱
註
観
は
、
「
子
朱
子
の
四
書
註
釈
は
其
の
意
精
密
、
其
の
語
簡
厳
、
渾

然
と
し
て
猶
ほ
経
の
ご
と
き
な
り
」
（
席
順
孫
『
四
書
野
墓
』
自
序
）
、
「
朱
子
の
四
書
註
釈
、
格
庵
趙
氏
（
順
孫
）
嘗
て
急
く
、
其
の
意
精
密
、

其
の
語
護
憲
、
猶
ほ
経
の
ご
と
し
と
。
斯
の
言
当
れ
り
」
（
書
士
毅
『
重
訂
四
書
二
六
』
凡
例
）
、
「
我
が
紫
陽
子
朱
子
、
措
く
復
た
諸
書
の
大

成
を
集
め
て
往
聖
の
遺
薙
を
拡
げ
、
集
註
章
句
或
問
を
作
為
し
て
以
て
後
学
を
恵
む
。
…
…
而
し
て
其
の
詞
意
渾
然
と
し
て
猶
ほ
経
の
こ
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と
し
」
（
注
克
寛
『
重
訂
四
書
里
諺
』
序
）
、
な
ど
の
文
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
朱
註
は
ほ
と
ん
ど
経
書
と
同
等
の
価
値
を
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
そ
の
渾
然
た
る
詞
意
に
む
け
て
さ
ら
に
疏
釈
が
加
え
ら
れ
祖
述
遵
奉
さ
れ
て
い
く
。
元
期
明
初
ご
ろ
の
四
書
註
に
朱
註
が

経
文
と
同
じ
大
き
さ
で
刻
字
さ
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
朱
黒
観
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
元
朝
の
延
祐
二
年
に
実
施
を
み
た
科
挙
に
お
い
て
、

主
と
し
て
程
朱
学
の
経
註
に
準
拠
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
も
程
朱
学
の
権
威
の
上
昇
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
権
威
の
確
立

に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
明
代
に
至
っ
て
、
洪
武
年
間
の
科
挙
で
は
程
朱
学
の
準
拠
は
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
永
楽
年
間
の
四
書
大
全
の
編
纂
公
布
に
よ
っ
て
程
朱

学
経
註
は
唯
一
の
地
位
を
保
障
さ
れ
た
。
「
国
初
の
諸
儒
、
則
ち
孔
子
を
撤
却
し
て
専
一
に
紫
陽
を
崇
信
す
。
」
（
『
世
廟
識
飴
録
』
巻
四
）
、

「
弘
（
治
）
正
（
徳
）
以
前
、
天
下
の
朱
子
を
尊
ぶ
や
、
孔
子
を
尊
ぶ
よ
り
も
甚
し
」
（
『
脛
泉
蔵
稿
』
巻
十
一
「
日
新
書
院
記
」
）
と
は
、
の
ち

の
王
陽
明
を
孔
子
よ
り
も
尊
し
と
す
る
流
弊
の
指
弾
に
主
眼
の
あ
る
発
言
で
、
明
代
前
半
に
お
い
て
も
宇
戸
が
あ
く
ま
で
経
の
註
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
忘
却
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
次
に
述
べ
る
底
流
も
存
在
し
た
の
だ
が
、
と
も
か
く
専
ら
連
吟
を
通
じ
て
の
み
経
書
が

理
解
さ
れ
た
こ
の
期
の
動
向
の
一
端
を
射
当
て
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
書
学
に
響
い
て
も
明
代
前
半
ま
で
の
基
調
は
朱
註
の
祖
述
、
遵

奉
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
期
に
も
、
程
朱
学
経
註
に
対
す
る
修
正
主
義
的
、
批
判
主
義
的
底
流
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
金
代
か
ら

元
代
初
期
の
北
中
国
に
は
程
朱
学
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
、
王
若
虚
は
集
註
を
非
と
し
、
陳
奏
楽
も
そ
の
説
に
加
担
し
た
と
い
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う
。
陳
天
々
の
作
と
も
推
定
さ
れ
る
失
名
氏
撰
『
四
書
弁
疑
』
は
罪
業
へ
の
批
判
意
識
を
堅
持
し
て
い
る
。
明
代
に
至
っ
て
も
、
太
祖
朱

豊
麗
は
、
宋
儒
を
腐
儒
と
駕
り
、
『
書
経
』
と
『
論
語
』
二
章
の
新
解
釈
を
例
示
し
て
、
司
宰
に
四
書
五
経
を
釈
せ
し
め
て
『
群
経
類
要
』

　
　
　
　
　
　
る
　

と
名
を
賜
わ
り
、
『
孟
子
』
の
不
遜
な
章
句
八
十
五
條
を
削
っ
て
『
孟
子
節
文
』
を
作
成
さ
せ
る
な
ど
、
学
術
に
容
啄
し
た
。
永
楽
帝
の
謀

臣
と
な
っ
た
銚
広
孝
（
道
術
）
は
仏
者
の
立
場
か
ら
『
道
餓
録
』
を
著
し
て
程
朱
学
を
批
判
し
た
。
永
楽
三
年
頃
朱
雲
母
が
周
程
張
朱
を

攻
撃
し
た
書
伝
を
上
呈
し
た
の
も
、
太
祖
の
文
教
観
に
触
発
さ
れ
た
側
面
が
あ
ろ
う
。
朱
子
の
『
大
学
』
改
本
の
是
非
を
論
じ
て
再
訂
を
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試
み
る
こ
と
は
宋
代
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
洪
武
年
間
に
も
方
位
儒
は
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
下
っ
て
成
化
年
間
に
周
洪
誤
が
上
覧
に
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
『
疑
弁
録
』
（
三
巻
）
は
、
①
先
儒
の
訓
釈
の
う
ち
経
旨
に
害
あ
る
も
の
二
十
四
條
、
②
経
旨
を
誤
る
こ
と
が
あ
る
も
の
五
十
五
條
、

③
経
旨
と
協
わ
ざ
る
も
の
二
十
五
條
、
④
先
儒
の
言
外
の
意
を
発
明
す
る
も
の
百
七
條
を
具
陳
し
た
作
品
で
、
①
に
『
論
語
』
一
條
、
④

に
『
論
語
』
十
二
條
、
学
庸
各
一
條
、
『
孟
子
』
四
條
を
含
む
。
④
の
『
論
語
』
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
伯
牛
有
感
」
（
雍
也
篇
）
に
お
け

る
伯
牛
の
疾
を
、
朱
子
が
先
儒
説
に
よ
っ
て
癩
と
み
る
の
に
対
し
、
も
し
も
癩
病
で
瀕
死
の
床
に
あ
れ
ば
「
稼
悪
霊
に
満
ち
て
其
の
手
執

る
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
孔
子
が
其
の
手
を
執
っ
た
と
す
る
経
文
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
は
一
種
の
合
理
主
義
的
解
釈
で
、
「
寧

ろ
朱
子
の
忠
臣
と
な
る
も
、
朱
子
の
倭
臣
と
為
る
場
れ
」
と
著
述
の
意
図
を
説
明
し
て
批
判
的
継
承
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
批
判
意
識
は
高
揚
せ
ず
に
は
い
な
い
。
楊
守
陳
（
一
四
二
九
～
一
四
八
九
）
の
出
盧
七
年
の
間
に
著
さ
れ
た
『
諸
経
音
協
』
は
、
「
皆
な

其
の
錯
簡
を
正
し
、
其
の
章
句
を
更
定
し
、
其
の
諸
儒
の
伝
に
惟
だ
是
の
み
之
れ
従
ひ
、
附
す
る
に
己
が
見
を
以
て
す
。
合
は
ざ
る
者
有

ら
ば
漁
三
関
閲
大
儒
の
説
と
錐
も
、
苛
に
従
は
ざ
る
な
り
」
（
『
何
文
面
公
文
集
」
巻
三
十
「
墓
誌
銘
」
）
と
い
わ
れ
、
弘
治
元
年
、
陳
公
懇
は
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経
説
を
上
覧
に
供
せ
ん
と
す
る
も
、
永
楽
の
大
全
を
「
穿
馨
更
改
し
て
理
に
悼
り
道
を
害
ふ
」
と
さ
れ
て
焚
書
還
郷
の
罪
に
遭
い
、
王
恕

（
一

l
一
六
～
一
五
〇
八
）
の
『
石
渠
意
見
』
は
自
己
の
主
観
に
判
断
根
据
を
置
い
て
逐
條
的
に
朱
学
を
駁
し
て
い
る
。
成
化
十
六
年
ご

ろ
に
完
成
し
た
草
稿
に
加
筆
し
て
弘
治
十
七
年
に
公
表
さ
れ
た
察
清
の
『
四
書
牽
引
初
藁
』
は
、
『
四
庫
提
要
』
も
朱
子
を
羽
翼
す
る
作
品

と
し
て
讃
辞
を
与
え
る
が
馬
実
質
は
大
全
の
副
章
に
論
評
を
加
え
、
諸
儒
説
や
大
全
所
思
の
朱
子
説
と
章
句
集
註
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る

ほ
か
、
『
大
学
』
の
節
次
に
つ
い
て
も
修
正
を
図
っ
て
い
る
。

　
王
陽
明
の
出
現
に
よ
っ
て
四
書
学
は
転
機
を
む
か
え
る
。
宋
元
代
か
ら
弘
治
年
間
ご
ろ
ま
で
は
、
程
朱
学
の
遵
奉
を
基
調
と
し
な
が

ら
、
批
判
主
義
、
修
正
主
義
が
高
揚
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
自
覚
的
体
系
的
に
反
程
朱
学
的
四
書
観
が
提
出
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
陽
明
は
旧
来
か
ら
の
底
流
を
一
挙
に
顕
在
化
さ
せ
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場
に
立
脚
し
た
新
た
な
四
書
観
（
主

と
し
て
学
誓
事
）
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
陽
明
学
の
成
立
以
後
は
新
四
書
学
の
成
立
期
、
展
開
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
劃
期
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は
ひ
と
ま
ず
い
わ
ゆ
る
龍
場
の
覚
睡
を
得
た
正
徳
二
年
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
遅
発
を
得
た
陽
明
は
「
こ
れ
を
五
経
に
塾
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
儒
の
訓
釈
の
未
だ
尽
さ
ざ
る
を
覚
ゑ
」
、
疏
解
し
て
『
臆
説
』
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
古
本
大
学
』
を
顕
彰
し
て
自
制
の
論
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
、
四
方
よ
り
の
従
学
の
士
を
得
る
に
至
れ
ば
、
必
ず
学
童
の
墨
銀
を
借
り
て
聖
学
の
全
功
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
『
古
本
大
学
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

の
顕
彰
の
思
想
的
意
味
、
お
よ
び
学
憶
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
山
下
竜
二
氏
の
詳
論
に
従
い
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
陽
明
学
に
は
周
知
の
よ
う
に
霊
宝
主
義
、
実
践
主
義
が
濃
厚
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
、
四
書
学
的
観
点

か
ら
み
れ
ば
、
口
承
主
義
、
な
い
し
は
、
い
わ
ば
著
述
禁
欲
志
向
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
正
徳
三
年
の
五
経
臆
説
序
に
、
「
五
経
に

聖
人
の
学
具
わ
れ
り
。
然
れ
ど
も
其
の
已
に
聞
く
者
よ
り
し
て
こ
れ
を
言
へ
ば
、
其
の
道
に
お
け
る
や
笙
と
糟
と
の
み
」
と
い
い
、
魚
を

　
　
　
　
　
や
な

得
た
の
ち
の
笙
、
エ
キ
ス
を
得
た
の
ち
の
糟
粕
の
ご
と
く
、
五
経
も
真
髄
を
得
た
の
ち
に
は
無
用
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
笙
、
糟
粕
の
た

と
え
は
、
幽
明
の
四
書
註
の
好
ん
で
用
い
る
話
柄
で
あ
っ
て
、
後
述
の
『
名
公
応
問
』
序
に
も
一
例
が
み
ら
れ
る
。
さ
て
、
陽
明
は
か
か
る

立
場
か
ら
『
五
経
臆
説
』
を
秘
し
て
人
に
示
さ
ず
、
開
示
を
乞
う
高
弟
の
銭
徳
業
に
は
字
句
に
拘
泥
し
て
知
的
理
解
を
求
め
る
こ
と
の
弊

害
を
説
く
。
ま
た
『
大
学
』
の
教
説
を
も
成
書
に
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
「
此
れ
須
ら
く
諸
君
口
口
に
相
伝
す
べ
し
。
若
し
こ
れ
を
書
に

筆
せ
ば
、
人
を
し
て
一
文
字
と
足
し
て
看
過
せ
し
む
。
皆
無
か
ら
ん
」
と
口
承
を
命
じ
、
『
大
学
問
』
と
し
て
筆
録
が
許
さ
れ
た
の
は
最

　
　
　
　
　
　
け
　

晩
年
で
あ
っ
た
。
王
竜
渓
も
ま
た
、
「
大
学
の
一
書
は
乃
ち
孔
門
の
伝
授
せ
る
古
聖
の
教
人
、
・
為
学
の
一
大
規
矩
」
と
し
な
が
ら
、
規
矩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

を
超
え
た
「
法
外
の
巧
」
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
『
大
学
』
の
世
界
に
参
入
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ロ
承
主
義
、

劇
甚
主
義
は
、
宋
学
以
来
の
伝
統
で
も
あ
り
、
と
く
に
心
学
者
に
土
ハ
通
す
る
傾
向
と
い
え
る
。
陽
明
以
前
の
陳
白
沙
、
荘
塑
、
李
事
理
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ど
い
ず
れ
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
い
え
ば
、
心
学
、
陽
明
学
で
は
、
四
書
観
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
四
書
註
釈
は
存
在

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
の
ち
に
の
べ
る
晩
明
の
集
成
書
の
挙
例
を
み
て
も
、
陽
明
学
の
段
階
ま
で
の
多
く
は
、
文
集
、
語
録
の
類

い
で
あ
っ
て
、
四
書
の
ま
と
ま
っ
た
註
解
書
の
数
量
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
陽
明
の
致
知
説
、
王
艮
の
准
南
格
物
説
、
安
身

説
、
砂
中
羅
の
知
本
説
は
『
大
学
』
の
解
釈
を
通
じ
て
論
ぜ
ら
れ
、
ま
た
陽
明
学
派
の
講
学
の
テ
ー
マ
は
、
ほ
と
ん
ど
学
庸
に
中
心
が
置



か
れ
て
は
い
た
。
そ
し
て
心
学
陽
明
学
の
四
書
観
は
、
後
世
の
註
解
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
註
解
と
い
う
点
か
ら

み
れ
ば
、
こ
の
段
階
ま
で
は
か
な
ら
ず
し
も
成
果
が
豊
か
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
正
徳
嘉
靖
朝
に
お
け
る
陽
明

学
の
活
動
制
約
が
一
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。

　
し
か
る
に
隆
慶
万
暦
書
以
降
に
お
い
て
は
急
激
に
多
数
の
註
解
書
が
出
版
流
通
し
、
新
四
書
学
の
独
立
が
宣
言
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
新

四
書
学
は
新
た
に
展
開
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

二
　
晩
明
の
註
解
書

学書四の
明晩

　
最
も
浩
禰
な
、
清
初
ま
で
の
経
学
、
四
書
学
の
目
録
で
あ
る
『
経
義
考
』
は
、
ま
ま
錯
誤
が
み
ら
れ
な
が
ら
、
作
品
排
列
の
規
準
を
作
者

の
登
科
順
に
も
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
未
詳
の
人
物
に
つ
い
て
は
労
証
に
よ
る
か
推
定
を
加
え
て
、
全
体
と
し
て
年
代
順
の
記
述
を
目
ざ

し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
登
科
順
と
い
う
規
準
は
次
に
の
べ
る
『
四
書
正
新
暦
』
も
採
っ
て
お
り
、
一
般
的
に
い
っ
て
登
科
の

の
ち
に
著
述
の
精
神
的
時
間
的
余
裕
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
後
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
作
品
は
登
科
に
は
じ
ま
る
作
者
の

社
会
的
知
名
度
に
よ
っ
て
需
要
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
登
科
は
著
述
の
時
期
的
上
限
と
考
え
ら
れ
、
成
書
や
刊
行
の
年
が
知
ら
れ
る

こ
と
の
少
な
い
註
解
書
の
排
列
規
準
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
『
論
語
』
（
四
書
関
係
を
多
く
含
む
）
の
記
事
、
著
述
を
通
年
史
的
に
記
述
す

る
林
泰
輔
『
論
語
年
譜
』
が
、
成
書
、
刊
行
の
年
次
に
係
け
よ
う
と
す
る
た
め
、
多
く
の
未
詳
の
懸
案
を
残
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
前
者

の
方
法
は
優
れ
て
い
る
。
近
年
の
作
に
言
及
す
れ
ば
、
傳
武
光
『
四
書
学
考
』
の
収
録
書
目
は
前
者
を
凌
駕
し
て
い
る
が
、
た
だ
内
容
的

に
理
学
心
学
に
大
別
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
細
分
す
る
整
理
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
明
代
の
作
品
に
つ
い
て
は
一
義
的
に
性
格

づ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
有
効
な
方
法
と
は
い
え
な
い
。
「
不
知
宗
派
者
」
を
大
量
に
残
さ
ざ
る
を

得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
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『
経
義
考
』
の
論
無
学
庸
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
目
、
お
よ
び
四
書
と
総
称
さ
れ
る
書
目
約
千
二
百
点
の
う
ち
、
明
人
の
著
述
は
四
百
数
十
点

に
の
ぼ
る
。
四
書
に
つ
い
て
い
え
ば
、
三
百
数
十
点
の
う
ち
の
二
百
点
以
上
に
の
ぼ
り
、
し
か
も
そ
の
半
数
は
隆
慶
万
暦
以
降
、
百
年
た

ら
ず
の
期
間
の
作
品
で
あ
る
。
以
前
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
期
間
に
印
行
さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
こ
の
晩
明

期
に
多
量
の
註
解
が
出
現
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
『
経
義
考
』
に
未
収
の
作
品
も
多
く
存
在
し
て
い
た
。
①
例
挙
す
れ
ば
、

一
環
吾
作
と
題
さ
れ
る
『
四
書
評
』
は
、
楊
起
元
『
四
書
評
』
と
し
て
収
録
す
る
も
の
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
が
、
楊
起
絵
『
四
書
眼
』
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

上
記
の
評
と
眼
の
合
刻
で
あ
る
『
四
書
評
眼
』
、
『
青
雲
堂
四
書
評
』
、
朱
書
行
『
四
書
小
戸
』
、
蓑
小
岩
『
四
書
繁
』
、
慈
山
事
清
『
大
学

綱
目
決
疑
』
『
中
庸
直
指
』
、
雲
棲
智
旭
『
論
語
点
晴
』
『
大
学
直
指
』
『
中
庸
直
指
』
な
ど
、
こ
の
期
の
個
性
的
な
作
品
を
い
ず
れ
も
収

録
し
な
い
。
②
重
訂
、
改
訂
に
よ
っ
て
原
本
と
ほ
と
ん
ど
別
種
の
作
品
に
変
貌
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
重
訂
改
訂
本
の
存
在
に
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

が
む
け
ら
れ
て
い
な
い
。
③
懸
章
時
文
的
な
作
品
を
あ
ま
り
収
録
し
て
い
な
い
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
学
問
的
水
準
を
考
慮

に
入
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
作
品
の
存
在
は
こ
の
期
に
お
け
る
四
書
学
の
盛
況
の
内
実
と
も
考
え
ら
れ
る
点
で
無
視
で
き

な
い
。
万
暦
二
十
四
年
刊
、
講
章
の
集
大
成
書
で
あ
る
『
正
纂
録
』
は
、
登
科
年
次
に
よ
っ
て
作
者
お
よ
び
各
人
に
つ
い
て
一
点
か
ら
数

点
の
作
品
を
あ
げ
て
い
る
。
掃
射
五
、
永
楽
三
、
宣
徳
一
、
正
統
三
、
景
泰
二
、
天
順
二
、
成
化
七
、
弘
治
六
、
正
徳
九
、
嘉
靖
三
十
四

と
、
引
用
作
者
は
次
第
に
増
加
し
、
隆
慶
十
七
、
万
暦
五
十
八
と
、
隆
慶
と
万
暦
前
半
の
三
十
年
足
ら
ず
で
、
以
前
の
二
百
年
間
に
比
敵

す
る
作
者
を
あ
げ
て
い
る
。
講
章
時
文
に
は
流
行
が
あ
る
か
ら
、
近
年
の
も
の
を
多
く
利
用
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ

ら
が
多
く
晩
明
に
現
れ
た
こ
と
は
文
集
類
に
記
載
さ
れ
る
序
践
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
ブ
ッ
ク
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
郭
偉

は
、
万
暦
四
十
五
年
序
刊
の
『
百
方
家
問
答
』
に
五
十
五
点
の
自
己
の
纂
著
を
あ
げ
て
い
る
。

　
晩
明
期
の
四
書
紅
摺
成
書
は
そ
の
時
点
で
利
用
さ
れ
た
註
解
を
知
り
う
る
資
料
で
あ
り
、
『
経
義
考
』
の
記
載
漏
れ
を
補
う
便
宜
が
あ

る
。
万
暦
二
十
二
年
胴
飼
の
『
国
知
名
公
主
問
』
は
六
十
六
名
の
四
書
説
を
集
録
し
、
二
十
三
年
序
刊
の
『
皇
明
四
書
理
解
集
』
は
百
十

一
名
の
姓
氏
と
五
十
六
点
の
書
目
を
あ
げ
る
（
姓
氏
が
多
い
の
は
集
成
書
か
ら
の
引
用
を
含
む
た
め
と
考
え
う
る
）
。
こ
れ
ら
は
万
書
中



学書四の
明

晩

期
ま
で
の
、
か
な
ら
ず
し
も
講
章
に
限
ら
な
い
、
権
威
の
あ
る
四
書
説
の
一
応
の
目
安
と
な
る
。
『
鞍
上
答
問
』
の
増
補
本
的
性
格
を
も
つ

『
百
方
家
問
答
』
は
姓
氏
と
し
て
百
四
十
七
名
、
諸
書
総
目
と
し
て
百
五
十
一
点
を
あ
げ
る
。
同
じ
四
十
年
代
の
『
野
馬
微
言
』
に
は
、

明
代
以
前
の
作
家
作
品
を
含
ん
で
、
二
百
九
十
七
名
、
二
百
十
点
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
増
補
本
で
あ
る
『
増
補
飾
言
』
に
は
大
部
分
が
当

時
の
新
作
で
あ
る
と
こ
ろ
の
四
十
六
名
の
姓
氏
・
書
目
を
追
加
し
て
い
る
（
姓
氏
・
書
目
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
代
四
書
解
釈
書
の
基

礎
的
検
討
」
口
を
参
照
せ
よ
）
。

　
以
上
か
ら
み
れ
ば
、
宣
言
以
降
の
領
置
期
に
は
お
び
た
だ
し
い
作
品
が
、
し
か
も
加
速
度
を
増
し
な
が
ら
著
述
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
期
の
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
の
註
解
書
の
急
速
な
量
的
増
加
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
事
態
の
背
景
に
は
、
印
刷
文
化
の
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
同
時
に
陽
明
の
従
祀
を
頂
点
と
す
る
思
想
統
制
の
緩
和
に

よ
っ
て
、
以
前
か
ら
の
蓄
積
に
一
挙
に
陽
の
目
が
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
陽
明
の
従
祀
の
も
つ
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
は

こ
こ
で
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
）
。

　
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
註
解
書
の
増
加
は
、
科
挙
受
験
用
の
需
要
に
呼
応
す
る
側
面
が
強
い
こ
と
に
関
し
て
で
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
晩
明
の
註
解
書
は
科
挙
用
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
講
章
時
文
の
ほ
か
に
も
、
た

と
え
ば
『
蒙
引
』
が
『
新
刊
挙
業
精
義
四
書
蒙
引
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
、
科
挙
の
勉
学
に
供
し
う
る
こ
と
を
明
示
す
る
記
事

を
記
載
す
る
こ
と
が
多
い
。
程
朱
学
的
経
町
に
準
拠
し
て
八
股
文
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
、
勉
学
に
供
さ
れ
る
の
が
ま
ず
第
一

に
程
朱
学
的
経
註
お
よ
び
そ
の
疏
釈
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ
の
種
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
し
た
利
用
を
期
待
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
次
節
で
述
べ
る
よ
う
な
、
程
朱
学
経
書
を
批
判
し
、
さ
ら
に
は
四
書
に
釈
老
を
牽
強
な
ま
で
に
附
会
す
る
、
ほ
と
ん
ど
註

解
と
は
い
え
な
い
随
想
に
至
る
ま
で
の
作
品
も
、
科
挙
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　
す
で
に
弘
治
二
年
の
順
天
郷
試
に
禁
約
を
申
明
し
、
「
文
中
、
空
・
定
・
慧
の
三
字
を
許
さ
ず
、
禅
語
に
溜
る
を
以
て
な
り
」
（
『
笑
笑
録
』

巻
五
「
歌
後
歯
」
）
と
い
っ
た
と
い
う
か
ら
、
晩
明
に
は
じ
あ
て
現
れ
た
現
象
で
は
な
い
に
せ
よ
、
釈
老
語
が
科
挙
の
程
墨
画
に
ま
で
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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さ
れ
物
議
を
か
も
す
の
は
、
や
は
り
晩
明
の
特
徴
的
事
態
で
あ
る
。
顧
豊
里
は
隆
慶
二
年
会
試
程
文
に
は
じ
め
て
『
荘
子
』
の
語
を
用
い

て
か
ら
の
五
十
年
開
に
、
「
聖
業
の
用
ふ
る
所
、
釈
老
の
書
に
非
ざ
る
無
し
」
と
い
い
、
崇
禎
年
間
に
禁
令
が
復
活
し
て
か
ら
も
、
「
士
大

夫
皆
な
幼
よ
り
時
文
を
読
み
、
時
文
に
習
染
さ
る
。
習
染
已
に
久
し
け
れ
ば
、
不
経
の
字
、
筆
を
質
せ
ば
輻
ち
来
た
る
」
（
『
日
商
録
』
巻
十

八
「
破
題
用
荘
子
」
）
と
、
壁
書
期
の
こ
の
風
潮
が
つ
い
に
改
あ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
事
態
は
識
者
の
憂
慮
す
る
と
こ

ろ
と
な
る
の
は
当
然
で
、
万
暦
十
四
年
の
沈
鯉
の
上
奏
（
『
明
会
要
』
巻
四
十
七
「
選
挙
」
一
所
引
）
、
同
三
十
年
の
薦
埼
の
上
奏
（
『
日
商
録
』
同

上
「
科
場
禁
約
」
）
な
ど
は
事
態
の
指
摘
と
罰
則
を
進
言
し
て
い
る
（
『
日
知
録
』
巻
十
八
「
課
業
」
を
も
参
照
せ
よ
）
。
実
際
に
、
万
暦
二
十

八
年
、
「
無
去
無
住
、
出
世
住
世
」
の
仏
語
を
用
い
た
四
書
義
が
摘
発
さ
れ
て
罰
停
五
科
目
処
せ
ら
れ
（
同
上
原
注
）
、
崇
禎
七
年
十
二
月
、

論
策
に
禅
語
を
用
い
た
七
巻
の
試
論
が
摘
発
さ
れ
て
考
定
は
削
籍
さ
れ
（
『
国
権
』
巻
九
十
四
）
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
場
屋
中
、
最
も

禁
ず
る
も
の
は
禅
家
の
語
」
（
『
朱
文
粛
若
紫
』
「
椀
葵
川
予
稿
題
辞
」
）
の
た
て
ま
え
が
と
ら
れ
る
。
老
荘
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
万
暦
四
十

一
年
序
刊
の
『
四
書
主
意
心
得
解
』
に
、
当
今
の
荘
子
（
南
華
経
）
を
選
好
す
る
者
が
聖
経
に
附
会
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
「
夫
れ
曲
言
と
聖
言
と
、
本
と
自
ら
泳
と
炭
。
但
だ
累
科
厳
禁
す
れ
ば
、
此
の
亡
霊
く
息
む
。
間
々
用
ふ
る
者
有
る
も
亦
た

収
録
せ
ず
」
と
い
う
か
ら
、
釈
老
語
の
使
用
に
対
し
て
し
ば
し
ば
禁
令
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
禁
令
に
よ
り
影
響
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
に
ゆ
え
に
釈
耳
語
が
場
屋
に
も
ち
こ
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
釈
老
を
好
む
風

潮
の
反
映
で
あ
り
、
ま
た
習
染
す
る
時
文
が
す
で
に
釈
老
に
浸
潤
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
「
筆
を
適
せ
ば
」
無
自
覚
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ

る
．
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
僥
倖
を
ね
が
っ
て
ま
で
狂
奔
す
る
挙
業
の
人
士
が
、
不
用
意
に
も
、
あ
る
い
は
、
罰
則
を
覚
悟
し
て

釈
老
の
主
張
を
場
屋
に
も
ち
こ
む
は
ず
が
な
い
。
思
う
に
釈
老
語
の
使
用
に
よ
っ
て
及
第
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
顧
炎
武
の
指
摘
す
る
、
会
試
程
文
（
「
由
二
女
知
之
章
」
）
に
五
経
未
見
の
「
真
」
字
を
用
い
た
の
は
真
鯉
官
李
春
芳
で
あ
る
が
、

彼
は
同
考
官
に
「
知
は
ロ
バ
だ
真
偽
を
論
じ
、
多
寡
を
論
ぜ
ず
」
と
の
観
点
か
ら
集
註
の
解
釈
は
『
論
語
』
の
本
旨
を
捉
え
て
い
な
い
と
述

べ
た
（
『
四
書
落
命
』
序
）
か
ら
、
明
ら
か
に
集
註
批
判
の
意
図
を
籠
め
て
高
文
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
蓑
長
芋
は
こ
e
程
文
を
「
千
古



学
書

四の
明

晩

の
絶
唱
」
と
讃
え
る
の
だ
が
、
考
試
官
、
官
僚
の
性
向
が
挙
受
業
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
万
暦
五
年
の
会
議
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

文
に
、
「
宗
門
の
糟
粕
」
を
窟
怪
し
た
と
さ
れ
る
楊
復
所
は
南
京
翰
林
学
士
、
国
子
祭
酒
、
南
京
礼
部
侍
郎
を
歴
任
し
、
儒
釈
の
本
質
的

共
通
性
を
主
張
し
て
三
教
同
旨
の
聞
明
に
つ
と
あ
た
肩
肱
は
、
万
暦
三
十
五
年
順
天
烏
鳶
の
同
論
官
に
任
じ
、
ま
た
仏
教
好
き
の
陶
望
齢

は
同
三
十
一
年
唖
聾
郷
試
の
主
考
量
を
つ
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
呑
玉
の
好
尚
が
流
行
し
、
釈
老
を
好
む
人
物
が
高
官
に
任
じ
、
考
試

に
た
ず
さ
わ
る
状
況
の
も
と
で
は
、
釈
重
語
の
使
用
に
よ
っ
て
高
歯
を
う
る
期
待
が
抱
か
れ
た
こ
と
は
不
思
議
で
な
い
。
心
身
が
選
考
官

に
任
じ
た
順
天
郷
試
で
は
「
場
中
の
人
語
に
老
荘
語
を
用
い
」
、
そ
れ
に
よ
り
彼
は
挙
子
と
結
託
を
図
る
、
い
わ
ゆ
る
関
節
の
参
仕
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

け
ら
れ
て
織
け
ら
れ
た
。
関
節
と
み
る
の
が
不
当
と
す
れ
ば
、
挙
証
が
哲
婦
の
性
情
に
適
う
文
体
を
選
び
、
期
せ
ず
し
て
か
か
る
答
案
が

得
ら
れ
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

　
以
上
に
よ
っ
て
釈
老
馬
を
駆
使
す
る
奔
放
な
四
書
解
ま
で
も
が
、
科
挙
の
勉
学
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
必
至
は
挙
業

上
に
も
必
須
の
知
識
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
逆
に
科
挙
上
の
需
要
が
多
量
の
出
版
を
促
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
多
く
は
坊
刻
本
の
科

挙
用
の
参
考
書
に
つ
い
て
、
『
四
庫
提
要
』
は
、
「
按
ず
る
に
古
書
の
存
扶
は
、
大
抵
、
数
の
稽
ふ
る
可
き
有
り
。
惟
だ
坊
刻
の
四
書
講
章

　
　
　
た
ち
ま

は
則
ち
旋
ち
生
じ
激
ち
滅
す
。
…
…
（
算
を
善
く
七
た
古
人
Y
啓
首
と
錐
も
其
の
数
を
算
ふ
る
能
は
ず
」
と
浮
草
の
ご
と
き
生
命
の
短
か

さ
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
以
上
に
述
べ
た
以
外
に
も
弾
語
の
当
時
に
は
な
お
多
く
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
生
命
の
短
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
受
験
技
術
上
か
ら
新
奇
を
追
い
も
と
め
る
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
掃
墨
の
傾
向
は
時
代
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
変
遷
が
あ
る
。
註

解
書
の
内
容
も
そ
れ
に
従
っ
て
重
訂
、
増
側
、
新
編
が
く
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
作
品
は
学
問
的
レ
ベ
ル
か
ら
は
無
視
し
て
よ
い
も
の
も
多
い
。
し
か
し
「
今
の
人
経
書
を
読
ま
ざ
る
無
き
は
、
率
ね
以
て
時

芸
の
資
と
為
す
の
み
。
時
芸
を
為
さ
ざ
れ
ば
則
ち
経
書
を
読
ま
ざ
ら
ん
。
是
れ
藁
薦
は
経
書
の
館
羊
た
る
を
知
る
な
り
」
（
『
制
義
叢
話
』
巻

一
）

ﾆ
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
科
挙
は
経
書
の
学
習
を
促
す
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
薄
明
の
四
書
を
あ
ぐ
る
論
議
は
も
ち
ろ
ん

学
問
的
関
心
、
思
想
的
欲
求
に
根
ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
論
議
が
右
の
意
味
で
の
広
汎
な
経
書
の
知
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



八
八

こ
と
を
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
期
の
四
書
学
の
盛
況
の
背
景
に
は
科
挙
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
四
書
学
の
展
開
と
方
向
性

　
註
解
書
の
量
的
増
加
に
比
例
し
て
、
内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
晩
明
の
蔚
然
は
、
明
代
四
書
説
に
つ
ぎ
の
五
変
が
あ
る
と
い

う
。
①
察
清
の
『
四
書
蒙
引
』
か
ら
林
希
元
（
次
崖
）
の
『
四
書
存
疑
』
、
陳
深
（
紫
峰
）
の
『
四
書
浅
説
』
に
至
る
程
朱
を
羽
翼
す
る

説
。
②
陽
明
か
ら
王
畿
（
竜
渓
）
、
羅
汝
芳
（
近
渓
）
に
至
る
朱
子
と
対
抗
す
る
説
。
③
唐
順
之
（
三
川
）
の
『
四
書
拙
講
』
か
ら
李
　

顕
（
貞
篭
）
の
『
四
書
達
説
』
、
郷
泉
（
澤
山
）
の
『
四
書
折
衷
』
の
ご
と
く
①
の
路
線
を
固
守
す
る
説
。
④
焦
肱
な
ど
の
『
四
書
理
解

集
』
、
蓑
七
澤
の
『
海
姫
里
』
か
ら
、
蓑
黄
（
了
凡
）
の
『
四
書
制
止
』
、
李
卓
吾
の
『
説
書
』
の
ご
と
く
諸
子
雑
家
、
禅
玄
説
を
ま
じ
え

て
、
程
朱
と
交
零
す
る
の
み
な
ら
ず
孔
子
を
無
視
（
珠
洒
を
弁
毫
と
）
す
る
説
。
⑤
朝
廷
の
禁
令
を
考
慮
し
て
陽
に
朱
子
を
尊
ん
で
陰
に

異
端
を
ま
じ
え
る
説
（
『
四
書
説
約
』
序
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
程
朱
派
な
い
し
は
亜
流
、
陽
明
派
、
新
陽
明
禅
異
派
、
折
衷
派
が
存
在
し
た
こ

と
に
な
る
。
③
④
⑤
が
ほ
ぼ
晩
明
展
開
期
の
様
相
を
示
す
が
、
程
朱
を
固
守
す
る
も
の
も
新
説
を
考
慮
に
入
れ
ざ
る
を
得
ず
、
新
説
も
科

挙
上
の
必
要
か
ら
章
旬
の
分
章
を
ま
も
り
、
禁
令
を
考
慮
し
て
章
句
集
註
を
遵
守
す
る
た
て
ま
え
を
表
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
義
的
に

分
類
は
で
歯
ず
、
混
濡
こ
そ
が
当
時
の
具
体
相
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
共
通
す
る
傾
向
は
、
も
っ
ぱ
ら
の
受
験
書
を
除
け
ば
、
い

ず
れ
も
独
自
な
、
個
性
的
な
四
書
説
を
志
向
す
る
点
に
あ
る
。
野
馬
に
は
個
性
、
独
創
が
尊
ば
れ
そ
の
価
値
が
容
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
晩
明
の
新
四
書
学
の
理
念
は
、
万
暦
四
十
年
頃
の
婁
堅
の
発
言
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
昔
者
、
通
儒
の
論
を
聞
く
に
、
以
為

ら
く
聖
人
の
経
は
衆
多
異
同
の
説
を
存
し
、
以
て
読
者
の
自
得
に
待
つ
べ
し
と
」
（
『
重
較
四
書
集
註
』
序
）
。

　
そ
し
て
宋
儒
に
対
抗
す
る
衆
多
異
同
の
説
は
、
自
己
の
存
在
価
値
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
『
百
方
家
問
答
』
は
、
永
楽
の
大
全
の

諸
説
を
参
入
し
な
い
理
由
を
、
「
声
明
、
洪
（
武
）
永
（
楽
）
よ
り
今
に
い
た
る
に
迄
び
三
百
年
置
藪
に
干
て
徳
教
融
治
し
、
文
運
日
に
新



学書四の
明晩

た
に
、
名
王
碩
儒
森
然
と
し
て
畳
出
し
、
経
款
を
主
盟
す
。
曇
れ
経
伝
有
り
。
豊
に
遠
く
宋
儒
を
駕
し
て
上
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
説
明
し
て

い
る
。
七
二
登
も
経
書
の
学
が
、
「
我
朝
の
諸
儒
に
至
っ
て
始
め
て
大
い
に
著
明
し
、
旧
時
の
胆
嚢
、
翻
厳
し
て
殆
ど
尽
く
」
と
し
、
「
僕

近
ご
ろ
本
朝
の
諸
儒
の
所
解
を
輯
め
て
一
極
を
為
ら
ん
と
擬
す
」
（
『
東
越
智
学
録
』
巻
十
「
与
喩
中
卿
」
）
と
、
無
配
に
対
抗
し
た
明
大
全
の

編
輯
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
科
挙
上
の
需
要
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
期
の
註
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
存
在
価
値
を

主
張
し
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
た
集
成
書
が
刊
行
さ
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ζ
の
期
に
お
い
て
は
陽
明
学
の
影
響
が
著
し
か
っ
た
。
官
僚
層
の
間
に
、
陽
明
の
従
祀
に
「
与
す
る
濡
鼠
の
三
、
否
と
す
る
里
国
の

七
」
で
あ
る
の
を
押
し
き
っ
て
従
祀
が
実
現
し
た
の
は
、
陽
明
学
に
従
う
者
が
「
十
の
七
」
と
い
う
学
術
界
の
情
勢
に
も
と
っ
く
の
で
あ

　
　
ゆ
　

ろ
う
。
新
本
と
比
較
し
て
『
古
本
大
学
』
テ
キ
ス
ト
の
古
態
性
、
信
骨
性
は
、
ほ
ぼ
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
た
し
、
心
壇
上
と
い
い
、
日

用
現
在
に
道
の
具
現
を
み
よ
う
と
す
る
陽
明
学
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
陽
明
の
段
階
に
比
較
す
れ
ば
、

四
書
学
上
の
こ
の
期
の
特
徴
を
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。
①
口
承
主
義
な
い
し
は
著
述
禁
欲
志
向
の
稀
薄
化
。
こ
の
期
に
お
い
て
も
註
解

が
自
己
目
的
化
す
る
こ
と
の
警
戒
が
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
蔵
書
』
『
続
蔵
書
』
、
小
説
の
批
点
、
経
解
と
し
て
の
『
説
書
』

を
著
し
た
李
卓
吾
や
前
述
の
置
型
登
な
ど
、
陽
明
か
ら
三
伝
四
伝
の
門
流
に
は
著
述
へ
の
志
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
ご
ろ
は
い
わ
ば
著
述

文
化
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
が
四
書
学
上
の
多
量
の
註
解
と
な
っ
た
一
因
で
あ
る
。
②
経
書
観
、
聖
人
観
の
変
遷
。
良
知
の
万
人
共
有
性

を
説
い
た
陽
明
は
、
観
念
上
に
お
い
て
凡
人
を
聖
人
の
領
域
に
引
き
上
げ
た
の
だ
が
、
こ
の
期
に
お
い
て
は
『
四
書
評
』
に
典
型
的
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
日
用
現
在
的
人
間
の
具
有
す
る
性
格
を
逆
に
聖
人
に
投
影
さ
せ
、
経
書
の
聖
人
像
を
肉
づ
け
す
る
こ
と
が
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

（
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
検
討
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
）
。
③
釈
老
思
想
を
と
り
い
れ
た
奔
放
な
解
釈
。
そ
も
そ
も
宋
学
自
体
が
周
知

の
よ
う
に
仏
教
老
荘
哲
学
の
批
判
的
継
承
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
釈
老
的
観
念
の
残
存
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ

る
。
王
竜
渓
に
従
っ
て
緒
論
を
得
な
が
ら
、
三
教
合
一
論
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
張
元
沫
は
、
近
来
の
講
学
に
「
頭
面
」
「
色
相
」
「
業
障

因
縁
」
な
ど
「
純
ら
禅
語
を
用
ひ
る
」
傾
向
を
批
判
し
、
「
活
濃
濃
は
素
と
猶
ほ
見
在
の
ご
と
し
。
程
朱
の
大
儒
も
固
よ
り
嘗
て
こ
れ
を
言
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〇

ふ
」
と
の
反
論
に
は
、
「
量
れ
偶
々
一
た
び
こ
れ
に
及
ぶ
は
害
無
き
な
り
。
量
る
に
連
結
累
腰
に
純
ら
其
の
語
を
用
ふ
る
は
可
か
」
（
『
張
陽

和
文
選
』
巻
二
「
寄
濡
緯
川
」
）
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
釈
老
の
影
響
と
い
う
点
で
は
六
籍
と
晩
明
の
差
は
量
的
多

寡
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
ま
た
、
右
に
い
う
連
篇
累
績
に
仏
語
を
連
ね
、
講
学
に
な
ま
の
ま
ま
に
釈
老
語
を
用
い
て
論
議
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

重
ね
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
晩
明
の
特
徴
で
あ
っ
た
ゆ

　
こ
の
現
象
は
そ
の
ま
ま
註
解
書
に
も
ち
こ
ま
れ
、
忌
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
添
え
る
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
常
識
と
な
っ
て
い
た
感
が
あ
る
。
た
と
え
ば
蔚
然
が
④
と
同
傾
向
の
作
品
と
み
な
し
て
い
る

『
名
公
命
問
』
の
項
廷
堅
序
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
狂
れ
法
に
法
ら
ざ
れ
ば
則
ち
事
象
な
し
。
不
法
に
法
れ
ば
則
ち
妙
に
入
ら

ず
。
妙
入
を
要
む
れ
ば
法
も
可
な
り
、
不
法
も
可
な
り
。
魚
得
て
笙
を
忘
れ
、
心
得
て
斤
を
震
る
。
華
厳
経
に
日
く
、
世
尊
、
三
昧
の
智

力
を
得
、
魔
道
を
超
ゆ
と
錐
も
現
に
魔
法
を
行
ひ
、
世
間
に
随
順
す
る
と
錐
も
常
に
出
世
間
法
を
行
ふ
と
。
此
れ
を
知
れ
ば
以
て
経
義
を

知
る
べ
し
。
伝
注
は
由
り
て
以
て
経
に
通
ず
る
所
の
法
な
り
。
其
の
未
だ
こ
れ
を
得
ざ
る
や
、
悪
ぞ
法
に
法
ら
ざ
る
を
得
ん
。
其
の
こ
れ

を
得
る
や
、
忘
□
の
後
、
心
神
触
発
す
。
悪
ぞ
必
ず
不
法
に
法
る
を
得
ん
。
心
に
各
々
法
有
り
。
各
々
三
昧
を
具
ふ
。
法
に
よ
り
て
三
昧

に
入
り
、
三
昧
に
法
を
競
る
れ
ば
、
其
の
聖
経
の
旨
義
に
重
て
豊
前
の
若
く
な
ら
ん
」
。
こ
こ
に
い
う
、
経
解
が
自
己
目
的
化
す
る
こ
と

が
玩
物
喪
志
と
な
り
、
か
え
っ
て
経
書
の
旨
義
を
見
失
う
こ
と
へ
の
警
戒
は
、
心
学
陽
明
学
に
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
仏

教
的
な
論
旨
を
借
り
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
仏
典
を
参
照
す
る
こ
と
も
し
き
り
に
行
わ
れ
て
お
り
、
万
暦
三
十
二
年
幽
趣

の
『
四
書
最
勝
蔵
』
の
引
用
書
目
に
は
、
釈
老
二
氏
と
し
て
『
華
厳
経
』
『
華
厳
合
論
』
『
円
覚
経
』
『
四
十
二
章
経
』
『
弘
明
集
』
『
法
苑

珠
林
』
『
永
嘉
集
』
『
神
雷
経
』
『
真
仏
通
鑑
』
『
雲
笈
七
型
』
『
緑
林
編
珠
』
を
あ
げ
て
い
る
。

　
釈
老
と
接
合
す
る
態
度
や
理
解
の
深
浅
は
も
と
よ
り
一
様
で
は
な
い
。
『
四
書
關
旦
』
の
『
論
語
』
労
評
に
、
「
妙
諦
多
無
し
」
。
「
君
子

是
れ
仏
、
小
人
寄
れ
魔
」
。
「
九
年
面
壁
し
、
一
葦
も
て
江
を
渡
る
」
。
「
一
串
の
牟
尼
珠
。
声
声
仏
語
、
珠
中
身
り
吐
出
す
」
と
あ
る
の
な

ど
は
極
端
な
例
で
、
一
般
に
は
接
合
に
慎
重
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
る
。
仏
教
教
理
に
造
詣
深
く
、
そ
の
思
索
を
『
四
書
湖
南
講
』
に
展
開
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す
る
葛
寅
亮
が
、
「
好
ん
で
穿
墾
を
為
し
、
故
さ
ら
に
意
見
を
立
つ
る
も
の
」
、
「
禅
宗
出
世
語
を
以
て
聖
賢
の
経
世
の
旨
に
入
れ
、
本
文
と

相
ひ
襯
面
せ
ざ
る
も
の
」
と
当
時
の
講
説
の
二
弊
を
指
摘
す
る
が
、
後
者
は
右
の
ご
と
き
作
品
を
念
頭
に
置
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
『
四

書
解
縛
編
』
は
、
た
と
え
ば
『
大
学
』
伝
七
章
を
解
釈
し
て
、
『
大
学
』
の
「
意
」
論
を
華
厳
の
心
意
識
論
と
接
合
さ
せ
る
よ
う
に
、
仏

教
を
援
用
し
な
が
ら
も
、
『
大
学
』
に
「
正
」
を
い
い
、
釈
氏
が
「
無
」
を
い
う
と
こ
ろ
に
毫
賛
千
里
の
差
が
あ
る
と
し
、
「
皆
自
明
也
」

（
克
明
明
徳
章
）
を
解
釈
し
て
は
、
「
近
時
の
義
中
に
強
迫
を
ま
た
ざ
る
こ
と
を
以
て
、
〈
自
〉
字
を
解
す
る
者
あ
り
。
禅
理
に
論
り
て
旨

に
非
ず
」
と
儒
平
間
に
一
線
を
劃
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
態
度
に
は
、
蔚
然
の
い
う
朝
廷
の
禁
令
へ
の
配
慮
が
複
雑
に

か
ら
ん
で
く
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
早
老
、
と
り
わ
け
仏
教
が
経
書
理
解
の
視
点
と
方
法
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
と
こ
ろ
で
な
に
ゆ
え
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
釈
老
と
接
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
か
つ
て
章
句
集
註
が
経
書
に
匹
敵
す
る
権
威
を
保
っ
て
い
た
状
況
の
も
と
で
は
、
「
文
公
（
朱
子
）
の
集
註
、
童
よ
り
こ
れ
を
習
へ
ば
、

先
入
已
に
深
し
と
為
す
。
長
ず
る
に
及
ん
で
こ
れ
を
疑
へ
ば
、
必
ず
日
く
、
朱
註
、
幼
に
し
て
こ
れ
を
資
り
て
以
て
学
を
為
す
な
り
。
豊
に

誤
る
所
有
ら
ん
や
。
況
ん
や
吾
が
質
古
人
に
逮
ば
ず
。
古
人
已
に
定
見
有
り
と
。
故
に
驚
く
、
こ
れ
を
信
じ
て
疑
ひ
無
し
。
何
ぞ
怪
し
む

に
足
ら
ん
や
と
」
（
『
隻
江
文
集
』
巻
十
「
答
戴
仲
春
」
）
、
と
騒
豹
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
先
入
見
か
ら
の
脱
却
は
困
難
を
極
め
た
。
早
老
と
の
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接
合
は
、
こ
う
し
た
程
朱
学
的
輔
翼
か
ら
の
脱
却
の
テ
コ
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
学
者
註
疏

の
為
に
惑
溺
さ
れ
、
其
の
真
を
得
ざ
る
」
状
況
下
に
お
け
る
仏
教
の
意
義
を
焦
肱
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
釈
氏
は
人
心
を
直
指
し
て

儒
者
の
支
離
纒
緯
の
病
無
し
。
故
に
陽
明
は
偶
々
此
に
於
て
得
力
し
、
こ
れ
を
儒
書
に
推
し
て
始
め
て
其
を
理
を
得
」
（
『
澹
園
集
』
巻
士
二

「
答
友
人
間
」
）
。
陽
明
が
こ
こ
に
御
益
さ
れ
た
か
否
か
に
は
議
論
が
あ
ろ
う
が
、
右
の
文
は
聡
明
の
註
解
に
お
け
る
仏
教
が
持
つ
べ
き
意
義

を
適
確
に
伝
え
て
い
る
。
万
暦
四
十
七
年
置
『
四
書
聞
』
挑
文
言
自
序
に
は
、
か
つ
て
『
四
書
通
』
を
著
し
た
が
心
に
乞
わ
ず
、
「
二
氏

を
探
索
す
る
こ
と
年
有
り
、
返
り
て
吾
が
書
を
取
り
て
、
こ
れ
を
読
あ
ば
、
そ
の
有
す
る
所
の
も
の
は
皆
な
吾
が
家
の
宝
な
り
。
そ
の
回

す
る
所
は
吾
が
為
め
の
箋
釈
な
り
」
と
、
釈
老
骨
氏
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
経
義
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
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る
。
お
よ
そ
思
想
の
転
換
期
に
は
異
質
の
世
界
観
の
刺
激
が
、
視
点
の
転
回
、
新
た
な
世
界
観
の
形
成
に
寄
与
す
る
が
、
釈
老
は
伝
統
中

国
に
お
い
て
宋
学
、
清
末
思
想
の
形
成
な
ど
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
里
美
に
お
い
て
も
、
四
書
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
程
朱
学
的
経
書

観
を
克
服
し
て
新
四
書
学
を
形
成
す
る
う
え
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
陽
明
か
ら
晩
明
に
至
る
新
四
書
学
の
成
立
展
開
の
過
程
に
お
い
て
は
、
経
書
の
註
釈
と
は
み
な
し
え
な
い
よ
う
な
奇
矯
な
主
観
的
な
発

想
を
牽
強
に
附
会
す
る
作
品
も
多
い
。
し
か
し
新
四
書
学
の
営
み
に
よ
っ
て
程
朱
書
四
書
観
が
ほ
ぼ
完
全
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
程
朱
的
経
書
学
の
克
服
な
い
し
否
定
的
継
承
の
上
に
成
り
立
つ
清
朝
考
証
学
の
前
提
条
件
を
準

備
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
道
学
の
権
威
失
墜
を
契
機
と
し
て
、
明
代
後
期
の
経
学
は
、
陽
明
学
と
呼
応
し
て
尚
古
的
復
古
的
傾
向
を
示
し
、
清
朝
学
へ
と
連
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ゆ
　

て
い
く
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
山
本
正
一
氏
の
卓
論
が
あ
る
。
ま
た
四
書
に
お
い
て
も
古
註
疏
、
考
証
を
重
ん
ず
る
考
証
的
学
風
が
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晩
明
に
興
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
が
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
前
述
の
ご
と
き
新
四
書
学
に
お
い
て
も
、
章
句
集
註

の
相
対
化
の
反
面
に
、
復
古
的
傾
向
、
古
註
疏
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
四
書
最
勝
蔵
』
に
は
文
献
と
し
て
註
疏

が
あ
げ
ら
れ
、
『
四
書
微
言
』
の
引
用
姓
氏
に
孔
安
国
、
孔
早
撃
が
あ
げ
ら
れ
、
個
々
の
経
文
に
つ
い
て
も
「
（
古
注
は
朱
）
注
に
勝
る
。

従
ふ
べ
し
」
（
『
慧
眼
山
房
説
書
』
）
な
ど
と
、
古
註
と
朱
註
と
が
比
較
検
討
さ
れ
て
い
く
。
『
四
書
評
』
『
青
雲
堂
四
書
評
』
は
と
も
に
古
註

に
好
意
的
だ
が
、
と
く
に
周
汝
登
『
四
書
宗
旨
』
は
、
朱
註
批
判
の
一
週
掛
古
註
疏
を
肯
定
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
も
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
汝
登
は
自
己
の
哲
学
的
観
点
か
ら
古
註
を
評
価
す
る
に
す
ぎ
ず
、
実
証
的
考
証
的
な
立
場
か
ら
す
る
古
註
評
価
と
は
懸
隔
が
あ
る
。
し

か
し
婁
堅
が
先
の
引
用
に
続
い
て
、
「
且
つ
漢
人
は
古
を
去
る
こ
と
尚
ほ
近
く
、
学
に
尊
志
あ
り
。
其
の
説
決
し
て
尽
く
廃
す
る
べ
か
ら

ず
」
と
い
い
、
『
青
雲
堂
島
書
評
』
に
「
今
人
、
前
人
に
如
か
ざ
る
こ
と
毎
毎
此
の
如
し
。
故
に
漢
註
を
読
む
は
猶
ほ
宋
註
を
読
む
に
勝

る
こ
と
多
し
」
と
い
い
、
『
四
書
宗
旨
』
に
「
漢
の
時
、
古
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
。
必
ず
息
つ
く
有
ら
ん
」
な
ど
と
い
う
の
を
み

れ
ば
、
新
四
書
学
の
古
註
評
価
が
復
古
的
傾
向
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
心
学
的
経
書
解
釈
の
単
な
る
反
動
と
し
て
清
朝
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の
経
書
解
釈
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
継
承
さ
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
々
の
経
文
の
章

句
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
清
朝
に
お
い
て
は
四
書
は
経
書
中
の
独
立
し
た
一
領
域
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
四
書
学
は
五
経
の
学
、
な
い
し
は

諸
経
の
学
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
四
書
の
位
置
づ
け
の
変
遷
、
経
書
学
の
再
編
に
つ
い
て
も
、
明
代
に
お
い
て
繭
芽
が
す

で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
。
朱
子
は
『
大
学
』
を
「
孔
氏
の
遺
書
に
し
て
初
学
入
徳
の
門
」
、
『
中
庸
』
を
「
孔
門
伝
授
の
射
法
」
と
み
な
し

て
、
『
翠
黛
』
の
二
篇
を
独
行
さ
せ
、
と
り
わ
け
『
大
学
』
に
つ
い
て
は
大
幅
の
改
編
を
行
な
っ
て
ま
で
、
学
術
の
根
基
に
す
え
お
い
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
陽
明
に
よ
っ
て
「
古
本
大
学
」
の
テ
キ
ス
ト
の
価
値
が
主
張
さ
れ
る
に
至
れ
ば
、
朱
子
学
の
根
基
も
、
し
た
が
っ
て

学
庸
独
立
の
意
義
も
見
失
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
陽
明
が
学
庸
を
重
視
し
た
こ
と
は
前
述
の
ご
と
く
で
あ
り
、
門
下
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
羅
話
語
も
ま
た
学
庸
を
町
鳶
の
親
筆
と
し
て
い
る
。
・
し
か
し
彼
は
同
時
に
、
義
理
か
ら
も
次
第
か
ら
も
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

庸
』
が
先
、
『
大
学
』
が
後
と
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
門
弟
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
礼
記
』
の
篇
次
と
同
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
学
庸
を
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
さ
ら
に
独
立
さ
せ
る
理
由
も
薄
弱
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
面
罵
門
下
の
管
志
道
は
、
学
庸
二
書
は
子
思
の
筆
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ

は
宋
儒
の
道
統
論
を
否
定
し
て
孔
子
か
ら
子
思
に
親
授
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
孔
子
は
『
周
覧
』
を
賛
し
『
春
秋
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脩
め
た
の
み
と
し
、
学
庸
を
再
思
の
作
と
し
て
孔
子
と
直
接
の
結
び
つ
き
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
定
書
を
孔
子
の
権
威
に
根
拠
を
置

く
「
経
」
か
ら
、
諸
子
的
な
二
次
作
品
へ
と
無
限
に
近
づ
け
る
可
能
性
を
含
む
。
果
し
て
明
末
清
初
の
陳
確
は
、
「
大
学
の
首
章
は
聖
経
に

非
ず
。
其
の
伝
十
章
は
賢
宰
に
非
ざ
る
」
（
『
陳
確
集
』
別
集
「
大
学
弁
」
）
秦
以
後
の
儒
者
の
作
だ
と
し
、
『
大
学
』
を
『
礼
記
』
に
還
す
こ

と
を
主
張
す
る
。
こ
の
論
が
当
時
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
学
庸
二
篇
を
『
礼
記
』
に
還
す
気
運
は
、
熟

し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
肥
壷
の
遵
奉
祖
述
の
長
い
期
間
を
経
て
、
明
代
中
期
以
降
四
書
学
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
急
速
な
展
開
を
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奇
矯

」
な
仏
典
ま
が
い
の
作
品
ま
で
も
が
現
れ
た
晩
明
の
状
況
は
、
後
世
の
篤
実
な
経
学
者
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
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新
四
書
学
の
執
拗
な
営
み
は
、
後
世
の
経
学
の
基
盤
を
準
備
す
る
側
面
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
営
み
は
自
ら
の
四
書
学
自
体
を
も
掘
り

崩
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
朝
に
お
い
て
も
四
書
学
は
科
挙
の
学
に
変
貌
し
て
存
続
し
た
。
す
で
に
晩
明
に
お
い
て
、
科
挙
の
学
で
も
あ
っ
た
四
書
学
の
継
承
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

変
遷
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
述
べ
る
余
裕
は
な
い
。

　
注（

1
）
　
四
書
の
受
容
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
明
代
に
お
け
る
記
請
」
（
未
刊
）
を
参
照
。

（
2
）
　
字
音
句
読
を
朱
註
に
よ
り
な
が
ら
も
、
四
書
五
経
の
学
習
に
は
ま
ず
経
文
の
記
訥
が
先
行
さ
れ
る
。
注
1
の
拙
稿
参
照
。
無
籍
の
人
、
八
号
卿
は

　
　
隠
者
か
ら
「
先
経
営
後
伝
」
、
「
執
経
以
皆
伝
」
、
「
去
伝
読
経
」
の
読
書
法
を
順
次
授
け
ら
れ
た
と
い
う
（
『
朱
楓
林
集
』
附
所
収
「
贈
帰
新
安
序
」
）
。

　
　
こ
の
よ
う
な
経
を
重
ん
じ
て
、
あ
る
い
は
経
の
み
を
読
む
学
習
法
を
と
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

（
3
）
　
『
四
庫
提
要
』
四
書
類
を
参
照
。
『
四
書
弁
疑
』
は
『
通
志
堂
経
解
』
に
収
め
る
。

（
4
）
　
宋
濾
『
朝
京
藁
』
巻
五
「
御
製
論
語
解
二
章
後
」
。

（
5
）
　
『
大
学
』
の
改
定
に
つ
い
て
は
山
下
竜
二
『
大
学
・
中
庸
』
の
解
説
を
参
照
。
方
孝
儒
は
「
朱
子
亦
上
町
断
然
以
為
至
当
哉
」
（
『
遜
志
州
集
』
巻
十

　
　
八
「
題
大
学
家
書
正
文
後
」
）
と
い
う
。
な
お
母
御
、
林
希
元
の
改
訂
に
つ
い
て
は
『
林
次
崖
先
生
文
集
』
巻
四
「
改
正
経
伝
言
説
世
訓
疏
」
参
照
。

（
6
）
　
こ
の
前
後
の
記
述
は
拙
稿
「
明
代
前
半
期
の
思
想
動
向
」
を
参
照
。
な
お
『
四
庫
提
要
』
は
『
弁
疑
録
』
と
し
て
著
録
す
る
が
、
『
慶
台
会
稿
』

　
　
所
収
の
周
洪
護
墓
誌
、
お
よ
び
現
存
の
（
経
学
叢
書
）
本
に
は
『
疑
悪
筆
』
と
な
っ
て
い
る
か
ら
前
稿
を
訂
正
す
る
。

（
7
）
　
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
十
五
「
献
書
被
斥
」
を
参
照
。

（
8
）
　
『
王
文
成
公
全
書
』
巻
二
十
六
、
銭
徳
洪
駿
。

（
9
）
　
同
右
「
大
学
問
」
銭
徳
洪
序
。

（
1
0
）
　
注
5
所
引
の
書
。

（
1
1
）
　
「
大
学
問
」
無
徳
洪
肢
。
も
っ
と
も
陽
明
は
『
大
学
』
『
中
庸
』
注
の
制
作
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
全
書
軽
四
「
与
陸
元
八
口
」
）
。

（
1
2
）
　
『
王
竜
渓
全
集
』
巻
八
「
大
学
首
章
解
義
」
。

（
1
3
）
　
注
6
の
拙
稿
お
よ
び
『
定
門
先
寄
集
』
巻
八
「
大
梁
書
院
記
」
、
『
翠
渠
摘
稿
』
巻
四
「
題
嘉
魚
李
氏
学
」
を
参
照
。



学書
四

の
明晩

（
1
4
）
　
拙
稿
「
『
青
雲
堂
』
と
題
さ
れ
た
明
代
末
期
の
四
書
解
に
つ
い
て
」
、
お
よ
び
そ
こ
に
引
く
い
く
つ
か
の
拙
稿
を
参
照
。
な
お
右
の
書
を
「
青
雲
堂

　
　
四
書
評
」
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
四
書
評
の
余
韻
」
（
未
刊
）
を
参
照
。

（
1
5
）
　
拙
稿
「
明
代
四
書
解
釈
書
の
基
礎
的
検
討
」
口
を
参
照
。

（
1
6
）
　
『
日
知
録
』
巻
十
八
挙
業
。

（
1
7
）
　
『
制
義
科
瑚
記
』
巻
二
。

（
1
8
）
　
『
制
義
叢
話
』
巻
一
に
そ
の
変
遷
を
記
す
。

（
1
9
）
　
『
国
権
』
万
暦
十
二
年
十
一
月
庚
寅
の
条
を
参
照
。
万
暦
末
に
は
程
朱
学
を
確
守
す
る
者
を
探
し
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
（
『
求
是
編
』
諸
序

　
　
を
参
照
）
。

（
2
0
）
　
拙
稿
「
晩
明
四
書
解
に
お
け
る
四
書
評
の
位
置
」
を
参
照
。

（
2
1
）
　
荒
木
見
悟
『
明
代
思
想
研
究
』
を
参
照
。

（
2
2
）
　
同
右
第
十
章
を
参
照
。

（
2
3
）
　
拙
稿
「
周
汝
登
の
四
書
学
」
を
参
照
。

（
2
4
）
　
「
明
代
中
葉
以
降
の
経
学
に
つ
い
て
」

（
2
5
）
　
「
四
書
考
証
学
」

（
2
6
）
　
注
2
3
の
拙
稿
を
参
照
。

（
2
7
）
　
『
四
書
一
貫
編
』
「
論
語
総
論
」
。
な
お
智
旭
も
『
礼
記
』
の
篇
次
に
よ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
四
書
評
の
余
韻
」
を
参
照
。

（
2
8
）
　
景
趣
成
は
五
経
を
完
備
さ
せ
る
た
め
、
程
朱
に
よ
っ
て
董
正
さ
れ
た
学
庸
を
五
経
に
還
し
て
『
知
事
』
と
し
、
『
太
極
図
説
』
『
墨
書
』
、
『
小
学
』

　
　
を
論
孟
に
配
し
て
四
書
と
し
ょ
う
と
す
る
（
『
小
心
斎
割
記
』
巻
九
）
。

（
2
9
）
　
管
志
道
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
『
明
末
宗
教
思
想
研
究
」
を
参
照
。

（
3
0
）
　
志
道
の
『
大
学
』
観
に
つ
い
て
は
同
慶
十
章
。
ま
た
『
場
若
斎
集
』
墨
黒
「
表
章
石
経
大
学
序
」
を
参
照
。

（
3
1
）
　
さ
し
あ
た
っ
て
は
『
四
書
評
』
の
継
承
に
ふ
れ
た
注
2
7
所
引
の
拙
稿
を
参
照
。

九
五


