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「
崔
述

の
文
学
思

想

に

つ
い
て
」藤

井

良

雄

「
考
信
録
』
を
主
著
と
す

る
崔
述

の
著
作

は
、
清
朝
経
学
研
究

の
集
大
成
と

も

い
う

べ
き

院
元
編

「皇
清
経
解
』

・
王
先
謙
編

「
皇
清

経
解
続
編
』

の
叢
書

に
は

つ
い
に

一
篇
も
編
入
さ
れ
る
こ
と
な
く
無
視
さ
れ
た
け
れ
ど
も

、
日
本

で

①

は
徳
川
末
期

か
ら
漢
学
者

の
注
意
を
受
け
て
来

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
何
故

か

と
言
え
ば

、
岡
崎
文
夫

の
述
べ
た
ご
と
く

「若

し
学
者

の
傾
向

の
中

に
博

く
識

る
を
欲
す
る
と
、
寧
ろ
智

識
の
統

一
を
求
む
る
と
の
両
方
面
あ
り
と
す
れ
ば

、

崔
述

の
如
き

は
蓋
し
後
者

に
属
す

る
も

の
で
あ
る
。
余

の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、

我
邦

の
学
者

ま
た
多
く
後
者

に
属
す
る
。
崔
述
の
学
風
が
比
較
的
日
本

に
歓
迎

②

せ
ら
る
る
所
以
は
実

に
其

の
共
通
点
が
あ
る
為

め
で
あ
ろ
う
。
」
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
内
藤
湖
南
が
、
崔
述

は
雑
な
博

覧
な
ど
せ
ず
狭

い
知
識

で
も
割
合

に

⑤

よ

い
研
究
法

で
古
代
史
を
考
究
し
た
古
史
家
で
あ
る
と
述

べ
た
の
は
、
そ
の
と

お
り
で
あ

ろ
う
。
崔
述
の

「
考
信
録
』
を
那
珂
通
世
が
狩
野
直
喜
か
ら
見

せ
て

も
ら

い
、

「
考
信
録
』
に
卓
見
が
多

い
の
に

感

心

し

て
、

「
崔
東
壁
遺
書
」

(那
珂
通
世
校
点
版
)
を
日
本

で
刊
行
し
た

(明
治
三
十
六
年
)
。

そ

の

後
崔
述

が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
気
運
が
中
国

に
も
伝
わ
り
、
五
四
運
動
以
後

の

近
代
中
国
の
疑
古
派

の
学
者
ら

に
よ

っ
て
顕
彰
せ
ら
れ
た
。
こ
と
の
経
緯
は
章

学
誠
発
掘

の
場
合
と
似
て

い
る
。
章
学

誠

に
つ
い
て
は
、
日
本

で
早
く

「
支
那

学
』
第

一
巻

に
内
藤
湖
南

が

「
章
実
斎
先
生
年
譜
」
を
寄
稿

し
て
お
り
、
そ
れ

を
見
た
胡

適
が
新
た

に

「年
譜
」
を
作

っ
た
。
崔
述

の
場
合
も
胡
適
が
那
珂
通

世

の

「考
信
録
解
題
」

(
「史
学
雑
誌
」
明
治
三
十
五
年
、
第
十
三
編
第
七
号
)

を
読
ん
で

後
、
崔
述

の
著
作
を
研
究
し

て

「
科
学
的
古
史
家
崔
述
」
を
書

い
て
発
表
し
て

か
ら
、
崔
述

の
残
し
た
著
作

は
中
国

で
も
注
意
さ
れ
始

め
た
。
胡
適

の
紹
介

に

啓
発
さ
れ
た
顧
頷
剛
氏
は
、
そ
の
後
十
五
年
間
崔
述

に
対

し
て
情
熱
を
持
続

し

て
、
発
見

さ
れ
た
崔
述

の
侠
文

、
日
本

人
に
よ

っ
て
書

か
れ
た
論
文

(先
述
の
那

珂
.
岡
崎
博
士
の
も
の
等
)
の
翻
訳
ま
で
含
め
た
評
論

、

崔
述
に

つ
い
て
の
伝
記
等

を
集
め
、
さ
ら

に
崔
述

の
著
作

の
索
引
を
作
成
し

て
、
そ
れ
ら
を
附
し
た
大
部

の

「
崔
東

壁
遺
書
」
を

出
版
し
た

二

九
三
六
年
)
。
こ
の
書
物

は
、

そ
れ
ま
で

の
崔
述
研
究
の
集
大
成
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し

て
近
代
中
国

の
疑
古
派
の
学
者
た
ち
に
よ

っ
て
崔
述
研
究
や

古
代
史
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

っ
た
が
、
そ
れ

は
胡
適
の
次

の
発
言

に
啓
蒙

さ

れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

中
国
新
史
学
は
崔
述

か
ら
は
じ
め
て
、
彼

の

「
考
信
録
』
を
わ
れ
わ
れ
の
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出
発
点

に
す

べ
き
で
あ
り
、
し
か
る
の
ち
更

に

一
段

と
向
上
し
進
歩
を
謀

る
こ
と
を
私
は
深
く
確
信
し
て
い
る
。
崔
述
は
百
年
以
上
前
す

で
に

「
大

抵
戦
国
秦
漢

の
書

は
信
を
徴
し
難
き

こ
と
多

く
、
其

の
記
す
る
と
こ
ろ
の

上
古

の
事
尤
も
荒
謬
多
し
。
」

と
宣
言
し

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
彼

の
書

を
読
め
ば
、
お
の
ず
と
彼
が
疑

っ
た
と

こ
ろ
は
す

べ
て
疑
う

べ
き
こ
と
、

彼
が
偽
書
で
あ
る
と
思

っ
た
も

の
は
す

べ
て
深
く

は
信
じ
ら
れ
な
い
史
料

で
あ
る
と
確
信
す

る
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
は
中
国
新
史
学

の
最
低

限
度

の

出
発
点
で
あ
る
。

(
「
科
学
的
古
史
家
襟
述
」
五
頁
)

胡
適
は
、
清

代
乾
隆

・
嘉
慶
年
間

に
生
涯
を
お
く

っ
た
崔
述

の

「
考
信
録
』

を
、
中
国
古
代
史
研
究

の
出
発
点
で
あ
る
と
高
く
評
価

し
た
。
崔
述
そ
の
人
も

「
乾
嘉

の
学
」

に
連

な
る
す
ぐ
れ
た
考

証
史
家

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。と

こ
ろ

で
、
清
代
も
乾
隆

・
嘉
慶
の
考

証
学
全
盛
時
代
を
迎
え
る
と
、
学
者

文
人
ら

の
中

に
は
考
据
学

(季

)
に
没
頭
す

る
あ
ま
り
、
そ
れ
ま

で
伝
統
的

に

中
国
知
識
人

の
必
須
教
養

で
あ
る
作
詩

に
意
を
払
わ
な

い

一
流

の
学
者
=
戴
震

や
段

玉
裁
ら
少
人
数

で
は
あ
る
が
出
現
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、
黄
宗
栽
と
並
び

清
朝
考
証
学

の
祖

と
称
せ
ら
れ
る
顧
炎
武

が

「
日
知
録
』
の

「
作
詩
之
旨
」

や

「詩
不
必
人
人
皆
作
」

の
項

で
、
詩

の
本
旨
か
ら

い

っ
て
内
容

の
な

い
つ
ま
ら

ぬ
儀
礼
的
な
詩
や
飾
り
た
て
た
詩
な
ら
作
ら
な

い
方

が
ま
し
だ
と
述

べ
た
こ
と

④

の
影
響

に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。
後

に
は
作
詩
は
余
技
的

な
も

の
だ
と

い
う
主
張

ま
で
現
わ
れ
て
、
清
代

に
お
い
て
伝
統
文
学

の
詩

に
対
す

る
観
念
の
変
化
が
起

⑤

つ
た
と
み
な
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
顧
炎
武

の
影
響
は
考

証
学

の
方

面
だ
け

で

な
く

、
そ

の
詩

や
文
学
思
想

の
面
に
お

い
て
も
大
き

い
。
崔
述
自
身
も

「
余
は

独
だ
顧
寧
人
の
言
を
愛
す
る
の
み
。

「
詩

は
当

に
世

に
用
有

る
を
求
む

べ
し
」

と
謂

ふ
は

、
最
も
風
雅
の
指
帰
を
得
た
り
と
為
す
。
」

(
「知
非
集
自
序
」
)
と
言

っ
て

い
る
よ
う

に
、
確
か

に
彼

に
も
顧
炎
武

の
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

ま
で
崔
述

に
つ
い
て
は
、

「
考
信

録
』
を
主
著
と
し
た
古
史
家
と
し
て
の
評
価

が
定

ま
で

い
た
が
、
曜
述

の
文
学

思
想

の
方
面
に

つ
い
て
検
討

さ
れ
る

こ
と

は
ほ
と
軌
ど
な
か

っ
た

。
ま
た
彼

の
詩

に
つ
い
て
も
適
確
な
言
及
は
な
さ
れ
て

い
な

い
。
本

論
文

で
は
、
崔
述
の
文
学
思
想

に
つ
い
て
、
彼
が
顧
炎
武

の
影
響

を
受

け
て
い
た
こ
と
を
考
察
し
、
そ
の
思
想

を
ど

の
よ
う
に
発
展
さ
せ

て
い
た

か
に

つ
い
て
検
討
す

る
。
本

論
文

が
清
朝
考
証
学
者

の
文
学
思
想

の
研
究

唄
例

と
も
な
れ
ば
幸

い
で
あ

る
。

二

前
述
し
た
よ
う
に
清
代

で
は
ほ
と
ん
ど
無

視
さ
れ
た
崔
述
で
あ

る
が
、
そ
の

名
が
後
世

に
ま
で
伝
わ

っ
た
の
は
、
師

の
著
述
を
出
版
す
る
こ
と

に
対
す
る
弟

子
陳
履
和

の
献
身
的
な
傾
注

が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
初
め
て
崔
述
の

伝
記

「黎

文
林
郎
福
建
羅
源
県
知
県
崔
東
壁
先
生
行
臨

を
書
い
た
の
も
彼

 で
あ

る
。
陳
履
和
は
乾
隆
五
十
七
年

二
七
九
二
)
崔
述
五
十
二
歳

の
時
、
偶
然

初

め
て
北
京

で
会

っ
た
だ
け

で
、
そ
の
後
雀
述
の
死
ま

で
書
簡

の
や
り
と
り
を

続

け
て
は
い
る
が
、
崔
述

の
前
半
生

に
つ
い
て
は
疎
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
資
料

は
、
崔
述
自
身
が
残
し
た

『考
信
附
録
』
所
収

「
家
学
淵
源
」

「
少
年

遇
合
記
略
」
な
ど
で
あ

る
が
、
陳

履
和

は
崔
述
の
死
後
や

っ
と

一
度
大
名
府

に

赴

い
た
の
み

で
、
崔
述

・
律
遭

の
兄
弟
が
北
方
で
ど
の
よ
う
な
評
を
受
け

て
い

た
か
知

る
べ
く
も
な
か

っ
た
。
陳

履
和

の
書

い
た

「
罷
東
壁
先
生
行
略
」
は
、

そ
の
師

で
あ
る
古
史
家
崔
述
を
顕
彰
す
る
伝
記
で
あ

る
。
ま
た
顧
額
剛
が
そ
の

⑨

「
嶺
東
壁
遺
書
』
に
集
め
た
伝
状
の
類
も
陳
履
和

の
も

の
に
拠

っ
て
い
る
と
思

わ
れ
、
大
同
小
異
で
新
し

い
記
述

は
な

い
。
さ
ら
に

『
清
史
稿
』
儒
林
伝

三
。

一40一



「
清
史
列
伝
』
巻
六
八
。

閲
爾
昌
纂
輯

「
碑
傳
集
補
』
巻

三
十
九
。

李
元
度
纂
輯

『
国
朝
先
正
事
略
』

三
十
六
経
学

。

唐
鑑

「清
儒
学
案
小
識
』
巻
十
四
経
学
学
案

。

支
偉
成

『
清
代
撲
学
大
師
列
傳
』
第
十
南
北
懐
疑
派
両
大
家
列
伝

。

徐
世

昌

「大
清
畿
輔
先
哲
伝

』
巻
二
十
四
。

張
維
屏

『
国
朝
詩
人
徴
略

』

(二
編
)
巻
三
十

五
。

梁
啓
超

「中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
四
四
五
頁

。

察
冠
洛
編
纂

『
清
代
七
百
名

人
伝
』

一
六

二
九
ー

一
六

三

一
頁
。

薫

一
山

「
清
代
通
史
』
巻
中
六

二
八
=
六
三
四
頁

。

等

に
も
経
学
家
崔
述

に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が

、
こ
の
う
ち

「碑
伝
集
補
』

と

「
国
朝
先

正
事
略
』
は
陳

履
和

の
書

い
た

「行
略
」
を

そ
の
ま
ま
編
入
し
た

も

の
で
あ
る
し
、
そ

の
他

の
も

の
も
学
者
と
し
て
の
崔
述
と
そ

の
著
作

に
つ
い

て
述

べ
て
は

い
る
が
、
彼
の
詩
作
や
文
学
方

面
に
つ
い
て
は
全
く

言
及
し

て
い

な

い
。

崔
述

の
学
問
の
性
質

に
つ
い
て
、
以
前
私
も
述

べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
清
代

に
お

い
て
は
、
唐
鑑

二

七
七
八
-
天

六
一
)
の

「学
案
小
識
』
が
、

先
生

」崖
述
)
の
学
は
見

聞
を
主
と
し

て
自
信

に
勇
む

。
考
謹
有

り
と
錐
も

軒
輕
を
従
横
し
、
意

に
任
せ
て
為
す
者
亦
た
復
た
少
な
か
ら
ず

。
況
ん
や

其

の
間
に
得

る
者
は
又
強
半

は
昔
賢

の
已

に
言
ふ
所
と
為
る
を
や
。

と

い
う
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
評
価

さ
れ
ず
、
崔
述
は
理
解
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う

に

思
わ
れ
る
。
近
代
中
国

に
な

つ
て
、
前
章

で
述

べ
た
よ
う

に
高
く
評
価
さ
れ
始

め
た
が
、
崔
述

の
学
問
を
よ
り
正
当

に
評
し
た
も

の
と
し
て
は
顧
額
剛

の

「古

史
弁
自

序
」

の
言

に
尽
き
る
。

崔

述
の

「
東
壁
遺
書

』
は
古
代
史
実
を
整
理
し
、
百
家
の
謬
妄
を
削
り
落

し
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と

は
私
が
以
前

「
先
正
事
略
』
を
読
ん
だ
時
知

っ

て
い
た
が
、
こ
の
書

は
ま
だ
見
て
い
な
か

っ
た
。
十
年
（
一
九
二
一
)
の

一

月

に
、
適
之
先
生
が
買

つ
て
、
私
に
送

っ
て
見

せ
て
く
れ
た
。
私
は
読
ん

で
大

い
に
痛
快

だ

っ
た
。
と
り
わ
け
私
を
び

っ
く

り
さ
せ
た
の
は
、
彼
が

「
提
要
』

の
中

に
引
用
し

て
い
る

「
打
砕
沙
鍋
紋
到
底
」

の
こ
と
わ
ざ

で

と
こ
と
ん
ま
で
問
い
つ
め
る

あ
る
。

「
お
前
さ
ん
は
ま
た
し
て
も

「打
砕
鳥
盆
問
到
底
』
の
か
え
?
」

こ
れ
は
私
の
祖
母
が

い
つ
も
使

っ
て
私

の
文
句
を
禁
じ
た
こ

と

ば

で

あ

る
。
思

い
も

か
け
ず

「
過
細
而
問
多
」
す

る
癖
は
、
私
も
結
局
崔
先
生

と

同
じ
よ
う
に
犯
し

て
い
た
。
私

は
か
な
り
の
間
弁
偽
の
仕
事
を
や

っ
て

い

て
、
自
分

の
創
設
だ
と
考

え
て
い
た
も

の
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
と

こ
ろ

が
彼
の
書
物

の
な
か

に
明
白

に
弁
証
し
て
あ

っ
た

。
こ
の
よ
う
に
規
模
弘

大

で
議
論
精
鋭

の
弁
偽
の
大
著
作
が
す
で

に
私
よ
り
先

に
存
在
し

て
い
た

と
は
全
く

思
い
も
か
け
な
か

つ
た
。
私
は
と

て
も
う
れ
し
く

て
そ
れ
を
標

点
し
て
刊
行

し
よ
う
と
志
を
立

て
た
。
し
か
し
私
は
崔
述
に
対
し
彼
の
偉

大
さ
を
知

つ
た
が
、
同
時

に
彼

の
欠
陥

に
も
気
が

つ
い
た
。
彼

の
経
書

と

孔
孟

へ
の
信
仰

ぶ
り
は
過
度

に
す
ぎ
る
嫌

い
が
あ
り
、
多
く

の
先
入
主

と

な

っ
た
成
見
を
ま
じ
え
て

い
る
。
こ
れ
は
別

に
無
理
も
な
い
。
彼
は
理
学

の
家
庭
に
生
長
し
た

の
で
あ
り
、
彼

の
著
述

の
目
的
ぱ

聖
道
を
妨
礫
す
る

も

の
を
駆
除
す

る
こ
と
に
あ
り
、
弁
偽

は
た
だ
彼

の
手
段

で
あ

っ
た
だ
け

で
あ
る
。
だ

が
私
た
ち
が
今

か
ら
彼
よ
り
さ
ら

に

一
歩

進
め

、
彼

の
目
的

を
ひ

っ
く
り
返
し
、
徹
底
的
な
整
理
を
す

る
こ
と
は
、
大
し

て
難
し

い
こ

と

で
は
な

い
。
難
し

い
の
は
た
だ
数
多

く
の
制
度
名
物

と
こ
ま
ご
ま
と
し

た
事
蹟

の
研
究

で
あ
る
。
こ
の
面
で
も
彼

は
す

で
に
私
ら
に
多
く

の
詳
細

な
考
証
を
し

て
く
れ
て
い
る
。
私
ら
は
何

と
彼

に
感
謝
し
た
ら
よ

い
だ
ろ

う
か
。
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顧
頷
剛
も
胡
適

の
あ
と
を
う
け

て
、
雀
述

が
生
涯

に
わ
た
り
研
究
し
て
到
達

し
た
点
を
大

い
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
彼
が
時
代

の
制
約
を
受

け
て
い
た

こ
と

も
知

っ
て

い
た
。
顧
頷
剛
の

『
崔
東
壁
遺
書

』
刊
行

の
情
熱
は
、
実

に
崔
述
の

史
学
家
と
し
て
の
偉
大
さ

に
あ

っ
た
し
、
彼
の

「
打
砕
沙
鍋
紋
到
底
」
し
て
尽

き

ぬ
探
究
心

へ
の
共
感

で
も
あ

っ
た
。

胡
適
が

「
科
学
的
古
史
家
崔
述
」

の
稿
を
断
片
的

に

「
国
学
季
刊
」
に
、
そ

の
第

一
章

(家
世
)
と
第

二
章

(年
譜
上
〉
を
載
せ
て
か
ら
、

「
国
学
季
刊
」
が
停

刊
し
た
の
で
稿

を
書
く

の
を
中
断

し
て
い
た
時
、
顧
頷
剛

が
崔
述
夫
人
成
静
蘭

の

「
二
余
集
』
を
、
洪
業
氏
が
崔
述
の

「
知
非
集
』
を
見

つ
け
出
し
た
の
で
、

胡
適
は

「
科
学
的
古

史
家
崔
述
」
の
稿
を
改
め
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
崔
述

の
詩

は
、

陶
櫟
編

『国
朝
畿
輔
詩
伝
』

二
八
三
九
年
刊
〉

に
十

五
首
、

徐
世
昌

編

『
晩
清
籍
詩
涯
』

二
九
二
九
年
刊
)
に
五
首
と
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

「
知
非
集

』
の
発
見

に
よ
り

「
知
非
集
自

序
」
も

そ
の
詩
集

に
冠
し

て
あ

っ
た

の
で
、
崔
述

の
詩

や
文
学

思
想

に
つ
い
て
窺

え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

さ
ら
に

「
大
名
府
続
志
』
六
巻

貧

豊
三
年
版
)
の

「
文
苑
伝

」
に

も

崔
述
に

つ
い
て
記
載
が
あ
る

こ
と
を
私
は
発
見
し
た
。
大
名

に
関
す
る
地
方
志
は
、
明

代
正
徳
年
間

の
も

の
か
ら
継
続
し
て
編
纂
さ
れ
て
来

で
い
る
が
、
乾
隆

五
十
四

年

二
七
八
九
)

版
張
維
棋
主
編

「
大
名
県
志
』
の
執
筆

に
、
崔
述
も
参
加
し
健

筆
を
ふ
る

っ
て
い
る
。
胡
適

「
科
学
的
古
史
家
」
崔
述

に
よ
る
と
、
こ
の

「
大
名

県
志
」
中

に
は
、
崔
述
執
筆

の

「大
名
水
道
考
」
の

「
潭
水
」

「御
河
」

二
篇

と

「
風
土

志
」
中

に
も
崔
述

の
詩

「
只
当
行
」
が
載
せ
ら
れ

て
お
り
、

「
大
名

水
道
考
」
中

の
二
篇

は
崔
述

の
文
集

「
無
聞
集
』

に
は
そ
の
名
が
見

え
る
だ
け

の
不
備
を
補
う
も

の
で
あ
る
。
胡
適

や
顧
頷
剛
は
、
乾
隆

五
十
四
年
版

『
大
名

県
志
』
を
見

て
い
る
が
、
先
述
の
威
豊

三
年

二
八
五
三
)
版

「
大
名
府
志

』
附

「
大
名
府
続
志
』
は
見

て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

「続

志
』
の
原
稿
は
、

崔
述

の
少
年
時
代
勉
学

の
世
話
を
し
た
当
時

の
大
名
府
知
府
朱
瑛

が
書

い
た
乾

隆
年
間

の
残
稿
を
下
地
と
し
て
続

け
た
も

の
で
あ
り
、
崔
述
、
崔

遭
の
伝
記
資

料

と
し

て
今

ま
で
知
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
新
事
実

が
あ

っ
て
重
要

で
あ
る
。

こ

れ
ら
は
大
名
在
住

の
人

々
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ

り
、
崔
述
の
死
後
初
め
て
大

名

に
や

っ
て
来
た
陳

履
和

の
疎
か

っ
た
方
面
と
胡
適
ら

の
作

っ
た
年
譜
を
補
う

⑫

記
述
が
あ
る
。
原
文
は
注

に
附
記
す
る
。

崔
述
、
字
は
武
承

、
東
壁
と
号
す

。
乾
隆
壬
午
挙
人
。
天
資

頴

敏

に

し

て
、
書

に
於

い
て
読

ま
ざ
る
と
こ
ろ
無
し
。
詩

・
古
文
辞

に
兼

ね
長
じ
、

才
名

三
輔

に
冠
た
り
。
羅
源
県
知
県
を
授
け
ら
れ
、
政
声
有
り
。
吏
部
考

功
司
主
事

に
擢
せ
ら
る
る
も
就
か
ず

。
相
州

に
ト
居

し
、
戸
を
閉
じ
客
を

謝
し
て
、
益
ま
す
学

に
騨
力
す
。
凡
そ
経
史
の
疑
義

に
発
明
有
る
こ
と
多

し
。
著

に
三
代
正
朔
通
考
、
沫
酒
考
信
録

の
書

八
十
八
巻
有
り
。
門
人
漬

南

の
陳
履
和
、
之

れ
が
為

に
鎮
板
し
世

に
行
は
る
。

(
「文
苑
伝
」
)

こ
の
資
料
か
ら
、
新

し
く
判
明
す
る
こ
と
は

、

「兼
長
詩
古
文
辞
、
才
名

冠

三
輔
」
、

「
擢
吏
部
考
功
司
主
事

、
不
就
」
と

「
ト
居
相
州
」
の

三

点

で

あ

る
。
こ
の
三
点
に

つ
い
て
今
ま
で

一
つ
も
言
及
し
た
資
料
は
な
く

、

「
大
名

府

続
志
」

に
つ
い
て
顧
額
剛
も
述

べ
て
い
な

い
。
無
論

そ
の

『
崔
東

壁
遺
書
』

に

も
引
用
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

「
才
名
冠

三
輔
」

か
ら
、
崔
述
の
詩
文

の
才
名

が
少
な
く
と
も

「
三
輔
」

の

地
で
屈
指

の
も
の
で
あ
り
、
崔
述
前
半
生

の
詩
文

の
評
価
が
高
か

っ
た
こ
と
が

判
明
す

る
。

「
三
輔
」

の
地
と
は
古
代

で
は

「
三
輔
黄
図
』

で
有
名
な

「
陳
西

関
中
道
之
地
」

で
あ
る
。
崔
述
は

二
十
五
、
六
歳

の
時

、
陳
西
邪
州

(現
在
の
映

西
省
彬
県
)
に
行
き
、
そ
の
地

が
原
籍

で
あ
る
成
静
蘭

と
結
婚
し
た
。
そ
の
約

一

年
間

の
旅

の
途
上

で
作
ら
れ
た
詩
が
、

「知
非
集
』

に
お
い
て
彼

の
青
年
期

の

詩
と
し
て
目
立

つ
作
品
群
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
崔
述
は
そ
の
陳
西
で
の

一42一



結
婚
と
福
建
省
知
県
任
官

の
時
以
外

は
生
涯
ず

っ
と
大
名
府
下
で
暮

し
た

の
で

あ

り
、
詩
集

『
弱
弄
集
』

・

『楽

飢
集
』

・

「
知
非
集
』
は
皆
大
名
附
近

の
保

安

・
北
皐

・
安
陽
で
そ
れ
ぞ
れ
作

ら
れ
た

の
だ
か
ら
、

「
三
輔
」
を

「
陳
西
関

中
道
之
地
」
と
す

る
の
は
間
違

い
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
は
や
は
り

「後
謂
京
師
附

近
之
地
為
三
輔
」

で
あ
り
、

「
三
輔
」
す
な
わ
ち
北
京
を
囲
む
大
名
府
を
も
含

め

た
畿
輔

の
地
を
い
う
。
従

っ
て

「
才
名
冠
三
輔
」
と

は
崔
述

の
才
名
が
北
方

で
は
屈
指

の
も
の
だ

っ
た

こ
と
を
記
す

の
で
あ
る
。

第

二
点
は
、
羅
源
県
知
県
就
任
後
あ
る
い
は
退

い
て
の
帰
郷
後
か
、

「吏
部

考
功
司
主
事
」
に
抜
擢
さ
れ
た
が
辞
退
し
た

こ
と
で
あ
る
。
清
朝
、
吏
部

の
主

事

は
正
六
品

で
あ
り
、
羅
源
県
知
県
は
外
県
知
県

で
正
七
品
だ
か
ら
、
こ
の
時

の
抜
擢
は
従
六
品
を

一
階
級
飛
び
越
し
た
昇
進

で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
崔
述

は

敢

え
て
そ
の
任
に
就
か
な
か

つ
た
。

こ
の
抜
擢
が
あ

っ
た
こ
と
を
記
す
の
は
、

私
が
見
た

『
大
名
府
続
志
』
文
苑
伝

(崔
述
)
だ
け

で
あ
り
、
前
掲

の
ご

と
く
崔

述

の
栄
誉

の
た
め
に
書
か
れ
た
短

い
叙
述
で
年
月
が
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

嘉
慶

五
年

二

八
○
○
)
以
降

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
翌
年

に
彼
は
福
建
羅
源
県

知
県
を
罷
め
、
翌
々
年

二
八
〇
二
)
春

に
大
名

に
帰
郷
し
た
と
陳
履
和

「
崔
東

壁
先
生
行
略
』

に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
崔
述
年
す

で
に
六
十

一
歳
、
老

い
先
短

い
人
生

の
暮
方

に
差

し
掛
か

っ
て
い
た
。
清
代

で
は
科
挙
の
む

つ
か
し
さ
か
ら

高
齢

で
任
官
す
る
士
大
夫
も
珍
し
く
な
か

っ
た
が
、
崔
述
に
は
す

で
に

「
聖
人

の
道
」
を
守
る
学
者
と
し
て
の
自
負
が
あ

っ
た
。
彼

に
と

っ
て
高

い
官
位
も
豊

か
な
財
宝
も
す

で
に
欲
す

る
と

こ
ろ

で
は
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。

余

の
閲

に
在

る
や
、
無
名

の
征
は
悉
く
之
を
民
よ
り
錫
き
、
有
絵
の
税

は

悉
く
之
を
上

に
解
す

。
淡
泊
清

貧
の
況

、
惟
だ
百
姓
の
み
之
を
知
る
に
非

ず
、
即
ち
上
官
も
亦
た
深
く
之

を
信
ず

。
然
れ
ど
も
故
郷

の
人
、
数
千
余

里
を
隔
て
終

に
知
ら
ざ
る
な
り
。
帰
里

の
後
、
人
成
な
以
為
ら
く

「
携

ふ

る

に
重
資
有

り
」
と
。
既
に
し
て
居
を
阻
巷

に
徽
り

、
家
を

山

村

に

移

す
。
其

の
飯

一
孟

・
疏

一
盤
な
る
を
見
て
、
猶

ほ
日
く

「是
れ
且
く
深

く

藏
し
て
、
肯

へ
て
自

ら
舷
耀
せ
ず
」
と
。

(
「考
信
録
提
要
」
巻
上
〉

崔
述
自

身
が
述

べ
て

い
る
よ
う
に
、
故

郷
に
錦
を
飾
る

こ
と
も
な
く
、
郷
里

に
帰
り
生

涯
に
わ
た
る
貧
困
の
中

で

「孜
孜

と
し
て
古
を
嗜

み
書
を
著
は
し
て

倦

ま
ず
」
、
そ
の
学
問
を
続
け
た
。

第

三
点

「
ト
居
相
州
」
と
あ
る
が

、
こ
の
相

州
は
州
名

で
臨
潭
県
と
安
陽
市

に
は
さ
ま
れ
る
地

、
そ
こ
に
彰
徳
府
が
あ

つ
た
。
ま
た
陳
履
和
の

「
行
略
」
に

も

、
魏
故
無
定
居

。
既
帰
、
居
大
名

。
又
居
安
陽
西
山
、
又
遷
彰
徳
府
城
。
数

値
歳
荒

、
典
衣
而
炊
、
著
作
自
娯
。

と
あ
る

の
で
確
認
で
き

る
。

以
上
見
る
よ
う
に
、

「
大
名
府
続
志
』
中

の
文
苑
伝

雀
述
)
の
資
料
は
、
彼

の
前
半
生

の
詩
文

に
つ
い
て
高
く
評
価
す
る
数
少
な

い
崔
述
の
文
学
方
面

に
関

す

る
記
述
を
含
む
。
の
み
な
ら
ず
彼

の
生
き
方

に
関
し
て
も
注
意
す

べ
き
部
分

を
持

つ
の
で
あ
る
。三

ビ

ュ
ア
リ
は

「
思
想

の
自
由
の
歴
史
」

の
中

で

「
人
間

の
希

望
や
不
安
や
運

命

な
ど
と

の
関
係
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し

に
純
粋

に
事
実

そ
の
も
の
を
愛
す
る

と

い
う
精
神
は

い
か
な
る
時
代

に
あ

つ
て
も
珍
ら
し
い
精
神
で
あ
る
。
:
…
・
こ

 れ
は
科
学
的
精
神
を
意
味
す
る
。
」
と
言

っ
て

い
る
。
西
洋
近
代

思
想

の
開
幕

を
担

つ
た
人

々
、
近
代
哲
学

の
父
と
呼
ば
れ
る
デ
カ

ル
ト

ニ

五
九
六
⊥

六
五
〇
)

や
数
学
者

パ
ス
カ

ル

ニ
六
二
三
　
六
ニ
〉
た
ち
は
、
そ
の
科
学
的
精
神
を
自
覚
し

て
い
た

の
で
、
そ
れ
と
は
相
容

れ
ぬ

「
神

の
存
在
」

(宗
教
的
権
威
)
と

衝
突
す
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る
。
彼
ら
が

「神

の
存
在
」

の
問
題
に
突
き
当
た

っ
た
と
き
、
そ
の
は
ね
返
り

と
し
て
人
間
存
在

に
つ
い
て
の
省
察
を
深
め

て
行

っ
た
の
は
必
然

の
な
り
ゆ
き

で
あ

つ
た
。
デ
カ

ル
ト
や
パ
ス
カ

ル
の
近
代
的
思
想

の
所
産
が
彼
ら
の
残
し
た

「
省
察
録
」
な
の
で
あ

る
。

中
国

に
お

い
て
は
、
明
末
清
初

い
わ
ゆ
る

「
経
世
致
用

の
学

」
を
成
立
さ
せ

た
大
動
乱

の
時
代
が
去

っ
て
、
清
朝

の
中
国
支

配
が
確
立
し
、
世

の
中
が
安
定

し
て
の
ち
清

朝
考

証
学
が
成
立

し
て
来

る
。
清
朝
考
証
学

の
方
法
は
、
以
前

の

学
問

に
比
較
し
て
よ
り
実

証
的

で
科
学
的

で
あ

つ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
学
を
支
え
た
人

々
に
は
科
学

と
し

て
学
問
を
成

り
立
た
せ
る
客
観
的
理
性

「
科
学
的
精
神
」

の
自
覚
が
薄

か

つ
た

。
し
た
が

っ
て
、
そ

の
学
問

は

「
主
観

的
存
在

を
否
定
す

る
理
性

の
立
場

に
立

つ
も

の
で
は

な
か

つ
た
。
」

の

で

あ

る
。
デ
カ

ル
ト
が

「
方
法

序
説
』

で
述

べ
た
人
間
存
在
を
確
認
す
る
た
め

の

「

理
性
」

の
自
覚
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
但
だ

、
人
間
存
在

の
あ
り
方

に
つ
い

て
な
ら
ば

、
中
国

に
お

い
て
も
孔

孟
の
古
代
か
ら
、

「
道
」

に
か
か
わ
る

「礼

教
的

」
問

題
と
し

て
論
ぜ
ら
れ

て
来
た
と
言
え
よ
う
。
清
代

に
な

っ
て

「
体
制

教
学

と
し

て
の
朱
子
学
」

に
批
判
的

に
起

っ
て
来
た

の
が
考

証
学

で
あ
る
が
、

清
朝
考
証
学

の
巨
人
と

い
わ
れ
る
戴
震
は
、
そ
の
主
著

「
孟
子
字
義
疏

証
」
に

お
い
て
、

「
人
間
性

の
論

で
、
彼
は
人
間
性

の
根
本

は
人
間

の
生
物
性

で
あ

る

と
い
う
観
点
か
ら
出
発
し

て
、

人
道

は
性

に
本

づ
き
、
し
か
し
性
は
天
道

に

原

つ
く
』
と
の
結
論
を
出
し
た
。
」

と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
存
在
を
客

観
的
生
物
学
的

に
見

て
、
そ
れ
ま
で
の

「
理
学
」

が
人
間

の
欲
望
を
否
定
す
る

禁
欲
的

方
向

に
あ

つ
た

の
に
反
対

し
、
欲
望
を
肯
定
す

る
理
論
的
根
拠
を
与
え

た
。
戴
震

は
よ
り
人
間
性

に
忠
実

で
あ

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
彼

の
こ
の
書

の
倫

理
学
的
立
場

の
特
徴
と
し
て

「
客
観
主
義
と
欲
望

の
解
放
と
」

の
二
つ
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
清
朝
考
証
学

の
中

で
の
人
間
存
在

に
つ
い
て
の
考
察

は

「
孟
子
字
義
疏
証
』
が
例
外
的
と
み
な
さ
れ
る
ご
と
く
稀
少
な
も

の
で
あ

る
け

れ
ど
も

、
自

己
の
人
間
性

に
忠
実

で
あ
ろ
う
と
し
た
点
で
は
、
よ
り
近
代
的
色

合

い
を
帯
び
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
点

で
、
清
朝
考
証
学
を
支
え
た
人

々
の

中

に
は
、
よ
り
近
代
的
思
惟
を

な
し
た
存
在

が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
崔
述

に
つ
い
て
考
え

る
に
、
彼

の
近
代
的

思
惟
と

い
え
る
も

の
は
、

や
は
り
自

己
の
人
間
存
在

に

つ
い
て
自
省
を
く
り
返
し
た
思
想

の
こ
と

で
あ
ろ

う
。
崔
述
も
自

己
の
存
在

を
あ
る
意
味
で
突
き
詰
め
よ
う
と
し
た

人

間

で

あ

る
。
こ
の
こ
と

に
お

い
て
、
彼
も
自

己
に
忠
実

で
如
何
な
る
権
威
を
も
認
め
な

い
と

い
う
方
向

の
近
代
的

思
想
を
有
し
た
と
み
な
し

て
お
き

た
い
。
崔
述
は
死

の
前
年
七
十

五
歳

の
時
、

「
自
訂
全
集
目
録
」
を
作
成
し
、
自

己
に
つ
い
て
こ

う
述

べ
て
い
る
。

余

三
十
よ
り
以
後
、
即
ち
古

の
帝

王
聖
賢

の
事
を
条
記
し

て

之

を

次

第

し
、
四
十
以
後
、
遂
に
此

の
録
を
為

り
、
七
十

に
至
り
て
始
め
て
成

る
。

暇
中
復
た
増
改
を
加

え
、
又
五
年

に
し
て
始
め
て
定
む

。
前

後

四

十

余

年

、
畢
生

の
精
力
尽
く
此

の
書

に
在

り
。
…
…
右

の
書

三
十
四
種

、
八
十

八
巻
自
ら
名

づ
け
て
薄
皮
繭
と
為
す

。

「
薄
皮
繭
」
は
、
余

ら
魏
人

の
方

言
な
り
。
魏
人
は
凡

そ
人

の
科
名
遂
げ
ず
し
て
僅

か
に
挙
貢
を
以

て
其

の

身
を
終

る
も
の
と
、
仕
宙
遂
げ
ず

し
て
僅
か
に
州
県
を
以

て
其

の
身
を
終

る
者
と

に
於

い
て
、
皆
之
れ
を
目
し

て
薄
皮
繭

と
為
す
。
蓋

し
蚕

に
強
き

も

の
有

り
弱
き
も

の
有

り
、
故

に
其

の
繭

に
亦
た
厚
き
も
の
有

り
薄
き
も

の
有
り
。
人
樹
立
す
る
と

こ
ろ
の
者
浅
け
れ
ば

、
之
れ
を
成
す
と

こ
ろ
無

し
と
謂

へ
ば
則
ち
不
可
、
遂

に
之
れ
を
成
す

と
こ
ろ
有
り
と
謂

へ
ば
則
ち

項
項

と
し

て
道

ふ
に
足
ら
ず

。
故

に
之

れ
を
目
し

て
薄
皮
繭

と

為

す

な

じ
て
い
め
ん
め
い

や
す

り
。
余
幼
く
し

て
先
人
の
教

へ
を
受
く
る

に
、
耳
提
面
命
、
農
夕

に
閉
む
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こ
と
無
く
、
其

の
良
臣
と
為

り
、
碩
儒
と
為

る
を
望
む
な
り
。
し
か
る
に

余

の
成
就
す

る
と

こ
ろ

の
者

は
是
く

の
如
き
に
止

ま
る
。
故

に
之

れ
を
目

し

て
薄
皮
繭
と
為
す
な
り
。
世

の
論
者
皆
謂
ふ

「
経
済
は
名
を
当
時

に
顕

わ
す
所
以
な
り
、
著
述
は
名
を
後
世

に
伝

ふ
所
以

な
り
」
と
。
余

の
意
窟

か
に
以
為
ら
く

「然
ら
ず
」
と
。
人
惟
だ
胸

に
所
見
有

れ
ば
、
之
れ
を
茄

す
る
も
茄
す
る
あ
た
は
ず

し
て
、
故

に
巳
む

こ
と
を
得
ず

し
て
紙
筆
を
仮

り
て
以

て
之
れ
を
仔
す

。
猶

ほ
蚕

の
葉

を
食

ひ
て
既

に
老

い
、
縣
は
腹
中

に
在

り
て
、
之
れ
を
吐
か
ざ
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
能
く
せ
ざ

る
が
ご
と
き

の
み
。
名

あ
る
と
名
あ
ら
ざ
る
と
は
、
計
る
と
こ
ろ
に
非
ざ

る
な
り

。
之

か
な

れ
を
謂
ひ
て
薄
皮
繭
と
為

す
は
、
其

の
実

に
称
ふ
な
り
。

崔
述
は
死

の
前
年

ま
で
に
、
す
で
に
こ
ん
な
境
地
に
達
し

て
い
た
。
自

己
の

存
在
を

つ
ま
ら
な

い

「
薄
皮
繭
」
と
み
な
し

て
は
ば

か
ら
な
か

つ
た
。
む

し
ろ

彼
は
そ
の
存
在

を
自
ら
選
ん
で
生

き
て
来
た

の
で
あ
る
。
人
間

の
生

き
方

に
は

二
通

り
あ

っ
て
、
政

界
で
栄
達
し
現
世

で
名
誉
を
得
る
か
、
そ
れ
と
も
著
述
を

し
て
終
世

に
名
を
残
す

か
の
ど
ち
ら
か
だ

と
世
間

の
人
は
言
う
け
れ
ど
も
、
私

は
そ
う
は
思
わ
な

い
。
自
分

の
胸
中

に
主

張
が
あ

っ
て
、
ど
ん
な

に
抑
え
よ
う

と
思

っ
て
も
抑
え
き
れ
ず

、
や
む
を
得
ず
紙
に
そ
れ
を
書

き
付
け
る
だ
け
だ
。

そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
蚕

が
葉
を
食

べ
て
し
ま
う
と
今
度
は
糸

を
吐
き
出
さ
ず

に
は

お
れ
ず
繭
を
作
り
た
く
な
る
の
と
似
て

い
る
。
崔
述
が
自
己
を

「
薄
皮

繭
」
と

み
な
し
た
彼

の
人
間
存
在

は
、
現
世

の
栄

達
と
か
後
世

に
名

を
伝
え
る
と
か

の

目
的

が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
。
人
間
と
し
て
の
存
在

そ
れ
自
体

に
価
値
が
あ
る

と
言

い
た
げ
で
あ
る
。

こ
の

「
薄
皮
繭
」
は

ど
こ
か

パ
ス
カ

ル
の

「
考

え
る

葦
」

に
似
て
い
る
で
は
な

い
か
。

崔
述
に
も

「
吏
部

考
功
司
主
事
」

に
抜
擢
さ
れ

て

「
州
県
」

で
は
な
く
都

へ

出

て

「仕
宙
」

の
階
を
踏

む
機
会
が
な
か

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
ま
た
前
半
生

の

「詩
古
文
辞
」

の
才
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
崔
述
は

「詩

古
文
辞
」
を

「
知
非
」
の
年

五
十
歳

に
棄
て
、
六
十
歳
で
は
も

う

「
吏
部

考
功

司
主
事

」
な
ど
顧
み
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。
彼

は
自
己

の
意
志
に
忠
実

で
あ
る

こ
と
を
努

め
た
だ
け

で
あ
る
。
崔
述

の
人
間
存
在

に
は
自
ら
が
課

し
た
課
題
が

あ

っ
た

の
で
あ
る
。
顧
炎
武

は

「
日
知
録
』

に
お
い
て

「
著
書

の
難
き

こ
と
」

と
い
う
論
を
設
け
次

の
ご
と
く
言

っ
て
い
る
。

宋
人

の
書
、
司
馬
温
公

の

『
資
治
通
鑑
』
、
馬
貴
与

の

「
文
献
通
考
』

の

如
き

、
皆

一
生

の
精
力
を
以
て
之

れ
を
成
し
、
遂

に
後
世
無
か
る
べ
か
ら

ざ
る
の
書
と
為

る
。
し
か
れ
ど
も
其

の
中
少
し
く
舛
漏
有
る
も
、
尚
亦
た

免

れ
ず

。
後
人
の
書

の
ご
と
き
は
、
愈
い
よ
多
く
し
て
愈

い
よ
舛
漏
あ
り
、

愈

い
よ
速
や
か

に
し
て
愈

い
よ
伝

わ
ら
ず

。
然
る
所
以

の
者
は
、
其

の
書

を
成
す
を
視
る

こ
と
太
だ
易
く
し
て
、

名

を

求

む
る
に

急
な
る
が
故

な

り
。

「
後
世

不
可
無
之
書
」
は
ど
う
し
た
ら
書
く

こ
と
が
出
来

る
か
。
そ
れ
は
崔

述

で
も
同
じ
く

「畢
生

の
精
力

尽
く
此

の
書

に
在

り
夷
」
と
自
負

で

き

る

ほ

ど
、
自
ら

の
精
力
を
注
ぎ
込
む

よ
り

ほ
か
な
か

つ
た
。
顧
炎
武

か
ら

「
後
人

の

書
物
な
ど
は
、
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
間
違

い
や
漏
れ
落
ち
が
多

く
、
速
く
成

せ
ば
成
す
で
ま
す

ま
す
伝
わ
る

こ
と
が
な

い
。
そ
う
な
る
わ
け
は
、
書
を
成
す

こ
と
を
あ
ま
り
に
も
安
易

に
考
え
、
名
声
を
求

め
よ
う
と
あ
せ
る
か
ら
だ

。
」

と
替
め
戒
め
ら
れ
な

い
よ
う

に
す
る
に
は
、
崔
述
は

「
経
済
は
名

を
当
時

に
顕

わ
す
所
以
な
り
、
著
述

は
名
を
後
世

に
伝
ふ
所
以
な
り
」
な
ど
と
考

え
ず

に
、

た
だ
書
か
ず

に
は
お
れ
な

い
こ
と
だ
け
を
書
く

し
か
な

つ
た
。
顧
炎
武

の
課
題

に
こ
た
え

て
、

「後
世
不
可
欠
」

の
著
述
を
す
る
に
は
、
崔
述
は

「
薄
皮
繭
」

の
存
在
を
選
ぶ
よ
り

ほ
か
は
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う

。
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顧
炎
武
は
彼
に
と

っ
て
指
針
の
人

で
あ

っ
た
。
彼
は

顧

炎

武

に
つ
い
て
、

「
按
ず
る

に
百
余
年
以
来

、
読
書

に
卓
識
有

る
者

は
顧
寧
人
先
生
よ
り
過
ぐ
る

も

の
無
し
。
」

(
「古
文
尚
書
弁
偽
」
巻
之
二
)
と
ま

で
言

っ
て
い
る
。

顧
炎
武
は
朱
子
以
後
、
崔
述
が
最
も
心
服
し
て
い
た
学
者

で
あ
り
、

「
日
知

録
』
か
ら
崔
述
が
時

々
引
用
す
る
よ
う

に
、
崔
述

は
こ
れ
を
愛
読
書
と
し
て

い

た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
崔
述

の
文
学
思
想
も

、
顧
炎
武

の
説
に
拠
る
と

こ
ろ

が
大
き

い
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

嵯
夫

、
世

の
詩

を
談
ず

る
者
衆
し
.
其

の
高
き
者
は
体
格

の

升

降

を

争

ひ
、
其

の
下
な
る
者

は
面
貌

の
彷
彿

を
争

ふ
。
唐
を
貴
び

、
宋
を
貴
び
、

初
盛
を
貴
び
、
中
晩
を
貴
び
、
建
安

正
始
を
貴
び
、
元
嘉

水
明
を
貴

ぷ
。

其

の
言
車
載
し

て
斗
量
す

べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
皆
余

の
知
る
と
こ
ろ
に

非

ず
。
余
は
独
だ
顧
寧
人
の
言
を
愛
す
る

の
み
、
「詩

は
当

に
世

に
用
有

る

を
求
む

べ
し
」

と
謂

ふ
は
、
最
も
風
雅

の
指
帰
を
得
た
り
と
為

す
。

こ
の
よ
う

に

「
知
非
集
自
序
」

に
述

べ
て

い
る
ご
と
く
、

「
顧
寧
人
之
言
」

を

そ
の
ま
ま
で
は
な

い
が
引
い
て
、
崔
述
自
身
の
文
学

の

「
指
帰
」
と
し

て
い

る
か
ら

で
あ
る
。

「
詩
当
求
有

用
於
世
」
を
顧
炎
武

の
言
と
し
て
挙

げ
て
い
る

が
、
そ
れ
は

『
日
知
録
』
巻
十
九

の
巻
頭
の

「
文
は
須
ら
く
天
下

に
益
有

る

べ

し
」

を
念
頭

に
浮

べ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
文
須
有
益
於
天
下
」

と

題
す
る
文
章

は
、
顧
炎
武

の

「
経
世
致
用
の
学
」
的
な
文
学
論
の

モ
ッ
ト
ー
を

表

明
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次

の
と
お
り

で
あ
る
。

文

の
天
地
の
間

に
絶

つ
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
日
く

「道
を
明
ら
か
に
す

る

な
り
。
政
事
を
紀
す
な
り

。
民
隠
を
察
す

る
な
り
。
人
の
善
を
道
ふ
を
楽

し
む
な
り
。
」

と
。
此
く
の
ご
と
き
者
は
、
天
下
に
益
有
り
、
将
来

に
益
有

り
。

一
篇
多

け
れ
ば
、

一
篇

の
益
多
し
。
若

し
夫
れ
怪
力
乱
神

の
事

、
無

稽

の
言
、
勒
襲

の
説
、
譲
俵

の
文
あ
れ
ば

、
此
く

の
ご
と
き
者
は
、
己
れ

に
損
有

り
、
人

に
益
無

し
。

一
篇
多

け
れ
ば

、

一
篇
の
損
多

し
。

前
半
は
有

益
な
文
章

の
価
値

を
述

べ
て
い
る
が
、

こ

の
文
学
観
は

周
敦
願

(
一
〇
一
七
ー
七
三
)

の

「
文
は
道

を
載
す
る
所
以
な
り
」

の
延
長
線
上

に
あ

っ
て

文
を
考
え
た
も

の
だ
と
言
わ
れ
る
。

「
明
道
」

「
載
道
」

の
文
学
観
は
、
崔
述

の

「
文
説
」

に
お

い
て
も
確
認
出
来

る
。

画
は
物

を
貌
る
所
以
な
り
。
黒
白
の
色

、
方
圓
曲
直

の
勢
皆
合
す
れ
ば
、

之
れ
を
画
と
謂
ふ
。
文

は
道
を
載
す

る
所
以
な
り
。
是
非
得
失

の
故

、
賢

人
哲
士

の
事
実
皆
合
す
れ
ば
、
之
れ
を
文
と
謂

ふ
。

(

(
「文
説
上
」
)

)

夫

れ
韓
退
之
、
柳
子
厚

は
世

の
所
謂
文
士
な
り
。
周
茂
叔
は
世

の
所
謂
儒

者

な
り
。

然
れ
ど
も
其

の

言

皆

日
く

「
文
は
以

て
道
を
明
ら
か
に
す
」

と
。

(

(
「文
説
下
」
)

)

か
く

し
て
崔
述
も
韓
愈
以
来

の

「
載
道

の
文
学
」
派

の

哨
人
で
あ

る
こ
と
が

判

明
す

る
。

清
代

で

「
載
道
」
説
を
固
守
し
た
古
文
家
と
言
え
ば
、

方
苞

二

六
六
八
⊥

七
四
九
)
、

劉
大
機

二

六
九
八
=
一
七
八
〇
)
、

銚
辮

(
一
七
三
一=
八
七
)

の
桐
城
派
が
崔
述
以
前

に
出

て
お
り
、

「
清
朝
の
古
文
と

い
え
ば
桐
城
派
を
称

し
な
い
も

の
は
な
く
、
む
し
ろ
現
代
文
と
し
て
の
実
用
性
を
も

っ
て

一
世

を
風

靡
し
た
」
と
言
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も

、
崔
述

の

「
文
説
」
が
桐
城
派

の
説
の
影

響

を
受
け
た
も
の
と
言
え
る
痕
述
は
全
く
な

い
の
で
あ
る
。
崔
述

の

「
載
道
」

の
説
は
、
自
身

の

「
理
学
」

か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点

で
顧
炎
武

の
説

を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ

つ
た
と
み
な
し
た
方
が
よ

い
。
ま
た
崔
述
の
生
涯
か

ら
考
え
て
み
て
も
、
彼
が
当
時

の
文
壇
の
流
派

に
関
係

が
な
か

つ
た

こ
と
は
自

明
の
こ
と

で
あ
り
、
郭
紹
虞
氏
が
崔
述

に
つ
い
て

「
学
者

の
文
論
」

で
論
及
し

て

い
る
の
は
妥
当

と
思
わ
れ
る
。
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郭
紹
虞

氏
は
崔
述

の
「
載
道
」
説
を
確
認
し
て
、
さ
ら

に
彼
が

「濡

隙
の
見
」

を
重
ん
じ
た
点
を
指
摘
し
、
そ
の
と
こ
ろ
が

一
般

の
道
学
家
と
異
な
る
と
評
価

し
て
い
る
。

「
文
説
上
」

に
云

っ
て

い
る
、

「
賢
人
君
子
明
理

の
士
、
固
よ
り
文

に
工

な
ら
ざ
る
者
有

り
。
然
れ
ど
も
未
だ
道

に
お

い
て
　
然
と
し

て
、
濡

隙
の

見
無
く
し

て
文
を
能
く
す
る
者
有

ら
ざ

る
な
り
。
」
と
。
こ
れ

は
文
を
為

る
根
本
条
件

で
あ
る
。

「
文
は
道
を
載
す
る
所
以
な
り
」

、
こ
れ
は
原
来

道
学
家

で
よ
く
見

か
け

る
論
調
で
あ
る
。
し

か
し
道
を
論
じ
て
騙
隙

の
見

を
重
じ
て
い
る

の
は
、

一
般

の
道
学
家
と
は
ち
が
う
。
文
を
為

る
の
に
そ

れ
を
道

に
求
め
な

い
の
は
、
た
だ
作
文
法

を
求
め

る
だ
け

で
、
こ
れ
は
も

と
よ
り
道
が
は

っ
き
り
わ
か

っ
て
い
な

い
。
た
と
え
道
を
論
じ
て
も
あ
り

き
た
り
を
踏
襲
し
て
煽
隙

の
見
が
な

い
の
も
、
や
は
り
同
様
に
道

が
は

っ

き
り
わ
か

っ
て
い
な

い
。
そ
れ

で
彼
は
飲
食

に
喩
え

て
い
る
。

「道

は
其

の
物

な
り
、
文
は
其

の
味

な
り
。
⊥ハ
経
は
稻
梁
の
味
な
り
。
孟
子

と
韓
愈

と
は
魚
肉
の
味
な
り
。
班
固

・
司
馬
遷

・
歌
陽
脩

・
柳
宗
元
の
言
に
は
間

≧
糟
腱
有

り
。
其

の
道
有
れ
ど
も
文
美
し
か
ら
ざ

る
者
は
、
鉦
る
こ
と
を

失
ふ
者
な

り
。
六
経

の
遺
文

を
撫
拾
し

、
註
疏
の
成
説
を
勒
窟
し
て
以

て

道
を
明
ら
か
に
す
る
者
は
、
食
饒

り
て
賜

い
、
魚
飯

れ
て
肉

の
敗

れ
た

る

さ
か
ん

者
な
り
。
荘
周

・
韓
非
は
聖
人

の
道

に
非
ざ

れ
ど
も
世

に
美
な
る
を
見

る

ね
ぎ
し
よ
う
が
は
じ
か
み
に
ん
に
く

の
ろ
し
か
ろ
ば
ら
ば

は
、
猶

ほ
葱

萎

椒

蒜

、

崖

鹿

騙

嵐
の
肉
味

の
正
な
る
も

の

に
非
ざ
れ
ど
も
人
喜
び
て
之

れ
を
食
ら

ふ
者
多

き
が
ご
と
き
な
り
。
然
れ

に

く
ら
ぶ

ど
も
土

を
烹
泥
を
煮

る
を
以
て
味
を
求
む
る
者
と
視
れ
ば
、
則
ち
物
無
し
と

謂
ふ

べ
か
ら
ず

。
世

の
心
得

る
と

こ
ろ
無
く
し
て
古
人

の
言
を
華
擬
し

て

く
ら
ぶ

以
て
文

を
為
す
者
と
視
れ
ば

、
則
ち
道
無
し
と
謂

ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
。
こ

の
喩

え
は
甚
だ
妙
で
あ
る
。
文
と
道
と
が
不

可
分
な

の
は
、
味

と
物
と
が

不
可
分

で
あ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
う
ま
く
妊

て
な
け
れ

ば

味

が

無

ふ
る

ま
え

く
さ

く
さ

く

、
陳
く
て
宿

の
ま
ま
な
ら
魚
は
飯

り
肉
も
敗

っ
て
て

し

ま

い
味
が
無

い
。
よ
く
鉦

つ
ま
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
彼

は

「
昌
黎

・
柳
州

・
慶

陵
の
三
家

の
文

を
取
り

て
其

の
理
を
熟
玩
す
。
」

(
「上
注
韓
門
先
生
書
」
)

と
自

ら
言

い
、
そ
れ
で
自
分
が
所
見
を
拝

ぺ
る
こ
と
が
出
来

る
よ
う

に
し

た
。
陳
腐

に
な
ら
な

い
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
そ
れ

で

さ

ら

に

必
ず

「
隔
隙

の
見
」

(窓
の
す
き
ま
か
ら
じ
っ
と
集
中
し
て
見
つ
め
る
よ
う
な
鋭
い
洞
察
力
〉

を
持
た
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
郭

紹
虞
氏

は
崔
述

の
文
章
論
が
章
学
誠

二
七
三
八
=
一
八
〇
一
)

の
も

の
と
似
か
よ

っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
は
す

で
に
胡
適
や
挑
紹
華

に

よ

っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
崔
述
と
章
学
誠
と
は
、
二
歳

し
か
違
わ
ず
二
人
と
も

生

涯
を
貧
乏

の
中

で
過
し

て
、
地
方

志
を
手
が
け
て

い
る
こ
と
な
ど
外

面
的

に

も

似
か
よ

っ
た
点
が
多

い
。
二
人
の
間

に
影
響
関
係

が
あ

っ
た
か
ど
う
か
、

に

わ
か
に
断
定
で
き
な
い
馬

両
人
と
も
顧
炎
武
の
名
を
自
分
の
著
述
に
あ
げ
て

い
る
の
で
、
彼

の
影
響

を
受
け

て
い
た
こ
と

で
は
共
通
し
て
い
る

と

思

わ

れ

る
。さ

て
、
崔
述
は

「文
説
下
」

の
最
終
部

で
、
し
め
く
く
り
と
し

て
、

独
だ
近
代
文
士

の
み
則
ち

「
文
は
自
ら
文
な
り
、
道

は
自
ら
道
な
り
。
」

と
日
ふ
。
何

ぞ
や
。
彼
は
語
勢
を
墓
擬
す
る
を
以

て
道
と
為
し
、
陳
言
を

撫
拾
す
る
を
以

て
道
と
為
す
。
文

の
道
と
異
な
る
に
非
ず
、
彼
の
所
謂
文

は
道
と
異
な
る
な
り
。

と
述
べ
て
、

「
近
代
文
士
」
を
批
判

し
て
い
る
。
す
で
に
顧
炎
武
も

「近
代
文

章

の
病

、
全

て
華
倣
に
あ
り
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
世
紀
十
⊥
ハ
世
紀

を
風
靡
し
た

「文

は
必
ず
秦
漢
、
詩

は
必
ず
盛
唐
」
の

ス
ロ
ー
ガ

ン
を
掲
げ
た

古
文
辞
派

の
摸
倣
を
批
判
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
古
文
摸
倣
の
癖
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は
、
清
代
乾
隆
嘉
慶

の
時
代

に
も
悪
弊
を
及
ぼ
し
て
い
た
.
宮
崎
市
定
氏
は
、

「
当
時
不
遇
の
名
士
は
も
と
よ
り
、
時

に
は
大
官
も

、
他
人
よ
り
墓
誌
銘
、
行

状
等

の
依
頼

を
受
け

て
潤
筆
料

を
得

た
。
か
か
る
売
文
生
活
乃
至
は
内
職

の
行

わ
れ
得
る
社
会

に
は
、
屡
々
忌
ま
わ
し
き
風
習
が
起
り

、
中

に
は
努
め

て
自
家

広
告

に
怠
り
な
き

一
方
、
他

人
の
中
傷
を
も
し
兼

ね
ま
じ
き
晒
劣
な
手
合
も
居

り
、
た
め

に
毛
を
吹

い
て
疵
を
求
め

る
体

の
文
章

批
評
も
流
行
し
た
。

一
字

一

句
が
揚
げ
足
取
り
の
対
象
と
な

っ
て
は
文
士
も
筆
の
下
し
様
が
な

い
。
勢

い
、

様

に
依

っ
て
萌
盧
を
描
く
式

で
、
古
文

の
文
章
を
掴
裂

し
、

つ
ぎ
は
ぎ
し
て
自

己
の
文
と
す
る

最
も
安
易

に
し
て
無
難
な
所

へ
落
ち

つ
い
た

の
が
、
所
謂
古

⑰

文
辞
派

で
あ
る
。
」
と
述

べ
て

い
る
よ
う

に
、
崔
述
も

、
古
文
辞
派
の
摸
倣

に

堕
し
た

「
不
情
不
理

の
文
」
と
、
道
理
も
通
ぜ
ず
自

己
も
失

い
固
有

の
味
も
な

い
文
章
を
書
く

「
近
代
文
士
」
を
批
判

し
た
の
で
あ
る
。

文

は
道
を
載
せ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ

り
、
文
と
道

と
は
も
と
よ
り
不
可
分

の
も

の
な

の
で
あ
る
。
た
だ
崔
述
に
あ

っ
て
は

「道

に
醇

駁
あ
れ
ば
則
ち
文

に

高
下
あ
り
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う

に
、
道

の
醇
濁

の
度
合

い
が
文

の
値
打
の
高

下

に
関
係
し
て
く

る
。
文

に
載
せ

ら
れ
た
道
す
な
わ
ち
文

の
内
容
と
し
て
の
道

の
醇
濁

の
相

違
は
あ
れ

、
道
を
内
容
と
し
た
文
章

で
あ
る
か
ぎ
り
は
容
認
で
き

る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
崔
述

の
い
う
道
と
は
、
ど
ん
な
も

の
で

あ

る

の

か
。

「
文
説
上
」

で

「
物
は
形
、
道

は
理
な
り
。
形
は
然
り
、
理
は
其

の
然

る
所
以

な
り
。
其

れ
事

の
大
小
、
品
の
高
下
殊
な

る
と
錐
も
、
其

の
理
は

一
な
り
。
」

と
言

い
、
さ
ら
に

「
文
説
下
」

で
は
次

の
ご
と
く
述

べ
て
い
る
。

道
な
る
者

は
物

の
理
な
り
。
其

の
人

に
お
け
る
や
情

と
為
り
、
そ
の
事

に

お
け
る
や
義
と
な
り
勢

と
な

る
。
之
を
大

に
し
て
は
天
地
聖
人
も
尽
く
す

あ
た
は
ざ

る
所
、
之
れ
を
小

に
し
て
は
愚
夫

愚
婦
も
知
る

べ
き
所

、

一
草

一
木

の
消
長
す
る
所
以

、
皆
道
な
り
。
文
な
る
者

は
此
れ
を

載

す

者

な

り
。

其

の
義
顕
は
れ
、

其

の
勢
悉
し
、

其

の
情
通
ず
る
は
、

是
れ
文

の

み
。

こ
れ

に
よ
れ
ば

、
崔
述

の
い
う

「
道
」
と
は
、
も

の
を
成
立

さ
せ
る
道
理

で

あ
り
、
文

が
そ
れ
を
過
不
足
な
く
表
現

で
き

れ
ば
よ

い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

道

の
中

で
は

「聖
人

の
道
」
が
最
も
醇

で
あ
り
、
過
不
足
な
く
適
確

に
表
現
し

え

た
文
は
至
美
の
文

と
な

る
は
ず
で
あ

る
が
、
崔
述
は
そ
の
理
想
型
ま
で
は
述

べ
な

い
。
そ
こ
で
飲
食

の
比
喩
を
持
ち
出
し
た
。
文

は
書
く
人
が
道
を
よ
く
熟

し
て
い
な
け
れ
ば
固
有

の
味

は
出

て
こ
な

い
の
で
あ
る
。
文
と
は

「
其

の
義
顕

は
れ

、
其

の
勢
悉
し
、
其

の
情
通
ず
」
れ
ば
よ
く
、
そ
う
す
れ
ば
自
然

と
表
現

す

る
と
こ
ろ

の
も
の
ー
道
ー

の
固
有

の
味
が
醸
し
出
さ
れ
る
。
そ
れ
が
文

の
道

に
か
な
う

こ
と
の
意
味

で
あ
り
、
道
の
内
容

に
よ

っ
て
文

の
多

様
性

が
出

て
く

る
。
つ
ま
り
著
者
が
対
象
と
し
た
道
を
ど
れ
ほ
ど
熟
し

て
い
る
か
、
対
象

に
対

し
果

し
て

「
隔
隙
の
見
」
を
持

つ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

つ
て
、
そ
の
人

の
文

章

に
固
有

の
味

が
具
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
対

象
を
ま
ず

「
熟
玩
」
し
よ
う

と
す

る
精
神
は
、
崔
述
の
近
代
的
思
惟
を
裏
付
け
る
特
筆
す

べ
き
点
な
の
で
あ

り
、
彼
独
自

の

「
隔
隙

の
見
」
を
重
視
す

る

「
文
説
」
は
、
顧
炎
武
が
執
拗

に

替

め
る

「
文
人
墓
倣
の
病
」
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ

つ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

四

一
九

三

一
年

幸
い
に
も
洪
業
氏

が
「
燕
京
大
学

」図
書
館

の
破
書

の
う
ず
た
か

い
山

の
中
か
ら

「崔
東
壁
知
非
集

一
巻
』
紗
本
を
見

つ
け
出
し
て
、
崔
述

の
賦

三
首

・
詩
百
六
十
四
首

・
詞
十
四
首
を
眼

に
す
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

つ

た
。
陶
櫟
編

「
国
朝
畿
輔
詩
伝

』
に
選
せ
ら
れ
た
崔
述

の
詩
十
五
首
の
う
ち
、

「
西
安
」

「
ト
居

」
の
五
律

二
首
は
、
発
見
さ
れ
た
鋤
本

「
知
非
集
』
に
存
在
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し
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら

、
現
在

わ
れ
わ
れ
は
崔
述

の
詩
百
六
十
六
首
を
読
め

る
。
そ
し

て

「
知
非
集
』
に
は
青
年
時
代

の
友
人
紀
聞
歌
の

「
弱
弄
集

旧
序
」

と
崔
述

の

「
自
序
」

が
冠
し
て
あ
り
、
崔
述

に
対
す
る
友
人
の
評
価
と
崔
述
の

詩
史
観
あ

る
い
は
文
学

思
想

の

一
端
が
う
か
が
え
る
。

乾
隆
戌
子

二
七
六
八
〉
の
年
、
紀
聞
歌

が
崔
述

の
居
る
武
安

(彰
穂
府
属
)
に

や

っ
て
来
て
、
二
人
し
て
酒
を
酌
み
交
し
た
折

に
、
崔
述

は
友

に
自
分

の
詩
文

を
披
露
し
て

い
る
。

首
め

「
封
建
論

二
、
治
潭
策

一
」
を
出
す
。
纏
繕

と
し

て
数
千
言
、
海

の

ご
と
く
潮
の
ご

と
く
、
徴
実

を
具
し

て
濟
る
。
深
く
其

の
古
文

の
聖
手
為

る

に
服
す
。
最
後

に
詩
稿

一
冊
を
出
す
。
五
七
言

、
長
短
句
、
古
体
多
き

に
居

る
。
余
之
れ
を
読
む

に
衡
山

の
雲
を
望
む
が
ご
と
く
。
澹
海

の
水
を

観
る
が
ご
と
く
、
鰍

冥
変
幻
し
て
、
名
状
す

べ
か
ら
ず

。
既

に
乃
ち
唱
然

と
し
て
日
く

「
離
轟

は
小
技

に
し

て
、
壮
夫

は
為
さ
ず
。
吾

乃
ち
東
壁

の

今

を
薄
ぜ
ず
し

て
古
を
愛
す

る
は
故
有
る
を
知
れ
り
。
」
と
。

紀
聞
歌
は
崔
述
を

「古
文
聖
手
」
と
誉

め
て
い
る
が
、
先
述
し
た

「
大
名
府

続

志
」

の

「
詩

・
古
文
辞

に
兼
ね
長
じ
、
才
名
三
輔

に
冠
た
り
。
」

に
附
合
す

る
。
そ
し
て
崔
述
の
詩
詞
が

「
鋤
冥
変
幻
」
す

る
こ
と

に
讃
嘆

し
な
が
ら
も
、

崔
述
が
現
世

の
こ
と
例

え
ば
治
水
事
業

や
飢
謹
対
策

(
「大
名
水
道
考
」

「救
荒
第
」
)

に
大

い
に
力
を
尽
く
し
、
古

の
聖
人
の
道
を
極
め
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
紀

聞
歌
は
知

っ
た

。
さ
ら

に
続
け
て
、
紀
聞
歌

は
崔
述

の
詩

を
讃
え
る
。

以

へ
ら
く
東
壁

の
才
情
豪
遙

に
し

て
、
宣
に
六
韻
八
韻

の
能
く
拘
ふ
る
と

こ
ろ
と
な
ら
ん
や
。
天
馬
空
を
行
き
、
覇
靹
を
以
て
紮
ぐ

べ
か
ら
ざ

る
を

知
る

。
以

へ
ら
く
東

壁
の
識
議
卓
越

に
し
て
、
豊

に
平
平
灰
灰
の
能
く
縛

る
と
こ
ろ
と
な
ら
ん
や
。
神
龍
変
化
し

て
、
尺
沢
を
以

て
困
す
べ
か
ら
ざ

る
を
知
る
。
…
…
故

に
其

の
詩

を
為

る
や
、
渾
浩
流
転
、
疎
落
膀
礁
、
沈

懲

痛
快

、
竃
籍

の
風
流

は
体
と
し
て
備

は
ら
ざ
る
無

く
、
美
と
し
て
具

は

ら
ざ
る
無
し

。

「
屈
宋
を
得

て
衙
官
と
作
す
」
と
日
は
ず
と
錐
も
、
已
に

し
し
む
ら

履
駐
と
し

て
李
杜
韓
蘇

の
堂

に
登
り
て
其

の

載

を

咀
む

。
而
れ
ど
も
要

は
東
壁
自
ら
其

の
性
情
を
陶
写
し
、
其

の
学
問
を
発
仔
す
る

こ
と
、
斤
斤

と
し

て
古
を
斬

り
合

は
せ

て
古

の
述
を
留
摩
す

る
に
非
ざ
る
な
り
。

紀
聞
歌
が
友
人
崔
述

の
詩
集

の
た
め
に
し
た
序
で
あ
る
か
ら
、
少

し
誇
張
が

あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
紀
氏

の
い
う
ご
と
く
嶺
述

の
詩

が
ヴ

ァ
ラ
エ
テ

ィ
に
富
み

「蕊
籍
風
流
」

で
あ
り
、
李
白

・
杜
甫

・
韓
愈

・
蘇
拭
を
受
け
継

い
だ

と
こ
ろ

が
あ

る
に
し

て
も
、
そ
れ
は

「
斤
斤
と
し

て
古
を
斬
り
合

は
せ
て
古

の
迩
を
留

摩
す
る
」

の
で
は
な
く

、
崔
述

の

「
熟
玩
」
精
神

に
よ

つ
て

「
自
ら
其

の
性
情

を
陶
写
し
、
其

の
学
問
を
発
撞
」
し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
紀
聞
歌

が
見
た

の
は

崔
述

の
二
十
八
歳

ま
で
の
詩

で
あ

つ
た
が
、
現
在

の

「
知
非
集
』
に
は
そ
の

一

部
し
か
残

ら
な

い
。
し
か
し
、
紀
聞
歌
の

「
弱
弄
集

旧
序
」

に
よ

っ
て
、
崔
述

の
そ

の
歳

ま
で
の
詩

の
傾
向

を
知
る
手
掛
か
り
を
得
、
後
年

の
彼

の
思
想
形
成

の
生
地

を
考
え

る
こ
と
が
で
き

る
。

崔
述
は
五
十
歳

に
な

っ
て
二
十
代

の
詩
作

を

「
弱
扉
集
』

に
、
三
十
代

の
詩

を

「楽

飢
集
』
と
名
付

け
て
編
纂
し
、
こ
の
二
集

に
併
せ
て
そ
れ
以
後

に
作

っ

た
詩
を

ま
と
め

て
新

た
に

「
知
非
集
』
を
編

ん
だ
。
そ
の

「
自
序
」

の
中

に
顧

炎
武

の
こ
と
ば
と
し
て

「
詩
当
求
有
用
於
世
」
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「知
非
集
』
編
纂
の
時

に
は
す

で
に
そ
の
こ
と
ば

に
代
表

さ
れ
る
文
学

思
想
を

有

し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
編
集
方
針

の
面
で
も

.

「其

の
情
感

の

事

を
言
ひ
、
義
は
誠
諭

に
近
き
者

を
択
び
て
、
二
十
八
首
、
首
め

に
之

れ
を
列

し
て
近
古
編
と
日
ふ
。
」
と
述

べ
て
、

「
義
近
於
誠
諭
者
」
を
冒
頭
に
列
し
よ

う
と
し
た

の
は
、
や
は
り
顧
炎
武
が

「作
詩

の
旨
」
の
論

に
お

い
て
白
居
易

の

「
誠
諭
詩
」
を
高
く
評
価
し
た
発
言
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

「
知
非
集

」
は

「
近
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古
編
」

二
十
八
首

に
続

け
て

「
貴
興
編
」
三
十

八
首

、

「
譜
俗
編
」
九
十

二
首

と
三
編

に
分
け
て
編
纂
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
が
、
今

に
残
る

「
知
非
集
』

は
、
賦
三
首
、
詩
百
六
十
四
首
、
詞
十

四
首

の
順

に
並
ぶ
鋤
本

で
あ
り
、
当
初

崔
述
が
意
図

し
た

「
知
非
集
』
編

纂

の
内
容
と
は
体
裁
を
異
に
し
て
い
る
。
そ

⑳

れ
に

「
紗
本

」
に
残
存
す
る
首
数
も

、
洪
業

の
指
摘
す

る
ご
と
く
、
崔
述
生
涯

の
詩
総
数
の
三
分

の

一
以
下
な
の
で
あ
る
。
と
も

か
く

「
知
非
集
自
序
」

は
そ

の
ま
ま
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
崔
述

の
標
榜
す

る

「
知
非
」
す

な
わ
ち

五
十
歳

の
文
学
思
想
を
う
か
が

う
こ
と
が

で
き
る
。

雅
頚
以

て
盛
徳
を
紀
し
、
成
功
を
告
ぐ
。
し
か
し
て
風
は
政
治

風
俗

の
得

失

を
観
る
を
以
て
の

故

に
以

て

世
を

経
む

べ
く

、

以

て
人
を
感
ぜ
し
む

べ
き
は
詩

の
用
な
り
。

周
衰

へ
、

楚
人
始
め

て

其

の
荒
唐

悠

謬

の
詞
を

縦

に
す
。
漢
興
り
て
、
揚

・
馬

・
班

・
張
は
競
ひ
て
繁
麗
を
陳
ぷ
。

建
安
以
降
、
益
ま
す
風
雲
月
露
の
中

に
沈
溺
す
。
是

に
於

い
て
詩
は
浮
靡

綺
麗

の
詞
と
な
り

、
用

に
適
ふ
こ
と
無
く
し

て
詩
は

一
変
せ
り
。
然

れ
ど

も
其

の
言
に
物
無
し
と
錐
も
、
猶

ほ
各

ミ
自
ら
成

る
。

其

の
言
為

る
や
、
沈
約
よ
り
始
め

て
四
声
を
調
し
、
陳
階

の
際
に
競

ひ
て

俳
偶
を
尚

ぷ
。
永

徽
神
龍
以
後

、
穏
や
か

に
声
勢

に
順

ひ
、
之

れ
を
律
詩

お
い
は
ら

と
謂

ひ
、
遂

に
意
を

駆

ひ
て
以

て
詞

に
就
く

。
是

に
於

い
て
詩
は
矯
揉

造
作

の
物
と
な
り
、
其

の
情
を
暢

べ
ず
し
て
又

一
変
せ
り
。
其

の
中
豪
傑

の
士
時

に
間
ミ
出
る
も

の
有
り
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
古

を
希

ふ
は
其

の
衆

に
従

ふ
に
勝

へ
ず
し
て
、
其
れ
専
ら
古
を
為
し

て
律
を
為

さ
ざ
る
者
、
三

唐
よ
り
巳

に
人
を
数

へ
ず
。
用
に
適

ふ
こ
と
風
雅
の
ご
と
く
な
る
を
求

め

ん
と
欲
す
る
者

に
至
り
て
は
、
則
ち
毎

に
名
人
集
中
僅
か

に
十

の

一
二
の

み
。
甚

し
、
風
俗

の
人
を
移
す
は
、
賢
者
と
錐
も
免
れ
ざ

る

と

こ

ろ

有

り
。

然
れ
ど
も
宋
元
よ
り
以
前
は
、
高
下
巧
拙

の
殊

な
る
も

の
有

り
と
錐
も
、

要

は
皆
自

ら
其

の
意
を
写
し
、
自
ら
其

の
詞

を
琢
す
。
明
前
後
七
子
出
で

て
よ
り
、
始
め

て
唐
人
の
音
響
を
端
摩
し
て
以

て
詩
を
為
す
。
鍾

・
謬

・

と
も
が
ら

銭

・
呉

・
王

・
朱

の

倫

相

ひ
継

い
で
起
り
、
其

の
体

迭
に
相
ひ
改
易

せ

り
。
論
も
亦
た
迭
に
相

ひ
砦
段
し
、

其

の

大
旨
を
要
す
れ
ば
、

皆
勒
霧

依
倣
し

て
以

て
語
言
に
工
な
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
を
出

で
ず
。
是
に
於

い

て
詩

は
仮
設
偽
造
の
言
と
為
り
、
我

に
渉
る

こ
と
無
く
し
て
詩

又

一
変
せ

り
。
而
し
て
詩
亡

ぷ
に
幾
し
。

こ
の
崔
述

の
詩
史
観
は
ま
さ

に
顧
炎
武

の

「詩
体
代

≧
降
る
」

の
説
を
念
頭

に
置

い
て
い
た
も

の
で
は
な

い
か
。
崔
述
は

「自
序
」

の
冒
頭
に
お

い
て

「詩

は
唐
虞
よ
り
今

ゆ
至

る
ま
で
、
凡
そ
幾
た
び
か
変
じ
た
り
。
」

と
言

い
起

こ
し

て
、
自
己
の
詩
史
観
を
開
陳

し
た
。

「
周
衰

へ
、
楚
人
始

め
て
其

の
荒
唐

悠
謬

の
詞
を
縦

に
す

。
」
と
判
断
す

る
ご
と
く
、

「
詩
経
』
は
最
高

の
も

の
で
あ

っ

て
、
そ
れ
以
後
詩

の

「変
」
を
述

べ
る
。
そ
の
変
は
彼
に
と

っ
て
質
的

に
も
量

的

に
も
下
降

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
顧
炎
武
は

「
日
知
録
」
巻
二
十

一
で

「詩
体
代
降
」
の
説
を
述

べ
て
い
る
。

三
百
篇

の
降
り
て
楚
辞
た
ら
ざ

る
能
は
ず
。
楚
辞

の
降
り
て
漢
魏
た
ら
ざ

る
能
は
ず

。
漢
魏

の
降
り
て
六
朝
た
ら
ざ
る
能
は
ず
。
六
朝

の
降
り
て
唐

た
ら
ざ
る
能

は
ざ
る
は
、
勢
な
り
。

一
代
の
体
を
用

ふ
れ
ば

、
則
ち
必
ず

一
代

の
文

に
似

て
、
し
か
る
後
合
格
と
為
す
。

詩
文

の
代

ミ
変
ず
る
所
以

は
、
変
ぜ
ざ

る
を
得
ざ
る
者
有
れ
ば
な
り
。

一

代
の
文

、
沿
襲

已
に
久
し
け
れ
ば

、
人
人
皆
此
の
語
を
道
ふ

ぺ
か
ら
ず

。

今
且

に
千
数
百
年

な
ら
ん
と
す
。
し
か

る
に
猶
ほ
古
人

の
陳
言
を
取

り
、

一
一
に
し
て
之
を
華
倣
し
、
是

れ
を
以

て
詩

と
為
す
は
可
な
ら
ん
や
。
故

に
似
ざ
れ
ば
則
ち
詩
た
る
所
以
を
失

ふ
。
似
れ
ば
則
ち
其

の
我

た
る
所
以

一50一



を
失
す
。
李
杜
の
詩

、
独
り
唐
人
に
高
き
所
以
の
者
は
、
其

の
未

だ
嘗

つ

て
似
ず
ん
ば
あ
ら
ず
し

て
、
未
だ
嘗

っ
て
似
ざ
る
を
以

て
な
り
。
此
れ
を

知

る
者
与

に
詩

を
言
ふ
べ
き

の
み
。

崔
述
は
こ
の
説
を
含

め
る
顧
炎
武

『
日
知
録
』

の
文
学
論

を
念
頭

に
置

い
て

い
た

に
ち

が
い
な

い
。
顧
氏
が

「
〈
以

て
民

の
風
を
観
る
〉
此

れ

詩

の

用

な

り
。
」

(
「作
詩
之
旨
」
〉

と
言
え
ば
、
崔
述
も

「
風
は
政
治
風
俗
の
得
失
を
観
る

を
以
て
の
故

に
以

て
世
を
経
む
べ
く

、
以

て
人
を
感
ぜ
し
む

べ
き
は
詩

の
用
な

り
。
」
と

「
詩

の
用
」
を
述
べ
る
。
ま
た

「
日
知
録
』

「作
詩
之
旨
」

で

「
建

安
以
下
・
斉
梁
に
灘

ぷ
ま
で
・
所
謂
〈
辞
人
の
賦
は
覆

て
淫
〉

に
し
て
、
作

詩

の
旨

に
於

い
て
、
之
れ
を
失

ふ
こ
と
遠
し
」
と
あ
れ
ば

、
崔
述
は

こ
れ
を
注

釈
す
る
か
の
よ
う
に

「
建
安
以
降
、
益

ま
す
風
雲
月

露
の
中

に
沈
溺
す
。
是

に

於

い
て
詩
は
浮
靡
綺

麗
の
詞
と
な
り
、
用
に
適

ふ
こ
と
無
く
し

て
詩
は

一
変
せ

り
。
」
と
述

べ
る
。
さ
ら

に

「
近
代
文
人
」

に
つ
い
て
は
、
顧
氏

の

「
し
か
る

に
猶

ほ
古
人

の
陳
言
を
取
り
、

=

に
し
て
之
れ
を
華
倣
し
、
…
似
れ
ば
則
ち

其

の
我

た
る
所
以
を
失
す
。
」
を
受

け
て
、
崔
述
は

「詩

は
仮
設
偽
造

の
言
と

為

り
、
我

に
渉
る

こ
と
無
く
し
て
詩

又

一
変
せ
り
、
」
と
述
べ
る
。

か

つ
て
崔
述
は
青
年
時
代

に
、
李
白

・
杜
甫
に
つ
い
て
、

「
常

に
恨
む
謝
霊

運

の

李
太
白

に
騰

え
ず
し
て

妄
り

に

『古
今

の
才

人

に
於

い
て

一
石

に

⑳

止

ま
る
』
と
謂

へ
る
を
」

(五
絶

「論
詩
」
}

と
歌

い
、
ま
た

「大

な
る
哉
少
陵

の

詩

上
下

三
千
年

建
安
何

ぞ
道

ふ
に
足
ら
ん

王
孟
寧
く
ん
ぞ
比
肩
せ
ん
や

よ

こ
の
か
た

韓
欧
後
為
り
難
く

屈
宋
翻
為

り
難
し

詩
有

り
て
自
従
り

来

公

の
詩

篇
無

し
…
…
」

(五
古

「読
杜
詩
」
)
と
い
う
よ
う

に
絶
対
的

に
心
服
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く

は
顧
炎
武

の
詩
論

を
知

っ
て
の
後
、
崔
述

は
あ
ら

た
め
て
李
杜

の
詩
を

「
熟
玩
」
し

て
み
て
、

「
用

に
適
ふ

こ
と
風
雅
の
ご
と
く

な
る
を
求
め
ん
と
欲
す

る
者

に
至

り
て
は
、
則
ち
毎

に
名
人
集
中
僅
か

に
十

の

一
二
の
み
。
甚

し
、
風
俗

の
人
を
移
す
は
、
賢
者

と
錐
も
免
れ
ざ

る
と
こ
ろ
有

り
.
」
と
認
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
末

の
文
学
流
派

の

一
つ
で
あ
る
寛
陵
派

の
鍾
怪

二
五
七
四
⊥

六
二
四
〉

、

⑳

誼
元
春

二

五
八
六
⊥

六
一三

)

に
対
し

て
も
顧
炎
武

は
評
価
し
な
か

っ
た
。
そ

の
後

の
銭
謙
益

二

五
八
二
⊥

六
六
四
)

、
呉
偉
業

二
六
〇
九
-
七
一
)
、
王
士
棋

二
六
一二
四
リ
一
七
一
一
)

、
朱
鼻
尊

二

六
二
九
-
一
七
〇
九
)
を

、
崔
述
は
引
き
合

い
に
出
し
て

い
る
が
、
彼
ら
は
顧
炎
武

と
ほ
ぼ
同
時
代

で
皆
顧
氏
と
関
係

が
あ

っ
た
明
末
清
初

の
高
名

な
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
顧
炎
武

が
彼
ら
と

異

な

る

の

は
、
節
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
遺
臣
の
生
涯
を
全
う
し
た
か
ら

で
あ
る
。
崔
述

は

お
そ
ら
く

そ
の
点

に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
彼
が

「銭
呉

王
朱
」
に
対
し

て
否
定
的

で
あ

っ
た
の
は
、
そ

の
実
際

に
つ
い
て
彼
が
何

ら
他

に
記
述
し
て
い

な

い
の
で
述

べ
る

こ
と
は
で
き
な

い
が
、
ま
ず
は
顧
炎
武

と
彼
ら
と

の
生
き
方

の
比
較
が
彼

の
心

に
あ

っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
述

の
弟
崔

遭
も

ま
た
、

「尚
有

⑫

堂
説
詩
」

に
お

い
て
、
王
士
頑

と
朱
舞
尊
の
詩

に
対
し
て
、
不
満

の
意
を
述
べ

て

い
る
。

之
れ
に
本

つ
く

に
性
情
を
以

て
し
、
之

れ
を
出
す

に
本
色
を
以

て
し
、
之

れ
を
鋳
か
す

に
学
力

を
以

て
し

、
之
れ
を
運
ら
す

に
真
気

を
以

て
す
。
四

者
備

は
ざ
れ
ば
、
詩
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
王
胎
上

の
詩
は
性
情
無
く
、
朱

錫
琶
の
詩

は
本
色
無
し
。

崔
述
は
、
弟
で
あ
り
学
友

で
あ

つ
た
適
と
同
じ
立
場

に
あ

っ
た
と
み
な
し
て

⑳

よ
い
の
で
あ
る
。

崔
述

の
学
問
が
清
朝
考
証
学

の
中

で
孤
立
し
て

い
た
よ
う
に
、
彼

は
清
代

の

詩
文
壇

の
潮
流

の
外

に
あ

っ
た
。
過
度

に
格
律
を
重
視
し
た
が
た
め
に

「
我
」
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を
失

つ
て
し
ま

つ
た
乾
隆
帝

の
大
官

沈
徳
潜

二
六
七
三
⊥

七
六
九
〉

の

「
格
調

説
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
性
霊
の
描
写
を
要
求

す
る
テ
ー

マ
は
大
部
分
が

士
大
夫

の
暇

つ
ぶ
し

の
山
水

の
閑
情

逸
趣
や
退
屈
な
贈
答
詩

や
平

凡

な

応

制

体
」

で
あ

っ
た
衰
枚

二

七
う六
=
九
七
〉
の

「
性
霊
説
」
と
も

、
崔
述
は
関
係
が

無
か

っ
た
と
見

た
方
が
よ

い
。
彼

は
三
十
歳

前
後

で
科
挙
を
断
念
し
父
の
希
望

を
継

い
で
学
問
を
志
し
て
か
ら
は
、
詩
作
を
自
分

の
主
目
的
と
は
考
え
な
か

っ

た
。
詩
作
す

る
の
は

「
自
序
」

に
言
う
ご
と
く

「
柳
頼
無

き
の
中

に
於

い
て
、

輻
ち
復
た
詩
を
借
り
て
之

れ
を

遣
る
」
だ
け
で
あ

っ
た
。

『
知
非
集
』

の
後
、

福
建
任
官
時

の

『
小
草
集
』

(散
侠
)
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
後
詩
作

は
無
か

っ
た
。
顧
炎
武
が

「詩

は
必
ず
し
も
人
人
皆
は
作

ら
ず
」

と
言

っ
た

こ
と
は
、

戴
震
や
段

玉
裁
だ
け

で
な
く
崔
述

の
後
半
生

に
当

て
は
ま

っ
て
く

る

の

で

あ

る
。
す

で
に
詩
文

に
意

を
払
わ
な
く
な

っ
た
史
学
者
崔

述
で
あ

つ
た
。

顧
炎
武

は

「
与
人
書
十
七
」

の
中

で
、

「
君
の
詩

の
病
は
杜
有

る
に
在
り
、

君
の
文

の
病
は
韓

・
欧
有

る
に
在
り
。
此
の
践
径
を
胸
中

に
有
せ
ば

、
便
ち
終

身
、
依
傍

の
二
字
を
脱
せ
ず

。
断
じ

て
峰

に
登
り
極

に
造
る

こ
と
能

は
ず

。
」

と
戒
め

て
い
る
が
、
そ
の

「
依
傍
」

の
二
字
を
心
か
ら
無
く
す

る
こ
と
、

こ
の

点
が
乾
嘉

の
学

の
其
礎

で
あ
り
、
後
の
戴
震
が

「
与
某
書
」

で

「
道
を
聞
く

に

志
す
か
ら

に
は
、
心
ず
依
傍
す

る
と

こ
ろ
を
空
し
く
す

る
。
」
と
言

う
の
と
同

じ
精
神

で
あ
る
。
清
朝
考
証
学
者

に
と

つ
て
顧
炎
武

は
大
き
な
存
在

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
崔
述
は
乾
嘉

の
学

の
中

で
孤
立
し
た
学
者

で
あ

っ
た
だ
け
に
、
顧

炎
武
と

の
靱
帯
の
意
味

は
よ
り
重
大
で
あ

っ
た
。
顧
氏

が

「
一
代

の
体
を
用
ふ

れ
ば
、
則
ち
必
ず

一
代

の
文

に
似
る
。
」

(
「詩
体
代
降
」
〉

と
言
え
ば
、
崔
述
は

そ
の
考
え
方

を
自
分
な
り
に
発
展
さ
せ

て
、
自
ら
の
学
問

の
方
法
を
考
案
す

る

の
で
あ

つ
た
。

唐
虞

に
は
唐
虞

の
文
有

り

、
三
代
に
は
三
代

の
文
有
り
、
春
秋

に
は
春

秋

の
文
有
り
、
戦
国
秦
漢

よ
り
以
て
魏
晋
に
迄

ぶ
ま

で
亦
た
各

ミ
其

の
文
有

り
。
但
だ
其
れ
文
の
み
然

る
に
非
ざ

る
な
り
、
其

の
行
事
も
亦
た
多

く
相

類
せ
ざ
る
者
有
り

。
是

の
故

に
、
戦
国

の
人

三
代
の
事
を
称
述
す
る
も
、

戦
国
の
風
気
な
り
。
秦
漢
の
人
春
秋

の
事
を
称
述
す

る
も

、
秦
漢

の
語
言

な
り
。
史
記
直
だ
尚
書
春

秋
伝

の
文
を
録
す
れ
ど
も

、
し
か
も
或
ひ
は
秦

漢

の
語
を
雑

ふ
る
を
免
か
れ
ず

。
偽
尚
書
極
力

唐
虞

三
代

の
文

に
纂
す
れ

ど
も
、
し
か
も
終
に
晋
の
気
を
脱
す
る
能
は
ず

。
他
無
し
、
其

の
平

日
聞

く
と
こ
ろ
見

る
と
こ
ろ
皆
是
く

の
ご
と
く
、
習
ふ
を
以

て
常
と
な
し

て
自

ら
覚
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
自
ら
忽
と
し
て
経
意
せ
ざ
る
時

に
呈
露
す
る

者

あ
り
。
少
し
く
心
を
留
め
て
以

て
之
れ
を
察
す
れ
ば
、
甚
だ
知

る
こ
と

易
き
な
り
。
…
…
余
は
生

平
成
見
有
る
を
好

ま
ず
、
書

に
於

い
て
は
則
ち

書

に
就
き

て
之
れ
を
論
じ
、
事

に
於

い
て
は
則
ち
事

に
就
き
て
之
れ
を
論

じ
、
文

に
於

い
て
は
則
ち
文

に
就
き
て
之

れ
を
論
じ
、
皆

人

の

見

存

無

し
。

こ
の
よ
う
に
崔
述
は

「
考
信
録
提
要
巻
下
」

で
論
じ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
察

す
れ
ば

、
顧
炎
武
の
考
え
方

に
立

っ
て
、
崔
述
が
自
分
の
古
代
史
研
究

に
適
用

し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

「
用

一
代
之
体

、
則
必
似

一
代
之
文

。
」
と

い
う
顧
氏

の
指
摘
を
自
分

の
文
章
判
断
法

の
要
と
し
た
。
そ
こ
に
崔
述
な
り

の
発
展
が
見

ら
れ
る
。

『
考
信

録
』
の
研
究
方
針
設
定

の
考
案
は
顧
炎
武

に
負

っ
て

い
た
と

言

つ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
崔
述
は
自
分

の

「
熟

玩
」
精
神

か
ら

、

「文
を
以
て
文
を
論
じ
、
事
に
就
き
て
事
を
論
為

の
立
場
を
・
古
代
史
研
究

に
お

い
て
徹
底

さ
せ
た

の
で
あ
る
。

以
上
見
て
来

た
よ
う

に
、
崔
述

は
乾
隆
嘉
慶
時
代

に
生
涯
を
お
く
り
、
よ
り

近
代
的
思
想
を
保
持
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
道
学
者
的
な

「
載
道

の
文
学
」
の
地
平
を
抜
き
出
た
、
よ
り
人
間
の
個
性

に
基
づ
く

「固
有

の
味
」
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の
あ

る
文
を
是
認
す

る
。
そ
れ
が

「
道
」

に
反
し
な

い
か
ぎ
り
で
は
あ
る
が
。

す
で
に

「
知
非
」

の
年

に
詩
作
を
断

っ
て
き
た
後
年

の
崔
述

の
文
学

思
想
は
、

そ
の
根
本
を
顧
炎
武

に
拠

り
な
が
ら
、
そ
れ
を

「
道
」

の
た
め

「衛
道
」

の
た

め
の
、
自
ら

の
史
学

の
中

に
昇
華
さ
せ
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

結

び

崔
述
は
生
涯

の
性
癖

と
な

る
ほ
ど

に
ひ
た
す

ら
自

己
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を

努

め
た
。
こ
れ
は
彼
自
身

が
言
う
よ
う
に
、
幼
年
時
代

の
純
真

な
気
持
を
忘
れ

な

い
で
、
年
七
十
歳
と
な
り
眼
が

う
す
く
な

つ
た
と
き
、

「
国
風
」

の
詩
を

口

ず
さ
む

こ
と

に
楽
し
み
を
見
出

し
た
こ
と
か
ら
で
も
気
付
く
。

一
方

で
は

「
国

風
」
を

「
雅
頚
」
と
切
り
離

し
て
、
別

の
方
向

か
ら
論
ず
る

こ
と

に
な

っ
た

。

崔
述
は
青
壮
年
時
代
、
北
方
少
く
と
も
畿
輔
で
か
な

り
詩
文
の
才
名
が
あ

っ

た
こ
と
が
、
新

た

に

『大
名
府
続
志
』

「文
苑
」
を
閲
し

て
判

明
し
た
。

崔

述
は
、
乾
嘉

の
学

の
時
代

に
生
涯
を
お
く
り
、
そ
の
学
風
の
影
響
を
受
け

る
。
そ
し
て
、
親
譲

り
の

「
理
学
」
を
彼

な
り
に
熟
し

て
、
朱
子
学

を
権
威
と

し
て
で
は
な
く

一
人
の
学
者

の
見
識
と
し
て
参
考

に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
崔

述
も
戴
震
と
同
様

に

「
道
を
聞
く

に
志
す

か
ら

に
は
、
必
ず
依
傍
す

る
と

こ
ろ

を
空
し
く
す
る
」

こ
と
を
心
掛
け
た
。
そ
の
下
地
は
彼
自

身
の

「熟

玩
」
精
神

に
あ

っ
た
と
言
え
よ

う
。

崔
述

の
文
学

思
想

に
つ
い
て
は
、

「
文
論
」

「
知
非
集
自

序
」
を
中
心

に
し

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
顧
炎
武

「
日
知
録
』

の

「
文
は
須
ら
く
天
下

に
益

あ
る

べ
し
」
を
守
ろ
う
と
し
た
文
学

観
で
あ

る
と
判
明
し
た
。
お
そ
ら
く
は
崔

述

「
考
信
録
』
を
支
え

る
史
学

の
思
想
も

、
顧
炎
武

に
由
来

し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
果

し
て
突
き
止
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
崔
述

の
文
学

思

想

は

元

来

「載
道

の
文
学
」
の
流
れ

に
あ

つ
た
が
、
顧
炎
武

の
影
響
の
下

で
、
そ
れ
を
崔

述
固
有

の
も

の
に
展
開
さ
せ
て
、
自
分

の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
す
る
古
代
史
研
究

の
方
針

「
文
を
以

て
文
を
論

じ
、
事

に
就
き
て
事
を
論
ず
る
」

こ
と
を
、
史
学

の
方
法

と
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
顧
炎
武

の
存
在
と
思
想
は
、
崔
述

に
と

っ
て
彼

の
文
学
思
想
を

「史
学

思
想
」

に
発
展
昇
華
さ
せ
る
酵
素
で
あ

っ

た
。
崔
述
の
文
学
思
想
も
ま
さ
し
く
彼

の
史
学

を
支
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
顧
炎
武

の
影
響
を
強
く
受
け
た
崔
述
の

「
史
学
」
は
、
各
時
代

の
事

か
ら
各

時
代

の
文
を
了
解
し
、
さ
ら

に
各
時
代

の
道
を
探
求
す
る
古
代
史
研
究

を
進
め
て
、
清
朝
考
証
学

に
お
け
る

一
つ
の
峻
峰
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

註

a
、
内
藤
湖
南
著

「支
那
史
学
史
」
、
全
集
第
十

一
巻
三
九
三
頁

(箕
摩
書
房
〉
。

b
、
神
田
喜

一
郎
著

「内
藤
湖
南
と
支
那
史
学
史
」

「
敦
燈
学
五
十
年
」

(同
右
)
。

岡
崎
文
夫
著

「崔
述
の
禅
譲
に
つ
い
て
の
考
」

「支
那
学
」
第
四
巻
四
三
号

(弘
文
堂
)
所
収
。

前
掲

(-
)
a
三
九
四
頁
。

近
藤
光
男
著

「清
詩
文
」

「中
国
文
化
叢
書
⑤
文
学
史
」

(大
肇
飴
書
店
)
所
収
。

佐
藤
保
著

「清
詩
文
」

「中
国
文
学
史
」

(東
京
大
学
出
版
会
)
所
収
。

郭
紹
虞
著

「中
国
文
学
批
評
史
」
中

「清
代
学
者
之
文
論
」
に

「世
述
」
有
り
。

a
、
張
維
屏
撰

コ国
朝
詩
人
徴
略
二
編
」
巻
三
十
五
に
は
、
伝
記
と
薯
作
解
厘
が
あ
る
の
み
。

b
、
楊
鍾
養
撰

「雪
橋
詩
話
読
集
」
巻
五
に
は
崔
述
の
詩
に
つ
い
て

「晩
唐
に
近
し
」
と
あ
る
。

が
、
そ
れ
は
願
韻
剛
案
に
あ
る
よ
う
に
.

「畿
輸
詩
伝
』
中
の
崔
述
詩
十
五
首
を
見
た
だ

け
の
言
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
崔
述
詩
に
つ
い
て
は
述
べ
な
い
。

嘉
慶
二
十
三
年

二

八
一
八
〉
に
書
か
れ
、
道
光
四
年

(
一
八
二
四
)
版

「崔
東
壁
先
生
遺
書
」

に
附
す
。

下
記
の
も
の
と
重
覆
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の

「伝
状
臼
」
は
、
陳
履
和

「前
掲

(8
)
」

・
劉
大
紳

「崔
東
壁
先
生
行
略
蹟
」
・
唐
鑑

「大
名
慌
先
生
学
案
」
・
李
元
度

「嶺
東
壁
先
生

事
略

(附
陳
履
和
)
」

・
徐
世
昌

「髭
述
伝

(附
崔
適
)
」

・
劉
師
培

「崖
述
伝
」

拙
稿

「崔
述

「読
風
偶
識
」
の
著
述
意
図
に
つ
い
て
」

(中
国
文
学
論
集
第
六
号
)
。

朱
士
嘉
編

「中
国
地
方
志
線
録

(増
訂
本
)
」

一
八
頁

(商
務
印
書
館
)
。

「崔
述
、
字
武
承
、
号
棄
壁
。
乾
隆
壬
午
挙
人
。
天
資
顎
敏
、
於
書
無
所
不
読
。
兼
長
詩
古
文

辞
、
才
名
冠
三
輔
。
授
羅
源
県
知
県
、
有
政
声
。
擢
吏
部
考
功
司
主
亭
、
不
就
。
ト
居
相
州
、
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閉
戸
謝
客
、
益
蝉
力
於
学
。
凡
経
史
疑
義
、
多
有
発
明
。
著
有
三
代
正
朔
遍
考
、
沫
沼
考
信
録

等
書
八
十
八
巻
。
門
人
漬
南
陳
履
和
、
為
之
鎮
板
、
行
世
。
奮
成
氏
、
著
有
繍
余
集
、
舞
奈

集
。
詩
草
亦
行
於
世
。
」

「辞
源
」
子

一
八
頁
。

「中
文
大
辞
典
」
第

う
冊
二
六
六
頁
。

徐
世
昌
撰

「大
清
畿
輔
先
哲
伝
」
巻
二
十
四
、・十
二
頁
。

J

・
B
・
ビ
ュ
ア
リ
著
、
森
島
恒
雄
訳

「思
想
の
自
由
の
歴
史
」
第
六
章

「合
理
主
義
の
生

長
」

(岩
波
新
書
)
。

西
順
蔵
著

「
(戴
震
の
方
法
▼
試
論
」

(東
京
支
那
学
報
第

一
号
)
。

小
野
和
子
著

「儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
=
に
お
け
る
正
統
と
異
端
」

「世
界
歴
史
」
第
十
二
巻

(岩

波
講
座
)
所
収
。

戴
震
撰

「孟
子
字
義
疏
証
」
何
文
光
整
理

「点
校
説
明
」

(中
華
書
局
)
。

安
田
二
郎

「孟
子
字
義
疏
証
の
立
場
」

「藏
震
集
」
二
三
頁

(朝
日
文
明
選
八
)
。

と
は
言

っ
て
も
、

「志
存
聞
道
、
必
空
所
依
傍
。
」
と
い
う
こ
と
ば
に
象
徴
さ
せ
る
よ
う
に
、

「聖
人
の
道
」
の
絶
対
的
権
威
は
時
代
の
制
約
と
し
て
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
前
掲

(⑰
)
参
照
。

松
浪
信
三
郎
訳

「
パ
ン
セ
」

「考
え
る
葦
「
私
が
私
の
尊
厳
を
求
め
る
べ
き
は
、
空
間
に
関
し

て
で
は
な
く
、
私
の
思
考
の
規
定
に
関
し
て
で
あ
る
。
い
か
に
多
く
の
土
地
を
領
有
し
た
と
し

て
も
、
私
は
私
以
上
に
大
き
く
は
な
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
」
(世
界
教
養
全
集
2
平
凡
社
)

清
水
茂
訳
注

「顧
炎
武
集
」
三
九
九
頁

(朝
日
文
明
選
七
)
。

倉
石
武
四
郎
著

「中
国
文
学
史
」

一
四
〇
頁

(中
央
公
論
社
)
。

挑
紹
華
作
成

「崔
東
壁
年
譜
」
附
録

「崔
東
壁
之
史
学
」

(商
務
印
書
館
)
。

崔
述
は
一
七
八
四
年
か
ら
時
の
大
名
府
知
府

張
維
棋
主
纂

「大
名
県
志
」
の
執
筆
に
参
加
し

た
。
張
維
棋
は
章
学
誠
の
友
人
で
、
章
氏
は
彼
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
こ
と
が
あ
る

(胡
適

「章
実
斎
先
生
年
譜
」
)
。
崔
述
は
も
と
よ
り
大
名
に
在
住
し
て
い
た
が
、
前
年
母
が
、
翌
年

六
月
弟
遭
が
死
ん
で

「由
是
畷
詩
数
年
」
ほ
ど
の
状
態
で
あ
り
、
章
学
誠
に
会
い

「史
学
」
を

論
じ
た
か
ど
う
か
、
謎
で
あ
る
。

宮
崎
市
定
著

「章
学
誠
の
文
章
論
」

「ア
ジ
ア
史
研
究
第
三
」

(東
洋
史
研
究
会
)
。

洪
業

「蹟
燦
東
壁
知
非
集
」
は
、
こ
の
経
緯
を
詳
論
す
る
。

「常
恨
謝
霊
運

不
見
李
太
白

妄
謂
古
今
才

於
人
止

一石
」

(論
詩
)
。

「自
従
仰
大
華

天
下
無
奇
山

自
従
傭
黄
河

九
州
無
洪
川

山
川
無
慮
万

眼
大
不
足
観

大
哉
少
陵
詩

上
下
三
千
年

建
安
何
足
道

王
孟
寧
比
肩

韓
歌
難
為
後

屈
宋
難
為
前

自
従
有
詩
来

無
公
之
詩
篇
…
…
」

(読
杜
詩
)
。

『日
知
録
」
巻
十
八

「鍾
怪
」
。

「崔
東
壁
遺
書
」

(顧
額
剛
編
訂
版

上
海
亜
東
図
書
館
印
行
)
所
収
。

こ
の
他
に
も
呉
宏
一
著

「清
代
詩
学
初
探
」

一九
八
頁
に
、

〃
崔
選

「寸
心
知
詩
集
」
中

「読

王
玩
亭
詩
集
云
、

「
一
時
争
附
尾
、
没
世
巳
吹
毛
」
。

「読
朱
竹
蛇
詩
集
」
云
、

「如
何
求
貌

合
、
不
復
惜
軸
離
」
可
証
。
"
と
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
書

は

「第
三
節

王
士
禎
的
反
対
者
」

の
一
人
と
し
て

「崔
遭
」
の
項
を
設
け
る
。
衰
枚
と
の
関
係
は
何
ら
言
及
な
し
。

萩
尾
長

一郎
著

「中
国
文
学
史
⑳
」

(福
岡
大
学
人
文
論
叢
八
)
。

拙
稿
前
掲

(⑯
)
参
照
。

崔
述

「読
風
偶
識
」

「幽
風
補
説
」
。

※

崔
述
か
ら
の
引
用
は

「崔
東
壁
遺
書
」

(顧
額
剛
編
訂
版
)
に
よ
る
。
顧
炎
武
は
、
黄
汝
成

「日

知
録
集
釈
」

(世
界
書
局
版
)
・

「顧
亭
林
詩
文
集
」

(中
華
書
局
香
港
分
局
版
)
に
拠
る
。
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