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二
五
頁

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈

の
継
承

志

野

好

伸

唐
宋
古
文
運
動

ー

「運
動
」
と
い
う
語
に
み
あ
う
よ
う
な
実
態
が
実
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
も

な
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　

　

本
稿
で
は

「
運
動
」
を
実
態
を
表
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
性
格
を
描
写
す
る
も
の
と
し
て
あ
え
て
用
い
る

ー

が
、
儒
学
復
興
運

　　
　

動
で
も
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
唐
代
で
は
、
柳
宗
元

・
劉
萬
錫
な
ど
仏
教
徒
と
深
い
親
交

の
あ

っ
た
古
文
家
は
大
勢
お
り
、
特
段
彼
ら
が
傍
系

に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
を
主
張
で
き
る
材
料
も
な
い
。
宋
代
に
な

っ
て
も
、
「古
文
」

の
復
興

を
唱
え
た
人
物
は
、
儒
教
信
奉
者
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
智
円
な
ど
は
、
出
家
者
で
あ
り
な

が
ら
韓
愈
を
高
く
評
価
し
、
文
は

「古
文
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
何
度
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
唐
か
ら
宋
に
至
る

一
連
の
古
文
運
動

　ロ
　

は
、
儒

学
の
復
興
を
必
ず
し
も
伴
う
わ
け
で
は
な
く
、
儒
家
の
エ
ー
ト
ス
を
備
え
た
官
僚
層
と
仏
教
徒
と
の
詩
文
を
介
し
た
交
流
を
背
景
と

し
た
上

で
、
既
存
の
思
想
の
枠
組
を
超
え
て
、
新
し
い
思
考
を
伝
達
す
る
手
段

・
技
法
と
し
て
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ

る

「古
文
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
本
稿

の
ね
ら
い
は
、
思
想
史
を
書
き
直
す
こ
と
と
は
別
に
あ
る
。
韓
愈
を
継
承
し
て
古
文

で
書
く
、
と
い
う
と
き
、
そ
の
継
承
す
る

と
は
い
か
な
る
事
態
な
の
か
、
継
承
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
え
る
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
。
継
承
の
問
題
を

一
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二

考
え
る
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る

「唐
宋
古
文
運
動
」
を
例
に
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
継
承
を
問
題
に
す
る
思
想

・
文
学
運
動
だ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ

に
し
て
も
、
な
ぜ
韓
愈
の
継
承
で
あ

っ
て
、
柳
宗
元

で
は
な
い
の
か
。
「天
説
」
に
お
け
る
両
者
の
応
酬
な
ど
か
ら
考
え
る
に
、
天

　る
　

諸
説
を
排
し
、
合
理
的
な
精
神
を
発
揮
す
る
柳
宗
元
の
方
が
、
む
し
ろ
後
の
宋
代
士
大
夫
の
精
神
構
造
に
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
柳
宗

元
が
地
方
に
追
い
や
ら
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
韓
愈
の
方
は
三
度
の
左
遷
を
経
な
が
ら
も
最
終
的
に
は
官
職

に
あ

っ
て
、

「韓
門
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集
団
を
形
成
し
た
。

こ
れ
が
後
の
韓
愈
表
彰

に
つ
な
が
る
素
地
を
作

っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、

　
さ
　

北
宋
初

に
お
い
て
、
韓
愈
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
だ

っ
た
こ
と

は
、
や
は
り
銘
記
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
思
想
に
内
在
し
た
理
由
と
し
て
、
郭
紹
虞
は
、
韓
愈
が
道
統
を
語
る
と
と
も
に
、
同
時
に
聖
人
を
源
と
す
る
文

の
伝
統
を
継
ご
う
と

　　
　

 し
た

こ
と
を
特
記
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
指
摘
を
手
が
か
り
に
、
北
宋
初
に
お
い
て
韓
愈
の
顕
彰
に
力
の
あ

っ
た
柳
開

・
王
馬
借

・
智
円
の

三
人
の
事
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
継
承
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
が

「
韓
愈
の
」
継
承
な
の
か
を
、
文
と
道
と
の

関
係
に
留
意
し
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

柳
開

(九

四
七

～

一
〇
〇
〇
)

北
宋

の
は
じ
め
、
古
文
家
の

一
人
に
数
え
ら
れ
る
柳
開
は
ま
さ
に
韓
愈

の
文
章
を
通
し
て
道
と
文
と
の
伝
統
を
見
い
出
し
た
人
物
で
あ

っ

　ア
　

た
。
彼

の
有
名
な

「応
責
」
は
、
次
の
よ
う
な
自
分
に
向
け
ら
れ
た
批
判
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。



ヘ

へ

或
責
日
、
子
処
今
之
世
、
好
古
文
与
古
人
之
道
、
其
不
思
乎
。

あ
る
人
が
こ
う
問
い
糾
し
て
き
た
。
あ
な
た
は
今
と
い
う
時
代
に
い
な
が
ら
、

な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
。

古
の
文
と
古
人
の
道
を
好
ん
で

い
る
が
、
ま

っ
た
く

そ

し

て

こ
れ

に
答

え

る

か

た

ち

で
、

ヘ

へ

吾
之

道
、

孔

子

.
孟

輌

・
揚

雄

・
韓

愈

之

道

。

吾

之

文

、

孔

子

・
孟
輌

・
揚
雄

・
韓

愈

之

文

也

。

私

の
道

は
、

孔

子

.
孟

朝

・
揚

雄

・
鮮

魚

の
道

で

あ
り

、

私

の
文

は
、

孔

子

・
孟
輌

・
揚

雄

・
韓

愈

の
文

で
あ

る

。

と
、
道
統
と
文
統
、
道
の
伝
統
と
文
の
伝
統
と
が
語
ら
れ
る
。
「
応
責
」
は
鮮
魚
に
心
酔
し
て
い
た
比
較
的
若

い
頃
の
作
品
だ
と
推
定
さ
れ

　ロ
ロ

る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
章
の
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
述

べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
は
う
ら
は
ら
に
、
す

で
に
韓
愈
を
閑
却
し

て
し
ま
う
将
来

の
方
向
性
が
透
け
て
見
え
る
。
唐
代
の
歴
史
批
評
の
書
、
『
史
通
』
摸
擬
篇
で
は
、
模
倣
を

「貌
同
而
心
異

(見
た
目
は
同

じ
だ
が
中
身
が
異
な
る
も
の
)」
と
、
「
貌
異
而
心
同

(見
た
目
は
異
な
る
が
中
身
は
同
じ
も
の
)」
と
の
二
つ
に
分
け

て
考
え
る
が
、
動
詞

を
は
さ
む
こ
と
な
く
、
「私

の
道
、
イ

コ
ー
ル
孔
子

・
孟
輌

・
揚
雄

・
韓
愈

の
道
」
と
表
現
し
た
柳
開
に
と

っ
て
、
古

の
道
、
古
の
文
と
み

ず
か
ら
の
道

.
文
と
は
、
こ
の

『
史
通
』
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
「貌
同
而
心
同

(見
た
目
も
中
身
も
同
じ
)
」
関
係
を
理
想
と
し
て
い
た
の

　ウ
　

で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
古
の
聖
人
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
見
た
目
に
お
い
て
も
中
身

に
お
い
て
も
異
な
る
こ
と
な
く
継
承
し
よ
う

と
す

る
態
度
は
、
孟
輌

.
揚
雄

.
韓
愈
と
い
っ
た
伝
統
の
中
間
に
位
置
す
る
諸
聖
賢
を
厚
み
の
な
い
単
な
る
符
牒
と
化
し
、
閑
却
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
柳
開
が
孟
輌

・
揚
雄

・
韓
愈
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
整
理
分
類
し
、
孔
子
と
の
差
異
を
検

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

三
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四

　
り
　

訂
す
る
と
い
っ
た
類
の
作
品
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

柳
開
は
、
若
い
頃
、
韓
愈
に
肩
を
並

べ
ん
と
す
る
意
味
で
名
を

コ
肩
愈
」
、
祖
先
の
柳
宗
元
を
継
承
す
る
と
い
う
意

味
で
字
を

「紹
先
」

と
し
て
い
た
が
、
後
に
そ
の
非
を
さ
と
り

(「名
係
」)、
そ
の
自
伝
で
あ
る

「補
亡
先
生
伝
」

で
は
、
「孔
子
の
域
に
到
達
す
る
こ
と
を
願
」

っ

　け
　

て
改
名
し
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鮮
魚
お
よ
び
柳
宗
元
を
乗
り
越
え
、
通
過
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
意
図

を
象
徴
的

に
表
す
も

ハに
　

の

で
あ

る

。

吾
既
肩
且
紹
央
、
斯
可
巳
也
、
所
以
吾
進
其
力
干
道
、
而
遷
其
名
子
己
耳
、
庶
幾
吾
欲
達
子
孔
子
者
也
。
(「補
亡
先
生
伝
」
)

私
は
鮮
魚
に
肩
を
並

べ
祖
先
の
柳
宗
元
を
嗣
ぐ
と
い
う
こ
と
で
は
、
ほ
ぼ
な
し
と
げ
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
道

に

一
層
適
進
ず
る
と

と
も
に
、
自
分
の
名
を
改
め
、
私
が
孔
子
の
域
に
到
達
で
き
る
よ
う
願

い
を
込
め
た
の
で
す
。

へ

柳
開
は
鮮
魚
を
通
過
し
て
、
通
り
越
し
て
、
孔
子
に
直
接
的
に
近
づ
こ
う
と
す
る
。
「吾
之
道
、
孔
子

・
孟
輌

・
揚
雄

・
鮮
魚
之
道
。
吾

へ

之

文

、

孔

子

・
孟

刺

・
揚

雄

・
韓

愈

之

文

也

」

と

い
う

「
応

責

」

の
語

は
ま

た

、

道

と

文

と

は

載
然

と

分

か

た

れ

る

二

つ
の
も

の

で

は
な

く

、

常

に

対

に
な

っ
て

い

る

こ
と

も

表

し

て

い
る
。

そ

し

て
両

者

の
関

係

は

、

道

を

伝

え

る
手

段

と

し

て
、

文

が
道

に
従

属

す

る
、

「
文

章

は
道

　ぼ
　

の
答
」

(「上
玉
学
士
第
三
書
」
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
柳
開
に
と

っ
て
最
終
的
な
目
標
は
孔
子
の
道
を
体
得

・
復
興

す
る
こ
と
に
あ
り
、

　ロ
　

文
は
そ
の
た
め
の
不
可
欠
な
手
段
、
鮮
魚
は
そ
こ
に
至
る
た
め
の

一
経
由
点
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
里
程
標
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

柳
開

の
文
章
を
年
代
別
に
配
列
す
れ
ば
、
鮮
魚
の
占
め
る
位
置
が
低
減
し
て
ゆ
く
の
が
確
認
で
き
よ
う
が
、
「
狂
疾
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど

「
孔
孟
荷
揚
王
韓
」
を
希
求
し

(「東
郊
野
夫
伝
」
)、
彼
ら
と
の

一
体
化
を
図

っ
た
青
年
時
の
受
容

・
顕
彰
の
仕
方
そ
の
も
の
に
、
韓
愈
を
閑

却
す
る
方
向
性
が
胚
胎
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。



二

王
再
構

(九
五

四
～

一
〇
〇

一
)

文
を
道
の
た
め
の
笙
蹄
と
す
る
柳
開
に
と

っ
て
、
伝
え
る
べ
き
も
の
は
何
を
措

い
て
も
道
で
あ

っ
て
、
文
は
道
を
伝
え
る
手
段
で
あ
り
、

こ
と
さ
ら
に
文
を
多
用
す
る
必
要
は
な
い
。
「昌
黎
集
後
序
」

に
お
い
て
柳
開
は
、
韓
愈
に
著
書
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

聖
人
不
以
好
広
干
辞
而
為
事
也
、
在
乎
化
天
下
、
伝
来
世
、
用
道
徳
而
已
。
若
以
辞
広
而
為
事
也
、
則
百
子
之
紛
然
競
起
異
説
、
皆
可

先

手
夫
子
　
。
難
孟
子
之
為
書
、
能
尊
王
夫
子
者
、
当
在
乱
世
也
。
…
…
酌
干
先
生
之
心
、
与
夫
子
之
旨
無
有
異
趣
者
也
。
先
生
之
予

聖
人
之
道
、
在
干
是
而
已
　
、
何
必
著
書
而
後
始
為
熟
也
。

聖
人
は
、
自
分
の
こ
と
ば
を
好
ん
で
広
め
る
こ
と
を
重
要
だ
と
は
考
え
な
か

っ
た
。
天
下
を
教
化
し
、
次
代
に
道
を
伝
え
る
た
め
に

は
、
道
徳
を
用
い
れ
ば
十
分
な
の
だ
。
こ
と
ば
が
広
が
る
こ
と
を
重
要
だ
と
み
な
し
て
い
れ
ば
、
百
家
が
て
ん
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
を

争

っ
て
、

い
ず
れ
も
孔
子
を
尻
目
に
わ
れ
先
に
説
を
唱
え
て
し
ま

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
孟
子
は
著
書
を
し
た
た
め
、
よ
く
孔
子
を
尊
崇

し
た
が
、
そ
れ
は
乱
世
で
の
仕
儀
で
あ

っ
た
。
…
…
韓
愈
先
生
の
心
情
を
察
す
れ
ば
、
孔
子
の
お
考
え
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
先

生

は
聖
人
の
道
に
対
し
て
、
そ
の
道
に
立
脚
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ

っ
て
、
書
物
を
著
さ
な
け
れ
ば
聖
人
の

道

を
行
な
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

さ

て

、

柳
開
と
同
世
代
の
王
再
構
は
、

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

文
は
や
む
を
え
ず
用
い
る
も
の
だ
と
い
う
同
じ
立
場
か
ら
、
道
に
直
接
向
か

う
の
で
は
な
く
、

五

文
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の
在
り
方
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
王
再
構
の
文
章
論
を
紹
介
す
る
と
き
に
必
ず
参
照
さ
れ
る

　
ほ
　

「
答

張

扶

主
日
」

に
、

六

次

の
よ

う

に
言

う

。

夫
文
、
伝
道
而
明
心
也
、
古
聖
人
不
得
已
而
為
之
也
。
…
…
既
不
得
巳
而
為
之
、
又
欲
乎
句
之
難
道
邪
、
又
欲
乎
義
之
難
暁
邪
、
必
不

燃
　
。
…
…
今
為
文
而
捨
六
経
、
又
何
法
焉
。
若
弟
取
其

『
書
』
之
所
謂

「吊
出
霊
」、
『
易
』
之
所
謂

「朋
合
管
」
者
、
模
其
語
而
謂

之
古
、
亦
文
之
弊
也
。

文
は
、
道
を
伝
え
心
を
明
ら
か
に
す
る
た
あ
の
も
の
で
、
(
ほ
か
に
て
だ
て
は
な
く
)
い
に
し
え
の
聖
人
は
や
む
な
く
文
を
作

っ
た

の
で
す
。
…
…
や
む
な
く
文
を
作
る
以
上
、
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
読
み
に
く
い
文
章
、
わ
か
り
に
く
い
意
味
に
し
よ
う
と
す
る
で
し
ょ

う
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
さ
て
、
文
を
作
る
の
に
六
経
を
か
え
り
み
な
い
と
す
れ
ば
、
何
も
範
と

す
る
に
足
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
た
だ

『書
』
の

「最
後
は
善
を
用
い
る
」
(盤
庚
下
)
や
、
『
易
』
の

「朋
、
合
流
す

る

こ
と
早
し
」
(豫
九
四
文
辞
)
と
い

っ
た
表
現
を
採
用
し
、
こ
と
ば
を
真
似
た
だ
け
で
古

い
文
だ
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
も
や
は
り

間
違

っ
た
文
で
す
。

こ
こ
か
ら
文
学
批
評
史
で
は
、
王
再
構
が

「易
簡

(平
易
さ
)
」
(「再
答
張
扶
書
」)
を
尊
び
、
そ
れ
が
欧
陽
脩
を
ひ
と

つ
の
山
と
す
る
宋

　
ほ
　

代
古
文
運
動

の
流
れ
に

一
役
買

っ
た
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
理
解

に
異
義
を
挟
む
わ
け
で
は
な
い
が
、
鮮
魚
の
継
承
と

い
う

テ
ー

マ
か
ら
こ
の
書
簡
を
読
み
直
す
と
、
と
い
う
よ
り
こ
の
書
簡
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
話
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
手
紙
の
記
述
を
追

っ

て
み
よ
う
。

近
世
為
古
文
之
生
者
、
幕
吏
部
而
巳
。
吾
観
史
部
之
文
、
未
始
句
之
難
道
也
、
未
婚
義
之
難
暁
也
。



当
今
、
古
文

の
主
唱
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
韓
史
部

(韓
愈
)

に
く
い
文
章
、
わ
か
り
に
く
い
意
味
な
ど
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
文
は
通
常
の
王
再
構
理
解
に
完
全
に
添
う
も
の
で
あ
る
。
王
再
構
は
、

と
説

く
。
し
か
し
こ
れ
に
続
く
文
章
は
、
い
さ
さ
か
屈
折
を
示
す
。

を
お
い
て
ほ
か
に
い
ま
せ
ん
。
史
部

の
文
を
見
る
と
、
読
み

経
書
も
韓
愈

の
文
集
も
ほ
と
ん
ど
の
表
現
が
平
易
な
も
の
だ

其
間
称
奨
宗
師
之
文
、
「
必
出
子
己
、
不
襲
踏
前
人

一
言

一
句
」、
又
称
辞
蓬
為
文
、
「
以
不
同
俗
為
主
」
。

(と
こ
ろ
で
)
韓
史
部
は
文
集
の
中
に
お
い
て
、
奨
宗
師
の
文
を
称
賛
し
て
、
「
す
べ
て
が
己
か
ら
出
た
も
の
で
、

一
言

一
句
た
り
と

も
先
人
の
文
章
を
踏
襲
し
て
い
な
い
」
(「南
陽
奨
紹
述
墓
誌
銘
」
)
と
述

べ
、
さ
ら
に
蒔
公
達
の
文
を
称
賛
し
て
、
「俗
調
に
染
ま
ら
な

い
こ
と
を
第

一
に
考
え
て
い
た
」
(「国
子
助
教
河
東
蒔
君
墓
誌
銘
」)
と
述

べ
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
は
、
手
紙
の
宛
先
で
あ
る
張
扶

の
文
章
を

一
定
程
度
擁
護
す
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
王
再
構
の
眼
に

映

っ
た
張
扶
の
文
章
は
、
難
解
か
つ

「俗
調

に
染
ま
ら
な
い
」
も
の
で
あ

っ
た
。
王
再
構
は
前
者
の
難
解
と
い
う
点
を
批
判
し
て
、
文
章
は

平
易
を
旨
と
す

べ
き
こ
と
を
主
張
す
る

一
方
、
後
者
の

「
俗
調
に
染
ま
ら
な
い
」
と
い
う
点
を
、
韓
愈
を
継
承
す
る
も

の
と
し
て
評
価
し
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で

一
つ
注
目
す

べ
き
は
、
蒔
公
達
を
評
価
す
る
韓
愈
の
原
文
は

「君
少
気
高
、
為
文
有
気
力
、
務
出
於
奇
、
以
不
同
俗
為
主
」
で
あ

り
、
「気
」
に
関
し
て
は
手
紙
の
後
文
に
出
る
も
の
の
、
「奇
」
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
言
及
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、

平
易
を
よ
し
と
し
、
「
奇
」
を
排
除
す
る
王
再
構
の
考
え
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「奇
」
は
韓
愈
の
文
章

の
特
徴
を

北
宋
初
に
お
け
る
鮮
魚
の
継
承

七
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表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
で
、
「奇
抜
さ
」
や

「
独
自
性
」
と
解
釈
で
き
る
概
念
で
あ
る
。

手
紙
に
戻
る
と
、
こ
の

「俗
調
に
染
ま
ら
な
い
」
と
い
う
点
は
、
た
し
か
に
長
所
で
あ
る
に
せ
よ
、
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
伴
う
も
の
だ

と
、

王
再
構
は
注
意
を
与
え
て
い
る
。

然
奨
蒔
之
文
、
不
行
干
世
、
史
部
之
文
、
与
六
籍
共
尽
。
此
蓋
史
部
誰
人
不
倦
、
進
二
子
以
勧
学
者
。

と
は
い
う
も
の
の

(
こ
れ
ら
の
文
が
世
間
に
媚
び
ず
、
ま
た
世
間
の
人
に
見
る
眼
が
な
い
た
め
に
)
、
奨
氏
や
蒔
氏

の
文
は
流
通
せ

ず
、
史
部
の
文
は
経
書
と
と
も
に
滅
び
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
史
部
が
た
ゆ
ま
ず
に
弟
子
を
導
き
、
二
人

に
学
問
を
修
め
さ
せ

た
こ
と
の
結
果
で
す
。

奨
氏
、
蒔
氏
の
文
章
は
、
経
書
と
同
様
に
、
ま
た
韓
愈
の
文
章
と
同
様
に
、
「俗
調
に
染
ま
ら
な
い
」
が
ゆ
え
に
見
捨
て
ら
れ
た
、
そ
し

て
見
捨
て
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
逆

に
そ
れ
だ
け
優
れ
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
れ
か
ら
先
、
文
章
を
評

価
さ
れ
る
こ
と
で
官
吏

へ
の
道
を
目
指
そ
う
と
す
る
者

-

張
扶
は
そ
の

一
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
ー

に
と

っ
て
、
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
見
越
し
て
お
け
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
酷
な
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
玉
高
侮
は
、
韓
愈
の
別

の
文
章
を
引
用
し
て
逃
げ
道
を

用
意
し
て
お
く
。
王
再
構
は
こ
う
続
け
る
。

故
史
部
日
、
「吾
不
師
今
、
不
師
古
、
不
師
難
、
不
師
易
、
不
師
多
、
不
師
少
、
惟
師
是
爾
」。

で
す
か
ら
史
部
は

(
一
方
で
)
「私
は
、
今
を
手
本
と
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
古
を
手
本
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
難
解
な
表
現
を
手

本
と
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
平
易
な
表
現
を
手
本
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
饒
舌
な
表
現
を
手
本
と
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
切
り
つ
め
た



表
現
を
手
本
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
あ
る
べ
き
表
現
を
手
本
と
す
る
だ
け
で
す
」
と
述

べ
て
い
る
の
で
す
。

奨
氏
、
蒔
氏
を
評
価
し
た
箇
所

の
韓
愈

の
引
用
は
、
短
い
せ
い
も
あ

っ
て
か
、
ほ
ぼ
正
確
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「答
劉
正
夫
書
」
に
基
づ

く
と
思
わ
れ
る
こ
こ
で
の
鮮
魚
の
引
用
は
、
字
句
に
大
き
く
異
同
が
あ
る
。
そ
れ
が
意
図
的
な
も
の
な
の
か
、
王
再
構

の
読
ん
だ
テ
キ
ス
ト

の
問
題
か
、
は
た
ま
た
単
な
る
記
憶
違

い
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
王
再
構
が
こ
の
文
に
こ
め
た
意
味
合
い
も
、
鮮
魚
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
と
大
き
く
食
い
違
う
。
鮮
魚

の
文
章
と
比
べ
て
み
よ
う
。

有
来
間
者
、
不
敢
不
以
誠
答
。
或
問
、
「
為
文
宜
何
師
。
」
必
謹
対
日
、
「宜
師
古
聖
賢
人
。
」
日
、
「古
聖
賢
人
所

為
書
具
存
、
辞
皆
不

同
、
宜
何
師
。」
必
謹
対
日
、
「
師
其
意
、
不
師
其
辞
。
」
又
問
日
、
「文
宜
易
、
宜
難
。」
必
謹
対
日
、
「
無
難
易
、
惟
其
是
爾
。
」
如
是

而
已
、
非
固
開
其
為
此
、
而
禁
其
為
彼
也
。

(韓
愈

「答
劉
正
夫
書
」
)

来
訪
し
て
質
問
す
る
人
が
い
れ
ば
、
誠
実
に
返
答
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
「文
章
を
作
る
に
あ
た

っ
て
何
を
手

本
と
す
れ
ば
よ
い
で

し

ょ
う
か
」
と
質
問
さ
れ
れ
ば
、
謹
ん
で

「
い
に
し
え
の
聖
賢
を
手
本
と
す
べ
き
で
す
」
と
答
え
る
で
し
ょ
う
。
「
い
に
し
え
の
聖
賢

の
作

っ
た
書
物
は
も
れ
な
く
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
と
ば
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
、
何
を
手
本
と
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
」

と
言
わ
れ
る
と
、
謹
ん
で

「彼
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
手
本
と
な
さ
い
、
こ
と
ば
を
手
本
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る

で
し
ょ
う
。
さ
ら
に

「文
章
は
簡
易
を
旨
と
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
難
解
を
旨
と
す

べ
き
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
さ
れ
れ
ば
、
謹
ん
で

「
難
易
を
と
や
か
く
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
あ
る
べ
き
か
た
ち
に
す
る
だ
け
の
こ
と
で
す
」
と
答
え
る

で
し

ょ
う
。
以
上
の

と
お
り
で
あ

っ
て
、
こ
う
せ
よ
と
導

い
た
り
、
あ
れ
は
す
る
な
と
止
め
た
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

九
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「宜
師
古
聖
賢
人
」
と
い
う
韓
愈
の
主
張
は
、
王
再
構
の

「答
張
扶
書
」
の

「今
為
文
而
捨
六
経
、
又
何
法
焉
」
や
、
「遠
師
六
経
、
近
師

吏
部
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
師
其
意
、
不
師
其
辞
」
に
つ
い
て
は
、
「模
其
語
而
謂
之
古
、
亦
文
之
弊
也
」
と
い
う
こ
と
ば
が

正
確

に
対
応
し
て
い
る
。
鮮
魚
の

「無
難
易
、
惟
其
是
爾
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
れ
ら
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
韓
愈
に
と

っ
て
、

「
い
に
し
え
の
聖
賢
を
手
本
と
す
る
」
と
は
、

い
に
し
え
の
聖
賢
が
独
自

の
こ
と
ば
で
文
章
を
記
し
た
の
に
な
ら

っ
て
、
み
ず
か
ら
も
独
自

の
こ
と
ば
で
文
章
を
記
す

べ
き
だ
、
「
答
劉
正
夫
書
」
の
別
の
表
現
で
言
え
ば
、
「自
樹
立
、
不
因
循

(
み
ず
か
ら
を
確
立
し
て
旧
套
に
倣
わ

ず
)
」

に
い
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
、
表
現
の
難
易
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「無
難
易
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

一
見

「不
師
難
、
不
師
易
」
と
い
う
こ
と
ば
で
完
全
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
文
脈
を
考
慮
す
る
と
、
王
再
構
は
、
文
章
は
平
易
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
み
ず
か
ら
の
主
張
が
あ
る
た
め
に
、
韓
愈
の

「無
難
易
」

を
妥
協
も
し
く
は
捨
て
鉢
な
態
度
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
章
は
当
然
平
易
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
世
間
で
は
小
難
し
い
表

現
を
珍
重
す
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
迎
合
す
る
に
は
難
解
な
文
章
を
も
の
す
の
も
い
た
し
か
た
な
い
、
平
易
を
手
本
と
し
て
も
仕
方

が
な

い
、
と
い
う
方
向
で
理
解
す
る
の
だ
。
「不
師
難
、
不
師
易
」
を
、
「易
簡
」
を
貴
ぶ
手
紙
全
体
の
主
張
と
矛
盾
な
く
理
解
す
る
に
は
、

そ
う
読
む
し
か
な
い
。

こ
う
し
て
最
後
に
は
、
質
問
者
で
あ
る
張
扶
に
希
望
が
与
え
ら
れ
る
。

姑
能
遠
師
六
経
、
近
師
史
部
、
使
句
之
易
道
、
義
之
易
暁
、
又
輔
之
以
学
、
助
之
以
気
、
吾
将
見
子
以
文
顕
干
時
也
。
(「答
張
扶
書
」
)

遠
く
は
六
経
、
近
く
は
韓
史
部
を
手
本
と
し
、
文
章
を
読
み
や
す
く
、
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
し
、
学
識

で
補

強
し
、
気
力
で
補
助

す
れ
ば
、
あ
な
た
は
文
章
に
よ

っ
て
名
が
知
れ
渡
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
空
馬
儒
は
迎
合
的
か

つ
難
解
な
文
章

に
よ

っ
て
身
を
立
て
る
こ
と
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
「
不
同



俗
」

で
あ
り

つ
つ
、
平
易
な
文
章
を
書
く
こ
と
で
1

今
日
経
書
や
韓
愈
の
文
集
が
再
び

一
部
で
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
と
い

っ
た
理
屈

で
も
言
外
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ー

き

っ
と
世
間
の
注
目
を
浴
び
る
だ
ろ
う
と
、
ま

っ
た
く
あ
て
に
な
ら
な
い
希
望
的
観
測
を
書
き

つ
け
て

い
る
。

「
再
答
張
扶
書
」

で
は
、
途
中
、
韓
愈

の
迎
合
的
な
文
章
の
例
と
し
て

「祭
斐
少
卿
文
」
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
手
紙

の
最
後
で
は
、
張
扶

が

「絶
俗
」
の
方
に
専
心
し
て
、
難
解
な
表
現
に
走

っ
て
い
る
こ
と
を
矯
正
す
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
平
易
を
強
調

す
る
の
だ
と
い
う
意
味

の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
何
が
何
で
も
絶
対
に
平
易
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
は
少

し
距
離
を
お
い
て
、
難

解
な
表
現
に
も

一
定
の
理
解
を
み
せ
は
す
る
も
の
の
、
韓
愈
の
よ
う
に
平
易
で
あ
ろ
う
と
難
解
で
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な

こ
と
は
問
題
で
な
い
、

と
い
う
立
場
と
は
、
や
は
り
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
読
尭
薄
層
孔
之
書
、
師
輌
雄
韓
柳
之
作
」

(「
送
諦
発
受
序
」)
と
、
韓
愈
の
文
章
を
高
く
評
価
す
る
王
再
構
だ
が
、
彼
は
韓
愈
が

「答
劉

正
夫
書
」
で
記
し
た
古
文
運
動
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
主
張
を
あ
え
て
曲
解
し
、
鮮
魚
の
独
自
性
、
「奇
」

な
る
部
分
を
排
除
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
柳
開
の
よ
う
に
文
を
道
の
中
に
回
収
し
て
し
ま

っ
て
、
文

の
独
立
性
を
考
え
な
い
の
と
は
異
な

る
が
、
王
再
構
は
文
を

　　
　

一
定

の
枠
内
に
閉
じ
こ
め
、
や
は
り
文
の
伝
達
の
道
具
と
し
て
の
役
割
を
強
調
し
、
道
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
韓
愈
の
文

章
を
平
易
で
あ
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
理
解
し
、
韓
愈

の
豊
饒
さ
を
削
ぎ
落
と
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
王
再
構
も
ま
た
、
柳

開
と
は
別
の
仕
方
で
、
韓
愈
に
背
を
向
け
た
と
言
え
よ
う
。

三

智

円

(九
七
六
～

一
〇

二
二
)

韓
愈
は

「
毛
穎
伝
」
に
お
い
て
、
「
及
至
浮
図

・
老
子

・
外
国
之
説
、
皆
所
詳
悉

(果
て
は
ブ

ッ
ダ
や
老
子
や
そ

の
他
異
国

の
説
ま
で
、

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

一
一
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二

　ロ
　

す
べ
て
に
知
悉
し
て
い
た
)」
と
、
文
字
を
記
す
筆
の
博
学
ぷ
り
を
、
と
い
う
よ
り
も
無
節
操
ぷ
り
を
描

い
て
い
る
が
、
文
の
無
節
操
さ
を

　の
　

 利
用
し
た
の
が
智
円
で
あ
る
。
儒
仏
道
、
三
教
の
共
通
性
や
並
存
可
能
性
を
主
張
す
る
智
円
は
、
仏
教
徒
が
韓
愈
の
文
章
を
手
本
と
す
る
こ

と
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

一
文
を
残
し
て
い
る
。

吾
門
中
有
為
文
者
、
而
反
斥
本
教
、
以
尊
儒
術
、
乃
日
、
「
師
韓
愈
之
為
人
也
、
師
韓
愈
之
為
文
也
、
則
於
仏
不
得
不
斥
、
於
儒
不
得

不
尊
、
理
固
然
也
。
」
吾
謂
之
不
然
。
斯
人
也
、
非
韓
之
徒
、
乃
韓
之
罪
人
爾
。
…
…
釈
子
果
能
師
韓
也
、
則
蓋
演
経
律
為
文
、
飾
戒

慧
以
為
行
、
広
慈
悲
以
為
政
、
使
能
仁
之
道
魏
魏
乎
有
功
、
則
可
謂
之
師
韓
夷
。
(「師
幕
議
」
)

わ
が
門
徒
で
文
を
も
の
す
者
の
中

に
は
、
本
旨
た
る
仏
教
に
背
き
、
儒
学
を
尊
ぶ
輩
が
い
て
、
「韓
愈
と
い
う
人
、
鮮
魚
が
つ
く
る

文
を
手
本
と
す
る
な
ら
、
仏
教
を
棄
て
ざ
る
を
え
ず
、
儒
教
を
尊
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
理
の
当
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
う
。

私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
こ
う
し
た
連
中
は
、
決
し
て
韓
愈
の
弟
子
で
は
な
く
、
韓
愈
に
罪
な
す
人
間
な
の
だ
。
…
…
仏
教
徒
が
韓
愈

を
手
本
と
す
る
な
ら
、

(孔
子
の
徒
を
任
じ
る
韓
愈
が
儒
教
に
対
し
て
し
た
よ
う
に
)
経
論
律

の
三
蔵
を
解
説

す
る
こ
と
を
文
と
し
、

戒
定
慧
の
三
学
を
修
得
す
る
こ
と
を
行
な
い
と
し
、
慈
悲
を
広
め
る
こ
と
を
政
事
と
し
、
ブ

ッ
ダ
の
道
を
隆
々
と
盛
ん
に
す
れ
ば
、
韓

愈
を
手
本
と
し
た
と
い
え
る
の
だ
。

後

に
仏
教
徒
と
深
い
親
交

の
あ

っ
た
柳
宗
元
を

「韓
門
之
罪
人
」
(「集
古
録
祓
尾
」
唐
南
嶽
彌
陀
和
尚
碑
)
と
評
す
る
欧
陽
脩
と
は
逆
に
、

智
円
は
仏
教
を
尊
重
し
な
い
仏
教
徒
を

「鮮
魚
に
対
す
る
罪
人
」
と
断
定
す
る
。
鮮
魚
は
儒
家
の
立
場
に
あ
る
か
ら
儒
家

の
道
を
宣
揚
し
た

の
で
あ

っ
て
、
も
し
韓
愈
を
継
承
す
る
の
な
ら
、
韓
愈
が
儒
教
に
対
し
て
し
た
よ
う
に
、
仏
教
徒
は
仏
教
の
道
を
考
究
す

べ
き
だ
と
い
う
の

　
カ
ザ

で
あ
る
。
も
う

一
度

『
史
通
』
の
こ
と
ば
を
持
ち
出
せ
ば
、
「貌
異
而
心
同
」
と
い
う
模
倣

の
仕
方
を
ラ
デ
ィ
カ
ル

に
実
践
し
た
の
が
智
円



の
論

だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
韓
愈
を
い
か
に
継
承
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
く
ま

で
文
の
書
き
手

(「吾

門
中
有
為
文
者
」
)
を
相
手
に
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
智
円
に
と

っ
て
、
道
の
継
承
は
文
の
問
題
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
台
宗
に
連
な
る
智
円
は
、
「
言
教
」
た
る
観
音
行
が
す
べ
て
の
修
行
の
根
本
だ
と
し
て
い
る
が

(「
観
音
行
統
摂
衆

行
論
」
)、

こ
れ
は
ま
さ
に
彼
が
、
道
に
は
常
に
こ
と
ば
が
つ
い
て
ま
わ
る
こ
と
を
確
信
し
、
文
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す

一
例

　カ
　

で
あ
る
。

た
だ
し
、
文
の
問
題
が
道
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
文
自
体
と
道
自
体
が
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
柳
開
の
場
合
の
よ
う
に
文
を
道
に
吸
収
さ
せ
る
の
で
も
な
く
、
王
再
構
の
場
合
の
よ
う
に
道
の
伝
達
の
た
め
に
文

の
在
り
方
を
規
定
す

る
の
で
も
な
く
、
智
円
に
お
い
て
は
、
文
は
道
に
と

っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
道
と
は
別
に
独
立
し
た
領
分
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

し
た
が

っ
て
文
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
と
道
の
側
面
か
ら
見
た
場
合
で
、
作
品
の
評
価
が
変
わ

っ
て
く
る
こ
と
が
あ

り
う
る
し
、
文
が
伝

え
る
道
は

一
つ
で
も
、
そ
れ
を
表
す
文
は
多
様
で
あ
り
う
る
。
「
松
江
重
祐
和
李
白
姑
熟
十
詠
詩
序
」
に
お

い
て
智
円
は
、
李
白
の
詩
は
、

『
詩
経
』
の
伝
統
を
根
源
と
す
る

「詩
の
道
」
を
得
た
も
の
だ
と
評
し
、

一
般
論
と
し
て

得
之
者
、
錐
変
其
辞
、
而
且
無
背
子
三
百
篇
之
道
也
。

す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
こ
と
ば
こ
そ
変
わ

っ
て
い
て
も
、
少
し
も
詩
三
百
篇

の
道
か
ら
外
れ
て
い
な
い
の
だ
。

と

述

べ
る

。

そ
し

て
李

白

の
詩

に

つ
い

て

も
、

其
辞
与
古
彌
異
、
其
道
与
古
彌
同
。

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

二
二
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そ
の
こ
と
ば
が
古
と
異
な
れ
ば
異
な
る
ほ
ど
、
そ
の
道
は
ま
す
ま
す
古
と
合
致
し
て
い
る
。

と

高

く

評

価

す

る

の

で

あ

る
。

つ
い

で

に
言

え
ば

、

こ
の
文

の
多

様

性

は

、

る

こ
と

を

保

証

す

る
役

割

を

果

た

し

て

い
る
。

一
四

道
が
必
ず
し
も
直
接
的
な
伝
授
を
必
要
と
せ
ず
、
時
と
場
所
を
隔
て

て
も
継
承
が
可
能
で
あ

唐
得
天
下
、
房
魏
既
没
、
王
楊
盧
酪
作
淫
修
之
文
、
惇
乱
正
道
、
後
韓
柳
生
焉
、
宗
古
還
淳
、
以
述
周
孔
輌
雄
王
通
之
道
也
。
以
是
観

之
、
異
代
相
師
焉
。
代
異
人
異
辞
異
而
道
同
焉
。
不
聞
周
公
面
投
手
孔
子
、
孔
子
面
授
干
孟
輌
也
。
在
吾
釈
氏
亦
然
也
。
(「対
友
人
間
」
)

唐
が
天
下
を
得
て
以
来
、
房
玄
齢

・
魏
徴
は
早
や
没
し
、
王
勃

・
楊
畑

・
盧
照
隣

・
路
費
王
ら
が
け
ば
け
ば
し

い
文
章
を

つ
く
り
、

正
し
い
道
を
か
き
乱
し
ま
し
た
が
、
後
に
鮮
魚

・
柳
宗
元
が
出
て
、
古
を
尊
び
醇
朴
さ
に
回
帰
し
、
周
公

・
孔
子

・
孟
刺

・
揚
雄

・
王

通
の
道
を
祖
述
し
ま
し
た
。
以
上
の
事
例
を
見
る
な
ら
、
時
代
を
隔
て
て
先
人
を
手
本
と
し
て
い
る
の
で
す
。
時
代
も
違
え
ば
人
も
異

な
り
こ
と
ば
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
道
は
同
じ
な
の
で
す
。
周
公
が
面
と
向
か

っ
て
孔
子
に
道
を
授
け
、
孔
子
が
面
と
向
か

っ
て
孟
輌

に
道
を
授
け
た
な
ど
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
仏
教
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。

智

円
の
文
章
論
を
論
じ
る
際
に
必
ず
引
か
れ
る

を
許
容
す
る
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「送
庶
幾
序
」

で
も
、
『
周
易
』
繋
辞
伝
の
文
言
を
利
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
変
化

夫
所
謂
古
文
者
、
宗
古
追
而
立
言
、
言
必
明
乎
古
道
也
。
…
…
仁
義
五
常
謂
之
古
道
也
。
若
将
有
志
予
期
文
也
、
必
也
研
幾
乎
。
五
常



之
道
、
不
失
手
中
、
而
達
乎
変
。
変
而
通
、
通
則
久
、
久
而
合
道
。
既
得
之
手
心
　
、
然
後
吐
之
為
文
章
、
敷
之
為
教
化
。

古
文
と
は
、

い
に
し
え
の
道
を
尊
ん
で
立
言
す
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
ば
は
必
ず
い
に
し
え
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
仁
義
五
常
、
こ
れ
が

つ
ま
る
と
こ
ろ
い
に
し
え
の
道
で
す
。
こ
の
道
の
伝
統
を
学
ぼ
う
と

す
る
な
ら
、
そ
の
深

奥
に
ま
で
行
き
着
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
五
常
の
道
は
、
中
庸
か
ら
外
れ
る
こ
と
な
く
、
変
化
に
至
り
ま
す
。
変
化
す
れ
ば
行
き

渡
り
、
行
き
渡
れ
ば
長
久
に
な
り
、
長
久
に
な
れ
ば
、
道
に
合
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
心
に
体
得
し
て
、
そ
れ
か
ら
文
章

と
し
て
吐
き
出
し
、
教
化
に
役
立
て
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら

「古
文
」
の
定
義
に
関
わ
る
次
の
よ
う
な
主
張
が
で
て
く
る
。

吾
嘗
試
論
之
、
以
其
古
其
辞
而
倍
於
儒
、
山豆
若
今
其
辞
而
宗
於
儒
也
。
今
其
辞
而
宗
於
儒
、
謂
之
古
文
可
也
。
古
其
辞
而
倍
於
儒
、
謂

之
古
文
不
可
也
。
錐
然
、
辞
意
倶
古
、
吾
有
取
焉
爾
。
(「
送
庶
幾
序
」)

私
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
を
古
あ
か
し
て
儒
学
に
背
く
の
は
、
こ
と
ば
を
今
風
に
し
て
儒
学
を
尊

ぶ
の
に
及
ば
な
い
。
こ
と
ば
を
今
風
に
し
て
儒
学
を
尊
ぶ
の
は
、
古
文
と
称
し
て
よ
い
が
、
こ
と
ば
を
古
め
か
し
て
儒
学
に
背
く
の
は
、

古
文
と
称
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
と
は
い
え
、
こ
と
ば
も
内
容
も
と
も
に
い
に
し
え
に
か
な

っ
て
い
る
も
の
を
、
私
は
評
価
す
る
の

で
す
。

こ

こ

で

は

「
辞
」

と

「
意

」

と

表

現

さ

れ

て

い

る

が
、

文

と

道

が

と

も

に

「
古

」
、

い

に
し

え

に
か

な

っ
て

い

る

こ
と

が

最

善

で

は

あ

る

も

の

の
、

文

と

道

と

は
独

立

の
関

係

に

あ

り
、

文

が

今

風

で
あ

っ
て
も

、

道

が

い

に
し

え

に
か

な

っ
て

い
る

こ
と

が

と

も

か

く

重

要

で

あ

っ

北
宋
初

に
お
け

る
韓
愈

の
継
承

一
五
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て
、
道
が
儒
家
の
道
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
古

文

」

と
言

え

る
、

と

い
う

の

で
あ

る

。

た

だ

し

、

一
六

そ
の
道
は
純
粋
で

或
日
、
「子
、
仏
氏
之
徒
也
、
何
言
儒
之
甚
乎
。
」
対
日
、
「幾
従
吾
学
儒
也
、
故
吾
以
儒
告
之
、
不
能
雑
以
釈
也
。
幾
将
従
吾
学
釈
也
、

吾
則
以
釈
告
之
、
亦
不
能
雑
以
儒
也
。
不
漬
其
告
、
古
之
道
也
。
」

或
る
者
が

「
あ
な
た
は
仏
教
徒
な
の
に
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
儒
学

の
こ
と
を
語
る
の
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
私
は
こ
う
答
え
ま
し

た
。
「幾
は
私
か
ら
儒
学
を
学
ぼ
う
と
し
た
か
ら
、
私
は
儒
学
を
語

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
仏
学
を
交
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
幾
が

私
か
ら
仏
学
を
学
ぼ
う
と
し
た
な
ら
、
私
は
仏
学
を
語
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
そ
の
際
や
は
り
儒
学
を
交
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
教
え
を

汚
さ
な
い
こ
と

(『周
易
』
蒙
卦
に
基
づ
く
)、
こ
れ
が
い
に
し
え
の
道
な
の
で
す
。
」

道

が
純
粋
で
あ
れ
ば
、
「師
韓
議
」

に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
儒
教
の
道
で
あ

っ
て
も
、
仏
教
の
道

で
あ

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
智
円
に
と

っ
て
、
文
は
完
全
に
道
か
ら
自
由
な
の
だ
ろ
う
か
。
道
に
純
粋
さ
を
求
め
る
こ
と
が
、
文
に
も
或
る
程
度
の
枠
を
は

め
る

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
智
円
の

「叙
伝
神
」
を
見
て
み
よ
う
。
肖
像
画
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
容
貌
が
似
る
と
と
も

に
、

そ
の
精
神
を
も
写
し
取

っ
て
い
る
こ
と
だ
と
し
た
上
で
、
智
円
は
そ
の
よ
う
な
肖
像
画
を
高
く
評
価
し
、
「規
準
」

の
な
い
自
由
奔
放

な
他

ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
に
価
値
を
認
め
な
い
。

夫
写
貌
貴
乎
似
、
既
似
　
、
必
在
得
真
精
爽
干
筆
墨
間
、
則
神
可
伝
　
。

水
、
縦
怪
以
状
鬼
神
、
率
情
任
意
、
無
所
規
準
耶
、
諒
工
巧
之
狂
誕
爾
。

与
其
本
体
無
異
、
故
世
語
之
写
真
焉
。
口豆
比
夫
濃
墨
以
図
山



肖
像
で
は
似
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
、
似
せ
る
た
め
に
は
、
対
象
の
精
髄
を
筆
墨
に
よ

っ
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
捉
え
れ
ば
精

神
を
写
し
取

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
絵
の
実
物
と
異
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
世
に
肖
像
画
の
こ
と
を

「
真
の
姿
を
写
し

伝
え
る
も
の
」
と
言
う
の
だ
。
墨
を
は
ね
散
ら
か
し
て
風
景
を
描
い
た
り
、
や
た
ら
奇
怪
に
幽
鬼
を
描
い
た
り
、
思
い
の
丈
に
ま
か
せ

て
、
何
の
規
準
と
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
精
緻
と
で
た
ら
め
と
の
違

い
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は

「仲
尼
の
道
」
を
継
承
す
る
と
い
う
道
統
の
問
題
と
完
全
に
類
比
的
な
関
係
に
置
か
れ
る
。

仲

尼

得

唐

.
虞

.
萬

.
湯

.
文

.
武

.
姫

公

之

道

、

嫡

嫡

然

猶

人

之

有

形

貌

也

。

仲

尼

既

没

、

千

百

年

間

、

能

嗣

仲

尼

之

道

者

、

唯

孟

輌

.
萄

卿

.
揚

子

雲

.
王
仲

掩

.
韓

退
之

・
柳

子

厚

而

已

、

可

謂

写

其

貌

伝

其

神

者

　

。

其

申

・
商

・
荘

・
列

・
朱

・
奮

之

学

者

、

乃

溌

墨

図

山

水

、

縦

径

状

鬼

神

、

率

情

任

意

之
説

、
山豆
規
準

手

用

公

乎

。

仲

尼

が

得

た

唐

.
虞

.
萬

.
湯

.
文

.
武

.
姫

公

の
道

は
、

人

の
容
姿

の
よ

う

に
照

り

輝

い

て

い

る
。

仲

尼

が

没

し

て

か

ら
、

千

数

百
年

の
間

に
、

仲

尼

の
道

を

よ

く

継

承

し

た
者

と

い

え
ば

、

た

だ

孟

輌

・
筍

卿

・
揚

子

雲

・
王

仲

掩

・
韓

退

之

・
柳

子

厚

あ

る

の

み

で

あ

る
。

彼

ら

は

そ

の
容

姿

を

描

き

、

そ

の
精

神

を

写

し
伝

え

た
者

と
言

え

よ

う
。

申

(不

審
)
・
商

(秩

)
・
荘

(
周

)
・
列

(禦

憲

)
・

(
楊

)

朱

.
(
墨

)

奮

を

学

ぶ

や

か

ら

は
、

墨

を

は
ね

散

ら

か

し

て
風

景

を
描

い

た

り
、

や

た

ら

奇
怪

に
幽

鬼

を

描

い
た

り

、

思

い

の
丈

に

ま

か

せ

て
、

周

公

を

規

準

と

し

な

い
者

た

ち

で
あ

る
。

智
円
の
結
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

北
宋
初

に
お
け

る
韓
愈

の
継
承

一
七
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一
八

於
戯
、
肖
其
容
、
得
其
神
者
、
伝
写
之
上
也
、
肖
其
容
、
不
得
其
神
者
、
次
也
、
不
肖
其
容
、
而
姑
為
人
状
者
、

又
其
次
也
。
写
人
貌

而
反
作
獣
形
者
、
何
足
道
哉
。

あ
あ
、
容
貌
を
似
せ
て
精
神
を
掬

い
取

っ
て
い
る
も
の
は
、
模
写
の
最
上
位
で
あ
り
、
容
貌
を
似
せ
な
が
ら
精
神
ま
で
は
掬

い
取
れ

て
い
な
い
の
は
、
次
の
位

で
あ
る
。
容
貌
が
似
る
こ
と
も
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
人
間
の
か
た
ち
を
と
ど
め
て
い
る
の
が
、
さ
ら
に
そ
の

下
の
位
で
あ
る
。
人
間
の
容
貌
を
描
き
な
が
ら
、
獣
の
姿
に
な

っ
て
し
ま
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
な
い
。

ヘ

へ

こ
こ
に
、
「
不
肖
其
容
、
而
得
其
神

(容
貌
は
似
て
い
な
い
が
精
神
を
掬

い
取

っ
て
い
る
)」
と
い
う
こ
と
ば
は
場
所
を
与
え
ら
れ
な
い
。

こ
れ

は
、
先
ほ
ど
の

「貌
異
而
心
同

(見
た
目
は
異
な
る
が
中
身
は
同
じ
も
の
)
」
と
い
う
模
倣
の
在
り
方
を
拒
否
す

る
も
の
で
あ
り
、
「
不

肖
其
容
」
で
あ
り
な
が
ら
、
逆

に
す
ぐ
れ
た
模
倣
と
な
り
う
る
絵
画
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
韓
愈
の

「送
高
聞
上
人
序
」
と
比

べ
て
み
よ
う
。
「
送
高
聞
上
人
序
」
は
、
そ
の
筆
遣
い
が

「
変
動
猶
鬼
神
」
た
る
張
旭
の
草
書

を
高

く
評
価
す
る
も
の
で
、
心
の

「
不
平
」
を
執
筆

の
原
動
力
と
す
る
韓
愈
の
文
章
論
と
も
読
め
る
作
品
で
あ
る
。

「自
樹
立
、
不
因
循

(み
ず
か
ら
を
確
立
し
て
旧
套
に
倣
わ
な
い
)
」
(前
掲

「答
劉
正
夫
書
」)
こ
と
を
旨
と
す
る
韓
愈
は
、
張
旭
の
よ
う
な
芸
術
家
を
許
容
し
、

さ
ら
に
み
ず
か
ら
も
積
極
的
に

「怪
奇
」
な
文
章
を
も
の
す
人
物
で
あ

っ
た
。
「中
庸
子
」
と
号
し
、
「
中
和
」
を

「立
言
の
要
」
(「答
李
秀

　ぬ
　

才
書
」
)
と
す
る
智
円
は
、
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
に
お
い
て
韓
愈
に
及
ば
ず
、
文
の
無
軌
道
性
に
歯
止
め
を
か
け
て
し
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。

道

の
純
粋
さ

へ
の
追
求
か
ら
文
の
多
様
性
を
縮
減
し
よ
う
と
す
る
智
円
は
、
自
選
詩
集

「
病
課
集
」
の
序
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
弁
解

を
お

こ
な

っ
て
い
る
。

然
而
辞
語
鄙
野
、
旨
趣
漫
浪
、
或
宗
乎
周
孔
、
或
渉
乎
老
荘
、
或
帰
乎
釈
氏
、
干
其
道
不
能
純
　
。
荷
君
子
以
多
愛
見
駁
雑
為
識
者
、



吾
安
敢
逃
其
責
乎
。
然
若
苗
多
愛
以
至
手
無
駁
雑
、
則
亦
侯
知
者
知
之
耳
。
(「病
課
集
序
」)

と
は
い
う
も
の
の
、

こ
と
ば
は
粗
野
、
意
趣
は
散
漫
で
あ
り
、
周
孔
を
尊
ん
だ
か
と
思
え
ば
、
老
荘
に
移
り
、

は
た
ま
た
仏
陀
に
回

帰
す
る
と
い

っ
た
具
合
で
、
道
に
対
し
て
純
粋
さ
を
保
ち
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
目
移
り
が
甚
だ
し
く
雑
駁
さ
が
目

に
つ
く
こ
と
を
あ
な

た
が
非
難
さ
れ
る
の
な
ら
、
私
は
そ
の
責
め
か
ら
逃
れ
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
目
移
り
の
甚
だ
し
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
雑
駁
さ
の
な
い
表
現
が
で
き

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
は
見
る
べ
き
人

に
見
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

自
分
の

「道
に
対
し
て
純
粋
さ
を
保
ち
え
な
い
」
と

い
う
の
は
、
強
く
純
粋
さ
を
希
求
す
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
文
の
多
様
性
に

魅
惑

さ
れ
み
ず
か
ら
の

「多
愛
」
を
認
め
る
智
円
に
し
て
、
つ
い
に
、
韓
愈
が

「戯
」
れ
に
な
す

「無
実
駁
雑
之
説
」

(韓
愈

「答
張
箱
書
」
)

を
継

承
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

四

「韓
愈

の
」

継
承

以
上
、
三
人
の
古
文
信
奉
者
を
例
に
、
韓
愈
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
を
見
て
き
た
。
最
初
に
紹
介
し
た
郭

紹
虞

の
説
で
は
、
宋

代
に
韓
愈
が
読
ま
れ
た
理
由
は
、
道
と
文
、
両
方
の
伝
統
を
韓
愈
が
提
示
し
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
た
し
か
に
道
と
文
と
い
う

枠
組

は
、
宋
代
古
文
運
動
の
担
い
手
に
継
承
さ
れ
、
そ
の
文
脈
で
韓
愈
の
名
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
し
か
し
枠
組
こ
そ
踏
襲
さ
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
ぞ
れ
が
道
や
文

に
与
え
た
位
置
は
様
々
で
、
各
人
は
道
や
文
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
て
み
ず
か
ら
の
主
張
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

韓
愈

の
提
示
し
た
枠
組
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
の
中
身
を
自
由
に
変
更
す
る
と
い
う
振
舞
い
は
、
実
は
、
ま
さ
に
韓
愈
が

「古
文
」
と
い
う
道

北
宋
初
に
お
け
る
韓
愈
の
継
承

一
九
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二
〇

具
で
行
な
お
う
と
し
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
韓
愈
は
、
「自
樹
立
、
不
因
循

(
み
ず
か
ら
を
確
立
し
て
旧
套
に
倣
わ
ず
)」
(「答
劉
正

夫
書

」)
と
い
う
か
た
ち
で
の
継
承
、
言
い
換
え
れ
ば
、
模
倣
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
継
承
す
る
の
が
、
本
当
に
先
王

の
道
を
継
承
す
る
こ

と
だ
と
考
え
て
い
た
。

つ
ま
り
、
聖
人
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
文
を
な
し
た
よ
う
に
、
聖
人
の
道
を
継
承
す
る
わ
れ
わ
れ
も
独
自
に
文
を
つ
く

る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
柳
開
、
王
馬
借
、
智
円
は
そ
れ
ぞ
れ
に
韓
愈
を
継
承
し
、
裏
切

っ
て
い
る
が
、
裏
切
る
こ
と
は
、
ま
さ

に
韓

愈
を
模
倣
す
る
こ
と
な
く
継
承
す
る
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
彼
ら
は
韓
愈
を
少
し
も
裏
切
る
こ
と
な
く
正
し
く
継
承
し
た
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

し
た
が

っ
て
、
道
と
文
と
い
う
枠
組
の
提
供
に
よ

っ
て
韓
愈
が
呼
び
出
さ
れ
た
に
せ
よ
、
韓
愈
の
言
説
が
枠
組
の
具
体
的
内
容
を
強
要
し

な
か

っ
た
こ
と
、
よ
り
積
極
的
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
韓
愈
を
裏
切
る
こ
と
が
鮮
魚
自
身
に
よ

っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る

こ
と
、

こ
の
こ
と
が

宋
代

の
多
く
の
古
文
家
を
他
の
何
人

で
も
な
く
、
「韓
愈
の
」
継
承

へ
と
駆
り
立
て
た
動
機
の
重
要
な
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
仏
教
徒
の
智
円
す
ら
韓
愈

の
継
承
者
を
自
任
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
韓
愈
の
言
説
の
構
造
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
文
自
体
や
文
の

「奇
」
と
い

っ
た
側
面
を
切
り
捨

て
る
よ
う
な
方
向
で

韓
愈

を
裏
切

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
運
動
」
の

「運
動
」
た
る
ゆ
え
ん
が
、
動
く
こ
と
、
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
、
自
由

に
広
が

っ
て

ゆ
く

こ
と
、
と
い

っ
た
特
徴
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
模
倣
な
き
継
承
と
い
う
テ
ー
ゼ
は

「古
文
運
動
」
を
導
く
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
ゼ
で
あ

っ

た
。

だ
と
す
れ
ば
、
宋
初
の
古
文
家
た
ち
が
文
を
縮
減
し
道
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
純
粋
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
模
倣
す
る
こ
と
な
く

文
を

つ
く
る
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
運
動
」
を
終
熔
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
奇
」
と
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
な
も
の
に
対
す
る
逸
脱
を
示
す
価
値
基
準
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に

個
々
の
作
者

に
固
有

の
独
自
性
を
言
い
表
す
こ
と
ば
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
模
倣
か
ら
な
る
こ
と
ば
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ

ゆ
え
ま
た
後

の
作
者
に
よ
る
模
倣
を
拒
む
表
現
で
あ
る
こ
と
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
宋
初
の
古
文
家
た
ち
が

「奇
」
を
拒
否

し
た
の
は
、
模
倣
な
き
継
承
を
、
模
倣
を
許
す
継
承

へ
と
転
換
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
模
倣
な
き
継
承
が
許
す
裏
切



り
を
拒

み
、
道

の
純
粋
さ
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
有
り
体
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
自
ら
は
鮮
魚
を
裏

切
り
な
が
ら
、
後
世

の
人

々
に
は
自
分
を
裏
切
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
人
以
外
に
も
、
も
ち
ろ
ん
重
要
な
人
物
は
た
く
さ
ん
い
る
。
と
り
わ
け

「奇
」
や

「
狂
」
と

い
っ
た
価
値
を
肯
定

し
た
田
錫

(九
四
〇
～

一
〇
〇
三
)
や
石
介

(
一
〇
〇
五
～

一
〇
四
五
)
に
つ
い
て
は
別
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
拙
論
を

閉
じ
る
に
あ
た

っ
て
、
大
ま
か
な
見
通
し
だ
け
を
述

べ
て
お
く
な
ら
、

そ
の
石
介

の
奇

「怪
」
ぷ
り
を
批
判
し
た
欧
陽
脩

ー

彼
自
身
は

「自
立
之
言
」

(「
与
荊
南
楽
秀
才
書
」)
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た

ー

に
よ

っ
て
、
古
文

「
運
動
」
は
制
度
化
さ
れ
、
「
運
動
」
と
し

て
は
終

焉
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

「
古
文

運
動
」

に
実
態

が
な

い
と

い
う

こ
と

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
小
野
四
平

『
韓

愈
と
柳
宗
元

-

唐
代
古
文
研
究
序
説

1
1
』

(汲
古
書
院
、

一
九
九
五
年
)

や
、
東
英
壽

『
欧
陽
脩
古
文
研
究
』

(汲
古
書
院
、

二
〇

〇
三
年
)
序

説

「
北
宋

古
文
復
興
研
究

へ
の
視
点
」
な
ど
を
参
照
。
「
運
動
」

と

い
う
語

に
関
す
る
私
見

は
、
拙
論

「
鮮
魚
試
論

ー

破
壊

の
後
に
、
幽
霊
と
伴
に
」
(
『中

国
哲
学
研
究
』
第
十
七
号
、

二
〇
〇

二
年
)
九
七
頁
～

一

〇
四
頁
を
参
照
。

(
2
)

た
と
え
ば
、
何
寄
膨

『
北
宋
的
古
文
運
動
』

(幼
獅
文

化
事
業

公
司
、

一
九
九

二
年
)

に
は
、
「
唐
代
古
文
運
動
は
儒
道
を
提
唱
し

た
も

の
の
、

…
…

儒
道

に
対
す

る
認
識
が

ま
だ
不
十
分

で
、

…
…
文
学

運
動
た
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
北
宋

に
な
る
と
逆

に
、
柳
開
以
下
欧
陽
修
ま

で
、

み
な
排

仏
論

者

で
あ
り
、

そ
の
儒
学
性
、
政
治
性

は
き
わ
め
て
濃
厚

で
あ
る
。
欧
陽
修
以
後
、
王
安
石
、
蘇
拭
な
ど
が
仏
教
を
崇
拝
し
、
蘇
拭

が
と
り

わ
け
荘

子

・

仏
教

の
道
を
儒
道

に
混
入
し
た

た
め
、
古
文
運
動

は
し
だ

い
に
変
質
を
遂
げ
た
」
(
三
二
八
、
三

二
九
頁
)
と
あ

る
。

(
3
)

郭
紹
林

『
唐
代
士
大
夫
与
仏
教
』

(文
史
哲
出
版

社
、

一
九
九
三
)
な
ど
を
参
照
。

(
4
)

柳
宗
元

の
合
理
性

に

つ
い
て
は
、
重

沢
俊
郎

「
柳
宗
元

に
見
え
る
唐
代

の
合
理
主
義
」

(『
日
本
中
国
学
会
報
』
第

三
集
、

一
九

五

一
年

)
を
参

照
。

ま
た

「
天
説
」

を
用

い
て
韓
愈

に
比

べ
た
柳
宗
元

の
合
理
性

を
論

ず
る
も

の
の

一
例
と
し

て
、
張

躍

『
唐
代
後
期
儒
学
』

(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九

九
四
年
)
六
〇
頁
～
六
九
頁

が
あ
る
。

北
宋
初

に
お
け

る
韓
愈

の
継
承

二

一



明
治
大

学
教

養
論
集

通
巻
三
九
六
号

(
二
〇
〇
五

・
九
)

二
二

(
5
)

北
宋
初

に
お
け
る
韓
愈

の

「
発
見
」

に

つ
い
て
は
、
羅
根

沢

『
中
国
文

学
史

』
三

(上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九

八
四
年
)

三
三
～
三
六
頁
及
び
四
二

～
四
七
頁
を
参
看
。
ま
た
劉
真
倫

『
韓
愈
繁
栄
元

伝
本
研
究
』

(中

国
社
会

科
学
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
)

は
、
宋
代

の

「韓
学
」

を
三
段

階
に
分
け
、

韓
愈

の
こ
と
が
埋

も
れ

て
知
ら
れ
ず
、

「少

数

の
有
識
者
」

の
み
が
韓
愈
を
鼓
吹
し

て
い
た
宋
初
か
ら
、
韓
愈

の
評
価

が
非
常

に
高
ま
り
、
全

面
的

に

肯
定
さ
れ
た
北
宋
中
期

に
至

る
時
期

を
第

一
の
段
階
、

韓
愈

に
対
し

て
批
判
的
な
立
場
を

と
り
、

理
論
内
容

を
深
化
さ
せ
た
北
宋
中
期
か
ら
南
宗
中
期

ま

で
を
第

二
の
段
階
、

そ
れ
以
降
、

と
り
わ
け
朱
蕪

の
死
後
、
鮮
魚

の
影
響
が
薄
ま

る
時
期
を
第

三
の
段

階
と
規
定
し

て
い
る
。
本
稿

で
対
象
と
す
る

資
料

は
、
劉
真
倫

の
言

う
第

一
段

階
の
初
期

の
時
期

に
属
す
。

(
6
)

郭
紹
虞

『
中
国
文
学

批
評
史

』

(上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
七
九
年
)

一
五

八
、

一
五
九
頁
。

(
7
)

以
下
、

柳
開

の
文
章

の
引
用
は
、
『
全
宋
文
』
第
三
冊

(四
川
大
学
古
籍
整

理
研
究
所
編
、

巴
蜀
書
社
、

一
九
八
九
年
)

に
基
づ
く
。

(
8
)

柳
開

の
資
料

の
繋
年

お
よ
び
生
没
年

に

つ
い
て
は
、

祝
尚
書

「
柳
開
年
譜
」

(
四
川
大
学
古
籍
整
理

研
究
所

・
四
川
大
学
宋
代
文

化
研
究
中
心
線
、

『宋

代
文
化
研
究
』
第
三
輯
)
を
参
照
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
9
)

も
ち
ろ
ん

こ
れ

は
柳
開

の
理
想
を
推
論

し
た
ま
で
で
あ

っ
て
、

柳
開
自

身

「
聖
人
之
貌
各
相
殊
、
聖
人
之
辞
不
相
同
、
惟
具
徳
与
理
類
焉
、
在
乎
追

而
巳
　
」

(「
漢
史

揚
雄
伝
論
」
)
と
、
道

の
同

一
性

に
担
保

さ
れ
た
文
の
多
様
性
を
承
認

し
て

い
る
。

し
か
し
後

に
見

る
よ
う

に
、
柳
開

は
文
自
体

に

重
要
な
意
味
を
認

め
て
お

ら
ず
、
彼

に
と

っ
て
は
道

の
同

一
性

こ
そ
が
何
よ
り
も
肝
要

で
あ
り
、
他

の
要
素

に
は
無
関

心
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

同
様

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
主
張

と
し
て
、
「
答
減
丙
第
三
書
」

に
も

「
孟
与
揚
幕
、

…
…
従
子
孔
子
之
後
、
各
率
其
辞
、

各
成
其
書
、

以
佐
干

六
経
、
是

日
得
聖
人
之
道
也

」

と
あ

る
。

(
10
)

「
漢
史
揚

雄
伝
論
」

に
は
、
揚
雄

と
聖
人
を
同
等
祝
し

て
、

「
聖
人
登
異
干
子
雲
乎
、
経
籍

山豆
異
干

『
太
玄
』
『
法
言

』
乎
」
と
言

う
。

ま
た
、
孫
復

(九
九

二
～

一
〇
五
七
)

「信
道

掌
記
」

に
も
、

「吾

之
所

為
道
者
、
尭
舜
萬
湯
文
武
周

公
孔
子
之
道
也
、

孟
輌

荷
卿
揚
雄
王
通
韓
愈
之
道
也

」
と
同
様

の
言

い
方
が
見
え
る
。

(
H
)

「答

梁
拾

遺
改
名
書
」
も
ま
た
、
自
身

の

「
補
亡
先
生
伝
」
を
引

用
し
、
改
名

の
理
由

を
述

べ
る
。

(
12
)

附
言

す
る
な
ら
、
そ
の
際
、
韓
愈

に
代

わ

っ
て
ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ
さ
れ
る
の
が
王
通

で
あ
る
。
柳
開
が
新
た

に
み
ず
か
ら

つ
け
た
字
は

「
仲
塗
」

で
、

王
通
の
字

「
仲
滝
」
を
意
識
し

た
も

の
で
あ

る
。

後
夫
探
六
経
之
旨
、
已
而
有
包
括
揚
孟
之

心
、
楽
為
文
中

子
王
仲

滝
、

斉
其
述
作
、
遂
易
名
目

「
開
」
、
字

日

「
仲
塗
」
。
真
意
謂

将
開
古

聖
賢

之

道
干
時
也
、
将
開
今
人
之
耳
目
使
聡
且
明
也
、
必
欲
開
之
為
真
塗
　
。
使
古
今
由
干
吾
也
、
故
以

「
仲
塗
」
字
之
、
表
具
徳
焉
。

(「
補
亡
先
生
伝
」
)

そ
の
後
深
く
六
経

の
内
容

を
探

り
、

さ
ら
に
揚
雄

・
孟
朝

の
思

い
を
我
が
も

の
と
し
、
文
中
子
王
仲
滝

の
学
問

を
心
踊
ら
せ
て
お
さ
め
、
そ

の



著
述

に
並

び
た

い
も

の
だ
と
考

え
、

名
を

「
開
」
、
字

を

「
仲
塗
」
と
変
え

た
の
で
す
。

そ

の
意
図

は
今
と

い
う
時

に
お

い
て
古

の
聖
賢

の
道

を

開
き
、
今

の
人

々
の
耳
目

を
開
き
、

よ
く
聞

こ
え
よ
く
見
え
る
よ
う

に
し
、
私
柳
開
が
そ

の
た
あ

の
道
程

(塗
)
と

な
ら
ん
と
す

る
決
意

か
ら
で

す
。
古

と
今
と
が
私
を
介

し
て

つ
な
が
る
よ
う

に
し
た
い
と
考

え
た

こ
と
か
ら
、
「
中

を

つ
な
ぐ
道

」
と

い
う
意
味

の

「
仲
塗
」
を
字
と

し
て
、

先
達

の
徳

を
表
草

し
た
の

で
す
。

こ
の
柳
開

の
発
言

は
、
唐
末

か
ら
宋
代

に
か
け

て
王
通

『
文
中
子
』
が
再
評
価
さ
れ
る
文
脈
を
考
え
る
上

で
の

一
資
料

と
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
唐
木

に
お

い
て
王
通

を
顕
彰

し
た
皮

日
休
も
、
柳
開
と
同
じ
く
、
経
書

の

「
補
亡
」
を
企

て
て
い
る
。

(
13
)

柳
開

が
道

に
比

べ
て
文
を
軽
視

し
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
祝
尚
書

『
北
宋
古
文

運
動
発

展
史
』

(巴
窺
書
社
、

一
九
九
五
年
)

二
六

～
二

九
頁
、
顧
易
生

・
蒋

凡

・
劉
明
今

『
宋
金
元
文
学
批
評
史
』

(上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
六
年
)

二
四
～

二
八
頁

な
ど
を
参

照
。

(
14
)

後
年
柳

開
は
、
な
ぜ
昔
尊

ん
だ
韓
愈

を
今
は
顧
み
な

い
の
か
と

い
う
問

い
に
、
「
孟
荷
揚
韓

は
聖
人

の
学
徒

で
あ

り
、

孔
子

の
講
堂

に
の
ぼ
り
、
奥

室

に
入

ろ
う
と
す
れ
ば
、

必
ず
彼
ら
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。
四
人
す

べ
て
を
学

ぶ
こ
と

の
で
き
な
い
者

で
も
、

そ
の
う
ち
の

一
人
を

取
り
上
げ

て
進

ん
で
ゆ
け
ば
、

最
後
ま

で
到
達

で
き
る

で
し

ょ
う

(孟
荷
揚
韓
、
聖
人
之
徒
也
。
将
升
先
師
之
堂
、
入
乎
室
、
必
由
之
。
未
能
者

、
或

取

一
家

以
往
可

及
　
)
」

(
「
東
郊
野
夫
伝
」
)
と
答
え

て
い
る
。

(
15
)

以
下
、

王
再
構

の
文
章

の
引
用
は
、
『
全
宋
文
』
第
四
冊

(四
川
大
学
古
籍
整
理
研
究
所
編
、
巴
蜀
書
社
、

一
九
八
九
年
)

に
基

づ
く
。

(
16
)

「易
簡
」

の
尊
重

は
、
北
宋

初

の
古
文
家

に
お

け
る

『
易
』

の
受
容
と
何

ら
か
の
関
係

が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
朱

震

の

「
進
周
易
表
」

の
易
図
伝

授

に
は
道
士

で
あ
る
陳
博

の
ほ
か
、
古

文
家

の
名
前
が
あ
が
る
。
ま
た

そ
の
陳
博

に

つ
い
て
は
、
盛
唐

の
司
馬
承
禎

や
呉
萄

と
の
思
想
的

立
場

の
類
似

が
土
田
健
次
郎

に
よ

っ
て
指
摘

さ
れ

て
い
る
が

(『
道
学

の
形
成
』
、
創
文
社
、

二
〇

〇
二
年
、
二
九
頁
)
、
司
馬

承
禎
が
著
し
た
と
目
さ

れ
る

『
天
隠

子
』

に
は

「
易
簡
」
と
題

す
る
篇

が
あ
り
、

そ
こ
に

「
「
易
』
日
、
天
地
之
道
易
簡
」

と

い

っ
た
言
が

み
え
る
。

さ
ら

に
そ

の

「
天
地
之
道
易
簡

」
と

い
う
句

で
あ
る
が
、
文

章

に
お
け
る

「
文
」
よ
り
も

「
質
」
を
重

ん
じ
た
李
華

の

「質
文
論
」

の
冒
頭

に
も
用

い
ら
れ
る
。
李
華
は
、
唐
代
古
文
運
動

の
先
駆
者

の

一
人

に
位
置

づ
け
ら
れ
る
人
物

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
見

て
く

る
と
、

『
易
』
を
契
機
と
す

る
道
家

と
古
文
家
と

の
関
連
性

が
お

ぼ
ろ
げ

な
が
ら
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
が
、
今
は
、

こ
れ
以
上
考
察
す

る
用
意

が
な
い
。

(
17
)

「
奇
」
と

い
う
文
学

批
評
史

上

の
概
念

に

つ
い
て
は
、
川
合
康
三

「
奇

-

中
唐

に
お
け
る
文
学
言

語
の
規

範

の
逸
脱

1

」
(
『
終
南
山

の
変
容

-

中
唐
文

学
論
集
』
、
研
文
出

版
、

一
九
九
九
年
所
収
)

を
参
照
。
ま

た
韓
愈

の
文
章

論

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙

論

「
韓
愈
試
論

ー

破
壊

の
後

に
、
幽

霊

と
伴

に
」
第

三
章
お
よ
び
第
四
章
を
参
照
。

(
18
)

王
再

侮

の
思
想

を
網

羅
的

に
扱

っ
た

も
の
と
し

て
、
本

田
済

「
王
萬
侮

ー

宋

代
思
想
史

の

一
環

と
し

て
ー

」

(『
東

洋
思
想
研
究
』
、
創

文
社
、

北
宋

初
に
お
け
る
韓

愈

の
継
承

二
三



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
九
六
号

(二
〇
〇
五
・
九
)

二
四

一
九
八
七
年
所
収
)

が
あ

り
、

そ

こ
に
は

「
こ
の
よ
う

に
文
が
道

に
従
属
す

る
と

い
う
考

え
方

は
、

柳
開

に
も
明
瞭
に
存
在
し
、
彼
ら

に
続
く
、

い
わ

ゆ

る
古
文
家

に
通
有

す
る
。

さ
ら

に
後

の
道
学
者
、
広
く
言

っ
て
宋
人
全
体

の
文
章
観

と
も
な
る
も
の
で
あ
る
」

と
あ
る
。
本
稿
も
、
全
体
的
な
見
通

し
と
し
て
本

田
の
見
解
を
妥
当
な
も

の
と
考
え
る
。

(
19
)

「
毛
穎

伝
」

の
読
解

に
関
し

て
は
、
前
掲
拙
論

「
韓
愈
試
論

-

破
壊

の
後

に
、
幽
霊

と
伴

に
」
五
二
頁
～
六
〇
頁
を
参
照
。

(
20
)

智

円
は
、
哲
学
史

に
お

い
て
も
文
学
批
評
史

に
お
い

て
も
、
「
発
掘
」
さ

れ
た
重
要
人
物

で
あ

っ
た
。

哲
学
史

に

つ
い
て
は
、

漏
友
蘭

『
中
国
哲
学

史

』

に
お

い
て

一
節
が
立

て
ら
れ
、
陳
寅

恪
が
そ

の

「
審
査
報
告
」

に
お

い
て
智
円

の
位

置
が
持

つ
重
要
性
を
あ

ら
た
め

て
指
摘

し
て

い
る
。

こ
の

「
審
査

報
告
」

に
つ
い
て
は
、
土

田
健
次
郎

『
道
学

の
形
成
』

(前
掲

)
第

五
章
第

一
節
注

(
4
)

(五
〇
八
頁
)

で
触
れ

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
文
学
批

評
史

の
分
野

に
お

い
て
は
、
羅
根
沢

が

『
中
国
文
学
批
評
史

』
三

(
前
掲
)

で
ま
と
ま

っ
た
紙
幅
を
割

い
て
お
り
、
郭
紹
虞

が
そ
の
書

に
付

し
た
序
文

に
お

い
て
、
自
分

が
見
落
と
し

て
い
た
人
物

と
し

て
そ

の
名
を
挙

げ
て

い
る
。
以
下
、
智
円

の
文
章

の
引
用

は
、
『
卍
続

蔵
経
』
第

一
〇

一
冊

(新
文

豊
出
版
公

司
)
所
収

『
閑
居
編
』

に
基

づ
く
。
智

円
を
含
め
、

宋
代

に
お
け

る
仏
教
側

の
韓
愈
評

価
を
跡

づ
け
た
も

の
と

し
て
、

西
脇
常
記

「
宋
代

(九
六
〇
ー

一
二
七
九
)

に
お
け
る
仏
教

史
書
」

(
『中

国
思
想
史
研
究
』
第

二
二
号
、

一
九
九
九
年
)

が
あ

る
。

た
だ
、

そ
の
中

の

「
『古

文
』

と
排
仏

が
結
び

つ
か

な
い
宋
初
」

(六

七
頁
)

と

い
う
く
だ
り
は
、
柳
開

・
王
再
構
ら

の
存
在
を
考
慮

に
入

れ
な
い
も
の
で
、
留
保

が
必
要

で
あ
る
。

(
21
)

さ

ら
に
智

円
は
、

「述
韓
柳
詩

」

で
、
「
『
読
墨
子
』

に
て
韓
史
部
は
、
墨
家
と
儒
家

は
近

し
と
言

う
。

墨
家

は
兼
愛

唱
う
れ
ば
、
釈
氏
と
も
ま
た
相

近

し
。
墨
家

よ
け
れ
ば
釈
氏
も
よ
し
、
空
見
る
ご
と
く
明
ら
か
な
り

(吏
都
詰
墨

子
、
謂

墨
与
儒
隣
。
告

知
墨
兼
愛
、
此
釈
何
疎
親
。
許
墨
則
許
釈
、

明
若

仰
弩

受
)
」
と
詠

み
、
韓

愈

の
思
想
が
理
論
上

で
は
仏
教
を
許
容
す

る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す

る
。

ち
な
み

に
蘇
拭

は

「
韓
愈
論
」

に
お

い
て
、

同
じ
く
鮮

魚
の

「
読
墨
子
」
を
と
り
あ
げ
、
儒
家
を
墨
家
と
混
交

す
る
も
の
と
し
て
非
難

を
加

え

て
い
る
。

(
22
)

「
般
若
心
経
疏
序
」

に
も

「
究
極

の
道

に
は
名

が
な

い
が
、
名

で
な
け
れ
ば
道

を
語
り
よ

う
が

な
い
。

真

の
空

は
説
明
を
受

け

つ
け
な

い
が
、
説

明

し
な
け
れ
ば
空
を
知

り
よ
う
が
な

い

(夫
至
道
無

名
、

非
名
無
以
詮
其
道
。
真

空
無
説
、
非
説
無

以
識

真
空
)
」
と
あ

る
。

こ
の
箇
所

に
続
け

て
、
智

円
も
柳
開
と
同

じ
く
、

「
言
」
を

「
魚
兎
」

を
捕
ら
え
る

「
答
蹄
」

と
規

定
し

て
い
る
が
、

そ
れ
は

「
言
」

の
必
要
性

を
述

べ
る
た
め

で
あ

っ
て
、
文

が
道
に
従
属
す
る

こ
と
を
言
う
た

め
で
は
な
い
。

「
阿
弥
陀
経

疏
西
資
⑳
序

」

に
も
同
趣
旨

の
記
述
が
あ

る
。

(
23
)

「
評
銭
唐
郡
碑
文
」

で
、
白
居
易

の

「石
面

記
」

(
「
銭
店

棚
石
記
」
)
と

「
冷
泉
亭
記
」
と
を
比
較
し

て
、
道

の
面

か
ら
は
前
者

が
優

れ
、
文

の
面
か

ら
は
後
者
が
優
れ

る
こ
と
を
認

め
、
自

分
は
前
者

を
評
価
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
同
文
中

で
、
仏
教
理
解

の
点

で
す
ぐ
れ
た
元
積

の

「
石
経
記
」

(
「
永
福
寺
石
壁
法
華
経
記
」
)

よ
り
も
、
白

居
易

の

「
石
函
記
」

の
方
が

「
明
道
」
「
救
時
」
と

い
う
文

の
目
的

に
適

っ
て
い
る
と
し
、
儒
教
と
仏
教
と

で
優
劣
を

つ
け

な
い
姿
勢

を
示
し

て
い
る
。



(
24
)

玉
高
俗

に
関

し
て
述

べ
た
文

の
難
易

の
問
題

と
も
関
連
す

る
が
、
智
円

は

こ
と
ば

が

「
簡
」

で
あ

り

「
約

」
で
あ

る
こ
と

を
好

ん
で

い
る
。

「
仏
説

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

阿
弥
陀
経
疏
序

」

の

「
吾
愛

其
辞
簡
而

理
明
、
其
文
約
而
事

備
」
、
「
般
若

心
経
諮
謀
㊤
序
」

の

「
此
経
理

幽
辞

要
」
、
「
請
観

音
経
疏
演
義
妙
序

」

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
其
辞
簡
而
文
、
真

理
微
而
遠
」
、
「
新
印
還

源
観
後
序
」

の

「
是
政
其
辞

簡
而
華

、
真
義
玄
而
顕
」

な
ど
が
そ

の
例

で
あ

る
。

ま
た

こ
れ
ら

の
表
現
か

ら
想
起
さ
れ
る

の
は
、
「
貌
異
而

心
同
」

の
模
倣

を
説

く
も
の
と
し

て
本
稿

で
利
用
し
た

『
史
通
』

で
、
「
簡
要
」
な
表
現
が
よ
し
と
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
「
文
約
而
事

豊
」
、
「
省
字
約
文
、
事
溢

於
旬
外
」

(
い
ず
れ
も

「
叙
事
篇
」
)

な
ど
、
智

円
の
仏
典
評
価

の
こ
と
ば

と
完

全
に
内
容
を

一
に
し

て
い
る
。

さ
ら
に
、
智
円

の

「
淫
薬
玄
義
発

源
機
要
記
序
」

に
、
「
前

の
疑

い
」

を
開
き
、
「
後

の
滞

り
」

を
決
す
る

の
は
、
「
識
」
、

「学

」
、
「
才
」

の

三
者
が
必
要
だ
と
す

る
箇
所
が
あ

る
が
、

こ
れ
は
ま
さ

に

『
史

通
』
の
著

者
で
あ
る
劉
知
幾
の
有
名
な

「
史
才
三
長
講
」
、
「
史
才
」

に
必
要
な
三

つ
の

長
所
と

し
て

「才

」
、
「
学
」
、
「
識
」

を
挙
げ
る
議
論

(『
唐
会
要
』

巻
六
十
八
)

の
影
響

を
疑

わ
ず
に
は
お
れ
な

い
。
ま

た
、

同
時
期

に

『
史
通
』
を

と
り
あ
げ
た
人
物
と
し

て
、
孫
何

(九
六

一
～

一
〇
〇

四
)
が

い
る
。

彼
は

『
駁
史
通
』
十
余
篇
を
著
し
た
と
さ
れ
、

そ
の

「
序
」

の
み
が
今

日
に
伝

え

ら
れ

て
い
る
が
、
彼

に
は
ま

た

「白

蓮
社

記
」
が
あ

り
、

「散

銭
唐
白
蓮
社
主
碑
文
」

を
書

い
た
智

円
と
と
も

に
、
省
営

が

つ
く

っ
た
白
蓮
社
と
深

い
関
係
を
有

し

て
い
た

こ
と
が
知

ら
れ

る
。

以
上
、
『
史
通
』

と

「
古
文

運
動
」
と

の
関
連
を
示
唆

す
る
も

の
と
し

て
注
記
し

て
お
く
。

ち
な
み

に
、

白
蓮
社

は
、
祝
尚
書

の
研
究

に
拠

れ
ば
、
省
常

が
当
時

の
排
仏

の
風
潮

に
対
抗
す
る
た
め

に
開

い
た
宗
教
結
社

で
あ

る
と
同
時

に
、
詩
社

で
も

あ
り
、

古
文
運
動
と
も
密
接

な
関

わ
り
を
も

つ
団
体
で
、

排
仏
論
者

で
あ

っ
た
王
再
構
も
省
常

に
詩
を
送

っ
て
い
る

(
前
掲

『
北
宋
古
文
運
動
発
展
史
』

二
三

〇
頁
以
下

を
参
照
)
。

附
記

‥
本
稿

は
、

二
〇
〇

四
年
十

月
十

日
、
二
松
学
舎
大
学

で
開
催
さ
れ
た

日
本
中
国
学
会
第
五
十
六
回
大
会

・
第

一
部
会

(哲
学

・
思
想
)

に
お
け
る

口

頭
発
表

「
鮮
魚

の
継

承
」

を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

司
会

の
褒
谷
邦
夫
先
生
を
は
じ
あ
、
諸
先
生
方
か

ら
貴
重

な
御
助
言

を
賜

っ
た
こ
と
記
し
、

感
謝

の
意
を

と
ど
め
た
い
。

(
し
の

・
よ
し
の
ぶ

文
学
部
専

任
講
師

)

北
宋

初
に
お
け
る
韓
愈

の
継
承

二
五


