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七
四

」

京

房

の

六

十

律

-

兩
漢
經
學
の
展
開
と
律
暦
學

1

堀

池

信

夫

は

じ

め

に

前
漢
の
儒
教
經
學
に
お
い
て
は
、
五
經
を
中
心
と
す
る
人
倫
五
常
の
學
と
天
文

暦
法
の
學
と
は

一
つ
の
理
法
に
貫
か
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
自
然
科
學
と
人

文
科
學
と
は
總
合
の
學
と
し
て
の
經
學

に
統
合
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、

後
漢
の
經
學
で
は
、
主
と
し
て
名
物
訓
詁

の
文
獻
學
的
樣
相
が
濃
厚
に
な

っ
た
。

聖
人

(孔
子
)

の
爲
政
人
倫

へ
の
企
圖
を
正
し
く
把
握
せ
ん
が
た
め
の
方
法
論
と

し
て
文
獻
學
は
學
間
中
の
女
王
の
座
に

つ
い
た
の
で
あ

っ
た
。

前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
經
學
の
歴
史
は
、
天
人
の
學
か
ら
人
倫
の
學

へ
、

と
い
う
變
化
を
た
と

っ
た
と
い
え
る
た
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
變
化
は
い
か
な
る
原

因
に
よ

っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
た

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
の
原

因
は
實
は
前
漢
期
經
學

の
總
合
の
學
と
し
て
の
性
格
そ
れ
自
體
に
あ

っ
た
も

の
と

考
え
る
。

前
漢
期
經
學
は
そ
の
總
合
體
系

の
基
礎
と
し
て
天
文
暦
法
理
論
と
音
律

(吾
響

物
理
學
)
理
論
と
を
結
合
し
た

「律
暦
」
理
論
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
客
觀

的
合
理
的
な
總
合
體
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
律
暦
理
論

の
一
方
の
柱
で
あ
る
昔
律
理
論
が
さ
ら

に
精
密
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
お

よ
ん
で
、律
暦
理
論
に
は
重
大
な
缺
陷
が

ひ
そ
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
契
機
と
し
て
總
合
體
系
は
分
解

の
道
を
歩
み
は
し
め
る
。
そ
の
精

密
な
昔
律
理
論
研
究
こ
そ
、
前
漢
の
易
學
者
京
房
そ
の
人
の

「
六
十
律
」
音
響
理

論
で
あ

っ
た
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
考
え
の
大
略
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
六
十
律
理
論
の
形
成
を
中
心
と
し
て
、
律
暦
の
學
、
と

り
わ
け
昔
律
の
學
が
兩
漢
經
學
史
の
潮
流
に
お
い
て
は
た
し
た
意
義
と
役
割
と
を

究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一

音
響
理
論

の
基
礎
と
そ
の
歴
史
的
展
開

中
國
の
音
樂
吾
響
學
の
起
源
は
き
わ
め
て
古
い
。
お
そ
ら
く

『呂

氏

春

秋
』

「
古
樂
」
の
傳
説
は
そ
の
古
い
記
憶
を
傅
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
太
古
、
黄
帝
の
命
を
受
け
た
伶
倫
が
、
昔
樂
の
基
準
晋
と
な

る
黄
鐘

の
音
律
の
竹
管
を
バ
ク
ト
リ
ア
の
阮
険
山
北
麓
の
竹
林
か
ら

切

り

出

し

て
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
十
二
律
を
作
成
し
た
、
と
い
う
。

こ
こ
に
は
中
國
の
音
樂
晋
響
學
の
基
礎
理
論
と
も
い
う
べ
き
、
黄
鐘
か
ら
の
十

二
律
作
成
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
の
理
論

こ
そ
、
音
律
が
た
ん
な
る
科
學
技

術
に
と
ど
ま
ら
ず
、
思
想
史
と
も
密
接
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
展
開
す
る
に
あ
た

っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、
ま
ず
普
樂
音
響
學

に
關
聯
す

る
理
論

・
技



法
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
觀
念

の
變
遷
等

に
つ
い
て
簡
略
に
觸
れ
て
お
く
こ
と
に
す

る
。十

二
律
と
は
、
昔
樂
に
お
け
る

一
オ
ク
タ
ー
フ
の
十
二
牛
晋
の
こ
と
で
あ
る
。

ピ
ア
ノ
を
見
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
晋
樂
を
構
成
す
る
う
、兄

で
必
須
の
枠
組
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
中
國
で
は
古
く
か
ら

機
械
的
な
技
法
が
知
ら
れ
て
い
た
。
『
呂
氏
春
秋
』
「音
律
」
に
記
さ
れ

て
い
る
三

分
損
猛
法
が
そ
れ
で
あ
る
。

基
準
の
黄
鐘
の
律
管
を
三
寸
九
分
と
し
て

「
三
分
生
ず
る
所
、

こ
れ
を
盆
す
ご

ω

と

一
分
を
も

っ
て
上
生
す
。
・…

そ
の

一
分
を
去
り
て
も

っ
て
下
生
す
」
と
、
黄

鐘
の
三
分

の
二
の
律
管
を
作
り
、
次
に
そ
の
三
分

の
四
、
さ
ら
に
そ
の
三
分
の
二

と
、
交
互
に
増
減
を
く
り
返
し
て

「
黄
鐘
(
ト
)
は
林
鐘
(
ソ
)
を
生
じ
、
林
鐘
は
太

簇
(
レ
)
を
生
し
」
て
、
十

二
律
を
完
成
す
る
技
法
で
あ
る
。

こ
の
技
法
で
は
三
分
の
二
、
三
分
の
四
と
、
三
と
二
と
の
數
の
關
係
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
數
的
關
係
に
お
い
て
音
律
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

發
見
に
は
大
き
な
意
味
が
あ

っ
た
。
『
呂
氏
春
秋
』
「大
樂
」
は
そ
れ
を

「晋
樂
の

由
り
て
來
た
る
所
は
遠
し
。
度
量
に
生

し
、
太

一
に
本
つ
く
。
太

一
(基
杢
晋
11
黄

鐘
)
は
兩
儀

(天
地
旺
一
オ
ク
タ
ー
ブ
の
上
下
の
黄
鐘
)
を
出
し
、

兩
儀
は
陰
陽

(律

あ
る
し

呂
阻
一
オ
ク
タ
ー
ブ
間
の
十
二
律
)
を
出

す
。
陰
陽
變
化
し
て

一
は
上
り
、

一
は
下

偶

り
、
合
し
て
章

(メ
ロ
デ
ィ
ー
)
を
成
す
」
と
生
成
論
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
す
る
。

そ
の
思
想
は
さ
ら
に

「
日
月
星
辰
、
或
は
疾
く
或
は
徐
く
、
…
…
四
時
か
わ
る
か

お
こ

わ
る
興
り
て
或
は
暑
く
或
は
寒
く
、
…

・萬
物
出
つ
る
所
、
太

一
に
造
り
、
陰
陽

に
化
す
」
と
、
天
地
宇
宙
の
運
行
に
ま

で
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
昔

律
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
は

「
度
量
」
、

つ
ま
り
數
的
關
係
に
お
い
て
成
る
、

と

い
う
觀
念
の
萌
芽
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
觀
念
は
く
た

っ
て
漢
代
に
至
る
と
、
知
識
人
の
問
に
完
全
に
定
着
す
る
。

京

房

の

六

十

律

前
漢
最
大
の
思
想
家
董
仲
舒
の
語
る
衣
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

は
し

試
み
に
琴
瑟
を
調
え
て
こ
れ
を
錯
く
。
そ
の
宮
を
鼓
け
ば
す
な
わ
ち
他
の
宮

な
ら

應
し
、
そ
の
商
を
鼓
け
ば
他
の
商

應
す
。
五
音

は
比
び
て
お
の
ず
か
ら
鳴

る
。
瀞
右
る
に
あ
ら
ず
。
そ
の
數
の
然
る
な
り
。

(春
秋
繁
露
、
同
類
相
動
)

カ

も

ね

も

ヤ

も

も

も

も

も

も

共
鳴

現
象

は
瀞
妙
不
可
思
議
な
も

の
で
は
な
く
、
數
が
そ
う
な

っ
て
い
る
か
ら

、

㈲

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
言
律
に
と
ど
ま
ら
す
、
世
界
も
數
に
お

い
て
成
る
と
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば

「
天
數
三
」
と
い
う
觀
念
が
あ
る
。

あ
さ
ひ
る
ぜ
ん

何
を
か
天
の
大
經
と
い
う
。
三
起

に
し
て
日
を
成
し
、
三
日
に
し
て
規

(新

し
き

月
の
期
間
11
魄
)
を

な
し
、
三
旬

に
し
て
月
を
成
し
、
三
月
に
し
て
時
を
な

こ
く
も
つ

は
る
な

つ
あ
き

す
。

三
時

に
し
て

功

を
成
す
。
寒
暑
と
和
と
三
に
し
て
物
を
な
す
。
日

月
と
星
と
三
に
し
て
光
を
成
し
、
天
地
と
人
と
三
に
し
て
徳
を
な
す
。
こ
れ

に
よ
り
て
こ
れ
を
觀
れ
ば
、
三
に
し
て

一
を
成
す
は
天
の
大
經
な
り
。

(春
秋
繁
露
、
官
制
象
天
)

天
地
宇
宙
は
三
と
い
う
數
に
お
い
て
形
成
さ
れ
運
行
し
て
い
る
と

い
う

の
で
あ

る
。
彼
は
こ
の
他
に

「
天
數
四
」
「天
數
十
」
な
と
の
觀
念
に
よ
っ
て

(人
間
沚
會

を
含
め
て
)
世
界

は
數

に
お
い
て
こ
そ
成
る
と
解
釋
し
、
確
信
し
て
い
た
の
で
あ

鮒る
。こ

の
確
信
は
た
ん
に
董
仲
舒
ひ
と
り
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
當
時
の
知
識
人

た
ち
の
常
識
で
も
あ

っ
た
。
董
仲
舒
の
死
去
し
た
そ
の
年
の
太
初
元
年

(
一
〇
四

㏄
)
に
制
定
さ
れ
た
太
初
暦
は
こ
の
觀
念
の
上
に
成
立
す
る
重
要
な
成
果
で
あ

っ

た
。
そ

の
根
本
理
念
は
、
數
の
關
係
に
お
い
て
經
學
と
暦
法

・
度
量
衡
と
を
有
機

㈲

的
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
數
の
關

係

の
基
礎
と
し
て
操
用
さ
れ
た
も
の
か
、
三
と
二
と
の
關
係
、
す
な
わ
ち
十
二
律

作
成

の
數
理
的
關
係
で
あ

っ
た
。

太
初
暦
に
つ
い
て
の
こ
れ
以
上
の
議
論
は
後
節
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ

七
五



日
本
中
國
學
會
報

第
三
十

一
輯

で

『
呂
氏
春
秋
』
以
後
、
昔
律

の
三
と
二
と
の
數
理
關
係
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し

た
の
か
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
『史
記
』
「
律
書
」
の
場
合
、
そ
の
技

法
は

『
呂
角
春
秋
』
と
全
く
同
じ
三
分
損
盆
法
で
あ

っ
た
が
、
た
だ

一
ヶ
所
、
基

本
の
黄
鐘
の
律
管
の
長
さ
が
異
な

っ
た
。

『
呂
氏
春
秋
』

の
三
寸
九
分

の
説
は
、

圈

當
時
實
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も

の
を
計
測
し
た
も
の
ら
し
く
、
三
と
二
と
の
關

係
に
う
ま
く
適
合
し
な
い
が
、
『史
記
』
は
八
寸

一
分
と
し
て
、
九

の
二
乘

(三
の

四
乘
)
に
適
合
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に

『漢
書
』

「律
暦
志
」
(漢
士e

に
な
る
と
、

そ
れ
を
九
寸
と
し
て

一
層
簡
明
に
な
る
。
す
な
わ
ち

「
五
聲

の
本

は
黄

鐘

の
律

に
應
ず
。
九
寸
を
宮
と
な
し
て
、
あ
る
い
は
損
し
、
あ
る
い
は
盆
し
、
も

っ
て
商

角
徴
羽
を
求
む
。
九
六
相
い
生
ず
る
は
陰
陽
の
應
な
り
」
と
。
黄
鐘
を
九
寸
と
す

れ
ば
、
そ
の
三
分
の
二
の
林
鐘
は
六
寸
と
な
る
。
三
と
二
と
の
關
係
は
や
が
て
九

と
六
と
の
關
係
に
お
き
か
え
ら
れ

て

「
九
六
相
い
生
ず
る
」
も

の
と
な
る
。
九
六

と
は
も
と
よ
り

『
易
』
に
お
け
る
陽

の
數
と
陰
の
數
に
あ
た
る
。
昔
律
の
數
理
は

『
易
』
の
理

へ
の
合
致
と
い
う
方
向
で
合
理
化
か
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
三
と
二
、

つ
ま
り
九

六
關
係
の
、
昔
樂
理
論
に
お
い
て
も

つ
意

味
を
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
晋
樂
理
論
で
は
九
六
關
係
は
純
正
五
度
の
關

係
に
封
應
す
る
。
黄
鐘
九
を
ト
と
す
れ

は
、
林
鐘
六
は
ソ
に
あ
た
る
。
ト
と
ソ
と

㎝

の
膏
程
が
五
度
で
あ
る
。
純
正
五
度
は
、
ほ
と
ん
ど

一
つ
の
音
の
よ
う
に
協
和
し

て
響
く
、
も

っ
と
も
美
し
く
完
璧
な
晋
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
的
な
事
實
で
あ

り
、
普
遍
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
九
六
は
そ
れ
ゆ
え
に
一音
樂
一音
響
學
に
お
い
て

一
種
絶
樹
的
な
價
値
を
も

っ
て
い
る
と

い
え
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
九
六

(純
正
五
度
)

の
操
作
、
す
な
わ
ち
三
分
損
盆
法
を
推

し
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
十
二
囘
で
十
二

律
が
生
ま
れ
、

十
三
囘
め
に
は

(
一
ナ
ク
タ
ー
ブ
高
い
か
)
黄
鐘

の
音

に
囘
歸
す

る
、

つ
ま
り
十
二
律
は
循
環
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う

こ
と

で
あ

七

六

め
く

た
が

る
。
『
禮
記
』
「
禮
運
」
の

「
五
聲
六
律
十
二
管
は
還
り
て
相
い
に
宮
と
な
る
」
と

は
、

こ
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
條
に
付
せ
ら
れ
た
唐
代
の
注
釋

『正
義
』
は
い
っ

そ
う
わ
か
り
や
す
い
。

め
く

た
が

十
二
管
更
り
て
相
い
に
宮
と
な
る
と
は
、
黄
鐘
を
も

っ
て
始
め
と
な
し
、
そ

つ
ぶ
さ

の
宮
た
る
に
當
て
、
備
に
五
聲
有
ら
し
む
る
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
黄
鐘

は
林
鐘
を
下
生
し
、
林
鐘
は
太
簇
を
上
生
し
…
…
十
二
管
相
生
の
次
は
、
中

め
ぐ

呂
に
至
り
て
而
る
。

こ
の
よ
う
に
十
二
律
が
循
環
す
る
の
な
ら
、
H晋
律
の
世
界
は
そ
れ
自
體
で
圓
環

的
に
閉
し
て
完
結
し
た
完
璧
な
小
宇
宙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
暑
律
の
こ
の
完
璧

性
こ
そ
、
太
初
期
の
知
識
人
が
世
界
を
支
え
る
基
礎
と
し
て
九
六
の
數
値
關
係
を

採
用
し
た
、
も

っ
と
も
重
要
な
契
機
だ

っ
た
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

さ
て
、
以
上
の
概
述
の
あ
と
を
受
け
て
、
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
太
初
暦
を
は
し
め
と
す
る
兩
漢
の
暦
學
の
推
移
を
う
か
が
う
こ

と
か
ら
論
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

兩
漢
暦
法
の
推
移

↓

太
初
暦
か
ら
三
統
暦

へ

漢
朝
は
そ
の
創
始
よ
り
以
來
、
多
忙
に
ま
ぎ
れ
て
秦
暦
を
襲

っ
て
用
い
て
い
た

が
、
天
象
と
の
不

一
致
は
覆
え
ず
、
太
初
元
年

(
一
〇
四
㏄
)、
つ
い
に
新
暦
を
制

定
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
改
暦
を
促
進
し
た
思
想

的
根
底
に
は

「
王
者
、
姓
を

か

易
え
命
を
受
く
れ
ば
、
必
ず
始
初
を
愼
し
み
、
正
朔

を
改

め
、

服
色
を
易
う
」

(史
記
、
暦
書
)
と
い
う
受
命
改
制
の
思
想
が
あ

っ
た
。
二
十
數
人

の
專
門
家

に

も

も

も

も

よ
る
檢
討
を
經
て
、

「
法
、

一
月
の
日
は
二
十
九
日
八
十

一
分
日
の
四
十
三
」
(漢

志
)
と
、

分
母
の
數
値
か
ら
八
十

一
分
暦
と
よ
ば
れ
る
暦
の
基
本
定
數
が
決
定
し

た
。
し
か
し
こ
の
定
數
は
、實
際
に
は
表
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、秦
朝
の

一
年
を



も

ぬ

三
百
六
十
五
日
四
分
の
一
と
す
る
四
分
暦
の
數
値
よ
り
も
わ
ず
か
ば
か
り
不
精
確

㈹

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
決
定
は
改
悪
で
あ

っ
た
。
二
十
數
人
も
の
頭
腦
を

捫
一

印
86(弸29

肪30矗29
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暦分四

値行現

集
め
て
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
悪
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
も
と
よ
り
理
由
が
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
理
由
は
あ

っ
た
め
で
あ

サ

る
。

「そ

の
法
は
律
を
も

っ
て
暦
を
起
こ
す
」
(漢

-

志
)
と

い
う
の
が
そ
れ

で
あ

る
。

具

體
的

に
は

表

「
日
法

八
十

一
、
元
始
の
黄

鐘
初
九

の
自
乘

な

り
」
(漢
志
)
と
い
う
、
音
律
の
數
値
こ
そ
暦
の
數
値
を
導
く
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
は

「
初
九
」
と
い
い
、

ま
た
他
の
個
所
で
は

「
律
は
陰
陽
九
六
、

爻
象
の
よ
り
て
生
ず
る
所
」
(漢
志
)
と
い
う
ご
と
く
、
そ
の
數
値
は
『
易
』
に
根
據

を
も

つ
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
晋
響
物
理
の
完
璧
性
の
上
に

『
易
』
の
價
値

が
重
ね
ら
れ
る
。
こ
の
數
値
は
さ
ら
に

「度
と
は

・
:
黄
鐘
の
長
に
起
こ
る
。
・.・

ふ
え

お
も
さ

…
量
と
は
…
…
黄
鐘
の
龠
に
起
こ
る
。
…
…
權
と
は

:

黄
鐘
の
重
に
起
こ
る
」

(漢
士⑨

と
、
度
量
衡
と
も
結
合
し
て
、
さ
ら
に
包
括
的
な
、
數
を
基
準
と
し
た
世

鋤

界
解
釋
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

太
初
暦
の
こ
の
觀
念
は
、前
漢
末
、劉
敵
の
作

っ
た
三
統
暦
に
お
い
て
い
っ
そ
う

深
め
ら
れ
て
繼
承
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も

三
統
と
は
、
夏
殷
周
三
代
の
正
朔
で
あ
る

天
統
地
統
人
統
を
意
味
し
、
さ
ら
に

「
天
の
施

・
地
の
化

・
人
事
の
紀
」
(漢
志
)

と
、
天
地
人
三
才
を

つ
ら
ぬ
く
お
お
も
と
の
理
法
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
劉
獣

は
、
基
本
的
數
値
關
係
の
三
と
二
と
を

「
參
天

兩

地
」
(漢
志
)、

つ
ま
り
天
地
よ

り
得
た
絶
獨
的
數
値
と
意
味
づ
け
た
。
そ
し
て
彼
は
太
初
暦
で
は

『易
』
の
み
で

あ

っ
た
經
學
的
根
據
を
よ
り
多
く

の
經
典
に
擴
大
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

一
端
を

「傳
に
曰
く
、
元
は
善

の
長
な
り
、
共

に
三
徳
を
養
う
を
善
と
な
す
」
(漢
志
)
と

い
う
彼
の
こ
と
ば
を
例
と
し
て
分
析
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

京

房

の

六

十

律

こ
の
文
は

『春
秋
左
氏
傳
』
の
昭
公
十
二
年
の
條
そ
の
ま
ま

の
引

用

で
あ

る

か
、
こ
の
文
に
鞨
し
て
晉
代
の
注
釋
者
杜
預
は
、
「
三
徳
」
と
は

「
正
直

・
剛
克
・

柔
克
」
の
こ
と
で
あ
る
と
注
し
た
。

彼
は

『
爾
書
』
「洪
範
」
の

「
三
徳
、

一
に

曰
く
正
直
、
二
に
曰
く
剛
克
、
三
に
曰
く
柔
克
」
に
關
聯
あ
り
と
見
た
わ
け
で
あ

る
。
ま
た

「元
は
善
の
長
」
と
は

『易
』
「乾
、

文
言
」
の
文
で
あ
る
。

さ
ら
に

ま
た

コ
兀
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
董
仲
舒

の
儒
教
思
想
の
哲
學
的
基
礎
を
な
す

概
念
で
あ
る
。

わ
す
か

一
ヶ
所
の
み
の
例
だ
が
、
ま
る
で
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
よ
う
に
緻
密
な
經
學

の
綾
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
綾
は
世
界
の
數
的
解
釋
に
お
い

て
ひ
と
き
わ
冴
え
を
見
せ
る
。

經
は
元

一
を
も

っ
て
始
を
統
ぶ
、
易
の
太
極
の
首
な
り
。

春
秋

の
二
も
て
歳
に
目
す
、
易
の
兩
儀
の
中
な
り
。

春
に
お
い
て
毎
月
王
と
書
す
。
易
の
三
極
の
統
な
り
。
・

・

(漢
士e

す
な
わ
ち

『
易
』
と

『春
秋
』
と
に
も
と
つ
い
て
世
界
は
み
ご
と
に
數
的
に
構
成

惆

さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
必
要
な
要
素
を
加
え
て
三
統
暦
の
構
造
を
表
示
す
る
と

表
2
の
よ
う
に
な
る
。
經
學
は
天
文
暦
法
か
ら
度
量
衡
ま
で
を
包
攝
し
て
、
世
界

を
統
括
す
る
の
て
あ
る
。

　

　

ラ

　

易

緬

醸

霾

醵

鋪

陰

麟

陽

三

⊥
;
十

韻奏

七)-噸か

暦數

春
秋
元

翌

驫

㈱

蠶

↓
度
旦、衡

　表

劉
歡
は
太
初
暦
以
來

の
數
的
世
界
觀
を
承
け
て
、
こ
こ
に
壯
麗
な
る
宇
宙
の
理

法
と
し
て
文
字
通
り

「
天
人
」
を
つ
ら
ぬ
く
經
學
を
現
前
し
て
み
せ
た

の
で
あ

七
七



日
本
中
國
學
會
報

第
三
十

一
輯

る
。
こ
れ
は
確
か
に
當
代
の
人

々
の
目
を
う
ば
う
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
華
麗
な

成
果
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

「
推
法
密
要
な
り
」
(漢
志
)
と
の
讚
辭
を
捧

げ
た
の
は
、
劉
散
の
業
績
を
後
世
に
傳
え
る
役
を
に
な

っ
た
班
固
そ
の
人
で
あ

っ

た
。

⇒

四
分
暦
の
復
活

だ
が
班
固
の
賞
讚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
漢
期

の
三
統
暦
は
、
實
際
に
は
暦
と

し
て
の
缺
陷
を
露
呈
し
は
じ
め
て
い
た
。
天
象
と
の
不

一
致
が
め
だ
ち
は
し
め
た

の
で
あ
る
。
元
和
二
年

(八
五
佃
)
に
は

「
太
初
、

天
を
失
す
る
こ
と
ま
す
ま
す

遺
し
」
(續
漢
書
、
律
暦
志
(續
漢
志
))
と

い
う
状
態
に
お
ち
い
り
、
章
帝
は
つ
い
に

改
暦
を
決
意
、
民
間
の
讖
緯
家

の
間
に
繼
承
さ
れ
て
い
た
四
分
暦
が
ふ
た
た
ひ
官

働

暦
と
し
て
操
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
と
き
、
三
統
暦
の
經
學
的
意
味
に

關
し
て
の
否
定
的
な
意
見
は
何
ら
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
れ
よ
り
以
後
、
後

漢
の
天
文
家
た
ち
が
經
學
に
意
を
は
ら
わ
な
く
な
り
、
天
象
優
先
の
科
學
的
實
證

的
態
度
を
鮮
明
に
し
は
し
め
た
事
實
は
注
目
に
値
す
る
。

永
元
年
間

(
八
九
皿
～

一
〇
五
ゆ
)、

左
中
郎
將

の
賈

逵
が
暦
を
論
し
て
お
お

む
ね
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
ぺ
た
。

劉
歓
は
三
統
暦
に
よ

っ
て

『
春
秋
』
中
の
暦
象
記
事
二
十
四
事
を
巧
み
に
算
出

し
た
。

一
方
、
こ
の
た
び
採
用
し
た
四
分
暦
は
そ
の
う
ち
の
二
十
三
事
を
は
す
し

た
。
だ
が
暦
と
い
う
も

の
は
經
典
の
記
事
に
合
致
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な

い
。

現
實
に
合
致
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。

「
明
數
は
數
千
萬
歳
を

つ
ら
ぬ
く
べ
か
ら
ず
、
そ
の
間
に
必
ず
改
更
」
(續
漢
志
)
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、

「
太
初
暦
は
下
り
て
今
に
通
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。

…
…

一
家

の
暦
法
、

必
ず
三
百
年
の
間
に
在
り
。
ゆ
え
に
讖
文
に

『
三
百
年
、
斗
暦
、
憲
を
改
む
』
と

日
う
」
(績
漢
志
)
通
り
で
あ
る
、
と
。

賈
逵
の
態
度
は
明
ら
か
に
科
學
的
で
あ
る
が
、
圖
讖

へ
の
配
慮
が

一
方
に
お
い

七
八

て
彼
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
徹
底
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
天
文

家
た
ち
の
意
識
は
も
は
や
と
ど
ま
る
所
を
知
ら
な
い
。
羃

四
年

(
一
七
轟

)

に
お
け
る
蔡
菖
の
暦
論
で
は
圖
讖
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
圖
識
に
も
と
つ

い
て
改
暦
を
主
張
す
る
二
人
の
學
者
、
馮
光

・
陳
晃
に
反
論
し
て
次
の
よ
う
に
述

ぺ
る
。光

・
晃
の
暦
は

『考
靈
曜
』
を
も

っ
て
本
と
な
す
。
・:
・
今
の
渾
天
圖
儀
を

も

っ
て
天
文
を
檢
す
る
に
、
ま
た

『考
靈
曜
』
と
合
わ
ず
。
光

・
晃
、
ま
こ

と
に
よ
く
み
ず
か
ら
そ
の
術
に
依
り
て
さ
ら
に
望
儀
を
造
り
、
も

っ
て
天
度

を
追
わ
ば
、
遠
く
は
圖
書
に
驗
有
り
、
近
く
は
三
光
に
效
有

り

て

(値
説
的

か

天
文
家
の
)
甘

(公
)
・
石
(申
)
を
も
易
え
奪
う
べ
し
。

・

光

・
晃
に
難
問

す
る
に
、
た
だ
圖
讖
を
言
う
の
み
。
言
う
所
、
不
服
な
り
。

(續
漢
志
)

蔡
琶
の
語
る
所
は
完
全
に
科
學
的
で
あ
る
。
觀
測
儀
器
を
用
い
て
得
る
實
證
的
デ

ー
タ
こ
そ
が
眞
實
を
示
す
、
と
す
る
態
度
は
、
今
日
の
自
然
科
學
者
と
何
ら
異
な

る
所
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
三
統
暦

の
重
要
性
は
暦
と
し
て
の
意
義
と
と
も
に
、
天
地
人
を
つ

ら
ぬ
く
整
然
た
る
經
學
的
意
義
に
存
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

後
漢
の
天
文
家
た
ち
が
右
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
經
學
に
意
を
拂
わ
な
く
な
る
に
つ

い
て
、
具
體
的

に
こ
れ
だ
、
と
指
摘
で
き
る
よ
う
な
契
機
は
、

い
っ
た
い
何
で
あ

っ
た
の
か
。

三
統
(太
初
)暦
の
數
値
は
た
し
か
に
四
分
暦

よ
り
も
劣

っ
て
い
た
。
し
か
し
、

ト
レ
じ
ス

そ
れ
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
て

「
太
初

の
晦

朔
弦
望
を
復
覆
す
る

に
、
み
な
最
も
密
、
日
月
は
合
璧
の
ご
と
く
、
五
星
は
連
珠
の
ご
と
し
」
(漢
志
)

と
い
う
讚
辭
を
塁
さ
れ
た
ほ
ど
の
精
密
さ
は
そ
な
え
て
い
た
。
經
學
的
價
値
を
優

先
す
る
つ
も
り
な
ら
、
修
正
し
て
用
い
れ
ば
十
分
有
效
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
、
右
に
後
漢
の
科
學
的
天
文
家
と
し
て
述
べ
た
人

々
の
實
態
を
う
か
が
う



働

に
、
買
逵

・
蔡
菖
と
い
え
ば
古
文
學
者

と
し
て
も
著
名
な
人
物
で
あ

っ
て
、
彼
ら

と
て
も
經
學
的
統

一
解
釋
そ
れ
自
體
を
積
極
的
に
否
定
す
る
必
然
性
は
な
い
。

こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
後
漢

の
天
文
家
た
ち
が
科
學
的
方
向
に
邁
進
す
る
に
あ

た

っ
て
は
、
天
象
と
の
不

一
致
は
そ
の
重
要
な
契
機
で
は
あ

っ
た
が
、
經
學
を
切

り
捨
て
る
に
つ
い
て
の
十
分
な
説
明
理
由
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
て
み
れ
ば
、
そ
の
契
機
た
る
も
の
は
結
局
何
て
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

は
そ
れ
を
晋
律
の
問
題
に
あ

っ
た
と
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
音
律
が

そ
の
契
機
た
り
う
る
の
か
。
次
節
で
檢
討
す
る
の
は
こ
の
問
題
て
あ
る
。

三

京
房
の
六
十
律

本
節
の
課
題
は
、
な
ぜ
に
經
學
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
て
あ

っ

た
。
こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
劉
歡
が
三
統
暦
を

作
製
し
た
元
始
年
間
か
ら
約
五
十
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
り
、
前
漢
元
帝

の
治
下
、
郎

中
の
職
に
あ

っ
た
京
房
と
い
う
人
物
の
登
場
を
わ
ず
ら
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

そ
の
當
時
、
彼
は
樂
律
に
詳
し
い
と

の
理
由
て
、
樂
府
に
召
さ
れ
、
そ
の
知
識

に
つ
い
て
試
問
を
受
け
て
い
る
。
彼
は
試
問
に
答
え
て
こ
の
よ
う
に
言

っ
た
と
い

う
。

六
十
律
相
生
の
法
、
上
を
も

っ
て
下
を
生
ず
る
は
、
み
な
三
に
二
を
生
じ
、

国

下
を
も

っ
て
上
を
生
ず
る
は
、
み
な
三
に
四
を
生
ず
。
陽
、
陰
を
下
生
し
、

陰
、
陽
を
上
生
し
、
中
呂
に
絡
り

て
十
二
律
畢

る
。
中
呂
、

執
始

を
上
生

し
、
執
始
、
去
滅
を
下
生
す
。
上
下
相
い
生
じ
て
南
事
に
絡
り
て
六
十
律
畢

る
。

(績
漢
志
)

こ
の
技
法
自
體
は
三
分
損
盆
法
で
あ

っ
て
、
十
二
律
と
ま
っ
た
く
同
じ
く
、
十
二

囘
目
の
操
作

の
中
呂
で
十
二
律
が
完
成
す
る
。
だ
が
大
切
な
點
は
、
そ
の
次
の
十

京

房

の

六

十

律

三
囘
目
で
あ
る
。
十
三
囘
目
に
中
呂
は
黄
鐘
に
復
歸
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

實
は
京
房

の
こ
の
囘
答
の
中
に
筆
者
の
提
議
し
た
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

言
樂
に
お
い
て

一
オ
ク
タ
ー
ブ
を
作
る
の
に
は
、
振
動
體
、

つ
ま
り
弦
な
り
管

な
り
を
二
等
分
す
れ
ば
よ
い
。
あ
る
黄
鐘
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
黄
鐘
は
、
振
動

體
か
牛
分
な

の
で
あ
る
。
基
準
の
黄
鐘
の
管
を
九
と
す
る
な
ら
ば
、

一
オ
ク
タ
ー

フ
の
黄
鐘
は
四

・
五
で
あ
る
。
て
は
三
分
損
盆
法
を
十
三
囘
く
り
返
し
た
時
、
十

三
番
目
の
管
の
長
さ
は
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
四

・
四
三
九
四
ゴ
=

…
…
と
な
り
、
四

・
五
よ
り
や
や
短
い
。
管
が
短
か
け
れ
ば
發
す
る
音
は
そ
れ
だ

け
高
い
。
な
ら
ば
十
三
番
目
の
晋
は
正
し
い
一
オ
ク
タ
ー
フ
の
黄
鐘
よ
り
は
高

い

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
で
は
ど
れ
く
ら
い
高
い
の
か
と
い
う
と
、
我

々
が
ふ
つ
う

㈲

ピ
ア
ノ
で
聞
く
夲
均
律
牛
音
の
お
よ
そ
五
分
の

一

(二
三

・
四
九
五
四
セ
ン
ト
)

ほ
ど
高
い
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
わ
す
か
だ
が
、
才
能
あ
る
訓
練
さ
れ
た
耳
な
ら

ば
聽
き
わ
け
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
才
能
の
な
い
耳

の
持
主
に
は
い
う
ま
で
も
な

く
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
微
妙
な
差
異
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
れ
に
よ

っ
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
實
際
に
は
三

も

も

も

も

で

分
損
盆
法

で
は
十
二
律
は
循
環
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
循
環
す
る
と

考
え
る
の
は
、
粗
雜
に
も
微
妙
な
音
程
差
を
無
靦
し
て
、
近
似
値
を
採
用
し
て
い

た
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

京
房
は
ま
さ
に
こ
の
事
實
に
氣
つ
い
た
の
で
あ

っ
た
。
十
三
番
目
の
音
は
黄
鐘

に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
あ
ら
た
に

「
執
始
」
と
い
う
音
名

が
あ

た
え
ら
れ

た
。
そ
し
て
以
下
、

つ
づ
け
て
三
分
損
盆
が
く
り
返
さ
れ
て
六
十
囘
目
に
六
十
番

⑳

目
の
一晋
律

「
南
事
」
が
生
ま
れ
、
六
十
律
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

六
十
律
の
う
ち
で
黄
鐘
に
も

っ
と
も
接
近
す
る
音
は

「
色
育
」
で
あ
る
。
そ
の

間
の
曾
程
差
は
罕
均
律
牛
音
の
五
十
分
の
二

(三

・
六
セ
ン
ト
)、

も
は
や
ふ
つ

七
九
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第

三
十

一
輯

う
の
耳
で
は
そ
の
ち
が
い
は
聽
き
わ
け
不
可
能
と
い

っ
て
よ
い
。
六
十
律
を
作
る

の
に
、
こ
れ
ほ
ど
微
妙
な
音
程
で
は
、
律
管
を
作

っ
て
精
確
な
數
値
を
實
測
す
る

こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
事
實
、
京
房
は
色
育
の
律
管
に

「
八
寸
九
分
小

も

ね

分
八
分
微
強
」
(續
漢
志
)
と
い
う
か
な

り
漠
然
と
し
た
數
値
し
か
あ
た
え
て
い
な

い
。
彼
は
そ
こ
で
よ
り
精
密
に
數
値
を
測
定
す
る
た
め
に
、
瑟
に
似
た

「
準
」
な

る
器
具
を
作
る
ア
イ
デ

ィ
ア
を
提
出
し
た
。

も

竹
聲
は
も

っ
て
調
を
度
る
べ
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
準
を
作
り
て
も

っ
て
數
を
定

こ
と
し

む
。
準
の
状
は
瑟
の
ご
と
し
。
長

さ
は
丈
に
し
て
十
三
弦
、
隱

間
は
九
尺
、

も

っ
て
黄
鐘
の
律
九
寸
に
應
ず
。
中
央
の

一
弦
の
下
に
分
寸
を
畫
す
る
有
り

ピ
ッ

チ

て
、
も

っ
て
六
十
律
清
濁
の
節
と
な
す
。

(績
漢
志
)

こ
の
ア
イ
テ
ィ
ア
は
京
房
の
天
才
ぶ
り
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
は
次
の
二
點
に
お

い
て
畫
期
的
な
意
義
を
有
す
る
。
第

一
は
、
こ
の
新
考
案
の
晋
響
測
定
器
は
律
管

の
持

つ
昔
響
物
理
學
的
に
決
定
的
な
弱
點
を
カ

バ
ー
て
き
る
こ
と
て
あ

っ
た
。
そ

の
弱
點
と
い
う
の
は
管

口
補
整
と
よ
ば
れ
る
現
象
で
、
唇
か
ら
管

へ
空
氣
を
吹
き

入
れ
る
際
、
吹
き
込
む
壓
力
に
よ

っ
て
管
内
の
空
氣
の
振
動
が
、
見
か
け
上
、
や

や
管
が
伸
び
た
の
と
同
し
效
果
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
に
よ

も

も

る
と
管
長
の
實
際
か
ら
作
ら
れ
る
は
ず

の
晋
よ
り
も
や
や
低
い
晋
が
作
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に

一
定
の
昔
程
に
つ
い
て
は
理
論
値
よ
り
も
短
い
管
を
用
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
や

っ
か
い
な
こ
と

に
、
そ
の
誤
差
に
は
管
の
長
さ

・
直
徑

・

肉
厚

・
材
質
な
と
、
多
數

の
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
關
與
す
る
た
め
、
現
代
に

至

っ
て
も
な
お
決
定
的
な
方
程
式
が
作
ら
れ
て
は
い
な
い
ほ
ど
な
の
て
あ
る
。
準

に
よ
り
こ
の
難
問
が
解
決
す
る
の
で
あ

る
。

第
二
は
、
九
寸
の
管
に
鞠
し
て
九
尺
の
弦
を
用
い
た
た
め
、
目
盛
り
が
十
倍
に

な
り
、
長
さ
の
精
密
値
が
い

っ
そ
う
簡
便
に
測
定
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
單
純
な
ア
イ
テ
ィ
ア
で
あ
る
が
大
變
な
利
點
が
そ
こ
に

八
○

あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
ふ
つ
う
の
耳
で
は
聽
き
わ
け
不
可
能
の
晋
程
に
つ
い
て
述
べ
た
。

そ
れ
ほ
ど
微
妙
な
音
程
を
、
京
房
は
と
の
よ
う
に
し
て
作

っ
た
の
か
。
單
純
に
考

え
る
と
實
に
困
難
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ

一
つ
可
能
な
方
法
が
あ
り
、
彼

が
そ
の
方
法
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
そ
の
根
據
は
『續
漢
志
』

に
記
さ
れ
て
い
る
六
十
律
の
テ
ー
タ
の
書
式
に
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
色
育
を
例
と

し
て
示
す
と
次

の
よ
う
て
あ
る
。

色
育
、
十
七
萬
六
千
七
百
七
十
六
。
謙
待
を
下
生
す
。
色
育
を
宮
と
爲
さ
ば

未
知
は
商
、
謙
待
は
徴
な
り
。
…
:

こ
の
中
の
十
七
萬
云
々
は
、
色
育
の

"數
"、

黄
鐘
を
十
七
萬
七
千

一
百
四
十
七

と
し
た
時
の
色
育
の
管
長

の
相
麹
的
數
値
で
あ
る
。
黄
鐘
を
こ
の
數
値
に
す
る
の

は
、
三
分
損
盆
法
の
十
二
律
の
數
値
を
す
べ
て
整
數
で
示
し
う
る
か
ら
で
、
ま
た

こ
れ
だ
け
大
き
な
數
値
を
用
い
れ
は
六
十
律
に
擴
張
し
た
時
に
も
誤
差
の
數
値
を

比
較
的
小
さ
く
表
示
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
色
育
は
六
十
律

て
は
五
十
四
番
目
の
晋
に
あ
た
り
、
謙
待
は
五
十
五
番

目
、
未
知

は
五
十
六
番
目
で
あ
る
。
色
育
を
宮
(ト
)
と
す
れ
は
謙
待
は
純
正
五
度

高

い
徴
(
ソ
)、
未
知
は
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
純
正
五
度
高
い
が
、

一
オ
ク
タ
ー
ブ
下

げ
る
と
謙
待
よ
り
も
純
正
四
度
低
い
商
(
レ
)
と
な
る
。

こ
こ
ま
で
述
ぺ
れ
ば
明
白
な
よ
う
に
、
京
房
は
純
正
五
度
と
オ
ク
タ
ー
フ
の
操

作
を
順
次
く
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
微
妙
な
晋
程
を
作
り
、
そ
の
弦
長

の
測
定
に
成
功
し
た
の
て
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
よ
い
耳
を
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
、

黄
鐘
と
色
育
と
の
晋
程
差
を
い
き
な
り
作
成
す
る
の
は
無
理
と

い
う
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
黄
鐘
か
ら
純
正
五
度
を
五
十
四
囘
く
り
返
せ
ば
色
育
は
わ
り
あ
い
容

易
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
確
な
純
正
五
度
を
二
本
の
弦
を
使

っ
て
作
る
の
は

簡
單
な
こ
と
で
、

ハ
イ
オ
リ
ソ
系
統
の
弦
樂
器
の
基
礎
を
修
得
し
た
者
な
ら
、
五



歳

の
幼
兒
で
も
現
實
に
や

っ
て
い
る
。
あ
と
は
五
十
四
囘
そ
れ
を
く
り
返
す
と
い

う
根
氣
の
問
題
が
殘
る
だ
け
で
あ
る
。

京
房
は
そ
の
よ
う
に
行

っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
京
房
が
準
を
用
い
て
六
十
律

を
作
り
、
弦
長
を
實
測
し
た
こ
と
は
次

の
事
實
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
彼
は
六
十

律
の
各
音
に
…對
し
て
、
律
管

(黄
鐘
九
寸
)
と
準

(黄
鐘
九
尺
)
と
の
數
値

を
そ
れ

ぞ
れ
記
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

色
育

・
・
律
、
八
寸
九
分
小
分
八
分
微
強
。
準
、
八
尺
九
寸
萬
五
千
九
百
七

十
三
。

と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
筆
者
の
計
算
で
は
律
よ
り
も
準
の
方
が

育色

1
弸8

1
98&

靭89
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律

準
　表

い
の
は
、
彼
が
準
の
弦
長
を
實
測
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
誤
差
が
出
た
の
で
あ
る
。

く
、
む
し
ろ
か
な
り
よ
い
數
値
と
い
え

る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

は
全
體
と
し
て
、
京
房
が
き
わ
め
て
精
密
な
科
學
的
實
驗
家
で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
『
續
漢
志
』
は
、
準
の
誤
差
を
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て

管
を
截
り
て
律
を
爲
り
、
吹
き
て
も

っ
て
聲
を
考
う
。
…
…
術
家

(京
房
)
は

そ
の
聲
微
に
し
て
體
知
り
難
く
、
そ
の
分
數
不
明
な
る
を
も

っ
て
の
ゆ
え

に
、
準
を
作
り
て
も

っ
て
こ
れ
に
代
う
。
準
の
聲
、
明
暢
に
し
て
逹
し
易
き

誤
差
が
大
き
い

(表
3
)。

つ
ま
り
律
の
方
が
理
論

値
に
近
い
。
だ
が
、
律
管
を
實
際
に
使
用
し
て
測
定

す
る
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
管
口
補
整

の
障
害
が

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
理
論
に
近
い
値
が
出
る
は
ず

が
な
い
。
と
す
れ
ば
、

「律
」

と
し
て
示
さ
れ
た
デ

:
タ
は
實
測
値
で
は
な
く
て
計
算
値
と
考
え
る
べ
き

も
の
で
あ

る
。

一
方
、
準
の
デ
ー
タ
の
誤
差
が
大
き

實
驗
し
た
か
ら
こ

だ
が
そ
の
誤
差
も
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な

こ
れ
ら
の
こ
と

京

房

の

六

十

律

も
、
分
寸
は
叉
粗
な
り
。
然
ら
ば
弦
は
緩
急
を
も

っ
て
清
濁
す
れ
ば
、
管
に

あ
ら
さ
れ
ば
も

っ
て
正
し
き
こ
と
無
き
な
り
。

と
述
べ
る
。
微
小
な
誤
差
に
も
十
分
注
意
を
拂

い
、
合
理
的
解
釋
を

つ
ら
ぬ
こ
う

と
す
る
點
に

『
續
漢
志
』

の
科
學
的
態
度
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ

の
根
據
を
弦
の
特
性
で
あ
る
張
り
具
合
の
強
弱

(緩
急
)
に
求
め
た
こ
と

の
當

否

は
、
も
は
や
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
に
よ

っ
て
律
管
の
方
を
重
硯
す
る
こ
と
を

張
調
す
る
點
は
、
科
學
的
實
踐
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
京
房
よ
り
も

一
歩
後
退
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

四

天
人

の
學
か
ら
人
倫

の
學

へ

京
房
の
六
十
律
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な

っ
た
こ
と
が
ら
の
う
ち
て
、
我

々
に
と

っ
て
も

っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
十
二
律
の
非
循
環
、

つ
ま
り
三
分
損
盆
法
で
は

循
環
不
可
能
と
い
う
こ
と
て
あ

っ
た
。
つ
ま
り
晋
律
の
世
界
は
閉
し
て
完
結
し
た

も
の
で
は
な
い
、
九
六
は
完
全
な
技
術
で
は
な
く
世
界
の
數
的
把
握
の
基
礎
た
り

え
な
い
、
三
統
暦
の
根
本
觀
念

「
律
が
暦
を
お
こ
す
」

の
は
ま
ち
が
い
で
、
事
實

は

"
暦
は
律
か
ら
は
お
こ
ら
な
い
"、

經
學
を
核
と
す
る
、

數
に
よ
る
暦
法
度
量

衡
な
ど
を
含
む
統

一
的
世
界
な
ど
と
い
う
も
の
は

一
つ
の
假
象
に
す
ぎ
な
い
、
こ

う
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
天
人
を
つ
ら
ぬ
く
三
統
暦
的
思
惟
は
か
く
し
て
決
定
的

な
打
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

後
漢
の
天
文
家
た
ち
が
經
學
の
呪
縛
を
斷
ち
切
り
、
純
粹
に
科
學
的
方
向

へ
邁

進
し
え
た
契
機
が
音
律
に
あ
る
の
は
、
ま
ず
天
文
暦
法
と
音
律
と
の
乖
離
を
象
徴

し
て
い
る

『續
漢
志
』
の
體
裁
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
績
漢
志
』
す
な
わ
ち

『續
漢
書
』

「律
暦
志
」

は
、
上
中
下
の
三
部
分
に
わ

か
れ
、
上
は
も

っ
ぱ
ら
音
律
に
つ
い
て
、
中
下
は
も

っ
ぱ
ら
暦
に
つ
い
て
の
記
録

て
あ
る
。
律
と
暦
と
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
個
の
記
録
を

「律
暦
志
」
と

八

一
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い
う
名
の
も
と
に
全
く
機
械
的
に
た
ん
に
よ
せ
集
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
體
裁

が
ど
れ
ほ
ど
特
徴
的
で
あ
る
か
は

『
漢
書
』

「
律
暦
志
」

を
ひ
も
と
い
て
そ
れ
と

比
較
す
れ
ば
た
だ
ち
に
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

『
漢
志
』

で
は
律
と
暦
と
が

有
機
的
に
結
合
し
、
い
わ
ば
律
と
暦
と
が
渾
然

一
體
と
な
っ
て

「
律
暦
志
」
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
れ
が
律
暦

一
體
の
世
界
觀
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
『續
漢
志
』

は
明
ら
か
に
律
暦
乖
離
の
世
界
觀
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ

う
。そ

の

『
績
漢
志
』
の
成
立
の
經
緯
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
う
か
が

っ
て
み
よ

う
。
『晉
書
』
「
律
暦
志
」
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

光
和
中

(
一
七
八
～

一
八
三
)
に
お
よ
ん
で
、
す
な
わ
ち
劉
拱

・
蔡
菖
に
命
じ

て
共
に
律
暦
を
修
め
し
む
。
そ
の
後
司
馬
彪
こ
れ
に
因
り
て
も

っ
て
班
史
を

繼
ぐ
。

『後
漢
書
』
「蔡
菖
傳
」
に
よ
る
と
、
彼

は
右
の
下
命
の
の
ち
、
政
變
で
朔

方

に

流
さ
れ
る
が
執
筆
は
績
け
、
流
謫
中
に

『漢
書
』
の

「志
」
の
部
分
を
書
き
繼
い

だ

『漢
書
十
意
』
を
完
成
し
て
い
る
。
晉
の
司
馬
彪
は
蔡
菖
の
そ
れ
を
下
敷
き
に

し
て

『續
漢
志
』
を
編
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
律
と
暦
と
の
乖
離
を
、
ほ

か
な
ら
ぬ
後
漢
期
の
蔡
菖
が
十
分
自
覺
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
後
漢
期

の
知
識
人
の
中
に
は
、
暦
法
が
經
學
か
ら
脱
却
す
る
に
は
、
音
律
の
影
響
が
大
き

か
っ
た
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
た
者
が
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間

の
事
情
を
、
具
體
的
に
叙
述
す
る
の
が
、

『宋
書
』
「
律
暦
志
」
の
次
の
文
で
あ
る
。

『漢
志
』
に
云
う
…
…
中
呂
ま
た
黄
鐘
を
上
生
す
。
然
る
の
ち
に
五
聲
六
律

め
く

た
が

十

二
管

、

還

り

て
相

い
に

宮

と

爲

る

。

:

・
こ
れ

そ

の
大

略

な

り

。

:
…

京

や

房
こ
の
意
を
思
わ
ず
、
十
二
律
に
比
し
て
微
や
増
す
所
有
り
て
ま
さ
に
引
き

て
こ
れ
を
伸
ば
し
、
中
呂
、
執
始

を
上
生
す
。

・

・南
事
に
至
り
て
六
十
律

を
爲
す
も
、

つ
い
に
ま
た
合
せ
ず
、
い
よ
い
よ
そ
の
疏
を
盆
す
。
班
氏

(固
)

八
二

の
志
る
す
所
、

い
ま
だ
律
呂
の
本
源
に
逋
ず
る
あ
た
わ
ず
。
…
…
か
く
の
ご

と
き
の
屬
は
む
な
し
く
そ
の
文
を
煩
に
し
て
辭
費
を
つ
く
る
な
り
。
ま
た
九

六
を
推
し
て
劉
歇
三
統
の
數
に
符
せ
ん
と
欲
し
て
、
類
に
あ
ら
ざ
る
に
假
託

し
て
も

っ
て
そ
の
親
を
飾
る
。
み
な
孟
堅
(班
固
)
の
妄
な
り
。
蔡
菖
、
朔
方

よ
り
上
書
し
て
云
わ
く
、

『前
漢
志
』

は
た
だ
十
二
律
を
載
す
る
の
み
に
し

飼

て
六
十
に
及
ば
ず
、
と
。
六

(十
)
律

の
尺
寸
の
相
生
は
、
司
馬
彪
み
な
す
で

に
こ
れ
を
志
る
せ
り
。

『
宋
志
』
の
こ
の
記
述
か
ら
し
て
も
、
三
統
思
想
の
崩
壌
は
、
六
十
律
の
意
義
が

廣
く
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
し
た
、
と
斷
言
し
て
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
漢
か
ら
六
朝
期
に
か
け
て
の
天
交
暦
法
の
展
開
を
承
け
る
位
置
に
あ
る

『
唐
書
』

「暦
志
」

に
至

っ
て
は
、
も
は
や
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
次
の
よ
う
に

結
論
す
る
。

漢
、
暦
を
造
る
に
至
り
て
八
十

一
分
を
も

っ
て
統
母
と
な
す
が
ご
と
き
は
、

そ
の
數
、
黄
鐘

の
龠
に
起
こ
れ
ば
な
り
。
け
た
し
そ
の
法
、

一
に
律
に
本
つ

く
な
り
。
そ
の
後
劉
敵
ま
た
春
秋
易
象
を
も

っ
て
そ

の
數
に
推
合
す
る
は
、

け
だ
し
傅
會
の
詭
な
り
。

か
く
し
て
自
然
科
學
に
邁
進
す
る
こ
と
に
な

っ
た
天
文
家
た
ち
は
、そ
れ
で
は
、

總
合
體
系
か
ら
暦
法
を
失

っ
た
經
學
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
意
見
を
も

っ
て
い

た
の
て
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
も
や
蔡
菖
に
登
場
を
ね
が
い
、
檢
討

を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

天
文
暦
法
の
側
面
に
お
け
る
三
統
的
思
惟
に
つ
い
て
、
蔡
菖
が
こ
れ
を
完
全
に

無
観
し
た
の
は
、
け
だ
し
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

問
う
者
曰
く

「
す
で
に
古
文
を
用
う
る
に
、
麻
數
に
お
い
て
三
統
を
用
い
ず

し
て
四
分
を
用
う
る
は
何
そ
や
。
」

(答
え
て
)
曰
く

「月
令
に
用
う
る
所
、
こ
れ
を
麻
象
に
參
ず
。

一
家
の
事
を



世
に
傳
う
る
に
あ
ら
ず
。
求
曉
す
る
學
者
、
よ
ろ
し
く
當
時
に
施
行
す
る
所

の
そ
の
密
近
な
る
者
を
も

っ
て
す
べ
し
。
三
統
は
す
で
に
疏
闊
廢
弛
な
る
が

ゆ
え
に
用
い
ず
。」

(蔡
菖
、
月
令
問
答
)

と
い
う
。
し
か
し
そ
の

一
方
、
彼
は
純
粹
に
經
學
的
な
議
論
に
お
い
て
は
、
決
し

て
三
統
思
想
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

太
廟
の
明
堂
、
方
三
十
六
丈
、
逋
天
の
屋
、
徑
九
丈
、
陰
陽

九
六

の
變
な

り
・
圜
蓋
方
載
・
六
九
の
道
な
蚰
・
…

壷

天
の
屋
・
高
八
+

一
尺

蠡

九
九
の
實
な
り
。
二
十
八
柱
、
四
方
に
列
す
る
は
、
ま
た
七
宿
の
象
な
り
。

堂
、
高
三
尺
、
も

っ
て
三
統
に
應
ず
。

(蔡
菖
、
明
堂
論
)

と
い
う
。
明
ら
か
に
彼
は
状
況
に
應
じ

て
使
い
わ
け
て
い
る
。
天
文
暦
法
と
經
學

的
價
値
と
は
全
く
別
個
の
範
疇
に
屬
す
る
も
の
で
、

『明
堂
論
』

で
の
天
に
つ
い

て
の
議
論
は
、
い
わ
ば
イ
テ
ー
と
し
て
の
天
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
現
實
の

天
と
は
何

の
關
り
も
な
い
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
漢
の
經
學
の
方
向
は

こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
天
は
具
體
的
な
追
求
の
對

象

で
は
な
く
、
明
堂
の
ご
と
く
わ
ず
か
に
人
間
と
の
關
り
に
お
い
て
觀
念
的
に
意

味
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
經
學
は
明
ら
か
に
人
間
の
み
を
獨
象
と
す

る
人
倫

の
學
に
變
容
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
前
漢
期
、
三
統
暦
に
集
約
代
表
さ
れ
た
天
人
の
學
と
し
て
の
經
學

は
、
後
漢
に
至
り
現
實

の
天
を
射
程
か
ら
は
ず
し
、
人
倫
の
學
と
し
て
展
開
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
人
倫

の
學
は
、
鄭
玄
の
學
問
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
廣
く
深
く
精
緻
で
豐
饒
な
成
果
を
收
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
京
房
の
六
十
律
は
、
た
ん
に
三
統
思
想
の
崩
壊
の

契
機
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
廣
く
、
前
漢
か
ら
後
漢

へ
の
經
學
史
の
展
開
に
お
け

る
本
質
的
側
面
ー

天
人
の
學
か
ら
人
倫
の
學

へ
ー

を
規
定
す
る
い
っ
そ
う
重

要
な
契
機
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
、
今

や
否
定
し
え
な
い
事
實
で
あ

っ
た
と
い
え

京

房

の

六

十

律

よ

う

。

五

律
管
候
氣
の
法

京
房

の
六
十
律
は
十
分
に
自
然
科
學
と
評
價
し
う
る
内
容
を
も
ち
、
し
か
も
そ

の
科
學
性
が
經
學
史
に
重
要
な
影
響
を
與
え
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
か
ら
た
だ
ち
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
は
京
房
當
時
の
瓧
會
は
科
學
的
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
正
反
獨
に
呪
術
的
風
氣
が
世
上
に
滿
ち
温
れ
て

い
た
。
ウ

呂
ー
バ
ー
の
い
う

"呪
術
の
園
"
で
あ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
六
十
律
の
よ

う
な
業
績
が
生
ま
れ
え
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
は
こ
の
こ
と
を

檢
討
す
る
。

さ
て
、
筆
者
は
こ
こ
ま
で

「律
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
た
ん
に
物
理
的
な
音
程

(ピ
ヅ
チ
)
な
い
し
律
管
(ピ
。
チ
パ
イ
プ
)
の
意
味
で
用
い
て
き
た
。
だ
が
實
は
、

律
と
は
本
來
呪
術
の
道
具
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
音
樂
用
具
で
は
な
か

っ
た
。
そ

れ
は
司
馬
遷
が

『史
記
』
「
律
書
」

の
冒
頭
で
宣
言
す
る
律
の
最
大
の
は

た
ら
き

が
、
軍
事
用
の
占
い
の
器
具
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
證
明
で
き
る
。

王
者
、
事
を
制
し
法
を
立

つ
る
に
、
…
…
六
律
を
萬
事
の
根
本
と
な
す
。
そ

れ
兵
械
に
お
い
て
も

っ
と
も
重
ん
ず
る
所
な
り
。
ゆ
え
に
敵
を
望
み
て
吉
凶

い
た

を
知
り
、
聲
を
聞
き
て
勝
員
を
敷
す
、
と
い
う
。
百
王
不
易
の
道
な
り
。

こ
の
呪
術
は
か
な
り
廣
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『
易
』
「師
、

初
六
」
に
、
「師
出
つ
る
に
律
を
も

っ
て
す
」
と
あ
り
、
『
左
傳
』
宣
公
十
二
年
に

も
見
え
、
ま
た

『
周
禮
』
「
大
師
」
に
も

「大
師
、
同
(筒
)
律
を
執

り

て
も

っ
て

つ

軍
聲
を
聽
き
て
吉
凶
を
詔
ぐ
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
鄭
玄
の

『
周
禮
』

の
こ
の
條

へ
の
注
は
そ
の
呪
術

の
内
容
を
生
き
生
き
と
傳
え
て
い
る
。

お

こ

兵
書
に
曰
く
、
王
者
師
を
行
し
軍
を
出
だ
す
の
日
、
將
に
弓
矢
を
投
け
て
士

卒
振
旅
す
。
將
、
弓
を
張
り
て
大
い
に
呼
ば
え
ば
、
大
師
、
律
を
吹
き
て
音

八
三



日
本
中
國
學
會
報

第

三
十

一
輯

を
合
わ
す
。
商
な
れ
ば
則
ち
戰
い
勝
ち
、
軍
士
強
か
ら
ん
。
角
な
れ
ば
則
ち

み
だ

軍
擾
れ
て
變
多
く
、
士
心
を
失
わ

ん
。
宮
な
れ
ば
則
ち
軍
和
し
て
、
士
卒
心

を
同
じ
う
せ
ん
。

…

出
陣
の
時
、
將
の
大
晋
聲
が
律
の
ど
の
昔
程
に
合
致
す
る
か
で
、
吉
凶
勝
敗
が
占

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
實
際
に
用

い
た
も

っ
と
も
古
い
例
は

『史
記
』

「
律

書
」
に
載
る
・次
の
故
事
だ
ろ
う
。

武
王
、
紂
を
伐

つ
に
、
律
を
吹
き

て
聲
を
聽
く
。

以
上
の
軍
事
呪
術
か
ら
律
な
る
呪
具

の
形
状
が
想
像
て
き
る
。
士
氣
勝
敗
の
ト

占
項
目
の
數
に
對
應
し
た
い
く

つ
か
の
昔
程
が
鳴
る
よ
う
に
數
本
の
管
を
、
順
序

よ
く
な
ら
べ
て
あ
る
形
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
も
と
も
と
十
二
本
だ

っ
た
の
て
は
な

く
、
晋
樂
の
基
準
と
し
て
の
機
能
と
利
用
と
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
晋
程
は
精
確

に
な
り
、
十
二
本
に
整
備
さ
れ
た
も
の
て
あ
ろ
う
。

一
方
、
律
に
は
法
律

の
意
味
も
あ
り
、
現
在
で
は
こ
の
用
法
の
方
が
ふ
つ
う
で

あ
る
。
こ
の
點
、
漢
の
高
組

の
簡
單
な

「
約
法
三
章
」
を
補
う
た
め
に
よ
り
秩
序

あ
る

「
律
九
章
」
が
作
ら
れ
た

(漢
誓
、
刑
法
志
)
と
い
う
よ
う
な
史
實
か
ら
み
れ

ば
、
晋
律
か
ら
法
律
の
意
味
が
派
生
し

て
き
た
の
は
確
實
だ
ろ
う
。
呪
具
と
し
て

の
律
の
秩
序
あ
る
管
の
配
列
と
樂
の
基
準
と
し
て
の
律

(音
律
)
と
い
う

二

つ
の

前
提
の
上
に
、
も
の
ご
と
の
秩
序

・
基
準
た
る
も
の
と
し
て
法

「律
」
の
觀
念
が

成
立
し
た
わ
け
て
あ
る
。

後
漢
に
な
る
と
法
と
し
て
の
律
の
觀
念
の
方
が
も
は
や

一
般
に
は
優
勢
を
占
め

し

る
よ
う
に
な
る
。
『読
文
解
字
』
て
は

「均
し
く
布
く
な
り
」
、
『
爾
雅
』
「釋
詁
」

で
は

「
律
は
法
な
り
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
か
ら
し
て
、
た
と
え
ば
さ
き

ほ
ど
の

『易
』

「
師
」
に
お
げ
る
律
の
解
釋
も
後
世
大
い
に
轉
變
す
る
。

す
な
わ

と
と

の

ち
魏
の
王
弼
の
注
は

「衆
を
齊
え
る
に
律
を
も

っ
て
す
」
と
規
律

の
意
と
し
、
唐

の

『正
義
』
は

「
律
は
法
な
り
」
と
す
る
。
宋
の
朱
烹
も
こ
れ
を
承
け
て
や
は
り

八
四

「
律
は
法
な
り
」
と
注
す
る
。

『
易
』
本
來
の
軍
事
呪
術
的
律
は
、

法
の
意
味
に

と

っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
古
く
か
ら
の
呪
術
的
傳
統
の
上
に
、
漢
代
の
律
は
ど
の
よ
う

に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
漢
の
風
氣
は
、
た
と
え
ば
董
仲
舒
の
數
的
世
界
觀
の
根
底
に
天
人
相
與
の
呪

術
的
感
應
思
想
が
宿
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
太
初
暦
作
製
の
契
機
と
な

っ
た
受
命
改

制
思
想
の
重
要
な
ペ
イ
ジ

ェ
ン
ト
た
る
封
禪
が
本
質
的
に
呪
術
的
民
聞
信
仰
の
國

家
的
規
模

へ
の
擴
大
に
す
ぎ
な
い
こ
と
等
か
ら
容
易
に
感
得
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
風
氣
を
も

っ
と
も
鮮
明
に
傳
え
る
も
の
が

『漢
書
』
「
五
行
志
」
で
あ
る
。

「
五
行
志
」
に
は
厖
大
な
量
の
怪
異
妖
變
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ

る
と
董
仲
舒
の
公
羊
學
、
劉
向
の
穀
梁
學
、
劉
歇
の
左
氏
學
等
も
純
粹
な
儒
學
と

い
う
よ
り
も
、
呪
術
的
要
素
を
濃
厚
に
そ
な
え
た
術
學
で
あ

っ
た
。
ま
た
そ
こ
に

は
右
の
三
人
を
ふ
く
め
て
當
時
の
著
名
な
呪
術
者
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
中
に
は
睦
孟

・
夏
侯
勝

・
京
房

・
谷
永
等
の
名
が
見
え
て
い
る
。
と
す

れ
ば
、
京
房
は
決
し
て
當
時
の
風
氣
の
外
に
い
た
人
物
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
當
の
呪
術
的
風
氣
の
中
の
中
心
人
物
の

一
人
て
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
人
物
か
あ
の
よ
う
な
科
學
的
成
果
を
ど
う
し
て
獲
得
で
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
注
意
す
べ
き
事
實
が
あ
る
。
彼
は
呪
術
者
と
し
て
易

學
を
よ
く
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
劉
向
が

「易
読
を
考
う
る
に
、
お
も
え
ら
く

諸
易
家
の
読
、
み
な
田
何

・
楊
子
(元
)
・
丁
將
等
を
祀
と
し
て
大
誼
ほ
ほ
同
し
。

た
だ
京
氏
の
み
異
と
な
す
」
(漢
書
、
儒
林
億
じ
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
京

房
の
易
占
は
他
の
術
者
と
く
ら
べ
て
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
獨
自
な
點
が
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

京
房
は
初
元
四
年

(
四
五
㏄
)、
孝
廉
を
も

っ
て
徴
さ
れ
て
よ
り
、
永
光

・
建
昭

期

(四
三
～
三
三
㏄
)

に
元
帝
に
仕
え
、
得
意
の
呪
術
で
多
く
の
預
言
を
な
し
、



あ
ぬ

よ
ろ
こ

「
近
き
は
數
月
、
遠
き
は

一
歳
、
言
う
所
し
は
し
は
中
れ
は
、
天
子
こ
れ
を
説
」

(漢
書
、
京
房
傳
)
び
、
信
任
寵
愛
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
寵
に
ま
か
せ
て
帝
の

面
前
で
顯
臣
を
批
剣
し
、

「考
功
課
吏
法
」

な
る
官
僚
人
事

の
方
案
を
上
奏
し
た

た
め
に
、
高
官
の
反
撥
を
受
け
、
結
局
誹
謗
に
よ
り
左
遷
、讒
言
に
よ
り
下
獄
、
四

十

一
歳
て
棄
市
せ
ら
れ
た
。
彼
は
梁
人
焦
延
壽
に
學
を
受
け
た
が
、
師
は
つ
ね
つ

ね

「
我
が
道
を
得
て
も

っ
て
身
を
亡
ほ
す
者
は
必
ず
や
京
生
な
ら
ん
」
(京
房
傳
)

と
語

っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
ま
さ
に
預
言
通
り
に
呪
術
を
も

っ
て
顯
わ
れ
、
呪

術
に
よ

っ
て
滅
ん
だ
の
て
あ

っ
た
。

さ
て
筆
者
は
こ
こ
で
彼
の
失
脚
の
原
因
と
な

っ
た
考
功
課
吏
法

に
注
目

し

た

い
。
そ
の
詳
細
な
内
容
は
も
ち
ろ
ん
傳
わ

っ
て
い
な
い
が
、
京
房
自
身
の
説
明
に

よ
る
と

「古
の
帝
王
、
功
を
も

っ
て
賢

を
擧
く
れ
ば
則
ち
萬
化
成
り
瑞
應
あ
ら
わ

る
。
末
世
、
毀
譽
を
も

っ
て
人
を
取
る
が
ゆ
え
に
功
業
廢
れ
て
災
異
致
る
。
よ
ろ

し
く
百
官
を
し
て
お
の
お
の
そ
の
功
を
試
さ
し
む
べ
く
ん
は
、
災
異
や
む
べ
し
」

(京
房
傳
)
と
い
う
理
念
が
根
本
に
あ

っ
た
。
百
官
の
功
業
の
得
失
を
機
械
的
に
評

定
し
て
人
事
異
動
を
お
こ
な
う
基
準
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
案
は

詔
に
よ

っ
て
公
卿
朝
臣
の
會
議
に
諮
問

さ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
反
撥
に
遒
い
不
發

に
絡

っ
た
。
そ
の
理
由
は

「
煩
碎
」

つ
ま
り
煩
鎖
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た

か
ら
、
相
當
こ
と
こ
ま
か
な

ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

こ
の

「煩
碎
」
な
ル
ー
ル
を
作
る
と

い
う
彼
の
性
向
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
彼

の
易
學
が
他
の
術
家
と
異
る
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
點
に
あ

っ
た
。
そ
の
易

學
は
た
し
か
に
機
械
的
な
呪
術
の
技
法

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る

か
ら

で
あ

る
。
そ
の
技
法
こ
そ
、
そ
の
背
後
に
呪
術
の
傳
統
を
員

っ
た
律

の
技
法
、
律
管
候

氣

の
法
で
あ

っ
た
。
京
房
は
そ
の
技
法
を
徹
底
的
に
機
械
的
な
法
則
性
を
も

っ
て

構
成
し
、
そ
こ
に
六
十
律
を
利
用
し
た
。
『績
漢
志
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

ぬ
り
つ
ぶ
し

候
氣
の
法
、
室
を
三
重
に
つ
く
り

て
戸
を
閉
し
、
塗
釁
必
す
周
く
し
、
密
に

京

房

の

六

十

律

あ
か
ぎ
ぬ

つ
く
え

綻
縵
を
布
く
。
室
中
に
木
を
も

っ
て
案
を

つ
く
り
、
毎
律
お
の
お
の
一
、
内

ひ
く

よ

し

を
庫
く
外
を
高
く
、
そ
の
方
位
に
從
い
て
律
を
そ
の
上
に
加
え
、
葭
孚
の
灰

う
か
が

を
も

っ
て
そ
の
内
端
を
抑
う
。
暦
を
案
し
て
こ
れ
を
候
う
に
、
氣
の
至
る
者

は
灰
動
き
、
…
…
人
お
よ
び
風
の
動
か
す
所
の
も
の
は
そ
の
茨
聚
ま
る
。
…

・
竹
律
六
十
を
用
い
て
日
を
候
う
に
、
そ
れ
暦
の
ご
と
し
。

密
室
内
に
六
十
の
方
位
に
む
け
て
セ
ソ
ト
さ
れ
た
六
十
本
の
律
管
に

つ
め
ら
れ
た

㈲

灰
が
、
暦
面
に
對
應
す
る
氣
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
飛
ひ
出
す
。
そ
の
飛
ひ
ぐ
あ

い
に
よ
っ
て
占
い
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
占

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

や
や
後
世
の
資
料
で
あ
る
が

(ま
た
十
二
律
て
あ
る
が
)、

具
體
的
占
例
が

『隋
書
』
「
律
暦
志
」
に
見
え
る
。

開
皇
九
年

(五
入
九
)

そ
の
月
の
氣
の
至
る
ご
と
に
律
と
冥
符
す
れ
ば
す

な
わ
ち
灰
飛
ひ
て
素
を
衝
き
て
外
に
散
出
す
。

・灰
飛
び
て
牛
ば
出
つ
る

を
和
氣
と
な
し
、
荻
を
吹
き
て
全
て
出
つ
る
を
猛
氣
と
な
し
、
灰
を
吹
き
て

出
つ
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
を
衰
氣
と
な
す
。
和
氣
應
ず
る
も
の
は
そ
の
政
夲

に
し

ら
か
な
り
。
猛
氣
應
す
る
も

の
は
そ
の
臣
縱
い
ま
ま
な
り
。
袞
氣
應
ず
る
も

の
は
そ
の
君
暴
な
り
。

こ
の
場
合
は
月
ご
と
の
占
い
で
あ
る
。
京
房
の
技
法
は
六
十
本
の
律
管
に
よ

っ
て

一
年
三
百
六
十
五
日
四
分

の
一
を
六
十
等
分
し
た
六
日
八
十
分
の
七

(六
日
七
分
)

の
期
間
を
占
う
も
の
で
あ

っ
た
。
ほ
ぼ

一
週
間
に

一
囘
、
灰
が
飛
ん
だ
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
政
治
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
運
勢
が
占
わ
れ
、
預
言
が
な

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
機
械
的
呪
術

の
、

い
わ
ば
理
論
的
根
據
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、

「分
卦

圏

直
日
法
」
と
よ
ば
れ
る
易
學
占
筮
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

分
卦
直
日
の
法
は
、

一
爻

一
日
を
主
ど
り
て
六
十
四
卦
を
三
百
六
十
日
と
な

せ
ぱ
、
餘
れ
る
四
卦
の
震
離
兌
坎
を
方
伯
監
司
の
官
と
な
す
。
震
離
兌
坎
を

八
五
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第
三
十

一
輯

用
う
る
ゆ
え
ん
は
、

こ
れ
二
至

(
多
夏
)
二
分

(春
秋
)、

事
を
用
う
る
の
日

な
れ
ば
な
り
。
・
:
そ
の
占
法
は
お

の
お
の
そ
の
日
を
も

っ
て
そ
の
善
悪
を

觀
る
な
り
。

(漢
書
、
京
房
傳
注
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
爻

一
日
を
圭
ど
る
と
い
う
の
は

一
卦
が
六
日
七
分
に
配

當
さ
れ
る
か
ら
、

一
爻
は
約

一
日
に
あ
た
る
と
解
す
る
。
ま
た
震
離
兌
坎
は
特
殊

な
卦

(四
正
卦
)
と
し
て
二
至
二
分
に
充

當
さ
れ
る
。

そ
し
て
殘
餘
の
六
十
卦
が

そ
れ
ぞ
れ
の
六
日
七
分
に
配
當
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
分
卦
直
日
に
お
け
る
各

六
日
七
分
の
運
勢
は
、
ま
ず
飛
灰
が
占
わ
れ
、
占
斷
を
下
す
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

闘

六
日
七
分
に
對
應
す
る
卦
の
卦
爻
辭
が
總
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
分
卦
直
日
と

律
管
候
氣
と
が
盾

の
表
裏
で
あ
る
こ
と

は
次
の
二
文
に
よ

っ
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。

こ
も
こ

ω

(分
卦
直
日
の
)
そ
の
説
は
、
災
異

に
長
じ
、
六
十
四
卦
を
分
け
て
更
も
日
に

あ直

て
て
事

に
用
い
、
風
雨
寒
温
を
も

っ
て
候
を
な
す
。

(漢
書
、
京
房
傳
)

②
六
十
律
を
も

っ
て
一
朞

の
日

(六
日
七
分
)
に
分
く
。
黄
鐘
は
冬
至
よ
り
始
ま

り
冬
至
に
お
よ
ん
で
復
す
。
陰
陽
寒

煖
風
雨
の
占
、

こ
こ
に
お
い
て
生
ず
。

(宋
書
、
律
暦
志
)

京
房
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
技
法
は
こ
の
よ
う
に
全
く
呪
術
の
た
め
の
も
の
で
あ

っ

た
。
し
か
し
彼
の
獨
自
な
點
は
そ
の
呪
術
の
技
法
を
徹
底
的
に
精
密
に
展
開
し
た

こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
精
密
さ
が
準
や
律
管
を
作
製
す
る
機
械
工
學
的
技

術
に
結
晶
し
、
我
々
の
眼
か
ら
見
て
自
然
科
學
的
と
も
評
價
し
う
る
成
果
が
形
成

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

八
六

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
明
の
刑
雲
路

『
古
今
律
暦

考
』
に
な

る
と

わ
ざ

「
執
始
の
諸
名
、
準
絃

の
諸
數
は
み
な
京
房
室
を
う
が
つ
の
爲

な

り
」
(卷
十
ご
)

と
誤
解
が
は
じ
ま
る
。

そ
し
て
決
定
的
な
あ
や
ま
り
は
清
の
王
先
謙
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
『後
漢
書
』

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も

っ
と
も
椹
威
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

『後
漢
書
集
解
』

に
お
い
て
彼
は
惠
棟
を
引
用
し
て
、

執
始
の
類
は
み
な
房
の
み
ず
か
ら
造
れ
る
な
り
。
房
、
法
を
(焦
)延
壽
に
承

く
と
い
う
も
、
い
ま
だ
延
壽
の
承
く
る
所
を
知
ら
ず
。

と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
六
十
律
の
本
質
に
は
關
係
の
な
い
師
承
關
係
の
疑

問
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
も
無
意
味
て
あ
る
か
の
ご
と
き
見
解
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
偉
大
な
る
考
證
學
者
王
先
謙
の
考
證
學
も
な
お
當
時
の
自
然
科
學
の
も

つ
意
義
を
認
識
す
る
に
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
前
漢
の
風
氣
は
息
苦
し
い
ほ
ど
の
呪
術
の

濃
霧
に
お
お
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
合
理
的
知

性
が
そ
の
濃
霧
を

一
瞬
切
り
さ
き
、
新
た
な
地
罕
に
鏡
い
光

芒
を
あ

ひ
せ
て
い

た
。
京
房
自
身
は
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
光
芒
こ
そ
、
兩

漢
經
學
史
の
潮
流
に
重
大
な
變
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
要
因
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
兩

漢
經
學
史
に
お
い
て
、
天
人

一
貫
の
總
合
的
世
界
解
釋
か
ら
、
人
間
の
世
界
だ
け

に
分
限
を
守
る
經
學

へ
移
行
し
た
そ
の
轉
變
の
、
重
要
な

一
つ
の
契
機
を
京
房
が

提
供
し
た
こ
と
は
、
も
は
や
疑
い
の
な
い
事
實
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

今
日
、
京
房

の
六
十
律
の
經
學
史
的
意
義
は
ほ
と
ん
と
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。

『唐
書
』

「
暦
志
」
が
正
當

な
見
解
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見

た
。
宋
の
蔡
元
定

『
律
呂
新
書
』
も
十

三
番
目
の
晋
律
を

「
黄
鐘
の
正
聲
」
で
は

注
ω

上
生
下
生
は
し
ば
し
ば
逆
に
な
る
こ
と
か
あ
る
。
正
し
く
は
こ
こ
に
あ
る
通
り

一

分
を
盆
す
時
は
上
生
、
一
分
を
去
る
時
は
下
生
て
あ
る
。

②

『
呂
氏
春
秋
』
「大
樂
」
の
こ
の
一
文
は
、
從
來
、
形
而
上
學
的
な
本
體
論
な
い

し
存
在
論
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
本
田
濟

「世
界
觀
」
(中
國
文
化
叢
書

『思
想
概



論
』)、
内
山
俊
彦

「呂
氏
春
秋
小
論
」
(『漢
魏
文
化
』
8
)
、
戸
川
芳
郎

「後
漢
を

迎
え
る
時
期
の
元
氣
」
(『氣
の
思
想
』
東
大
出
版
會
)
等
を
參
看
。
そ
の
形
而
上
性

を
強
調
す
る
た
め
に

「音
樂
の
由
り
て
來
た
る
所
は
逡
し
、
度
量
に
生
ず
」
の
句
を

省
略
し
て
引
用
す
る
場
合
も
あ
る
が

(本
田
・内
山
論
文
)、
し
か
し
實
際
の
所
、
こ

れ
は
一晋
律
の
生
成
を
語
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
當
て
あ
る
と
思
う
。

㈹

共
鳴
現
象
は

『易
』
「乾
、
文
言
」
の

「同
聲
相
應
」、
『淮
南
子
』
「覽
冥
訓
」
の

「今
夫
調
弦
者
、
叩
宮
宮
應
、
彈
角
角
動
、
此
同
聲
相
和
者
也
」
な
ど
、
古
く
か
ら

注
意
を
ひ
い
て
い
た
。

ω

伊
藤
計

「
天
數
十
月
論
」
(『中
國
哲
學
史
の
展
望
と
模
索
』
創
文
肚
)
參
看
。

⑤

能
田
忠
亮

・藪
内
清

『漢
書
律
暦
志
の
研
究
』
(全
國
書
房
)
三
一
頁
以
下
。

⑥

石
井
文
雄

「支
那
古
樂
に
現
は
れ
た
る
律
管
長

・
空
圍

・
孔
徑
に
つ
い
て
」
(『斯

文
』
17
-
1
、
三
一
頁
以
下
)
で
は
、
黄
鐘
九
寸
の
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
黄
鐘
四
寸
五

分
の
管
ロ
補
整
の
考
え
に
よ
っ
て
、
三
寸
九
分
は
實
質
的
に
四
寸
五
分
と
等
し
い
と

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
管
口
補
整
を

一
般
的
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら

(後
述
)
、
石
井
氏
の
議
論
は
臆
測
に
も
と
つ
く
室
論
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
點
に
關

も

も

も

り

む

や

し

て
は
藪

内
清

「
十

二
律
管

に

つ
い
て
」

(『
東
方
學
報
』

10
)
が
、
文
獻
學

の
立
場

や

カ

か
ら
、
既

に
疑
義

を
提
出

し
て
い
る

(
=

一〇
頁
)
。

ω

我

々
が

ふ
つ
う
ピ

ア
ノ
で
聞
く

五
度

は
夲
均
律

に
調
律
さ
れ
て
い
る
も

の
て
あ

る

か
ら
、
嚴
密

に
い
え
ば
純

正
五
度

と
は
異

な
る
。

バ
イ
オ
リ
ソ
の
と
な
り
合
う
弦

同

士

の
音
程
は
、
正
し
く
調
律

さ
れ

た
時

に
は
純

正
五
度

と
な
る
。
卒
均
律
五
度

は
純

正
五
度

に
く
ら
ぺ
る
と
や
や
に
ご

っ
た
和
晋

が
響

く
。

⑧

藪
内
清

『
中
國
の
天
文
暦
法
』

(卆
凡
瓧
)

二
二
頁

以
下
。

⑨

飯
島
忠
夫

『
支
那
古
代
史
論
』

(東
洋
文
庫
論
叢
第

五
)

は
、
分
母

入
十

一
を

合

理
的
な
理
由
が
あ
る
も
の
と
考
え
、

そ
の
數
値
を
導

こ
う
と
か
な
り
複
雜
な
計
算

を

展
開

し
て
い
る
が
、
そ
の
考
え
自
體

は
牽
強

に
近

い
。
計
算
自
體
は
正
し

い
の
か
も

し
れ
な

い
が
、
そ
の
態
度

は
合
理
的

と
は
い
え
な
い
。

㈹

能
田

・
藪
内
前
掲
書
、

三

一
頁
。

京

房

の

六

十

律

00

川
原
秀
城

「
三
統
暦
の
世
界
」
(『中
國
思
想
史
研
究
-

一
九
七
七
年
度
論
文
集
』)

六
九
頁
。

⑫

重
澤
俊
郎

『周
漢
思
想
研
究
』
(弘
文
堂
)

一
八
七
頁
以
下
。

⑬

戸
川
前
掲
論
文
、

一
入
七
頁
以
下
。

⑭

藪
内
前
掲
書
、
三
〇
頁
以
下
。

⑮

同
右
、
三
五
頁
以
下
。

⑯

田
中
鹿
紗
巳

「賈
逵
の
思
想
に
つ
い
て
」
(『中
國
哲
學
史
の
展
望
と
模
索
』)
三

二
三
頁
以
下
に
、
買
逵
か
圖
讖
に
精
通
し
て
い
た
て
あ
ろ
う
と
の
推
測
を
述
べ
て
い

る
。
參
看
。

㈱

賀
逵
に
つ
い
て
は
右
の
注
田
中
論
文
。
ま
た
鎌
田
正
『左
傳
の
成
立
と
其
の
展
開
』

(大
修
館
)
四
七
〇
頁
以
下
に
は
、
買
逵
の
左
氏
學
に
關
す
る
言
読
が
集
録
さ
れ
て

い
る
。
蔡
當
に
つ
い
て
は
丹
羽
兌
子

「蔡
菖
傳
お
ぼ
え
か
き
」
(『名
古
屋
大
學
文
學

部
研
究
論
集
』
史
學
19
)
お
よ
び
岡
村
繁

「蔡
菖
を
め
ぐ
る
後
漢
末
期
の
文
學
の
趨

勢
」
(『日
本
中
國
學
會
報
』
28
)
參
看
。

⑱

こ
の
部
分
の
上
生
下
生
は
、
逆
に
な
っ
て
い
る
。
注
ω
參
看
。

⑲

古
く
は
音
程
の
差
を
記
す
方
法
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
や
む
な
く
管
長

の
差

(比
率
)
て
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
『太
卆
御
覽
』
「時
序
部

一
、
律
」
に
引
く

『春
秋
元
命
包
』
の

「律
の
言
た
る
や
率
な
り
」、
お
よ
び
同
引
蔡
菖

『月
令
』
の

「律
は
率
な
り
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
聲
訓
は
、
律
管
の
本
質
を
つ
く
。
律
管
は
九
六

と
い
う
比
率
の
く
り
返
し
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
だ
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
の
管
長
て

し
か
記
録
す
る
こ
と
が
て
き
な
か
っ
た
の
だ
か
、
し
か
し
我
々
は
昔
程
差
を
あ
ら
わ

す
工
具
と
し
て
樹
數
を
も
っ
て
い
る
。
比
率
を
加
減
の
關
係
に
お
き
か
え
る
方
法
は

對
數
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
律
長
を
三
分
損
盆
法
て
、
求
め
る
場
合
、
第

一
囘
目
の
黄
鐘
、
第
二
囘
目

の
林
鐘
と
く
り
返
し
て
、
%
囘
目
の
律
長
は
次
の
式
て
あ
た
え
ら
れ
る
。

八
七



日
本
中
國
學
會

報

第
三
十

一
韓

{爨
霧

鑞

鑞
轢
識肥

こ
の
式

を
も
と
に
、
音
程
差
C
を
あ
ら

わ
す
公
式

を
作

れ
ば
、

{蕪

蕪

軸

と
な
る
。

こ
の
時
K
は
C

の
値

を
適

切
な

わ
か
り

や
す

い
數
値

に
變

換
す

る
た
め
の

定
數

で
あ

る
。
今

、
音
響

學

で
よ
く
使

わ
れ

て
い
る

セ
ソ
ト
と
い
う
單
位

に

つ
い
て

読
明
す

れ
ば

、

こ
れ
は
夲
均
律

の

一
オ
ク
タ
!
ブ
を

=

一〇
〇

に

區

切

っ
た

も

の

で
、
夲
均
律

の
牛
言

が

一
〇
〇

セ
ン
ト
、
全
晋

が
二
〇
〇

セ
ン
ト
と
な
る
。
そ

し
て

こ
の
便
利

な
單
位

を
得

る
た
め
に
は
、

肉
-
籬

と
お
け
ば
よ
い

(
A

・
ウ

ッ
ド

コ
音
樂

の
物
理
學
』
石
井
信
生
譯
、
一音
樂
之
友
肚
、

七
六
頁
以
下
)
。
以
下
本
稿

て
は
一晋
程
差
を
示
す

の
に
、

す
べ
て
こ

の
セ
ン
ト
單

位

を
も

っ
て
す
る
。

⑳

『
淮
南
子
』
「
天
文
訓
」

に

「
仲
呂
之
數

六
十
、
主

四
月

、
極

不

生
」
と
あ
る

の

は
、
黄
鐘

八
十

一
の
時

の
仲
呂

五
九

・
九

三
こ

の
概
數
を
と

っ
た
も

の
で
、

こ

こ
に
い
う

六
十
と
は
全
く

こ
と
な
る
。
ま
た

六
十
律
が
循
環

し
な

い
と
い
う

の
は
あ

く

ま
て
も
日
常
的
範

圍
で
の
議
諭

で
あ

っ
て
、
數
學
的

に
は
無
限
大

の
概
念
を
導

入

し
て
計
算
す

れ
ば
極
限
値

に
お
い
て
循
環
す
る

こ
と

に
な
る
。
し

か
し
こ
れ
は
や
は

り
あ
く

ま
で
も
現
代
數
學

の
計
算
上

の
こ
と

で
あ

っ
て
、
日
常
的
實
際
的

に
は
非
循

環

と
考

え
る
べ
き

で
あ

る
。

⑳

田
邊
爾
雄

コ
晋
樂

音
響
學
』

(昔
樂
之
友
沚
)

八
八
頁
以
下
。

⑫

注
⑲
參
照

。

八
八

㊧

昌
ー
ダ

ム

『
中
國

の
科
學
と
文
明
』
7

(橋

本
他
譯
、
思

索

肚
)

二
六

二
頁

以

下
。

⑳

計
算
値

が
我

々
か
ら
み

て
必
ず
し
も
精

密
な
も
の
て
な
か

っ
た

の
は
や
む
を
え
な

か

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
量

か
多

い
こ
と
も

一
因

だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
今
か
ら
約
四
十

年

ほ
ど
以
前
、

田
邊
爾
雄
氏
が
三
百
六
十
律
を
計
算

し
た
所

(
も
ち
ろ
ん
電
卓

・
コ

ン
ピ

ュ
ー
タ
な
ど
は
な
か

っ
た
)
、

百
餘
日
を
要

し
た
と
い
う

(
田
邊

前

掲

書
、

一

四

一
頁
)
。
京
房
當
時

に
お
け
る
計
算

技
術
で

の
ス
ピ
ー
ド
は
わ

か
ら

な

い
淤
、

六

十
律

だ

っ
た
と
は
い
え
、
も

っ
と
時
間

が
か
か

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

㊧

『
宋
志
』

は

「
六
律
」
と
す

る
が
文
意

か
ら
し
て

「
十
」
を
補
う

の
が
正
し

い
と

考
え

る
。

㈲

こ
こ
に
い
う
明
堂

の
形
状
は
明
ら
か
に
天
圓

地
方

の
宇
宙

の
形
状
に
な
ぞ
ら
え
た

も

の
て
あ

る
。
明
堂

の
推
測
復

元
圖

は
、
や
や
の
ち
の
隋
代

の
も

の
で
は
あ
る
が
、

田
中
淡

「
隋
朝
建
築
家

の
設
計

と
考

證
」

(『
中
國

の
科
學
と

科

學

者
』
京

大

人

文

研
)

ご
六
四
頁

に
あ
た
え
ら
れ

て
い
る
。

⑳

こ
の
鄭
玄
注

は
お
そ
ら
く
後
世

に
な

っ
て
か
ら
整
理

さ
れ
た
儀
式

の
形
を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
が
、
古

い
時
代

の
お
も
か
げ
を
傳

え
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

⑳

頑
永
光
司

「
封
禪
説

の
形
成
」
(
『
東
方
宗
教
』

六
、

七
)
參
看
。

㈲

ニ
ー
ダ

ム
は
ほ
ん
と
う
に
灰
が
飛

ん
だ
の
か
否

か
に

つ
い
て
、
「
た
と
え

そ

れ

が

た

っ
た

一
囘

し
か
觀
測
さ
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
存
在
し
た

こ
と
が
あ

っ
た
に
違

い
な
く
、
そ
れ
が

こ
の
奇

妙
な
技
術

を
十
數
世
紀

の
間
生
き
績
け
さ
せ
る
に
十
分
て

あ

っ
た
、
と

い
う
氣
か
し
て
な
ら
な

い
」

(
前

掲

書
、

二
三
七
頁
)

と
い
う
見
解

を

述

べ
て
い
る
。

㈹

鈴
木
由
次
郎

『
漢
易
研
究
』

(明
徳

出

版

肚
)

一
七
〇
頁
以
下

に
概
説

あ
り
。
し

か
し
な
が
ら

こ
の
理
論
の
も

っ
と
も
詳
細

な
考
澄

は
今
井
宇
三
郎

「
卦
氣
説

の
分
卦

直

日
に

つ
い
て
」
(
『
鈴
木
博
士
古
稀
記
念

東
洋
學
論
叢
』
明
徳
出
版

肚
)

に
お

い
て

な
さ

れ
て
い
る
。

㈲

右

の
今
井
論
文

に
よ
る
と
、

一
爻

一
日
と
明
確

に
規
定
し

た
場

合

は

「
分

爻

直



ぱ

リ
コ
ぞ

レ

殍
翼

確

气

ち

ヒ

て
ノ

し
ノ

鬻

、

～

"
「

ら

澗樫筏

"{

喉.評

「

一
弧

織
、

.譌
郭黐

響
適

漕

礁
壌

禪
蝿
殉
黶

機
慈

。洲
号

,
蟷
冖窺

「

の

t♂

啄
、

"

㌔

、澄

乏

い
う
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