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古
代
語
と
い
う
槪
念
に
つ
い
て

古
代
語
と
い
う
言
葉
を
使
う
に
當
た
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
〔
槪
念
〕

に
つ
い
て
一
通
り
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
「
古
代
語
」
と
呼
ぶ
も

の
は
、
古
代
社
會
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
文
語
的
な
口
頭
言
語
〔
雅
語
〕
の

こ
と
指
し
て
い
う
の
だ
が
、
特
に
そ
れ
を
文
字
で
記
し
た
も
の
を
「
古
代
語
」
と

呼
び
、「
文
字
言
語
」
と
區
別
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
漠
然
と
「
文
字
言
語
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
と
は
次
元
が
違
う
こ
と
を
特
に
意
識
し
て
そ
う
呼
ぶ
の
で

あ
る
。
簡
潔
に
い
え
ば
「
古
代
に
お
け
る
雅
語
を
文
字
化
し
た
も
の
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
雅
語
と
い
う
呼
稱
は
言
語
學
者
た
ち
が
用
い
て
い
る
術
語
に
し
た

が
っ
た
も
の
だ
が
、
私
自
身
は
時
に
は
同
じ
意
味
で
「
祭
祀
言
語
」
と
い
う
語
を

用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
祭
祀
儀
禮
の
場
を
意
識
し
た
方
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と

考
え
た
場
合
に
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。

「
文
字
言
語
」
と
い
う
語
が
曖
昧
に
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
氣
付
い
た
の
は
、

口
頭
言
語
に
は
、
い
わ
ゆ
る
話
し
言
葉
〔
俗
語
〕
と
は
別
に
、
特
別
な
時
だ
け
に

用
い
ら
れ
る
文
語
的
な
口
頭
言
語
〔
雅
語
〕
が
あ
る
こ
と
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
あ
る
。
無
文
字
社
會
に
も
文
語
的
な
口
頭
言
語
〔
雅
語
〕
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
い
る
の
と
、
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
と
で
は
、「
文
字
の
誕
生
」
を

考
え
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
る
際
に
も
大
き
な
違

い
が
出
て
く
る
。
漢
字
そ
の
も
の
に
元
々
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
原
義
を
考

え
た
り
探
っ
た
り
す
る
と
い
う
、
從
來
の
「
文
字
言
語
」
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
終

始
す
る
の
で
は
な
く
、
言
語
が
口
頭
で
發
せ
ら
れ
る
場
、
い
わ
ば
直
か
の
言
語
場
、

言
語
が
發
せ
ら
れ
た
時
の
情
況
、
あ
る
い
は
文
脈
、
と
い
う
よ
う
な
樣
々
に
形
容

で
き
る
言
語
場
を
想
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
文
字
に
託
さ
れ
た
言
葉
そ
の
も
の

を
言
語
場
に
則
し
て
分
析
す
る
と
い
う
方
向
に
進
め
て
い
け
る
か
ら
で
あ
る
。

「
古
代
語
」
と
い
う
槪
念
が
適
用
で
き
る
の
は
、
い
き
な
り
文
字
で
記
す
よ
う

に
な
る
前
の
時
代
に
當
た
る
の
で
、
初
期
の
漢
字
で
あ
る
甲
骨
文
〔
殷
代
〕
や
金

文
〔
西
周
時
代
〕
が
「
古
代
語
」
に
當
た
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
春
秋
時

代
や
戰
國
時
代
の
竹
簡
あ
た
り
ま
で
は
「
古
代
語
」
の
時
代
と
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
ど
の
あ
た
り
か
ら
い
き
な
り
文
字
で
記
す
「
文
字
言
語
」
の
時
代
に
な

る
か
と
い
う
問
題
は
、
輕
々
に
判
斷
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
私
見
に

金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
一
）
序
論　

な
ぜ
古
代
語
な
の
か
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金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
一
）
序
論　

な
ぜ
古
代
語
な
の
か

三
〇

よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
諸
子
百
家
の
時
代
は
ま
だ
「
古
代
語
」
の
特
徵
が
見
ら
れ
る

の
で
、「
古
代
語
」の
時
代
で
あ
っ
た
と
見
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
諸
子
百
家
に
見
え
る
文
字
〔
と
い
う
よ
り
も
言
語
〕
が
、
口

頭
で
發
せ
ら
れ
た
場
面
を
具
體
的
に
想
定
し
な
い
と
、
文
字
の
示
す
言
語
の
意
味

そ
の
も
の
を
捉
え
損
な
う
と
い
う
現
象
に
し
ば
し
ば
打
ち
當
た
る
か
ら
で
あ
る
。

後
ほ
ど
改
め
て
話
題
に
す
る
が
、「
反
訓
」
と
い
う
訓
詁
上
の
現
象
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
言
語
場
を
具
體
的
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
說
明
が
で
き
な

い
と
い
う
現
象
な
ど
は
、そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
雅
語
」

に
つ
い
て
は
、
西
田
龍
雄
・
河
野
六
郞
『
文
字
贔
屓
』（
三
省
堂（

1
））
で
具
體
例
を

擧
げ
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
か
み
碎
い
た
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
お
讀

み
頂
け
れ
ば
理
解
が
深
ま
る
と
思
う
。

か
つ
て
文
語
的
な
口
頭
言
語
が
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
ら
く
忘
れ
ら

れ
、
あ
た
か
も
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
の
は
、
文
字
で
記

し
た
も
の
だ
け
が
殘
さ
れ
て
い
た
た
め
、
口
頭
言
語
が
想
定
し
に
く
い
と
い
う
事

情
が
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
そ
れ
ら
が
文
語
的
な
言
語
で
あ
っ
た
た
め
に
口
頭
言
語

に
は
見
え
ず
、
現
代
社
會
で
そ
う
す
る
よ
う
に
い
き
な
り
文
字
で
記
し
た
か
の
よ

う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
文
字
言
語
」
と
い
う
言
葉
が
あ
た
か

も
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語

る
。
私
自
身
も
必
ず
し
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
前
述
の
言
語
學
者
た
ち

の
議
論
を
目
に
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
不
可
解
だ
っ
た
こ
と
が
一
氣
に
氷
解
す

る
に
い
た
っ
た
次
第
で
あ
る
。

翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
文
字
が
生
ま
れ
た
時
に
記
さ
れ
た
言
語
が
、
話
し
言

葉
で
は
な
く
文
語
文
で
あ
る
こ
と
に
は
氣
付
い
て
い
な
が
ら
、
無
文
字
社
會
に
も

普
遍
的
に
存
在
す
る
「
雅
語
」
と
い
う
も
の
が
古
代
中
國
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
想
像
す
ら
せ
ず
に
、
自
明
の
ご
と
く
「
文
字
言
語
」
と
い
う
言
葉
で
片

付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
「
古
代
語
」
と
呼
ぶ
も
の
は
「
古
代
に
お
け

る
雅
語
を
文
字
化
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、「
古
代
語
」
時
代
の
文
字
資
料
〔
甲

骨
文
・
金
文
・
竹
簡
・
諸
子
百
家
等
々
〕
を
讀
む
際
に
注
意
す
べ
き
點
に
つ
い
て

も
簡
單
に
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
無
文
字
社
會
に
す
で
に
存
在
し
た
文
語

的
な
口
頭
言
語
を
記
錄
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
文
字
を
想
定
す
る
こ

と
な
く
發
せ
ら
れ
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、「
文
字
」

と
向
き
合
う
と
い
う
よ
り
も
、「
文
字
」
の
背
後
に
あ
る
言
語
そ
の
も
の
に
向
き

合
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
し
か
る
べ
き
場
、
す
な
わ
ち
祭

祀
儀
禮
の
場
で
直
か
に
發
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
を
發
す
る
側

（
話
し
手
）も
、發
せ
ら
れ
る
言
葉
を
受
け
る
側（
聽
き
手
）も
同
じ
場
に
立
ち
會
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
言
語
場
に
共
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
場
で
は
、
同
じ
言
葉
が
、
發
す
る
側
と
受
け
る
側
と
で
は
、
言
葉
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
同
一
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
逆
の
意
味

に
な
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
金
文
に
頻
繁
に
出
て
く
る
、「
受
と
授
」、「
學
と
敎
」

と
を
例
に
上
げ
て
、「
古
代
語
」
の
言
語
場
を
理
解
す
る
た
め
の
參
考
に
供
す
る

こ
と
に
す
る
。

王
が
臣
下
を
表
彰
す
る
場
で
は
、
臣
下
の
功
績
を
讚
え
る
言
葉
だ
け
で
な
く
、

賜
物
を
王
が
「
授
け
る
」
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
「
授
け
る
」
の
意
味
を

「
受じ

ゅ

」
一
字
（
一
語
）
で
表
わ
す
の
で
あ
る
。
王
か
ら
受さ
ず

け
ら
れ
た
賜
物
を
、
臣
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下
の
方
で
は
そ
れ
を
「
受う

け
る
」
の
で
あ
る
。
現
在
の
言
語
習
慣
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
差
異
を
は
っ
き
り
區
別
す
る
た
め
に
、
前
者
の
場
合
は

「
授
け
る
」
で
あ
り
、後
者
の
場
合
は
「
受
け
る
」
で
あ
る
と
、い
わ
ゆ
る
手
偏
「
扌
」

を
付
け
て
區
別
す
る
の
が
約
束
事
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
場
に
立
ち
會
っ

て
い
る
者
は
「
ジ
ュ
」
と
い
う
音
と
情
況
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
金
文
に
は
多
數
見
ら
れ
る
の
だ
が
、

今
は
も
う
一
つ
だ
け
興
味
深
い
例
を
擧
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
學
」
と
い
う
文
字
（
語
）
が
「
學
ぶ
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
が
、「
敎
え
る
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
《
靜

》

の
銘
文
に
は
、
射
を
學
ぶ
側
の
「
小
子
・
服
・
小
臣
・
夷
僕
」
が
「
學
射
〔
射
を

學ま
な

ぶ
〕」
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
銘
文
の
中
で
、
射
を
敎
え
る
側
の
「
靜

〔
人
名
〕」
の
場
合
に
も
「
學
射
〔
射
を
學を
し

ふ
〕」
と
い
う
文
字
（
語
）
を
用
い
て

い
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
。
學
と
い
う
文
字
（
語
）
は
學
校
の
前
身
の
よ
う

な
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
を
示
す
字
形
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
で
は
、「
學
ぶ
」
場

合
も
「
敎
え
る
」
場
合
も
同
じ
「
學
」
と
い
う
語
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時

に
は
、
學
ぶ
の
意
で
は
な
く
敎
え
る
の
方
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
字
形
上
で
も
明

示
す
る
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
は
「
攴
」
を
付
加
し
た
「
斅
」
と
書
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
《
也

》。
現
在
我
々
が
新
字
と
し
て
使
っ
て
い
る
「
教
（
敎
）」
字
の

左
側
は
甲
骨
文
で
は
、
新
字
形
の
「
孝
」
字
形
で
は
な
く
、「
學
」
字
形
で
あ
っ

た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
語
が
何
れ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
な
い
者
に
と
っ
て
は
區
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
言
語
場
に

立
ち
會
っ
て
い
る
者
の
閒
で
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
自
明
の
こ
と
に
屬
し

て
い
た
。こ
の
よ
う
な
一
つ
の
文
字
が
正
反
眞
逆
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
現
象
を
、

い
つ
し
か
「
反
訓
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、文
字
學
の
世
界
で
は
一
種
の
謎
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
口
頭
で
發
す
る
段
階
を
經
ず
に
い
き
な
り
文
字

で
言
葉
を
記
す
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
言
語
場
に
居
合
わ
せ

る
者
同
士
で
は
、
眞
逆
と
い
う
意
識
を
も
た
な
い
で
了
解
で
き
る
言
葉
な
の
で
あ

る
。「
反
訓
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
か
つ
て
小
島
祐
馬
氏
は
「
辨
證
法
的
統
一
」

と
い
う
興
味
深
い
考
え
方
で
捉
え
る
案
を
提
示
し
た
が（

2
）、
そ
れ
は
言
葉
と
文
字

と
の
關
係
に
反
省
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
文
字
面
だ
け
で
考
え
よ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
る
。
言
語
場
を
直
接
言
葉
が
發
せ
ら
れ
る
場
と
し
て
想
像
で
き
て
い
れ
ば
、

そ
う
い
う
難
し
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
濟
ん
だ
筈
で
あ
る
。
言
語
場
を
想
像
す
る
と

は
、
そ
の
よ
う
な
場
に
自
分
も
立
っ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
言

語
場
を
追
體
驗
す
る
こ
と
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。「
反
訓
」
と
い
う
捉
え
方
に

初
め
て
本
質
的
な
異
議
を
唱
え
た
の
は
白
川
靜
「
訓
詁
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に

つ
い
て（

3
）」
で
あ
っ
た
が
、
實
は
そ
の
議
論
の
中
に
雅
語
の
存
在
を
暗
示
す
る
も

の
が
潛
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

二

白
川
靜
「
訓
詁
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に
つ
い
て
」
の

示
唆
す
る
も
の

│
「
古
代
語
」
の
文
字
觀
へ

白
川
の
「
訓
詁
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に
つ
い
て
」
は
、
小
島
論
文
の
「
辨
證

法
的
統
一
」
と
い
う
捉
え
方
を
紹
介
す
る
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
い
る
が
、
小
島
氏

の
よ
う
に
文
字
だ
け
に
焦
點
を
當
て
て
「
反
訓
」
と
い
う
現
象
を
肯
定
す
る
の
で

は
な
く
、
文
字
で
表
現
さ
れ
た
言
語
そ
の
も
の
に
立
ち
返
っ
て
一
つ
一
つ
緻
密
に

檢
討
を
加
え
、
そ
の
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
字
を
め
ぐ
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る
論
究
は
と
か
く
文
字
だ
け
に
焦
點
を
當
て
て
論
じ
る
傾
き
が
あ
る
が
、
白
川
の

そ
れ
は
言
語
學
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
っ
て
お
り
、
從
來
の
論
と
は
一
線
を
畫
す

る
も
の
で
あ
る
。私
の
提
示
す
る
文
字
觀
も
、も
と
は
と
い
え
ば
白
川
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
啓
發
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
た
の
で
、
先
ず
は
白
川

の
考
察
を
通
過
し
た
上
で
私
見
を
述
べ
る
と
い
う
方
向
で
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

白
川
は「
反
訓
と
い
う
現
象
を
成
立
せ
し
め
る
原
因
は
大
體
三
つ
あ
る
と
思
う
」

と
し
て
、
次
の
三
點
を
擧
げ
る
。

第
一
、
假
借
。

第
二
、
格
の
變
化
に
よ
る
態
の
變
化
。

第
三
、
本
來
そ
の
字
義
の
う
ち
に
對
待
の
義
を
有
し
う
る
も
の
。

こ
の
う
ち
、
第
一
類
の
「
假
借
」
と
分
類
さ
れ
た
も
の
は
、
例
え
ば
「
離
」
の

反
訓
と
し
て
「
麗
（
著
く
や
附
く
の
意
）」
が
あ
る
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
。

著
く
の
意
に
用
い
ら
れ
る
「
離
」
は
、
本
來
は
罹
や
羅
・
儷
・
麗
な
ど
で
も
表
わ

さ
れ
る
語
だ
が
、
離
が
用
い
ら
れ
た
の
は
近
似
音
に
よ
る
假
借
で
あ
る
。
つ
ま
り

本
來
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
の
二
語
で
あ
る
の
に
、
た
ま
た
ま
同
じ
「
離
」
と
い
う

文
字
を
用
い
た
假
借
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
同
じ
文
字
が
反
義
語
を

含
む
か
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
を
「
反
訓
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
捉
え
方
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
實
は
文
字
觀
に
原
因
が
あ
る
の
だ
が
、
白

川
論
文
で
は
そ
こ
ま
で
突
き
止
め
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
小
島
論
文
が
假
借
の
問
題

だ
と
氣
付
い
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
も

う
少
し
歩
を
進
め
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
白
川
は
、
甲
骨
文

や
金
文
の
用
例
を
ま
だ
十
分
に
整
理
し
て
い
な
い
段
階
だ
っ
た
よ
う
で
、
整
理
し

た
後
に
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ま
た
書
き
方
も
變
っ
た
で
あ
ろ
う
。

象
形
で
表
わ
し
得
な
い
言
語
（
口
頭
言
語
）
を
文
字
化
す
る
場
合
に
假
借
（
借

字
）
と
い
う
手
段
を
採
る
他
は
な
い
の
が
、
甲
骨
文
の
誕
生
し
た
時
か
ら
の
宿
命

で
あ
る
。
文
字
を
借
り
て
表
わ
す
方
法
（
ど
の
文
字
を
選
ぶ
か
の
パ
タ
ー
ン
）
は

も
と
も
と
幾
通
り
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
こ
と
に
な

ん
ら
不
思
議
は
な
い
。
ま
た
同
義
語
で
あ
っ
て
も
方
言
な
ど
に
よ
っ
て
語
音
が
異

な
れ
ば
假
借
（
借
字
）
は
當
然
別
の
文
字
を
使
う
と
い
う
結
果
に
な
る
。『
說
文

解
字
』
に
も
そ
う
し
た
說
明
を
加
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
「
逆
」
と
い

う
文
字
は
甲
骨
文
の
時
代
か
ら
金
文
の
時
代
を
經
て
、
春
秋
時
代
に
な
っ
て
も

「
迎
」
の
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ

て
い
な
い
。
字
形
認
識
と
し
て
は
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
來
る
人
を
こ
ち
ら
か
ら

迎
え
る
形
で
あ
る
〔

〕。
そ
れ
で
『
說
文
解
字
』
に
は
「
逆
は
迎
な
り
、
辵
に

從
ひ

聲
、
關
東
に
は
逆
と
曰
ひ
、
關
西
に
は
迎
と
曰
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
說
明

を
し
て
い
る
。
甲
骨
文
と
金
文
で
は
「
迎
」
の
意
味
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
と

い
う
語
彙
史
ま
で
知
ら
な
く
て
も
、『
春
秋
左
氏
傳
』
で
は
「
逆
」
が
「
迎
え
る
」

の
意
味
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
實
を
、
五
經
無
雙
と
い
わ
れ
た
許
愼

な
ら
恐
ら
く
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
第
二
類
の
「
格
の
變
化
に
よ
る
態
の
變
化
」
の
場
合
で
あ
る
。

白
川
が
『
左
傳
』
襄
公
十
年
の
「
諸
侯
之
士
門
焉
、
縣
門
發
、

人
紇
抉
之
、
以

出
門
者
（
諸
侯
の
士
、
門
せ
む
。
縣
門
發
す
。

の
人
紇
之
を
抉あ

げ
．
以
て
門
者

を
出
す
。）
を
引
用
し
て
例
と
し
た
「
門
」
の
場
合
、
こ
の
場
面
で
は
「
門
」
は
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動
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、
攻
め
る
側
が
「
門
」
と
い
う
場
合
は
「
門
を
攻
め
る
」

の
意
味
で
あ
り
、
守
る
側
が
「
門
」
と
い
う
場
合
に
は
「
門
を
守
る
」
の
意
味
に

な
る
。
他
に
、「
面
」
に
は
面
す
る
意
と
背
く
意
と
が
あ
る
。「
借
」
に
假
・
貸
の

義
が
あ
る
例
な
ど
、
多
數
の
例
を
擧
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
整
理
し
て
「
こ

れ
ら
の
格
の
變
化
に
伴
う
態
の
變
化
は
、
古
文
に
お
い
て
は
屢
々
主
格
の
轉
換
が

行
な
わ
れ
る
と
い
う
事
實
と
照
應
す
る
。」
と
し
、「
主
語
が
殆
ん
ど
省
略
さ
れ
な

が
ら
交
替
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
讀
者
の
推
理
力
に
訴
え
る
と
こ
ろ
の
多
い
表

現
で
あ
る
。
こ
う
い
う
文
體
が
態
な
ど
を
一
々
表
記
し
な
い
こ
と
は
極
め
て
自
然

で
あ
っ
て
、
本
項
の
ご
と
き
反
訓
字
は
、
こ
の
よ
う
な
文
法
的
關
係
か
ら
も
理
解

し
う
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。」（
三
七
五
〜
三
七
六
頁
）
と
結
ぶ
。

と
こ
ろ
で
、
古
文
に
お
い
て
屢
々
行
な
わ
れ
る
「
主
格
の
轉
換
」
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
？　
「
讀
者
の
推
理
力
に
訴
え
る
と
こ
ろ
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

そ

れ
は
立
場
を
異
に
す
る
者
同
士
が
、
同
じ
場
面
に
居
合
わ
せ
る
狀
態
を
想
像
し
て

み
れ
ば
分
か
る
筈
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
文
字
で
表
わ
す
以

前
に
音
の
み
で
言
葉
が
發
せ
ら
れ
る
場
で
は
、
同
じ
語
を
發
し
て
も
、
置
か
れ
た

立
場
に
よ
っ
て
意
味
す
る
所
が
眞
逆
に
な
る
と
い
う
關
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、動
詞
と
し
て
の
「
門
」
の
意
味
が
、攻
め
る
側
に
立
っ

た
場
合
か
、
守
る
側
に
立
っ
た
場
合
か
は
、
具
體
的
な
場
面
を
想
像
す
る
作
業
が

必
要
で
あ
る
。
直
接
發
せ
ら
れ
た
言
語
を
そ
の
場
に
卽
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
あ
る
。

第
三
類
は
「
本
來
そ
の
字
義
の
う
ち
に
對
待
〔
反
對
〕
の
義
を
有
し
う
る
も
の
」

の
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
「
臭
」
は
香
氣
（
良
い
臭
い
）
の
場
合
に
も
穢
氣
（
嫌

な
臭
い
）
の
場
合
に
も
い
う
語
（
文
字
）
と
し
て
古
來
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
他

に
「
語
の
意
味
す
る
領
域
が
廣
く
て
不
安
定
な
た
め
に
、
そ
の
振
幅
の
中
に
於
い

て
對
待
の
義
を
も
ち
う
る
も
の
」
も
こ
の
第
三
類
と
し
、「
頗
」
や
「
亂
」
他
を

擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
が
ど
ち
ら
の
意
味
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ

て
い
る
か
は
、
用
い
ら
れ
る
場
の
狀
況
に
よ
っ
て
判
斷
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
は
第
一
類
・
第
二
類
と
同
じ
よ
う
に
、
文
字
の
問
題
で

は
な
く
「
言
語
場
の
持
つ
意
味
」
の
問
題
と
捉
え
れ
ば
良
い
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
白
川
は
「
訓
詁
上
反
訓
と
い
う
こ
と
は
存
在
し
な
い
」
と

總
括
し
て
お
き
な
が
ら
、
意
外
な
方
向
に
論
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
小
島
論

文
の
提
示
す
る
「
辨
證
法
的
統
一
」
と
い
う
案
へ
の
反
措
定
と
い
う
モ
チ
ー
フ
な

の
で
あ
ろ
う
か
、
古
代
中
國
の
「
民
族
の
基
礎
的
な
體
驗
の
う
ち
に
、
か
か
る
辨

證
法
的
思
惟
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」
と
い
う
よ
う
に
、
西
洋
的
な
「
辨
證
法
的
思
惟
」
で
は
な
く
、
東
洋

的
な
「
辨
證
法
的
思
惟
」
の
存
否
を
問
う
方
向
に
論
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
試
論
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
は
い
る
の
だ
が
、『
易
』
に
見
ら

れ
る
「
陰
陽
二
元
論
」
の
よ
う
な
「
辨
證
法
的
思
惟
」
の
存
否
を
檢
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
、
と
い
う
問
題
提
起
で
結
ぶ
の
で
あ
る
。
手
嚴
し
い
こ
と
を
い
う
よ

う
だ
が
、
こ
こ
に
白
川
の
持
っ
て
い
る
文
字
觀
の
論
理
的
に
不
徹
底
な
面
が
よ
く

出
て
い
て
非
常
に
殘
念
で
な
ら
な
い
。「
訓
詁
上
の
反
訓
」
を
否
定
し
て
み
せ
た

時
は
、
言
語
場
を
想
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
た
の
に
、
最
後
は
文
字
に
う

か
が
わ
れ
る
「
辨
證
法
的
思
惟
」
の
問
題
へ
と
突
き
進
む
の
で
は
、
そ
れ
ま
で
銳

い
分
析
と
考
察
を
展
開
し
て
み
せ
た
自
身
の
論
を
否
定
す
る
の
に
等
し
い
。
そ
れ

ほ
ど
「
文
字
言
語
」
と
い
う
觀
念
が
強
く
、口
頭
言
語
を
想
定
す
る
餘
地
は
な
か
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
結
末
に
な
っ
た
原
因
は
、
言
語
學
者

た
ち
が
雅
語
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
文
語
的
な
口
頭
言
語
の
存
在
が
想
定
外
の
も
の

だ
っ
た
と
い
う
點
に
歸
着
す
る
と
考
え
る
他
は
な
い
。
だ
が
、
白
川
の
論
そ
の
も

の
は
、
自
ら
意
識
化
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
は
別
に
、
文
語
的
な
口
頭
言
語

の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

追
體
驗
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性

前
節
で
は
白
川
自
身
が
意
識
化
で
き
な
か
っ
た
文
字
觀
の
顯
在
化
を
試
み
た
。

白
川
論
文
が
提
示
し
て
い
た
の
は
言
語
の
意
味
の
捉
え
方
で
あ
る
。
か
み
碎
い
た

言
い
方
を
す
る
と
、
文
字
を
介
し
て
表
わ
さ
れ
た
言
語
の
意
味
を
捉
え
る
時
に
必

要
な
の
は
、
言
語
が
發
せ
ら
れ
た
場
に
自
ら
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
具
體
的
に
摑
む
こ
と
が
で
き

る
筈
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
白
川
の
學
的
態
度
は
、
詩
經
硏
究
や

金
文
硏
究
に
見
せ
た
姿
勢
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
旣
成
の
注
釋
や
辭
典
類

を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
語
の
用
例
を
徹
底
的
に
集
め
て
き
て
文
字
（
語
）
本
來
の
意

味
を
特
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
件
の
論
文
で
は
、
こ
の
姿
勢
で
言

語
と
文
字
と
の
關
係
を
改
め
て
考
え
直
す
と
い
う
方
向
に
進
ま
ず
、
も
っ
ぱ
ら
文

字
と
い
う
表
層
だ
け
に
焦
點
を
當
て
て
い
た
た
め
、
も
ど
か
し
い
言
い
方
に
な
っ

て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
言
說
そ
の
も
の
は
問
題
の
所
在
に
屆
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
白
川
の
言
說
か
ら
讀
み
取
る
べ
き
こ
と
は
、
話
し
手
の
視
點
〔
言
語
場
〕
に

身
を
置
い
て
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
よ
う
に
し
な
い
と
、
文
字
面

を
見
て
い
る
だ
け
で
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
文

獻
時
代
以
前
の
「
古
代
語
」
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
後
に
く
る
文
獻
時
代

の
資
料
の
よ
う
に
文
字
の
世
界
だ
け
で
表
現
が
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
言

語
が
發
せ
ら
れ
た
具
體
的
な
場
〔situation

〕
を
十
分
に
摑
ん
で
お
か
な
い
と
、

言
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ

の
言
語
が
い
き
な
り
文
字
で
記
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
、
口
頭
で
直
接
發
せ
ら
る

時
代
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
に
い
な
い
人
に
も
正
確
に
傳
わ
る
よ
う
に

文
字
で
書
く
と
い
う
言
語
場
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
同
士
で
は
直

接
理
解
で
き
る
口
頭
言
語
の
場
で
あ
る
か
ら
、
事
柄
は
十
分
濟
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
後
世
の
者
が
そ
の
よ
う
な
文
字
資
料
を
理
解
す
る
場
合
、
言
語
が
發

せ
ら
れ
た
場
の
情
況
を
具
體
的
に
掌
握
し
て
お
か
な
い
と
、
文
字
の
本
地
で
あ
る

言
語
を
理
解
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
逆
の
意
味
に
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
必
要
な
の
は
、
言
語
場
を
再
現
す
る
作
業
、
あ
る
い
は
追
體
驗
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
白
川
自
身
も
明
確
に
意
識
化
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る

が
、
白
川
の
言
說
そ
の
も
の
が
傳
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

言
語
場
の
追
體
驗
と
い
え
ば
、文
學
を
硏
究
す
る
場
合
に
必
須
の
過
程
で
あ
る
。

白
川
の
言
說
か
ら
私
が
上
記
の
よ
う
に
讀
み
取
っ
た
の
は
、
私
自
身
が
若
い
頃
か

ら
傾
倒
し
て
き
た
「
言
語
過
程
說
」
の
言
語
論（

4
）に
よ
っ
て
培
っ
て
き
た
力
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
う
。
甲
骨
文
や
金
文
を
硏
究
す
る
場
合
に
も
、
文
字
を

辭
書
的
な
意
味
で
理
解
し
た
こ
と
〔
文
字
や
言
葉
の
置
き
換
え
〕
に
す
る
の
で
は

な
く
、
言
語
が
發
せ
ら
れ
た
情
況
を
具
體
的
に
追
體
驗
し
て
み
る
と
い
う
作
業
が

重
要
で
あ
る
。
特
に
金
文
で
は
同
じ
語
が
樣
々
な
文
字
〔
字
形
〕
で
表
わ
さ
れ
る

の
で
、
言
語
場
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
、
言
葉
の
理
解
度
に
大
き
な
差
が
出

て
く
る
。
文
字
面
に
惑
わ
さ
れ
て
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と
に
氣
付
か
な
い
と
い
う
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事
態
も
少
な
か
ら
ず
起
き
る
の
で
あ
る
。
長
年
甲
骨
金
文
を
讀
ん
で
き
た
經
驗
で

い
え
ば
、
甲
骨
金
文
に
見
ら
れ
る
語
の
分
か
り
に
く
さ
は
、
ま
だ
無
文
字
社
會
の

言
語
感
覺
を
殘
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
マ
リ
ノ
ウ

ス
キ
ー
が
「
原
始
言
語
に
お
け
る
意
味
の
問
題（

5
）」
で
論
じ
て
い
る
「
原
始
言
語
」

（prim
itive languages

）
と
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
「
原
始

言
語
」
の
特
徵
を
こ
ん
な
風
に
記
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、
言
語
表
出
と
場
と
は
相
互
に
引
き
離
せ
な

い
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
て
、
場
の
脈
絡
は
言
葉
の
理
解
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
。
音
聲
言
語
や
書
寫
言
語
の
現
實
に
お
い
て
、
言
語
脈
絡

（linguistic context

）
の
な
い
言
語
は
虛
構
で
あ
り
、
そ
れ
自
體
で
は
何
物

を
も
表
わ
さ
な
い
の
と
ま
っ
た
く
同
樣
に
、
生
き
た
音
聲
言
語
の
現
實
に
お

い
て
も
、
言
語
表
出
は
場
の
脈
絡
の
中
で
な
け
れ
ば
意
味
を
も
た
な
い
。

（
三
九
八
頁
）

こ
の
一
節
を
讀
む
と
白
川
論
文
に
記
さ
れ
た
こ
と
を
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

私
が
「
古
代
語
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
の
時
代
の
言
語
も
、

言
語
場
を
掌
握
し
て
い
る
の
と
そ
う
で
な
い
の
と
で
は
、
理
解
度
が
大
き
く
變

わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
「
古
代
語
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、

樣
々
な
話
題
に
言
及
す
る
形
で
進
め
て
き
た
の
で
、
讀
者
の
「
古
代
語
」
と
い
う

槪
念
の
理
解
は
か
な
り
進
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
節
の
話
題
は

「
古
代
語
」
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
言
語
場
の
「
追
體
驗
」
が
必
要
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
節
で
は
、
今
ま
で
謎
で
あ
っ
た
問
題
が
、
言
語
場
を

追
體
驗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
く
こ
と
の
で
き
た
問
題
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い

と
思
う
。
主
に
『
殷
周
革
命
論（

6
）』
を
書
き
進
め
る
過
程
で
解
き
え
た
問
題
で
あ

る
が
、
こ
う
い
う
觀
點
か
ら
改
め
て
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
古
代
語
」
槪

念
の
理
解
も
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

四　

言
語
場
の
追
體
驗
に
よ
っ
て
解
け
た
問
題
（
一
）

│
「
史
」
槪
念
に
つ
い
て

白
川
の
學
術
論
文
に
記
さ
れ
た
文
字
觀
は
、
も
と
も
と
私
の
提
示
す
る
文
字
觀

と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
來
な
ら
む
し
ろ
白
川
自
身
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
白
川
が
自
明
の

よ
う
に
用
い
る
「
文
字
言
語
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
書
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
い
っ
そ
う
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
根
底
に
は
、
漢
字
制
限
や
漢

字
無
用
論
に
對
し
て
漢
字
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
て
、
い

さ
さ
か
力
瘤
が
入
り
す
ぎ
た
感
さ
え
あ
る
。
そ
も
そ
も
現
代
に
お
け
る
漢
字
の
問

題
と
、
漢
字
の
原
初
形
態
で
あ
る
甲
骨
文
誕
生
の
問
題
と
は
次
元
の
異
な
る
問
題

な
の
で
峻
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
私
が
「
古
代
語
」
と
呼
ん
で
い

る
甲
骨
金
文
の
文
字
表
現
に
お
け
る
用
字
の
種
々
相
を
見
れ
ば
、
自
ず
か
ら
明
ら

か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
方
向
へ
の
道
は
、
恩
師
白
川
に
よ
っ
て
導

か
れ
た
道
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

第
二
節
・
第
三
節
で
は
、
白
川
自
身
が
意
識
化
で
き
な
か
っ
た
文
字
觀
は
、
言

語
場
を
具
體
的
に
再
現
し
て
み
る
「
言
語
場
の
追
體
驗
」
と
い
う
手
續
き
を
踏
む

こ
と
に
よ
っ
て
顯
在
化
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
と
述
べ
て
お
い
た
。
言
語
場
の
追
體

驗
と
い
う
認
識
上
の
手
續
き
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
文
學
を
硏
究
す
る
者
に
と
っ



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
一
）
序
論　

な
ぜ
古
代
語
な
の
か

三
六

て
改
め
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
當
然
そ
う
し
な
け
れ
ば

作
品
の
硏
究
な
ど
始
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
道
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
文
獻
や
出
土
資
料
の
言
語
場
を
追
體
驗
す
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
が
、
白
川
の
言
說
と
出
會
っ
た
時
、
追
體
驗
の
場
は
、
文
語
的
な
口
頭

言
語
が
發
せ
ら
れ
る
具
體
的
な
場
を
想
像
す
る
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
想
像
力
が
動
き
出
せ
る
よ
う
に
、
必
要
な
豫
備
作

業
や
豫
備
的
考
察
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
が
、
理
屈
だ
け
で
理

解
し
て
性
急
に
處
理
し
て
し
ま
う
姿
勢
と
根
本
的
に
違
う
點
で
は
な
い
か
と
思

う
。こ

の
よ
う
な
意
味
で
の
言
語
場
を
具
體
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
川
が
解

け
な
か
っ
た
こ
と
が
解
け
た
例
の
一
つ
が
「
史
」
槪
念
で
あ
る
。
白
川
は
甲
骨
文

の
用
例
を
緻
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
史
」
が
王
朝
儀
禮
の
一
種
で
あ

る
こ
と
を
析
出
し
た
が（

7
）、
儀
禮
の
具
體
的
な
內
容
ま
で
は
不
詳
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
暫
定
的
に
「
史
祭
」
と
名
付
け
た
。
だ
が
、「
史
」
槪
念
を
そ
れ
以
上
追

究
す
る
こ
と
な
く
、「
史
」
を
王
朝
の
內
祭
、「
使
」
を
外
祭
と
し
た
も
の
の
、
こ

れ
は
や
む
を
得
ぬ
暫
定
的
な
處
置
で
し
か
な
か
っ
た
。こ
の
件
は
拙
論「
册
令（
命
）

形
式
金
文
の
歷
史
的
意
味（

8
）」
で
す
で
に
論
じ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
次

の
問
題
に
進
む
た
め
に
、
改
め
て
結
論
的
な
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。

白
川
が
追
究
し
た
跡
を
踏
ま
え
た
上
で
、
王
の
代
理
の
者
が
王
の
言
葉
を
發
す

る
行
爲
を
「
史
」
と
捉
え
、
ま
た
「
史
」
と
相
似
た
使
い
方
が
さ
れ
た
「
使
」
の

方
は
、
王
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
他
部
族
に
赴
き
、
王
の
代
理
で
言
葉
を
傳
え

る
行
爲
〔
發
す
る
行
爲
〕
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
二
語
の
共
通
點
と
差

異
と
を
踏
ま
え
て
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、前
者
は
「
內
史
」、後
者
は
「
外
史
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
た
。
白
川
が
前
者
を
「
內
祭
」、後
者
を
「
外

祭
」
と
し
た
槪
念
處
理
で
は
、
そ
れ
以
上
論
理
的
に
追
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。論
理
的
に
追
究
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。「
史
」

も
「
使
」
も
王
の
代
理
者
に
よ
っ
て
「
王
言
」
が
口
頭
で
發
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
り
、「
王
言
」は
文
字
で
書
か
れ
て
か
ら
發
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

先
ず
口
頭
で
發
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
念
頭
に
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
そ
れ
は
文
字
で
書
い
た
「
祝
辭
」
を
器
に
入
れ
た
も
の
と
い
う
字
形
認
識
の

方
に
重
心
が
行
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
拙
著
『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論（

9
）』
に

も
記
し
た
こ
と
だ
が
、
古
代
社
會
に
お
け
る
王
言
（
王
命
）
は
口
頭
で
發
す
る
こ

と
が
重
ん
じ
ら
れ
、
文
字
で
記
す
と
い
う
行
爲
は
必
要
に
應
じ
て
な
さ
れ
る
だ
け

で
あ
っ
た
と
い
う
普
遍
的
な
現
象
に
關
す
る
知
見
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

大
き
な
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
「
文
字
言
語
」
と
い
う
文
字
觀
の

な
せ
る
わ
ざ
だ
と
言
う
他
は
な
い
。

五

言
語
場
の
追
體
驗
に
よ
っ
て
解
け
た
問
題
（
二
）

│
「
令
」
を
な
ぜ
「
休
（
賜
物
）」
の
意
味
と
捉
え
ら

れ
る
の
か

文
字
に
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
觀
點
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
分
か
ら
な
い

の
に
、
言
語
を
文
字
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
觀
點
に
切
り
替
え
る
と
、
文

字
の
背
後
に
あ
る
言
葉
の
意
味
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
現
象
に
、
金

文
で
は
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
。
こ
れ
は
金
文
に
現
わ
れ
た
言
語
世
界
が
ま
だ
十
分

な
「
文
字
言
語
」
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
私
自
身
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が
氣
付
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
段
階
の
言
語
世
界
を
假
に
「
古
代
語
」
と
名
付
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し

た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
文
字
表
現
の
一
つ
を
例
に
擧
げ
る
と
、「
休
」や「
易（
賜
）」

で
表
わ
さ
れ
る
の
が
本
来
の
使
い
方
な
の
に
、「
令
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
表
現
例
で
あ
る
。
何
れ
も
西
周
時
代
前
期
の
銘
文
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
前
稿
「
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割（
10
）」
の
一
節
の
中
で
扱
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
令
」
字
の
過
渡
的
な
用
例
と
し
て
扱
っ
た
。
今

回
ま
た
同
じ
文
例
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
同
じ
文
を
「
古
代
語
」
の
言
語
世
界
と

し
て
讀
み
直
す
と
別
の
側
面
が
見
え
て
く
る
と
い
う
視
點
を
提
供
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
說
明
の
仕
方
も
い
く
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
。

①
王
伐

子
𦔻
、
𠭯
厥
反
、
王
降
征
令
于
大
保
、
大
保
克

亡
譴
、
王
召
大
保
、

易
休
宋
土
、
用
𢆶
彝
對
令
《
大
保

》
集
成
四
一
四
〇

【
訓
讀
】

王
、

ろ
く

子し

聖せ
い

を
伐
つ
。
厥そ

の
反
す
る
に
𠭯お
よ

び
、
王
、
征
令
を
大
保
に
降
す
。
大

保
、
克よ

く
敬つ
つ

し
ん
で
譴と
が

亡な

し
。
王
、
大
保
を
召
し
、
宋
の
土
を
賜
休
す
。
茲こ

の
彝

を
用
て
令
に
對こ

た

ふ
。

【
略
說
】

該
當
す
る
の
は
「
用
𢆶
彝
對
令
」
で
、「
茲
の
彝
を
用
て
令
に
對
ふ
」
と
訓
讀

し
た
。
表
現
が
あ
る
程
度
落
ち
着
い
て
く
る
と
「
用
作
𢆶
彝
、
對
王
休
（
用
て
茲

の
彝
を
作
り
て
、王
の
休

た
ま
も
のに
對こ
た

ふ
）」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
王
か
ら
「
宋
の
地
」

を
賜
與
さ
れ
た
こ
と
に
對
し
て
、
大
保
が
彝
器
〔
祭
器
と
し
て
の

〕
を
作
る
と

い
う
形
で
應
え
た
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
祭
器
を
作
る
の
は
王
へ
の
感
謝
を
示
す

と
同
時
に
大
保
の
家
の
記
念
と
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
令
」
と
い
う
言
葉

そ
の
も
の
は
王
が
命
令
を
發
す
る
こ
と
、
特
に
口
頭
で
發
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
っ
て
、
賜
物
〔
こ
こ
で
は
大
保
に
賜
與
さ
れ
た
宋
の
地
〕
そ
の
も
の
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
大
保
の
擧
げ
た
手
柄
を
讚
え
、
そ
の
褒
償
と
し

て
宋
の
地
を
與
え
た
と
い
う
、
一
連
の
表
彰
式
全
體
を
意
味
し
て
い
る
言
葉
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。言
語
表
現
と
し
て
は
言
葉
足
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
關
係
者
に
と
っ
て
は
改
め
て
說
明
す
る
ま
で
も
な
い
表
現

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
て
も
意
味
が
分
か
る
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
文
字
言
語
」
と
し
て
の
表
現
力
と
し
て
は
未
熟

で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
に
い
た
者
、
關
係
者
に
は
分
か
る
表
現
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
よ
う
な
場
を
想
像
で
き
る
〔
追
體
驗
で
き
る
〕
者
な
ら
何
と
か
理
解
で
き
る

表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

②
隹
九
月
旣
望
庚
寅
、

白
于
遘
王
、
休
亡
尤
、
朕
辟
天
子

白
、
令
厥
臣
獻

金
車
、
對
朕
辟
休
、
乍
朕
皇
考
光
父
乙
、
十
枻
不

、
獻
身
才
畢
公
家
、
受
天
子

休
《
獻

》
集
成
四
二
〇
五

【
訓
讀
】

こ
れ
九
月
旣
望
庚
寅
。
そ

伯
于ゆ

き
て
王
に
遘あ

ふ
。
休
せ
ら
れ
て
尤と
が

亡な

し
。
朕

が
辟き

み

な
る
天
子

伯
、
厥そ

の
臣
獻
に
金
車
を
令た
ま

ふ
。
朕
が
辟
の
休
た
ま
も
のに
對こ
た

へ
て
、
朕

が
皇
考
光か

が
やけ
る
父
乙
を
作
る
。
十
世
ま
で
忘
れ
ず
。
獻
、
身
、
畢
公
の
家
に
在
り

て
、
天
子
の
休
た
ま
も
のを
受
く
。

【
略
說
】

該
當
す
る
の
は
「
朕
辟
天
子

白
、
令
厥
臣
獻
金
車
」
で
、「
朕
が
辟き
み

な
る
天
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子
そ

伯
、厥そ

の
臣
獻
に
金
車
を
令た
ま

ふ
。」と
訓
讀
し
た
。「
朕
が
辟
な
る
天
子

伯
」

が
そ
の
臣
下
で
あ
る「
獻
」に
金
車
を
賜
與
す
る
こ
と
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。「
令

厥
臣
獻
金
車
」
の
と
こ
ろ
は
普
通
「
易
（
賜
）
厥
臣
獻
金
車
」
と
す
る
の
だ
が
、

こ
の
文
例
で
は
「
令
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
令
」
な
ら

命
令
す
る
の
意
味
で
あ
る
。
だ
が
金
車
と
い
う
賜
物
を
與
え
て
い
る
。
賜
與
す
る

の
意
味
を
「
令
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
關

係
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
に
屬
す
る
。
①
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
一
連
の
表

彰
式
全
體
を
「
令
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
隹
五
月
旣
望
甲
子
、
王
〔
才

〕
京
、
令
師
田
父
殷
成
周
〔
年
〕、
師
田
父

令
小
臣
傳
非
余
、
傳
□
□
朕
考

、
師
田
父
令
余
□
□
官
、
白
盂
父
賞
小
臣
傳
□

□
、
医
白
休
、
用
乍
朕
考
日
甲
寶
□
《
小
臣
傳

》
集
成
四
二
〇
六

【
訓
讀
】

こ
れ
五
月
旣
望
甲
子
。
王
、
ほ

う

京け
い

に
在
り
。
師し

田で
ん

父ほ

に
令
し
て
成
周
に
殷い
ん

せ

し
む
る
の
年
。
師
田
父
、
小
臣
傳で

ん

に
非ひ

よ余
を
令た
ま

ふ
。
傳
、
朕
が
考ち
ち

の

に
□
□
す
。

師
田
父
、
余
に
令
し
て
□
□
の
官
に
□
せ
し
む
。
伯
盂
父
、
小
臣
傳
に
□
□
を
賞

す
。
伯
の
休

た
ま
も
のに
揚こ
た

へ
て
、
用
て
朕
が
考ち
ち

日
甲
の
寶
□
を
作
る
。

【
語
說
】
②
と
同
じ
語
例
。

④
隹
十
又
三
月
庚
寅
、
王
才
寒

、
王
令
大
史
兄
䙐
土
、
王
曰
、
中
、
𢆶
䙐
人

大
史
易
于

王
乍
臣
、
今
兄
□
女
䙐
土
、
乍
乃
采
、
中
對
王
休
令
䵼
父
乙

、
隹

臣
尚
中
、
臣
《
中
方
鼎
》
集
成
二
七
八
五

【
訓
讀
】

こ
れ
十
又
三
月
庚
寅
。
王
、
寒
師
に
在
り
。
王
、
大
史
に
令
し
て
䙐か

く

土
を
お
く

ら

し
む
。
王
曰
は
く
、
仲
よ
。
茲こ

の
䙐
人
は
、
大
史
の
武
王
よ
り
賜
は
り
て
臣
と
作な

れ
る
も
の
な
り
。
今
、
汝
に
䙐
土
を

り
□
す
。
乃な
ん
ぢの
采さ
い

と
作な

せ
と
。
仲
、
王
の

休
令
を
父
乙
に
䵼す
す

む
る
の
そ
ん

に
對こ
た

ふ
。
隹
臣
尚
中
。
臣
。

【
略
說
】

該
當
す
る
の
は
「
中
對
王
休
令
䵼
父
乙

」
の
と
こ
ろ
。
こ
こ
で
は
「
休
令
」

と
熟
語
化
し
た
形
で
、「
仲
、
王
の
休
令
を
父
乙
に
䵼す

す

む
る
の
そ
ん

に
對こ
た

ふ
」
と
訓

讀
し
た
。
こ
れ
も
定
型
化
し
て
く
る
と
、「
中
對
医
王
休
、用
乍
父
乙
寶

鼎
」（
仲
、

王
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
父
乙
の
寶

鼎
を
作
る
）
と
で
も
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
例
で
は
單
に「
令
」と
す
る
の
で
は
な
く
、賜
物
の
意
で
使
わ
れ
る「
休
」

だ
け
で
表
わ
す
の
で
も
な
く
、
休
と
令
と
を
合
體
し
て
「
休
令
」
と
熟
語
化
し
て

い
る
點
が
興
味
深
い
。

令
と
い
う
文
字
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
命
令
」
の
令
で
あ
り
、「
賜
物
」
を
意

味
す
る
文
字
で
は
な
い
。
だ
が
、
文
脈
か
ら
す
る
と
王
の
命
令
の
意
味
と
す
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
王
の
賜
物
の
意
味
と
捉
え
る
方
が
、
言
語
の
捉
え
方
と
し
て
は
落

ち
着
き
が
よ
く
し
っ
く
り
す
る
。「
命
令
」
の
意
の
文
字
で
は
あ
る
が
、
實
際
に

は
「
賜
物
」
を
意
味
す
る
文
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
、

白
川
の
『
金
文
通
釋
』
が
「
令
」
の
訓
を
「
た
ま
も
の
」
と
し
て
い
る
の
も
當
然

と
い
え
ば
當
然
で
は
あ
る
。
だ
が
な
ぜ
「
令
」
字
が
賜
物
の
意
味
に
化
け
る
の
か

と
い
う
說
明
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
も
事
實
で
、
文
字
と
意
味
と
の
閒
に
若

干
の
齟
齬
が
あ
る
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。
意
味
さ
え
通
じ
れ
ば
良
い
と
い
う

態
度
で
片
付
け
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
追
究
す
る
必
要
は
な
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い
と
思
う
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
る
と
い
う
姿
勢

で
讀
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
こ
こ
は
何
ら
か
の
說
明
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
る
。
私
の
場
合
こ
の
、
賜
物
を
意
味
す
る
語
が
な
ぜ
「
令
」
で
表
わ
さ

れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
、「
古
代
語
」
特
有
の
意
味
世
界
に
引

き
込
ま
れ
る
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

金
文
の
語
彙
に
多
少
と
も
通
じ
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
賜
物
と
い
う
意
味
で
一

般
に
使
わ
れ
る
の
は
「
休
」
と
い
う
文
字
〔
語
〕
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
事
實
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
そ
う
な
の
だ
が
、
西
周
時
代
前
期
に
お

い
て
は
こ
の
よ
う
な
、
言
葉
と
文
字
と
の
關
係
が
一
本
化
し
て
い
な
い
現
象
が
他

に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
當
初
私
は
、
雅
語
の
表
現
が
一
定
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な

現
象
と
し
て
捉
え
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
で
き
る
と

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
に
い
く
つ
も
出
會
う
う
ち
に
、「
古
代
語
」
特
有
の

世
界
と
し
て
も
捉
え
た
方
が
良
い
こ
と
に
氣
付
く
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
後

世
の
言
語
表
現
の
よ
う
に
、
言
語
が
發
せ
ら
れ
た
場
に
い
な
く
て
も
、
文
字
で
記

さ
れ
た
言
語
を
讀
み
さ
え
す
れ
ば
意
味
が
理
解
で
き
る
と
い
う
言
語
世
界
で
は
な

い
こ
と
に
氣
付
き
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
言
語
場

に
立
ち
會
っ
て
い
る
の
と
、
そ
う
で
な
い
の
と
で
は
意
味
を
的
確
に
理
解
す
る
上

で
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の

い
う
「
原
始
言
語
」
を
想
起
す
る
の
が
有
益
だ
と
思
う
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
い

う
「
原
始
言
語
」
は
無
文
字
社
會
に
お
け
る
口
頭
言
語
の
世
界
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
だ
が
、
初
期
漢
字
の
甲
骨
文
と
金
文
の
言
語
世
界
に
も
當
て
は
ま
る
場
合
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
古
代
語
」
の
世
界
を
假
に
次
の
よ
う

に
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
無
文
字
社
會
の
「
原
始
言
語
」
が
、
文
字
を
使
い

始
め
た
こ
と
を
契
機
に
少
し
ず
つ
洗
練
さ
れ
て
行
き
、
長
い
時
閒
を
か
け
て
「
文

字
言
語
」
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
と
い
う
よ
う
に
。

六　
「
嚴
（
敢
）」
の
原
義
と
意
味
の
變
遷

「
古
代
語
」
の
意
味
構
造
を
理
解
す
る
上
で
良
い
例
だ
と
思
わ
れ
る
「
嚴
」
を

取
り
上
げ
る
。
字
義
を
考
察
す
る
と
い
う
觀
點
で
は
な
く
、
語
が
言
語
場
に
お
い

て
も
つ
意
味
を
考
察
す
る
と
い
う
觀
點
か
ら
、
そ
の
語
が
本
來
も
っ
て
い
る
意
味

を
考
え
、
そ
の
後
の
變
遷
を
も
た
ど
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は

「
嚴
し
い
」
と
か
「
嚴
正
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
金
文
に

見
る
「
古
代
語
」
と
し
て
の
用
例
を
見
る
と
か
な
り
意
味
の
違
う
語
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
ま
た
少
し
時
代
が
下
る
『
詩
經
』
や
『
尚
書
』
等
の
經
書
類
で
も

か
な
り
原
義
を
留
め
て
い
る
こ
と
も
お
分
か
り
頂
け
る
だ
ろ
う
。
古
注
に
賴
っ
て

漢
字
を
置
き
替
え
て
も
い
ま
ひ
と
つ
了
解
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
が
、
原
義
を
念

頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
適
切
な
理
解
に
た
ど
り
つ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

先
ず
參
考
に
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辭
典（
11
）』
の
記
述
に
基
づ
い
て
語
義
の
古
い

も
の
か
ら
竝
べ
替
え
て
み
る
。
順
序
は
出
典
の
古
い
も
の
か
ら
に
し
た
が
、
時
系

列
と
い
う
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
比
較
的
新
し
い
も
の
は
外
し
た
。
後
で

改
め
て
金
文
と
『
十
三
經
』
の
用
例
を
見
て
い
く
が
、
辭
書
的
な
譯
語
を
當
て
は

め
て
字
義
が
分
か
っ
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
言
語
場
を
理
解
し
た

上
で
語
義
を
摑
む
と
い
う
方
向
で
進
め
た
い
。
そ
の
過
程
で
「
嚴
」
と
い
う
語
が

含
蓄
に
富
む
所
以
も
傳
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
、
つ
つ
し
む
。〔
詩
、
商
頌
、
殷
武
〕
下
民
有
嚴
。〔
傳
〕
嚴
、
敬
也
。
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二
、
お
ご
そ
か
。
い
か
め
し
い
。〔
詩
、
小
雅
、
六
月
〕
有
嚴
有
翼
。〔
傳
〕
嚴
、

威
嚴
也
。

三
、
た
っ
と
い
。
た
っ
と
ぶ
。〔
孟
子
、
公
孫
丑
上
〕
無
嚴
諸
侯
。〔
注
〕
嚴
、

尊
也
。

四
、
お
そ
れ
る
。
お
そ
れ
つ
つ
し
む
。
お
そ
れ
は
ば
か
る
。〔
孟
子
、公
孫
丑
上
〕

無
嚴
諸
侯
。

五
、
き
び
し
い
。〔
韓
非
子
、
難
、
四
〕
無
赦
之
謂
嚴
。

こ
の
よ
う
に
時
代
順
に
竝
べ
て
み
る
と
、「
嚴
」
の
原
義
は
「
つ
つ
し
む
」
か
「
お

ご
そ
か
」
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
嚴
」
に
「
つ
つ
し
む
」
の
意

味
が
あ
る
こ
と
を
意
外
に
思
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
實
は
「
嚴
」

と
い
う
文
字
は
、「

々
成
唐
、
又
敢
才
帝
所
」（く

わ
く

々
た
る
成
唐
〔
湯
〕、
敢げ
ん

と

し
て
帝
所
に
在
る
有
り
）《
叔
夷
鐘
》
の
よ
う
に
「
敢
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

「
敢
」
と
「
嚴
」
と
は
同
音
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
金
文
で
は
「
つ
つ

し
む
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
は
專
ら
「
敢
」
の
方
で
、「
敢
」
は
西
周
時
代

の
前
期
か
ら
「
乍
册
令
、
敢
揚
明
公
尹
厥

」（
作
册
令
、
敢つ

つ

し
ん
で
明
公
尹い
ん

の

た
ま
も
のに
揚こ
た

ふ
）《
令
彝
》の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
。
訓
讀
と
し
て
は
慣
習
的
に「
作

册
令
、
敢
へ
て
明
公
尹
の

に
揚
ふ
」
の
よ
う
に
「
敢
」
字
を
「
あ
え
て
」
と
訓

ん
で
き
た
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
銘
文
を
理
解
す
る
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
先
ほ
ど
の
任
官
式
の
樣
子
を
記
し
た
銘
文
で
、
王
か
ら
賜
物
を
與
え
ら
れ
た

後
、そ
の
記
念
と
し
て
祖
祭
の
た
め
の
靑
銅
器
を
作
っ
た
と
述
べ
る
一
節
で
あ
る
。

王
か
ら
賜
物
を
頂
い
た
こ
と
を
記
念
し
て
靑
銅
器
を
作
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か

ら
、「
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
強
い
て
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
つ
つ
し
ん
で
」

應
え
る
と
い
う
意
味
で
な
い
と
場
違
い
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
字
形
も
そ
の

こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
お
り
、『
字
統（
12
）』
に
「
杓
を
以
て
鬯
ち
ょ
う

酒し
ゅ

を
そ
そ
ぎ
、
儀
禮

の
場
所
を
清
め
る
灌か
ん

鬯ち
ょ
うの
儀
禮
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
鬯
ち
ょ
う

酌し
ゃ
くの
形
を
字
形
化
し
た

も
の
」
と
記
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
儀
禮
の
場
を
淸
め
る
と
い
う
形
姿
を
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
、「
つ
つ
し
ん
で
（
つ
つ
し
み
の
心
で
）
行
な
う
」
意
の
語
で
あ

る
こ
と
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
因
み
に
「
嚴
」
字
形
の
場
合

は
、
更
に
宮
廟
を
表
わ
す
「
厂
」
を
付
加
し
た
「
𠪚
」
字
形
の
上
に

を
竝
べ
る

形
に
な
っ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
宮
廟
に
祀
ら
れ
た
神
々
を
意
識
し

た
形
姿
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
、
用
例
〔
後
述
〕
も
先
王
や
祖
考
を
拜
す
る
も

の
に
な
っ
て
い
て
、
場
面
と
し
て
は
「
敢
」
と
一
應
の
區
別
が
あ
る
が
、
先
王
や

祖
考
を「
つ
つ
し
み
の
心
で
」拜
す
る
と
い
う
點
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。「
つ

つ
し
み
の
心
」
で
も
っ
て
先
王
や
祖
考
を
拜
し
て
い
る
時
は
、
先
王
や
祖
考
が

「
神
々
し
く
」
ま
た
「
お
ご
そ
か
」
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
し
、
角
度
を
換
え
て

い
え
ば
そ
こ
に「
敬
う
心
」が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
文
字
言
語
」

を
操
る
後
世
の
人
閒
な
ら
、
別
の
言
葉
の
よ
う
に
區
別
し
よ
う
と
思
う
の
か
も
知

れ
な
い
が
、
口
頭
言
語
が
一
般
的
で
あ
っ
た
「
古
代
語
」
の
言
語
場
に
お
け
る
意

味
構
造
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
敢
」が「
つ

つ
し
ん
で
行
な
う
」
と
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
例
は
そ
の
後
も
か
な
り
續
く
の

で
、『
論
語
』
中
に
收
め
ら
れ
た
師
弟
閒
の
問
答
で
用
い
ら
れ
る
〔
弟
子
が
孔
子
に
〕

「
敢
へ
て
問
ふ
」
と
い
う
「
敢
」
の
意
も
、「
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
強
い
て
す

る
」
と
解
し
た
の
で
は
奇
妙
な
や
り
と
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
は

「
敢つ

つ

し
ん
で
問
ふ
」
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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①
金
文
に
お
け
る
嚴
の
用
例
の
變
遷

金
文
に
お
け
る
「
嚴
」
の
用
例
は
、
西
周
時
代
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
「
皇
祖

考
嚴
在
上
」（
皇
祖
考
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）
の
よ
う
に
「
●
●
嚴
在
■
」（
●
●

嚴
と
し
て
■
に
あ
り
）
の
文
型
に
な
っ
て
い
る
。
●
●
は
「
皇
考
」「
皇
祖
考
」「
前

文
人
」「
先
王
」
の
よ
う
に
尊
崇
す
る
と
こ
ろ
の
神
々
で
あ
り
、
■
は
、
西
周
後

期
の
《
𤠁
鐘
》
が
「
先
王
其
嚴
才
帝
左
右
」（
先
王
、
其
れ
嚴
と
し
て
帝
の
左
右

に
在
り
）
と
な
っ
て
い
る
他
は
、「
嚴
才
上
」
の
よ
う
に
「
上
」
で
あ
る
。「
上
」
は
、

先
王
〔
文
王
・
武
王
〕
や
帝
〔
殷
王
朝
の
超
越
神
〕、
天
〔
西
周
王
朝
の
超
越
神
〕

た
ち
の
い
る
天
上
の
こ
と
で
あ
る
。「
上
天
」
や
「
上
帝
」
の
語
が
使
わ
れ
る
こ

と
も
ま
れ
に
あ
る
が
、「
上
な
る
天
」・「
上
な
る
帝
」
の
意
味
で
あ
る
。
用
例
を

見
て
い
く
前
に
、
時
代
毎
の
辭
句
の
特
徵
を
先
ず
整
理
し
て
お
く
。

西
周
中
期
＝
「
嚴
在
上
」・「
嚴
祜

」。
嚴
は
お
ご
そ
か
に
。
敬
う
氣
持
ち
に
な

る
樣
子
で
。

西
周
後
期
＝
「
嚴
在
上
」・「
嚴
在
帝
左
右
」。
同
右
。

春
秋
中
期
＝
「
嚴
敬
」。
う
や
ま
う
。

春
秋
後
期
＝
「
嚴
（
つ
つ
し
む
）」・「
𢥴
（
嚴お

ご
そか
に
）」。「
嚴
龔
（
恭
）」。
う
や

ま
う
。

戰
國
後
期
＝
「
嚴
敬
」。
う
や
ま
う
。

【
西
周
中
期
】

・
弋
皇
且
考
高
對
爾
剌
、
嚴
才
上
（
必
ず
皇
祖
考
、
爾う

る
わし
き
剌れ
つ

に
高
對
し
て
、
嚴

と
し
て
上
に
在
り
）《
𤼈
鐘
》
二
四
六
〜
二
五
〇
﹇
通
釋
・
補
一
五
q
﹈

〔
略
說
〕
皇
祖
考
が
天
上
の
神
々
の
列
に
連
な
り
、
嚴お
ご
そか
な
樣
子
で
お
ら
れ
る
と

い
う
意
味
。
敬
う
心
で
皇
祖
考
を
拜
し
て
い
る
と
い
う
場
面
で
も
あ
る
。

【
西
周
後
期
】

〔
●
●
嚴
才
●
●
〕

①
皇
考
嚴
才
上
、
異
才
下
（
皇
考
、
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
。
翼
と
し
て
下
に

在
り
）《
叔
旅
鐘
》
集
成
二
三
八
〜
二
四
四
﹇
通
釋
一
五
五
﹈

②
皇
考
其
嚴
才
上
（
皇
考
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）

《
士
父
鐘
》
集
成
一
四
五
〜
一
四
八
﹇
通
釋
一
五
六
﹈

③
皇
祖
考
其
嚴
才
上
（
皇
祖
考
、
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）

《
梁
其
鐘
》
集
成
一
八
七
〜
一
九
二

④
不
顯
皇
祖
考
、
穆
穆
克
哲
厥
德
、
嚴
才
上

（
丕ひ

顯け
ん

な
る
皇
祖
考
、
穆ぼ
く

々
と
し
て
克よ

く
厥そ

の
德
を
哲
に
し
、
嚴
と
し
て
上
に

在
り
）《
番
生

蓋
》
集
成
四
三
二
六
﹇
通
釋
一
六
〇
﹈

⑤
前
文
人
其
嚴
才
上
（
前
文
人
、
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）

《
井
編
鐘
》
集
成
一
〇
九
〜
一
一
二
﹇
通
釋
一
九
〇
﹈

⑥
前
文
人
嚴
在
上
、

（
翼
）
在
下
（
前
文
人
、
嚴
と
し
て
上
に
在
り
、
翼よ
く

と
し

て
下
に
在
り
。）《
盤
》
二
編
・
九
三
九

⑦
前
文
人
嚴
在
上
（
前
文
人
、
嚴
と
し
て
上
に
在
り
。）

《

鐘
》
近
出
一
〇
六
〜
一
〇
九

⑧
前
文
人
其
嚴
才
上
、

才
下
（
前
文
人
、
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
、
翼
と
し

て
下
に
在
り
）《
晉
侯
穌
（
蘇
）
鐘
》
近
出
四
七

⑨
先
王
其
嚴
才
上
（
先
王
、
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
一
）
序
論　

な
ぜ
古
代
語
な
の
か

四
二

《

鐘
》
集
成
二
六
〇
﹇
通
釋
九
八
﹈

⑩
其
〔
嚴
在
〕
上
（
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
）

《
叔
向
父
禹

》
集
成
四
二
四
二
﹇
通
釋
一
六
一
﹈

⑪
其
嚴
在
上
、
趩
（
翼
）
在
下
（
其
れ
嚴
と
し
て
上
に
在
り
、
翼
と
し
て
下
に
在

り
。）《
四
十
二
年

鼎
（
乙
）》
二
編
・
三
二
八
〜
三
二
九

⑫
先
王
其
嚴
才
帝
左
右
（
先
王
、
其
れ
嚴
と
し
て
帝
の
左
右
に
在
り
）

《
𤠁
鐘
》
集
成
四
九

〔
嚴
祜

〕
一
例
の
み
。

●
大
神
其
陟
降
、
嚴
祜

、
妥
厚
多
福
。

　
（
大
神
其
れ
陟
降
し
て
、
嚴
と
し
て
祜こ

き
よ

し
、
多
福
を
妥す
ゐ

厚こ
う

な
ら
し
め
む
）

《
𤼈
鐘
》
集
成
二
四
六
〜
二
四
七　
﹇
通
釋
・
補
一
五
m
﹈

こ
の
場
合
、
𤼈
の
祖
神
た
る
大
神
が
天
地
の
閒
を
陟
降
し
て
、
𤼈
の
家
に
「
祜


（
幸
を
も
た
ら
す
の
意
で
あ
ろ
う
）」
し
た
り
、
多
福
を
も
た
ら
し
た
り
す

る
時
の
大
神
の
形
姿
を
「
嚴
」
と
形
容
し
て
い
る
。
感
謝
や
つ
つ
し
み
の
心
を

も
っ
て
大
神
を
拜
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
單
純
に
形
容
し
に
く
い
言
葉

で
あ
る
。

【
春
秋
中
期
】

〔
嚴
敬
〕

●
余
嚴
敬
茲
禋
盟
（
余
、
茲こ

の
禋い
ん

盟
を
嚴
敬
す
）

《
與
兵
壺
》（「
古
文
字
硏
究
」
第
二
四
輯
。
二
〇
〇
二
年
）。

「
嚴
敬
」
は
、
敢つ
つ

し
み
敬
う
、
あ
る
い
は
尊
び
敬
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
か
。

【
春
秋
後
期
】

〔
嚴
〕
つ
つ
し
む

①
余
嚴
天
之
命
（
余
、
天
の
命
を
嚴つ

つ

し
む
。）《
蔡
侯
甬
鐘
）》
集
成
二
二
三

嚴
は
つ
つ
し
ん
で
（
拜
受
す
る
）。

②
元
鳴
孔
諻
、
又
嚴
穆
々
、
敬
事
楚
王
（
元
鳴
孔は

な
はだ

諻
あ
き
らか
な
り
、
嚴
と
し
て
穆ぼ
く

々

た
る
有
り
、
敬つ
つ

ん
で
楚
王
に
事つ
か

ふ
）《
王
孫
誥
鐘
》
近
出
六
〇
〜
八
五

「
嚴
敬
」
を
分
け
て
言
っ
た
形
。

　
〔
𢥴
〕
敬う

や
まう
べ
き
。
神
々
し
い
と
ま
で
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

●
天
命
𨟻
（
將
）
誤
。
有
𢥴
（
嚴
）
曾
侯
（
天
命
將ま
さ

に
誤
ら
ん
と
す
。
嚴
た
る
曾

侯
有
り
）《
曾
侯
與
鐘
》（「
江
漢
考
古
」
二
〇
一
四
年
第
四
號
）

〔
嚴
龔
（
恭
）〕
敬
う

・
古
朕
皇
祖
悼
公
、
嚴
龔
天
命
（
古
の
朕
が
皇
祖
悼
公
、
天
命
を
嚴
恭
す
）

《
司
馬
懋
鎛
》（「
古
文
字
硏
究
」
第
二
八
輯
。
二
〇
一
〇
年
）

【
戰
國
後
期
】

〔
嚴
敬
〕
つ
つ
し
ん
で
〜

・

郷
上
帝
、

祀
先
王
、
穆
々
濟
々
、
嚴
敬
不
敢
怠
荒
（
以
て
上
帝
を
饗
し
、

以
て
先
王
を
祀ま
つ

ら
し
む
。
穆ぼ
く

々
濟せ
い

々
た
り
。
嚴
敬
し
て
敢つ
つ

し
ん
で
怠た
い

荒く
わ
うせ
ず
。）

《
中
山
王

方
壺
》
集
成
九
七
三
五
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（
注
）
上
帝
と
先
王
の
姿
が
立
派
で
盛
ん
な
樣
子
を
見
て
、「
嚴
敬
」
更
に
は
「
敢

し
ん
で
」
と
續
け
て
、
な
お
ざ
り
に
し
な
い
こ
と
を
い
う
。

【
出
典
略
記
】

集
成
＝
『
殷
周
金
文
集
成
』。

近
出
＝
近
出
殷
周
金
文
集
錄
（
中
華
書
局
）。

二
編
＝
近
出
殷
周
金
文
集
錄
二
編
（
中
華
書
局
）。

通
釋
＝
『
金
文
通
釋
』

以
上
、
金
文
の
用
例
の
歷
史
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
ま
だ
嚴
し
い
と
か
嚴
正
と

か
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
例
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
金
文
と
い
う
も
の
が
祭

祀
儀
禮
や
神
々
に
深
く
關
わ
る
文
章
な
の
で
當
然
と
い
え
ば
當
然
で
あ
る
が
、
嚴

正
に
守
る
と
い
う
言
い
方
が
出
て
き
そ
う
な
裁
判
關
係
の
銘
文
で
あ
っ
て
も「
嚴
」

と
い
う
語
そ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
も
事
實
で
あ
る
。
や
や
時
代

の
下
る
經
書
な
ど
に
は
そ
う
い
う
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、

「
嚴
」
が
も
と
も
と
神
々
と
の
關
係
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
『
十
三
經
』
の
用
例
を
見
て
い
く
が
、
原
義
を
と
ど

め
な
が
ら
も
あ
る
時
期
か
ら
變
化
が
見
ら
れ
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

②
『
十
三
經
』
に
お
け
る
嚴
の
用
例
の
變
遷

『
十
三
經
』
の
「
嚴
」
の
用
例
は
、
大
別
す
る
と
、「
つ
つ
し
む
」
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
【
A
グ
ル
ー
プ
】、「
嚴
し
く
す
る
」「
嚴
正
に
す
る
」
の
意
味
に
用
い

ら
れ
る
【
C
グ
ル
ー
プ
】
と
、そ
れ
ら
兩
方
の
用
例
が
見
ら
れ
る
【
B
グ
ル
ー
プ
】

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
A
グ
ル
ー
プ
】
か
ら
【
C
グ
ル
ー
プ
】
ま
で
、
あ
る
程
度
文
獻
の
成
立
時
期

を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
經
書
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
は
「
嚴
」
の
意
味
構

造
を
考
察
す
る
點
に
限
定
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
先
ず
辭
句
の
特
徵
を
文

獻
別
に
整
理
し
て
お
く
。

【
A
グ
ル
ー
プ
】

Ⅰ　

周
易
＝
二
例
。「
敢つ

つ

し
む
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ　

尚
書
＝
四
例
。「
敢つ
つ

し
む
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ　

詩
經
＝
三
例
。「
嚴お
ご
そか
な
」
あ
る
い
は
「
敢つ
つ

し
む
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

Ⅳ　

孟
子
＝
二
例
。
つ
つ
し
み
の
心
で
對
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
相
手
を
尊
ぶ
意

と
な
る
。

Ⅴ　

穀
梁
傳
＝
一
例
。「
嚴お

ご
そか
に
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。

【
B
グ
ル
ー
プ
】

Ⅵ　

禮
記
＝
十
三
例
。
①
「
敢つ

つ

し
む
」
あ
る
い
は
「
敬
う
」
の
意
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
嚴
正
に
、
あ
る
い
は
嚴
し
く
す
る
の
意
。

熟
語
は
、「
威
嚴
（
嚴
威
）」
で
嚴
と
威
と
が
結
合
し
た
形
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

嚴
正
に
す
る
意
に
威
壓
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
加
わ
り
、「
嚴
し
い
」
と
か
「
冷
徹
」

の
意
味
に
擴
が
っ
て
い
く
方
向
性
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
。
こ

う
い
う
用
例
は
金
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
對
象
に
對
す
る
尊
崇
・
崇
拜

の
意
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

Ⅶ　

孝
經
＝
三
例
。「
敢つ

つ

し
む
」、「
敬う
や
まう
」、「
嚴き
び

し
い
」
の
意
。

【
C
グ
ル
ー
プ
】
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Ⅷ　

左
傳
＝
二
例
。「
き
び
し
く
す
る
」
あ
る
い
は
「
嚴
正
に
す
る
」

Ⅰ　
【
周
易
】　

二
例
と
も
「
嚴
し
く
」
の
意
で
は
な
く
「
敢
し
む
」
の
意
と
取
る
。

①
君
子
以
遠
小
人
、
不
惡
而
嚴
。

　
（
君
子
は
以
て
小
人
を
遠
ざ
く
る
も
、
惡に

く

ま
ず
し
て
嚴つ
つ

し
む
）「
遯
」

②
家
人
有
嚴
君
焉
、
父
母
之
謂
也
。

　
（
家
人
に
嚴
君
有
り
と
は
、
父
母
の
謂
な
り
。）「
家
人
」

「
君
」
は
本
來
家
庭
內
の
女
性
の
長
を
意
味
す
る
語
だ
が
、
後
に
男
性
に
轉

位
し
て
い
く
語
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
嚴
君
」
が
父
母
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。「
嚴
」
は
後
世
の
よ
う
に
「
き
び
し
い
」
と
い
う
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
後
の
文
に
「
父
父
、
子
子
、
兄
兄
、
弟
弟
、

夫
夫
、
婦
婦
、
而
家
道
正
、
正
家
而
天
下
定
矣
」（
父
は
父
た
り
、
子
は
子
た
り
、

兄
は
兄
た
り
、
弟
は
弟
た
り
、
夫
と
夫
た
り
、
婦
は
婦
た
り
、
而
し
て
家
道
正

し
。
家
を
正
し
て
天
下
定
ま
る
）
と
說
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
父
親
は
父
親

ら
し
く
あ
る
こ
と
、
母
親
は
母
親
ら
し
く
あ
る
こ
と
。
そ
の
結
果
子
供
た
ち
か

ら
尊
敬
さ
れ
る
親
と
な
る
と
說
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
回
り
く
ど
い
言
い
方
を

す
れ
ば
、「
嚴
君
」
と
は
「
子
供
が
敢つ

つ

し
み
の
心
を
も
っ
て
臨
む
親
」
の
意
で

あ
る
。
古
代
語
の
言
語
場
で
は
そ
の
よ
う
な
意
味
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

「
嚴
」
に
尊
敬
さ
れ
る
意
味
が
潛
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
嚴
父
」
が
必
ず
し

も
嚴
格
な
父
親
を
意
味
し
な
い
の
も
「
嚴
」
と
い
う
語
が
本
來
「
敢つ

つ

し
む
」
の

意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

Ⅱ　
【
尚
書
】
四
例
と
も
嚴
し
く
で
は
な
く
、
つ
つ
し
む
の
意
。

『
周
易
』
の
「
嚴
」
と
同
樣
に
、「
つ
つ
し
む
」
の
意
と
「
嚴お
ご
そか
な
（
嚴
と
し
て
）」

の
意
と
が
背
中
合
わ
せ
の
よ
う
に
一
體
を
成
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
が
敬
し
み
の
心

で
相
手
に
臨
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
（
對
象
）
が
嚴
か
に
見
え
、
そ
こ
に
敬
意

が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
構
造
で
あ
る
。

①
日
嚴
祗
敬
六
德
、
亮
采
有
邦
。（
日
に
嚴つ

つ

し
ん
で
六
德
を
祗し
け
い敬
し
て
、
采こ
と

を
亮あ
き

ら
か
に
す
れ
ば
邦
を
有た
も

て
む
）
虞
書
「
皐
陶
謨
」。

「
嚴
」
は
馬
融
が
儼
と
す
る
よ
う
に
「
つ
つ
し
む
」
の
意
で
あ
る
。「
祗
敬
」

も
「
つ
つ
し
む
」
の
意
で
、
重
ね
て
「
つ
つ
し
む
」
の
意
を
強
調
す
る
辭
句
に

な
っ
て
い
る
。

②
昔
在
殷
王
中
宗
、
嚴
恭
寅
畏
、
天
命
自
度
、
治
民
祗
懼
、
不
敢
荒
寧
（
昔む

か
し在
、

殷
王
中
宗
、
嚴
恭
寅
畏
し
、
天
命
自
ら
度は
か

り
、
民
を
治
む
る
に
祗つ
つ
しみ
懼お
そ

れ
、
敢つ
つ

し

ん
で
荒
寧
せ
ざ
り
き
。）
周
書
「
無
逸
」

「
嚴
恭
」
は
つ
つ
し
ん
で
う
や
う
や
し
く
す
る
こ
と
。「
寅
」
も
つ
つ
し
む
で
、

「
寅
畏
」
で
つ
つ
う
み
う
や
ま
う
の
意
。
春
秋
後
期
の
金
文
《
司
馬
懋
鎛
》
に

こ
の
語
が
見
え
て
い
る
。

③
嚴
惟
丕
式
、
克
用
三
宅
三
俊

　
（
嚴つ

つ

し
ん
で
惟こ

れ
丕お
ほ

い
に
式の
つ

と
り
、
克よ

く
三
宅
三
俊
を
用
ふ
。）
周
書
「
立
政
」

「
嚴
」
は
つ
つ
し
む
の
意
。

④
無
簡
不
聽
、
具
嚴
天
威
。

　
（
簡
無
く
ん
ば
聽
か
ず
。
具と

も

に
天
威
を
嚴つ
つ
しめ
）
周
書
「
呂
刑
」

「
嚴
」
は
つ
つ
し
む
の
意
。

Ⅲ　
【
毛
詩
】　
「
嚴お
ご
そか
な
」
あ
る
い
は
「
敢つ
つ

し
む
」
の
意
。
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①
有
嚴
有
翼
、
共
武
之
服

　
（
嚴
た
る
有
り
翼
た
る
有
り
、
武
の
服こ
と

に
共つ
つ
しま
む
）
小
雅
「
六
月
」

毛
伝
に
「
嚴
威
厳
也
、
翼
敬
也
」
と
あ
る
。
嚴
は
敬
し
ん
で
い
る
姿
、
翼
も

敬
ん
で
い
る
姿
。

②
赫
赫
業
業
、
有
嚴
天
子

　
（
赫か

く

赫　

業げ
ふ

業
と
し
て
、
嚴
た
る
天
子
有
り
）
大
雅
「
常
武
」

毛
伝
に
「
嚴
然
而
威
」
と
す
る
。
嚴
は
威
嚴
の
あ
る
天
子
の
姿
を
形
容
す
る

語
。
こ
れ
を
臨
み
見
る
側
は
つ
つ
し
み
の
心
で
見
る
の
で
あ
る
。

③
天
命
降
監
、
下
民
有
嚴
。

　
（
天
、
命
じ
て
降
監
せ
し
む
、
下
民
、
嚴つ

つ

し
み
有
り
）
商
頌
「
殷
武
」

毛
伝
に
「
嚴
敬
也
」
と
あ
る
。
敢
し
ん
で
従
う
心
が
下
民
に
あ
る
こ
と
を
い

う
。

Ⅳ　
【
孟
子
】
二
例
。
つ
つ
し
み
の
心
で
對
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
相
手
を
尊
ぶ

意
と
な
る
。

①
無
嚴
諸
侯
、
惡
聲
至
、
必
反
之

　
（
諸
侯
を
嚴た

つ

と
ぶ
こ
と
無
く
、
惡
聲
至
れ
ば
必
ず
之
を
反
す
）
公
孫
丑
上

趙
岐
注
に
は
「
嚴
、尊
也
」
と
あ
る
の
で
「
た
っ
と
ぶ
」
と
訓
ん
だ
が
、「
尊
」

は
角
度
を
換
え
れ
ば
相
手
を
「
つ
つ
し
み
の
心
」
で
見
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

た
だ
、
金
文
の
世
界
で
は
み
な
神
々
に
對
す
る
「
嚴
」
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
こ

で
は
そ
れ
が
諸
侯
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
無
嚴
諸
侯
」
と
そ
れ
を
打
ち
消

す
形
の
用
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
嚴
」
の
用
法
の
變
化
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

②
前
日
不
知
虞
之
不
肖
、
使
虞
敦
匠
、
事
嚴

（
前
日
、
虞
の
不
肖
な
る
を
知
ら
ず
、
虞
を
し
て
匠
を
敦
く
し
事
嚴
た
ら
し
む
。）

公
孫
丑
下

「
事
嚴
」
と
は
孟
子
の
母
の
葬
儀
〔
事
〕
を
嚴
か
に
し
た
こ
と
を
い
う
。
こ

れ
も
「
つ
つ
し
み
の
心
」
で
執
り
行
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。「
事
」
は

元
來
祭
事
を
言
う
語
で
あ
る
。
趙
岐
注
に
「
嚴
、
急
也
」
と
あ
り
、
辭
典
類
に

こ
の
訓
を
踏
襲
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、「
嚴
」
と
い
う
語
に
「
急
」
の

意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
脈
か
ら
解
釋
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ

は
「
事
」
が
元
々
祭
事
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
事
柄
一
般
を
指

す
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
發
し
た
窮
餘
の
案
だ
と
思
わ
れ
る
。

Ⅴ　
【
穀
梁
傳
】　

お
ご
そ
か
に
。

●
治
兵
而
陳
、
蔡
不
至
矣
、
兵
事
以
嚴
終

　
（
兵
を
治
め
て
陳
す
れ
ど
も
、
蔡
至
ら
ず
。
兵
事
以
て
嚴お

ご
そか
に
終
ふ
）
莊
公
八
年

同
じ
事
項
に
つ
い
て
「
左
傳
」
に
は
、「
治
兵
于
廟
、
禮
也
（
廟
に
治
兵
す

る
は
禮
な
り
）」
と
記
し
て
い
る
。
古
代
の
軍
は
、
出
兵
す
る
時
も
歸
還
す
る

時
も
廟
に
お
い
て
軍
禮
を
行
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
い
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
嚴
」
は
儀
禮
の
樣
子
を
形
容
し
た
語
で
あ
ろ
う
。
雰
圍
氣
を
捉

え
て
「
嚴お

ご
そか
に
」
と
訓
ん
だ
が
、
心
の
あ
り
方
を
捉
え
る
な
ら
「
嚴つ
つ

し
ん
で
」

と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅵ　
【
禮
記
】
一
三
例
。

Ⅰ
つ
つ
し
む
、
た
っ
と
ぶ
、
う
や
ま
う
。
Ⅱ
＝
巖
正

に
す
る
。
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【
嚴
】
Ⅰ
＝
つ
つ
し
む
。
う
や
ま
う
。

①
祭
之
日
、
王
皮
辨
以
聽
祭
報
、
示
民
嚴
上
也
（
祭
の
日
に
、
王
、
皮
辨
し
て
以

て
祭
報
を
聽
く
。
民
に
上
を
嚴う

や

ま
ふ
を
示
す
な
り
）「
郊
特
牲
」

「
嚴
」
を
「
う
や
ま
う
」
と
訓
ん
だ
が
、「
つ
つ
し
み
の
心
を
も
っ
て
臨
む
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

②
收
族
、
故
宗
廟
嚴
、
宗
廟
嚴
、
故
重
社
稷
（
族
を
收
む
。
故
に
宗
廟
嚴う

や
まは
る
。

宗
廟
嚴う
や
まは
る
。
故
に
社
稷
を
重
ん
ぜ
ら
る
）「
大
傳
」

「
宗
廟
嚴
」
の
鄭
注
に
「
嚴
猶
尊
也
」
と
あ
る
の
で
「
た
っ
と
ば
る
」
と
訓

ん
で
も
よ
い
の
だ
が
、
心
の
あ
り
方
は
「
つ
つ
し
む
心
」「
う
や
ま
う
氣
持
」

な
の
で
、「
う
や
ま
は
る
」
と
し
た
。「
つ
つ
し
ま
る
」
で
も
良
い
だ
ろ
う
。

③
凡
學
之
道
、
嚴
師
爲
難
、
師
嚴
然
後
道
尊
、
道
尊
然
後
民
知
敬
學

（
凡
そ
學
の
道
は
、
師
を
嚴う

や

ま
ふ
を
難
し
と
爲
す
。
師
、
嚴う
や

ま
は
れ
て
然
る
後

に
道
、
尊
ば
る
。
道
尊
ば
れ
て
然
る
後
、
民
、
學
を
敬う

や
まふ
を
知
る
）「
學
記
」

「
嚴
」
は
「
た
っ
と
ぶ
」
で
も
訓
讀
と
し
て
は
一
應
成
立
す
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
②
と
同
じ
よ
う
に
「
う
や
ま
ふ
」
と
し
た
。

④
疏
衰
皆
居
堊
室
不
廬
、
廬
、
嚴
者
也

　
（
疏そ

衰さ
い

に
は
皆
堊あ
く

室
に
居
り
て
廬ろ

せ
ず
。
廬
は
、
嚴つ
つ
しむ
も
の
な
り
）「
雜
記
下
」

鄭
注
に
「
言
廬
哀
敬
之
處
、
非
有
其
實
則
不
居
」
と
す
る
。
廬
は
哀
敬
す
る

處
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
つ
つ
し
む
處
」
と
訓
ん
だ
。

⑤
夫
婦
別
、
父
子
親
、
君
臣
嚴
、
三
者
正
、
則
庶
物
從
之
矣

（
夫
婦
別べ

つ

あ
り
、
父
子
親し
ん

あ
り
、
君
臣
嚴つ
つ
しみ
あ
り
、
三
者
正
し
き
と
き
は
、
則

ち
庶
物
之
に
從
ふ
）「
哀
公
問
」

君
臣
閒
で
は
君
主
が
「
嚴き
び

し
く
あ
る
べ
き
」
と
捉
え
る
よ
り
も
、臣
下
が
「
つ

つ
し
み
の
心
で
」仕
え
る
べ
き
閒
柄
と
捉
え
る
方
が
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑥
十
目
所
視
、
十
手
所
指
、
其
嚴
乎

　
（
十
目
の
視
る
所
、
十
手
の
指
す
所
、
其
れ
嚴つ
つ
しめ
）「
大
學
」

「
嚴
乎
」
の
鄭
注
に
「
言
可
畏
敬
也
。」
と
あ
る
の
で
、
多
く
の
人
の
目
で
見

る
こ
と
や
、
多
く
の
人
の
指
摘
す
る
こ
と
は
、「
つ
つ
し
ん
で
」
受
け
止
め
よ

と
述
べ
て
い
る
と
捉
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。

【
嚴
】
Ⅱ
＝
巖
正
に
す
る
。

⑦
戮
有
罪
、嚴
斷
刑
（
罪
有
る
を
戮り

く

す
る
と
き
は
、斷
刑
を
嚴た
だ

し
く
せ
よ
）「
月
令
」

罪
を
犯
し
た
者
を
処
刑
す
る
か
否
か
の
裁
判
〔
斷
刑
〕
は
嚴
正
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
簡
單
に
處
刑
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
愼
重
を
期
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
嚴
」
は
「
嚴
正
に
す
る
」
の
意

味
で
あ
っ
て
「
嚴き

び

し
く
す
る
」
の
意
味
で
は
な
い
。
次
の
例
も
同
じ
で
あ
る
。

⑧
乃
命
有
司
、
申
嚴
百
刑
、
斬
殺
必
當
、
毋
或
枉
橈

（
乃
ち
有
司
に
命
じ
て
、
申
ね
て
百
刑
を
嚴た

だ

し
く
し
、
斬
殺
必
ず
當
り
、
枉
橈

或
る
こ
と
毋
ら
し
む
。）「
月
令
」

こ
の
場
合
の
「
嚴
」
も
「
嚴
し
く
」
罰
す
る
の
意
味
で
は
な
く
、「
嚴
正
に
」

判
決
を
下
す
の
意
で
あ
る
。
斬
刑
や
殺
刑
の
よ
う
な
重
刑
は
特
に
法
に
則
っ
て

愼
重
か
つ
正
し
く
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
決
し
て
法
を
曲

げ
て
裁
斷
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑨
是
月
也
、
申
嚴
號
令
（
是
の
月
や
、
申
ね
て
號
令
を
嚴た

だ

し
く
す
）「
月
令
」

「
嚴
」
を
「
嚴
し
い
」
の
意
味
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
⑦
⑧
の
場
合
と
同

じ
よ
う
に
裁
判
や
法
令
に
關
す
る
こ
と
は
「
嚴
正
に
せ
よ
」
と
い
う
一
貫
し
た
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主
張
と
見
て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

【
威
嚴
】
お
ご
そ
か

⑩

官
行
法
、
非
禮
威
嚴
不
行

　
（
官
に

の
ぞ

み
法
を
行
ふ
と
き
は
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
威
嚴
行
は
れ
ず
）「
曲
禮
上
」

「
威
」
自
體
が
お
ご
そ
か
の
意
。
し
た
が
っ
て
同
義
の
二
字
熟
語
で
「
お
ご

そ
か
」
の
意
と
な
る
。

【
嚴
威
】　

嚴
肅
と
威
嚴

⑪
致
禮
以
治
躬
則
莊
敬
、
莊
敬
則
嚴
威
（
禮
を
致
し
て
以
て
躬み

を
治
む
れ
ば
則
ち

莊
敬
な
り
。
莊
敬
な
れ
ば
則
ち
嚴
威
あ
り
）「
樂
記
」。「
祭
義
」
に
も
同
じ
文

が
あ
る
。

「
嚴
威
」
と
い
う
熟
語
は
嚴
肅
と
威
嚴
と
が
合
わ
さ
っ
た
言
葉
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
儀
禮
に
必
要
な
「
嚴
威
」
を
釀
成
す
る
た
め
の
人
の
あ
り
方
を

說
い
た
文
に
な
っ
て
い
る
。「
お
ご
そ
か
」
あ
る
い
は
「
つ
つ
し
み
」
の
意
で

あ
る
。

⑫
嚴
威
儼
恪
、
非
所
以
事
親
也
、
成
人
之
道
也
（
嚴
威
・
儼げ

ん

恪か
く

は
、
親お
や

に
事つ
か

ふ
る

所ゆ
え
ん以
に
非
ざ
る
な
り
。
成
人
の
道
な
り
。）「
祭
義
」

文
意
は
、
威
嚴
が
あ
り
、
嚴
格
〔
お
ご
そ
か
〕
な
態
度
で
も
っ
て
親
に
仕
え

る
の
は
子
ど
も
の
あ
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
。
大
人
に
な
っ
て
そ
う
す
れ
ば
良

い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
說
い
て
い
る
。

Ⅶ　
【
孝
經
】　

つ
つ
し
む
、
敬
う
、
嚴
し
い
。

①
是
以
其
敎
不
肅
而
成
、
其
政
不
嚴
而
治
。（
是
を
以
て
、
其
の
敎
、
肅
な
ら
ず

し
て
成
り
、
其
の
政
、
嚴
な
ら
ず
し
て
治
ま
る
。）「
三
才
章
」

「
肅
」
に
も
「
つ
つ
し
む
」「
お
ご
そ
か
」「
き
び
し
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、

「
嚴
」
と
相
似
た
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
文
例
か
ら
す
る
と
、
敎
育
の
場
合

に
は
「
肅
」
と
い
い
、
政
治
の
場
合
に
は
「
嚴
」
と
い
う
使
い
分
け
が
な
さ
れ

た
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
例
で
は
「
嚴
し
い
」
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
、「
つ
つ
し
む
」
と
か
「
う
や
ま
う
」
と
い
っ
た
初
期

の
意
味
合
い
か
ら
、「
嚴
し
い
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
て
く
る
時
代
に
入
り
つ

つ
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。「
聖
治
章
」
に
も
同
じ
文
が
見
え
る
。

②
孝
莫
大
於
嚴
父
、
嚴
父
莫
大
於
配
天
（
孝
、
父
を
嚴た

つ
とぶ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。

父
を
嚴
ぶ
は
天
に
配
す
る
よ
り
大
な
る
は
な
し
。）「
聖
治
章
」

「
嚴
」
を
「
た
っ
と
ぶ
」
と
訓
ん
だ
が
、『
孟
子
』
の
用
例
①
と
同
じ
よ
う
に
、

相
手
を
「
つ
つ
し
み
の
心
」
で
見
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

③
故
親
生
之
膝
下
、
以
養
其
父
母
日
嚴
。
聖
人
因
嚴
以
敎
敬
、
因
親
以
敎
愛
。（
故

に
親
、
之
を
膝
下
に
生
ぜ
し
む
。
以
て
其
の
父
母
を
養
ひ
、
日
嚴
ぶ
。
聖
人
、

嚴
に
因
り
て
以
て
敬
を
敎
へ
、
親
に
因
り
て
以
て
愛
を
敎
ふ
）「
聖
治
章
」

こ
こ
は
逐
語
譯
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
意
譯
し
て
み
た
。「
人

に
親
し
む
心
〔
親
愛
の
情
〕」
は
兩
親
〔
膝
下
〕
に
生
ま
れ
る
。
親
愛
の
情
で

父
母
の
世
話
を
し
、
日
々
つ
つ
し
み
の
心
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。
聖
人
と

い
わ
れ
る
人
は
、「
つ
つ
し
む
心
」
と
は
何
か
を
生
き
方
や
態
度
で
も
っ
て
敎

え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
親
愛
の
情
で
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
す
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
を
敎
え
る
の
で
あ
る
。

④
孝
子
之
事
親
也
、
居
則
致
其
敬
、
養
則
致
其
樂
、
病
則
致
其
憂
、
喪
則
致
其
哀
、
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祭
則
致
其
嚴
、
五
者
備
矣
、
然
後
能
事
親
。

（
孝
子
の
親
に
事つ
か

ふ
る
や
、
居
れ
ば
則
ち
其
の
敬
を
致
し
、
養
へ
ば
則
ち
其
の

樂
し
き
を
致
し
、
病
め
ば
則
ち
其
の
憂
ひ
を
致
し
、
喪
に
は
則
ち
其
の
哀
し
み

を
致
し
、
祭
に
は
則
ち
其
の
嚴つ

つ

し
み
を
致
す
。
五
者
備
は
り
て
、
然
る
後
能よ

く

親
に
事
ふ
。）「
紀
孝
行
章
」

親
の
葬
儀
の
時
に
は
、
親
に
對
す
る
「
つ
つ
し
み
の
氣
持
」
を
最
大
限
に
す

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
「
嚴
」
は
「
つ
つ
し
み
の
氣
持
」
で
あ
る
。

Ⅷ　
【
左
傳
】
二
例　
　
「
き
び
し
く
す
る
」
あ
る
い
は
「
嚴
正
に
す
る
」

①
使
民
不
嚴
、
異
於
他
日

　
（
民
を
使
ふ
に
嚴
し
か
ら
ず
。
他
日
に
異
な
り
）
襄
公
二
十
五
年

「
嚴
」
は
嚴き

び

し
く
す
る
の
意
。
こ
こ
で
は
打
ち
消
し
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
、
杓
子
定
規
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る

と
②
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
く
な
る
と
も
言
え
、な
か
な
か
微
妙
な
用
法
で
あ
る
。

②
制
爲
祿
位
、
以
勸
其
從
、
嚴
斷
刑
罰
、
以
威
其
淫
（
祿
位
を
制
爲
し
て
、
以
て

其
の
從
ふ
を
勸
め
、
嚴た

だ

し
く
刑
罰
を
斷
じ
て
、
以
て
其
の
淫
を
威
す
）
昭
公
六
年

こ
れ
は
鄭
で
「
成
文
法
」
を
め
ぐ
る
大
議
論
が
卷
き
起
こ
っ
た
時
に
、
叔
向

が
子
產
に
送
っ
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
論
「
春
秋
時
代
に
お
け

る
『
天
命
』
と
『
大
命
』
（
13
）」
を
ご
參
照
願
う
と
し
て
、
こ
の
文
で
は
、
刑
罰
を

判
斷
す
る
時
に
「
嚴
正
に
」
す
る
と
い
う
文
脈
で
の
「
嚴
」
な
の
で
「
嚴た

だ

し
く
」

と
訓
ん
だ
。

①
の
「
嚴
」
を
い
わ
ゆ
る
「
嚴
し
く
す
る
」
の
意
、
②
の
「
嚴
」
を
「
嚴
正

に
す
る
」
の
意
と
捉
え
た
が
、「
嚴
」
と
い
う
語
の
も
つ
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
差
異
が
感
じ
ら
れ
る
例
と
し
て
興
味
深
い
。

「
禮
記
」
の
Ⅱ
の
用
例
⑦
〜
⑨
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
法
令
を
守
る
か
守
ら
な

い
か
と
い
っ
た
場
合
に
「
嚴
」
が
用
い
ら
れ
る
と
、「
嚴
し
く
」
と
か
「
嚴
正
に
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帶
び
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。前
掲
の
拙
論
で
は
、

春
秋
時
代
後
期
に
な
る
と
、
法
的
な
も
の
に
對
す
る
人
々
の
意
識
の
變
化
が
見

ら
れ
は
じ
め
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
書
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
共
同
體
を
共
同

體
た
ら
し
め
て
い
る
精
神
的
な
紐
帶
そ
の
も
の
が
、
崩
壞
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

を
象
徵
す
る
出
來
事
が
成
文
法
事
件
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
々
の

力
に
依
據
し
て
共
同
體
の
秩
序
を
保
っ
て
き
た
、
古
代
宗
敎
的
な
社
會
秩
序
が

崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
出
來
事
と
言
っ
て
も
よ
い
。
神
々
と
の
關
係

に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
「
嚴
」
と
い
う
語
の
用
法
の
變
化
に
、
そ
う
し
た

社
會
意
識
の
變
化
が
投
影
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

古
代
語
と
し
て
の
特
徵
を
具
え
た
初
期
の
「
嚴
」
の
用
例
を
見
て
き
た
が
、
分

析
の
過
程
で
分
か
っ
た
の
は
、
後
世
の
「
嚴
し
い
」
と
か
「
嚴
格
」
と
か
い
う
意

味
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
本
來
は
古
代
宗
敎
的
な
儀

禮
の
場
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
嚴
」
は
神
々
の
前
に
あ
っ

て
人
々
を
つ
つ
し
み
深
く
謙
虛
な
氣
持
に
導
く
語
だ
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

「
嚴
」
本
來
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
家
の
文
獻

の
讀
み
方
も
か
な
り
變
わ
っ
て
く
る
。「
嚴
し
い
」
と
か
「
嚴
格
」
と
い
う
豫
斷

で
片
付
け
て
き
た
語
義
を
、
そ
の
語
が
發
せ
ら
れ
た
言
語
場
に
立
ち
返
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
語
本
來
の
姿
に
近
づ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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金
文
の
讀
解
を
通
じ
て
「
古
代
語
」
と
い
う
槪
念
を
持
つ
こ
と
の
必
要
性
を
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昨
日
今
日
の
こ
と
で
は
な
い
。
最
も
大
き
な
き
っ
か
け

に
な
っ
た
の
は
、
文
語
的
な
口
頭
言
語
で
あ
る
「
雅
語
」
の
存
在
を
言
語
學
者
た

ち
に
よ
っ
て
敎
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、無
文
字
社
會
に
も
「
雅
語
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
だ
が
そ
こ
か
ら
直
ぐ
に
「
古
代
語
」
と
い
う
槪
念
を
思
い

付
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
金
文
を
讀
解
す
る
際
に
、
文
字
に
託
さ
れ
た
「
雅
語
」

な
る
口
頭
言
語
を
想
定
し
な
が
ら
文
の
理
解
に
努
め
る
過
程
で
、
徐
々
に
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
槪
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
當
然
、
文
字
に
託
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
も

で
き
る
だ
け
具
體
的
な
場
に
則
し
た
理
解
の
仕
方
に
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
な

る
。
本
稿
で
扱
っ
た
い
く
つ
か
の
語
の
理
解
の
仕
方
も
そ
う
し
た
過
程
で
得
た
も

の
で
あ
る
。
次
第
に
氣
付
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
字
が
示
す
所
の
語
義
が
口

頭
言
語
の
世
界
な
ら
で
は
の
特
徵
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
、

「
意
味
を
持
っ
た
文
字
」
を
使
っ
て
い
き
な
り
文
字
で
書
き
付
け
る
世
界
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
を
暫
定
的
に
、
言
葉
の
直
接
性
と
か
、
言
葉
の
臨
場
感
と

か
、
言
語
場
の
共
有
と
い
う
言
い
方
で
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
一
歩

進
ん
で
言
え
ば
、「
古
代
語
」
に
は
、
文
字
が
生
ま
れ
る
前
の
無
文
字
社
會
に
お

け
る
口
頭
言
語
の
意
味
世
界
が
殘
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。本
稿
で「
古

代
語
」
の
言
語
場
に
お
け
る
意
味
構
造
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は
こ
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

次
回
か
ら
は
古
代
語
の
文
字
表
現
の
具
體
的
な
現
象
に
つ
い
て
、
問
題
別
に
考

察
し
て
い
く
豫
定
で
あ
る
。
現
時
點
で
の
暫
定
的
な
構
想
で
は
、
用
字
の
樣
々
な

樣
態
、
限
定
符
の
種
々
相
、
發
語
詞
や
置
き
字
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
正
體
、
等
々

と
い
っ
た
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
書
き
進
め
る
過
程
で
ま
た
新
た
な
問

題
が
湧
い
て
く
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
な
る
こ
と
が
樂
し
み
で
も
あ
る
の
で
、

今
は
暫
定
的
な
諸
問
題
と
し
て
記
す
に
と
ど
め
る
。
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