
は
じ
め
に

前
回
の
「
讀
『
釋
文
』」
に
續
い
て
今
回
は
白
川
靜
博
士
の
「
釋
史
」
を
讀
み
進

め
て
い
き
た
い
。
論
文
の
執
筆
順
か
ら
い
え
ば
「
釋
史
」
が
最
初
に
發
表
さ
れ
重

要
度
も
高
い
の
だ
が
、
前
回
は
博
士
の
學
問
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
大
き
さ
や

文
字
學
の
基
本
姿
勢
、
論
證
の
進
め
方
な
ど
を
一
通
り
説
明
し
て
お
き
た
い
と
い

う
思
い
か
ら
「
釋
文
」
を
と
り
あ
げ
た
。「
釋
文
」
か
ら
は
博
士
の
「
東
洋
」
へ
の

熱
い
思
い
が
傳
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

今
回
と
り
あ
げ
る
「
釋
史
」
で
は
白
川
文
字
學
で
最
も
重
要
な
位
置
に
あ
る

「

」
字
形
を
中
心
と
し
た
論
證
が
展
開
さ
れ
る
。「

」
が
「
ノ
リ
ト
を
容
れ
る

器
」
だ
と
い
う
説
明
の
仕
方
は
白
川
文
字
學
が
普
及
す
る
過
程
で
隨
分
有
名
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
原
點
に
還
る
意
味
で
日
本
語
の
「
ノ
リ
ト
」
と
い

う
語
は
極
力
避
け
て
お
き
た
い
。
實
際
「
釋
史
」
の
中
で
は
「
ノ
リ
ト
」
と
い
う

言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
ノ
リ
ト
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、
博
士
が
一
般
書
を
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
語
の
原
義
は
、
天
皇
や
王
が
發
す
る
宗
敎
的
な
意
味
を
も
っ
た
命
令
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、「

」
字
形
に
つ
い
て
「
ノ
リ
ト
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
す

る
と
誤
解
や
混
亂
が
生
じ
や
す
い
。「
ノ
リ
ト
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
必

ず
し
も
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
多
義
性
を
十
分
に
認
識
し
、

ま
た
用
い
ら
れ
る
文
脈
の
理
解
が
的
確
で
あ
れ
ば
、
混
亂
は
起
き
な
い
と
思
わ
れ

る
の
だ
が
、
一
般
的
に
は
「
ノ
リ
ト
」
と
は
神
に
奏
上
す
る
〔
書
か
れ
た
〕
言
葉

と
だ
け
認
識
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
ノ
リ
ト
」

と
い
う
語
を
無
規
定
に
使
う
こ
と
は
、「

」
字
形
に
對
す
る
十
分
な
理
解
を
得

る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
「

」
字
形
を
ど
の
よ
う
に
説
明

す
る
か
。
こ
れ
は
博
士
自
身
が
少
な
か
ら
ず
苦
慮
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
推
測
す
る
。

博
士
は
初
期
論
文
の
中
で
は
「

」
字
形
を
祝
吿
器
や
載
書
器
と
し
て
説
明
さ
れ

て
い
る
。
一
種
の
造
語
で
あ
る
。「

」
字
形
の
嚴
密
な
説
明
を
期
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
よ
う
な
造
語
を
用
い
て
説
明
す
る
他
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

何
よ
り
も
そ
う
し
た
造
語
に
よ
っ
て
「

」
字
形
の
用
い
ら
れ
る
言
語
場
を
よ
く

説
明
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
「
釋
史
」
は
前
回
の
「
釋
文
」
の
二
倍
に
も
及
ぶ
長
篇
論
文

で
あ
る
。
論
證
の
た
め
に
言
及
さ
れ
る
問
題
も
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
問
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題
が
何
れ
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
限
ら
れ
た
紙
數
の
中
で
要

約
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
〈
白
川
文
字
學
の
原
點
に
還
る
〉
は
、
結
論

だ
け
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
博
士

が
文
字
學
の
體
系
を
築
く
上
で
展
開
さ
れ
た
論
證
の
過
程
や
論
理
の
構
造
を
、
讀

者
に
も
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
記
す
も
の
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
？

今
回
は
次
の
よ
う
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
論
文
の
構
成
を
記
し
て
讀
み
進
め
る
上
で
の
展
望
を
も
っ
て
頂
く
。
つ

い
で
、
最
も
重
要
な
「
史
」
字
形
に
關
す
る
考
證
を
ま
と
め
、
そ
れ
と
關
係
の
深

い
文
字
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
が
ら
、
殷
王
朝
の
宗
敎
的
支
配
の
構
造
に
分
け
入

っ
て
い
く
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
「
史
」「
使
（
事
）」「
吿
」
等
は
そ
の
よ
う
な
テ
ー

マ
性
を
持
っ
て
い
る
文
字
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
整
理
す
る
だ
け
で
紙
數
が

盡
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
は
西
周
時
代
以
降
に
官
職
名
と
し
て
殘
る
「
史
」
關

係
の
問
題
に
移
っ
て
い
く
極
め
て
專
門
性
の
高
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
讀
者
の
關
心

に
應
じ
て
讀
み
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

な
お
『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
の
活
字
本
が
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
。
資
料
と
し

て
引
用
さ
れ
る
甲
骨
文
や
文
獻
に
は
書
き
下
し
文
が
付
さ
れ
隨
分
讀
み
や
す
く
な

っ
た
が
、
出
版
に
際
し
て
書
き
直
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
若
干
あ
り
、
初
期
論
文
が
書

か
れ
た
頃
の
解
釋
と
微
妙
に
異
な
る
箇
所
も
存
す
る
。〈
白
川
文
字
學
の
原
點
に

還
る
〉
と
い
う
觀
點
か
ら
は
、
當
初
刊
行
さ
れ
た
文
章
の
ま
ま
讀
み
進
め
て
い
き

た
い
の
で
、
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

一
「
釋
史
」
の
構
成
と
展
開

「
釋
史
」
の
構
成
を
私
な
り
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 （

１
）

第
一
節
「
史
」
字
形
の
解
釋
と
王
室
の
内
祭
「
吿
」
と
「
史
」

第
二
節

外
祭
と
し
て
の
「
使
（
事
）」
と
殷
の
支
配
形
態

第
三
節

殷
か
ら
周
へ
の
轉
換
と
「
史
」
の
變
容

第
四
節
「
史
」
の
歴
史
的
變
遷

最
初
に
「

（
史
）」
字
形
の
解
釋
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
從
來
の
字
形
説
を

分
類
整
理
し
自
説
が
開
陳
さ
れ
る
。
つ
い
で
甲
骨
文
に
お
け
る
「
史
」
の
用
例
分

析
に
よ
っ
て
、
祭
祀
に
關
す
る
文
字
で
あ
る
と
い
う
解
釋
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ

こ
が
西
周
時
代
以
降
の
金
文
や
い
わ
ゆ
る
文
獻
に
見
え
る
「
史
」
の
用
例
と
は
異

な
る
點
で
あ
る
。
西
周
時
代
以
降
の
「
史
」
字
が
祭
祀
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
官
職
名
と
し
て
「
内
史
」
と
か
「
史
某
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
史
官
に
分
類
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
殷
代
甲
骨
文
で
は
官
職
名
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
、
西
周
時
代
以
降
「
史
官
」
と
な
っ
て
い
く

必
然
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
對
す
る
考
察
が
樣
々
な
角
度
か
ら
展
開
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
が
博
士
の
洞
察
の
鋭
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
考
證
の
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
く
な
っ
て
長
篇
論
文
と
な
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
博
士
の

思
い
を
代
辯
す
れ
ば
、
全
て
必
要
な
考
證
で
あ
り
内
容
か
ら
し
て
短
く
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
樣
の
用
例
を
も
つ
「

（
吿
）」
字
の
分
析
も
平
行
し
て
進
め
ら
れ
る
が
、
こ

こ
で
「

」
字
形
が
祝
辭
を
收
め
る
器
で
あ
る
と
い
う
解
釋
が
提
示
さ
れ
る
。

「
祝
辭
」
の
概
念
規
定
を
示
さ
れ
な
い
が
、「
吿
」
が
災
厄
や
敵
の
來
襲
の
際
に
神

に
祈
る
用
例
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
神
に
吿
げ
祐
助
を
願
う
（
祈

る
）
と
い
う
意
味
と
考
え
て
よ
い
。
一
方
「
史
」
の
方
は
そ
の
よ
う
な
危
急
の
際

讀
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に
祈
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、「
吿
」
ほ
ど
明
確
な
解
釋
を
加
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、
神
に
祈
る
用
例
と
い
う
點
で
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、
月
次
祭
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
祈
り

の
内
容
を
記
し
た
も
の
を
容
れ
た
器
が
「

」
字
形
で
あ
る
と
い
う
道
理
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、「
吿
」「
史
」
は
と
も
に
神
に
祈
る
祭
祀

を
示
す
文
字
で
あ
る
が
、
用
法
・
意
味
に
か
な
り
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
吿
」
字
は
上
記
の
よ
う
に
神
に
吿
げ
る
と
い
う
後
世
の
用
法
を
す
で
に
含

ん
で
い
る
が
、「
史
」
字
の
方
は
「
吿
」
と
比
べ
て
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。「

」

字
形
か
ら
は
祝
辭
を
容
れ
た
器
を
掲
げ
て
祈
る
形
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
が
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
祈
っ
た
か
ま
で
は
記
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
注
意
す
べ
き
點
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「

」
字
と
相
似
た
文
字
で

あ
る
「

」
の
場
合
に
は
用
例
に
少
し
違
い
が
あ
り
、「

人
于
畢
」
の
よ
う
に
殷

王
朝
外
の
諸
族
や
方
國
等
に
向
け
て
使
者
を
派
遣
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
ゆ

え
に
こ
の
文
字
を
「
史
」
と
區
別
し
て
「
使
」
と
讀
む
の
で
あ
る
。
た
だ
「

」

を
「
使
」
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
嚴
密
に
使
い
分
け
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
點
、
一
應
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

「

」
は
「
事
」
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、「

」「

」
は

互
い
に
通
用
さ
れ
る
文
字
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
用
例
に
「
傾
向
的
な
差
異
」

が
あ
り
、
一
應
の
區
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

「
史
」
が
比
較
的
新
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
た
め
に
、
意
味
が
未
分
化
の
ま
ま
用
い

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
使
者
は
何
を
目
的

と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
對
手
の
諸
族
や
方
國
に
殷
の
祭
祀
を
行
な
わ

せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
方
國
が
そ
の
よ
う
な
求
め
に
應
じ
て
祭
祀
を
實
施

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
敎
的
に
殷
王
朝
の
傘
下
に
入
る
。
殷
王
朝
は
そ
の
よ
う

な
宗
敎
的
な
支
配
の
仕
方
を
と
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
る
と
、「

」

と
「

」
が
殷
王
朝
の
内
祭
を
示
す
文
字
で
あ
る
の
に
對
し
て
、「

」
は
外
祭
を

示
す
と
い
う
關
係
に
な
る
。
一
應
こ
ん
な
見
通
し
を
も
っ
て
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
當
初
は
博
士
の
文
章
を
忠
實
に
辿
る
と
い
う
方
法
で
進
め
る
こ
と

を
考
え
た
が
、
文
章
の
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
だ
け
で
な
く
、
構
成
が
非
常
に
複

雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
た
め
、
原
文
よ
り
も
遙
か
に
膨
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
で
中
核
部
分
を
私
な
り
に
整
理
し
て
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
「
史
」
字
形
の
解
釋

先
ず
「
史
」
字
形
の
解
釋
か
ら
入
る
。
甲
骨
金
文
の
字
形
は
「

」
で
あ
る
が
、

許
愼
の
『
説
文
解
字
』
當
時
で
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
ず
、
篆
書
の
「
史
」
字
形

で
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。「
史
」
字
形
で
は
持
っ
て
い
る
も
の
の
形
が
「

」
で

な
く
「
中
」
字
に
見
え
る
。
そ
れ
で
許
愼
は
こ
れ
を
「
中
」
と
捉
え
て
「
史
、
記

事
者
也
。
从
樸
持
中
。
中
正
也
。」（
史
、
事
を
記
す
者
な
り
。
樸
に
从
ひ
中
を
持
す
。
中

し
た
が

は
正
な
り
。）
と
い
う
説
明
を
加
え
た
。
字
形
だ
け
か
ら
解
釋
し
よ
う
と
し
て
、
觀

念
的
な
説
明
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
甲
骨
金
文
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
時
代

に
生
き
た
許
愼
の
解
釋
に
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
が
、
許
愼
の
不
明
の
な
せ
る
わ
ざ
と
い
う
よ
り
も
、
時
代
的
限
界
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

金
文
の
字
形
に
基
づ
く
議
論
は
淸
代
の
呉
大
澂
や
江
永
の
も
の
が
す
で
に
あ
り
、

か
な
り
鋭
い
考
察
が
示
さ
れ
て
い
た
。
日
本
で
も
内
藤
湖
南
が
金
文
を
資
料
に
用

い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
甲
骨
文
が
發
見
さ
れ
た
前
後
の
議
論
と
し
て
は
王
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國
維
の
も
の
が
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
ま
だ
十
分
に
整
わ
な
い
時
期
の
も
の
な
の

で
、
概
ね
金
文
を
用
い
て
考
察
し
て
い
る
。
た
だ
、
金
文
を
用
い
た
考
察
で
は
西

周
時
代
以
降
に
現
れ
た
文
獻
の
解
釋
に
基
づ
く
た
め
、
殷
代
を
視
野
に
入
れ
た
も

の
に
は
な
ら
な
い
。
甲
骨
文
の
讀
解
を
通
じ
て
分
か
っ
て
き
た
殷
代
社
會
の
樣
相

は
、
西
周
時
代
以
降
と
は
か
な
り
異
質
な
宗
敎
色
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。
甲
骨
文

を
驅
使
し
て
殷
代
社
會
の
全
面
的
か
つ
本
格
的
な
考
察
の
土
臺
の
上
に
字
源
の
解

釋
が
な
さ
れ
る
の
は
、
白
川
博
士
に
よ
っ
て
で
あ
る
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

博
士
は
從
來
の
文
字
學
者
の
解
釋
を
次
の
二
類
に
整
理
し
て
檢
討
さ
れ
る
。

一

史
字
の
從
う
「
中
」
を
以
て
簡
札
簿
書
〔
竹
簡
木
簡
を
用
い
た
公
文
書
の
類
〕

の
類
と
見
る
。

二

史
字
の
從
う
「
中
」
を
以
て
『
儀
禮
』「
大
射
」
な
ど
に
見
え
る
籌ち
ゅ
う

筭
〔
竹

さ
ん

な
ど
で
作
ら
れ
た
算
木
〕
を
入
れ
る
器
と
見
る
も
の
。
こ
の
説
は
射
禮
の
籌
筭

か
ら
起
こ
っ
た
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
檢
討
が
加
え
ら
れ
る
。

淸
代
の
文
字
學
者
呉
大
澂
は
金
文
の
字
形
を
掲
げ
て
、
史
字
形
は
「
中
」
形
に

從
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
簡
を
執
る
形
で
あ
る
と
す
る
。


、
記
事
者
也
。
象
手
執
簡
形
。
許
氏
説
从
樸
持
中
、
中
正
也
。
按
古
文
中

作

。
無
作

者
。

（

は
事
を
記
す
者
な
り
。
手
の
簡
を
執
る
形
に
象
る
。
許
氏
は
樸
の
中
を
持
す
る
に

か
た
ど

从
ふ
、
中
は
正
な
り
と
説
く
。
按
ず
る
に
古
文
中
は

に
作
る
。

に
作
る
者
無
し
。）

し
た
が

一
方
、
同
じ
く
淸
代
の
學
者
江
永
は
「
中
」
を
官
府
の
簿
書
〔
公
文
書
の
類
〕
と

す
る
。

凡
官
府
簿
書
、
謂
之
中
。
故
諸
官
言
治
中
受
中
。
小
司
寇
、
斷
庶
民
訟
獄

之
中
、
皆
謂
簿
書
。
猶
今
之
案
卷
也
。
此
中
字
之
本
義
。
故
掌
文
書
者
、
謂

之
史
。
其
字
从
樸
从
中
。
樸
者
右
手
、
以
手
持
簿
書
也
。
吏
字
事
字
、
皆
有

中
字
。
天
有
司
中
星
。
後
世
有
治
中
之
官
、
皆
取
此
義
。

（
凡
そ
官
府
の
簿
書
、
之
を
中
と
謂
ふ
。
故
に
諸
官
の
治
中
・
受
中
と
言
ひ
、
小
司
寇
の

庶
民
訟
獄
の
中
を
斷
ず
と
は
、
皆
な
簿
書
を
謂
ふ
。
猶
ほ
今
の
案
卷
の
ご
と
き
な
り
。

此
れ
中
字
の
本
義
な
り
。
故
に
文
書
を
掌
る
者
、
之
を
史
と
謂
ふ
。
其
の
字
樸
に
从
ひ

中
に
从
ふ
。
樸
な
る
者
は
右
手
に
し
て
、
手
を
以
て
簿
書
を
持
つ
な
り
。
吏
字
・
事
字
、

皆
中
字
有
り
。
天
に
司
中
星
有
り
。
後
世
に
治
中
の
官
有
る
は
、
皆
な
此
の
義
を
取

る
。）

呉
大
澂
の
い
う
簡
と
は
一
簡
す
な
わ
ち
一
枚
の
竹
の
札
の
意
で
あ
り
、
江
永
の

い
う
官
府
の
簿
書
と
は
公
文
書
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
江
永
説
の
方
が
や
や
優
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
卜
辭
の
研
究
者
の
多
く
は
江
永
説
に
從
っ
て
い
る
。

二
の
説
の
檢
討
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

王
國
維
は
、
江
永
の
い
う
簿
書
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
再
檢
討
し
、
こ
れ
を

「
籌
筭
を
入
れ
る
器
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
簡
策
を
入
れ
る
器
」
で
あ
る
と
す
る
。

原
文
に
は
か
な
り
長
い
引
用
が
あ
る
の
で
省
略
に
從
う
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

讀
「
釋
史
」
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宰
乃
承
王
中
、
升
自
客
階
、
作
筴
執
筴
從
中
、
宰
坐
、
奠
中
于
大
正
之
前
。

（
宰
乃
ち
王
の
中
を
承
げ
、
客
階
よ
り
升
り
、
作
筴
筴
を
執
り
て
中
に
從
ふ
。
宰
坐
し
て
、

さ
さ

中
を
大
正
の
前
に
奠
く
。）

お

そ
し
て
「
史
」
の
義
は
後
者
の
「
簡
策
を
入
れ
る
器
」
か
ら
出
て
い
る
と
し
て
、

金
文
の
用
例
を
擧
げ
て
論
證
す
る
の
で
あ
る
。

内
藤
湖
南
も
、「
史
」
字
の
「
中
」
字
形
が
「
盛
筭
の
器
」〔
籌
筭
を
入
れ
る
器
〕

と
い
う
説
を
發
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
金
文
で
は
武
器
銘
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い

う
事
實
に
基
づ
い
て
、「
筭
を
盛
る
」
こ
と
が
「
中
」
の
原
義
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

王
國
維
説
に
い
う
と
こ
ろ
の
簡
策
を
盛
る
こ
と
は
二
次
的
な
轉
義
で
あ
る
と
批
判

し
た
。

博
士
は
、
以
上
の
よ
う
に
代
表
的
な
説
を
擧
げ
て
お
い
て
、
ひ
と
ま
ず
自
説
を

開
陳
す
る
。
こ
こ
は
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。

私
は
結
論
的
に
は
王
氏
の
簡
策
の
器
と
す
る
説
に
近
い
考
え
を
も
つ
も
の

で
あ
る
が
、
王
氏
が
史
を
以
て
掌
書
の
官
と
し
、
ま
た
史
・
事
は
一
字
に
し

て
卿
史
（
卿
事
・
卿
士
）、
御
史
（
御
事
）
は
み
な
本
來
官
職
の
名
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
王
室
執
政
の
官
」、「
天
子
諸
侯
の
官
」
と
解
し
て
、「
史
之
本
義
、

爲
持
書
之
人
、
引
申
而
爲
大
官
及
庶
官
之
稱
、
樸
引
申
而
爲
職
事
之
稱
」（
史

の
本
義
は
、
書
を
持
す
る
の
人
と
爲
す
。
引
申
し
て
大
官
及
び
庶
官
の
稱
と
爲
す
。
樸
引

申
し
て
職
事
の
稱
と
爲
す
。）
と
い
い
、
史
の
初
義
が
執
政
者
で
あ
っ
た
と
す
る

の
に
對
し
て
、
私
は
史
の
本
義
は
祭
祀
に
お
け
る
祝
吿
の
義
で
あ
り
、
ま
た

史
・
事
は
も
と
同
源
な
る
も
、
そ
の
間
に
幾
分
使
用
例
を
異
に
す
る
も
の
が

あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
に
史
の
祭
祀
起
源
説
を
提
出
し
、
い
さ
さ
か
そ

の
證
明
を
試
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。（
五
頁
）［
一
〇
頁
］

『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
所
收
の
初
期
論
文
の
展
開
の
仕
方
は
、
こ
の
よ
う
に
從

來
の
字
源
説
を
整
理
し
た
上
で
そ
れ
ら
の
説
の
是
非
を
檢
討
し
自
説
の
結
論
部
分

を
開
陳
し
た
上
で
、
改
め
て
論
證
過
程
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い

る
。
一
度
通
讀
し
て
し
ま
う
と
他
の
論
文
を
讀
む
場
合
に
も
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
釋
史
」
の
場
合
こ
こ
か
ら
先
は
か
な
り
難
所
に
な
っ

て
い
く
の
で
、
私
な
り
に
整
理
し
た
も
の
を
記
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
王
國
維
の
説
に
近
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
史
」
の
初
義
は
執
政
者
で

は
な
く
、「
祭
祀
に
お
け
る
祝
吿
の
義
」
で
あ
り
、「
史
・
事
は
も
と
同
源
な
る
も
、

そ
の
間
に
幾
分
使
用
例
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
、「
史
」「
事
」
の
使

用
例
の
差
異
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
り
げ
な
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
點
に

こ
そ
殷
代
と
西
周
時
代
以
降
と
の
社
會
の
本
質
的
な
差
異
の
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で

も
あ
る
。
王
國
維
の
考
證
は
主
に
金
文
の
字
形
を
文
獻
資
料
を
援
用
し
な
が
ら
鋭

い
考
察
を
示
し
て
い
る
點
で
、
大
い
に
啓
發
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
甲
骨
文

の
用
例
の
分
析
が
十
分
で
な
い
た
め
、
西
周
時
代
以
降
の
場
合
に
は
妥
當
な
説
で

あ
っ
て
も
、
殷
代
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
當
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
「
史
」「
使
（
事
）」「

」
字
形

甲
骨
文
の
「
史
（

）」
と
「
使
［
事
］（

）」
と
は
字
形
に
若
干
の
差
異
が
あ

（
２
）

五

立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要

第
三
號



る
も
の
の
、
從
來
は
「
史
」
字
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

用
例
を
微
細
に
分
析
し
て
み
る
と
使
用
例
に
若
干
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
く
る
。
博
士
の
言
わ
れ
る
「
兩
者
の
間
に
は
お
の
ず
か
ら
傾
向
的
な
使
用
上
の

區
別
」（
六
頁
）
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
使
用
上
の
區
別
か
ら
何
が
導

き
出
さ
れ
る
か
？

そ
れ
が
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
と
な
る
。

先
ず
「

」
の
使
用
例
を
掲
げ
る
。

・
□
卯
卜
、
河

…
王
受
樸
。Y0234

［

8
］

・
上
甲

其
兄
父
丁

。H

32390

［

］

・
大
乙

、
其

大
丁
。H

27126

［

］
・
大
乙


H
27125

、
王
其
郷
。［

］

・
祖
丁

、
至
二
…

H
27292

［

］
・
戊
戌
卜
、
祖
丁

、
其
妣
辛
妣
癸
、
王

…
…
。H

27367

［

］

・
丁
丑
卜
…
小
丁

、

〔
正
〕。H
32642

［

］

・
…
…
卜
、


樸

。H

21797

［

］

・
翌
丁
亥

其

吿
〔
于
〕
南
室
。H

4940

［

］

「
河
」
の
よ
う
な
自
然
神
、「
上
甲
」「
大
乙
」「
祖
丁
」「
小
丁
」
の
よ
う
な
祖
先

神
の
下
に
「

」
を
付
け
る
例
が
か
な
り
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
例
に
「


」

「

吿
」
の
祭
儀
を
伴
う
こ
と
か
ら
「

」
が
祭
祀
關
係
の
用
語
で
あ
る
こ
と
は

分
か
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
祭
祀
行
爲
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ま

で
は
詳
ら
か
で
な
い
。
博
士
は
こ
こ
で
「
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

は
祝
吿
に
關

す
る
字
で
、
祖
先
先
王
に
祝
辭
を
捧
げ
て
吿
祭
す
る
意
で
あ
ろ
う
と
思
う
。」（
七

（
３
）

頁
）
と
再
度
自
説
を
提
示
さ
れ
る
。「
祝
吿
に
關
す
る
字
」「
祝
辭
を
捧
げ
て
吿
祭

す
る
」
と
い
っ
た
、
見
慣
れ
ぬ
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
難
解
な
印
象
を

受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
取
り
敢
え
ず
「
吿
」
と
同
じ
よ
う
に
祝
辭

を
も
っ
て
祖
先
先
王
に
祈
る
祭
祀
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
ど
に
理
解
し
て
お
け
ば
よ

い
。さ

て
そ
の
「
吿
」
に
つ
い
て
も
關
連
的
に
考
察
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
「
史
」
と
比
較
對
照
す
る
意
味
で
重
要
な
の
で
代
表
的
な
用
例
を
掲
げ
て
お

く
こ
と
に
す
る
が
、
原
文
よ
り
も
若
干
用
例
を
追
加
し
た
。

・
癸
巳
卜
牽
貞
、
吿
土
方
于
上
甲
。
四
月
。（
癸
巳
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
土
方
を
上
甲

に
吿
せ
ん
か
。
四
月
）H

06385

［

］

・
癸
卯
卜
牽
貞
、
王
令
三
百
射
、
弗
吿
十
示
…
…
王

。H

05775

［

正
］

（
癸
卯
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
王
は
三
百
射
に
令
し
て
十
示
に
吿
せ
ざ
る
か
。
…
…
王
に
禍

あ
る
か
。）

・
癸
巳
卜

貞
、
子
漁
疾
目
、
福
吿
于
父
乙
。（
癸
巳
卜
し
て

貞
ふ
、
子
漁
の
目

を
疾
め
る
に
、
父
乙
に
福
吿
せ
ん
か
。）H

13619

［

］

・
其
吿
于
河
。（
其
れ
河
に
吿
せ
ん
か
。）H

40419

［

］

・
癸
卯
卜
貞
、
吿
〔
于
〕
岳
。（
癸
卯
卜
し
て
貞
ふ
、
岳
に
吿
せ
ん
か
。）H

14423

［

］

・
吿
于
大
甲
祖
乙
。（
大
甲
・
祖
乙
に
吿
せ
ん
か
。）H

00183

［

］

・
己
酉
卜
、
召
方
來
、
吿
于
父
丁
。（
己
酉
卜
す
、
召
方
の
來
る
を
父
丁
に
吿
せ
ん

か
。）H

33015
［

］

・
貞
、
吿

方
于
祖
乙
。（
貞
ふ
、

方
を
祖
乙
に
吿
せ
ん
か
。）H

06349

［

］

讀
「
釋
史
」
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・
貞
、
令
畢
伐
東
土
、
吿
于
祖
乙
于
丁
。
八
月
。H

07084

［

］

（
貞
ふ
、
畢
に
令
し
て
東
土
を
伐
た
し
む
る
に
、
祖
乙
と
丁
と
に
吿
せ
ん
か
。
八
月
。）

右
に
見
た
よ
う
に
「
吿
」
の
場
合
も
、
祝
吿
の
對
象
に
な
っ
て
い
る
の
が
祖
先

神
だ
け
で
な
く
、
自
然
神
の
河
・
岳
の
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
殷
代

の
宗
敎
が
自
然
神
と
祖
先
神
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
「
史
」
と
「
吿
」
と
の
差
異
も
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
吿
」
の
場
合
に
は
、

方
や
召
方
・
夷
方
と
い
っ

た
殷
王
朝
に
從
屬
し
な
い
諸
族
の
來
襲
な
ど
が
あ
っ
た
時
に
「
吿
」
し
て
い
る
例

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
度
整
理
し
て
み
よ
う
。「
史
」「
吿
」
は
と
も
に
自
然
神
と
祖
先
神
を

對
象
と
す
る
祭
祀
を
示
し
て
い
る
が
、
用
例
か
ら
す
る
と
、「
吿
」
が
危
急
の
際
に

行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、「
史
」
の
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
「
史
」
と
は
い
か
な
る
祭
祀
な
の
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
以
上
の
分
析
を
進
め
る
材
料
が
な
い
の
で
、
博
士
は
暫
定
的
な
案

と
し
て
比
較
的
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
月
次
祭
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
さ

れ
る
。

こ
の
「
吿
」
字
に
つ
い
て
も
字
源
に
關
す
る
考
證
を
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
史
」
字
と
同
じ
よ
う
に
「

」
字
形
を
含
む
文
字
だ
か
ら
で
あ
る
。『
説
文
解

字
』
で
は
「
吿
」
は
「
牛
觸
人
、
角
著
橫
木
。
所
以
吿
人
也
。
从
口
从
牛
」（
牛
人

に
觸
る
、
角
に
橫
木
を
著
く
。
人
に
吿
ぐ
る
所
以
な
り
。
口
に
从
ひ
牛
に
从
ふ
。）
と
す
る
。

甲
骨
文
で
は
「

」
字
形
の
も
の
が
比
較
的
多
く
「
牛
（

）」
形
と
も
類
似
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
牛
説
も
妥
當
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
際
に
は

【
①
】
の
よ
う
な
形
も
あ
っ
て
牛
説
を
採
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
上

部
字
形
【
②
】【
③
】【
④
】
は
、「

（
磬
）」
や
、「

（
南
）」「

（
壴
）」
な

ど
の
樂
器
を
懸
け
る
形
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
木
の
上
の
叉
枝
を
示
す
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
樂
器
が
み
な
祭
祀
の
際
に
用
い
ら
れ
、
神
と
交
信
す
る
際

に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の
木
は
お
そ
ら
く
神
聖
な
木

の
枝
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
吿
」
も
神
に
對
し
て
申
し
上
げ
る
祭
祀
行

爲
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「

」
を
そ
の
よ
う
な
神
聖
な
木
に
懸
け
た

も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
「
吿
」
の
字
形
を
博
士
は

「
吿
は
祝
册
を
入
れ
る
器
を
神
聖
な
木
の
枝
に
懸
繫
す
る
こ
と
を
示
し
、
祝
册
を

高
く
揚
げ
て
、
以
て
こ
れ
を
神
靈
に
吿
げ
る
意
で
あ
ろ
う
と
解
せ
ら
れ
る
。」（
九

頁
）
と
し
て
、
そ
の
根
據
と
な
る
『
孟
子
』『
左
傳
』『
儀
禮
』
及
び
〈
頌
鼎
〉〔
金

文
〕
の
例
を
示
し
た
後
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

神
に
祝
册
す
る
と
き
に
、
そ
の
祝
册
の
辭
を
何
ら
か
の
形
式
を
以
て
神
に

捧
げ
加
え
る
禮
が
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
卜
辭
に
お
け
る
吿
祭
は
、

主
と
し
て
外
寇
等
の
異
族
神
の
も
た
ら
す
災
禍
、
ま
た
先
公
祖
神
の
下
す
咎

禍
や
疾
病
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
先
公
祖
神
に
祝
吿
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
祝
吿
の
の
ち
、
お
そ
ら
く
は
祝
吿
の
詞
を
載
せ
た
書
册
を
神
木
の
枝
に

繫
け
て
、
こ
れ
を
神
前
に
捧
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
吿

字
の
本
義
で
あ
る
。（
九
頁
）［
一
五
頁
］

こ
う
し
て
「

」「

」
字
形
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
そ
れ
が
ど
の
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よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

は
「

」
形
を
含
む

と
い
う
祭
祀
〔
五
祀
と
よ
ば
れ
る
祖
祭
の
一
つ
〕
に
つ
い
て
考

察
し
な
が
ら
「

」
字
形
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
結
論
と

し
て
は
「
こ
の
祭
祀
に
お
け
る
祝
册
は
『

』
形
の
器
に
收
め
て
こ
れ
を
鮎
上
の

Ｈ
の
上
に
お
き
、
こ
れ
を
以
て
神
靈
に
吿
げ
た
も
の
で
あ
る
。」（
十
一
頁
）
と
さ
れ

る
。「
祝
册
」
と
は
祝
辭
を
記
し
た
册
書
の
こ
と
で
あ
る
が
、
祖
神
諸
王
を
祭
る

際
に
そ
れ
を
鮎
上
に
加
え
る
字
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
形
式
を
示
す
字
形
に

樣
々
な
形
が
あ
っ
て
、
當
時
の
祝
吿
の
祭
儀
の
實
際
の
場
景
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
、
祝
辭
を
上
に
直
接
捧
げ
て
い
る
も
の
【
⑤
】、
あ
る
い
は
鮎
の
橫
に
あ
っ

て
こ
れ
を
捧
げ
る
も
の
【
⑥
】
な
ど
は
特
に
當
時
の
「
祝
吿
」
の
祭
儀
を
如
實
に

傳
え
て
い
る
。
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
部
分
を
こ
こ
に
引
用

し
よ
う
。

①

②

③

④

⑤

⑥

史
字
が
も
と
祝
吿
と
い
う
祭
祀
行
爲
を
示
す
文
字
で
あ
る
こ
と
、「

」

字
形
の
從
う
「

」「

」
が
い
ず
れ
も
そ
の
祝
册
を
收
め
る
器
の
形
を
示
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
え
た
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
關
係
あ
る
字
の
全

體
を
通
じ
て
、
籌
筭
そ
の
他
直
接
武
事
に
關
す
る
事
例
を
見
出
し
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
、「
史
」
字
の
初
義
を
籌
筭
の
「
中
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
説
が
、

そ
の
關
係
文
字
の
字
形
の
全
體
を
悉
し
え
な
い
と
い
う
點
に
、
最
も
不
十
分

な
も
の
を
も
つ
と
考
え
る
。（
一
六
頁
）［
二
三
頁
］

四
「
史
」「
使
（
事
）」、
内
祭
と
外
祭
、
殷
王
朝
の
支
配
形
態

こ
こ
ま
で
中
核
部
分
だ
け
を
抽
出
整
理
し
て
進
め
て
い
る
の
で
、
考
證
の
周
到

さ
を
傳
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
が
殘
念
で
あ
る
が
、「
釋
史
」
は
水
も
漏

ら
さ
ぬ
論
證
を
重
ね
て
、「
史
」
と
「
使
（
事
）」
の
關
係
と
差
異
の
問
題
に
入
っ

て
い
く
。
こ
こ
は
原
文
の
第
二
節
に
當
た
る
が
、
殷
王
朝
の
支
配
形
態
に
ま
で
論

及
さ
れ
る
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
節
の
冒
頭
を
引
用
す
る
。

「

」
と
「

」
と
は
場
合
に
よ
っ
て
は
通
用
し
て
い
て
、「
癸
巳
卜

貞
、

旬
亡

、
六
月
」（
癸
巳
卜
し
て

貞
ふ
、
旬
に

亡
き
か
。
六
月
）「
癸
巳
卜

貞
、

と
が

旬
亡

、
六
月
」（
癸
巳
卜
し
て

貞
ふ
、
旬
に

亡
き
か
。
六
月
）H

16694

［

］
の
よ

と
が

う
に
、
一
片
の
う
ち
に
兩
字
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
貞
人
の
名
を
兩
樣

に
署
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

人
・
御

・



な
ど
に
お
い
て
も
、


字
を
用
い
て
い
る
例
が
あ
る
。
し
か
し
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
使

用
例
か
ら
見
る
と
、
兩
字
の
間
に
は
傾
向
的
な
區
別
が
あ
っ
て
、

に
は
遠

く
使
す
る
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
い
ま
そ
の
字
形
に
よ
っ
て
い
え

ば
、
Ｙ
は
叉
頭
の
あ
る
長
桿
で
あ
っ
て
、

が
た
だ
宗
廟
の
中
で
祝
册
の
器

を
神
木
に
懸
け
て
捧
持
す
る
形
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
遠
く
郊
外
に
出
る
意

を
含
ま
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
先
ず

人
の
例
を
あ
げ
よ
う
。（
二
一
頁
）

［
二
七
頁
］

・
乙
酉
卜

貞
、

人
于
河
、
沈
三
羊
、

三
牛
。
三
月
。H

05522

［

］

（
乙
酉
卜
し
て

貞
ふ
、
人
を
河
に

せ
し
め
、
三
羊
を
沈
め
、
三
牛
を

つ
か
ひ


め
ん
か
。
三

き
よ

讀
「
釋
史
」

八



月
。）

・
乙
酉
卜
貞
、
丁
亥

人
于
河
。（
乙
酉
卜
し
て
貞
ふ
、
丁
亥
に
人
を
河
に

せ
し

め
ん
か
。）H

05523

［

］

・
其
大
出
」
貞
、
勿

人
于
岳
。（
其
れ
大
い
に
出
づ
る
か
。」
貞
ふ
、
人
を
岳
に


せ
し
む
る
こ
と
勿
ら
ん
か
。）［
鐵
・
二
三
・
一
］

・

人
于
岳
。（
人
を
岳
に

せ
し
め
ん
か
。）H

05519
H
05520

［

］［

］

・
王
于
遲
、

人
于
美
、
于
之
及
伐
望
、
王
受
樸
。H

28089

［

］

（
王
は
遲
に
于
い
て
、
人
を
美
に

せ
し
め
ん
か
。
之
に
于
い
て
望
を
伐
つ
に
及
ば
ん

お

か
。
王
は
祐
を
受
け
ら
れ
ん
か
。）

さ
ず

・
貞
、

人
于

。（
貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
め
ん
か
。）H

07693
H
14474

［

］［

］

・
貞

人
于
我
。（
貞
ふ
、
人
を
岳
に

せ
し
め
ん
か
。）H
05525

H
05526

［

］［

］

H
05527

［

］

・
貞
、
勿

人
于

」
王
从
沚

。（
貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
む
る
こ
と
勿
ら
ん

か
。
王
は
沚

を
從
へ
ん
か
。）［
林
・
三
・
四
・
八
］

・
癸
巳
卜

貞
、

人
于

（
癸
巳
卜
し
て

貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
め
ん
か
。）

H
05537

［

］


・

人
于

。（
人
を

に

せ
し
め
ん
か
。）H

05531

［

］

・
王

人
于
沚
。
若
。（
王
は
人
を
沚
に

す
る
に
、
諾
な
る
か
。）H

05530

［

］

・
貞
、
勿

人
于

。
不
若
（
貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
む
る
こ
と
亡
き
か
。
諾
せ

ざ
る
か
。）H
00376

［

］

・
貞
、

人
于

。（
貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
め
ん
か
。）H

05532

［

］

・
貞
、

人
于
畢
。（
貞
ふ
、
人
を
畢
に

せ
し
め
ん
か
。）H

05533
H
05534

［

］［

］

・
…
…

貞
、
婦
好

人
于
眉
。（
…
…

貞
ふ
、
婦
好
は
人
を
眉
に

せ
し
め
ん

か
。）H

06568

［

］

・
貞
、

人
于

。（
貞
ふ
、
人
を

に

せ
し
め
ん
か
。）H

05524

［

］

郭
沫
若
は
、「

人
于
岳
。」
の
よ
う
な
例
か
ら
「

人
」
を
人
間
を
犧
牲
に
用

い
る
と
解
す
る
の
だ
が
、
ご
覽
の
よ
う
に
「

人
」
の
例
は
必
ず
し
も
河
岳
の
み

で
は
な
く
、
美
・

・
・
我
・

・
沚
・

・

・

・
畢
な
ど
の
諸
族
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
統
貫
す
る
解
釋
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「

（
史
）」
字
の
用
例
で

見
た
「
河

」「
岳

」
で
あ
る
。
こ
の
「

人
于
河
」「

人
于
岳
」
の
場
合
も

「
人
」
を
派
遣
し
て
そ
こ
で
祭
事
を
行
な
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
諸
族
の
場
合

に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
自
然
に
導
き
出
せ
る

の
は
、「
人
を
使
い
し
め
」
そ
こ
で
殷
王
朝
の
祭
祀
を
行
な
わ
せ
る
と
い
う
解
釋

で
あ
ろ
う
。
博
士
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

思
う
に
當
時
に
あ
っ
て
は
、
政
治
も
ま
た
祭
祀
の
形
態
を
以
て
行
わ
れ
て

い
た
の
で
、
政
治
的
な
支
配
は
同
時
に
共
同
祭
祀
の
受
容
、
王
朝
の
祭
祀
に

對
す
る
參
加
協
同
と
い
う
形
を
以
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
從
っ

て

人
と
は
、
王
朝
の
祭
祀
を
こ
れ
ら
の
自
然
神
や
氏
族
の
靈
廟
に
移
し
て

行
う
使
者
を
指
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。（
二
二
頁
）［
二
九
頁
］

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
祭
政
一
致
と
い
う
言
葉
の
實
質
的
な
意
味
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
通
じ
て
宗
敎
的
な
意
味
で
の
支
配
體
制
を
築
く
と
い

う
の
が
殷
代
の
支
配
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「

」
と
「

」
と
の
関
係
と
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差
異
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

先
ず
「

人
」
の
對
象
が
河
や
岳
で
あ
る
點
で
は
「

」
と
も
共
通
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
と
も
に
史
祭
と
呼
ぶ
べ
き
祭
祀
の
範
疇
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方

そ
れ
と
は
別
に
「

人
」
の
場
合
に
は

・
我
・

・
沚
・

・

・

・
畢
と

い
っ
た
殷
代
の
雄
族
に
向
け
て
使
者
が
發
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「

」
と
の

差
異
で
あ
る
。
相
似
た
字
形
な
が
ら
最
上
部
の
書
き
方
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
が
示

さ
れ
る
。
祖
先
神
や
自
然
神
に
對
し
て
は
祝
辭
を
奏
上
す
る
た
め
と
い
う
點
で
共

通
し
て
い
る
が
、
諸
族
に
向
け
て
發
せ
ら
れ
る
場
合
は
何
で
あ
ろ
う
？
「

」

を
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
博
士
の
い
わ
れ
る
祝
辭
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
博
士

は
「
遠
く
出
で
て
祭
事
を
行
な
っ
た
も
の
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。」
と
さ
れ
る
。

論
理
的
に
進
め
て
い
く
と
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
見
を
交
え
る
と
す

れ
ば
、
あ
る
い
は
神
意
を
記
し
た
も
の
を
掲
げ
て
諸
族
の
守
護
神
や
祖
先
神
に
對

し
て
も
そ
れ
を
奏
上
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
行
爲
を
通
し
て
共

通
の
祭
祀
を
行
な
い
宗
敎
的
關
係
が
深
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
博
士
は
こ

こ
で
祭
政
一
致
を
「
政
治
も
ま
た
祭
祀
の
形
態
を
以
て
行
わ
れ
て
い
た
」
と
し
て

殷
王
朝
の
支
配
形
態
へ
と
進
ん
で
い
く
方
向
を
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
次
の
テ
ー

マ
に
な
っ
て
い
く
。
史
祭
が
特
に
盛
大
に
行
な
わ
れ
る
の
を
「
大
事
」
と
い
い
、

祭
祀
者
を
派
遣
し
て
祭
祀
を
行
な
わ
し
め
、
載
書
（

）
を
致
す
こ
と
を
「
立
事
」

と
い
う
、
と
い
う
よ
う
に
關
連
語
句
に
言
及
し
な
が
ら
、
更
に
殷
王
朝
の
支
配
形

態
の
本
質
へ
と
掘
り
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
「

王

」
と
い
う
修
辭
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
原
文
の
引
用
を
し
て
お
こ
う
。

祭
祀
を
通
じ
て
の
支
配
が
同
時
に
政
治
的
支
配
を
意
味
し
て
い
た
當
時
に

お
い
て
、「

（
使
・
事
）」
は
祭
祀
で
あ
り
、
政
治
で
あ
り
、
ま
た
軍
事
の

意
味
を
も
有
し
て
い
た
。
王
と
諸
侯
と
の
交
通
は
、
朝
聘
入
覲
の
ほ
か
に
は
、

多
く
使
者
を
出
し
て
連
絡
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
使
者
は
、
王
室
の

立
場
か
ら
「
王

」
も
し
く
は
「
朕

」・「
我

」
と
よ
ば
れ
た
。
卜
辭
に

は
「

王

」
と
稱
す
る
も
の
が
甚
だ
多
い
が
、
地
方
遠
挽
の
地
に
對
す
る

政
治
的
規
矩
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
よ
う
な
形
態
を
以
て
行
な
わ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。（
二
四
頁
）［
三
〇
頁
］

地
方
遠
挽
の
地
に
対
し
て
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「

王

」
の
例

を
掲
げ
る
。

【

】
貞


王

。（
貞
ふ
、

は
王

を

と


は
ん
か
。）H

05464

［

］

お
こ

乙
未
卜
出
貞
、


王

、
不

。
十
二
月
。H

24116

［

］

（
乙
未
卜
し
て
出
貞
ふ
、

は
王

を

は
ん
か
。
悴
せ
ざ
る
か
。
十
二
月
）

甲
戌
卜

貞
、
賜

取

王

。（
甲
戌
卜
し
て

貞
ふ
、

に
取
［
地
名
］
を

賜
ふ
に
、
王

を

は
ん
か
。）H

05458

［

］

己
丑
卜
牽
貞
、


王
事
。」
貞
、


王

。（
己
丑
卜
し
て
牽
貞
ふ
、

は

王

を

は
ん
か
。）H

00177

［

］

【
我
】
甲
寅
卜

貞
、
我

王

。」
貞
、
我
弗
其

王

。H

05480

［

正
］

（
甲
寅
卜
し
て

貞
ふ
、
我
［
族
名
］
は
王

を

は
ん
か
。
貞
ふ
、
我
は
其
れ
王


を

は
ざ
る
か
。）

【
畢
】
貞
、
畢

王

。」
貞
、
畢
弗
其

王

。05480

［

正
］

（
貞
ふ
、
畢
は
王

を

は
ん
か
。
貞
ふ
、
畢
は
其
れ
王

を

は
ざ
る
か
。）

讀
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【
行
】
貞
、
行

王

」
行

（
貞
ふ
、
行
は
王

を

は
ん
か
。）H

05454
H
05455

［

］［

］

【
火
】
己
酉
貞
、
火

王

。」
己
酉
貞
、
王
其
令
火
…
…

H
32967

［

］

（
己
酉
貞
ふ
、
火
［
族
名
］
は
王

を

は
ん
か
。」
己
酉
貞
ふ
、
王
は
其
れ
火
に
令
し

て
…
…
）

【

】
壬
寅
卜
牽
貞
、


王

。（
壬
寅
卜
し
て
牽
貞
ふ
、

は
王

を

は
ん
か
。）

H
00667

［

］

【

】
庚
申
卜

貞
、

弗
其

王

。（
庚
申
卜
し
て

貞
ふ
、

は
其
れ
王

を


は
ざ
る
か
。）H

05473

［

］

【

】
貞
、

弗
其

王

。（
貞
ふ
、

［
族
名
］
は
其
れ
王

を

は
ん
か
。）

H
06834

［

正
］

【

】
己
酉
卜
牽
貞
、

衆
人
、
乎
从


王


五
月
」
甲
子
卜

貞
、
令



田
于
□
方


王


H
00022

［

］

（
己
酉
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
衆
人
を
供
し
、

を
呼
從
す
る
に
、
王

を

は
ん
か
。
五

月
」
甲
子
卜
し
て

貞
ふ
、

に
令
し
て
□
方
に

田
せ
し
む
る
に
、
王

を

は
ん

か
。）

【
召
】
貞
、
召

王

。（
貞
ふ
、
召
は
王

を

は
ん
か
。）H

05478
H
05479

［

正
］［

］

丙
午
卜

貞
、
召
弗
其

王

。（
丙
午
卜
し
て

貞
ふ
、
召
は
王

を

は
ん

ひ
ん

か
。）

【
周
】
己
卯
卜

貞
、
令
多
子
族
从
犬
侯

周

王

。
五
月
。H

06812

［

正
］

（
丙
午
卜
し
て

貞
ふ
、
多
子
族
に
令
し
て
、
犬
侯
を
從
へ
周
に

せ
し
む
る
に
、
王


を

は
ん
か
。
五
月
）

【
犬
】
□
酉
卜
、
犬
其

王

。

。（
□
酉
卜
す
、
犬
［
族
名
］
は
其
れ
王

を

は
ん

か
。
龔
あ
ら
ん
か
。）H

05470

［

］

た
た
り

【
長
】
戊
辰
卜
牽
貞
、
長
亡

、

王

。」
貞
、
長


、
其

王

。

H
05448

［

］

（
戊
辰
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
長
に

亡
き
か
。
王

を

は
ん
か
。
貞
ふ
、
長
に


ら

と
が

と
が

ん
か
。
其
れ
王

を

は
ん
か
。）

召
・
周
・
犬
・
長
な
ど
は
異
族
で
有
力
な
諸
方
や
諸
族
で
あ
る
。
ま
た
、

・

我
・
畢
な
ど
は
殷
室
と
比
較
的
親
近
の
關
係
に
あ
っ
た
諸
氏
族
で
あ
る
。「

王


」
は
後
で
考
察
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
載
王
事
」
と
解
し
て
「
王
事
を
載
な
ふ
」

お
こ

と
讀
む
。
す
な
わ
ち
一
つ
に
は
殷
王
朝
の
祭
祀
を
行
な
う
の
意
を
表
わ
す
が
、

「
事
」
は
「
使
」
で
も
あ
っ
て
、
語
義
が
未
分
化
で
あ
る
た
め
重
層
的
な
意
味
を

も
つ
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
引
用
が
續
く
が
精
密
な
考
察
が
明
晰
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
敢

え
て
書
き
直
す
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
讀
者
も
こ
こ
ま
で
辿
り
着
い
て
い
る

人
で
あ
れ
ば
こ
れ
か
ら
先
の
解
説
は
不
要
か
も
知
れ
な
い
。

「

王

」
も
ま
た
、
本
來
は
王
室
の
祭
祀
を
こ
れ
ら
の
諸
方
諸
族
に
も

奉
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
祭
祀
的
支
配
を
確
立
す
る
意
味
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
、
政
治
的
な
意
味
が
強
く

あ
ら
わ
れ
て
い
て
、

は
史
す
な
わ
ち
祀
る
と
い
う
本
來
の
意
味
よ
り
も
、

む
し
ろ
王
の
使
者
と
し
て
王
室
の
祭
祀
を
執
行
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
王
使

と
し
て
の
意
味
が
確
か
め
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え

ば
、
さ
き
の

人
に
お
い
て
は
、
河
・
岳
の
よ
う
な
自
然
神
に
對
す
る
使
者

一
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が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、「

王

」
に
お
い
て
は
專
ら
諸
方
諸

族
に
對
す
る
使
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
敎
的
意
味
よ
り
も
政
治
的
意
味
が

優
位
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

王
使
の
派
遣
は
、
必
ず
し
も
定
期
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
特

定
の
場
合
に
、
王
室
の
祭
祀
を
そ
の
地
域
で
執
行
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
事
情
の
あ
る
と
き
に
、
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
乙
未

卜
出
貞
、


王

、
不

。
十
二
月
。」
と
い
い
、「
戊
辰
卜
牽
貞
、
長
亡


、

王

。」
貞
、
長


、
其

王

。」
の
よ
う
に
、「
不

」・「
亡

」

と
關
連
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
事
件
、

あ
る
い
は
不
安
の
徴
候
に
對
し
て
、
王
者
が
修
祓
祝
吿
、
あ
る
い
は
盟
誓
の

必
要
を
認
め
た
と
き
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
政
治
的
意

圖
を
含
む
祭
祀
者
の
派
遣
に
對
し
て
、
そ
の
對
象
と
さ
れ
た
諸
方
諸
族
が
ど

の
よ
う
な
態
度
を
示
す
か
、
ま
た
そ
の
派
遣
の
意
圖
の
成
否
を
貞
う
こ
と
、

と

こ
れ
が
「

王

」「

朕

」
と
い
う
卜
問
の
意
味
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

王
室
の
祭
祀
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
諸
方
諸
族
の
殷

室
に
對
す
る
祭
祀
權
の
承
認
と
拒
否
、
政
治
的
從
屬
の
諾
否
を
決
す
る
意
思

表
示
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
に
頻
繁
な
「

王


」
の
貞
卜
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。（
二
七
頁
）

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
い
て
語
彙
を
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
。

「

（
吿
）」
…
…
内
祭
。
災
厄
や
敵
の
來
襲
の
際
に
神
に
祈
る
。

「

（
史
）」
…
…
内
祭
。「
吿
」
の
よ
う
な
危
急
の
際
に
祈
る
も
の
で
は
な
い

が
、
月
次
祭
の
よ
う
な
も
の
。

「

（
使
）
人
」
…
…
外
祭
。
王
朝
の
祭
祀
を
自
然
神
や
氏
族
の
靈
廟
に
移
し
て

行
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
使
者
を
指
す
。

「

王

（
載
王
事
）」
…
…
外
祭
。
諸
族
や
殷
王
朝
に
從
屬
し
な
い
諸
方
に
向

け
て
使
者
を
派
遣
し
、
殷
の
祭
祀
を
行
う
こ
と
を

迫
る
。

五
「
西
史
」「
北
史
」「
北
御
史
」

前
節
ま
で
で
殷
の
宗
敎
的
な
支
配
構
造
の
樞
要
な
部
分
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。
自
然
神
や
祖
先
神
を
祭
る
内
祭
「

（
吿
）」「

（
史
）」
を
中
核
と
し
、

「

（
使
・
事
）
人
」
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
そ
の
神
の
靈
驗
威
光
を
擴
張
し
て

地
方
を
も
支
配
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
宗
敎
的
な
構
造
で
あ
る
か
ら
必
ず
し

も
武
力
を
行
使
し
て
直
接
管
轄
下
に
置
く
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
支

配
」
と
い
う
語
で
表
わ
す
こ
と
も
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
の
だ
が
、
他
に
ふ
さ
わ

し
い
語
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
取
り
敢
え
ず
「
支
配
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る

次
第
で
あ
る
。
特
に
最
後
に
引
用
し
た
「

王

（
載
王
事
）」
の
用
例
は
、
殷
王

朝
に
從
わ
ぬ
方
國
に
向
け
て
發
せ
ら
れ
た
も
の
が
目
に
付
く
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

ら
の
方
國
と
殷
王
朝
と
の
關
係
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
從
う
時
も
あ
れ
ば

從
わ
ぬ
時
も
あ
る
と
い
っ
た
關
係
で
あ
る
。
實
際
た
と
え
ば
、「
召
方
」
は
初
期

の
段
階
で
は
殷
に
從
わ
ぬ
方
國
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
西
史
召
」
と
呼
ば
れ
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
殷
末
も
最
末
期
に
至
っ
て
今
度
は
殷

か
ら
離
反
し
て
西
周
王
朝
に
つ
く
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
次
第
で
あ
る
。
で
は

「
西
史
召
」
と
は
何
か
？

最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
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・
丁
巳
卜

貞
、
令
今
丙
肜
□
食
、
乃
令
西
史
。
三
月
。H

09560

［

］

（
丁
巳
卜
し
て

貞
ふ
、
令
し
て
今
の
丙
［
の
日
］
肜
し
て
□
食
せ
し
む
る
に
、
乃
ち

こ

西
史
に
令
せ
ん
か
。
三
月
。）

・
庚
子
卜
牽
貞
、
西

召
亡

。

」
庚
子
卜
牽
貞
、
西

召
亡
其


、


。」
貞
、
西

召
亡

、

。」

（
庚
子
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
西
史
召
に

亡
き
か
。

と
が


は
ん
か
」
庚
子
卜
し
て
牽
貞
ふ
、

お
こ
な

西
史
召
に


る
か
。

は
ん
か
」
貞
ふ
、
西
史
召
に

亡
き
か
。

は
ん
か
」）

あ

H
05637

［

正
］

・
貞
、
才
北


獲
羌
。（
貞
ふ
、
北
史
に
在
り
て
羌
を
獲
る
こ
と
こ
と

る
か
。）

H
00914

［

］

・
癸
巳
卜
、
其
乎
北
御

衛
。（
癸
巳
卜
す
。
其
れ
北
御
史
衛
を
呼
ば
ん
か
。）

H
27897

［

］

「
西
史
召
」
と
は
、
殷
の
西
方
に
あ
っ
て
殷
の
史
祭
の
こ
と
を
掌
る
召
族
を
指

す
。「
北
史
」「
北
御
史
」
も
同
樣
で
あ
る
。
宗
敎
的
な
職
事
で
あ
る
か
ら
、
い
わ

ゆ
る
政
治
的
な
意
味
で
の
官
制
で
は
な
い
。
し
か
し
殷
の
宗
敎
的
な
支
配
體
制
と

い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
非
常
に
重
要
な
職
事
を
掌
る
位
置
に
あ
る
。
い
わ
ば
そ

の
地
に
お
け
る
宗
敎
的
な
權
威
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
族
が
外
郭
か
ら
殷
王
朝

の
宗
敎
體
制
を
支
え
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
體
制
は
古
代

王
朝
で
は
一
般
的
な
支
配
形
態
で
あ
っ
た
。
宗
敎
的
な
體
制
で
あ
る
か
ら
政
治
的

な
體
制
と
は
質
的
に
異
な
る
が
、
西
周
王
朝
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
に
政
治
的
な
秩

序
を
構
築
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
舊
體
制
の
諸
族
が
官
職
に
任
命

さ
れ
る
形
で
吸
收
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
が
西
周
王
朝
の
官
職
名
と
し
て
殘
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。「
御
事
」「
三
事
」「
卿
事
」「
大
史
寮
」
と
い
っ
た
も
の
が
そ
う

し
た
も
の
の
例
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
で
や
や
急
ぎ
足
で
進
ん
で
き
た
が
、
最
後
に
原
文
第
三
節
の
結
語

を
引
用
し
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
第
四
節
で
は
西
周
時
代
の
金
文
資
料
を
用

い
て
、
西
周
王
朝
の
官
制
を
分
析
し
な
が
ら
そ
れ
ら
が
殷
王
朝
に
由
來
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
後
は
讀
者
の
關
心
に
應
じ
て
讀
み
進
め
ら
れ
る
こ
と

を
念
ず
る
次
第
で
あ
る
。

殷
室
の
地
方
に
對
す
る
支
配
形
態
は
、
は
じ
め
は
間
接
的
に
、
王
室
の
祭

祀
・
載
書
を
奉
行
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
の
祭
祀
・
載
書
を
受
容
さ
せ
る
と
い

う
形
式
を
以
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
政
治
的
支
配
が
、

支
配
者
の
祭
祀
に
參
加
し
包
攝
さ
れ
る
と
い
う
、
祭
祀
共
同
體
的
形
態
を
と

る
こ
と
は
、
ひ
と
り
中
國
の
古
代
國
家
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
古
代
國
家

に
お
け
る
政
治
支
配
の
形
態
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
神
話
及
び
神
話

に
伴
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
祭
祀
の
統
合
と
い
う
形
式
を
以
て
行
わ
れ

る
。
殷
の
神
話
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
統
一
者
と
し
て
の
性
格

を
顯
著
に
示
す
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
王
室
と
地
方
と
を
結
合
し
、
そ
の
支

配
を
維
持
す
る
方
法
と
し
て
、
使
者
が
兩
者
の
間
を
往
來
し
た
。
使
の
初
文

で
あ
る
史
は
、
本
來
は
祝
吿
を
主
と
す
る
祭
儀
の
名
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
執

行
者
で
あ
っ
た
。
史
が
地
方
に
赴
く
と
き
に
は
、
王
室
の
祝
吿
・
載
書
を
收

め
た
器
を
奉
ず
る
が
、
遠
行
に
當
っ
て
は
旗
旄
を
用
い
る
の
が
當
時
の
習
慣

で
あ
っ
た
か
ら
、

は
長
桿
を
つ
け
て

と
な
り
、
ま
た
と
き
に
は
偃
斿
を
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加
え
て

と
も
記
さ
れ
た
。
か
れ
ら
は
王
の
代
理
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
王
使

と
よ
ば
れ
た
。
し
か
し
政
治
的
統
一
の
欲
求
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
單
な
る

宗
敎
的
統
合
で
は
王
室
を
滿
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
に
次
第
に
政

治
的
支
配
の
意
味
が
加
わ
っ
て
、
政
治
的
・
軍
事
的
要
素
を
濃
厚
に
し
て
ゆ

く
。
王
使
は
單
な
る
祭
祀
執
行
の
た
め
の
使
者
で
は
な
く
、
そ
の
支
配
す
る

地
域
に
政
治
的
・
軍
事
的
義
務
を
課
し
、
こ
れ
を
薰
德
す
る
行
政
官
と
な
り
、

軍
事
的
指
導
者
と
な
っ
た
。
王
使
の
使
命
は
す
な
わ
ち
王
事
で
あ
り
、
王
事

の
鞅
掌
者
は
そ
の
地
域
に
よ
っ
て
西
史
・
北
史
と
よ
ば
れ
、
御
史
と
稱
し
、

ま
た
そ
の
政
務
の
内
容
か
ら
三
事
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
祭
祀
を
通
じ
て
の
支
配
か
ら
、
つ
い
に
政
治
的
・
行
政
的
支
配
へ
と
發
展

し
て
ゆ
く
の
は
、
古
代
國
家
が
、
そ
の
神
政
的
形
態
か
ら
次
第
に
そ
の
支
配

秩
序
を
組
織
化
し
、
政
治
形
態
を
完
成
し
て
ゆ
く
過
程
に
相
應
ず
る
も
の
で

あ
っ
て
、
史
の
歴
史
、
史
か
ら
使
・
事
へ
の
演
化
の
歴
史
は
、
そ
の
ま
ま
古

代
國
家
の
成
長
と
發
展
の
過
程
を
、
如
實
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
殷
の
王
朝
は
、
卜
辭
時
代
の
初
期
に
お
い
て
、
そ
の
神

政
的
形
態
を
保
有
し
な
が
ら
、
す
で
に
政
治
的
段
階
に
ま
で
到
達
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
、
以
上
に
述
べ
た
史
系
統
の
官
制
の
發
達
を
通
じ
て
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。（
五
〇
頁
）［
五
九
～
六
〇
頁
］

む
す
び

『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
所
收
の
初
期
論
文
の
中
で
も
特
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い

「
釋
史
」
を
讀
み
進
め
て
き
た
。
論
及
さ
れ
た
問
題
の
一
部
分
に
つ
い
て
私
な
り

の
整
理
を
し
た
に
過
ぎ
ず
、
内
心
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
白
川
文
字
學
第
二
世
代
と
し
て
は
、
ノ
リ
ト
の
問
題
に
つ
い
て
も
簡
單
に
記

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
冒
頭
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
語
と
し
て
の
「
ノ
リ

ト
」
の
原
義
は
天
皇
や
王
が
發
す
る
宗
敎
的
な
意
味
を
も
っ
た
命
令
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
釋
史
」
の
中
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
で
い
え
ば
「
使
人
」
や
「

王


（
載
王
事
）」
に
關
わ
る
。
こ
の
任
務
を
擔
う
者
が
攜
行
し
た
「

」
に
は
上
記

の
よ
う
な
意
味
で
の
「
ノ
リ
ト
」
が
文
字
に
記
さ
れ
て
入
っ
て
い
る
。
そ
の
使
者

は
「
ノ
リ
ト
」
を
行
く
先
で
そ
れ
を
讀
み
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
戊

子
…
令
…

…

」H

20228

［

］
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
景
を
物
語
る
。
し

か
し
文
字
の
出
現
以
前
に
は
宗
敎
的
な
意
味
を
も
っ
た
命
令
は
發
せ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

「
ノ
リ
ト
」
は
文
字
出
現
以
前
か
ら
ず
っ
と
肉
聲
で
發
せ
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ

る
が
、
文
字
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
れ
が
文
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

が
「

」
や
「

」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
神
に
奏
上
す
る
場
合

に
も
、
ま
た
神
意
に
基
づ
く
命
令
を
發
す
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
？

肉
聲
に
代
わ
っ
て
文
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
生
じ

た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
？

肉
聲
に
よ
っ
て
行
な
う
に
は
困
難
な
事
情
が
發
生

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
？

そ
れ
が
文
字
の
誕
生
を
促
し
た
。
神
と
の
交
信
に
用

い
ら
れ
て
き
た
文
字
が
繪
文
字
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
的
に
見
て
も
普
遍
的
な
現

象
で
あ
る
。
し
か
し
殷
王
朝
の
後
期
武
丁
時
代
に
誕
生
し
た
「
甲
骨
文
」
は
單
な

る
繪
文
字
で
は
な
く
表
音
機
能
を
具
え
て
い
て
、
言
語
を
記
録
す
る
必
要
條
件
を

有
す
る
。
そ
れ
に
比
し
て
他
の
繪
文
字
が
こ
と
ご
と
く
滅
ん
で
い
っ
た
の
は
表
音

機
能
を
具
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
表
音
機
能
を
具
え
て
い
な
い
文
字
は
、

言
語
を
記
録
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
も
た
な
い
。
唯
一
「
甲
骨
文
」
の
み
が

讀
「
釋
史
」

一
四



最
初
か
ら
表
音
機
能
を
具
備
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
文
字
と
し
て
滅
び
る
こ
と

な
く
、
む
し
ろ
時
代
と
と
も
に
發
展
し
て
い
っ
た
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「

」
字
形
が
ノ
リ
ト
を
容
れ
る
器
で
あ
る
と
い
う
白
川
博
士
の
説
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
な
が
ら
く
文
字
誕
生
の
問
題
を
考
え
て
き
て
よ
う
や
く
こ
う
し
た
考
え
に

辿
り
着
い
た
。
こ
れ
は
第
二
世
代
と
し
て
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
て
一

言
し
た
次
第
で
あ
る
。

註（
１
）『
白
川
靜
著
作
集

別
卷

甲
骨
金
文
學
論
叢
［
上
］』（
平
凡
社
。
二
〇
〇
八

年
）

（
２
）
頁
數
は
『
甲
骨
金
文
學
論
集
』（
朋
友
書
店
。
一
九
七
三
年
）
の
も
の
に
從
い
、

假
名
遣
い
は
現
代
假
名
遣
い
に
改
め
た
。
な
お
平
凡
社
版
の
頁
數
も
そ
の
後
に
附

し
て
お
い
た
が
、
該
當
す
る
文
章
が
な
い
場
合
に
は
附
し
て
な
い
。

（
３
）
引
用
し
た
甲
骨
文
資
料
の
出
典
の
略
記
の
仕
方
は
次
の
要
領
で
あ
る
。

Ｙ
が
、『
英
國
所
藏
甲
骨
集
』（
北
京

中
華
書
局
。
一
九
八
五
年
）
の
番
號
。

Ｈ
が
『
甲
骨
文
合
集
』（
北
京

中
華
書
局
。
一
九
八
〇
年
）
の
番
號
。
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