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一

「
釋
師
」
の
�
�
と
展
開

今
回
は
「
釋
師
」
を
讀
む
。
複
雜
な
�
�
に
な
っ
て
い
た
「
釋
史
」
や
「
作
册

考
」
に
比
べ
る
と
す
っ
き
り
し
た
�
�
で
格
段
に
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

早
�
そ
の
�
�
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

一
　
師
の
初
義
に
關
す
る
諸
家
の
說

二
　
卜
辭
・
金
�
中
の

に
從
う
字

三
　

を
用
い
る
儀
禮

四
　
卜
辭
中
の
師

五
　
金
�
中
に
見
え
る
西
�
時
代
の
師

六
　
春
秋
時
代
の
師

『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』
�
收
の
字
源
論
の
ス
タ
イ
ル
が
こ
こ
で
も
�
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
ま
で
讀
み
�
ん
で
來
た
人
に
は
抵
抗
な
く
入
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ぞ
れ
見
出
し
を
付
け
て
お
い
た
の
で
、
�
む
方
向
も
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
は
ず
で
あ
る
。
六
章
の
�
�
は
大
略
�
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

�
�
の
三
章
は
「
師
」
の
字
形
と
用
例
と
か
ら
�
究
す
る
字
源
論
で
あ
る
。

一
で
は
、
從
來
の
諸
家
の
說
が
紹
介
さ
れ
檢
討
を
加
え
た
上
で
問
題
點
の
�
在

が
整
理
さ
れ
る
。

二
で
は
、
卜
辭
と
金
�
の
中
で
「

」
字
に
從
う
字
を
�
て
列
擧
し
、
そ
れ
ら

の
�
味
を
丁
寧
に
分
析
す
る
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
、「

」
字
形
が
祭
�
の
形

を
示
す
も
の
で
胾
の
初
�
で
あ
る
こ
と
を
�
き
出
す
の
で
あ
る
。
�
中
で
、祭
�
・

胙
�
・
脤
�
と
種
々
の
語
が
用
い
ら
れ
る
が
み
な
同
義
で
あ
る
。
ま
た
こ
の「

」

字
形
が
大
き
な
�
の
塊
（
大
臠
）
を
示
す
も
の
と
し
、
こ
れ
を
更
に
切
っ
て
小
さ

く
し
た
も
の
（
小
臠
）
を
示
す
の
が
「

」
字
形
で
あ
る
こ
と
を
�
き
出
し
、
そ

の
字
形
を
含
む
�
字
群
へ
と
檢
討
對
象
を
廣
げ
て
い
く
と
い
う
展
開
に
な
る
。
胙

�
の
使
わ
れ
方
を
記
す
『
左
傳
』
の
記
事
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
氏
族
間
に

行
わ
れ
た
血
緣
集
團
に
お
け
る
共
同
�
�
�
な
�
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

へ
と
�
ん
で
い
く
。

三
で
は
、「

」
が
儀
禮
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「

」
を
用
い
る
儀
禮
を
、
�
獻
・
卜
辭
・
金
�
へ
と
廣

讀
「
釋
師
」

─
〈
白
川
�
字
學
の
原
點
に
�
る
〉（
四
）

高

　
島

　
�

　
夫
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二

く
涉
獵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
軍
を
發
す
る
と
き
の
儀
禮
で
あ
る
と
い
う

結
論
へ
と
�
い
て
い
く
。

以
上
�
�
の
三
章
で
字
源
論
そ
の
も
の
は
一
段
落
す
る
。
後
�
の
三
章
で
は
�

點
を
換
え
、「
師
」
の
�
體
�
な
樣
相
を
時
代
別
に
分
析
し
て
い
く
。
殷
代
の
卜

辭
（
四
）、
西
�
時
代
の
金
�
（
五
）、
春
秋
時
代
の
樣
子
を
傳
え
る
古
代
�
獻

（
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
�
料
を
時
系
列
に
�
っ
て
時
代
每
に
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
師
」
の
�
史
�
變
�
が
�
き
�
り
に
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
�
�
の

字
源
論
で
析
出
さ
れ
た
結
論
が
疑
問
の
餘
地
の
な
い
ま
で
に
仕
上
げ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
�
到
極
ま
り
な
い
�
士
の
論
證
の
特
徵
が
よ
く
出
て
い
る
論
考
で
あ
る
。

以
下
、
順
を
�
っ
て
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
師
の
初
義
に
關
す
る
諸
家
の
說

�
入
部
で
古
代
�
獻
に
見
え
る
師
の
職
を
列
擧
し
な
が
ら
、
論
考
の
�
む
べ
き

方
向
が
先
ず
示
さ
れ
る
。

師
は
も
と
殷
�
の
�
職
で
あ
っ
て
、
官
制
上
重
�
な
位
�
を
占
め
て
い
た

こ
と
が
�
か
で
あ
る
。
師
の
本
義
が
師
�
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
用
法
か

ら
見
て
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
轉
じ
て
�
・
長
・
師
儒
の
義
と
な
り
、

ま
た
百
工
諸
官
の
長
を
も
師
と
稱
す
る
に
�
ん
で
、
そ
の
用
法
は
甚
だ
廣
く

な
っ
た
。
い
ま
殷
�
�
の
師
系
諸
職
の
源
流
を
考
え
る
に
當
っ
て
、
ま
づ
師

字
の
初
形
初
義
の
考
察
か
ら
は
じ
め
よ
う
。」（
二
〇
七
頁
）［
二
五
五
～
二
五
六

頁
］

「
師
」
が
本
來
「
師
�
（
軍
�
）」
の
�
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
�
（
多
い
）」

「
長
」「
師
儒
（
學
問
を
敎
え
る
人
）」
と
な
り
、「
百
工
諸
官
の
長
（
長
官
）」
へ

と
變
�
し
て
い
く
語
義
變
�
の
�
史
が
�
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
軍
�
を
�

味
す
る
「
師
�
」
と
い
う
語
は
『
�
禮
』
に
「
五
百
人
を
�
と
爲
す
」
あ
る
い
は

「
五
�
を
師
と
爲
す
」
な
ど
と
そ
の
差
異
が
說
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
よ

う
な
區
別
は
後
世
の
こ
と
で
あ
る
。
初
義
を
�
究
す
る
�
圖
を
も
つ
こ
こ
で
は
、

「
師
」「
�
」
と
も
に
軍
�
の
�
味
が
あ
る
こ
と
を
�
識
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

�
中
で
他
に
「
軍
�
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
軍

の
�
征
を
�
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
軍
�
の
�
味
で
用
い
ら
れ
る
。
同

語
反
復
を
�
け
る
た
め
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
�
士
の
修
辭

上
の
特
徵
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
。
と
も
あ
れ
「
師
」
字
の
初

形
「

」
の
初
義
の
考
察
に
入
っ
て
い
く
。

「
師
」
の
初
形
「

」
に
關
す
る
先
人
の
說
の
代
表
�
な
も
の
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
。
ま
ず
許
愼
『
說
�
解
字
』
か
ら
。
許
愼
は
「
小

也
。
象
形
。
�

之
屬

皆
从

。」（
小

な
り
。
象
形
。
�
そ

の
屬
皆

に
从
ふ
。）
と
す
る
。「
阜
」
部
の

と
こ
ろ
で
「

大
陸
也
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
許
愼
は
土
の
堆
積
し
た
形
狀

を
「

」「

」
と
考
え
、
大
き
な
も
の
を
「

」、
小
さ
な
も
の
を
「

」
と
解

釋
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
さ
な
岡
や
堆
土
に
�
す
る
も
の
で
あ
る
。『
說

�
解
字
�
』
の
段
玉
裁
は
許
愼
の
說
を
踏
襲
し
て
、『
廣
�
』
の
「

細
阜
也
」

を
引
用
し
た
り
す
る
に
と
ど
ま
る
。

淸
末
の
金
�
學
�
孫
詒
讓
は
金
�
の
知
識
を
�
用
し
て
、「

」
字
を
金
�
の

「

」
に
相
當
す
る
と
見
做
し
て
こ
れ
を
山
の
形
と
考
え
、
金
�
に
「

」
の
字
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三

形
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
さ
ら
に
甲
骨
�
の
「

」
に
�
い
と
考
え
る
に
い

た
る
。
字
形
が
比
�
�
�
い
と
い
う
理
由
か
ら
、「

」
が
金
�
の
「

」・
甲
骨

�
の
「

」
と
同
字
と
見
る
說
で
あ
る
。
甲
骨
�
と
金
�
の
�
究
で
�
名
な
郭
沫

若
も
孫
詒
讓
說
を
繼
承
し
て
い
て
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
金
�
と
甲
骨
�
の
語

と
し
て
の
用
例
か
ら
み
る
と
「

」
も
「

」
も
そ
の
よ
う
な
�
味
に
用
い
ら
れ

る
例
が
な
い
。
甲
骨
�
の
實
例
に
當
た
る
と
、『
說
�
解
字
』
が
「

」
字
と
す

る
�
字
は
、「

」「

」「

」「

」「

」「

」「

」「

」「

」
の
よ
う

に
「

」「

」
の
形
に
作
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
「

」「

」「

」
の
よ
う

に
「

」「

」
に
從
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
「

」
と
「

」
と
で

は
�
確
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
白
川
�
士
は「

」す
な
わ
ち「

」「

」

の
字
形
を
階
段
狀
に
な
っ
て
い
る
祭
事
と
關
係
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
自
說
を
記

し
て
お
き
、「

」
に
關
す
る
『
說
�
解
字
』
の
「
山
の
石
無
き
者
な
り
。
象
形
」

と
い
う
說
へ
の
反
對
の
�
を
�
記
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「

」
と
は
別

字
で
あ
る
「

」
の
原
義
が
何
を
�
味
し
た
か
、「
師
」
字
の
�
義
と
の
關
係
を

ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
�
體
�
な
問
題
へ
と
入
っ
て
行
く
。

そ
の
後
も
中
國
の
學
�
孫
�
波
の
說
と
日
本
の
學
�
加
�
常
賢
の
說
を
�
加
す

る
よ
う
な
形
で
批
�
�
に
紹
介
さ
れ
、
問
題
點
の
�
在
を
よ
り
一
�
鮮
�
に
さ
れ

る
。
甲
骨
�
の
「

」
と
說
�
の
「

」
と
を
同
一
同
原
の
字
だ
と
す
る
大
�
提

が
�
り
立
た
な
い
と
す
れ
ば
、
從
來
の
說
は
こ
と
ご
と
く
�
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

再
確
�
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

二
　
卜
辭
・
金
�
中
の

に
從
う
字

�
�
を
�
け
て
、「

」
字
形
が
小
阜
（
小
さ
な
岡
）
で
あ
る
の
か
ど
う
か
の
見

極
め
に
入
る
。
甲
骨
�
と
金
�
の
「

」
字
形
を
含
む
�
て
の
�
字
を
檢
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「

」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

①	


（
�
）	

②	

	

③

	

④	

	

⑤	



⑥	

	

⑦

		

⑧

	

⑨

	

⑩	



⑪	

 

⑫

	

⑬	

 

⑭	

 

⑮	


（
�
）

そ
れ
ぞ
れ
の
�
字
（
語
）
と
し
て
の
用
例
を
揭
げ
て
そ
の
�
味
用
法
を
分
析
す

る
と
い
う
實
證
�
な
手
法
で
�
め
ら
れ
る
。
�
體
�
に
は
本
�
を
見
て
い
た
だ
く

こ
と
に
し
て
、
分
析
の
結
果
が
記
さ
れ
た
箇
�
を
引
用
し
て
お
く
。

以
上
、

に
從
う
も
の
十
五
字
を
あ
げ
た
が
、
い
ま
こ
れ
ら
の
字
形
を
考

え
る
と
、
一
も
側
山
の
象
、
も
し
く
は
そ
の
�
を
以
て
解
き
う
る
も
の
が
な

い
。
①
②
⑨
⑭
の
例
を
以
て
い
え
ば
、
み
な
手
に
執
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
、
②
で
は

す
な
わ
ち
�
中
に
入
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

③
⑤
の
例
を
以
て
い
え
ば
こ
れ
を
�
中
に
收
め
、
ま
た
は
�
裹
す
る
こ
と
が

で
き
る
し
、
⑩
⑪
に
お
い
て
は

の
上
に
寘
か
れ
て
い
る
。
④
は
草
間
に
お

く
に
象
り
、
⑥
は
家
中
に
お
く
に
象
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
え
ば
、
卜
�
の


は
側
山
の
象
に
あ
ら
ず
、
ま
た
側
山
の
�
に
從
う
も
の
で
な
い
こ
と
が
�

か
で
あ
る
。
從
っ
て
、
卜
�
の

を
釋
す
る
に
說
�
の

を
あ
て
る
こ
と

自
體
が
、
ま
づ
問
題
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。（
二
一
五
～
二
一
六
頁
）

［
二
六
八
頁
］
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四

「

」
の
大
き
さ
は
手
に
執
り
う
る
も
の
、
�
中
に
入
れ
う
る
も
の
、
�
め
る

も
の
、
草
間
に
�
け
る
も
の
、
家
中
に
�
け
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
「

」
が
『
說
�
解
字
』
の
い
う
「
小
阜
」
と
は
�
く
異
な
る
も
の

だ
と
い
う
解
釋
が
疑
問
の
餘
地
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
で
は
「

」
は
何
の
形

で
あ
ろ
う
か
？
　
�
士
は
こ
の
後
、『
說
�
解
字
』、『
詩
經
』〈
魯
頌
〉「
閟
宮
」、

『
儀
禮
』〈
士
�
禮
〉、『
禮
記
』〈
曲
禮
〉
の
記
�
に
基
づ
き
「

は
祭
�
の
形
で

あ
っ
て
、胾
の
初
�
で
あ
ろ
う
」「
そ
し
て

は
、大
�
臠
の
形
に
象
っ
て
い
る
。」

（
二
一
六
頁
）と
結
論
さ
れ
る
。
そ
の
根
據
と
な
っ
た
記
�
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

①
胾
、
大
臠
也
。
从
�
我
聲
。（
胾し

、
大
臠
也
。
�
に
从
ひ
我
の
聲
な
り
。）〔『
說

�
解
字
』
四
下
・
�
部
〕

②
享
以
騂
犧
、
是
�
是
宜
、
…
…
白
牡
騂
剛
、
犧
�
將
將
、
毛
炰
胾
羹
、
籩

豆
大
�
、
萬
舞
洋
洋

	

（
享
す
る
に
騂
犧
を
以
て
す
、
是
れ
�
し
是
れ
宜
す
、
…
…
白
牡
騂
剛
、
犧
�
將
將

た
り
、
毛
炰
胾
羹
、
籩
豆
大
�
、
萬
舞
洋
洋
た
り
）〔『
詩
經
』〈
魯
頌
〉「
閟
宮
」〕

③
胾
四
豆
〔『
儀
禮
』〈
士
�
禮
〉〕

④
左
殽
右
胾
（
殽
を
左
に
し
胾
を
右
に
す
）〔『
禮
記
』〈
曲
禮
上
〉〕

①
に
よ
っ
て
「
純
�
（
骨
の
付
か
な
い
�
）
の
切
片
」
で
あ
る
こ
と
、②
に
よ
っ

て
「
�
祭
に
胾
を
用
い
る
こ
と
」、
③
に
よ
っ
て
相
當
大
き
な
�
で
あ
る
こ
と
、

④
に
よ
っ
て
儀
禮
の
場
で
は
雜
�
（
骨
付
き
の
�
）
で
あ
る
殽
を
左
に
�
き
、
純

�
で
あ
る
胾
を
右
に
�
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
胾
は
�
祭
の
時
に
供
え
る
大

き
な
純
�
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
臠
（

）
が
あ
る
の
だ
か
ら
小
臠
も
あ
る

の
が
�
理
で
、小
臠
は
「

」
で
示
す
。「

」
は
祭
（

）・
多
（

）・
宜
（

）

な
ど
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
改
め
て
言
�
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
胾
（

）
の
實
體
が
�
第
に
�
ら
か
に
な
っ
て
く
る
が
、
�
に
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
時
に
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
た
め
の

�
獻
�
料
に
當
た
ら
れ
る
。


が
大
臠
な
ら
ば
「

は
�
を
兩
手
を
以
て
執
る
象
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
字
が
�
の
初
�
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
い
え
ば
、
�
と

は
、
�
を
捧
げ
て
使
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
�
は
、
あ
る
い
は

胙
�
で
あ
ろ
う
。」（
二
一
七
頁
）
と
�
ん
で
い
く
。「
胙
�
」
と
は
「
胙
は
祭
の
福

�
な
り
」〔『
說
�
解
字
』
四
下
・
�
部
〕
と
あ
る
よ
う
に
祭
り
の
時
に
供
え
る
�
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
「
胾
」
が
「
胙
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
し
て
「
王
が
親
信
の
�
を
諸
侯
に
示
す
に
當
っ
て
、
そ
の
祭
�
の
�
を

�
つ
と
い
う
�
慣
が
あ
っ
た
。」（
二
一
七
頁
）
と
し
て
、『
左
傳
』
に
記
さ
れ
た
と

こ
ろ
の
、
春
秋
の
�
�
と
な
っ
た
齊
の
桓
公
と
晉
の
�
公
と
が
�
王
か
ら
胙
�
を

賜
っ
た
記
事
に
言
�
さ
れ
る
。
か
く
て
「

」
す
な
わ
ち
「
�
」
が
胙
�
を
分
つ

使
�
を
派
�
す
る
�
味
で
あ
る
こ
と
も
分
り
、「

」
が
胾
で
あ
り
胙
で
あ
る
こ

と
の
傍
證
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
「

」
に
從
う
�
揭
①
～
⑮
の
�
字
の
�
味
も

說
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
王
國
維
の
觀
念
�
な
�

字
觀
を
批
�
す
る
一
�
も
續
く
が
、
省
略
に
從
い
先
に
�
む
こ
と
に
し
よ
う
。
�

は
「

」
す
な
わ
ち
「
師
」
が
軍
�
の
�
に
用
い
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
問
題
に
�
む
。
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三
　

を
用
い
る
儀
禮

こ
こ
で
は
「

」
つ
ま
り
胾
（
胙
�
）
を
用
い
る
儀
禮
の
樣
相
を
、
�
獻
�
料

と
卜
辭
の
用
例
を
見
な
が
ら
�
體
�
に
描
き
出
さ
れ
る
。

・

・

も
み
な
胾

の
形
で
あ
る
か
ら
、
關
�
�
に
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

先
ず
「
天
子
・
諸
侯
が
國
都
の
外
に
出
る
時
に
天
地
�
�
を
祀
っ
て
そ
れ
か
ら

出
發
し
た
こ
と
」（
二
二
四
頁
）
を
示
す
儀
禮
が
擧
げ
ら
れ
る
。

①
大
師
、
宜
于
�
、
�
于
�
、
設
軍
�
、
�
上
�
。〔
�
禮
・
春
官
大
�
〕

	

（
大
師
に
は
、
�
に
宜
し
、
�
に
�
し
、
軍
�
を
設
け
、
上
�
に
�
す
。）

②
天
子
將
出
、
�
乎
上
�
、
宜
乎
�
、
�
乎
�
、
諸
侯
將
出
、
宜
乎
�
、
�

乎
�
。〔
禮
記
・
王
制
〕

	

（
天
子
將
に
出
で
ん
と
す
る
と
き
は
、
上
�
に
�
し
、
�
に
宜
し
、
�
に
�
す
。
諸

侯
將
に
出
で
ん
と
す
る
と
き
は
、
�
に
宜
し
、
�
に
�
す
。）

③
天
子
將
出
征
、
�
乎
上
�
、
宜
乎
�
、
�
乎
�
、
禡
�
�
征
之
地
、
�
命

�
�
、
�
�
�
學
。
出
征
執
�
罪
、
反
釋
奠
于
學
、
以
�
馘
吿
。〔
禮
記
・

王
制
〕

	

（
天
子
將
に
出
で
て
征
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
上
�
に
�
し
、
�
に
宜
し
、
�
に
�

し
、
征
く
�
の
地
に
禡
し
、
命
を
�
に
�
け
、
�
を
學
に
�
く
。
出
で
て
征
し
、

�
罪
を
執
ら
ふ
る
と
き
は
、
反
り
て
學
に
釋
奠
し
、
�
馘
を
以
て
吿
ぐ
。）

④
國
�
大
故
天
災
、
彌
祀
�
稷
禱
祠
。
大
師
、
宜
于
�
、
�
于
�
、
設
軍

�
、
�
上
�
。〔
�
禮
・
春
官
大
�
〕

	

（
國
に
大
故
天
災
�
る
と
き
は
、
彌
く
�
稷
に
祀
り
て
禱
祠
す
。
大
師
は
、
�
に
宜

し
、
�
に
�
し
、
軍
�
を
設
け
、
上
�
に
�
す
。）

⑤
�
罪
貫
盈
。
天
命
誅
之
。
予
弗
順
天
、
厥
罪
惟
鈞
。
予
小
子
夙
夜
祗
懼
、

�
命
�
考
、
�
于
上
�
、
宜
于
冢
土
、
以
爾
�
�
、
厎
天
之
罰
。〔
�
書
・

泰
誓
上
〕

	

（
�
の
罪
、
貫
盈
す
。
天
命
じ
て
之
を
誅
せ
し
む
。
予
天
に
順
は
ざ
れ
ば
、
厥
の
罪

惟
れ
鈞
し
。
予
小
子
夙
夜
祗
み
懼
れ
、
命
を
�
考
に
�
け
、
上
�
に
�
し
、
冢
土

に
宜
し
、
爾
な
ん
ぢ

�
�
を
以
ゐ
て
、
天
の
罰
を
厎
さ
ん
。）

⑥
乃
立
冢
土
。
戎
醜
攸
行
。
�
大
事
、
動
大
�
、
必
先
�
事
乎
�
。
而
後

出
。
謂
之
宜
。〔
爾
�
・
釋
天
〕

	

（
乃
ち
冢
土
を
立
つ
。
戎
醜
の
行
く
攸
。
大
事
を
�
し
、
大
�
を
動
か
す
と
き
は
、

必
ず
先
ず
�
に
事
�
り
、
而
る
後
に
出
づ
。
之
を
宜
と
謂
ふ
。）

⑧
封
人
。
掌
設
王
之
�
壝
。
爲
畿
封
而
樹
之
。
�
封
國
、
設
其
�
稷
之
壝
、

封
其
四
疆
。
�
都
邑
之
封
域
�
、
亦
如
之
。
令
�
稷
之
職
。
�
祭
祀
、
�

其
牛
牲
。
設
其
楅
衡
、
�
其
絼
、
共
其
水
槁
、
歌
舞
牲
�
毛
炮
之
豚
。
�

喪
紀
・
�
客
・
軍
�
・
大
�
、
則
�
其
牛
牲
。〔
�
禮
地
官
封
人
〕

	

（
封
人
。
詔
王
の
�
壝
を
設
く
る
こ
と
を
掌
る
。
畿
封
を
爲
し
て
之
に
樹
ふ
。
�
そ

國
に
封
ず
る
に
、
其
の
�
稷
の
壝
を
設
け
、
其
の
四
疆
を
封
ず
。
都
邑
の
封
域
を

�
る
�
も
、
亦
之
の
如
く
す
。
�
稷
の
職
を
令
す
。
�
そ
祭
祀
に
は
、
其
の
牛
牲

を
�き
よ

む
。
其
の
楅
衡
を
設
け
、
其
の
絼
を
�
き
、
其
の
水
槁
を
共
し
、
牲
�
び
毛

炮
の
豚
を
歌
舞
す
。
�
そ
喪
紀
・
�
客
・
軍
�
・
大
�
に
は
、
則
ち
其
の
牛
牲
を

�
む
。）

こ
れ
ら
の
例
か
ら
讀
み
と
れ
る
こ
と
は
、
天
子
・
諸
侯
・
大
師
が
出
征
す
る
際



讀
「
釋
師
」	

六

に
は
、
上
�
や
�
や
�
に
て
祭
祀
を
行
な
っ
た
上
で
出
發
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
天
子
・
諸
侯
を
問
わ
ず
共
�
し
て
い
る
の
は
「
�
に
宜
す
」
と
い
う
點
で
あ

る
。
⑤
や
⑥
に
よ
っ
て
、�
を
冢
土
と
も
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
⑧
に
よ
っ

て
、
そ
こ
で
祭
祀
を
行
な
う
際
に
牛
の
犧
牲
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
祭
祀
を
「
宜
」
と
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
で
き
る

の
で
あ
る
。「
宜
」は
卜
辭
で
は「

」と
書
か
れ
る
の
で
、�
に
卜
辭
中
の
（
宜
）

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
初
義
を
考
察
す
る
�
�
へ
と
�

む
。原

�
で
は
卜
辭
の
用
例
が
多
數
揭
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
代
表
�
な
も

の
に
し
ぼ
っ
て
お
く
。

①
貞
、
王
其

�
〔
武
丁
〕（
貞
ふ
、
王
は
其
れ
�
〔
武
丁
に
宜
さ
ん
か
〕）

②
甲
子
卜
行
貞
、
其

于
庚
、
□
（
甲
子
卜
し
て
行
貞
ふ
、
其
れ
庚
に
宜
せ
ん

か
、
□
）

③
貞
、

于
土
一
牛
、


（
貞
ふ
、
�
に
一
牛
を

き
、

を
宜
さ
ん
か
）

④
…
…
年
于
河
、

三

、
卯
三
牛
…
…
、（
年
み
の
り
を
河
に
…
…
、
三

を

き
、

三
牛
を
卯さ

き
…
…
、）

⑤
癸
卯
、

于
羮
羌
三
人
、
卯
十
牛
、
右
（
癸
卯
、
羮
に
羌
三
人
を
宜
し
、
十

牛
を
卯
か
ん
か
、
右
）

以
上
の
卜
辭
の
用
例
に
よ
れ
ば
、「

」
が
犧
牲
を
用
い
る
方
法
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
の
點
で
は
、
先
ほ
ど
�
獻
の
例
か
ら
推
測
し
た
こ
と
と
一
致
し

て
い
る
。
用
い
ら
れ
る
犧
牲
に
は
牛
・
大
眈
・
大

・
眈
・

の
他
「
羌
三
人
」

な
ど
と
い
う
の
も
見
え
、
異
族
を
犧
牲
に
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
犧
牲
を
用
い
る
方
法
に
は
他
に
「
又
」「
沈
」
な
ど
も
見
え
、
そ
の
方
法
に

區
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
�
體
�
な
方
法
に
も
言
�

し
な
が
ら
、「

」
の
方
法
を
�
體
�
に
描
き
出
し
て
い
く
と
い
う
緻
密
な
考
證

が
展
開
さ
れ
る
。
詳
細
は
省
略
に
從
い
結
論
を
左
に
整
理
し
て
お
く
。


…
…
牲
體
を
柴
上
に
加
え
て
燔
く
。

卯
…
…「
劉
」字
が「
卯
」に
從
う
こ
と
か
ら
見
て
、
劉
�
つ
ま
り
�
す
の
�
。

又
（
侑
）
…
…
侑
薦
の
�
。

沈
…
…
牛
を
河
に
沈
め
る
。


…
…
牲
�
を
俎
上
に
載
せ
る
字
形
で
、
神
に
�
せ
し
め
る
�
。

つ
い
で
、「

」
字
を
「
俎
」
字
と
釋
す
る
孫
詒
讓
と
郭
沫
若
の
說
の
�
り
立

た
な
い
こ
と
に
言
�
し
な
が
ら
、
金
�
に
お
け
る
「
宜
」
も
卜
辭
と
同
じ
よ
う
に

神
々
へ
の
薦
�
の
�
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
�
體
例
を
擧
げ
な
が
ら
�
べ
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
殷
代
か
ら
西
�
時
代
に
か
け
て
「

（
宜
）」
の
�

味
が
基
本
�
に
變
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
�
士
の
考
察
は
こ

の
邊
か
ら
關
�
事
項
や
關
�
�
字
に
も
言
�
し
な
が
ら
�
め
ら
れ
る
詳
密
な
も
の

に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
考
察
�
�
を
�
じ
て
「

」
字
に
含
ま
れ
る
「

」
字
形

が
脤
�
で
あ
る
こ
と
を
多
方
面
か
ら
證
す
る
と
い
う
手
法
が
�
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
そ
の
一
々
に
つ
い
て
�
體
�
に
見
る
餘
裕
が
な
い
の

で
�
士
の
�
�
�
な
箇
�
を
引
用
し
て
お
い
て
先
に
�
む
こ
と
に
す
る
。
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は
宜
の
初
�
で
、
卜
辭
・
金
�
�
び
經
典
の
例
で
は
み
な
�
を
侑
薦
す

る
�
で
あ
り
、
こ
れ
を
�
�
に
用
い
、
ま
た
�
人
に
も
饋
っ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
禮
は
、
特
に
出
征
に
際
し
て
�
に
お
い
て
�
大
に
行
わ
れ
、
從
軍
の

も
の
に
は
脤
が
�
ら
れ
た
。

は
且
す
な
わ
ち
俎
中
に
�
を
加
え
た
字
で
あ

る
が
、
そ
の
�
は
大
臠
の
�
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

で
あ
る
。
且
中
の

は


を
兩
截
し
た
形
に
象
っ
て
い
る
。

か
く
て
宜
の
禮
を
行
な
っ
た
の
ち
、

す
な
わ
ち
胾
を
報
じ
て
軍
征
に
從

う
も
の
は
、
神
の
威
靈
の
宿
る
象
徵
で
あ
る

を
奉
ず
る
も
の
と
い
う
�
味

で
、
そ
の
ま
ま

す
な
わ
ち
師
と
よ
ば
れ
た
。
師
の
�
は
胾
と
同
じ
く
、
そ

の
字
形
は

�
の
�
の
形
を
と
る
。
從
っ
て

の
原
義
は

�
の
胾
�
で
あ

り
、
轉
じ
て
胾
す
な
わ
ち
脤
を
�
け
て
軍
�
に
從
う
師
�
を
�
味
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。（
二
三
二
頁
）［
二
八
七
～
二
八
八
頁
］

以
上
で
、「

」「

」「

」
の
關
係
が
�
ら
か
に
な
っ
た
が
、
考
察
は
こ
れ

で
�
ら
な
い
。「

」字
形
を
含
む
字
の
字
形
と
用
例
と
を
分
析
考
察
し
な
が
ら
、

「

」
が
脤
�
で
あ
る
こ
と
を
更
に
檢
證
す
る
�
�
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
下
、考
察
さ
れ
る
�
字
あ
る
い
は
語
は
「

」「

某
」「
某

」「

」「

」「

」

「
來
歸
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
結
論
�
な
內
容
を
整
理
し
て
お
い
て
先
へ
�
む
こ
と

に
す
る
。

〔

（
官
）・

某
・
某

・

・

〕


は

が
屋
中
に
在
る
形
。
屋
中
に

を
執
る

の
よ
う
な
�
字
も
あ
る
。

「
官
」
は
官
府
の
�
だ
が
そ
の
初
義
は
お
そ
ら
く

を
管
司
す
る
と
こ
ろ
で
、
軍

務
を
と
る
�
の
�
と
思
わ
れ
る
。
軍
が
�
發
す
る
時
に
脤
�
を
�
け
て
發
し
、
軍

の
�
屯
す
る
際
に
は

を
お
い
て
そ
の
�
屯
地
に
�
い
た
。
そ
れ
で
そ
の
よ
う

な
軍
事
據
點
を
も

と
稱
し
た
。
卜
辭
に
は
「

某
」「
某

」
と
稱
す
る
例
が

四
十
數
例
あ
る
。「

某
（
師
某
）」
と
は
官
名
を
も
つ
軍
將
の
名
を
示
す
も
の
で

あ
る
が
、「
某

（
某
師
）」
は
族
名
・
地
名
の
某
の
下
に
「

」
を
付
け
た
も
の

で
、
某
の
軍
の
�
で
あ
る
。「
在

某
」
と
は
、
某
族
・
某
地
の
軍
事
據
點
、
あ

る
い
は
軍
の
�
屯
地
を
い
う
も
の
で
あ
る
。「

（
師
）」
の
�
屯
す
る
�
を
示
す

の
に

・

字
形
で
表
わ
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

を
壝
（
堆
土
）
の
上
に

安
�
す
る
形
で
あ
る
。
軍
行
に
脤
（
牲
�
）
を
奉
じ
て
ゆ
き
、
�
屯
す
る
際
に
こ

れ
を
壝
上
に
お
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「

」
の
場
合
、

の
傍
に
封
土
を
�

り
そ
の
上
に
木
を
樹
て
て
い
る
形
（
神
位
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
關
�
字

を
卜
辭
の
用
例
と
字
形
か
ら
考
え
る
と
、「

」
が
脤
�
で
あ
る
と
考
え
る
の
が

�
切
で
あ
る
こ
と
が
一
�
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

〔
師
が
歸
�
す
る
時
の
「

（
歸
）」
の
禮
と
「
來
歸
」〕

師
が
出
立
す
る
時
に
「
�
に
宜
す
る
」
と
い
う
儀
禮
を
行
な
っ
た
が
、
歸
�
す

る
時
に
も
「

（
歸
）」
の
儀
禮
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
�
獻
�
料
と
卜
辭
を
用

い
て
�
べ
ら
れ
る
。
先
ず
�
獻
に
見
え
る
歸
�
の
儀
禮
を
見
る
。

①
�
軍
歸
獻
于
�
、
則
�
�
。
大
會
同
、
�
于
�
、
宜
于
�
、
�
大
山
川
則

用
事
焉
、
反
行
舍
奠
。〔
�
禮
・
春
官
大
�
〕

	

（
軍
の
歸
る
に
�
び
�
に
獻
ず
る
と
き
は
、
則
ち
�
み
て
�
す
。
大
い
に
會
同

し
、
�
に
�
し
、
�
に
宜
し
、
大
山
川
を
�
ぎ
る
と
き
は
則
ち
用
て
事ま

つ

る
。
行
を
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八

反
す
と
き
は
舍
奠
す
。）

②
若
師
�
功
、
則
左
執
律
、
右
秉
鉞
、
以
先
、
愷
樂
獻
于
�
、
若
師
不
功
、

則
厭
而
奉
�
車
、
王
弔
勞
士
庶
子
、
則
相
。

	

（
若
し
師
に
功
�
る
と
き
は
、
則
ち
左
に
律
を
執
り
、
右
に
鉞
を
秉
り
、
以
て
先
だ

ち
、
愷
樂
し
て
�
に
獻
ず
。
若
し
師
に
功
あ
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
厭
し
て
�
車

を
奉
ず
。
王	
士
庶
子
を
弔
勞
す
る
と
き
は
、則
ち
相
く
。）〔
�
禮
・
夏
官
大
司
馬
〕

③
出
征
執
�
罪
、
反
釋
奠
于
學
、
以
�
馘
吿
。〔
禮
記
・
王
制
〕

	

（
出
で
て
征
し
、
�
罪
を
執
ふ
る
と
き
は
、
反
り
て
學
に
釋
奠
し
、
�
馘
を
以
て
吿

ぐ
。）

④
丁
未
、
祀
于
�
�
、
…
…
、
庚
戌
柴
�
。〔
�
書
武
�
〕

	

（
丁
未
、
�
�
に
祀
り
、
…
…
、
庚
戌
柴
�
す
。）

⑤
歸
假
于
�
�
、
用
特
。（
歸
り
て
�
�
に
假い
た

り
、
特
を
用
ふ
。）〔
禮
記
・
王
制
〕

⑥
歸
格
于
藝
�
、
用
特
。（
歸
り
て
藝
�
に
格い
た

り
、
特
を
用
ふ
。）〔
�
書
・
堯
典
〕

軍
の
歸
�
の
際
に
は
�
�
に
い
た
っ
て
吿
げ
る
禮
が
行
な
わ
れ
る
が
、
獻
�
・

釋
奠
・
�
獲
と
い
っ
た
禮
が
行
な
わ
れ
る
。「
�
于
�
」「
宜
于
�
」
と
あ
る
か
ら

�
發
の
時
と
同
じ
よ
う
に

（
脤
�
）
を
獻
ず
る
儀
禮
が
行
な
わ
れ
�
�
が
�
�

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
③
に
見
え
る
�
獲
と
は
『
詩
經
』
に
「
執
�
獲
醜
」

「
在
泮
獻
馘
」
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
と
同
じ
で
、
�
罪
（
敵
）
の
首
�
を
獻
ず

る
も
の
で
あ
る
。
⑤
⑥
に
見
え
る
「
特
」
と
は
牡
牛
の
こ
と
で
、「
用
」
は
元
來

犧
牲
を
用
い
る
�
味
に
用
い
る
語
で
そ
の
原
義
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
�
以
後
の
禮
を
傳
え
る
�
獻
の
記
載
で
は
あ
る
が
、
卜
辭
に
も
「


（
歸
）」
の
禮
が
見
え
、
古
く
か
ら
の
儀
禮
を
傳
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

①
貞
、
令

侯
歸
　
五
�
（
貞
ふ
、

侯
に
令
し
て
歸
ら
し
め
ん
か
）

②
貞
、
�
辛
卯
王
勿
歸
（
貞
ふ
、
�
辛
卯	

王
歸
る
こ
と
勿
ら
ん
か
）

以
下
、『
詩
經
』
に
見
え
る
來
歸
の
こ
と
、
舍
奠
が
學
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
に
牲
�
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
言
�
し
た
後
、
卜
辭
に

見
え
る
學
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
に
入
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
敢
て

「
學
」の
こ
と
に
ま
で
言
�
さ
れ
る
の
は
、「
師
」と
の
關
係
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。

卜
辭
に
お
け
る
「
學
」
の
性
質
は
�
ら
か
で
は
な
い
が
、西
�
中
�
頃
の
〈
靜
鮎
〉

と
い
う
靑
銅
�
の
銘
�
に
「
學
宮
」
の
名
が
見
え
、
そ
こ
で
は
射
を
學
ぶ
こ
と
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
隹
六
�
初
吉
、
王
才

京
。
丁
卯
、
王
令
靜

射
學
宮
。
小
子

�


小
臣

夷
僕
學
射
。

八
�
初
吉
庚
寅
。
王

吳

・


、





�
君
、
射
于
大
池
。
靜
學
無

。
王
易
靜
鞞

。
靜
敢
拜

首
、
對
揚

天
子
不
顯
休
、
用
乍
�
母
外
姞

鮎
。
子
々
孫
々
其
萬
年
用
。

（
隹
六
�
初
吉
。
王	


京
に
在
り
。
丁
卯
、
王	

靜
に
令
し
て
射
を
學
宮
に

つ
か
さ
どら
し

む
。
小
子
と
�
と
小
臣
と
夷
僕
と
射
を
學な
ら

ふ
。
こ
こ
に
八
�
初
吉
庚
寅
、
王	

吳

垂
・


を
以ひ
き

ゐ
て
、


の
師
�
君
と

く
わ
い
し
、
大
池
に
射
る
。
靜	

學
へ
て
や
ぶ

る

こ
と
無
し
。
王	

靜
に
鞞

を
賜
ふ
。
靜	

敢
て
拜
し
て
稽
首
し
、
天
子
の
丕
顯
な

る
休
た
ま
も
のに

對
揚
し
、
用
て
�
母
外
姞
の

鮎
を
作
る
。
子
々
孫
々
其
れ
萬
年
ま
で
用

ひ
よ
。）

〈
靜
鮎
〉
の
他
に
〈
令
鼎
〉
に
も
學
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
や
は
り
射
を
學
ぶ
場



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

九

で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
卜
辭
の
中
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
例
を
揭

げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
學
が
古
く
か
ら
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
�
關
で
あ
っ

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
�
の
ま
と
め
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

古
代
に
お
い
て
は
、
軍
を
�
す
に
當
っ
て
は
、
上
�
に
�
し
、
�
に
宜

し
、
�
に
吿
げ
、
征
す
る
と
こ
ろ
を
禡
し
、
�
を
學
に
�
け
て
出
發
し
た
。

�
祭
の
宜
は
、
卜
辭
金
�
で
は

に
作
る
も
の
で
、
牲
�
を
俎
に
載
せ
て
侑

薦
す
る
義
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の
牲
�
は
軍
の
將
士
に
�
た
れ
る
が
、
こ
れ

を
脤
と
稱
し
た
。
戎
に
�
脤
あ
り
と
は
そ
の
�
で
あ
る
。

は
牲
�
の
大
臠

を
示
す
字
で
、

の
あ
る
と
こ
ろ
、
卽
ち
軍
�
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
、
軍
を
稱
ぶ
に

を
以
て
し
た
。
軍
の
止
る
や
、

を
封
土
の
上
に
寘
く

の
で
こ
れ
を

と
い
い
、
そ
の
場
�
に
は
封
土
し
て
木
を
樹
て
る
と
こ
ろ
か

ら
、
後
に
は
そ
の
字
を

に
作
っ
て
い
る
。

を
官

す
る
も
の
は
こ
れ
を


と
稱
し
た
。

軍
�
っ
て
歸
る
や
、
ま
た
�
�
に
い
た
り
、
�
に
獻
じ
、
學
に
釋
奠
し
、

柴
�
す
る
。
み
な
軍
を
發
す
る
と
き
の
禮
に
報
い
る
も
の
で
あ
る
。
軍
の
來

歸
す
る
を

と
い
う
の
は
、

す
な
わ
ち
寢
�
に
胙
を
供
す
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
後
世
の
振
�
飮
至
の
禮
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
學
に
釋
奠
を
行
う

の
は
、
學
は
武
事
を
�
�
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
武
神
を
祀
る
か

ら
で
あ
る
。
武
神
は
あ
る
い
は
卜
辭
に
見
え
る
學
戊
で
あ
ろ
う
。
禮
記
�
王

世
子
に
い
う
先
師
と
は
、
ま
た
武
�
の
謂
い
に
外
な
ら
な
い
。

以
上
に
お
い
て
、
私
は

が
胾
す
な
わ
ち
大
臠
の
形
に
し
て
、
出
師
の
と

き
�
か
ら
�
け
る
脤
を
�
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
轉
じ
て
師
�
の
�
と
な
っ

た
こ
と
を
論
じ
、

・

・

・

の
諸
字
が
み
な
軍
�
も
し
く
は
軍
禮
と

關
係
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

を
說
�

の
說
解
に
牽
合
し
て
小
阜
の
側

形
と
解
し
て
以
來
、

の
初
義
を
識
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

を
以

上
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、

系
の
諸
字
の
字
形
は
盡
く
そ
の
解
を
う
る

こ
と
と
な
っ
て
、
一
も
凝
滯
す
る
も
の
が
な
い
。
か
つ
そ
の
字
形
は
軍
禮
と

互
い
に
發
�
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
古
禮
を
う
か
が
う
べ
き
點
も
少
し
と

し
な
い
。
そ
こ
で
�
に
は
、
當
時
に
お
け
る
師
�
の
あ
り
か
た
、
師
系
諸
職

の
�
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
�
め
て
み
た
い
と
思
う
。

（
二
四
二
～
二
四
三
頁
）［
三
〇
三
頁
］

〔「
釋
師
」
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
〕

以
上
で
「
師
」
の
字
源
論
そ
の
も
の
は
一
段
落
し
た
。
こ
れ
が
�
�
で
あ
る
。

後
�
は
�
點
を
切
り
換
え
て
、「
師
」
の
�
體
�
な
樣
相
に
つ
い
て
、殷
代
（
四
）・

西
�
時
代
（
五
）・
春
秋
時
代
以
�
（
六
）
の
よ
う
に
時
代
別
に
分
析
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
「
師
」
の
�
史
�
變
�
が
描
き
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
　
卜
辭
中
の
師

卜
辭
は
王
室
を
中
心
と
し
た
王
や
王
室
の
�
�
員
の
、
行
動
や
そ
の
安
否
に
つ

い
て
占
う
も
の
で
あ
る
。
師
�
は

（
師
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
行
動
の

安
否
は
つ
ね
に
貞
卜
の
對
象
と
な
っ
た
。
以
下
、
師
の
行
動
に
關
す
る
占
い
を
見

て
み
る
。
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一
〇

①
�
午
卜

貞
、
勿
乎

�
見



	
（
�
午
卜
し
て

貞
ふ
、

を
呼
び
て
�
見
す
る
こ
と
勿
き
か
。

に

せ
ん
か
）

②
癸
巳
卜
□
貞
、
令

涉
東

	

（
癸
巳
卜
し
て
□
貞
ふ
、

に
令
し
て
東
に
涉
ら
ん
か
）

③
夂

令
从

（
夂
れ

に

に
從
は
し
め
ん
か
）

④
貞
、

其
�
羌
（
貞
ふ
、

其
れ
羌
を
獲
ん
か
）

⑤
貞
、

不
其
�
羌
（
貞
ふ
、

其
れ
羌
を
獲
ざ
ら
ん
か
）

①
・
②
は
そ
れ
ぞ
れ
師
に
行
動
を
命
じ
た
も
の
、
③
は
師
に

の
軍
に
從
う
こ

と
を
命
じ
た
も
の
、
④
・
⑤
は
羌
族
を
捕
獲
す
る
目
�
を
も
っ
て
動
員
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
師
に
對
す
る
王
室
の
關
心
は
極
め
て
深
く
、
そ
の
行
動
中
に
は
晴
雨

に
つ
い
て
も
卜
問
し
た
。
以
下
、
卜
問
の
對
象
と
な
っ
た
事
項
を
列
擧
し
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

・

…
…
軍
に
と
っ
て
最
も
�
險
な
夜
間
の
こ
と
を
占
わ
れ
た
も
の
。
軍
が
不

安
に
陷
れ
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。

・
卜
夕
…
…
「
夕
」
と
は
今
で
い
う
夜
の
こ
と
で
あ
る
が
、
軍
�
の
行
動
中
は

每
�
占
わ
れ
た
。

・	

王
師
…
…
王
室
�
屬
の
軍
の
卜
問
。「
王
乍
（
作
）
三

、右
中
左
」
と
見
え
、

三
軍
�
�
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

・
立
中
…
…
中
軍
の
帥
を
任
命
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
王
師
が
三
軍
の
�
�

で
あ
っ
た
こ
と
が
殆
ど
疑
い
な
い
。

王
師
の
他
に
諸
侯
雄
族
に
も
師
�
が
あ
っ
た
こ
と
は
、�
�
で「
某

」「

某
」

が
擧
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
讀
�
も
豫
想
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。原
�
の「
釋
師
」

で
は
�
念
に
卜
辭
の
例
�
を
擧
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
名
稱
だ
け
列
擧
す

る
に
と
ど
め
て
お
き
、
そ
の
中
の
出
現
�
度
の
高
い
「
師
般
」
と
「
師
好
」
に
焦

點
を
當
て
る
と
い
う
方
法
を
�
る
こ
と
に
す
る
。


侯

・

般
・

毋
・

好
・

貯
・


・

戈
・

辟

師
般
の
ほ
か
に
は
特
に
目
立
つ
も
の
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
�
士
は
そ

れ
を
「
軍
事
權
が
�
接
王
に
屬
し
て
い
た
」
か
ら
だ
と
し
て
�
の
よ
う
な
考
察
を

示
さ
れ
て
い
る
。

軍
事
權
が
王
の
大
權
と
し
て
�
接
王
に
屬
し
て
お
り
、
王
が
事
故
あ
る
と

き
は
王
子
た
る
多
子
が
こ
れ
に
代
り
、
あ
る
い
は
王
室
の
�
た
る
多
帚
の
出

自
氏
族
、
そ
の
他
王
族
と
關
係
の
あ
る
雄
族
が
、
そ
の
行
動
地
域
の
關
係
か

ら
便
宜
に
隨
っ
て
隨
時
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
態
勢
に
あ
っ
て
、
王
�

屬
の
三
師
が
必
ず
し
も
軍
事
力
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
師
長
が
王

の
任
�
を
�
け
る
親
衞
�
�
な
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
十
分
の
權
力
を
も
つ

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
�
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
軍
事
力
は
完
�
に
王

の
支
配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
二
五
四
頁
）［
三
一
六
頁
］

師
般
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
貫
が
河
內
の
附
�
に
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
河
內
附

�
の
雄
族
か
ら
出
て
、
王
師
の
師
長
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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一
一

師
好
は
、
お
そ
ら
く
帚
（
�
）
好
と
同
一
の
氏
族
と
思
わ
れ
る
。
�
好
と
は
殷

王
�
の
大
墓
の
中
で
盜
掘
を
�
け
な
か
っ
た
珍
し
い
墓
の
墓
�
と
し
て
�
名
な
武

丁
妃
の
こ
と
で
あ
る
。
師
好
の
名
で
も
見
え
る
が
、
�
好
の
名
で
軍
事
に
關
す
る

卜
辭
が
か
な
り
あ
る
。

・
甲
申
卜

貞
、
乎
帚
好
、
先
共
人
于
龐

	

（
甲
申
卜
し
て

貞
ふ
、
�
好
を
呼
ん
で
、
先
ず
人
を
龐
に
供
せ
し
め
ん
か
。）

・
貞
、
王
勿
乎
帚
好
�
伐
土
方

	

（
貞
ふ
、
王
�
好
を
呼
ん
で
�
き
土
方
を
伐
た
し
む
る
こ
と
な
か
ら
ん
か
。）

・
辛
巳
卜
貞
、
登
帚
好
三
千
、

�
一
萬
、
乎
伐
羌

	

（
辛
巳
卜
し
て
貞
ふ
、
�
好
の
三
千
を
�
し
�
一
萬
を
�
し
て
、
羌
を
呼
伐
せ
し
め

ん
か
。）

・
乙
酉
卜
牽
貞
、
乎
帚
好
先
共
人
于
龐

	

（
乙
酉
卜
し
て
牽
貞
ふ
、
�
好
を
呼
ん
で
先
ず
人
を
龐
に
供
せ
し
め
ん
か
。）

・
乙
丑
卜
�
貞
、
王
夂
帚
好
令
正
尸

	

（
乙
丑
卜
し
て
�
貞
ふ
、
王
夂
れ
�
好
を
し
て
夷
を
征
せ
し
め
ん
か
）

・	

貞
、
王
令
帚
好
、
从
侯
吿
伐
…
…
〔
以
下
略
〕

	

（
貞
ぷ
、
王	

�
好
に
令
し
て
、
侯
吿
を
從
へ
て
…
…
伐
た
し
め
ん
か
）

「
帚
好
は
東
北
西
三
面
に
行
動
し
て
そ
の
範
圍
頗
る
廣
く
、
ま
た
自
軍
か
ら

三
千
の
兵
を
動
か
し
う
る
雄
族
で
、
勢
威
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
」

（
二
五
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
�
人
將
軍
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
は
あ
る
が
、「
師
好
」
と
い
う
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
る

い
は
そ
の
出
身
氏
族
の
師
�
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。「


」
の
「

」
も
多

く
見
え
て
い
て
族
名
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
軍
を
組
織
す
る
相
當
な
雄
族
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
師
某
」
と
稱
す
る
も
の
に
つ
い
て
最
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
引
用
し

て
お
く
。師

般
・
師
好
・
師
貯
・
師

の
例
を
以
て
い
え
ば
、
師
某
と
稱
す
る
も
の

は
當
時
の
雄
族
の
中
か
ら
擇
ば
れ
て
、
王
師
の
師
長
た
る
職
に
つ
い
た
も
の

と
思
わ
れ
、
當
時
す
で
に
專
門
の
武
將
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
で

に
三
師
を
つ
く
り
、
し
ば
し
ば
元
帥
を
謀
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
師
某
と
稱
す
る
も
の
は
、
三
師
の
長
、
あ
る
い
は
元
帥
を
さ
し

た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
、
殷
代
に
は
王
の
�
屬
軍
に
三
師
が

あ
り
、
そ
の
師
長
を
師
と
稱
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
實
で
あ
る
。

（
二
五
七
頁
）［
三
二
〇
頁
］

五
　
金
�
中
に
見
え
る
西
�
時
代
の
師

殷
王
�
が
西
�
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
新
し
い
時
代
に
入
る
。
い
わ
ゆ
る
殷
�

革
命
に
よ
っ
て
�
會
が
大
き
く
轉
換
す
る
時
�
で
も
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
「
釋

史
」
や
「
作
册
考
」
で
も
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
西
�
金
�
に
見
え
る
官
職
名
に

は
殷
以
來
の
名
稱
が
數
多
く
あ
り
、�
續
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。「
師
」

の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
�
素
が
�
い
。
た
だ
、
名
稱
に
�
續
性
が
あ
っ
て
も
、
そ

の
內
容
に
は
變
�
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
點
で
「
釋
史
」
で
分
析
考
察
さ
れ
た
史
關



讀
「
釋
師
」	

一
二

係
の
諸
官
の
場
合
と
同
樣
に
「
師
」
關
係
に
つ
い
て
も
�
�
深
く
分
析
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

殷
が
滅
ん
だ
後
そ
の
殘
存
す
る
軍
事
力
の
大
部
分
を
洛
陽
の
�
�
に
集
め
た
。

こ
れ
が
�
�
の
殷
の
八
師
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
「
�
師
」「
�

�
八
師
」
と
稱
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
�
で
は
先
ず
、〈
小
臣
癪
鮎
〉
か

ら〈
毛
公
鼎
〉ま
で
の
西
�
時
代
の
靑
銅
�
一
二
�
の
銘
�
を
對
象
に
し
て
、「
師
」

と
い
う
軍
や
「
師
某
父
」
と
呼
ば
れ
る
將
軍
た
ち
の
事
績
を
�
跡
し
な
が
ら
、
殷

代
に
�
源
を
も
つ
師
氏
・
大
師
・
小
子
・
師
某
な
ど
の
身
分
�
呼
稱
が
、
西
�
時

代
に
入
っ
て
も
繼
承
さ
れ
て
い
る
樣
子
が
分
析
考
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
�

�
�
な
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

西
�
の
統
治
組
織
が
完
�
し
、
そ
の
軍
制
が
整
う
に
至
っ
た
中
�
・
後
�

に
お
い
て
も
、
殷
系
に
屬
す
る
東
方
諸
族
の
軍
事
�
義
務
が
解
除
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
殷
以
來
の
庶
殷
と
そ
の
軍
事
力
に
對
す
る
�
側
の
規

制
は
一
�
�
�
さ
れ
、
そ
の
組
織
が
�
の
統
治
に
�
す
る
よ
う
に
一
段
と
改

變
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
當
然
豫
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
殷

系
の
軍
事
組
織
と
、
�
自
體
の
そ
れ
と
が
、
�
の
新
し
い
統
治
組
織
の
中

で
、
大
體
一
樣
�
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
を
と
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
、
西
�
�
金
�
に
お
い
て
は
、
中
�
以
後
に
な
る
と
殷
系
で
は
な

く
、
殷
系
と
�
系
、
東
方
系
と
西
方
系
と
の
諸
�
素
の
融
合
混
淆
を
示
す
現

象
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、た
と
え
ば
史
系
諸
職
・

作
册
系
諸
職
が
本
來
は
殷
以
來
の
官
制
で
あ
っ
て
、
�
初
に
お
い
て
も
こ
れ

ら
の
諸
職
は
多
く
殷
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
中
�
以

後
に
な
る
と
、
�
第
に
殷
系
の
諸
表
徵
を
失
っ
て
く
る
と
い
う
事
實
か
ら
も

知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
本
稿
の
師
系
諸
職
に
お
い

て
も
ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
�
中
�
以
後
に
見

え
る
師
某
の
う
ち
、
ま
ず
殷
系
と
思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
、
�
に
他
の
問

題
に
�
ん
で
ゆ
き
た
い
。（
二
七
一
頁
）［
三
三
七
頁
］

引
用
�
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
後
西
�
中
�
以
後
の
靑
銅
�

で
あ
る
〈
師
旂
鼎
〉〈
師
虎
鮎
〉〈
師
酉
鮎
〉〈
師
影
鮎
〉〈
師
臼
鼎
〉〈
師
艅
鮎
〉〈
師

詢
鮎
〉
七
�
の
銘
�
に
解
釋
が
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
銘
�
は
、

中
�
以
�
に
現
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
官
職
車
�
册
命
形
式
金
�
〔
短
く
册
命
形
式

金
�
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
〕
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
も
の
で
あ
る
。
册
命
形
式
金
�

と
い
う
の
は
、
�
王
か
ら
官
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
記
�
し
た
か
な
り
定
型
�

な
銘
�
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
任
命
式
の
�
第
が
定
型
�
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
釋
史
」
で
は
「
史
某
」
に
焦
點
を
當
て
て
考
察
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
「
釋
師
」
で
は
「
師
某
」
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

樣
子
を
�
體
�
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、比
�
�
分
か
り
や
す
い〈
師
艅
鮎
〉

を
引
用
し
て
お
く
。

隹
三
年
三
�
初
吉
甲
戌
、
王
在
�
師
彔
宮
。
旦
王
格
大
室
卽
位
。
　〔
中

略
〕　
王
呼
作
册
內
史
、
册
命
師
艅
、　〔
中
略
〕　
艅
拜

首
、
天
子
萬
年
眉

壽
�
耇
、
畯
在
位
、
艅
其
�
�
、
日
賜
魯
休
　〔
下
略
〕

	

（
隹
三
年
三
�
初
吉
甲
戌
、
王
�
の
師
彔
の
宮
に
在
り
。
旦
に
王	

大
室
に
格
り
て

位
に
卽
く
。〔
中
略
〕
王	

作
册
內
史
を
呼
び
て
、
師
艅
に
册
命
せ
し
む
。〔
中
略
〕	
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一
三

艅
拜
し
て
稽
首
す
。
天
子
萬
年
眉
壽
�
耇
に
し
て
、
畯
く
位
に
在
ら
ん
こ
と
を
。

艅
其
れ
�
�
せ
ら
れ
、
日
に
魯
休
を
賜
ふ
。〔
下
略
〕）

以
上
、西
�
時
代
に
お
け
る
師
の
動
向
を
見
て
き
た
が
、最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

西
�
時
代
の
「
師
」
は
、名
稱
や
性
格
は
殷
代
以
來
の
も
の
を
繼
承
し
て
い
た
が
、

中
�
以
�
そ
れ
が
西
�
王
�
の
官
職
の
中
に
組
み
�
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
點
で

あ
る
。
そ
れ
が
春
秋
時
代
に
な
る
と
職
と
し
て
の
性
格
に
大
き
く
變
�
が
見
ら
れ

る
が
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
背
景
が
あ
る
か
と
い
う
ふ
う
に
�
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

六
　
春
秋
時
代
の
師

春
秋
時
代
以
後
の
「
師
」
に
つ
い
て
は
�
獻
�
料
を
も
と
に
し
て
考
察
す
る
こ

と
に
な
る
。
�
�
に
も
關
係
�
獻
が
か
な
り
引
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は

「
師
」
の
原
義
を
考
え
る
材
料
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
�
で
は
春
秋

時
代
の
「
師
」
の
樣
相
を
示
す
�
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
に
�
士
の
�
い

洞
察
が
顏
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
例
え
ば
、『
�
禮
』
春
官
大
�
の
「
大

師
、
宜
于
�
、
�
于
�
、
設
軍
�
、
�
上
�
。」（
大
師
に
は
、
�
に
宜
し
、
�
に
�
し
、

軍
�
を
設
け
、
上
�
に
�
す
。）
は
、「
宜
」
と
い
う
祭
祀
が
、
殷
代
に
お
い
て
軍
が

�
發
す
る
�
に
脤
�
を
�
�
に
供
え
る
祭
祀
で
あ
る
こ
と
を
今
に
傳
え
る
�
料
の

一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
春
秋
時
代
以
�
の
「
大
師
」
は
�
樂
と

六
詩
（
詩
の
六
義
）
を
敎
え
る
樂
官
と
な
っ
て
い
る
。
軍
と
し
て
の
師
、
宜
と
い

う
軍
禮
祭
祀
、樂
詩
を
敎
え
る
大
師
。こ
の
一
見
別
々
の
事
�
に
見
え
る
も
の
を
、

�
士
は
�
史
�
變
�
の
中
に
位
�
付
け
る
と
い
う
作
業
を
粘
り
�
い
考
察
を
�
じ

て
行
な
う
の
で
あ
る
。
祭
祀
に
は
古
來
傳
承
さ
れ
て
き
た
形
式
が
そ
の
ま
ま
殘
っ

て
い
る
の
に
對
し
て
、
官
職
の
職
事
は
�
史
�
に
變
容
し
て
い
く
と
い
う
、
今
ま

で
見
�
さ
れ
て
い
た
現
象
を
�
士
は
析
出
す
る
わ
け
で
あ
る
。
�
士
は
こ
の
作
業

を
、
殷
代
と
春
秋
時
代
と
の
中
間
に
介
在
す
る
西
�
時
代
金
�
に
見
え
る
「
師
」

の
位
相
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
變
容
の
�
�
を
跡
づ
け
る
。

こ
の
�
は
、
春
秋
時
代
の
「
師
」
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
が
、
西
�
時
代
以
�

變
容
し
て
い
く
�
�
を
描
き
出
す
の
が
�
た
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
ら
、
西
�
時

代
の
金
�
に
も
再
度
言
�
さ
れ
る
。
や
や
複
雜
な
展
開
に
な
る
が
、
こ
れ
は
よ
り

說
得
力
の
あ
る
論
證
に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
必
�
な
手
續
き
で
あ

る
。
あ
ら
か
じ
め
こ
の
こ
と
を
お
傳
え
し
て
お
い
て
先
に
�
む
こ
と
に
す
る
。

『
�
禮
』
の
記
�
に
し
た
が
っ
て
「
大
師
」「
小
師
」「
師
氏
」
三
職
の
職
事
を

理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。『
�
禮
』
は
�
書
時
�
が
さ
ほ
ど
古
く
な
い
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
ど
こ
ま
で
古
い
�
報
を
傳
え
て
い
る
か
に
疑
問
が
あ
る
が
、

金
�
や
『
詩
經
』『
�
書
』
と
比
�
し
な
が
ら
�
斷
す
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
態

度
で
�
め
ら
れ
る
。「
大
師
」
の
地
位
は
あ
ま
り
高
く
な
く
�
樂
と
六
詩
を
敎
え

る
官
で
あ
り
、「
小
師
」
の
職
は
も
っ
ぱ
ら
�
樂
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。「
師

氏
」
は
王
を
補
佐
し
た
り
、
國
子
・
國
子
弟
に
敎
え
た
り
、
ま
た
王
を
護
衞
し
た

り
し
て
い
る
。

こ
こ
で
�
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
軍
事
�
な
職
掌
で
あ
っ
た
「
師
」
が
�
樂
や

詩
を
敎
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
。
廣
い
�
味
で
の
敎
官
で
あ
る
が
、

こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど「
學
」と
の
關
係
を
考
察
す
る
中
で
も
言
�
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
變
�
が
い
つ
頃
か
ら
見
ら
れ
る
か
を
見
極
め
る
た
め
に
、
再

度
西
�
時
代
の
金
�
に
目
を
向
け
、「
師
某
」
の
動
向
に
つ
い
て
時
�
を
�
識
し



讀
「
釋
師
」	

一
四

な
が
ら
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
結
論
�
な
部
分
だ
け
引
用
し
て
お
く
。

金
�
・
詩
に
い
う
大
師
・
師
氏
は
古
く
は
も
と
み
な
武
將
で
あ
り
、
軍
政

の
擔
當
�
で
あ
る
の
に
、
春
秋
以
後
、
大
師
は
�
く
樂
官
と
な
り
、
師
某
と

稱
す
る
も
の
も
殆
ん
ど
伶
人
で
あ
る
。
こ
こ
に
師
系
諸
職
の
變
�
を
見
る
べ

き
重
�
な
問
題
が
あ
る
。（
二
八
九
頁
）［
三
五
六
頁
］

つ
い
で
師
某
の
變
容
し
は
じ
め
る
時
�
を
西
�
時
代
の
金
�
の
分
析
に
よ
っ
て

�
の
よ
う
に
西
�
時
代
後
�
と
結
論
さ
れ
る
。

以
上
を
�
觀
す
る
と
、
ほ
ぼ
夷
・
厲
二
王
〔
西
�
時
代
後
�
〕
を
境
と
し

て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
�
に
は
軍
事
・
行
政
を
擔
當
す
る
も
の
多
く
、
そ
れ
よ

り
以
後
に
は
德
敎
・
�
樂
に
關
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
軍

事
と
行
政
と
は
、
大
體
相
竝
ん
で
行
わ
れ
て
お
り
、
師
の
職
掌
が
古
く
は
こ

の
二
事
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
德
敎
・
�
樂
の
こ
と
は
西
�
後
�
に

至
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
春
秋
�
に
お
け
る
師
職
の

最
も
普
�
な
職
掌
と
な
っ
た
。（
二
九
一
頁
）［
三
五
九
頁
］

金
�
�
料
か
ら
そ
の
轉
�
が
西
�
後
�
（
夷
・
厲
二
王
）
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
�
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
後
春
秋
�
で
最
も
�
名
な
「
師
」
職
の
一
人
で
あ

る
師
曠
の
事
績
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
職
掌
が
「
軍
�
・
德
敎
・
�
樂
」
と
關

係
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
師
」
の
初
義
と
變
�
の
考
察
が
一

�
り
完
了
す
る
。
最
後
は
そ
れ
を
ま
と
め
�
す
記
�
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
長
い

原
�
を
引
用
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
、
大
膽
に
端
折
る
形
で
あ
る
が
�
點

だ
け
記
し
て
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

「
師
」
は
古
く
は
、「
氏
族
�
會
に
お
い
て
�
時
に
は
行
政
德
敎
を
掌
り
、

武
事
あ
る
と
き
に
は
師
�
の
長
と
し
て
出
征
す
る
長
老
で
あ
り
、
指
�
�
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
二
九
四
頁
）。
若
い
氏
族
員
の
敎
育
�
關
と
し
て

の
學
（
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
）
の
指
�
に
は
氏
族
の
長
老
た
る
も
の
が
當
た
っ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
「
學
」
の
�
能
を
說
い
た
も
の
に
『
禮
記
』「
�
王
世

子
�
」
が
あ
る
。
殷
代
の
卜
辭
に
も
貴
游
の
子
弟
を
國
都
に
集
め
て
敎
�
を

行
な
う
例
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
も
勘
案
す
れ
ば
、「
學
は
射
を

中
心
と
す
る
敎
�
の
場
�
で
あ
り
、
ま
た
あ
わ
せ
て
�
會
�
儀
禮
を
行
う
場

�
で
も
」（
二
九
五
頁
）
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、『
�
禮
』
の
記
�
に
も

�
じ
て
く
る
。
古
い
�
獻
に
「
�
老
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。「
�
老
と
は
、

現
役
を
�
隱
し
て
專
ら
學
政
に
就
く
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
�
�

な
敎
科
は
舞
樂
と
唱
詩
と
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
師
長
は
そ
の
ま
ま
樂
師
と

な
っ
た
」（
二
九
七
頁
）。
の
で
あ
る
。


