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陳
淳
『
北
渓
字
義
』
　
の
日
本
語
翻
訳
刊
行
に
よ
せ
て

南
宋
・
陳
淳
の
『
北
渓
字
義
』
の
日
本
語
翻
訳
『
朱
子
学
の
基
本
用
語
-
北

渓
字
義
訳
解
-
』
が
刊
行
さ
れ
た
　
(
研
文
選
書
聖
研
文
出
版
、
一
九
九
六
年
)

訳
者
の
佐
藤
仁
氏
は
、
楠
本
正
継
博
士
門
生
で
、
広
島
大
学
に
お
い
て
中
国
近

世
思
想
史
講
座
を
担
当
さ
れ
た
の
ち
、
久
留
米
大
学
に
奉
職
さ
れ
て
お
ら
れ
る

方
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
『
北
渓
字
義
』
　
(
正
式
に
は
『
北
渓
先
生
字
義
詳
講
』
、
別
名
『
性

理
字
義
』
。
本
稿
で
は
特
別
な
場
合
以
外
は
『
北
渓
字
義
』
な
い
し
は
『
字
義
』
と
略

記
)
　
は
、
訳
者
佐
藤
氏
の
言
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
「
朱
某
の
高
弟
の
陳
淳

の
講
義
を
、
陳
淳
の
弟
子
の
王
稿
が
記
録
編
集
し
た
も
の
」
　
で
あ
り
、
「
宋
代

性
理
学
の
分
野
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
重
要
な
術
語
」
、
「
そ
の
中
の
特

に
重
要
な
も
の
を
選
び
出
し
、
宋
代
性
理
学
者
達
が
、
そ
れ
ら
に
い
か
な
る
意

味
内
容
を
付
与
し
た
か
を
、
思
想
史
的
な
背
景
を
も
充
分
に
考
慮
し
な
が
ら
、

詳
細
に
解
説
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宋
代
性
理
学
の
理
論
構
造
を
明
確
に
し
よ
う

と
し
た
も
の
」
　
で
、
「
宋
代
性
理
学
の
入
門
書
、
あ
る
い
は
概
説
書
と
し
て
多

数
の
人
士
に
愛
読
さ
れ
」
　
て
き
た

と
は
、l

、
2
、

3
、

4
、

5
、

6
、

7
、

8
、

9
、

1
0
、

1
1
、

1
2
、

1
3
、

命
　
〔
九
〕

性
〔
八
〕

心
　
二
二
〕

情
〔
五
〕

才
　
〔
こ

志
　
〔
七
〕

意
　
〔
四
〕

仁
義
礼
智
信
〔
二
七
〕

忠
信
　
〔
九
〕

忠
恕
　
〔
九
〕

一
貫
〔
五
〕

誠
　
〔
九
〕

敬
　
〓
二
〕

市
爽
　
津
由
彦

(
五
頁
)
、
と
い
う
書
で
あ
る
。
そ
の
術
語

1
4
、
恭
敬
　
〔
七
〕

1
5
、
道
　
二
〇
〕

16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、

理徳太
極

皇
極

中
和

中
庸

礼
楽

経
権

義
利

鬼
神

仏
老

〔三〕
〔三〕

〔九〕
〔四〕

〔七〕
〔二〕

〔五〕
〔七〕

二
　
二

〔
三
九
〕

〔九〕
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と
い
う
二
十
六
の
語
　
(
以
下
、
部
立
て
の
意
味
で
「
門
」
と
い
う
)
　
で
あ
り
、
各

円
そ
れ
ぞ
れ
に
教
条
か
ら
多
い
も
の
は
四
十
条
ほ
ど
の
解
説
が
つ
く
　
(
か
っ
こ

数
字
は
そ
の
条
数
)
。
上
下
二
巻
、
「
道
」
　
以
下
が
下
巻
と
な
る
。

こ
の
『
字
義
』
講
説
者
の
陳
淳
(
一
一
五
九
～
一
二
二
三
)
が
朱
某
(
二
三

〇
～
一
二
〇
〇
)
　
に
初
め
て
師
事
し
た
の
は
、
朱
薫
六
十
一
歳
の
と
き
半
年
ば

か
り
で
あ
り
、
そ
の
後
、
書
簡
の
や
り
と
り
は
あ
る
が
、
会
面
は
朱
薫
の
死
の

数
ヶ
月
前
に
一
回
、
二
ケ
月
程
だ
け
で
あ
っ
た
。
直
接
に
彼
が
朱
薫
の
響
咳
に

接
し
た
の
は
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
の
期
間
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
二
回
の

師
事
は
、
陳
淳
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、
朱
薫
の
没
後
、
彼
は
朱

某
思
想
の
宣
揚
に
向
か
い
、
そ
の
晩
年
は
福
建
南
部
の
、
郷
里
涛
州
に
近
い
泉

州
地
区
で
講
学
活
動
に
邁
進
す
る
。
『
字
義
』
の
母
胎
と
な
っ
た
講
義
は
、
そ

う
し
た
活
動
の
所
産
で
あ
る
。
本
訳
書
冒
頭
に
つ
く
解
題
論
文
は
、
以
上
の
先

業
思
想
と
陳
淳
と
の
関
係
、
『
字
義
』
書
の
成
立
に
つ
き
、
1
、
朱
薫
に
出
会

う
以
前
の
陳
淳
の
学
問
関
心
、
2
、
来
貢
と
の
初
め
て
の
出
会
い
、
3
、
二
回

日
の
従
学
、
4
、
朱
某
没
後
の
い
わ
ゆ
る
厳
陵
講
義
に
お
け
る
思
想
、
5
、

『
字
義
』
の
講
義
、
6
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
に
お
け
る
『
北
渓
字
義
』
刊
本
、

と
い
っ
た
内
容
の
節
立
て
で
論
じ
、
単
に
年
代
を
追
う
と
い
う
の
で
は
な
く
し

て
陳
淳
思
想
そ
の
も
の
の
展
開
を
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
論
述
に
よ
っ
て
跡
づ

け
る
。
そ
の
こ
と
で
本
書
の
読
者
に
は
、
平
明
な
文
章
を
通
し
て
、
『
字
義
』

講
説
者
と
し
て
の
陳
淳
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
高
度
な
知
識
が
提
供
さ
れ
る
。

本
書
の
翻
訳
部
分
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
一
般
的
に
は
、
文
章
の
表
記
に
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
示
す
語
彙
の
す
べ
て
を
出
す
こ
と
は
せ
ず
、
文
脈
か
ら
理
解
さ
せ

よ
う
と
す
る
性
格
を
も
つ
中
国
語
古
典
文
言
文
を
現
代
日
本
語
の
翻
訳
対
象
と

す
る
場
合
、
と
も
す
れ
ば
原
文
で
は
表
記
上
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
部
分
を
も
、

補
い
を
つ
け
て
必
要
以
上
に
訳
文
の
表
層
に
固
着
化
さ
せ
た
く
な
る
。
し
か
し

本
書
の
翻
訳
は
、
語
、
句
の
文
脈
を
入
念
に
捉
え
つ
つ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
抑
制
的
に
処
理
す
る
こ
と
を
基
調
と
す
る
。
ま
た
、
中
国
古
代
以
来
伝
承
さ

れ
、
各
時
代
ご
と
に
そ
の
時
代
の
読
み
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
を
宋
学
者
達
が
さ

ら
に
読
み
換
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
古
層
か
ら
新
層
へ
と
多
層
的
に
意
味
の
広

が
り
を
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
原
文
各
用
語
に
対
し
て
、
ど
ん
な
訳
語
を
あ
て

た
ら
社
会
、
時
代
、
言
語
構
造
が
異
な
る
現
代
日
本
語
世
界
に
テ
キ
ス
ト
を
伝

え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
訳
出
に
あ
た
り
最
も
苦
心
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
本
書
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
解
説
を
過
剰
に
し
た
訳
語
を
あ
て
る
こ

と
は
し
な
い
。
訳
語
が
か
な
り
か
み
砕
か
れ
た
場
合
で
も
、
例
え
ば
「
理
明
義

精
」
を
「
物
事
の
道
理
に
明
る
く
、
事
柄
の
正
し
い
処
置
に
精
し
い
」
　
(
一
八

五
頁
、
他
)
　
と
す
る
程
度
で
あ
り
、
一
語
一
語
の
意
味
を
押
さ
え
つ
つ
訳
さ
れ

る
訳
文
の
表
現
は
、
全
体
と
し
て
は
抑
制
的
で
あ
り
簡
素
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
中
国
の
宋
元
明
の
『
字
義
』
読
者
が
前
提
と
す
る
、
読
書
の
様

々
な
文
化
規
範
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
語
訳
で
は
あ
っ
て
も
現
代
日

本
語
世
界
に
は
そ
の
内
容
は
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
懸
念
も
起
き
よ
う
。
し
か
し

こ
の
こ
と
に
関
わ
る
問
題
は
、
古
典
中
の
出
典
、
典
故
説
明
や
校
注
以
外
の
各

条
ご
と
の
訳
注
に
お
い
て
、
と
き
に
は
懇
切
に
、
と
き
に
は
さ
り
げ
な
く
注
意

が
喚
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
姿
勢
に
よ
っ
て
、
解
題
論
文
の
論
述
と
同

様
、
本
書
の
翻
訳
部
分
も
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
と
形
容
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
ひ
き
し
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し
く
な
る
部
分
が
な

い
で
も
な
い
が
〔
①
〕
、
よ
け
い
な
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
こ
の
『
字
義
』
各

円
を
出
発
点
と
し
て
中
国
宋
人
の
思
考
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
に
好
適
な
も
の

に
し
て
い
る
。
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た
だ
し
、
解
題
論
文
の
第
六
節
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
の
『
字
義
』
刊
本
に

関
す
る
論
述
、
及
び
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
本
文
校
定
に
関
す
る
訳
注
に
つ
い
て

は
、
補
い
が
加
え
ら
れ
た
方
が
よ
い
部
分
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
解
題
論
文
で
佐
藤
氏
も
論
述
す
る
が
、
『
字
義
』
に
は
本
訳
注

が
採
用
し
た
二
十
六
門
系
の
も
の
と
二
十
五
門
系
の
も
の
と
が
江
戸
初
期
の
日

本
に
は
伝
わ
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
宋
末
か
ら
両
系
統
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、

ま
た
酒
代
で
は
前
者
二
十
六
門
系
統
本
が
通
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
両
系
統
の
本
の
関
係
を
問
題
と
し
て
、
台
北
故
宮
博
物
院
現
蔵
の
元
代

刊
本
を
新
た
に
調
査
し
た
成
果
に
基
づ
き
、
近
年
、
井
上
進
氏
が
伝
承
版
本
の

系
統
整
理
を
試
み
る
〔
②
〕
。
井
上
氏
に
よ
る
と
、
現
存
本
で
は
最
古
の
こ
の

元
刊
本
は
二
十
五
門
系
本
で
あ
り
、
南
宋
本
の
面
目
を
伝
え
る
も
の
と
い
う
。

そ
こ
で
こ
の
元
刊
本
に
依
り
つ
つ
文
字
の
異
同
を
検
討
す
る
と
、
内
閣
文
庫
蔵

朝
鮮
刊
本
(
中
国
嘉
靖
年
間
)
も
南
宋
本
に
つ
な
が
る
二
十
五
門
系
古
本
の
面

目
を
伝
え
て
お
り
、
ま
た
明
初
『
性
理
大
全
』
中
の
『
字
義
』
引
文
も
二
十
五

門
系
本
で
あ
る
こ
と
、
日
本
寛
文
八
年
刊
二
十
六
門
系
本
の
底
本
た
る
明
・
正

徳
刊
本
は
南
宋
未
刊
二
十
六
門
系
本
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
晴
代

通
行
二
十
六
門
系
諸
本
の
も
と
と
な
る
明
・
弘
治
刊
本
　
(
静
嘉
堂
文
庫
蔵
)
　
は
、

字
の
異
同
か
ら
み
て
こ
の
二
十
六
門
系
正
徳
刊
本
の
祖
本
と
二
十
五
門
系
元
代

刊
本
と
を
揉
合
し
た
性
格
の
本
と
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
と
す
る
。

従
来
、
中
国
二
十
六
門
系
通
行
本
を
軸
に
し
て
版
本
間
の
関
係
が
考
え
ら
れ

て
き
た
た
め
、
二
十
五
門
系
本
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
こ
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
江
戸
初
期
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
両
系
統
の
本
は
、
ど

ち
ら
も
中
国
南
宋
代
の
面
目
を
比
較
的
よ
く
伝
え
る
の
に
対
し
、
晴
代
通
行
本

及
び
そ
の
明
代
祖
本
は
、
二
十
六
門
系
な
が
ら
二
十
五
門
系
の
字
を
混
ぜ
た
後

出
の
系
統
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
評
者
は
こ
の
元
刊
本
を
み
る
機
会
に

は
め
ぐ
ま
れ
て
お
ら
ず
、
文
字
の
細
か
い
異
同
に
つ
い
て
は
判
断
保
留
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
し
井
上
氏
の
論
述
か
ら
す
る
と
、
元
刊
本
が
版
本
系
統
を

整
理
す
る
鍵
に
な
る
こ
と
は
動
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
推
す
と
、
明

活
の
士
人
に
お
け
る
『
字
義
』
理
解
を
考
え
る
に
は
通
行
本
を
、
今
は
亡
び
た

と
さ
れ
る
南
宋
原
本
の
復
元
を
試
み
る
な
ら
一
は
二
十
五
門
系
本
、
一
は
日
本

寛
文
八
年
刊
二
十
六
門
系
本
を
、
軸
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
て
検
討
し
、
対

校
も
、
諸
本
を
並
列
に
置
い
て
比
べ
る
の
で
は
な
く
、
読
み
の
目
的
に
あ
わ
せ

て
系
列
別
に
検
討
す
る
こ
と
が
要
讃
さ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
本
書
を
み
る
と
、
ま
ず
何
本
を
底
本
に
し
て
い
る
の
か
の

明
示
が
な
い
の
が
遺
憾
で
あ
る
。
た
だ
し
　
「
心
」
門
第
一
条
注
に
、
「
全
集

本
」
　
「
詳
講
本
　
(
寛
文
八
年
刊
二
十
六
門
系
本
-
市
来
)
　
」
　
に
よ
っ
て
　
「
通
行

本
」
　
の
字
を
改
め
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
　
(
七
三
頁
)
、
底
本
は
中
国
通

行
本
、
も
し
く
は
明
代
弘
治
刊
本
を
底
本
と
し
て
諸
本
に
よ
り
対
校
し
た
一
九

八
三
年
刊
中
華
書
局
本
だ
と
推
察
で
き
る
　
(
一
二
三
頁
注
3
も
参
照
)
。
ま
た
、

文
字
の
対
校
、
改
定
は
、
お
お
む
ね
慎
重
で
は
あ
る
が
、
原
文
の
文
意
不
詳
部

分
に
つ
い
て
心
改
め
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
と
き
に
二
十
五
門
系
本
、
と
き

に
二
十
六
門
系
本
に
拠
り
、
或
い
は
意
を
取
っ
て
改
め
る
こ
せ
も
あ
り
、
出
典

が
あ
る
部
分
は
『
字
義
』
が
理
解
し
た
限
り
の
姿
を
復
原
す
る
の
で
は
な
く
直

接
原
典
に
拠
る
こ
と
も
あ
り
、
選
択
の
基
準
が
複
数
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
二
十
五
門
系
本
の
意
義
の
評
価
と
い
う
右
記
の
視
点
か
ら
す
る

と
、
本
訳
書
の
よ
う
に
通
行
二
十
六
門
系
本
を
底
本
と
す
る
な
ら
、
未
来
二
十

六
門
系
本
の
面
影
を
伝
え
る
日
本
寛
文
八
年
刊
本
を
主
校
本
と
し
、
ま
た
二
十

五
門
系
本
と
か
な
り
相
達
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
字
の
改
定
ま
で
は
せ
ず
、
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二
十
五
門
系
本
だ
と
ど
う
な
の
か
と
い
う
形
の
注
記
に
し
て
南
宋
末
に
遡
る
手

が
か
り
を
示
唆
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
一
貫
し
、
本
書
を
深
く
考
え
た
い
読
者
に

便
利
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
本
書
『
北
渓
字
義
』
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
全
体
的
に

理
解
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
対
校
問
題
は
、
二
十
五
門
系
本
が
条
数
が

若
干
少
な
く
、
構
成
も
わ
ず
か
に
異
な
る
と
い
う
以
外
、
全
体
の
思
想
内
容
が

決
定
的
に
異
な
る
と
い
っ
た
ほ
ど
ま
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
朱
子
学
の
思
想

構
造
を
知
る
の
に
手
頃
な
入
門
書
」
　
(
二
三
九
貢
)
　
と
し
て
訳
さ
れ
た
と
い
う

所
期
の
目
的
は
充
分
に
達
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
に
導
か
れ
な
が
ら
、
読
者
が

「
読
み
」
　
の
楽
し
み
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
不
安
は
な
い
。

そ
こ
で
以
下
、
こ
の
『
北
渓
字
義
』
翻
訳
の
刊
行
に
寄
せ
て
、
本
『
字
義
』

書
を
読
む
こ
と
の
意
義
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
評
者
な
り
の
所
感
を
一
つ

二
つ
述
べ
た
い
。

二

歴
史
的
に
古
典
と
さ
れ
た
も
の
を
読
む
と
き
の
　
「
読
み
」
　
の
立
場
は
自
由
で

あ
っ
て
よ
い
。
と
と
も
に
、
そ
の
古
典
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
、
時
点
の
文
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
異
な
る
読
ま
れ
方
を
さ
れ
、
そ

の
集
積
を
ひ
き
ず
る
。
こ
の
『
北
渓
字
義
』
に
も
、
も
と
よ
り
普
遍
的
な
読
み

は
な
い
。
歴
史
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
は
、
そ
の
読
み
手
が
位
置
す
る
読
み
の

場
に
お
い
て
こ
そ
成
立
す
る
。
現
在
に
お
け
る
読
み
を
み
の
り
豊
か
な
も
の
と

す
る
た
め
に
旦
過
去
の
読
み
が
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
テ
キ
ス
ト
の
言
辞
の
理

解
を
背
後
で
支
え
る
知
の
枠
組
み
に
つ
い
て
追
跡
・
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。そ

こ
で
、
中
国
近
世
社
会
の
文
脈
に
お
け
る
『
北
渓
字
義
』
の
読
ま
れ
方
や

如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
考
え
る
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る
「
朱
子

学
」
　
の
言
葉
が
、
科
挙
及
び
王
朝
官
僚
シ
ス
テ
ム
諸
文
化
の
知
の
中
で
社
会
的

に
機
能
し
て
き
た
こ
と
に
、
思
い
を
致
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
り
、
中
国
近
世
の
科
挙
制
度
は
、
身
分
を
持
た
な
い
　
「
庶
」
　
の
立
場
か

ら
高
級
官
僚
層
へ
階
層
移
動
す
る
こ
と
を
原
理
的
に
は
可
能
に
し
、
ま
た
科
挙

に
累
代
合
格
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
ら
、
官
僚
個
別
に
即
し
て
は
、
仮
に
高

位
身
分
を
獲
得
し
よ
う
と
も
、
世
代
が
変
わ
れ
ば
没
落
も
す
る
と
い
っ
た
社
会

的
流
動
性
を
、
社
会
的
身
分
・
階
層
関
係
に
関
し
て
も
た
ら
す
。
こ
の
科
挙
体

制
の
下
、
諸
文
化
も
こ
の
科
挙
及
び
王
朝
官
僚
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す
る
よ
う
に

編
成
さ
れ
る
。
商
業
計
算
や
日
常
伝
達
と
い
う
卑
近
な
用
途
を
越
え
た
レ
ベ
ル

の
書
き
言
葉
文
化
を
操
る
の
は
、
社
会
階
層
的
に
は
、
結
果
と
し
て
の
科
挙
不

合
格
者
も
含
め
こ
の
科
挙
を
通
過
し
ま
た
通
過
し
よ
う
と
努
力
す
る
知
識
人
層

-
以
下
「
士
人
」
　
の
語
を
用
い
る
I
に
偏
る
。
そ
し
て
科
挙
の
答
案
が
儒
教
経

書
の
知
識
を
基
礎
に
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
書
き
言
葉
文
化
の
一

環
、
し
か
も
重
要
な
柱
と
し
て
、
経
学
的
知
が
存
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

知
は
、
孔
子
な
い
し
は
そ
れ
以
前
の
　
「
聖
人
」
が
み
て
と
っ
た
理
想
社
会
像
、

生
き
方
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
経
書
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
書
を
捉
え

つ
つ
、
そ
の
解
釈
者
が
自
己
の
理
想
社
会
像
を
そ
の
経
文
の
中
に
見
出
し
、
そ

れ
を
経
文
の
解
釈
の
解
説
に
託
し
て
表
現
す
る
解
釈
学
的
知
で
あ
る
。
そ
う
し

た
こ
の
知
の
性
格
が
科
挙
と
連
動
す
る
と
、
科
挙
の
筆
記
試
験
が
必
ず
書
き
言

葉
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
、
い
き
お
い
そ
の
知
の
解
説
言
辞
的
側
面

が
増
幅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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朱
薫
は
、
科
挙
が
「
士
」
身
分
層
を
形
成
・
保
証
す
る
柱
と
な
っ
た
体
制
の

中
を
生
き
る
士
人
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
中
か
ら
、
こ
の
経
学
的
知
の
枠
に
乗

り
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
四
書
の
中
に
「
修
己
治
人
」
　
の
学
を
読
み
解
い
た
。
そ
れ

を
四
書
の
「
注
解
」
と
し
て
表
現
し
た
の
は
、
こ
の
科
挙
シ
ス
テ
ム
の
中
で
そ

の
学
を
伸
張
さ
せ
よ
う
と
い
う
明
確
な
戦
路
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
か
、
彼
は
自
著
の
出
版
に
も
い
つ
も
た
い
へ
ん
関
心
を

持
っ
て
い
た
〔
③
〕
。

た
だ
し
注
意
が
必
要
な
の
は
、
科
挙
及
び
官
僚
シ
ス
テ
ム
諸
文
化
の
中
で
登

第
を
め
ざ
し
、
功
利
的
に
ひ
た
す
ら
学
ぶ
と
い
う
風
潮
に
対
し
、
そ
の
学
が
、

功
利
を
排
し
心
の
陶
冶
を
め
ざ
す
「
為
己
　
(
己
れ
の
為
め
に
す
る
)
　
の
学
」
を

唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
学
は
、
科
挙
に
も
通
用
す
る
読

書
の
学
を
「
修
己
」
　
の
心
の
陶
冶
の
学
に
組
み
込
み
、
心
の
陶
冶
の
学
と
読
書

や
作
文
の
学
と
は
究
極
的
に
は
相
反
し
な
い
と
し
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
、
科

挙
合
格
に
伴
う
特
権
や
、
官
と
し
て
の
役
割
遂
行
に
伴
う
権
益
な
ど
に
埋
没
す

る
の
に
対
し
て
は
、
倫
理
的
に
自
己
規
制
す
る
こ
と
を
唱
え
る
〔
⑥
〕
。
そ
の

学
の
科
挙
と
の
関
わ
り
に
は
、
肯
定
と
否
定
の
一
方
に
は
偏
り
き
ら
な
い
も
の

が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
よ
り
広
い
活
動
の
場
を
求
め
て
地
域
へ
の
埋
没
か
ら
離

陸
す
る
た
め
に
科
挙
に
向
か
う
在
地
在
野
の
士
人
が
求
め
る
、
科
挙
に
も
通
用

す
る
技
術
と
し
て
の
読
書
の
学
と
、
高
官
た
る
者
の
み
な
ら
ず
、
地
方
末
端
の

狭
い
意
味
で
の
地
域
に
生
き
る
士
人
に
も
求
め
ら
れ
る
心
の
陶
冶
の
学
と
い
う
、

あ
る
面
で
は
矛
盾
し
た
二
つ
の
需
要
に
応
え
る
側
面
を
、
そ
の
学
は
同
時
に
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
。

朱
某
が
没
し
た
時
点
(
一
二
〇
〇
)
　
で
は
、
そ
の
学
は
政
治
上
の
問
題
か
ら

禁
学
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
開
繕
用
兵
の
失
敗
(
一
二
〇

六
)
　
を
受
け
て
そ
の
禁
学
が
解
か
れ
、
さ
ら
に
理
宗
　
(
一
二
二
四
～
一
二
六
四
在

位
)
　
が
即
位
す
る
頃
に
は
、
『
四
書
集
注
』
を
科
挙
向
け
に
学
習
し
て
科
挙
の

答
案
を
作
成
す
る
風
気
も
盛
ん
に
な
り
、
朱
門
の
四
書
説
や
そ
の
集
成
書
な
ど

が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
、
学
ば
れ
る
言
葉
と
し
て
の
　
「
朱
子
学
」
が
整
備
さ
れ

る
〔
⑤
〕
。
真
徳
秀
　
(
一
一
七
八
～
一
二
三
五
)
、
貌
了
翁
　
(
二
七
八
～
一
二
三

七
)
　
な
ど
、
政
府
高
官
に
昇
り
つ
め
る
者
も
中
に
は
出
現
し
、
つ
い
に
は
朱
薫

が
太
学
に
従
祀
さ
れ
る
　
(
一
二
四
一
)
。
こ
う
な
る
の
も
、
そ
の
学
術
が
、
高

官
か
ら
地
方
在
地
の
人
士
に
至
る
士
人
の
幅
広
い
あ
り
方
に
対
応
し
た
、
人
の

生
き
方
と
し
て
の
学
と
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
か
ら
要
請
さ
れ
る
読
書
・
作
文
の
学

の
需
要
に
密
着
す
る
も
の
を
内
包
す
る
た
め
で
あ
り
、
故
な
し
と
し
な
い
。

加
え
て
、
朱
子
学
の
科
挙
へ
の
こ
う
し
た
伸
張
と
平
行
し
て
、
南
宋
半
ば
か

ら
後
半
の
こ
の
頃
は
、
科
挙
の
た
め
の
文
章
作
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
や
、
『
名
臣

～
』
　
『
名
賢
～
』
と
い
っ
た
官
僚
士
大
夫
モ
デ
ル
追
究
本
が
多
々
刊
行
さ
れ
、

南
采
に
お
け
る
科
挙
及
び
官
僚
シ
ス
テ
ム
に
伴
う
諸
文
化
が
し
だ
い
に
熟
し
て

き
た
時
で
も
あ
っ
た
〔
⑥
〕
。

陳
淳
の
活
動
期
は
、
朱
子
学
が
科
挙
へ
し
だ
い
に
食
い
込
み
、
ま
た
科
挙
シ

ス
テ
ム
に
伴
う
諸
文
化
が
熟
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
時
期
中
の
嘉
定
年
間
　
(
一

二
〇
八
～
一
二
二
四
)
　
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
の
下
、
科
挙
に
対
す
る
こ
の
陳

淳
自
身
の
あ
り
方
に
も
、
挙
業
へ
の
潜
在
的
反
発
か
ら
失
業
の
学
に
接
近
し
た

と
い
う
、
「
為
己
の
学
」
を
め
ざ
す
側
面
と
、
し
か
し
来
貢
没
後
か
な
り
高
齢

・

に
な
っ
て
か
ら
も
中
央
試
験
を
一
度
な
ら
ず
受
験
し
た
と
い
う
、
科
挙
シ
ス
テ

ム
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
側
面
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
科
挙
と
の

関
係
を
い
え
ば
、
彼
は
つ
い
に
は
合
格
で
き
ず
、
朱
門
の
中
で
は
有
名
人
な
が

ら
も
、
そ
の
生
前
に
そ
の
学
術
が
中
央
レ
ベ
ル
で
注
目
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
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彼
の
門
人
も
福
建
南
部
の
在
地
の
人
に
限
ら
れ
、
科
挙
を
経
て
高
官
に
な
る
と

い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
結
果
論
的
に
言
え
ば
、
陳
淳
の
講
義
そ
の

も
の
は
、
科
挙
の
受
験
技
術
的
学
問
に
顕
著
に
傾
い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

は
じ
め
彼
が
失
業
に
師
事
し
た
時
に
、
「
根
原
」
を
考
え
よ
と
い
わ
れ
、
ま
た

来
貢
晩
年
の
二
回
目
の
師
事
の
時
に
は
、
欠
け
て
い
る
こ
と
と
し
て
「
上
達
」

に
対
す
る
「
下
学
」
の
教
え
が
強
調
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
経
過
を
踏
ま
え
て

『
字
義
』
を
み
る
と
、
例
示
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
陳
淳
の
個

性
も
大
い
に
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
そ
の
講
義
の
地
は
、
儒
教

か
ら
み
た
場
合
の
「
淫
祀
邪
教
」
も
土
地
の
俗
習
と
し
て
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
、

迷
信
的
な
も
の
を
批
判
す
る
陳
淳
の
舌
鋒
は
、
朱
蕪
を
受
け
つ
つ
も
な
お
激
し

い
も
の
が
あ
る
(
「
鬼
神
」
門
)
。
『
字
義
』
書
の
も
と
に
な
っ
た
講
義
は
、

こ
う
し
た
陳
淳
の
経
歴
、
生
活
社
会
の
中
か
ら
、
い
わ
ば
王
朝
体
制
社
会
の
中

間
層
と
し
て
そ
の
社
会
を
と
も
に
生
き
る
在
地
士
人
に
向
け
て
表
出
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
ま
ず
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
朱
門
初
伝
の
有
力
門
人
が
講
義
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
講

義
は
後
世
に
は
残
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
講
義
が
表
に
出
て
後
世
に
注

目
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
お
り
し
も
科
挙
シ
ス
テ
ム
に
適
合
す
る
よ
う

に
諸
文
化
が
編
成
さ
れ
る
中
で
、
朱
蕪
学
術
が
半
官
学
化
・
正
統
教
学
化
さ
れ

る
と
い
う
、
先
に
み
た
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
え
る
。

い
ま
『
字
義
』
二
十
六
門
系
本
の
日
本
寛
文
八
年
刊
本
に
載
せ
る
淳
祐
七
年

(
一
二
四
七
)
王
稼
の
序
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
『
大
学
節
義
』
な
ど
で
朱

子
学
の
顕
彰
に
尽
力
し
た
真
徳
秀
の
経
学
術
語
集
『
西
山
読
書
記
』
が
「
郡

序
」
す
な
わ
ち
泉
州
州
学
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
浩
潮
な
の
に

対
し
、
わ
た
く
し
王
稼
の
家
塾
で
往
時
、
陳
淳
が
講
じ
族
父
王
岳
が
筆
録
し
、

陳
淳
友
人
の
陳
志
が
叙
を
作
っ
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
経
学
(
朱
子
学
)
術
語
講
義

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
こ
の
『
字
義
』
刊
行
者
薬
信
原
に
提
供
し
た
、
と
い
う

意
味
の
記
述
が
あ
る
(
解
題
論
文
三
三
頁
)
。
こ
こ
に
み
え
る
「
郡
序
」
　
「
西

山
読
書
記
」
等
は
、
科
挙
へ
の
朱
子
学
の
食
い
込
み
に
関
わ
る
徴
表
と
な
る
語

で
あ
る
。
宣
伝
文
を
依
頼
さ
れ
た
陳
淳
友
人
の
陳
志
(
一
一
七
一
～
一
二
三
〇
)

は
、
朱
蕪
の
同
時
代
人
の
や
や
先
輩
で
宰
相
に
も
な
り
、
朱
蕪
の
友
人
で
庇
護

者
で
も
あ
っ
た
苫
田
の
陳
俊
卿
の
子
で
、
書
家
と
し
て
も
有
名
な
、
福
建
南
部

に
お
け
る
当
時
の
士
大
夫
文
化
の
名
士
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
序
文
は
、
講

義
実
施
に
関
す
る
陳
淳
自
身
の
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
科
挙
及
び
官
僚
シ
ス
テ

ム
文
化
と
朱
某
の
学
術
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
く
道
程
に
お
い
て
、
科
挙

シ
ス
テ
ム
の
知
に
も
合
う
よ
う
に
朱
説
を
再
構
成
し
た
書
と
し
て
こ
の
『
字

義
』
書
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
、
明
瞭
に
物
語
る
。
『
字
義
』
各
門
の
言
葉
が
、

先
に
述
べ
た
経
学
的
知
の
枠
の
も
の
で
あ
り
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
に
充
分
に
乗
る

解
説
言
辞
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
成
熟
し
て
き
た
科
挙
及
び
官
僚
シ
ス

テ
ム
文
化
に
絡
み
と
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
陳
淳
の
意
図
は
と
も
あ
れ
、

科
挙
文
化
を
生
き
る
士
人
の
読
書
世
界
に
こ
の
書
が
浮
上
し
た
と
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
の
後
、
明
初
の
『
性
理
大
全
』
に
『
字
義
』
各
門
の
解
説
が
バ
ラ
さ
れ
て

組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
『
字
義
』
の
読
み
の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
。
科
挙

世
界
に
が
っ
ち
り
と
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
う
し
た
破
格
の
扱
い
を
受
け
て

以
後
は
、
こ
の
『
字
義
』
書
が
科
挙
と
の
関
わ
り
で
　
「
朱
子
学
教
科
書
」
と
の

評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
の
評
価
が
あ
る
ゆ
え
に
こ

そ
、
そ
の
後
『
字
義
』
書
は
中
国
で
繰
り
返
し
刊
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

日
本
へ
も
輸
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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こ
う
考
え
る
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
い
う
よ
う
で
恐
縮
だ
が
、
こ
の
『
字

義
』
書
は
、
ま
さ
に
南
宋
後
半
に
お
け
る
科
挙
シ
ス
テ
ム
諸
文
化
の
成
熟
と
い

う
状
況
ぬ
き
に
は
、
後
世
に
は
残
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
陳
淳
を
「
記

涌
詞
章
の
俗
学
」
　
(
呉
澄
)
、
「
訓
話
の
一
派
」
　
(
全
祖
望
)
　
と
批
判
し
、
一

方
逆
に
　
「
理
を
論
ず
る
こ
と
切
実
」
と
高
く
評
価
す
る
評
語
(
薛
珪
)
　
も
残
る

が
　
(
解
題
論
文
四
〇
頁
)
、
こ
れ
ら
も
、
科
挙
及
び
官
僚
シ
ス
テ
ム
諸
文
化
へ

の
各
評
者
の
関
わ
り
か
ら
表
出
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
を

味
読
す
る
こ
と
は
、
南
宋
末
在
地
士
人
の
精
神
生
活
を
味
わ
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

明
代
ま
で
射
程
を
の
ば
し
て
、
王
朝
と
科
挙
シ
ス
テ
ム
が
求
め
る
士
人
像
、
世

界
像
を
味
わ
う
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。

三

一
方
、
日
本
で
は
、
戦
国
か
ら
平
和
へ
と
転
換
す
る
中
で
、
武
士
統
治
に
よ

る
幕
藩
体
制
の
社
会
秩
序
の
安
定
を
は
か
る
理
念
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
新
儒

教
の
学
説
が
注
視
さ
れ
た
。
同
時
代
明
代
の
中
国
で
朱
子
学
入
門
書
と
し
て
評

価
さ
れ
て
い
た
『
北
渓
字
義
』
も
、
そ
の
一
環
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
、

儒
学
を
お
お
い
に
認
知
す
る
時
代
が
到
来
し
た
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
時

点
で
の
日
本
社
会
に
は
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
「
朱
子
学
」
　
文
化
を
構
成

す
る
文
化
装
置
が
生
き
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
『
字
義
』
書

に
同
時
代
中
国
の
士
人
と
同
じ
意
義
を
見
出
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
当
初
は
と
も
か
く
も
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
の
中
で
読
む
コ
ン
テ
キ

ス
ト
と
は
別
の
意
味
を
江
戸
の
人
は
こ
の
書
に
見
出
し
、
こ
の
事
の
読
ま
れ
方

や
評
価
が
分
裂
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
素
材
を
扱
い
な
が
ら
理
解
が

別
の
も
の
に
な
る
と
い
う
、
中
国
文
物
を
日
本
に
導
入
す
る
際
に
度
々
生
起
す

る
問
題
を
体
現
す
る
か
の
よ
う
で
、
興
味
深
い
。

す
な
わ
ち
、
徳
川
幕
府
に
登
用
さ
れ
た
林
羅
山
(
一
五
八
三
～
一
六
五
七
)
　
は
、

徳
川
政
権
も
よ
う
や
く
安
定
し
た
頃
、
こ
の
『
北
渓
字
義
』
　
(
性
理
字
義
)
を

格
好
の
朱
子
学
入
門
書
と
み
な
し
て
そ
の
日
本
語
解
説
書
『
性
理
字
義
諺
解
』

を
著
し
た
　
(
羅
山
没
後
の
一
六
五
九
年
刊
)
。
そ
の
序
に
お
い
て
羅
山
は
い
う

(
原
漢
文
。
内
聞
文
庫
蔵
写
本
に
よ
る
)
。

余
　
性
理
字
義
を
読
み
、
人
の
求
め
に
応
じ
て
常
談
を
借
り
方
言
を
仮

り
、
加
う
る
に
国
字
を
以
て
し
之
が
諺
解
を
為
る
。
蓋
し
人
を
し
て
之

を
読
み
て
暁
り
易
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
且
つ
比
の
書
に
称
す

る
所
の
性
命
、
道
徳
、
仁
義
、
誠
敬
、
無
極
、
太
極
、
陰
陽
、
鬼
神
の

字
義
、
談
ず
る
こ
と
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
。
庶
幾
く
は
浅
き
よ
り
深
き
に

至
り
、
卑
き
よ
り
高
き
に
昇
る
こ
と
、
実
に
等
級
有
り
て
、
此
に
由
り

て
進
み
、
聖
人
の
書
を
読
み
、
聖
人
の
心
を
求
む
れ
ば
、
其
れ
可
な
り
。

彼
に
あ
っ
て
は
、
『
北
渓
字
義
』
を
読
む
こ
と
は
朱
子
学
が
み
て
と
る
「
聖
人

の
心
」
を
つ
か
む
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
動
機
か
ら
初
学

者
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
そ
の
諺
解
を
作
成
提
供
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
書
は
『
字
義
』
を
各
条
ご
と
に
講
釈
し
、
そ
の
中
に
陳
淳
が
踏
ま
え

る
、
あ
る
い
は
中
国
史
書
そ
の
他
の
文
献
の
資
料
を
と
き
ど
き
に
折
り
込
ん
で

い
て
、
羅
山
の
意
図
に
沿
っ
て
読
む
な
ら
ば
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
後
に
出
た
熊
谷
了
庵
に
よ
る
中
国
学
関
連
の
該
博
な
頭
注
を
附
す
る
、
寛
文

一
〇
年
(
一
六
七
〇
)
　
二
十
五
門
系
和
刻
本
は
、
了
庵
の
後
序
に
、
「
前
に
羅

山
林
公
に
諺
解
数
巻
有
り
。
世
に
行
わ
れ
、
学
ぶ
者
は
其
の
捷
径
を
得
た
り
。

余
も
亦
た
既
に
其
の
餞
唾
を
呪
い
、
云
々
」
と
い
い
　
(
原
漢
文
。
東
北
大
学
狩
野
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文
庫
蔵
本
に
よ
る
)
、
自
ら
を
『
諺
解
』
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
。

以
上
の
有
名
な
二
書
の
段
階
は
、
朱
子
学
言
説
そ
の
も
の
の
理
解
と
普
及
に

力
点
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
字
義
』
書
そ
の
も
の
の
存
在
は
き
わ
め
て
肯
定
的

意
識
の
も
上
北
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
朱
子
学
の
術
語
を
解
釈
説
明
す
る

そ
の
書
の
あ
り
方
へ
の
疑
問
や
、
そ
の
書
と
の
解
離
意
識
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
や
や
時
代
が
下
り
、
日
本
の
社
会
に
朱
子
学
は
適
合
す
る
の
か
と
疑

問
を
発
し
、
朱
子
学
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
で
は
な
く
、
直
接
に
孔
子
孟
子
、
さ

ら
に
は
孔
子
が
い
う
「
聖
人
の
道
」
　
に
返
っ
て
、
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
儒
学

を
捉
え
よ
う
と
す
る
　
「
古
学
」
　
派
儒
学
が
出
て
く
る
と
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
当

然
な
が
ら
、
『
字
義
』
書
は
そ
の
ま
ま
に
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。

伊
藤
仁
斎
　
(
一
六
二
七
～
一
七
〇
四
)
　
の
か
の
『
語
孟
字
義
』
　
(
一
六
八
三
年
初

稲
、
一
七
〇
四
年
仁
斎
最
終
稿
)
　
は
、
「
字
義
」
　
と
冠
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
.
『
北
渓
字
義
』
の
論
述
形
式
に
範
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
内
容
も
『
北
渓
字
義
』
に
範
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
『
語
孟
字
義
』
に
お
け

る
仁
斎
の
そ
の
論
述
姿
勢
を
、
子
安
宣
邦
氏
は
、
「
朱
注
を
解
説
す
る
こ
と
で

朱
子
学
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
『
性
理
字
義
』
を
換
骨
奪
胎
せ
し
め
な
が
ら
、

「
字
義
　
(
語
孟
の
ー
市
来
)
　
」
　
の
新
た
な
読
み
を
展
開
さ
せ
」
　
る
も
の
と
論
じ

て
い
る
〔
⑦
〕
。
そ
こ
で
は
『
北
渓
字
義
』
そ
れ
自
体
は
、
朱
子
学
を
解
説
敷

節
す
る
も
の
と
し
て
朱
薫
思
想
と
な
お
一
体
的
な
も
の
と
み
ら
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
『
性
理
字
義
諺
解
』
を
著
し
た
と
き
に
羅
山
が
抱
い
て
い
た
よ
う
な

『
字
義
』
に
対
す
る
肯
定
的
意
識
は
『
語
孟
字
義
』
の
仁
斎
に
は
も
は
や
な
く
、

朱
子
学
諸
概
念
の
連
関
を
越
え
な
い
範
囲
で
つ
じ
っ
ま
が
あ
う
よ
う
に
術
語
を

解
説
敷
節
す
る
そ
の
論
述
姿
勢
も
含
め
て
、
『
北
渓
字
義
』
は
克
服
さ
る
べ
き

対
象
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
伊
藤
仁
斎
に
若
干
先
行
し
て
、
中
国
元
明
以
後
の
朱
子
後
学
の
編
纂
物

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
来
貢
の
『
文
集
』
　
『
語
類
』
と
い
っ
た
朱
蕪
一
次
資
料

を
精
読
す
る
こ
と
に
よ
り
原
朱
子
学
に
復
帰
し
よ
う
と
し
、
そ
の
視
座
か
ら
、

朱
子
後
学
の
注
釈
を
科
挙
テ
キ
ス
ト
用
に
集
成
編
集
し
た
『
大
全
』
風
朱
子
学

-
林
家
の
学
風
で
も
あ
る
ー
を
批
判
す
る
山
崎
闇
斎
　
(
一
六
一
八
～
一
六
八
二
)

が
出
る
。
そ
の
高
弟
浅
見
綱
斎
(
一
六
五
二
～
一
七
一
一
)
　
は
師
闇
斎
の
学
を
継

承
し
っ
つ
、
朱
蕪
の
真
意
を
損
な
う
も
の
と
し
て
『
北
渓
字
義
』
を
捉
え
る
立

場
か
ら
『
字
義
』
批
判
の
講
義
を
行
い
　
(
一
七
〇
六
、
七
年
)
、
そ
の
講
義
を

門
人
若
林
強
斎
が
『
性
理
字
義
講
義
』
と
し
て
筆
録
す
る
。
石
黒
衝
氏
は
、
近

年
、
桐
斎
の
そ
の
講
義
姿
勢
を
、
「
『
性
理
字
義
』
に
解
体
的
に
か
か
わ
り
な

が
ら
朱
子
の
後
継
の
言
説
と
己
の
学
と
を
弁
別
し
、
ま
た
綱
斎
に
先
行
す
る
羅

山
の
よ
う
な
解
説
的
な
言
説
と
の
弁
別
を
図
る
」
も
の
と
し
て
論
述
し
て
い
る

〔
⑧
〕
。
そ
こ
に
引
か
れ
た
桐
斎
の
そ
の
講
義
か
ら
は
、
朱
薫
の
も
と
の
文
脈

か
ら
切
り
離
し
て
断
章
取
義
的
に
朱
某
の
語
を
用
い
な
が
ら
、
わ
が
身
の
こ
と

か
ら
離
れ
て
一
つ
の
　
「
説
」
と
し
て
つ
じ
っ
ま
が
あ
う
よ
う
に
い
わ
ば
抽
象
的

に
解
説
す
る
も
の
と
し
て
綱
斎
が
『
字
義
』
書
を
き
わ
め
て
批
判
的
に
捉
え
て

い
く
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
か
ら
そ
の
書
の
難
点
を
批
判
す
る
こ
と

を
通
し
、
心
身
含
め
て
わ
が
身
が
生
き
て
あ
る
こ
と
に
即
し
、
わ
が
身
の
こ
と

を
語
る
も
の
と
し
て
朱
薫
の
言
葉
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
綱
斎
の
朱
子
学
理

解
の
姿
勢
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
『
字
義
』
が
朱
子
学
の

術
語
を
概
論
風
に
構
成
し
解
説
し
て
し
ま
う
故
に
朱
薫
自
身
の
意
図
か
ら
ず
れ

て
い
く
と
み
て
、
陳
淳
の
そ
の
解
説
姿
勢
の
問
題
点
を
糾
明
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
自
ら
の
営
み
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
は
、
『
北
渓
字
義
』
が
古
学
派
な
ら
ぬ
朱
子
学
派
か
ら
批
判
を
受
け

る
点
が
興
味
深
い
。
崎
門
の
こ
の
人
々
も
江
戸
社
会
の
武
士
支
配
固
定
身
分
社

会
を
生
き
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
　
「
朱
子
学
」
　
は
科
挙
体
制
に
守
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
条
件
の
下
で
、
し
か
し
古
学
派
と
は
異
な
り
、
朱
某
思
想

に
あ
く
ま
で
　
「
真
理
」
　
を
兄
い
出
そ
う
と
す
る
故
に
、
そ
こ
に
生
ず
る
矛
盾
を

「
朱
子
学
」
言
説
の
枠
内
で
消
化
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
朱
蕪
そ
の

人
の
言
葉
を
そ
の
後
学
や
科
挙
体
制
の
解
釈
か
ら
分
離
し
て
理
念
型
化
し
、
そ

の
視
座
か
ら
後
世
の
理
解
を
批
評
し
ょ
う
と
は
か
る
。
加
え
て
綱
斎
の
段
階
で

は
、
一
方
で
は
林
家
の
朱
子
学
と
、
他
方
で
は
古
学
派
と
の
差
異
を
際
だ
た
せ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
朱
某
と
陳
淳
と
を
単
に
分
離
す
る
の
み
な
ら
ず
、
朱
某

後
学
と
し
て
の
陳
淳
を
は
っ
き
り
と
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

陳
淳
を
朱
薫
と
一
体
と
み
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
分
離
し
て
そ
の
距
離
を

考
え
る
と
い
う
の
は
、
近
代
の
我
々
の
眼
か
ら
は
当
然
の
問
題
設
定
で
も
あ
る

が
、
同
時
に
、
以
上
の
よ
う
に
江
戸
初
期
の
朱
子
学
受
容
が
煮
詰
ま
っ
た
中
か

ら
も
出
て
く
る
論
議
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
挙
シ
ス
テ
ム
は
な
く
と
も
、
な

お
儒
学
の
言
葉
の
中
に
「
真
理
」
を
希
求
で
き
る
、
希
求
す
べ
き
だ
と
い
う
前

提
に
立
ち
、
か
つ
武
士
支
配
の
固
定
身
分
制
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
江
戸
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
『
北
渓
字
義
』
は
、
そ
の
語
り
手
が
自
己
と

朱
子
学
と
の
関
わ
り
を
ど
う
み
る
か
の
踏
み
絵
の
位
置
に
置
か
れ
た
。
今
日
に

お
い
て
本
書
を
味
読
す
る
こ
と
は
、
こ
の
江
戸
初
期
の
朱
子
学
受
容
の
現
場
を
、

外
側
か
ら
の
単
な
る
説
明
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
か
ら
追
体
験
す
る
こ

と
に
も
つ
な
が
る
。

四

以
上
、
本
訳
注
書
の
解
題
論
文
の
論
述
と
は
な
る
べ
く
重
な
ら
な
い
範
囲
で
、

『
北
渓
字
義
』
の
読
み
を
成
り
立
た
せ
る
過
去
の
知
の
あ
り
方
を
一
瞥
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
は
、
そ
の
読
み
手
が
位
置
す
る
場
の
中
で
成
立
す
る
。
中
国

で
は
、
朱
子
学
文
化
を
支
え
る
科
挙
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
そ
の
書
そ
の
も
の
が

見
出
さ
れ
、
流
通
さ
せ
ら
れ
た
。
日
本
で
は
、
江
戸
の
初
期
を
出
発
点
と
し
て
、

武
士
支
配
の
固
定
身
分
制
と
い
う
枠
の
下
で
儒
学
各
派
が
自
己
の
儒
学
の
立
場

を
表
出
す
る
踏
み
台
と
し
て
読
ま
れ
た
。
そ
れ
は
第
一
義
的
に
は
、
そ
の
時
点

で
の
日
本
に
科
挙
シ
ス
テ
ム
は
な
く
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
諸
文
化
に
由
来
す
る
本

書
へ
の
価
値
評
価
に
縛
ら
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
加
え
て
、
儒

教
華
夷
観
念
に
拠
り
中
国
を
宗
主
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
前
近
代
東
ア
ジ
ア

国
際
関
係
秩
序
の
下
、
先
進
の
中
国
文
物
を
輸
入
消
化
す
る
過
程
で
、
逆
に
文

物
の
輸
入
国
側
が
自
己
の
文
化
・
社
会
の
伝
統
に
目
覚
め
、
そ
の
中
国
文
物
を

換
骨
奪
胎
し
っ
つ
中
国
文
化
に
対
抗
意
識
を
持
つ
と
い
う
、
繰
り
返
さ
れ
る
前

近
代
の
疑
似
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
江
戸
人
に
お
け
る
こ

の
『
北
渓
字
義
』
　
の
読
み
方
に
対
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
も
、
伊
藤
仁
斎
が

『
語
孟
字
義
』
を
著
し
た
こ
と
や
浅
見
的
斎
の
講
義
か
ら
は
感
得
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
日
本
語
・
日
本
文
化
を
母
文
化
と
す
る
者
は
バ
ん
儒
教
文
化
シ
ス
テ

ム
が
生
き
て
い
た
時
代
を
も
は
や
生
き
る
の
で
は
な
い
今
こ
そ
、
過
去
の
読
み

の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
、
こ
う
し
た
歴
史
上
の
読
み
に
前
提
的
に
み
ら

れ
る
縛
り
を
相
対
化
し
っ
つ
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
過
去
の
読
み
を
支
え
る
過

去
の
知
の
枠
組
み
と
の
こ
う
し
た
対
話
を
し
て
い
く
先
に
は
、
我
々
が
意
識
し

な
い
ま
ま
に
縛
ら
れ
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
の
知
の
錯
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綜
し
た
様
態
を
客
観
化
、
自
覚
化
す
る
道
も
開
け
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
た
び
は
、
単
な
る
説
明
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
書
を
読
む
と
い
う
体

験
を
通
し
て
こ
の
l
よ
う
な
課
題
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
、
信
頼
で
き
る
翻
訳

が
刊
行
さ
れ
た
。
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

四
巻
第
三
号
、
一
九
九
五
年
)
。

⑦
　
『
「
事
件
」
と
し
て
の
狙
抹
学
』
第
八
章
「
命
名
と
制
作
*
『
弁
道
』
と
い
う

作
業
」
　
二
六
八
頁
、
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
。

⑧
　
「
浅
見
網
斎
-
人
倫
日
用
の
思
想
I
L
　
(
衣
笠
安
音
編
『
近
世
思
想
史
研
究
の

現
在
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
、
所
収
)
一
一
六
貢
。

注

、

①
　
訳
語
に
関
し
て
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
対
象
と
関
わ
っ
て
こ
こ
ろ
が
働
く
こ
と
を

広
く
い
う
原
文
の
.
「
知
覚
」
　
と
い
う
語
に
訳
語
と
し
て
　
「
知
覚
」
　
を
当
て
た
ま
ま

で
あ
る
の
な
ど
は
、
近
代
語
に
お
け
る
感
官
に
よ
る
「
知
覚
」
と
紛
ら
わ
し
く
な

る
の
で
、
一
言
断
り
書
き
を
入
れ
る
べ
き
か
　
(
七
四
頁
、
他
)
。
注
に
関
し
て
一

例
を
あ
げ
れ
ば
、
六
七
貢
注
　
(
1
3
)
　
太
極
図
周
程
授
受
に
つ
い
て
　
「
事
実
か
ど
う

か
疑
わ
し
い
」
　
と
だ
け
い
う
が
、
七
八
頁
　
「
心
之
量
極
大
云
々
」
　
に
対
す
る
朱
某

の
先
駆
思
想
の
言
辞
紹
介
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
例
え
ば
呂
祖
謙
、
張
拭
等
、
朱

寮
の
重
要
な
講
友
の
疑
念
表
明
資
料
の
所
在
を
載
せ
て
背
景
を
示
唆
す
る
の
も
効

果
的
か
。

②
　
「
『
北
渓
字
義
』
版
本
考
」
　
(
『
東
方
学
』
第
八
〇
韓
、
一
九
九
〇
年
)
。

③
　
陳
栄
捷
「
朱
子
之
印
務
」
　
(
『
朱
子
新
探
索
』
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
八
年
、

所
収
)
。

④
　
例
え
ば
「
勒
諭
梯
」
　
(
『
朱
文
公
文
集
』
巻
百
)
　
の
第
六
条
。

⑤
　
(
佐
野
公
治
『
四
書
学
史
の
研
究
』
第
二
章
「
宋
元
代
の
四
書
学
を
め
ぐ
る
政

治
的
思
想
的
状
況
」
　
創
文
社
、
一
九
八
八
年
。
ま
た
本
間
次
彦
　
「
廷
る
朱
子
」

『
中
国
哲
学
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
三
年
)
。

⑥
　
中
砂
明
徳
「
士
大
夫
の
ノ
ル
ム
の
形
成
-
南
宋
時
代
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
第
五




