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「
玉
梓
」
と
は
、
霹
書
を
正
し
く
認
識
す
る
、
つ
ま
り
、
経
書
に
対
す
る
誤
れ
る
評
価

を
正
す
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
特
に
こ
の
篇
を
設
け
た
の
は
、
後
漢
以
来
の
風
を
承

け
て
、
当
時
も
ま
だ
繹
書
が
広
く
行
は
れ
、
且
つ
不
当
に
高
く
評
価
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
に

遥
ひ
な
い
。
隋
書
経
籍
志
に
「
至
宋
大
明
申
、
始
禁
園
譲
、
梁
天
監
巳
後
、
叉
重
其
制
」

と
あ
る
。
禁
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
盛
行
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
篇
之
宗
経
の
次
に
置
い
た
わ
け
は
、
膵
が
経
に
配
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ

ら
う
。こ

の
富
で
彦
和
の
言
つ
て
を
る
「
繹
」
と
は
、
因
・
識
を
も
こ
め
て
の
広
い
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彦
和
は
、
を
の
広
義
の
経
を
、
真
の
も
の
と
偽
の
も
の
と
に
わ

け
で
考
へ
て
ゐ
た
の
で
は
た
い
か
と
思
ふ
。
乃
ち
河
田
・
洛
吉
、
尭
の
緑
園
、
文
王
の
丹

書
な
ど
の
如
き
、
天
が
聖
人
に
示
せ
る
瑞
応
と
い
ふ
も
の
の
存
在
せ
し
こ
と
を
信
じ
て
、

そ
れ
ら
を
真
の
繹
と
し
、
後
世
の
佼
数
の
士
の
手
に
成
っ
た
も
の
を
偽
の
経
と
し
て
ゐ
た

や
う
で
あ
る
。

古
来
、
因
誼
の
語
が
あ
り
、
図
膵
の
譜
が
あ
り
、
ま
た
識
綿
の
語
が
あ
る
む
図
と
譲
と

韓
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
の
如
く
で
も
あ
り
、
ま
た
お
の
お
の
異
る
が
如
く

で
も
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
略
述
し
て
お
く
。

後
漢
書
光
武
紀
に
見
え
る
「
図
歳
」
の
語
に
、
李
賢
は
注
し
て
「
図
、
河
園
地
、
譲
、
符

命
之
書
、
謙
、
険
也
、
言
為
王
者
受
命
之
徴
験
也
」
と
い
ひ
、
茶
色
の
郭
有
道
碑
文
に
見
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え
る
「
図
線
」
の
語
に
、
李
善
は
注
し
て
「
図
、
河
図
也
、
l
締
、
六
桂
皮
孝
経
皆
有
緯

也
」
と
い
ふ
。
こ
の
二
注
に
拠
れ
ば
、
図
は
河
図
で
あ
り
、
誠
は
予
言
書
の
類
で
あ
り
、

綿
は
経
に
配
せ
ら
れ
た
書
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
図
と
誰
と
枠
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別

物
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

で
は
何
故
に
「
図
識
」
と
並
称
せ
ら
れ
、
「
図
枠
」
と
並
称
せ
ら
れ
、
ま
た
「
識
締
」

と
並
称
せ
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
三
者
に
共
通
せ
る
性
負
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら

う
。
共
通
の
性
質
と
は
何
か
と
い
へ
ば
、
隠
語
め
い
た
賢
き
方
を
し
、
予
言
め
い
空
息
坪

を
含
ま
せ
て
な
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
を
狩
生
的
に
考
へ
れ
ば
、
国
と
誰
と
が
比
較

的
に
早
く
生
れ
、
後
に
を
の
図
譜
の
風
を
痙
密
元
附
会
し
て
緯
書
が
作
ら
れ
た
も
の
と
思

ふ
。
だ
か
ら
緯
書
な
る
も
の
は
、
そ
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
殆
ん
ど
図
譲
と
同
質
と
い
っ
て

よ
く
、
た
だ
そ
れ
が
経
に
配
せ
ら
れ
た
が
為
に
特
に
錘
と
名
づ
け
ら
れ
た
ま
で
の
こ
と
で

あ
ら
う
。
.

尤
も
誠
と
膵
と
政
別
物
で
あ
っ
て
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
や
や
条
理
だ
て
イ
し
論
じ
た
の
は
、
明
の
胡
応
隣
の
四
部
正
調
の
上
に
見
え
る
説
が

恐
ら
く
最
初
で
あ
ら
う
。

そ
の
後
、
清
の
四
焼
金
書
総
自
損
要
巻
六
や
、
徐
春
原
の
緯
候
不
起
於
哀
平
舞
(
詰
経

精
舎
文
典
巻
十
二
所
輯
)
に
更
に
詳
論
せ
ら
れ
た
。
譲
と
蹄
と
の
発
生
し
た
時
代
を
た
ど

り
、
そ
の
意
義
を
考
へ
れ
ば
、
こ
の
二
者
は
別
物
で
あ
る
こ
と
正
に
右
三
浪
の
い
へ
る
通

り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
.
徐
春
原
も
一
面
に
於
で
は
、
図
・
識
・
拝
の
三
者
は
「
同

三
三
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」
と
指
摘
せ
る
如
く
、
本
質
的
に
は
区
別
し
か
ね
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
れ
で
古

来
こ
の
三
者
は
殆
ん
ど
同
様
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
を
り
、
彦
和
も
ま
た
こ
れ
を
同
一
視

し
て
、
膵
と
総
称
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
篇
の
構
成
は
次
の
如
く
見
ら
れ
ま
う
。
.

「
夫
神
道
聞
幽
」
よ
り
「
偽
亦
恵
焉
」
ま
で
の
十
二
句
を
第
一
段
と
し
、
緯
吉
の
発
生
を

論
じ
て
を
る
。

「
天
六
経
彪
柄
」
よ
り
「
線
何
像
焉
」
ま
で
の
三
十
八
句
を
第
二
段
と
し
、
経
書
の
偽
を

論
託
し
て
を
る
。

「
原
夫
園
鼓
之
見
」
よ
旬
「
論
之
精
美
」
ま
で
の
四
十
句
を
聖
一
段
と
し
、
経
書
は
孔
子

の
作
灯
非
ざ
る
こ
と
甘
論
じ
て
を
る
。
次
の
四
節
に
わ
け
ら
れ
よ
う
。

「
原
天
国
忽
Z
見
」
よ
り
「
序
録
而
巳
」
ま
で
の
十
四
旬
は
、
孔
子
は
前
撃
の
符
命
を

序
録
し
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
い
ふ
。

「
於
是
佼
数
之
士
」
よ
り
「
朱
紫
乱
英
」
ま
で
の
十
二
旬
は
、
伎
数
の
士
が
緯
書
を
多

く
偽
造
し
た
為
に
真
偽
の
区
別
が
つ
き
把
く
く
な
っ
た
こ
と
を
い
ふ
。

「
至
於
光
武
之
世
」
よ
り
「
亦
巳
甚
兵
」
ま
で
の
八
句
は
、
後
漢
に
於
け
る
.
緯
富
の
盛

行
を
い
ふ
。

「
是
以
桓
譚
疾
其
虚
偽
」
か
ら
「
論
之
精
兵
」
ま
で
の
六
句
は
、
後
漢
の
凹
賢
の
な
せ

る
締
書
の
批
判
を
挙
げ
て
儲
二
段
の
論
と
呼
応
さ
せ
る
。

「
若
乃
義
農
軒
埠
之
源
」
よ
り
「
故
詳
論
焉
」
ま
で
の
十
五
句
を
第
四
段
と
し
、
偽
の
経

書
も
、
文
章
の
益
に
な
る
こ
と
払
い
つ
て
を
る
。

・

」

.
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「
天
和
道
聞
幽
、
天
命
綾
顕
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ノ

.
「
神
道
」
の
語
は
、
脊
鮪
第
三
十
七
に
も
「
宍
形
而
上
者
謂
之
道
、
形
而
下
者
謂
之

ヽ

　

ヽ

器
、
神
道
那
墓
、
精
台
木
鹿
追
其
極
、
形
ノ
器
易
写
、
壮
辞
可
得
喩
共
裏
」
と
あ
っ
て
酪

面
上
の
「
道
」
を
謂
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
「
道
」
に
「
神
」
の
字
を
冠
せ
し

め
た
わ
け
は
わ
か
り
に
く
い
.
-
と
い
ふ
の
は
、
「
道
」
を
神
秘
な
る
も
の
と
見
て
「
神
」

三
四

の
字
を
冠
せ
も
め
た
と
も
と
れ
る
し
、
神
秘
な
る
も
の
の
司
る
道
と
い
ふ
意
味
で
T
神
」

の
字
を
冠
せ
し
め
た
と
も
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
苓
飾
篇
の
用
法
は
「
神
秘
な
る
道
」
と

解
し
て
通
ず
る
が
、
こ
こ
の
「
神
道
」
は
、
「
天
命
」
と
対
し
て
用
ひ
ら
れ
⊥
」
を
る
こ

と
、
ま
た
下
女
に
「
神
教
」
の
語
が
あ
る
こ
と
を
考
へ
あ
は
す
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
へ

ば
、
神
秘
な
る
も
の
の
司
る
道
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。

ヽ

　

ヽ

「
聞
幽
」
　
「
微
顧
」
の
二
語
は
、
周
易
、
.
繋
碑
下
の
「
宍
易
、
彰
往
耐
察
来
、
耐
綾
顕

聞
幽
」
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
ふ
飴
地
は
な
い
。
が
し
か
し
難
解
な
語
で
あ
る
。

韓
旋
伯
は
戯
僻
に
注
し
て
　
「
易
無
往
不
彰
、
無
来
不
零
、
両
級
以
之
顕
、
幽
以
之
興

間
、
明
地
」
と
い
ふ
。
つ
ま
り
こ
の
二
語
を
ば
、
「
級
よ
り
し
て
顕
に
ゆ
か
し
め
、
幽
よ

り
し
て
間
に
ゆ
か
し
む
」
と
解
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
韓
屏
伯
の
解
は
、
十
分

に
納
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
仮
り
に
乙
の
解
に
副
っ
て
、
彦
和
の
こ

こ
の
二
句
の
意
味
を
と
れ
ば
、
「
神
道
は
幽
な
る
も
の
に
よ
っ
て
明
な
る
も
の
を
著
し
、

天
命
は
按
な
る
も
の
に
よ
っ
て
顕
な
る
も
の
聖
示
す
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
か
。
そ
し

て
そ
の
実
際
を
述
べ
た
の
が
次
の
「
馬
竜
田
而
大
易
興
、
神
亀
見
両
洪
範
煙
」
の
二
句
で

あ
る
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
気
に
な
る
の
は
惑
辞
の
「
扱
顕
聞
幽
」
の
意
味
で
あ
る
。
朱
子
本
義
の
説
の

如
く
、
こ
の
辺
に
誤
り
が
あ
る
と
す
る
の
も
一
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
こ
の
ま
ま
の

語
形
で
意
味
を
と
る
と
す
れ
ば
、
韓
注
は
何
と
し
て
も
牽
強
の
説
を
免
れ
ま
い
。
尤
も
韓

旋
伯
の
拠
れ
る
繋
辞
は
、
或
ひ
は
「
顕
政
聞
幽
」
、
ま
た
は
「
按
顕
幽
聞
」
に
作
ら
れ
て

ゐ
兜
の
か
も
知
れ
な
い
部
、
そ
れ
を
託
す
る
資
料
が
な
い
か
ら
、
韓
注
を
牽
強
と
評
し
た

の
寸
、
現
行
の
も
の
と
同
じ
か
っ
た
と
し
て
の
立
場
で
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
扱
顕
聞
幽
し
の
語
を
す
な
は
に
、
「
顕
を
租
に
し
幽
を
間
に

す
」
と
読
ん
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
現
に
わ
が
北
村
間
然
先
生
は
そ
の
や
う
に
読
ん
で

を
ら
れ
る
(
周
易
十
翼
精
義
二
五
四
頁
)
。
の
み
な
ら
ず
唐
人
に
も
既
に
そ
の
や
う
に
読

ん
で
ゐ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
ふ
L
が
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
杜
預
の
春
秋
左

、
-

氏
伝
序
に
「
牧
顕
聞
幽
」
と
あ
っ
て
、
繋
辞
の
文
に
拠
れ
る
こ
と
明
か
で
あ
る
が
、
正
義

ヽ

　

ヽ

　

t

　

ヽ

に
は
そ
れ
を
「
秩
其
顕
事
、
閲
其
幽
理
」
と
釈
し
て
を
る
か
ら
で
あ
る
.



一
尤
も
「
顕
を
薇
に
し
幽
を
問
に
す
」
と
読
め
ば
、
「
顕
を
薇
に
す
」
と
「
幽
を
間
に

す
」
と
は
、
思
考
の
流
れ
方
が
互
に
相
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
不
自
然
さ
を
感
す

る
。
こ
の
不
自
然
さ
を
感
じ
た
が
為
に
韓
炭
伯
は
さ
う
読
む
こ
と
を
避
け
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
同
じ
票
辞
下
に
「
其
言
曲
面
中
、
美
事
球
面
隠
」
と
あ
っ
て
、
.
「
曲

的
申
し
と
「
璋
而
隠
」
と
も
、
そ
の
思
考
の
流
れ
が
同
一
方
向
を
と
つ
て
を
る
と
住
い
へ

ぬ
。
す
る
と
「
顕
を
微
l
C
L
由
を
間
に
す
」
の
言
ひ
方
が
あ
ノ
つ
・
て
も
、
敢
へ
て
苛
と
す
る

に
足
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

「
微
顕
固
幽
」
に
つ
い
て
上
述
の
や
う
に
考
へ
て
み
る
と
、
彦
和
の
こ
こ
の
用
法
も
、

必
ず
し
も
韓
庚
伯
の
説
に
従
っ
た
も
の
と
は
言
ひ
き
れ
な
く
な
る
。

さ
て
「
神
道
」
と
「
天
命
」
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
て
、
一
は
抽
象
的
な
理
法

の
上
か
ら
呼
び
.
一
は
異
能
的
な
作
用
の
上
か
ら
呼
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
「
幽
」

と
「
按
」
と
は
、
同
じ
く
絹
へ
ど
こ
ら
の
な
い
奥
深
さ
を
意
味
し
て
ゐ
て
、
一
株
姿
の
上

か
ら
い
ひ
、
一
は
働
き
の
上
か
ら
い
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

「
馬
龍
田
酌
大
易
興
、
神
亀
見
而
洪
節
煙
」

「
烏
龍
出
」
は
河
図
を
指
し
「
神
色
見
」
は
洛
雷
を
指
す
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
彦

和
は
辞
書
の
起
源
を
河
図
洛
書
と
関
係
づ
け
て
考
へ
た
の
で
あ
る
。

上
文
の
「
聞
幽
」
　
「
秩
顕
」
を
「
幽
な
る
も
の
に
よ
っ
て
明
な
る
も
の
を
著
L
L
　
「
紗

な
る
も
の
に
よ
っ
て
顕
な
る
も
の
聖
不
す
」
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
馬
龍
田
」

と
「
神
亀
見
」
と
は
「
幽
」
と
「
放
し
　
と
に
当
り
、
「
大
易
興
」
と
「
洪
範
耀
」
と
は

「
閉
」
と
「
顕
」
と
に
当
る
こ
と
に
な
ら
う
。

ま
た
も
し
上
文
を
「
幽
を
間
に
し
」
　
「
顕
を
薇
に
す
」
と
読
め
ば
、
「
鳥
龍
田
で
」

「
神
色
見
ほ
れ
た
」
こ
と
が
「
幽
」
で
あ
り
、
「
大
易
興
り
」
　
「
洪
範
解
い
た
」
こ
と
が

「
問
」
で
あ
る
と
彦
和
は
見
て
ゐ
た
と
と
も
に
、
「
大
易
興
り
」
　
「
洪
範
煤
く
」
と
い
ふ

「
顕
」
な
る
こ
と
を
「
烏
龍
出
で
」
　
「
神
亀
兄
は
を
」
と
い
ふ
「
彼
」
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
示
し
た
も
の
と
見
て
ゐ
た
と
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

文
心
朋
竜
札
記
個
〔
斯
波
〕

「
但
世
宜
文
隠
、
好
生
矯
誕
」

「
盈
」
は
は
る
か
止
と
訓
じ
な
ら
は
し
て
ゐ
る
。
穀
染
伝
、
文
公
十
四
年
に
「
過
宋
鄭

勝
辞
、
昏
入
千
乗
之
.
国
」
と
あ
っ
て
、
を
の
注
に
「
皇
猶
達
也
」
と
あ
る
。
「
文
」
は
、

河
図
洛
書
に
あ
る
文
字
の
や
う
な
も
の
を
い
ひ
、
「
隠
」
は
、
意
味
が
隠
れ
て
ゐ
て
理
解
し

に
く
い
、
つ
蕗
宣
隠
語
め
い
て
ゐ
る
こ
と
を
い
ふ
。
「
世
巨
と
「
文
隠
」
と
は
同
格
で
凌
ぎ

・
「
好
生
矯
誕
」
は
、
↓
は
な
は
だ
(
患
た
は
、
ハ
こ
の
ん
で
)
絡
誕
を
生
じ
」
.
と
託
む
よ
り

ほ
か
あ
る
披
い
。
で
は
「
矯
誕
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
と
考
へ
て
み
る
と
、
言
語
の
構
成

＼

法
は
必
ず
し
も
論
理
を
以
て
律
し
得
な
い
と
は
い
へ
、
こ
の
「
矯
」
4
「
誕
」
と
の
結
合

に
、
あ
る
不
合
理
さ
を
感
ず
る
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
唐
写
本
に
「
矯
託
」
に
作
ら
れ

て
を
る
こ
と
で
あ
る
。
「
矯
」
は
「
誕
矯
」
の
「
矯
」
で
、
い
つ
は
る
、
詐
称
す
る
の
意

ヽ
、
ノ

味
で
あ
り
、
「
託
」
は
「
仮
託
」
の
「
託
」
で
、
か
こ
づ
け
る
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
二
字
の
結
合
に
は
不
自
然
さ
を
感
じ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
二
字
が
一
語
を
表
は
も
て

偽
物
を
誰
か
に
か
こ
つ
け
て
其
物
ら
し
く
詐
称
す
る
と
い
ふ
意
味
に
な
る
。
、
そ
れ
で
は
、

「
は
な
は
だ
(
ま
た
は
、
こ
の
ん
で
)
矯
託
を
生
ず
」
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。
「
矯
託
し
た
も

の
が
多
く
で
て
き
た
」
と
い
ふ
意
味
だ
と
し
て
し
ま
へ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ら
う
が
、
し
か

し
こ
れ
ま
た
し
っ
く
り
し
な
い
気
が
す
る
。
そ
こ
で
こ
こ
に
一
つ
の
臆
説
を
出
す
。
・

そ
れ
は
「
好
生
」
の
二
字
を
一
語
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
す
な
は
ち
「
好
生
」
は
、
「
俗
生
」
　
(
晋
、
王
沈
、
釈
時
論
)
、
「
蒙
生
」
　
(
梁
、

陶
弘
貴
、
答
朝
土
訪
仙
仏
同
法
橿
相
書
)
な
ど
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
を
と
れ
る
語
で
、
.
好

事
者
と
い
ふ
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
、
・
も
し
こ
の
臆
説
に

拠
っ
て
「
好
生
矯
託
」
を
解
す
れ
ば
、
(
世
は
盟
に
文
は
隠
な
る
を
よ
い
こ
と
に
し
て
)

「
好
生
が
矯
託
し
た
の
で
」
と
い
ふ
意
味
に
な
り
、
甚
だ
す
ら
り
と
ゆ
く
。

「
英
雄
存
英
、
偽
亦
遭
焉
」

真
物
は
確
か
に
存
在
し
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
利
用
し
て
偽
物
も
出
た
、
と
い
ふ

意
味
で
あ
ら
う
。
「
真
」
と
は
河
図
浄
書
の
頬
を
指
し
、
「
偽
」
と
は
、
後
世
の
い
は
ゆ

一
二
五



支
那
学
研
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第
十
九
号

る
経
書
を
指
す
。

、

三
ハ

ヽ

　

ヽ

「
巌
嶋
嶺
刺
畳
、
洲
柴
渚
連
綿
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
下
文
「
釣
識
壁
恕
」
の

「
蛮
地
」
は
、
盛
ん
に
垂
れ
さ
が
っ
て
を
る
さ
ま
な
い
ふ
。
こ
こ
で
は
二
語
と
も
に
、
多

い
さ
ま
を
表
は
す
。

こ
こ
に
こ
と
わ
つ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
.
。
上
述
の
如
く
、
こ
の
島
の
「
烏
龍
出
而

大
易
興
、
神
色
畢
E
洪
範
煤
」
を
、
「
神
道
間
幽
、
天
命
扱
顕
」
の
一
現
象
と
解
し
、
且

つ
「
神
道
」
を
、
「
神
秘
な
る
も
の
の
司
る
道
」
と
解
す
れ
ば
、
原
道
筋
一
の
札
記
で
、

「
幽
質
神
明
、
易
象
惟
先
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
い
た
と
こ
ち
と
、
い
さ
さ
か
矛
盾
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
為
に
原
遺
笛
の
札
記
を
訂
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
原
遺

篇
の
札
記
の
み
な
ら
ず
、
徴
聖
笛
の
札
計
に
も
、
蒜
経
篤
の
札
評
に
も
、
補
訂
す
べ
き
瓢

が
い
く
ら
か
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
な
り
、
今
書
き
つ
つ
あ
る
こ
の
欝
の
札
記
に
於
で

も
、
間
も
な
く
考
へ
な
ほ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
出
て
来
よ
う
か
ら
、
何
れ
適
当
な
機
会

に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
筆
を
加
へ
る
つ
も
り
で
あ
え
。

「
天
六
経
彪
柄
、
而
緯
候
渦
畳
」

「
彪
柄
」
は
、
あ
や
も
や
う
の
は
っ
き
り
と
美
し
い
さ
ま
。
主
と
し
て
六
経
の
文
章
に

つ
い
て
い
ふ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
下
文
「
孝
論
昭
膏
」
の
「
昭
留
」
は
、
す
ぢ
み
ち
の
は

つ
き
-
し
て
な
る
さ
ま
で
、
主
と
し
て
孝
経
論
語
の
内
容
に
つ
い
イ
し
い
ふ
。
た
だ
し
か

七
、
こ
こ
の
「
彪
柄
」
と
下
文
の
「
略
曹
」
と
は
、
互
文
的
用
法
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、

六
経
は
彪
柄
だ
け
で
拳
り
孝
論
は
昭
暫
だ
け
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
六
経
l
も
孝
論

も
、
文
去
は
あ
や
あ
っ
て
美
し
く
、
内
容
は
は
っ
き
り
と
わ
か
る
と
い
ふ
の
で
あ
慰
そ

し
て
、
だ
か
ら
そ
れ
ら
に
対
す
る
経
書
な
ど
不
必
要
だ
と
い
ふ
意
味
を
含
む
。
そ
の
気
分

が
ノ
コ
巴
。
.
ゐ
字
に
衷
ほ
れ
て
を
今

「
経
候
」
と
は
、
六
経
に
そ
れ
ぞ
れ
幾
つ
か
の
辞
書
が
あ
り
、
き
し
で
和
書
の
経
書
の

中
に
轡
富
申
侯
と
い
ふ
の
が
あ
る
の
で
、
か
う
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
後
漢
書

の
方
術
伝
序
に
も
見
え
る
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

「
孝
諭
昭
智
、
而
釣
隷
離
花
」

▼
　
「
智
」
を
唐
写
本
は
「
暫
」
に
作
る
。
一
体
、
「
僧
」
の
字
は
説
文
に
無
く
、
段
玉
敦

は
「
督
」
の
字
の
省
随
だ
と
い
つ
て
を
る
(
説
文
哲
字
注
)
。
「
瞥
」
　
(
セ
キ
)
は
、
色

の
白
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
嘗
」
　
(
セ
ツ
・
テ
ツ
)
は
、
説
文
に
「
昭
督
、

明
地
」
と
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
て
ら
し
か
が
や
く
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
昭
」
と
熟
語
と
な
る
の
は
、
「
智
」
よ
り
も
「
哲
」
の
方
が
ふ
さ
は
し

い
。
当
に
唐
写
本
の
「
暫
し
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
、
な
は
、
徴
聖
第
二
の
札
記
、
「
文
章

昭
噺
以
象
郎
」
の
条
を
見
よ
。

「
釣
識
」
と
は
、
孝
経
の
経
書
に
釣
命
訣
と
い
ふ
の
が
あ
り
、
論
語
の
経
書
に
は
比
考

誰
・
撰
考
譲
な
ど
譲
の
字
の
つ
一
い
牢
も
の
が
多
い
の
で
、
か
う
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
按
経
険
緯
」

こ
の
ま
ま
で
意
味
は
通
す
渇
が
、
唐
写
本
に
は
「
按
」
を
「
酌
」
に
作
っ
て
あ
る
。

「
酌
」
だ
と
、
経
か
ら
証
拠
を
酌
み
と
つ
て
と
い
ふ
意
味
に
な
り
、
経
を
本
把
と
す
る
考

へ
方
が
一
国
よ
J
表
は
さ
れ
る
。

「
例
畳
」
は
、
き
つ
し
り
と
重
な
り
あ
′
つ
て
を
る
さ
ま
。
謝
書
道
の
過
始
学
年
詩
迂

「
莞
緯
之
成
経
、
其
猶
織
綜
」

「
成
」
は
ハ
　
「
成
就
」
　
「
成
功
」
の
「
成
」
で
あ
っ
/
し
、
経
の
役
割
を
十
分
な
し
と
げ

さ
せ
る
意
味
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
も
経
を
本
餞
と
す
る
考
へ
方
が
出
て
を
る
。
道
検
本
の

校
注
に
、
七
の
「
成
」
.
の
字
に
つ
い
て
′
「
成
疑
作
於
、
蓋
渉
下
女
布
目
乃
成
而
誤
」
と

い
ふ
。
い
か
に
も
方
も
な
説
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
経
が
経
を
成
す
と
い
ふ
言



ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ひ
方
は
、
釈
名
.
釈
典
芸
に
も
「
辞
、
園
地
、
反
覆
国
続
、
以
成
経
也
」
と
あ
る
」
は
た

い
と
で
も
、
経
は
軸
に
あ
り
経
は
梓
に
あ
っ
て
経
が
暮
腔
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
経
書

と
呼
び
霹
害
と
呼
ぶ
、
そ
の
語
白
檀
の
上
か
ら
の
議
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

「
紹
麻
不
雑
、
布
精
乃
成
」

「
雑
」
は
、
混
雑
で
、
い
I
+
み
だ
れ
る
こ
と
。
こ
て
は
、
き
ぬ
い
と
に
し
て
も
あ
さ
い

ヽ

　

ヽ

.

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
に
し
て
も
、
経
と
経
と
が
い
り
み
だ
れ
な
い
で
こ
そ
、
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
と
よ
く
似

空
言
ひ
方
が
、
斉
梁
問
の
人
、
陶
弘
黄
の
発
真
隠
訣
序
に
、
次
の
如
く
見
え
る
。
　
「
経

者
、
常
也
、
追
也
、
謂
常
道
耐
無
澤
、
亦
猶
布
畠
之
有
経
耳
、
必
絹
灸
綜
経
絡
、
僅
乃
成

功
、
若
機
関
銃
也
、
梓
軸
諏
譚
、
安
能
翼
然
成
文
」

「
借
地
」
の
語
は
他
に
用
例
を
見
な
心
が
、
こ
こ
は
孫
氏
の
説
で
通
す
る
か
ら
、
今
そ

れ
に
従
ふ
C
な
ほ
、
「
樋
」
を
唐
写
本
は
「
適
」
に
作
る
。
そ
の
こ
と
を
併
せ
考
へ
る

と
、
も
と
「
通
し
か
「
摘
」
か
に
作
ら
れ
て
わ
た
の
を
、
後
人
が
「
侶
適
」
　
(
ま
た
は
倍

.
摘
)
の
意
味
を
解
し
か
ね
て
、
妄
り
に
「
砲
」
.
に
改
め
た
の
が
今
本
で
あ
ら
う
。

.

、

　

C

.

)

「
其
偽
一
兵
」

こ
の
旬
か
ら
「
其
偽
囲
英
」
ま
で
の
四
つ
の
「
英
」
を
」
顧
千
里
は
す
べ
て
「
也
」
に

校
改
し
て
な
る
と
い
ふ
(
氾
氏
引
)
。
蓋
し
改
悪
で
あ
ら
う
。
「
夫
」
は
、
客
観
的
事
実

を
自
ら
確
認
す
る
気
特
を
表
は
す
に
用
ひ
ら
れ
る
。
彦
和
は
恐
ら
く
、
さ
う
い
ふ
気
特
を

表
は
す
つ
も
り
で
こ
の
字
を
用
ひ
た
の
で
あ
ら
う
。

「
今
経
正
繹
寄
、
借
越
千
里
」

こ
こ
の
　
「
緯
」
は
、
六
経
孝
経
論
語
の
経
書
、
す
な
は
ち
偽
の
緯
富
を
指
す
。
「
苛
」

は
「
正
し
に
反
す
る
と
.
と
で
あ
る
。
正
で
あ
る
経
と
奇
で
あ
る
緑
と
で
は
、
両
者
の
組

配
す
る
こ
と
、
恰
も
は
た
お
り
の
た
て
い
と
と
よ
こ
い
と
と
が
混
雑
す
る
如
き
も
の
だ
、

と
い
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
借
掻
千
里
」
の
句
が
出
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
経
書
と
繹
書
と
の
内
容
の
上
か
ら
論
じ
て
を
る
。
つ
ま
り
、
上
文
で
は
名
の
上
か
ら

論
じ
、
こ
こ
で
内
容
の
上
か
ら
論
じ
て
以
て
偽
の
緯
古
は
、
そ
の
実
が
そ
の
名
に
剤
は

な
い
こ
と
を
衝
い
た
の
で
あ
る
。

「
借
捷
」
に
つ
い
て
は
、
孫
話
譲
は
、
背
正
す
な
は
ち
、
そ
む
き
さ
か
ふ
意
だ
と

説
い
て
お
る
(
札
逢
巻
十
二
)
。
・
「
侶
」
は
「
背
」
に
通
ず
る
と
見
、
ま
た
「
樋
」
は

「
適
」
に
通
ず
る
と
見
て
、
方
言
巻
十
三
に
「
遠
、
殆
也
」
と
あ
り
、
そ
の
郭
注
に
「
相

触
辻
也
」
と
訓
解
し
て
あ
る
の
に
惑
っ
た
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
加
へ
て
お
け
ば
、

「
適
」
が
「
さ
か
ふ
」
の
意
味
と
な
る
わ
け
に
つ
い
て
、
王
念
孫
は
次
の
如
く
説
い
て
を

る
。
「
遠
之
言
、
枝
也
、
相
枝
梧
也
、
・
枝
通
語
之
転
、
小
雅
、
我
行
其
野
伝
云
、
祇
適
地

砥
之
翫
為
達
、
猶
枝
之
転
為
摘
実
」
　
(
広
雅
琉
証
、
釈
言
)
。

文
、
舶
雑
記
札
記
田
〔
斯
波
〕

r
経
顕
聖
訓
也
、
緯
隠
神
教
也
J

こ
の
「
聖
訓
」
も
、
下
文
の
「
聖
訓
宜
広
」
の
「
聖
訓
」
も
、
と
も
に
唐
写
本
は
「
世

訓
」
に
作
る
。
「
聖
訓
」
の
ま
ま
で
勿
論
意
味
は
適
す
る
が
、
し
か
し
脊
鮮
第
三
十
七

に
「
錐
詩
富
雅
言
、
風
俗
訓
位
、
事
必
宜
広
、
文
亦
過
英
」
と
あ
る
の
を
考
へ
あ
ほ
せ
れ

ば
、
唐
写
を
あ
な
が
ち
誤
写
と
は
言
ひ
切
れ
な
い
。

こ
こ
の
「
緯
」
は
、
彦
和
の
考
へ
て
ゐ
た
真
の
障
、
す
な
は
ち
河
図
洛
書
の
類
を
指

す
。「

神
教
」
と
は
、
天
神
が
示
し
密
教
の
意
で
あ
ら
う
。
鄭
玄
の
六
芸
論
に
「
河
図
洛

書
、
皆
天
神
言
語
、
所
以
数
名
王
者
也
」
　
(
毛
詩
、
大
雅
、
文
王
序
正
義
引
)
と
あ
る
。

こ
の
二
句
は
、
従
来
「
経
は
顕
に
し
て
　
聖
訓
な
り
。
膵
は
随
に
し
/
」
、
神
教
な
り
」

と
託
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
意
味
は
適
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
滋
「
経
は
聖
訓
を
頭

に
せ
る
な
り
。
蹄
は
神
教
を
随
に
せ
る
な
り
」
と
も
読
み
得
る
の
で
は
な
い
か
。

唐
写
本
に
は
こ
の
二
句
を
「
経
顕
世
訓
、
繹
隠
神
教
」
に
作
っ
て
二
つ
の
「
也
」
の

字
が
無
い
。
そ
こ
で
唐
写
本
に
従
へ
ば
、
「
経
顕
世
訓
、
緯
隠
神
教
、
世
訓
宜
広
、
神
教

宜
約
」
の
四
句
が
緊
密
に
結
合
し
て
一
覇
を
形
成
し
、
そ
の
〓
聯
が
、
下
文
の
「
而
繹
多

三
七
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於
経
、
神
理
吏
繋
」
の
一
群
に
京
け
ら
れ
る
構
成
と
な
る
。
二
つ
の
「
也
」
の
字
の
無

い
の
は
必
す
L
も
誤
脱
で
は
な
く
・
て
、
或
ひ
は
無
い
の
が
、
も
と
の
姿
か
も
知
れ
な
.
い
。

と
こ
ろ
で
「
経
顕
世
訓
、
霹
隠
神
教
」
が
、
も
し
も
と
の
姿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ

は
「
経
は
世
訓
を
顕
に
し
、
梓
は
柿
数
を
隠
に
す
」
と
託
む
よ
り
ほ
か
あ
る
ま
い
。

「
両
今
繹
多
於
経
、
神
理
更
無
し

こ
の
「
緯
」
も
偽
の
繹
古
を
指
す
。
「
神
聖
」
は
、
真
の
繹
書
の
特
質
を
こ
こ
へ
持
ち

出
し
た
の
で
あ
る
。

「
有
命
日
天
、
蓮
称
符
譲
、
而
八
十
一
篇
、
皆
託
於
孔
子
、
則
是
尭
造
緑
園
、
昌
制
丹

書
」と

の
一
節
の
論
理
の
違
び
方
は
、
了
解
に
苦
し
む
。
小
童
仮
り
に
次
の
や
う
に
見
て
お

く
。
「
天
よ
り
命
が
授
け
ら
れ
て
こ
そ
、
そ
れ
を
符
誰
と
い
ふ
の
だ
の
に
、
今
あ
る
八
十

.
一
笛
の
経
書
は
、
す
べ
て
孔
子
の
作
だ
と
さ
れ
て
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
夷
が
受
け
た
緑

図
は
亮
が
造
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
く
、
文
王
昌
が
受
け
た
丹
富
は
文
昌
王
が
作
っ
た
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
」

彦
和
は
符
誰
の
存
在
を
信
じ
、
そ
れ
を
真
の
障
害
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し

て
亮
の
緑
園
、
文
王
の
丹
書
は
、
符
誰
に
属
す
る
と
し
て
ゐ
一
挺
の
で
あ
ら
う
。

.
「
八
十
二
軍
」
枚
、
繹
富
の
数
で
J
ぁ
る
。
褐
悦
の
申
容
、
魔
嫌
篇
に
「
世
称
緯
吉
仲
尼

ヽ

　

ヽ

ヽ

作
や
:
…
然
測
八
十
一
首
、
非
仲
尼
之
作
英
」
と
あ
り
、
・
ま
た
後
漢
書
張
衡
伝
所
載
の
張
ノ

、

　

　

　

-

街
が
順
帝
に
上
っ
て
因
誰
を
禁
絶
せ
ん
こ
と
髪
請
う
た
疏
忙
「
至
於
王
券
象
位
、
乳
世
大

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

祖
∵
八
十
紆
何
為
不
戒
」
と
あ
る
所
の
八
十
笛
も
、
五
十
二
品
を
概
数
で
示
し
牢
も
の
で

ヽ

　

ヽ

　

.

t

あ
る
こ
と
は
、
そ
の
李
賢
の
注
に
「
衛
兵
上
等
云
、
河
洛
五
九
、
六
芸
四
九
、
謂
八
十
一

篇
也
」
と
あ
る
賢
」
知
ら
れ
る
e
こ
れ
ら
の
記
述
に
拠
っ
て
後
漢
時
代
か
ら
締
書
が
八

十
一
篇
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
隋
書
経
箱
志
に
は
、
「
河
図
九
給
、
洛
古
K
拓
は
、
貴
帝

三
八

よ
り
周
の
文
王
に
至
る
ま
で
に
受
け
た
本
文
で
あ
り
.
別
に
孔
子
に
至
る
ま
で
の
九
聖

が
、
そ
れ
を
増
潰
し
て
意
を
広
め
た
も
の
が
三
十
㍍
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
な
る
。
隋
志
に

い
ふ
九
笛
と
六
嵩
と
三
十
鑑
と
の
計
が
四
十
五
.
篇
と
な
っ
て
、
.
李
賢
圧
に
引
く
所
の
河
港

五
九
、
す
な
は
ち
五
九
の
四
十
五
篇
と
二
致
す
る
。
す
る
と
、
李
賢
注
に
引
く
肝
の
河
港

四
十
五
篇
と
い
ふ
の
は
、
河
図
洛
書
な
ど
の
符
命
の
本
文
と
、
そ
れ
ら
を
後
人
が
増
漬
し

た
も
の
と
の
合
計
で
あ
ら
う
。

ま
た
隋
書
経
籍
志
に
、
「
七
経
緯
が
三
十
六
篇
あ
っ
て
、
す
べ
て
孔
子
の
作
と
い
ほ
れ

て
を
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
三
十
K
籍
の
数
も
、
さ
き
に
挙
げ
た
張
衡
伝
の
李
賢
の

注
に
見
え
る
所
の
六
芸
四
九
、
す
な
は
ち
凶
九
の
三
十
六
の
数
と
合
す
る
。
し
か
し
こ
の

李
賢
の
注
は
六
芸
で
あ
り
、
宿
志
は
七
経
で
遜
っ
て
、
そ
ゐ
問
に
一
経
の
差
が
あ
る
。
と

こ
ろ
で
後
漢
書
儒
林
(
奨
英
)
伝
に
「
河
洛
七
緯
」
の
語
が
あ
り
、
そ
の
李
賢
の
江
に

は
、
易
締
・
書
経
・
詩
経
・
礼
締
・
東
経
・
孝
経
緯
・
暮
秋
蹄
の
セ
拉
類
を
列
挙
し
七
あ

る
。
す
る
と
、
張
衡
伝
の
李
賢
注
に
見
え
る
六
芸
の
綿
は
、
孝
経
緯
を
い
れ
て
ゐ
な
い
の

だ
と
わ
か
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
張
衡
伝
の
李
賢
の
控
に
見
え
る
三
十
六
篇
と
、
階
志
に
い

ふ
三
十
六
笛
と
は
、
数
は
一
致
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は
全
開
で
は
な
か
つ
た
と
推

測
せ
ら
れ
る
。

「
皆
仮
於
孔
子
」
ゎ
緯
書
が
孔
子
の
作
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
後
漠
の
人

の
記
述
の
中
に
も
見
え
る
。
す
な
は
ち
、
桓
譚
の
新
論
に
、
「
識
出
河
図
洛
書
、
但
有
兆

_

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

朕
、
酌
不
可
知
、
後
人
妄
復
加
増
依
託
、
称
是
孔
丘
、
誤
之
甚
也
」
　
(
意
林
引
)
と
あ

り
、
ま
た
筍
悦
の
中
豊
、
俗
嫌
篇
に
「
世
称
緯
書
仲
尼
作
也
、
臣
悦
叔
父
故
司
空
爽
誹

之
」
と
あ
る
。
昇
に
ま
た
彦
和
よ
り
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
陪
書
経
鎮
志
に
も
「
説
者

又
云
、
孔
子
既
叙
六
経
、
以
明
天
人
之
道
、
知
後
世
不
能
持
国
共
意
、
故
別
立
締
及
誼
、

以
追
来
世
」
と
あ
る
。
こ
の
「
説
者
」
は
何
人
を
指
す
か
明
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
昔
か

ら
伝
は
つ
て
ゐ
た
説
者
で
あ
ら
う
。

こ
の
や
う
に
、
経
書
は
孔
子
の
作
で
あ
る
と
古
く
か
ら
い
ほ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
そ
も
そ
も
誰
が
言
ひ
田
し
の
で
あ
ら
う
か
。
或
ひ
は
経
書
そ
の
も
の
の
中
に
・
そ
の

こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
㌣
か
。
か
う
考
へ
て
緯
吉
の
琴
文
を
学
し
た
と
こ



ろ
、
.
次
の
二
条
を
得
た
。
偽
孔
安
国
何
書
序
の
正
義
に
、
鄭
玄
が
苔
論
を
著
し
、
錦
番
組

に
依
っ
て
云
へ
る
も
の
と
し
て
、
「
孔
子
朱
書
、
得
黄
帝
玄
孫
帝
魁
之
書
、
迄
於
秦
稼

公
、
凡
三
千
二
百
四
十
欝
、
断
遠
取
近
、
定
可
以
為
世
法
者
百
二
十
篇
、
以
百
二
篇
為
佃

害
、
十
八
島
為
申
候
」
を
引
く
。
す
な
は
ち
佃
書
中
侯
が
孔
子
の
手
定
に
係
る
こ
と
を
明

言
し
て
と
る
。
ま
た
文
選
巻
四
十
六
、
顔
延
年
、
三
月
三
日
曲
水
詩
序
の
李
善
江
に
「
孝

窪
鈎
命
決
日
、
丘
乃
授
帝
図
、
接
種
文
」
を
引
く
.
と
の
「
援
雅
文
」
と
.
は
、
孝
経
釦
命

決
だ
け
に
つ
い
て
い
へ
る
も
の
で
な
く
、
恐
ら
く
詰
緯
一
役
に
つ
い
て
い
へ
る
も
の
で
あ

ら
う
。右

の
尚
書
緒
と
孝
経
釣
命
決
と
の
二
条
に
拠
っ
て
推
せ
ば
、
識
緯
書
の
文
中
に
、
そ
れ

が
孔
子
の
作
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
記
事
が
、
他
に
も
ま
だ
多
く
有
っ
た
も
の
と
思
は
れ

る
。

「
是
尭
造
緑
図
、
文
王
制
丹
書
」
。
亮
が
緑
園
を
受
け
た
こ
と
は
、
佃
書
中
侯
に
「
帯

尭
即
政
七
十
載
、
…
・
:
栄
光
起
河
、
休
気
四
塞
、
白
雲
起
、
好
夙
揺
、
竜
馬
街
甲
、
赤
文

ヽ

　

_

　

ヽ

緑
色
、
臨
壇
止
罪
、
吐
甲
図
面
瑾
」
　
(
御
覧
八
〇
引
)
　
(
又
御
監
八
〇
引
鄭
琵
云
、
栄
光

五
色
、
従
河
田
、
英
気
四
芸
、
…
:
甲
所
以
読
図
、
赤
女
色
的
緑
地
也
、
罫
亦
止
也
、
監

督
帯
、
去
也
)
と
あ
る
。

文
王
昌
か
丹
富
を
受
け
た
こ
と
は
、
佃
書
中
候
に
、
「
季
秋
之
月
甲
子
、
赤
笹
街
丹
古

人
豊
、
止
於
昌
戸
、
再
拝
稽
首
受
」
　
(
毛
詩
、
大
雅
、
文
王
序
正
義
引
)
と
あ
り
、
佃
書

薄
命
験
(
史
記
、
周
本
紀
正
未
、
及
び
御
覧
八
四
引
)
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ま
た
易
是
類
謀
に
.
「
文
王
比
隆
興
、
始
覇
、
伐
崇
、
作
霞
台
、
受
赤
爵
丹
書
、
称
王
制

命
、
示
王
意
」
.
(
毛
詩
、
大
雅
、
文
王
序
正
義
引
)
と
あ
り
、
春
秋
元
命
巻
に
「
鳳
凰

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

街
丹
書
於
文
王
之
都
」
　
(
同
上
引
)
と
あ
る
。

「
商
周
以
前
、
図
歳
頻
見
」
。
「
園
終
」
は
、
上
文
の
「
符
讃
」
と
同
じ
内
容
で
あ
っ

て
、
河
図
洛
書
、
轟
の
緑
園
、
文
王
昌
の
丹
書
の
類
を
指
す
。

「
偽
既
借
病
、
則
義
累
日
明
し

文
、
巾
m
琵
札
記
厩
〔
斯
波
〕

孫
論
談
の
札
珍
正
は
、
乙
の
「
侶
嫡
」
と
、
上
文
の
「
倍
摘
千
但
し
の
「
倍
嫡
」
と
を

同
一
語
と
し
て
、
.
「
背
辻
」
の
意
味
と
し
て
を
る
。
上
文
に
於
て
は
孫
氏
説
で
通
ず
る

が
、
こ
こ
は
そ
れ
で
は
通
じ
な
い
。

乙
の
句
は
、
障
害
の
偽
な
る
こ
と
を
凹
点
か
ら
論
じ
た
上
文
の
し
め
く
く
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
黄
荘
正
吉
へ
る
が
如
く
、
「
倍
」
は
「
桔
」
の
誤
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
・
「
招

摘
」
は
、
「
発
摘
」
　
「
披
摘
」
な
ど
と
同
じ
構
成
の
語
で

り
、
緯
書
の
偽
な
る
こ
と
を
十
分
さ
き
あ
ば
い
た
と
い
ふ
・・臣

さ
き
あ
ぱ
く
の
憲
司
　
つ
ま

で
あ
る
。
　
k

、
J

「
薗
異
」
と
は
、
緯
書
な
る
も
の
の
義
が
経
書
と
異
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
.
老
乙
で

こ
こ
の
こ
句
の
意
味
は
、
「
今
の
経
書
は
孔
子
に
託
し
て
経
書
に
舵
せ
ら
れ
て
を
る
け
れ

ど
も
.
、
上
述
の
如
く
偽
物
で
あ
る
と
あ
ば
い
た
以
上
、
緯
書
の
い
み
あ
ひ
ほ
、
経
書
七
は

異
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
然
に
明
白
と
な
る
」
と
な
る
か
と
思
ふ
。

「
経
足
訓
英
、
緯
伺
預
焉
」

こ
の
「
訓
」
は
、
「
聖
訓
」
の
「
訓
」
で
は
な
く
、
「
訓
解
」
の
′
「
訓
」
で
あ
ら
う
。

す
な
は
ち
、
経
書
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
訓
解
で
き
る
か
ら
、
経
書
は
そ
れ
に
何
の
関
係
が

あ
ら
う
、
と
い
ふ
の
が
こ
こ
の
二
句
の
意
味
で
あ
っ
て
、
下
女
「
義
非
配
経
」
の
伏
線
を

な
す
。

「
原
夫
図
筏
之
見
、
遭
莫
天
之
休
命
」

こ
の
二
旬
は
、
上
文
の
「
有
命
日
天
、
避
称
符
識
」
と
呼
応
す
る
。

「
事
以
瑞
聖
、
義
非
配
経
」

「
事
」
は
、
国
鉄
の
見
ほ
れ
る
と
い
ふ
そ
の
事
自
髄
。
「
義
」
は
図
路
の
も
つ
意
味
あ

ひ
、
役
割
。

論
語
、
子
等
篇
の
「
子
白
、
鳳
島
不
至
、
河
不
出
図
、
吾
巳
英
夫
」
の
孔
軽
に
「
有
聖

人
受
命
、
則
鳳
島
至
、
河
出
図
、
今
無
此
瑞
」
　
(
敦
柏
木
論
語
郵
注
同
じ
)
と
あ
る
。
孔

(
鄭
)
は
、
聖
人
受
命
す
れ
ば
天
が
瑞
応
を
下
す
も
の
と
す
る
考
へ
を
前
提
と
し
て
、
論

語
に
注
し
た
の
で
あ
る
が
、
彦
和
の
こ
の
「
事
以
瑞
聖
」
は
、
孔
(
鄭
)
と
同
じ
考
へ
を

三
九
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本
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
の
二
句
は
、
対
句
を
な
し
て
之
る
け
れ
ど
も
、
意
味
の
重
み
は
上
旬
に
か
か
る
。

だ
か
ら
す
ぐ
下
に
、
「
故
河
不
出
図
、
天
子
有
数
」
と
承
け
て
を
る
。

「
昔
旋
王
河
因
、
陳
於
束
序
」

せ
う

周
の
成
王
が
損
じ
て
子
の
釧
す
な
は
ち
庶
王
が
王
位
を
継
ぐ
と
き
、
そ
の
式
場
に
、

先
王
よ
り
伝
は
れ
る
宝
物
を
陣
列
し
た
の
で
あ
る
が
、
東
序
す
な
は
ち
東
の
廟
に
は
、
大

玉
・
夷
玉
・
天
球
と
と
も
に
河
図
を
陳
列
し
た
と
l
♪
ふ
。
事
は
佃
書
の
顧
命
笛
に
見
切
。

こ
の
河
因
は
、
伏
義
氏
の
天
下
に
王
た
り
し
時
、
黄
河
か
ら
田
た
も
の
で
、
歴
代
こ
れ
を

宝
と
し
て
伝
へ
た
の
だ
と
、
佃
書
の
盲
注
に
あ
る
。
そ
れ
で
彦
和
は
下
文
で
、
「
故
知
前

世
符
命
、
歴
代
宝
伝
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
故
知
前
世
符
命
、
歴
代
宝
伝
」

「
前
世
」
の
ま
ま
で
も
通
ず
る
が
、
唐
写
本
は
「
世
」
を
「
聖
」
に
作
る
。
前
文
の

「
事
以
瑞
聖
」
と
応
ず
る
点
か
ら
も
、
下
旬
の
「
歴
代
」
の
「
代
」
と
い
ふ
同
義
語
を
避

け
る
点
か
ら
も
、
「
聖
」
に
作
っ
た
も
の
が
是
で
あ
る
。

「
符
命
」
の
語
は
、
、
何
時
頃
か
ら
お
こ
つ
た
か
知
ら
な
い
が
、
漢
書
の
三
春
伝
に
頻
り

に
見
え
る
瑞
の
な
ぜ
が
、
比
.
登
的
古
い
用
例
で
あ
ら
う
。
天
が
或
る
し
る
L
で
有
徳
者
に
対

と
意
思
表
示
を
な
せ
る
心
の
な
い
ふ
。
こ
こ
で
は
河
図
洛
書
の
類
を
指
す
。
上
文
に
出

た
「
符
識
」
、
も
「
図
拓
」
も
、
こ
の
「
符
命
」
も
、
語
の
成
り
立
ち
こ
そ
遠
へ
、
意
味
す

る
と
こ
一
ろ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

司
馬
彪
の
続
漢
書
に
「
笠
台
者
、
乃
周
宏
之
所
造
台
也
、
図
書
術
籍
珍
玩
宝
怪
、
皆
所

蔵
也
」
六
初
学
記
巻
二
四
引
)
と
あ
る
。
彦
和
も
、
前
聖
の
符
命
は
露
台
に
薗
せ
ら
れ
て

.
ゐ
た
と
思
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
「
仲
尼
肝
撰
、
序
録
而
巳
」

「
序
録
」
は
、
経
典
釈
文
の
序
録
の
如
き
も
の
を
い
ふ
の
で
は
な
く
、
符
命
の
意
味
す

四
〇

る
と
こ
ろ
を
陳
序
し
て
記
録
せ
る
も
の
、
も
し
く
は
図
録
の
意
味
を
陳
序
せ
る
も
の
、
と

い
ふ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
桓
譚
の
新
諭
に
「
識
田
河
図
洛
書
.
但
有
兆
朕
、
不
可

知
」
　
(
前
引
)
と
あ
る
如
く
、
符
命
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
象
徴
的

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

な
き
ざ
し
が
ま
は
さ
れ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
そ
の
や
ゲ
な
も
の
の

意
味
を
、
孔
子
が
文
字
に
古
き
か
へ
た
の
だ
と
、
彦
和
は
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
春

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

秋
緑
に
「
孔
子
日
、
丘
痩
史
記
、
援
引
富
国
、
推
集
天
変
、
為
漢
帝
別
法
、
陳
叙
図
録
」

(
公
羊
経
伝
群
論
隠
公
第
一
疏
引
春
秋
説
)
と
あ
る
。
こ
れ
は
繹
富
の
説
で
は
.
あ
る
が
、

こ
れ
に
似
た
考
へ
を
彦
和
も
持
っ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
於
是
佼
数
之
士
、
附
以
講
術
」

「
於
是
」
は
、
下
文
の
「
必
仮
孔
氏
」
ま
で
を
支
配
す
る
と
見
る
。
そ
し
て
孔
子
が
序

録
を
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
よ
い
こ
ど
に
し
て
、
伎
数
の
士
の
附
加
せ
る
も
の
を

す
べ
て
孔
子
に
仮
託
し
た
、
と
い
ふ
意
味
堕
解
し
た
い
。

こ
こ
の
二
旬
は
、
後
漢
書
の
橿
譚
伝
所
載
の
、
桓
許
が
託
を
折
へ
賞
を
重
く
せ
ん
こ
と

を
陳
ぜ
る
疏
に
、
「
今
諸
巧
慧
小
才
伎
数
之
人
、
増
益
図
書
、
矯
称
誰
記
」
と
あ
る
の
に

拠
っ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。

「
佼
数
」
は
、
後
漢
書
の
李
賢
注
に
「
伐
、
謂
方
位
、
医
方
之
表
地
、
数
、
謂
数
術
、

明
堂
義
和
兜
卜
之
官
也
」
と
あ
る
。

.
「
附
」
は
附
益
、
附
加
の
意
。
孔
子
の
序
録
に
詭
術
の
説
を
附
け
増
し
た
の
で
あ
る
。

「
誰
術
」
は
正
常
に
そ
む
い
た
あ
や
し
げ
な
術
で
、
下
文
の
「
或
説
陰
陽
、
或
序
災

異
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
岩
島
鳴
似
語
、
良
薬
成
字
し

こ
の
二
旬
は
、
上
文
「
或
説
陰
陽
、
或
序
災
異
」
の
具
橿
例
で
あ
る
。

「
島
唄
似
語
」
に
つ
い
て
、
黄
注
は
、
左
伝
妻
公
三
十
年
の
「
畠
鴫
於
畠
社
、
如
目
嬉

措
、
云
云
」
を
引
き
、
蒋
注
は
、
喪
公
三
十
年
の
文
と
漢
書
五
行
志
の
義
仲
肝
の
説
と
を



引
い
て
壱
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
果
し
て
彦
和
の
直
接
に
拠
っ
た
商
か
ど
う
か
、
疑
ほ

し
い
。
隋
書
経
岩
志
に
、
漢
末
に
郡
苛
が
、
図
群
雄
占
壱
集
め
一
つ
一
五
十
符
と
な
し
、
そ
れ

を
春
秋
男
臭
と
謂
つ
た
と
記
さ
れ
、
且
つ
春
秋
災
異
十
五
巻
が
著
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
そ

の
書
な
ど
に
左
伝
の
島
鴨
に
附
加
し
た
諏
緑
の
説
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
て
、
彦
和
は
そ
れ
に

抱
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
晶
某
成
字
」
は
、
或
ひ
は
漢
書
五
行
志
(
中
之
下
)
の
左
の
記
事
に
拠
っ
た
の
で
也

ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

昭
膏
時
、
上
林
苑
申
大
柳
樹
断
伸
也
、
一
朝
起
立
生
枝
葉
、
有
益
食
其
葉
、
成
文
字
、

日
公
孫
病
己
立
、
…
…
睦
孟
以
為
木
陰
繋
、
下
民
象
、
当
有
故
廃
之
豪
公
孫
氏
、
従
民
間

受
命
為
天
子
者
、
…
…
後
昭
帝
崗
無
子
、
…
…
更
立
昭
帝
兄
街
太
子
之
孫
、
是
為
宣

布
、
帝
本
名
病
己
、
(
こ
の
こ
と
は
宋
書
符
瑞
志
上
に
も
記
さ
れ
て
怒
る
)

こ
れ
に
類
し
た
こ
と
が
識
緑
の
書
に
も
書
か
れ
て
ゐ
て
、
彦
和
は
そ
れ
に
掘
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

「
篇
條
滋
蔓
、
必
仮
孔
氏
」

「
島
鳴
似
語
」
と
か
「
良
薬
成
字
」
と
か
の
、
あ
や
し
げ
な
説
が
出
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
類
の
説
が
次
第
に
条
数
を
増
し
て
〓
縞
に
ま
と
め
ら
れ
、
更
に
さ
う
い
ふ
篇
篇
が
だ

ん
だ
ん
多
く
な
り
、
そ
れ
ら
が
皆
孔
氏
に
仮
託
せ
ら
れ
た
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
事
に
、
そ
れ
が
即
ち
七
経
の
経
書
と
な
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
・
ふ
意
味
を
含
ま

せ
て
あ
る
。

「
通
儲
討
灰
、
謂
担
哀
平
」

「
謂
」
の
下
に
、
唐
写
本
は
「
偽
」
の
字
が
あ
る
。
こ
こ
は
経
書
偽
作
の
起
り
を
論
じ

て
な
る
所
で
あ
る
か
ら
、
「
偽
」
の
字
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
偽
孔
安
国
佃
書
序
の
正

ヽ

　

ヽ

　

_

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

義
に
「
其
繹
文
部
近
、
不
出
聖
人
、
前
賢
共
疑
、
有
所
不
取
、
通
人
考
正
、
偽
起
哀
平
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
あ
り
、
ま
た
洪
範
籍
の
正
義
に
「
繹
侯
之
啓
、
不
知
誰
作
、
通
人
l
討
薮
、
謂
偽
起
哀

平
」
と
あ
る
。
錦
古
正
裏
の
こ
の
二
文
は
、
と
も
に
彦
和
の
こ
こ
の
女
に
掘
れ
る
こ
と
、

文
心
旗
琵
札
記
鳴
〔
斯
波
〕

疑
ふ
故
地
が
な
い
バ
而
し
て
「
偽
」
の
字
が
あ
る
。

辞
書
の
偽
作
が
前
浜
の
哀
帝
平
市
の
頃
に
起
つ
た
と
の
説
は
、
覇
悦
の
申
怒
、
俗
棟
筋

に
も
見
え
る
が
、
彦
和
の
こ
の
辺
の
文
は
、
恐
ら
く
、
翼
衛
の
国
語
を
禁
絶
せ
ん
こ
と
を

請
う
た
琉
に
、
・
「
則
知
因
讃
成
於
京
平
之
際
也
」
と
あ
り
、
ま
た
「
則
朱
紫
無
許
眩
、
典

籍
無
碍
持
夷
」
と
あ
る
の
に
掠
っ
た
も
の
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
′

、

「
至
於
光
武
之
世
、
篤
信
斯
術
、
風
化
前
歴
、
学
者
比
肩
」

こ
の
一
節
は
、
後
漢
書
方
術
伝
序
の
左
の
文
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
彦
和
吼
方
術
伝
序

に
拭
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

及
光
武
尤
信
預
言
、
士
之
赴
趣
時
宜
者
、
皆
馳
駒
穿
整
、
季
談
之
也
、
…
…
自
是
習
為

内
学
、
錦
奇
文
、
貴
異
数
、
不
乏
於
時
共

時
序
第
四
十
五
に
も
「
自
哀
平
陵
番
、
光
武
中
興
、
深
懐
図
譲
、
頗
略
文
革
」
と
い
つ

て
を
る
。

竃
氏
後
漢
書
の
列
伝
に
、
緯
書
に
通
じ
て
ゐ
た
と
書
か
れ
て
な
る
人
が
し
ば
し
ば
見
え

る
が
、
蒋
氏
後
漢
書
に
は
そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
な
い
で
、
他
の
後
漢
書
の
残
文
に
拠

っ
て
、
締
書
に
通
じ
て
ゐ
た
こ
と
の
知
ら
れ
る
人
が
あ
る
。
ざ
っ
と
し
ら
べ
た
だ
け
で

も
、
趨
典
・
除
据
・
李
固
(
以
上
三
人
、
軍
曹
本
伝
荘
引
謝
承
後
漢
書
)
・
孝
和
郵
皇
后

(
御
覧
巻
二
二
七
引
続
漢
書
)
・
眺
俊
(
文
選
、
閑
居
斌
李
菩
注
引
謝
承
後
漢
書
、
こ
の

人
は
落
書
に
伝
無
し
)
の
五
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
沌
献
集
締
以
通
経
」

「
適
経
」
は
、
「
浦
王
通
論
」
を
壊
せ
る
こ
と
を
指
す
。
時
序
第
四
十
五
に
も
「
涼
三

振
其
通
論
」
と
い
ふ
。
後
浜
壷
、
涼
献
三
種
伝
に
「
輔
拾
厳
有
法
度
、
好
経
書
、
善
説

京
氏
易
者
経
論
語
伝
及
図
試
.
作
五
経
論
、
暗
号
之
日
涼
王
通
論
」
と
あ
る
。
し
か
し
「
桒

緯
」
に
つ
い
て
の
具
嘘
的
記
述
は
な
い
。
彦
和
は
何
に
拠
っ
て
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

「
曹
褒
撰
裁
以
定
礼
L

P

四
一
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「
撰
」
を
唐
写
本
に
「
選
」
に
作
る
。
「
逸
」
の
字
が
是
で
あ
る
。
後
漢
書
、
瞥
褒
伝

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

t

.

に
「
褒
既
受
命
、
乃
次
序
礼
事
、
依
準
旧
典
、
雑
以
五
経
識
記
之
文
、
撰
次
天
子
至
於
庶

人
、
冠
婚
吉
凶
、
終
始
制
度
、
以
為
百
五
十
篇
」
と
あ
る
。
・

な
ほ
、
彦
和
の
こ
こ
の
文
と
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
嘩
憶
も
ま
た
識
記
を
以
て
五
経

の
異
説
を
属
し
た
と
い
ふ
(
後
漢
書
突
宏
伝
、
及
び
北
堂
吉
紗
巻
六
一
引
統
準
古
)
▼
二
川

献
や
曹
嚢
の
乙
と
と
と
も
に
、
後
漢
の
「
諏
道
謬
典
」
の
証
と
す
る
に
足
る
。

四
二

挙
げ
て
、
そ
の
経
典
に
合
せ
ず
、
ま
た
識
相
互
に
矛
盾
せ
る
こ
と
を
摘
発
し
て
な
る
。

「
葡
悦
明
其
誰
誕
」

「
詭
誕
」
を
唐
写
本
は
「
請
託
」
に
作
る
。
荷
悦
の
中
豊
、
俗
嫌
笛
に
、
経
書
八
十
一

篇
は
、
孔
子
の
作
で
は
な
く
、
後
漢
の
興
る
前
項
、
終
張
(
井
詳
)
の
徒
の
偽
作
せ
る
も

の
で
あ
ら
う
と
い
つ
て
を
る
(
後
田
)
。
違
和
は
恐
ら
く
そ
の
こ
と
を
指
し
た
の
で
あ
ら

う
か
ら
、
「
詐
託
J
が
是
で
あ
る
。

「
是
以
桓
謡
疾
其
虚
偽
」

桓
譚
の
誠
を
抑
へ
賞
を
重
く
せ
ん
こ
と
を
陳
ぜ
る
既
に
、
「
今
諸
巧
慧
小
才
枚
数
之

人
、
増
益
図
書
、
琉
称
識
記
、
以
欺
惑
倉
邪
、
詑
誤
人
主
、
焉
可
不
抑
遠
之
哉
」
と
あ
る

・
辺
を
、
主
と
し
て
指
し
て
　
r
疾
其
虚
偽
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

「
声
紋
戯
其
深
蝦
」

「
鼓
其
探
蝦
」
で
は
通
じ
な
い
。
唐
写
本
の
「
深
鍛
」
を
「
浮
倣
」
に
作
れ
る
に
従
ふ

べ
き
で
あ
る
。
「
浮
催
し
は
、
根
拠
の
.
無
い
こ
と
。

声
紋
は
、
識
者
の
決
し
て
聖
人
の
作
に
非
ざ
る
こ
と
を
光
武
帝
に
申
し
上
げ
た
け
れ
ど

>
む
、
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
つ
平
の
で
、
識
書
の
欠
文
の
と
こ
ろ
に
「
君
無
や
、
為
漢
輸
」

上
書
き
増
し
て
お
い
冤
帝
は
そ
れ
を
見
て
怪
し
み
、
敏
を
召
し
て
問
う
た
の
で
、
「
臣

捺
、
前
人
が
除
手
に
国
吉
に
増
摸
し
て
を
る
の
を
且
ま
し
て
、
数
へ
て
自
ら
畳
ら
す
、
鶴

に
万
一
を
こ
ひ
ね
が
っ
た
の
で
す
」
と
敏
は
対
へ
た
と
い
ふ
。
事
は
後
漢
書
儒
林
伝
一
に
見

え
る
。
∵
こ
.
の
r
君
無
口
」
は
「
許
し
の
字
生
息
味
す
る
。

「
張
術
発
其
僻
謬
」

「
僻
謬
」
は
、
経
典
に
合
し
庖
い
い
っ
は
り
ご
と
。
張
術
の
、
順
帝
に
上
っ
て
図
談
を

禁
絶
せ
ん
こ
と
を
話
へ
る
疏
に
、
春
秋
諸
、
詩
試
、
春
秋
元
命
包
な
ど
か
ら
具
怒
的
の
例
を

「
若
乃
義
農
軒
埠
之
流
し

伏
義
・
神
柴
・
軒
醸
(
黄
帝
)
・
少
時
ら
の
帝
王
の
始
顔
の
こ
と
が
緯
書
に
書
か
れ
て

を
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
春
秋
の
締
宣
伝
特
に
多
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
が
、
例
へ
ば
左
の
諸
条
の
如
き
難
を
珪
和
は
指
し
た
の
で
あ
ら
う
。

伏
義
女
地
神
農
、
為
三
皇
(
文
選
、
東
都
航
荘
引
幕
秋
元
命
包
)

伏
者
別
也
、
義
者
献
也
、
法
也
、
伏
義
徳
沿
上
下
、
天
応
之
以
鳥
獣
文
章
、
飽
応
之
包

書
、
伏
義
乃
則
象
作
易
卦
(
御
覧
巻
七
八
引
礼
倉
文
罪
)

神
者
信
也
、
農
者
濃
也
、
始
作
末
錆
、
敦
民
耕
柾
、
其
徳
濃
厚
知
和
、
故
為
神
農
地

(
御
覧
巻
七
八
引
礼
合
文
京
)

有
神
八
、
名
石
耳
、
蒼
色
大
眉
、
戴
王
理
、
駕
六
竜
、
田
地
輔
、
号
皇
神
農
、
始
立

地
形
、
甥
慶
四
海
、
東
西
九
十
万
塁
、
南
北
八
十
一
万
里
(
御
覧
巻
七
八
引
春
秋
命
歴

序
)

軒
棟
氏
以
土
徳

l
王
、
天
下
始
石
堂
望
、
高
棟
深
字
、
以
避
風
雨
(
御
覧
巻
七
九
引
春
秋

-・
1
事
)

黄
帯
師
於
夙
后
、
夙
后
菩
於
伏
義
氏
之
道
、
故
推
桁
陰
陽
之
事
(
後
漢
書
張
衛
伝
江
引

春
秋
内
事
)
「

炎
帝
号
日
大
庭
氏
、
伝
八
世
、
合
五
百
二
十
歳
、
黄
帝
一
日
市
街
摸
、
伝
十
位
、
二
千

五
百
二
十
歳
、
次
日
精
宣
、
日
少
夫
、
一
日
金
天
氏
、
則
窮
桑
氏
、
伝
八
位
、
五
百
歳
、



…
…
(
礼
記
祭
法
正
義
引
春
秋
命
歴
序
)
。
(
炎
帝
は
即
ち
神
農
、
左
伝
昭
公
十
八
年
正

裏
「
先
儒
旧
説
皆
云
、
炎
帝
号
神
農
氏
、
一
日
大
庭
氏
」
)

「
山
貢
鍾
律
之
要
し

「
山
濵
」
は
、
五
岳
四
再
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
定

せ
ず
、
広
く
山
川
を
意
味
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
「
鍾
律
」
は
、
普
律
の
意
味
と

解
し
た
い
。
安
産
の
音
律
が
五
戸
の
本
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
か
(
漢
書
律
歴
志
上
、

五
戸
之
本
、
生
於
黄
鍾
之
律
)
、
ま
た
は
、
鐘
と
律
(
管
)
と
は
音
律
の
基
準
で
あ
る
こ

と
か
ら
か
(
続
演
律
歴
志
第
一
荘
引
月
令
茸
旬
日
、
律
、
率
也
、
声
之
管
也
、
…
・
於
是

始
鐸
金
作
鈍
、
以
主
十
二
月
之
声
、
然
後
以
努
、
升
隆
之
気
、
鐘
難
分
別
、
乃
我
竹
為

管
、
謂
之
律
、
…
…
)
お
こ
つ
た
語
で
あ
ら
う
。

黄
琵
も
渇
狂
も
、
こ
の
「
山
漬
」
　
「
鏡
律
」
に
注
し
て
、
遁
甲
開
山
図
や
建
律
災
応
な

ど
の
書
名
を
挙
げ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
彦
和
は
、
特
定
の
書
の
み
を
指
し
た
の
で
は
た

く
、
山
川
や
音
律
、
つ
ま
り
地
理
や
音
楽
と
い
ふ
大
切
な
こ
と
が
綿
雷
に
書
か
れ
て
を
る

こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
り

山
川
の
こ
と
は
、
河
田
緑
に
特
に
多
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
い
ま
残
文
三
条
を
引
い
て
そ

の
例
と
す
る
。

昆
各
山
為
天
柱
、
気
上
道
天
、
昆
各
署
地
之
中
也
、
地
下
有
八
柱
、
柱
広
十
万
里
、
有

三
千
六
百
軸
、
互
相
牽
制
、
名
山
大
川
、
孔
穴
相
通
(
初
学
記
巻
五
引
河
図
括
地
象
)

昆
掻
山
有
五
色
水
、
赤
水
之
気
、
上
蒸
為
霞
陰
雨
赫
然
(
文
選
巻
二
九
張
協
雑
詩
注
引

河
図
)
.

昆
掻
之
山
為
地
首
、
上
為
撞
契
、
満
為
四
漬
、
横
為
地
軸
、
上
為
天
鋲
、
立
為
八
柱

(
御
覧
巻
三
八
引
河
因
括
地
象
)

音
律
に
関
す
る
こ
と
は
、
楽
綿
に
特
に
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
い
ま
楽
緯
残
文
二
条
と

春
秋
緯
残
文
一
条
と
を
例
ホ
す
る
。

聖
人
往
承
天
助
、
以
立
五
均
、
均
者
亦
律
調
五
声
之
均
也
(
宋
均
日
、
均
長
八
尺
、
施
.

文
心
胱
竃
札
記
禍
〔
斯
波
〕

絃
以
調
K
律
五
戸
)
　
(
文
選
、
重
術
思
玄
斌
注
及
び
繁
欽
与
文
帝
庸
江
引
楽
叶
図
徴
)

夫
聖
人
之
作
東
、
不
可
以
白
娯
也
、
…
…
故
撞
鐘
者
以
知
法
度
、
鼓
琴
者
以
知
四
海
、

撃
磐
以
知
民
事
、
録
音
調
則
雪
道
得
、
薯
道
得
則
黄
鏡
病
賓
之
律
応
、
雪
道
不
得
則
鏡
普

不
調
、
鐙
普
不
調
則
黄
鐘
一
l
独
寛
之
律
不
応
、
・
…
六
続
漢
礼
儀
志
中
注
引
楽
叶
園
徴
)

冬
至
日
、
人
主
与
群
臣
左
右
群
楽
、
…
∴
人
主
乃
使
八
士
、
撞
黄
鑓
之
鐘
、
撃
賞
璋
之

灰
、
い
姦
卿
大
夫
列
士
、
乃
使
八
能
之
キ
撃
黄
鐘
之
灰
、
相
馬
革
、
鼓
貝
、
径
八
尺
一

寸
、
灰
黄
鐘
之
琴
宏
、
用
枕
木
、
琵
長
八
尺
一
寸
、
吹
黄
鏡
之
律
、
間
普
以
竿
補
、
竿
長

四
尺
二
寸
、
…
…
(
御
覧
巻
五
六
五
引
春
秋
感
精
符
)

「
白
魚
赤
鳥
之
符
」

「
鳥
」
を
唐
写
本
は
「
饉
」
に
作
る
‥

黄
注
、
屯
注
と
も
に
、
史
記
、
周
本
紀
の
文
を
引
証
し
て
を
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い

け
な
い
。
緯
書
か
ら
引
証
す
べ
き
で
あ
る
。

締
苦
の
残
文
に
つ
い
て
「
白
魚
」
「
赤
烏
」
の
見
え
る
条
を
亘
が
せ
ば
、
佃
書
中
侯
の

「
太
子
輿
以
肘
聖
二
仁
附
、
即
位
、
不
称
王
、
渡
干
孟
津
、
中
流
受
文
命
、
待
天
謀
、

ヽ

　

ヽ

白
魚
躍
入
王
舟
、
王
僻
取
魚
、
長
三
尺
、
赤
文
有
字
、
題
目
下
名
授
右
、
有
火
白
天
、
止

干
三
屋
、
流
為
赤
烏
、
五
至
、
以
穀
倶
来
(
御
覧
巻
八
四
引
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
周
の
武

王
発
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
蓋
し
彦
和
の
拠
れ
る
許
で
あ
ら
う
。

た
だ
し
か
し
気
に
た
る
の
は
、
唐
写
本
が
「
赤
饉
」
に
作
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
単
な
る
誤
写
と
は
思
は
れ
な
い
。
念
の
為
に
、
や
は
り
佃
書
中
候
に
あ
る
次
の
一
條

な
ど
を
考
慮
し
て
み
よ
う
。
「
季
秋
之
月
甲
子
、
赤
雀
街
封
書
、
入
豊
、
止
於
昌
戸
、
再

拝
稽
首
受
」
　
(
毛
詩
、
大
雅
、
文
王
序
正
義
引
)
。
.
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
一
条
が
佃
富
帝

命
験
(
史
記
、
周
本
紀
正
義
引
)
に
も
あ
る
。

さ
て
前
引
の
佃
書
中
候
の
一
条
は
、
周
の
武
王
発
の
こ
と
で
あ
り
、
後
引
の
一
条
は
、

周
の
文
王
昌
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
唐
写
本
社
是
な
り
と
す
れ
ば
、
彦
和
は
、
「
白
魚
」

を
武
王
の
こ
と
か
ら
取
り
、
.
「
赤
雀
」
を
文
王
の
こ
と
か
ら
取
っ
た
の
だ
と
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
更
に
考
へ
れ
ば
、
彦
和
は
も
経
書
の
あ
ち
ら
に
「
白
魚
」
が
出
て
を
り
、
こ
ち

四
三
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ら
に
「
赤
雀
」
が
出
て
な
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
た
の
で
は
な
く
、
「
白
魚
」
と
「
赤

雀
」
と
を
、
同
1
一
条
内
に
放
て
、
映
発
さ
せ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
眼
を
と
め

た
の
で
あ
ら
う
。
現
に
下
文
の
「
黄
銀
紫
玉
之
瑞
」
の
「
黄
銀
」
と
「
紫
玉
」
と
は
、
と

も
に
礼
斗
威
儀
の
同
一
条
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
(
下
に
詳
説
す
る
)
。
「
白
魚
」
と

「
赤
雀
」
.
と
を
映
発
さ
せ
、
「
黄
銀
」
と
「
紫
玉
」
と
を
映
発
さ
せ
た
こ
走
に
彦
和
が
意

を
惹
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
こ
そ
、
下
女
の
「
辞
富
青
眼
」
が
よ
く
生
き
て
く
る
。

そ
こ
で
、
こ
ナ
」
に
一
つ
の
推
測
を
下
せ
ば
、
前
引
椅
書
中
侯
の
武
三
野
の
一
条
に
見
え

る
「
赤
鳥
」
を
、
「
赤
雀
」
に
作
っ
た
一
本
が
有
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
と
い
ふ

の
は
、
佃
書
中
侯
に
「
維
天
降
紀
、
泰
伯
出
狩
、
喜
子
成
陽
、
天
振
大
雷
、
有
火
下
、
化

為
白
謹
、
街
鋲
典
子
公
串
」
　
(
御
覧
巻
九
二
二
引
)
の
一
条
が
あ
っ
て
、
周
の
泰
伯
の
こ

と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
有
火
下
云
云
」
が
、
前
引
武
王
第
の
条
の
　
「
石
火
自
天
=
…
流

為
赤
烏
」
と
関
係
が
あ
る
も
の
の
如
く
、
両
も
こ
こ
で
は
「
筐
」
に
作
ら
れ
て
を
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
泰
伯
の
記
事
が
「
雀
」
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と

し
て
、
そ
こ
と
よ
く
似
た
こ
と
が
ら
を
書
い
て
あ
る
武
王
発
の
条
も
、
「
雀
」
に
作
っ
た

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
の
如
く
、
締
書
中
侯
の
武
王
発
の
一
条
に
、
「
白
魚
」
と
「
赤
雀
」
と
を
映

1
発
さ
せ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
彦
和
は
そ
れ
に
拠
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
或
ひ
は
ま

た
別
に
、
今
見
る
こ
と
を
得
な
い
緯
書
の
ぜ
こ
か
に
、
「
白
魚
」
と
「
赤
雀
」
と
を
映
禿

さ
せ
た
文
が
あ
っ
て
、
珪
和
は
そ
れ
に
拠
っ
た
の
だ
と
考
へ
t
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

以
上
は
、
唐
写
本
の
「
赤
雀
」
を
も
と
に
し
て
推
測
を
遥
し
く
し
た
の
で
あ
る
が
、
と

も
l
か
く
も
唐
写
本
を
誤
写
と
し
て
か
た
つ
け
て
し
ま
ふ
に
は
未
練
が
残
る
。

.
ノ

「
黄
金
紫
玉
之
瑞
」

「
金
」
を
、
唐
写
本
は
「
銀
」
に
作
る
。
こ
れ
瑞
誤
写
と
は
思
は
れ
な
い
。
氾
注
に
、

礼
斗
威
儀
を
引
証
し
で
、
「
銀
」
に
作
る
も
の
を
是
な
り
と
し
て
を
濁
。
泊
氏
説
従
ふ
べ

き
で
あ
る
。
今
本
は
、
後
人
が
「
黄
金
」
の
語
を
習
見
す
る
に
因
っ
て
、
妄
り
に
改
め
た

四
四

も
の
で
あ
ら
う
。

但
し
荘
氏
の
引
い
た
礼
斗
威
儀
の
文
は
、
「
君
乗
金
而
王
、
其
政
教
平
、
費
銀
見
、
紫

玉
見
干
深
山
」
と
た
っ
て
を
る
け
れ
ど
も
、
礼
緯
残
文
の
緑
木
を
検
し
て
み
て
も
、
こ
の

や
う
な
一
達
の
文
は
無
い
。
有
る
の
は
、
「
君
東
金
而
王
、
其
政
平
則
蘭
常
生
し
　
(
文
選
巻

三
四
、
七
啓
注
)
、
「
層
乗
金
而
王
、
則
紫
玉
見
於
深
山
」
　
(
御
覧
巻
八
〇
四
)
、
「
君

東
金
而
王
、
則
黄
銀
見
」
　
(
御
覧
巻
八
一
三
)
、
「
君
乗
金
両
王
、
其
政
平
、
則
黄
金

(
銀
の
誤
で
あ
ら
う
)
昆
於
深
山
」
　
(
芸
文
類
緊
巻
八
三
)
の
如
く
、
諸
富
に
分
散
し
て

を
る
も
の
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
話
古
に
引
か
れ
て
を
る
も
の
は
、
必
す
L
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
せ
る
一
文
で

は
な
く
、
恐
ら
く
も
と
連
続
せ
る
∵
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
、
各
富
そ
れ
ぞ
れ
必
要

な
部
分
だ
け
を
別
取
し
た
の
で
あ
ら
う
。
蓋
し
茫
氏
も
こ
の
や
う
に
考
へ
て
、
一
文
に
仕

立
て
て
不
⊥
た
も
の
と
田
山
ふ
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
寧
ろ
、
「
君
乗
金
融
王
、
其
政
平
、

則
蘭
常
生
、
…
…
黄
銀
紫
玉
見
於
深
山
」
に
作
る
方
が
】
層
原
形
に
近
い
で
あ
ら
う
。

な
ほ
、
「
黄
銀
」
と
は
、
鏡
石
す
な
は
ち
真
錨
の
こ
と
で
あ
る
と
、
宋
の
程
大
昌
の
濵

繁
雷
巻
七
に
書
い
て
あ
る
。

「
無
益
経
典
、
而
有
助
文
茸
」

諸
子
第
十
七
に
「
然
沿
聞
之
士
、
宜
掠
綱
要
、
覧
華
和
食
英
、
粟
邪
両
採
正
、
極
梯

参
芸
、
亦
学
豪
之
壮
観
也
」
と
あ
る
の
と
、
ほ
ぼ
同
じ
論
調
で
あ
っ
て
、
短
を
棄
て
で
長

を
採
ら
う
と
す
る
彦
和
の
態
度
が
う
か
が
は
れ
る
。

「
是
以
後
文
辞
人
、
採
拭
英
華
」

唐
写
本
は
、
「
後
」
を
「
古
」
に
作
り
、
「
採
」
を
「
据
」
に
作
る
。
唐
写
本
の
方

が
、
是
な
の
で
は
な
い
か
。
「
後
采
」
と
い
へ
ば
、
経
書
が
出
て
以
後
、
ま
た
は
前
浜
の

帝
人
に
対
し
て
、
そ
れ
以
後
、
と
い
ふ
意
味
些
解
し
な
く
一
て
ほ
な
ら
ぬ
が
、
「
後
采
」
の

語
の
古
い
用
法
は
、
今
を
標
準
に
し
/
」
、
そ
の
今
よ
り
後
の
意
味
が
普
通
の
や
う
に
黒

.
ふ
。
そ
れ
で
こ
こ
は
「
苗
某
」
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
「
古
来
轟
人
」
の
語
は
、
物
色
第
凹

し



-

1
.
六
に
も
あ
る
。
ま
た
「
採
探
し
で
も
意
味
は
適
す
る
が
、
し
か
し
、
・
も
と
「
探
し
で
あ

っ
た
の
む
唐
写
本
が
「
揺
」
に
誤
っ
た
と
す
べ
き
可
能
性
は
少
く
、
「
据
稲
」
の
語
は
、

事
類
第
三
十
八
に
も
見
え
る
し
す
る
か
ら
、
こ
こ
も
「
揺
」
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

ふ。・

L
ヽ

「
平
子
恐
其
道
学
、
奏
令
禁
絶
」

張
衛
が
、
醸
帝
に
上
流
し
て
、
図
誼
を
禁
絶
せ
ん
こ
と
を
請
う
た
事
実
を
指
す
。
事

は
、
後
漢
書
重
荷
伝
に
見
え
る
。
「
道
学
」
と
華
人
を
し
富
商
に
於
て
送
は
せ
る
、

つ
ま
り
間
違
っ
た
説
を
妄
信
さ
せ
る
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。

「
仲
預
陪
其
雑
真
、
未
許
頼
烙
」

覇
悦
の
申
翳
、
俗
嫌
話
に
「
世
称
経
書
仲
尼
之
作
也
、
臣
悦
叔
父
政
司
空
爽
塀
之
、
莞

発
其
偽
也
、
有
提
於
中
興
之
前
、
終
克
之
徒
之
作
乎
、
戎
日
雑
、
日
以
己
雑
仲
尼
乎
、
以
仲

尾
雑
己
平
、
若
彼
者
、
以
仲
尼
雑
己
而
巳
、
然
則
可
謂
八
十
一
首
非
仲
尼
之
作
英
、
成
田

輝
諸
、
日
仲
尾
之
作
則
否
、
看
取
焉
則
可
、
易
其
格
」
と
あ
る
。
申
聖
の
「
以
仲
尼
雑

己
」
と
は
、
終
張
の
徒
自
身
の
偽
作
せ
る
も
の
を
本
把
と
し
、
そ
れ
に
往
往
、
仲
階
の
手

が
け
た
も
の
を
雑
入
し
て
な
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
む
違
和
が
「
雑
真
」
と
い
っ
た
の

は
、
乙
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
そ
の
「
其
」
と
は
、
彦
和
に
放
て
は
、
「
仲
尼
の
序
録

せ
る
も
の
」
を
意
味
し
て
ゐ
た
か
と
思
ふ
。

「
是
以
古
来
辞
人
、
…
…
…
未
許
恨
播
」
の
六
句
の
構
成
は
、
「
苗
文
辞
人
、
招
折
英

軍
」
の
二
旬
が
一
聯
を
な
し
、
「
平
子
恐
其
迷
学
、
奏
令
禁
絶
、
仲
預
惜
其
雑
真
、
未
許

頬
播
」
の
四
句
が
一
膳
を
な
す
。
そ
し
て
後
者
の
凹
句
に
於
て
は
、
下
の
二
句
に
重
み
が

か
か
っ
て
な
る
。

な
ほ
、
言
ふ
に
も
及
ぶ
ま
い
が
、
平
子
が
禁
絶
せ
ん
こ
と
を
奏
し
た
の
と
、
仲
預
が
蝮

帰
を
許
さ
な
か
っ
た
の
と
は
、
同
時
に
あ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

乙
の
二
句
は
、
便
宜
上
、
第
四
段
の
結
び
と
し
て
扱
っ
て
お
∴
㌻
冗
け
れ
ど
も
、
実
際

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
二
扁
全
能
の
結
び
で
あ
る
。
従
来
、
諒
を
以
て
経
に
配
し
て
ゐ
樫
か
ら
、
そ
の
非
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
こ
と
を
特
に
こ
こ
に
詳
論
し
た
、
七
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
篇
国
の
「
正
諒
」
に
帰
活

し
た
わ
け
で
あ
る
。

「
栄
河
温
洛
」
　
∵

「
栄
河
」
と
は
1
河
水
か
ら
栄
光
が
発
し
た
こ
l
と
。
前
文
「
尭
造
緑
図
」
の
と
こ
ろ
に
〃

引
用
し
て
お
い
た
通
り
、
佃
書
中
候
に
「
栄
光
隠
河
、
休
気
四
塞
」
と
あ
る
が
、
そ
の
鄭

注
に
、
栄
光
と
は
、
五
色
の
光
だ
と
い
ふ
。

「
温
洛
」
と
は
、
浄
水
が
温
く
な
っ
た
こ
と
。
易
乾
牢
度
に
「
帝
盛
徳
之
応
、
洛
水
先

温
、
九
日
乃
寒
、
五
日
変
為
五
色
」
　
(
初
学
記
巻
九
引
)
と
あ
る
。
′

「
揉
其
胱
蔚
」

「
揉
」
を
唐
写
本
は
「
採
」
に
作
る
。
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。
今
本
の
ま
ま
で
墜
息
頑
が

通
じ
な
い
。
「
採
」
の
字
の
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
句
は
、
本
文
の
「
古
来
帝
人
招
班
英
軍
」
と
応
ず
る
。

(
三
三
、
一
、
三
)

「
前
代
配
経
、
故
詳
論
焉
」

文
、
巾
離
記
札
記
四
〔
斯
波
〕
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';Wen-Hsin Tiao-Lung" (10 vols.) is a work written towards the end

of the fifth century; it is the earliest description on literature and rhe-

toric in China. This work, therefore, occupies the most important posi-

tion in the history of Chinese literary criticism: yet it has not prevail-

ed so much because of its having many difficult points. Both the terms

and the style of writing are very hard to understand, and especially

the sentence-construction is so complicated that main difficulty seems

to be here. In proceeding my research, I studied first the peculiarities

and characteristics of the thought and style of the author of this work

and made commentaries on the unique terms and sentence-construction,

which I compiled in the form of book. This is a Commentary on Wen-

Hsin Tiao-Lung. A part of my studies was publishedalready in" SlNA-

GAKU-KENKYU" No. 10, 12, 15, which this article follows.
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