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じ
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に

　

鄭
樵
（
一
一
〇
四
〜
一
一
六
二
）
字
は
漁
仲
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て

の
人
で
あ
る
。
若
年
よ
り
鄉
里
の
莆
田
に
あ
る
夾

山
に
草
堂
を
結
び
、
讀
書

や
講
學
、
著
述
に
專
心
す
る
こ
と
三
十
年
、
八
十
種
あ
ま
り
の
書
物
を
著
し
、

自
著
の
獻
上
や
推
薦
に
よ
っ
て
禮
兵
部
架
閣
と
い
う
宮
中
の
書
庫
管
理
官
を
授

け
ら
れ
た
。
の
ち
に
三
皇
五
帝
の
傳
説
の
時
代
か
ら
隋
代
ま
で
の
通
史
で
あ
る

『
通
志
』
二
百
卷
を
完
成
さ
せ
て
書
籍
の
編
纂
を
行
う
樞
密
院
編
脩
官
に
任
ぜ

ら
れ
た
が
、『
通
志
』
の
獻
上
を
目
前
に
し
て
卒
し
た
（
１
）。

　
『
通
志
』
に
は
禮
樂
、
職
官
な
ど
の
典
章
制
度
や
、
六
書
、
藝
文
と
い
っ
た

學
術
分
野
の
來
歷
、
そ
し
て
鄭
樵
自
ら
の
見
解
を
記
し
た
「
二
十
略
」
五
十
一

卷
が
あ
り
、『
圖
譜
略
』
は
こ
の
な
か
の
一
卷
で
あ
る
（
２
）。『
圖
譜
略
』
の
內
容
は

「
索
象
」、「
原
學
」、「
明
用
」、「
記
有
」、「
記
無
」
の
五
項
目
に
分
か
れ
て
お
り
、

「
索
象
」
は
圖
譜
の
歷
史
、「
原
學
」
は
學
術
と
圖
譜
の
關
係
、「
明
用
」
は
圖

譜
が
不
可
缺
な
學
術
分
野
と
、
こ
れ
ら
の
分
野
を
學
ぶ
必
要
性
を
説
き
、「
記

有
」
と
「
記
無
」
で
は
當
時
の
圖
譜
の
佚
存
を
記
し
て
い
る
。

　
『
圖
譜
略
』
は
、
鄭
樵
が
「
臣
の
胸
臆
よ
り
出
で
、
漢
唐
諸
儒
の
議
論
に
涉
か
か
わ

ら
ざ
る
な
り
」（『
通
志
』
總
序
）
と
い
う
よ
う
に
、
圖
譜
を
體
系
的
に
論
じ
た

初
め
て
の
著
述
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
清
の
章
學
誠
『
校
讎
通
義
』
は
鄭
樵
が

目
錄
の
著
録
分
野
に
圖
譜
を
加
え
た
こ
と
を
特
に
記
し
（
３
）、
近
代
で
は
梁
啓
超

『
中
國
歷
史
研
究
法
』
が
歷
史
批
評
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
唐
の
劉
知
幾
、
清

の
章
學
誠
と
と
も
に
鄭
樵
を
舉
げ
、『
圖
譜
略
』
を
そ
の
特
徵
的
な
學
說
の
一

つ
と
し
て
い
る
な
ど
（
４
）、『
圖
譜
略
』
は
鄭
樵
の
卓
見
と
し
て
目
錄
學
や
歷
史
學

の
觀
點
か
ら
評
價
さ
れ
て
い
た
。
鄭
樵
の
獨
創
と
し
て
後
世
注
目
さ
れ
た
『
圖

譜
略
』
は
、
中
國
の
學
術
に
お
け
る
圖
譜
利
用
の
發
端
を
知
る
上
で
重
要
な
言

說
の
一
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
鄭
樵
に
關
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、『
圖
譜
略
』
の
內
容

に
言
及
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
意
圖
か
ら
著
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
檢
討
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
５
）。
そ
れ
で
は
、
鄭
樵
が
『
圖
譜
略
』
を
著
し
た
意
圖
と

鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

原　

田　
　
　

信



五
四

は
何
だ
っ
た
の
か
。

　
『
圖
譜
略
』
の
內
容
は
全
體
を
通
じ
て
圖
譜
を
用
い
る
こ
と
の
必
要
性
を
主

張
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
單
に
圖
譜
利
用
の
推
進
だ
け
を
意
圖
し
て
著
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
圖
譜
は
『
圖
譜
略
』
が
著
さ
れ
る
よ
り
も
、

は
る
か
に
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
書
名
に
「
圖
」

と
あ
り
圖
解
と
推
測
さ
れ
る
書
物
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
二
十
種
、『
隋
書
』

經
籍
志
に
百
九
十
九
種
、『
宋
史
』
藝
文
志
に
四
百
二
種
が
見
え
る
。
ま
た
、

王
應
麟
の
『
玉
海
』
に
は
、
北
宋
初
期
か
ら
南
宋
の
紹
興
年
閒
ま
で
に
限
っ
て

も
、
天
文
、
宮
殿
、
祭
器
、
百
官
、
五
經
な
ど
五
十
ほ
ど
の
圖
解
が
作
成
さ
れ
、

參
照
さ
れ
た
經
過
が
記
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
つ
ま
り
、
鄭
樵
は
從
來
知
ら
れ
て
い
た

圖
譜
と
は
異
な
っ
た
、
何
か
ほ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
圖
譜
に
着
目
し
取
り
上
げ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
『
圖
譜
略
』
の
論
點
と
、
鄭
樵
の
思
想

を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
著
述
意
圖
を
檢
討
す
る
。

一
、
歷
代
目
錄
の
圖
譜
著
錄
に
對
す
る
問
題
意
識

　
『
通
志
』
の
「
二
十
略
」
は
、
鄭
樵
が
「
百
代
の
憲
章
、
學
者
の
能
事
、
此

に
盡
け
り
」（『
通
志
』
總
序
）
と
い
う
よ
う
に
、
古
今
の
典
章
制
度
と
學
術
の

歷
史
を
綜
合
的
に
論
述
す
る
目
的
か
ら
記
さ
れ
た
。
こ
の
目
的
は
『
圖
譜
略
』

に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
り
、
鄭
樵
は
『
圖
譜
略
』
の
は
じ
め
に
「
索
象
」
の
項

目
を
設
け
、
圖
譜
の
歷
史
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
歷
史
か
ら
は
、
鄭
樵
が
圖
譜

を
通
じ
て
抱
い
た
問
題
意
識
が
見
て
と
れ
る
。

　
「
索
象
」
は
、
圖
譜
の
歷
史
を
天
地
の
「
象
（
す
が
た
）」
を
表
す
河
圖
と
、

「
理
」
を
表
す
洛
書
の
出
現
か
ら
說
き
起
こ
し
、「
圖
」
と
「
書
（
文
字
）」
は

相
互
に
補
い
あ
う
も
の
だ
か
ら
、
と
も
に
用
い
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

秦
は
焚
書
に
よ
り
儒
學
の
書
を
焼
き
捨
て
た
が
、
儒
學
以
外
の
「
圖
」
や
「
書
」

は
排
斥
し
な
か
っ
た
の
で
、
秦
の
滅
亡
後
、
蕭
何
や
韓
信
、
張
蒼
、
叔
孫
通
と

い
っ
た
漢
初
の
功
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
律
令
、
軍
法
、
暦
や
度
量
衡
、
儀
禮
制
度
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
ま
た
、
秦
か
ら
漢
の
初
め
ま
で
に
個
人
の
藏

書
を
禁
止
し
た
「
挟
書
律
」
が
施
行
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
閒
に
儒

學
が
傳
わ
っ
た
の
は
、
圖
譜
が
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
推
測
し
て
い
る
。

秦
の
滅
亡
か
ら
漢
の
建
國
と
い
う
混
亂
の
な
か
で
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
、
學
術

が
斷
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
圖
譜
を
重
ん
じ
、
こ
れ
を
利
用
す
る
氣
風

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
鄭
樵
は
考
え
た
。

　
「
索
象
」
に
は
、
續
け
て
圖
譜
利
用
の
衰
退
が
記
さ
れ
て
お
り
、
鄭
樵
の
抱

い
た
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鄭
樵
は
、
前
漢
以
降
「
圖
」
よ
り
も
「
書
」

の
ほ
う
が
増
え
る
に
從
っ
て
、
儒
者
は
議
論
ば
か
り
に
注
力
し
て
互
い
に
争
う

風
潮
が
蔓
延
し
、
そ
の
結
果
、
學
術
成
果
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
と

考
え
た
（
７
）。
こ
れ
は
恐
ら
く
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
見
え
る
よ
う
に
、
漢
代
の
學

者
の
閒
に
存
在
し
た
│
經
文
の
五
文
字
を
解
釋
す
る
の
に
二
、
三
萬
言
を
費
や

し
た
│
と
い
う
風
潮
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
（
８
）。
既
述
し
た
よ
う
に
「
索
象
」

の
冒
頭
に
圖
は
「
象
」、
書
は
「
理
」
を
表
す
と
あ
る
。
書
の
表
す
「
理
」
と

は
曖
昧
な
言
葉
だ
が
、
理
屈
、
理
論
、
法
則
、
道
理
、
す
じ
み
ち
な
ど
と
解
さ

れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
形
而
上
の
存
在
で
あ
り
、
個
々
の
認
識
の
仕



鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

五
五

方
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
異
な
る
の
は
當
然
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、
圖
は

「
象
」、
す
な
わ
ち
事
物
の
樣
子
や
法
則
を
視
覺
的
に
描
い
た
も
の
だ
か
ら
、
認

識
の
齟
齬
は
生
じ
づ
ら
い
。
鄭
樵
は
、
不
要
な
議
論
が
行
わ
れ
た
漢
代
の
風
潮

を
「
理
」
へ
の
偏
重
だ
っ
た
と
考
え
、
こ
の
原
因
と
し
て
、
圖
譜
が
用
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
鄭
樵
は
圖
譜
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
原
因
を
前
漢
の
劉
向
、
劉

歆
父
子
と
斷
じ
、「
歆
向
の
罪
、
上
は
天
に
通
ず
」
と
嚴
し
く
批
判
し
た
。
そ

の
理
由
は
、劉
向
、劉
歆
が
編
纂
し
た
目
錄
に
あ
る
と
い
う
。『
圖
譜
略
』
の
「
索

象
」
で
は
、
初
め
て
諸
書
を
著
錄
し
た
綜
合
目
錄
で
あ
る
劉
歆
の
『
七
略
』
や
、

こ
れ
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
班
固
の
『
漢
書
』
藝
文
志
が
「
書
」
の
み
を
收
錄

し
「
圖
」
を
收
錄
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
後
世
の
目
錄
が
こ
の
二
つ
の

目
錄
の
方
法
を
踏
襲
し
た
結
果
、
圖
譜
は
目
錄
に
収
録
さ
れ
ず
廢
れ
た
と
述
べ

て
い
る
（
９
）。
鄭
樵
は
さ
ら
に
『
七
略
』
や
『
漢
書
』
藝
文
志
の
方
法
が
、
後
の
『
隋

書
』
經
籍
志
に
も
引
き
繼
が
れ
た
こ
と
を
舉
げ
て
、『
漢
書
』
藝
文
志
の
後
に

編
纂
さ
れ
た
統
一
國
家
の
綜
合
目
錄
『
隋
書
』
經
籍
志
が
圖
譜
を
收
錄
し
な

か
っ
た
こ
と
で
虞
夏
か
ら
漢
代
に
至
る
ま
で
の
圖
譜
が
全
く
傳
わ
ら
な
か
っ
た

と
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い
る
）
10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
圖
譜
の
衰
退
と
目
錄
へ
の
收
錄
を
結
び
つ
け
る
鄭
樵
の
論
は
、

一
見
す
る
と
不
可
解
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
本
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ

う
に
、書
名
に
「
圖
」
と
あ
る
書
物
だ
け
で
も
『
漢
書
』
藝
文
志
に
二
十
種
、『
隋

書
』
經
籍
志
に
百
九
十
九
種
が
見
え
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
目
錄
も
圖
譜
を
收
錄

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、『
圖
譜
略
』
の
記
述
を
さ
ら
に
見
る
と
、
鄭

樵
の
批
判
は
、
目
錄
に
お
け
る
圖
譜
收
錄
の
有
無
で
は
な
く
、
目
錄
が
圖
譜
を

一
つ
の
項
目
と
し
て
收
錄
し
な
い
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

目
錄
と
圖
譜
衰
退
の
因
果
關
係
に
つ
い
て
、
鄭
樵
は
「
索
象
」
の
な
か
で
「
且

つ
專
門
の
書
有
ら
ば
、
則
ち
專
門
の
學
有
り
。
專
門
の
學
有
ら
ば
、
則
ち
其
の

學
必
ず
傳
わ
り
て
書
も
亦
た
失
わ
れ
ず
（
且
有
専
門
之
書
則
有
専
門
之
學
、
有

専
門
之
學
則
其
學
必
傳
而
書
亦
不
失
）」
と
說
明
し
て
い
る
。
圖
譜
と
、
文
字

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
書
物
と
は
性
質
や
用
途
が
異
な
る
か
ら
、「
専
門
之
學
」、

こ
れ
は
『
圖
譜
略
』
の
「
原
學
」
で
は
「
圖
譜
之
學
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ

が
、
す
な
わ
ち
圖
譜
は
「
圖
譜
之
學
」
と
い
う
獨
立
し
た
學
問
と
し
て
目
錄
に

収
錄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
圖
譜
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
鄭
樵
の
考
え
で
あ
っ
た
。
鄭
樵
の
批
判
は
『
漢
書
』
藝
文
志
や
『
隋

書
』
經
籍
志
が
圖
譜
を
收
錄
し
た
か
否
か
で
は
な
く
、
圖
譜
を
一
つ
の
學
問
と

見
な
さ
ず
、
他
の
分
野
に
分
け
て
收
錄
し
た
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
鄭
樵
が
圖
譜
の
歷
史
を
通
じ
て
抱
い
た
問
題
意
識
と
は
、

漢
代
以
降
の
圖
譜
利
用
の
衰
退
と
こ
れ
が
招
い
た
「
理
」
へ
の
偏
重
と
い
う
學

風
の
變
化
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
存
在
し
た
目
錄
の
分
類
方
法
で
あ
っ
た
。
こ

の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
鄭
樵
が
『
圖
譜
略
』
を
著
し
た
意
圖
の
一
つ
は
、

圖
譜
の
存
在
や
傳
來
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、
歷
史
書
で
あ
る
『
通
志
』
の
な

か
に
『
圖
譜
略
』
と
い
う
項
目
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
圖
譜
之
學
」
の
存

在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
目
錄
の
觀
點
か
ら
見
え
て
く
る
著
述
意
圖
は
、
お
そ
ら
く
鄭
樵
の

獨
創
で
は
な
い
。
鄭
樵
よ
り
前
に
も
圖
譜
の
收
錄
を
明
示
し
、
あ
る
い
は
獨
立



五
六

し
た
項
目
と
し
て
收
錄
し
た
目
錄
が
存
在
し
て
お
り
、
鄭
樵
は
『
七
略
』
の
も

と
と
な
っ
た
劉
向
の
『
別
錄
』
中
、
任
宏
が
編
纂
を
擔
當
し
た
兵
書
目
錄
の
み

が
圖
と
書
の
卷
數
を
記
し
て
い
る
こ
と
や
、
南
朝
の
王
儉
が
『
七
略
』
に
倣
っ

て
編
纂
し
た
『
七
志
』
に
「
圖
譜
志
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
言

及
し
て
い
る
）
11
（

。
特
に
『
七
志
』
に
つ
い
て
は
「
末
學
に
し
て
此
の
作
有
る
を
意

わ
ざ
る
な
り
」
と
い
い
、
大
部
分
の
目
錄
が
劉
向
、
劉
歆
の
『
七
略
』
の
方
法

に
準
じ
た
な
か
で
、『
七
志
』
が
圖
譜
を
專
門
の
項
目
に
收
錄
し
た
意
外
性
を

述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
目
錄
の
存
在
は
、
鄭
樵
が
圖
譜
と
目
錄
の
關
係
性

に
着
目
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
圖
譜
之
學
」
を
明
ら
か
に
す
る
目
的

　

鄭
樵
が
『
圖
譜
略
』
を
著
し
た
意
圖
の
一
つ
は
、「
圖
譜
之
學
」
の
存
在
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
鄭
樵
は
「
圖
譜
之
學
」
を
通
じ

て
何
を
行
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

前
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
鄭
樵
は
圖
譜
利
用
の
例
と
し
て
、
秦
の
滅
亡
か

ら
前
漢
の
建
國
ま
で
の
混
亂
し
た
社
会
狀
況
の
な
か
で
、
圖
譜
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
で
諸
制
度
が
制
定
さ
れ
た
り
、
儒
學
が
傳
わ
っ
た
り
し
た
こ
と
を
舉
げ
た
。

こ
れ
ら
は
圖
譜
の
歷
史
か
ら
見
た
圖
譜
の
意
義
だ
が
、
ほ
か
に
も
、『
圖
譜
略
』

の
「
索
象
」
で
は
學
術
に
お
け
る
圖
譜
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

古
の
學
者
を
例
と
し
て
、
視
覺
的
な
情
報
を
傳
え
る
「
圖
」
と
、
論
理
的
な
情

報
を
傳
え
る
「
書
」
の
兩
者
の
性
質
を
理
解
し
、
と
も
に
用
い
る
こ
と
で
古
の

學
者
は
容
易
に
學
問
を
脩
得
し
、
成
就
さ
せ
た
と
い
い
）
12
（

、
こ
れ
に
對
し
て
後
世

の
學
者
は
「
書
」
ば
か
り
を
學
び
、
言
辭
に
偏
重
し
た
議
論
に
努
め
た
結
果
、

ど
れ
だ
け
學
ん
で
も
成
果
を
上
げ
る
こ
と
や
行
動
に
應
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

實
際
に
何
か
を
行
お
う
に
も
、
ど
う
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
批
判
し

て
い
る
）
13
（

。
鄭
樵
は
圖
譜
の
利
用
を
、
學
者
が
自
ら
の
學
問
を
成
就
さ
せ
、
そ
の

成
果
を
實
際
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
要
諦
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
『
圖
譜
略
』
の
「
原
學
」
に
は
、
圖
譜
を
用
い
る
こ
と
の
意
義
と
、
用
い
ら

れ
な
い
こ
と
の
弊
害
が
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

鄭
樵
は
學
問
の
盛
衰
に
つ
い
て
、
そ
の
境
目
を
夏
、
殷
、
周
の
三
代
ま
で
と

し
、
漢
、
魏
晉
と
時
代
が
下
る
に
從
っ
て
衰
退
し
た
と
考
え
た
）
14
（

。
そ
し
て
、
三

代
よ
り
後
の
學
術
が
衰
え
た
原
因
は
「
義
理
之
學
」
と
「
辭
章
之
學
」
と
い
う

言
辭
を
主
體
と
し
た
二
つ
の
學
術
へ
の
偏
重
だ
と
し
て
い
る
。
鄭
樵
の
見
解
に

よ
れ
ば
、「
辭
章
之
學
」
は
言
辭
を
飾
り
耳
目
を
樂
し
ま
せ
る
だ
け
の
表
層
的

な
學
問
、「
義
理
之
學
」
は
內
容
が
深
遠
で
あ
っ
て
も
他
者
へ
の
攻
撃
に
ば
か

り
意
を
用
い
現
實
に
則
さ
な
い
學
問
で
あ
り
）
15
（

、
兩
者
は
「
二
者
は
塗
を
殊
と
す

る
も
同
に
歸
す
、
是
れ
皆
な
語
言
の
末
に
從
事
し
て
、
實
學
を
爲
す
に
非
ざ
る

な
り
（
二
者
殊
塗
而
同
歸
、
是
皆
從
事
於
語
言
之
末
、
而
非
爲
實
學
也
）」
と

い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
も
言
辭
を
操
る
だ
け
の
學
問
で
あ
り
、「
實
學
」
で
は

な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
圖
譜
之
學
」
が
傳
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、「
實
學
」

は
言
葉
だ
け
の
も
の
と
な
り
廢
れ
て
し
ま
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
）
16
（

。
つ
ま
り
、

鄭
樵
は
『
圖
譜
略
』
に
よ
っ
て
「
圖
譜
之
學
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
言
辭
が
行
き
過
ぎ
て
空
虛
に
な
っ
た
學
問
を
「
實
學
」
へ
改
め
よ
う
と
し



鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

五
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た
の
で
あ
る
。

三
、「
實
學
」
に
お
け
る
圖
譜
の
必
要
性

　
『
圖
譜
略
』
の
內
容
か
ら
す
る
と
、
鄭
樵
の
い
う
「
實
學
」
と
は
言
辭
の
學

問
と
と
も
に
、
具
體
的
な
事
物
を
學
び
、
そ
の
成
果
を
實
踐
す
る
こ
と
を
指
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鄭
樵
に
と
っ
て
の
「
實
學
」
が
よ
り
具
體
的

に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
「
實
學
」
に
圖
譜
が
必
要
な
の
か
、

と
い
う
點
に
つ
い
て
『
圖
譜
略
』
の
記
述
は
や
や
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
點
を
も

う
少
し
明
確
に
す
る
上
で
、『
二
十
略
』
中
、『
圖
譜
略
』
の
ほ
か
に
唯
一
「
實

學
」
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
『
昆
蟲
草
木
略
』
の
記
述
は
一
つ
の
手
が
か

り
と
な
る
。

　
『
昆
蟲
草
木
略
』
は
、「
實
學
」
が
廢
れ
た
原
因
を
「
學
者
は
窮
理
盡
性
の
說

を
操
り
、
虛
無
を
以
て
宗
と
爲
し
、
實
學
置
か
れ
て
問
わ
れ
ず
（
學
者
操
窮
理

盡
性
之
說
、
以
虛
無
爲
宗
、
實
學
置
而
不
問
）」
と
記
し
、『
圖
譜
略
』
と
同
樣

に
、
學
者
が
「
性
」
や
「
理
」
ば
か
り
を
追
い
求
め
中
身
の
無
い
說
を
振
り
か

ざ
し
た
結
果
、「
實
學
」
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
批
判
す
る
。そ
し
て
、「
實

學
」
が
顧
み
ら
れ
な
い
例
と
し
て
、
經
書
を
學
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
田
野
の
動

植
物
を
知
ら
な
い
儒
生
と
、
田
野
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
經
書
を
知
ら
な
い

農
夫
と
い
う
、
兩
者
の
知
識
が
結
び
つ
か
な
い
た
め
に
「
鳥
獸
草
木
之
學
」
が

廢
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
17
（

。
鄭
樵
の
批
判
は
學
問
を
脩
得
す
べ
き
儒
生
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
經
書
を
學
ぶ
儒
生
が
、
書
物
の
知
識
の
み
な
ら
ず
、

實
際
的
な
田
野
の
知
識
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
「
鳥
獸
草
木
之
學
」
に
お
け
る

「
實
學
」
の
一
面
で
あ
っ
た
。

　

鄭
樵
は
さ
ら
に
「
實
學
」
の
例
と
し
て
本
草
を
と
り
あ
げ
、「
惟
だ
本
草
の

一
家
は
人
命
の
繫
か
る
所
な
れ
ば
、
凡
そ
之
を
學
ぶ
者
は
務
め
眞
を
識
る
に
在

り
、
他
書
の
只
だ
說
を
求
む
る
に
比
せ
ざ
る
な
り
（
惟
本
草
一
家
人
命
所
繫
、

凡
學
之
者
務
在
識
眞
、
不
比
他
書
只
求
說
也
）」
と
述
べ
て
い
る
。
本
草
は
人

命
に
關
わ
る
學
問
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
學
ぶ
者
は
他
の
分
野
の
學
問
の
よ
う

に
諸
説
を
渉
猟
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
一
層
眞
實
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

續
け
て
、『
昆
蟲
草
木
略
』
に
は
鄭
樵
自
身
が
夾

山
に
お
い
て
讀
書
と
同

時
に
田
夫
や
老
人
と
交
流
し
、
山
中
の
自
然
を
觀
察
す
る
こ
と
で
實
學
を
實
踐

し
よ
う
と
し
た
狀
況
が
記
さ
れ
て
い
る
）
18
（

。
た
だ
し
、
野
に
身
を
置
い
て
著
し
た

『
昆
蟲
草
木
略
』
で
さ
え
も
鄭
樵
が
考
え
る
實
學
を
體
現
で
き
な
か
っ
た
よ
う

で
、
最
後
に
「
今
昆
蟲
草
木
略
を
作
り
、
之
が
爲
に
會
同
し
、
庶
幾
わ
く
は
衰

晩
少や
や

遺
忘
に
備
え
ん
、
豈
に
敢
え
て
實
學
を
論
ず
る
や
（
今
作
昆
蟲
草
木
略
、

爲
之
會
同
、
庶
幾
衰
晩
少
備
遺
忘
、
豈
敢
論
實
學
也
）」
と
結
び
、『
昆
蟲
草
木

略
』
は
諸
說
を
集
め
た
に
過
ぎ
ず
、
實
學
を
論
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し

て
い
る
。

　
『
昆
蟲
草
木
略
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
鄭
樵
に
と
っ
て
「
實
學
」
の
最
も
理

想
的
な
あ
り
方
は
、
何
よ
り
も
實
物
の
觀
察
を
通
じ
て
得
た
實
用
的
な
知
識
や

經
驗
に
よ
っ
て
立
論
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
人
の
人
閒
が
、
こ
の

世
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
實
際
に
觀
察
す
る
の
は
不
可
能
と
い
っ
て
よ



五
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い
。
鄭
樵
は
野
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
『
昆
蟲
草
木
略
』
を
著
す
に
際
し
て

諸
說
を
集
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
も
、
こ
の
點
が
實
現
し
難
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
理
想
的
な
方
法
で
は
な
く
と
も
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
手
段

が
あ
っ
た
。
鄭
樵
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
圖
で
あ
っ
た
。
紹
興
十
一
年
（
一
一
四

一
）
頃
に
記
さ
れ
た
「
寄
方
禮
部
書
」
に
は
鄭
樵
が
『
爾
雅
』
を
補
訂
し
た
經

過
が
見
え
、
こ
の
な
か
で
鄭
樵
は
圖
の
利
用
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
）
19
（

。

　

鄭
樵
は
經
書
に
記
さ
れ
た
事
柄
の
う
ち
、「
人
情
」
や
「
事
理
」
は
自
ら
の

意
に
任
せ
て
推
測
で
き
る
の
で
讀
書
を
繰
り
返
せ
ば
理
解
で
き
る
が
、
天
文
や

地
理
、
車
輿
、
器
服
、
草
木
、
蟲
魚
、
鳥
獸
に
つ
い
て
は
、
讀
書
を
繰
り
返
し

て
も
知
り
よ
う
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
）
20
（

。
そ
こ
で
、
鄭
樵
は
『
爾
雅
』
の
補
訂

を
試
み
た
の
だ
が
、
讀
者
が
事
物
の
樣
子
を
よ
り
詳
し
く
理
解
で
き
な
い
こ
と

を
恐
れ
、
圖
を
付
し
た
と
い
う
）
21
（

。

　

先
に
述
べ
た
『
昆
蟲
草
木
略
』
の
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
實
物
を
觀
察
し
な
け

れ
ば
本
當
の
意
味
で
名
物
を
知
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
經
書
を
學

ぶ
者
す
べ
て
が
實
際
に
各
地
に
赴
い
て
天
文
や
地
理
、
動
植
物
と
い
っ
た
名
物

を
觀
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
名
物
を
正
確
に
知
る
こ
と
は

經
書
の
內
容
を
理
解
す
る
た
め
補
助
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
體
が
經
書
を
學

ぶ
目
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
鄭
樵
は
觀
察
の
代
替
手
段
と
し
て
圖
を
利
用
し

た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
圖
譜
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
通

志
』
の
『
器
服
略
』
に
は
、
當
時
存
在
し
た
禮
圖
が
禮
の
諸
說
の
み
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
も
と
に
製
作
さ
れ
た
祭
器
の
形
狀
は
、
祭
器
の
持
つ

意
義
を
表
し
て
は
い
る
が
實
用
に
は
適
さ
な
い
と
い
う
批
判
が
見
え
る
）
22
（

。

　

鄭
樵
の
禮
圖
批
判
が
妥
當
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
圖
の
根
據
に
問
題
が
あ

れ
ば
、
そ
の
內
容
が
信
頼
性
に
缺
け
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
點
に
お
い
て
、

圖
の
利
用
は
實
物
の
觀
察
に
比
べ
れ
ば
次
善
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
少
な

く
と
も
實
際
の
事
物
に
基
づ
き
、
合
理
的
で
根
據
の
あ
る
圖
は
、
鄭
樵
の
考
え

る
「
實
學
」、
つ
ま
り
正
確
で
實
際
的
な
知
識
を
得
て
、
こ
れ
を
實
踐
す
る
た

め
に
不
可
缺
の
存
在
で
あ
っ
た
。

四
、「
圖
譜
之
學
」
と
知
的
欲
求

　

鄭
樵
の
い
う
「
圖
譜
之
學
」
は
、
圖
譜
を
通
じ
て
文
字
だ
け
で
は
知
り
難
い

正
確
な
知
識
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
鄭
樵
が
「
圖
譜

之
學
」
に
着
目
し
た
理
由
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

鄭
樵
は
『
圖
譜
略
』
の
「
原
學
」
の
な
か
で
、「
圖
譜
之
學
」
の
重
要
性
に

着
目
し
た
き
っ
か
け
と
し
て
漢
代
の
宮
室
制
度
に
詳
し
か
っ
た
晉
の
張
華
と
、

『
春
秋
』
に
見
え
る
諸
侯
の
系
譜
に
詳
し
か
っ
た
唐
の
武
平
一
を
舉
げ
て
い
る
。

當
初
、
鄭
樵
は
兩
者
が
制
度
や
系
譜
に
詳
し
い
理
由
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、

楊
佺
期
の
『
洛
京
圖
』
や
杜
預
の
『
公
子
譜
』
を
見
た
こ
と
で
、
そ
の
知
識
が

圖
譜
に
由
來
す
る
こ
と
を
發
現
し
、
そ
れ
ま
で
着
目
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た

「
圖
譜
之
學
」
が
學
術
上
重
要
な
分
野
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
い
う
）
23
（

。

鄭
樵
が
「
圖
譜
之
學
」
に
着
目
し
た
契
機
は
、
張
華
や
武
平
一
の
知
識
が
ど
の



鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

五
九

よ
う
に
脩
得
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
點
で
あ
っ
た
。

　

鄭
樵
に
と
っ
て
、
知
識
は
分
野
ご
と
に
區
切
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る

知
識
に
通
じ
る
こ
と
で
初
め
て
意
義
を
も
っ
た
。
鄭
樵
は
こ
れ
を
「
會
通
」
と

稱
し
た
。
鄭
樵
は
『
通
志
』
總
序
の
冒
頭
に
お
い
て
、
斷
代
史
を
否
定
し
た
『
通

志
』
の
編
纂
構
想
と
し
て
會
通
の
重
要
性
を
說
き
、
會
通
を
實
踐
し
た
孔
子
や

司
馬
遷
を
目
標
に
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
）
24
（

。

　

鄭
樵
自
身
、
豊
富
な
知
識
を
具
え
た
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
紹
興
三
十
年

（
一
一
六
〇
）、
道
す
が
ら
晩
年
の
鄭
樵
と
出
會
っ
た
陸
游
は
そ
の
人
物
を
「
好

古
博
識
」
と
評
し
て
い
る
）
25
（

。
實
際
、
鄭
樵
は
若
年
よ
り
樣
々
な
知
識
を
脩
得
す

る
こ
と
に
務
め
て
い
た
。
紹
興
十
八
年
（
一
一
四
八
）、
高
宗
に
自
ら
の
經
歷

を
述
べ
た
「
獻
皇
帝
書
」
の
冒
頭
に
は
、
夾

山
に
居
を
構
え
た
時
か
ら
、
古

今
の
書
物
を
讀
ん
で
百
家
の
學
に
通
じ
、「
六
經
」
に
よ
っ
て
そ
の
學
識
を
補

お
う
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
、
と
あ
る
）
26
（

。
儒
者
と
い
え
ば
ま
ず
は
經
書
を

重
視
す
る
も
の
だ
が
、
鄭
樵
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
諸
學
を
涉
獵
し
て
見
聞

を
廣
め
、
多
樣
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、「
六
經
」
を
學
ぶ
の
も

知
識
脩
得
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
鄭
樵
は
書
物
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
だ
け
で
は
不
足
を
感
じ
た
よ
う

で
、
佚
存
に
關
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
書
物
や
圖
譜
、
彝
器
、
碑
銘
を
探
し
求
め
、

書
物
の
殘
缺
や
圖
譜
、
彝
器
、
碑
文
に
も
世
の
道
理
を
見
出
し
、
他
書
を
考
訂

す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
）
27
（

。
天
下
の
文
獻
や
資
料
を
訪
ね
て
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
知
ろ
う
と
す
る
信
念
は
、
紹
興
十
七
年
に
記
し
た
「
上
宰
相
書
」
に
も

略

な
が
ら
記
さ
れ
て
お
り
、
鄭
樵
の
強
い
自
負
が
伺
わ
れ
る
）
28
（

。

　

鄭
樵
が
博
識
を
志
し
て
探
し
求
め
た
資
料
の
な
か
に
は
、
す
で
に
圖
譜
が
含

ま
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
時
點
で
は
圖
譜
を
獨
立
し
た
學
問
と
見
な
し
て
い

た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
獻
皇
帝
書
」
に
は
、
鄭
樵
が
古
今
の
學
問
に
通
じ
よ
う
と
考
え
て
か
ら
こ

の
上
奏
文
を
記
す
ま
で
「
忽
忽
と
し
て
三
十
年
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
三
十

年
閒
の
ど
の
時
期
に
、「
圖
譜
之
學
」
に
着
目
す
る
契
機
と
な
っ
た
『
洛
京
圖
』

や
『
公
子
譜
』
を
見
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
先
に
引
用
し
た
「
寄

方
禮
部
書
」
に
は
三
十
年
閒
の
學
問
の
經
過
と
、
そ
の
時
々
の
著
書
を
記
し
て

お
り
、
圖
譜
に
着
目
し
た
過
程
が
伺
わ
れ
る
。

　

三
十
年
の
う
ち
、
初
め
の
十
年
は
「
經
旨
之
學
」
を
脩
め
、
そ
の
後
は
順
に

「
禮
樂
之
學
」
を
三
年
、「
文
字
之
學
」
を
三
年
、「
天
文
地
理
之
學
」
と
「
蟲

魚
草
木
之
學
」
を
五
、
六
年
、「
討
論
之
學
」「
圖
譜
之
學
」「
亡
書
之
學
」
を
八
、

九
年
脩
め
た
と
い
い
、
夾

山
に
居
て
二
十
一
、
二
年
目
に
あ
た
る
「
天
文
、

地
理
之
學
」
を
脩
め
た
頃
に
、
初
め
て
『
百
川
源
委
圖
』
や
『
春
秋
列
傳
圖
』

と
い
う
圖
解
を
編
纂
し
た
と
あ
る
。

　

鄭
樵
が
初
め
て
圖
譜
を
編
纂
し
た
時
期
、
あ
る
い
は
「
圖
譜
之
學
」
を
脩
め

た
時
期
の
い
ず
れ
に
し
ろ
、
鄭
樵
が
學
問
を
脩
め
た
三
十
年
閒
の
後
半
に
當
た

る
。
こ
れ
は
、
鄭
樵
が
廣
範
な
知
識
を
得
よ
う
と
し
て
、
諸
學
を
脩
め
て
い
く

過
程
で
「
圖
譜
之
學
」
に
思
い
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
經
過
と
、

先
述
し
た
よ
う
に
鄭
樵
の
考
え
た
圖
譜
の
二
つ
の
性
質
が
「
至
約
」
や
「
求
易
」

で
あ
り
、
さ
ら
に
張
華
や
武
平
一
の
よ
う
な
知
識
の
背
景
に
圖
譜
の
存
在
を
推

測
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
、
鄭
樵
は
多
樣
な
資
料
を
探
し
求
め
る
な
か



六
〇

で
圖
譜
の
役
割
に
注
目
し
は
じ
め
、
そ
し
て
、
樣
々
な
知
識
を
得
よ
う
と
す
る

過
程
で
、
膨
大
な
情
報
の
理
解
を
効
率
的
に
行
い
、
さ
ら
に
は
本
論
の
第
三
節

の
終
わ
り
で
述
べ
た
よ
う
に
、
よ
り
正
確
な
知
識
を
得
る
た
め
に
圖
譜
を
利
用

し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
鄭
樵
は
自
ら
の
實
践
と
經
験
を
「
圖
譜
之
學
」

と
い
う
獨
立
し
た
學
問
分
野
へ
と
昇
華
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

鄭
樵
が
『
圖
譜
略
』
を
著
し
た
意
圖
は
、
歷
史
上
獨
立
し
た
學
問
と
し
て
扱

わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
「
圖
譜
之
學
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、

正
確
で
廣
範
な
知
識
の
脩
得
を
目
的
と
し
た
「
實
學
」
を
實
踐
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

廣
範
な
知
識
の
脩
得
は
、『
圖
譜
略
』
を
著
し
た
意
圖
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

鄭
樵
が
學
問
を
脩
め
る
當
初
か
ら
志
し
た
出
發
點
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
書
物

か
ら
得
ら
れ
る
知
識
は
ど
れ
だ
け
多
く
學
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
正
確
な
も

の
だ
と
は
限
ら
な
い
。『
圖
譜
略
』
の
「
原
學
」
に
あ
る
魏
晉
以
降
の
學
術
が

衰
え
た
と
い
う
見
解
（「
魏
晉
以
降
、日ひ
び

に
以
て
陵
夷
す
」）
や
、「
寄
方
禮
部
書
」

に
見
え
る
、
爾
雅
の
學
を
正
確
に
理
解
す
れ
ば
經
書
の
注
疏
は
無
用
の
も
の
と

な
る
と
い
う
見
解
（「
爾
雅
の
學
既
に
了
然
た
ら
ば
、
則
ち
六
經
の
注
疏
は
皆

長
物
な
り
」）
は
、
天
下
に
あ
る
八
割
の
書
物
を
讀
ん
だ
と
ま
で
言
わ
れ
る
鄭

樵
が
様
々
な
學
問
分
野
を
涉
獵
し
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
學
術
に
對
し
て
抱
い

た
疑
念
を
端
的
に
示
し
て
い
る
）
29
（

。
鄭
樵
は
こ
の
疑
念
を
拂
拭
し
、
事
物
の
正
確

な
理
解
を
探
求
し
よ
う
と
「
實
學
」
に
思
い
至
る
過
程
で
、
次
第
に
圖
譜
の
意

義
を
見
出
し
、「
圖
譜
之
學
」
と
い
う
學
問
分
野
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。『
圖
譜
略
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
圖
譜
之
學
」
は
、
鄭

樵
の
旺
盛
な
知
的
欲
求
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
抱
い
た
學
術
へ
の
疑
念
を
成
立

の
背
景
と
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
鄭
樵
の
「
實
學
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
點
が
あ

る
。
本
論
の
第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
鄭
樵
の
「
實
學
」
は
、「
義

理
之
學
」
や
「
辭
章
之
學
」
と
い
う
言
辭
偏
重
の
學
問
に
對
す
る
批
判
か
ら
行

わ
れ
た
。
こ
の
批
判
は
、
魏
晉
以
降
の
學
術
の
衰
退
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
、

鄭
樵
の
生
き
た
時
代
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

鄭
樵
が
批
判
す
る
問
題
點
、
例
え
ば
言
辭
に
つ
い
て
は
北
宋
の
畢
仲
游
（
一

〇
四
七
〜
一
一
二
一
）
が
科
舉
に
關
し
て
「
嘉
祐
自
り
以
來
、
天
下
の
士
常
に

科
舉
の
累
を
患
い
、
而
し
て
尤
も
詩
賦
を
以
て
無
用
と
爲
す
。
故
に
廢
し
て
偶

儷
破
碎
の
辭
を
去
ら
し
め
、
而
し
て
進
め
る
に
通
經
義
理
の
學
を
以
て
し
、
有

用
た
ら
ん
こ
と
を
庻
幾
う
。
而
し
て
十
數
年
の
閒
、
綴
文
の
士
、
號
し
て
經
に

通
ず
る
と
爲
す
者
、
偶
儷
破
碎
た
る
こ
と
反
て
詩
賦
よ
り
も
甚
だ
し
」
と
述
べ

て
い
る
）
30
（

。
こ
の
よ
う
に
、
文
飾
に
偏
重
す
る
浮
薄
な
學
風
は
度
々
蔓
延
し
て
い

た
。

　
「
實
學
」
に
つ
い
て
も
、
鄭
樵
以
前
の
人
々
が
、
各
々
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
義
理
の
學
を
主
張
し
て
宋
代
以
後
の
思
想
に
影
響
を
與
え
た
程

頤
（
一
〇
三
三
〜
一
〇
七
七
）
は
「
經
を
治
め
る
は
實
學
な
り
。　

…　

中
庸

一
卷
の
書
の
如
き
は
、
自
ら
理
に
至
り
。
便
ち
之
を
事
に
推
せ
り
。
國
家
に
九



鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

六
一

經
、
及
び
歷
代
聖
人
の
迹
有
る
が
如
く
、
實
學
に
非
ざ
る
は
莫
き
な
り
」
と
い

い
、
經
書
を
學
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
經
書
に
記
さ
れ
た
「
理
」
を
行
動
に
應
用
す

る
こ
と
こ
そ
が
實
學
だ
と
述
べ
て
い
る
）
31
（

。「
實
學
」
と
は
實
用
的
、
實
際
的
な

學
問
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
で
あ
る
か
ら
多
義
的
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
が
、

實
踐
す
べ
き
内
容
を
經
書
の
「
理
」
と
す
る
か
、
廣
範
な
知
識
と
す
る
か
と
い

う
點
で
、
程
頤
と
鄭
樵
の
兩
者
が
考
え
る
實
學
は
随
分
と
異
な
る
。
こ
の
違
い

は
南
宋
の
時
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
理
學
家
の
王
柏
（
一
一
九
七
〜
一
二
七
四
）

は
、
諸
分
野
に
渡
る
内
容
を
網
羅
し
た
『
圖
譜
略
』
を
評
價
し
な
が
ら
も
「
理

に
於
い
て
は
其
の
尚
ぶ
所
に
非
ず
、
此
れ
恨
と
爲
す
べ
き
の
み
」
と
い
い
、
鄭

樵
の
論
が
「
理
」
を
重
視
し
て
い
な
い
と
惜
し
ん
で
い
る
）
32
（

。
理
學
の
觀
點
か
ら

す
れ
ば
、『
圖
譜
略
』
の
內
容
は
知
識
に
偏
重
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
圖
譜
略
』
の
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
鄭
樵
に
と
っ
て
「
理
」

だ
け
で
は
學
問
が
空
虛
に
陷
り
や
す
く
、
こ
の
缺
陷
を
克
服
す
る
知
識
こ
そ
が

實
際
的
な
學
問
を
成
就
さ
せ
る
要
素
で
あ
っ
た
。
鄭
樵
が
圖
譜
の
重
要
性
を
發

現
し
た
き
っ
か
け
と
し
て
博
物
や
博
學
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
西
晉
の
張
華
や
唐

の
武
平
一
を
舉
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
が
、「
理
」
よ
り
も
知
識
に

よ
っ
て
知
ら
れ
た
人
物
や
學
風
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
鄭
樵
だ
け
が
特

殊
な
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

理
學
が
盛
ん
に
な
る
宋
代
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
鄭
樵
の
よ
う
に
知
識
を
重
ん
じ

博
物
學
的
な
學
問
を
成
す
人
物
が
現
れ
た
の
か
。『
圖
譜
略
』
に
よ
っ
て
「
圖

譜
之
學
」
が
示
さ
れ
た
原
因
を
さ
ら
に
詳
し
く
檢
討
す
る
に
は
、
鄭
樵
の
特
徵

的
な
學
風
と
こ
れ
以
前
に
存
在
し
た
他
の
學
說
と
の
關
聯
性
、
そ
し
て
鄭
樵
の

よ
う
に
知
識
を
重
ん
ず
る
人
物
が
生
み
出
さ
れ
た
社
會
的
背
景
に
つ
い
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

注

（
１
）　

鄭
樵
の
經
歷
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
卷
四
三
六
・
儒
林
の
鄭
樵
傳
に
よ
る
。
鄭
樵
の

著
書
の
數
に
つ
い
て
『
四
庫
全
書
総
目
』
の
「
夾

遺
稿
提
要
」
は
「
獻
皇
帝
書
」
の

記
載
に
基
づ
き
「
已
成
者
凡
四
十
一
種
、
未
成
者
八
種
」
と
す
る
が
、
吳
懷
祺
「
鄭
樵

著
述
考
」（『
鄭
樵
文
集
』、
書
目
文
獻
出
版
社
、
一
九
九
二
年
に
所
收
）
に
よ
る
と
重

複
す
る
と
思
わ
れ
る
書
を
除
い
て
も
八
十
種
あ
ま
り
が
確
認
さ
れ
る
。
鄭
樵
の
著
作
の

多
く
は
散
佚
し
て
お
り
、
さ
ら
に
記
載
に
よ
っ
て
書
名
が
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
概

數
を
示
し
た
。

（
２
）　

本
論
で
は
王
樹
民
點
校
『
通
志
二
十
略
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
）
を
用
い
た
。

（
３
）　
『
校
讎
通
義
』（
上
海
書
店
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
卷
一
「
互
著
」
に
は
「
著
錄
之

創
、
爲
金
石
圖
譜
二
略
、
與
藝
文

列
而
爲
三
、
自
鄭
樵
始
」
と
あ
る
。

（
４
）　
『
中
国
歷
史
研
究
法
』（
台
灣
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）
に
は
「
批
評
史
書
者
、
質

言
之
、
則
所
評
即
爲
歷
史
研
究
法
之
一
部
份
。
而
史
學
所
賴
以
建
設
也
。
自
有
史
學
以

來
、
二
千
年
閒
、
得
三
人
焉
。
在
唐
則
劉
知
幾
、
其
學
說
在
史
通
。
在
宋
則
鄭
樵
、
其

學
說
在
通
志
總
序
及
藝
文
略
校
讎
略
圖
譜
略
。
在
清
則
章
學
誠
、
其
學
說
在
文
史
通
義
」

と
あ
る
。

（
５
）　

鄭
樵
の
生
涯
や
學
術
に
關
す
る
早
期
の
論
述
と
し
て
は
顧
頡
剛
「
鄭
樵
傳
」（『
通
志

二
十
略
』
所
収
、
原
文
は
『
北
京
大
學
國
學
季
刊
』
第
一
卷
第
二
號
、
一
九
二
三
年
に

所
収
）
が
あ
り
、
そ
の
後
も
總
論
と
し
て
は
徐
有
福
『
鄭
樵
評
傳
』（
南
京
大
學
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）、
吳
懷
祺
『
鄭
樵
研
究
』（
廈
門
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る

が
、『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
、
個
々
の

論
文
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
ま
た
、
鄭
樵
の
研
究
書
で
は
な
い
が
、
張
富
祥
『
宋

代
文
獻
學
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
「
圖
譜
學
」
に
は
、『
圖
譜

略
』
に
つ
い
て
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。



六
二

（
６
）　
『
玉
海
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
卷
五
六
・
藝
文
の
「
圖
」
條
に
よ
る
。

（
７
）　
「
索
象
」
の
原
文
に
は
「
後
世
書
籍
既
多
、
儒
生
接
武
、
及
乎
議
一
典
禮
、
有
如
聚
訟
、

玩
歳
愒
日
、
紛
紛
紜
紜
、
縦
有
所
獲
、
披
一
斛
而
得
一
粒
、
所
得
不
償
勞
矣
。
何
爲
其

然
哉
」
と
あ
る
。

（
８
）　
『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
「
古
之
學
者
耕
且
飬
、
三
年
而
通
一
藝
、
存
其
大
體
、
玩
經

文
而
已
。
是
故
、
用
日
少
而
畜
徳
多
、
三
十
而
五
經
立
也
。
後
世
經
傳
既
已
乖
離
、
博

學
者
又
不
思
多
聞
闕
疑
之
義
、
而
務
碎
義
逃
難
、
便
辭
巧
説
、
破
壞
形
體
、
說
五
字
之

文
、
至
於
二
三
萬
言
。
後
進
彌
以
馳
逐
、
故
幼
童
而
守
一
藝
、
白
首
而
後
能
言
、
安
其

所
習
、
毁
所
不
見
、
終
以
自
蔽
、
此
學
者
之
大
患
也
」
と
あ
る
。

（
９
）　

原
文
に
は
「
漢
初
典
籍
無
紀
。
劉
氏
創
意
總
括
羣
書
、
分
爲
七
略
、
只
收
書
、
不
收

圖
。
藝
文
之
目
遞
相
因
習　

…　

後
之
人
將
慕
劉
班
之
不
暇
、
故
圖
消
、
而
書
日
盛
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
劉
歆
の
『
七
略
』
及
び
「
劉
班
」
と
竝
稱
さ
れ
る
班
固
の
『
漢
書
』

藝
文
志
し
か
舉
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
七
略
』
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
劉
向
の
『
別

錄
』
で
あ
り
、
鄭
樵
の
批
判
は
劉
向
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）　

原
文
は
「
隋
家
藏
書
富
於
古
今
、
然
圖
譜
無
所
繫
。
自
此
以
来
、
蕩
然
無
紀
。
至
今
、

虞
夏
商
周
秦
漢
上
代
之
書
具
在
、
而
圖
無
傳
焉
。」

（
11
）　
「
索
象
」
の
原
文
は
「
惟
任
宏
校
兵
書
一
類
、
分
爲
四
種
、
有
書
五
十
三
家
、
有
圖

四
十
三
卷
、
載
在
七
略
、
獨
異
於
他
。
宋
齊
之
閒
、
羣
書
失
次
、
王
儉
於
是
作
七
志
、

以
爲
之
紀
。
六
志
收
書
、
一
志
專
收
圖
譜
、
謂
之
圖
譜
志
。
不
意
末
學
而
有
此
作
也
。」

（
12
）　
「
原
學
」
の
原
文
は
「
古
之
學
者
爲
學
有
要
、
置
圖
於
左
、
置
書
於
右
、
索
象
於
圖
、

索
理
於
書
。
故
人
亦
易
爲
學
、
學
亦
易
爲
功
。」

（
13
）　
「
索
象
」
の
原
文
は
「
尚
辭
務
説
、
故
人
亦
難
爲
學
、
學
亦
難
爲
功
。
雖
平
日
胸
中

有
千
章
萬
卷
、
及
寘
之
行
事
之
閒
、
則
茫
茫
然
不
知
所
向
。」

（
14
）　

原
文
は
「
何
爲
三
代
之
前
學
術
如
彼
、
三
代
之
後
學
術
如
此
。
漢
微
有
遺
風
、
魏
晉

以
降
日
以
陵
夷
。」

（
15
）　
「
辭
章
之
學
」
に
つ
い
て
は
「
辭
章
雖
富
、
如
朝
霞
晚
照
、
徒
焜
耀
人
耳
目
」
と
い
い
、

「
義
理
之
學
」
に
つ
い
て
は
「
義
理
雖
深
、
如
空
谷
尋
聲
、
靡
所
底
止
」
と
あ
る
。

（
16
）　

原
文
は
「
以
圖
譜
之
學
不
傳
、
則
實
學
盡
化
爲
虛
文
矣
。」

（
17
）　

原
文
は
「
大
抵
儒
生
家
多
不
識
田
野
之
物
、
農
圃
人
又
不
識
詩
書
之
旨
、
二
者
無
由

參
合
、
遂
使
鳥
獸
草
木
之
學
不
傳
。」

（
18
）　

原
文
は
「
與
田
夫
野
老
往
來
、
與
夜
鶴
曉
猿
雜
處
、
不
問
飛
潛
動
植
、
皆
欲
究
其
情

性
。」

（
19
）　
「
寄
方
禮
部
書
」
の
著
述
年
に
つ
い
て
は
吳
懷
祺
校
補·

編
著
『
鄭
樵
文
集
』（
書
目

文
獻
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
の
「
鄭
樵
年
譜
稿
」
を
參
照
。
以
下
本
論
の
鄭
樵
に
關

わ
る
事
績
の
年
代
は
す
べ
て
こ
の
年
譜
に
よ
る
。「
獻
皇
帝
書
」
に
つ
い
て
は
同
書
卷

二
に
よ
る
。

（
20
）　

原
文
は
「
凡
書
所
言
者
、
人
情
事
理
可
即
已
意
而
求
。
董
遇
所
謂
讀
百
遍
理
自
見
也
。

乃
若
天
文
、
地
理
、
車
輿
、
器
服
、
草
木
、
蟲
魚
、
鳥
獸
之
名
、
不
學
問
、
雖
讀
千
廻

萬
復
、
亦
無
由
識
也
。」

（
21
）　

原
文
は
「
自
補
之
外
、
或
恐
人
不
能
盡
識
其
狀
。
故
又
有
畫
圖
。」

（
22
）　
『
器
服
略
』
に
は
「
臣
舊
嘗
觀
釋
奠
之
儀
而
見
祭
器
焉
。
可
以
觀
翫
、
可
以
說
義
、

而
不
可
以
適
用
也　

…　

其
制
作
蓋
本
於
禮
圖
。
禮
圖
者
初
不
見
形
器
、
但
聚
先
儒
之

說
而
爲
之
。
是
器
也
、
姑
可
以
說
義
云
耳
」
と
あ
る
。

（
23
）　

原
文
は
「
張
華
、
晉
人
也
。
漢
之
宫
室
千
門
萬
户
、
其
應
如
響
、
時
人
服
其
博
物
。

張
華
固
博
物
矣
、
此
非
博
物
之
效
也
。
見
漢
宫
室
圖
焉
。
武
平
一
、
唐
人
也
。
問
以
魯

三
桓
、
鄭
七
穆
、
春
秋
族
系
、
無
有
遺
者
、
時
人
服
其
明
春
秋
。
平
一
固
熟
於
春
秋
矣
、

此
非
明
春
秋
之
效
也
。
見
春
秋
世
族
譜
焉　

…　

臣
舊
亦
不
之
知
、
及
見
楊
佺
期
洛
京

圖
、
方
省
張
華
之
由
、
見
杜
預
公
子
譜
、
方
覺
平
一
之
故
。
由
是
益
知
圖
譜
之
學
、
學

術
之
大
者
。」

（
24
）　

鄭
樵
は
『
通
志
』
總
序
に
お
い
て
孔
子
が
『
詩
』『
書
』『
禮
』『
樂
』
を
兼
學
し
博

識
で
あ
っ
た
こ
と
、
二
帝
三
王
の
事
績
に
通
じ
た
こ
と
を
「
會
通
」
の
淵
源
と
し
、
こ

れ
に
續
い
て
司
馬
遷
が
『
詩
』『
書
』『
左
傳
』『
國
語
』『
世
本
』『
戦
國
策
』『
楚
漢
春

秋
』
と
い
っ
た
諸
書
や
黃
帝
か
ら
秦
漢
の
世
に
い
た
る
ま
で
の
歷
史
に
通
じ
、
ま
と
め

た
こ
と
を
會
通
の
模
範
と
し
た
。
こ
れ
に
對
し
、
諸
子
百
家
の
分
立
を
會
通
が
失
わ
れ

た
端
緖
と
考
え
、
斷
代
史
で
あ
る
『
漢
書
』
を
著
し
た
班
固
は
會
通
の
義
を
失
っ
た
と

批
判
し
て
い
る
。



鄭
樵
『
圖
譜
略
』
の
著
述
意
圖
に
つ
い
て

六
三

（
25
）　

陸
游
『
渭
南
文
集
』（『
四
部
叢
刊
』
初
編
）
卷
三
十
一
「
跋
石
鼓
文
辨
」
に
よ
る
。

（
26
）　

原
文
は
「
臣
本
山
林
之
人
、
入
山
之
初
、
結
茅
之
日
、
其
心
苦
矣
、
其
志
遠
矣
。
欲

讀
古
今
之
書
、
欲
通
百
家
之
學
、
欲
討
六
藝
之
文
而
爲
羽
翼
、
如
此
一
生
則
無
遺
恨
。」

（
27
）　

原
文
は
「
今
天
下
圖
書
、
若
有
若
無
、
在
朝
在
野
、
臣
雖
不
一
一
見
之
、
而
皆
知
其

名
數
之
所
在
、
獨
恨
無
力
抄
致
、
默
而
識
之
耳
。
謹
搜
盡
東
南
遺
書
、
搜
盡
古
今
圖
譜
、

又
盡
上
代
之
鼎
彞
、
與
四
海
之
銘
碣
。
遺
編
缺
簡
、
各
有
彞
倫
、
大
篆
梵
書
、
亦
爲
釐

正
。」

（
28
）　
「
上
宰
相
書
」
に
は
「
樵
生
爲
天
地
閒
一
窮
民
、
而
無
所
恨
者
、
以
一
介
之
士
見
盡

天
下
之
圖
書
、
識
盡
先
儒
之
閫
奥
」
や
「
樵
也
、
願
討
理
圖
書
以
自
効
、
使
東
南
之
圖

書
已
盡
、
今
古
之
圖
譜
無
遺
、
金
石
之
文
、
鼎
彞
之
志
、
莫
不
陳
于
前
」
と
あ
る
。

（
29
）　

鄭
樵
の
讀
書
量
に
つ
い
て
は
、
明
の
鄭
紀
『
東
園
文
集
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
『
景

印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
一
二
四
九
册
所
収
）
卷
八
「
送
十
三
弟
廷
秀
司
教
貴
池
序
」

が
引
く
朱
熹
の
言
葉
に
「
朱
晦
菴
嘗
云
、
莆
陽
惟
有
鄭
夾
漈
讀
得
天
下
八
分
書
」
と
あ

る
。
こ
の
言
葉
は
、
現
存
す
る
他
書
に
は
見
え
な
い
。

（
30
）　

畢
仲
游
『
西
臺
集
』（
上
海
商
務
印
書
館
編
『
叢
書
集
成
』
初
編
所
収
）
卷
六
「
召

試
館
職
策
」
に
よ
る
。
原
文
は
「
自
嘉
祐
以
來
、
天
下
之
士
常
患
乎
科
舉
之
累
、
而
尤

以
詩
賦
爲
無
用
。
故
廢
去
偶
儷
破
碎
之
辭
、
而
進
以
通
經
義
理
之
學
、
庻
幾
乎
有
用
。

而
十
數
年
之
閒
、
綴
文
之
士
、
號
爲
通
經
者
、
偶
儷
破
碎
、
反
甚
于
詩
賦
。」

（
31
）　

王
孝
魚
點
校
『
二
程
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
卷
一
「
端
伯
傳
師
說
」
に

よ
る
。
原
文
は
「
治
經
、
實
學
也
。　

…　

如
中
庸
一
卷
書
、
自
至
理
便
推
之
於
事
。

如
國
家
有
九
經
、
及
歷
代
聖
人
之
迹
、
莫
非
實
學
也
。」

（
32
）　

王
柏
『
魯
齋
集
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
二
八
六
册
所
収
）
卷
四
「
研
幾
圖

序
」
に
は
「
近
世
夾

鄭
公
遂
作
圖
譜
畧
、
固
不
足
以
盡
天
下
之
圖
、
而
圖
之
名
義
亦

可
概
見
。
其
論
縦
横
開
閤
、
援
引
宏
博
、
既
富
矣
哉
。
而
於
理
非
其
所
尚
、
此
爲
可
恨

焉
耳
」
と
あ
る
。




