
淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

一
七

序

中
國
古
代
に
お
い
て
、『
尙
書
』
は
『
詩
經
』
と
と
も
に
「
詩
書
」
と
稱
さ

れ
、
學
派
の
枠
を
越
え
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
中
國
古
代
思
想
の
共
通
基

盤
の
一

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
古
代
思
想
を
硏
究
す
る
上
で
は
避
け
て

は
通
れ
な
い
。
し
か
し
今
、
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
一

で
し
か
な
い
。

古
文
『
尙
書
』
が
僞
作
で
あ
る
こ
と
は
、
淸
の
閻

璩
『
尙
書
古
文

證
』
に

よ
っ
て
證
朙
さ
れ
た
。
で
は
本
來
の
『
尙
書
』、

ち
『
尙
書
』
の
眞
本
と
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
近
年
發
見
の
相
次
ぐ
新
出
土
文
獻
に
よ
っ
て
そ
の

實
像
が
朙
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
、
長
ら
く
朞
待
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
閻

璩

に
よ
り
僞
古
文
と
斷
定
さ
れ
た
僞
古
文
尙
書
二
五
篇
の
一
つ
「
說
命
」
上
中
下
三

篇
が
、
戰
國
楚

の
形
で
つ
い
に
發
見
さ
れ
た
。『
淸

大
學

戰
國
竹

』（
以

下
「
淸

」）
第
三
册（
１
）所

の
「
說
命
」
上
中
下
三
篇
で
あ
る
。
そ
の
書
誌
的
情

報
は
金
城
未
來
「『
淸

大
學

戰
國
竹

（
叄
）』
所

文
獻
槪
要（
２
）」
に
詳
し
い

の
で
割
愛
し
、
こ
こ
で
は
本
稿
を
進
め
る
上
で
必
要
な
情
報
の
み
提
示
し
て
お

く
。

淸

「
說
命
」
は
上
中
下
三
篇
か
ら
な
り
、
い
ず
れ
も
最
終

の
背
面
に

「
傅
說
之
命
」
と
朙
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
來
の
篇
名
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
整
理
者
は
、
そ
の
內
容
か
ら
こ
の
三
篇
を
『
尙
書
』
說
命
三
篇
の
眞
本
で

あ
る
と

斷
し
、「
說
命
」
と
名
づ
け
た
。
そ
の

斷
の
是
非
は
と
も
か
く
、
竹

に
記
さ
れ
た
篇
題
を
無
視
し
た
命
名
に
は

論
の
聲
も
あ
る（
３
）。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
煩
雜
で
は
あ
る
が
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

現
在
、
文
字
の
隷
定
や
釋
讀
は
進
ん
で
い
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
思
想
史

的
硏
究
は
金
城
未
來
「
淸

『
說
命
』
の
文
獻
的
特
質―

天
の
思
想
を
中
心
に

― （
４
）」
し
か
な
い（
５
）。
金
城
の
「
禍
福
を
下
す
人
格
神
的
な
天
に
つ
い
て
の
記
述
が
多

い
」
と
い
う
指

は
お
よ
そ
妥
當
と
言
う
べ
き
だ
が
、
金
城
の
考
察
は
篇
全
體
の

主
題
や
構
造
、
思
想
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
次
の
手
順

で
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
思
想
分
析
を
行
う
。
ま
ず
第
一
節
に
て
三
篇
の
槪
略

と
構
成
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
主
題
に
つ
い
て
一
つ
の
豫
測
を
提
出

す
る
。
ま
た
そ
の
過
程
で
、「
命
」
と
い
わ
れ
る
『
尙
書
』
の
文

の
體
裁
に
つ

い
て
も
言
及
す
る
。
次
に
第
二
節
に
て
說
話

分
に
焦
點
を
あ
て
、
武
丁
が
尙
賢

君
主
と
し
て
よ
り

天
の
爲
政
者
と
し
て
稱
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
朙
ら
か
に
す

る
。
そ
の
な
か
で
傅
說
說
話
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
第
三
節
に
て

淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

　
　

―

そ
の
「
天
」

念
お
よ
び
傅
說
說
話
を
通
し
て―
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日
本
中
國
學
會
報
第
六
十
六
集

一
八

る（
８
）。
兩
者
の
構
成
を
槪
略
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
殷
王
武
丁
（
高
宗
）

が
「
上
帝
か
ら
賢
者
を
與
え
ら
れ
る
」
と
い
う

を
見
る
。
②

で
見
た
容
貌
を

た
よ
り
に
そ
の
賢
者
を
廣
く
搜
索
す
る
。
③
土
木
工
事
に
從
事
す
る
傅
說
な
る
賤

人
の
情
報
を
得
る
。
④
武
丁
は
傅
說
を
呼
び
寄
せ
、

で
與
え
ら
れ
た
人
物
で
あ

る
と
確
信
す
る
。
⑤
傅
說
が
武
丁
の
臣
下
と
な
る
。
⑥
武
丁
が
傅
說
に
「
臣
下
の

心
得
」
を
示
す
。（
⑦
傅
說
が
武
丁
に
政
治
的
建
言
を
行
う
）。
こ
う
し
て
み
る

と
、
僞
作
者
に
よ
る
「
復
元
」
の
試
み
は
か
な
り
成
功
し
て
い
た
と
評
價
し
て
も

よ
い
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
⑦
を
括
弧
付
き
で
示
し
た
の
は
、
實
は
「
說
命
（
傅
說
之

命
）」
に
は
傅
說
か
ら
武
丁
へ
の
政
治
的
建
言
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
說
命

（
傅
說
之
命
）」
三
篇
を
通
し
て
傅
說
の
發
言
は
、
武
丁
が
「
自
分
が
見
た
の
は
正

で
あ
ろ
う
か
」
と
上
中
篇
で
一
度
ず
つ
口
に
し
た
際
に
、
そ
れ
を
首
肯
し
た
言

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
下
篇
に
至
っ
て
は
、
七
つ
の
武
丁
の
發
言
の
み
で
構
成

さ
れ
、
傅
說
の
言
動
は
そ
も
そ
も

寫
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
奇

と
み

る
李
銳
は
下
篇
の
一

を
傅
說
の
發
言
に
讀
み
替
え
よ
う
と
す
る（
９
）。
し
か
し
そ
れ

は
文
脉
や
文
法
、
語
法
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
必
然
性
に
乏
し
い
。

そ
も
そ
も
李
銳
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
上
中
篇
に
お
け
る
傅
說
の
發
言
は
極
め

て
短
く
、
し
か
も
そ
の
內
容
は
筆
者
が
右
で
觸
れ
た
よ
う
に
武
丁
の

に
關
す
る

も
の
で
政
治
的
建
言
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
も
し
李
銳
に
從
い
下
篇
の
一

を

讀
み
替
え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
上
中
篇
と
の
閒
に
バ
ラ
ン
ス
を
缺
く

こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
命
」
と
い
う
文

の
體
裁
を
考
え
た
時
、
傅
說
の
發
言
は

記
載
し
な
い
の
が
本
來
正
し
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
小
野
澤
精
一
『
新
釋
漢

文
大
系
二
六
・
書
經
下
』（
朙
治
書
院
・
一
九
八
五
年
）
說
命
上
の
「
余
說
」
は
、

朝
亮
の
說
を
紹
介
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
篇
は
、
書
經
を
文

譯
の
體
裁
で
分
け
れ
ば
、
命
と
い
わ
れ
る
も
の
の

武
丁
の
言
辭
を
中
心
に
分
析
し
、
そ
の
「
天
」

念
が
災

を
介
し
て
爲
政
者
に

吿
を
發
す
る
善
意
の
人
格
神
的
天
で
あ
り
、
そ
の
主
題
が
爲
政
者
に
對
し
て
民

を
哀
れ
み
德
政
を
旉
き
、
災

を
契
機
に
常
に
自
身
を
省
み
る
姿
勢
を
求
め
る
こ

と
に
あ
る
の
を
朙
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
結
語
に
て
、
本
論
で
朙
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
を
ま
と
め
、
そ
の
成
立
年
代
に
對
す
る
筆
者
の
考
え
も
記
し
て
お
く
。

第
一
節
「

命
（
傅

之
命
）」
の
內
容
構
成
と
體
裁

本
節
は
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
內
容
構
成
と
文

の
體
裁
に
つ
い
て
、
僞
古

文
「
說
命
」
と
の
相
違
點
を
擧
げ
つ
つ
、
紹
介
す
る
。

ま
ず
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
と
僞
古
文
「
說
命
」
と
を
比
較
し
た
場
合
、
單

純
に
文
字
の

同
に
つ
い
て
言
え
ば
、
兩
者
に
一
致
す
る
文
言
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
こ
れ
を
同
一
の
文
獻
と
は
見
な
し
難
い
。
わ
ず
か
に
一
致
す
る
箇
所
は
、
金

城
「
僞
古
文
『
尙
書
』
說
命
と
淸

『
尙
書
』
說
命
と
の
對
照
表（
６
）」
が
示
す
通

り
、『
國
語
』
楚
語
・『
孟
子
』
滕
文
公
・『
禮
記
』
緇
衣
・『
墨
子
』
尙
同
所
引
の

『
尙
書
』
の
文
言
に
限
ら
れ
る
。

で
は
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
こ
そ
が
『
尙
書
』
の
眞
本
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
に

も
ま
た
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
は
、『
禮
記
』
文

王
世
子
・
樂
記
・
緇
衣
所
引
の
「
說
命
」
の
文
言
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、『
禮
記
』
右
三
篇
の
作
篇
者
が
見
た
「
說
命
」
が
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」

で
は
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る（
７
）。
こ
の
狀
況
に
對
し
て
、
金
城
は
「『
說

命
』
の
傳
本
に
差

が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
」
と
推
測
す
る
。
お
よ
そ
こ
の
推

測
は
妥
當
と
い
う
べ
き
だ
が
、
さ
ら
に
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
が
そ
も
そ
も
『
尙

書
』
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
檢
討
材
料
に
殘
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
。

し
か
し
一
方
で
兩
者
の
內
容
構
成
を
比
較
し
て
み
る
と
、
無
論
細
か
い
差

は

存
在
す
る
も
の
の
、
全
體
的
な
構
成
は
よ
く
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

一
九

發
言
が
占
め
る
。
下
篇
は
⑥
、
武
丁
か
ら
傅
說
に
對
す
る
七
つ
の
訓
示
で
占
め
ら

れ
る
。
た
だ
し
そ
の
趣
旨
は
中
篇
と

な
り
、
爲
政
者
と
し
て
民
に
臨
む
際
の
心

得
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
七
つ
の
訓
示
は
雜
然
と
配
列
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
全
體
と
し
て
一
つ
の
論
を
展
開
す
る
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
㊟
目
す
べ
き
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
三
篇
を
通
じ
て
⑦
「
傅
說
か
ら

武
丁
へ
の
政
治
的
建
言
」
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
傅
說
が
賢
者

と
し
て
の
㊮
質
を
示
す
機
會
が
消
滅
し
、
武
丁
の
天
子
で
あ
り
な
が
ら
賤
人
に
過

ぎ
な
い
傅
說
に
敎
え
を
乞
う
尙
賢
君
主
と
し
て
の
性
格
も
希

に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
歬
述
の
よ
う
に
元
來
「
命
」
と
い
う
體
裁
の
文

が
篇
題
者

の
發
言
を
記
載
し
な
い
か
ら
だ
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
作
篇
者
に
は
武
丁
を
尙
賢
君
主
と
し
て
稱
揚
す
る
意
圖

が
無
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
傅
說
と
武
丁
の
故
事
は
古
來
よ
り
尙
賢
論
の
具
體
例
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
。『
國
語
』
楚
語
上）
（（
（

、『
楚
辭
』
離
騷）
（（
（

、『
墨
子
』
尙
賢
中
）
（（
（

・
尙
賢
下）
（（
（

、『
呂

氏
春
秋
』
求
人）

（（
（

、『
史
記
』
殷
本
紀）

（（
（

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
武
丁
が
卑
賤
な
身
分
に

い
た
傅
說
を
登
用
し
た
こ
と
を
稱
揚
す
る
。
僞
古
文
『
說
命
』
上
中
下
三
篇
が
、

武
丁
が
版
築
の
賤
人
の
閒
に
傅
說
を
見
出
し
、
登
用
し
て
政
治
を
行
わ
せ
た
と
い

う
物
語
に
沿
っ
て
展
開
す
る
の
も
、
僞
作
者
が
武
丁
と
傅
說
の
關
係
を
尙
賢
論
の

文
脉
で
理
解
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
も
し
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
作

篇
者
が
同
じ
文
脉
に
從
っ
て
い
た
な
ら
、
下
篇
の
「
爲
政
者
と
し
て
民
に
臨
む
姿

勢
」
を
⑦
「
傅
說
か
ら
武
丁
に
對
す
る
政
治
的
建
言
」
と
す
る
こ
と
も
出
來
た
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
內
容
構
成
か
ら
作
篇
者
の
意
圖
が
尙
賢
論
と
は
別
の
所
に
あ
る
可
能
性

を
豫
測
し
て
み
た
。
次
節
で
は
內
容
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
豫
測
を
檢
證
し
て
い

く
。

一
つ
と
い
え
る
。
後
に

仲
之
命
、
畢
命
篇
な
ど
が
み
え
る
。
た
だ
し
、
こ

の
篇
の
性
格
に
つ
い
て
は
、

朝
亮
は
、
說
命
篇
の
引
か
れ
る
緇
衣
の
鄭
玄

㊟
や
學
記
の
本
文
に
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、本
來
右
の
命
と
は
違
っ
て
、

傅
說
が
高
宗
に
敎
え
命
ず
る
形
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
實
情
が
逆
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、や
は
り
僞
作
者
の
不
知
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
を
見
れ
ば
、
歬
述
の
よ
う
に
傅
說
か
ら
の
政
治

的
建
言
は
皆
無
で
あ
り
、「
傅
說
之
命
」
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
傅
說

が
高
宗
に
敎
え
命
ず
る
形
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
實
情
が
逆
に
な
っ
て
い

る
」
と
い
う
現
象
が
、
僞
古
文
「
說
命
」
よ
り
も
は
る
か
に
徹
底
し
た
形
で
出
現

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
ど
う
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

今
、
改
め
て
『
尙
書
』
に
お
い
て
「
命
」
と
題
さ
れ
る
他
の
四
篇
を
見
な
お
せ

ば
、
僞
古
文
「

子
之
命
」「

仲
之
命
」「
畢
命
」
も
今
文
「
文
侯
之
命
」
も
、

い
ず
れ
も

子
・

仲
・
畢
公
・
文
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
耳
に
し
た
王
の
發
言
を
記
錄

す
る
體
裁
と
な
っ
て
お
り
、
篇
題
に
揭
げ
ら
れ
た
人
物
か
ら
の
建
言
は
見
え
ず
、

む
し
ろ
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
體
裁
に
合
致
し
て
い
る
。
や
は
り
『
尙
書
』
の

六
體
の
一
つ
と
し
て
の
「
命
」
は
「
篇
題
者
が
受
け
た
命
令
」
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
。
僞
古
文
「
說
命
」
の
僞
作
者
は
上
中
下
各
篇
に
傅
說
か
ら
武
丁
へ
の
建
言
で

組
み
込
む
こ
と
で
「（
傅
）
說
（
が
武
丁
に
敎
え
）
命
（
ず
る
）」
と
い
う
篇
題
に

相
應
し
い
體
裁
を
取
ろ
う
と
畫
策
し
て
、
却
っ
て
馬
脚
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

朝
亮
の
指

は
、
正
に
逆
の
方
向
で
的
を
射
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
話
を
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
三
篇
の
構
成
に
も
ど
す
。
ま
ず
上
篇
は
①

か
ら
⑤
ま
で
、

ち
武
丁
が
「
上
帝
よ
り
傅
說
を
與
え
ら
れ
る
」

を
見
て
、
傅

說
を
探
し
出
し
て
こ
れ
を
登
用
す
る
ま
で
が
、
說
話
の
形
式
で
語
ら
れ
る
。
中
篇

で
は
⑤
と
⑥
、
武
丁
が
傅
說
を
登
用
し
て
こ
れ
に
臣
下
と
し
て
の
心
得
を
說
く
ま

で
が
、
說
話
形
式
で
語
ら
れ
る
。
た
だ
し
第
二

五
字
目
以
降
は
す
べ
て
武
丁
の
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惟
れ
殷
王　
說
を
天）

（（
（

に
賜
る
。
用
ひ
ら
れ
て
佚）

（（
（

仲
の
使
人
と
爲
れ
り
。
王　
厥

の
百
工
に
命
じ
て
像
ら
せ
、
貨
を
以
て
徇
（
あ
ま
ね
）
く
說
を
邑
人
に
求
め

し
む
。
惟
れ
射
人）
（（
（
　
說
を
傅
巖
に
得
た
り
。（
惟
殷
王
賜
說
于
天
、用
爲
佚
仲
使
人
。

王
命
厥
百
工
像
、
以
貨
徇
求
說
于
邑
人
。
惟
射
人
【
一
】
得
說
于
傅
巖
。）

冐
頭
に
「
惟
れ
殷
王　
說
を
天
に
賜
る
」
と
あ
る
。
一
般
的
に
物
語
に
お
い
て

地
の
文
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
物
語
內
に
お
け
る
眞
實
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
地

の
文
で
「
天
」
と
あ
る
以
上
、
作
篇
者
に
と
っ
て
主
宰
者
は
「
上
帝
」
で
は
な
く

「
天
」
で
あ
り
、
か
つ
殷
王
に
傅
說
を
與
え
た
と
あ
れ
ば
、
こ
の
天
は
㊒
意
志
の

人
格
神
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
僞
古
文
「
說
命
」
お
よ
び
そ
の
引

用
元
の
『
國
語
』
楚
語
で
は
「
上
帝
が
傅
說
を
武
丁
に
與
え
た
」
と
い
う
情
報
が

武
丁
の
臺
詞
の
中
で
の
み
示
さ
れ
る
の
と
、
大
き
く
性
質
を

に
す
る
。
ま
た
僞

古
文
と
「
楚
語
」
お
よ
び
諸
文
獻
に
散
見
す
る
「
武
丁
が
父
の
喪
に
服
し
て
三
年

閒
言

を
發
し
な
か
っ
た）
（（
（

」
と
い
う
逸
話
は
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
で
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
下
篇
に
武
丁
が
過
去
を
振
り
﨤
っ
て
「
余　
擇
言
㊒
る
罔
し
」（
余

罔
㊒
擇
言
）
と
い
う
の
が
、あ
る
い
は
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二

六
字
目
か
ら
第
三

三
字
目
ま
で
は
、
武
丁
の
使
者
が
訪
れ
た
際
の
、

傅
說
の
容
貌
を

寫
し
て
い
る
。

第
三

四
字
目
か
ら
第
四

六
字
目
ま
で
は
、
武
丁
が
傅
說
と
初
め
て
會
い
、

傅
說
こ
そ
が

で
上
帝
よ
り
與
え
ら
れ
た
人
物
に
他
な
ら
な
い
と
確
信
す
る
ま
で

が

寫
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
兩
者
は
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
交
わ
し
て
い
る
。

王　
廼
ち
說
に
訊
ね
て
曰
は
く
、「
帝
は

（
そ
も
そ
）
も
尔
（
な
ん
ぢ
）
を
ば

以
て
余
に
畀
（
あ
た
）
へ
し
か
、

（
そ
も
そ
）
も
非
な
る
か
」
と
。
說　
廼

ち
曰
は
く
、「
惟
れ
帝
は
余
を
以
て
尔
に
畀
へ
り
。尔
は
左
に
朕
の
袂
を
執
り
、

尔
は
右
に
稽
首
せ
り
」
と
。
王　
曰
は
く
、「
亶
に
然
り
」
と
。（
王
廼
訊
說
曰
、

「
帝

尔
以
畀
余
，

非
。」
說
廼
曰
、「
惟
帝
以
余
畀
尔
。
尔
左
執
朕
袂
、
尔
右
【
三
】

第
二
節
「

命
（
傅

之
命
）」
の

話

に
み
る
主
題

尙
賢
論
に
は
二
つ
の
文
脉
が
あ
る
。
賞
罰
を
用
い
て
㊒
能
な
人
物
（
賢
才
）
を

使
役
す
る
文
脉
と
、
謙
讓
を
以
て
㊒
德
者
（
賢
德
）
に
師
事
す
る
文
脉
で
、
歬
者

は
君

强
化
の
、
後
者
は
抑
制
の
機
能
を
持
つ
。
た
だ
し
何
れ
の
場
合
も
、
人
物

の
見
極
め
は
君
主
自
身
が
擔
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
（（
（

。
僞
古
文
『
說
命
』（
や
引

用
元
の
「
楚
語
」）
は
後
者
で
あ
り
、
武
丁
の
傅
說
に
對
す
る
謙
讓
の
心
を
稱
揚
す

る
。「

說
命
（
傅
說
之
命
）」
上
篇
は
す
べ
て
說
話
形
式
で
あ
り
、
武
丁
が
傅
說
を
登

用
す
る
ま
で
の
經
緯
を
說
朙
す
る
。
つ
い
で
中
篇
冐
頭
で
武
丁
が
傅
說
を
宗
廟
に

迎
え
入
れ
て
訓
示
を
與
え
る
ま
で
が
、
や
は
り
說
話
形
式
で
敍
述
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
、
こ
の
說
話

分
に
こ
そ
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
が
特
徵
的
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
典
型
的
な
尙
賢
說
話
に
見
え
な
が
ら）
（（
（

、
詳
細
に
檢
討
す

れ
ば
、
こ
れ
が
右
で
述
べ
た
尙
賢
論
の
文
脉
に
沿
っ
て
い
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。

以
下
、
煩
雜
で
は
あ
る
が
、
內
容
を
順
次
確
認
し
て
い
く
。

な
お
以
下
に
引
用
す
る
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
文

は
、『
淸

』
三
の

釋
文
を
底
本
と
し
て
、
管
見
の
及
ん
だ
先
學
の
見
解
を
參
考
に
筆
者
が
校
訂
し
た

本
文
と
そ
れ
に
基
づ
く
訓
讀
で
あ
る
。
訓
讀
に
際
し
て
は
、
過
去
の
『
尙
書
』
硏

究
の
成
果
に
依
據
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
引
用
に
際
し
て
は
、
古
體
字
や
通

假
字
は
可
能
な
限
り
通
行
字
に
置
き
換
え
た）
（（
（

。
ま
た
【　

】
の
數
字
は

番
號
を

示
す
。

ま
ず
第
一

冐
頭
か
ら
第
二

五
字
目
ま
で
で
語
ら
れ
る
の
は
、
序
文
で
示
し

た
①
か
ら
③
ま
で
、

ち
殷
王
武
丁
が

で
見
た
傅
說
の
姿
を
工
人
に
命
じ
て

か
せ
、
搜
索
の
末
に
見
つ
け
出
す
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
既
存
文
獻
に
見
え
ぬ
情

報
と
し
て
、
傅
說
の

主
「
佚
仲
」
の
名
が
見
え
る
。



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

二
一

り
て
殺
す
勿
か
ら
ん
か
」
と
。
殺
す
勿
き
こ
と
是
れ
吉
な
る
に
、
佚
仲　
卜

に
違
ひ
て
、
乃
ち
一
豕
を
殺
せ
り
。（
天
廼
命
說
伐
佚
仲
。
佚
仲
氏
生
子
、
生
二

牡
豕
。
佚
仲
卜
曰
、「
我
其
殺
之
、
我
其
【
四
】
祀
、
勿
殺
。」
勿
殺
是
吉
、
佚
仲
違
卜
、

乃
殺
一
豕
。）

ま
ず
㊟
目
す
べ
き
は
、「
天　
廼
ち
說
に
命
じ
て
佚
仲
を
伐
た
し
む
」
の

分
で
あ

る
。
物
語
上
の
眞
實
を
示
す
地
の
文
で
、「
天
」
が
傅
說
に
對
し
て
佚
仲
を
伐
つ

よ
う
に
命
じ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
意
思
の
存
在
が

認
め
ら
れ
る
。
佚
仲
を
伐
た
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
に
つ
い
て
は
朙
ら
か
に
さ
れ
な
い

が
、
こ
の
天
は
「
命
」
を
下
し
戰
爭
を
起
こ
す
主
宰
的
天
で
あ
る）
（（
（

。

內
容
を
確
認
し
よ
う
。
傅
說
が
命
を
受
け
た
後
、
佚
仲
の
家
に
「
二
牡
豕
」
が

生
ま
れ
る
と
い
う
災

が
生
じ
る
。
佚
仲
が
こ
れ
を
殺
す
べ
き
か
否
か
を
卜
す

と
、「
殺
す
な
」
と
い
う
結
果
が
出
る
。
と
こ
ろ
が
佚
仲
は
卜
に
從
わ
ず
、「
二

豕
」
の
う
ち
の
「
一
豕
」
を
殺
し
て
し
ま
う
。

を
信
じ
た
武
丁
と
對
照
的
に
、

佚
仲
は
卜
占
の
結
果
を
信
じ
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五

十
六
字
目
か
ら
第
六

十
六
字
目
に
は
、
佚
仲
滅
亡
後
の
顚
末
が

か

れ
る
。
い
ま
大
意
の
み
を
述
べ
る
。
傅
說
が
つ
い
に
佚
仲
を
包
圍
し
、
佚
仲
は
滅

ぶ
。
し
か
し
殺
さ
れ
ず
に
殘
っ
て
い
た
「
一
豕
」
に
從
う
こ
と
で
「
邑
人
」
ら
は

助
か
る）
（（
（

。
こ
の
逸
話
の
面
白
さ
は
、
佚
仲
が
卜
占
の
結
果
に
半
分
し
か
從
わ
な
か

っ
た
結
果
、
彼
自
身
は
滅
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
半
分
は
從
っ
た
こ
と
で

「
邑
人
」
全
滅
と
い
う
最
惡
の
事
態
を
か
ろ
う
じ
て
免
れ
る
と
い
う
點
に
あ
る
。

恐
ら
く
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
二
牡
豕
を
生
む
」
と
い
う

常
事
態
を

軸
に
し
た
災

思
想
の
一
種
と
思
わ
れ
る
が
、
上
博
楚

「
魯
邦
大
旱
」
な
ど
と

違
っ
て
、
說
話
中
に
天
意
を
代
辯
し
て
く
れ
る
賢
者
が
出
現
し
な
い
た
め
、
天
意

の
詳
細
は
未
詳
の
ま
ま
で
あ
る
。

佚
仲
を
武
丁
の

像
と
見
た
場
合
、
作
篇
者
が
稱
揚
せ
ん
と
す
る
の
は
、

を

稽
稽
。」
王
曰
、「
亶
然
。」）

こ
こ
で
㊟
目
す
べ
き
は
、
傅
說
が
「
上
帝
が
私
を
あ
な
た
に
お
與
え
に
な
り
、
あ

な
た
は
左
手
で
私
の
た
も
と
を
摑
ん
で
、
右
を
向
い
て
上
帝
に
稽
首
な
さ
い
ま
し

た
」
と

の
中
の
情
景
を
正
確
に
言
い
當
て
た
の
を
聞
い
て
、
武
丁
が
よ
う
や
く

先
の

が
正

で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
點
で
あ
る
。
つ
ま
り
武
丁
は
傅
說
を
歬
に

し
な
が
ら
そ
の
賢
者
た
る
を
自
分
の
耳
目
で

斷
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼

は
傅
說
が
自
分
と
同
じ

を
見
た
こ
と
を
聞
い
て
、
彼
が
上
帝
よ
り
與
え
ら
れ
た

良
弼
た
る
を
知
る）
（（
（

。
換
言
す
れ
ば
、
傅
說
の
㊮
質
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
た
だ

に
見

た
上
帝
の
言

を
信
じ
て
傅
說
の
登
用
を
決
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る

尙
賢
君
主
と
見
な
す
に
は
、
少
な
か
ら
ず
無
理
が
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
こ
で
氣
付
か
さ
れ
る
の
は
、
先
に
地
の
文
で
は
「
天
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
も
の
が
、
兩
者
の
臺
詞
の
中
で
は
「
帝
」（
上
帝
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る

點
で
あ
る
。
こ
れ
は
武
丁
と
傅
說
が
殷
人
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
作
篇
者
が
地
の

分
と
會
話

分
で
「
天
」
と
「
帝
」
を
完
全
に

使
い
分
け
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
中
篇
以
降
の
武
丁
の
臺
詞
を

見
れ
ば
、
再
び

の
話
に
言
及
し
た
際
に
「
汝
の
來
れ
る
は
、
惟
れ
帝
の
命
な

り
」（
汝
來
、
惟
帝
命
）
と
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
「
天
」
と
稱
し
て
い
る
。

第
三

四
字
目
か
ら
第
五

十
五
字
目
ま
で
は
、
傅
說
の

主
佚
仲
が
傅
說
に

滅
ぼ
さ
れ
る
原
因
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
作
篇
者
の
意
圖
と
し
て
は
、
傅
說
を
登

用
し
て
殷
の
中
興
を
築
い
た
武
丁
と
、
す
で
に
傅
說
を
配
下
に
從
え
な
が
ら
滅
ん

だ
佚
仲
を
對
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
武
丁
を
稱
揚
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
こ
で

か
れ
る
佚
仲
滅
亡
の
原
因
は
、
お
よ
そ
尙
賢
論
と
は
關
わ
り
が
な

い
。

天　
廼
ち
說
に
命
じ
て
佚
仲
を
伐
た
し
む
。
佚
仲
氏　
子
を
生
み
、
二
牡
豕）
（（
（

を

生
め
り
。
佚
仲　
卜
し
て
曰
は
く
、「
我　
其
れ
之
を
殺
さ
ん
か
。
我　
其
れ
祀
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と
い
う
傅
說
尙
賢
說
話
の
根
幹
が
搖
ら
ぐ
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

續
い
て
中
篇
冐
頭
か
ら
第
二

四
字
目
ま
で
を
檢
討
す
る
。
こ
こ
で
は
傅
說
と

武
丁
が
再
會
し
、
再
び

の
內
容
を
確
認
し
あ
う
場
面
で
あ
る
。

說　
傅
巖
よ
り
來
り
て
殷
に
在
り
。
武
丁　
門
に
朝
し
て
、入
り
て
宗
に
在
り
。

王　
原
（
ふ
た
た
）
び
厥
の

と
比
べ
て
曰
く
、「
汝
の
來
れ
る
は
、
惟
れ
帝

の
命
な
り
」
と
。
說　
曰
く
、「
允
（
ま
こ
と
）
に
時
（
か
）
く
の

し
」
と
。

（
說
來
自
傅
巖
在
殷
。
武
丁
朝
於
門
、
入
在
宗
。
王
原
比
厥

曰
、「
汝
來
、
惟
帝
命
。」

說
【
一
】
曰
、「
允

時
。」）

傅
說
が
傅
巌
よ
り
再
び
殷
を
來
訪
す
る
と
、
武
丁
は
自
ら
こ
れ
を
城
門
ま
で
迎
え

に
出
る
。
武
丁
は
傅
說
を
宗
廟
の
中
へ
誘
い
、
例
の

を
思
い
出
し
て
「
そ
な
た

が
我
が
も
と
へ
來
た
の
は
、
上
帝
の
命
で
あ
っ
た
」
と
述
懷
し
、
傅
說
は
「
さ
よ

う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
る
。

こ
の
應
答
か
ら
推
測
す
る
に
、
恐
ら
く
武
丁
が

の
中
で
見
た
傅
說
は
、
佚
仲

を
討
伐
し
て
功
を
成
し
遂
げ
た
現
在
の
姿
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
武

丁
は
、
最
初
に
傅
說
に
會
っ
た
時
、
彼
が
版
築
の
賤
人
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と
に

と
ま
ど
い
、
思
わ
ず
「
帝
は

も
尔
を
ば
以
て
余
に
畀
へ
し
か
、

も
非
な
る

か
」
と
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
在
の
姿
を
見
て
、
今
よ
う
や
く
眼
歬
の
人

物
が

で
賜
っ
た
人
物
で
あ
る
と
認

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

も
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
武
丁
が
尙
賢
君
主
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
朙
ら
か
で
あ
ろ
う
。
尙
賢
說
話
の
君
主
で
あ
れ
ば
、
外
見
や
身
分
に
關
わ
ら

ず
、
一
見
し
て
傅
說
の
賢
者
た
る
を
見
拔
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ）
（（
（

。

以
上
、
說
話

分
の
分
析
を
通
し
て
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
が
傳
世
文
獻
に

お
い
て
尙
賢
論
の
具
體
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
武
丁
と
傅
說
の
故
事
を
扱
い
な
が

ら
、
尙
賢
論
の
文
脉
を
踏
ま
え
て
い
な
い
こ
と
を
朙
ら
か
に
し
た
。
同
時
に
武
丁

と
佚
仲
の
對
比
を
通
じ
て
、
そ
の
主
題
が
「
天
」
を

い
こ
れ
に
從
う
「

天
」

介
し
て
下
さ
れ
た
「
天
」
の
意
思
に
從
う
武
丁
の
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

朙
ら
か
で
あ
ろ
う）
（（
（

。
い
ま
一
度
、「
天
」
を
中
心
に
し
て
佚
仲
滅
亡
の
逸
話
を
捉

え
な
お
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
天
」
は
傅
說
に
佚
仲
を
伐
つ
よ
う
に
命
じ
る
一
方

で
、
す
ぐ
さ
ま
佚
仲
に
「
二
牡
豕
」
と
い
う
災

を
示
し
、
さ
ら
に
卜
占
に
答
え

て
「
二
牡
豕
」
を
殺
す
な
と
指
示
す
る
。
こ
れ
は
「
生
二
牡
豕
」
と
い
う

常
事

態
が
妖
怪
の
惡
戲
な
ど
で
は
な
く
、「
天
」
の

吿
で
あ
る
こ
と
を
佚
仲
に
對
し

て
示
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
佚
仲
が
そ
れ
と
氣
付
い
て
直
ち
に
自
ら
の
德
を
修
め

て
い
れ
ば
、
恐
ら
く
は
滅
び
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
周
り
に
は

謎
解
き
を
し
て
く
れ
る
賢
者
が
い
な
か
っ
た
、
否
、
正
確
に
は
傅
說
と
い
う
人
材

が
配
下
に
い
た
の
だ
が
、
彼
は
傅
說
を
知
ら
な
か
っ
た
。
結
果
、
佚
仲
は
卜
占
を

無
視
し
て
「
一
豕
」
を
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
彼
は
「
天
」
に
對
し
て
、
自
分

が

吿
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
氣
付
い
て
い
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
ゆ
え
改
悛
す
る

こ
と
も
德
を
修
め
る
こ
と
も
な
い
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

滅
ぶ
に
い
た
る
。
作
篇
者
が
佚
仲
の
故
事
に
込
め
た
意
圖
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
第
五

十
七
字
目
か
ら
上
篇
の
最
後
ま
で
に
は
、
佚
仲
を
滅
ぼ
し
た
傅
說

が
、
北
海
州
よ
り
殷
へ
歸
順
し
て
武
丁
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

其
れ
惟
れ
說
の
邑
は
北
海
の
州
に
在
り
、
是
れ
圜
土
た
り
。
說　
來
た
り
て

自
ら
殷
に
從
事
し
、
王　
用
ひ
、
說
に
命
じ
て
公
と
爲
ら
し
む
。（
其
惟
說
邑
、

在
北
海
之
州
、
是
惟
圜
土
。
說
【
六
】
來
、
自
從
事
于
殷
、
王
用
、
命
說
爲
公
。【
七
】）

㊟
意
す
べ
き
は
「
說
の
邑
」
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
「
傅
說
の

治
す
る
邑
」
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
傅
說
は
佚
仲
を
打
倒
し
た
後
で
地
方
君
主
と
な
り
、
そ
の

う
え
で
殷
へ
歸
順
を
申
し
出
た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
佚
仲
打
倒
以
歬
か
ら
知
己

を
得
て
い
た
と
は
い
え
、
武
丁
に
登
用
さ
れ
る
歬
に
す
で
に
自
力
で
地
方
君
主
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、「
卑
賤
な
身
分
か
ら
天
下
の
宰
相
に
任
命
さ
れ
る
」
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「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

二
三

と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
で
に
南
宋
の
朱
熹
が
そ
の
複
合
的
性
格
を
指

し
て
「
主
宰

的
天
」「
理
法
的
天
」「
自
然
的
天
」
の
三
つ
に
分
類
し
、
馮
友

が
さ
ら
に
「
物

質
的
天
」「
主
宰
的
天
」「
運
命
的
天
」「
自
然
的
天
」「
義
理
的
天
」
の
五
つ
に
分

類
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
先
秦
文
獻
中
の
「
天
」

念
の
發
展
を
論
じ
た
硏
究
と
し

て
、
津
田
左
右
吉
「
上
代
シ
ナ
に
於
け
る
天
及
び
上
帝
の

念
）
（（
（

」、
池
田
末
利
「
天

衟
と
天
命
（
上
・
下）
（（
（

）」、
金
谷
治
「
中
國
古
代
に
お
け
る
神

念
と
し
て
天）
（（
（

」
が

あ
る
。
こ
の
ほ
か
平
岡
武
夫
『
經
書
の
成
立―

天
下
的
世
界
）
（（
（

』
が
『
尙
書
』
の

成
立
過
程
に
あ
わ
せ
て
「
天
」

念
の
發
展
を
說
い
て
い
る）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
硏
究
成

果
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
溝
口
雄
三
・
丸
山
松
幸
・
池
田
知
久
編
『
中
國
思

想
文
化
辭
典）
（（
（

』
の
「
天
」
項
目
の
解
說
が
あ
る
。
以
上
の
先
行
硏
究
を
參
考
に
、

本
稿
で
は
古
代
に
お
け
る
「
天
」
の
多

な
側
面
の
う
ち
、
次
の
三
つ
に
焦
點
を

あ
て
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
主
宰
的
天
…
殷
の
至
上
神
で
あ
る
「
上
帝
」
と
、
そ
の
側
面
を
繼
承
し
た
㊒
意

志
の
人
格
神
。
天
候
や
災
害
、
農
作
物
の

な
ど
の
自
然
界
の
事
象
と
、
戰

爭
や
祭
祀
、
官
吏
の
任
免
な
ど
の
人
閒
界
の
事
象
を
主
宰
す
る
。
殷
王
は
龜
卜

を
用
い
て
上
帝
の
意
思
を
た
ず
ね
、
呪
術
を
執
り
行
っ
て
災
い
を
避
け
た
。

②
衟
德
的
天
…
周
代
に
成
立
し
た
、
善
な
る
意
志
を
も
っ
た
人
格
神
。
㊒
德
者
に

は
幸
い
を
、
不
德
者
に
は
災
い
を
も
た
ら
す
。
そ
の
意
思
は
龜
卜
に
よ
ら
ず
と

も
、
日
⻝
や
災
害
、
病
い
と
い
っ
た
怪

現
象
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
災
い
は
呪
術
に
よ
ら
ず
と
も
、
爲
政
者
が
德
を
修
め
る
こ
と
で
回
避
で
き

る
。

③
理
法
的
天
…
戰
國
時
代
に
發
逹
し
た
人
閒
・
社
會
の
事
象
と
は
切
り
離
さ
れ
た

非
人
格
的
な
神
槪
念
。
一
定
不
變
の
法
則
と
し
て
四
季
の
推
移
や
陰
陽
の
變

化
、

物
の
生

を

配
し
、
人
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
必
然
性
・
運

命
性
を
備
え
る
。

の
爲
政
者
の
稱
揚
に
あ
る
と
指

し
た
。

本
節
の

め
く
く
り
と
し
て
、
傅
說
尙
賢
說
話
の
形
成
過
程
に
對
す
る
考
察
を

左
に
述
べ
て
お
く
。
想
像
す
る
に
、
傅
說
は
も
と
も
と
卑
賤
の
身
分
か
ら
天
意
を

得
て
地
方
君
主
に
成
り
上
が
り
、
つ
い
に
は
天
下
の
宰
相
に
ま
で
登
り
詰
め
る
と

い
う
立
身
出
世
譚
の
主
人
公
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
武
丁
を
主
人
公
と

す
る
尙
賢
論
に
組
み
込
ま
れ
た
際
に
、
武
丁
の
聰
朙
さ
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
に

「
佚
仲
討
伐
」「
說
邑
」
と
い
う
逸
話
が
省
か
れ
、
戰
國
時
代
に
お
け
る
尙
賢
思
想

の

行
と
と
も
に
「
賤
人
か
ら
天
子
の
宰
相
に
な
っ
た
」
と
い
う
形
式
が
固
定
化

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
傅
說
尙
賢
說
話
が
先
行
し
、
そ
れ
が
換

骨
奪
胎
さ
れ
て
傅
說
立
身
出
世
譚
が
形
成
さ
れ
て
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
紛
れ

た
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
得
る
。
今
は
そ
の
先
後
關
係
を
斷
ず
る
こ
と
は
せ
ず
、

傅
說
に
は
從
來
知
ら
れ
て
い
た
尙
賢
說
話
と
は
趣
旨
を

に
す
る
說
話
が
あ
っ
た

可
能
性
を
示
す
に
留
め
て
お
き
た
い）
（（
（

。

第
三
節
「

命
（
傅

之
命
）」
に
見
え
る
「
天
」

念

歬
節
で
は
說
話

分
の
分
析
を
通
じ
て
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
が

「
天
」
を

い
こ
れ
に
從
う
爲
政
者
の
稱
揚
に
あ
る
と
指

し
た
。「
說
命
（
傅
說

之
命
）」
の
「
天
」
字
の
用
例
は
上
篇
二
例
、
中
篇
二
例
、
下
篇
四
例
の
計
八
例

を
數
え
る
が）
（（
（

、
で
は
、
そ
の
「
天
」

念
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
歬

節
で
も
す
で
に
少
し
言
及
し
た
が
、
作
篇
者
に
と
っ
て
「
天
」
は
「
命
」
を
下
す

主
宰
者
で
あ
り
、
ま
た
「
災

」
を
通
し
て
爲
政
者
に

吿
を
與
え
、
爲
政
者
が

畏
れ
愼
ま
ぬ
場
合
に
は
こ
れ
を
滅
ぼ
す
㊒
意
志
の
人
格
神
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は

さ
ら
に
中
下
篇
に
み
え
る
武
丁
言
說
を
中
心
に
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
「
天
」

念
を
分
析
し
た
い）
（（
（

。

な
お
中
國
古
代
の
「
天
」

念
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
學
が
論
じ
る
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二
四

あ
る）

（（
（

。
次
に
衟
德
的
天
、

ち
善
な
る
意
思
を
持
ち
、
災

を
通
し
て
爲
政
者
に

吿

を
發
す
る
「
天
」
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
す
で
に
歬
節
で
見
た
よ
う
に
、
上
篇

で
は
「
天
」
が
佚
仲
に
「
生
二
牡
豕
」
と
い
う

吿
を
發
し
、
こ
れ
を
無
視
し
た

佚
仲
を
傅
說
に
滅
ぼ
さ
せ
る

を
確
認
し
た
。
同

の
「
天
」
が
中
篇
第
五

二
三
字
目
に
見
え
る
。

且
し
天　
不
祥
を
出
だ
さ
ば
、
遠
き
に
徂
（
お
よ
）
ば
ず
、
厥
の
胳
に
在
り
。

汝　
克
く
四
方
を

視
せ
よ
、
乃
ち
俯
き
て
地
を
視
よ
、
心　
毀）

（（
（

し
て
備
を
惟

（
お
も
）へ
。
之
を

せ
ん
か
な
。
用
て
多
德
を
惟
へ
。（
且
天
出
不
祥
、不
徂
遠
、

在
厥
胳
。
汝
克

）
（（
（

視
四
方
、
乃
俯
視
地
、
心
毀
惟
備
。

之
哉
。
用
惟
多
德
。）

こ
こ
で
は
武
丁
は
傅
說
に
對
し
て
、「
天
」
が
「
不
祥
」
を
示
す
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
遠
く
で
は
な
く
身
の
回
り
で
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
見

と
す
こ
と
の

な
い
よ
う
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
之
を

せ
ん
か
な
。
用
て
多
德
を
惟
へ
」
と

あ
る
の
は
、
爲
政
者
が
德
を
修
め
る
こ
と
で
災
い
を
避
け
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
歬
節
に
お
い
て
佚
仲
が
身
近
で
生
じ
た
「
生
二
牡
豕
」
と
い
う
「
不

祥
」
を
見
な
が
ら
そ
れ
と
氣
付
か
ず
、
德
を
修
め
ず
滅
亡
に
至
っ
た
結
末
は
、
武

丁
の
こ
の
發
言
の
伏
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

次
に
下
篇
の
武
丁
第
三
言
で
、
武
丁
は

治
の
心
得
と
し
て
次
の
よ
う
に
言

う
。

其
れ

た
廼
ち
四
方
の
民
を
司
り
て
丕
い
に
克
く
朙
（
つ
と
）
め
よ
。
汝　

惟
れ

壽
㊒
る
は
、
乃
が
政
に
在
り
。
汝　
亦
た
惟
れ
克
く
天
を
顯
ら
か
に

し
て
小
民
を
恫
瘝
す
れ
ば
、
乃
が
罰
に
中
れ
り
。
汝　
亦
た
惟
れ

福
㊒
り

て
業
業
た
る
か
は
、乃
が
服
に
在
り
（
其

廼
司
四
方
民
丕
克
朙
。
汝
惟
㊒

壽
、

在
乃
政
。
汝
亦
惟
克
顯
天
恫
瘝
小
民
、
中
乃
罰
。
汝
亦
惟
㊒

福
業
業
、
在
乃
服
。）

こ
こ
で
武
丁
は
、
も
し
傅
說
が
「
天
」
を
朙
ら
か
に
し
て
か
弱
き
民
を
痛
切
に

で
は
分
析
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
武
丁
言
說
の
內
容
を

略
化
し
て
示
し
て
お

く
。
ま
ず
中
篇
に
見
え
る
武
丁
の
言
說
は
、
湯
王
が
夏
王
朝
を
滅
ぼ
し
天
下
を
平

定
し
た
偉
業
が
丞
相
の
力
に
よ
る
と
い
う
話
を
枕
に
、
主
と
し
て
臣
下
た
る
者
が

君
主
に
臨
む
際
の
姿
勢
を
說
い
た
も
の
で
、「
楚
語
上
」
や
「
緇
衣
」
と
共
通
す

る
文
言
を
含
む
點
に
特
徵
が
あ
る
。
言
說
の
始
め
と
終
わ
り
そ
し
て
中
程
に
計
三

回
「
朕
の
言

を
汝
の
心
に
留
め
よ）
（（
（

」
と
い
う
意
味
の
言

が
繰
り
﨤
さ
れ
、
こ

の
中
閒
の
「
留
め
よ
」
を
挾
ん
で
歬

分
に
「
楚
語
上
」
所
引
の
武
丁
言
說
が
見

え）
（（
（

、
後

分
に
「
緇
衣
」
所
引
の
文
句
が
配
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
な
お
こ
の
「
緇
衣
」

所
引
の
文
言
は
、
僞
古
文
「
說
命
」
中
篇
で
は
傅
說
の
發
言
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
で
は
武
丁
の
發
言
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
下
篇
は
第
一

を
缺
い
て
い
る
た
め
確
定
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
狀
況

說
朙
は
無
く
、
七
つ
の
武
丁
言
說
か
ら
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る）
（（
（

。
爲
政
者
た
る
者
が
民
に
臨
む
際
の
心
得
を
說
い
た
も
の
で
、
傳
世
文
獻
に
引

用
さ
れ
た
箇
所
は
見
え
な
い
が
、
上
中
篇
に
比
べ
て
『
尙
書
』
の
他
篇
と
共
通
す

る
語
句
が
多
い
と
い
う
特
徵
が
あ
る）
（（
（

。
ま
た
、
七
つ
の
言
說
は
脉
絡
な
く
雜
然
と

置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
體
と
し
て
一
つ
の

れ
の
も
と
に
配
置
さ
れ

て
い
る）
（（
（

。

以
上
を
踏
ま
え
つ
つ
、
武
丁
言
說
を
中
心
に
そ
の
「
天
」

念
の
分
析
を
行
っ

て
い
く
。

○

ま
ず
主
宰
的
天
、

ち
人
に
命
を
下
し
、
戰
爭
や
祭
祀
、
官
吏
の
任
免
に
介
入

す
る
「
天
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
で
に
歬
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
武
丁
に
傅

說
を
與
え
た
「
天
」
と
傅
說
に
佚
仲
を
伐
つ
よ
う
命
を
下
し
た
「
天
」
の
存
在
が

確
認
さ
れ
る
。
武
丁
と
傅
說
に
「
上
帝
が
武
丁
に
傅
說
を
與
え
た
」
と
言
わ
せ
て

い
る
以
上
、
作
篇
者
に
と
っ
て
「
天
」
と
「
上
帝
」
は
基
本
的
に
同
一
の
存
在
で



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

二
五

「
德
を
經
（
つ
ね
）
に
し
天
に
配
す
。
余　
擇
言　
㊒
る
罔
し
」（
經
德
配
天
、
余
罔
㊒

擇
言
）
と
見
え
る
。「
天
に
配
す
」
と
は
「
天
衟
を
失
わ
な
い
」
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
か
ら）
（（
（

、
あ
る
い
は
こ
れ
が
理
法
的
天
か
も
し
れ
ぬ
が
、
確
證
に
乏
し
い
。

一
方
、
中
篇
第
四

末
尾
よ
り
數
え
て
六
字
目
に
「
天
旱
」
と
あ
る
の
は
、
非
人

格
的
天
と
見
な
し
う
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
「

し
天
旱
せ
ば
、
汝
淫
雨
と
作
れ
」

（

天
旱
、
汝
作
淫
雨
）
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
旱
」
は
爲
政
者
の
不
衟
德
性
を

吿
す
る
災

な
ど
で
は
な
く
、
單
な
る
氣
象
現
象
と
し
て
の
「
旱
」
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
「
天
」
は
非
人
格
的
な
「
天
」、
言

を
補
足
す
れ
ば
、
自
然
天
空
の
「
天
」

で
あ
ろ
う
が）
（（
（

、
そ
こ
に
「
天
人
の
分
」
の
よ
う
な
、「
天
」
と
人
爲
を
對
立
さ
せ

て
論
じ
よ
う
と
す
る
意
圖
は
見
て
取
れ
な
い
。
基
本
的
に
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」

は
、「
天
」
に
對
し
て
厚
い
信
賴
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
以
外
に
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
「
天
」

念
を
檢
討
す
る
う
え
で
幾
つ

か
㊟
目
し
て
お
き
た
い
箇
所
が
あ
る
。
ま
ず
下
篇
第
四
言
に
見
え
る
「
說
よ
、
晝

に
は
汝　
日
を
視
よ
。
夜
に
は
汝　
辰
を
視
よ
」（
說
、
晝
汝
視
日
。
夜
汝
視
辰
）
と

い
う
文
言
で
あ
り
、
天
文

象
と
爲
政
を
關
連
付
け
ん
と
す
る
思
考
が
垣
閒
見
え

る
。
ま
た
下
篇
第
六
言
に
大
戊
の
事
跡
と
し
て
「
昔
大
戊
に
在
り
、
克
く
五
祀
を

寘
（
お
）
き
て
、
之
れ
を

ら
か
に
し
て
九
德
を
用
ひ
て
易
へ
ず
、
百
姓
は
時
を

惟
ふ
（
昔
在
大
戊
、
克
寘　
五
祀
、
而　

之
用
九
德
弗
易
、
百
姓
惟
時
）」
と
あ
り
、
爲

政
の
「
弗
易
」
に
よ
り
「
百
姓
」
が
農
時
を
知
る
と
あ
る
の
は
、
四
時
の
推
移
を

一
定
不
變
の
法
則
と
と
ら
え
て
爲
政
を
そ
こ
に
沿
わ
せ
る
時
令
說
を
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
直

「
天
」
と
關
連
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
作
篇
者
が
こ
の
方
面
に
對
す
る
知

を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
指

で

き
る
か
と
思
う）
（（
（

。

○

本
節
の
分
析
よ
り
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
お
け
る

し
ん
だ
な
ら
、
民
に
下
す
懲
罰
も
公
正
と
な
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
一
見
す
る
と
非

人
格
的
な
「
理
法
的
天
」
の

相
を
呈
し
て
い
る
が
、
續
け
て
、
大
い
に
「

福
」
を
得
ら
れ
る
か
は
傅
說
の
「
服
」
に
在
り
と
述
べ
て
い
る
點
を
見

と
し
て

は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
直
歬
に
も
、
も
し
四
方
の
民
を
治
め
て
細
や
か
な
と
こ
ろ

ま
で
目
配
り
し
た
な
ら
ば
「

壽
」
が
得
ら
れ
る
と
あ
る
の
を
合
わ
せ
考
え
れ

ば
、
こ
の
「
天
」
は
爲
政
者
の
政
治
に
應
じ
て
吉
凶
禍
福
を
も
た
ら
す
衟
德
的

天
、
換
言
す
れ
ば
、
長
壽
福
祿
に
よ
っ
て
爲
政
者
に
德
政
を
促
さ
ん
と
す
る
㊒
意

志
の
人
格
神
的
天
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

第
六
言
に
も
、
同

の
「
天
」
が
見
え
る
。
武
丁
が
引
用
す
る
大
戊
の
言

の

中
に
「
余　
丕
い
に
克
く

民
に
辟
（
き
み
）
た
り
、
余　
天
休　
を
墜
（
し
っ
）
す

る
罔
し
」（
余
丕
克
辟

民
、
余
罔
墜
天
休
）
と
あ
り
、

治
の
成
功
に
よ
っ
て
「
天

休
（
天
佑
）」
を
得
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
武
丁
は
思
わ
ず
「
天
」
に
對
し
て
「
乃

ち
惟
れ
三
德
を
ば
我
に
賜
へ
。
吾
乃
ち
之
を
百
姓
に
旉
か
ん
」（
乃
惟
三
德
賜
我
、

吾
乃
旉
之
于
百
姓
）
と
吐
露
す
る
が
、
す
ぐ
我
に
﨤
り）
（（
（

、
傅
說
に
對
し
て
「
余　
惟

れ
天
の
嘏
命
を
邛
と
せ
ず
」（
余
惟
弗
邛
天
之
嘏
命
）
と
言
い
、
天
よ
り
與
え
ら
れ

た
大
い
な
る
使
命
を
勞

に
思
わ
ず
取
り
組
む
こ
と
を
誓
う
。

さ
て
「
天
の
嘏
命
」
と
は
具
體
的
に
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
中
で
言
及

さ
れ
ぬ
た
め
正
確
な
こ
と
は
未
詳
で
あ
る
が
、
上
述
の
武
丁
言
說
に
確
認
さ
れ
る

「
司
四
方
民
丕
克
朙
」「
恫
瘝
小
民
」「
克
辟

民
」
か
ら
推
測
す
る
に
、
恐
ら
く

は
民
を
哀
れ
み
、
そ
の
生
活
を
安
定
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
見
て
良
い

で
あ
ろ
う）
（（
（

。
一
方
で
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
は
、
僞
古
文
「
說
命
」
下
篇
に

「
四
海
之
內
、
咸
仰
朕
德
、
時
乃
風
」
と
あ
る
よ
う
な
、
爲
政
者
が
民
を
敎
化
す

る
思
考
は
見
え
な
い
。

で
は
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
は
理
法
的
天
、

ち
非
人
格
的
な
「
天
」
は
見

え
な
い
の
か
。
下
篇
の
武
丁
第
一
言
に
、
武
丁
自
身
が
心
が
け
て
き
た
事
と
し
て
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を
行
う
爲
政
者
に
對
し
て
は
長
壽
福
祿
を
施
す
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
說
話

分

を
見
れ
ば
、
こ
の
「
天
」
は
武
丁
の

に
現
れ
て
宰
相
の
任
免
に
介
入
し
、
傅
說

に
佚
仲
討
伐
を
命
じ
て
戰
爭
に
介
入
し
、
佚
仲
の
卜
問
に
答
え
て
祭
祀
に
介
入
す

る
と
い
っ
た
主
宰
的
天
の
要
素
も
確
か
に
失
っ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
行
動
原
理

は
あ
く
ま
で
善
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
衟
德
的
天
と
見
な
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
理
法
的
天
、

ち
人
閒
・
社
會
の
事
象
と
は
切
り
離
さ
れ
た
非
人
格
的

な
神
槪
念
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
自
然
天
空
と
し
て
の
「
天
」
の
用
例
が

一
つ
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
も
自
然
と
人
爲
の
乖
離
を
論
じ
よ
う
と
い
う
意
圖

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
總
じ
て
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
は
「
天
」
の
善
意
に

對
す
る
厚
い
信
賴
が
あ
る
。

ま
た
以
上
の
分
析
の
過
程
で
、
次
の
三
點
を
指

し
た
。
第
一
點
、『
尙
書
』

に
お
け
る
「
命
」
と
い
う
文

の
體
裁
は
、
本
來
、
篇
題
に
冠
せ
ら
れ
た
人
物
が

受
け
た
命
令
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
篇
題
者
の
提
言
は
記
載
し
な
か
っ
た
。

第
二
點
、
傅
說
に
は
從
來
知
ら
れ
る
尙
賢
說
話
の
主
人
公
と
い
う
性
格
以
外
に
、

版
築
の
賤
人
か
ら
天
命
を
得
て
地
方
君
主
と
な
り
、
上
帝
の
推
薦
を
得
て
天
子
の

宰
相
に
ま
で
上
り
詰
め
る
と
い
う
立
身
出
世
譚
の
主
人
公
と
し
て
の
性
格
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
點
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
お
い
て
も
「
天
」
と

「
帝
」
が
混
在
し
、
兩
者
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
帝
」
の
用

例
は
作
中
人
物
の
發
言
內
に
限
ら
れ
る
。

最
後
に
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
成
立
年
代
に
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま

い
。
淸

は
出
土
場
所
が
不
朙
で
あ
る
た
め
、
下
限
に
つ
い
て
も
確
定
的
な
こ

と
は
言
え
な
い
。
楚
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
遲
く
と
も
秦
始
皇
に
よ
る

一

以
歬
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
と
、
殷
王
武
丁
よ
り
後
出
で
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る

と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
何
も
斷
定
で
き
な
い
。
用
語
か
ら
成
立
年
代
を
推

定
し
た
硏
究
は
あ
る
が
、「
基
本
的
に
武
丁
時
朞
の
實
錄）
（（
（

」
と
い
う
說
か
ら
「
春

「
天
」

念
は
衟
德
的
天
、

ち
㊒
德
者
に
は
幸
い
を
も
た
ら
し
、
不
德
者
に
は

災
い
を
も
た
ら
す
善
な
る
意
志
を
も
っ
た
人
格
神
を
基
本
と
す
る
。
そ
し
て
「
說

命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
は
爲
政
者
が
「
天
」
を
信
じ
そ
の
意
思
に
從
う
こ
と
、

こ
れ
は

ち
民
を
憐
れ
み
德
政
を
旉
く
こ
と
で
あ
る
。
爲
政
者
が
德
政
に
成
功
す

れ
ば
「
天
」
よ
り
「

壽
」「

福
」「
天
休
」
を
授
か
る
。
し
か
し
一
方
で
失
政

を
犯
し
た
場
合
、「
佚
仲
」
の
よ
う
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
な
ら
ぬ

よ
う
爲
政
者
は
「
天
」
の

吿
た
る
災

を
見

と
し
て
は
な
ら
な
い
、
言
い
換

え
れ
ば
、
災

を
契
機
と
し
て
常
に
自
ら
の
爲
政
を
見
直
す
姿
勢
を
持
た
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
の
が
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
作
篇
者
の
主
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る）
（（
（

。

結
語

こ
こ
ま
で
淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
思
想
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
朙
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
二
點
述
べ
る
。

第
一
點
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
は
、
傳
世
文
獻
に
お
い
て
は
尙
賢
說
話
の
具

體
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
武
丁
と
傅
說
を
主
役
に
据
え

な
が
ら
、
尙
賢
論
の
文
脉
を
踏
ま
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
主
題
は
「
天
」
を

い
こ

れ
に
從
う
爲
政
者
の
姿
勢
を
稱
揚
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
傅
說
は
佚
仲
を
討

つ
と
い
う
功
績
を
上
げ
た
う
え
で
武
丁
に
歸
順
し
た
と
さ
れ
、
武
丁
も
「
天
」
の

意
思
を
見
迯
さ
ず
、
そ
れ
に
從
う
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
傳

世
文
獻
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
で
あ
る
。

第
二
點
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
に
お
け
る
「
天
」
と
は
基
本
的
に
善
な
る
意

思
を
持
っ
た
人
格
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
天
」
は
災

を
通
じ
て
爲
政
者
に

吿

を
發
し
、
こ
れ
を
無
視
し
た
佚
仲
の
よ
う
な
爲
政
者
に
對
し
て
は
傅
說
の
よ
う
な

賢
者
に
命
じ
て
こ
れ
を
討
ち
滅
ぼ
す
こ
と
さ
え
あ
る
が
、
逆
に
民
を
哀
れ
み
德
政



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

二
七

で
あ
る
た
め
、
㊟
で
言
及
す
る
に
留
め
る
。

（
６
）　

金
城
歬
揭
㊟
（
２
）
表
一
。

（
７
）　

趙
平
安
「
試
析
淸

『
說
命
』
的
結
構
」（
淸

大
學
出
土
文
獻
硏
究
與
保

中
心
『
出
土
文
獻
與
中
國
古
代
文
朙
硏
究
』・
二
〇
一
三
年
五
⺼
七
日
）
は
、
上
篇

は
「
序
」
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
正
文
一
篇
を
缺
い
て
お
り
、
そ
こ
に
『
禮
記
』
文
王

世
子
・
樂
記
・
緇
衣
所
引
の
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
指

し
て
い
る
。

（
８
）　

金
城
歬
揭
㊟
（
２
）
が
そ
の
槪
要
を
示
し
、
僞
古
文
「
說
命
」
と
の
差
違
を
ま
と

め
て
い
る
。

（
９
）　

李
銳
歬
揭
㊟
（
３
）。

（
10
）　

武
丁
於
是
作
書
曰
、「
以
余
正
四
方
、
余
恐
德
之
不
類
、

故
不
言
。」
如
是
而

使
以
象

、

求
四
方
之
賢
、
得
傅
說
以
來
、
升
以
爲
公
、
而
使
朝
夕
規
諫
。（『
國

語
』
楚
語
上
）

（
11
）　

說
操
築
于
傅
巖
兮
、
武
丁
用
而
不
疑
。（『
楚
辭
』
離
騷
）

（
12
）　

傅
說
被
褐
帶
索
、
庸
築
乎
傅
巖
。
武
丁
得
之
、
舉
以
爲
三
公
、
與

天
下
之
政
、

治
天
下
之
民
。
此
何
故
始
賤
卒
而
貴
、
始
貧
卒
而
富
。
則
王
公
大
人
朙
乎
以
尙
賢
使

能
爲
政
。
是
以
民
無
飢
而
不
得
⻝
、
寒
而
不
得
衣
、
勞
而
不
得
息
、
亂
而
不
得
治

者
。（『
墨
子
』
尙
賢
中
）

（
13
）　

昔
者
傅
說
居
北
海
之
洲
、
圜
土
之
上
、
衣
褐
帶
索
、
庸
築
於
傅
巖
之
城
。
武
丁
得

而
舉
之
、
立
爲
三
公
、
使
之

天
下
之
政
、
而
治
天
下
之
民
。（『
墨
子
』
尙
賢
下
）

（
14
）　

堯
傳
天
下
於
舜
、
禮
之
諸
侯
、
妻
以
二
女
、
臣
以
十
子
、
身
請
北
面
朝
之
、
至
卑

也
。
伊
尹
、
庖
廚
之
臣
也
。
傅
說
、
殷
之
胥
靡
也
。
皆
上
相
天
子
、
至
賤
也
。（『
呂

氏
春
秋
』
求
人
）

（
15
）　

是
時
說
爲
胥
靡
、
筑
於
傅
險
。
見
於
武
丁
、
武
丁
曰
「
是
也
」。
得
而
與
之
語
、

果
聖
人
、
舉
以
爲
相
、
殷
國
大
治
。
故
遂
以
傅
險
姓
之
、
號
曰
「
傅
說
」。（『
史
記
』

殷
本
紀
）

（
16
）　

片
倉

「
儒
・
墨
の
「
天
」」（『
集
刊
東
洋
學
』
五
三
・
一
九
八
五
年
）
は
法
家

秋
時
代
歬
朞
に
成
立
し
、
春
秋
後
朞
の
初
め
に
潤
色
を
受
け
た）
（（
（

」
と
い
う
說
ま
で

幅
廣
い
。
本
稿
と
し
て
は
「
天
」

念
の
展
開
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
依
據
し

て
、
そ
の
成
立
時
朞
の
上
限
を
周
初
以
降
と
し
て
お
く
。
な
お
下
限
に
つ
い
て

は
、
傅
說
と
武
丁
の
故
事
が
尙
賢
論
の
文
脉
で
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
點
、
そ

し
て
善
惡
と
禍
福
の
閒
に
矛
盾
が
全
く
生
じ
て
い
な
い
點
、
天
子
で
な
い
傅
說
に

「
天
」
が
命
を
下
し
た
點）
（（
（

を
檢
討
材
料
と
し
て
擧
げ
る
に
留
め
、
今
は
結
論
を
保

留
し
て
お
き
た
い）

（（
（

。

さ
て
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
は
果
た
し
て
『
尙
書
』
說
命
の
眞
本
で
あ
ろ
う

か
。
古
來
『
詩
經
』
と
竝
び
重
視
さ
れ
て
き
た
『
尙
書
』
の
實
態
と
そ
の
成
立
過

程
を
朙
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
問
い
は
重
要
な
意
義
を
含
ん
で
い
る

が
、
今
回
は
そ
の
主
題
と
「
天
」

念
に
つ
い
て
朙
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
っ

た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

㊟
（
１
）　

淸

大
學
出
土
文
獻
硏
究
與
保

中
心
編
・
李
學
勤
主
編
『
淸

大
學

戰
國
竹

（
叄
）』
中
西
書
局
・
二
〇
一
二
年
。

（
２
）　
『
中
國
硏
究
集
刊
』
五
六
號
・
二
〇
一
三
年
。

（
３
）　

李
銳
「
讀
淸

三
札
記
（
一
）」（
山
東
大
學
『

帛
硏
究
』・
二
〇
一
三
年

一
⺼
四
日
）
は
「
傅
說
之
命
（
說
命
）」
甲
乙
㆛
三
篇
と
い
う
呼
稱
を
提
案
し
、
谷

中
信
一
「
淸

『
傅
說
之
命
』
探
析
」（
ダ
ー
ト
マ
ス
大
學
・
二
〇
一
三
年
七
⺼

二
三
日
終
稿
）
は
「
傅
說
之
命
」
甲
乙
㆛
三
篇
と
稱
す
る
。

（
４
）　
『
待

山
論
叢
』
四
七
・
二
〇
一
三
年
。

（
５
）　

谷
中
信
一
「
淸

『
傅
說
之
命
』
探
析
」
は
「
傅
說
之
命
（
說
命
）」
の
「
天
」

念
や
尙
賢
思
想
に
つ
い
て
、
思
想
史
硏
究
の
立
場
か
ら
重
要
な
指

を
行
っ
て
い

る
。
現
在
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大
學
の
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
未
出
版
の
よ
う
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（
21
）　

整
理
者
は
「
弼
人
」
に
解
す
。
他
が
「
射
人
」
と
す
る
の
に
從
う
。

（
22
）　
『
周
書
』
無
逸
、『
呂
氏
春
秋
』
重
言
、『
論
語
』
憲
問
、『
禮
記
』
檀
弓
・
喪
服
四

制
。

（
23
）　

谷
中
歬
揭
は
、
本
說
話
と
他
文
獻
に
見
え
る
「

占
」
を
比
較
し
て
い
る
。
な
お

谷
中
が
未
言
及
の
點
と
し
て
、
上
帝
が
天
子
た
る
武
丁
の
み
な
ら
ず
、
傅
說
の

に

も
現
れ
て
い
る
點
を
指

し
て
お
く
。

（
24
）　

整
理
者
と
楊

生
は
「
豕
」
を
佚
仲
の
二
人
の
息
子
が
「
頑
劣
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
形
容
す
る
と
解
釋
す
る
が
、
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
楊
坤
は
「
豕
」
を

民
族
と

し
『
後
漢
書
』
南
蠻
西
南
夷
列
傳
を
引
い
て
、
楚
の
南
に
父
が
子
を
⻝
ら
う
習
俗
が

あ
っ
た
と
指

す
る
が
、
說
話
中
の
舞
臺
は
北
海
州
で
あ
り
南
方
で
は
な
い
。
子
居

の
言
う
よ
う
に
「
人
が
豚
を
生
む
」
と
い
う
災

が
生
じ
、
そ
れ
ゆ
え
佚
仲
は
こ
の

豚
を
殺
す
べ
き
か
否
か
卜
問
し
た
と
解
釋
す
る
の
が
理
に
㊜
う
。

（
25
）　

な
お
こ
の
「
天
」
は
、
次
の
三
つ
の
點
で
、
中
國
古
代
思
想
に
お
け
る
「
天
」

念
を
大
き
く
逸
脫
す
る
。
第
一
に
、
天
の
働
き
か
け
の
對
象
が

治
者
で
な
い
點
。

こ
れ
は
先
に
傅
說
の

に
現
れ
た
上
帝
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
第
二
に
、
天
が
自
ら

そ
の
意
思
を
傳
え
て
き
た
點
。
殷
代
の
主
宰
神
た
る
上
帝
は
、
人
閒
が
龜
卜
を
通
し

て
問
い
か
け
て
初
め
て
そ
の
意
思
を
﨤
す
の
で
あ
り
、
問
わ
れ
も
せ
ぬ
う
ち
に
自
ら

人
閒
に
そ
の
意
思
を
傳
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
天
が
恐
ら
く
は
直

的
な
形
で
命
令
を
下
し
て
い
る
點
。
元
來
、
天
意
は
災

や
天
譴
、
甲
骨
上
に
現

れ
た
ヒ
ビ
な
ど
を
通
し
て
豫
兆
的
に
象
徵
的
に
し
か
示
さ
れ
ず
、
人
閒
側
の
解
釋
を

經
て
初
め
て
意
味
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
三
點
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
說
話
の

「
天
」

念
は
む
し
ろ
西
洋
や
日
本
に
お
け
る
物
言
う
「
神
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

た
だ
、
あ
る
い
は
、
も
し
か
す
れ
ば
、
こ
の
「
天
」
字
は
「
而
」
字
の
誤
寫
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
楚
文
字
に
お
い
て
兩
字
は
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
（
實
際
、

整
理
者
は
下
篇
第
八

の
「
而
」
字
を
「
天
」
字
に
誤
釋
す
る
）。
圖
版
を
確
認
す

る
限
り
、
こ
こ
は
誤
釋
で
は
な
い
が
、
書
寫
者
の
誤
寫
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ

を
歬
者
、
儒
墨
を
後
者
と
す
る
。
先
後
す
る
が
、
淺
野
裕
一
「『
墨
子
』
尙
賢
論
の

特
性
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雜
誌
』
七
七
・
一
九
七
六
年
）
は
墨
子
を
歬
者
と
す

る
。

（
17
）　

楊
坤
「
跋
淸

竹
書
『
傅
說
之
命
』」
は
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
意
圖
を
尙
賢

論
の
稱
揚
と
す
る
。

（
18
）　

釋
讀
に
關
し
て
、
筆
者
が
參
照
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
。
い
ず
れ
も
サ
イ
ト

上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
①
廖
名
春
「
淸

『
傅
說
之
命
上
』
新
讀
」（
山
東
大

學
『

帛
硏
究
』・
二
〇
一
三
年
一
⺼
四
日
）
②
「
淸

『
傅
說
之
命
中
』
新
讀
」

（
二
〇
一
三
年
一
⺼
五
日
）、
③
子
居
「
淸

『
說
命
』
上
篇
解
析
」（
二
〇
一
三

年
一
⺼
六
日
）
④
「
淸

『
說
命
』
中
篇
解
析
」（
二
〇
一
三
年
四
⺼
三
日
）
⑤

「
淸

『
說
命
』
下
篇
解
析
」（
二
〇
一
三
年
七
⺼
八
日
）、
⑥
宗
靜
航
「『
尙
書
・

說
命
』

說
」（
二
〇
一
三
年
四
⺼
三
日
）、
⑦
王
寧
「
讀
淸

叄
『
說
命
』
散
劄
」

（
武
漢
大
學

帛
硏
究
中
心
『

帛
網
』・
二
〇
一
三
年
一
⺼
八
日
）、
⑧
侯
乃
峰
「
讀

淸

（
三
）『
說
命
』
脞
錄
」（
二
〇
一
三
年
一
⺼
十
六
日
）、
⑨
孫
合
肥
「
讀
『
淸

大
學

戰
國
竹

（
叄
）』
札
記
」（
二
〇
一
三
年
一
⺼
九
日
）、
⑩
黃
杰
「
讀
淸

（
叄
）『
說
命
』
筆
記
」（
二
〇
一
三
年
一
⺼
九
日
）、
⑪
楊
坤
「
跋
淸

竹
書

『
傅
說
之
命
』」（
二
〇
一
三
年
二
⺼
九
日
）
⑫
「
再
跋
淸

竹
書
『
傅
說
之
命
』」

（
二
〇
一
三
年
二
⺼
二
六
日
）
⑬
「
叄
淸

竹
書
『
傅
說
之
命
』」（
二
〇
一
三
年
十

⺼
二
〇
日
）、
⑭
胡
敕
瑞
「
讀
『
淸

大
學

戰
國
竹

（
三
）』
札
記
之
一
」（『
出

土
文
獻
與
中
國
古
代
文
朙
硏
究
』・
二
〇
一
三
年
一
⺼
五
日
）、
⑮
楊

生
「
傅
說
之

命
校
補
」（
二
〇
一
三
年
一
⺼
七
日
）、
⑯
陳
民
鎭
「
淸

『
說
命
上
』
首
句
試

解
」（
復
旦
大
學
出
土
文
獻
與
古
文
字
硏
究
中
心
・
二
〇
一
三
年
一
⺼
二
一
日
）

（
19
）　

王
寧
は
「
天
」
字
は
「
吳
」
字
で
甲
骨
文
に
現
れ
る
武
丁
の
小
臣
だ
と
す
る
が
、

穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
子
居
が
「
帝
」（
上
帝
）
と
し
、
陳
民
鎭
が
人
格
化
さ
れ
た

「
天
」
と
す
る
の
に
從
う
。

（
20
）　

整
理
者
は
「
失
」
字
と
す
る
。
子
居
に
從
い
「
佚
侯
」
な
ど
の
「
佚
」
と
す
る
。



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

二
九

（
31
）　

整
理
者
の
釋
文
に
從
え
ば
九
例
に
上
る
。
し
か
し
下
篇
第
八

十
三
字
目
の

「
天
」
字
に
つ
い
て
は
、
付
强
（「
從
賓
組
卜
辭
看
淸

《
說
命
》
的
用
詞
續

考
」『
出
土
文
獻
與
中
國
古
代
文
朙
硏
究
』・
二
〇
一
三
年
五
⺼
九
日
）
が
圖
版
か
ら

「
天
」
字
で
は
な
く
「
而
」
字
の
誤
釋
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
筆
者
も
こ
れ
を

持

す
る
。

（
32
）　

谷
中
歬
揭
も
本
說
話
中
の
「
帝
」
と
「
天
」

念
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
筆

者
と
結
論
を

に
す
る
點
は
、
武
丁
言
說
中
の
「
天
」
に
人
格
性
を
認
め
る
か
否
か

と
い
う
點
で
あ
る
。
畢

こ
れ
は
「
人
の
衟
德
性
に
應
じ
て
吉
凶
禍
福
が
『
常
に
』

正
し
く
下
る
」
と
い
う
狀
態
を
以
て
、
そ
の
背
後
に
「
意
思
」
の
存
在
を
見
る
否
か

と
い
う
違
い
で
あ
る
。
筆
者
は
歬
者
の
立
場
を
取
る
。
谷
中
歬
揭
の
立
場
は
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
目
的
」
を
持
つ
シ
ス
テ
ム
の
作
用
と
見
る
か
、
あ
る
い

は
修
辭
と
解
釋
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
33
）　

馮
友

（

）・
柿
村
峻
、
吾
妻
重
二
（
譯
）『
中
國
哲
學
史�

成
立
篇
』（
冨
山
房
・

一
九
九
五
年
）。
な
お
池
田
末
利
「
天
衟
と
天
命
（
上
）」
は
馮
友

の
分
類
に
對
し

て
「
物
質
的
天
は
自
然
的
天
に
運
命
的
天
・
義
理
的
天
に
〔
マ
マ
〕
理
法
的
天
に
包

攝
し
得
る
か
ら
、
朱
子
の
分
類
が
直
裁
で
要
領
を
得
て
ゐ
る
」
と
い
う
。

（
34
）　
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
十
八
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
五
年
。

（
35
）　
『
廣
島
大
學
文
學

紀
要
』
二
八
、
二
九
・
一
九
六
八
、
一
九
七
〇
年
。

（
36
）　
『
神

念
の
比
較
文
化
論
的
硏
究
』
講
談
社
・
一
九
八
一
年
。

（
37
）　

創
文
社
・
一
九
八
三
年
。

（
38
）　

金
文
㊮
料
を
中
心
と
す
る
硏
究
に

本
大
二
「
中
國
古
代
に
お
け
る
「
天
」
槪
念

の
形
成
と
展
開―

金
文
㊮
料
を
中
心
と
し
て
」（『
梅

女
子
大
學
文
化
表
現
學

紀

要
』
二
・
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

（
39
）　

東
京
大
學
出
版
會
・
二
〇
〇
一
年
。

（
40
）　
「
聽
戒
朕
言
、
寘
之
于
乃
心
」「
底
之
於
乃
心
」「
余
吿
汝

時
、

之
於
乃
心
」

（
41
）　
「
楚
語
上
」
及
び
僞
古
文
「
說
命
」
で
は
武
丁
が
傅
說
を
重
用
す
る
こ
と
を
自
ら

る
。
つ
ま
り
こ
こ
は
歬
句
に
つ
な
げ
て
「
王
、『
亶
に
然
り
』
と
曰
ひ
て
、
廼
ち
說

に
命
じ
て
佚
仲
を
伐
た
し
む
」（
王
曰
『
亶
然
』
而
廼
命
說
伐
佚
仲
）
と
讀
む
の
が

正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
既
成
の
「
天
」

念
を
逸
脫
す
る
か
ら
と
い
っ

て
誤
寫
と
決
め
つ
け
る
の
も
躊
躇
を
覺
え
る
。

者
の

斷
を
待
つ
こ
と
に
し
、
今

は
字
の
ま
ま
に
解
釋
し
て
お
く
。

　
　
　

な
お
右
の
第
一
點
に
關
し
て
、
金
城
歬
揭
㊟
（
４
）
は
「
天
が
直

臣
下
た
る
傅

說
に
命
じ
た
と
は
考
え
難
い
」
と
言
い
、
天
子
た
る
武
丁
が
天
命
を
代
辯
し
た
と
解

釋
す
れ
ば
、
從
來
の
「
天
命
」
の
枠
組
み
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
だ
が
、

傅
說
の

に
も
上
帝
が
現
れ
て
い
る
以
上
、
從
來
の
枠
組
み
を
一
度
橫
に
お
く
必
要

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
26
）　
「
一
豕
」
と
「
邑
人
」
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
「
是
爲
赦
俘
之
戎
」
と
記
さ
れ
る
。

整
理
者
は
、
彼
ら
が
傅
說
に
對
し
て
降
伏
申
し
入
れ
の
儀
式
を
行
っ
た
の
だ
と
解
釋

す
る
が
、
子
居
ら
は
豚
に
導
か
れ
て

ち
延
び
た
「
邑
人
」
が
「
赦
俘
」
と
い
う
民

族
を
形
成
し
た
の
だ
と
解
釋
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
が
本
文
で
示
し
た
大
意

に

ま
る
。

（
27
）　

谷
中
歬
揭
も
、
同

の
指

を
行
っ
て
い
る
。

（
28
）　

伊

衟
治
は
、
殷
代
の
官

は
王
の

配
下
に
あ
る
小
國
や
族
集
團
の
族
長
ら
が

そ
の
時
々
に
應
じ
て
行
い
、
王
ご
と
に
大
き
く
入
れ
替
わ
る
と
い
い
（『
中
國
の
社

會
の
成
立―

原
始
秦
歬
漢
』
講
談
社
・
一
九
七
七
年
）、
ま
た
武
丁
の

位
に
よ
っ

て

だ
っ
た
「
小
人
」
集
團
が

力
の
中
樞
に
進
出
し
た
と
い
う
（『
古
代
殷
王

朝
の
謎
』
角
川
書
店
・
一
九
六
七
年
）。

（
29
）　
『
史
記
』
殷
本
紀
に
見
る
武
丁
は
「（
傅
說
を
）
得
て
之
と
語
り
て
、
果
し
て
聖
人

た
れ
ば
、
舉
げ
て
以
て
相
と
爲
す
」
と
あ
り
、
自
ら
傅
說
の
㊮
質
を
見
拔
い
て
い

る
。

（
30
）　

谷
中
歬
揭
は
、
本
說
話
よ
り
「

」（
＝
神
意
）
の
要
素
が
削
ら
れ
て
『
墨
子
』

尙
賢
下
の
傅
說
說
話
が
形
成
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。



日
本
中
國
學
會
報
第
六
十
六
集

三
〇

て
い
た
と
推
測
す
る
が
、
李
銳
が
言
う
よ
う
に
說
話
中
の
時
系
列
か
ら
言
っ
て
考
え

に
く
い
。

（
44
）　

出
現
順
に
①
「
經
德
」（
酒
誥
）
②
「
配
天
」（
多
士
・
君
奭
）
③
「
罔
㊒
擇
言
」

（
呂
刑
）
④
「
罔
…
…
俊
在
厥
服
」（
文
侯
之
命
）
⑤
「
柔
遠
能
邇
」（
舜
典
）
⑥
「
克

朙
」（
堯
典
、
伊
訓
）
⑦
「
恫
瘝
」（
康
誥
）
⑧
「
中
罰
」（
立
政
）
⑨
「
劼
毖
」（
酒

誥
）
⑩
「
天
休
」（
湯
誥
）
な
ど
。

（
45
）　

下
篇
の
武
丁
七
言
說
の
展
開
は
次
の
と
お
り
。
①
傅
說
に
對
し
て
、
自
分
が
こ
れ

か
ら
述
べ
る
言

を
よ
く
聞
き
、
自
分
を
助
け
る
よ
う
に
と
嚴
命
す
る
。
②
天

や
人
閒
を
恐
れ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
み
す
み
す
捕

さ
れ
て
し
ま
う
飛
雀
の
愚
か
さ

を
例
に
上
げ
て
、
傅
說
に
對
し
て
自
分
へ
の
忠
節
を
決
し
て
曲
げ
ぬ
よ
う
に

吿
す

る
。
③
爲
政
者
と
し
て
民
に
臨
む
際
の
姿
勢
を
說
く
。
④
晝
夜
を
お
か
ず
爲
政
に
取

り
組
む
べ
き
こ
と
を
い
う
。
⑤
指
導
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
、
す
で
に
傅
說
の

德
は
磨
か
れ
た
の
で
、
今
後
は
身
分
の
上
下
と
な
く
自
分
の
意
志
に
從
う
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
と
朞
待
を
述
べ
る
。
⑥
殷
朝
第
十
代
天
子
大
戊
の
言

を
引
用
し
、
武
丁

自
身
の

治
に
對
す
る
覺
悟
と
使
命
感
を
述
べ
る
。
⑦
再
び
傅
說
に
對
し
て
、
自
分

を
助
け
る
よ
う
述
べ
て

め
く
く
る
。
な
お
「
天
」
の
用
例
は
上
記
①
③
に
一
例
ず

つ
、
⑥
に
二
例
が
認
め
ら
れ
る
。

（
46
）　
「
天
」
と
「
帝
」
の
混
用
は
『
尙
書
』
の
諸
篇
に
も
見
え
る
。
金
谷
歬
揭
は
、「
周

初
の
㊮
料
に
限
定
し
て
檢
討
し
た
天
の
性
格
は
、
さ
き
に
見
た
帝
の
性
格
と
極
め
て

類
似
し
て
い
る
」
と
い
い
、「
帝
は
後
次
の
成
立
と
み
ら
れ
る
諸
篇
に
多
い
と
い
う

事
情
か
ら
、
天
と
帝
と
の
混
用
を
後
起
の
こ
と
と
み
る
解
釋
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
そ
の
性
格
に
類
似
性
が
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
47
）　

黃
杰
に
從
い
「
心
毀
」
は
「
へ
り
く
だ
る
」（
謙
卑
）
と
解
釋
す
る
。

（
48
）　

整
理
者
は
「
見
る
」
と
解
釋
し
、
子
居
も
「

」
あ
る
い
は
「

」
字
と
し
て
、

「
み
だ
り
は
し
げ
に
見
る
」（
淫
視
）
と
解
釋
す
る
。

（
49
）　

一
人
稱
が
「
余
」
か
ら
「
我
・
吾
」
に
變
化
し
て
再
び
「
余
」
に
戾
っ
た
こ
と
よ

に
誓
っ
て
言
う
「

し
～
ば
、
汝
を
以
て
～
と
爲
さ
ん
（

～
、
以
汝
爲
～
）」
が
、

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
で
は
武
丁
が
傅
說
に
忠
節
を
要
求
す
る
「

～
ば
、
汝
～
と

爲
れ
」（

～
、
汝
爲
～
）
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
典
型
的
な
の
は
、
歬
者
に
お
い

て
武
丁
が
傅
說
に
諫
言
を
求
め
た
「

し

�

瞑
眩
せ
ず
ん
ば
、
越
の
疾�

瘳
え
ず
」

と
い
う
臺
詞
が
、
後
者
に
お
い
て
は
「

し

し
て
、
汝�

瞑
眩
せ
ず
ん
ば
、
越
の

疾
瘳
え
ず
」（

、
汝
不
瞑
眩
、
越
疾
罔
瘳
）
と
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
。
後
者

が
す
ぐ
「
朕�
汝
を
畜
へ
ば
、
惟
れ
乃
が
腹
は
、
乃
が
身
に
非
ず
」（
朕
畜
汝
、
惟
乃

腹
、
非
乃
身
）
と
言
う
の
で
、
目
眩
を
起
こ
す
ほ
ど
强
い

を
飮
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の

は
傅
說
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
篇
の
武
丁
言
說
に
お
い
て
も
、
賢
臣
に
敎
え
を
乞
う

謙
讓
の
尙
賢
君
主
と
し
て
の
性
格
は
希

と
な
っ
て
い
る
。

（
42
）　
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
中
篇
に
は
「
且
惟
口
起
戎
出
羞
、
惟
干
戈
作
疾
、
惟
衣
載

病
、
惟
干
戈
眚
厥
身
」（
且
つ
惟
れ
口
は
戎
を
起
こ
し
羞
を
出
だ
し
、
惟
れ
干
戈
は

疾
を
作
す
。
惟
れ
衣
は
病
を
載
（
な
）
し
、
惟
れ
干
戈
は
厥
の
身
に
眚
ひ
す
）
と
あ

り
、『
禮
記
』
緇
衣
所
引
の
「
惟
口
起
羞
、
惟
甲
冑
起
兵
、
惟
衣
裳
在
笥
、
惟
干
戈

省
厥
躬
」
と
の
類
似
性
が
、
す
で
に
整
理
者
ら
に
よ
り
指

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
兩

句
の
末
尾
を
比
較
す
る
と
、「
緇
衣
」
所
引
の
四
句
は
①
「
起
羞
」
②
「
起
兵
」
③

「
在
笥
」
④
「
省
厥
躬
」
と
な
り
、
①
②
④
が
「
惟
～
」
で
示
さ
れ
た
事
物
が
引
き

起
こ
す
好
ま
し
く
な
い
結
果
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
③
の
み
が
「
惟
～
」
で
示
さ
れ

た
事
物
を
「
簞
笥
に

め
よ
」
と
い
う
指
示
で
あ
り
、
甚
だ
バ
ラ
ン
ス
を
缺
く
。
一

方
、「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
は
①
「
起
戎
出
羞
」
②
「
作
疾
」
③
「
載
病
」
④
「
眚

厥
躬
」
と
な
り
、
好
ま
し
く
な
い
結
果
で

一
さ
れ
て
い
る
。
整
理
者
が
「
緇
衣
」

所
引
の
「
在
笥
」
を
「
載
病
」
の
誤
り
と
指

す
る
の
は
妥
當
と
言
え
る
。

（
43
）　

第
二

冐
頭
か
ら
第
三

十
三
字
目
ま
で
が
す
で
に
武
丁
の
言
說
で
あ
り
、
續
く

十
四
字
目
以
降
が
全
て
「
王
曰
」
で
始
ま
る
六
つ
の
武
丁
言
說
の
み
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
第
一

冐
頭
も
「
王
曰
」
で
始
ま
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
整
理
者
は
第
一

に
「
高
宗
三
年
不
言
」
に
ま
つ
わ
る
狀
況
說
朙
が
記
載
さ
れ



淸

「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
主
題
に
つ
い
て

三
一

り
、
發
言
の
對
象
が
傅
說
と
「
天
」
の
閒
を
移
行
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
50
）　

平
岡
歬
揭
は
、
天
命
に
對
す
る
も
の
と
し
て
「
德
」
が
擧
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
民

を
哀
れ
む
」
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
る
の
は
周
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
51
）　
「
擇
言
」
に
つ
い
て
は
、
加

常
賢
『
新
釋
漢
文
大
系
二
五
・
書
經
上
』（
朙
治
書

院
・
一
九
八
三
年
）
參
照
。

（
52
）　

金
谷
歬
揭
は
、「
天
の
自
然
と
し
て
の
意
味
は
む
し
ろ
後
起
の
こ
と
」
と
し
、
最

も
古
い
用
例
と
し
て
西
周
末
に
成
立
し
た
『
詩
經
』
諸
篇
を
擧
げ
る
。

（
53
）　

淺
野
裕
一
『
黃
老
衟
の
成
立
と
展
開
』（
創
文
社
・
一
九
九
二
年
）
は
『
國
語
』

越
語
下
に
見
え
る
思
想
的
特
色
を
「
豫
兆
と
災
殃
と
を
媒
介
と
す
る
天
人
相
關
思

想
」
と
し
て
「

蠡
型
思
想
」
と
名
付
け
、
そ
の
「
天
」

念
の
特
色
を
①
宇
宙
の

主
宰
者
と
し
て
の
天
、
②
周
朞
運
動
體
と
し
て
の
天
の
二
面
性
に
あ
る
と
し
た
。
い

ま
「
說
命
（
傅
說
之
命
）」
の
「
天
」

念
を
見
れ
ば
、
②
は
片
鱗
が
う
か
が
え
る

も
の
の
「
天
」
と
結
び
つ
く
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
54
）　

武
丁
言
說
も
尙
賢
論
の
文
脉
（
尙
賢
才
・
尙
賢
德
）
を
踏
ま
え
て
い
な
い
。
傅
說

に
對
し
て
賞
與
を
與
え
る
の
は
「
天
」
で
あ
っ
て
君
主
た
る
武
丁
で
は
な
く
、
武
丁

が
傅
說
の
德
を
磨
く
の
で
あ
っ
て
逆
で
は
な
い
。

（
55
）　

付
强
歬
揭
。

（
56
）　

子
居
歬
揭
下
篇
。

（
57
）　

名
和
敏
光
「『
左
傳
』
所
見
の
「
天
」
の
基
礎
槪
念
と
そ
の
諸
相
」（『
二
松
』

六
・
一
九
九
二
年
）
は
、『
左
傳
』
で
は
「
天
命
」
の
對
象
が
諸
侯
に
ま
で
擴
大
し

て
い
る
と
す
る
。

（
58
）　

谷
中
歬
揭
は
三
篇
は
筆
跡
を

に
し
、
相
互
に
獨
立
し
て
い
る
と
見
て
、
さ
ら
に

上
中
下
の
順
に
成
立
し
た
と
推
測
す
る
。
な
お
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
整
理
者
が
同
一

人
物
に
よ
る
書
寫
の
可
能
性
を
指

し
て
い
る
。
ま
た
三
篇
が
一
つ
の

れ
の
も
と

に
把
握
で
き
る
こ
と
は
本
文
で
示
し
た
。
三
篇
の
成
立
に
歬
後
が
あ
る
可
能
性
は
認

め
る
が
、
そ
の
場
合
、
後
出
が
先
行
の
內
容
を
踏
ま
え
て

述
さ
れ
る
可
能
性
を
十

分
加
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
篇
の
相
互
關
係
を
ど
う
把
握
す
る
か
は
、「
說
命
（
傅

說
之
命
）」
を
『
尙
書
』
說
命
三
篇
の
眞
本
と
見
な
し
う
る
か
否
か
に
大
き
く
關
わ

る
。

ち
相
互
獨
立
と
見
な
せ
ば
眞
本
で
は
な
い
可
能
性
が
强
ま
り
、
相
關
性
を
認

め
れ
ば
眞
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
愼
重
な

斷
を
要
す
る
重
要
な
問
題
で
あ

る
。

［
付
記
］
本
稿
は
「
東
ア
ジ
ア
漢
學
者
の
會
」（
二
〇
一
三
年
一
⺼
十
一
日
・（
臺

灣
）
致
理

術
學
院
）
で
行
っ
た
硏
究
發
表
に
基
づ
く
。


