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は
じ
め
に

 
夏
平

『急
就
集
』
の
中

に

「
『二
名
不
偏
諱
』
和

『
二
名
不
偏
諱
』
」
な
る
考
証

が
あ
る
。
こ
れ
は

『礼
記
』
「
二
名
不
偏
諱
」

に
関
す
る
近
年

の
議
論
で
あ
る
が
、

「偏
」
「
偏
」
通
仮
説
に
対
す
る
音
韻
面
か
ら
の
確
認
と

「
偏
」
字
説
を
主
張
し
た

盧
文
招

へ
の
反
駁
と
を
中
心
と
す
る
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
の

「偏
謂
二
名
不

＝

諱

也
」
と
い
う
注
釈
を
根
拠

に
、
「
一
一
」
は

「
偏
」
の
意
味

に
近
く
、
も
し

「偏
」

字

で
あ
れ
ば
、
「
一
一
」
と
注
解
で
き
な
い
と
し
て
、
盧
文
招
に
対
し
て

「古
代
漢

語

の
言
語
学
的
基
礎
の
浅
薄
な
人
は
、
古
書
を
誤
解
す
る
こ
と
が
免
れ
な
い
（小
学

根
柢
不
深
的
人
、
誤
解
古
書
是
不
免
的
）」
と
ま
で
評
す
る
。
し
か
し
問
題
は
こ
れ
ほ

ど
単
純
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
夏
平
は
、
清
代
考
拠
学
史
上
有
名
な
事

件
で
あ
る
段
玉
裁
と
顧
千
里
と
の
確
執
で
も
こ
の
問
題
が
俎
上
に
上

っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
そ
れ
に
言
及
せ
ず
、
こ
の
問
題

の
本
質
を
全
面
的
に
捉
え
て
い
る
と
は

言

い
難
い
。

 
『礼
記
』
に
お
け
る

「
二
名
不
偏
諱
」
の
表
現
は
、
「曲
礼
上
」
の

「礼
不
諱
嫌

名
、
二
名
不
偏
諱
」
お
よ
び

「檀
弓
下
」
の

「
二
名
不
偏
諱
。
夫
子
之
母
名
徴
在
、

言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
の
二
箇
所

に
見
え
る
。
こ
れ
は
儒
教
礼
制
に
お
け

る
避
諱
の

一
つ
の
形
態
と
し
て
、
従
来
、
国
朝
の
先
君
や
自
分

の
父
祖
が
二
字
名

の
場
合
、
死
後
そ
の
上
字
と
下
字
と
を
連

続
し
て
同
時

に
挙
称
す
る
こ
と
は
許
容

さ
れ
な
い
が
、
実
際
の
社
会
生
活
上
、
鄭
注
に
も

「
そ
の
避
け
難
き
が
為
な
り
」

濱

口

富

士

雄

と
説
く
よ
う
に
二
字
と
も
完
全

に
避
諱
す
る
こ
と
の
困
難
さ
か
ら
、
二
字
い
ず
れ

も
単
独
で
個
別
に
用
い
た
り
発
言
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て

き
た
。
具
体
的
に
は

「檀
弓
下
」
の
記
述
を
踏
ま
え
て
孔
穎
達

『礼
記
正
義
』
で

も
指
摘
す
る
よ
う
に
孔
子
の
母
の
名
は

「徴
在
」
で
あ
る
が
、
『論
語
』
に
孔
子
の

発
言
と
し
て

「某
在
斯
」

（衛
霊
公
）
や

「足
則
吾
能
徴
之
矣
」
（八
倫
）
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
根
拠
と
さ
れ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
、
経
文
自
体

の
趣
旨
が
ほ
ぼ
明
か
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の

「二
名
不
偏
諱
」
の
経
文
の
テ
キ
ス
ト
の
確
定
に
関
し
て
は

「偏
」
か
あ
る

い
は

「偏
」
か
の
議
論
が
決
着
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
奇
異
な
こ
と
に
、
「偏
」
字
説
に

立

つ
段
玉
裁
も

「今
の
人
は
幸

い
に
も

『言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
』
の
文
が

あ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
礼
制
は
結
局
埋
没
し
て
伝
承
さ
れ
な
か

っ
た
」
と

言

い
、

一
方

「
偏
」
字
説
に
立

つ
兪
越
も

「幸
い
に
も

『檀
弓
』
の

『言
徴
不
称

在
、
言
在
不
称
徴
』
の
文
が
あ
る
の
で
、
そ
の
意
義
が
偏
で
は
な

い
こ
と
を
証
明

し
う
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が

『礼
記
』
「檀
弓
上
」
の
同

一
経
文
を
根
拠

に
据
え
て

逆

の
結
論
を
導

い
た
の
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
本
論
で
は
、
諸
説

の
論
点
を
確
認
し

つ
つ
問
題
点
を
検
証
し
て
ゆ
く
。

ま
さ
に

「偏
」
か

「偏
」
か
の

一
字
の
考
拠
で
は
あ
る
が
、
考
拠
学
者

に
お
け
る

経
書

の
字
句
に
対
す
る
姿
勢
と
し
て
、
段
玉
裁
の

「
一
字

一
句
の
安
妥
も
、
ま
た

天
地
位
し
、
万
物
育
す
の
気
象
な
り
」
が
物
語
る
経
書
解
釈

へ
の
意
念

の

一
斑
を

窺
う
観
が
あ
る
。



 
 
 

一 

毛
居
正
に
よ
る

「偏
」
字
説

 

「
二
名
不
偏
諱
」
の
校
勘
上
の
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、
南
宋
の
嘉
定

一
六
年

（一二二三
）
に
国
子
監
で
の
経
籍
の
刊
正
に
も
参
与
し
た
毛
居
正
で
あ
る
。
『六
経
正

誤
』

に
お
い
て
、
ま
ず

『礼
記
』
曲
礼
上

の
経
文
を

「
二
名
不
偏
諱
」
と
表
記
し

た
上
で

「偏
を
偏
に
作
る
は
誤
り
な
り
」

と
断
定
す
る
。
こ
れ
は
鄭
玄
注

「偏
謂

二
名
不

二

諱
也
」
お
よ
び

『正
義
』
の

「
不
偏
諱
者
、
謂
両
字
作
名
不

一
一
諱

之
也
」
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
言

う
。

 
 

二
字
が
名

で
あ
る
場
合
、
い
っ
し
ょ
に
用
い
る
と
き
は
避
諱
す
る
。
も
し
も

 
 

両
字
を
お
の
お
の
随
所
に
用
い
る
な
ら
ば
、
か
し
こ
や
こ
こ
に
お
い
て
逐

一

 
 

に
み
な
避
諱
し
な
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「あ
ま
ね
く
は
避
諱
し
な
い
」
で
あ

 
 

る
（二
字
為
名
、
同
用
則
諱
之
。
若
両
字
各
随
処
用
之
、
不
於
彼
於
此

一
一
皆
諱
之
、

 
 

所
謂
不
偏
諱
也
）。

 

問
題
は
、
毛
居
正
の
解
釈
に
は
、
経
文

「
二
名
不
偏
諱
」
や
鄭
注
、
あ
る
い
は

『正
義
』
「
不
偏
諱
者
、
謂
両
字
作
名
不

二

諱
之
也
」
か
ら
は
読
み
と
り
え
な
い

条
件
と
し
て
、
「檀
弓
」
の
経
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
鄭
注

「
孔
子
之
母
名
徴
在
、

言
在
不
言
徴
、
言
徴
不
言
在
」
お
よ
び

『
正
義
』
の
記
述
を
踏
ま
え
た

「も
し
も

両
字
を
お
の
お
の
随
所

に
用
い
る
な
ら
ば

（若
両
字
各
随
処
用
之
）
」
と
す
る
複
名
の

二
字
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別

に
用
い
る
と
い
う
単
挙
の
条
件
を
文
脈
を
越
え
て
あ
ら
か

じ
め
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
本
来
な
ら
ば
単
挙
と
い
う

「
偏
」
字

が
担
う

べ
き
意
義
を
あ
ら
か
じ
め
の
前
提

条
件
と
し
て
取
り
込
ん
で
し
ま

っ
て
い

る
。
そ
し
て
単
挙
さ
れ
た
個

々
の
事
例
ご

と
に

「不
偏
諱

（あ
ま
ね
く
は
避
諱
し
な

い
）」
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
解
釈
上
の
破
綻
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

 
毛
居
正
は
、
こ
の
「偏
」
字
説
を
補
強
す
る
文
献
上
の
根
拠
と
し
て
杭
州
本

『柳

先
生
文
集
』
の

「譲
監
察
御
史
状
」
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
柳
宗
元
が
新
た
に
任

命
さ
れ
た

「監
察
御
史
」
に
は
祖
父
の
複
名

「察
躬
」
の

一
字
が
用
い
ら
れ
て
い

る
た
め
に
就
任
を
辞
退
す
る
上
奏
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
下
さ
れ
た
宣
書

の
記

述
に

「祖
父
の
名
は
察
躬
で
あ
る
が
、
礼
経
に
従
え
ば

『二
名
不
遍
諱
』
で
あ
る

か
ら
辞
退
す
べ
き
で
は
な

い
」
と

「偏
」
の
同
字

「遍
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
根
拠

に
、
『礼
記
』
は
本
来

「偏
」
字
で
あ

っ
た
と
し
た
。

 
さ
ら
に
「偏
」
字
と
し
た
場
合
は
鄭
注
と
の
整
合
性
を
失
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

 
 
も
し

「
二
字
は
た
だ

一
字
を
避
諱
す
る
だ
け
で
は
な
い

（二
字
と
も
避
諱
す

 
 
る
）」
と
い
う
な
ら
ば
、
ま
た
意
味
は
通
じ
る
。
し
か
し
鄭
康
成
が
注
し
た
文

 
 
意
と
は

一
致
し
な

い
（若
謂
二
字
不
独
諱

一
字
、
亦
通
。
但
与
鄭
康
成
所
注
文
意

 
 
不
合
）。

す
な
わ
ち
、
毛
居
正
は
、
こ
の

「偏
」
字
を
限
定
の
意
味

の
副
詞

「独
」
と
し
て

理
解
し
、
こ
れ
に
否
定
詞
を
加
え
て
累
加
を
表
す
副
詞
句

「不
独
」
と
し
て

「
一

字
を
避
諱
す
る
だ
け
で
は
な
い
（＝
二
字
と
も
避
諱
す
る
）」
と
解
釈
し
た
こ
と
か
ら

鄭
注
と
合
わ
な
い
と
し
た
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

「偏
」
字
を
限
定

の
意
味
の

副
詞
と
の
み
囲
い
込
ん
で
理
解
す
る
の
は

一
面
的
な
解
釈
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
批
判

に
説
得
性
は
な

い
。

 

こ
の
毛
居
正

『六
経
正
誤
』
の
見
解
は
、
鄭
玄
注
お
よ
び

『正
義
』
に
依
拠
し

て
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
経
文
の
本
来
の
テ
キ
ス
ト
が

「偏
」
字
で
あ

っ
た

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
経
文
は

「偏
」
字
の
ま
ま
伝
承
が
久
し
い
の
で
、

軽

々
し
く
改
変
し
な
い
と
原
本
の
保
存
に
対
す
る
慎
重
な
姿
勢
を
言
明
す
る
。
さ

ら
に
毛
居
正
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
岳
珂
（一一八
三―
一二三四）
の
『刊
正
九
経
三
伝
沿
革
例
』

は
毛
居
正
の
説
を
そ
の
解
釈
部
分
を
省
略
し
て
、
校
勘
的
事
実
の
部
分
の
み
を
そ

の
ま
ま
承
け
つ
つ
、
改
め
て

「蜀
大
字
本
」
「興
国
本
」
の

『礼
記
』
が

「偏
」
字

に
改
経
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
上

で
、
そ
れ
ら
の
よ
う
に
経
文

の
改
変
を

軽

々
に
行
わ
な
い
と
言
う
の
で
あ

っ
た
。

二
 
「偏
」
字
説
の
諸
説

 
毛
居
正
の

「
偏
」
字
説
に
対
し
て
、
現
行

『礼
記
』
の

「偏
」
字
こ
そ
が
本
来

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
肯
定
す
る
見
解
が
現
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
清
代
に
な

っ

て
か
ら
で
あ
る
。



 
清
初
、
万
斯
大

（一六三三
－
一六
八三）
は
、
『礼

記
』
の
原
テ
キ
ス
ト
が
現
行
の

「偏
」

字

の
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち

「
二
名
不
偏
諱
」
を

「
二
字
を
名
と
し
た

場
合
は
、
あ
る

一
字
を
特
定
し
て
避
諱
し
な
い
（二
字
為
名
者
、
不
偏
主

一
字
諱
之
也

）」
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
経
文

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
を
連
言
命
題
、

つ
ま
り

「徴
を
言
え
ば
在
を
言
わ
な

い
し
、
か
つ
在
を
言
え
ば
徴
を
言
わ
な
い
」

と
両
句
が
同
時

に
成
立
す
る
言
説
と
見

て
、
前
句
で
は

「在
」
、
後
句
で
は

「徴
」

を
避
諱
し
て
お
り
、
「
あ
る

一
字
を
特
定
し
て
避
諱
し
な
い
（不
偏
主

一
字
諱
之
）」

の
内
容
を
充
た
す
と
す
る
。

つ
ま
り

「偏
」
を

「
偏
主
」
と
解
し
て

「偏
諱
」
を

複
合
動
詞
と
し
、
「
上
字
か
下
字
か
の
ど
ち
ら
か

一
方
の
字
を
特
定
し
て
避
諱
し
、

他
方
は
避
諱
し
な
い
、
こ
れ
を
偏
諱
と
い
う
（若
主
定

一
字
諱
、

一
字
不
諱
、
是
為
偏

諱
）」
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
万
斯
大

の
見
解
は
、
毛
居
正
と
は
異
な
り
、
鄭
注

や

『正
義
』
な
ど
の
二
次
的
な
解
釈
の
包

囲
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
直
接
経
文
に
即

し
た
解
釈
、
す
な
わ
ち

「以
経
解
経
」
の
実

践
で
、
現
行
テ
キ
ス
ト
の

「不
偏
諱
」

に
お
い
て
十
分
に
解
釈
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

 
次
に
、
校
勘
学

に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
盧
文
招
（
一七
一七
ー
一七九
五）
は
、
『鍾
山
札

記
』
「
二
名
不
偏
諱
」
に
お
い
て
、
万
斯
大

と
は
別
の
角
度
か
ら
岳
珂
の

「
偏
」
字

説

へ
の
詳
細
な
駁
論
を
展
開
す
る
。
た
だ
し
実
質
的
に
は
毛
居
正

『六
経
正
誤
』

へ
の
批
判
で
も
あ
る
。

 
 
も
し
そ
の

〔岳
珂
〕
説
の
よ
う
に

「
二
名
不
偏
諱
」
で
あ
れ
ば
、
必
ず
あ
る

 
 

一
字
を
特
定
し
て
避
諱
し
、別

の

一
字

は
必
ず
し
も
避
諱
し
な
い
の
で
あ
り
、

 
 
そ
れ
で
こ
そ

「不
偏
諱
」
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が

い
ま

「
孔
子
言
徴
不
言
在
、

 
 
言
在
不
言
徴
」
を
根
拠
と
し
て
検
討
す

る
に
、
二
字
と
も
避
諱
の
対
象
と
な

っ

 
 
て
お
り
、
た
だ
そ
の

一
字
を
単
挙
し
た
場
合
は
避
諱
し
な
い
だ
け
で
あ
る
（若

 
 
如
其
説
、
二
名
不
偏
諱
、
則
必
専
指
定

一
字
諱
、
一
字
不
必
諱
、
始
得
謂
之
不
偏
諱
。

 
 
今
以
孔
子
言
徴
不
言
在
、
言
在
不
言
徴
攷
之
、
則
二
字
皆
在
所
諱
中
、
但
偏
挙
其

一
、

 
 
則
不
諱
耳
）。

 
ま
ず

「不
偏
諱
」
は
通
常
は
部
分
否
定

と
理
解
さ
れ
る
構
文
で
あ
り
、
し
か
も

対
象
は
二
字
名
で
要
素
は
二
点
し
か
な
い
の
で
、
あ
る

一
字
の
み
を
避
諱
す
る
（別

の
一
字
は
避
諱
し
な
い
）
意
味

に
な
る
。
し

か
し

「檀
弓
上
」
の
経
文

「
孔
子
言
徴

不
言
在
、
言
在
不
言
徴
」
か
ら
、
「徴
」
も

「在
」
も
二
字
と
も
避
諱
の
対
象
と
な

る
と
い
う
結
論
を
導

い
た
の
は
、
こ
の
経
文
を
万
斯
大
と
同
じ
連
言
命
題
と
解
釈

し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
部
分
否
定
の
構
文

「不
偏
諱
」
で
は
、
た
だ
単

挙
の
時
は
避
諱
し
な

い
だ
け

（但
偏
挙
其

一
、
則
不
諱
耳
）
と
も
換
言
し
う
る
こ
の

経
文
の
内
容

に
矛
盾
す
る
と
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
経
文
を
連
言
命
題
と

す
る
立
場
は
毛
居
正
＝
岳
珂
と
も
共
通

で
あ
る
が
、
毛
居
正
は
単
挙
を
自
ら
設
定

し
た
あ
ら
か
じ
め
の
条
件
と
し
た
上
で
、
個
別
事
例

に

「不
偏
諱
」
を
適
用
す
る

立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
盧
文
昭
は
そ
う
し
た
前
提
を
設
け
ず
、
直
:接
に

「不

偏
諱
」
の
句
意
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
う
し
た
逆
方
向
の
解
釈

に
至

っ
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
盧
文
招
は
、
文
字
通
り

「偏
」
字

に
単
挙
の
意
味
を
汲
み
取

り
、
そ
こ
か
ら

「
二
名
不
偏
諱
」
の
意
義
を
了
解
す
る
の
で
あ

っ
た
。
要
す
る
に
、

こ
の
単
挙
の
時
は
避
諱
し
な
い
と
い
う
理
解
自
体
は
毛
居
正
と
も

一
致
す
る
が
、

毛
居
正
の
解
釈
は
経
文
と
し
て
の

「不
偏
諱
」
の
表
現
を
超
越
し
た
前
提
条
件
を

あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
点
が
問
題
で
あ

っ
た
。

 
さ
ら
に
盧
文
昭
は
、
毛
居
正
＝
岳
珂
の
校
勘
の
根
拠
を
分
析
す
る
。
ま
ず
、
唐

の
柳
宗
元
の
文
に
の
み
依
拠
し
て
、
同
時
代

の
韓
愈
の
「諱
弁
」
が
引
用
す
る
「
二

名
不
偏
諱
」
に
関
し
て
言
及
し
な
い
不
備
を
指
摘
し
た
上
で

「ど
う
し
て
柳
宗
元

の
文
が
、
俗
本
に
よ
る
伝
写
の
誤
り
で
な

い
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
か
、
あ
る
い

は
当
時

の
勅
書
を
起
草
し
た
者

の
思
い
違

い
に
よ
る
過
誤
か
も
し
れ
ず
、
依
拠
す

る
価
値
は
な

い
」
と
排
除
す
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
事
実
は
、
該
文
の

末
尾

に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
宣
書

の
起
草
者
は
杜
佑
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
杜
佑
が
編
纂
し
た

『
通
典
』
に
引
用
さ
れ
た

『礼
記
』
の
該
文
は

「
二
名

不
偏
諱
」
に
作
る
。
こ
の
事
実
は
盧
文
招
の
論
拠

の
補
充

に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
杜
佑

の
過
誤
で
あ
る
よ
り
は
伝
写
上
で
の
誤
り
で
あ
る
蓋
然
性
が

高

い
。

 
続

い
て
、
顧
千
里

（名
、
広
圻
 
一七七六―
一八三
五）
は
「校
書
を
し
な

い
こ
と
を
も

っ

て
校
書
す
る
（以
不
校
校
之
）」
す
な
わ
ち
原
テ
キ
ス
ト
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
保
存
し

て
軽
々
し
く
改
書
し
な
い
姿
勢
を
文
献
批
判
の
原
則
と
し
、
段
玉
裁
の
文
献

に
内

在
す
る
論
理
、
い
わ
ゆ
る

「文
理
」
に
従

っ
て
文
献
を
積
極
的
に
改
訂
す
る
校
書



と
は
対
極
に
あ

っ
た
。

こ
の
顧
千
里
は

『撫
本
礼
記
鄭
注
考
異
』
に
お
い
て
毛
居

正
の

「
偏
」
字
説
を
非
と
す
る
校
勘
上
の
根
拠
と
し
て
、
唐
石
経
が

「偏
」

に
作

る
点
、
陸
徳
明

『経
典
釈
文
』
が

「
二
名
不
偏
諱
」
の
前
後

に
お
け
る

「偏
」
字

に
対
し
て
そ
の
都
度

「音
遍
」
と
音
注
を
施
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ

に
は
な
い
点
、
『正
義
』
に
は

「
偏
」
に
作
る
こ
と

へ
の
積
極
的
な
議
論
が
見
ら
れ

な
い
点
な
ど
を
指
摘
し
た
。

 

さ
ら
に
鄭
玄
注
を
分
析
し
、
そ
れ
が
決

し
て
経
文
の

「偏
」
字
に
対
す
る
注
解

で
な
か

っ
た
と
主
張
す
る
。
た
だ
こ
の
議
論
は
顧
千
里
の
考
拠

の
要
所
で
は
あ
る

が
、
必
ず
し
も
明
晰
で
は
な
い
。

 
 

鄭
玄
が

「不

一
一
諱
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り

「
一
」
で
も

っ
て

「偏
」

 
 

を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
う

に

「
一
一
」
と
は
、
す
べ
て

一
字
を
片

 
 

方
だ
け
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
毛
居
正
は
鄭
注
と

 
 

『正
義
』
と
を
誤
読
し
て
こ
の
よ
う
な
憶
説

（偏
字
説
）
を
作
り
出
し
た
の
で

 
 

あ
る

（其
鄭
云

「不

一
一
諱
」
者
、
乃
以

一
解
偏
。
蓋

「
一
一
」
者
、
皆
偏
有
其

一

 
 
者
也
。
毛
誤
読
注
及
正
義
、
造
此
臆
説
）。

す
な
わ
ち
、
顧
千
里
は
、
鄭
注

の

「
一
一
」
を
、
毛
居
正
の
よ
う
に
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
逐

一
に
と
い
う
意
味
で

「偏
」
と
解

さ
ず
、
個
別
の
事
例
ご
と
に

「す
べ
て

そ
の

一
字
を
片
方
ず

つ
保
持
す
る
（皆
偏
有
其

一
）」
と
解
釈
し
て
、
片
方
ず

つ
と
い

う
意
味
で

「偏
」
を
解
し
た
。

つ
ま
り

一
字
を
偏
有
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
ご
と
に

避
諱
し
は
な
い
、
と
解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
ま
た
毛
居
正
が
杭
州
本
『柳
先
生
文
集
』
に
依
拠
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
『唐
律
』

に
お
け
る

「偏
犯
」
を
援
引
し
、
こ
の
語

は
当
然

「偏
諱
」
を
前
提
と
し
た
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
解
釈

に

「単
犯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
偏
」
字
以
外
考
え

ら
れ
ず
、
し
た
が

っ
て
柳
文
の

「遍
」
は
譌
字
と
し
た
。

 
ま
た
、
沈
涛

（一七七五
？
―
一八六
一？
）
も

『
銅
熨
斗
斎
随
筆
』
「偏
諱
」
に
お
い
て
、

顧
千
里
と
は
別
に
独
自

の
見
地
か
ら

「偏
」
字
説

に
反
駁
す
る
。
や
は
り
鄭
注
が

引
用
す
る

「檀
弓
上
」

の

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」

に
注
目
し
て
、

こ
の

両
句
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
分
析
し
、
「
徴
」
「在
」
二
字
が
個
別
の
状
況
に
お
い

て
避
諱
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
と
し
て
次

の
よ
う
に
論
じ
る
。

 
 
ま
さ
に
、
た
だ

一
字
を
避
諱
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

 
 
こ
れ
を

「不
偏
諱
」
と
い
う
。
も
し
も

「
不
偏
諱
」
と
し
た
な
ら
ば
、
「徴
」

 
 
を
避
諱
す
る
か
、
あ
る
い
は

「在
」
を
避
諱
す
る
か
で
、
鄭
注
の
意
と
合
致

 
 
し
な
い

（正
謂
不
単
諱

一
字
、
所
以
謂
之
「不
偏
諱
」。
若
作
「不
偏
諱
」、
則
是
或

 
 
諱
徴
、
或
諱
在
、
与
注
意
不
合
矣
）。

 
沈
涛
は
、
「檀
弓
上
」
の
経
文
を
連
言
命
題
と
解
し
、
複
名
の
両
字
を
そ
れ
ぞ
れ

避
諱
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、
「偏
」
字
を
毛
居
正
が
或
説
と
し
て
指
摘
し
た
の
と

同
じ
限
定
用
法
の
副
詞
と
理
解
し
た
。

一
方
、
「不
偏
諱
」
は
部
分
否
定

の
構
文
で

あ
る
た
め
、
「徴
」
か

「在
」
か
の
ど
ち
ら
か
だ
け
の
避
諱
、

つ
ま
り

「徴
を
言
え

ば
在
を
言
わ
な
い
か
、
あ
る
い
は
在
を
言
え
ば
徴
を
言
わ
な

い
」
と
し
て
解
釈
を

せ
ざ
る
を
え
ず
、
鄭
注
と
齟
齬
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に

「開
成
石
経
」
で
は

「偏
」
に
作
る
こ
と
、
ま
た
毛
居
正
が
当
時
通
行

の

『礼
記
』
に

「偏
」
字
に
作
る
異
本
の
存
在
を
明
示
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、

宋
代
ま
で
の

『礼
記
』
が
す
べ
て

「偏
」
字
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で

「
わ

ず
か
に
誤

っ
た
テ
キ
ス
ト
の
柳
宗
元
の
文
に
だ
け
依
拠
し
て
誤

っ
て
い
な
い
聖
経

を
改
め
よ
う
と
す
る
の
は
異
常
で
あ
る
」
と
評
す
る
。

 
重
ね
て

「
偏
」
字
説
を
支
持
す
る
新
た
な
る
根
拠
と
し
て
六
朝
と
唐
の
文
献
を

挙
げ
る
。
『南
史
』
「蕭
環
伝
」
の

「
〔蕭
深
が
〕
か

つ
て
武
帝

に
と

っ
て
の
偏
諱
を

触
犯
し
、
帝
は
態
度
を
堅
く
し
た
。
蕭
環
は
落
ち
着
き
払

っ
て
『「
二
名
は
偏
諱
せ

ず
」
で
あ
る
か
ら
、
陛
下
に
お
か
れ
て
は

「順
」
字
を
避
諱
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
』
と
言

っ
た
」
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
、
ま
さ
に

「
二
名
不
偏
諱
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
事
実
に
よ

っ
て
六
朝
期
に
お
け
る

『礼
記
』
経
文
は

「偏
」
字

に
作
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
当
然

「
二
名
不
偏
諱
」

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る

「武
帝
に
と

っ
て
の
偏
諱
」

に
お
け
る

「偏
諱

（複
名
の
片
方

の
諱
）
」
の
語
が
、

も
し

「偏
諱
」
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
こ
の

「蕭
環
伝
」

の
記
述
は
意
味
を
成
さ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
『礼
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は

「不
偏
諱
」
で
は
あ
り
得
な
い
と
論

定
す
る
。
ま
た

『旧
唐
書
』
太
宗
紀
上
の
武
徳
九
年

（六二六
）
に
お
け
る
、
「
世
」
と

「民
」
と
を
連
続
し
な

い
限
り
は
避
諱
す
る
に
及
ぼ
な
い
と
太
宗
が
皇
太
子
の
時

に
布
告
し
た
勅
令
お
よ
び
高
宗
紀
上
の
貞
観

二
三
年
の
有
司

の
奏
上

に
お
け
る



引
用
に
は

「先
帝
二
名
、
礼
不
偏
諱
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
唐
代
以
前

の

『礼
記
』

に

「
偏
」
と
し
た
テ
キ
ス
ト
は
存
在
し
な

い
と
断
定
す
る
。

三
 
段
玉
裁
の
顧
千
里
説
へ
の
批
判

 
段
玉
裁

（一七三
五―
一八
一五
）
は
、
ま
ず

「校
書
を
行
う
者
で
、

一
字

一
句

の
異
同
に

つ
い
て
い
い
加
減

に
見
解
を
立
て
、
文
脈
を
見
通
し
て
筋
目
の
通

っ
た
意
味
を
追

求
せ
ず
、
好
ん
で
通
常
を
嫌
い
新
奇
を
喜

ぶ
と
い
っ
た
説
を
作

っ
て
世
の
中
を
惑

わ
す
こ
と
を
期
待
し
、
世

の
中
に
は
自
分

の
学
問
の
程
度
を
測
れ
る
者
は
い
な

い

と
思
う
な
ら
ば
、
顧
千
里
を
手
本
と
す
る
が
よ
い

（校
書
者
就

一
字

一
句
異
同
歯
莽

立
説
、
而
不
観
上
下
文
以
求
其
義
理
、
乃
好
為
厭
常
喜
新
之
説
、
以
期
眩
天
下
、
謂
天
下

無
能
測
我
浅
深
、
当
以
千
里
為
鑑
）」
と
、
顧
千
里
の
校
書
の
姿
勢
や
そ
の
杜
撰
さ
を

徹
底
的
に
批
判
す
る
。
こ
の
延
長
線
上
で
段
玉
裁
は
『経
韵
楼
集
』
「
二
名
不
偏
諱

説
」
に
お
い
て
、
鄭
注
は
、
そ
の
冒
頭
の

「
不
」
字
を
脱
落
し
て
い
る
と
し
て
補

い
つ
つ
、
そ
の

「
一
一
諱
」
を
次

の
よ
う

に
解
釈
す
る
。

 
 

「
一
一
諱
」
と
は
、
祖
父
や
先
君
の
二
字
名
を
口
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
 
状
況
に
お
い
て
、
そ
の

一
字
を
避
諱

し
、
さ
ら
に
別

の

一
字
も
避
諱
す
る
こ

 
 
と
、
こ
れ
を

「偏
」
と

い
う

の
で
あ

り
、
二
者
を
逐

一
に
避
諱
す
る
こ
と
で

 
 
あ
る
。
（按

一
一
諱
者
、
謂
人
子
人
臣
語
言
於
二
名
、
諱
其

一
、
又
諱
其

一
、
是
之

 
 
謂
偏
。
偏
二
者
而
諱
之
也
）

こ
れ
を
承
け
て
経
文

「不
偏
諱
」
の
意
味
は

「
二
字
を
逐

一
に
避
諱
し
な
い

（不
偏

二
者
而
諱
之
）」
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
分
析
す
る
。

 
 
「
二
字
を
逐

一
に
避
諱
し
な

い
」
と
は
、
言
語
生
活
上
、
複
名
の
上
字
か
あ
る

 
 

い
は
下
字

か
を
是
非
と
も
用
い
る
必
要
が
生
じ
、
し
か
も
絶
対

に
他
の
字

で

 
 
代
用
し
え
な

い
場
合
に
、
そ
の

一
字

の
み
用

い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
字
を
挙

 
 
称
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
折

の
会
話
中

で
は
、
断
じ
て
別
の

一
字
を
も
う
挙

 
 
称
し
な
い
。
こ
れ
は
、
実

に
孝
子
忠
臣

の
心
情
が
そ
の

一
字
を
口
に
す
る
と
、

 
 
も
は
や
安
定
を
欠
き
、
む
し
ろ
確
認

せ
ず
と
も
も
う
別
の

一
字
を
口
に
す
る

 
 
訳
が
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
是
非

逐

一
に
避
諱
し
た

い
の
で
あ
る
が
、
社

 
 
会
生
活
上
に
不
都
合
が
あ
る
の
で
、
人
の
心
情

に
沿

っ
て
こ
の
よ
う
に
礼
を

 
 
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
（不
偏
二
者
而
諱
之
、
則
語
言
間
或
必
用
上

一
字
、
或
用
下

 
 

一
字
、
有
断
不
能
易
者
、
用
其

一
而
已
。
既
用
此

一
矣
、
則

一
夕
之
話
、
断
不
再
出

 
 
彼

一
字
。
良
由
孝
子
忠
臣
之
心
道
其

一
、
已
不
自
安
、
寧
有
不
検
而
更
道
其

一
之
理
。

 
 
非
不
欲
偏
諱
、
而
有
所
妨
礙
於
人
事
、
故
縁
人
情
而
制
礼
如
此
也
）

 
段
玉
裁
の
避
諱

の
規
範
に
つ
い
て
の
見
解
は
か
な
り
厳
格
で
あ
る
。
本
来
は

一

字
で
も
避
諱
す
べ
き
で
あ
る
が
、
や
む
を
得
ず

一
字

の
挙
称
の
み
を
許
容
す
る
だ

け
で
あ
る
と
す
る
。

 
こ
れ
は
段
玉
裁
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
周
広
業

（一七三〇―
一七九
八）
の
見
解
と
重
な
る
。

す
な
わ
ち
周
広
業
は
明
確
に
君
父
の
二
字
名
に
対
し
て
そ
の

一
字

に
言
及
す
る
だ

け
で
も
諱
の
触
犯
で
あ
る
が
、
礼
が
単
挙
を
許
容
す
る
理
由
は
、
二
字
を
連
挙
し

な
け
れ
ば
そ
の
人
を
指
す
こ
と
に
な
ら
な
い
と
見
做
す
か
ら
で
あ
る
、
と
し
た
上

で
次
の
よ
う
に
説
く
。

 
 
連
挙
し
な
く
と
も
、
二
字
同
時
に
相
次
い
で
と
も
に
挙
称
す
る
こ
と
も
許
容

 
 
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
は
理
解
さ
れ
に
く
い
。
し
た
が

っ
て

「檀

 
 
弓
」
篇

で

「諱
新
」
の
下
に
た
だ
こ
の
条

（二
名
不
偏
諱
）
を
配
置
し
、
さ
ら

 
 

に
孔
子

〔の
母
の
名
〕
の
件
を
援
引
し
て
手
本
と
し
た
の
で
あ
る
。
「言
在
不

 
 
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」

で
の
重
点
は
、
二
つ
の

「不
称
」
部
分
に
あ
る
。
た

 
 
ま
た
ま
上
字
か
下
字
か
の

一
字
を
発
言
す
る
の
は
許
容
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に

 
 
も
う

一
字
を
挙
称
し
て
は
な
ら
ず
、
挙
称
す
れ
ば
触
犯
で
あ
る
と
言
う
の
で

 
 
あ
る
。
す
な
わ
ち
避
諱

の
方
法
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
後
儒
は
た
だ
孔

 
 
子
が
在
字
と
徴
字
と
を
発
言
し
た
こ
と
を
も

っ
て

〔偏
諱
は
〕
避
諱
し
な
い

 
 

で
よ
い
と
す
る
根
拠

に
す
る
が
、
こ
れ
は
認
識
不
足
で
あ
る
。
（然
雖
不
連
称
、

 
 
或
二
字
同
時
相
継
並
挙
、
亦
所
不
可
。
此
義
人
未
易
暁
、
故
檀
弓
干
諱
新
下
独
列
此

 
 
条
、
又
援
孔
子
為
準
。
言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
、
所
重
在
両
不
称
。
謂
偶
語
及

 
 
上
下

一
字
可
也
、
不
得
更
称
及
上
下

一
字
、
称
即
為
犯
。
乃
教
人
所
以
諱
之
法
也
。

 
 
…
…
後
儒
但
以
孔
子
所
言
在
字
徴
字
為
不
諱
之
拠
、
疏
矣
）

 
以
上
に
見
ら
れ
る
段

・
周
の
主
張
の
趣
旨
は
、
経
文

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不

称
在
」
を
排
他
的
選
言
命
題
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
、

つ
ま
り

「徴
」
か
あ
る
い



は

「在
」
か
、

い
ず
れ
か

一
方
を
称
挙
し

た
な
ら
ば
、
も
は
や
他
方
は
絶
対
称
挙

し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

つ
ま
り
段
玉
裁
、
周
広
業
は
、
避
諱

の
根
本
理
念
で

あ
る
、
君
父
の
生
前
の
名
を

一
部

で
も
発

す
る
に
忍
び
な
い
と
す
る
忠
臣
孝
子
の

心
情
を
外
挿
す
る
こ
と
で
選
言
命
題
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
選
言
命
題
と
す
る

理
解

に
お
い
て
は
、
段
玉
裁
の
説
く
ご
と
く
、
あ
る

一
字
を
避
諱
す
る
と
い
う
部

分
否
定
の
構
文
と
し
て

「偏
」
字
を
用
い
る
こ
と
は
、
個
々
の
事
例

に
お
い
て
も

ま
た
そ
れ
ら
の
集
合
で
あ
る
全
体

に
お
い
て
も
矛
盾
は
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
「偏
」

字
説
に
立

つ
毛
居
正
は
、
「徴
」
「在
」
の

い
ず
れ
で
も
そ
の
都
度
ご
と
に
単
挙
で

あ
る
限
り
は
避
諱
し
な
く
て
も
よ
い
と
す

る
連
言
命
題
と
し
て
お
り
、
同
じ
「偏
」

字
説
で
あ
り
な
が
ら
両
者
は
全
く
異
な
る
認
識
を
背
景
に
し
て
い
る
。

 
さ
ら
に
段
玉
裁
は
、
単
に
部
分
否
定
の
表
現
で
あ
る
な
ら
、
「不
皆
」
で
も
よ
い

が
、
こ
れ
を
採
ら
ず
に
強

い
て

「不
偏
」

と
し
た
理
由
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち

「不
皆
」
の
意
味
は
、
全
体
を
概
括
的

（総
計
）
に
対
象
と
す
る
部
分
否
定

の
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
強
く
、
二
名
の
内

い
ず
れ
か

一
方
を
避
諱
し
な
い
字
と
特
定
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
が
、
「
不
偏
」
で
は
、
個
々
の
事
例
ご
と

（散
計
）
に
そ
の
都
度
部

分
否
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
に
落
ち
着
く
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
微
妙

な
用
語
の
配
慮

に
「古
聖
賢
の
立
言

の
精
」
が
反
映
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
語
法
上
は
、
い
ず
れ
も
畢
竟
部
分
否
定
で
あ
り
、
段
玉
裁
が
力
説
す
る
よ

う
な
差
異
を
も

っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
次

い
で

「偏
」
字
と
し
た
場
合

の
問
題
点
を
析
出
す
る
。

 
 
「偏
諱
」
で
あ
れ
ば
、
複
名
の
二
字

に
お
い
て
、
あ
る

一
字
を
避
諱
す
る
意
味

 
 
で
あ
る
か
ら
、
「
不
偏
諱
」
は
、
か
な
ら
ず
複
名
の
二
字
を
み
な
避
諱
す
る
意

 
 
味
と
な
り
、
そ
の
意
味
は
正
に
経
文
と
矛
盾
す
る
。
今
の
人
は
幸

に
も

「言

 
 
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴

（徴
を
言
え
ば
在
を
言
わ
な
い
か
、
あ
る
い
は
在
を
言

 
 
え
ば
徴
を
言
わ
な
い
）」
の
文
が
あ
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
の
礼
制
は
結
局
埋

 
 
没
し
て
伝
承
さ
れ
な
か

っ
た
（偏
諱
則

二
名
諱

一
之
謂
、
不
偏
諱
者
、
乃
必
二
名

 
 
皆
諱
之
謂
、
其
義
適
与
経
相
左
。
今
人
幸
有
言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
之
文
、
不

 
 
則
此
礼
竟
泯
滅
不
伝
矣
）
。
宋
の
毛
居
正

『
六
経
正
誤
』
は
す
べ
て
正
し
い
と
は

 
 
し
得
な
い
が
、
こ
の
条
だ
け
は
正
し

い
。

 
こ
の
記
述
が

「偏
」
字
説
否
定
の
根
幹
と
な
る
部
分
で
あ
る
が
、
構
文
解
釈
上

の
飛
躍
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
段
玉
裁
の
解
釈
に
即
す
れ
ば
、
ま
ず
「偏
諱
」
の
「偏
」

を

「
一
つ
に
つ
い
て
」
と
い
う
意
味
の
連
用
修
飾
語
と
し
た
。

こ
の
場
合
対
象
要

素
が
複
名
の
上
字
か
下
字

か
の
二
つ
で
あ
る
か
ら
、
「偏
諱
」
に
否
定
詞
を
付
け
た

「
不
偏
諱

（
一
字
を
避
諱
し
な
い
）
」
は
、
必
然
的

に

「
二
名
皆
諱

（複
名
の
二
字

を
み
な
避
諱
す
る
）
」
と
な
る
と
結
論
づ
け
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「不
偏
諱
」

の
意
味
は
、
段
玉
裁
が
導

い
た
よ
う
に
は

一
義
的
に
は
定
ま
ら
な
い
。

 
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば

「
偏
袒
」
の
よ
う
に
、
右
か
あ
る
い
は
左
か
の
二
要
素
だ

け
が
全
体
で
、
し
か
も

一
方
に
お
け
る
動
作
が
連
動
的
に
必
ず
他
方
の
あ
り
方
を

規
定
す
る
条
件
を
持

つ
語

の
場
合
は
、
確
か
に
段
玉
裁
が
導

い
た
結
果
に
な
る
。

「
偏
袒
」
の
語
義
は

「片
肌
脱
ぎ
す
る
」
で
、
つ
ま
り

「右
肌
脱
ぎ
す
る
か
、
あ

る
い
は
左
肌
脱
ぎ
す
る
」
と
い
う
排
他
的
選
言
命
題
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
否
定
詞
を
加
え
た

「不
偏
袒
」
の
意
義
は
、
片
肌
脱
ぎ
し
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
「
肌
脱
ぎ
し
な

い
」
か
あ
る
い
は

「左
右
両
方
を
肌
脱
ぎ
す
る
」
か
に

な
る
。
と
こ
ろ
で

「偏
諱
」
の
場
合
は
、
二
字
名
の
上
字
と
下
字
と
い
う
二
要
素

が
対
象
で
、

一
見

「偏
袒
」
と
条
件
が
類
似
す
る
。
と
こ
ろ
が
条
件
を
吟
味
す
る

と
、
要
素
は
二
つ
に
限
定
さ
れ
は
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
独
で
も
出
現
し
て
相
互

に
連
動
す
る
こ
と
も
な
く
、
片
方
ず

つ
で
も
任
意
に
対
象
化
で
き
、
決
し
て

「偏

袒
」
と

一
致
し
た
条
件
と
は
な

っ
て
い
な
い
0
し
た
が

っ
て

「偏
諱
」
の
意
味
は

「
上
字
を
避
諱
す
る
」
あ
る
い
は

「
下
字
を
避
諱
す
る
」
と
い
う
非
排
他
的
選
言

命
題
で
あ

っ
て
、
連
動
し
な
い
か
ら

一
方
を
避
諱
し
た
と
き
他
方
を
避
諱
し
な
い

こ
と
が
必
ず
し
も
含
意
さ
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
両
方
と
も
同
時
に
避
諱
し
な

い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
故
、
否
定
詞
を
加
え
た

「不
偏
諱
」
の
意
義
は
、
「
上
字
を

避
諱
し
な
い

（＝
上
字
を
挙
称
す
る
）」
か

「下
字
を
避
諱
し
な

い

（＝
下
字
を
挙
称

す
る
）」
、
あ
る
い
は
「両
字
を
同
時

に
避
諱
す
る
」
と
な
り
、
決
し
て

一
義
的
に
「不

偏
諱
」
＝

「
二
名
皆
諱
」
と
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
上
字
か
下
字
か
を
単
称
す

る
こ
と
も
含
意
さ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
段
玉
裁
は
選
言
命
題
に
お
け
る
排
他
的

と
非
排
他
的
と
の
条
件

の
相
違
を
見
誤

っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。
段
玉
裁
に
は
、
対
象
を
二
要
素
と
し
て
そ
の

「
一
方

に
対
し
て
」
と
い
う
意



味
を
表
す

「
偏
」
の
連
用
修
飾
用
法
に
よ
る

「偏
諱
」
に
対
す
る
分
析
の
不
備
が

あ
り
、
段

・
顧
の
相
違
は

「不
偏
諱
」

に
対
す
る
構
文
理
解
の
分
岐
に
起
因
す
る

の
で
あ
る
。

 

続
い
て
段
玉
裁
は
、
「檀
弓
」
の
経
文
を
選
言
的
命
題
と
す
る
独
自

の
解
釈
を
背

景

に
、
顧
千
里
の

「偏
」
説
を
逐
条
批
判

し
て
い
く
。

 

ま
ず
、
顧
千
里
の

「鄭
玄
は

『
一
』
で
も

っ
て

『偏
』
を
解
釈
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
『
一
一
』
と
は
、
す

べ
て

一
字
を
片
方
だ
け
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る

（皆
偏
有
其

一
）」
と
い
う
主
張
に
対

し
て
、

 
 

た
だ

「
一
」
だ
け
を
掲
げ
て

「偏
」

と
し
た
な
ら
ば
、
経
文
は

「
二
名
則
偏

 
 
諱

（二
名
で
あ
れ
ば

一
字
を
避
諱
す
る
）
」
と
言
う

べ
き
で
あ

っ
て
、
な
ぜ

「
二

 
 
名
不
偏
諱
」
と

い
う
の
か

（僅
挙

一
為
偏
、
則
経
当
云
「
二
名
則
偏
諱
」、
何
以
言

 
 

「
二
名
不
偏
諱
」
也
）。

 
確
か
に

「偏
諱
」
は

「
一
字
を
避
諱
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
、
段
玉
裁
の
主
張

す
る
よ
う
に

「
二
名
則
偏
諱
」
で
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
実
際
に
陳
垣
は

『避
諱

挙
例
』
に
お
い
て

「
二
名
偏
諱
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い

る
。
段
玉
裁
の
場
合
、
あ
る

一
連

の
場
で
は
、

一
字
の
み
の
挙
称
し
か
想
定
さ
れ

て
い
な

い
の
で
、
「
二
名
則
偏
諱
」
で
よ
い
。
し
か
し
連
言
命
題
の
立
場
に
あ
れ
ば
、

単
称
の
限
り
、
二
字
と
も
挙
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
状
況
で
は
そ
の
挙
称

し
て
い
る
字
、

つ
ま
り
対
象
の
字
は
、

こ
の

「
二
名
則
偏
諱
」
が
言
及
し
て
い
な

い
方
の
字
で
あ
る
。
例
え
ば
上
字
が
挙
称
さ
れ
た
場
合
、
「下
字
を
偏
諱
す
る
」
と

非
在
の
下
字

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
論

理
的
に
問
題
は
な
い
が
、
挙
称
し
た
方

の
字
に
対
す
る
処
置
が
取
り
残
さ
れ
る
の

で
、
実
際
の
避
諱
と
い
う
情
況
の
も
と
で
は
現
実
的
で
は
な
く
、
当
然
挙
称
さ
れ

て
い
る
要
素
に
つ
い
て
こ
そ

「偏
諱
し
な
い
」
と
す
る
対
処
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
六
朝
時
期
に

「偏
諱
」
の
語
は
二
名

の
内
の
挙
称
さ
れ
た
方

の

一
字
を
指

す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
は

『礼

記
』
の

「
二
名
不
偏
諱
」
に
由
来
す

る
と
推
定
さ
れ
る
歴
史
的
な
経
緯
を
考
慮

す
る
と
、
経
文
に
お
け
る
本
来
の

「偏

諱
」
が
指
示
し
た
対
象
は
挙
称
さ
れ
た
方

の
字
で
あ

っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ

り
、
段
玉
裁
の
言
う
よ
う
に

「
二
名
則
偏
諱

」
と
表
現
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
現

実
的
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
続

い
て
、
顧
千
里
が

『唐
律
疏
議
』
の

「偏
犯
」
に

「偏
諱
」
を
対
応
さ
せ
た

点
に
言
及
す
る
。
ま
ず

『唐
律
』
の

「偏
犯
」
を
、
『唐
律
疏
議
』
が

「複
名
で

一

字
の
触
犯

（複
名
而
単
犯
）」
と
す
る
記
述
と

「
偏
諱
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
次

の
よ

う
に
言
う
。

 
 
私
は
思
う
に
、
『唐
律
』
の
奏
事
犯
諱
条

の
「
二
名
で

一
字

の
触
犯
の
場
合
は

 
 

罪
と
し
な

い
」
は
、
お
の
ず
か
ら
唐
人
の
慣
用
語
で
あ
り
、
礼
経
の
意
図
を

 
 
採
用
し
た
だ
け
で
あ

っ
て
、
『礼
記
』
の

「偏
諱
」
の
字
を
採
用
し
た
も
の
で

 
 

は
な
い
。
顧
千
里
が

「偏
犯
」
は
取
り
も
直
さ
ず

『礼
記
』

の

「偏
諱
」
と

 
 
説

い
た
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
経
書

に
は

「
一
字
も
偏
諱
で
き
な
い
」
と
い
い
、

 
 
律
に
は

「
一
字
を
触
犯
し
て
も
罪
と
し
な

い
。
二
字
を
触
犯
す
る
も
の
は
罪

 
 

と
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と
礼
が
厳
し
く
、
律
が
緩

い
こ
と
か
。

 
 

ど
う
し
て
後
人
の
律
は
聖
人
の
礼

に
由
来
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（愚
按

 
 
此
奏
事
犯
諱
条
二
名
偏
犯
不
坐
、
自
是
唐
人
語
用
礼
之
意
、
而
非
用
礼
之
偏
諱
字
。

 
 
如
千
里
説
偏
犯
即
礼
之
偏
諱
。
然
則
経
云
不
可
偏
諱

一
字
、
律
云
偏
犯

一
字
不
坐
、

 
 
犯
二
字
者
乃
坐
。
何
礼
之
厳
、
而
律
之
寛
。
豈
後
人
之
律
、
不
出
於
聖
人
之
礼
耶
）

 
「偏
犯
」
は
単
な
る
唐
代

の
慣
用
語
に
過
ぎ
ず

『礼
記
』
の
意
を
用

い
て
は
い
る

が
、
『礼
記
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る

「偏
諱
」
の
語
を
用
い
て
い
な

い
と
い
う
段
玉

裁

の
解
釈
は
い
か
に
も
苦
し
い
。
ま
た
す
で
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
段
玉
裁
の
「
不

偏
諱
」
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
誤
解
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
の
議
論
も

そ
の
延
長
上
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
引
き
続
い
て
段
玉
裁
は
、
『礼
記
』
が
本
来
の

「偏
」
字
か
ら

「偏
」
字

に
誤
写

し
た
時
期
を
推
定
し
、
『五
経
正
義
』
は
、
貞
観
七
年

（六三三）
に
完
成
し
た
が
、
永

徽
四
年

（六五
三）
に
再
次
修
訂
し
て
定
式
と
し
て
天
下
に
頒
布
し
た
。
『唐
律
疏
議
』

も
同
じ
永
徽
四
年

に
進
呈
さ
れ
、
こ
の
時

『礼
記
』
は
誤
ら
ず
、
さ
ら
に
柳
宗
元

が
監
察
御
史
を
拝
し
た
貞
元

一
五
年

（七
九九）
に
お
い
て
も

『礼
記
』
は
誤
ら
な
か
っ

た
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
開
成
二
年

（八三
七）
の
開
成
石
経

に
至

っ
て
「偏
」
を
「偏
」

に
誤
る
、
と
指
摘
す
る
。

 
最
後

に
、
鄭
注
を
改
訂
し
た
こ
と
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
す
る
。
「
偏
」字
説

に



立

つ
段
玉
裁
は
、
「不
」
字
が
脱
落
し
、
し

か
も

「
偏
」
字
で
あ
る
と
し
て
鄭
注
は

「
不
偏
、
謂
二
名
不

一
一
諱
也
」
が
本
来

の
テ
キ
ス
ト
と
す
る
こ
と
が
、
き
わ
め

て
好
都
合
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
限
界
の
あ
る
証
拠
主
義
的

な
実
証
を
越
え
て
、
文
脈
に
内
在
す
る
論
理
す
な
わ
ち
文
脈
上
の
圧
力
に
従

っ
て

文
献
批
判
を
行
う
と
い
う
段
玉
裁

の
解
釈
学
的
な
校
書
理
念
が
発
揮
さ
れ
た
。

 
 
鄭
注
の

「
不
偏
謂
二
名
不

一
一
諱
也
」
を
考
慮
す
る
と
、
文
脈
上
の
論
理
か

 
 
ら
は
必
ず

こ
う
な
る
。
各
本
は
上
の
不
字
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
の
で
、
ま
す

 
 

ま
す
学
者
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
。

一
般

に
こ
う
し
た
事
例
は
、
必
ず
し
も

 
 
証
拠
が
あ

っ
て
初
め
て
改
訂
で
き
る
と
い
う
も
の
で
も
な

い
（按
注
不
偏
謂
二

 
 
名
不

一
一
諱
也
、
文
理
必
如
是
。
各
本
奪
上
不
字
、
則
愈
令
学
者
惑
矣
。
凡
若
此
類
、

 
 

不
必
有
証
佐
而
後
可
改
）。

 

し
か
し
、
鄭
玄
注

に
つ
い
て
は
、
現
行

の

「偏
謂
二
名
不

一
一
諱
也
」
の
外
に
、

『通
典
』
礼
六
四
の

「偏
諱
二
名
不

一
一
諱
也
」
が
確
認
さ
れ
る
が
、
「不
」
を
加

え
た
も
の
は
な

い
。
そ
こ
で
改
め
て

「偏
」
な
い
し
は

「偏
諱
」
が

「不

一
一
諱
」

で
あ
る
と
理
解
し
た
場
合
に
、
不
都
合
が
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
る
。
「
一
一
」
に

つ
い
て
は
段
玉
裁
、
ま
た
夏
平
が
指
摘
し
た
ご
と
く
ま
さ
に

「偏
」
に
対
応
さ
せ

た
語
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
否
定
詞

「不
」
を
冠
す
る
こ
と
で
、
「偏
」
の

否
定
の
意
味
と
し
て
の

「
偏
」
あ
る
い
は

「偏
諱
」
が
明
確
に
意
義
づ
け
ら
れ
れ

ば
、
現
行

の
鄭
注
の
ま
ま
で
不
整
合
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
「偏
」
な
い
し
は

「偏

諱
」
と
は
、
「
一
つ
一
つ
す
べ
て
に
亘

っ
て
〜
〔避
諱
〕
す
る
の
で
は
な

い
」
＝

「ど

れ
か

一
つ
に
お
い
て
〜
〔避
諱
〕
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て

「偏
」
と
は

「不

一
一
」
の
意
味

で
、
「
一
一
」
が

「偏
」
で
あ
り
、
「偏
」

＝

「
不
偏
」
で
あ
る
か
ら
、
「
偏
」
の
意
味

と
し
て

「不

一
一
」
を
示
し
た
と
し
て

も
問
題
は
な
い
。
す
な
わ
ち

『左
伝
』
成

一
五

「桓
氏
雖
亡
、
必
偏
」
の
杜
預
注

「偏
、
不
尽
」
（『准
南
子
』
主
術
の
高
誘
注

に
「偏
、
猶
尽
也
」
と
あ
る
）、
あ
る
い
は

『礼
記
』
楽
記

「礼
粗
則
偏
矣
」
の

『正
義

』
に
は

「偏
、
謂
不
周
備
也
」

（『礼
記
』

玉
藻

「命
之
品
嘗
之
」
の
注

「必
先
偏
嘗
之
」
の

『経
典
釈
文
』
に

「偏
、
本
又
作
備
」

と
あ
る
）と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
対
義

の
語

に
否
定
詞
を
冠
す
る
こ
と
で
意
味
を
説
明

す
る
注
釈
方
式
を
採

っ
て
お
り
、
こ
の
鄭
注

「偏
謂
二
名
不

一
一
諱
也
」
の
例
も

こ
れ
ら
に
重
な
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
王
鳳
陽

『古
辞
弁
』
に

は
、
「遍
、
亦
作

『偏
』、
《説
文
》
『匝
也
』
。
『遍
』
是
周
遍
的
意
思
、
所
在
皆
有
、

無

一
遺
漏
叫

『遍
』。
…
…

『遍
』
的
反
面
就
是

『偏
』
了
、
不
普
遍
、
只
渉
及

一

部
分
不
渉
及
偏

一
部
分
叫

『偏
』
。
…
…

《左
伝

・
荘
公
十
年
》
『小
恵
未
遍
、
民

弗
从
也
』
、
『未
遍
』
是
未
能
及
于
毎

一
個
人
、
只
有

一
部
分
受
恵
」
と
解
説
さ
れ

て
お
り
、
「偏
」
＝

「不

一
一

（不
偏
・未
遍
）」
と
い
う
注
釈
の
形
が
自
然
で
あ
り
、

整
合
性
も
あ

っ
て
段
玉
裁
の
文
理
に
よ
る

「不
」
字
の
補
足
が
短
絡
的
で
あ

っ
た

こ
と
の
旁
証
と
も
な
ろ
う
。

四
 
段
玉
裁
説
へ
の
批
判

 
顧

・
段
論
争
の
後
、
こ
の
問
題

に
お

い
て
顧
千
里

に
加
担
し

た
の
が
兪
越

（一八
ニ
一―
一九〇六）
で
あ
る
。
兪
越
は

『群
経
平
義
』
に
お
い
て

「
二
名
不
偏
諱
」
の

表
現
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
字
義
の
分
析
か
ら
始
め
る
。

 
 
「偏
」
は

「全
」
に
対
応
し
て
言
う
。
二
字
を
名
と
し
た
場
合
、
〔
二
字
と
も
〕

 
 
全
挙
す
る
の
は
不
可
だ
が
、
〔
二
字
の
中
ど
ち
ら
か
〕
偏
挙
す
る
の
は
可
で
あ

 
 
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
の
母
は
名
が

「
徴
在
」
で
あ
る
が
、

こ
れ

 
 
は
全
挙
で
あ
る
。
「在
」
を
言
え
ば

「徴
」
を
挙
称
せ
ず
、
ま
た

「徴
」
を
言

 
 
え
ば

「在
」
を
挙
称
し
な
い
な
ら
、
こ
れ
は
偏
挙
で
あ
る
。
も
し
も
、
孔
子

 
 
が
「
徴
」
を
言

っ
て
は
な
ら
ず
、
「在
」
を
言

っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
な
ら

（
つ

 
 
ま
り
偏
諱
す
る
と
し
た
な
ら
ば
）
、
『論
語
』
の
「足
則
吾
能
徴
之
矣
」
（八
倫
）

 
 

お
よ
び

「某
在
斯
、
某
在
斯
」
（衛
霊
公
）
の
類
は
、
み
な
母
の
名
を
も

っ
て

 
 
避
諱
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
全

（二
字
）
を
避
諱
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

 
 
偏

（
一
字
）
も
避
諱
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て

『礼
記
』
の
作
者
は
特

 
 

に
こ
の
こ
と

（偏
挙
で
あ
れ
ば
可
で
あ
る
）
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に

「
二

 
 
名
不
偏
諱
」
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
文
の
意
義
は
非
常

に
明
晰
と
な
っ

 
 

た
。
（偏
者
対
全
而
言
。
言
二
字
為
名
、
全
挙
之
、
則
不
可
、
偏
挙
之
、
則
可
也
。

 
 

夫
子
之
母
名
徴
在
、
此
全
挙
之
也
。
言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
、
此
偏
挙
之
也
。

 
 

若
謂
孔
子
不
当
言
徴
、
不
当
言
在
、
如
足
則
吾
能
徴
之
矣
及
某
在
斯
、
某
在
斯
之
類
、



 
 
皆
以
母
名
而
避
之
、
則
不
特
諱
其
全
、
井
諱
其
偏
矣
。
故
記
人
特
明
之
、
日
二
名
不

 
 
偏
諱
。
此
於
文
義
甚
明
）

 
す
な
わ
ち
、
兪
越
は

「偏
」
を
修
飾
用
法
に
お
い
て
理
解
し
、
ま
た
経
文

「
一言

在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
に
つ
い
て
は
連
言
命
題
と
解
し
て

「徴
」
「在
」
は
ど

ち
ら
も
単
挙
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
見

る
。

 
続

い
て

『唐
律
』

の

「偏
犯
」

に
論
及
し
、
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く

『礼
記
』

に

依
拠
し
た
用
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で

『礼
記
』
が
本
来

「偏
」
字

に
作

っ
て
い
た
と
論
じ
る
。

 
 
『唐
律
』
奏
事
犯
諱
条

の

「
二
名
偏

犯
不
坐
」
、
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
礼
経

 
 
に
基
づ
く
。
複
名

の

一
字
を
犯
す
の
を

「遍
犯
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

 
 
そ
の

一
字
を
避
諱
す
る
の
を

「偏
諱

」
と
言
う
。
「遍
犯
は
罪
せ
ず
」
と
は
取

 
 
り
も
直
さ
ず

「
不
偏
諱
」
の
意
味
で
あ
る
。
古
本

『礼
記
』
が

「偏
」
に
作

 
 
り

「偏
」
と
作
ら
な
か
っ
た
と
証
明

し
え
た
。
…
…
顧
千
里

『礼
記
攷
異
』

 
 
が
と

っ
く
に
毛
居
正
の
誤
り
を
正
し

た
の
に
、
段
玉
裁

『経
韵
楼
集
』
で
は

 
 
却

っ
て
毛
説
を
用
い
て

「
偏
」
が
是

で

「
偏
」
が
非
で
あ
る
と
言
う
の
は
ど

 
 
う
し
た
こ
と
か
。

『唐
律
』
の

「偏
犯
」
と

「偏
諱
」
と
の
関
係
は
、
こ
の
兪
越
の
説
明
が
妥
当
で

あ
り
、
段
玉
裁
の
見
解

は
か
な
り
強
引
な

も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

 
次

い
で
、
兪
越
は

「偏
」
お
よ
び

「偏
」
を
用
い
た
場
合

の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
文

解
釈
を
試
み
る
。

 
 
「偏
」
の
語
義
は

「皆
」
で
あ
る
。
「
不
偏
諱

（み
な
は
避
諱
し
な
い
）」
と
言
え

 
 
ば
、
た
だ

一
字

の
み
を
避
諱
し
て
他

の

一
字
は
避
諱
し
な
く
て
も
よ
い
か
の

 
 
よ
う
に
疑
わ
れ
て
し
ま
う
（偏
之
言
皆
也
。
言
不
偏
諱
、
則
疑
若
二
名
止
諱

一
字
、

 
 
其

一
字
可
以
不
諱
者
）。
「偏
」
の
語
義

は

「単
」
で
あ
る
。
「不
偏
諱

（単
独
で

 
 
避
諱
し
な
い
）」
と
言
え
ば
、
二
名
は
本
来
す
べ
て
避
諱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
 

い
が
、
実
際

の
言
語
状
況
で
、
ど
う

し
て
も
回
避
で
き
な
け
れ
ば
、
上
の

一

 
 
字
を
挙
称
し
て
下
の

一
字
は
言
わ
な

い
か
、
下
の

一
字
を
挙
称
し
て
上
の

一

 
 
字
を
言
わ
な
い
か
す
る
の
は
、
可
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
礼
経
の
用
字
法

 
 

の
厳
密
さ
な
の
で
あ
る

（偏
之
言
単
也
。
言
不
偏
諱
、
則
見
二
名
固
皆
当
諱
、
然

 
 
語
言
之
間
、
必
不
可
避
、
則
或
言
上

一
字
而
不
言
下

一
字
、
或
言
下

一
字
而
不
言
上

 
 

一
字
、
可
也
。
此
正
礼
経
用
字
之
密
）。

「
不
偏
諱
」
の
意
味

に
関
す
る
兪
越

の
指
摘
は
、
ま
さ
に
段
玉
裁
が
み
ず
か
ら
意

図
し
た
解
釈
そ
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
段
玉
裁
は

「檀
弓
上
」
の
経
文
を
選
言

命
題
と
し
て
解
釈
す
る
が
故
に
、

一
連

の
発
言
や
テ
キ
ス
ト
全
体

に
お
い
て
二
名

の
内

の
あ
る

一
字
を
避
諱
す
る
だ
け
で
、
別
の

一
字
は
避
諱
し
な
い
、
と
し
た
。

し
た
が

っ
て
、
段
玉
裁
の
解
釈

に
従
う
限
り

「
不
偏
諱
」
に
対
す
る
兪
越
の
批
判

は
的
外
れ
と
な
る
。

つ
ま
り
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
解
釈
の
前
提
と
な
る
べ
き

経
文
「一言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
自
体
の
言
説
を
い
か
に
解
釈
し
た
か
で
あ

っ

た
。

 
そ
こ
で
兪
継
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

 
 
も
し
毛
居
正
の
説
に
よ
っ
て

「偏
」
を

「偏
」
に
改
め
よ
う
と
し
て
も
、
幸

 
 

い
に
も

『檀
弓
』
の

「言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
」

の
文
が
あ
る
の
で
、

 
 
そ
の
意
義
が
偏
で
は
な

い
こ
と
を
証
明
し
う
る
。
二
名
は
た
だ

一
字
だ
け
を

 
 
避
諱
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
な
ら
、
臣
下
や
人
士
は
先
君
や
父
祖
の
二
名
に

 
 
対
し
て
避
諱

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
ど
の
字
か
を
判
断

で
き
な
く
な

 
 

る
。

一
字

の
誤
り
で
、
経
文

の
意
味
が
か
け
離
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
段

 
 
玉
裁
は
ど
う
も
経
文

へ
の
深
い
思
索
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
（使
従
毛
説
改

 
 
偏
為
偏
、
則
幸
有
檀
弓
「言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
」
之
文
、
足
以
証
明
其
義
不

 
 
然
。
鮮
不
謂
二
名
止
当
諱

一
字
、
臣
子
於
君
父
二
名
者
、
幾
不
知
所
当
諱
之
為
何
字

 
 
矣
。

一
字
之
譌
、
文
義
懸
絶
、
段
君
無
乃
未
之
深
思
乎
）

段
玉
裁
と
同
様

に

「言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
」
に
依
拠
し
た
論
断
で
あ
る
が
、

兪
越
は
こ
れ
を
連
言
命
題
と
認
識
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
結
論
が
分
岐
し
た
。
と

こ
ろ
で
兪
越
は
こ
こ
で
段
玉
裁

の
説
の
不
備
と
し
て
、
ど
の
字
を
避
諱
す
る
か
判

断
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
が
、
段
玉
裁
は
、
自
ら
の
判
断
で
避
諱
す

る
字
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
差
し
替
え
不
可
能
な
事
態
に
当
面
し
た

一
字
を

や
む
を
得
ず
挙
げ
る
と
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
有
効
な
批
判
と
は
な
り
得

て
い
な

い
。
要
す
る
に
こ
の
分
岐
が
経
文

「言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
」
の
解

釈
の
差
に
由
来
す
る
こ
と
に
兪
越
自
身
が
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。



五
 
「偏
」
「偏
」
通
仮
説

 
王
念
孫

（
一七四四―
一八三
二）
の

「
二
名
不
偏
諱
」
に
関
す
る
考
拠
は
、
『読
書
雑
志
』

で

『墨
子
』

に
お
け
る

「偏
」
「偏
」
の
通
仮
に
対
す
る
考
証
の
旁
証
と
し
て
論
及

さ
れ
、
通
仮
の
根
拠
と
し
た
鄭
注

「謂
二
名
不

一
一
諱
也
」
は

「
偏
」
字
を
前
提

と
し
て
注
解
し
た
と
の
認
識
に
立

つ
。
ま

た

『経
典
釈
文
』
に
音
注
が
な
い
点
に

つ
い
て
は
、
こ
の

「偏
」
を
陸
徳
明
が

「
偏
頗
」
の
意
味
に
誤
読
し
た
た
め
と
す

る
。
要
す
る
に
王
念
孫
は
、
古
文
献
に
お

い
て
は
漢
字
の
形
体
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
の
負
荷
す
る
音
が
表
示
す
る
語
の
意
義
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
拠
理

念
を
も

っ
て
清
代
考
拠
学
を
高

い
水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
た
立
場
か
ら
、
古
代
文

献
が
決
し
て
字
形
に
お
い
て
規
範
的
で
は
な
く
、
通
仮
が

一
般
で
あ
る
と
の
認
識

を
持

つ
。
そ
こ
で
、
「古
代
は
偏
字
を
偏
字
と
書
く
こ
と
が
多
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ

字
を
改
め
る
ま
で
も
な

い

（古
多
以
偏
為
偏
、
不
煩
改
字
）」
と

「偏
」
を
伝
写
の
誤

り
で
は
な

い
と
し
て
そ
の
表
記
を
肯
定
し
、
「偏
」
字
を
そ
の
ま
ま

「
偏
」
の
意
味

を
担
う
通
仮
字
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

 
王
念
孫
の
考
拠
理
念
を
承
け
た
朱
大
韶

（
一七九
一―
一八四四
）
は
、
そ
の

『実
事
求
是

斎
経
義
』
「偏
偏
弁
」
に
お
い
て
従
来

の

「
二
名
不
偏
諱
」
に
関
す
る
校
勘
や
考
証

を
歴
観
し
た
上

で
、
段
玉
裁
の
見
解
を
支
持
す
る
。

 
ま
ず
段
玉
裁
と
同
じ
く
現
行
の
鄭
注
は

「不
」
字
を
脱
字
し
て
い
る
と
し
て
「不

偏
諱
謂
二
名
不

一
一
諱
之
也
」
と
校
訂
を

す
る
。
そ
し
て
こ
の

「不

一
一
諱
」
は

「
不
皆
諱
」
と
言
う
の
と
同
じ
で
あ
る
が

「
皆
」
と
言
わ
ず

に

「
一
一
」
と
す
る

の
は
、
経
文
の

「
二
」
字
を
解
釈
し
た
も

の
と
し
、
「
こ
れ
は
ま
さ
に
古
人
の
経
書

解
釈
の
精
密
な
部
分
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
顧
千
里

の
よ
う
に

「
一
」
を
も

っ
て

「
偏
」
に
引
き
当
て
て
解

釈
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い

（非
所
云

以

一
解
偏
）
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

 
 
コ

」
で
も

っ
て

「偏
」
を
解
釈
す
れ
ば
、
経
文
を

「不

一
諱
」
と
解
し
た
こ

 
 
と
に
な
る
。
「
不

一
諱

（
一
つ
避
諱
す
る
だ
け
で
な
い
）」
は
、
複
名

の
二
字
を

 
 
こ
と
ご
と
く
避
諱
す
る
こ
と
で
あ
る

（以

一
解
偏
、
則
是
解
経
為

「不

一
諱
」。

 
 

「不

一
諱
」
則
二
名
尽
諱
之
矣
）。

こ
れ
は
段
玉
裁
の
顧
千
里

へ
の
批
判
（偏
諱
則
二
名
諱

一
之
謂
、
不
偏
諱
者
、
乃
必
二

名
皆
諱
之
謂
）
と
同
じ
で
、
「偏
＝

一
」
を
と
す
れ
ば
複
名
の
二
字
は
す
べ
て
単
挙

で
も
避
諱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

 
次
い
で
、
二
字
は
す
べ
て
避
諱
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は

段
玉
裁
が

「非
不
欲
偏
諱
」
と
、
す
べ
て
を
避
諱
し
た
い
と
す
る
立
場
と
は
対
立

す
る
。
す
な
わ
ち

『礼
記
正
義
』
が

『論
語
』
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
れ
に
対
し
て

一
々

「是
言
徴
也
」
「
是
言
在
也
」
と
明
示
す
る
意
義
を
解
釈
し
て
、

 
 
二
字
を
名
と
し
た
場
合
は
、
あ
ま
ね
く
避
諱
す
る
に
は
及
ば
ず
、
そ
の

一
字

 
 
を
偏
挙
し
う
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
（謂
二
字
作
名
、
不
須
偏
諱
、
得
偏
挙
其

 
 

一
）。

「得
偏
挙
其

一
」
は
ま
さ
に
部
分
否
定
の
裏

の
表
現
と
し
て
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
問
題
は
、
す
で
に
盧
文
招
ら
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
対
象
全

体
に
対
し
て

「不
偏
諱
」
と
し
た
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
に
特
定
さ
れ
、
こ
の
朱
大

韶
の
言
う
よ
う
に
二
字
は
い
ず
れ
も
避
諱
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
訳
に
は

い
か
な
い
。
た
だ
毛
居
正
が
あ
ら
か
じ
め
導
入
し
た
条
件

の
よ
う
に
、
そ
の
都
度

個
別

の
事
例
に
適
用
し
た
場
合
の
み
、
そ
の
時
ど
き
に
偏
挙
の
対
象
が
決
定
さ
れ
、

結
局
は
両
字
が
そ
れ
ぞ
れ
偏
挙
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

 

ま
た
、
複
名
の
二
字
は
す
べ
て
避
諱

の
対
象
で
あ
る

（二
字
皆
在
所
諱
中
）
と
す

る
盧
文
招
の
見
解
を
意
識
し
て
、
そ
の
解
釈
上
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

 
 
盧
文
招
は

「本
来
す
べ
て
避
諱
す
る
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の

一
字
を
偏
挙
し

 
 
た
場
合
は
、
避
諱
し
な

い
（偏
挙
其

一
、
則
不
諱
）」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
必
ず

 
 
経
文
を

「
二
名
偏
不
諱
」
と
改
め
て
や

っ
と
表
現
が
適
う
の
で
あ
る
。

 

こ
れ
は
盧
文
招
の
説
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
経
文
の
構
文
は
本
来
の
も
の
と

異
な
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
ま
た
夏
平
も
、
盧
文
招

の
こ
の

「偏
挙
其

一
、
則

不
諱
耳
」
と
す
る
説
解
は

「増
字
解
経
」
の
弊
を
犯
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
し

か
し
盧
文
招
は
経
文

「
二
名
不
偏
諱
」
の
意
義
を
分
か
り
易
く
解
釈
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
解
釈

の
表
現
自
体

に
拘
る
こ
う
し
た
反
駁
は
正
当
な
も
の
と
は

言
い
難

い
。
し
か
も
盧
文
昭

の
よ
う
な
理
解

の
仕
方
は
、
唐

の
顔
師
古

（五
八
一1
六四五
）



が

『匡
謬
正
俗
』
「複
名
」
に
お
い
て
す
で
に
異
質
の
文
脈

の
中

で

「今
も
し
も

一

字
を
挙
称
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し

て
避
諱
し
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
（今
若

偏
挙
、安
得
不
諱
乎
）」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
盧
文
招
の
み
の
増
字
解
経
で
は
な
く
、

そ
の
先
例
が
あ

っ
た
と
も

い
え
る
。

 
ま
た
旁
証
と
し
て
、
『唐
律
』
の

「偏
犯
」
に
言
及
し
、
「偏
犯
と
は
、
複
名

に

お
い
て
そ
の

一
字
に
触
犯
す
る
こ
と
で
あ

り
、
た
だ
二
名
は
あ
ま
ね
く
は
避
諱
し

な
い
で
あ
る
か
ら
、

一
字
を
触
犯
し
て
も
罪
と
し
な

い
の
で
あ
る
（偏
犯
者
二
名
而

犯
其

一
、
惟
二
名
不
偏
諱
、
故
犯

一
字
者
不
坐
）」
。
さ
ら
に
唐
の
太
宗

の
勅
令
に
言
及

し
て
、
そ
こ
で
の

「両
字
は
連
続
し
て
読

ま
な
い

（両
字
不
連
読
）」
と
い
う
記
述

の

意
味
は
、
「
つ
ま
り

『在
』
と
言

い

『徴
』
と
言
う
と
い
う
意
味
で
あ
る

（即
言
在

言
徴
之
義
）」
と
単
挙
し
た
場
合
は
複
名
の

二
字
と
も
挙
称
で
き
る
こ
と
と
理
解
し

て
、
二
字
と
も
避
諱
の
対
象
と
す
る
盧
文
招
の
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ

た
と
す
る
。
確
か
に

「偏
犯
」
は

「偏
挙
」
で
あ

っ
て

「偏
諱
」
で
は
な
く
、
ち
ょ

う
ど
逆

の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
表

現
と
し
て
は
論
理
上
成
立
す
る
が
、
現

実
問
題
と
し
て
、
避
諱
字
で
あ
る

「世
」
を
挙
称
し
て
い
る
と
き
、
こ
の

「世
」

を
問
題
と
し
な

い
で
テ
キ
ス
ト
上
で
は
非
在
の

「
民
」
字
を
偏
諱
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
表
現
が
意
味
を
持

つ
か
ど
う
か
と
い
う
、
す
で
に
段
玉
裁
の
部
分
で
も

論
じ
た
疑
義
が
再
浮
上
す
る
。
要
す
る
に
挙
称
さ
れ
て
い
る

「世
」
字
そ
の
も
の

を
避
諱
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
問
題
は
、
上
字
に

せ
よ
下
字

に
せ
よ
挙
称
さ
れ
た

一
字
ご
と

の
個
別
事
例
で
は
、
毛
居
正

の
よ
う
に

都
度

「
不
偏
諱
」
と
表
現
し
う
る
が
、
個
別
事
例
を
包
括
す
る
全
体

に
お
い
て
は
、

上
字
も
下
字
も
と
も
に
挙
称
さ
れ
て
い
て

「不
偏
諱
」
に
矛
盾
す
る
状
態
と
な
る
。

結
局
、
個
別
の
集
合
と
し
て
の
全
体
を
矛
盾
な
く
包
括
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、

「不
偏
諱
」
が
最
も
適
切
と
な
る
。

つ
ま
り
あ
る
全
体
に
対
し
て
、
単
用
さ
れ
た

上
字
や
下
字
が
と
も
に
避
諱
さ
れ
て
い
な

い
状
態
を
部
分
否
定
の
構
文
で
あ
る

「
不
偏
諱
」
に
よ

っ
て
表
現
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

 
要
す
る
に
経
文

「言
徴
不
称
在
、
言
在
不
称
徴
」
を
段
玉
裁
の
よ
う

に
排
他
的

選
言
命
題
と
理
解
し
た
場
合
は

「
不
偏
諱
」
と
表
現
で
き
、
段
玉
裁
は
こ
の
見
地

か
ら

「偏
」
字
説
を
主
張
し
た
。
し
か
し
前

・
後
句
を
同
時

に
成
立
さ
せ
る
連
言

命
題
と
み
る
場
合
は

「不
偏
諱
」
と
表
現
し
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら

「在
」
お
よ
び

「徴
」
は
、
と
も
に
避
諱
す
る
対
象
に
も
、
ま
た
避
諱
し
な

い
対
象
に
も
な
る
か

ら
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
朱
大
韶
は

「偏
犯
」
と

「偏
諱
」
と
の
関
係
に
及
ぶ
。
『唐
律
』
の

「偏

犯
不
坐
」
は
、
「
不
偏
諱
」
と
意
味
が
同
じ
で
あ
る
が
、
顧
千
里
の

「偏
挙
其

一
」

は
関
係
が
な
い
と
す
る
。

こ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
「
偏
犯
」
は
無
条
件

に
上
字
か

下
字
か
ど
ち
ら
を
挙
げ
て
も
よ

い
が
、
「
不
偏
諱
」
の
場
合
は
、
す
で
に
論
じ
て
き

た
よ
う
に
、
個
々
の
事
例

で
対
応
す
る
場
合
と
全
体
的
に
対
応
す
る
場
合
と
で
は

内
容
が
異
な
る
の
で

一
義
的
に
決
定
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
王
念
孫
の
通
仮
説
を
踏
襲
し
て
段
玉
裁
の
改
字
を
批
判
す
る
。
「偏
」

「偏
」
通
仮
説
の
立
場
か
ら
、
通
仮
字

「偏
」

の
テ
キ
ス
ト
上
で
の
変
更
を
不
要

と
す
る
。
し
た
が

っ
て
段
玉
裁
が
唐
石
経
を
誤
り
と
す
る
の
を
漢
の
班
固

『白
虎

通
』
姓
名
篇
、
唐
の
顔
師
古

『匡
謬
正
俗
』
お
よ
び
杜
佑

『通
典
』
で
の
引
用
文

が
す

べ
て

「
二
名
不
偏
諱
」
で
あ
る
事
実
を
も

っ
て
退
け
る
。
そ
し
て
経
史
に
亘

る
諸
文
献

に
お
い
て

「偏
」
「
偏
」
通
仮
の
事
例
を
詳
細
に
考
証
し
、
段
玉
裁
の
校

書
を
批
判
す
る
。

 
 

「
不
偏
諱
」
は
取
り
も
直
さ
ず

「不
偏
諱
」
で
あ
る
。
…
…
経
典
解
釈
を
す

 
 

る
者
は
、
古
人

の
通
仮
字
に
お
い
て
は
、
心
に
そ
の
意
味
を
了
解
す
れ
ば
、

 
 

可
で
あ
る
。
そ
の
通
仮
を
わ
き
ま
え
ず

に
故
意
に
説
を
作
り
出
す
の
は
当
然

 
 

な
が
ら
不
可
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
通
仮
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
直

 
 

ち
に
改
字
し
て
し
ま
う
の
も
ま
た
不
可
で
あ
る

（不
偏
諱
即
不
偏
諱
。
…
…
釈

 
 
経
者
、
於
古
人
通
借
之
字
、
心
知
其
意
、
可
也
。
不
知
其
通
借
而
意
為
之
説
、
固
不

 
 

可
、
知
其
為
通
借
而
径
改
亦
不
可
）。

 
要
す
る
に
通
仮
説

の
見
解
は
、
「
二
名
不
偏
諱
」
に
お
け
る
本
字
を

「
偏
」
と
し

て
、
「偏
」
は
そ
の
仮
借
字
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
段
玉
裁
の
よ
う
に

「偏
」
に
改
字
す
る
主
張
に
対
し
て
は
古
典
文
献
に
お
け
る
字
形
に
拘
束
さ
れ
な

い
テ
キ
ス
ト
現
実
を
理
解
し
な
い
も
の
と
し
て
批
判
す
る
の
で
あ
り
、

一
方
で
は

毛
居
正
の
説
の
よ
う
に
本
来
は

「偏
」
で
あ
る
が
、
伝
承
が
久
し
い
た
め
に

「偏
」

の
ま
ま
に
す
る
立
場
と
も
異
な
り
、
本
来

「偏
」
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま

「偏
」



と
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
行
論
で
明
ら
か
な
よ
う
に

「偏
」

の
意
義
で
了
解
で

き
る
こ
の

『礼
記
』
「
二
名
不
偏
諱
」
の
場
合
は
通
仮
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま

と

め

 

「不
偏
諱
」
説

へ
の
批
判
は
、
盧
文
招
か
ら
は

「
二
名
不
偏
諱
、
則
必
専
指
定

一

字
諱
」
、
沈
涛
か
ら
は

「若
作
不
偏
諱
、
則
是
或
諱
徴
、
或
諱
在
」
、
そ
し
て
兪
越

か
ら
は

「言
不
偏
諱
、
則
疑
若
二
名
止
諱

一
字
、
其

一
字
可
以
不
諱
者
」
と
そ
れ

ぞ
れ
同
軌

の
指
摘
が
あ

っ
た
よ
う
に
、
構
文
上
い
わ
ゆ
る
部
分
否
定
と
解
さ
れ
、

し
た
が

っ
て
必
然
的
に
対
象
が
二
要
素
に
限
定
さ
れ
る
複
名
の
中
ど
ち
ら
か

一
字

を
特
定
し
て
避
諱
す
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
点

に
絞
ら
れ
た
。

つ
ま
り
「
不
偏
諱
」

で
は
、
「
檀
弓
上
」
の
経
文

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
を
連
言
命
題
と
す
る

解
釈
に
矛
盾
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
毛
居
正
は
単
挙
と
い
う
あ
ら

か
じ
め
の
条
件
を
外
挿
す
る
こ
と
で
こ
の
矛
盾
を
回
避
し
て
い
た
。
し
か
し

「不

偏
諱
」
を
強
く
主
張
し
た
段
玉
裁
は

「一言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
を
選
言
命

題
と
解
釈
し
て
い
た
た
め
こ
の
議
論
は
か
み
合
わ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

「不
偏

諱
」
か

「不
偏
諱
」
か
の
問
題
は
、
実
は

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
を
連

言
命
題
と
解
す
る
か
あ
る
い
は
選
言
命
題

と
解
す
る
か
の
解
釈
の
差
異
に
帰
着
す

る
の
で
あ

っ
た
。

 
た
だ
し

『礼
記
正
義
』
が
挙
例
し
た
よ
う
に
、
『論
語
』
で
の
孔
子
の
発
言
を
検

討
す
る
限
り
で
は
結
論
を
導
き
が
た
い
。
孔
子
の
個
別
の
発
言
に
注
目
す
れ
ば
、

選
言
命
題
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
が
、
『論

語
』
全
体

（孔
子
の
発
言
の
総
体
）
と
し

て
み
た
場
合
は
、
時
間
的
に
異
な
る
発
言
を
空
間
的

に
寄
せ
集
め
た
形
に
お
い
て

連
言
命
題
と
し
て
も
理
解

で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
ば
孔
子
の
同
じ
発
言

す
な
わ
ち
時
間
的
に
同

一
の
発
言
の
中

に

「徴
」
「在
」
が
単
独
で
そ
れ
ぞ
れ
用

い

ら
れ
た
事
例
が
存
在
す
れ
ば
、
問
題
な
く
連
言
命
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
歴
史
的
な
記
述
の
中
で
は
、
以
下
の
事
例
が
示
す
よ

う
に
連
言
命
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
ま
ず
、
西
晋
末
か
ら
東
晋
に
わ
た
る
五
胡
十
六
国
期

の
南
燕

の
慕
容
徳

（在
位

三九八―
四〇五）
の
発
言
に

「漢
の
宣
帝
は
役
人
や
民
衆
が
諱

に
触
犯
す
る
の
を
憐
れ
ん

で
名
を
改
め
た
。
朕
も
今
、
備
字
を
増
し
て
復
名
に
し
、
臣
下
た
ち
が
避
諱
す
る

道
を
開
き
た
い
と
思
う
」
と
漢
の
宣
帝

の
故
事
を
援
引
し
、
改
名
に
よ
り
民

へ
の

憐
憫
の
意
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
宣
帝
の
名
は

「病
已
」
で
あ
り
、
「
二
名
不

偏
諱
」
の
礼
規
定
か
ら
連
続
し
な
い
限
り
は
単
独
使
用
は
許
容
さ
れ
る
が
、
当
時

天
子
の
複
名
は
そ
の

一
字
で
も
表
示
す
る
こ
と

へ
の
抵
抗
感
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
ど
ち
ら
も
使
用
度
の
高

い

「病
已
」
と
い
う
二
字
名
か
ら
、
単
名

で
し
か
も

「分
か
り
に
く
く
て
避
諱
し
や
す
い
」
字
で
あ
る

「詢
」
へ
の
改
名
は
、

民

へ
の
同
情
を
示
す
上
で
は
効
果
的
で
あ

っ
た
。
慕
容
徳

の
場
合
は
単
名
か
ら
複

名

へ
と
形
の
上
で
は
転
倒
し
て
い
る
が
、
避
諱
に
よ
る
日
常
生
活
で
の
不
自
由
の

み
な
ら
ず
、
刑
法
上
の
触
犯
を
も
回
避
す
る
趣
旨
は
同
じ
で
、
ま
さ
に
常
用
字
で

避
諱
し
難

い
単
名

「徳
」
を

「備
徳
」
と
複
名
に
す
る
こ
と
で
、
単
挙
で
あ
る
限

り
ど
ち
ら
も
避
諱
し
な
い
と
す
る
連
言
命
題
の
認
識

に
沿

っ
て

「徳
」
字

の
単
独

使
用
の
道
を
開

い
た
の
で
あ
る
。

 
初
唐
の
顔
師
古

の
『匡
謬
正
俗
』
「複
名
」
で
は
、
当
時
複
名
に
お
い
て
そ
の
内

の

一
字
を
省
略
し
て
あ
た
か
も
単
名

の
よ
う
に
称
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
こ
と

に
対
し
て
、
「
『礼
記
』
の
文
に
拠
れ
ば

「
二
名
不
偏
諱
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今

も
し
も

一
字
を
挙
称
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
避
諱
し
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
（依

礼
文
、
二
名
不
偏
諱
。
今
若
偏
挙
、
安
得
不
諱
乎
）」
と
批
判
し
た
。
こ
の
批
判
は
、
複

名
を
単
称
す
る
こ
と
が
通
行
し
た
場
合
、
単
称
に
常
用
し
て
い
る
文
字
は
避
諱

の

固
定
し
た
対
象
と
な
り
、
せ

っ
か
く
礼
制
の
下
、
本
来
上
字
あ
る
い
は
下
字
を
偏

挙
し
て
も
許
容
す
る

「
二
名
不
偏
諱
」
な
る
避
諱
規
定
、
す
な
わ
ち
連
言
命
題
と

し
て
の
規
定
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。

 
ま
た
す
で
に
上
で
見
た
唐

の
太
宗
の
勅
令

に
お
け
る

「官
号
や
人
名
、
公
私
の

文
書
に
世

・
民
の
二
字
が
あ

っ
て
も
連
続
し
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
避
諱
す
る
に

及
ぼ
な
い

（其
官
号
人
名
公
私
文
籍
、
有
世
民
両
字
不
連
続
者
、
並
不
須
諱
）」
と
い
う

表
現
は
明
ら
か
に
連
言
命
題
と
し
て
の
理
解

に
拠
る
も
の
で
あ
る
。



 
さ
ら
に
毛
居
正
に
よ

っ
て
援
引
さ
れ
た
中
唐
期
の
柳
宗
元
の
故
事
も
、
ま
さ
に

朝
廷
側
が
連
言
命
題
と
し
て
認
識
し
た
上

で
の
慰
留
で
あ
り
、
毛
居
正
も
そ
う
理

解
し
て
引
用
し
て
い
た
。

 
以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
文
献
的
に
検

証
し
得
た
限
り
で
は
南
北
朝
か
ら
唐
代

の

『礼
記
』
は

「偏
」
字
で
あ
り
、
し
か
も

「偏
挙
し
た
場
合
は
、
避
諱
し
な

い

で
よ
い
」
と
す
る
認
識
が

一
般
的
で
あ

っ
た
と
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
経
文

「言
在
不
称
徴
、
言
徴
不
称
在
」
は
、
単
称
す
る
限
り
は
複
名
の
ど
ち
ら
を
挙
称

す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
る
と
連
言
命
題
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
自
明

で
、
『礼
記
』
の
原
テ
キ
ス
ト
は

「不
偏
諱

」
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。 

《
注
》

（
1
） 

夏
平

『急
就

集

』
中

華
書

局
香

港
分

局
、

一
九

七
七

、
二
三
一―
四
頁

。

（
2
） 

『
論
語

』
に
お

い
て

「在

」
字

は
孔

子

の
発
言

と
し

て

一
八
章

二
九
箇

所
、

「徴

」

 

 
字

は
孔

子

の
発
言

と

し
て

一
章

三
箇
所

で
の
使
用

が
確

認

で
き

る
。

（3
） 

段

玉
裁

「娯

親

雅
言
序

」

『
経
韵

楼
集

』

八
、

『段

玉
裁
遺

書

』
大
化

書
局

、

 

 

一
九

七
七
、

一〇
一
〇
頁
。

（4
） 

毛
居

正

『
六
経

正
誤
』
、

『
通
志
堂

経
解

』
四

〇
、
漢

京
文

化
事

業
有

限
公

司
、

 

 
二
三
一一五
一頁
。

鄭
玄

注

は
十

三
経
注

疏
本

『
礼
記

正
義

』
で
は

「
偏

謂

二
名
不

一

一

 

 
諱
也

」

に
、

『礼

記
正

義
』

は
標
起

止

も

「
不
偏
諱

」

に
、
た

だ
し

「
檀
弓

上
」

 

 
篇

で
は

「
此

一
節

論

不
偏

諱
之
事

」

に
作

る
。

（5
） 

柳
宗

元

「
譲
監
察

御

史
状

」

『柳

河
東

集
』
三
九
、

中
華
書

局

香
港

分
局

、

一

 

 
九
七

二
、

六
二
四
一―
五
頁

。
柳

宗
元

の
文

集

は

『
四
庫

全
書

総
目

提
要

』
に
拠

れ
ば

 

 

「
宋

時
已

有

四
本
」

と
あ

り
、

ま
た
文

集

の

「
凡

例
」

に
拠

っ
て
も

「
閣

京
杭

 

 
蜀
及

諸
郡

本
、

互
有

異
同

」
と
あ

る
ご

と
く

、
南
宋

時
期

に
お

い
て
も

テ
キ

ス

 

 
ト

と
し

て
は
各

種
存

在

し
た
中

で
、
善
本

が
多

い
と
さ

れ

る
杭

州
本

で
は
あ

る

 

 
が

、
毛

居
正

の
よ

う

に
こ

れ

に
の
み
依
拠

す

る

こ
と
は

問
題

と

い
う

べ
き

で
あ

 

 

ろ
う
。

（
6
） 

阮
元

『
十

三
経
注

疏
校

勘
記

』

に
も

こ
の
箇
所

は
毛

居
正

の
説

を
全

面
的

に

 

 
採

用
す

る
。

（
7
） 

岳

珂

『刊

正
九

経
三

伝
沿
革

例
』

「
考

異
」
、

『叢
書

集
成

新

編
』
二
、
新
文

豊

 

 
出
版

公
司

、

一
九

八
五
、

七
〇
〇
頁

。

（
8
） 

王
雲
海

、
裴

汝
成

『
校
勘

述
略

』
南
海

大
学

出
版

社
、

一
九

八

八
、
六
八頁

に

 

 
拠

れ
ば
、

『刊

正
九

経

三
伝
沿

革
例

』
は
岳

珂

の
手

で
現
行

の
形

に
整

え

ら
れ

た

 

 
の
で

は
な
く
、

そ

れ
は

元
初

に
な

っ
て

か
ら

と
さ

れ
る
。

（
9
） 

万
斯

大

「
二
名

不
偏
諱

」

『礼

記
偶

箋
』

一
、

『
皇
清

経
解

続
編

』

一
、

芸
文

 

 
印
書

館

、

一
九
六

五
、

二
三
一頁

。

（
10
） 

盧

文

招

「
二
名

不
偏

諱
」

『鍾

山
札

記
』
三
、

『叢

書
集

成
新
編

』

一
三
、
五
二
九

 

 
頁

。

（11
） 

韓
愈

「
諱
弁

」

『昌

黎
先

生
集

』

「
雑
著

」

一
二
、
江

蘇
書

局
重
刊

、

一
八
六

 

 
九

、

二
〇
丁

に

「律

日
二
名

不
偏
諱

。
釈

之
者

日
、

謂
若

言
徴

不
称

在
、

言
在

不

 

 
称

徴
、
是
也

。
…

…
夫
諱

始
於
何

時

。
作
法

制

以
教

天
下
者

、
非

周
公

孔
子
歟

。

 

 
周
公
作

詩

不
諱
。

孔

子
不
偏

諱

二
名
」

と
あ

る
。

（
12
） 

張

敦
仁

『礼

記

鄭
注
考

異
』
、

『皇

清
経

解
続

編
』

一
五

、
復

興
書
局

、

一
九

 

 
六

一
、

一
一四
二
一頁

。
名
目

上

は
張
敦

仁

の
考
異

で
あ

る
が

、
顧
千

里
が

南
宋

・
淳

 

 
煕

四
年
撫

州
公
使

庫
本

『礼

記
鄭

注
』

に
対
し

て
校

勘
を

行

っ
た
も

の
で
あ

る

 

 

か
ら

、
段

玉
裁
も

こ
の
考
異

へ
の
批
判

を
直
接

顧
千

里

に
向

け

て

い
る
。
神

田

 

 
喜

一
郎

「
顧
千

里
先
生

年
譜

」

『神

田
喜

一
郎

全
集

』
一
、
同
朋

舎
、

一
九

八
六
、

 

 
三
一八
頁

の
嘉
慶

一
一
年

の
項

に

「
張

敦
仁

の
撰

し
た

る
も

の
と
表

面

は

な

っ
て

 

 

ゐ
る
が
、

勿
論

千

里

の
手

に
な

つ
た
も

の
た

る
こ
と

は
確

で
あ

る
」
と
指

摘
あ

 

 
り
。

ま

た
李
慶

『
顧
千

里
研

究
』
上
海
古

籍
出

版
社

、

一
九

八
九
、
三
〇
七
頁

に
も

 

 

こ

の
指
摘

を

承
け

て

「顧

千
里

将
己

所
作

《
礼
記

攷

異
》
署

張
敦

仁
之
名

」

と

 

 
あ

る
。

（13
） 

長
孫
無

忌

等

『唐

律
疏

議
』

中
華
書

局

、

一
九
八

三
、

二
〇
〇
―

一頁

に

「
即
為

 

 
名
字

触

犯
者

、
徒

三
年

、
若
嫌

名

及

二
名

偏
犯

者
、

不
坐

。
【
疏

】
議

日
、
及

二

 

 
名

偏
犯

者
、

謂
複

名
而

単
犯

、
並

不
坐

」
と

あ

る
。

（14
） 

沈
涛

『銅

熨
斗

斎
随

筆
』

二
、

『
叢
書

集
成

新
編

』

一
三
、
六
二
八
頁

。

（15
） 

標
点

本

『南

史
』
蕭
探

伝
、
中

華
書

局
、

一
九

七
五

、
五
〇
七
頁
。

こ

こ
で

の
『
礼

 

 

記
』
の
引

用

は
原
本

が

「
二
」
を

脱

し

て

い
た
が

、
標
点

本

は
補

う
。

「
武
帝

偏

 

 
諱

」

の

「
偏

諱
」

に

つ
い
て

は
、
梁

の
武
帝

蕭
衍

自
身

は
単

名

で
あ

る
か

ら
、

 

 

そ

の
父
蕭

順
之

の
複
名

に
対

す

る
表
現

で
あ

る
。

ま
た
標

点

本

『南

斉
書

』
薛

 

 

淵
伝
、

中
華

書

局
、

一
九

七

二
、

五
五
三
頁

に

「本

名
道

淵
、

避
太

祖
偏

諱
改

」
と



 

 
あ

り
、
標

点
本

『
梁
書
』
太
宗

王
皇
后

伝
、

中
華
書

局
、

一
九

七

三
、

一五
八
頁

に

 

 

「
父

騫
、
字

思
寂

、
本

名
玄

成

、
与
斉

高
帝

偏
諱

同
、
故

改
焉

」
と
あ

る
。

こ

 

 
れ

ら

の
記

述

か
ら
、
南

斉

の
蕭
道

成

（太
祖

・
高
帝

）

の

「
道
」

「成

」

の
ど

ち

 

 
ら
も

「
偏
諱

（片

方

の
諱
）
」
と
称

し
、

し
か
も

一
つ
を
特
定

す

る

こ
と
な
く
、

 

 
そ

れ
ぞ

れ
避
諱

の
対

象

と
さ
れ

た

こ
と
が
確

認

さ
れ

る
。

（
16
） 

陳

垣

『史

諱
挙

例
』
四

四

「
二
名

偏
諱
例

」
、

『史
諱

譜
例

三
種

』
世
界
書

局

、

 

 

一
九

六

六
、
七
五
頁

に

「自

王
莽

禁

二
字
為

名
後

、
単
名

成
俗

者

二
三
百
年

。
其

 

 
時
帝

王

既
無

二
名
、
自

無

所
謂

偏
諱
。

宋
斉

而
後

、

二
名

漸
衆

」
と
指
摘

さ
れ

 

 
た
よ
う

に
、
「
偏
諱

」
は
南

北
朝

に
な

っ
て
史
書

に
に
わ

か
に
登
場

す

る
よ
う

に

 

 
な

る
。

（
17
）
標
点

本

『
旧
唐
書

』
太
宗

紀

上
、
中

華
書

局
、

一
九

七
五
、

二
九
―

三
〇
頁

の
武
徳

 

 
九
年

の
項

に

「
令

日
、
依

礼

、

二
名

不
偏

諱
。

近
代

已
来
、

両
字

兼
避

、
廃

闕

 

 
已
多

、
率

意
而

行
、

有
違

経
典

。
其
官

号
、

人
名

、
公
私

文
籍
、

有
世

民
両
字

 

 
不
連

続
者

、
並

不
須

諱
」

と
あ

る
。

ま
た

『
貞
観

政
要
』

七
、
礼

楽

二
九

に
も

 

 
あ

り
、

『
通
典

』
礼

六

四
・
沿

革
六

四

・
凶
礼

二
六

に
は
や

や
詳

し
く
記

さ
れ

る
。

 

 
こ
れ
ら

二
書

は

『
旧
唐
書

』

の

「
不

連
続

者
」

を

「
不
連
読

者
」

に
作

る
。

（
18
） 

段

玉
裁

「
礼

器
先

王
之

立
礼
也

有
本

有
文

」

『経

韵
楼

集
』

一

一
、

『
段

玉
裁

 

 
遺
書

』
大

化
書

局
、

一
九

七
七

、

一〇
八
三
頁

。
段

玉
裁

の

「
文

理
」

に
依

存

す
る

 

 
校
書

姿
勢

に

つ
い
て
拙
著

『清

代
考
拠

学

の
思
想

史
的

研
究

』
第

六
章

「段

玉

 

 
裁

の
儒

学
と

し

て
の
校
書

」
、
国

書
刊

行
会
、

一
九

九

四

に
些

か
論

じ
て
あ

る
。

（
19
） 

段

玉
裁

「
二
名
不

偏
諱
説

」

『
経
韵

楼
集

』
一
一
、

『段

玉
裁
遺

書
』
、

一〇
七
四
頁
。

（
20
） 

周
広
業

『経

史
避

名
彙

考
』

明
文

書
局

、

一
九

八

一
、

四
三
頁

。

（
21
） 

『
史
諱

挙
例

』
四
四

「
二
名

偏
諱

例
」
で
、
陳

垣

は

「
二
名
偏

諱
」
と
し

て
項

 

 
目

を
立

て

「偏

」
字

を
支

持

す
る
。

（
22
） 

段

玉
裁

は
開

成

石
経

に
対

し

て

「
此

固
名
儒

所

不
閾
者

、
不

得
因

其
有

数
字

 

 
勝
於

俗
本

者
、

遂

以
燕
石

為
結

緑
也

」
と
言

っ
て
酷
評

す

る
が
、
皮

錫
瑞

『経

 

 
学

歴
史
』
芸

文

印
書
館

、

一
九

六
六
、

一
九
四
頁

は

「漢

熹
平

刊
石

経
之

後
、

 

 
越

五
百
余

年
、

而
有
唐

開

成
石

経
。

此

－
代

之
盛

挙
、
群

経

之
遺
則

也
。

…

…

 

 
而
所

刊

石
経
、

不
満

人
意

、
史

臣
以
為

名
儒

不
窺

。
当
時

並
無

名
儒

、
窺

不
窺

 

 
無
足

論
、

而
自

熹
平

刊
石

経
散

亡
之

後
、
惟

開
成

石
経

為
完

備
、
以

視
両

宋
刻

 

 
本
、

尤
為

近
古

」

と
言

っ
て
開

成

石
経
を

評
価

す

る
。

（
23
） 

王
鳳

陽

『古

辞
弁

』
吉

林
文

史
出

版
社

、

一
九
九

三
、

八
九
六
－

七
頁
。

（
24
） 

兪

越

『群

経
平
義

』
、

『春
在

堂
全

書
』

一
、
中

国
文
献

出
版

社
、

一
九

六

八
、

 

 
三
一五
―
六
頁

。

（
25
） 

王
念
孫

、
高

郵
王

氏

四
種

之

二

『
読
書

雑
志

』
七
之

二
、

「
偏
」
、

江
蘇

古
籍

 

 
出
版

社
、

一
九

八
五

、
五
七
五
頁
。

（
26
） 

朱

大
韶

『
実
事
求

是
斎

経
義

』
二
、

『
皇
清

経
解
続

編
』

一

一
、

八
五
四
四
―
五
頁

。

（
27
） 

王
引

之
、
高

郵
王

氏

四
種

之

三

『
経
義
述

聞

』
三

二

「
通
説

下
」
、
江
蘇

古
籍

 

 
出
版

社
、

一
九

八
五

、
七
八
一頁

に

「
増
字

経
解

」
の
項

が
あ

り
、

「
乃
於

文
句

之

 

 
間
、

増
字

以
足

之
。
多

方
遷

就
而
後

得
申

其
説

。
此
強

経

以
就
我

。
而
究

非
経

 

 
之
本

義
也

」

と
そ

の
問
題
点

を
説

く
。

（28
） 

「
南
燕

録
」

『
十
六

国
春
秋

』
、

『
叢
書

集
成

新
編

』

一
一
四
、

二
二
頁

に

「
即
皇

 

 
帝
位

於
南

郊
、

大
赦

。
改

元
為
建

平
元
年

、

又
日
、

漢
宣
憫

吏

民
犯
諱

、
故

改

 

 
名

。
朕
今

増

一
備
字

以
為
復

名

、
庶
開

臣

子
避
諱

之
路

」

と
あ

る
。

（29
） 

標
点

本

『漢
書

』
宣
帝

紀
、

中
華
書

局

、

一
九

六

二
、
二
五
六
頁
、

元
康

二
年

の

 

 
項

に

「
聞
古

天

子
之
名

、
難
知

而
易

諱
也

。
今

百
姓

多
上
書

触
諱

以
犯

罪
者

、

 

 
朕

甚
憐

之
。

其
更
諱

詢
」

と

い

い
、
初

名

の

「
病

已
」

か
ら

「
詢
」

に
改
名

し

 

 
た
。

（30
） 

顔
師

古

『
匡
謬

正
俗
』

六
、

『
叢
書

集
成

新
編

』
三

八
、
五
二
七
頁

。

（
31
） 

複
名

を

一
字

だ

け

で
呼

称

す

る

こ

と
は

古

代

に

お

い

て
も
行

わ
れ

、
顧

炎

 

 
武

、
原

抄
本

『
日
知
録
』
二
四
、
明

倫
出

版
社

、

一
九
七
〇

、
六
六
四
―
六
頁

に

「
古

 

 
人

二
名

止

用

一
字

」

の
考

証
が

あ
り
、

ま

た
楊
樹

達

『古

書
疑
義

挙
例

続

補
』
、

 

 

『古
書

疑
義

挙
例

五
種

』
中

華
書

局
、

一
九

五

六
、

一八
七
一九
頁

に

「
二
字

之

名
省

 

 
称

一
字

例

」
が

あ
る
。


