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礼

考
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」

よ

り

の

考

察

i

(続
)

高

田

克

巳

五
、
輪

人

の

車

蓋

蓋

輪
人
の
職
掌
は
輪
を

つ
く
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
ま
た
車
蓋
を
も
作
る
の
で
あ
る
。

輪
人
為
蓋
、
達
常
囲
三
寸
、
程
囲
倍
之
六
寸

輪
人
蓋
を

つ
く
る
。
達
常
の
囲
は
三
寸
、
程
の
囲
は
之
に
倍
し
六
寸

と
し
て
、
蓋
の
部
分
材
に

つ
い
て
寸
法
を
指
定
し
て
い
る
。

蓋
と
輪
と
は
、
そ

の
制
作

の
巧
智
が
相
似
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
用
か
ら
み
れ
ば
同
じ
で
は
な
く
、
蓋
は
上
に
あ

っ
て
下
の
輪
を
、
お
お
い
か
ば

っ
て
い
る
。
し
か

し
鄭
鍔
が

「
園
則

一
、
又
況
蓋
之
二
十
八
弓
与
三
十
輻
之
制
、
云

々
」
と
し
て
、
両
者
が
よ
く
似
て
お
り

「
蓋
之
達
常
与
毅
之
制
」
も
ま
た
異
る
と

こ
ろ
は
な
い
と
注
釈

し
て
い
る
よ
う

に
、
た
し
か
に

一
致
点
が
多

い
。

こ
の
場
合

の
達
常
と
は
、
鄭
玄

の
注

に

「
鄭
司
農
云
、
達
常
、
蓋
斗
柄
下
入
柾
中
也
」
と
あ
る
か
ら

「
蚤
当
為
爪
、
謂

輻
入
牙
中
者
也
」

で
あ
り
、
捏
と
は

「
程
、
蓋
柾
也
」
と
あ
る
よ
う
に

「
笛
、
謂
輻
入
鍛
巾
者
也
」

の
毅
の
ば
あ

い
で
も
あ
る
。
そ
し
て
蓋

の
柄
は
二
節
か
ら
で
き

て
い

て
、
達
常
の
下
方
は
捏
に
入
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

言
い
か
え
れ
ば
程
は
⊥
方
部
分
が
、

達
常

の
下
を
含
む
よ
う

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄭
玄

の
注
に

達
常
が

「
囲
三
寸
径

一
寸
」
、
桿
が

「
囲
六
寸
径
二
寸
」
と
あ

っ
て

「
足
以
含
達
常
」
と
あ
る
の
が
そ
の
説
明
で
あ
る
。

次
い
で

信
其
桿
囲
以
為
部
広

其

の
桿
囲
を
信
し
て
以

っ
て
部
広
と
な
す
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部

広
六

寸
、
部

長

二
尺

部

の
広
は
六

寸

、
部

の
長

は

二
尺

と

あ
る
。
鄭

玄
注

に

「
鄭

司
農

云
、
部

、
蓋
斗

也
」

と

し

、
ま

た
賀
氏
①

は

「
部
者
蓋

之
斗

、

四
面
難

孔
内
蓋

弓
者

於

上
部

高
隆
宥
然

謂
之
為
部
」

と

注
釈

し

て
い
る
よ

う

に
、
部

は
蓋

の
斗

の
こ
と

で
あ
り

、
信

は
伸

の
意

で
あ

る
。

ま

た
鄭
玄
注

に

「
広

、
謂
径

也
」

と
し

、

「
部

の
長

さ

二
尺
」

に

「
謂

斗
柄

、
達
常

也
」

と
注
し

て

い
る

か
ら
、
結

局
、
程
囲

の
六
寸
を
伸

し

て
部

の
径
と
す

る

の
で
径
が
六
寸

、

そ
の
囲
が

一
尺

八
寸
と

な
る

わ

け
だ
が
、

こ
こ
で
部

長
を

二
尺

と
し

た

の
は
、

達
常

(
蓋
斗

柄
)
と

部

(蓋

斗
)
が

連
続
し

て
い
る
も

の
と

み

て
の
寸
法

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て

程
長
倍

之
、

四
尺

者

二

桿

長
は
之
を

倍

し

て
四
尺

な
る
者

二

と
あ

る
。
達
常

の
長
さ
が

二
尺

で
、
桿

の
長
さ
が

こ
れ

に
倍

し
て
四
尺

で
あ
り
、

こ

の
四
尺

が
又

二

つ

に
な

る
の
で
八
尺
と

な
る
。
鄭
玄

の
注

は

「
杜

長
八
尺
謂
達
常

以

下
也
、

加
達
常

二
尺

則
蓋

一
丈

立
乗
也
」

と
あ

る
よ
う

に
、

こ
の
八
尺

は
達
常

よ
り

下

の
長
さ

で
あ
る

か
ら
、
桿

長
八
尺

に
達
常

二
尺

を
合

せ

て
、
蓋

の
高

さ
は

一
丈

で

あ

る
。

人
長
八
尺
と
し

て
蓋

の
高
さ

が
十
尺

で
あ
る
か

ら

、

立
乗

し

て
も

な
お

二
尺

の
余
が
あ

り
、

し

た
が

っ
て
目
を
蔽

う

こ
と

は
な

い
。

上
言

で
は
達
常

と
桿

の
囲

を
、
下
言

に
達
常
と

桿

の
長
さ

を
、
中
言

に
部

の
広
を

言

っ
て

い
る

の
で
、
こ
れ

で
蓋

の
大
体

の
形
式

制
度

は
そ
な
わ

っ
た
こ
と

に
な

る
。

次
ぎ

に

十
分
寸

之

一
謂
之
枚

十

分
寸

之

}
は
之
を
枚
と
謂
う

部
尊

一
枚
、
弓
盤
広

四
枚
、

繋
上

二
枚
、

繋
下
四
枚

部

の
尊

(タ

ヵ
サ
)
は

一
枚
、

弓

の
繋
広

は

四
枚

、
馨

の
上
は

二
枚

、
墾

の
下

は

四
枚

と
し

て
い
る
。

前

に
部

の
広
六
寸

を
言

っ
て
い
る
が
、

ま

だ
そ

の
高

さ
を

み

て
い
な
か

っ
た
。
よ

っ
て

こ
こ

に
尊

(高
さ

)

の
こ
と
を
言
う

の

で
あ

る
。

こ
こ
で
弓
と

い

う

の
は

、
鄭
玄
注

に

「
蓋

僚
也
」

と
あ

っ
て
、
蓋

の
曲

っ
た
骨

の
こ
と

で
あ
り

、
ま

た
広
と

は

「
大
也

」

と
あ

る
か
ら
、

こ
こ
で
は
蓋

斗

(
二
部
)

の
高
さ

一
分

(
一
寸

の
十

分

の

一
)
、
弓
を
入

れ
る
難

の
孔

の
大
き

さ
は

四
分

、

そ

の
上
が

二
分
、

そ
の
下
が

四
分

で
あ

る

か
ら
、

合
計
し

て
蓋

斗

(部

)

の
厚

さ
は

一
寸

だ
と

い
う

の
で
あ

る
。盤

深

二
寸
有

半
、
下
直

二
枚

、
繋
端

一
枚

難

の
深
さ
は

二
寸
有
半

、
下

に
直

の
二
枚

、
難

の
端

は

↓
枚

と
あ

っ
て
、
鄭

玄

の
注

に

「
撃
深
対
為

五
寸
、
是

以
不

傷
達
常

也
、

下
直

二
枚
者
、

難
空
下

正
而
低

二

分
也
、
其

弓
笛
則
擁

之
、
平

刻
其

下

二
分
而

内
之
」

と
説

い
て
い

規

矩

考
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規

矩

考

る

の
に
よ
れ
ば
、
墾

の
深
さ

が
二
寸

半

で
あ
る

か
ら
、

部

の
両
側

か
ら
み
れ
ば

五
寸

に
あ

た
り
、
部

の
中
央
が

一
寸
余

で
あ

っ
て
、
達
常

を

い
た
め

な

い
。

孔

の
形

(
即

ち
部

に
入

っ
た
弓

の
先
端

の
形

に
も

な
る
)
は
下

は
平

行

に
、
上

は
斜
に

二
分
下

に
迫
り
、
横

は

一
分

だ
と

い
う

の
で
あ

る
。

要
す

る
に
達
常

の
径

一
寸

を
残
す
よ
う

な

配
分
に
よ

っ
て
繋
孔
を

穿

つ
こ
と
を
考

え

て
い
る
。

次

に

弓
長
六
尺
謂
之
庇
朝
、

五
尺
謂

之
庇
輪

、
四
尺
謂
之

庇

粉

弓
長

の
六
尺

之
れ
を

庇
軟
と

い
い
、

五
尺

之
れ

を
庇
輪

と

い
い
、

四
尺
之
れ
を

庇

診
と

い
う

。

と
あ

る
。

弓

に

つ
い
て
は
、

弓
長

の
制
が

三
種

あ
る
。
鄭

玄
注

に
よ
れ
ば
、
庇

と
は
覆
う

こ
と

で
あ
り

、
軟

は

穀
宋

で
あ

る
か
ら
、
覆
う
わ
れ

て

い
る
と

こ
ろ
が
毅
末

ま

で
と
、
輪

の
牙
ま
で
と
、
診

す
な
わ
ち
輿

の
後

の
横

木
ま

で
の
長
さ

の
三
種

で
あ

る
。
鄭
玄
注

に

「
輿

広
六
尺

六
寸
、

労
減

軌
内
七
寸
、

則
両
軟
之
広

、
凡
丈

一
尺

六
寸

也
、

六
尺

之
弓
倍
之

、
加
部

広
、
凡
丈

二
尺

六
寸

、
有
宇

曲
之
減

、
可
覆
軟

、
不
及
斡
」
と

あ
る
よ
う

に
、

輿
広
は
六
尺

六
寸

で
あ

る
。
両

穀
末
ま

で
六
尺

四
寸

を
共

に

含

め
る
な
ら

ば
、
凡
そ

一
丈

三
尺

で
あ

る
が
、
軌
内

を
八

尺
と

し
た
制
が
あ

る
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば

、
片

側
か
ら
七
寸
を
減

じ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

(
齢
長

の

一
部

分

が
輿

の
下

に
な
る
寸

法

で
あ

る
が
、
若
し
も

そ
う

で
あ

れ

ば
、
穀
径

は
九

分

三
厘
余

を
削

ら
ね

ば
な
ら

な

い
こ
と
に
な

る
)

か
ら

、
両
側

で

一
尺

四
寸
減

じ

て
、
両
軟

ま

で
の
広
が

↓
丈

↓
尺

六
寸
と

な
る
。
そ
れ

に
対

し

て
蓋

は

弓
長
六
尺

の
対

で

一
丈

二
尺

、
部
広
六
寸

を

合
せ

る
な
ら

ば

}
丈

二
尺
六
寸

に
な
る
わ
け
だ
が
、
蓋

に
は
宇

曲

が
あ

る
の
で
、
そ
の
寸

法
が
減

じ
ら

れ

て

】
丈

}
尺
六
寸

と
な
り
、
軟

を
覆
う

こ
と
に
な
る
と

い
う

の

で
あ

る
。

こ
れ
は

一
尺

の
減
寸

で
あ

る
が
、
他

の
二
種

に

つ
い
て

も
同
様

に

「
尺
短

い
こ
と

に
な

る
。
そ
し

て

参

分
弓
長
而
揉
其

一

弓
長
を
参

分

し
て
其

の

一
を

揉
む

揉
と

は
擁

曲
す
る
こ
と

で
あ

る
。
鄭

玄

の
注

に
こ
れ

を
説

明
し

て

「
参

分
之
、
持

長
携
短

、

短
者

近
部

而
平

、

長
者
為
宇
曲
也
、

六
尺
之

弓
、

近
部

二
尺
、

四
尺
為
宇

曲
」
と
あ
り
、

弓
長

の
三
分

の

一
を
擁

め

る
と

い
う

の
だ

か
ら
、
弓
長

六
尺

の
と
き

に
は
、
部

に
近

い

二
尺

の
と

こ
ろ
か
ら
擁
め

て
平

に
し
、
そ

の
あ
と
四
尺

を
宇
曲
す

る

の
で
あ

る
。
②

そ
し

て
弓

の
太
さ
は

参
分
其
股
囲

、
去

一
以
為
蚤
囲

其

の
股
囲
を

参
分
し

て

一
を
去

り
以

つ
て
蚤
囲
と

な
す
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と
あ

り
、
蓋

弓

の
部

に
近

い
と

こ
ろ
を

股
と

し
、
遠

い
先

端

の
方

を
蚤

と
称

し
、
股

は
太
く

蚤
は
細
く

な

っ
て
い
る
。
鄭
玄
注

に

,
蚤
当
為

爪
L

と
あ

っ
て
輪

の
場
ヘ
ロ
に

幅
の
牙

に
入
る
と

こ
ろ
を
蚤

と
言

っ
た

の
に
同

じ
く
、

弓

で
も

蚤
と
言

う
。
股
も

輻

の
穀
に

近

い
と

こ
ろ
を
言
う

よ
う

に
、

弓

で
も
部

に
近

い
と

こ
ろ
を
股

と
誘
う

の
で

あ

る
。
鄭

玄
注

に

「
以
弓
撃
之

、
広
為

股

囲
、

則
子

六
分

也

、
爪
囲

一
す

十

五
分
寸

之

.
」

と
あ

る
よ

う

に
爪
囲
は

一
寸

六
分

で
、

蚤
は

一
寸

十
五

分

の

一
に
あ

た
る
。

次

い
で

参

分
弓

長
以
且
二

為
之
尊

弓

長
を
参
分

し

て
其

の

一
を

以

っ
て
之
れ

を
尊
と

な
す

と
あ

り
、

こ
れ

は
前

の

「
参

分
弓
長

揉
其

一
」

と
し

た

こ
と

の
説
明
と

、
次

の
節

に
弓
形
が

機
能
的

な

目
的
か
ら
考

え
ら
れ

た
も

の
で
あ

る
と
す
る

た
め

の
前

置

の
句

で

あ

る
。

鄭
玄

は

こ

の
こ
と

に

つ
い
て

「
六

尺

の
弓
は
、

上

の
部

に
近

い
と

こ
ろ
は
水
平

に
二

尺
、
爪

の
末
端

で
は
部

よ
り
も

下
る

こ
と

こ
尺

二
寸

で
あ

っ
て
、

そ
れ
が
勾

で
あ

り
四

尺
が

弦
を
為

す
よ
う

に
な

る
。

し
た
が

っ
て
そ

の
股

を
求
む

る
と
き

は
、

股
は
十

二
を

(所

謂
積

矩

の
法

に
よ

っ
て
開
方

(平

)
す

る

こ
と

で
)
除

し
て
得

る
。

す

な
わ
ち

面
が

三
尺
半

に
ち

か

い
」

と
注

釈
し

て

い
る
。

(算

法

の
股

)

つ
ま
り
、

勾
、
股
、
弦

の
算

法

で
解
説
さ

れ

て
い
る
が
、

こ
の
算
法

は
最
古

の
天
文

算
書

で
あ

る

『
周
牌
算
経

』
③

に
お

い
て
見
ら
れ

る

。
こ
れ
は

「
規

矩
」

法

の
発

展
過
程

か
ら

み

て
重

要
な
資
料

で
あ

る
。

上
欲

尊
而
宇

欲
卑
、

上
尊
而
宇

則
吐
水

疾
而
露
遠

上

に
尊

(高

さ
)
を
欲

し

て
宇

は
卑

(低
き

)
を
欲

す
、

主
尊
に

し
て
宇
卑

け

れ

ば
、

則
ち

吐
水

は
疾

に
し

て
露

は
遠
し

と
前

に
続

く
。

弓

の
上
は
部

に
近

い
と

こ
ろ

の
二
尺
が
高

く

四
尺

の
宇

は
低

く
す

る

の
が
よ

い
。
そ
う

す
れ
ば
水

は
き
が
疾

(速
)

く
、
雨
水

も
遠

く

に
落

ち
る
と
言
う

の
で
あ

る
。
鄭

玄
注

に
、
蓋

は
主

と
し

て
雨

の
た
め

に
設

け

る
も

の
だ

と
あ

る
か
ら

、
宇
曲
も

全
く
雨

水

を
考

え

て
の
対
策

で
あ

る
と
解
釈

し

て
い
る

こ
と

に
な
る
。

こ

れ

に
続

く
も

の
が

蓋

巳
崇

則
難

為
門
也

、
蓋

巳
卑

是
蔽

目
也
、

是
故
蓋

崇

十
尺

蓋

は

已
で

に
崇

け
れ

ば
則
ち
門

を
為
す

に
難
き

な
り
、
蓋

は

巳
で

に
卑
け
れ
ば

是

れ

目
を
蔽

う

な
り
。

是

の
故

に
蓋

の
崇

さ

は
十

尺

で
あ

る
。
高
過

ぎ

な

い
よ
う

に
、

ま

た
低

過
ぎ

な

い
よ

う

に
、
蓋

は
中

正

の
十
尺

に
と

る
の
で
あ

る
。④

既
述

の
よ

う
に
、

ほ
ど
よ
く

二
尺

を
加
え

た
も

の

で
あ

る
。

そ

し

て良
蓋
弗

冒
弗

紘
、
段

畝
而
馳

不
隊
、
訓

之
国

工

良

き
蓋
は
冒

せ
ず
紘

せ
ず
、
段

畝

に
馳

し

て
隊

(
墜
)

せ
ざ
る
は
之

を
国

工
と

規

矩

考

一197一

藺陪



規

矩

考

謂
う

と
結

ん
で
い
る
。
よ
い
蓋
は
車
に
蔽

い
か
ぶ
さ
る
こ
と
な
く
、
支
え

の
た
め
の
綱
は
な
く
て
も
、
聾
土
の
上
を
馳
せ
て
も
墜
落
し
な
い
よ
う
に
巧
工
す
る
の
が
国
工
で
あ

る
。
注
釈
に
よ
れ
ば
車
と
蓋
は
、
衣
と
帯
の
関
係
に
あ
る
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
て
、

一
体
で
あ
る
か
ら
、
蓋
は
た
だ
蔽
う

て
い
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
支
え
の
綱

が
な
く
て
も
、
凸
凹
の
地
を
馳

っ
て
落
ち
な
い
し
、
持

っ
て
る
弓
で
も

(障
害
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
)
落
さ
な
い
よ
う

に
、
上
手
に
車

に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
作

っ

て
あ
る
の
が
善

い
蓋
だ
と
あ
る
。

鄭
鍔
は
蓋

の
形
体

の
意
味
を
象
徴
的

に
注
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
車
に
珍
が
あ
る
の
は
地
を
象
り
、
蓋
が
あ
る
の
は
天
を
象
る
。
そ
し
て
蓋
の
弓
が
二
十
八
本
あ
る

の
は
星
座

(
二
十
八
宿
)
を
象

っ
た
も

の
で
あ
る
。
故
に
王
が
之

に
乗
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
蓋
を
除
い
た
車
は

「
象
天
之
道
」
を
欠
い
た
も

の
で
あ
る
と
。
ま
た

趙
氏
⑤
は
、
蓋
を
設
け
る
こ
と
の
意
味
は
恐
ら
く
雨

の
為
に
だ
け
の
用
と
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
注
補
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
鄭
玄
が
雨

の
た
め
と
主
張
し
た

の
は
、
主
と
し
て
蓋

の
起
源
を
考
え
た
た
め
で
あ
り
、
鄭
鍔
は
車
蓋
が
す
で
に
形
式
的
に
な

っ
た
時
期
を
と
ら
え
て
考
察

し
た
か
ら
象
徴
的
な
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ

っ
て
、
あ
る
時
期
以
後
に
は
や
は
り
趙
説

の
よ
う
な
解
釈
で
よ

い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
蓋

の
部
分
的
金
具

の
遺
物

な
ど
は
、
戦
国
時
代
以
後
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ

以
前

の
西
周
中
期
、

春
秋
前
期

に
相
当
す
る
古
墓
か
ら
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。

春
秋
末
期

(前
五
世
紀
前
半
)

の
も

の
に
寄
棟
形
の
車
蓋

の
金
具
が
見
出
さ
れ

て
い
る

が
、
⑥
通
常
に
は
旗
な
ど
を
建
て
て
い
て
蓋
は

つ
け
ら
れ
て
は

い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
兵
車
も
乗
車
も
同
様

で
あ
る
。

『
考
工
記
」

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
内

容
か
ら
す
れ
ば
、
恐
ら
く

「
礼
」

の
形
式
的
な
儀
が
論
議
さ
れ
出
し
た
頃
に
、
そ
れ
ま
で
の
車
型
に
の

っ
と

っ
て
法
象
的
意
匠
企
画
を
考
え
は
じ
め
、
蓋

の
流
行
と
共
に

象
徴
的
な
意
味

の
車
の
設
計
方
法
を
案
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
つ
い
て
構
成
部
分
の
寸
法
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
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構の「蓋」

達

常

囲

程

囲

一

部

広

一

1

・
i

-

一

部

型

、
副

測
達
筋
倒

}

梶

長

蓋

高

一

3
寸

径

1
寸

6
寸

径

2
寸

6
寸

墾 墾 墾 弓 部

1
尺

8

寸

2

尺
8
尺

10

尺
一
枚

は

ー

ヨ[i墾
11長

1珍 旨輪1朝1深 下 上 広 尊

iI1

食1則 良 響赫 晶

囲
三
径

一

達
常

の
倍

弓

梶
囲
に
等
し

い

紹

広
の
三
倍

6

部
と
達
常
の
連
続
長

岡

離

註

儲
し
四
尺

程
長
と
達
常

の
合
計
長

10
寸

(
一
分
)

　塑
付≒

下
直
2
分

馨
端
1
分

(
鄭

注

)i
一

桿

囲

の
ー

　2

部

囲

の

ー
一3

-
L

.
部

長

の

9

　10

桿
長
の
ー
一4

蓋
高
の
工

5

1蓋

高

の

14

5

庇

　

　
　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

コ
　

　
コ

コ

コ
コ

　

　

ア

庇

[

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

庇

一

揉

へ擁
め
る
劃

ろ
判
酬

六
狂

と
劃

畑

細
馴
漫

と
こ
ろ
の
)
i

}

 尊
劇

「

弓
長
募

と
訓

(勾
眼

銀

鼻

の
形
斗

部

厚

の

2

一5

グ

ー

一5

ン

旦

5

-

「3

弓
蚤i股

囲 囲

-

り
Q

渇
寸

断
面
方
形
と
み
て
繋
広

四
枚
の
四
倍

(註
に
よ
る
)

1俳

15
寸

綾

囲
の
2
　3

な　

　

弓
長
6
尺
の
二
倍
に
部
広
6
寸

で
拡
尺
が
宇
曲
し
て
焦
尺
、

輿
高
謁
尺
に
毅
長
2
尺

の
二
倍

で
13
尺
軌
内

(7
寸
)
両

　

らむ

・
4
尺
を
減
じ
て
玲
尺
、
よ
っ
て
庇
軟

(鄭
玄
注
に
よ
る
)

1

1
よ

199一

規

矩

考



註

00

 

③Oo●

規

矩

考

質
氏
は
質
公
彦

(唐
)
、
東
巌
周
礼
訂
義
の
集
注
に
よ
る
。

宇
と
は

『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に

「
上
棟
下
宇
、
以
待
風
雨
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
籍
、
軒
、
廟
の
こ
と
で
あ
る
。

『考
工
記
』
で
は

「上
欲
尊
而
宇
欲
卑
、
ヒ
尊
而
宇
卑
、
云
々
」

と
し
て
い
る
が
、
端
で
あ
る
と
か
、
ほ
と
り
に
あ
た
る
と
こ
ろ
、
眉
宇
と
い
う
よ
う
な
場
合
の
宇
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

李
撮
…

『
中
国
算
学
史
』
P
15

周
脾
算
経
為
国
内
最
古
算
書
、
其
言
蓋
天
、
初
見
於
揚
雄
、
法
言
重
黎
篇
、
否
書
天
文
志
称
、
漢
霊
帝
時

ρ
O①
ー
一゚。
↓
〉
°
U
)
寮
琶

(一ωωー
一〇b。
〉
°
U
)
於
朔
方
上
書
、
言

「周

脾
術
数
具
存
」
随
書
経
籍
志
記
周
牌

一
巻
、
趙
嬰
註
、
宋
本
周
脾
算
経
題
漢
趙
君
卿
撰
云
々
。

周
牌
算
経
所
述
算
術
、
帰
納
一、口之
、
則
以

司
11
ω
以
正
三
角
形
句
股
弦
之
此
為

ω
碁

"
9

復
屡
屡
言
及
等
差
級
数
、
云
々
、
そ
し
て

「則
趙
君
卿
曽
為
作
証
」
と
し
て
例
題
を
挙

げ
て
い
る
。
な
お
漢
代
に
は
、
九
章
算
術
の
研
究
も

盛
ん
で
あ

っ
た
。

鄭
玄
注

「十
尺
其
中
正
也
、
蓋
十
尺
宇
二
尺
而
人
長

八
尺
、
卑
於
此
蔽
人
目
」

趙
汝
騰

(宋
)

河
南
省
輝
県
琉
璃
閣
に
て

一
九
五
〇
秋
小
型
、
大
型
を
併
せ
て

一
七
号
車
ま
で
発
掘
、
ま
た
安
徽
省
寿
県

に
も
車
馬
坑
の
発
見
が
あ
る
。

輝
県
発
掘
報
告
第

一
号
…
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
、

一
九
五
六

・
三

六
、

蓋

の

図

象

車

蓋

の

規

画

(図

説

車

四
)

蓋
高
は
十
尺

(
A
B
)
、
車
高

は
四
尺

(
B
C
)
故

に
全

高
は
十

四
尺

(
A
C
)

こ
れ
を
直

径
と
し

て
規

円
す

れ
ば
、

そ

の
半

径
は

七
尺

(
A
O
)

で
あ

る
。
P

q
は

槻
高

で
三
尺

三
寸

で
あ

る
。
蓋
高

十
尺
は
、

こ
れ
を
桿
長

八
尺

(
1
-

2
i

3
i

4
)

達
常
長

二
尺

(部

を

ふ
く
む
)

(
4
-

5
)

に
わ
け
ら

れ

る
。

部

広
六
寸
は

e
f

で
、
弓

の
水

平
部

分

(
a
e
11
f
b

)
は
片
側

で
二
尺

で
あ
る
か

ら
、
計

四
尺

六
寸

が

a
b
で
あ

る
。

ま
た

a
c
巨
b
d
は

四
尺

で
あ

り
甘

c
は

二

尺

で
あ
る
。
し

た
が

っ
て

a
y
は

三
尺
四
寸

六
分

(↑＼
蔭
憎
-
卜o
悼口
QQ
°
卜
①
(
引塒
)
)

に
な

る
。
す

な
わ
ち

こ
れ

は
、
鄭

玄

の
注
す

る
と

こ
ろ

の

コ
ニ
尺
幾
半

」

に
あ

た
り
、
積

矩

の
計

算
値

で
あ

る
。

A
O
を
半
径

と
す
る

円
を
画

し
、

そ
れ

に
外
接

す
る
十

稜

形
を

と
れ
ば
、

そ

の

一
辺

が

a
b
で
あ
る
。

(
a
b

-
b
♂

ー
ー

i
)

ー

i
k
1

と

a
b
g

h

(椋
)

と

は

十

字
交

叉
し

(法

象
図
形

法
)

そ

の
交
叉
し

た
方

形

に
外

接

す

る
円
は
径

六
尺
六
寸

(
輪

の
径
)

で
あ

る

。
そ

の
半
径

が

P

r
1

0

r
に
な
る
。

こ
の
十
稜
形
を

円
函
数

に
よ

っ
て
吟

味
す

れ
ば

A

a

(勾
)

二
尺

三
寸

で
あ

り
A

O

(
股
)

は
七
尺

、
勾
は
股

に
対
し

て
○

、

三

二
八

五
で
、

十

八
度

の
と
き

に
正
接

(冨
ロ
b
)
○
、

三
二
四
九
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車 蓋 の 規 画
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s

a

一 一 b'a「l

bF e_ f b

ん1略

C

k
＼

キ/R

:剛

14

3

d

d'

0
2

J

＼

一

1

1'.

幽.

L
、

■■ 1

T

/

'¥¥¥ ¥B ノ ＼ ノ/i

(図説車四)

f

g

＼

ミ

/
P

qノ

i

＼C ノ h

/＼ ノ

ABは 蓋 高 のIO尺,BCは 車 高 の1尺,故 にACは14尺 でAOは7尺 で あ る。Pqは 枳

高 で輪 の 半径 。

程 長 は8尺(1～2～3～4>で 達 常 長C部 長)2尺q～5)で あ る。

efを 部 広6寸 と し て 弓の 水 平 部分 のae-fbは2尺 で あ るか らab-4尺6・j』,ac=

bdは4尺,そ して 高 さb'cは2尺 で あ る。

AOを 半 径 とす る 「「]を画 い て,そ の外 接 卜稜 形を とれ ば,そ の一・辺 がabで あ る。.・

bd'-ji,ijklとabghは 十 字 交 妥 形。(「 法 象」 図 形)そ の交 叉方 形 に外 接 す る 円の

径 は6.6尺 で あ る。 す な わ ち半 径Or-Prで あ る。ab=4.6尺,Pr-3.3尺,3.3尺 ×1.4-

4.62尺 で あ って,象 徴 的 意 味 と古 代 的 図 法 の要 約 との合 致 が 考 え られ る。

またOb'は9尺,車 高か ら測 れ ば12尺 に な る。Ob'を 半 径 とす る 円周 の 一 辺a"b"(ab

-a"b")は 十 二稜 形 を 内接 す る。
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で
あ
る
か
ら
、
そ
の
差
角
を
み
れ
ば
十

一
分
で
あ
る
。
よ

っ
て
十
稜
形

の
外
接
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に

a
b
の

一
辺
長
を
0
8
を
半
径
と
す
る
円
周
内

に
"a
y
を
と
れ
ば
、
そ
れ
は
十
二
稜
形

の

一
辺
に
な
る
。
O
A
が
七
尺
で
A

a
に
a
り
を
加
え

た
も
の
が
五
尺

七
寸
六
分

で
あ
る
か
ら

O
V

は
九
尺

に
な
る

(一＼
q
じ
刈
O
b◎-†
"
憎H
O
°
O
①

(
⑩
知
勝
)
)
(ま

た
O
A
に
S
A

(
二
尺
)
を
加
え
て
九
尺
)
"a
S

(
勾
)
は
二
尺
三
寸
で
あ
り

"a
O

(
弦
)
は
九
尺
で
あ
る
か
ら
勾
は
弦
の
○

・
二
五
五
五
で
あ
る
。

十
五
度
の
と
き
に
正
弦

(
°。ぼ
〉
)
は
○
、

二
五
八
八
で
あ
る
か
ら
、

そ

の
差
角
は
十
二
分
で
あ

る
。
よ

っ
て
十
二
稜

の
内
接
を
知
る
。

象
数
七
を
股
に
と
り
割
円
は
十
、
九
を
弦

に
と

っ
て
割
円
し
て
十
二
、
す
な
わ
ち
前
者
は
稜
形
が
外
接
し
、
他
方
は
内
接
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
象
徴
数
と
象
徴

形
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

七

、

輿

人

輿

車
は
診

・
蓋

・
輿

・
輪

・
朝
な
ど
の
総

べ
て
が
聚

っ
て

一
車

の
体
を
成
す

の
で
あ
る
。

車
は
人
や
も
の
を
載
せ
て
運
搬
す
る
器
具
で
、

そ
の
載
せ
る

部
分
が

輿
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
輿
を
作
る
工
人
も
ま
た
車
を
作
る

一
翼
で
あ
る
か
ら

輿
人
為
車

輿
人
は
車
を
為

(
ッ
ク
)
る

と
あ
る
。
そ
し
て
車

の
立
体
的
な
形
姿

の
均
斉
に
触
れ
て

輪
崇
、
車
広
、
衡
長
、
参
如

一
謂
之
参
称

輪
の
崇
さ
車

の
広
さ
衡
の
長
さ
は
参
に
し
て

一
の
如
し
之
を
参
称
と
謂
う

と
総
括
的

に
記
し
て
い
る
。

車
の
中
央
で
人
を

の
せ
る
と
こ
ろ
が
輿
で
、

こ
れ
を
爽
ん
で
両
労

に
あ

っ
て
地
を
践
む
の
が
輪
、

前

に
あ

っ
て
馬
を
掘
す
る

の
が
衡
で
あ

る
。
車
を
造
る
と

い
う
こ
と
は
乗
載
が
目
的
で
あ
る
か
ら
輿
を
作
る
こ
と
に
始
ま
り
、
車

の
制
度
と
し
て
は
輿

の
広
さ
に
始
ま
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
詩
経
に
は

「
権

輿
」

の
語
を
あ
て
て
物
事
の
始
と
い
う
こ
と
に
用
い
て
い
る
。
①
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
車
を
作
る
法
は
、
車

の
広
さ
か
ら
度
を
起
し
て
、
燧

・
式
(
℃転
)
・
較

・
珍

・

朝

・
樹
の
大
小
、
広
狭
、
崇
卑

(高
低
)
の
数
が
規
定
さ
れ
る
。

「
参
如

一
」
と

い
う
の
は
、
輿
の
広
さ
、
輪

の
高
さ
、
衡

の
長
さ
の
三
が
倶

に
六
尺
六
寸
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
別
の
説
も
あ
る
。
車
体
は
凡
そ
三

つ
か
ら
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成

っ
て
い
る
が
、
衡
は
前

に
あ

っ
て
輿
を
引
く
か
ら
手
の
よ
う
な
も

の
、
輪
は
下

に
あ

っ
て
輿
を
承
け
る
か
ら
足
の
よ
う
な
も

の
、
輿
は
中
に
居
る
か
ら
体
を
意
味
し
、

輿
が
主
に
な

っ
て

「
参
如

一
」

す
な
わ
ち
三
者
で

一
体
に
な

っ
て
い
る
と
し
た
説
で
あ

る
。
②
し
た
が

っ
て
参
称

の
称
を
鄭
玄

の
注

で
は

「
猶
等
也
」

と
あ

っ
て
、
三
者

が
ほ
ぼ
同

一
と

い
う
意
味

に
解
さ
れ
た
が
、
な
お
.単
に
度
が
等
し
い
と
言
う

こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
用
に

つ
い
て
も
相
称
す
る
こ
と
を
も
含
め
た
も
の
と
解
釈
す

べ
き
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
訓
詰
に
よ
る
先
儒

の
解
釈
は
、
意
味
が
付
加
さ
れ
て
き

て
、
次
第
に
内
容
が
拡
充
さ
れ
る
。

次
に

参
分
車
広
、
去

一
以
為
随

車
広
を
参
分
し
て

一
を
去
り
以

っ
て
燧
と
為
す

と
あ
る
。
輿
の
広
は
六
尺
六
寸

で
、
随
と
は
鄭
玄

の
注
に

「
鄭
司
農
云
、
墜
謂
車
輿
深
也
」
と
あ

っ
て
輿

の
深
さ

の
こ
と
で
あ

る
。
ゆ
え
に
輿

の
深
さ
は
広
の
三
分
の
二

だ
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
四
尺
四
寸
と
な
る
。
そ
し
て

参
分
其
腿
、

一
在
前

二
在
後
、
以
操
其
式

其

の
墜
を
参
分

し
、

一
は
前

に
在
り
二
は
後
に
在
り
て
、
以

っ
て
其

の
式
を
揉

わ
む

と
あ
り
、

こ
こ
に
式

(献
)
と
い
う

の
は
、
車
に
乗

っ
て
身
体
を
支
え
る
た
め

の
木
で
あ
る
が
、
前

一
と
後
二
の
間
に
あ
る
も

の
を

い
う
。

(各
部
名
称
図
参
照
)

式
の

名
称
は
儀
式
の
と
き
に
立
乗
し
て
敬
恭
を
表
わ
す

の
で
、

そ

の
と
き
に
手
を

つ
く
と
こ
ろ
に

あ
る
か
ら
だ
と

す

る
説
も
あ
る
。
③

式
は
車
輿
の
先
端

か
ら
随

の
三
分

の

↓
、
す
な
わ
ち

一
尺
四
寸

三
分

の
二
の
と
こ
ろ
に

つ
く
り
、
そ
し
て
揉
め
て
曲
型

(丸
味
を
も

た
す
)
に
す
る
。
こ
れ
に
鄭
玄
は
注
し
て

「
兵
庫
之
式
、
深
尺
四
寸
、
三

分
之

二
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
解
す
る
と
式

(
戟
)
と
は
前
部

の
位
置
に
つ
い
て
言
う

こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
後
漢
代

の
型
式
ら
し
く
、
載
震

(
清
)

の

『
考
工
記
図
」

に
図
示
す
る
と
こ
ろ
も
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
奄
-輿
の
手
摺

の
こ
と
を
較
と

い
う
。

次

に
以
其
広
之
半
、
為
之
式
崇
、
其
随
之
半
為
之
較

崇

其

の
広

の
半
を
以

っ
て
之
を
式
崇
と
為
し
、
其

の
墜
の
半
ば
之
を
較
崇
と
為
す

と
あ
り
、
崇
す
な
わ
ち
高
さ
を
示
し
て

輿
広
六
尺
六
寸

の
半

の
三
尺
三
寸
を

式
の
高
さ
と
し
、
随

の
四
尺

四
寸

の
半
の
二
尺
二
寸
を

較

の
高
さ
と
す
る

と
い
う

の
で
あ

る
。
鄭
玄
の
注

に
よ
れ
ば
、
較
は
椅

の
上
に
あ

っ
て
式
よ
り
も
高
く
出

て
お
り
、
較
以
下
が
凡
そ
五
尺
五
寸
だ
と

い
う
。
④

規

矩

考
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規

矩

考

そ
し
て

六
分
其
広
以

一
為
之
鯵
囲

と
あ
り
、
診
は
輿
の
後
の
横
木
で
あ

っ
て
、

る
任
正
を
為
す
の
で
あ
る
か
ら
方
正
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
細
部
に
わ
た
る
材
は
、

参
分
診
囲
去

一
、
以
為
式
囲

参
分
式
囲
去

一
、
以
為
較
囲

参
分
較
囲
去

一
、
以
為
頼
囲

参
分
朝
囲
去

一
、
以
為
輔
囲

と

い
う
よ
う
に
、
各
々
の
囲
か
ら
三
分

の
二
ず

つ
が
と
ら
れ
て
、

較
囲
は
四
寸
九
分
の
八
、
頼
囲
は
三
寸
二
十
七
分
の
七
、

其

の
広
を
六
分

し

一
を

以

っ
て
之

を
診
囲
と
為
す

輿

の
広

の
六

分

の

一
を

轄
囲
と
す

る
と
あ

る
か
ら

、
囲

は

}
尺

一
寸

と
な

る
。

珍
は

「
轄

入
」

に
載

せ
る
よ
う

に
、

い
わ
ゆ

次

の
囲
に
な
り
樹
囲
に
い
た

っ
て
い
る
。

輔
囲
は
二
寸
八
十

一
分
の
十
四
と
な
る
。
前
節
で
は
朝
は
穀
末

の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、

て
も
、
鄭
玄
注

に

「
軟
、
椅
之
植
者
衡
者
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
節
の
鍛
の
長
を
五
分
し
て
三
を
去
り
朝
と
し
た
も

の
と
は
異
り
、
朝
は
較

の
下
に
、
樹
は
式
の
下
に

在
る
た
て
よ
こ
の
桟
で
あ
る
が
、
後
漢
の
石
刻
画

(
画
象
石
)
で
は
覆
わ
れ
て
い
る
。

輿
が
方
形
で
あ
る
こ
と
は
、
遺
物
で
は
輝
県
琉
溜
閣
の
車
馬
坑
か
ら
出
た
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
横
長
の
長
方
形
で
あ

っ
て
、
前
端
は
角
張
ら
ず
丸
味
が
あ
る
。

以
上
の
材
が
整
備
さ
れ
て
輿
は
で
き
上
る
の
で
あ
る
が

園
者
中
規
、
方
者
中
矩
、
立
者
中
県

園
は
規
に
中
り
、
方
は
矩
に
中
り
、
立
は
県
に
中
り

衡
者
中
水
、
直
者
如
生
焉
、
継
者
如
附
焉

衡
は
水
に
中
り
、
直
は
生
の
如
く
、
継
は
附
の
如
し

と
あ
る
よ
う

に
、
正
円
、
直
角
、
垂
直
、
水
平
を
正
し
く
、
材
は
真
直
で
あ
り
、
継
ぎ
手
は
脱
離
し
な
い
よ
う
に
、
巧
な
技
術
で
も

っ
て
造
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
規
定

す
る
。
こ
こ
で
は
規
と
矩
に

つ
づ
い
て
県
と
水

の
語
が
あ
る
が
、

縄
と
準
の
こ
と
で
あ
り
、

当
代
に
お
け
る
造
形
上
の
法
度
で
あ

っ
て
、

古
典
の
い
ず
れ
を
繕
い
て
も

録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
直
と
い
う

の
は
木
が
大
地
に
生
樹
し
て
い
る
こ
と
で
、
直
達
不
屈
の
意
味
が
あ
り
、
継
に
は
木
の
枝
が
幹

に
密
着
し
て
い
る
よ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
脱
離
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
⑤
人
力
に
よ
る
巧
工
の
妙
が
、
あ
た
か
も
自
然
に
物

の
生
成
す
る
か
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

診
囲
を
基
準
に
し
て
順
次

に

移
囲
を
参
分
し
て

一
を
去
り
、
以

つ
て
式
囲
と
為
す

式
囲
を
参
分
し
て

一
を
去
り
、
以

っ
て
較
囲
と
為
す

較
囲
を
参
分
し
て

一
を
去
り
、
以

っ
て
軟
囲
と
為
す

軟
囲
を
参
分
し
て

一
を
去
り
、
以

っ
て
糊
囲
と
為
す

三
分
割
の
法

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
式
囲
は
七
寸
三
分
の

一
、

こ
れ
は
同
名
称
で
あ

っ
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言

っ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
こ

の
文

節

で
は
、
矩

が
萬

の
字

に
は
用

い
ら
れ

て

い
な

い
。
規

と
矩

を
対
句

さ

せ
て

「
規
矩
」

の
熟

語
が
成

立
す

る
ま

で

の
過
程

を
思
わ

せ
る

よ
う
で
あ

る
。
規
矩

の
語

の
表

現

の
形
式

は
戦

国
代

か
ら
前

漢
代

に
か
け

て
、

諸

r
家

に
は

、
用
法

の
型
が

み
ら
れ

る
。

⑥

次

ぎ

に

凡
居

材
大
与

小
無
弁
、

大
俺
小

則
催

、
引
之

則
絶

凡
そ
居
材

に
大

と
小

と
を

弁
す

る

こ
と

な
く
、

大
は
小

に
俺
れ

ば
則
ち
催

け
、

之

れ
を
引

け

ば

則
ち
絶
す

と
あ

っ
て
、
客

材
は
太

い
も

の
と
細

い
も

の
と
を
併

用
す

れ

ば
、
力

が

か
け
ら
れ

る
と
小

が
弱
く

て
堪

え
ら

れ

な
く
な

っ
て
催

け
、
ま

た
引
け

ば
離
れ

て
し
ま
う

と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
う
し

て
居

材

の
取
扱

い
方
を

説

い
て
、
前

文

の
比
例
的

漸
減
方

法
を

肯
定

し
て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

し

て

桟
車
欲

算
、

飾
車
欲
修

桟
車

は
算

(
エ
ン
)
を
欲

し
、
飾

車

は
修

(
シ
)
を
欲
す

と
あ
り
、

士

の
乗

る
桟
車

は
弁

(
淺
を

内
向

に
傾

け
る
)

に
、
大
夫

以

上

の
乗
る

飾
車
は

移

(桟
を

大

き

く
開

く
)

に
す

る

こ
と
が

の
ぞ
ま
し

い
と

い
う

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を

輿

の
節

の
し
め

く
く
り
と

し

て
い
る
。

そ
し

て
、
輿

の
ど

の
辺

を
車
軸

上

に
の
せ
る

か
と

い
う

問

題
、
す

な
わ
ち

軸

の
中

央

に
在
る

の
か
、

前

か
後

か
と

い
う
据

え

る
位
置

に

つ
い
て
は
全
然
記
さ
れ

て
い
な

い
。
金
文

に
よ

る
図
像
的
表

現

に
は
、
車
軸

の
後

に
あ

る

も

の
が
あ

る
が
、

そ
れ

は
西
周

の
頃

の
も

の

で
あ

る
。
大
体

中
央

か
、
梢

々
そ

の
後

に
な
る

の
が
多

く
、
前

が

か
り
は
荷

重

の
関

係
か
ら

か
あ
ま
り

見
ら
れ

な

い
。

以
上

の
記
寸
を
次

に
表
示
す

る
。
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「輿」 の 構 成 部 分

規

矩

考

参称

が

あ

る
。

(

輪

崇
・

車広

・

衡

長

参
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一
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盲
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ー
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1
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1
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コ
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l
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ー
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寸
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二
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I
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尺
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l
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に

同
1

1
-
I

i
-

～
1
ー

樹

喘
寸

三
分

圭

式
の
下
に
あ
っ

て
植
立
さ
れ
て
い
る
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註

①

 

②● ●⑥ ⑤

『
詩
経
秦
風
」
に
、

「
干
嵯
乎
不
承
権
輿
」
と
あ
る
。
衡

(
は
か
り
)
を
作
る
に
は
権

(お
も
り
)
か
ら
創
り
、
車
を
造
る
に
は
輿
か
ら
始
め
る
と
い
う
の
で
あ

っ
て
、
物
事
の
創

始
、
そ
し
て
順
序
、
基
本
に
な
る
も

の
に
つ
い
て
の
意
に
な
る
。
ま
た

『後
漢
書
輿
服
志
』
に
は
、

「
聖
人
観
転
蓬
始
為
輪
、
転
行
不
可
載
、
因
物
生
智
後
為
之
輿
」
と
あ
る
。

『
東
巌
周
礼
訂
義
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
集
注

が
あ
る
。

買
氏
日
、
参
如

一
者
、
謂
倶
六
尺
六
寸

毛
氏
日
、
車
体
凡
三
、
衡
在
前
以
引
輿
猶
手
也
、
輪

在
下
以
承
輿
猶
足
也
、
輿
在
下
居
中
猶
体
也
云
々

鄭
鍔
日
、
輪
則
計
其
崇
、
輿
則
計
其
広
、
衡
則
計
其
長
、
各
因
其
所
主
言
之
、
是
三
者
要
如

一
、
乃
謂

之
称

陳
用
之
日
、
称
非
謂
其
度
之
等
、
言
其
用
相
称
也

前
集
注
書
に
よ
る
。

鄭
玄
注
…
較
、
両
輪
上
出
式
老
、
兵
庫
自
較
而
下
、

凡
五
尺
五
寸
。

こ
の
鄭
玄
の
注
は
後
漢
の
頃
の
型
式
ら
し
く
、
後
世
で
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
し
た
が

っ
た
。
画
象
石
な
ど
に
そ

れ
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
現
代
に
発
掘
し
た
戦
国
時
代
の
兵
車
は
、
各
部
分
名
称
図

(本
学
論
文
集
三
号
)
に
示
し
た
。

東
巌
周
礼
訂
義
…
鄭
鍔
日
、
木
之
始
生
者
必
直
、
其
曲
者
非
其
性
也
…
…
云
々
…
…
則
其
直
其
継
皆
如
自
然
尖
、
凡
此
皆
言
作
車
輿
之
法

『
考
工
記
』
の
文
章
に
は
、

輪
人
に
f
規
と
萬
、
輿
人
に
ー
規
と
矩
、
匠
人
と
弓
人
に
ー
規
と
偲
句
磐
折

な
ど
。

『礼
記
』
の
文
章
中

に
は
、

大
学
に
ー
黎
矩
之
道
、
深
衣
に
ー
以
応
規

・
矩

・
縄

・
権

・
衡

『
墨
子
』
に
は
、
天
志
に
ー
輪
人
以
規
、
匠
人
以
矩

『荘
子
』
に
は
、
駐
栂
に
ー
鉤
縄
規
矩

『准
南
子
』
に
は
、
主
術
訓
に
ー
権
衡
規
矩

な
ど
が
み
ら
れ
る
。

八
、

輿

の

図

象

輿

の

規

画

(
図
説

車

五
)

囚

個
◎
図

に
お

い
て
、
輿

広
は

A
B

で
六
尺

六
寸
、

随

は
A
D

で
四
尺

四
寸

、

個
図

で
式
崇
が

A

B

の

二
分

の

】
で
A

c
"
ノe
E
、
較

崇
は

A

D
の
二
分

の

一
で

A

a

ー
埋

A

ー
レ

D

に
な
る
。

A
E

ー
"a

♂

は
鄭

注

に
よ

る
式

深

で
あ

る
。

こ
の
鄭

玄

の
解

に
し

た
が
え

ば

、

後
漢
代

の
画
象

石

に
見

ら
れ

る
形
式

に
等
し

い
も

の
に
な
る
。

お

そ
ら

く
戦

国
代

の
兵

車

で
は
、
較
崇

は
式

(
℃」
)

よ
り

低

く
、

記
載

の
よ
う

に

(疋

A
二
尺

二
寸
)

規

画
さ
れ

て

い
た

(
詳
細

は
不

明
だ
が
、

遺
物

に
近

い
)

の
で
は

規

矩

考

一207-一



規

矩

考

あ

る
ま

い
か
。

し

か
し
蓋

が
立

つ
の
で
あ

れ
ば
、

(有
蓋

は
秦
漢

時
代
頃

か
ら
あ

っ
た
と
み
ら
れ

て

い
る

)
鄭
玄

の
示
し

た
も

の
の
方
が
合

理
的

の
よ
う

で
あ

る
。

こ

の

よ

う

に
み

て
く
る
と
、

『
考

工
記
』

の
記
述

の
う
ち

に
は

、
時
代
型

式
や
種
類

は
混
在
し

て

い
る
も

の
と

思

わ
れ
る
。

診
図
以

下
は
、

◎
図

に
み
る
よ
う

な
囲

長
か
ら
径

を
計

算
す
れ

ば
、
構
造

的

に
甚

だ
弱

々
し

い
材

に
な

る
。

し
か
し
記
さ
れ

て
は

い
な

い
が
、
戦
国
代

の
兵
車

の
よ
う

に
金
属
製
が

用

い
ら
れ

て
、
桟

の
数
も
さ
ら

に
多
く

な
る

の
で
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

と

に
か

く
輿
は

、
前

後
新

旧
を

併

せ
て
意

匠
規
画

し
、

図

に
み
ら
れ

る
よ
う

に
寓
意
象

徴
的
な
発
想

に
も
と

ず

い
て
い
て
、
概
念
的

な
ま

と
め

で
為

さ
れ

て
い
る
こ
と

が

わ
か
る
。

以
下

に
そ
れ
を
挙

げ

て
み
る
。

輿

(車
)
広

六
尺
六
寸

の
数

は
、
象
徴

数

の
最
高

の
数

と
さ
れ

て
い
る
九

数

(九
、
九
九

な
ど
)

の
三

分

の
二
に
あ

た
り

、
燧

の
四
尺
四
寸

の
数
は

、
ま

た
そ

の
三
分

の
二
で
あ

る
。

奇
数
は

天

の
象

数
、
偶
数

は
地

の
象
数

で
あ

る
。

円
蓋

(
天

の
象
)
を

う
け

て
下
に
人
乗

の
輿
が

あ
る

と

こ
ろ
か
ら
、
ま

ず
九

数
か
ら
割
出

し
、
方

形

(地

の
象

)

に

つ
く
り
地

の
数

で
ま
と
め

た
こ
と
が
察

せ
ら

れ

る
。

規
矩

図

の
表

現
と
し

て
み
る
と
き

、

囚
図

の
大

円

(
径

=

、

四
尺
)

の
中

に
正
方

形
が
内
接

し
て

い
て
、

そ

の

一

辺
は
八
尺

で
あ

る
。
そ
れ

は
A
O

の
長
さ

を
半
径

と
し

た
円
径

に
等
し

い
。

八
数

に
は
人
長
八
尺

の
意
も

あ

り
、

八
方

の
地

の
象

で
も
あ

る
。

こ
こ
に
大
円
を

八
分

割
し

て
八
稜
を

つ
く
り

、
そ

の

一
辺

(
i
ー
)
を

と
れ
ば

、
四

、

四
尺
で
あ

る
。

ま

た
天

の
中

数
と
さ
れ

る
五

の
分

割
で

つ
く

る
五
稜
形

の

一
辺

(
9
h
)

が
六
、

六
尺
で
あ

る
。

い
ま
輿

の
方

形
を
含
む

円

の
半

径
は
A

O
で
あ

る
が

、
車
広

の
二
分

の

一
(
A

c
-

a
O
)
は

三
、

三
尺
、

燧

の
二
分

の

ズ

A

a
H

c
O
)

は
二
、

二
尺

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
A
O
は
四
尺

で
あ

る
。

(ま
ω
゜
ω
・。+
N
°
卜。
・。U
。。
"O
ゆ
O
(
偽
潰
)
)

さ
ら

に
輿

の
A
B
C

D
方

形
を
、

径
五
寸

(
m
O
)

の
円
周

を
も

っ
て
切
れ
ば
、

長
辺
は

三
分

さ
れ
る

。
ま

た
径

二
寸

七
分

(
n
O
)

の
円
周
を
も

っ
て
方

形

の
対
角

線

を
切
れ
ば

、
個
図

の
よ
う

に
短

辺

を
三
分
す

る
交

点
を

得

る
。

こ

の
よ

う
に
し

て
、
す

べ
て
三
分

法

(
天
地

人

の
象
、

ま

た
、

も

の
の
生
始

の
象

)

に
よ

っ
て
輿

の
深

、
崇

、
囲

に

い
た
る
ま

で
割
出

し

て
、
規

画
し

た
こ
と
が
察

せ

ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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規

矩

考

九

、

輔

人

轄

朝

(
チ
ウ
)
と
は
車
韓
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
造
る
工
を
朝
人
と
呼
ぶ
。

『考
工
記
』

の
総
序
で
は

「
攻
木
之
工
七
」
と
し
輪

・
輿

・
弓

・
嘘

・
匠

・
車

・
梓
の
七

つ
を
あ
げ
て
い
て

「
朝
人
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
。
し
か
る
に
輪
人
、

輿
人
を
あ
げ
た
の
ち

に

「
輔
人
」

の
官
が
あ
る
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
実
は

「
輪
人
」
が
兼
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
車
を
作
る

に
は
輿
か
ら
始
め
、
そ
し
て

「
察
車
自
輪
始
」
す
な
わ
ち
察
車

の
始
ま
り
は
輪
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
輿
輪

の
職
を
別
々
に
た
て
て
、
七
工
に
並
別
さ
せ
た
が
、
し
か
し

ま
た
朝
の
制
作
が
難
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
輪
人
の
中

の

一
職
と
し
て
朝
人
を

た
て
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
賞
公
の
疏
①

で
は

「
轄
人
」
は
独
立
し
た

工
人
と
し
て
加
え
て
い
る
。
も
と
も
と
総
序

の
工
の
分
類
法
そ
の
も
の
が
無
理
な
の
で
あ

っ
て
、
恐
ら
く
は
数
を
体
裁
よ
く
象
徴

の
数
と
し
て
な
ら

べ
る
た
め
に
七
に
し

た
か
と
思
え
る
。
そ
れ
は
工
の
総
数
を
三
十
と
し
、
し
か
も
そ
の
分
類
法
が
五
行
思
想
に
よ

っ
て
整
理
さ
れ

て
い
て
、
象
数
を
あ
て
た
分
割
法
で
配
分
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

朝
人
為
朝
、
朝
有
三
度
、
軸
有
三
理

朝
人
は
朝
を
為

(
ツ
ク
)
る
、
朝
に
三
度
有
り
、
軸
に
三
理
有
り

と
説
き
は
じ
め
る
。
朝

の
度
と

い
う
の
は
後
出

の
よ
う
に
国
馬
、

田
馬
、
鴛
馬
の
三
種
の
朝
に
、
そ
れ
ぞ
れ
深
浅
不
同
の
数
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
軸

の
三
理
と
は

後
述

の
よ
う
に
三
つ
の
道
理
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
と
軸
と

の
二
つ
は
互
に
相
資
け
関
係
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
冒
頭
で
両
方
を
同
時
に
記
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
は

そ
れ

の
詳
し
い
説
明
に
な
る
。

国
馬
之
朝
、
深
四
尺
有
七
寸

国
馬
の
朝
は
深
さ
四
尺
七
寸
有
り

鄭
玄

の
注
に
よ
れ
ば
、
国
馬
と
は
種
馬
、
戎
馬
、
斉
馬
、
道
馬
で
高
さ
八
尺
だ
と

い
う
。
車
は
馬
と
人
と

の
形
姿
の
寸
法
か
ら
機
能
的
形
体
と
し

て
造
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
当
代

で
は
人
長
を
八
尺
と
し
、
優
秀
馬

の
背
高
を
八
尺
と
す
る
。
馬
に
は
等
級
を
つ
け
る
が
、
秀
馬
は

「
竜
」
馬
と
呼
ん
で
、
八
尺
以
上
の
背
高
が
あ
り
、
以
下

「
駅
」
を
七
尺
以
上
、
そ
し
て

「
馬
」
は
六
尺
以
土
の
も
の
に
対
し
て
呼
称
す
る
。
②

既
述
す
る
よ
う
に
、
輿
は
人
の
乗
降

の
便
か
ら
四
尺

の
高
さ
を
適
当
と
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
い
う
国
馬
は
高
さ
八
尺
で
あ
り
、
そ
の
半

の
四
尺
が
馬
に
と

っ
て
も
挽
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く
に
適
当
な
高
さ
と
考
え
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
内
わ
け
し
た
数
字
が
、
鄭
玄

の
注
に

「
兵
車
、
乗
車

の
戟
の
崇
さ
が
三
尺
有
三
寸
、
鯵
と
撲
と
を
加
え
て
七
寸
」
だ

と
あ
る
。
そ
し

て
鄭
玄

の
注
は
さ
ら
に
続
け
て
輿
の
高

四
尺
に
朝

の
深
さ
を
あ
わ
せ
る
と
衡

の
高
さ
は
八
尺
七
寸
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
馬

の
高
さ
を
引
け
ば
余
り
は
七
寸

で
、
そ
れ
が
衡
と
頚
と
の
間
の
寸
法
だ
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
の
深
さ
は
四
尺
七
寸
に
な
る
わ
け
で
、
こ
の
深
さ
四
尺
七
寸
と

い
う
の
を
、
鄭
司
農
は
穣
の
曲

っ
た
巾
点

か
ら
の
深
さ
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
②
そ
れ
は
恐
ら
く
地
上
か
ら
の
高
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
輿
高

の
四
尺
を
中
に
し
て
、
輿
下
の
劔
ま
で
の
七
寸

に
対
称
さ
せ

て
上
方

に
、
七
寸

の
高
さ
を
と

っ
た
数
で
も

っ
て
、
深
さ
と
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。

(
図
説
車
六
参
照
)

次

い
で

田
馬
之
轄
、
深
四
尺
、
鴛
馬
之
軸
、
深

三
尺
有
三
寸

田
馬

の
朝
、
深
さ
四
尺
、
鴛
馬

の
朝
、
深
さ
三
尺
三
寸
有
り

と
あ
る
。
前

の
よ
う
に
鄭
玄
の
注
に
よ

っ
て
、
そ
の
尺
寸
を
示
せ
ば
田
車

の
枳
崇
は
三
尺

一
寸
半
、
こ
れ
に
轄
深
四
尺
を
加
え
れ
ば
、
高
さ
七
尺

一
寸
半
、
そ
の
上

に
田

車

の
鯵
と
僕
と
の
五
寸
半
が
加
わ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
衡
の
高
さ
は
七
尺
七
寸
と
な
る
。
鷺
馬
の
朝
の
ば
あ
い
は
、
が
ん
ら
い
輪

の
朝
と
診
鰻
の
大
小

の
減
率
が
半
寸
で

あ
る
か
ら
、
鴛
馬

の
車
の
斡
鞍
は
四
寸
に
な
り
、
こ
れ
に
軟

の
崇
さ

三
尺
と
、
朝

の
深
さ
三
尺
三
寸
を
加
え
る
と
衡
の
高
さ
は
六
尺
七
寸
に
な
る
。

田
馬

(駅
の
級
)

の

場
合
、
七
尺
を
差
し
引
き
、
駕
馬

(馬
の
級
)

の
場
合
六
尺
を
差
し
引
く
と
き
は
、

い
ず
れ
も
七
寸
を
余
し
、
そ
れ
が
衡
と
頚
と
の
間

の
寸
法
で
あ
る
。

以
上

の
三
段
階
を
朝
の
三
度
と
い

っ
た
の
で
あ
る
が
、
軸
の
三
理
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

軸
有
一.痙

、

一
者
以
為
微
也
、
二
者
以
為
久
也
、

三
者
以
為
利
也

軸
に
三
理
有
り
、

一
は
微
を
為
す
を
以

っ
て
な
り
、
二
は
久
を
為
す
を
以

っ
て

な
り
、
三
は
利
を
為
す
を
以

っ
て
な
り

す
な
わ
ち
、
第

一
は
軸
の
材
が
美

(
微
i
無
節
目
)
で
あ

る
こ
と
、

つ
ま
り
形
が
よ
く
て
節

目
の
無
い
こ
と
、
第
二
は
軸

の
体
が
堅
靱
で
あ
る
こ
と
、
第
三
は
軸
が
滑
ら

か
で
あ

っ
て
運
び
易
く
、
滑
密

で
あ
る
こ
と
の
三

つ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
軸

の
三
理
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続

い
て

帆
前
十
尺
而
策
半
之

軌
の
前
十
尺
に
し
て
策
は
之
を
半
と
す

と
あ

っ
て
、
鄭
玄

の
注
に
ょ
れ
ば
、
軌
と
は
式

の
前

の
こ
と
で
あ
り
、
策
は
御
者

の

「
む
ち
」
で
あ
る
か
ら
、
軌

の
前
方
は
十
尺
に
と
ら
れ
、
策

の
柄

の
長
さ
は
そ
の
半

分
と
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
④

朝
と
衡
と

の
材
及
び
そ
の
形
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
載
せ
て
い
る
。

規

矩

考
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凡
任
木
任
正
者
、
十
分
其
朝
之
長
、
以
其

一
為
之
囲
、
衡
任
者
五
分
其
長
、

凡
そ
任
木
に
し
て
任
正
は
、
其

の
朝
の
長
さ
を
十
分
し
て
、
其

の

一
を
以

っ
て

以
其

一
為
之
囲
、
小
於
度
謂
之
無
任

之
を
囲
と
な
す
、
衡
任
は
其

の
長
さ
を
五
分
し
て
其

の

一
を
以

っ
て
之
を
囲
と

な
す
、
度
に
小
な
る
は
之
を
無
任
と
謂
う
。

上
文
で
朝
の
深
さ
を
述

べ
た
が
、
こ
こ
で
は
朝
の
長
さ
か
ら
そ
の
囲
を
言

っ
て
い
る
。
鄭
玄
の
注
に

「
任
正
者
謂
輿
下
三
面
材
、
持
車
正
者
也
云
云
」
と
あ
る
よ
う
に

任
正
と
い
う
の
は
輿
の
下
の
三
面

の
材

で
、
車
を
正
し
く
歪
ま
な

い
よ
う
に
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
朝
の
長
さ
は
軌
前
十
尺
と
墜
の
四
尺
と
を
合
せ
た
も
の
だ
か
ら
、

凡
そ

一
丈
四
尺
四
寸
に
な
り
、
そ
の
長
さ
の
十
分

の

一
を
囲
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
任
正
の
材
は
、
そ
の
囲
が

一
尺
四
寸
五
分
の
二
と
な
る
。
さ
ら
に
衡
す
な
わ

ち
朝

の
先
に

つ
け
る
横
木
に

つ
い
て
は
、
鄭
玄

の
注

に

「
衡
任
者
謂
両
範
之
問
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
輿
の
広
さ
と
同
値
で
六
尺
六
寸
で
あ
る
か
ら
、
衡
囲
は
そ
の
五
分

の

一
の

一
尺
三
寸
五
分

の

一
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
大
き
さ
よ
り
も
細
く
な
る
と
力
が
不
足
し
て
其
の
任
に
耐
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
両
鞠

の
問

の
力

の
か
か
る
部
分
の
こ
と
で
あ

つ
て
、
実
際
に
は
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
両
端
が
や
や
細
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑤
そ
れ
か
ら
軸
囲
に
移

っ
て

五
分
其
診
問
、
以
其

一
為
之
軸
囲

其
の
珍
聞
を
五
分
し
て
、
其

の

↓
を
以

っ
て
之
を
軸
囲
と
な
す

と
あ
る
。
妙
は
広
さ
六
尺
六
寸

の
輿
を
承
け
て
い
る
の
で
、
同
様
に
秒
間
も
六
尺
六
寸
で
あ

っ
て
、
衡
の
長
さ
に
相
応
す
る
。
軸
囲
は
秒
間
の
五
分
の

一
と
い
う
の
だ
か

ら
、
衡
囲
と
等
し
く

一
尺
三
寸
五
分
の

一
に
な
る
。

こ
れ
は

「
輪
」

の
穀
長

の
五
分
の
二
を
去

っ
て
賢
の
囲
と
な
す
と
し
た
が
、
そ
の
賢
の
穿
孔
に
適
当
し
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
さ
き
に
鄭
玄
は

「
去

一
」
に
誤
記
で
あ
る
か
ら

「
去
二
」
に
改
め
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
正
当
で
あ

っ
た
。
⑥

次
に

十
分
其
朝
之
長
以
其

一
為
之
当
兎
之
囲

其

の
朝
の
長
を
十
分
し

て
其
の

一
を
以

っ
て
之
を
当
兎

の
囲
と
為
す

で
あ
る
が
、
鄭
玄
注
で
は

「
朝
当
伏
兎
者
也
」
す
な
わ
ち
輿
の
両
弥
の
下
方
に
お
け
る
戟

(
伏
兎
)
と
同
じ
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
朝
が
軸
と
交
叉
す
る
部
分
を
当
兎
と

い
う
。

伏
兎
は
軸
上
に
固
定
し
た
も
の
や
、
伏
兎
と
車
軸
と
診
と
が
革
で
結
び

つ
け
ら
れ
た
も
の
な
ど
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
兎
の
囲
は
朝
の
長
さ
の
十
分
の

一
だ
か
ら

朝
の
長
さ
十
四
尺
四
寸
に
対
し
て
当
兎
の
囲
は

一
尺
四
寸
五
分
の
二
で
あ
る
。
そ
し
て

参
分
其
兎
囲
、
去

一
以
為
頚
囲
、
五
分
其
頚
囲
、
去

一
以
為
踵
囲

其
の
兎
囲
を
参
分
し
、

一
を
去

っ
て
以

っ
て
頚
囲
と
為
す
、
其

の
頚
囲
を
五
分

一212
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し

一
を
去

っ
て
以

っ
て
踵

囲
と
為
す

と
あ

る
。

頚
は
朝

の
う

ち

の
衡

よ
り
前
方

の
部
分

で
あ

り
、
踵
は

幌

の
後
端
部

で
あ

っ
て
斡

を
承
け

て

(交

叉
し

て
)

い
る
。
頚

囲
は
兎

囲

の
三
分

の
二
で
あ
る
か
ら

、

一
尺

四
寸

五
分

の
二

の
三
分

の
二
は
九
寸

五
分

の
一.一、

中

国
流

に

い
え
ば
九
寸
十

五

の
九

で
あ
り
、

踵

囲

は
頚

囲

の
五
分

の
四
で
あ

る
か
ら

七
寸

二
十

五
分

の
十
七
、

す

な
わ
ち

七
寸

七
十

五
分

の
五
十

一
で
あ
る
。

こ
の
次
に
は
朝
の
形
体
と
挽
引
に
働
く
カ

の
効
果
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

凡
揉
朝
欲
其
孫
而
無
孤
深

今
夫
大
屯
之
韓
、
摯
其
登
又
難

既
克
其
登
、
其
覆
車
也
必
易

此
無
故
、
唯
韓
直
且
無
挑
也

是
故
、
大
嘩
平
地
既
節
軒
摯
之
任
、
及
其
登
随
不
伏
其
猿
、
必
総
其
牛

此
無
故

、
唯
較
直
且
無

挑
也

と
あ

っ
て
、
輔

の
形

は
前

に
説

い
た
よ
う
に
火

で
あ

ぶ

っ
て
曲
げ
、

揉
わ

め
る

の
で
あ

る
が

う
に
し
、
弧

す
な
わ
ち

弓
形
は
あ

ま

り
深
す

ぎ
な

い
よ
う

に
し

た

い
。
大
屯

(
ノ

一ー
)

も

し
登
る

こ
と
が

で
き

た
と
し

て
も
、
車

が
転
覆
し
易

い
。

そ
れ
は
全

く
較
を
挑

め
な

い
で
真
直

に
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

重

さ
を
程

々
に

(軒

摯
之

任
)
し

て
も
、
阪

を
登
る
と
き

に
は
頼
を

下
に
お

さ
え

つ
け
な
け
れ
ば
、

こ
れ

は
企
く
大
車

の
猿

が
直

で
あ

っ
て
挑
め

て
な

い
か
ら

だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

さ

ら
に
同
じ
よ
う

に
説
を
続

け

て

故

登
弛
者
、
倍
任
者

也

故
に
他

を
登

る
は
任

を
倍

に
す

る

(
こ
と
)

な
り

猶
能

以
登
及
其
下
弛

也
、

不
援
其
邸

必
繕
其
牛

後
、
此

無
故

唯
韓
直

匪
無
擁

総

能
く
以

っ
て
登
る

が
ご
と
く

し
て

(
さ

て
)
其

の
随
を

下
る
に
及

ぶ
や
、

規

矩

考

す
な
わ
ち凡

そ
轄
を
揉
わ
め
る
に
は
其
の
孫
に
し
て
孤
深
無
き
を
欲

す

今
夫
れ
大
車

の
頓
、
摯
な
れ
ば
其

の
登
る
に
又
難
し

既
に
其

の
登
る
を
克
く
す
れ
ど
も
、
其

の
車
を
覆
す
る
や
必
ず
易
し

此
れ
故
無
く
し
て
唯
帳

の
直
に
し
て
且

つ
擁
む
こ
と
無
け
れ
ば
な
り

是

の
故
に
人
唯
は
平
地
な
れ
ば
既
に
軒
摯
之
任
を
節
し
、
其

の
随
を
登
る
に
及

び
て
は
、
其

の
帳
を
伏
せ
ざ
れ
ば
必
ず
其
の
牛
を
総
せ
ん

此
れ
故
無
く
し
て
唯
頓

の
直
に
し
て
n
.
つ
擁
む

こ
と
な
け
れ
ば
な
り

、
揉
わ
め
る
た
め
に
は
木
理
に
し
た
が

っ
て

(
孫
H
順

理
)
無
理
の
な

い
よ

の
韓
は
屯

の
前
が
重
く
て
低
い
か
ら

(摯
H
輌
)
阪
を
登
る
の
に
困
難
で
あ
る
。

だ
か
ら
大
車
は
、平
地

の
ば
あ

い
に
前
後

の

韓

の
先
が
は
ね
上

っ
て
緩
喉
革
で
牛
の
頚
を
総
す
る
こ
と
に
な
る
。其
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也

の
邸
を
援

せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
や
其

の
牛
後
を
繕
せ
ん
、
此
れ
故
無
く
し
て
唯
韓

の
直
に
し
て
且
擁
む
る

(
こ
と
)
無
け
れ
ば
な
り

と
す
る
。
す
な
わ
ち
大
車

(
牛
車
)
で
は
、
阪
を
登
る
ば
あ
い
力
を
倍
ほ
ど
用
い
、
し
か
も
よ
う
や
く
登

っ
て
も
、
さ
て
阪
を
下
り
る
に
あ
た

っ
て
韓

の
後
部

(邸
)
を

援
け
て

(引

い
て
)
や
ら
な
い
と
、
必
ず
牛
の
後
に

(
総
"
尻
が
い
)
押
し
あ
て
突
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
韓
が
真
直
で
擁
め
て
な
い
か
ら
だ
と
説
く
。

(厳
密

に
い
え
ば
、

こ
れ
は
車
の
前
部
に
荷
重
し
た
と
き
の
結
果
か
ら
想
像
し
た
理
く

つ
の
よ
う
で
、
実
際
に
は
較

の
直
と
は
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
)

そ
し
て
そ
の
次

に

是
故
朝
欲
順
典
、
朝
深
則
折
、
浅
則
負
、
朝
注
則
利
準
、
利
準
則
久
、
和
則

是
故
に
朝
は
順
典
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す
、
朝
は
深
け
れ
ば
則
ち
折
れ
、
浅
け
れ

安
、
朝
欲
弧
而
無
折
経
而
無
絶

ば
則
ち
負
す
、
朝
は
注

(
ッ
)
け
れ
ば
則
ち
利
準
に
し
て
、
利
準
な
れ
ば
則
ち

安
し
、
朝
は
弧
に
し
て
折
る
こ
と
な
く
、
経
に
し
て
経

つ
こ
と
無
か
ら
ん
こ
と

を
欲
す

進
則
与
馬
謀
、
退
則
与
人
謀
、
終
日
馳
騎
左
不
健
、
行
数
千
里
、
馬
不
契
需
、

進
む
に
は
則
ち
馬
と
謀
り
、
退
く
に
は
則
ち
人
と
謀
る
、
終
日
馳
聰
す
と
も
左

終
歳
御
、
衣
裡
不
敵
、
此
唯
朝
之
和
也
、
勧
登
馬
力
、
馬
力
既
端
、
朝
猶
能

に
健
せ
ず
、
行
数
千
里
、
馬
契
需
せ
ず
、
終
歳
御
す
と
も
、
衣
任
敵
せ
ず
、
此

一
取
焉

れ
朝

の
和
な
り
、
馬
力
を
登
る
こ
と
を
勧
め
、
馬
力
既
に
端
く
と
も
、
朝
は
猶

能
く

一
に
取
る

と
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

朝

は
強

靱

(
順
典
)

で
あ

る

こ
と
を

も
と
め
る
。
朝

は

深
す

ぎ
る

と
折

れ

、
浅

い
と

た
が
う

と

こ
ろ

が
あ

ら
わ
れ

て
く
る
も

の
だ
。

朝

を

つ
け

て
用

い

(注
)

れ
ば
安

定

し
て

い
て
、
ま

た

は
や
く

は
し
る
。

そ

の
よ
う

な
朝

で

あ
れ

持
久

力
が
あ

り
、

と
と

の
え
ば

(
和
)

人
が
乗

っ
て
も
安

ん
じ

て
よ

い
。

朝

は
弧
形

で
あ

っ
て
折

れ

る
こ

と

の
な

い
、
順

理

(
経
)

で
あ

っ
て
、

こ
わ
れ
る

こ
と

の
な

い
も

の
が

の
ぞ
ま

し

い
。

人
と
馬

と

の
意

が
相
応

ず
れ
ば
車

は
進
退
す

る
に
も
易

く

(馬

は
進
む

と
き
、

人

は
退

く
時

に
)

一
日
中
走

っ
て

(駈

駝

(
テ
イ
)
)
も
、

主

乗
者

(
尊
者
ー

左
側
)

は
倦
む

こ
と
も

(不

健

)
疲
れ

る

こ
と
も

な

い
。

た
と
え
千

里
を
行

っ
て
も
馬

は
行
き

な
や
む

こ
と
も
、

蹄
を
傷

つ
け

る

(
不
契
需

)

こ
と
も

な

い
。

一
年
ぢ
う

御
し

て
も

(
御
者

が
)
き

も

の

(
衣
裡

H
裳
)
を

や
ぶ
る

(敵

)
よ
う

な

こ
と
は
な

い
。

こ
れ
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が

調
和

の
と
れ

た
安
定
し

た
朝

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
朝

を

用

い
た
な
ら
ば
馬

力
を
加

え
る

(勧

登
)

よ
う

に
な
り
、
馬

力
を

つ
く
し
お
わ

っ
て
も

(馬

は
走
る

の
を
止

め

て
も
)

な
お
朝

は
よ
く

一
に
前

に

(
直

に
)

道
を

と
る

。
と

い
う
よ

う
に
輪

の
機

能
的

形
体
を
説

い
た
あ

と

に

良

朝
環

藩
、

自
伏
兎

不
至
軌

七
寸

、
軌
中
有

溜
、

謂
之

国
轄

良

朝

は
環
漕

す
、

伏

兎
よ

り

軌

に
至

ら
ざ
る

こ
と
七
寸
、

軌

に

中

り

て
濤

有

り
、
之

れ
を

国
轄

と
謂

う

と
あ

っ
て
、
良

轄

に
は
環
溜

(漆
)
す

る
が
、

そ

の
個
所

は
鄭
玄

の
注

に

「
伏

兎

至
軌
、
蓋

如
式

深
、

兵
車
乗

車
、

式

深
尺
四
寸

三
分
寸
之

二
、
溜

下
至
軌

七
寸

、

則
是

半

有
溜

也
、

云

々
」
と

あ

る
。
伏
兎

か
ら
軌

ま
で

　
尺
四

寸

三
分
之

二
で
あ

る
か
ら
七
寸

で
は
約
半

(
中
)
に
あ

た
る
。
す

な
わ
ち
軌

の
下

に
七
寸

の
と

こ
ろ
ま

で
涌

(漆

)

し

た
も

の
が
、

国
翰

(
最
高

級

)

で
あ

る
。

(
還
溜

と
は

、

が
ん
ら

い
朝

に
は
力

が
均

し

く
か
か

る
よ

う

に
、

筋
膠

し

て
被

い
、

そ

の
上

に
漆

を
塗

る

の
で
、
塗

ら

な

い

と

こ
ろ
と

の
さ

か

い
目
が
環

の
よ
う

に
な

っ
て
み
え

る

の
だ
と

い
う

解
釈

が

で
き

る
。
)

最

後
に

診
之
方

也
、

以
象
地
也
、

蓋
之
園

也
、

以
象

人
也

、
輪

幅

三
十

、
以
象

日
月

診

の
方

な
る

や
以

っ
て
地

に
象
ど

る
な

り
、

蓋

の
園

な
る

や
以

っ
て
天
に
象
ど

也
、
蓋

弓

二
十
有
八
、

以
象

星
也

る
な
り
、
輪

の
幅

三
十

は
以

っ
て
日
月

を
象

ど
る
な
り

、
蓋

弓

の
二
十

有
八

は

以

っ
て
星
を

象
ど

る
な

り

龍
族
九

旋
、

以
象
大
火

也
、
鳥
旗

七
静

、
以
象

鶉
火

也

、
熊
旗

六
旅
、

以
象

龍

薪
九

旅

は

以

っ
て
大
火

を
象
ど

る
な

り
、
鳥

旗
七
艀

は
以

っ
て
鶉
火

を
象
ど

伐

也
、
亀

蛇

四
折

、
以
象

営
室
也

、
弧
族
柱

矢
、

以
象

弧
也

る
な
り
、
熊

旗
六
艀

は
以

っ
て
伐
を

象
ど

る
な
り
、
亀
蛇

四
旅

は
以

っ
て
営

室

を

象
ど

る
な

り
、
弧

旅
桂
矢

は
以

っ
て
弧
を
象

ど
る
な

り

と

、
朝
人

の
章
を
結

ん

で
い

て
、
以
上

の
ほ
か

の
輻

、
金

具

、
革
具

な
ど

の
車

の
諸
構
成

部
分

に

つ
い

て
は
全

く
記
載

が
な

い
。

右

の
文
章

の
内
容

、
輿
を

う
け

て

い
る
秒

が
方
形

で
あ

る

の
は
大
地

を
象
徴

し

た
も

の
で
あ
り

、
車

の
上

に
た

て
る
蓋
が
円

形
で
あ

る

の
は
、
天

の
円

い
の
を
象
徴

し

て

い
る
。
車
輪

の
幅

の
数
が

三
十

で
あ

る

の
は
、
太

陽

の

一
月

間

に
お
け
る

運
行
が
地
上

で
三
十

日
で
あ

る

の
を
象
徴

し
、
蓋

の
弓
が

二
十
八

で
あ

る

の
は
、

二
十

八
宿

を

象

っ
た
も

の
で
あ

る
。
交

龍
を
画

い
た
薪

(は

た
)
は

、

(諸

侯
が

た
て
る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、

そ

れ
は
)

大

火
、
す

な
わ
ち

東
方

の
蒼

龍

の
宿

る
星

の
象
徴

で
あ

っ

て

、
九

旋
は
龍

の
尾

が
九

星
を
象

ど

る
か
ら

で
あ

る
。
鳥

隼

(
は

や
ぶ
さ
)
を

画

い
た
旗

(は

た
)
は

(
州
里

で

た
て
る
と

こ
ろ
だ
が
、

そ
れ
は
)

南
方
朱

鳥

の
宿

る
鶉

規

矩

考

一一215-一 一
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規

矩

考

火
星

の
象

徴

で
あ

り
、
七
旋

は
そ
れ
が
七
星

だ
か
ら

で
あ

る
。
熊
と
虎
を

画

い
た
旗
、は

(
師
都

の
立

て
る

と

こ
ろ
だ
が
)

そ
れ

は
西
方

の
白
虎

の
宿
る
伐
昆

の
象

徴
で
六

旋
は
六

星
だ
か
ら

で
あ

る
。
亀
蛇

を
画

い
た
銚

は

(県

鄙

の
た
て
る
と

こ
ろ
で
)

そ
れ

は
北
方

の
玄
武

の
宿

る
営

室

の
象
徴

で
あ

る
。

四
旋
は

四
星
で
営
室
を
象

ど
る
も

の
だ
か
ら

で
あ

る
。

ま

た
竹

の
弓
に

は

っ
た
旅

(
は
た
)
は
弧

星

の
象

徴

で
あ

っ
て
、
曲

っ
た
矢
を
画

い
て

い
る

の
は
弧
星

の
尾
が
、
蛇
行

形
で
あ

る
こ
と
を
象

っ
た
も

の
だ
、
と

い
う
意

味

で
も
あ

ろ
う

。

以
⊥

王
者

の
車

に
建

て
る

四
方

の
旗
、は
、

四
方

の
経

星
を
象

っ
た
も

の
で
あ

る
。

蓋

の
弓

二
十

八
は

こ
れ
ら

の
諸

屋

の
象
徴
数

で
あ

っ
て
、

艀
旗

が
象
星

の
体

で
あ

る
。
⑦

こ
の
よ

う

な
象
徴

の
形
式
が
、

当
代

に
お

い

て
は

意
匠

法
式
と
し

て
絶

対

の
条

件
と

さ
れ

て
い
た

こ
と
が
判

る
。

こ
こ
に
鄭

鍔

の
注
疏

を
引
川
す
れ

ば

「
聖
人

は
天
地
と

(精

神
的

に
合

一
さ

れ

た
人
格

を
考
え

て
)

一
体

の
徳

を

そ
な
え

て
い
る
と

こ
ろ
か

ら
、

そ

の
明
な
る

こ
と
に

お

い
て
は

止
ま

る

と
こ
ろ
を
知
ら

な

い
。
故

に
聖

人

の
意

匠
す
る
も

の
は

天
地

(
宇
宙
)

を
象

徴

し
て

い
る
。

そ
れ

は
宮
室

を
象
り
、
衣

裳
を
象

り
、
圭

壁
、
旅
旗
、を
象

り
、
そ
し

て
ま

た
車
を

造
る

に
あ

た

っ
て
も

こ
れ
を

象
形

す
る

の
で
あ
る
。
東

は
載
乗

の
た
め

の

一
器
に

過
ぎ

な
い
が
、
天
地

の
明
を
具
象

し

た
も

の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
王

は
た
だ
徒

ら
に

こ
れ

に
乗

る

(
儀
礼

的

な
車

、
玉

路
)
と

い
う

こ
と
で
は
な

い
。
傭
仰

の
間

に
照

臨

の
道

を
得

ん
が
た
め
に
天
地

の
明
を
具
象

し
た
砿

に
乗

る
の

で
あ

る
」

と
。
⑧

右

の
よ
う

に
終

結

の
章

で
は
、

天
地

、

日
月
星
辰

な
ど

に
結

び

つ
け

て
、
宇

宙
論
的
な

意
味

づ
け
が
記

さ
れ

て
お
り
、
同
様

の
表
現

は

『
考

工
記
』

の
他

の
諸
項
全
般

に
お

い
て
必
ず
見

ら
れ

る
と

こ
ろ

で
、

『
考

工
記
』

の
考

察

で
は
見

の
が

し
て
な
ら
な

い
点

で
あ

る
。

こ
れ
は

『考

工
記
』

が
単
に
制
作

の
た
め

の
設
計

図
ば
か

り
で
な

く
、
記
述

の
根
底

に
常

に
表

徴
的
意
義

が
あ

る

こ
と

を
推

量

で
き

る
。

以
上

に
記
さ

れ

た
朝

は
構

造
か

ら
み

て

一
朝

で
あ

る
。

轄

の
馬
車

が
古
制

で
あ

る

こ
と

は
、

甲
骨
、
金

文

に
表
わ

れ

て
お
り
、
⑨

ま

た
前

五
世
紀

(春

秋
末
期

)

の
鑑

及

び
壷

に
あ

る
狩

猟
文
⑩

の
図
像
的
表

現
に
も
見

ら
れ
る

と

こ
ろ
で
あ

る
。
輝

県
琉
璃
閣

=
二

一
号
車
馬

坑

(十
九
輌

の
馬
車

を
出
し

た
)
か
ら
出

た
朝

に

つ
い
て
は
、

長

さ
二
米
前
後

で
、
曲
直

二
種
が
あ

っ
た

こ
と
が
わ

か

っ
て
い
る
。
⑪

後
漢

代

で

一
朝

の
馬
車

で
も

っ
と
も

古

い
と
思
わ
れ

る

も

の
が
、
孝
堂

山
石
室

の
後
壁
上
層

の
車

で
あ

ろ
う
。
後
漢

の
後
半

以
後

の
画
像

石
や
壇

に
表

わ
さ
れ

た
馬
車

は
、
殆

ん
ど
が

二
本

の
較

の
間
に

一
頭

の
馬

を
入
れ

て
曳

か

せ
て
い
る
画

に
な

っ
て

い
る
。
朝

は
韓

と
同

じ
も

の
で
あ

る
が
、
質

公

の
疏

に
よ
れ
ば
、

「
駕
牛
車

者
両
韓

一216
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而

一
牛
存

韓

内
、
駕

馬
屯
止

一
轄
而

両
服
馬
在
轄

外
」

と

分
け

て
使

っ
て

い
る
。

轄

の
両
側

に
各

々

一
頭
、を

駕
し

た
場
合

に
は
、

こ
の
二

頭
を
服

馬
と

い
い
、
之

に

一
頭

を
添
え

れ

ば
燧

、
両

駿
が
馴

で
あ
る
。

馴

々
或
は
六

轡
と

あ

る

の
は
馴
馬

で
、

す

な
わ
ち

四
頭

立
を
指

し

た
も

の
で
あ

る
。
⑫

林

氏

の
論
文

に
よ

れ
ば
、
文
献

上

の
比
較

か

ら
股
以
来

一
本

の
朝
を

つ
け

た
馬
卓

は
、
戦

国
時

代
末

ま

た
は
秦

時
代
頃
、ま

で
に
下
限

が
あ
り

、
そ

の
頃

か
ら

二
本

の
猿

の
馬

車
は

現
わ
れ

は
じ

め
た
と
思

わ
れ

て

い
る
。
⑬

同
時

に
紹
介
さ

れ

て
い
る
鑑

(
マ
リ

ア
美
術

館

蔵

)

の
図
像
的
表

現

の
轄

は
、
輿

を

通
じ

て
御

者

の
前

足

の
前

か
ら

斜
め

上

に
曲

っ
て
膝

位

の
高

さ

で
前

向

に
再
び
曲

り
、

あ

と
は
水

平

に
近

く
や
や
⊥

向

に
真

直
に
前

に
出

て
衡

の
中

央

に
交

叉
し

て

い
る
。
衡

は
上

か
ら
見

た
形
に

な

っ

て
い
る
。

二
頭

の
馬

は
横

か
ら
見

た
形

で
表

わ
さ
れ

て
い

て
馬

の
頚

の
⊥

で
交

わ

っ
て
い
る
。
(
畑

に
は

魎

が
略
さ

れ

て
い
る
)

矢
島
氏

の
論

文

で
は

『考

工
記
』

に
載
せ

る
,朝

の
形

式

が
明

ら
か

で
は
な

い
と

こ
ろ
か
ら
、

四
種
を

推
定

し

て
、
そ

の
中

の

二
種

の
可

能

な
形

式
が
採

ら
れ

て

い
る

。⑭

そ
し

て
帆

前
十

尺

の
意
味
す

る
所

は
轄

端
が
軌
前

、
す

な

わ
ち

式
よ

り
前

方
十

尺

の
と

こ
ろ

に
あ

る

こ
と

で
制

限
し

た

の
で
あ

る
と
解

さ
れ

て

い
る
。
し

た
が

っ
て
水
平

に
十

尺
を

測
れ
ば

よ

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
投
影

長
が
十

尺

で
あ

る

の
で
あ

っ
て
、
轄
は
⊥

方

に
傾

斜

し
、
或

は
蛮

曲

し
た
も

の
で
あ

る
か
ら

、
実

の
長
さ

は
十
尺

よ
り

梢

々
の
び

た
長

さ
で
あ

る
。

し
か
し
参
酌

さ
れ

た
も

の
が

二
帳

の
画
象
石
像

(刻

画
)

で
あ

っ
て
後
漢

の
も

の
が
ヒ

で
あ

る
。

そ
れ
は
弩

曲

の
度

が
大

き
く
前

記

の
戦

国

時
代

の
よ

り
も
深

い
。

羅
庸

氏

に
よ
る
模

型
作
製

も
同

じ
よ
う

な
推

定

か
ら
な

さ
れ

て

い
る
。

そ
の

一
は

戴
震

の

『
考

工
記

図
』

に
拠
り
、

他

は
玩
.兀
の

『
屯
制

図
解

』

に
し
た

が

っ
た
も

の

で
あ

る
。

⑮

い
ず
れ

も
遺
物

の
出
現

を
見

な
か

っ
た
時

の
考
察

に
な

る

の
で
あ

っ
て
、
蛮
曲

の
度

を

後

漢

代

の
も

の
に
似

た
形
式

に
と
ら

れ

て

い
る

こ
と
は
止
む

を
得

な

い
こ
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し

『
考
工

記
』

の
記

録
は
、

輝

県

の
戦

国
墓

に
み

ら
れ

た
よ
う

な
馬
車

を
模

し

て
記
さ
れ

て

い
る
よ

う

で
あ

る
。

で

は
あ

る

が
各

部
材

の
比
例

そ

の
も

の
は
大

凡

の
数

を
当

て
て
観
念
的

に

つ
く
ら
れ

て

お
り
、

遺
物

と

は
合
致

す

る
も

の
で
な

い
こ

と

に
は
、
注

日
の
要
が
あ

る
。

こ
れ
は

、
既
説

し

て
き

た

「
礼
」

の
形
式
を
踏

ん
だ
意

匠
法

に
起
因

し

て
い
る
と

い
う

考
え
方

に
立

て
ば
、

「
法
象
」

の
図

形
と
し

て
頗

る
具
体

的
な
疸

の
設
計

図
が

考
案

さ
れ

て

い
る

と

い
う

べ
き

で
あ

っ
て
、
そ

の
意
味

に

お

い
て
は
、
す

こ
ぶ
る
正
確
な
規

画

で
あ

る

と
解
釈

で
き
る

の
で
あ

る
。

朝

の
規

画
寸

法
を

一
括
し

た
も

の
が
次
表

で
あ

る
。

睨

矩

考
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「翰」 の 構 成 部 分(付,軸 部)

規

矩

考

輔
国

馬

之
轄

出

馬

之
朝

駕

馬

之
朝

帆

前

深 旨 深u

軸 朝

三
度
が
あ
る
。

三
理
が
あ
る
。

策

(
国
馬

・
田
馬

・
鴛
馬
の
各
朝
長
)

(
微

(
美

)
・
久

・
利
)

深

10

尺 良1藁 良
3

1

寸i1寸

 

朝

之

囲

衡

任

之
囲

朝
前
十
尺
の
半
5
尺

当 軸

-
尺
旦

5
寸

4

-
尺
⊥

5
寸

3

囲

兎

囲

-
尺
ユ

5
寸

田
ー

-
尺
違
5
寸

踵1頚

囲1囲

99
-_15

寸

75175

寸

国
馬
之
轄
深
よ
り
七
寸
減

一

輿
高
畿

四
尺

(靱
崇
三
三

尺
と
鯵

讐

寸
の
相
加
)

深
を
加
え
て
八
尺
七
寸

国
馬
八
尺

田
馬
之
朝
深
よ
り
七
寸
減

輿
高
、
田
車
三
尺
七
寸

(朝
崇
三

・
一
五
尺
、
診
、
戟
五

・
五
寸
の
相
加
)

深
を
加
え
て
七
尺
七
寸
、
田
馬
七
尺

輿
高
、
駕
馬
の
車
三
尺
四
寸

(朝
崇
三
尺
、
診
、
躾
四
寸
の
相
加
)

深
を
加
え
て
六
尺
七
寸
、
駕
馬
六
尺

軌
前
十
尺
の

⊥
2

　

総
朝
長
は
4
尺

燧
の
深
の
分
姐
尺
を
含
む

(輿
下
)

1

朝
深
は
輿
高
平

}
面
か
ら
の
高
さ

「

で
あ
る
・
輿
高

!

i
⊥

を
加
え
馬
高
を

差
引
七
寸
を
得

る
。
朝
の
衡
、

頚
の
間
七
寸
に

相
当
す
る
。

(鄭
注
に
よ
る
)

総
朝

長

の

ー

一10

朝

長

の

⊥

5

診

間

の

1
[5

衡
任
に
相
応

⊥

10

任
正
に
相
応

診
間
は
輿
と
同
弱
尺

朝

長

兎

囲

旦

3

頚

囲

4
一5

の1の1の

三
分
去

一

五
分
去

一

ー
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霞
公
彦
…
周
礼
注
疏
四
十
二
巻
の
選
者

へ唐
)

林
巳
奈
夫
…
中
国
先
秦
時
代
の
馬
車
、
東
方
学
報
、
京
都
第
二
十
九
冊

当
代
の
馬
形
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ブ
系

の
馬
に
近
い
高
さ
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
、
車
馬
坑
発
掘
の
馬
骨
な
ど
か
ら
判

っ
て
き
て
い
る
。

鄭
玄
注
…
鄭
司
農
云
、
深
四
尺
七
寸
謂
帳
曲
中

鄭
玄
注
…
策
、
御
者
之
策
也
…
…
鄭
司
農
云
、
帆
、
謂
式
前
也
:
…
・云
々

輝
県
発
掘
報
告
図
版
伍
壱
、
そ
の
他
に
見
る
よ
う

に
、
平
面

(
上
面
)
で
は
定
幅
で
も
、
立
面

(側
面
)

で
は
先
端
が
細
く
な

っ
て
い
る
。

穀
長
三
尺
二
寸
を
五
分
し
て
、
毎
分
六
寸
四
分
去

二
留
三
で

一
尺
九
寸
二
分
、
以

っ
て
こ
れ
が
腎
の
囲
と
な
る
。
則
ち
賢
の
経
は
六
寸
四
分
、
辺
か
ら
金
属
部
を
除
い
て
、
賢
の
空

の
部
分
は
其
径
が
四
寸
四
分
で
あ
る
。
診
間
六
尺
六
寸
の
五
分
で
、
毎
分

一
尺
三
寸
二
分
、

こ
れ
が
軸
囲

で
あ
る
。

つ
ま
り
軸
囲
の
大
な
る
と
こ
ろ
で
、
其
経
は
ま
た
四
寸
四
分
で

あ
る
。

東
巌
周
礼
訂
義
…
鄭
鍔
日
、
此
言
王
者
之
車
、
建
四
方
之
旗
、
象
四
方
之
経
星
也
、
上
文
蓋
弓
二
卜
有
八
、
以
象
星
突

此
又
以
旗
象
之
何
也
、
蓋
弓
之
所
象
者
、
象
星
之
数
、
旗

之
所
象
者
、
象
星
之
体

前
同
注
書
に
・
鄭
鍔
日
、
聖
人
与
天
地
合
、
其
徳
与
明
合
、
其
明
無
所
住
へ

而
不
与
之
倶

故
以
宮
室
而
象
之
、
或
衣
裳
而
象
之
、
或
以
圭
壁
雁
而
象
之
、
而
又
作
車
以
象
之
、
云
々

郭
沫
若
・
羅
振
玉
氏
な
ど
の
解
釈
も
あ
る
が
、
金
文

に
あ
ら
わ
れ
る

一
朝
の
車
に
轟
な
ど
、
ま
た
輪
に
斜
の
旗
さ
し
も
の
も
み
ら
れ
る
轟

。

「説
文
」
に
も
か
な
り
具
象
的
な
象
形
文
字
と
し
て
示
し
て
い
る
。

マ
リ
ア
美
術
館
蔵
、
ピ
ル
ス
ベ
リ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
壺
、
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
研
究
所
蔵

(世
界
考
古
全
集
所
収
)

輝
県
発
掘
報
告

(図
版
壱
壱
染
)

外
側
の
馬
に
は
各
々

一
轡
だ
け
で
あ
る
か
ら
手
綱
は
六
条
と
な
る
。

林
巳
奈
夫
…
中
国
先
秦
時
代

の
馬
車
、
東
方
学
報
京
都
第
二
十
九
冊

矢
島
恭
介
…
支
那
古
代
の
車
制
、
考
古
学
雑
誌
第
十

八
巻
第
五
号

羅
庸
…
模
製
考
工
記
車
制
述
略
、
考
古
学
論
叢

一
、

昭
和
三
年

一219一
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十
、
朝

の

図

象

輔

の

規

画

(
図
説

車
六
)

朝
は
車

の
全
体
構
成

に
関
係
し
て
寸
法
は
考
察

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
蓋
輿
を
除
い
た
囚
立
面
図
と
し
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

墜

(輿
深

)

A
B
は

四
尺

四
寸

、
地

平
を

H
L
と
す

る

。

規

矩

考



規

矩

考

a
H
は
国
馬

の
輪
高
で
六
尺
六
寸
、

e
f
は
殻
径

一
尺
六
分
、
9
h
は
軸
径
四
寸
四
分
、

場
合
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

地
平
か
ら
輿
と
枳

の
高
さ
及
び
珍
韓
の
高
さ
を
示
せ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
。

軸

径

の
三

つ
の
小
円

圏
は
上

か
ら
順
次

に
、

国
馬

、

田
馬
、

鴛
馬

の
各

々
の

輿

の

高

さ

軟

の

高

さ

診

鰻

の

高

さ

国

馬

の

車

田

馬

の

車

鴛

馬

の

車

ー
a
l

四

尺

.

i

l

三

・
三

尺

}

　
　
　
ヒ

　

　コ

　

　

　

く

コ

　
　

　
　

　
ヒ　

　

　

　

　
　

　
　　

　　

　

　

り

m

三

・
七

尺

　

・J

m

三

・

一
五

尺

}

ー

…

-

一ー

1

-

i
…

ー

⊥

ノ
c

n

三

.
四

尺

一

k

n

三

尺

[
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朝

は
G

T
で
、

十

四
尺

四
寸
、

E
が
衡
、

G
は
頚
、

朝
深

は
鄭
玄
注

に
し

た
が
え
ば
次

の
寸
法

で
あ

る
。

T
は
踵

で
あ

る
。

G

r
の
衡
高

と
頚
高

の
聞
は

七
寸

。

国

馬

の

鵜

田

馬

の

翰

鴛

馬

の

朝

朝

の

深

さ

E"}E/E
s〃isノ S

四

・
七
尺

衡

の
地
上
か
ら

の
高
さ

E
L

四
尺

H
V

三

・
三
尺

餅
レ

八

・
七
尺

七

・
七

尺

六

・
七

尺
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A
C
間
は
軌
前

の
十
尺
に
あ

た
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
鄭
玄
の
注
は
、
漢
代
の
車
輿
か
ら
模
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う

に
、

『
考
工
記
』
に
記
述

の
な
い
衡
の
地
上
か
ら
の
高
さ
に
つ
い
て
も
同
様
に

み
ら
れ
る
。
遺
物
と
し
て
の
戦
国
代

の
兵
車

(輝
県
発
掘
報
告
、
峨
国
車
馬
坑
)
と
比

べ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
ほ
ど
高

い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

次
に
個
平
面
図
と
し
て
示
す
。



輿

は

A
B
C

D
、
随

は
A

B
四
、

四
尺

、
輿
広

は
B

C

で
六
、
六

尺
、

輪

径
は

a
b
で
六
、
六

尺

、
穀

長
は

c
d
で

三
、

二
尺

、
衡
長

は
E

F
で
六
、
六

尺
、
朝

長

は

G
T

で

一
四
、

四
尺

(
B
C

11

a
b
11
E

F

で
あ

る
か

ら
参
如

一
と

い
う

、
参

総
説
)

穀
径
は

f
9

で

}
、
〇
六
尺

、
式

(献
)

は
A

e
で

一
、

四
六
尺
、

輔

径
は

h
i

で
四
、
八
寸

、
軸
径
は

ー

k
で
四
、
四
寸

(
ー
k

は
賢

の
金

属
部

分

}
寸

を
差

引

い
た
径
と
同
寸
)

軸

長
は
具
体

的

に
示

さ
れ

て
い
な

い
が

、
轄
を
差
込

む
位
置

が
必
要

で
あ
り
、

当
然

に
職

の
外

側

に
出

て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

『
考

工
記
』

の
意
匠

に
は
特

殊

の

目
的
が
あ

る

よ
う

で
あ

る
か
ら
、

恐
ら
く

は
翰
長
と
同

長

の
も

の
に
考

え
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る
。
し

た
が

っ
て
l

m
ー

一
四
、
四

尺
と
み

て

n
m
部
分

は
補

足

し

て
み
た
。

し
か
し

こ
れ

に
は
な
お

問
題
が
あ

る
。
す

な
わ
ち
軌

を

八
尺

と
し
た
時

代

(尺
度

を
統

一
す
る

こ
と
を

理
想
と
し

た
)

で
あ

る

な
ら
ば
、

鍛
長

の

一
部

分

は

輿

の

下
に
入

る

べ
き

で
あ

る
か
ら
、
寸

法

は
変

ら
ず
に

軸

の
先

端

は
そ

の
ま
ま

轄

の
位
置
を

と
る

こ
と

が
で
き

る
。

た
だ
し
車

の
構

造

か
ら
考

え
れ
ば
、
穀

の

一
部

が
輿

の
下

に
入

る

こ
と

は
不
合

理

で
あ
り

、
そ

の
例

は
見

ら

れ
な

い
。

衡

の
主
要
部

は
、
指

定
寸

法

の
ま
ま

で
遺

物

な
ど

と

比

べ
て
み

た
が
、

こ
れ

が
そ

の
ま

ま

に
先
端

部

ま
で
で

は
太
過

ぎ
る

の
で
、

こ
れ

の
先
は
細

く
な
る

も

の
と
考

え

る
。綬

が
六
分
六

厘
に
な

っ
て

い
る

の
は
、
職

の
幅

の
位

置

で
輻
広

が

三
寸

五
分

で
あ

り
、

ま
た
牙
厚

は

一
寸
六
分

六
厘

で
あ

る
か

ら
、
六
分

六
厘

だ
け
牙
を
輻
広

の
位

置

か
ら
外

側

(
皿
型
)

に

反
ら
せ
た
も

の
と

み
て
よ

い
。

全

体
図

か
ら

み
て
牙
厚

が
細

く
、
鍛

径
が
太
過

ぎ
る

よ
う

で
あ

る
が
、

こ
れ
は

こ

の
車

の
意
匠
が

機
能

的
形

体

の
規

画

に
出

た
も

の
で

は
な

い
こ
と
を
、
自

ら
示
し

て

い
る
も

の
の
よ
う

で
あ

る
。
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