
、

指
掌
図
』
や
『
傷
寒
百
問
』
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

必
ず
し
も
丹
溪
学
説
と
は
関
係
が
な
い
が
、
そ
の
部
門
の
特
殊
性
に

よ
り
参
考
に
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

全
体
を
通
し
て
『
啓
迪
集
』
は
、
引
用
書
目
か
ら
見
て
も
、
内
容

か
ら
見
て
も
、
朱
丹
溪
の
影
響
が
非
常
に
強
い
が
、
朱
丹
溪
の
考
え

方
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
丹
溪
没
後
に
発
展
し
た
学
説
を
、
道
三
の

考
え
で
取
捨
選
択
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
少
数

な
が
ら
東
垣
学
派
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
）

私
達
日
本
人
は
、
昔
か
ら
中
国
文
化
の
影
響
を
深
く
受
け
て
き
た

が
、
明
治
期
、
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
り
全
般
的
に
欧
米
文
化
志
向

と
な
っ
た
。
し
か
し
道
徳
規
範
と
し
て
の
中
国
思
想
は
教
育
に
取
り

入
れ
ら
れ
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
こ
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
戦
後

は
、
思
想
・
実
践
の
両
面
に
お
い
て
、
中
国
文
化
は
そ
の
存
在
の
基

盤
を
失
い
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
で
、
中
国
伝
統
医
学
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
学

生
が
ど
の
程
度
の
素
養
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
第
一
学
年
を

対
象
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
、
前
回
発
表
の
機
会
を
得
た
。

そ
の
結
果
は
、
知
識
は
あ
る
程
度
持
っ
て
は
い
る
が
、
年
齢
に
よ
る

差
が
歴
然
と
表
わ
れ
て
お
り
、
楽
観
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま

た
「
気
」
に
つ
い
て
も
独
善
の
理
解
が
目
立
っ
た
。

今
回
、
最
高
学
年
た
る
三
年
生
が
専
門
的
教
育
課
程
を
終
了
す
る

中
国
伝
統
医
学
修
得
学
生
の

漢
語
素
養
に
つ
い
て
（
そ
の
２
）

小
杉

順
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自
記
式
と
し
た
。
調
査
内
容
は
、
層
別
化
の
た
め
の
年
齢
、
性
別
、

最
終
学
歴
等
を
置
き
、
調
査
項
目
と
し
て
、

１
、
漢
字
の
理
解
。
特
に
経
穴
名
に
つ
い
て
。

２
、
漢
文
の
理
解
。
特
に
漢
語
と
日
本
語
に
つ
い
て
。

３
、
思
想
の
理
解
。
特
に
伝
統
思
想
に
つ
い
て
。

４
、
歴
史
の
理
解
。
特
に
文
献
に
つ
い
て
。

５
、
文
学
の
理
解
。
特
に
韻
文
に
つ
い
て
。

６
、
儒
教
に
つ
い
て
。
気
に
つ
い
て
。

を
設
け
た
。
な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
期
日
は
、
昨
年
ｎ
月
中
旬
で

あ
っ
た
。

結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

１
、
全
体
的
に
は
、
有
意
な
差
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
少
な
か
つ

に
当
り
、
ど
の
程
度
の
素
養
を
持
っ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
一
年
生

の
結
果
と
比
較
検
討
し
、
知
識
の
修
得
状
態
、
専
門
語
の
理
解
の
程

度
、
学
習
に
対
す
る
意
欲
の
変
化
を
知
り
、
将
来
、
社
会
的
責
任
を

分
担
で
き
る
人
材
を
養
成
す
る
た
め
の
教
育
を
立
案
す
る
一
つ
の
布

石
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

方
法
は
、
本
校
第
三
学
年
一
一
七
名
を
対
象
と
し
、

ン
ケ
ー
ト
用
紙
（
第
一
学
年
調
査
と
同
じ
設
問
の
も
の
）
に

作
製
し
た
ア

よ
る
全
数
、

た
が
、
三
学
年
が
一
学
年
に
比
較
し
て
知
識
を
多
く
有
し
て
い
る
。

正
規
の
課
程
内
で
特
に
漢
語
素
養
の
講
座
は
設
け
ら
れ
て
な
い
の

に
、
知
識
か
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
現
象
は
、
各
々
の
講
義
内

で
繰
り
返
し
、
基
礎
的
前
提
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
と

思
わ
れ
る
。

２
、
漢
字
、
漢
文
の
理
解
に
つ
い
て
も
同
様
、
三
学
年
が
す
ぐ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
漢
語
と
日
本
語
と
の
意
味
、
語
順
の
対
応
の

し
か
た
、
返
り
点
に
よ
る
訓
読
法
等
は
、
両
学
年
と
も
よ
く
理
解
さ

れ
て
お
り
、
期
待
で
き
る
。

３
、
教
育
の
効
果
は
、
経
穴
に
使
用
さ
れ
る
漢
字
の
知
識
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
著
し
い
が
、
多
少
の
問
題
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
経
穴
名
は
難
し
い
と
答
え
た
も
の
は
、
両
学
年
と
も
配
％
の
高

率
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
漢
字
が
難
し
い
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い

等
で
あ
り
、
両
学
年
と
も
同
傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
三
学

年
で
難
し
く
な
い
と
の
理
由
は
お
ぼ
え
れ
ば
よ
い
、
な
ら
え
ば
で
き

る
等
の
消
極
的
な
適
応
の
例
が
み
ら
れ
た
。

４
、
知
識
の
質
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
呉
音
と

漢
音
と
い
う
こ
と
ば
は
確
か
に
三
学
年
の
方
が
よ
く
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
具
体
的
な
文
字
に
つ
い
て
の
理
解
は
一
学
年
と
差
が
な
か
つ
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た
。
ま
た
、
説
文
解
字
と
い
う
こ
と
ば
も
同
様
三
学
年
が
よ
く
知
っ

て
い
る
が
、
象
形
・
指
事
等
の
造
字
法
の
理
解
は
な
ん
ら
一
学
年
と

変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
表
面
的
な
知
識
は
増
加
し
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
が
伴
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

５
、
儒
教
に
つ
い
て
の
自
由
回
答
法
で
は
、
三
学
年
の
方
が
よ
く

答
え
て
お
り
、
客
観
的
な
見
方
を
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
現
代
に
関
係
な
い
江
戸
時
代
の
封
建
性
、
主
従
関
係
等
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
皆
、
外
面
的
解
説
で
あ
り
、
思
想
の
内
容
ま
で
ふ
み

込
ん
で
い
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
回
答
中
に
、
道
教

に
言
及
す
る
も
の
が
多
く
、
思
想
に
対
し
て
の
調
査
と
も
照
し
合
わ

せ
る
と
学
生
の
興
味
が
道
教
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

６
、
気
に
つ
い
て
の
理
解
も
三
学
年
の
方
が
着
実
に
の
び
て
い

る
。
あ
る
・
な
い
と
い
う
存
在
論
的
理
解
自
分
で
知
ろ
う
と
す
る
体

験
的
理
解
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
か
精
神
力
等
で
言
い
か
え
る
解
釈
的
理

解
、
さ
ら
に
は
教
育
の
通
り
に
気
血
衛
営
等
の
専
門
語
を
使
用
し
て

事
足
れ
り
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
無
回
答
は
少
な

く
、
積
極
的
に
考
え
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
表
わ
れ
て
い
た
。

な
か
で
も
、
日
常
語
の
中
で
、
ｌ
気
、
ｌ
気
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
、
気
を
一
つ
の
思
想
と
と
ら
え
る

も
の
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
言
葉
と
概
念
の
関
係
に
学
生
が
自

ら
気
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
一
つ
の
成
果
と
い
え
る
。

７
、
漢
文
を
学
習
す
る
必
要
を
感
じ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て

は
、
両
群
間
に
有
意
な
差
が
あ
り
、
三
学
年
の
意
欲
が
低
下
し
て
い

る
。
こ
れ
は
実
践
的
活
動
に
重
点
が
移
動
し
て
い
る
た
め
と
解
釈
し

た
い
が
こ
こ
で
も
、
中
国
伝
統
医
学
の
思
想
的
基
盤
は
何
か
と
い
う

根
本
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
東
京
鍼
灸
柔
整
専
門
学
校
、
筑
波
大
学
理
療
科
教
員
養
成
施
設
）
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