
『
類
経
』
の
経
文
は
、
張
介
賓
の
考
え
に
従
っ
て
文
字
を
変
え
た

と
こ
ろ
が
ま
ま
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
類
経
本
『
素
問
』
『
霊
枢
』
で

学
ん
だ
人
為
は
張
介
賓
の
眼
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
『
内
経
』

を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
両
版
（
『
素
霊
』
と
『
類
経
』
）
の

刊
行
年
次
は
特
定
で
き
な
い
が
、
付
訓
作
業
は
石
斎
の
没
す
る
寛
文

四
年
以
前
、
出
版
は
寛
文
年
間
に
違
い
な
か
ろ
う
。
ち
な
ゑ
に
寛
文

十
・
十
三
年
刊
の
『
証
治
準
縄
」
と
そ
の
彫
刻
字
体
は
酷
似
し
て
お

り
、
同
一
刻
工
グ
ル
ー
プ
の
開
彫
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
・
医
史
文
献
研
究
室
）

演
者
は
二
十
数
年
来
、
ケ
シ
の
日
本
へ
の
渡
来
に
関
し
て
の
研
究

を
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
ケ
シ
を
一
成
分
と
す
る
津
軽
一
粒
金
丹
が

津
軽
地
方
で
製
造
さ
れ
、
全
国
的
に
も
有
名
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

う
（
》
Ｏ

こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
研
究
は
、
断
片
的
で
あ
り
、
し
か
も
信
拠

す
べ
き
史
料
に
準
拠
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
津
軽
一
粒
金
丹

に
つ
い
て
も
そ
の
概
要
し
か
判
明
し
な
か
っ
た
。

演
者
は
、
こ
こ
数
年
間
鋭
意
研
究
を
続
け
て
き
た
結
果
、
少
な
か

ら
ず
新
し
い
内
外
の
史
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
へ
の
ケ
シ

の
渡
来
、
お
よ
び
津
軽
一
粒
金
丹
の
研
究
を
一
歩
進
め
る
こ
と
が
で

き
た
と
考
え
た
の
で
発
表
し
た
い
。

ま
ず
、
日
本
へ
の
ケ
シ
の
渡
来
に
関
し
て
は
、
他
の
植
物
な
ど
多

く
の
場
合
、
東
漸
北
上
の
原
則
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
ケ
シ
に
関
す

る
室
町
時
代
以
前
の
情
報
は
、
九
州
、
四
国
、
中
国
、
関
西
、
関
東

ケ
シ
の
渡
来
と
津
軽
一
粒
金
丹松

木
明
知
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で
欠
如
し
て
い
る
。
津
軽
で
は
、
す
で
に
室
町
時
代
に
渡
来
し
た
と

の
口
碑
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

中
国
や
朝
鮮
に
お
け
る
ケ
シ
の
栽
培
、
と
く
に
鎮
痛
、
止
潟
剤
と

し
て
の
使
用
は
比
較
的
新
し
く
、
日
本
へ
の
渡
来
は
、
中
国
経
由
で

な
い
こ
と
を
疑
わ
せ
る
。
演
者
は
右
に
述
べ
た
津
軽
の
口
碑
や
日
本

に
お
け
る
元
禄
以
前
の
ケ
シ
栽
培
の
実
証
が
津
軽
地
方
以
外
に
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
の
知
見
と
し
て
は
室
町
時
代
に
小

浜
港
に
来
航
し
た
南
蛮
船
に
よ
っ
て
ケ
シ
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が

日
本
海
の
海
運
業
者
の
手
に
入
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
と
推
察
し
て
い

る
。
し
か
し
当
時
は
鑑
賞
用
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
、
後
に
医
薬
品

と
し
て
の
阿
片
が
採
取
可
能
で
あ
る
と
の
情
報
が
中
国
か
ら
伝
え
ら

れ
、
津
軽
藩
で
は
そ
の
製
造
に
着
手
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
阿
片
が
危
険
な
薬
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
し
て
知
り
、
阿
片

つ
ま
り
津
軽
一
粒
金
丹
を
厳
密
な
監
督
下
に
お
い
た
の
か
は
、
依
然

と
し
て
謎
で
あ
る
。

（
弘
前
大
学
医
学
部
）

ク
モ
類
は
動
物
性
生
薬
の
一
つ
と
し
て
、
中
国
で
は
、
蜘
蛛
、
壁

銭
、
薩
蟷
、
蠅
虎
な
ど
が
薬
用
に
供
せ
ら
れ
、
古
く
は
『
金
置
要
略
』

の
第
一
九
で
、
蜘
蛛
散
に
処
方
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
薬
用
ク
モ
類

に
つ
い
て
は
す
で
に
発
表
し
た
が
、
日
本
で
も
ク
モ
類
を
用
い
る
民

間
療
法
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

ク
モ
類
の
種
類
の
判
別
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
知
識
を
受
け
て
、

『
大
和
本
草
』
、
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
等
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
『
大
和
本
草
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
種
花
蜘
蛛
マ
ダ
ラ
グ
モ
也
、
其
糸
ツ
ョ
シ
、
流
一
ニ
ト
ヘ
バ
ヲ

ッ
、
蠅
虎
〈
蝿
ヲ
ト
ル
、
蝿
蛸
ハ
足
ノ
長
キ
ナ
リ
、
其
身
如
豆
大

其
足
細
而
長
数
寸
ナ
ル
ア
リ
、
壁
銭
ハ
ヒ
ラ
タ
グ
モ
、
カ
ベ
ニ
巣

ヲ
作
り
銭
ノ
大
ノ
如
ク
、
白
シ
テ
マ
ュ
ノ
如
シ
、
瞳
蟷
〈
土
蜘
蛛

ナ
リ

医
療
に
関
す
る
江
戸
時
代
の
諸
害
の
中
に
は
、
ク
モ
を
用
い
る
療

ク
モ
を
用
い
る
日
本
の
民
間
療
法

Ｄ

浜
田

２７

善
利
、
吉
倉

眞
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