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「
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
に
よ
れ
ば
、
「
赤
水
玄
珠
』
三
十
巻
、

明
の
孫
一
奎
の
撰
。
こ
の
書
を
評
し
て
「
大
旨
は
、
専
ら
明
証
を

も
っ
て
主
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
寒
熱
・
虚
実
・
表
裏
・
気
血

の
八
つ
の
も
の
に
諄
々
と
し
て
心
を
砕
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古

今
の
病
証
と
名
称
が
相
混
乱
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
弁
別
し
て
も
っ

と
も
明
蜥
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
十
巻
の
「
怯

損
労
擦
門
」
に
「
方
外
還
丹
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な

暇
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
専
ら
人
を
も
っ
て
人
を
補
う
採

煉
の
術
を
講
述
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
正
道
で
は
な
い
。

し
か
し
孫
一
奎
は
医
術
を
も
っ
て
公
卿
の
間
を
遊
歴
し
た
の
で
、

こ
の
こ
と
を
そ
の
嗜
好
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
は
や
む
を
得

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
書
物
全
体
の
大
い
な
る
暇
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
惜
し
む
に
足
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

人
を
も
っ
て
人
を
補
う
採
煉
の
術
と
は
、
女
性
の
陰
を
用
い
て
男
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「
赤
水
玄
珠
」
の
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方
外
還
丹
」
に
つ
い
て

猪
飼
祥
夫

性
の
陽
の
気
を
益
す
、
房
中
の
術
に
か
か
わ
る
秘
技
で
あ
る
。
清

の
陸
以
湘
は
『
冷
盧
雑
識
』
巻
八
で
『
赤
水
元
珠
』
を
評
し
て
「
医

理
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
後
学
を
稗
益
し
て
い
る
。
た
だ
制
鉛
の
法

を
記
載
す
る
は
、
白
圭
の
斑
点
で
あ
る
」
と
、
そ
の
「
制
鉛
の
法
」

を
汚
点
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。

孫
一
奎
、
字
は
文
垣
、
東
宿
、
別
号
は
生
生
子
、
安
徽
の
休
寧

の
人
、
明
代
の
嘉
靖
か
ら
万
暦
の
年
間
に
活
躍
す
る
。
黄
古
潭
を

師
と
し
て
門
下
と
な
る
。
有
名
な
汪
機
の
再
伝
の
弟
子
で
あ
る
。

ま
た
孫
一
奎
は
新
安
の
医
家
の
一
人
で
あ
る
。
現
在
の
安
徽
省
か

ら
江
西
省
に
ま
た
が
る
新
安
は
、
宋
代
よ
り
今
に
至
る
ま
で
名
医

を
輩
出
す
る
こ
と
五
百
人
あ
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
赤
水
玄
珠
』
の
「
方
外
還
丹
」
以
下
の
部
分
に
は
非
難
が
多
い
・

そ
の
理
由
は
、
人
で
人
を
療
す
る
「
採
陰
補
陽
」
の
た
め
の
技
法

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
紅
鉛
を
採
取
す
る
方
法

は
秘
伝
で
、
内
丹
を
奉
じ
る
道
教
集
団
の
中
で
は
口
伝
で
し
か
伝

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
三
峯
採
戦
の
術
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
男
女

の
性
的
結
合
に
よ
っ
て
紅
鉛
を
採
取
す
る
房
中
の
方
法
で
あ
る

が
、
「
赤
水
玄
珠
」
の
「
取
紅
鉛
法
」
に
は
、
ま
た
別
の
方
法
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
紅
鉛
を
採
取
す
る
に
は
、
そ
れ
に
い
ち
ば
ん
ふ
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さ
わ
し
い
鼎
（
女
性
器
の
隠
哺
）
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
凡

そ
女
鼎
を
択
ぶ
に
は
、
十
悪
を
犯
す
も
の
を
忌
み
、
す
べ
か
ら
く

五
善
の
も
の
を
用
い
、
百
日
調
養
し
、
五
董
三
厭
辛
熱
等
物
を
食

べ
な
い
よ
う
に
し
、
彼
女
の
生
年
月
日
が
五
千
四
百
八
十
日
に
至

る
の
を
算
え
る
。
」
す
な
わ
ち
、
女
鼎
は
十
四
歳
の
い
ま
だ
初
潮
の

来
て
い
な
い
女
性
が
対
象
で
あ
る
。
丹
道
の
東
派
秘
書
の
『
玄
微

心
印
』
に
は
そ
の
日
数
を
五
千
四
十
八
日
と
す
る
。
ま
た
「
金
丹

節
要
』
に
も
五
千
四
十
八
日
の
未
経
の
鼎
を
金
鼎
と
す
る
。
二
七

の
歳
（
十
四
歳
）
と
す
る
の
で
、
五
千
四
十
八
日
が
妥
当
と
思
わ
れ

る
。
紅
鉛
を
採
取
す
る
に
は
、
健
康
で
性
格
の
よ
い
女
性
が
必
要

と
さ
れ
る
。
そ
の
採
取
の
方
法
は
、
『
玄
微
心
印
」
の
「
応
星
応
潮
」

と
「
観
炉
口
訣
」
に
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
述
べ
て
い

な
い
。
し
か
し
「
取
紅
鉛
法
」
で
は
、
具
体
的
に
女
性
の
初
潮
血

（
金
鉛
）
を
採
取
し
て
、
真
土
（
糞
便
で
作
っ
た
も
の
）
で
包
み
薬
剤

と
す
る
。
こ
こ
で
は
性
的
結
合
は
関
係
な
い
。
さ
ら
に
「
取
梅
子

法
」
や
「
取
碧
玉
倦
桃
法
」
な
ど
の
薬
物
の
採
取
と
そ
の
製
法
が

続
く
。
そ
れ
ら
の
薬
物
は
、
人
物
薬
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
類
す
る
。

そ
の
原
理
は
同
種
療
法
に
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
「
薬
貴
全

（
同
）
類
」
の
解
説
に
「
僖
経
に
、
全
類
は
功
を
収
め
易
い
が
、
非

種
で
あ
る
と
巧
く
い
か
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
全
類
の
薬
を
求
め
、

こ
れ
を
処
方
に
配
合
し
て
、
補
益
の
助
け
と
す
る
。
こ
れ
を
得
た

も
の
は
、
こ
れ
を
宝
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

同
類
の
女
性
の
経
血
を
用
い
て
、
男
性
の
陽
を
補
う
方
法
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

明
の
高
榛
の
『
遵
生
八
菱
」
と
洪
基
の
『
攝
生
総
要
」
に
は
、

「
赤
水
玄
珠
」
の
同
類
薬
と
同
じ
も
の
が
あ
り
、
ま
た
先
に
述
べ
た

丹
道
の
東
派
の
文
献
に
は
同
様
の
技
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
道
教
の
明
代
の
一
派
で
あ
る
東
派
と
新
安
の
医
家
た
ち
の

間
に
、
房
中
の
技
法
や
同
類
薬
に
共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
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