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牽

拍
乳
碑
濠

第
十
二
巻
第
1
晩

昭
和
廿
七
年
九
月
貴
行

章

畢
＼誠

の

｢史

畢
｣
の

立

場

･
三

田

村

泰

.
助

清
朝
乾
隆
年
間
の
畢
者
章
畢
誠
の
名
は
'
故
内
藤
湖
南
党
塵
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
人
と
拳
が
顛
彰
さ
れ
て
よ
り
'
漸
-
彼
我
の
地
に
そ
の

虞
債
が
静
め
ら
れ
'
今
日
に
至
っ
て
は
'
･N
の
著
女
史
通
義
と
共
に
シ
ナ
史
畢
史
上
に
そ
の
不
朽
の
名
聾
を
留
め
て
居
る
.
息
ふ
に
彼
が
自
ら

･
を
許
し
て

｢
吾
は
蓋
し
史
峯
に
天
授
あ
れ
'
自
ら
層
凡
起
例
'
後
世
の
開
山
た
る
を
信
す
｣
と
豪
語
し
た
こ
と
も
単
な
る
萱

量

は
な
か
っ
た

ノヽ

美

へ
よ
-
.遍

を

彼
に
開
け
窟

究
に
は
'
内
藤
空

に
年
譜
-

の
畢
詮
の

臥
介
を
増

訂

た
論
文
が
あ
=
,
選

の
痛
弟
岡
崎
博

■
m-

士
堅

.東

の
阜
披
な
研
究
が
あ
POP
.
叉
彼
の
図
で
は
胡
適
博
士
の
手
,に
な
る
年
譜

及
び
鏡
穆
乱
打
詳
細
な
る
叙
述
が
あ
つ
で
,′
今
更
蛇
足
を
加

I(
る
故
地
は
な
S
や
う
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
に
も
拘
蜂
ら
す
'
倍
拙
な
き
試
論
を
革
す
る
に
室

っ
た
の
は
'
骨
っ
て
.の
p
r
湖
南
発
生
よ
り
文

.
史
通
義
の
凄
む
べ
き
を
諭
さ
れ
'
且

.r
彼
に
於
て
史
拳
は
管
掌
よ
り
優
位
に
立
た
さ
れ
た
L
と
教

へ
ら
れ
た
に
始
ま
る
Q
先
生
の
高
遠
な
る
散

見
よ
り
出
た
こ
の
示
教
は
'
も
と
よ
り
嘗
時
に
於
て
は
'
そ
の
展
意
を
理
解
し
得
i
.う
筈
も
な
く
'
叉
今
に
於
て
も
事
情
は
依
然
同
じ
で
あ
渇

ノヽ

■

が
'
適
々
最
近
例

へ
ぼ
高
坂
博
士

の
1シ＼ナ
人
の
歴
史
鞄
J
等
を
譲
ん
で
'
再
び
彼
に
閲
心
を
持
つ
に
至
9
･
そ
の
間
自
分
な
-
に
理
解
し
た

･一･1'-･



eqL

所
を
覚
え
書
風
に
述
べ
て
､
将
来
の
研
究
の
礎
石
と
し
た
S
と
念
ず
る
も
の
で
あ
る
.

扱
'
章
撃
破
の
撃
的
立
場
が
如
叔
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
'
そ
の
猫
創
性
を
張
は
れ
て
居
る
程
に
は
'
明
魔
に
溝
れ
T

て
居
ら
な
い
や
う
に
息
は
れ
る
.
も
っ
と
も

1
鷹
は
歴
史
管
掌
或
は
史
畢
理
論
の
樹
立
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡
こ
の
現
代
的
理
解
は
'
彼
の
謂

ふ
所
の

1
史
畢
｣
が
歴
史
の
具
体
的
振
作
を
意
味
す
る
f
史
纂
｣
或
は

1史
考
｣
に
止
ま
る
も
の
Y
,
な
く
て
'
更
に
原
理
的
な
も
恥
の
追
求
を

意
味
す
る
も
の
(
故
批
詣

鵬
)

で
-

時
,
管
-
-

さ
れ
て
よ
い
や
等

-

｡

然
し
こ

の
西
欧
的
表
現
は

克

守
の
書

さ
に
係
ら
ず
,

倫
そ
の
適
用
に
慎
重
を
期
す
[べ
き
節
が
あ
る
｡
由
ち
彼
の
拳
的
体
系
が
'
そ
の
原
理
の
出
る
所
'
依
然
偉
銃
の
思
考
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
t

.

GT

そ
れ
は
西
欧
知
識
体
系
と
は
自
ら
範
噂
を
異
に
す
る
性
質
の
も
の
や
あ
る
か
ら
で
あ
る
.
俸
銃
の
思
想
と
は
言
ふ
迄
も
な
-
'
来
代
に
始
ま
る

.新
儒
教
主
義
所
謂
理
笹
の
謂
で
あ
る
｡
所
で

一
面
に
は
文
章
の
畢
詮
の
擬
革
性
が
指
摘
さ
れ
て
居
る
｡
然
し
そ
れ
は
孤
立
を
意
味
す
る
も
の
で

な
く

か
1

る
撃
的
系
譜
を
背
景
に
於
て
ゞ

あ
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
.｡
そ
の
こ
と
は
彼
自
身

｢
漸
東
畢
術
｣
或
は

｢
朱
陸
｣
篤
を
革
し
て

自
己
の
撃
的
立
場
を
定
位
せ
し
め
て
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
と
小
へ
る
｡
賓
に
末
代
以
後
の
シ
ナ
思
想
家
は
'
自
ら
の
主
張
を
常
収
こ
の
理

撃
に
封
t
t
何
等
か
の
形
で
定
位
づ
け
る
こ
と
が
不
可
避
の
要
件
と
さ
れ
た
｡
そ
こ
に
は
近
世
西
欧
思
想
家
が
､
何
人
も
そ
の
世
界
観
の
立
場

の
表
明
を
強
ひ
ら
れ
る
と
同
じ
事
情
が
見
ら
れ
る
i
Js
へ
よ
う
｡
然
ら
ば
章
笹
の
立
場
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
0

.

,

従
来
の
見
解
で
は
'
漸
西

･
漸
東
の
二
笹
沢
の
存
在
が
確
認
さ
れ
'
前
者
は
宋
子
拳
に
立
つ
顧
炎
武
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
'
後
者
は
陽
明
を

受
け
つ
い
で
黄
宗
義
が
そ
の
領
袖
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
.
而
し
て
章
自
ら
は
後
者
の
系
譜
に
入
る
も
の
と
す
る
.
言
ふ
迄
も
な
く

朱
子

･の
立
場
は
理
気
二
元
静
に
立
ち
'
こ
れ
に
封
L
t
睦
子
に
流
れ
を
く
む
陽
明
が
理

ニ
R
,論
に
立
つ
こ
と
は
周
知
の
如
-
で
あ
る
｡
勿
論
こ
の
′7

元
二
元
の
立
て
方
は
最
寮
義
の
意
味
に
･於
て
ゞ
あ
ゎ
'
例

へ
ぽ
'
西
欧
的
な
自
然
科
挙
的
立
場
よ
り
す
る
唯
心
唯
物
の
封
立
と
い
ふ
が
如
き
性

格
で
は
な
い
.
そ
れ
は

7
嘩
知
覚
的
思
惟
の
世
界
を
基
聾
と
し
た
二
元
論
'
即
ち
意
識
と
し
て
の
心
'
現
象
と
し
て
の
物
の
世
界
に
由
来
す
る

- 2-



3

も
の
と
小
へ
よ
う
8
所
で
章
が
漸
東
笹
沢
に
立
つ
こ
と
の
象
明
は
'
嘗
然
泉
子
笹
と
抄
封
立
を
像
想
せ
し
む
る
に
充
分
で
あ
っ
た
し
.i,
そ
の
隈

ゎ
通
説
に
従
っ
て
よ
い
の
′で
あ
る
が
'
賓
際
の
事
情
は
さ
う
簡
単
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
｡
即
ち

｢
漸
束
学
術
｣
の
内
に
見
出
さ
れ
る
彼
の
主

張
に
は
'
意
外
に
も
頗
る
朱
子
へ
の
凄
近
が
意
圃
さ
れ
て
居
る
こ
と
を
知
る
｡
即
ち

｢
隆
子
を
宗
と
し
て
朱
子
に
惇
ら
ざ
る
も
の
｣
が
そ
の
畢

派
の
特
色
と
説
明
す
る
｡
も
っ
と
も
陽
明
の
み
は
こ
の
見
地
か
ら
は
除
外
僻
と
さ
れ
る
が
､
と
も
角
彼
の
こ
の
見
解
は
'
そ
の
立
場
を
理
解
す

る
上
に
注
目
さ
る
ベ

.
き
も
の
の
や
う
で
あ
る
.

一
体
陽
明
心
挙
の
正
統
は
'
通
常
王
心
帝
等
泰
州
畢
派
を
摩
て
李
草
書
に
至
る
系
譜
を
汚
す
の
､

で
あ
る
が
'
章
は
そ
の
拳
銃
を
無
税
し
て
'
陽
明
を
つ
ぐ
も
の
に
劉
慕
周
-
黄
宗
義
の
線
を
立
で
る
所
に
彼
猫
白
の
見
解
が
存
す
る
｡
燕
ら
ぽ

葦
は
こ
の
新
な
る
系
譜
に
於
て
何
を
意
味
し
ょ
う
と
ず
る
の
で
あ
ら
う
か
｡

＼

)lil今
簡
単
に
そ
の
意
尚
を
探
る
と
'
彼
は
劉
宗
周
を
説
明
し
て

+
(陽
明
の
)
良
知
に
基
い
て
憐
猫
を
畿
明
す
｡

朱
子
に
合
せ
ざ
る
も
亦
相
紙

ら
す
｣

と
し
て
居
る
･.
こ
の
憤
猫
に
兼
て
'
陽
明
の
心
即
理
詮
の
展
開
が
意
囲
さ
れ
た
も
の
は
'
結
局
心
を
分
析
し
て
心
を
意
識
の
流
れ
と
見
'

■

)

更
に
心
の
よ
っ
て
立
つ
意
抄
世
界
'
即
ち
衝
動
或
は
情
感
の
世
界
の
確
認
と
そ
の
反
省
に
あ
っ
歴
と
小
へ
よ
Ph
.
陽
明
の
説
く
心
は
客
観
世
界

I

を
も
抱
揺
す
る
主
観
の
せ
鼎
で
あ
っ
た
が
'
こ
1

に
於
て
そ
の
主
観
世
界
は
'
更
に
自
我
と
個
我
に
分
け
ら
れ
､
い
は
ゞ
新
に
心
.Q
中
に
客
栽

G)

._

世
界
が
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
.
故
に
劉
に
あ
Jつ
て
は
そ
の
意
味
か
ら

｢
心
｣

も
叉
客
観
的
な

｢物
｣
で
あ
っ
た
.
か
-
し
て
心
が

意
識
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
て
'
現
茸
の
世
界
は

1
気
の
流
行
即
ち
生
命
体
の
不
断
の
流
動
の
世
界
を
就
ぜ
ら
れ
た
.
こ
の
立
場
か

-ら
劉
は
理
気
撃
の
租
税
周
子
の
畢
説
に
多
-
の
親
近
性
を
感
す
る
に
至
っ
た
節
が
看
取
さ
れ
る
｡
但
し
そ
れ
が
朱
子
的
な
理
気
二
元
説
に
到
ら

な
か
っ
た
の
は
｣

客
観
世
界
を
自
我
意
識
よ
り
導
出
し
た
鮎
に
あ
る
と
い
へ
る
が
'
周
子
が
朱
子
の
理
気
の
説
を
内
包
的
に
癒
し
て
居
っ
た
事

情
は
劉
氏
の
場
合
に
於
て
も
察
す
る
に
難
く
な
い
.
そ
め
こ
と
は
例

へ
ぼ
劉
氏
が

｢
物
に
於
て
物
な
ら
ざ
る
も
の
｣
.
.即
ち
永
久
不
滅
の

｢
理
｣

的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
'
既
に
後
述
の
如
き
章
畢
誠
の
理
窺
二
元
論
的
室

止
場
に
迄
磯
展
す
べ
き
契
機
は
劉
説
に
含
ま
れ
て
居
っ
た
と
S

へ
よ
う
｡
然
し
兎
も
角
も
劉
氏
に
於
で
現
象
を
躍
起
･の
立
場
よ
り
見
る
S
は
ゞ
時
間
的
世
界
像
の
出
現
が
見
ら
れ
る
.
こ
上
に
歴
史
的
世
界
の
-

3



4

成
立
つ
契
機
が
あ
る
と
息
ふ
｡
こ
の
立
場
は
彼
の
説
を
纏
承
し
た
責
講
義
に
於
て
更
に
明
確
と
な
る
.
喪

は
畢
訣
史
で
あ
る
明
儒
畢
案
を
溝
す
＼

る
に
箇
つ
て

｢
天
地
を
盈
す
は
潜
心
な
り
｡
襲
化
謝
ら
れ
す
.
葦
殊
な
ら
ざ
る
能
は
ず
.
心
に
本
体
な
く

工
夫
の
到
る
所
本
体
な
り
0
故
に

理
嘉

め
㌃

の
は
,
左

心
の
高
殊
を
極
め
'
掛
物
の
票

を
窮
め
る
に
君

｣

(
聞
き
)
と
の
べ
て
居
鳶

こ
の
頂

償

卦

謂
多
元
的

宇
宙
観
に
立
つ
プ
ラ
グ

マ
チ
ズ
ム
の
立
場
と
い
ふ
fJ
と
が
出
来
る
が
'
こ
1
に
陽
明
の
心
則
理
詮
の
立
つ
同

1
性
思
想
か
ら

｢特
殊
｣

に
債
値
､

.1■ーn一

を
認
め
る
個
体
思
想
へ
の
鹿
野

.即
ち
そ
こ
に
形
而
上
笹
よ
り
歴
史
主
義
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
.
所
や
理
を

1
寓
殊
｣
に
窮
め
る
の
は

1格

物
致
知
｣
に
本
づ
-
宋
子
の
雷
撃
の
方
法
で
あ
っ
各

章
が

｢
朱
子
町
摩
ら
ず
L
と
な
す
の
事
態
は
こ
れ
を
指
す
の
せ
は
な
か
ら
う
か
.
′然
し
′

ヽヽ

■

ー

朱
子
の
寓
物
の
寓
殊
を
窮
め
る
の
は
'
自
我
が
冷
厳
な
宇
宙
論
的
な
窮
極
概
念
と
し
て
の
理
に
奉
仕
す
る
馬
の
も
の
で
あ
.つ
た
が
'
責
の

｢
心

の
寓
殊
を
窮
め
る
｣
と
い
ふ
こ
と
は
'
飽
-
迄
自
我
意
識
の
権
威
の
確
認
で
あ
り
'
更
に
そ
の
世
界
を
歴
史
の
主
体
で
惨
る
人
間
の
世
界
に
限

定
し
た
所
に
そ
の
見
解
が
存
す
る
.
か
-
見
乗
れ
ば
t､
章
が
漸
東
笹
沢
に
見
る
も
･の
､は
'
自
我
意
識
に
直
接
に
輿

へ
ら
れ
た
輿
件
抄
省
察
と
'

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
塵
皮
主
義
に
あ
っ
た
と
い
べ
よ
う
.
彼
が

｢
漸
東
の
撃
､
性
命
を
S
ふ
も
の
必
ず
史
に
究
め
る
･｡
こ
れ
そ
の
卓
れ
た

る
所
以
｣
(醐
槻
)
と
詮
1
て
居
る
如
-
で
-

.
磨
.ら
ぼ
陽
明
を
な
ぜ
そ
か
歪

に
入
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
o
思
鳶

陽
町
葦

に
見
ら
れ
る

行
薦
主
義
に
本
づ
-

｢事
｣
の
尊
重
と
歴
史
の
根
元
で
あ
る
時
周
意
識
の
反
智
で
は
な
か
ら
う
か
｡
そ
の
こ
と
は
例

へ
ぼ
陽
明
が

｢
こ
の
心
を

存
し
得
て
針
-

h

,.

便
ち
射
れ
畢
㌢

過
-

の
こ
と
戊

息
ふ
針

の
-

ん
.
徒
ら
に
心
-

の
み
｣
(鯛
諸

)
と
い

ふ
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
る
｡
こ
の

1
見
歴
史
を
挺
香
す
る
如
き
言
説
の
中
に
'
却
っ

て
歴
史
を
成
立
た
し
め
る
重
要
な
契
機
が
見
出
さ
れ
る
.

ノヽ01

即
ち
カ
ツ
.,>
,フ
の
説
-
如
上

こ
.･J
に
存
在
と
し
て
の
時
間
キ

体
験
と
し
て
の
時
間
の
直
別
'
吏
把
は

｢事
｣

即
ち
客
観
的
な
出
来
事
の
▲河

床
と
計
る
時
間
が
導
出
さ
れ
る
所
の
'
意
識
事
茸
と
し
て
の
時
間
が
確
認
さ
れ
て
居
る
｡
元
来
自
我
は
過

･
魂

･L未
の
三
時
相
に
放
て
の
み
自

ら
藍

息
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
ぁ
る
が
'
陽
明
は
か
言
し
て
得
た
自
我
を
そ
の
行
為
的
立
場
に
結
び
つ
け
'
電
撃
の
絵
と
し
て

｢
現
在
時

間
｣
の
意
味
を
-強
調
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
立
場
麻
ら
必
戯
的
に
級
の
道
則
史
或
は
六
摩
則
史
の
思
考
が
導
き
出
さ
れ
た
ど
息
ふ
の

lru1

で
あ
る
租
.
こ
れ
後
述
の
如
き
膏
が
蓬
に
歴
史
の
根
元
的
性
格
を
見
通
し
'
乗
艦
嘩

｢
六
鍵
償
史
｣
の
主
張
を
属
し
た
そ
の
億
蘭
と
息
へ
る
め

4
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I

で
あ
る
｡
軌
も
こ
の
自
警

息
瓢
の
地
絡
で
あ
る
現
在
時
限
よ
り
'
や
が
て
隆
史
的
世
虜
を
形
成
す
る
客
観
的
な
存
在
時
間
即
ち
草
の
敵
-
ィ
時

合
｣

一(
瑠

)

の
概
念
覧

ら
れ
る
憎
格
が
導
出
さ
れ
た
の
で
は
禁

ら
う
か
o
そ
の
間
の
事
情
竃

劉
説
が
陽
明
の
白
我
の
客
観
化
の
過
程
に

虞
我
を
見
損
し
た
の
と
､
同

1
の
方
向
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
O
即
ち
葦
は
結
局
後
述
の
如
上

客
観
的
な
塵
史
を
通
じ
で
白
我
の
快
復
を
産

鳳
L
t
過
去

･
未
来
を
肯
定
す
る
中
に
現
在
の
意
味
を
裸
も
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
-
見
乗
る
時
'
陽
明
が
俺
漸
東
笹
術
の
系
革
に
蓮

▲書

る
理
由
が
白
ら
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
然
ら
ば
こ
の
撃
説
を
承
け
る
章
自
ら
の
立
場
は
如
何
紅
し
て
構
成
さ
れ
た
で
あ
ら
ち
か
Q

二

･

欧
に
詮
S
た
如
上

劉
黄
二
氏
の
立
場
が
陽
明
の
白
我
意
鼓
の
分
析
か
.ら
'
船蔵

的
な

｢事
｣
の
世
界

へ
の
饗
見
t.
#
れ
は
内
な
る
世
界
か

2一.A

ら
外
な
る
世
界

へ
あ
志
向
に
あ
っ
た
こ
.J
Jを
説
い
た
が
'
そ
れ
等
の
詮
に
本
づ
き
'
吏
経
そ
の
展
開
皇

屈

し
た
章
撃
破
に
L於
て
そ
の
客
観
化

.･の
過
程
が
顧
著
で
あ
ら
う
こ
と
は
嘗
然
濠
測
さ
れ
る
.
彼
の
い
ふ
如
く
史
と
は
事
を
載
せ
る
も
の
と
す
る
立
場
は
客
観
的
な
歴
史
の
世
界
を
前

提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
然
る
時
'
嘗
然
硯
葦
と
現
茸
を
動
か
す
理
念
と
の
関
係
が
新
に
考
慮
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
J
U
土

に
再
び
由
来
二
元

論
の
復
活
の
契
機
が
見
層
さ
れ
る
.
所
で
宋
畢
以
降
'
理
束
の
立
場
に
於
て
そ
れ
を

1元

と
見
る
か
或
は
二
元
と
な
す
か
の
見
解
の
分
れ
･渇
所

は
'
周
知
の
如
-
宇
宙
生
成
の
原
理
を
説
い
た
易
の
繋
軒
借
の

｢
7
陰

7
陽
謂
之
遣
｣

及
び

｢
形
而
上
寄
道
､
形
而
下
着
帯
｣t
と
S
ふ
語
句
の

ー

解
樺
に
あ
っ
た
.
こ
の
場
合

1
陰

1
陽
則
道
'
或
は
器
則
道
と
な
す
立
場
は

1
元
論
と
な
り
'
陰
陽
の
世
界
を
現
象
界
と
見
倣
し
､･
そ
の
背
後

に
道
と
い
ふ
普
遍
的
な
超
越
的
世
界
を
想
盤
す
る
立
場
堅

一元
論
と
な
る
.

由

し
て
前
者
が
純
然
た
る
存
在
論
的
性
格
を
'
後
者
は
そ
れ
等
を

■■ヽ

越
え
た
債
値
論
的
或
は
理
想
主
義
の
立
場
竺
且
つ
こ
と
は
白
ら
明
白
で
あ
る
｡
所
で
章
が
原
遣
篤
に
於
て
主
張
す
る
所
は
'
後
述
の
如
-
理
泉

唾

二
元
に
分
ち
'

7
魔
道
即
ち
理
を
以
っ
て
酪
象
界
に
秩
序
を
潜
ら
ず
意
味
的
存
在
と
規
定
す
る
A.

こ
1
牲
於
て
章
の
立
場
は
'
理
を
希
或
は
事

e

∫

に
即
い
て
窮
め
る
べ
き
と
な
す
客
観
主
義
と
併
せ
て
'
慧

純
の
構
成
に
於
で
著
し
く
宋
子
的
性
格
を
持
つ
こ
と
に
息
ひ
到
る
の
で
あ
る
?
･｢
漸

来
襲
術
｣
に
於
て
.1
朱
子
に
障
ら
ず
L

と
す
る
立
場
は
'
結
局
彼
の
立
場
LO
擁
護
に
あ
っ
舞
と
･い
へ
よ
う
.
瀦
つ
ーて
乗
手
に
於
て
現
賓
潜
ど
理

- L'5I-



6.

ノヽ

一

･
13

憩
と
の
結
合
を
意
圃
し
た
二
元
論
の
本
旨
は
'
彼
の
普
遍
的
人
間
観
に
立
つ
所
の
道
徳
的
規
範
撃
の
樹
立
に
あ
つ
た
と
暮
れ
る
｡
そ
の
限
-
に

於
て
同

7
性
思
想
に
立
脚
し
て
'
現
象
鼎
を
超
越
し
た
所
の
絶
封
的
な
も
の
を
目
指
す
暫
笹
望
止
場
に
あ
っ
た
と
い
へ
よ
う
.
そ
の
こ
.と
は
彼

●

の
春
秋
観
に
於
て
端
的
に
見
ら
れ
る
.
即
ち
彼
が
春
秋
を
歴
史
の
書
と
見
な
が
ら

｢
そ
の
見
る
べ
き
本
旨
は
乱
臣
奄
課
し
賊
子
を
討
ち
t
.薄
層

奇

1
I
～
-

14

を
内
に
し
英
数
を
外
に
'
王
を
貴
び
伯
を
賎
し
む
の
み
｣

と
し

｢
聖
人
暮
秋
を
作
れ
ば
'
善
を
褒
め
悪
を
足
し
で
'
蔦
世
不
易
の
法
を
示
す
J

に
あ
つ
た
と
説
く
.
そ
の
故
に
春
秋
三
侍
に
就
い
て
直
書
主
義
に
立
つ
左
侍
を
彼
の
い
ふ

｢
皮
革
｣
と
し
て
そ
の
債
値
を
極
め
て
低
-
見
'
公

ノヽ5‖り

室

山博
を
皮
革
の
不
正
確
に
拘
ら
ず

｢
軽
挙
｣
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
高
-
評
債
す
る
も
の
で
あ
っ
た
.
こ
の
や
う
に
し
て
結
局
歴
史
は

事
の
畢
で
は
な
く
て
規
範
の
撃
で
あ
り
'
そ
れ
は
超
越
的
な

｢
理
｣
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
居
る
.
こ
上

に
至
っ
て
章
の
立
場
は
'
再

び
朱
子
と
相
反
す
る
に
至
る
.
そ
こ
に

｢
睦
子
を
宗
と
す
る
L

立
場
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
.+
そ
れ
故
思
早
の
二
元
説
は
'
既
に
訣
S
た

如
上

劉
黄
〓
氏
に
見
ら
れ
る
意
識
の
直
選
な
所
輿
の
分
析
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
そ
.の
理
偲
飽
-
道
東
の
中
に
内
在
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
｡
･そ
こ
に
同
時
に
彼
の

｢
史
畢
｣
の
立
場
が
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

.

●

～

＼

章
畢
誠
の
理
束
二
元
論
に
於
て
'
特
色
あ
る
基
礎
概
念
は

｢
道
｣

或
は

｢
理
L

の

｢
自蒸

｣
･と

｢寂
し
の

｢
嘗
然
｣
と
い
ふ
表
現
に
あ
る
7.

そ
れ
是

は
次
の
如
-
説
明
す
る
｡
警

『
易
に
IT
7
陰

7
陽
嘉

と
い
ふ
｣
と
い
う
意

孟

'
そ
れ
は
人
を
愛

す
し
て
道
の
存
摩

る

を
示
す
｡

.｢
こ
の
道
を
樫
ぐ
も
の
が
善
で
あ
り
'
善
を
形
成
す
る
藩
の
が
性
で
あ
る
L

と
す
る
時
に
'
始
め
て
天
が
人
に
著
は
れ
'
理
が
束
に

〟

附
す
の
で
あ
る
｡
そ
の
故
に
そ
の
形
逐
形
と
L
t
そ
の
名
を
名
と
す
べ
き
も
の
は
'
道
が
そ
の
因
を
な
す
が
'
そ
の
こ
と
自
体
は
決
し
′て
道
で

は
な
い
.
結
局
道
と
は
寓
事
寓
物
の
さ
う
奄
る
所
以
で
あ
っ
て
'
寓
寄
寓
物
の
嘗
然
さ
う
あ
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
と
い
ふ
も
の
で
は
な
i
.
但
七
人

の
見
得
る
も
の
竺

の
慕

㌢

』
(那
)
こ
れ
に
よ

っ
て
知
ら
れ
計

-
､
｢
形
｣
周
ち
物
,
｢
名
｣
即
ち
知
識
,
こ
れ
雪

祭

に
い
･

つ
て
表

現
の
世
界
は
'

｢
常
然
｣
の
世
界
に
展
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
道
の

｢
自
然
｣

の
世
界
と
は
自
ら
直
別
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
居
る
｡
賂
ら
-

●

ぼ
道
と
は
如
伺
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
ら
う
か
o
r

悪

感
の
霊

は
元
来

｢
天
L

垂

に
あ
呈

し
て
居
る
O

所
で
道
lの
基
礎
的
性
格
打
蘭
ら
す
天
竺

輝
警

し
て
針
な
き
も
の
L

(

管

6



7

規
定
す
る
.
そ
の
政
に
こ
の
天
は
自
然
科
挙
的
な
世
界
像
皇

息
ぜ
す
る
も
等

は
な
い
こ
と
は
､明
で
居
る
.

そ
の
こ
と
を
彼
は
'
シ
ナ
に
於
け

る
殆
ど
唯

7
の
自
然
科
笹
と
も
い
ふ
べ
き
天
文
笹
が
二
十
八
宿

･
七
曜
と
な
す
法
則
的
な
理
解
の
上
に
立
つ
天
体
概
念
も

｢廃
家
が
肇
ひ
て
こ

れ
に
名
づ
け
る
に
絶
頂
を
雲

て
せ
-

み
｣
苧

し
て
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
窺
諸

る
｡
讐

て
天
の
こ
の
㌢

な
丸
分
針

の
欄
を

受
け
道
或
は
理
が
'

衰

形
象
Ⅷ
ち
物
性
を
傾
持
し
得
な
い
こ
と
瑚

｢事
に
賓
の
警

雷

'

理
に
定
形
な
し
志

周
)
と
掌

如
-
で

鷲

-

し
て
見
れ
ば
こ
ゐ

天
的
道
或
豊

の
把
握
は
直
観
の
形
式
に
供
つ
べ
き
は
明
か
で
雪

.
所
で
叉

｢
理
｣
雪

通
方
姦

す
｣
(欄
約
)

′

と
か
ふ
｡
こ
の
こ
と
は

1
度
道
の
普
遍
的
性
格
を
意
味
す
る
も
の
や
あ
る
.
然
る
時
､
こ
の
や
う
な
普
遍
的
な
理
と
特
殊
な
物
或
は
事
と
の
相

関
関
係
が
嘗
然
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
.
例

へ
ぼ
理
が
第

1
原
理
と
し
て
の
形
相
因
と
考

へ
ら
れ
'
物
が
質
料
と
解
さ
れ
る
如
き
事
体
の
出
現

で
あ
る
｡
即
ち
無
限
定
無
性
質
的
な
質
料
で
あ
る
物
が
'
形
相
因
で
あ
る
理
を
受
け
入
れ
て
始
め
て
限
定
さ
れ
た
存
在
と
有
る
と
な
す
の
立
場

I

で
あ
る
.
然
し
肇
の
説
明
せ
る
如
上

形
相
の
作
璃
性
は
既
に
気
に
固
有
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
わ
'
理
が
然
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前

引
の
原
道
籍
に
於
て
明
記
さ
れ
て
居
る
所
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
こ
一の
間
の
滑
息
を
最
も
適
切
灯
説
明
せ
る
も
の
は
'
彼
が

｢馨

へ
て
い
へ
ぼ
'
理

は
水
で
-

,
事
物
は
そ
れ
を
入
れ
る
器
募

る
｣

と
-

比
警

あ
る
(撃

漕

象
徴
さ
れ
る

垂

は
如
何
な
る
酢
-
と
品

な
い
融

通
無
塵
な
性
格
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
'
形
相
に
於
て
は
却
っ
て
器
の
限
定
を
受
廿
る
如
き
存
在
で
あ
を
こ
と
を
知
る
.
こ
れ
を
逆
な
立
場
か

ら
S
へ
ぼ
'
器
が
形
相
を
t
T
般
的
に
S
つ
て
そ
の
特
殊
を
保
持
し
得
る
の
は
'
理
が
か
1
る
性
格
を
も
つ
に
よ
る
と
い
へ
る
?
所
で

7
方
｢
事
｣

)

1

61

は

｢
寓
愛
し
て
斉
し
か
ら
す
｣
と
い
ふ
.
侍
銃
の
観
念
に
従
っ
て
も
事
物
は
固
定
し
て
襲
化
し
な
い
も
の
の
謂
で
あ
る
か
ら
'
常
襲

屠ン物
の

無
限
な
る
性
質
的
奨
化
の
因
は
'
物
に
な
-
-て
理
の
内
に
含
ま
れ
て
居
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
｡
こ
れ
理
が

｢
通
方
を
欲
す
る
L

と
説
か
れ
る
事
体
で

参
る
.
奨
化
は
動
の
相
に
於
て
把
握
さ
れ
る
.
こ
1
に
於
て
直
ち
に
束
が
つ
-
こ
と
は
'
章
が
道
を
無
形
の
流
動
と
考

へ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
C

即
ち
道
に
於
け
る

｢
雇

-

は
往
復
循
警

る
も
の
(舶
)
掌

溜

謂
票

底
即
ち
慧

或
違

練
の
概
念
を
以
っ
て
摩

べ
き
{

て

居
る
.

叉
こ
れ
を
客
観
的
に
は

｢
理
勢
の
自
然
｣

い
は
三

種
の
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
解
七
で
居
る
｡

道
の
こ
の
性
格
は
'

先
に
述
べ
た

如
-
道
が
形
相
因
た
.り
得
な
い
の
と
同
じ
く
t.
物
に
射
し
て
作
動
性
を
希
う
得
な
S
こ
と
を
示
す
.
本
木
動
い
て
居
る
理
が
事
物
の
儀
定
を
受

t

l

7



8

■

け
七
静
充
-
得
る
の
で
t
と
の
こ
と
は
流
動
性
を
も
つ
水
が
器
の
限
定
を
受
け
て
静
と
な
る
α
比
境
の
示
す
通
り
で
居
る
｡

柑】止

要
す
る
に
'
･彼
の
5
ふ
道
は
凡
ゆ
る
硯
賃
的
内
容
が
そ
の
中
に
配
列
せ
し
め
ら
れ
る
秩
序
で
あ
り
'
凡
て
の
出
魔
事
を
包
括
す
る
形
式
と
考

●

入

ら
れ
る
Or
然
も
道
自
体
は
物
性
力
重
作
動
性
を
持
た
な
い
流
動
と
さ
れ
る
時
p
こ
の
性
格
は
換
言
す
れ
ば
時
間
そ
扮
も
の
の
性
格
に
他
な
ら

,

な
い
｡
道
が

7
個
の
普
遍
的
な
理
念
と
し
て
説
か
れ
な
が
ら
も
､
常
に
魂
賓
態
で
あ
る

｢事
｣
或
は
器
に
放
て
の
み
把
握
さ
る
;べ
き
を
強
調
さ

れ
る
所
以
も
こ
ム
に
あ
る
｡
道
の
性
格
が
こ
の
や
う
な
も
の
と
な
す
時
'
そ
の
よ
り
明
確
な
現
代
的
理
解
を
例
示
せ
ば
'
書
雪
は
意
識
の
直
接

典
侍
に
就
い
て
考
察
し
て
得
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
b
純
粋
持
嬢
の
概
念
を
奉
げ
得
よ
う
｡
純
粋
持
練
と
は

｢溶
け
合
ひ
鯵
透
し
合
っ
て
'
明
砕
庵
輪

廓
も
な
-
'
何
等
相
互
灘
除
戊
な
く
'
教

導

質
性
皇

息
味
す
る
)
と
何
の
親
練
を
も
も
た
な
S
性
質
的
奨
化
の

1
題
額
し
や
が
り

｢
純
粋
の

異
質
性
｣

で
あ
る
と
な
す
.
こ
の
や
う
な
説
明
は

叫
魔
道
の
理
解
の
解
明
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
.
そ
れ
故
に
個
体
乃
至
特
殊
の
存
在
の
許
容
t
.

或
は
物
の
性
質
的
奨
化
は
'
茸
に
純
粋
持
練
的
な
性
格
を
も
つ
道
'
即
ち
時
間
の
世
界
に
於
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
た
.
か
-
て
道
と
は
緒

樺
な
異
質
性
の
無
限
の
連
練
を
'
理
と
は
か
1
る
持
横
を

1
殻
的
な
客
観
精
神
と
し
て
把
撞
さ
れ
た
表
現
と
小
へ
よ
う
Q
か
う
見
る
と
'
道
が

7
個
の
普
遍
的
な
理
念
と
見
ら
れ
な
が
ら
'
そ
の
性
格
は
同

7
性
の
世
界
に
見
ら
れ
る
理
性
的
論
理
的
な
も
の
で
な
Y
.
飽
-
蓬
個
体
思
想
に

成
立
ち
'
神
秘
的
な
直
観
形
式
を
倹
っ
て
把
撞
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
そ
の
こ
と
は
理
論
の
構
成
に
自
ら
汎
神
蘭
的

性
格
を
漠
は
せ
る
.
そ
の
限
り
に
於
て
'
章
が
道
の
起
漁
と
考

へ
た
天
に
は
'
宛
も
iア
ン
ケ
が
理
念
の
起
源
と
し
て
想
定
し
た
沖
と
同

7
億
格

が
見
ら
れ
る
と
思
ふ
.
沖
の
祷
理
或
は
恩
寵
に
も
比
す
べ
き
天
の
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か
.
章
は

｢
天
倉

何
ぞ
や
.
申
正
平
直
'
自
然
の
公

濡

つ
急

の
｣
(棉
)
と
す
る
｡
-

説
明
は
'
自
然
の
-

す
純
贋

し
て
偏
す
る
頂
諸

芸

-

調
軒
を
意
味
す
る
-
の
怠

ふ
｡
こ

の
天
の
顛
硯
が
道
に
他
な
ら
k
fい
が
'
こ
の
絶
え
ざ
る
調
和
の
維
持
が
､
現
象
界
に
於
け
る

1
陰

7感

の
継
起
と
し
て
斎
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
O

道
の
こ
の
性
格
を
先
に
の
べ
た

｢
道
は
嵐
方
を
欲
す
｣
と
い
ふ
.
こ
d
こ
と
を
彼
が
屡
々
比
境
に
用
ひ
る
水
の
例
を
と
れ
ば
'
水
が
静
の
傾
斜

転
勤
し
て
常
に
水
平
た
ら
ん
と
移
動
す
る
如
き
事
体
を
さ
す
で
あ
ら
う
｡
故
に
章
に
あ
つ
て
は

｢
束
の
偏
｣
と
は
硯
茸
瀞
に
於
け
る
任
意
の
傾

斜
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
不
調
和
皇

息
味
す
る
.
そ
れ
は
あ
る
藩

的
な
も
の
に
反
す
る
の
詞
で
は
な
か
っ
た
｡

い
魔
重
過
不
及
の
偏
は
'
そ

一･8
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窟

に
臥
言

れ
に
反
す
る
冨

-
'
豊

筈

き
を
筈

と
雷

を

の
で
-

壷

蓬

如
し
冨

る
守

優

｢

立
場
が
規
賓
態
た
於
て
常
に
相
封
主
義
に
立
つ
こ
と
を
物
語
る
.

･以
上
章
の
説
-
理
が
こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
時
･
そ
れ
が
朱
子
の
理
と
自
ら
直
別
さ
る
べ
き
こ
r
J
が
分
る
.
こ
れ
を
具
体
的
に
見
る
･キ

例

へ
ぼ
朱
子
が
理
則
性
の
立
場
か
ら
そ
の
究
極
概
念
と
し
て
牽
豊

富

意
味
す
る
仁
義
忠
孝
を
立
て
'
同
時
灯
そ
れ
の
十
全
性
が
聖
人
の
境
地
.

と
さ
れ
た
.
然
る
に
章
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
等
は
斉
し
く
聖
人
が
理
に
於
て
親
じ
た
も
の
を
'
雷
鳥
の
世
界
に
於
て
名
と
し
て
止
む
を
得
ず
創
作

■

し
た
も
の
と
解
す
る
.
前
者
が
章
の
所
謂
極
性
し
て
絶
封
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
に
封
し
'
後
者
は
偏
を
是
正
す
る
馬
の
相
対
性
的
な
も
の

と
な
す
｡
こ
の
二
者
の
立
場
の
相
違
は
必
然
的
に
聖
人
概
念
を
も
異
に
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
朱
子
に
あ
つ
て
は
聖
人
は
沖
に
も
此
す
べ
き

最
究
魔
者
と
し
て
倫
理
的
に
把
廃
さ
れ
る
拓
封
L
t
肇
の
場
合
は
道
徳
的
天
才
と
し
て
'
更
.に
は
後
述
す
る
如
上

庚
-
道
徳
を
も
含
め
た
文

北
の
勧
請

天
才
と
し

孟
解
す
る
も
の
甘
雪

た
.
次
に
こ
れ
等
天
才
の
創
作
の
警

あ
る
規
質
感
の
世
界
'
警

章
の
藁

の
世
界
を
見

1

ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡

9

≡

･
廃

に
説
い
た
如
上

章
の

｢
理
｣
に
封
鹿
す
る
も
の
佃

｢束
｣
の
世
界
で
あ
っ
た
.
偉
銃
の
解
樺
に
従

へ
ぼ
束
と
望

芸

道
も
な
く
物
の
世

界
で
あ
る
が
,
華
は
こ
れ
を
明
静
に

1
事
｣

の
世
界
に
限
定
す
る
.
事
が
人
間
行
為
の
結
果
を
意
味
す
る
時
'
事
が
寓
愛
し
て
奔
L
か
ら
ざ
る

(個
数
)
め
.
因
は
人
間
に
-

せ
ね
ぼ
な
竃

そ
れ
量

賢

紅
ぼ
,
宜

生
得
の
薫

が
斉
し
-
な
い
(堰

)
烏
で
-

,
諸

夏

物
的
存
在
と
し
て
陰
陽
の
東

の
支
配
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
.
｢
即
ち
知
覚

･
運
動

･
心
知

･
血
気
の
天
に
某
け
P
も

の
'
澄
物
と
異
ら
ん
や
｣

(鰍
)
と
説
く
如
-
で
雪

･o

U
の
臥
農

学

,
人
間
は
党
づ
断
質
し
し
て
本
能
に
終
始
す
身

体
的
人
間
と
し
て
雪

･

而
し
て
そ
れ
各
′o

状
態
は
洩
し
て
不
瞥

は
か
晶

な
い
｡
そ
の
こ
と
は

｢
陰
陽
針

に
慧

る
も
の
､
盈
虚
凱
蒙
の
磯
蓄

能
筆

(讐

さ
れ
る
通
名

あ
る
.
こ
1
に
不
調
和
な

｢
偏
｣
と
目
さ
れ
る
事
体
が
勢
生
し
'
同
時
に
そ
れ
に
藤
す
る
欲
望

息
京
に
基
づ
く
有
意
的
動
作
が
起
る
.

主

の
蘇
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異
は

｢束
が
理
に
合
す
る
の
は
天
で
あ
り
'
気
能
く
理
と
遷
仏
以
っ
て
自
ら
用
ふ
る
は
人
な
り
｡
情
が
性
に
基
づ
-
は
天
で
あ
り
'
情
能
-
性

を
滑
し
て
以
っ
て
項
ら
慈
な
る
は
八
㌢

(
警

説
か
れ
是

-
募

る
.
こ
.ゝ
に
慕

堰

の
行
莞

見
ら
れ
る
.
.そ
の
こ
と
が
可
能
な

の
は
次
の
や
う
な
事
情
に
よ
る
19
本
釆
人
間
把
は

｢
仁
義
道
欝
と
い
ふ
最
高
善
'
物
性
を
明
か

に

L
t
･そ
の
秩
序
を
察
す
る
機
能
､
天
地
の
化

青
島

け
る
能
力
が
そ
-

-
.,
長

物
と
異
る
所
以
｣
(讐

さ
れ
る
･
雪

に
人
間
砦

な
働
き
と
し
㌃

精
弾
力
姦

め
る
-
の
還

扮
'
人
間
の
自
由
意
志
の
牽
勤
と
創
造
力
を
認
め
る
立
場
が
あ
る
.
而
し
て
そ
れ
等
は
斉
し
-
'
良
識
或
は
知
性
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
る

が
,
今
や
こ
れ
等
の
参
輿
す
る
増
悪

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
警

｢
事
に
優

待
欠
き

能
は
す
,
事
に
垂
針
な
晶

箪

(釈
)
と
計

る
立
場
で
あ
る
.
そ
れ
は
債
値
の
世
界
で
あ
り
'
雷
鳥
の
世
界
に
属
す
.
こ
1

に
彼
の
い
ふ

｢
嘗
然
｣
の
世
界
が
設
定
さ
れ
る
｡

既
に
述
べ
.た
如
-
､
道
が
無
形
の
流
動
で
あ
り
'
無
限
の
蓮
綾
で
あ
る
な
ら
ば
'
人
間
は
何
を
手
が
か
わ
に
t
て
反
省
が
可
能
で
あ
ら
う
か
.

.1

元
来
'
認
識
の
主
体
を
な
す
自
我
は

1
殻
的
な
客
.観
精
神
に
包
括
さ
れ
て
始
め
て
自
我
を
知
一る
こ
と
が
出
来
る
と
S
は
れ
る
.
そ
こ
に
必
然
的

に
客
観
精
神
を
構
成
す
る
形
式
が
要
請
さ
れ
る
.
こ
の
形
式
の
設
定
廉
嘗
然
な
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
叉
表
現
乃
至
は
創
作
の
世
界
と
も
言
ひ

･
得
る
.
即
ち

｢
名
を
名
と
L
形
を
形
と
す
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
知
襟
を
侠
つ
て
可
能
で
あ
か
'這

息
志
に
於
で
賓
威
さ
れ
る
O
亘

の
限
り

/

｢自
然
｣
で
な
-
で

｢営
然
｣
で
あ
っ
た
.
こ
ゝ
に
知
性
に
よ
る
道
の
把
振
即
ち
彼
の
い
ふ

｢畢
｣

の
成
立
つ
場
所
が
成
立
つ
.
彼
が

｢
嘗
然
L

T
J
て
露

る
所
の
藁

事
功
毒

性
命
(餌
首

そ
れ
等
の
諸
形
式
に
他
-

な
い
.

ノ

然
ら
ば
彼
の
い
ふ
肇
と
は
何
で
あ
ら
う
か
｡
彼
は
易
の
繁
軒
侍
に

｢
成
象
を
乾
と
謂
払
効
法
を
坤
と
謂
ふ
し

と
あ
る
を
引
き
'
拳
と
は
こ
の

効
誓

指
し
威
象
と
盗

品

工

瑠

)
と
詮
し
｡

そ
忍

又
形
軒
下
の
雷

撃
ん
で
形
而
上
の
道
に
達
㌃

の
謂
募

る
と
な
す
｡
壷

に

つ
ゞ
け
て
'
元
衆
人
は
辛
気
が
同
じ
-
な
く
'
叉
自
ら
通
常
す
べ
き
準
財
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
S
か
ら
'
億
愛
着
に
町
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
起

り
e
こ
1

に
教
育
と
い
ふ
こ
と
が
成
立
つ
が
'
教
と
い
ふ
も
の
は
本
来
人
に
準
則
を
示
す
に
嘗
つ
て
'
己
れ
を
捨
て
j

我
に
従
は
し
め
､る
も
の

ヽ

で
は
な
い
.

1
般
的
に
言
っ
て
効
法
を
成
象
に
希
ふ
の
は

1
己
の
歯
有
を
捨
て
上

敷
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
｣
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
こ
の
説
明

ノ

咋
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
'
彼
g
撃
と
は
模
倣
に
出
零
し
て
'
己
丸
を
活
.か
す
凍
の
で
あ
っ
溌
O
そ
の
場
食
卓
も
正
t
S
模
倣
6)仕
方
i
)は
'

｣ 10-
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過
去
の
最
も
優
れ
た
道
徳
的
或
は
創
造
的
天
才
で
あ
る
聖
人
に
郎
い
て
'
彼
が
切
り
拓
S
た
行
馬
の
意
味
を
数
.々
の
場
合
に
於
て
探
求
し
'
こ

れ
を
極
め
た
後
自
ら
の
準
則
む
自
得
す
べ
き
を
説
-
｡
そ
の
故
に

｢
効
法
は
必
ず
行
事
に
見
る
｣
こ
と
を
主
張
す
る
.
史
と
は
事
を
載
せ
る
の

鳥

敦
)

で
-

時
､
彼
の
管

は
賓
に
要

の
そ
れ
意

味
す
る
｡
故
に
彼

の蛋

-

過
去
を
通
じ
て
道
を
軒
得
す
る
形
式
頂

あ
る
.

而
し
て
こ
の
魂
合
過
去
の
模
倣
虻
於
て
現
在
せ
る
己
れ
の
固
有
を
生
か
す
事
体
は
､
所
謂
模
倣
で
な
-
影
響
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゝ

は
虞
に
塵
史
を
形
成
す
.TO
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
に
彼
の
場
合
過
去
の
尊
重
と
は

虜

謂
苗
を
好
む
と
は
､
盲
が
必
ず
今
に
勝
っ
て
居
る
の

謂
で
は
な
く
'
ノ亘

の
階
り
に
於
て
は
苗
も
今
も
同
債
値
で
あ
る
O
唯
'
二
者
の
因
革
異
同
を
究
め
て
'
そ
の
折
衷
を
求
め
る
馬
の
も
の
で
あ
る
.

l

そ
の
故
に
苗
の
糟
粕
が
今
の
精
華
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
こ
と
事
体
は
糟
粕
を
貴

ん
で
直
ち
に
精
華
と
な
す
の
で
は
な
上

.糟
粕
が
存

す
る
か
ら
精
華
の
出
鼻

が
想
見
出
誉

め
で
-

.
そ
の
.欝

慧

考
賃

芸

は
そ
の
義
理
晶

に
す
る
鳥
に
過
ぎ
&
S
J
(細
)
と
訣

-
｡

か
く
し
て
過
去
の
尊
重
と
は
過
去
が
現
在
に
斎
ら
す
意
義
の
畿
見
に
あ
る
.
そ
の
故
に
彼
の
過
去
と
は
現
在
を
虞
に
生
か
す
馬
の
も
の
で

あ
り
'
そ
の
故
に
影
響
と
解
さ
る
べ
.き
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
彼
が
歴
史
を
見
る
に
虞
の
己
れ
を
見
出
す
所
の
謂
は
ゞ
自
己
確
立
の
畢
間
と
な

I

す
所
以
で
ぁ
る
｡
而
し
て
こ
の
場
合
自
得
の
契
機
は
何
虚
に
求
め
ら
れ
る
か
｡
彼
娃

｢
笹
に
天
性
あ
か
.
そ
れ
は
講
書
服
苗
の
中
､
最
初
に
直

覚
し
て
終
身
か
は
ら
な
S
想
念
を
い
ふ
O
叉
拳
に
至
情
あ
り
.
議
書
服
苗
の
申
'
折
感
心
に
禽
得
す
る
所
が
あ
ia
t
或
は
突
如
と
し
て
感
動
の

飴
造

き
苧

雪

や
う
な
或
は
歌
差

く
な
る
や
う
怠

墳
墓

る
事
体
を
い
ふ
し
(絹
約
)

と
誼
も

こ
是

純
警

感
動
感
覚
覧

急

け
'
生
の
歓
喜
に
よ
っ
て
魂
の
高
揚
を
認
め
る
立
場
が
見
ら
れ
る
｡
そ
こ
に
ば
個
唯
も
ま
し
て
強
い
個
性
へ
の
信
仰
所
謂
個
体
思
想
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
こ
1
に
こ
そ
ま
さ
に
塵
史
主
義
の
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
而
し
て
か
1

る
硯
在
を
生
か
す
こ
と
は
'
直
ち
に
未
森
へ
の
濠

兄
を
ノは
ら
む
O
そ
の
こ
と
是

は

｢若

は
趨
向
是

む
｣

(
撃

或
竺

人
定
勝
朴
の
g
J
(盟

と
い
ふ
表
現
で
説
明
す
る
.
蜜
に
現
在
に
於

て
'
過
去
の
歴
史
的
事
鷺
を
認
識
す
る
こ
と
は
'
未
来
へ
の
創
造
の
蕃
欲
が
働
5
て
居
る
の
や
あ
る
.
そ
れ
故
に
そ
れ
は
直
ち
に
賓
鰻

へ
の
意

志
と
閲
聯
さ
せ
ら
れ
る
.
葦
が

｢
そ
の
始
に
嘗
つ
七

は
'
但
常
に
然
る
べ
き
を
見
て
'
そ
の
篤
さ

るゞ
を
得
ざ
る
所
を
な
す
｣
社
説
-
が
如
く

で
あ
る
い

こ
1
拡
単
な
る
生
命

へ
の
意
志
に
封
す
る
歴
史
的
文
牝
望

息
志
望
止
場
が
見
ら
れ
る
｡
膏
は
こ

の
二
立
場
を
代
表
す
る
人
間
類
選
と

ll
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し
て
薯

に
象
人
,.
後
者
を
聖
人
に
あ
げ
る
lL(蓬

｡

衆
<
と
は
本
能
に
鷺

㌃

人
警

臥
｡

賢

は
知
性
に
基
手

創
造
的
天
才
蒜

で
あ
る
.
前
者
虻
必
然
の
'
後
者
は
自
由
の
世
界
皇

息
味
す
る
｡
こ
1
に
於
て
章
が
創
造
を
hE
ぎ
す
理
想
主
義
の
下
に
'
自
然
な
る
理
と
嘗
然

＼

な
る
気

の
二
元
論
を
樹
て
窒
息
園
が
見
も
れ
る
｡
而
し
て
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
む
る
拳
と
は
結
局
歴
史
笹
と
な
す
野
に
彼
の
史
拳
の
立
場
が
あ

っ
た
｡

嘗
然
の
世
界
は
以
上
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
'
章
は
そ
れ
か
ら
導
か
れ
て
硯
茸
の
歴
史
学
の
あ
り
方
を
詮
-
｡
効
法
を
成
象
に
希
ふ
場

合
'
成
象
で
あ
る
純
粋
持
綾
的
海
道
は
'
本
来
過

･
硯

･
未
が
互
に
相
浸
透
し
て

1
秒
不
可
分
離
の
鰹
練
を
形
作
っ
て
居
る
0
歌
に
効
飴
で
あ

る
歴
史
笹
の
世
界
で
竺

雇

を
分
離
し
且
つ
結
合
す
る
L
と
忙
於
て
道
の
把
握
藍

息
圃
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
.
そ
れ
は
見
る
べ
き
嘗
然
の
世
界
に
於
･

て
'

7
陰

7
陽
の
形
式
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
.
彼
に
よ
れ
ば
'
乗
を
知
る
は
陽
で
あ
の
'
径
を
蔵
す
る
の
は
陰
で
あ
る
と
い
ふ
｡
女
事
既
往
.吃

遡
㌃

瞥

-

,
理
方
に
来
る
を

す
る
は
陽
で
-

(
相
遭
)

と
-

農

豊
-

過
.去

へ
の
回
顧
亮

琴

へ
の
鷺

を
針
ふ
戊

の
で
あ
る
C>

而
し
て
彼
が

｢
載
籍
以
来
'
こ
の
11
膏

偏
慶
す
べ
か
ら
す
｣

と
詮
ぐ
如
上

こ
の
相
即
の
蹄
係
に
於
七
道
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
.

そ
こ
に
現
在
を
見
出
し
'
自
己
を
虜
葦
に
生
か
す
立
場
が
遜
っ
た
｡

こ
の
主
張
を
馬
琴
の
法
と
な
し
た
の
が
彼
の

｢
喝
断
｣
の
撃
と
5
ひ
徹
る
｡

凋
断
と
竺

′切
の
-

に
拘
誉

れ
な
遠

め
て
自
溜

_豊

場
に
登

誉

麗

し
以
っ
て
自
己
の
見
解
豊

て
る
こ
と
T
4a
る

(盟

)
0

.

而
し
て
嘱
断
が
偏
り
の
ド
グ
マ
に
格
入
ら
な
い
虜
に
は
'
過
去
を
極
め
て
厳
密
な
形
に
於
て
捕
馬
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
彼
が
考
索
の
′功
を
高
-
秤

慣
サ
影

響

霊

専

然
し
F
･ら
後
者
は
薯

に
反
し
て
豊

潤
な
純
客
観
的
霊

に
立
つ
.A,(
&
が
要
請
さ
れ
る
｡
而
し
て
針

の
撃
術

は
こ

の
二
途
を
具

へ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
説
く
も
の
の
'
然
し
こ
の
反
封
の

一
致
の
難
事
な
る
こ
/と
は
彼
も

｢
高
明
な
も
の
は
弼
断
の
畢
多
-
'
沈

潜
な
も
の
は
考
察
の
軌
を
針
ぶ
･J
(5
)
と
い
ふ
如
て
㌃

る
.

よ
早
の
誼
-

｢
史
畢
｣
の
立
場
は
以
上
の
如
き
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
t､
こ
れ
を
停
銃
の
世
界
に
嘗
て
は
め
る
時
t
.pN
の
壷

の
雲

息
が
始

め
て
鮮
明
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡

､

⊥ 12-
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四

_
＼

傍
流
の
世
界
と
は
'
言
ふ
迄
も
な
-
経
拳
の
世
界
で
あ
る
O
清
作
に
敷
け
る
確
率
復
興
の
潮
流
は
'
六
樫
を
再
び
載
道
の
書
と
夜
烏

骨
つ

て
の
如

き
紳
典
で
は
な
か
っ
た
が
t
.倍
且
不
易
の
虞
漂

擦
る
所
と
な
し
た
.
理
畢
則
摩
笹
を
主
張
し
た
顧
炎
武
が

｢
天
地
に
流
行
す
る
9
間
'

8

古
今
を
貰
徹
し
て
同
じ
か
ら
ざ
る
な
き
も
の
は
理
な
･sI
J
と
い
ふ
如
-
､
そ
れ
等
は
時
漕

適
え
た
絶
封
的
展
理
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
.

C)■1

従
っ
て
産
の
作
者
で
あ
る
孔
子
は
欧
陽
修
以
来
'
聖
人
と
し
て
信
を
寓
世
に
取
る
に
足
る
存
在
で
あ
っ
た
O
而
し
て
顧
詮
は
更
に
戴
寮
に
よ
っ

て

｢白
鷹
｣
と

｢
必
然
｣

と
い
ふ
紗
で
理
論
の
攻
撃
深
化
が
企
て
ら
れ
た
が
'
然
し
乍
ら
そ
の
性
格
は
依
然
同

一
性
思
想
に
基
づ
-

l
個
の
形

而
上
撃
で
あ
っ
た
.
故
に
雷
撃
の
方
法
は
曾
つ
て
の
そ
れ
が
'
-碑
典
に
封
す
る
訓
話
撃
で
あ
っ
た
如
-
'
こ
れ
は
産
義
の
開
明
を
意
囲
す
る
考

澄
畢
と
な
っ
た
.

賭

し
乍
ら
章
畢
誠
が
そ
の
史
笹
の
立
場
に
車

つ
時
'
そ
れ
等
の
慣
値
の
秩
序
は
自
ら
襲
更
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
つ
允
.
観
の
.

厨
ら
す
歴
息
主
義
は
凡
て
を
相
封
化
せ
し
め
告

壷

人
周
公
も
孔
子
も
斉
し
-
時
食
の
名
の
下
に
'
歴
史
の
世
界
に
虚
位
せ
し
め
ら
れ
た
｡
そ

れ
等
の
事
情
-

ハ
密
は
貰

-

領

)

(盟

)

と
い
ふ

ー
言
賃

約
さ
れ
る
.
形
象
を
そ
な
ヘ
音

の
は
'
凡
て
嘗
順
の
算

に
展
す

べ
き
も
の
と
し
て
そ
の
慣
値
は
各
々
の
時
代
に
拘
束
さ
れ
'
い
は
ゞ

遠
縁
に
於
げ
る
非
蓮
練
と
し
て
の
み
'
後
世
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ

た
O
即
ち

｢
道
は
K
欝
に
償
っ
て
居
る
｡
故
に
六
歴
の
字
句
を
解
樺
す
れ
ば
'
そ
の
時
代
の
意
味
を
明
か
に
し
梅
る
.
然
し
後
の
襲
化
し
た
時

代
の
こ
と
は
'
も
は
や
六
産
は
語
ら
な
い
9
故
に
本
釆
六
贋
の
旨
を
要
約
し
て
･'
時
代
に
臨
つ
て
新
な
形
で
静
逃
し
て
大
義
を
極
め
る
.こ
と
が

蔓

で
-

徳

)
と
説
か
れ
る
如
-
で
-

.
硯

-前
払
も
の
が
,
そ
の
ま
豪

速
の
-
の
芋

,
そ
れ
賃

に
時
諸

ら
す
賢

と
S

ふ
魔
術
性
を
考
慮
し
た
後
'
始
め
て
虞
の
債
値
が
見
出
さ
れ
る
と
S
ふ
の
が

･｢
六
摩
皆
史
L
の
意
味
で
あ
ら
う
O

警

ぼ
六
警

第

か
O
こ
ゝ
に
葦
晋

の
竃

史
観
が
展
開
さ
れ
る
÷

遍

と
卦

去
の
創
造
的
天
才
が

｢
人
倫
日
に
用
芸

所
｣
(
帽
遺
)

即
ち
人
類
が
生
を
営
む
に
不
可
妖
な
も
の
を
各
々
の
時
代
の
要
求
に
基
づ
S
て
創
作
し
た
文
化
的
創
造
物
に
他
な
ら
な
S
｡
そ
の
こ
と
を
Jr
嘗

打
の
聖
<
の
創
制
は
,
暑
の
葛
を
ま
ち
,
寒
に
雲

を
待
つ
が
如
き
言

｡

そ
の
用
雪

人
倫
日
に
用
芝

の
針
晶

で
+
J

(
帽
遣
て

い

一･13



ぱ

ふ
表
現
を
臥
払
る
6
枚
に
六
産
は
先
王
の
聖
典
で
あ

っ
て
'

常
時
扮
聖
人
が
特
別
に

｢
載
温
告

白｣
な
ど
と
い
ふ
抽
象
的
な
も
抄
を
離
推
し

た
の
で
は
な
い
と
な
す
の
で
あ
.rQ
｡
然
ら
ば
こ
の
創
造
的
天
才
と
年

現
資
の
歴
史
に
於
て
は
誰
を
指
す
の
で
あ
ら
う
か
.
彼
は

｢
創
作
を
聖

と
な
し
'
-

-

と
な
す
｣

(

誓

地
か
ら
'
語
の
厳
密
な
る
適
用
に
讐

'
伏
義
民
以
降
周
公
道
に
て
終
-

/苦

る
と
葺

即
ち
創

制
を
な
し
得
た
の
は
'
こ
れ
等
天
才
達
が
硯
葦
に
は
君
主
と
し
て
所
謂

｢
制
作
の
樺
｣
妄

持
っ
て
居
た
か
ら
'
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
｡

而
L

ld0

て
こ
の

1
制
作
の
樺
｣
が
な
か
っ
た
孔
子
は
'
道
徳
的
天
才
で
は
あ
つ
た
が
'
こ

れ
を
聖
人
と
S
ふ
こ
.と
は
出
来
な
い
と
な
す
の
で
あ
奪

而

′し
て
聖
人
の
最
後
に
列
な
る
も
の
が
周
公
℡
あ
っ
た
.
周
公
の

｢
嘗
然
｣
は
'
そ
れ
迄
創
造
さ
れ
た
文
明
の
集
大
成
と
い
ふ
こ
と
に
あ
り
'
そ

れ
が
六
経
の
形
と
な
っ
て
結
害
さ
れ
た
と
S
ふ
の
で
あ
る
｡
去

れ
は
虞
の
創
造
の
完
韓
を
意
味
す
る
と
同
時
k
Lt中
国
古
典
文
明
の
完
成
を
意
味

す
る
｡
従
っ
て
六
産
と
は
謂
ふ
所
の
儒
教
の
教
典
で
な
-
､
中
国
古
典
文
明
の
結
茸
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
と
な
す
.
そ
れ
を

｢
畢
｣
と
S
′ふ
形

議

に
於
で
'
そ
の
豊

-

及
す
る
任
を
負
つ
た
の
が
孔
子
で
あ
言

｡
故
に
孔
子
こ
そ
中
国
竃

の
正
警

慧

者
で
-

,.
そ
の
偉
薯

､一

で
あ
っ
た
.の
で
あ
る
｡
孔
子
が

｢
述
べ
て
作
ら
す
｣
と
な
し
た
の
は
'
こ
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
.
作
る
べ
き
を
侍
ら
な
か
っ
た
の
で
な

14

く
･
作
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
&
.
そ
れ
は
暗
合
即
ち
歴
史
的
必
然
に
従
っ
た
ま
で
ゞ
あ
る
と
な
す
｡
か
1

る
立
場
か
ら
い
へ
ぼ
,
思
想
文

-

化
の
創
始
者
は
茸
に
孔
子
そ
の
人
で
あ
っ
た
｡
撃
と
は
聖
人
の
遺
作
で
あ
る
六
経
に
つ
S
て
人
が
生
を
営
む
虞
義
を
禽
待
す
る
こ

.
と
で
あ
る
｡

即
ち

｢後
人
は
党
溝

見
え
ず
'
雷
に
警

べ
き
の
器
に
即
等

･
見
る
べ
か
ら
ざ
る
の
誓

恩
ふ
｣

(
欄

蓮
)

こ
卓

-

｡
こ
れ
孔
子
の
教

で
あ
っ
た
｡
故
に
孔
子
は
人
道
の
樋
里
止
て
た
と
い
ふ
の
は
安
富
で
あ
る
が
儒
道
の
極
を
立
て
た
と
な
す
は
明
に
間
違
で
あ
る
と
S
ふ
｡
而
し

て
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
む
る
拳
と
は
史
畢
以
外
に
な
S
の
で
あ
っ
た
.
然
も
そ
れ
は
依
然

｢
人
倫
日
に
用
ひ
る
の
常
｣
に
基
づ
-
べ
き
で
あ
り
'

慧

量

れ
す
も
の
芸

け
れ
ぼ
雪

ぬ
｡

章
が

｢
史
撃
は
置

す
る
所
以
｣
(帥
撃

と
訣
-
如
-
で
あ
る
･
か
去

意
味
の
史
学
の
創
始
者

笠

孔
子
で
雪

た
.
.
r
異
の
大
原
は
裏

に
基
づ
-
J.(5
)
と
S
.臥
,
｢
墓

の
春
秋
に
基
づ
く
を
知
る
は
､
春
秋
の
婿
に
雷

撃

る
是

る
菅

｣

(

苧

述
べ
る
如
-
で
′雪

｡
管

春
秋
の
債
針
は

｢
正
に
常
時
の
人
事
㌃

合
す
る
の
み
L

(苧

琶

そ
の
債
値
は
酢

主

･
義
の
流
れ
の
中
に
渡
し
去
ら
る
｡
息
ふ
に
春
秋
に
封
す
る
彼
の
こ
の
見
解
こ
そ
方
に
彼
の
猫
断
の
笹
の
立
場
と
い
べ
る
.
故
に
彼
は

｢後
の
著
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連
を
S
ふ
も
の
､
今
を
合
き
て
こ
れ
を
盲
に
求
め
'
人
事
を
合
き
て
性
天
を
い
ふ
は
吾
得
て
之
を
知
ら
す
｡
聾
者
こ
の
義
を
知
ら
す
し
て
史
畢

誓

ふ
に
足
ら
ず
L

苧

結
翰
す
宵

か
ト
て
眉

常
-

換

へ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
然
ら
ば
そ
.の
範
＼は
春
秋
に
仰
-
べ
き
で
あ
?
,T

か
｡
彼
は
こ
れ
に
封
し
て
否
定
的
で
あ
る
｡
即
ち
春
秋
は
孔
子
の
嘱
断
の
撃
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
孔
子
は
党
師
で
あ
つ
て
も
先
聖
で
は
な
か
っ

J一▼

た
｡
故
に
倍
春
秋
は
抽
象
の
産
物
と
見
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
虞
の
弼
断
の
撃
は
嘗
然
聖
人
治
下
の
作
品
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
な
す
｡
そ
れ
は

書
教
を
舎
い
て
他
に
は
な
か
っ
た
.
彼
に
よ
れ
ば
'
書
敦
こ

そ
は
完
壁
な
記
録
に
基
き
'
抽
象
を
交

へ
な
い
純
客
観
的
態
度
で
適
確
に
事
を
捕

為
し
て
居
る
Q
鍔
も
そ
の

｢
事
｣
と
は
聖
人
の
言
行
で
あ
っ
た
q
故
に
書
敦
は
必
東
や
聖
哲
神
明

･
ご
帝
三
宝
精
微
の
極
致
を
知
各
天
才
の
手

に
な
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
O
世
を
経
す
る
も
の
以
外
の
存
在
が
許
さ
れ
な
か
つ
ね
聖
人
治
下
の
作
で
あ
る
と
と
を
息
ふ
時
t
.こ
れ
最
高
の
丸

と
い
.ふ
べ
き
で
雪

｡
そ
れ
卦

は

｢望

盃

町

史
に
於
け
㌢

天
6
至
れ
㌢

乱
ふ
べ
L
L
(欄
敦
)
と

い
.が
,

息
ふ
に
こ
1
に
至
っ
て
近
世
申
酔
史
肇
は
新
な
る
理
念
を
克
ち
得
た
と
い
へ
よ
ラ
.
末
代
史
肇
に
qよ
っ
て
歴
史
拳
の
理
念
は
春
秋
灯
あ
-
と

LUhJ12

さ
れ
'
こ
れ
以
後
歴
史
の
準
則
と
な
っ
た
が
､
内
藤
先
生
が
説
か
れ
る
如
-
'
明
末
李
阜
書
等
の
懐
疑
精
神
を
経
て
清
代
史
拳
に
至
り
'
明
確

に
春
秋
の
義
が
退
け
ら
れ
た
｡
而
し
て
積
極
的
に
こ
A
に
新
な
る
理
念
を
輿

へ
た
も
の
は
章
畢
誠
CJ
あ
り
'
そ
れ
は
額
書
囲
頑
の
精
神
即
ち
褐

)
⊥ 15-

断
の
撃
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
.
こ
1
に
於
て
章
の
意
囲
し
た
歴
史
笹
は
近
代
歴
史
拳
に
も
通
じ
る
普
遍
的
層
展
史
の
立
場
と
小
へ
る
.

磯
凡
起
例
､
後
世
に
開
山
た
る
の
所
以
で
あ
っ
た
｡

以
上
章
畢
誠
の
史
撃
の
立
場
の
大
ま
か
な
素
描
で
あ
る
.
そ
の
直
観
的
な
思
考
と
多
義
的
な
概
念
規
定
'
陰
額
を
は
ら
む
表
現
と
は
論
者
の

未
熟
と
相
侠
つ
て
こ
れ
を
適
確
に
把
擾
す
る
こ
と
の
困
難
を
息
ふ
.
然
も
館
倦
銃
の
拘
束
性
や
時
代
の
隔
わ
を
越
え
て
'
そ
の
賞
理
性
を
主

張

し
て
居
る
｡
而
し
て
章
の
史
撃
の
主
張
が
塵
史
主
義
の
立
場
に
立
つ
一
面
'
そ
こ
に
は
茸
用
主
義
即
ち
合
理
主
義
の
面
が
見
ら
れ
る
9
恩
ふ
に
'

ヽ

そ
の
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
庚
義
に
は
､
艇
笹
の
持
つ
簡
苗
主
義
よ
り
の
解
放
'
即
ち
未
来
が
過
去
に
贋
殺
さ
れ
る
こ
と
か
ら
免
れ
､
狭
義
に
は
､

宋
笹
に
見
ら
れ
る
歴
史
を
規
範
撃
と
な
す
主
張
か
ら
の
脱
却
が
意
圃
さ
れ
'
叉
合
理
主
蓑
か
ら
は
摩
肇
の
も
つ
絶
封
的
な
権
威
主
義
よ
り
の
人

./

間
解
放
'
狭
義
に
は
常
面
の
､反
射
音
で
あ
る
戴
簾
の
非
合
理
主
義
暫
笹

へ
の
抗
議
が
含
ま
れ
て
居
る
や
う
に
恩
は
れ
る
｡
こ

れ
等
の
事
情
は
自
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ら
西
洋
史
峯
と
意
味
を
異
に
し
て
く
る
｡
未
熟
を
萌
え
て
す
れ
ば
'
例

へ
ぼ
ラ
ン
.ケ
の
歴
史
主
義
に
見
ら
れ
る

｢嚢
展
｣
の
概
念
が

｢進
歩
｣

へ
の
抗
議
即
ち
過
去
が
未
来
(
の
徒
な
る
奉
仕
か
ら
免
れ
る
こ
と
'
叉
合
理
主
義
に
封
す
る
そ
の
非
合
理
主
義
の
主
張
が
生
の

｢
虞
基
J
よ
り

の
解
放
に
あ
つ
た
や
巧
に
息
ふ
｡

そ
れ
は
爾
世
界
の
息
衝
の
形
式
が
そ
の
鷹
噂
を
異
に
す
る
馬
で
あ
ら
う
.
骨
っ
て
高
坂
博
士
が
シ
ナ
人
の
歴

史
観
を
'
自
然
主
義
で
も
歴
史
主
義
で
も
な
く
t.
儀
酪
主
義
に
あ
り
と
さ
れ
た
.
素
養
な
き
私
は
充
分
に
こ
の
考
へ
を
理
解
し
得
な
い
が
'
俺

章
禦
誰
等
の
考

へ
方
を
見
る
と
'
中
国
的
思
惟
の
姿
態
の
中
に
は
'
そ
の
や
う
な
限
定
に
止
ま
る
べ
き
C,
な
い
要
素
が
あ
る
と
息
ふ
O
但
し
ラ

ン
ケ
が
近
代
歴
史
笹
を
開
眼
し
た
灯
封
L
t
章
畢
誠
の
そ
れ
は
｣

深
海
の
燐
光
に
止
ま
り
､
倫
長
-
そ
の
慣
値
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
&
.
-

逮
-
.

異
域
に
出
た

一
代
の
亘
匠
内
藤
先
生
に
よ
っ
て
t
は
か
ら
す
も
世
に
卦
て
'
そ
､の
笹
的
性
格
は

｢
歴
史
の
管
掌

へ
の
優
位
に
あ
る
｣
と
さ
れ
た
｡

そ
れ
は
叉
同
時
に
湖
南
先
生
の
自
ら
の
畢
間
の
主
張
で
も
あ
っ
た
.
･

,

.I

倍
彼
に
閲
し
て
は
'
歴
史
に
於
け
る
表
現
と
し
て
の
文
体
論
'
或
は
そ
の
畢
説
の
理
解
に
必
要
な
戴
霧
の
撃
を
語
る
べ
き
で
あ
る
が
'
そ
れ

は
他
日
を
期
し
た
い
.
終
わ
に
曾
っ
て
女
史
通
義
の
指
導
を
仰
軒
'
且
叉
研
究
の
動
機
を
輿

へ
ら
れ
た
宮
崎
市
定
発
生
に
厚
き
感
謝
の
念
を
捧

げ
る
も
の
CJ
あ
る
.
･

.

(
昭
和
二
十
三
年
変
人
文
科
畢
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
の

7
弥
)

- 王6-1

【
註

】

①
内
藤
湖
南
博
士

葦
棄
蘇
先
生
年
誇
O
,胡
適
氏
の
新
著
車
安
蘇
年
譜
を
課
む

(
祈
幾
小
鉢
所
載
)
牽
畢
誠
の
卑
寧

(支
部
史
畢
史
所
収
)

⑨
岡
崎
文
夫
博
士

章
畢
誠
の
史
畢
大
要
(
史
寧
研
究
二
審
三
密
)
'
葦
寧
誠

-

其
の
人
と
其
の
革

(東
洋
史
研
究
八
巻

一
騎
)

③
胡
適

･
挑
名
蓮

華
貸
費
先
凌
年
譜

④
鏡
穆

中
歯
近
三
百
年
拳
術
史

上
冊

(
三
八

〇
-
四
軌
三
賞
)

⑤
高
坂
正
殿
博
士

支
那
人
の
歴
史
敏

(
東
亜
人
文
寧
報

7
番
四
戟
)

⑥
羊
の
事
は
戴
贋
の
畢
及
び
清
代
考
欝
拳
の
構
秤
に
於
て
胡
確
に
見
ら
れ
る
と

思
ふ
｡
他
日
の
論
笹
を
期
し
た
い
｡

⑦
こ
の
劉
詮
の
解
稗
は

一
鹿
茸
宗
義
の
そ
れ
に
雀
ふ
｡
卸
商
常
文
約
番
四
先
師

萩
山
先
生
文
集
序
拓

｢
自
身
之
主
宰
軍
首
謂
之
心
0
日
心
之
主
宰
而
謂
之
意
.

[〓し
一
心
側
廃
寮
両
善
轡
o
意
有
発
向
市
中
滴
L
i
,あ
る
O

⑧
茸
宗
義

的
儒
革
葉
巻
六
十
二

萄
山
拳
案
語
録

⑨

マ
イ
ネ
ツ
ケ

歴
史
主
義
の
立
湯

(
中
山
治

1
音

1
四
三
膏
)

⑲
ヵ
ツ
シ
ラ

誕
識

(
矢
田
部
達
郎
薄
)
八
九
貢

-

㊥
停
習
駄
巻
之
上
に

｢
発
生
日
'
以
串
首
謂
之
史
｡
以
誉

晶

之
鍵
｡
事
別
儀
.

道
別
事
｡
私
欲
亦
経
｡
-
五
線
亦
史
｣
と
あ
る
｡
倍
春
歌
車
齢
の
解
稗
は
陽
堺

.一

特
掬
の
も
の
が
あ
る
｡

⑳
楊
鐘
轟

宴
席
詩
話
巻
十
正
簾
に

｢
徒
山
陰
劉
文
尉
豹
君
宝
鑑
二
樹
遊
｡
習

阿
東
山
南
常
之
証
し
と
あ
る
｡
こ
の
記
事
は
章
の
点
想
の
成
立
ち
を
考

(
る

上
綻
重
要
で
あ
る
｡
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@
安
田
二
郎

朱
子
の
存
在
論
に
於
け
る

｢
珪
｣
の
性
質
に
つ
い
て

(
中
困
近

世
思
想
研
究
)
｡
同
氏
に
於
て
始
め
て
克
子
の
明
快
極
ま
る
現
代
的
理
解
が

密
さ
れ
た
と
思
ふ
｡
若
く
し
て
逝
い
た
氏
の
拳
に
最
大
の
敬
意
を
沸
ふ
も
の

で
あ
る
｡

㊥
宋
子
語
類

巻
八
十
三

春
歌

n
山

⑳
右
書
に
於
て

｢
宗

是
変
革
O
公
穀

是

纏
拳
｡
史
畢
者
記
得
事
却
詳
C

於
道

理
上
傾
差
O
経
畢
者
於
義
理
上
有
功
.
恭
記
事
多
誤
｣
と
説
-
.0

⑯
静
に
て
夢
が
な
く
､
動
に
し
て
静
が
な
い
も
の
は
物
で
あ
る
と
な
す
｡
周
子

太
極
固
訣
以
降
の
見
解
で
あ
る
｡

㊥
ベ
ル
グ
リ
ン

時
間
と
自
由

(
服
部
紀
静
)

1
〇
二
貢

⑯
顧
炎
武

日
知
鉢
巻
十
八

心
翠
の
燦

⑯
欧
陽
文
忠
公
文
集
巻
十
八

番
歌
論
上

⑳
か
ゝ
る
見
地
は
章
が
古
文
撃
沈
の
立
場
に
立
っ
て
'
春
歌
左
侍
の
そ
れ
を
と

る
盛
で
あ
る
｡
公
等
轡
は
春
歌
の
製
作
を
以
っ
て
孔
子
に

｢
制
作
の
樺
｣
あ

り
と
な
す
｡
伺
狩
野
直
書
博
士

司
馬
遷
の
塵
畢
参
照
｡

･

㊧
内
藤
博
士

支
那
史
畢
史

､明
代
及
清
朝
の
史
拳
の
依

昭
和
二
十
七
年
度
京
都
大
挙
文
革
部

.東
洋
史
関
係
講
義
題
目

(
7
)

東

洋

史

研
究

晴
居
丈
化
世
界

大
卒
天
閥
の
研
究

ア
ジ
ア
北
方
民
族
の
敢
倉
と
文
化
(
確
緯
)

清
代
の
中
央
ア
ジ
ア

封
代
の
塩
法
(
騰
横
)

西
蔵
史

羽 田 宮 部

田村 噂 波

数 敦 敦 教
授 授 授 授

演習中閲古文書
宋代食貸史料

中観の土地問題

険僚叢考

佐
伯
助
教
授

佐

藤

講
師

那

波

数
授

宮
･..略

教
授

田

村

致
授

佐
伯
助
教
授

(

-
〃

)

東
亜
地
質
構
造
廟

+

(
考

古

畢
)

鏡
鑑
の
研
究

朝
鮮
考
古
畢
(
九
月
よ
り
)

演
習
(

〝

〕

東
洋
考
古
犀
の
諸
問
題

欝
讃
(

史
畢

科
共

通
)

中
歯
書
詩
讃

支

那

哲

学

史
r

研
究

･小
拳
と
普
代
畢

周
薩
の
思
想
的
研
究

▲

演
習

方
東
樹

｢
藻
琴
商
免
｣

王
臨
川
全
集
(巷
六
十
三
)

講
義

中
国
思
想
史

●

研
究
(
圃
史
)

中
国
古
代
文
献
に
見
え
た
る
日
本
関
係
記
事

三

品

講
師

(
西
洋
史
)

古
代
東
方
史
概
説

中

原

教
授

(
人
文
地
理
)

中
開
域
内
交
通
路
の
歴
史
地
理
拳
的
研
究

･
都

波

数
授

二

印

度

哲

学

史

研
究

､

古
代
印
度
に
お
け
る
諜
敦
的
人
間
像
の
研
究

諸
汲
暫
翠
に
お
け
る
我
(5
tm
an
)
思
想
の
研
究

演
習

金
七
十
論
(最
承
諾
)

一･

K
e
G
a
V
a
mi

巾ra
:

T
ark
a･bah抑
Se(能
腐
)

幕
義

印
度
哲

畢
史

放

下
･教
授

梅

原

教
授

有

光

講
師

梅

原

教
授

田
中
助
教
授

加
藤
講
師

重

韓

教
授

嵐

津

教
授

重

浮

教
授

重

浮

教
授一.

/
′

佐
保
田
講
師

松
尾
助
教
授

松
尾
助
教
授

稔
尾
助
教
授

稔
尾
助
教
授
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THEHISTORICALTHOtJGHTOFCHANG
∧

HgU或H-CH'EⅣG(章撃破)

∫ ･
ByTaisukeMitamura ヽl

ChangHsiieh･ch'合ng(1738-1801)belongstotheso-calledCh占･tung

schoolwhichmaybecalledahistoricalschoolinthetrendofneo･Con-

fucanism,butheelaboratedaphaseofthehistoricalschoolfurtherso

astodevelophisownphilosophyof~history. Inhistheoryakind

ofPurecontinuousnatureasfoundinlBergsonian/phylosophyisgiventor

thetraditionalChineseconceptof"taoMupワnWhichhisworldconception

andhisideaofhistoryisfounded.Historyisregardedasthevery

learningpfaccomplishingmanbythisgreatscohlarwhobelievedinfree

willandcreativespirit.㌔ HethinksthathistorylStheonlycriterion

tojudgethevalubofthought,andcriticizesthethen且ourishingschool

oftextualcriticismfrom hisownpointofviewofuniversalevolutionary

historicism.AccordingtohistheorytheConfucianCanonsare

recordswherewe丘ndtheaccomplishmentsofancientChiness

tion;whiletheancientsages,theauthorsoftheCanons,were

wellasculturalgeniiwith creativespiritand theGreat

Confucius,wastheauthorofancientsChinese~thoughtand

lnsuchasenseChangHSueh･ch'占ngmustberegardedasthe

ropenedanewfieldinthehistoryofChinesehistbriography.
El

thevery

civiliza-

moralas

Master,

culture.

onewho
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