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７
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五
ト
て
こ
こ

六
朝
時
代
の
史
學

宮

川

恂

　
　

志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　

こ
ｙ
に
意
圖
す
る
所
は
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
史
學
が
祗
會
・
文
化
の
中
に
占
め
て
ゐ
た
地
位
及
び
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ

　
　
　

る
。
・
そ
の
た
め
に
は
六
朝
時
代
に
編
述
さ
れ
た
現
存
の
史
書
を
通
じ
て
、
そ
’
の
時
代
に
い
か
な
る
種
類
の
史
書
が
編
ま
れ
著
さ
れ
、

　
　
　

い
か
な
る
史
賓
が
取
り
上
げ
ら
れ
問
題
に
さ
れ
、
か
つ
ｓ
.
か
な
る
観
方
が
下
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
営
時
代
の

　
　
　

歴
史
に
對
す
る
開
心
乃
至
史
學
思
想
を
明
か
に
す
る
。
か
く
て
縦
に
は
支
那
史
學
史
上
に
於
て
六
朝
の
史
學
が
漢
代
の
そ
れ
と
い
か

　
　
　

に
異
り
、
ま
た
唐
代
の
史
學
と
い
か
か
る
獣
一
で
つ
な
が
り
を
持
つ
か
を
、
奎
た
横
に
は
六
朝
文
化
の
側
面
を
史
學
史
の
上
か
ら
明
か

　
　
　

に
七
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　

あ
る
時
代
の
史
學
と
そ
れ
を
生
み
育
ん
だ
時
代
と
の
分
離
し
が
た
き
開
聯
、
相
互
貫
通
的
影
響
の
賓
際
を
い
か
な
る
鮎
か
ら
解
明

　
　
　

す
べ
き
か
。
元
来
史
學
は
學
術
の
一
部
門
と
し
て
狭
義
の
文
化
史
の
對
象
と
し
。
て
考
察
さ
れ
る
が
、
峙
に
支
那
に
お
い
て
そ
れ
は
歴

匹

　

朝
の
政
治
と
密
接
な
開
係
を
持
ち
ご
以
治
上
歴
史
の
價
値
が
高
く
評
價
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
王
朝
が
史
官
を
建
置
し
て
前
代
若
く

-



>
o

　

は
富
代
の
王
朝
史
を
官
撰
し
た
所
謂
修
史
事
業
も
奎
た
史
學
史
の
問
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
Ｘ
で
は
先
づ
修
史
と
い
ふ
鮎
か
ら
出
我

卯

　
　

し
て
政
治
と
史
學
と
の
開
係
を
み
る
と
共
に
、
か
く
し
て
著
さ
れ
た
史
書
の
形
式
内
容
を
通
じ
て
史
學
の
諸
傾
向
を
考
へ
る
こ
と
に

　
　

よ
り
六
朝
文
化
に
お
け
る
史
學
の
地
位
役
割
を
明
か
に
す
る
。
な
ほ
修
史
と
い
ふ
時
に
は
官
命
に
よ
る
撰
述
を
意
味
す
る
外
に
個
人

　
　

の
自
我
的
記
述
も
含
み
う
る
か
ら
、
修
史
を
出
我
勘
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
。
、
そ
の
時
代
人
の
歴
史
斂
述
と
い
ふ
文
化
活
動
を
出

　
　

騒
鮎
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
。

　
　
　

六
朝
の
史
學
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
現
象
は
大
服
こ
の
時
代
に
お
い
て
史
學
が
経
學
か
ら
狽
立
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

　
　

は
先
づ
目
録
學
上
よ
り
し
て
劉
歌
の
七
略
に
な
か
っ
た
史
學
の
名
目
が
曹
魏
の
葡
昴
の
目
録
で
は
丙
部
に
、
梁
の
玩
孝
緒
の
七
録
に

　
　

は
第
二
’
の
記
傅
録
と
し
て
、
奎
だ
隋
の
牛
弘
の
創
議
で
秘
府
に
蔵
せ
ら
れ
た
四
部
の
１
　
の
乙
部
に
お
い
て
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
は
岡
崎
文
夫
博
士
『
支
那
史
學
思
想
の
疲
達
』
『
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
第
』
二
冊
）
に
お
い
て
既
に
述
べ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

か
所
で
、
南
斉
の
王
倹
の
七
志
が
撒
史
學
を
経
典
志
に
湯
し
て
ゐ
る
如
き
反
對
の
事
象
が
見
ら
れ
る
と
は
い
へ
、
六
朝
時
代
に
な
る

と
史
學
が
恰
も
綸
書
一
文
學
等
の
聾
術
が
儒
學
の
勧
戒
主
義
の
束
縛
を
脆
し
た
如
く
に
儒
術
主
義
か
ら
濁
立
し
て
く
る
傾
向
が
あ
る

と
い
ふ
こ
と
は
承
詔
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
岡
崎
博
士
は
更
に
六
朝
の
史
學
に
つ
い
て

　

勺
奏
漢
帝
國
滅
亡
以
来
、
支
那
は
一
般
に
分
離
の
傾
向
を
辿
り
各
種
の
王
朝
が
相
楠
い
で
興
亡
し
た
。
そ
の
篤
に
王
朝
に
開
す
る

　

ぐ

　
　

各
種
の
歴
史
が
願
は
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

コ
支
那
に
於
ｔ
文
筆
を
重
ん
す
る
傅
統
は
ヽ
王
朝
の
興
亡
と
無
開
係
に
維
持
せ
ぶ
る
Ｘ
・
隨
つ
７
文
筆
心
士
は
其
境
遇
に
よ
つ
ｔ

見
聞
す
る
所
を
記
し
、
之
を
後
世
に
遺
す
。
故
に
王
朝
に
定
ま
っ
た
勢
力
の
な
い
こ
と
は
、
記
録
の
性
質
を
多
様
複
雑
な
ら
し

め
る
。
凡
そ
儒
術
主
義
に
よ
っ
て
支
へ
ら
れ
た
漢
朝
の
倒
れ
た
後
は
、
少
な
く
と
も
支
配
の
位
置
に
立
つ
一
群
の
人
々
を
し
て

２
-



　
　
　
　
　

最
早
ど
こ
ま
で
４
儒
學
の
濁
葦
を
主
張
せ
し
め
得
な
い
よ
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　

。

　
　
　
　
　

③

　
　

の
二
鮎
を
掲
げ
て
を
ら
れ
る
の
は
、
正
に
営
時
の
史
學
が
矢
張
王
朝
の
政
治
に
何
等
か
の
駄
一
で
制
約
せ
ら
れ
て
は
ゐ
た
が
、
そ
れ
は

　
　

儒
術
一
葦
の
政
治
思
想
と
は
梢
々
異
る
も
の
が
あ
び
、
か
っ
営
時
の
貴
族
階
級
た
る
文
筆
の
士
は
政
治
の
覇
絆
を
ふ
り
き
っ
て
彼
等

　
　

の
個
性
の
赴
く
ま
ゝ
に
多
種
多
様
な
る
文
化
活
動
帥
ち
隋
志
に
見
え
る
雑
史
‘
覇
史
・
雑
傅
・
地
理
記
ｌ
譜
系
篇
等
の
新
興
史
書
の

　
　

著
述
に
趨
っ
た
と
い
ふ
事
情
を
指
摘
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　

六
朝
時
代
の
特
質
を
た
す
諸
傾
向
は
後
漢
末
以
来
次
第
に
生
成
し
七
き
た
と
は
い
へ
、
そ
れ
が
極
駄
一
に
１
　
し
時
代
情
勢
の
表
面
に

　
　

現
れ
る
と
共
に
、
時
人
に
も
明
白
に
自
党
さ
れ
た
の
は
晋
の
南
波
と
五
胡
の
建
國
の
時
期
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
永
嘉
の
喪
暇

　
　

に
よ
る
中
原
綸
浸
が
い
か
に
常
時
の
漢
人
に
と
っ
て
忘
れ
難
い
印
象
を
輿
へ
た
か
は
王
導
・
周
頭
ら
の
新
亭
對
泣
の
逸
話
、
劉
現
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　
　

傷
飢
の
詩
篇
等
に
つ
い
て
も
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
暇
で
西
晋
の
時
に
で
き
た
陸
機
や
束
暫
の
史
書
が
悉
く
亡
ん
だ
た
め
、
瓊
邪
王

　
　

客
憾
王
導
の
猷
議
を
容
れ
史
官
を
復
興
す
る
こ
と
Ｘ
し
、
干
賓
を
し
て
國
史
を
領
せ
し
め
た
。
こ
の
時
の
王
導
の
上
言
に
は

　
　
　
　
　

陛
下
聖
用
、
中
興
の
盛
に
営
る
。
宜
し
く
國
史
を
建
立
し
、
帝
紀
を
撰
集
す
べ
し
。
上
は
胆
宗
の
烈
を
敷
き
、
下
は
佐
命
の
動

　
　
　
　
　

乞
紀
し
、
務
め
て
賓
録
を
以
て
後
代
の
準
と
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　
　

と
あ
り
、
矢
張
史
學
が
王
朝
政
治
の
規
範
・
鑑
誠
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
復
興
が
計
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
。

　
　
　
　

干
賓
は
明
帝
の
太
寧
三
年
（
三
二
五
）
に
至
り
晋
紀
を
著
し
、
‐
そ
の
後
に
も
王
隠
の
晋
書
’
、
孫
盛
の
晋
陽
秋
、
徐
廣
の
晋
紀
等
続
々

　
　

晋
朝
の
國
史
が
編
述
さ
れ
た
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
傾
向
が
窺
は
れ
る
の
は
、
干
支
の
晋
紀
總
論
と
漢
晋
春
秋
を
著
し
た
習
盤
歯
？

卯

　

上
事
に
見
え
。
る
彼
の
正
統
論
と
で
あ
る
。

-

３
-
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干
賓
の
總
論
は
文
選
に
も
鉄
せ
ら
れ
る
名
文
で
、
常
時
の
様
相
を
表
明
し
た
最
適
の
文
献
で
あ
る
。
彼
は
先
づ
晋
の
創
業
ば
三
代

の
迭
興
と
事
情
を
殊
に
し
た
こ
と
を
注
意
し
、
こ
れ
は
後
述
の
習
撃
歯
に
お
い
て
も
っ
と
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
要
之
尭
舜

の
卵
譲
の
如
き
儒
教
の
政
治
理
想
は
現
皆
に
お
い
て
裏
切
ら
れ
、
功
に
お
い
て
表
面
上
光
輝
あ
り
と
も
徳
は
劣
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
暗

獣
に
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
時
勢
の
受
遷
で
や
む
を
得
た
い
事
情
で
あ
る
が
、
漢
人
と
し
て
は
経
學
的
見
解
は
通

ら
な
く
な
っ
て
も
何
ら
か
別
の
理
念
に
よ
り
彼
等
が
そ
の
旗
幟
の
下
に
參
ず
べ
き
漢
族
王
朝
の
権
威
を
確
か
に
せ
ね
ば
な
ら
た
い
と

い
ふ
意
向
を
示
し
た
も
の
と
解
抑
で
き
よ
う
。

　

次
の
文
は
富
時
の
風
俗
思
潮
を
鮮
か
に
展
開
し
、
時
勢
を
諌
慨
し
て
ゐ
る
。

　
　

又
加
ふ
る
に
朝
に
純
徳
の
士
寡
く
、
郷
に
不
二
の
老
乏
し
き
を
以
て
す
。
風
俗
淫
僻
に
し
て
恥
倚
所
を
失
す
。
學
ぶ
者
は
老
荘

　
　

を
以
て
宗
と
１
　
し
で
六
経
を
細
け
、
談
る
者
は
虚
薄
を
以
て
辨
と
篤
し
て
名
論
を
賤
し
む
。
行
身
の
者
は
放
濁
を
以
て
通
と
か

　
　

し
『
て
節
夕
を
狭
し
と
し
、
進
仕
の
者
は
萄
得
を
以
て
貴
と
易
し
て
居
正
を
鄙
し
み
、
鸞
官
の
者
は
望
空
を
以
て
高
と
篤
し
て
勤

　
　

恪
を
笑
ふ
。
…
…
是
に
由
り
て
毀
券
は
善
悪
の
賓
に
気
れ
、
情
意
は
貨
欲
の
途
に
奔
ゐ
’
。
選
者
は
人
の
狐
に
官
を
揮
び
、
官
者

　
　

は
身
の
篤
に
利
を
鐸
ぷ
。
し
か
し
て
秉
鈎
常
軸
’
の
士
、
身
官
を
粂
ぬ
る
こ
と
十
を
以
て
撒
ふ
。
・
…
…
そ
の
婦
女
は
荘
櫛
織
細
、

　
　

皆
成
を
婢
僕
に
取
り
未
だ
１
　
て
女
工
絲
菜
の
業
、
中
錯
酒
食
の
事
を
知
ら
ず
。
時
に
先
ん
じ
て
婚
し
、
情
に
任
せ
て
動
く
。
故

　
　

に
皆
淫
逸
の
過
を
恥
ぢ
す
、
妬
忌
の
悪
に
拘
ら
す
、
舅
姑
に
逆
ふ
あ
り
、
剛
柔
を
反
１
　
す
る
あ
り
、
妾
腰
を
殺
戮
す
る
あ
り
、

　
　

上
下
を
殺
乱
す
る
あ
る
も
、
父
兄
こ
れ
を
罪
せ
す
、
天
下
こ
れ
を
非
と
す
る
莫
し
。
「
下
世

　

こ
の
続
き
」
ｙ
卜
、
か
ｘ
る
風
俗
の
顧
潰
は
そ
の
由
っ
て
来
る
所
の
も
の
漸
に
し
て
、
一
婦
人
た
る
賢
后
の
’
肆
虐
に
よ
る
も
の
に
あ
ら

す
、
ま
だ
悳
希
の
暗
愚
も
こ
の
形
勢
を
助
１
　
し
た
心
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ
口
吻
を
洩
ら
し
て
ゐ
る
心
は
、
干
賓
が
政
治
の
得
失
王
朝

-
４

-



　
　
　

の
興
慶
を
見
る
の
に
、
舞
學
的
な
三
代
の
興
亡
史
論
た
る
湯
武
・
伊
周
が
國
を
興
し
、
築
紺
妹
姐
が
で
れ
を
亡
し
た
と
い
ふ
が
如
き

　

ｙ
観
方
を
取
ら
す
、
個
人
の
行
錫
の
道
徳
の
如
何
で
は
な
く
、
一
般
人
が
政
治
的
祀
會
的
悪
徳
が
時
勢
を
一
愛
す
る
に
至
っ
て
は
、
（
上

　
　
　

の
引
例
に
は
略
し
た
が
）
劉
頌
・
傅
玄
・
郭
欽
ち
卓
識
の
士
の
正
し
い
意
見
も
こ
れ
を
防
ぎ
と
ぬ
る
こ
Ｅ
こ
が
で
き
な
か
り
た
と
い
ふ

　
　
　

魏
晋
社
會
衰
亡
の
史
論
を
述
ぺ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し

　
　
　

か
く
て
晋
室
中
興
の
指
導
原
理
は
ど
こ
に
見
出
す
べ
き
か
。
こ
れ
に
開
し
て
習
盤
歯
千
三
八
四
）
、
の
意
見
を
見
よ
う
。
彼
の
著
、

　
　

漢
晋
春
秋
四
十
七
巻
は
後
漢
の
光
武
帝
よ
り
起
り
西
晋
の
慾
帝
迄
の
史
賓
を
記
し
て
ゐ
る
が
ご
二
國
時
代
に
･
)
f
？
Ｓ
て
蜀
を
以
て
正
統

　
　

と
し
、
魏
を
簒
逆
と
な
し
、
司
馬
昭
が
蜀
を
亡
し
た
の
を
以
て
漢
甫
め
て
亡
ん
だ
と
な
し
、
要
之
、
晋
は
漢
を
承
け
た
の
で
魏
の
譚

　
　

を
受
け
た
の
で
は
な
Ｉ
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
長
く
桓
温
に
仕
へ
、
晩
年
朝
廷
の
史
官
に
任
命
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
が
會
々

　
　

病
歿
し
た
。
臨
終
に
上
疏
し
て
、
そ
の
持
論
を
上
聞
せ
ん
と
し
た
。
彼
は
「
代
王
の
徳
あ
る
を
以
て
せ
ば
そ
の
道
足
ら
す
、
際
限
の

　
　

功
に
お
い
て
は
孫
劉
の
鼎
立
を
許
し
て
ゐ
た
か
ら
魏
は
か
つ
て
一
日
も
王
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
晋
め
三
組
の
功
業
は
赫
々

　
　

た
る
も
の
あ
り
、
宇
宙
を
混
一
し
軌
を
二
漢
に
同
じ
う
す
る
概
が
あ
る
。
晋
を
以
て
直
ち
に
漢
を
橿
ぐ
の
は
、
恰
も
漢
が
周
を
楠
い

　
　

で
秦
を
幄
が
な
い
の
と
同
じ
く
、
不
正
の
魏
を
尊
ば
ざ
る
轜
大
通
の
道
を
断
か
ざ
ら
ん
が
鴬
で
あ
る
」
と
考
へ
た
。

　
　

―

　
　
　

漢
族
の
最
初
に
被
っ
た
災
厄
と
い
ふ
ぺ
き
は
北
支
が
夷
秋
王
朝
の
支
配
り
蹄
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
た
と
へ
版
圖
は
東
南
の
一
隅

　
　

に
限
ら
れ
中
原
を
逐
は
れ
た
と
は
い
へ
漢
族
王
朝
が
営
然
あ
く
ま
で
正
統
の
唯
一
の
王
朝
で
あ
る
。
即
ち
夷
我
の
王
朝
を
僣
具
な
り

　
　

と
斥
け
る
東
晋
人
の
営
面
の
主
張
と
、
か
っ
こ
の
主
張
を
過
去
の
歴
史
に
向
け
て
、
漢
族
の
天
下
が
分
裂
す
る
こ
と
は
考
へ
得
ら
れ

　
　

す
、
必
ず
や
そ
の
内
の
一
が
正
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
世
紀
に
亘
っ
て
め
ざ
ま
し
い
治
績
を
あ
げ
中
原
統
治
の
成
果
を
あ
げ
え

Ｊ

　

た
の
み
な
ら
歩
、
匈
奴
・
氏
・
莞
・
、
鮮
卑
の
夷
秋
を
し
て
久
し
き
間
終
に
一
歩
も
中
原
を
保
た
し
め
な
か
っ
た
漢
朝
Ｉ
名
の
内
に

-
５

-



叩

　

は
理
念
に
お
い
て
雨
漢
を
紹
い
だ
蜀
漢
も
含
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
漢
朝
を
晋
が
直
ち
に
端
ぐ
こ
と
こ
そ
漢
族
王
朝
の
名
分
を

　
　

立
て
る
こ
と
が
で
き
志
と
し
、
儒
學
珍
重
の
観
念
は
依
然
と
し
て
晋
人
の
脳
裏
を
支
配
し
、
た
戈

　
　

を
膜
前
に
見
て
は
そ
の
儒
學
の
學
問
と
し
て
の
面
よ
り
も
民
族
主
義
思
想
の
面
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
東
晋
初
に
お
い
て
雁
倉
が
儒

　
　

學
振
興
を
主
張
し
朝
廷
で
も
こ
れ
を
容
れ
、
漑
し
て
東
晋
を
通
じ
て
、
一
般
貴
族
の
老
荘
佛
教
的
傾
向
に
對
し
朝
廷
の
官
版
を
左
右

　
　

す
る
若
干
の
官
僚
は
政
治
指
導
の
原
理
こ
と
に
對
外
的
政
策
の
根
強
と
し
て
儒
學
を
執
っ
て
ゐ
た
こ
ハ
マ
即
ち
學
術
と
し
て
は
後
漢

　
　

代
に
お
け
る
が
如
く
文
化
の
中
心
を
占
め
る
こ
と
は
出
来
互
く
な
っ
た
が
政
治
・
民
族
の
現
官
的
勢
力
の
根
源
即
ち
民
族
主
義
精
励

　
　

と
し
て
儒
教
が
保
持
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
般
に
戦
眼
時
代
で
あ
り
、
王
朝
が
屡
々
更
迭
し
そ
の
賓
力
強
大
で
な
い
に
も
拘
ら
す
、
修
史

　
　

一

　
　

が
頻
繁
に
行
は
れ
、
政
治
史
學
忙
開
す
る
著
述
が
史
學
界
の
主
流
を
占
め
て
ゐ
た
事
情
も
こ
ｘ
に
基
因
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

も
開
せ
す
、
現
官
の
國
力
が
夷
秋
を
中
原
よ
り
願
逐
す
る
能
は
す
、
思
想
に
お
い
て
も
儒
學
が
道
佛
に
敵
し
得
ず
、
朝
廷
中
心
の
儒

　
　

６

　
　

學
復
興
運
動
が
企
て
ら
れ
て
は
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
時
代
の
根
板
に
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
情
も
亦
こ
れ
に
開
聯
し
て

　
　
　

一

　
　

ゐ
‰
し
か
ら
ば
夷
秋
王
朝
に
お
け
る
史
學
は
い
か
か
る
地
位
に
あ
っ
た
か
を
對
昭
し
て
考
へ
る
べ
く
五
胡
諸
國
に
つ
い
て
述
べ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　

五
胡
の
君
主
が
皆
中
原
の
文
物
を
珍
重
し
太
學
を
建
て
學
官
を
置
い
た
４
　
の
事
蹟
に
並
行
し
て
漢
人
を
し
て
國
史
を
修
せ
し
め
た

　
　

こ
と
は
著
し
い
。
後
趙
で
は
太
興
二
年
（
三
九
）
祭
酒
任
播
・
崔
溶
を
友
學
と
な
し
、
叉
記
室
佐
明
楷
’
程
機
を
し
て
上
黛
國
記
を

　
　

中
大
夫
傅
彪
・
買
蒲
・
江
軌
を
し
て
大
将
軍
起
居
注
を
、
參
軍
石
奏
・
石
固
・
石
謙

　

孔
隆
を
し
て
大
輩
于
志
を
撰
せ
し
め
た
が
、

　
　

こ
れ
は
い
か
に
彼
等
夷
秋
君
主
が
自
己
の
創
業
立
國
の
述
を
明
か
に
し
、
’
漢
族
國
家
に
比
し
遜
色
な
き
こ
と
を
主
張
せ
ん
と
し
た
か



匍J

ゞ
分
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
撰
述
に
営
れ
る
は
勿
論
教
養
あ
る
漢
人
士
大
夫
で
あ
り
、
彼
等
は
勢
に
迫
ら
れ
夷
秋
の
朝
廷
に
出
仕
す
と

雖
七
、
内
心
夷
截
の
文
化
を
卑
し
み
彼
等
傅
統
の
文
化
を
誇
る
心
理
に
お
っ
た
こ
と
推
察
に
難
く
た
い
。
さ
れ
ば
こ
ｘ
に
若
干
の
葛

藤
が
生
し
る
の
は
避
け
が
た
い
所
で
あ
る
。
帥
ち
前
漢
の
劉
聴
の
時
に
公
師
或
を
左
國
史
と
な
し
高
阻
本
紀
及
び
功
臣
傅
二
１
　
人
を

撰
せ
し
め
甚
だ
良
史
の
値
を
得
た
と
稀
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
會
々
凌
修
と
い
ふ
者
、
そ
の
先
帝
を
誼
膀
し
九
と
諧
し
だ
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　

考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

劉
瑞
怒
っ
て
こ
れ
を
誄
し
た
。
こ
Ｘ
に
至
り
和
歌
が
改
め
て
漢
趙
記
十
篇
を
撰
し
現
・
に
断
片
が
傅
っ
て
ゐ
る
。

　
　
　

。

　

前
秦
で
は
趙
淵
・
車
敬
・
梁
煕
・
章
譚
ら
史
官
の
任
に
あ
り
著
述
あ
ひ
権
い
だ
が
、
こ
れ
ら
の
史
書
中
に
會
こ
付
堅
の
母
萄
太
后

が
寡
婦
に
な
り
将
軍
李
威
を
内
寵
し
た
る
事
賓
を
記
し
て
ゐ
た
が
、
建
元
十
七
年
（
三
八
一
）
に
至
り
苔
堅
こ
れ
を
醗
見
し
甚
だ
崇
づ

る
と
共
に
怒
り
、
史
書
ヽ
を
焚
き
大
い
に
史
官
を
塗
察
し
罪
を
加
へ
ん
と
し
た
が
、
趙
淵
・
車
敬
ら
已
に
世
に
な
く
乃
ち
止
め
た
と
い

ふ
。

　

か
Ｘ
る
事
情
で
五
胡
諸
國
に
あ
っ
て
は
史
賓
の
正
確
は
君
主
の
威
怒
に
制
せ
ら
れ
て
容
易
に
期
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
五
胡
が
部
族

生
活
か
ら
國
家
建
設
、
に
迄
至
る
間
の
事
情
が
か
く
て
早
く
が
ら
失
は
れ
た
こ
と
ほ
わ
れ
わ
れ
に
取
っ
て
も
遺
憾
で
あ
る
が
、
凌
修
の

例
に
見
る
ご
と
く
漢
人
官
僚
の
ぼ
の
み
に
く
い
軋
榛
ヽ
特
に
史
官
が
尊
ば
れ
ｔ
ゐ

紗

に
自
然
と
嫉
読
‘
詐
言
等
の
情
弊
が
兆
し
７

ゐ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
五
胡
君
主
の
無
理
解
と
共
に
漢
族
官
僚
の
不
徳
を
も
咎
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
後
燕
の
慕
容
垂
の
命
に
よ
り

本
紀
及
び
佐
命
功
臣
王
公
列
傅
三
十
巻
を
撰
し
た
董
統
の
史
１
　
は
斂
事
富
贈
で
一
家
の
言
と
篤
す
に
足
る
と
い
は
れ
た
が
、
褒
述
過

美
に
し
て
董
史
の
直
に
晰
づ
と
膳
せ
ら
れ
ゝ
叉
前
秦
の
著
作
郎
董
誼
が
焚
か
れ
し
史
書
の
奮
語
を
追
録
し
た
が
１
　
に
一
も
存
１
　
　
　
な
か

っ
た
と
傅
へ
ら
れ
る
の
を
見
る
時
、
五
胡
治
下
に
お
け
る
史
學
が
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
道
程
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

’
甚
し
き
は
北
魏
の
太
武
帝
が
宿
敵
赫
連
勃
勃
を
亡
し
、
そ
・
の
史
官
趙
逸
・
張
淵
の
修
め
た
夏
の
國
史
を
讃
み
、
勃
勃
を
讃
へ
て
ゐ

７-



如

る
條
に
憤
怒
し
彼
等
に
罪
を
加
へ
ん
と
し
た
時
、
崔
浩
が

　
　

文
士
の
褒
既
は
多
く
そ
の
賓
を
過
ぐ
。
彼
の
謬
述
は
亦
猶
子
雲
の
新
を
美
め
し
が
ご
と
し
。
皇
王
の
道
固
よ
り
宜
し
く
こ
れ
を

　
　

容
る
べ
し
。

と
取
り
な
し
た
如
き
、
史
家
の
戴
國
に
處
す
る
、
ま
た
顛
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
挙
る
と
共
に
、
漢
人
史
家
が
催
力
者
に
媚
び

勢
威
を
憚
り
毀
咎
の
曲
筆
を
な
す
こ
と
は
何
も
夷
秋
の
治
下
に
始
ま
ら
す
、
従
来
か
ら
の
卵
賃
で
あ
る
こ
と
を
推
知
し
う
る
。
と
も

か
く
事
政
治
に
開
す
る
限
り
営
代
の
史
書
は
到
底
正
鴻
を
期
し
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
わ
れ
く
の
史
料
批
判
の
一

助
に
も
な
る
。
さ
う
し
て
修
史
忙
っ
い
て
み
て
も
漢
人
の
奮
弊
は
文
化
低
き
五
胡
が
こ
れ
責
矯
正
し
え
ざ
る
の
み
か
こ
の
風
を
助
長

し
た
の
で
あ
り
、
彼
等
が
漸
く
漢
文
化
を
櫛
取
し
そ
れ
を
自
発
に
致
す
に
及
ん
だ
段
階
に
於
て
の
み
、
董
狐
の
史
風
を
理
解
し
史
學

に
と
っ
て
真
賓
が
唯
一
の
價
値
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
様
な
情
態
を
見
る
に
至
っ
た
。
こ
の
段
階
は
五
胡
時

代
を
過
ぎ
て
北
魏
の
江
北
統
一
の
時
期
に
お
い
て
Ｉ
た
び
微
か
に
光
を
放
っ
た
。

　

北
魏
太
武
帝
の
朝
に
在
っ
て
漢
官
進
瀬
の
中
心
勢
力
を
な
し
た
崔
浩
は
北
魏
の
國
事
を
書
す
る
に
隠
悪
す
る
こ
と
か
く
、
そ
の
朋

窯
の
漢
官
ら
彼
に
勧
め
て
國
書
を
石
に
銘
し
直
筆
を
彰
は
さ
ん
と
請
ふ
に
至
り
、
こ
の
計
書
に
は
拓
哉
族
中
第
一
の
漢
文
化
愛
好
者

た
る
太
子
晃
も
賛
成
し
た
。
こ
の
結
果
拓
哉
部
人
の
憤
激
甚
し
く
逡
に
浩
を
帝
に
構
へ
、
こ
れ
が
契
機
と
な
り
崔
氏
一
門
及
び
そ
の

姻
親
の
五
族
洙
滅
の
大
事
件
が
起
り
、
遂
に
漢
人
豪
族
が
北
魏
君
腹
の
下
に
囁
伏
す
る
事
態
に
至
っ
が
。
こ
の
時
、
崔
浩
ｂ
親
友
で

國
書
に
筆
を
下
す
こ
と
多
か
っ
た
高
允
が
修
史
の
貴
情
を
太
武
帝
に
直
言
し
、
嘱
難
身
に
及
ぶ
を
恐
れ
ず
、
太
子
晃
ま
た
彼
が
そ
の

師
傅
な
る
に
よ
り
極
力
庇
護
し
そ
の
命
を
救
う
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
太
武
帝
は
高
允
の
直
情
に
感
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

直
な
る
哉
。
こ
れ
亦
人
情
の
難
し
と
す
る
所
、
し
か
も
能
く
死
。
に
臨
ん
で
移
ら
寸
、
亦
難
が
ら
す
や
。
か
っ
君
に
對
ふ
る
に
賓

-

８
-
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を
以
て
す
る
は
貞
臣
な
り
。
此
の
言
の
如
く
ん
ば
寧
ろ
一
札
１
　
を
失
ふ
と
も
宜
し
く
こ
れ
を
宥
す
べ
し
。

と
言
ひ
彼
を
誄
し
な
か
っ
た
。
帥
ち
知
る
、
漢
末
以
季
の
學
問
の
派
閥
的
傾
向
に
よ
る
學
界
の
堕
落
に
伴
ふ
史
家
の
徳
操
の
保
た
れ

難
い
傾
向
は
、
未
開
不
知
な
る
五
胡
の
矯
正
し
う
べ
き
限
り
で
は
な
い
沁
、
し
か
し
空
前
の
時
腱
に
遭
遇
し
こ
の
危
局
を
乗
り
切
っ

た
漢
人
の
反
省
決
意
に
基
い
て
の
み
文
化
の
甦
生
を
促
が
す
べ
き
科
學
的
精
紳
が
維
持
さ
れ
嗇
揮
さ
れ
た
。
崔
浩
の
洙
滅
は
國
史
の

問
題
が
唯
一
に
は
非
る
べ
く
、
高
允
の
言
に
見
る
如
き
彼
の
不
徳
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
こ
の
問
題
に
開
す
る
限
り
拓
哉
族
の
精
帥
に

は
漢
化
の
程
炭
進
む
に
っ
れ
文
化
に
對
す
る
理
解
・
寛
容
の
傾
向
が
生
じ
、
そ
れ
が
甦
生
せ
る
漢
文
化
の
主
眼
的
環
境
と
な
り
、
こ

こ
少
時
の
間
極
め
て
健
全
な
る
新
文
化
が
創
造
さ
れ
っ
ｘ
あ
る
様
を
看
取
し
う
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

太
子
晃
は
か
ね
て
太
武
帝
忙
謁
す
る
時
に
い
か
に
振
舞
ふ
べ
き
か
を
高
允
に
指
教
し
た
に
拘
ら
ず
、
彼
が
直
言
し
て
緊
迫
し
た
瞬

問
を
演
出
し
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
後
に
彼
を
責
め
た
が
、
こ
の
時
の
高
允
の
言
は
員
に
太
子
を
し
て
動
容
搦
嘆
せ
七
む
る
も
の
あ

り
し
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
も
彼
に
於
て
支
那
史
學
の
す
ぐ
れ
た
面
－
”
賓
用
主
義
の
段
階
と
は
い
へ
、
そ
の
段
階
に
お
け
る
真
理
感

受
の
健
全
な
る
例
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

ゝ

　
　

そ
れ
史
籍
は
帝
王
の
賓
腺
、
将
来
の
畑
誠
な
り
。
今
の
往
を
観
る
所
以
は
後
の
今
を
知
器
所
以
。
是
を
以
て
言
行
畢
動
、
備
載

　
　

せ
ざ
る
な
し
。
赦
に
人
君
惜
し
む
。
－
●
一
一
一
－
浩
、
蓬
蕎
の
才
を
以
て
棟
梁
の
重
き
を
荷
ひ
、
朝
に
在
っ
て
は
驀
腸
の
節
た
く
退
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　

て
は
委
蛇
の
稀
な
し
。
私
欲
そ
・
の
公
廉
を
没
し
、
愛
檜
そ
の
直
理
を
蔽
ふ
。
こ
れ
浩
の
責
な
り
。
朝
廷
起
居
の
跡
を
書
し
、
國

　
　

家
得
失
の
事
を
言
ふ
に
至
り
て
は
こ
れ
亦
史
を
篤
む
る
の
大
健
、
未
だ
多
く
逡
ふ
と
な
さ
す
・
然
し
て
臣
改
と
蜜
に
そ
の
事
を

　
　

同
じ
う
す
。
死
生
柴
辱
、
濁
殊
な
し
。
誠
に
殿
下
大
造
の
慈
を
荷
ふ
。
心
に
這
ひ
菊
冤
す
る
は
臣
の
意
に
非
ず
。

　

崔
浩
の
誄
後
慶
せ
ら
れ
て
ゐ
た
史
官
は
文
成
帝
の
和
千
元
年
（
四
六
〇
）
六
月
復
興
せ
ら
れ
、
爾
後
北
魏
史
學
の
醍
達
を
見
た
が
、

-９-



叫

　

こ
Ｘ
で
は
詳
説
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

六
朝
時
代
に
撰
成
さ
れ
た
各
朝
國
史
に
つ
い
て
は
唐
の
劉
知
幾
「
史
通
」
正
史
篇
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、
１
　
販
的
政
事

宜
は
こ
ｘ
に
加
へ
な
い
。
た
ゞ
十
八
家
晋
史
の
語
に
見
る
ご
と
く
、
前
後
あ
ひ
う
け
て
王
朝
の
歴
史
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の

時
代
に
修
史
が
大
厦
名
春
な
こ
と
で
あ
り
、
官
途
に
お
け
る
渠
煌
の
途
。
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

　

何
法
盛
の
晋
中
興
書
は
販
例
・
内
容
に
お
い
て
他
の
諸
史
と
立
ち
奎
さ
っ
て
良
史
と
孵
す
べ
き
で
あ
る
が
、
南
史
徐
廣
傅
に
よ
れ

ば
、
賓
は
郎
紹
が
こ
の
書
を
作
り
何
法
盛
に
示
し
た
所
、
法
盛
は

　
　

卿
は
名
位
貴
達
な
れ
ば
ま
た
此
の
延
券
を
侯
た
じ
。
我
は
家
士
に
し
て
聞
ゆ
る
な
け
れ
ば
宜
し
く
以
て
恵
と
な
す
べ
し
。

と
申
し
込
ん
だ
が
、
紹
は
輿
へ
す
、
凛
内
に
し
ま
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
後
、
法
盛
は
彼
の
不
在
中
入
っ
て
ゆ
き
唯
一
の
稿
本
た
る
郡
紹

の
中
興
書
を
寫
み
自
分
の
名
で
刊
行
し
世
に
行
は
れ
た
と
い
ふ
。
員
貿
未
だ
に
は
か
に
断
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
史
書
を
著
述
す
る
こ
と

が
、
貴
族
祀
會
に
名
聾
を
馳
せ
る
所
以
で
あ
っ
た
こ
と
は
諒
解
で
き
よ
う
。

　

裴
子
野
の
宋
略
二
１
　
巻
は
斂
事
評
論
多
く
善
し
と
蒔
せ
ら
れ
た
が
、
常
時
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
宋
書
の
著
者
沈
約
は
こ
れ
を
見
て

　

「
吾
逮
ば
す
」
と
歎
述
し
た
。
宋
略
の
中
に
「
淮
南
太
守
沈
瑛
を
戮
す
」
と
い
ふ
記
載
が
あ
り
、
瑛
は
即
ち
約
の
父
で
あ
る
が
、
義

師
に
従
は
ざ
り
し
篤
に
か
く
直
書
し
た
の
で
あ
渚
。
沈
約
は
饗
れ
て
徒
銑
し
こ
れ
に
謝
し
て
荊
つ
な
が
ら
抑
さ
ん
こ
と
を
請
う
た
と

い
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

斉
の
王
智
深
は
武
帝
の
命
を
う
け
宋
紀
を
撰
せ
ん
と
す
る
や
、
芙
蓉
堂
に
召
見
し
衣
服
を
賜
ひ
宅
を
給
し
た
が
、
彼
は
元
来
貧
し

く
衣
な
き
有
様
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
事
情
を
慄
章
王
疑
に
告
げ
た
所
、
好
學
を
以
て
知
ら
れ
た
王
は
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4０5

　
　

卿
の
書
成
る
を
須
ち
営
に
あ
ひ
論
挙
る
に
縁
を
以
て
１
　
べ
し
・
ヽ

と
答
へ
た
。

　

以
上
の
三
例
は
何
れ
も
修
史
が
名
春
あ
る
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。

　

南
朝
の
歴
史
を
讃
ん
で
気
持
の
悪
い
こ
と
は
営
時
の
帝
王
の
私
生
活
上
の
惇
徳
暴
虐
の
有
様
が
露
骨
に
描
寫
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
宋
の
孝
武
帝
や
慶
帝
子
業
の
如
き
例
を
見
て
も
、
此
等
君
主
は
政
績
見
る
べ
き
も
の
必
ず
し
も
無
し
と
し
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｊ

　
　
　

ｓ

の
不
徳
の
行
篤
は
専
ら
宮
廷
内
に
限
ら
れ
、
従
っ
て
家
門
道
徳
を
重
ん
す
る
健
全
な
貴
族
の
眼
か
ら
見
れ
ば
早
姫
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
ら
う
が
、
天
下
の
治
道
よ
り
見
れ
ば
彼
等
は
豪
族
の
専
横
を
抑
へ
帝
室
の
威
服
を
張
ら
ん
と
務
め
る
有
能
い
君
主
で
あ
り
、
賓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
　

に
彼
等
が
史
籍
に
そ
の
惇
徳
を
痛
論
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
貴
族
が
彼
等
に
對
す
る
反
感
の
一
つ
の
現
れ
と
も
見
ら
れ
な
く
は
た
い
。

梁
の
武
帝
の
時
、
災
均
が
誓
１
　
を
撰
せ
ん
と
し
て
帝
に
斉
起
居
注
群
臣
行
舷
を
借
覧
せ
ん
と
請
う
た
時
、
武
帝
は

　
　

斉
氏
故
事
、
布
い
て
流
俗
に
あ
り
、
聞
見
既
に
多
し
。
自
ら
捜
訪
す
ぺ
し
。
｀

と
拒
否
し
た
の
で
、
彼
は
遂
に
斉
春
秋
七
私
撰
し
た
。
そ
の
中
に
梁
の
武
帝
が
誓
の
明
帝
の
佐
命
な
り
と
記
し
た
箇
所
が
あ
っ
た
篤

帝
の
忌
譚
に
ふ
れ
書
は
焚
か
れ
職
は
免
ぜ
ら
れ
た
と
い
ふ
か
ら
、
武
帝
が
秘
府
の
書
を
提
示
し
な
か
っ
た
の
は
南
朝
革
命
の
際
に
お

け
る
忌
譚
す
べ
き
政
治
上
の
賓
録
を
隠
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
甫
朝
の
史
書
に
こ
の
種
類
の
曲
庇
あ
る
の
は
明
白
な
事
賓
マ

既
に
三
國
志
の
著
者
陳
壽
と
雖
も
冤
れ
な
か
っ
た
。
清
の
趙
翼
「
二
４
　
二
史
剤
記
」
一
一
「
宋
書
多
徐
爰
奮
本
」
の
項
下
に
、

　
　

余
さ
き
に
疑
ふ
、
約
の
宋
書
を
修
む
る
や
、
凡
。
そ
宋
誓
革
易
の
際
は
宜
し
く
斉
の
た
’
め
ビ
譚
む
べ
し
。
晋
宋
革
易
の
際
は
必
ず

　
　

し
も
宋
の
た
め
に
譚
ま
じ
。
乃
ち
宋
の
た
め
に
譚
む
も
の
、
反
っ
て
斉
の
た
め
に
譚
む
よ
り
甚
し
。
然
る
後
知
る
、
宋
の
た
め

　
　

に
譚
む
も
の
は
徐
爰
の
奮
本
な
り
。
斉
の
た
め
に
・
諒
む
も
の
は
沈
の
補
輯
す
る
所
な
り
。
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弱

　

と
論
じ
て
ゐ
る
例
を
見
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
沈
約
は
南
斉
の
時
に
宋
書
を
撰
し
・
た
が
多
く
孝
武
・
明
帝
の
諸
々
の
鄙
涜
の
こ
と
を
。

　
　

載
せ
て
あ
る
の
で
、
斉
の
武
帝
は
左
右
を
し
て
約
に
告
げ
し
め
て
曰
く

　
　
　
　
　

孝
武
の
事
波
、
頓
に
爾
る
容
か
ら
す
。
我
昔
か
つ
て
宋
の
明
帝
に
事
へ
た
り
。
卿
、
譚
悪
の
義
を
思
ふ
べ
し
。

　
　

と
傅
へ
た
の
で
、
沈
約
っ
ひ
に
文
中
に
つ
き
省
除
す
る
所
多
か
っ
た
と
い
は
れ
る
。
南
朝
に
革
命
が
頻
繁
に
行
は
れ
た
こ
と
と
、
帝

　
　

王
の
私
生
活
に
對
す
る
貴
族
の
忌
憚
な
き
批
難
と
が
相
互
に
作
用
し
て
南
朝
の
史
書
に
は
、
北
朝
に
お
い
て
浦
人
史
家
が
胡
族
に
對

　
　

す
る
反
感
に
基
く
事
賓
の
露
悪
と
こ
れ
を
制
歴
す
る
夷
秋
君
主
の
専
制
と
の
抗
争
の
た
め
に
史
賓
の
失
誤
を
来
し
た
と
い
ふ
事
情
に

　
　

對
照
し
て
、
や
は
り
こ
こ
に
も
史
賓
の
適
正
な
ら
ざ
る
憾
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
推
知
で
き
る
。

　
　
　
　

要
之
六
朝
の
史
學
は
貴
族
の
史
學
で
あ
る
。
帝
室
に
お
い
て
修
史
を
帝
王
の
大
業
の
Ｉ
と
し
て
奪
重
し
、
撰
集
の
勅
命
を
屡
々
下

　
　

し
修
史
は
立
身
の
手
段
で
さ
へ
あ
っ
た
如
き
事
情
に
お
い
て
さ
へ
、
な
ほ
史
學
の
存
立
は
貴
族
の
手
中
に
あ
り
、
貴
族
の
開
心
す
る

　
　

所
が
多
く
史
１
　
に
反
映
し
て
ゐ
る
。
帥
ち
家
門
の
名
岑
と
柴
貴
と
を
宣
傅
１
　
誇
示
す
る
た
め
に
譜
學
・
家
傅
の
類
が
多
く
作
ら
れ
、

　
　

ま
た
家
門
の
血
統
の
一
つ
一
つ
の
環
で
あ
る
個
人
の
性
行
に
開
す
る
記
述
と
し
て
傅
記
‘
逸
話
集
（
世
説
新
語
の
如
き
）
の
類
が
編
述

　
　

さ
れ
る
等
の
鮎
を
指
す
の
で
あ
る
。
゛
北
斉
の
魏
我
の
魏
書
が
植
史
と
碍
や
ら
れ
た
の
は
彼
が
性
頗
急
で
自
己
の
檜
悪
す
る
家
族
に
對

　
　

し
て
は
被
ら
す
に
醜
言
を
以
て
し
そ
の
善
事
を
没
し
、
自
己
の
親
し
み
頼
む
所
あ
る
者
に
は
佳
傅
を
立
て
、
そ
の
結
果
営
然
傅
せ
ら

　
　

る
べ
き
人
が
立
傅
に
洩
れ
た
り
不
変
な
記
載
を
蒙
っ
た
り
し
た
た
め
、
そ
の
一
族
子
弟
が
憤
慨
し
て
問
題
を
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
。

　
　

い
か
に
鴬
時
の
貴
族
が
正
史
に
傅
記
せ
ら
れ
る
こ
と
を
重
要
事
と
み
な
し
、
身
後
の
名
聾
を
留
め
る
こ
と
に
専
念
し
た
る
か
、
彼
等

　
　

の
心
理
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
魏
収
が
魏
書
を
撰
せ
ん
と
す
る
や
、
北
斉
の
文
宣
帝
は
彼
に
敬
し
て

　
　
　
　
　

好
く
直
筆
せ
よ
。
我
っ
ひ
に
魏
の
太
武
が
史
官
を
誄
し
た
る
を
作
さ
す
。
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と
い
っ
た
が
、
帝
の
言
の
如
く
ん
ば
北
朝
の
後
期
に
な
る
と
史
家
の
直
筆
の
難
き
は
君
王
の
輩
笑
に
檀
あ
ら
す
、
貴
勢
な
。
を
門
閥
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

の
離
合
集
散
の
葛
藤
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
’
。

　
　
　

さ
れ
ば
六
朝
に
お
い
て
・
正
史
ぱ
王
朝
の
政
治
方
針
の
線
に
そ
う
て
撰
述
せ
ら
れ
た
と
は
い
へ
、
宦
は
貴
族
の
妊
倚
が
多
分
に
反
映

　
　

し
て
を
り
、
帝
紀
を
斂
す
る
。
に
も
帝
王
を
一
箇
大
貴
族
の
家
の
子
と
し
て
傅
へ
ん
と
す
る
様
子
が
あ
る
。
・
個
人
及
び
家
門
の
美
名
を
、

　
　

孵
述
せ
ん
に
は
浮
奉
溢
美
の
表
現
が
必
要
と
さ
れ
、
史
學
は
正
確
を
倚
ぶ
こ
と
よ
り
も
表
面
の
記
載
の
美
麗
を
侭
ぶ
方
向
へ
引
き
寄

　
　

す
ら
れ
。
、
簡
言
す
れ
ば
史
家
は
文
筆
の
士
で
あ
り
、
史
學
は
文
飾
で
あ
っ
た
。
さ
５
　
し
て
國
家
の
制
度
典
章
の
研
究
も
行
は
れ
た
と

　
　

は
い
へ
、
こ
れ
ま
た
形
式
を
重
ん
じ
鮭
會
政
治
の
賓
情
を
反
映
し
な
い
。
現
今
残
る
正
史
に
つ
い
て
見
て
も
志
類
を
有
す
る
は
魏
書
・

　
　

宋
書
・
南
有
１
　
に
す
ぎ
挙
、
そ
れ
に
玉
置
楽
・
天
文
・
祚
瑞
の
ご
と
き
わ
れ
ら
の
感
じ
方
か
ら
み
て
賓
際
的
で
な
い
部
分
が
多
い
。

　
　
　

南
斉
の
建
元
二
年
、
檀
疸

　

江
沌
史
職
に
あ
。
り
、
上
表
し
て
條
例
を
立
て
ん
と
し
、
こ
れ
に
開
し
て
朝
議
沸
騰
し
た
。
時
に
秘
書

　
　

丞
袁
象
議
し
て
「
處
士
は
’
皇
王
を
排
斥
す
る
偏
介
の
行
に
し
て
長
風
移
俗
す
ぺ
か
ら
ず
、
遷
固
の
録
せ
ざ
る
所
、
一
介
の
善
頓
に
略

　
　

す
る
に
縁
る
な
く
ん
ば
宜
し
く
そ
の
姓
業
を
列
し
他
篇
に
附
出
す
べ
し
」
と
い
ひ
、
處
士
傅
を
立
て
る
こ
と
に
反
對
し
、
ま
た
佐
命

　
　

の
功
臣
主
倹
は
朝
會
志
を
省
き
食
貨
志
を
立
つ
べ
き
を
’
主
張
し
て

　
　
　
　
　

金
粟
の
重
、
八
政
の
先
に
す
る
所
、
食
貨
通
す
れ
ば
則
ち
國
富
み
民
賓
る
。
宜
し
く
編
録
を
加
へ
以
て
務
本
を
崇
ば
ん
。

　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　

と
論
じ
。
、
か
っ
帝
女
傅
を
立
て
ん
と
し
た
る
の
に
も
反
對
し
、
高
徳
異
行
あ
ら
ば
常
に
列
女
に
載
す
べ
く
常
美
に
止
ま
れ
ば
蒐
来
の

　
　

ご
と
く
書
せ
挙
し
て
可
な
り
と
奏
し
た
如
き
、
営
時
と
し
て
は
指
導
的
な
意
見
と
い
ふ
べ
き
で
あ

‰
國
家
の
制
度
に
開
せ
る
ご
と

　
　

き
方
面
は
富
時
貴
族
の
開
心
の
中
心
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
、
王
倹
が
常
時
の
文
飾
化
し
た
史
學
を
快
し
と
せ
す
、
そ
の

4
0

　

七
志
に
Ｊ
お
い
て
史
記
等
を
経
典
志
に
編
入
し
た
る
は
反
っ
て
彼
徊
國
家
・
政
治
の
歴
史
を
本
義
と
考
へ
た
識
見
に
基
く
も
の
か
も
し

３－-
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れ
ず
、
。
必
ず
し
も
史
學
の
経
學
か
ら
分
離
す
る
傾
向
に
反
對
し
た
も
の
で
は
だ
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

以
上
に
お
い
て
政
治
と
の
開
聯
に
４
％
い
て
史
學
を
考
へ
た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
史
學
が
反
っ
て
貴
族
文
化
の
一
部
門
と
し
て
そ

の
好
嗇
・
開
心
に
左
右
さ
れ
る
面
が
多
か
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
の
で
更
に
常
時
の
史
書
の
形
式
・
内
容
を
逍
じ
て
文
化
と
の
開
聯
に

｀
ｆ
い
て
史
學
の
地
位
を
考
へ
て
見
よ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
富
代
の
。
史
家
の
史
料
學
的
見
地
に
開
し
て
一
言
し
よ
う
と
思
ふ
。

　

後
漢
中
期
以
後
儒
學
一
奪
の
傾
向
が
崩
壊
し
て
く
る
に
っ
れ
、
儒
教
的
見
地
か
ら
價
値
あ
り
と
信
じ
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
史
料
以

外
に
巷
間
の
雑
説
、
百
家
の
遺
言
な
ど
に
も
史
家
の
注
意
が
む
け
ら
れ
る
。
儒
家
の
學
説
の
中
に
も
純
正
経
學
以
外
の
要
素
が
著
し

く
混
入
し
て
く
る
。
紳
仙
譚
や
緯
書
の
中
に
傅
へ
ら
れ
る
記
事
も
雅
正
な
る
定
説
と
肩
を
比
べ
る
様
に
な
る
。
今
一
つ
は
い
ふ
迄
も

な
く
異
民
族
の
内
地
雑
居
、
漢
民
族
流
徒
に
よ
る
新
開
地
の
事
情
が
明
か
に
さ
れ
る
と
共
に
、
同
じ
中
國
の
中
で
も
地
方
差
が
注
意

さ
れ
て
き
た
こ
と
、
更
に
佛
教
の
流
入
を
中
心
と
す
る
西
域
・
南
海
方
面
の
新
知
識
の
吸
収
、
知
識
人
た
る
逸
民
が
山
林
に
生
命
を

全
う
せ
ん
と
し
て
、
郡
心
を
離
れ
た
素
朴
な
民
俗
・
傅
説
の
境
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
る
新
奇
こ
岬
怪
な
る
経
験
等
、
こ
れ
ら
の
原

因
に
よ
り
記
述
さ
れ
る
事
項
が
多
様
性
を
お
び
る
。
第
三
に
は
経
學
的
に
規
制
さ
れ
た
人
倫
の
膿
統
が
崩
壊
し
て
個
人
の
生
活
が
自

ら
の
生
活
を
規
範
づ
け
ん
と
し
て
、
し
か
も
全
然
設
定
さ
れ
た
規
範
に
封
じ
き
ら
れ
だ
い
た
め
起
る
人
間
生
活
の
流
動
的
・
。
豊
富
に

な
る
こ
と
に
よ
る
個
性
に
對
す
る
注
意
、
換
言
す
れ
ば
個
人
の
風
倚
行
篤
に
對
し
て
種
々
な
角
度
か
ら
評
價
が
具
へ
ら
れ
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
事
情
に
基
い
玉
ハ
朝
史
家
の
史
料
に
對
す
る
態
度
は
異
聞
を
捜
集
し
従
前
の
範
圃
以
上
に
出
で
ん
と
し
、
史
官
の
形
式
的

整
斉
や
一
定
の
規
格
を
守
ら
申
、
正
確
に
し
て
現
賓
的
な
る
こ
と
よ
り
も
博
探
に
し
て
想
像
的
な
史
料
を
追
求
す
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
前
者
を
全
然
お
し
の
け
て
代
ら
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ｘ
高
閣
に
束
ね
を
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を
開
拓
す
る
。

　
　
　
　

干
賓
は
晋
紀
の
他
に
捜
卵
記
の
著
で
名
高
い
が
、
彼
は
自
分
の
家
に
起
っ
た
奇
怪
な
事
件
に
感
動
し
て
古
今
の
榊
祇
章
異
、
人
物

　
　
　

便
化
を
撰
集
し
て
こ
の
書
を
作
っ
た
の
で
あ
る
’
。
彼
は
異
同
を
博
探
し
鴛
に
虚
賓
を
混
じ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て

　
　
　
　
　

先
志
を
載
籍
に
考
へ
、
遺
逸
を
営
時
に
牧
む
る
は
、
蓋
し
一
耳
一
自
の
新
し
く
聞
観
す
る
所
に
非
や
。
亦
安
ぞ
敢
て
失
賓
・
の
弗

　
　
　
　
　

口
な
し
と
謂
は
ん
や
。
…
…
況
ん
や
千
載
の
前
を
９
　
述
し
、
殊
俗
0
1
表
を
記
す
・
片
言
を
残
訣
に
綴
り
行
事
を
故
老
に
訪
ふ
。

　
　
　
　
　

将
に
事
を
し
て
迩
を
二
に
せ
す
、
言
に
異
塗
な
く
然
る
後
信
と
篤
さ
ん
と
す
。
固
よ
り
亦
前
史
の
病
ふ
る
所
、
然
り
し
か
う
し
、

　
　
　
　
　

七
國
家
注
記
の
官
を
慶
せ
す
、
學
士
誦
覧
の
業
を
絶
た
挙
、
。
壹
そ
の
失
ふ
所
の
も
の
小
に
し
て
存
す
る
所
の
も
の
大
な
る
を
以

　
　
　
　
　

て
せ
ざ
ら
ん
や
。
今
の
集
む
る
所
、
設
前
載
に
承
く
る
あ
る
者
は
則
ち
余
の
罪
に
あ
ら
ざ
Ｋ
!
也
。
も
し
近
世
の
事
を
探
訪
し
萄

　
　
　
　
　

く
も
虚
錯
あ
ら
し
め
ば
、
順
く
は
先
賢
前
儒
と
そ
の
設
膀
を
分
た
ん
。
云
々

　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　

’
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　

と
断
っ
て
ゐ
る
が
、
捜
卵
記
の
内
容
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
い
か
に
荒
誕
で
現
在
の
史
學
に
お
い
て
鮨
り
評
價
利
用
さ
れ
な
い
と
い

　
　
　

っ
て
彼
の
資
料
蒐
集
選
揮
の
用
意
を
軽
脱
し
て
は
な
ら
な
い
。
要
之
古
典
に
傅
ふ
る
事
費
は
そ
れ
を
沿
襲
し
尊
重
す
る
が
、
そ
の
他

　
　
　

に
近
世
の
事
件
を
自
ら
の
意
欲
に
お
い
て
訪
求
す
る
自
由
を
古
典
的
精
祁
か
ら
束
縛
さ
れ
る
の
を
欲
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果

　
　
　

は
民
俗
的
知
識
の
探
集
が
盛
ん
に
な
る
を
来
し
た
。
史
通
探
撰
篇
に
於
て

　
　
　
　

。
安
國
（
孫
盛
字
）
の
陽
秋
を
述
ぶ
る
や
、
梁
益
の
奮
事
は
ど
れ
を
故
老
に
訪
ふ
。
そ
れ
匍
莞
の
鄙
説
を
以
て
刊
し
て
竹
帛
の
正
言

　
　
　
　

と
な
し
て
軌
ち
五
経
と
駕
を
方
べ
、
三
志
と
競
爽
せ
ん
と
欲
す
。
斯
ち
亦
難
し
。

　
　
　

と
述
べ
て
ゐ
る
。
彼
は
桓
温
に
仕
へ
そ
の
征
西
に
従
ひ
巴
蜀
を
も
訪
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
晋
陽
秋
は
孔
子
の
春
秋
祀
た
ら
ぴ

四

　

鑑
誠
を
将
来
に
明
か
に
せ
ん
と
し
詞
直
に
し
て
理
正
と
蒔
せ
ら
れ
た
。
。
た
ｙ

-15-
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亮
の
卒
す
る
時
星
が
そ
の
管
に
落
ち
た
と
説
く
ご
と
き
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
ひ
と
り
孫
盛
に
止
ま
ら
す
、
王
隠
・
何
法
盛
も
専
ら
州

ヽ
間
の
細
事
、
委
巷
の
瓊
言
を
訪
う
た
と
云
は
れ
≫
習
馨
歯
の
漢
晋
春
秋
に
も
孫
盛
と
同
じ
く
梁
盆
の
茸
事
に
し
て
こ
れ
を
父
老
に
尋

　

ね
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
諸
葛
亮
の
陣
歿
に
つ
い
て

　
　
　

死
せ
る
諸
葛
、
生
け
る
仲
達
を
走
ら
す
。

　

と
の
百
姓
の
諺
あ
る
こ
と
を
聞
知
し
こ
れ
を
探
録
し
・
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
来
西
１
　
の
頃
で
き
た
史
書
は
何
れ
も
司
馬
氏
を
憚
り
、

　

仲
達
と
孔
明
と
の
戦
闘
に
つ
い
て
故
意
に
仲
達
の
優
勢
を
傅
へ
た
。

　
　
　

陸
機
の
晋
史
、
虚
し
く
脂
葛
の
鋒
を
張
る
。

　

と
史
通
に
い
ふ
如
く
、
現
在
二
十
四
史
中
の
晋
書
の
宣
帝
紀
を
１
　
て
も
そ
の
沿
襲
の
崇
跡
を
感
す
る
。
し
か
る
に
習
氏
の
探
訪
が
こ

　
　
　

｛

　

の
語
を
得
る
や
事
の
貧
相
は
始
め
て
明
か
に
な
り
、
蜀
軍
の
鋤
鋒
は
魏
に
と
っ
て
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
民
心
ま
た
蜀
漢
に

　
　

1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

郭
い
て
ゐ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
・
劉
知
幾
が
7
1
歴
代
の
厚
脛
、
一
朝
に
し
て
始
め
て
雪
ぐ
」
と
孵
し
た
所
以
で
、
こ
の
時
恰
も
桓

　

温
北
伐
し
て
束
晋
人
の
意
気
天
を
衝
く
も
の
あ
っ
た
。
桓
温
つ
と
に
孔
明
を
慕
ひ
自
ら
比
し
て
ゐ
怒
が
、
こ
の
諺
を
阻
い
て
は
快
哉

　

を
叫
ん
だ
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
　

と
に
か
く
故
老
の
言
を
探
用
す
る
こ
と
は
こ
の
時
代
の
史
學
の
進
歩
し
た
鮎
で
あ
っ
て
、
か
く
て
こ
そ
現
在
こ
の
時
代
の
文
献
が

　

支
那
の
民
俗
信
仰
研
究
の
賓
庫
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
賓
に
劉
知
幾
も
そ
の
曲
筆
篇
で
は
、
「
昔
秦
人
死
せ
す
、
符
生
の
厚
証
を

　

験
し
、
蜀
老
鶏
存
し
、
葛
亮
の
多
柱
を
知
る
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
で
、
か
ゝ
る
新
史
料
が
多
く
紹
介
さ
れ
れ
ば
こ
れ
に
よ
っ
て
従
来

　

’
の
史
料
の
範
圖
で
書
か
れ
た
歴
史
に
對
し
批
判
的
態
度
に
出
ら
れ
る
こ
と
心
考
へ
ら
れ
’
る
。
劉
知
幾
に
「
疑
古
」
「
惑
経
」
の
二
篇

　

あ
り
、
前
者
に
お
い
て
帝
尭
０
嘩
譲
を
疑
ひ
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案
」
？
る
七
汲
家
瓊
語
に
云
ふ
、
ｊ
舜
、
尭
を
平
陽
に
放
つ
と
。
し
か
し
て
書
に
云
火
某
地
に
城
あ
り
、
囚
尭
を
以
て
胱
と
な
す
・

　
　

謝
者
、
こ
の
異
説
に
憑
り
ｔ
１
　
る
璋
授
を
・
以
ビ
疑
と
な
万

と
述
べ
て
ゐ
る
論
嫁
に
も
間
接
で
は
あ
る
が
結
局
民
間
資
料
を
利
用
し
経
。
説
を
信
用
し
な
い
態
度
が
現
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
バ
こ

の
鮎
か
ら
見
て
六
朝
史
學
は
漢
か
ら
唐
へ
の
橋
梁
た
る
地
位
に
立
つ
の
で
あ
る
。

　

裴
松
之
の
三
國
志
補
注
は
宋
の
文
豪
が
こ
れ
を
見
て
「
此
れ
不
朽
と
謂
ふ
べ
し
」
と
嘆
じ
た
如
く
、
陳
壽
・
の
書
が
略
に
過
ぎ
る
の

を
惜
み
、
・
壽
の
載
せ
ざ
る
事
に
」
て
宜
し
く
存
録
す
べ
き
も
の
は
畢
く
取
り
、
そ
の
閥
を
補
ひ
、
或
は
同
じ
く
Ｉ
事
を
脆
い
て
も
誹

に
乖
雑
あ
り
。
、
或
は
出
事
本
異
り
疑
判
っ
能
は
ざ
る
も
の
は
並
び
に
皆
抄
内
し
て
異
聞
に
備
へ
、
も
し
挺
銀
顕
然
、
言
の
理
に
附
せ

ざ
る
あ
れ
ば
違
に
隨
っ
て
矯
正
し
以
て
そ
の
妄
を
こ
ら
し
、
そ
の
時
事
の
営
否
、
及
び
陳
壽
の
小
失
は
自
ら
の
意
を
以
て
論
聊
し
た

と
い
ふ
。
要
之
、
事
賓
の
堵
加
に
留
ら
す
、
評
語
を
交
へ
て
ゐ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
、
そ
こ
に
は
批
判
的
精
榊
を
含
ん
で
ゐ
る
。

し
か
し
元
来
人
物
批
評
が
様
々
に
派
れ
て
く
る
の
を
、
躍
か
な
史
料
に
よ
り
疑
は
し
い
知
識
を
斥
け
、
自
己
の
意
見
で
論
断
す
る
の

で
あ
り
、
例
へ
ば
『
魏
書
』
に
「
孔
明
糧
轟
ぎ
勢
窮
り
憂
慮
し
て
嘔
血
し
、
一
タ
誉
を
焼
き
遁
走
し
谷
道
に
入
り
狸
病
し
て
卒
す
」

と
あ
る
の
を
蜀
側
の
史
料
に
よ
り
否
定
し
た
末
に

　
　

そ
れ
孔
明
の
略
を
以
て
あ
に
仲
達
の
・
た
め
‘
に
血
を
嘔
か
ん
や
。

と
云
っ
て
ゐ
る
等
、
史
料
批
判
を
人
物
論
の
手
段
に
し
た
観
が
あ
る
の
は
魏
晋
以
来
名
族
の
清
談
の
録
音
を
も
っ
か
ら
で
あ
ら
う
。

　

以
上
史
料
の
取
扱
ひ
に
現
れ
る
新
傾
向
は
こ
の
時
代
の
史
１
　
の
形
式
が
多
様
に
な
っ
た
こ
と
、
更
に
そ
の
中
祀
も
ら
れ
る
史
學
思

潮
の
時
代
傾
向
と
照
脂
し
て
ヽ
全
醵
と
し
て
六
朝
史
學
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　

六
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六
朝
時
代
の
史
書
編
纂
の
一
覧
を
す
る
の
に
適
営
な
る
隋
書
経
籍
史
に
は
史
部
の
書
を
分
ち
、

正
史
古
史
’
雑
史
・
覇
史
・
起
居
‥
％
・
奮
事
篇
・
職
官
篇
・
儀
注
篇
・
刑
法
篇
・
雑
傅
・
地
理
記
・
譜
系
篇
・
簿
録

の
十
三
と
し
、
こ
の
中
雑
傅
・
地
理
記
・
譜
系
篇
等
は
六
朝
の
祀
會
情
勢
に
伴
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
史
書
の
形
式
で
特
に
わ
れ
わ
れ

の
注
意
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
劉
知
幾
が
史
通
雑
述
篇
で
古
今
史
流
の
涙
別
を
分
類
し
て
論
述
し
て
ゐ
る
の
は
大
い
に
參
考
と

す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
上
代
は
帝
王
の
書
（
三
墳
五
典
）
中
古
は
諸
侯
の
記
行
（
春
秋
構
机
）
が
主
要
な
も
の
で
、
こ

の
外
に
外
傅
と
し
て
本
草
・
山
海
維
・
世
本
・
家
８
　
あ
り
、
こ
れ
ら
ぽ
夙
に
自
ら
一
家
を
成
し
能
く
正
史
と
並
行
し
た
。
近
古
に
及

び
（
漢
以
後
を
指
す
）
此
等
の
偏
記
小
説
の
道
漸
く
派
れ
そ
の
流
十
あ
る
に
至
っ
た
と
い
ふ
。
そ
。
の
要
旨
を
摘
記
す
れ
ば
（
〈
印
は
漢
代

の
撰
）

一
、
偏
紀
（
偏
記
）

　

△
陸
貧
「
楚
漢
春
秋
」
楽
資
「
山
陽
公
載
記
」

　

王
詔
之
「
晋
安
帝
紀
」

　

姚
最
「
梁
昭
後
略
」

　

こ
の
類
は
即
日
常
時
の
事
を
記
し
た
短
篇
の
近
世
史
で
最
も
賓
録
と
な
す
に
足
る
國
史
で
あ
る
が
、
’
そ
の
言
多
く
鄙
朴
で
全
膿
が

ま
と
ま
っ
て
ゐ
な
い
の
で
後
世
史
家
の
別
藁
の
置
と
な
る
に
す
ぎ
ぬ
う
ら
み
が
あ
る
。

二
、
小
縁

　

戴
辿
「
竹
林
七
賢
論
」

　

王
築
「
漢
末
英
雄
記
」

　

梁
元
帝
（
蕭
禅
字
世
誠
）
「
懐
奮
志
」
盧
思
道
（
字
子
行
）
「
知
已
傅
」

　

天
下
の
人
物
の
行
事
に
つ
き
知
る
所
を
特
に
皐
げ
短
篇
と
し
た
も
の
、
私
的
の
交
友
録
で
あ
る
。
ヽ
そ
の
長
短
所
は
偏
紀
に
同
じ
い
。

三
、
逸
事
‐
和
噴
「
汲
涙
紀
年
」
葛
洪
「
西
京
雑
記
」
顧
協
「
環
語
、
謝
緯
「
拾
遺
」

　

國
史
の
記
事
記
言
の
遣
逸
を
好
奇
の
士
が
補
っ
た
も
の
ヽ
異
説
を
恩
め
る
鮎
で
益
が
あ
る
が
、
妄
り
に
傅
聞
を
の
せ
鐙
採
な
く
員

偽
１
　
非
を
蓋
別
し
え
ざ
る
に
至
る
。
（
郭
憲
の
洞
冥
記
、
王
嘉
の
拾
遺
記
の
如
し
）

四
、
瓊
言
（
小
説
）

　

劉
義
慶
「
世
説
」
裴
啓
（
学
柴
期
）
「
語
林
」

　

孔
思
侭
「
語
録
」

　

陽
玲
松
「
談
藪
」
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ヽ
街
談
巷
議
時
に
観
る
べ
き
も
の
あ
り
、
小
説
厄
言
な
ほ
。
已
に
貳
な
る
も
の
を
録
し
た
も
の
で
営
時
の
辨
對
、
流
俗
の
嘲
謔
を
の
せ

　
　

話
題
に
は
な
る
が
、
そ
の
弊
や
藪
押
の
鄙
言
で
風
規
に
盆
な
く
名
教
を
傷
け
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

瓦
、
郡
書
（
１
　
奮
傅
）

　

△
圏
柄
「
陳
留
寄
奮
傅
」

　

周
斐
「
汝
南
先
賢
傅
」

　

陳
壽
「
盆
祁
曹
奮
傅
」

　

虞
預
「
會
楷
典
無
」

　

常
球

　
　
　
　
　

Ｍ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　

“

　
　
　
　
　

「
華
陽
國
志
」

　

劉
詞
「
眼
煌
賓
録
」
。
「
涼
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

ヽ
郡
國
著
名
の
人
物
の
事
蹟
を
郷
土
史
家
が
記
し
た
も
の
で
郷
土
意
識
に
よ
り
そ
の
郷
賢
を
春
め
て
ゐ
る
が
、
そ
の
評
判
は
ど
こ
で

　
　

も
通
用
す
る
と
い
ふ
わ
け
ｒ
は
４
ｉ
Ｓ
°
常
牒
・
劉
炳
の
著
の
紅
く
該
博
詳
審
む
る
も
の
以
外
に
は
特
に
取
り
立
犬
ｘ
云
ふ
程
の
も
の

　
　

は
少
い
。

　
　

六
、
家
史

　

△
揚
雄
「
家
譜
」

　

殷
敬
「
世
傅
」

　

孫
氏
「
譜
記
」
陸
１
　
猷
「
陸
氏
宗
譜
」

　
　
　
　

高
門
華
冑
が
父
組
の
遺
烈
を
顕
彰
し
後
代
に
傅
へ
ん
と
す
る
も
の
。
家
本
位
で
あ
る
か
ら
。
子
孫
が
没
落
す
れ
ば
そ
の
書
の
價
値
も

　
　

喪
は
れ
る
わ
け
だ
。

　
　

七
、
別
傅

　

△
劉
向
「
列
女
傅
」

　

△
梁
鴻
「
逸
民
傅
」

　

趙
釆
「
忠
臣
傅
」
‘
徐
廣
「
孝
子
傅
」

　
　
　
　

賢
士
貞
女
等
の
百
行
善
に
諮
す
べ
き
も
の
を
録
す
る
が
、
文
章
の
思
想
も
構
造
も
新
規
な
と
こ
ろ
な
く
徒
ら
に
前
史
を
博
探
し
て

　
　

新
説
を
附
加
す
る
や
う
な
も
の
は
少
い
。

　
　

八
、
雑
記

　

岨
台
之
「
志
怪
」
干
賓
「
捜
祁
記
」
劉
義
慶
「
幽
明
録
」
劉
敬
叔
「
異
苑
」

　
　
　
　

天
地
間
怪
異
な
る
経
瞼
を
尋
ね
、
榊
仙
の
養
性
を
説
き
禰
禰
の
鑑
誠
を
垂
れ
る
が
、
そ
の
謬
れ
る
も
の
は
た
ゞ
妖
邪
に
つ
と
め
そ
゛

　
　

の
義
取
る
べ
き
も
の
が
な
い
。

む

　

九
、
地
里
１
　

　

盛
弘
之
「
荊
州
記
」
常
醵
。
「
華
陽
國
志
」
（
再
出
）
辛
氏
「
三
秦
記
」

　

羅
含
「
湘
冲
記
」
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4j4

　

九
州
土
宇
・
萬
岡
山
川
・
物
産
殊
宜
・
風
化
異
俗
を
記
し
た
も
の
で
、
朱
軟
や
閲
駆
（
十
州
記
）
の
書
の
如
き
は
天
下
１
　
壇
に
亘
っ

て
述
べ
て
ゐ
る
が
、
普
通
地
方
毎
に
限
る
か
ら
そ
こ
に
住
む
人
が
各
々
「
住
め
ば
都
」
と
い
ふ
意
識
か
ら
賓
情
以
上
に
善
く
書
く
。

又
地
名
の
来
歴
や
奮
跡
の
説
明
に
は
如
何
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

４
　
、
都
邑
簿

　

瀋
岳
「
開
中
記
」
陸
機
「
洛
陽
記
」

　

「
三
幅
黄
圖
」

　

「
建
康
宮
殿
」

　

帝
王
の
都
の
規
制
を
記
１
　
　
、
宮
閥
・
陵
廟
・
街
度
・
郭
邑
に
及
ぶ
。
愚
者
が
こ
れ
を
作
れ
ば
煩
に
し
て
且
つ
濫
、
博
に
し
て
限
な

く
草
木
の
散
ま
で
調
べ
る
様
な
こ
と
に
な
る
。

　

劉
知
幾
は
こ
の
外
に
も
淮
南
子
・
抱
朴
子
の
類
も
斂
事
の
黙
か
ら
い
ふ
と
史
の
雑
と
い
ふ
ぺ
き
だ
が
思
想
と
し
て
子
部
に
扇
す
る

か
ら
こ
ｘ
に
列
し
た
い
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
彼
の
意
や
史
學
の
正
宗
は
王
朝
の
一
貫
し
た
登
史
で
あ
る
正
史
・
編
年
で
あ
り
、
こ
れ

ら
雑
述
は
そ
の
不
備
を
補
ふ
鮎
に
つ
い
て
の
み
價
値
を
有
す
る
の
で
、
そ
れ
自
壇
と
し
て
は
史
學
の
軌
道
を
外
れ
る
傾
き
が
あ
り
、

叉
賓
際
上
學
問
風
教
に
益
な
き
も
の
も
多
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

さ
て
六
朝
の
正
史
は
概
し
て
避
譚
・
文
飾
多
く
登
曖
と
し
て
の
價
値
は
前
代
の
史
漢
に
及
ぶ
も
の
少
い
と
評
價
し
て
よ
か
ら
う
。

し
か
も
常
時
の
雑
述
は
確
か
に
史
學
の
新
傾
向
を
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
價
値
い
か
ん
を
考
へ
る
先
に
、
そ
こ
に
如
何
な
る
時
代
思

潮
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
を
愉
べ
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
超
俗
的
な
個
人
に
對
す
る
開
心
が
著
し
く
高
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
正
史
・
の
列
傅
は
普
通
に
朝
廷
佐
命
の
功
臣
の
事

蹟
を
輯
録
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
政
治
と
開
係
あ
る
面
に
お
い
て
重
脱
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
個
人
の
性
行
に
注
意
を
向
け
た

と
は
］
云
は
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
名
を
竹
帛
に
垂
れ
る
こ
と
を
願
望
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
値
ひ
し
た
と
認
め
ら
れ
た
人
達
を
傅
記
す
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る
の
で
あ
る
・
し
か
る
。
に
周
知
の
如
く
、
題
嘩
が
後
漢
書
ぞ
撰
す
る
や
、
瞥
通
の
功
臣
傅
の
他
に
、
祀
會
的
に
類
型
を
な
し
た
数
群

　
　

の
人
々
を
夫
々
彙
類
と
か
し
て
、
循
吏
・
酷
吏
・
宦
者
・
儒
林
・
文
苑
・
狽
行
・
方
術
・
逸
民
ヽ
・
列
女
の
各
傅
ど
な
し
た
こ
と
で
あ

　
　

る
。
人
物
事
蹟
の
似
通
う
た
人
達
を
一
巻
の
中
に
編
す
る
方
針
は
史
記
・
漢
書
の
目
次
を
見
て
も
伺
は
れ
る
ヽ
が
、
苑
嘩
の
如
く
意
識

　
　

的
に
彙
類
し
、
一
般
列
傅
と
亘
別
し
、
こ
と
に
傅
す
る
姶
め
に
そ
。
の
類
の
特
性
に
つ
き
一
Ｍ
-
"
?
す
る
所
あ
る
の
は
確
か
に
新
し
い
傾
向

　
　

を
思
は
せ
る
。
そ
の
中
で
も
濁
行
・
方
術
・
逸
民
の
三
者
の
如
き
、
天
下
の
治
道
と
開
す
る
な
く
、
彼
等
の
思
想
に
お
い
て
も
帝
乖

　
　

の
政
治
圏
外
に
立
っ
む
を
理
１
　
と
し
、
所
謂
『
王
侯
に
事
へ
す
、
其
の
事
を
高
勁
に
す
』
と
い
ふ
如
き
趣
意
あ
る
。
し
か
も
正
史
の
、

　
　

上
に
彼
等
の
行
ひ
が
ほ
め
傅
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
か
ｉ
る
政
治
か
ら
の
離
脆
、
俗
情
の
超
脱
が
反
っ
て
常
時
の
靴
會
か
ら
高
く
評

　
　

價
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
彼
等
の
中
に
は
野
王
二
老
と
か
、
漢
覆
老
夫
と
か
、
名
も
知
ら
れ
ぬ
人
が
傅
や
ら
れ
、
計
子
動
と
か
上
成

　
　

公
と
か
事
述
不
分
明
な
人
が
列
せ
ら
れ
７
ゐ
る
。
魏
晋
以
来
、
正
史
以
外
に
も
稚
康
の
高
士
傅
と
か
掬
潜
の
群
輔
録
と
か
、
人
物
を

　
　

主
題
と
す
る
著
書
が
数
。
多
く
作
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
極
は
祁
仙
傅
の
類
に
迄
疲
展
す
る
の
で
、
こ
と

　
　

物
た
る
か
否
か
の
別
も
重
脱
せ
ら
れ
な
い
。
疵
傅
は
歴
史
？
は
な
く
歴
史
の
値
裁
に
よ
っ
た
惑
想
上
の
人
物
に
開
す
る
物
語
り
に
な

　
　

っ
て
了
知
・
支
那
０
　
民
間
説
話
が
あ
た
か
も
賓
際
史
上
の
人
物
の
。
経
験
た
る
が
の
如
く
記
載
さ
れ
、
無
稽
荒
唐
の
話
も
一
々
年
月
・

　
　

場
所
が
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
如
き
事
情
と
考
へ
あ
は
せ
、
こ
Ｘ
に
六
朝
史
學
が
仙
道
思
想
の
中
に
そ
の
輪
廓
を
没
し
て
く
る
さ

　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

　
　

ま
が
窺
は
れ
る
。

　
　
　

六
朝
史
學
に
お
け
る
個
人
に
對
す
る
関
心
は
先
づ
政
治
・
Λ
匙
會
か
ら
遠
の
く
人
々
に
注
が
れ
、
つ
い
で
全
く
賓
在
性
を
訣
く
４
　
仙

　
　

者
流
の
物
語
と
な
っ
て
現
れ
、
こ
Ｘ
に
史
學
の
離
れ
ら
れ
な
い
現
賓
的
立
場
が
捨
て
ら
れ
て
沓
冥
な
る
仮
構
の
世
界
を
斂
す
る
に
至

姐

　

っ
た
。
魯
迅
が
、
六
朝
の
人
は
幽
明
の
世
界
の
別
な
こ
と
は
認
め
た
が
、
鬼
物
も
亦
人
と
同
様
に
賓
在
す
る
と
考
へ
た
と
斂
べ
て
ゐ

-

２
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拓

　
　

る

　

膳
が
、
か
I
”
　
K
i
隠
逸
紳
仙
の
物
語
の
裡
に
蔵
せ
ら
れ
る
著
し
き
現
賓
の
臭
味
を
感
得
す
る
の
は
難
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

第
二
に
俗
的
に
貴
穎
な
る
地
位
に
あ
る
個
人
及
び
そ
の
属
す
る
家
門
に
對
す
る
開
心
が
っ
よ
い
こ
と
。
こ
れ
は
第
一
の
場
合
と
佃

人
に
對
す
る
開
心
と
い
ふ
勘
で
は
同
じ
で
あ
る
ぺ
こ
れ
は
香
奮
傅
や
某
゛
別
傅
の
形
で
著
さ
れ
る
も
の
に
っ
い
て
い
ふ
・
そ
し
て

こ
の
場
合
の
開
心
は
む
し
ろ
個
人
の
属
す
る
家
族
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
家
傅
や
譜
系
の
類
が
盛
ん
に
作
ら
れ
売
事
情
は
営
時

の
門
閥
崇
侭
の
風
潮
と
件
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
い
ふ
迄
も
な
い
。
正
史
の
列
傅
で
も
そ
の
人
物
が
占
め
た
官
位
を
麗
々
と
掲
げ
、
そ

の
家
族
生
活
に
注
意
を
沸
っ
て
ゐ
る
の
も
國
政
よ
り
は
貴
族
の
私
的
生
活
に
對
す
る
開
心
の
強
さ
を
示
し
て
ゐ
る
。
世
説
新
語
・
語

林
の
如
き
貴
族
計
會
の
逸
話
が
編
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
同
様
の
事
情
で
あ
る
。
従
っ
て
日
常
の
些
細
な
事
件
を
も
蒐
録
し
て
繁
蕪
を

厭
は
な
い
風
が
こ
れ
に
件
っ
て
く
る
。
こ
の
開
心
が
清
談
と
開
聯
す
る
所
あ
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な
い
。
し
。
か
し
て
、
梁
代
に
盛
ん
に

な
っ
た
沙
門
の
傅
記
編
述
に
お
い
て
ヽ
本
来
超
俗
的
だ
こ
と
に
お
い
て
價
値
あ
ゐ
べ
き
沙
門
の
行
事
４
反
っ
て
俗
的
な
貴
族
と
の
交

際
の
叙
述
に
お
い
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
注
意
に
値
ひ
す
る
。

　

第
三
に
珍
怪
・
新
奇
を
喜
ぶ
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ま
づ
地
理
書
に
お
い
て
遠
方
の
異
物
や
土
俗
の
奇
を
傅
へ
て
ゐ
る
こ
と
が

　
　
　

⑩

翠
げ
ら
れ
、
次
に
捜
祁
記
の
ご
と
き
紳
怪
な
物
語
が
史
家
の
手
に
よ
り
・
編
ま
れ
、
ま
た
正
史
の
中
に
も
五
行
の
使
、
天
文
の
戒
め
が

國
家
政
道
に
開
す
る
七
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
奇
怪
な
説
が
そ
れ
以
外
の
現
賓
的
な
記
事
と
並
ん
で
價
値
あ
る
事
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
χ
に
浮
虚
の
弊
が
生
す
る
。
更
に
人
物
の
事
蹟
に
お
い
て
も
隠
微
を
探
り
翼
し
や
か
な
話
柄
を
捉
へ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
、
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ダ

る
場
合
が
あ
る
。
豊
か
な
資
料
の
自
由
ｔ
る
捜
訪
、
事
象
の
微
妙
多
彩
へ
の
愛
、
個
性
の
卓
越
、
機
智
と
凱
諧
に
富
む
逸
話
の
も
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

≒

　
　
　
　

Ｆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／
‘

は
。
や
し
、
未
知
の
も
の
へ
の
憧
憬
と
探
索
、
事
物
の
紬
祀
的
連
絡
の
主
張
、
か
ｘ
る
一
聯
の
傾
向
は
浪
漫
的
と
も
總
柄
せ
ら
れ
う

る
。
史
學
の
醒
例
が
整
然
と
制
定
さ
れ
、
史
論
家
の
巌
格
な
批
評
が
そ
の
上
に
加
へ
ら
れ
、
史
家
の
價
値
が
史
観
よ
り
も
史
醒
に
於
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て
上
下
せ
ら
れ
る
形
式
尊
重
の
正
史
中
心
の
支
那
史
學
に
お
い
て
六
朝
時
代
の
そ
れ
は
著
し
い
反
動
を
示
す
。
六
朝
に
も
決
し
て
中

断
し
た
り
衰
微
し
た
り
せ
す
、
相
権
い
で
編
纂
さ
れ
た
國
史
の
形
式
に
就
い
て
の
み
見
れ
ば
そ
の
他
の
時
代
と
格
段
の
相
違
は
考
へ

ら
れ
ぬ
。
ま
た
こ
れ
ら
國
史
を
史
記
・
漢
書
と
比
べ
て
は
史
書
と
し
て
新
味
な
く
沿
襲
の
跡
の
み
目
立
ち
、
そ
の
價
値
は
及
ば
た
い

と
い
ふ
考
八
も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
六
朝
の
史
１
　
は
ま
づ
新
し
く
で
き
た
史
醒
の
多
様
性
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
。
多
種
た
る

　
　
　
　
　
　

χ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　

ｆ

　
　
　
　
　
　
　

へ

　

゛

形
式
の
内
に
多
様
な
る
上
に
も
多
様
な
経
験
界
の
諸
事
象
を
奔
放
な
る
筆
致
を
以
て
細
砕
を
嫌
は
す
盛
ら
う
と
す
る
史
學
思
潮
は
、

そ
れ
に
も
係
ら
す
支
那
史
學
史
上
に
置
き
換
へ
ら
れ
た
い
我
展
の
契
機
を
な
し
て
ゐ
る
。
帥
ち
古
代
以
来
正
統
覗
さ
れ
た
史
書
の
記

事
や
そ
の
信
憑
性
如
何
を
疑
っ
た
り
抹
殺
す
る
こ
と
は
控
へ
る
が
、
ひ
ろ
ぐ
異
脆
新
知
識
を
求
め
傅
統
に
拘
束
さ
れ
な
い
近
代
の
史

料
を
捜
訪
し
、
こ
れ
を
史
書
に
編
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
新
奇
な
資
料
に
つ
い
て
の
批
判
討
論
を
生
ぜ
し
め
す
に
は
お
か

ぬ
。
儒
教
の
精
祁
憾
こ
の
時
光
り
を
失
ひ
、
分
裂
せ
る
毅
會
紐
帯
の
形
式
的
維
持
、
‘
即
ち
貴
族
の
家
門
道
徳
の
鐙
法
的
規
制
と
・
、
空

疎
な
る
民
族
主
義
と
に
お
い
て
生
存
を
保
ち
、
史
學
は
経
學
的
な
範
園
の
中
を
そ
の
境
界
目
指
し
て
飛
翔
し
。
つ
ｘ
逐
に
幽
玄
神
秘
幻

奇
流
麗
な
蓼
術
的
宗
教
的
雰
園
気
に
向
っ
ズ
上
昇
し
た
。

　

し
か
も
そ
の
民
族
主
義
的
潮
流
は
隋
唐
帝
國
の
出
現
と
共
に
新
た
な
る
政
治
史
開
係
の
史
書
を
出
で
し
め
、
劉
知
幾
に
批
判
さ
れ

斥
け
ら
れ
た
民
俗
晨
的
資
料
は
か
へ
っ
こ

縦
と
な
り
、
起
居
注
等
は
賓
録
の
基
と
た
っ
た
。
ま
た
こ
れ
と
開
聯
し
て
六
朝
の
史
籍
と
史
學
は
政
治
・
経
臍
・
制
度
以
外
の
文
化

現
象
へ
の
注
意
、
個
性
・
民
族
・
家
族
及
び
宗
族
形
態
研
究
へ
の
指
示
、
支
那
文
化
の
複
数
的
軍
一
性
の
承
認
に
よ
る
地
域
的
文
化

の
人
文
地
理
的
考
察
の
必
要
を
吾
等
に
教
へ
具
へ
て
ゐ
る
。
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E

Ｌ-j

（
…
…
）

　

王
倹
（
西
紀
四
五
二
―
四
八
九
）
南
斉
書
巻
二
十
三
に
傅
あ
り
。
隋
書
経
籍
志
に
よ
れ
ば
七
志
と
は
経
典
志
（
六
藤
小
學
史
記
雑
傅
）
・
諸
子
志

　
　

（
古
今
諸
史
）
・
文
翰
志
（
詩
賦
）
・
軍
書
志
（
兵
書
）
・
陰
陽
志
（
陰
陽
国
書
）
・
術
藤
志
（
方
技
）
・
圖
譜
志
（
地
域
及
国
書
)
で
あ
.
j
:
r
＼
、
道
佛
等
九
條

　
　

を
附
見
と
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

⑧

　

支
那
史
學
思
想
の
登
建
（
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
第
二
珊
）
。

③

　

世
説
新
語
言
語
篇
に
「
過
江
諸
人
毎
至
美
日
、
軌
相
逍
新
亭
、
籍
弄
飲
宴
。
周
侯
中
坐
而
歎
目
、
風
景
不
殊
。
正
自
有
山
河
之
異
。
皆
相
親
流

　
　

涙
。
唯
王
丞
相
脱
然
愛
色
目
、
常
共
戮
力
王
室
、
克
復
紳
州
。
何
至
作
礎
囚
相
對
。
」
と
。
劉
現
の
詩
は
文
選
巻
七
に
あ
り
。
「
皇
晋
逍
陽
九
。

　
　

天
下
横
気
霧
。
」
云
々
’
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

④

　

劉
知
幾
「
史
通
」
正
史
篇
。

⑤

　

本
節
及
び
後
節
の
資
料
は
劉
汝
霖
「
東
晋
南
北
朝
學
術
編
年
」
に
負
ぶ
所
多
し
。

④

　

た
と
へ
ば
成
・
康
の
際
に
政
治
を
執
っ
た
庚
亮
・
冰
・
翼
兄
弟
の
場
合
の
ご
と
く
、
儒
数
振
興
と
中
原
同
復
と
中
央
集
馥
と
老
佛
排
斥
と
は
歩

　
　

調
を
共
に
す
る
。

⑦

　

宋
の
文
帝
が
四
學
を
立
て
儒
學
そ
の
一
に
あ
り
、
ま
穴
梁
の
武
帝
も
儒
學
を
振
興
し
た
と
は
い
へ
、
玄
學
や
佛
款
を
並
立
し
た
の
で
覇
糎
は
っ

　
　

ひ
に
経
學
に
か
へ
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
漢
代
と
六
朝
と
に
お
け
る
儒
學
の
地
位
機
能
の
差
異
に
諮
す
る
。
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

⑧

　

後
述
。

⑧

　

宋
の
孝
武
帝
は
英
邁
の
器
で
め
っ
た
に
も
係
ら
す
、
朝
臣
を
愚
弄
し
た
Ｅ
９
奢
侈
に
ふ
け
っ
た
と
い
ふ
廉
で
非
難
さ
れ
、
直
帝
子
業
が
宗
室
の
義

　
　

恭
を
殺
し
た
歿
酷
さ
や
宮
廷
の
淫
風
に
つ
い
て
は
排
護
さ
れ
ま
い
が
、
彼
が
在
位
の
開
國
威
を
損
す
る
様
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑩

　

魏
牧
に
對
す
る
辨
護
は
四
庫
全
書
總
目
提
嬰
が
既
に
試
み
て
ゐ
る
。
ま
た
彼
の
書
が
富
時
の
大
臣
陸
操
・
楊
情
に
褒
穣
せ
ら
れ
、
後
者
が
魏
書

　
　

を
評
し
「
但
論
及
び
諸
家
の
枝
葉
親
咽
繁
砕
を
な
ず
に
過
ぎ
曹
史
と
豊
例
同
じ
か
ら
ざ
る
を
恨
む
の
み
」
と
云
っ
む
言
に
徴
す
る
と
、
魏
牧
が

　
　

常
時
の
貴
族
祀
會
の
記
辿
に
周
密
な
用
意
を
示
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
判
る
。
ゆ
ゑ
に
そ
の
時
代
の
褒
肥
に
開
せ
す
、
。
彼
の
時
代
を
代
表
し
て
ゐ

　
　

る
の
で
あ
る
。

⑨⑩⑩⑩

南
斉
書
巷
五
十
二
文
學
。
檀
超
傅
。

晋
書
巷
八
十
二

　

干
支
傅
。

　
　

’

史
通
、
書
事
篇
。
浦
起
龍
は
「
非
開
軍
國
興
亡
者
」
と
註
し
て
ゐ
る
。

史
通
、
直
書
篇
。

　
　
　
　
　
　

。
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⑩

　

１
　
代
の
起
居
注
は
泰
始
・
政
寧
よ
.
o
義
煕
こ
尤
煕
に
至
る
迄
た
え
ま
な
ぐ
編
ま
れ
、
断
片
な
が
ら
現
存
す
る
も
の
も
あ
ｈ
’
、
隋
書
紺
籍
志
に
よ

　
　

れ
ば
そ
の
巻
峡
も
可
成
多
い
。
演
の
時
、
起
居
注
は
宮
中
女
史
の
職
で
あ
り
、
後
漢
献
令
及
び
晋
以
後
は
近
侍
功
臣
の
録
す
る
所
と
い
ふ
が
、

　
　

嘉
帝
起
居
注
に
ぎ
王
倫
の
飢
の
時
、
帝
が
衣
類
を
侍
朕
か
な
借
夕
寿
と
い
ふ
如
ｊ
r
i
j
悲
惨
な
話
を
の
せ
て
ゐ
る
に
歎
し
て
、
天
子
の
私
生
活
の
詳

　
　

細
を
録
し
た
の
で
、
矢
張
天
子
個
人
の
行
儒
が
政
治
上
の
事
件
と
件
し
く
注
意
せ
ら
れ
Ｉ
て
き
仁
燧
に
起
居
注
類
の
著
述
が
盛
ん
に
な
っ
た
も
局

　
　

で
は
な
か
ら
。
う
か
。
（
六
朝
時
代
の
史
籍
の
目
録
上
の
知
見
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
清
乾
隆
朝
の
人
章
宗
源
『
隋
書
纒
籍
志
考
鐙
』
に
負
ふ
ご

⑩

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
劉
知
幾
の
史
通
、
こ
と
に
浮
詞
・
品
藻
・
直
截
・
曲
筆
・
書
事
・
採
撰
の
諸
篇
に
お
い
て
鎗
く
論
究
せ
ら
れ
て
み
る
。

⑥

　

松
村
武
雄
博
士
は
「
祁
話
傅
現
の
支
那
」
に
お
い
て
、
支
那
紳
話
傅
現
の
傾
向
を
希
厘
の
此
會
的
、
北
欧
の
哲
學
的
、
印
度
の
宗
数
的
、
日
本

　
　

、
の
政
治
的
と
對
照
し
て
仙
術
的
と
い
ふ
べ
く
、
ま
た
そ
の
特
性
と
し
て
１
‘
怪
談
的
要
素

　

２
怪
奇
妖
幻
な
色
調
の
蘭
術
化

　

３
物
語
の
人
物
時
・

　
　

‘
代
明
か
で
史
貧
的
形
貌
を
と
る

　

４
道
術
祁
仙
思
想

　

を
挙
げ
論
ぜ
ら
れ
北
が
、
貧
に
か
Ａ
る
諸
特
性
が
張
め
ら
れ
た
の
は
魏
晋
六
朝
の
頃
で

　
　

は
な
い
か
と
私
か
に
思
ふ
の
で
あ
る
。

⑩

　

大
魯
迅
全
集
六
「
中
國
小
現
史
略
」

⑩

　

こ
の
時
代
の
地
理
書
に
つ
い
て
は
青
山
定
雄
學
士
「
六
朝
時
代
に
於
け
る
地
方
誌
編
纂
の
洽
革
」
（
池
内
博
士
還
暦
記
念
論
叢
）
を
參
照
ヽ
。
氏
は

　
　

地
誌
編
纂
を
通
じ
て
此
會
・
文
化
の
有
様
を
窺
は
ん
志
試
み
ら
れ
、
六
朝
時
代
に
は
地
誌
は
地
理
・
文
化
・
傅
現
に
詳
し
く
財
賦
・
官
簑
・
秩

　
　

官
の
如
き
、
宋
元
の
地
方
誌
に
一
旬
せ
ら
れ
る
如
き
項
目
が
略
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
結
論
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
ま
仁
六
朝
史
學
の
文
化
史
的
傾
向
が
見

　
　

ら
れ
る
。

⑩

　

史
通
雑
現
篇
（
中
）
に
、
沈
約
の
晋
書
が
奇
現
を
造
る
ぞ
喜
び
、
元
帝
を
牛
金
の
子
な
り
と
し
、
牛
が
馬
後
を
綴
ぐ
の
徴
と
し
て
。
ゐ
る
妄
を
責
め

　
　

て
ゐ
る
ヽ
。
（
ま
た
採
撰
篇
に
も
見
ゆ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　

附
記

　
　
　

数
年
来
、
六
朝
の
史
籍
に
親
し
み
そ
の
史
粍
を
渉
痩
し
て
ゐ
る
中
に
ヽ
自
分
は
六
朝
の
史
籍
に
は
表
現
の
一
般
的
傾
向
ヽ
若
干
の
容
易
に

　
　

看
取
さ
れ
う
る
類
型
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。
私
の
開
心
を
謳
り
た
て
る
六
朝
文
明
の
性
質
は
邁
く
こ
れ
ら
史
籍
の
性
質
の
中
に
求
め
ら
れ

　
　

る
か
も
知
れ
ぬ
。
六
朝
史
學
の
反
省
は
六
朝
の
歴
史
的
認
識
に
と
り
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
根
本
的
反
省
で
は
な
い
か
。
か
う
い
ふ
意
味
で
こ
の

　
　

拙
文
を
草
し
よ
う
と
思
ひ
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　

。
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
Ｉ
昭
和
十
五
年
九
月
廿
八
日
稿
了
－
Ｉ
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