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１
１
漢
初
儒
生
の
活
動
日
－
―

　
　
　
　
　

は

　

し

　

が

　

き

　

紀
元
前
二
百
二
年
、
項
羽
を
咳
下
に
う
ち
破
っ
た
劉
邦
は
、
つ
い

に
皇
帝
の
位
に
つ
い
た
。
漢
の
高
祀
で
あ
る
。
世
界
の
局
面
は
こ
こ

に
大
き
な
韓
回
を
と
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
著
し
い
形
は
武

を
重
ん
す
る
風
潮
か
ら
文
へ
の
交
替
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
淮

南
子
』
の
氾
論
篇
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　

「
高
皇
帝
が
義
兵
を
皐
げ
た
時
に
は
、
天
下
の
豪
傑
が
武
に
奮
っ

　

て
誠
を
は
げ
ま
し
、
豊
衣
博
帯
し
て
儒
墨
と
い
う
者
は
不
肖
と
さ

　

れ
た
が
、
天
下
統
一
の
後
に
は
、
郵
魯
の
儒
墨
を
總
べ
先
聖
の
遺

　

教
を
重
ん
じ
て
、
武
を
持
す
る
者
は
疑
わ
れ
た
。
僅
か
一
世
の
間

　

で
文
武
の
交
替
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
に
鹿
じ

　

て
用
い
所
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
」

金

谷

治

　

こ
の
こ
と
ば
は
、
も
と
よ
り
や
や
極
端
で
は
っ
き
Ｓ
＼
し
す
ぎ
る
嫌

い
は
あ
る
が
、
し
か
し
現
賓
の
事
態
の
受
動
を
、
や
は
り
的
確
に
捉

え
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
漢
の
統
一
の
た
め
に
敷
々
の
武

動
を
立
て
た
武
将
た
ち
、
韓
信
・
彭
越
・
鯨
布
な
ど
が
、
統
一
後
い

か
に
惨
め
な
運
命
を
た
ど
っ
た
か
、
そ
し
て
ま
た
、
戦
風
の
際
に
は

楚
製
の
短
衣
に
着
か
え
て
お
も
ね
る
こ
と
を
も
強
い
ら
れ
た
叔
孫
通

や
陸
曹
な
ど
の
儒
生
た
ち
が
、
統
一
後
に
は
い
か
に
重
用
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
か
。
歴
史
の
語
る
所
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り

武
か
ら
文
へ
の
大
き
な
輔
回
が
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
韓
回
を
導
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
統
一
國
家
の
平
和
的
建
設
に
伴
う
営
然
の
移

り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
戦
風
の
終
結
と
い
う
新
し
い

-29



ｍ

　

事
態
に
機
敏
に
感
じ
、
時
世
の
動
向
を
的
確
に
捉
え
た
政
洽
的
天
才
、

　
　

ま
た
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
高
覗
と
共
に
、
そ
の
高
祀
を
そ
う
し

　
　

た
方
向
に
導
き
助
け
た
漢
初
の
儒
生
だ
も
の
活
動
を
忘
れ
て
は
な
ら

　
　

な
い
。
こ
の
小
論
で
は
、
と
り
わ
け
て
重
要
な
存
在
と
し
て
陸
質
と

　
　

１
　
敬
と
の
二
人
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
活
動
を
み
る
と
共

　
　

に
、
そ
れ
が
高
祀
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
呉
え
た
か
を
追
求

　
　

し
て
、
漢
初
に
於
け
る
儒
生
の
活
動
の
重
要
な
意
義
を
明
ら
か
に
し

　
　

た
い
と
思
う
。
高
祀
の
時
代
の
儒
生
と
し
て
は
、
節
食
其
や
叔
孫
通

　
　

を
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
、
１
　
敬
な
ど
よ
り
叔
孫
通
こ
そ
重
要
な
存

　
　

在
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
節
生
は
統
一
前
に
戦
胤
の
犠
牲

　
　

と
な
っ
て
倒
れ
、
叔
孫
通
は
、
統
一
後
の
華
々
し
加
活
動
に
も
か
か

　
　

わ
ら
す
、
思
想
性
に
は
乏
し
い
。
こ
の
二
人
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、

　
　

も
と
よ
り
必
要
に
謳
じ
て
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
思
想
史
的
に
重

　
　

要
な
の
は
、
や
は
り
陸
買
と
婁
敬
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の

　
　

論
述
に
よ
っ
て
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

陸
買
の
傅
記
は
『
史
記
』
の
本
傅
（
皿
訊
１
９
　
Ｅ
‐
三
）
に
詳
し
い
が
、

陸
買
と
い
え
ば
誰
で
も
す
ぐ
思
い
出
す
の
は
、
高
胆
と
の
あ
の
有
名

な
問
答
で
あ
る
。
詩
書
を
ふ
り
ま
わ
し
て
、
と
も
す
れ
ば
難
か
し
い

論
議
に
入
ろ
う
と
す
る
陸
質
に
業
を
に
や
し
た
高
祀
は
、
「
廼
公
、
戻

上
に
居
り
て
こ
れ
を
得
た
り
、
な
ん
そ
詩
書
を
事
と
せ
ん
。
」
馬
上

で
天
下
を
と
っ
た
の
に
、
な
ん
で
詩
書
が
要
る
も
の
か
、
と
も
ち
ま

え
の
く
せ
を
出
し
て
大
胆
に
罵
っ
た
が
、
陸
質
は
「
馬
上
に
居
り
て

こ
れ
を
得
る
と
も
、
’
な
ん
ぞ
馬
上
を
以
て
こ
れ
を
治
む
べ
け
ん
。
」

馬
上
で
と
っ
て
も
馬
上
で
治
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
、
と
反
駁

し
た
う
久
、
次
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
つ
づ
け
た
。
「
一
彊
、
殷
の
湯

王
・
周
の
武
王
も
、
は
じ
め
逆
取
し
た
う
え
、
後
で
は
こ
れ
を
順
守

し
た
。
文
と
武
と
を
並
用
す
る
の
こ
そ
長
久
の
術
で
す
。
か
か
し
呉

王
の
夫
差
と
晋
の
智
伯
と
は
武
を
極
め
て
亡
び
、
秦
は
刑
法
に
任
じ

て
愛
め
す
つ
い
に
一
族
も
ろ
と
も
滅
ん
で
し
ま
っ
た
。
も
し
秦
が
、

す
で
に
天
下
を
併
合
し
て
か
ら
そ
の
方
針
を
改
め
、
仁
義
を
行
い
先

聖
の
法
に
従
っ
た
な
ら
、
陛
下
は
ど
う
し
て
天
下
を
と
る
こ
と
が
で

き
た
で
し
ょ
う
。
」
高
祖
は
や
ｘ
不
快
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
恥
す
か

し
い
想
い
も
し
て
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
や
が
て
『
新
語
』

十
二
篇
を
作
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
ば
の
重
要
さ
は
、
今
や
世
界
の
統
一
と
共
に
、
武
力
や

刑
法
の
時
代
が
す
ぎ
去
っ
て
新
し
い
文
の
時
代
の
初
ま
っ
た
こ
と
を
、

明
白
に
宣
言
し
た
こ
と
に
あ
る
。
文
武
の
並
用
と
い
う
の
が
、
文
と
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武
と
を
混
合
し
て
用
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
武
か
ら
文
へ
の
韓
回
、

　
　

印
ち
前
の
『
淮
南
子
』
の
こ
と
ぼ
に
あ
る
よ
う
な
「
一
世
の
間
の
文

　
　

武
の
交
替
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
後
の
こ
と
ば
か

　
　

、
胴
じ
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
文
の
中
心
と
な
る
も
の
が

　
　

儒
教
の
教
説
で
あ
る
べ
き
だ
と
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
も
と
よ

　
　

り
明
白
で
あ
る
。
高
祀
の
鰻
罵
を
買
う
ほ
ど
に
詩
書
を
柵
し
た
こ
と
、

　
　

こ
の
こ
と
ぼ
の
な
か
で
「
仁
義
を
行
回
先
聖
に
法
る
」
の
を
よ
し
と

　
　

し
て
い
る
こ
と
で
も
、
そ
の
立
場
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
ま
た

　
　

こ
れ
に
先
き
た
っ
て
南
越
に
使
」
た
と
き
、
「
皇
帝
は
豊
浦
よ
り
起

　
　

り
、
暴
秦
を
討
ち
彊
楚
を
誄
し
、
天
下
の
篤
め
に
利
を
興
し
て
害
を

　
　

除
き
、
五
帝
三
王
の
業
を
撒
ぎ
て
、
中
國
を
統
べ
理
め
た
ま
う
。
」
と

　
　

説
い
て
い
る
の
屯
、
高
祖
の
畢
兵
を
五
帝
三
王
を
皺
ぐ
仁
義
の
王
師

　
　

と
見
な
し
た
わ
け
で
、
や
は
り
儒
家
と
し
て
の
立
場
を
示
す
も
の
で

　
　

あ
ろ
う
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
傅
記
は
、
こ
の
有
名
な
問
答
に
つ
づ
い
て
彼
の
著
作

　
　

で
あ
る
『
新
語
』
の
こ
と
に
ふ
れ
た
後
、
こ
れ
ま
で
と
は
や
や
異
っ

　
　

た
色
調
の
、
彼
の
モ
の
後
の
事
績
を
傅
え
て
い
る
。
』
印
ち
高
祀
の
死

　
　

後
、
恵
帝
が
位
に
つ
い
て
呂
后
の
権
勢
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
、
彼

3
1
1

　

は
そ
れ
に
對
抗
し
が
た
い
と
考
え
て
官
を
退
き
、
自
由
な
境
涯
で
悠

々
た
る
後
世
を
趾
る
の
で
あ
る
が
、
試
み
に
そ
の
あ
り
さ
ま
を
み
る

と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

「
南
越
の
王
か
ら
爾
ら
れ
た
賓
物
を
千
金
に
責
り
、
そ
れ
を
五
人

　

の
息
子
た
ち
に
等
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
狽
立
の
生
計
を
立
て
さ
せ
た

　

う
え
、
自
分
は
都
の
長
安
に
ほ
ど
近
い
美
田
に
恵
ま
れ
た
好
時

　

（
皿
皿
）
に
家
を
構
へ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
も
四
頭
立
て
の
馬
車
に

　

乗
っ
て
は
、
賓
剱
を
た
す
さ
え
、
歌
舞
音
曲
に
巧
み
な
十
人
の
侍

　

者
を
従
え
て
都
に
出
入
し
、
朝
臣
た
ち
や
息
子
た
ち
の
家
を
め
ぐ

　

っ
て
歩
い
た
が
、
息
子
た
ち
に
は
次
の
よ
う
に
約
束
し
て
い
た
。

　

『
わ
し
が
往
っ
た
ら
人
馬
や
酒
食
が
ほ
し
い
。
十
日
以
上
の
長
逗

　

留
は
し
な
い
か
ら
ね
。
そ
の
代
り
わ
し
が
死
ん
だ
家
に
は
、
わ
し

　

の
賓
剱
や
車
騎
や
侍
従
の
者
を
み
な
輿
久
る
こ
と
に
し
よ
う
。
お

　

前
た
ち
だ
け
を
廻
る
の
じ
や
な
い
か
ら
、
一
年
中
に
二
三
度
以
上

　

に
は
な
る
ま
い
。
あ
ま
り
度
々
顔
を
合
わ
す
の
は
よ
く
な
い
か
ら

　

ね
。
（
わ
し
の
壽
命
も
あ
る
こ
と
）
長
く
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
は

　

な
る
ま
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

恵
帝
・
呂
后
時
代
の
こ
う
し
た
生
活
ぶ
り
を
み
る
と
、
こ
れ
が
、

あ
の
高
祀
の
は
げ
し
い
罵
り
に
毅
然
と
し
て
反
駁
し
た
儒
生
と
同
じ

人
物
で
あ
る
か
、
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
き
に
こ
れ
ま
で
と
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は
や
や
異
っ
た
色
調
と
い
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
の
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　

高
祖
へ
の
こ
と
ば
で
は
、
仁
義
に
よ
る
道
徳
政
治
を
強
調
し
て
自
す

　
　

か
ら
そ
の
任
に
営
ろ
う
と
す
る
、
い
か
に
も
儒
者
ら
し
い
風
貌
が
あ

　
　

る
の
に
、
こ
こ
で
は
、
難
局
に
際
し
て
身
を
退
け
、
一
身
一
家
の
安

　
　

全
を
は
か
っ
て
能
生
を
楽
し
む
と
い
う
、
む
し
ろ
道
家
流
の
人
物
と

　
　

し
て
表
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
彼
は
世
捨
て
人
と
し
て
の
隠
者
に
な

　
　

っ
た
の
で
は
な
い
し
、
な
お
ま
た
、
丞
相
の
陳
平
と
大
尉
の
周
勃
と

　
　

が
力
を
合
わ
せ
て
呂
氏
一
族
を
誄
滅
し
、
文
帝
を
迎
立
す
る
こ
と
に

　
　

な
っ
た
、
そ
の
陰
の
功
労
者
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　

要
す
る
に
そ
れ
は
表
だ
っ
て
事
の
責
任
の
衝
に
は
営
ら
ぬ
巧
み
な
や

　
　

り
か
た
で
、
却
っ
て
處
世
に
長
け
た
放
智
の
人
と
い
う
印
象
を
さ
え

　
　

う
け
る
。
儒
家
の
本
分
と
し
て
も
、
「
天
下
、
道
あ
れ
ば
則
ち
あ
ら
は

れ
、
道
な
け
れ
ば
則
ち
隠
る
。
」
（
赳
ｗ
）
と
か
、
「
窮
す
れ
ば
濁
り
そ

の
身
を
善
く
し
、
建
す
れ
ば
兼
ね
て
天
下
を
善
く
す
。
」
（
匹
Ｊ
２
　
篇
）

な
ど
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
時
勢
に
感
す
る
處
世
の
便
化
を
説
く
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
の
ば
あ
い
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か

な
韓
身
で
あ
る
。
赤
松
子
を
慕
っ
て
身
を
隠
し
た
張
良
、
黄
老
の
術

を
旨
と
し
た
曹
參
、
。
全
生
保
身
か
ら
無
篤
清
静
の
政
術
に
至
る
ま

で
、
同
じ
時
代
に
極
め
て
有
力
で
あ
っ
た
道
家
的
思
潮
の
流
行
を
思
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な
し
。
」
と
断
じ
て
い
石
。
し
か
し
、
『
漢
書
』
略
文
志
で
は
、
儒
家

類
に
「
陸
賢
二
十
三
篇
」
と
い
う
の
が
著
録
さ
れ
て
い
て
「
新
語
十

二
篇
」
と
い
う
の
は
な
く
、
二
十
三
篇
の
中
に
こ
の
十
二
篇
が
含
ま

れ
て
い
た
と
み
る
の
は
可
能
で
あ
る
が
、
さ
て
今
日
の
十
二
篇
の
内

容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ほ
か
に
も
疑
わ
し
い
理
由
が
幾
つ
か
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
四
庫
雲
』
（
惣
）
万
考
謐
に
よ
る
と
、
第
一
に
、
司
馬
遷
が

　
　
　

『
史
記
』
の
資
料
と
し
て
『
戦
國
策
』
や
『
新
語
』
を
使
っ
た
と
い

　
　

う
が
、
『
史
記
』
の
中
に
は
『
戦
國
策
』
に
合
う
文
章
が
多
い
の
に

　
　
　

『
新
語
』
に
合
う
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
後

　
　

漢
の
王
充
の
『
論
衡
』
に
引
か
れ
た
文
章
が
今
本
の
中
に
見
出
せ
な

　
　

い
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
『
穀
梁
傅
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
の

　
　

書
は
武
帝
の
時
に
初
め
て
表
わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
ど
に
よ

　
　

っ
て
、
「
殆
ん
ど
後
人
の
依
託
に
し
て
買
の
原
本
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
」

　
　

と
強
く
疑
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
意
林
』
や
李
善
の
『
文
選
注
』
で

　
　

の
引
用
文
は
今
本
に
合
う
か
ら
、
そ
の
偽
託
は
唐
以
前
に
行
わ
れ
た

　
　

屯
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
さ
ら
に
、
宋
の
王
座
麟
は
現
存
七
篇
と
い
っ

　
　

て
い
る
の
に
、
却
っ
て
今
本
か
ま
た
十
二
篇
で
あ
る
の
は
い
よ
い
よ

3
1
3

　

疑
わ
し
い
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
王
座
麟
の
七
篇
は
一
種
の
流
布
本
に

よ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
’
く
、
『
穀
梁
傅
』
'
ｊ
Ｐ
ｉ
t
ｉ
た
果
た
し
て
陸
曹
の
時

に
は
無
か
っ
た
と
断
言
で
き
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
が
、
少
く
と

屯
第
一
第
二
の
理
由
は
十
分
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
思
務
篇
で
は
「
今
の
君
た
る
者
は
…
…
治
は
□
□
□
に
法
ら

す
し
て
曰
わ
く
、
今
の
世
は
道
徳
を
以
て
治
む
べ
か
ら
す
と
。
…
…
人

君
よ
り
庶
人
に
至
る
ま
で
、
未
だ
聖
人
に
法
る
…
…
も
の
は
あ
ら
す
。

善
を
な
す
者
は
寡
な
く
、
悪
を
な
す
者
は
衆
し
。
」
と
い
い
、
辨
惑
篇

で
は
「
今
、
上
に
明
王
・
聖
主
な
く
、
下
に
貞
正
の
諸
侯
な
し
。
」

と
い
っ
て
営
時
の
時
勢
を
そ
し
っ
て
い
る
が
、
上
に
掲
げ
た
よ
う
な

『
新
語
』
の
成
立
事
情
か
ら
す
れ
ぼ
、
こ
れ
ら
も
ま
た
全
く
似
っ
か
わ

し
く
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
秦
漢
興
亡
の
理
由

や
古
今
の
國
々
の
成
敗
を
書
い
て
ご

祀
を
歎
賞
さ
せ
、
左
有
の
人
々
を
･
-
＃
滞
足
さ
せ
た
と
い
う
記
事
に
對

し
て
、
今
本
の
内
容
は
總
じ
て
や
や
距
離
が
あ
る
よ
う
に
感
せ
ら
れ

る
。
恐
ら
く
は
、
今
日
の
『
新
語
』
は
、
傅
記
に
記
さ
れ
た
十
二
篇

の
新
語
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
今
本
の
『
新
語
』
は
、
つ
い
に
『
四
庫
提
要
』
の
い
う
よ

う
に
、
後
漢
末
か
ら
唐
初
ま
で
の
間
に
偏
託
さ
れ
、
さ
ら
に
後
人
の

改
便
を
経
た
も
の
と
し
て
、
陸
曹
と
は
直
接
の
か
か
お
り
を
持
た
な
Ｉ

-
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い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
藤
文
志

　
　

に
著
録
さ
れ
た
陸
質
二
十
三
篇
の
存
在
で
あ
る
。
『
新
語
』
十
二
篇

　
　

が
モ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
要
す
る
に
、
陸

　
　

賢
に
は
、
そ
の
十
二
篇
と
は
別
に
な
お
著
述
が
あ
っ
。
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　

傅
記
の
中
で
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
す
『
新
語
』
の
こ
と
だ
け
を
述
べ
て

　
　

い
る
の
は
不
思
議
な
よ
う
で
も
あ
る
が
、
最
も
華
々
し
い
十
二
篇
を

　
　

代
表
と
し
て
、
あ
と
は
省
略
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
蓼
文
志

　
　

に
は
な
お
陸
質
賦
三
篇
を
著
録
し
、
『
史
記
』
の
資
料
と
も
な
っ
た

　
　
　

『
楚
漢
春
秋
』
の
著
作
も
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
も
傅
記
に
は
見
え
ず
、

　
　

高
祀
の
死
後
、
文
帝
の
時
ま
で
も
生
存
し
た
彼
が
、
そ
の
後
に
多
く

　
　

の
著
述
を
し
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ

　
　

と
す
る
と
、
二
十
三
篇
は
、
晩
年
に
至
る
ま
で
の
陸
葺
の
論
文
の
總

　
　

集
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
十
二
篇
は
、
賓
は

　
　
　

『
新
語
』
で
は
な
く
て
、
こ
の
總
集
二
十
三
篇
の
残
倦
だ
と
み
ら
れ

　
　

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
さ
き
に
疑
問
と

　
　

し
た
こ
と
と
も
は
、
い
ず
れ
も
今
本
の
死
命
を
制
す
る
ほ
ど
の
決
定

　
　

的
な
理
由
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
印
ち
、
さ
き
の
辨
惑
篇

　
　

の
こ
と
ぼ
、
「
今
、
上
に
明
王
こ

し
。
」
と
い
う
の
な
ど
も
、
高
祖
時
代
の
こ
と
ば
と
し
て
は
も
と
よ
り

落
ち
つ
か
な
い
か
、
も
し
こ
れ
を
呂
后
時
代
、
印
ち
陸
賛
の
退
官
後

の
ひ
そ
か
な
憤
憑
と
み
れ
ば
、
何
の
不
都
合
屯
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
「
姦
臣
・
賊
子
の
鴬
を
誄
鋤
し
、
凝
滞
紙
銀
の
結
を
解
憚
し

て
、
然
る
後
に
忠
良
方
直
の
人
、
世
に
容
れ
ら
れ
政
を
施
な
う
こ
と

を
得
る
な
り
。
」
と
い
う
そ
れ
に
つ
づ
く
こ
と
ば
と
合
わ
せ
て
み
る

と
、
営
時
の
情
勢
か
ら
考
え
て
、
む
し
ろ
切
賓
な
ひ
び
き
さ
え
も
感

ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
資
質
篇
で
、
質
美
に
し
て
才
良
な
る
者
も
、

通
顕
の
機
會
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
質
悪
者
と
同
じ
だ
と
い
っ
て
い

る
の
も
、
同
様
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
惧
微
篇
で
、

　

「
身
を
苦
し
め
形
を
笏
し
、
深
山
に
入
り
て
榊
仙
を
求
め
…
…
五
穀

を
絶
ち
詩
書
を
度
し
、
天
地
の
賓
（
保
）
に
背
い
て
不
死
の
道
を
求
め

る
」
者
を
極
力
非
難
し
て
い
る
の
も
、
張
良
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
陸
買
の
時
代
の
風
尚
を
語
る
も
の
と
し
て
、
興
味
が
深
い
。
恐

ら
く
は
、
後
人
に
よ
る
多
少
の
乱
れ
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
本
傅

の
記
述
や
時
代
の
情
勢
な
ど
を
叫
酌
し
て
ゆ
く
な
ら
、
今
本
十
二
篇

は
陸
質
そ
の
人
の
思
想
を
想
見
す
る
資
料
と
し
て
、
ほ
ぼ
申
し
分
の

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

三
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そ
こ
で
今
本
『
新
語
』
０
内
容
を
み
る
と
、
全
篇
を
通
じ
て
仁
義

　
　

の
強
調
や
道
徳
の
鼓
吹
が
著
し
く
、
屡
々
『
易
経
』
『
詩
経
』
『
春

　
　

秋
』
『
論
語
』
な
ど
の
儒
教
経
典
を
引
用
し
て
い
て
、
そ
の
中
心
的

　
　

な
立
場
が
儒
家
的
な
道
徳
理
想
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か

　
　

し
、
そ
れ
と
共
に
ま
た
道
家
的
な
思
潮
の
混
合
も
著
し
い
こ
と
は
す

　
　

ぐ
気
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
『
四
庫
提
要
』
で
は
「
老
子
の
文
を
籾

　
　

引
し
た
の
は
た
だ
思
務
篇
の
一
語
だ
け
で
…
…
漢
儒
の
中
で
は
董
仲

　
　

舒
を
除
い
て
こ
れ
ほ
ど
醇
正
な
も
の
は
な
い
。
」
と
い
う
が
、
賞
は
そ

　
　

う
で
は
な
い
。
道
基
篇
で
は
君
子
は
道
徳
仁
義
に
よ
り
つ
つ
虚
無
寂

　
　

寞
に
し
て
通
動
無
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
、
輔
政
篇
で
は

　
　
　

「
剛
を
懐
う
者
は
久
し
く
し
て
鋏
け
、
柔
を
持
す
る
者
は
久
し
く
し

　
　

一
長
し
ヽ
噪
疾
者
に
速
く
胆
が
ヽ
遅
重
者
に
常
に
存
す
（
離
に
賢

　
　

四
校
）
「
察
々
な
る
者
は
見
ざ
る
所
あ
り
ゝ
恢
々
な
る
者
は
何
の
容
れ

　
　

ざ
る
所
あ
ら
ん
。
」
と
い
い
、
無
篤
篇
で
は
「
夫
れ
道
は
無
鶏
よ
り
大

　
　

な
る
は
な
く
、
行
は
謹
敬
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
」
と
い
う
ほ
か
、

　
　

純
粋
な
儒
家
の
こ
と
ば
と
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
隨
處
に
散
在
し
て

　
　

い
る
。
『
新
語
』
は
儒
家
の
書
物
と
し
て
純
粋
な
も
の
だ
と
は
、
決

　
　

し
て
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
賓
は
そ
の
ま

3
1
5

　

ま
彼
の
傅
記
に
つ
い
て
問
題
と
し
た
こ
と
へ
の
解
答
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
呂
后
の
権
勢
が
強
く
な
る
と
、
さ
っ
と
身
を
ひ
い
て
酒
脱
な
生

活
を
逡
っ
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
偶
然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
、
い
た
ず
ら
に
傅
統
を
固
守
す
る
。
「
時
愛
を
知
ら
な
い
鄙
儒
」

（
叔
孫
通
傅
）
で
は
な
く
て
、
新
し
い
時
代
に
庖
す
る
新
し
い
思
索
を

行
え
る
人
物
で
あ
っ
た
。
術
事
篇
の
次
の
こ
と
ぼ
は
そ
れ
を
澄
明
す

る
で
あ
ろ
う
。

　
　

「
善
く
古
え
を
言
う
者
は
こ
れ
を
今
に
合
わ
せ
、
能
く
遠
者
を
述

　

ぶ
る
者
は
こ
れ
を
近
き
に
考
う
。
」
’

　
　

「
世
俗
の
ひ
と
は
古
久
よ
り
傅
わ
る
も
の
を
重
し
と
な
し
て
今
の

　

作
を
脛
し
と
な
し
、
見
る
所
を
淡
ん
じ
て
聞
く
所
を
甘
し
と
し
。

　
　
　
　

か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　

外
な
る
貌
に
惑
い
て
中
な
る
情
を
失
う
」

　
　

「
古
人
の
行
う
所
の
も
の
も
今
の
世
と
同
じ
。
」

　
　

「
書
は
必
ず
し
も
仲
尼
の
門
よ
り
起
ら
す
、
薬
は
必
ず
し
も
扁
鵠

　

の
方
よ
り
出
で
す
。
善
に
合
い
て
以
て
法
と
な
し
、
世
に
因
り
て

　

回
心
響
・
」
（
皿
詣
門
）

　

古
代
の
思
想
も
現
代
と
の
開
聯
に
お
い
て
こ
そ
價
値
を
持
つ
、
そ

し
て
新
し
い
時
代
に
礁
じ
た
思
索
こ
そ
が
貴
い
と
い
う
こ
れ
ら
の
こ

と
ぼ
は
「
古
今
一
度
」
と
考
え
て
後
王
思
想
を
脱
い
た
菊
子
や
、
時
代

に
團
じ
て
法
制
の
愛
化
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
法
家
思
想
家
だ
も
の
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こ
と
ば
を
思
い
起
さ
せ
毎
し
か
し
ヽ
陸
儒
と
同
時
の
叔
孫
通
も
ヽ

　
　

高
祖
の
問
い
に
答
え
て
「
。
五
帝
は
楽
を
異
に
し
、
三
王
は
壇
を
同
し

　
　

く
せ
す
。
畷
は
時
世
人
情
に
因
り
て
こ
れ
が
節
文
を
な
す
も
の
な

　
　

り
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
後
に
問
題
と
す
る
１
　
敬
に
も
同
じ
考
え

　
　

か
あ
っ
て
、
そ
れ
が
営
時
の
先
端
を
ゆ
く
思
想
家
た
ち
に
は
共
通
の

　
　

意
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
秦
帝
國
の
崩
壊
、
漢
の

　
　

統
一
と
い
う
大
き
な
時
使
を
前
に
し
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
営
然
す
ぎ

　
　

る
ほ
ど
営
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
陸
買
は
、
こ
こ
に
新
し

　
　

い
時
代
に
對
懸
す
べ
く
、
道
家
思
潮
を
折
衷
す
る
こ
と
に
よ
・
て
儒

　
　

家
思
想
の
再
構
成
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

前
に
引
い
た
道
基
篇
や
無
鶏
篇
の
文
章
で
、
虚
無
寂
寞
を
い
う
の

　
　

に
道
徳
仁
義
を
共
に
し
、
無
篤
を
語
る
の
に
謹
敬
と
對
照
し
て
い
た

　
　

の
で
も
、
彼
の
折
衷
的
な
立
場
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

　
　

折
衷
か
や
は
り
儒
家
の
立
場
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
儒
家
の

　
　

立
場
を
生
か
す
た
め
に
道
家
の
思
想
を
利
用
し
た
と
も
み
ら
れ
る
の

　
　

は
、
甚
だ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ
ろ
み
に
、
無
篤
篇
と
至
徳

　
　

篇
と
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

　
　
　

。
ま
す
無
鶏
篇
で
は
「
夫
れ
道
は
無
鶏
よ
り
大
な
る
は
な
く
行
は
謹

　
　

激
よ
り
大
な
る
社
な
し
。
」
と
い
っ
た
う
火
、
無
賃
の
理
想
に
か
な

つ
て
成
功
し
た
舜
と
、
煩
瓊
な
法
令
に
任
じ
て
失
敗
し
た
始
皇
帝
と

を
對
説
し
て
「
こ
の
ゆ
え
に
君
子
は
寛
舒
を
偏
び
て
身
を
萄
み
、
中

和
を
行
い
て
遠
音
を
統
ぷ
。
」
と
い
い
、
「
法
令
は
悪
を
誄
す
る
所
以

に
し
て
善
を
勧
む
る
所
以
に
非
ず
。
」
民
衆
に
善
を
勧
め
る
た
め
に
は

自
然
な
「
教
化
」
こ
れ
が
重
要
で
。
上
な
る
者
が
仁
義
で
あ
れ
ば
下

に
残
乎
す
る
者
は
な
く
な
る
と
い
う
。
「
孔
子
日
わ
く
移
風
易
俗
は

豊
で
家
ご
と
に
こ
れ
を
至
さ
ん
や
、
こ
れ
を
わ
か
身
に
先
き
に
す
る

の
み
。
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
結
び
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
こ
で
無
篤

の
政
術
を
い
う
の
は
、
陸
質
の
時
代
、
と
り
わ
け
て
高
祀
の
歿
後
に

盛
ん
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
黄
老
の
術
を
思
わ
せ
る
も
の
と
し
て
興
味

が
深
い
が
、
そ
れ
を
法
令
反
對
と
い
う
立
場
で
仁
義
に
よ
る
教
化
の

問
題
へ
と
蒋
じ
、
君
主
個
人
の
道
徳
性
を
強
調
す
る
結
論
へ
と
す
す

め
た
こ
と
は
、
甚
だ
優
れ
た
儒
教
的
思
考
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

印
ち
、
常
時
の
人
々
の
心
を
捉
え
た
道
家
的
な
無
鶏
の
思
想
を
そ
の

ま
ま
に
探
用
し
、
そ
れ
を
儒
教
の
傅
統
的
な
徳
治
主
義
の
な
か
に
包

容
し
て
、
本
爽
現
貧
的
便
宜
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
理
想
主
義

的
な
瞼
系
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
の
で
勿
る
。

　

次
に
至
徳
篇
を
み
る
と
「
道
に
演
る
者
に
は
衆
も
こ
れ
に
蹄
き
、

刑
を
特
む
者
に
は
民
も
こ
れ
を
畏
る
。
こ
れ
に
蹄
け
ば
そ
の
側
に
附
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き
、
こ
れ
を
畏
る
れ
ば
そ
の
域
を
去
る
。
」
と
い
い
、
「
こ
の
ゆ
え
に

　
　

君
子
の
治
を
な
す
や
、
塊
然
と
し
て
無
事
の
ご
と
く
寂
然
と
し
て
無

　
　

馨
の
ご
と
く
」
そ
の
結
果
は
「
郵
騨
に
は
夜
に
行
く
の
吏
な
く
、
郷

　
　

閤
に
は
夜
に
名
よ
ぶ
の
征
な
く
、
犬
は
夜
に
吠
え
ず
鳥
は
夜
に
鳴
か

　
　

す
、
老
者
は
堂
に
息
ひ
丁
壮
者
は
田
に
耕
耘
し
、
朝
に
在
る
者
は
君

　
　

に
忠
に
、
家
に
在
る
者
は
親
に
孝
に
」
な
る
と
し
、
そ
の
う
え
で

　
　
　

「
善
を
賞
し
て
悪
を
罰
し
、
」
學
校
を
設
け
て
教
育
す
れ
ば
、
や
が

　
　

て
「
賢
と
愚
と
議
を
異
に
し
、
廉
と
鄙
と
科
を
異
に
し
、
長
と
幼
と

　
　

節
を
異
に
し
、
上
と
下
と
差
あ
る
」
よ
う
に
な
り
、
強
弱
・
小
大
・

　
　

１
　
卑
が
そ
れ
ぞ
れ
に
所
を
得
て
國
家
の
威
信
も
立
つ
こ
と
と
な
る
と

　
　

い
う
。
「
豊
で
堅
甲
利
兵
・
深
刑
刻
法
を
侍
み
て
、
朝
夕
に
切
々
と

　
　

し
て
後
に
行
わ
れ
ん
や
。
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
議
論
の
結
び
で
あ

　
　
　

武
威
を
た
の
み
刑
法
に
任
す
る
こ
と
を
や
め
て
道
に
因
る
の
が
、

　
　

至
徳
者
印
ち
最
高
の
徳
の
保
持
者
だ
と
い
う
こ
の
文
で
は
、
道
は
ま

　
　

す
ま
ぎ
れ
も
な
く
道
家
的
な
も
の
と
し
て
表
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
モ

　
　

の
結
果
と
し
て
得
ら
、
れ
る
郷
村
の
平
和
な
姿
も
、
何
ほ
ど
か
『
老
子
』

　
　

（
八
十
章
）
の
小
國
寡
民
の
理
想
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

3
1
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『
老
手
』
で
は
そ
れ
を
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
と
し
て
そ
こ
に
止
ま
っ

て
い
る
の
に
、
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
民
衆
の
生
活
に
根
ざ

す
倫
理
性
に
注
目
し
、
そ
れ
を
賞
罰
と
教
育
で
導
い
て
此
會
の
階
級

的
秩
序
を
立
て
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
前
の
無
具
篇

と
同
様
に
、
道
家
的
な
政
治
理
想
を
利
用
し
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
は

あ
く
ま
で
屯
手
段
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
終
局
的
に
は
儒
教

的
な
秩
序
あ
る
道
徳
世
界
の
建
設
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
陸
賛
の
立
場
か
、
常
時
の
流
行
思
想
で
あ
る
道
家

思
想
を
多
分
に
採
用
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
儒
教
的
な
綴
系
の

中
に
包
領
し
て
、
い
わ
ば
新
し
い
儒
教
の
政
治
思
想
を
再
編
成
し
た

儒
教
の
徒
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
か
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た

か
と
思
う
。
惧
微
篇
や
思
務
篇
で
、
榊
仙
不
死
の
道
を
求
め
る
者
と

非
難
し
て
い
る
の
も
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
こ
と
で
、

彼
自
身
の
隠
退
後
の
生
活
ぶ
り
を
、
仙
人
を
し
た
っ
て
祚
穀
道
引
な

ど
の
技
術
で
長
生
を
は
か
っ
た
張
良
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
れ
ぼ
、
雨

者
の
思
想
的
立
場
の
相
違
は
自
す
か
ら
に
明
白
で
あ
ろ
う
。
陸
買
の

思
想
が
、
そ
の
時
代
か
ら
多
く
の
も
の
を
う
け
つ
つ
も
、
高
祖
を
は

じ
め
と
す
る
周
囲
の
人
々
に
多
く
の
影
響
を
呉
え
て
、
新
し
い
時
代

を
開
く
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
の
詳
細
を
み
る
前
に
、
も
う
一
人
の
重
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要
な
思
想
的
人
物
、
１
　
敬
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
お
く
の
か
便
利
で

　
　

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
ま
た
違
っ
た
タ
イ
プ
に
儒
生
の
活
動
を

　
　

み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　

婁
敬
、
後
に
高
祖
か
ら
姓
を
賜
っ
て
劉
敬
と
名
の
っ
た
こ
の
人
物

　
　

穣
犬
獣
議
立
耳
天
下
統
一
の
直
後
に
高
祀
に
面
會
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぱ
ん
か
く

　
　

求
め
た
こ
と
か
ら
初
ま
る
。
そ
の
時
の
彼
は
、
軌
称
す
な
わ
ち
車
引

　
　

き
か
ら
胆
れ
て
末
て
羊
の
喪
を
ま
と
っ
た
戊
卒
で
あ
っ
た
と
い
い
、

　
　

後
に
高
祀
か
ら
「
斉
虜
、
口
舌
を
以
て
官
を
得
た
り
。
」
と
罵
ら
れ
て

　
　

も
い
る
の
で
、
恐
ら
く
奴
隷
の
身
分
に
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
モ

　
　

の
後
の
行
動
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
胤
の
犠
牲
と
し
て
の
服
り
の
境

　
　

涯
で
、
も
と
も
と
優
れ
た
知
性
と
教
養
と
を
具
え
て
高
い
プ
ラ
イ
ド

　
　

を
持
つ
儒
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
す
高
祀
と
面
會
す
る

　
　

に
つ
い
て
、
清
潔
な
着
物
を
具
え
よ
う
と
す
る
と
、
「
臣
わ
れ
は
帛

　
　

を
き
て
お
れ
ば
帛
で
か
あ
い
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
褐
を
き
て
お
れ
ば

　
　

褐
で
か
あ
い
す
る
。
決
し
て
衣
服
は
易
え
ま
せ
ぬ
。
」
と
毅
然
と
し
て

　
　

齢
退
し
た
が
、
そ
れ
こ
そ
は
現
官
的
な
権
勢
に
屈
せ
す
に
自
己
の
主

　
　

張
を
貫
ぬ
こ
う
と
ナ
る
戦
國
諸
子
の
風
貌
を
な
お
傅
え
る
も
の
で
あ

　
　

る
と
共
に
、
や
は
り
初
對
面
で
高
祀
の
非
噌
を
強
く
責
め
た
て
た
鄙

食
其
の
態
度
と
思
い
合
わ
せ
て
、
特
に
高
い
政
治
理
想
を
抱
く
儒
生

と
し
て
の
面
目
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
高
祖
に
會
っ
た
彼
は
、
高
祀
が
洛
陽
を
都
と
し
て
周
王
朝
の

盛
時
を
ま
ね
よ
う
と
す
る
の
に
強
く
反
對
し
、
秦
の
都
で
あ
っ
た
開

中
の
地
こ
そ
漢
の
都
と
し
て
も
最
適
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
。
モ

の
こ
と
ぼ
の
要
黙
は
か
か
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

「
洛
陽
に
都
し
て
周
室
と
な
ら
ば
う
と
す
る
の
は
誤
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
陛
下
の
天
下
の
取
り
方
が
周
室
の
ぼ
あ
い
と
は
違
っ
て
い

　

る
か
ら
だ
。
周
は
后
稜
よ
り
以
来
、
代
々
徳
を
積
ん
で
民
を
な
つ

　

け
、
そ
の
結
果
と
し
て
天
命
を
う
け
た
。
そ
こ
で
徳
に
よ
っ
て
治

　

め
る
た
め
に
天
下
の
中
と
し
て
洛
陽
を
選
ん
だ
わ
け
で
こ
の
地
は

　

徳
あ
れ
ば
王
と
な
り
や
す
く
徳
な
け
れ
ば
亡
び
易
い
。
従
っ
て
こ

　

こ
に
居
る
者
は
ど
う
し
て
も
徳
を
つ
と
め
ね
ぼ
な
ら
す
、
終
に
は

　

文
弱
談
奢
に
な
っ
て
衰
え
る
わ
け
だ
。
こ
れ
は
、
徳
が
薄
い
た
め

　

と
い
う
よ
り
、
形
勢
の
弱
い
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
陛
下
は

　

今
や
積
徳
に
よ
ら
ず
に
武
力
で
戦
い
取
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
天
下

　

に
は
怨
み
悲
し
む
者
も
多
い
。
ど
う
し
て
周
室
に
な
ら
ぶ
こ
と
が

　

で
き
よ
う
か
。
秦
の
故
地
は
阻
瞼
肥
饒
で
あ
る
か
ら
、
も
し
こ
こ

　

に
都
す
れ
ば
、
た
と
い
大
気
が
起
っ
て
も
憂
い
が
な
く
天
下
を
制
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覇
す
る
こ
恚
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
ヽ

　
　
　

元
来
、
高
祀
が
洛
陽
に
都
を
定
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
周
王
朝
の

　
　

後
を
う
け
る
と
い
う
よ
う
な
理
想
主
義
的
な
立
場
か
ら
で
は
か
い
。

　
　

そ
れ
は
常
時
の
世
界
に
洛
陽
に
勝
を
大
都
會
が
な
く
、
ま
た
彼
の
幕

　
　

下
に
山
東
の
人
が
多
い
と
い
う
現
寅
の
情
勢
か
ら
強
い
ら
れ
た
便
宜

　
　

主
義
的
な
決
定
で
あ
っ
會
従
っ
て
ヽ
素
性
も
わ
か
ら
ぬ
一
介
の
辨

　
　

士
の
言
で
は
あ
っ
た
が
高
胆
は
い
た
く
そ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
、
や

　
　

が
て
張
良
の
す
す
め
屯
あ
っ
て
、
印
日
、
群
臣
を
率
い
て
開
中
に
入

　
　

る
こ
と
と
な
っ
た
。
長
安
禽
都
は
こ
う
し
て
定
ま
り
、
１
　
敬
は
そ
の

　
　

功
績
に
よ
っ
て
官
位
に
つ
け
ら
れ
姓
劉
氏
を
賜
わ
っ
た
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
婁
敬
の
こ
と
ぼ
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
に
注
目

　
　

す
べ
き
重
要
な
黙
は
、
お
お
よ
そ
次
の
二
つ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
一

　
　

つ
は
「
陛
下
の
天
下
を
取
る
こ
と
は
周
室
と
は
異
な
れ
り
。
」
と
い
う

　
　

よ
う
に
、
周
と
漢
と
で
は
統
一
の
事
情
か
違
う
。
つ
ま
り
雨
者
の
間

　
　

に
は
本
質
的
な
時
勢
の
愛
化
か
あ
り
、
従
っ
て
統
治
の
方
針
屯
そ
れ

　
　

に
感
じ
て
愛
る
べ
き
だ
と
宣
言
し
た
鮎
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
の
陸

　
　

夏
の
思
想
に
つ
い
て
も
ふ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
き
な
歴
史
的
展
開

　
　

を
前
に
し
た
営
時
の
優
れ
た
知
識
人
た
ち
に
共
通
す
る
思
想
で
あ
っ

3
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た
か
と
思
う
。
洛
陽
の
都
は
周
の
文
化
を
育
く
ん
だ
古
都
で
あ
り
、

咸
陽
は
秦
の
暴
政
に
あ
え
な
く
亡
ん
だ
腹
都
で
あ
る
。
同
様
に
周
は
。

徳
治
に
よ
っ
て
長
い
歴
史
を
保
ち
、
秦
は
徳
を
用
い
ず
刑
法
に
任
じ

て
僅
か
で
亡
ん
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
萬
事
に
つ
け
て
周
の
定
め

に
従
お
う
と
す
の
る
は
、
周
の
衰
亡
し
た
事
賞
に
目
を
蔽
う
非
歴
史

的
な
立
場
で
は
な
い
か
。
澄
制
は
時
代
に
匯
じ
て
改
ま
る
べ
き
で
あ

り
、
古
い
か
ら
と
い
っ
て
奪
ぷ
の
は
世
俗
の
立
場
で
あ
る
。
今
や
新

し
い
時
代
が
初
ま
っ
た
以
上
、
単
な
る
徳
治
の
傅
統
を
す
て
て
新
し

い
状
勢
に
印
逞
し
た
統
治
の
彊
制
が
た
て
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
婁

敬
の
こ
と
迂
は
そ
う
し
た
心
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
天
下
に
は
周
に
朝
す
る
も
の
な

く
、
周
は
こ
れ
を
制
す
る
こ
と
能
わ
す
。
こ
れ
徳
の
薄
き
た
め
に
は

非
ず
、
形
勢
の
弱
き
た
め
な
り
。
」
と
し
て
形
勢
を
重
親
し
、
徳
に
よ

る
精
榊
主
義
よ
り
は
成
功
を
守
る
た
め
の
外
的
な
形
式
や
環
境
を
重

ん
じ
た
鮎
で
あ
る
。
さ
き
の
時
代
の
愛
化
を
強
調
す
る
立
場
と
と
も

に
、
こ
れ
も
ま
た
菊
子
や
韓
非
子
の
思
想
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
傅
統
的
な
儒
家
の
王
道
政
治
を
す
て
て
、
む
し
ろ
覇
道
に
つ

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
宋
の
陳
仁
子

は
「
後
世
の
徳
に
務
め
ず
し
て
瞼
に
務
む
る
者
を
し
て
、
敬
の
言
を

得
て
以
て
籍
口
と
な
さ
し
む
。
」
よ
い
口
賓
を
呉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
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と
い
っ
て
非
難
し
た
加
、
確
か
に
そ
う
し
た
一
面
も
あ
る
。
儒
家
の

　
　

道
徳
的
精
紳
主
義
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
殆
ん
ど
拭
い
去
ら
れ
て
い
た
。

　
　

要
す
る
に
、
彼
の
こ
の
こ
と
ば
は
、
単
に
洛
陽
と
秦
の
故
都
と
を
比

　
　

べ
て
地
利
や
物
産
の
長
短
を
論
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
現
在
の
時

　
　

勢
の
愛
化
や
将
爽
の
世
界
の
在
り
方
を
洞
察
し
た
深
い
思
想
的
基
盤

　
　

に
本
づ
く
提
言
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　
　
　

さ
て
、
１
　
敬
の
傅
記
は
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
匈
奴
の
奇
計
を
見
破

　
　
　

っ
た
彼
の
功
績
を
記
し
た
後
、
そ
の
匈
奴
と
の
和
親
の
策
を
や
や
詳

　
　
　

細
に
述
べ
て
い
る
。
「
天
下
は
初
め
て
定
ま
り
士
卒
は
兵
に
影
れ
た

　
　
　

り
。
こ
の
ゆ
え
に
未
だ
武
を
以
て
は
服
す
べ
か
ら
す
。
冒
頓
（
匈
奴

　
　
　

王
）
は
父
を
殺
し
て
代
わ
り
立
ち
群
母
を
妻
と
し
力
を
以
て
威
を
な

　
　
　

す
。
こ
の
ゆ
え
に
未
だ
仁
義
を
以
て
説
く
べ
か
ら
す
。
」
武
力
を
以
て

　
　
　

制
覇
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
道
徳
に
よ
っ
て
懐
柔
す
る
こ
と

　
　
　

も
で
き
な
い
現
賓
を
ま
す
明
ら
か
に
し
た
彼
は
、
漢
の
嫡
長
公
主
を

　
　
　

冒
頓
の
妻
と
し
て
呉
え
、
や
が
て
そ
の
子
孫
の
王
と
な
る
日
を
待
つ

　
　
　

こ
と
と
し
て
、
時
々
に
物
品
を
屠
り
、
ま
た
滸
士
を
や
っ
て
そ
れ
と

　
　
　

な
く
噌
節
を
教
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
と
い
う
。
「
冒
頓
が

　
　
　

生
き
て
い
て
も
、
も
と
よ
り
陛
下
に
と
っ
て
は
于
婿
で
あ
り
、
死
ん

だ
な
ら
陛
下
の
外
孫
が
戦
刊
（
王
）
と
な
る
わ
け
で
す
。
外
孫
が
祖
父

と
抗
膿
し
た
と
は
ま
だ
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
わ
す
し
て

次
第
に
臣
と
な
り
ま
し
よ
う
。
」
高
祀
は
そ
の
和
親
策
を
採
用
す
る

か
、
さ
す
が
に
嫡
長
公
主
の
魯
元
を
や
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
人
を

立
て
て
１
　
敬
と
共
に
匈
奴
に
ゆ
か
せ
て
こ
こ
に
和
親
の
約
が
成
立
し

’
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
和
親
策
に
つ
い
て
は
史
家
の
間
で
種
々
の
議
論

か
あ
る
。
第
一
に
は
、
冒
頓
は
そ
の
父
を
も
殺
し
た
よ
う
な
無
道
者

で
、
１
　
敬
自
身
が
「
仁
義
を
以
て
説
く
べ
か
ら
す
。
」
と
認
め
て
い

る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
姻
戚
開
係
に
よ
っ
て
そ
の
服
従
を
圖
ろ

う
と
す
る
の
は
矛
盾
も
甚
し
く
、
１
　
敬
の
策
の
粗
雑
さ
を
示
す
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
第
二
肥
は
、
嫡
長
公
主
の
魯
元
は
既
に
趙
王

の
后
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
再
び
匈
奴
に
入
れ
る
と
い
う
の

は
道
理
に
合
わ
ぬ
こ
と
で
、
高
祀
が
ま
た
そ
の
策
を
嘉
納
す
る
と
は

殆
ん
と
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
の
黙
は
、
１
　
敬

の
主
意
が
冒
頓
よ
り
も
モ
の
子
孫
の
服
従
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
し
て
一
座
問
題
は
な
い
が
、
第
二
の
黙
は
、
中
國
飲
會
の
賞

情
か
ら
し
て
確
か
に
疑
問
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

司
馬
遷
の
記
述
に
多
少
の
潤
色
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
事
件
そ
の
も
の
の
骨
子
ま
で
奄
疑
う
こ
と

　
　

は
で
き
な
い
。
１
　
敬
が
對
匈
奴
の
和
親
策
を
考
え
た
こ
と
、
そ
れ
は

　
　

や
む
を
え
な
い
苦
肉
の
策
と
し
て
漢
室
の
貴
婦
人
を
冒
頓
に
輿
え
る

　
　

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
中
國
仕
會
で
考
え
ら
れ
る

　
　

姻
戚
関
係
の
親
し
さ
を
期
待
し
た
こ
と
な
ど
は
、
恐
ら
く
疑
い
え
な

　
　

い
事
賞
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
興
味
が
深
い
の

　
　

は
こ
の
第
三
の
黙
、
彼
が
家
族
制
倫
理
に
期
待
を
よ
せ
て
い
た
と
い

　
　

う
事
賞
で
あ
る
。
「
磯
節
を
以
て
風
論
す
る
」
こ
と
を
す
す
め
、
「
豊

　
　

に
嘗
て
外
孫
に
し
て
敢
え
て
大
父
と
抗
磯
せ
し
者
を
聞
か
ん
や
。
」

　
　

と
い
っ
た
こ
と
ば
は
、
現
賓
の
家
族
制
註
會
の
倫
理
に
信
頼
し
て
、

　
　

そ
れ
に
本
づ
く
磯
教
的
世
界
の
ひ
ろ
が
り
を
匈
奴
の
世
界
に
ま
で
屯

　
　

か
し
及
ぼ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
彼
の

　
　

儒
生
と
し
て
の
立
場
を
明
白
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

匈
奴
か
ら
瞰
っ
た
彼
は
、
今
度
は
匈
奴
の
侵
寇
か
ら
開
中
の
地
を

　
　

守
り
そ
れ
と
共
に
東
方
諸
國
の
菌
勢
力
を
破
る
、
一
學
雨
得
の
手
段

　
　

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
彊
本
弱
末
の
術
」
を
上
奏
す
る
。
印
ち
戦
國

　
　

時
代
の
六
國
の
後
裔
、
喪
の
諸
田
、
楚
の
昭
・
屈
・
景
氏
の
ほ
か
、

　
　

燕
・
趙
・
韓
・
魏
の
于
孫
た
ち
十
除
萬
口
を
開
中
に
移
住
さ
せ
よ
う

3
2
1

　

と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
た
高
胆
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
中
央
集
権
的
謄
制
の
強
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ

き
の
黄
都
の
上
奏
と
同
様
に
、
い
わ
ゆ
る
覇
道
的
な
統
治
方
針
を
思

わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
統
一
前
、
純
儒
と
し
て
の
節
食
其
が
、
奮
六

國
の
子
孫
を
再
び
封
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
痍
の
勢
力
を
増
大
し

よ
う
と
は
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
周
王
朝
の
盛
時
を
あ
こ
が
れ
る

儒
者
と
し
て
は
常
然
な
建
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
婁
敬

の
こ
う
し
た
措
置
は
、
む
し
ろ
法
家
的
な
國
家
主
義
、
槽
力
主
義
の
立

場
に
近
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
移
住
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
開
中
の
開
我
と
守

　

一

護
と
い
う
明
白
な
目
的
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
4
1

婁
敬
は
一
面
で
豪
族
世
家
の
勢
力
を
抑
え
な
が
ら
、
他
面
で
は
そ
れ

　

一

を
利
用
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
心
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
に
な
お
家
族
的
な
血
縁
的
紐
帯
を
重
脱
す
る
そ
の
儒
生
と
し
て
の

面
目
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
婁
敬
の
傅
記
は
こ
こ
で
終
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
逐
次
に

考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
う
か
が
え
る
彼
の
思

想
的
立
場
は
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ぼ
法
家
的
な
色
彩
が
強
く
、
覇
道

的
な
政
治
思
想
が
そ
の
主
流
に
な
っ
て
い
る
の
は
見
易
い
事
宣
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
共
に
儒
家
的
な
思
潮
も
ま
た
強
い
こ
と
は
、



3
2
2

　

匈
奴
と
の
和
親
策
に
つ
い
て
指
摘
し
た
と
５
　
り
で
あ
る
。
法
家
的
な

　
　

思
考
に
５
　
い
て
は
、
例
え
ば
『
韓
非
子
』
備
内
篇
に
示
さ
れ
る
よ
う

　
　

に
親
子
の
間
で
さ
え
現
賓
の
利
害
間
係
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
る
と
考
え
、

　
　

家
族
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
自
然
な
倫
理
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
な

　
　

い
が
、
そ
う
し
た
倫
理
性
を
重
朧
し
て
國
家
の
政
治
の
う
え
に
も
そ

　
　

れ
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
儒
家
と
し
て
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
　

婁
敬
は
、
草
純
な
徳
治
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
儒
家

　
　

と
し
て
の
立
場
を
離
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
家
族
的
な
倫

　
　

理
の
根
強
さ
を
信
頼
す
る
黙
に
お
い
て
、
や
は
り
儒
生
で
あ
っ
た
。

　
　

さ
き
の
開
中
貴
都
の
上
奏
で
周
王
朝
の
歴
史
を
述
べ
る
こ
と
ば
も
、

　
　

ま
た
、
彼
の
儒
教
的
な
教
養
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』

　
　

嘔
文
志
に
は
諸
子
略
の
儒
家
類
に
『
劉
敬
』
三
篇
を
著
録
し
て
お
り
、

　
　

今
で
は
そ
の
内
容
を
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
そ
れ
が
儒
家
類
に
収
め

　
　

ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
儒
教
的

　
　

な
教
養
を
身
に
つ
け
て
そ
の
道
徳
的
理
想
主
義
の
立
場
を
守
り
な
が

　
　

ら
、
し
か
も
時
代
の
新
し
い
動
き
に
感
じ
て
、
形
勢
を
重
ん
じ
中
央

　
　

集
椎
を
奪
ぶ
覇
道
政
治
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
法
家
的
と
み
ら
れ
る

　
　

政
治
思
想
を
採
用
し
た
の
が
、
彼
の
立
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

陸
買
の
ば
あ
い
で
は
、
儒
家
的
な
立
場
を
守
り
つ
つ
道
家
的
な
思
潮

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
新
し
い
時
代
に
感
じ
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
婁
敬
の
ば
あ
い
は
、
法
家
的
覇
道
の
思
想
を
容
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
政
治
方
針
を
う
ち
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

　

さ
て
、
陸
曹
と
婁
敬
と
の
思
想
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
で
は
彼
ら
儒
生
の
そ
う
し
た
思
想
活
動
は
、
高
祖
を
初
め
と
し

て
周
回
の
人
々
に
と
の
よ
う
な
影
響
を
具
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
印
ち

彼
ら
の
時
代
及
び
爽
た
る
べ
き
時
代
に
對
し
て
い
か
に
働
き
か
け
、

い
か
な
る
歴
史
的
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
は
高
祀
の

経
歴
や
事
業
の
跡
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
そ
の
こ
と
を
問
題
と
し
て

ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

六

　

漢
の
高
祖
劉
邦
は
、
も
と
も
と
知
識
や
教
養
と
は
縁
遠
い
放
蕩
無

頼
の
任
侠
者
で
あ
っ
た
。
彼
が
大
の
儒
者
ぎ
ら
い
で
、
儒
冠
を
み
れ

ば
奪
っ
て
尿
を
放
つ
た
と
い
う
の
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
（
鄙
生
傅
）
。

と
こ
ろ
か
、
秦
の
首
都
咸
陽
を
攻
め
て
入
開
し
た
前
後
か
ら
そ
の
行

動
に
著
し
い
愛
化
か
起
っ
た
。
項
羽
の
參
謀
で
あ
る
躍
噌
の
こ
と
ば

に
よ
れ
ぼ
、
「
山
東
に
居
た
時
の
浦
公
（
劉
邦
）
は
、
財
を
貪
ぼ
り

女
色
を
あ
さ
る
無
頼
漢
で
あ
っ
た
が
、
入
開
後
は
財
物
婦
女
に
は
目
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も
く
れ
歩
、
こ
れ
こ
そ
大
志
を
懐
く
謐
攘
だ
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る

（
四
四
）
。
確
か
に
、
咸
陽
で
の
高
祖
の
行
動
は
、
此
會
情
勢
を
よ
み

と
る
こ
と
の
敏
感
さ
を
示
す
水
際
だ
っ
た
鮮
や
か
さ
で
あ
る
が
、
そ

れ
こ
そ
高
祖
の
人
間
的
な
生
長
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
が
知
識
や

教
養
の
價
値
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
無
開
係
で
は
な

か
っ
た
。

　

一
位
、
高
祀
に
は
よ
く
人
を
罵
り
あ
な
ど
る
く
せ
が
あ
る
と
共
に
、

そ
の
反
面
、
よ
く
人
の
意
見
を
聞
き
い
れ
て
す
ぐ
さ
ま
行
動
に
移
す

圃
建
直
截
な
長
所
が
あ
っ
た
。
張
良
は
も
と
も
と
韓
の
宰
相
の
家
が

ら
に
生
ま
れ
た
貴
公
子
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
た
び
高
祀
に
あ
う
と
忽

ち
そ
の
魅
力
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
「
詐
公
は
殆
ん
と
天
授
な
り
。
」
と

い
っ
て
長
く
そ
の
幕
下
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
。
「
良
は
他
人
の
寫

め
に
言
ひ
て
皆
省
ひ
ら
れ
す
」
そ
れ
な
の
に
高
祖
の
ぼ
あ
い
は
「
常

に
そ
の
策
を
用
い
ら
れ
た
」
た
め
だ
と
、
『
史
記
』
（
四
四
）
は
記
し
て

い
る
。
田
舎
儒
者
に
す
ぎ
な
い
節
食
其
と
の
對
面
も
ま
た
そ
れ
で
あ

「
た
。
女
子
に
足
を
洗
わ
せ
な
が
ら
傲
然
と
對
し
て
い
た
高
祀
は
、
彼

の
こ
と
ば
に
道
理
の
あ
る
の
を
認
め
る
と
、
忽
ち
態
度
を
改
め
、
彼

　
　

を
上
座
に
す
え
て
つ
つ
し
ん
で
そ
の
策
を
問
う
た
と
い
う
（
４
１
生
）
・

3
2
3

　

高
祀
の
人
が
ら
を
よ
く
示
す
逸
話
で
あ
ろ
う
。
陸
質
が
高
祖
に
事
え

る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
は
明
ち
か
で
な
い
が
「
客
と
し
て
高
祖
に
従

っ
て
天
下
を
定
め
た
。
」
と
あ
り
、
叔
孫
通
も
ま
た
統
一
の
三
年
前
か

ら
高
祖
の
側
近
に
つ
い
た
。
彼
ら
の
活
動
は
、
も
と
よ
り
儒
生
と
し

て
の
活
動
で
あ
る
よ
り
は
、
戦
陣
に
役
立
つ
策
謀
あ
る
い
は
僻
説
の

士
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
張
良
の
智
謀
を
用
い
て
難
局

を
切
り
ぬ
け
、
鄙
生
や
陸
曹
の
僻
説
に
よ
っ
て
敵
将
を
降
し
て
ゆ
く

う
ち
に
、
高
祀
が
次
第
に
知
識
や
教
養
の
持
つ
有
用
さ
を
知
る
よ
う

に
な
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
営
然
考
え
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
こ
そ
は
高
祖
自
身
の
人
間
的
な
生
長
で
あ
っ
た
。
統
一
直
後
、

そ
れ
ま
で
戦
陣
に
立
っ
た
こ
と
の
な
い
蕭
何
を
論
功
第
一
に
あ
げ
た

高
祖
は
、
諸
将
の
不
満
を
抑
え
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
の

こ
と
ば
を
述
べ
た
。
「
狩
猟
で
獲
物
を
追
う
の
は
犬
で
あ
る
が
、
そ

の
犬
を
指
圖
す
る
の
は
人
で
あ
る
。
諸
将
は
功
績
あ
る
犬
に
す
ぎ
な

い
が
、
蕭
何
こ
そ
は
功
績
あ
る
人
だ
。
」
知
的
な
策
謀
こ
そ
、
単
な

る
武
力
以
上
に
奪
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
も
は
や
は
っ
き
り

と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
統
一
前
の
高
祀
の
愛
化
は
な
お
本
質

的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
知
識
や
教
養
の
價
値
を
認
め
た
と
は
い

っ
て
も
、
儒
者
ぎ
ら
い
が
儒
者
好
き
に
な
っ
た
わ
け
で
は
、
決
し
て
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3
2
4

　

な
い
。
そ
れ
は
天
下
の
統
一
と
い
う
現
貧
の
目
標
に
役
立
つ
限
り
に

　
　

お
い
て
、
印
ち
営
時
の
情
勢
と
し
て
は
武
を
助
け
る
働
き
を
持
つ
限

　
　

り
に
お
い
て
、
文
を
重
ん
じ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、

　
　

知
識
や
教
養
の
現
賞
的
な
有
用
性
を
こ
そ
奪
ん
だ
の
で
あ
る
か
、
モ

　
　

の
現
官
的
な
有
用
性
で
さ
え
も
極
め
て
一
面
的
な
把
握
に
し
か
す
ぎ

　
　

な
か
っ
た
。
知
識
や
教
養
を
奪
ぶ
文
の
作
用
か
い
か
に
偉
大
で
あ
り
、

　
　

ま
た
文
そ
の
も
の
の
價
値
が
絶
對
的
な
も
の
と
し
て
い
か
に
優
れ
て

　
　

い
る
か
は
、
高
祖
に
と
っ
て
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
統
一

　
　

か
ら
一
二
年
後
の
で
き
ご
と
か
と
思
う
が
、
詩
書
を
栢
す
る
陸
曹
を

　
　

罵
っ
た
高
祀
の
態
度
は
、
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
を
明
白
に
示
す
も
の

　
　

で
あ
ろ
う
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
高
祖
の
罵
り
に
對
す
る
陸
質
の
反
駁
、
「
馬
上

　
　

に
居
り
て
こ
れ
を
得
る
と
も
、
な
ん
ぞ
馬
上
を
以
て
こ
れ
を
治
む
べ

　
　

け
ん
。
」
と
い
い
、
「
文
武
併
用
は
長
久
の
術
な
り
、
」
と
い
っ
て
文

　
　

へ
の
韓
回
を
強
調
し
た
こ
と
ば
は
、
高
祀
に
對
し
て
大
き
な
影
響
を

　
　

具
え
た
。
傅
記
は
そ
の
直
接
の
反
響
に
つ
い
て
は
、
「
高
帝
よ
ろ
こ
ぼ

　
　

す
、
は
す
る
色
あ
り
、
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
か
、
『
新
語
』
十
二
篇

　
　

の
著
作
が
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
り
、
や
が
て
そ
れ
が
高
祀
と

　
　

そ
の
側
近
た
ち
に
嘉
納
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
思
え
ば
、
陸
質
の

果
た
し
た
大
き
な
役
割
を
ほ
ぼ
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
大
き
な
役
割
を
側
面
か
ら
助
け
た
も
の
が
叔
孫
通
の
働
き

で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
印
ち
漢
の
七
年
、
叔
孫
通
は
高
祖
の
た

め
に
朝
儀
を
定
め
た
が
、
儀
式
に
臨
ん
だ
高
祖
は
「
吾
れ
す
な
は
ち

今
日
こ
そ
皇
帝
た
る
こ
と
の
貴
と
さ
を
知
れ
り
。
」
と
い
た
く
感
歎

し
、
そ
れ
以
来
多
く
の
儒
生
が
次
第
に
官
位
を
得
る
よ
う
に
も
な
っ

た
。
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
高
祀
は
こ
こ
に
飛
躍
的
な
護
展
を
達
げ

た
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
彼
が
『
新
語
』
の
こ
と
ば
を
讃
歎

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
も
、
無
闇
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
鮎
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
際
の
叔
孫
通
の
決
定
的
な
役
割
は
十
分
に

評
價
さ
れ
て
ょ
へ
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
目
党
め
た
高
祗
の
心
を
さ

ら
に
思
想
的
に
導
い
て
、
つ
い
に
漢
一
代
の
統
治
の
方
針
を
う
ち
立

て
る
ま
で
に
し
た
も
の
は
、
陸
買
で
あ
り
１
　
敬
で
あ
っ
た
。
高
祖
が

天
下
の
局
面
の
韓
回
し
た
こ
と
を
具
に
自
甕
し
、
そ
れ
に
庖
す
る
統

治
策
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
知
っ
て
、
文
そ
の
も
の
の
濁
自
の
價

値
を
わ
き
ま
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
頃
か
ら
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
高
祖
に
影
響
を
呉
え
た
儒
家
的
な
政
治
理
論
と
は
、

と
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
秦
の
法
治
は
、
上
か
ら
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の
一
方
的
な
制
屋
と
し
て
、
民
衆
の
生
活
感
情
と
も
い
。
う
べ
き
家
族

　
　

制
に
本
づ
く
自
然
な
倫
理
を
無
硯
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
儒
教
の

　
　

政
治
理
論
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
家
族
飲
會
に
根
ざ
す
も
・
の
と
七
て
、

　
　

比
較
的
に
上
下
の
意
思
を
疏
通
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
政
治
が
倫
理

　
　

性
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
倫
理
性
と
は
現
責
の
飲

　
　

會
構
造
の
基
礎
と
し
て
の
家
族
制
に
本
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意

　
　

味
で
政
治
は
吐
會
の
意
志
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
べ
き
こ
と
を
強

　
　

調
す
る
の
が
、
儒
家
と
し
て
の
立
場
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

『
新
語
』
の
至
徳
篇
で
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
民
衆
の
生
活

　
　

に
根
ざ
す
倫
理
に
注
目
し
、
そ
れ
を
教
育
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
を
訴

　
　

え
て
い
た
が
、
そ
れ
こ
そ
陸
賢
が
儒
家
思
想
の
本
領
を
翌
揮
し
て
、

　
　

い
み
じ
く
も
漢
一
代
の
統
治
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
痛
切
な
叫
び
で

　
　

あ
る
。
仁
義
の
強
調
に
よ
っ
て
、
君
主
個
人
の
道
徳
性
を
は
げ
ま
す

　
　

道
基
篇
そ
の
他
の
こ
と
ぼ
も
、
政
治
が
単
に
上
か
ら
の
Ｉ
方
的
な
も

　
　

の
で
は
な
い
こ
と
、
下
か
ら
の
意
思
と
し
て
飲
會
一
般
の
倫
理
性
の

　
　

働
き
か
け
を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、

　
　

や
は
り
同
じ
立
場
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
１
　
敬
に
つ
い
て
は
、

　
　

陸
賢
ほ
ど
に
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
匈
奴
と
の
和
親
策
に
示
さ
れ

3
2
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て
い
る
よ
う
に
彼
が
家
族
倫
理
の
強
さ
を
信
頼
し
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
や
は
り
そ
う
し
た
中
國
此
會
の
基
本
的
構
造
を
認
識
し
て
、
そ

れ
を
政
治
の
う
え
で
活
か
し
て
ゆ
こ
う
と
勉
め
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
強
本
弱
末
の
術
」
が
薗
豪
族
の
現
寅
の
組
織

を
破
壊
し
な
が
ら
、
そ
の
本
質
的
な
組
織
は
温
存
し
て
そ
れ
を
利
用

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
み
る
べ
き
で
あ
ろ

　

も
と
よ
り
、
漢
初
の
畦
會
で
は
家
族
の
血
縁
的
紐
帯
ば
か
り
が
重

要
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
庶
民
の
家
族
構
成
の
細
分
化
と
分
散
と

に
と
も
な
っ
て
地
縁
的
結
合
の
要
素
が
培
し
て
い
た
し
、
ま
た
任
侠

者
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
結
合
も
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
を
貫
ぬ
く
家
族
制
の
根
強
さ
を
や
は
り
認
め
な
い
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。
楚
漢
の
戦
賑
期
を
通
じ
て
地
方
の
秩
序
を
維
持
し

た
も
の
は
、
父
老
と
か
豪
傑
と
か
よ
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
賞
質
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
家
族
制
の
擬
順
に
於
て
そ
の
自

治
を
運
管
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
想
像
さ
れ
よ
う
。
高
祖
は
、
諸

國
を
緒
戦
す
る
う
ち
に
、
こ
の
父
老
た
ち
の
勢
力
と
、
そ
れ
を
支
え

る
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
を
わ
き
ま
え
た
。
各
地
の
父
老
を
存
問
す

る
こ
と
か
１
　
々
行
わ
れ
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
儒
家
の
倫
理
が
、
そ
う
し
た
家
族
制
に
本
づ
く
家
父
長
権
と
是

-45-
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幼
診
卑
の
序
を
強
調
ず
る
も
の
で
布
石
以
上
。
そ
の
政
治
論
は
そ
も

　
　

そ
も
高
胆
に
と
っ
て
採
用
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　

し
か
し
、
も
と
よ
り
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
儒
教
の
重
要
な
理

　
　

論
が
う
け
入
れ
ら
れ
６
　
た
め
に
は
、
儒
教
は
従
来
の
古
い
装
い
の
ま

　
　

ま
で
は
恐
ら
く
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
陸
質
が
道
家
思
想
を
折

　
　

衷
し
、
１
　
敬
が
法
家
的
な
覇
道
主
義
を
採
用
し
た
の
は
、
そ
こ
に
こ

　
　

そ
意
味
が
あ
っ
た
。

　
　
　

秦
の
き
び
し
い
法
治
と
重
税
、
そ
し
て
楚
漢
の
戦
胤
の
あ
と
を
う

　
　

け
て
、
漢
の
初
め
で
は
一
般
に
休
息
を
求
め
る
弛
緩
し
た
空
気
が
支

　
　

配
的
で
あ
っ
た
。
高
級
は
も
と
よ
り
そ
の
天
才
的
な
敏
感
さ
で
民
衆

　
　

の
動
向
を
把
握
し
、
早
く
か
ら
秦
の
苛
法
を
除
い
て
現
役
を
減
免
す

　
　

る
緩
政
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
機
運
に
乗
じ
て
道

　
　

家
的
な
無
篤
の
政
治
思
想
か
急
速
に
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　

陸
賢
は
そ
う
し
た
時
勢
の
動
き
を
機
敏
に
洞
察
し
、
道
家
的
な
思
潮

　
　

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
祀
の
緩
政
を
助
け
る
と
と
も
に
、
モ

　
　

れ
を
儒
教
の
道
徳
的
理
想
主
義
の
う
ち
に
包
み
こ
ん
で
、
自
す
か
ら

　
　

の
政
治
理
論
の
一
部
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
新
語
』
の
本
行
篇
に
は
、

　
　

道
徳
仁
義
こ
そ
が
根
本
で
「
國
は
無
事
の
功
を
興
さ
す
、
家
は
無
用

　
　

の
器
を
蔵
せ
す
、
」
そ
れ
こ
そ
「
力
役
を
稀
れ
に
し
て
貢
献
を
省
く

所
以
な
り
。
」
と
い
う
こ
と
ぼ
が
あ
る
か
、
『
漢
書
』
に
よ
る
と
、
高

祀
の
十
一
年
に
は
こ
と
さ
ら
に
献
を
ゆ
る
く
す
る
詔
を
出
し
て
民
衆

の
負
撥
を
脛
く
し
た
と
い
う
。
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
開
係
の
あ
っ

た
こ
と
も
想
像
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
道
家
的
な
思
潮
を
包
み
こ

ん
で
装
い
を
新
た
に
し
た
陸
賢
の
儒
教
主
義
の
立
場
は
、
一
面
高
祖

の
緩
政
を
か
し
す
す
め
る
理
論
的
な
根
篠
と
な
る
と
と
も
に
、
ま
た

儒
家
的
な
政
治
理
論
を
営
時
に
採
用
さ
れ
や
す
い
形
に
や
わ
ら
げ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
婁
敬
の
立
場
は
儒
法
の
折
衷
と
い
う
黙
に
あ
っ
た
が
、

　

一

そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
漢
一
代
の
家
法
と
さ
れ
る
王
覇
折
衷
の
立
場
と
I

　

4
6

致
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
漢
家
お

　

一

の
す
か
ら
制
度
あ
り
。
」
と
し
て
そ
の
家
法
を
宣
言
し
た
の
は
、
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｍ

る
か
後
世
の
宣
帝
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
統
治
の
大
方
針
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

脱
に
高
服
の
時
に
確
立
し
た
と
み
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
高
祀
は
、
そ

の
轄
戦
の
間
に
、
上
述
の
よ
う
な
家
族
制
に
本
づ
く
民
間
秩
序
を
利

用
す
べ
き
こ
と
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
又
、
そ
の
無
制

限
な
放
任
が
統
一
樅
力
を
お
び
や
か
す
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

も
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
戦
國
以
来
の
豪
族
世
家
を
開
中
に
移
し
た

婁
敬
の
施
策
は
、
宣
に
こ
の
間
の
事
情
に
最
も
迪
切
な
も
の
で
あ
っ



　
　

た
。
そ
し
て
。
わ
れ
わ
れ
は
法
家
的
な
政
治
技
術
か
、
一
般
に
無
１
　

　
　

の
思
潮
の
流
行
し
た
こ
の
期
に
於
て
も
、
な
お
有
力
で
あ
っ
た
こ
と

　
　

を
詔
め
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
蕭
何
の
よ
う
な
有
能
な
純
政
務

　
　

家
が
、
殆
ん
と
秦
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
、
現
賞
の
政
治
を
行
っ
て

　
　

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
も
と
奄
と
秦
の
法
吏
Ｊ
あ
り
、
高
祖
に
従

　
　

っ
て
初
め
て
入
開
よ
た
と
き
に
何
よ
り
ち
ま
す
秦
の
律
令
圖
書
を
収

　
　

得
し
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
民
衆
か
ら
は
「
蕭
何
、
法
を
つ
く
り
て
あ

　
　

き
ら
か
な
る
こ
と
重
一
の
ご
と
し
。
」
と
も
唱
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、

　
　

よ
く
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
の
優
書
や
暦
書
に
よ
っ

　
　

て
も
、
漢
初
の
艦
制
が
す
べ
て
秦
の
菌
を
襲
っ
た
事
情
を
知
る
こ
と

　
　

が
で
き
る
。
１
　
敬
は
そ
う
し
た
秦
の
法
治
組
織
の
利
黙
を
認
め
、
モ

　
　

れ
を
採
用
し
て
そ
の
儒
家
的
立
場
と
の
折
衷
を
は
か
っ
た
も
の
で
、

　
　

そ
れ
は
、
家
族
的
な
民
間
秩
序
を
重
ん
す
る
こ
と
に
よ
［
て
豪
族
の

　
　

誓
頭
を
屯
う
な
が
す
よ
う
な
、
儒
家
思
想
の
侠
陥
を
補
な
う
配
慮
に

　
　

出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
一
代
の
家
法
と
も
な
っ
た
儒
法
折
衷

　
　

の
立
場
は
こ
こ
に
開
か
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
儒
教
思
想
は

　
　

こ
の
よ
う
に
し
て
深
く
高
祀
の
心
に
食
い
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　

高
祖
の
十
一
年
に
は
天
下
の
賢
者
を
招
致
す
る
詔
が
護
せ
ら
れ
て

3
2
7

　

い
る
。
「
蓋
し
聞
く
、
王
者
は
周
の
文
王
よ
り
高
倉
は
な
く
、
覇
者

は
斉
０
桓
公
よ
り
高
き
は
な
し
と
。
し
か
れ
ど
も
皆
賢
人
を
待
ち
て

名
を
成
せ
る
な
り
。
今
、
天
下
の
賢
者
の
智
能
は
豊
で
た
だ
に
古
え

の
人
の
ご
と
く
な
る
の
み
な
ら
ん
や
。
患
い
は
人
主
と
交
わ
ら
ざ
る

の
故
に
在
り
、
か
く
て
は
士
ｉ
）
な
に
に
よ
り
て
か
進
ま
ん
。
い
●
一
一
一
墨
賢

士
大
夫
の
肯
え
て
我
に
従
い
て
游
ぼ
ん
と
す
る
者
あ
ら
ぼ
、
吾
れ
よ

く
こ
れ
を
奪
願
せ
ん
。
天
下
に
布
告
し
て
明
ら
か
に
険
の
意
を
知

ら
し
め
よ
。
」
翌
十
二
年
、
高
租
の
最
後
の
年
に
は
、
魯
の
國
を
通

っ
て
孔
子
の
廟
を
祠
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
儒
冠
に
尿
を

放
ち
、
あ
る
い
は
ま
た
詩
書
を
罵
っ
た
、
昔
日
の
高
租
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
儒
教
思
想
の
持
つ
意
義
と
價
値
と
を
認
識
し
て
、
進
ん
で

そ
れ
を
政
治
の
上
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
る
。
偉
大
な
る

人
間
的
生
長
。
わ
れ
わ
れ
は
高
祖
の
歩
み
に
對
し
て
感
歎
せ
す
に
は

が
れ
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
に
功
献
し
た
陸
曹
や
婁
敬
な
ど
、
漢
初
儒

生
の
働
き
を
思
わ
す
に
は
お
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

む

　

す

　

び

　

以
上
は
、
漢
の
高
祖
の
時
代
に
そ
の
政
治
思
想
に
大
き
な
影
響
を

呉
え
た
と
思
え
る
二
人
の
思
想
家
、
陸
貿
と
婁
敬
と
を
と
り
あ
げ
て
、

そ
の
思
想
の
構
造
や
そ
の
時
代
と
の
か
か
お
り
を
問
題
と
し
た
の
で

あ
る
。
婁
敬
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
乏
し
い
た
め
に
十
分
に
は
明
ら
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取
一

　

か
で
な
い
鮎
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
述
べ
た
推
論
は
、
恐
ら
く

　
　

誤
り
か
な
か
ろ
う
。

　
　
　

即
ち
、
陸
頁
の
方
が
道
家
的
な
無
篤
の
思
潮
を
採
用
し
た
の
に
對

　
　

し
て
、
１
　
敬
の
方
で
は
法
家
的
な
中
央
集
権
的
技
術
的
思
潮
を
重
覗

　
　

し
た
の
で
あ
る
が
、
儒
生
と
し
て
の
立
場
を
守
り
つ
つ
、
時
勢
の
大

　
　

き
な
愛
動
を
自
畳
し
て
、
そ
れ
に
對
感
す
る
た
め
の
新
し
い
政
治
理

　
　

論
を
構
成
し
た
と
い
う
鮎
で
は
、
二
人
と
も
に
愛
り
は
な
か
っ
た
。

　
　

そ
し
て
、
こ
こ
に
重
要
な
こ
と
は
、
純
粋
な
儒
家
と
し
て
の
傅
統
的

　
　

な
道
徳
的
理
想
主
義
の
立
場
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
容
れ
ら
れ
か
た
い

　
　

に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
思
考
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
高
祀

　
　

に
採
用
さ
れ
、
政
治
の
持
つ
べ
き
倫
理
性
が
十
分
に
奪
重
さ
れ
る
よ

　
　

う
に
な
っ
た
、
と
思
え
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
高

　
　

祀
は
、
も
と
よ
り
決
し
て
理
想
主
義
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

し
か
し
、
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の
本
性
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
生
ま

　
　

れ
る
政
治
的
な
天
才
は
、
よ
く
時
勢
の
動
き
に
感
じ
た
彼
ら
の
こ
と

　
　

ば
の
持
つ
時
代
性
を
認
識
す
る
と
共
に
、
ま
た
時
代
を
超
え
た
理
想

　
　

主
義
的
な
響
き
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
武
帝
の
時
に
至
っ
て
、
儒

　
　

教
が
國
教
と
し
て
絶
對
的
な
優
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
、
そ
の
端

　
　

緒
は
漑
に
こ
こ
に
開
か
れ
た
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

従
来
、
漢
初
の
政
治
思
想
と
い
え
ぼ
、
直
ち
に
曹
參
ら
に
代
表
さ

れ
る
黄
老
無
具
の
政
術
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
目
を

奪
わ
れ
て
こ
の
期
の
儒
生
の
重
要
な
働
き
を
見
す
ご
す
の
は
、
陥
り

や
す
い
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
小
論
が
、
特
に
陸
曹
と
１
　
敬
と
の
二
人

を
と
り
あ
げ
て
そ
の
思
想
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
専
ら
そ
の

鮎
へ
の
顧
慮
に
登
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
高
岨
の
時
の
陸
曹
と

１
　
敬
、
そ
し
て
文
景
期
の
曹
誼
と
夏
山
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
個
の

立
場
に
よ
り
な
が
ら
活
溌
な
思
想
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
も
そ
の
中
心
を
儒
教
思
想
に
か
く
こ
と
に
よ
・
・
て
、
来
た
る
べ
き

儒
教
全
盛
期
へ
の
道
を
き
り
開
く
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

っ
た
。
曹
誼
と
夏
山
と
の
活
動
に
つ
い
て
は
こ
の
績
稿
と
し
て
、
黄

老
の
術
が
撥
う
思
想
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
に
稿
を
起
す

こ
と
と
し
た
い
。

①註
『
黄
氏
日
砂
』
（
巻
五
十
六
）
に
は
、
新
語
十
二
篇
と
し
て
今
本
の
十
二
篇

に
ひ
と
し
い
目
次
と
内
容
と
を
掲
げ
て
い
る
。
著
者
の
黄
震
は
王
廳
麟
と

ほ
ぼ
同
時
の
人
で
あ
る
か
ら
『
玉
海
』
や
『
漠
志
考
贋
』
に
み
え
る
王
氏
の

溌
に
よ
っ
て
今
本
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
狩
野
博

士
の
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
中
國
哲
學
史
二
六
七
頁
）
。
た
だ
、
博
士
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か
「
黄
氏
日
砂
に
第
五
鴛
に
あ
り
と
し
て
引
い
た
文
句
が
今
本
で
は
第
六

　
　
　
　

篇
に
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
誤
り
で
（
今
本
も
第
五
篇
に
あ
り
）
、

　
　
　
　

従
っ
て
「
今
本
は
宋
代
の
も
の
に
同
じ
か
ら
す
、
明
人
か
十
二
篇
の
目
に

　
　
　
　

合
は
せ
る
鳥
め
に
…
…
新
た
に
編
次
し
た
」
と
さ
れ
る
結
論
に
は
従
い
か
た

　
　
　
　

い
。

　
　
　

②

　

穀
梁
傅
が
武
帝
の
時
に
初
め
て
世
に
出
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
傅
久

　
　
　
　

た
瑕
丘
江
公
か
董
仲
舒
と
論
辨
し
て
負
け
た
と
い
う
事
賞
に
よ
る
も
の
か

　
　
　
　

と
思
う
。
か
、
今
日
の
テ
ク
ス
ト
の
成
立
は
と
も
か
く
、
そ
の
原
初
の
傅

　
　
　
　

記
が
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
と
み
る
の
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
漢

　
　
　
　

書
』
儒
林
傅
に
い
う
傅
系
は
必
ず
し
も
信
用
し
が
た
い
か
、
そ
こ
で
は
江

　
　
　
　

公
の
學
は
申
公
か
ら
出
て
い
て
萄
子
の
流
れ
を
汲
む
と
さ
れ
、
ま
た
『
新

　
　
　
　

語
』
に
引
用
さ
れ
た
文
句
は
、
あ
る
い
は
検
索
の
粗
漏
か
も
知
れ
な
い
が
、

　
　
　
　

今
本
の
穀
梁
傅
に
は
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
新
語
』
に
穀
梁

　
　
　
　

傅
を
引
く
の
は
、
道
基
篇
の
末
に
一
條
と
、
至
徳
篇
の
末
に
「
故
春
秋
穀

　
　
　
　

（
以
下
欠
文
）
」
と
あ
る
も
の
だ
け
で
、
見
か
た
に
よ
っ
て
は
後
世
の
附
加
文

　
　
　
　

と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

　
　
　

③

　

道
基
篇
で
は
、
先
聖
・
中
聖
・
後
聖
を
な
ら
べ
あ
げ
て
重
ん
じ
て
い
る

　
　
　
　

か
、
そ
れ
も
こ
れ
と
同
じ
立
場
で
、
萄
子
の
後
王
思
想
を
想
わ
せ
る
。
な

　
　
　
　

お
こ
の
前
の
「
世
俗
以
錫
自
古
而
傅
之
者
錫
重
云
云
」
と
？

　
　
　
　

『
淮
南
子
』
修
穆
篇
の
「
世
俗
之
人
多
寡
古
而
賤
今
云
云
」
と
い
う
有
名
な

　
　
　
　

こ
と
ぼ
を
想
い
起
さ
せ
る
。
ま
た
こ
の
後
の
仲
尼
と
扁
鵠
と
を
對
照
し
た

　
　
　
　

こ
と
ば
は
『
理
惑
論
』
に
も
そ
の
ま
ま
見
え
る
か
、
そ
の
用
い
方
は
痙
っ
て

　
　
　
　

い
る
。

3
2

　

④

　

萄
子
の
後
王
思
想
に
つ
い
て
は
、
重
禄
俊
郎
教
授
「
萄
況
研
究
」
（
『
周
漢

　

思
想
研
究
』
所
収
）
政
治
思
想
の
項
か
詳
し
く
、
法
家
の
愛
法
思
想
に
つ
ぃ

　

て
は
、
田
中
耕
太
郎
氏
『
法
家
の
法
賞
毘
主
義
』
第
八
に
詳
し
い
。

⑤

　

陳
丞
相
世
家
に
ご
農
沁
む
（
四
靴
四
完
）
セ
ナ
ー
「
壮
な
よ
な

　

駆
よ
、
わ
れ
天
下
を
め
ぐ
り
て
た
だ
洛
陽
と
こ
れ
と
を
見
る
の
み
。
」
と
感

　

歎
し
た
こ
と
か
記
さ
れ
て
ぃ
る
。
秦
の
故
都
咸
陽
は
項
羽
の
軍
に
破
攘
し

　

っ
く
さ
れ
、
項
勿
自
身
も
安
居
す
る
こ
と
か
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
劉
敬

　

傅
に
よ
る
と
、
こ
の
婁
敬
の
上
言
に
對
し
て
「
群
臣
み
な
山
東
の
人
」
で
あ

　

る
た
め
に
挙
っ
て
反
對
し
た
こ
と
か
逍
べ
ら
れ
て
ぃ
る
。
闇
中
の
地
か
天

　

下
を
制
覇
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
こ
と
は
項
羽
本
紀
や
淮
陰
侯
傅
に
も
記

　

事
か
あ
り
、
瀧
川
博
士
『
會
註
考
匿
』
奄
「
富
時
識
者
所
見
皆
然
」
と
論
じ

　

て
い
る
。

⑥

　

馬
國
翰
輯
「
劉
敬
書
」
序
に
引
く
所
。

⑦

　

司
馬
光
『
灸
治
通
鑑
』
、
梁
玉
繩
『
史
記
志
疑
』
の
ほ
か
、
銭
大
町
・
洪

　

順
喧
・
沈
欽
韓
な
ど
皆
同
捺
の
脱
が
あ
る
。

⑧

　

婁
敬
の
傅
記
は
。
上
逍
の
よ
う
に
三
つ
の
事
件
そ
れ
も
彼
の
上
奏
の
こ

　

と
ば
か
主
に
な
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
こ
の
書
か
三
篇
で
あ
る

　

の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
或
い
は
そ
れ
が
司
馬
遷
の
節
っ
た
主
要
な
賓
料

　

で
は
な
か
っ
た
か
と
屯
想
像
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
本
傅
か
彼
の
出

　

身
や
死
亡
な
ど
の
細
事
に
及
ぼ
な
い
こ
と
も
、
常
然
と
う
な
す
け
る
で
あ

　

ろ
う
。
か
、
そ
の
想
像
が
常
っ
て
ぃ
た
と
し
て
も
、
本
傅
の
文
か
こ
の
書

　

の
全
貌
を
傅
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑨

　

叔
孫
通
は
、
秦
の
博
士
以
床
し
ぼ
し
ば
主
を
か
え
、
お
も
ね
り
や
へ
つ

　

ら
い
を
事
と
し
て
儒
者
と
し
て
の
節
操
に
乏
し
い
感
じ
が
あ
る
。
し
か
し
、

　

高
祖
が
太
子
を
慶
し
ょ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
死
を
以
て
争
っ
て
ぃ
る
態
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度
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
時
便
に
崖
す
る
表
面
の
便
化
は
あ
っ
て
も
、
中

　

心
の
節
操
を
固
く
守
っ
て
統
一
の
時
期
を
待
っ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
鮎
で
、

　

統
一
後
は
や
は
り
儒
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
高
祀
に
多
く
の
影
響
を
興

　

え
た
も
の
と
も
思
え
る
。

⑩

　

父
老
と
い
う
こ
と
ば
、
そ
し
て
父
老
に
對
す
る
子
弟
と
い
う
こ
と
ば
自

　

休
が
そ
れ
を
示
す
。
豪
傑
は
豪
族
と
任
侠
者
と
に
雨
用
さ
れ
る
か
、
後
者

W r ゝ / W

　

の
ぼ
あ
い
も
豪
族
世
家
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
祀
會
的
な
勢
力
を
形

　

成
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑩
『
漢
書
』
元
帝
紀
。

⑩

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
困
学
紀
聞
』
巻
十
二
に
王
応
麟
の
指
摘
が

　

あ
り
、
宇
都
宮
清
吉
教
授
「
秦
漢
政
治
史
」
（
支
那
地
歴
大
系
第
四
巻
所
収
）

　

第
四
節
で
も
強
調
す
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　

ド
イ
ツ
・
北
欧
の
東
洋
学

　

在
ハ
ン
ブ
ル
グ
佐
口
透
氏
よ
り
羽
田
明
氏
宛
の
書
簡
か
ら

　

今
は
大
學
は
休
暇
で
す
が
、
小
生
ガ
バ
イ
ソ
教
授
に
っ
か
ま
え
ら
れ
て
古
代
ト
ル
コ
語
を
か
じ
っ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
ド
イ
ツ
に
は
未
整
理
の

ウ
ィ
グ
ル
文
書
が
一
二
〇
〇
通
あ
り
、
マ
イ
ン
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
元
明
以
後
の
法
律
文
書
が
Ｉ
〇
〇
通
ば
か
り

あ
る
ら
し
く
、
研
究
者
も
な
い
様
で
す
。
ガ
バ
イ
ソ
氏
は
佛
教
文
書
に
興
味
を
も
た
れ
、
最
近
ト
ル
フ
ァ
ン
テ
キ
ス
ト
Ⅷ
を
出
さ
れ
、
こ
れ
は
ブ
ラ

フ
ミ
ー
文
書
の
も
の
で
、
近
く
ト
ハ
ラ
文
の
も
の
を
出
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
ド
イ
ツ
の
東
洋
學
は
確
か
に
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
を
重
要
な
研
究
對
象
と

し
て
お
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
オ
ラ
フ
ー
ハ
ソ
セ
ソ
氏
は
ン
グ
ド
文
書
、
へ
Ｉ
ニ
ヴ
シ
ェ
教
授
は
蒙
古
文
書
、
ゲ
ッ
チ
ン
グ
ン
の
ワ
ル
ト
シ
ェ
ミ
ッ
ト
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
開
係
、
が
。
パ
イ
ン
氏
は
ウ
ィ
グ
ル
文
書
と
い
う
風
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
大
膿
こ
ち
ら
の
東
洋
學
者
は
言
語
學
、
文
献
學
が
得
意

で
、
日
本
の
様
な
東
洋
史
學
と
は
一
寸
傾
向
が
違
う
よ
う
で
す
。
ゲ
ッ
チ
ン
グ
ン
に
は
カ
ル
ミ
ュ
ッ
ク
文
書
が
相
営
あ
り
、
コ
ー
。
ヘ
ソ
ハ
ー
ゲ
ソ
に

も
モ
ン
ゴ
ル
文
書
七
〇
〇
通
あ
り
、
そ
の
中
に
デ
ン
マ
ー
ク
が
モ
ン
ゴ
ル
文
献
學
の
中
心
と
な
る
で
し
ょ
う
。
同
地
の
グ
レ
ソ
ペ
ヒ
教
授
が
最
近
蒙

古
語
文
典
を
出
し
ま
し
た
の
は
そ
の
現
わ
れ
の
一
つ
ら
し
い
で
す
。
ゲ
ッ
チ
ン
グ
ン
の
ハ
イ
ス
ィ
ヴ
グ
君
も
コ
ー
。
ヘ
ソ
ハ
ー
ゲ
ソ
に
招
か
れ
て
モ
の

目
録
を
作
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
古
文
書
は
ヨ
ー
ロ
ヴ
パ
に
宜
に
多
い
の
に
驚
き
ま
す
。
新
疆
ウ
ィ
グ
ル
語
文
書
も
ス
ト
ヴ
ク
ホ
ル
ム
に

未
整
理
の
ま
ま
相
当
あ
る
ら
し
い
で
す
。
出
版
方
面
で
は
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｄ
.
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
a
l
i
ｓ
ｔ
i
k
｡
　
Ｕ
ｒ
a
l
a
l
ｔ
a
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｔ
ａ
ｈ
ｒ
ｂ
ｉ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
｡
　
Ｃ
ｅ
ｎ
ｔ
ｒ
a
l
　
Ａ
ｓ
ｉ
ａ
ｎ

Ｊ
ｏ
ｕ
ｒ
ｎ
ａ
ｌ
｡
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｓ
i
a
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
の
績
刊
が
主
な
も
の
で
す
。
W
i
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
の
〇
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
a
l
-

i
ｓ
t
i
k
　
Ｉ
Ｉ
Ｉ
―
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
は
す
で
に
御
承
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
ア
ル
タ
イ
學
方
面
で
も
こ
こ
十
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
は
随
分

進
ん
で
い
ま
す
。
（
中
略
）
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
教
授
も
最
近
オ
リ
エ
ン
ト
、
中
亜
開
係
に
右
手
を
伸
ば
し
て
お
ら
れ
ま
ナ
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ヘ
ル
ペ
ル

ト
教
授
は
ご
く
最
近
Ｂ
ｅ
ｉ
ｔ
ｒ
ａ
ｇ
ｅ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｋ
ｕ
l
ｔ
ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｇ
ｏ
ｌ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
（
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｈ
ａ
ｎ
-
k
i
i
　
　
Ｓ
ｉ
ｎ
-
ｈ
ｕ
ａ
　
ｄ
ｅ
ｓ

Ｙ
ａ
ｎ
ｇ
　
Ｙ
ｕ
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
山
居
新
語
の
こ
と
ら
し
い
で
す
か
、
何
分
高
い
の
で
買
う
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
（
下
略
）

. ヾ J ' 心－ へ r

50－

≒ / - W i t / ヘ パ / ｓ 　 ~ ' Ｘ Ｗ ／ 心 ． ／ Ｘ ／ ゝ ／ ～

／

／

／

ｊ

？

ｊ

５

/ ゝ / ､ . A 、 ヾ 心 ゝ / ゝ / ゝ へ ／ Ｖ Ｖ 四 Ｉ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ｙ Ｖ Ｖ ﾏ Ｖ Ｖ ゝ Ｚ Ｊ ヾ Ｖ へ 八 へ 八 八 乃

／｀ぺW｀゛へ／四Ｖ匹･'Ｗ八ごへ/V4Mへ⌒y-､r･.

く

｜

ｊ

｜

｜

｜

／

｜

ン

／-ヾ
｜

｜

｜

１

！

｜

｜

Ｊ

！

｜

｜

｜

｜

｜

ｊ

ｉ

ｌ

｜

ｌ

｜

ト



The Role of Ssu-ch'uan in the Politics of Later Han

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＮａｏｓａｄａＫａｎｏ

　　　

The Ch'in-Han period was ａ period of unification,while the period of

the Wei-Chin and Northern-Southern dynasties was that of disruption, and

the turning point from the former to the latter will be found in the second

and third centuries, A.D. In Pashu or the present province of Ssu-ch'uan,

which was ａ wealthy country, there　were numbers of　powerful clans,

which were closely connected with influentialfiguresin the central govern･

ment. On the other hand, in the same province ａ mighty religious organi-

zation called　Wu-tou-mei-tao, which was originally magical　in　nature,

sprang up, and grew into an anti-government and anti-clan organization of

peasants. To suppress this powerful peasant movement the clans had to

organized themselves, leading to the creation of the Shu-Han dynasty.

The PoliticalInfluence of Confucian Scholars

　　　

in the beginning of the Han Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＯｓａｗＭＫａｎａｙa

　　　

With

　

the creation of the Han dynasty and resultant pacification of

the country the “ sword ” was being gradually replaced　by　the “ pen.”

The role of Confucian scholars who became politicaladvisers of Kao-tsu,

founder of the dynasty, must be taken into account in connection with

this tendency.　Hitherto the influence over Han politicsof Taoism seems

to have been over-emphasized, while the role of these Confucians has been

understimated. Lu Chia and Lou Ching were such Confucians. Though

the former seems to have been somewhat under influence of Taoistic

thought and the latter in favour of the Legist school, they　were Confu-

cians in the essentials of their thought, and contributed to the establish-

ment of ａ new politicalphilosophy to meet the needs of the times.

１


