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批

評
・
紹

介

日
原
利
園
著

漢
代
思
想
の
研
究

田

中

航

紗

巴

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
放
日
原
利
園
氏
が
生
前
に
夜
表
し
た
同
学

術
論
文
の
う
ち
、
十
六
篇
を
編
集
委
員
舎
で
選
定
し
て
収
載
し
た
も
の
で
あ
り
、

第
一
部
は
漢
代
全
般
に
関
す
る
七
篇
、
第
二
部
は
特
定
の
個
別
研
究
で
あ
る
六

錦
、
そ
し
て
附
と
し
て
書
論
関
係
の
三
筋
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
篇

名
を
目
次
に
従
っ
て
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
郡

一
中
世
(
前
期
〉
の
思
想

二
漢
代
思
想
研
究
の
現
況

三

災
異
と
識
総

-
|
漢
代
思
想
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
|
|

四
漢
代
の
刑
罰
に
お
け
る
主
観
主
義

|
|

『
春
秩
』

と
刑
罰
と
の
関
係
|
|

五
春
秋
公
羊
阜
の
漢
代
的
展
開

六
王
道
か
ら
覇
道
へ
の
縛
換

附
華
夷
概
念
の
袋
容

第
二
部

附
三二一 六五四

『
堕
鍛
論
』
の
思
想
的
研
究

『
春
秋
繁
露
』

『
白
虎
通
義
』

研
究
緒
論

|
|
と
く
に
膿
制
を
中
心
と
し
て
||

白
虎
概
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け

王
符
の
法
思
想

萄
慌
の
規
範
一
意
識
に
つ
い
て

「
書
は
心
の
査
な
り
」
の
解
穣
へ
の
疑
問

『
宣
和
書
譜
』
成
立
考

『
績
書
断
』
初
探
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害
論
関
係
の
三
篇
は
割
愛
し
て
、

第

一
・
二
部
の
各
篤
の
概
要
を
順
に
紹
介

し
つ
つ
、
特
色
な
ど
を
向。
げ
て
い
き
た
い
。
「
中
世
(
前
期
)
の
思
想
」
は

『中
関
文
化
叢
書
』

3
の

『
思
惣
史
』
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
書
の
編
集
者
の

意
図
に
基
づ
き
中
世
は
漢
武
以
後
と
さ
れ
、
著
者
が
武
-一帝
よ
り
後
漢
末
ま
で
の

思
想
史
を
分
捻
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は

「
儒
数
の
園
数
化
」
「
天
人

合

一
と
礎
数
」
「
古
典
の
整
理
」

「
批
判
の
哲
息
ご
の
四
節
に
分
か
れ
、
漢
初

を
除
く
雨
漢
の
思
想
が
、
要
領
よ
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
揚

維
な
ど
も
取
り
上
げ
て
も
ら
い
た
か

っ
た
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
、

本
篇
は
漢

代
思
想
の
概
観
に
遜
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
漢
代
思
想
研
究
の
現
況
」
は
『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
入
門
』
3

(中
園
田
)

に
牧
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「

W

思
想
史

(i
〉

|
|
春
秩
峨
園
と

秦
漢
|
|」
の
項
が
著
者
の
文
で
、
そ
の
う
ち
「
3

渓
代
の
思
想
史
」
が
本

篇
に
嘗
た
る
。
本
書
に
は
採
ら
れ
て
い

な
い
「
1

出
典
を
調
べ
て
叩
年
」
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先
秦
の
書
物
と
思
想
家
」
を
諌
む
と
、
著
者
が
こ
こ
で
思
い
の
ま
ま
に

自
由
に
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
剣
る
。
個
人
的
な
思
い
出
や
先
輩
と
の
曾

話
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
。
本
篇
は
「
漢
初
の
動
向
」
「
討
論
集
曾
」
「
神
秘

説
」
「
異
端
思
想
」
に
分
け
て
爾
漢
思
想
研
究
の
現
放
を
、
個
々
の
研
究
成
果

を
穆
げ
つ
つ
説
明
す
る
。
こ
の
分
野
の
入
門
書
的
解
説
と
し
て
、
短
い
も
の
で

は
あ
る
が
便
利
な
内
容
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
も
著
者
の
個
人
的
な
噌
好
が
穆

み
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
災
異
と
識
緯
|
|
漢
代
思
想
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
|
|
」
は
董
仲
径
の
災
異

設
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
は
君
主
権
抑
制
の
理
論
と
し
て
意
義
を
持
つ
こ
と
が
設

か
れ
る
。
次
に
暗
闇
銭
論
議
・
石
渠
閣
論
議
を
経
て
元
喬
の
頃
に
な
る
と
、
災
異

が
康
く
儒
皐
に
浸
透
し
、
そ
の
激
占
化
も
現
わ
れ
る
が
、
議
占
化
は
易
皐
と
公

羊
拳
か
ら
の
影
響
に
よ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
『
易
』
は
も
と
も
と
未
来
を

海
見
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
公
羊
停
』
に
は
激
測
さ
れ
る
将
来
の
事
態
に
針
し
、

賞
事
者
の
心
一意
を
探
っ
て
褒
販
を
加
え
る
と
い
う
一
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

哀
・
卒
帯
の
頃
に
識
緯
設
が
成
立
し
、
災
異
設
は
こ
れ
と
混
消
し
て
更
に
強
占

化
の
度
を
深
め
る
。
後
漢
に
入
る
と
白
虎
観
論
議
に
お
い
て
災
は
過
去
の
藤

徴
、
異
は
賂
来
の
務
占
と
分
別
さ
れ
る
。
こ
れ
を
何
休
は
縫
承
し
、
そ
し
て
災

を
「
己
に
然
る
の
後
を
責
め
る
刑
罰
」
、
異
を
「
未
だ
然
ら
ざ
る
の
前
を
数
え
る

雄
数
」
に
そ
れ
ぞ
れ
比
擬
し
、
災
異
を
躍
数
理
論
に
組
み
込
も
う
と
す
る
。
ま

た
後
漢
の
中
頃
か
ら
、
同
一
の
事
象
が
群
瑞
で
か
つ
災
異
で
あ
る
と
す
る
新
し

い
解
穫
が
生
じ
る
。
他
方
、

識
緯
は
王
努

・
光
武
-
一帝
に
利
用
さ
れ
、
後
漢
で
盛

行
す
る
。
そ
の
特
色
に
孔
子
の
神
格
化
が
あ
り
、
こ
れ
を
今
文
皐
が
取
り
入
れ

る
。
棒
頭
し
て
き
た
古
文
皐
に
封
抗
す
る
た
め
で
あ
る
。
歴
史
的
・
賓
謹
閏
な

面
で
す
ぐ
れ
る
古
文
皐
に
封
し
、
前
漢
以
来
の
官
皐
の
地
位
に
安
住
し
て
濁
力

性
を
失
っ
て
い
た
今
文
皐
は
、
識
緯
の
採
用
に
よ
る
立
ち
直
り
を
闘
っ
た
の
で

-， 
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あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
読
き
き
た
っ
て
本
篇
は
最
後
に
、
王
充
そ
の
他
の
災
異

や
識
緯
へ
の
批
判

・
否
定
も
、
結
局
は
経
準
金
値
の
中
に
併
呑
さ
れ
た
ら
し
い
、

と
見
る
。

す
な
わ
ち
、
本
篇
は
時
代
の
推
移
と
共
に
災
異
設
が
獲
質
し
、
そ
し
て
識
緯

設
が
成
立
し
、
雨
者
の
交
流
の
後
に
再
び
災
異
設
が
新
た
な
展
開
を
一
示
す
こ
と

を
設
き
、
災
異

・
識
緯
へ
の
批
剣
者
逮
に
も
言
及
す
る
。
周
到
な
調
査
に
基
づ

く
的
確
な
論
述
で
あ
る
。
特
に
後
漢
に
お
け
る
災
異
設
の
獲
化
の
指
摘
な
ど

は
、
『
公
羊
俸
』
何
休
注
そ
の
他
の
十
分
な
分
析
の
上
に
な
さ
れ
て
お
り
、
貴

重
な
意
見
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
災
異
設
を
構
成
す
る
天
諮
設
及
び
感
態
設
と

災
異
説
の
繁
容
と
の
閥
係
と
か
、
災
異
説
と
識
緯
設
の
結
合
の
貧
鐙
と
か
、
後

漢
で
の
識
緯
設
の
評
債
の
第
化
な
ど
、
残
さ
れ
た
問
題
は
少
な
く
な
い
が
、
本

篇
が
漢
代
の
災
異
・
識
緯
に
関
す
る
必
見
の
成
果
で
あ
る
貼
に
愛
り
は
な
い
。

「
漢
代
の
刑
罰
に
お
け
る
主
槻
主
義
|
|
『
春
秋
』
と
刑
罰
と
の
関
係

1
|」

は
、
ま
ず
漢
代
の
刑
罰
と
結
び
つ
く
経
皐
読
は
春
秋
公
羊
皐
設
で
あ
り
、
理
由

は
『
公
羊
停
』
が
最
初
か
ら
園
家
権
力
と
結
合
し
最
後
ま
で
政
治
の
指
導
理
念

と
な
っ
た
こ
と
と
、
設
皿
官褒
匹
以
・
是
非
善
悪
の
剣
断
基
準
を
示
す
論
断
・
断
獄

の
書
と
見
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
、
と
説
く
。
そ
の
上
で
『
春
秋
繁
露
』
『
照
織

論
』
や
何
休
注
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
公
羊
皐
の
論
断
は
賞
事
者
の
動
機
や
心
意

を
問
題
と
す
る
動
機
主
義
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
更
に
『
回
世
銀
論
』

の
御
史
大
夫
の
言
に
基
づ
き
、
漢
代
の
権
力
掌
握
者
が
公
羊
皐
の
こ
の
心
意
重

視
の
一
面
の
み
を
利
用
す
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
心
震
を
善
と
認
め
て
赦
宥
す

る
面
は
無
視
し
、
心
意
を
悪
と
し
て
庭
釘
す
る
否
定
的
な
面
の
み
偏
重
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
漢
代
の
刑
罰
に
お
け
る
主
観
主
義
で
あ
り
、
こ
の
主
観
主
義

は
、
謀
反
や
反
逆
な
ど
の
反
園
家
的
な
犯
罪
を
苛
酷
に
庭
罰
す
る
時
、
数
果
的

に
愛
揮
さ
れ
た
こ
と
を
、
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
の
具
燈
例
を
引
い
て
指
摘
す

-151ー
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る

こ
の
よ
う
に
本
篇
は
漢
代
の
刑
罰
の
思
想
的
背
景
を
春
秋
公
羊
準
設
と
の
関

連
で
解
明
し
た
濁
創
的
な
研
究
で
あ
る
。
更
に
刑
罰
の
領
域
に
止
ど
ま
ら
ず
、

漢
代
に
お
け
る
経
壊
の
役
割
り
や
機
能
と
い
っ
た
全
般
的
な
問
題
、
つ
ま
り
儒

教
図
数
化
の
賃
値
の

一
面
に
も
鮒
れ
る
重
要
な
論
考
だ
と
い
え
よ
う
。
著
者
の

面
白
純
然
た
る
篇
で
あ
る
。

「春
秋
公
羊
問
問
干
の
漢
代
的
展
開
」
は
前
篇
よ
り
ほ
ぼ
一
年
牢
前
に
設
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
経
皐
と
し
て
の
春
秋
公
羊
皐
は
、
漢
代
に
お
い
て
、
閣

家
権
力
と
交
利
的
結
合
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
園
家
の
濁
裁
的
な
強
権

を
是
認
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
抑
制
せ
ん
と
し
た
、
と
い
う
。
是
認
は
国

家
主
義
、
抑
制
は
儒
教
主
義
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
き
、
公
羊
四
円
干
の
使
命
と
存
在
一
意

義
は
、
こ
の
園
家
主
義
と
儒
数
主
義
と
の
総
合

・
宥
和
に
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は

結
局
は
不
可
能
な
ま
ま
で
終
っ

た
、
と
い
う
の
が
木
篇
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の

結
論
を
導
く
た
め
に
、
本
篇
は
『
八
ム
羊
惇
』
が
あ
る
事
柄
を
政
治
的
観
貼
と
道

徳
的
側
面
と
か
ら
論
じ
て
い
る
の
を
、

『
鹿
嶋
聞
論
』
の
大
夫
が
そ
の
一
方
の
み

を
偏
重
し
て
現
貨
の
政
策
を
正
統
化
す
る
例
な
ど
を
引
き
、
権
力
掌
握
者
が
人

民
中
心
的
な
儒
教
主
義
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
説
く
。

ま
た
雨
漢
で
貧
際
に
行

な
わ
れ
た
矯
制
、
つ
ま
り
臣
下
が
濁
断
で
制
詔
を
詐
稿
し
て
物
事
を
慮
理
し
た

事
件
に
つ
い
て
、
『
公
羊
博
』
に
一
定
の
候
件
下
で
の
大
夫
の
専
行
権
の
是
認

が
あ
る
の
に
よ
り
、

こ
れ
を
認
め
る
事
例
の
あ
る
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
は
困
窮
し
た
人
民
を
救
う
た
め
の
も
の
や
、
出
盟
夷
を
鎮
座
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
も
園
家
権
力
に
徽
迎
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
ら

で
あ
り
、
他
方
、
人
民
の
安
寧
を
企
図
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
も
、
園
家
政
策

に
逆
っ
た
場
合
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
園
家
主
義
は
結
果
主
義
に
立
つ

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
針
し
儒
数
主
義
は
動
機
主
義
を
取
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
前
篇
と
ほ
ぼ
同
旨
の
論
が
展
開
さ
れ
る
。

本
篇
は
前
篇
へ
連
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
篇
と
同
様
の
力
作

で
あ
り
、
と
り
わ
け
漢
代
の
春
秋
公
羊
皐
の
性
格
と
意
義
を
大
き
な
頑
野
か
ら

規
定
し
た
黙
は
、

重
大
な
意
味
を
持
つ
。
漢
代
公
羊
皐
を
考
え
る
際
、
肯
定
的

に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
、
本
筋
を
避
け
て
論
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
信
胴
は
前
篇
と
共
に
本
書
第

一
部
の
中
心
を
な
す
論

述
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

「
王
道
か
ら
覇
道
へ
の
鞠
換
」
は
、
孔
子
が
必
ず
し
も
覇
者
を
排
斥
し
な
か

っ
た
の
に
、
孟
子
は
王

・
績
を
峻
別
し
て
王
道
を
稽
え
覇
道
を
斥
け
た
こ
と
か

ら
設
き
始
め
る
。
そ
し
て
有
子
に
な
る
と
弱
者
は
王
者
よ
り
劣
る
も
の
の
そ
の

存
在
理
由
を
認
め
ら
れ
、
更
に
漢
代
に
至
る
と
、
覇
者
は
王
者
に
成
り
え
な
が

ら
ま
だ
成
り
え
て
い
な
い
存
在
で
、
王
業
と
覇
業
に
は
質
的
な
差
異
は
な
い
、

と
す
る
新
し
い
考
え
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
孟
子
の
王

覇
峻
別
か
ら
漢
代
人
の
王
翁
等
質
調
へ
と
進
む
段
階
で
、
過
渡
的
形
態
と
し
て

の
萄
子
の
王
翁
翻
に
は
縛
換
の
論
理
が
不
足
し
て
お
り
、
そ
の
論
理
は
春
秋
公

羊
皐
が
提
供
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
根
擦
が
示
さ
れ

る
。
『
公
羊
俸
』
で
は
斉
の
桓
公
に
託
し
て
特
異
な
窮
者
論
が
展
開
さ
れ
る
。

そ
れ
は
文
と
寅
、
つ
ま
り
理
念
と
現
貨
と
の
関
係
の
中
に
窮
者
を
位
置
づ
け
、

是
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
理
念
と
し
て
は
覇
業
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
世
界
を

統
治
す
る
天
子
な
ど
存
し
な
い
状
況
で
は
、
斉
桓
の
な
し
た
滅
園
の
輿
復
な
ど

の
鰯
業
は
、
現
質
的
要
請
か
ら
積
極
的
に
肯
定
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
編
者
の
王
者
化
で
あ
り
、
こ
の
論
理
を
経
て
孟
子
の
王
覇
峻
別
か
ら
漢

代
の
主
窃
等
質
親
へ
の
鱒
換
が
な
さ
れ
た
、
と
設
く
。

本
篇
の
特
色
は
ま
ず
王
覇
論
の
努
化
に
着
目
し
た
駄
に
あ
ろ
う
。
更
に
著
者

得
意
の
公
羊
皐
を
用
い
て
そ
の
嬰
化
の
内
的
原
因
の
究
明
を
試
み
た
と
こ
ろ
が
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興
味
深
い
。
著
者
ら
し
い
思
索
が
剣
り
易
く
述
べ
ら
れ
た
篇
で
あ
る
。

「
筆
夷
観
念
の
努
容
」
も
『
公
羊
惇
』
を
取
り
上
げ
る
。
『
公
羊
惇
』
の
輩

夷
論
を
戟
園
時
代
に
集
約
・
整
理
さ
れ
た
儒
家
の
筆
夷
観
念
と
規
定
し
、
そ
れ

を
構
成
す
る
三
要
因
を
響
げ
る
。
そ
れ
ら
は
夷
秋
を
華
夏
祉
曾
に
受
け
入
れ
よ

う
と
す
る
受
容
の
論
理
、
道
義
・
人
倫
に
反
し
た
な
ら
ば

一
旦
は
華
夏
に
移
行

し
た
者
も
再
び
夷
秋
に
押
し
戻
し
、
華
夏
自
僅
で
さ
え
夷
秋
に
回
収
降
す
る
強
度

の
勧
戒
主
義
、
そ
し
て
夷
秋
を
排
除
せ
ん
と
す
る
蛾
烈
な
嬢
夷
で
あ
る
。
三
要

因
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
勧
戒
主
義
で
、
こ
れ
は
夷
秋
を
呪
う
べ
き
悪
魔

と
見
、
夷
秋
へ
の
回
収
降
を
警
鐘
と
し
て
、
華
夏
祉
舎
の
道
義
の
惇
飢
を
正
そ
う

と
す
る
意
図
を
備
え
て
い
た
、
と
解
す
る
。
と
こ
ろ
で
漢
代
に
な
る
と
、
異
民

族
に
射
し
て
は
、
『
塑
織
論
』
な
ど
で
和
親
と
討
伐
と
の
二
論
が
主
張
さ
れ
、

前
者
は
受
容
の
論
理
、
後
者
は
焼
夷
論
に
嘗
た
る
と
見
ら
れ
、
勧
戒
主
義
は
飲

落
し
て
い
る
、
と
設
か
れ
る
、
漢
代
で
の
筆
夷
観
念
は
、
倫
理
を
抽
出
却
し
た
政

治
論
に
堕
す
る
、
と
結
論
す
る
。

著
者
最
後
の
研
究
論
文
と
な
っ
た
本
篇
で
は
、
『
公
羊
停
』
は
夷
叫
伐
を
悪
魔

と
見
な
す
、
と
す
る
著
者
年
来
の
解
穫
に
基
づ
き
、
論
が
進
め
ら
れ
る
。
夷
秋

視
す
な
わ
ち
悪
魔
と
の
同
一
視
と
い
う
い
わ
ば
鞭
を
構
え
て
、
道
義
の
回
復
・

倫
理
の
遵
守
を
求
め
る
強
烈
な
主
張
が
、
漢
代
で
は
姿
を
消
す
と
読
き
、
こ
の

時
代
の
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
部
の
「
『
堕
鍛
論
』
の
思
想
的
研
究
」
は
著
者
の
最
も
若
い
時
期
の
著

述
で
あ
る
。
そ
の
故
か
本
書
の
中
で
修
傷
的
な
語
句
や
難
解
な
用
語
が
最
も
多

く
、
長
文
と
相
侯
っ
て
、
譲
み
辛
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
さ
て

お
く
と
し
て
、
木
篇
は
ま
ず

「
は
し
が
き
」
で

『
堕
鍛
論
』
に
見
ら
れ
る
漢
代

思
想
研
究
上
の
問
題
黙
に
鍋
れ
る
。
女
の
「
刑
罰
思
想
」
で
は
、
大
夫
が
犯
罪

の
原
因
を
犯
罪
者
の
素
質
に
求
め
る
素
質
原
因
論
を
と
り
、
刑
罰
と
く
に
厳
刑

重
罰
、
そ
し
て
一
蓮
託
生
的
族
滅
政
策
の
必
要
性
を
主
張
し
、
裕
福
に
な
っ
て

も
悪
を
な
す
人
民
に
は
搾
取
と
貧
窮
を
輿
え
る
の
が
安
嘗
と
し
た
こ
と
を
述
べ

る
。
こ
の
法
家
的
思
考
に
到
し
て
文
皐
は
環
境
原
因
論
に
立
ち
、
人
民
の
経
済

的
充
足
が
道
徳
の
確
立
を
招
来
す
る
と
見
る
儒
数
主
義
を
読
き
、
族
滅
的
刑
政

に
は
強
く
反
劃
し
た
、
と
い
う
。
更
に
「
政
治
思
想
」
で
は
、
大
夫
は
豪
強
大

家
の
財
源
を
断
ち
そ
の
勢
力
を
削
減
す
る
た
め
の
瞬
銭
専
賓
の
必
要
性
を
説
く

が
、
そ
の
結
果
は
、
百
姓
編
戸
の
民
が
組
惑
で
高
債
な
銭
製
農
器
具
を
用
い
ざ

る
を
得
ず
苦
し
ん
だ
だ
け
で
、
そ
れ
故
に
文
皐
は
貧
民
窮
民
の
寅
朕
を
翠
げ
て

大
夫
を
非
難
す
る
、
と
述
べ
る
。
た
だ
し
豪
族
的
勢
力
を
背
景
と
す
る
文
皐
は
、

豪
族
の
横
暴
な
る
粂
併
の
事
賞
、
つ
ま
り
大
夫
が
糾
揮
す
る
そ
れ
に
は
、
ほ
と

ん
ど
燭
れ
な
い
こ
と
も
指
摘
す
る
。
臨
国
鍛
専
賓
の
直
接
的
原
因
と
な
っ
た
封
旬

奴
戟
に
つ
い
て
は
、
大
夫
は
積
極
的
武
力
行
使
を
主
張
す
る
が
、
文
皐
は
徳
治

主
義
に
基
づ
く
和
親
策
を
強
調
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
経
済
思
想
」
で
は
、

文
皐
が
農
本
主
義
に
立
脚
し
て
一
商
業
を
批
剣
す
る
の
に
射
し
、
大
夫
は
商
業
主

義
的
経
済
観
を
披
獲
す
る
が
、
そ
れ
は
富
一
商
豪
民
の
存
在
の
是
認
を
結
果
し
、

富
一
商
一
豪
族
弾
慶
の
主
張
と
矛
盾
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
大
夫
に
は
高
官
修
を

積
極
的
に
認
め
る
剖
目
す
べ
き
考
え
の
あ
る
こ
と
に
も
鰯
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
篇
の
内
容
は
、
前
漢
昭
帯
期
の
欝
銭
論
議
に
お
け
る
統
治

者
側
の
法
家
的
な
大
夫
と
、
被
治
者
側
の
儒
家
的
な
文
皐
と
の
思
想
を
、
三
黙

に
わ
た
っ
て
封
比
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
園
思
想
研
究
の
分
野
で
の

『
欝
銭
論
』
研
究
と
し
て
初
期
の
成
果
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
で
も
本
篇
の

意
義
は
評
債
さ
れ
よ
う
。
そ
の
上
に
著
者
自
身
に
と
っ
て
は
、
以
後
に
展
開
さ

れ
る
諸
研
究
の
方
向
及
び
萌
芽
を
内
磁
し
た
、
記
今
芋

J

べ
き
論
考
に
な
っ
て
い

る
と
恩
わ
れ
る
。

「
『春
秋
繁
露
』
」
は
中
園
古
典
新
書
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
、
著
者
が
捲
嘗
し
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た
『
春
秋
繁
露』

の
解
設
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
書
の
著
者
で
あ
る
董

仲
野
の
略
倍
、
こ
の
番
の
由
来
、
儒
数
菌
数
化
の
原
因
、

春
秋
風
干
の
特
質
と
漠

王
朝
と
の
結
び
つ
き
、
更
に
葦
仲
箭

・
春
秋
思
一
'
・
漢
朝
の
三
者
の
関
係
が
、
簡

潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
春
秋
繁
寂
』
と
叢
仲
野
に
関
す
る
好
箇
の
解
説
、

と
呼
べ
よ
う
。

「『
白
虎
、
通
義
』
研
究
緒
論
|
!
と
く
に
躍
制
を
中
心
と
し
て
|
|
」
は
後

漢
意
帯
期
の
白
虎
槻
論
議
、
そ
こ
で
は
今
文
の
公
羊
設
と
古
文
の
左
氏
設
と
の

劉
立
を
、
公
羊
設
の
採
用
に
よ
り
終
結
さ
せ
た
が
、
こ
の
論
議
の
本
質
を
、
君

臣
関
係
の
陸
制
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
天
子
と
諸
侯
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
後
漢
の
公
羊
設
で
は
、
天
子
は
諸
侯
を
躍
過
し
て
純
臣
と
は
し

な
い
と
し
、
左
氏
設
は
諸
侯
を
天
子
の
純
臣
と
し
て
君
臣
関
係
だ
け
で
定
義
づ

け
る
。

『
白
虎
通
義
』
は
公
羊
設
に
左
相
似
す
る
。
だ
が

『
白
虎
通
義
』
は
他
方

で
、
父
母
の
喪
中
に
あ
る
諸
侯
も
、
天
子
の
樹
御
に
際
し
て
は
葬
儀
に
奔
走
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
父
子
の
私
恩
よ
り
君
臣
の
大
義
を
優
先
さ
せ

る
。
ま
た
諸
侯
が
嘉
じ
た
場
合
、
天
子
が
識
を
輿
え
て
賢
愚
の
序
列
や
治
績
の

評
定
を
行
な
う
。
だ
か
ら
質
質
的
に
は
諸
侯
を
臣
下
と
し
て
の
み
庭
遇
し
、
左

氏
設
に
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
婚
の
時
、

婿
が
嫁
を
自
ら
出
迎
え
る
親

迎
に
つ
い
て
、
八
ム
羊
設
は
夫
婦
聞
の
情
愛
を
重
ん
じ
た
の
か
天
子
よ
り
庶
人
ま

で
全
て
行
な
う
と
し
、
左
氏
設
は
、
天
子
は
至
傘
無
敵
だ
か
ら
親
迎
を
し
な
い

と
い
う
。
こ
れ
も

『
白
虎
通
義
』
は
公
羊
設
を
採
る
。

し
か
し

『
白
虎
通
義
』

は、

萎
と
共
に
宗
廟

・
組
業
を
奉
承
す
る
た
め
に
天
子
も
親
迎
す
る
と
誘
く
。

夫
と
妻
と
の
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
王
統
の
加
熱
窮
を
意
図
し
た
上
で
の
も
の

で
、
や
は
り
内
貨
は
左
氏
設
に
近
づ
い
て
い
る
。
そ
の
他
の
事
柄
で
も
、
『
白

虎
通
義
』
は

「
父
子
の
恩
」
を
「
君
臣
の
義
」
に
、
「
親
々
の
道
」
を
「
傘
々

の
義
」
に
そ
れ
ぞ
れ
屈
従
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

表
面
上
は
公
羊
設
に
依

援
し
な
が
ら
事
貨
と
し
て
は
左
氏
設
に
接
近
し
て
、
強
力
な
集
権
図
家
を
志
向

す
る
組
制
到
主
義
を
貫
徹
し
た
の
が
、
白
虎
糊
論
議
の
賃
値
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
篇
は
『
白
虎
通
義
』
の
思
想
的
性
格
を
綿
密
な
分
析
を
通
じ
て
明
確
に
規

定
す
る
。
『
白
虎
通
義
』
を
今
古
文
の
経
皐
設
の
封
立
と
園
家
鐙
制
の
意
思
と

の
関
り
の
内
で
解
析
し、

そ
の
特
質
を
別
出
し
た
研
究
は
、
本
篇
が
最
初
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
後
漢
の
左
氏
設
は
王
者
組
針
だ
け
で
は
な
く
、
八
ム
羊
設
も
家

族
道
徳
重
硯
以
外
の
面
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
篇
は
以
後
の
『
白

虎
通
義
』
関
係
の
研
究
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
、
著
者
の
代

表
的
な
業
績
で
あ
る
。

「
白
虎
観
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
」
は
前
篇
よ
り
お
よ
そ
四
年
半
後
に

渡
表
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
前
篇
の
論
旨
を
承
け
、
そ
れ
を
題
名
の
如
く
思
想

史
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
雨
漢
の
論
争
を
堕
鍛
論

議
・
石
渠
閣
論
議

・
白
虎
淑
論
議
の
一
一
一
者
と
見
な
し、

そ
れ
ぞ
れ
を
春
秋
公
羊

皐
と
法
家
主
義

・
穀
梁
皐

・
左
氏
皐
の
各
々
と
の
抗
争
と
と
ら
え
、
そ
の
上
で

前
篇
の
主
旨
を
要
約
し
て
述
べ
る
。
前
篇
で
翠
げ
ら
れ
た
白
虎
観
論
議
の
事
例

か
ら
、
諸
侯
の
地
位
・
大
夫
の
遂
事
・
兄
弟
の
訣
殺
の
三
黙
だ
け
が
採
ら
れ
、

簡
潔
で
理
解
し
易
い
論
述
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
三
論
争
を
通
観
し、

公
羊

皐
が
徐
々
に
園
家
主
義
へ
傾
斜
し
つ
つ
、
終
局
的
に
は
白
虎
観
論
議
に
至
っ
て
、

君
主
権
の
紹
封
化
を
理
論
，
つ
け
る
思
想
へ
鐙
貌
し
た
、
と
す
る
見
通
し
を
述
べ

る。
本
篇
は
前
篤
を
緩
承
し
た
研
究
で
、
前
篇
同
様
に
特
記
す
べ
き
成
果
で
あ
る
。

そ
し
て
雨
篇
で
本
書
第
二
部
の
中
核
と
し
て
の
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
、
と

思
わ
れ
る
。

「王
符
の
法
思
想
」
は
、

皐
界
に
お
け
る
僅
か
な
主
符
研
究
の
し
か
も
初
期

の
も
の
に
廃
す
る
。
後
漢
が
衰
退
へ
と
向
う
和
脅
か
ら
桓
帯
に
か
け
て
の
世
に
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生
き
た
王
符
は
、
卑
賎
な
出
自
と
猫
介
な
性
癖
の
故
に
現
寅
で
の
活
躍
の
場
を

得
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
高
い
皐
識
と
鋭
い
洞
察
力
を
駆
使
し
て
時
代
へ
の
批
剣
と

提
言
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
潜
夫
論
』
で
あ
り
、
本
篇
は
こ
の
書
を
封
象
と

し
て
、
王
符
の
法
思
想
を
そ
の
人
閲
観
か
ら
考
察
す
る
。

王
符
は
人
開
を
類
型

的
に
上
智
・
下
愚
・
中
庸
の
三
種
に
分
け
、
こ
の
下
愚
は
素
質
的
な
悪
人
で
、

こ
れ
に
射
し
て
は
皐
問
や
数
育
は
無
意
味
で
、
有
数
な
の
は
峻
巌
な
刑
罰
の
み

と
さ
れ
る
、
と
ま
ず
設
か
れ
る
。
こ
の
下
愚
へ
の
非
情
な
見
方
は
、
彼
の
夷
秋

観
と
軌
を
一
に
し
、
夷
叫
伐
の
撃
滅
・
排
除
を
主
張
す
る
武
断
的
援
夷
主
義
と
な

っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
き
て
、
三
類
型
の
う
ち
の
中
庸
の
民
は
他
の
二
者
と

較
べ
屋
倒
的
多
数
で
、
こ
の
善
悪
二
方
向
へ
の
可
能
性
を
備
え
た
存
在
こ
そ
、

園
家
統
治
の
主
要
封
象
だ
か
ら
、
そ
の
経
済
的
充
足
を
困
っ
て
犯
罪
を
預
防
し
、

法
術
と
賞
罰
を
有
数
に
活
用
し
て
治
め
る
こ
と
を
王
符
は
求
め
た
、
と
述
べ
ら

れ
る
。
た
だ
し
彼
は
蛍
時
の
状
況
を
飢
園
と
見
る
の
で
、
徳
治
の
固
執
を
批
剣

し
て
巌
刑
重
罰
の
必
要
性
を
強
調
す
る
が
、
道
徳
と
法
と
の
本
来
の
関
係
で
は
、

道
徳
数
化
こ
そ
理
想
的
政
治
形
態
と
見
な
し
、
道
徳
を
法
に
優
先
さ
せ
る
儒
数

主
義
を
と
っ
た
、
と
設
か
れ
て
い
る
。

後
漢
の
法
家
的
傾
向
を
持
つ
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
王
符
の
、
法
の
理
解
や

現
寅
的
な
一
意
義
づ
け
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
彼
に
法
の
遵
守
と
刑
の
必
行
の
主

張
と
共
に
、
刑
の
濫
用
・
誤
用
を
戒
め
る
意
見
ゃ
、
貧
困
に
基
づ
く
犯
罪
へ
の

同
情
と
そ
の
針
策
を
求
め
る
言
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
儒
家
と
し
て
の

姿
勢
を
描
き
出
し
て
い
る
。
王
符
の
法
思
想
の
特
質
と
そ
の
限
界
と
の
解
明
に

成
功
し
た
労
作
で
あ
る
。

「
苛
慌
の
規
範
意
識
に
つ
い
て
」
も
玉
符
以
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の

ま
れ
な
萄
悦
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
桓
一
帝
以
後
の
後
漢
末
に
生
き
た
萄
悦

は
、
王
朝
末
期
の
現
寅
を
目
賭
し
た
人
物
で
あ
り
、
本
篇
は
ま
ず
『
申
建
』
が

省
国
操
の
専
権
に
射
す
る
彼
の
抵
抗
意
識
の
裂
露
で
あ
り
、
『
漢
紀
』
は
歴
史
を

素
材
と
し
た
彼
の
正
義
感
と
批
剣
精
神
の
結
晶
で
あ
る
、
と
性
格
寺
つ
け
る
。
儒

敬
教
義
へ
の
強
い
規
範
意
識
を
抱
き
な
が
ら
も
、
一
旬
悦
は
「
権
時
の
宜
」
な
ど

の
語
を
用
い
て
時
代
の
餐
化
に
廃
え
よ
う
と
す
る
。
徳
数
と
法
刑
と
の
関
係

も
、
信
用
政
の
質
際
に
基
づ
き
雨
者
を
劉
等
視
す
る
徳
刑
二
元
論
を
と
り
、
人
問

視
は
や
は
り
性
三
品
設
で
、
君
子
に
は
雄
、
小
人
に
は
刑
を
そ
れ
ぞ
れ
以
て
し
、

中
人
に
は
刑
檀
を
併
用
す
る
と
読
く
。
賞
罰
論
に
お
い
て
は
、
結
果
主
義
と
動

機
主
義
と
が
、
園
家
的
見
地
に
立
ち
、
「
宜
」
の
観
念
の
導
入
で
矛
盾
な
く
統

一
さ
れ
る
。

豪
族
に
射
し
て
は
、
糾
強
は
す
る
が
現
寅
を
十
分
に
踏
ま
え
て
徹

底
的
調
座
は
求
め
な
い
。
た
だ
、
家
族
道
徳
と
園
家
道
徳
と
の
封
立
で
は
、
萄

慣
は
家
族
道
徳
至
上
主
義
を
嬰
守
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
本
篇

は
一旬
悦
が
現
寅
解
四
梓
で
は
寅
詮
的
・
院
納
的
、
つ
ま
り
合
理
的
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
解
決
策
や
未
来
園
で
は
、
経
書
か
ら
の
安
易
な
演
縛
や
儒
家
的
敷
設
の
不

用
意
な
援
用
な
ど
の
数
僚
主
義
に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

王
朝
の
崩
壊
を
目
前
に
し
て
、
儒
家
的
規
範
意
識
を
堅
持
し
な
が
ら
、
現
質

へ
の
遁
切
な
封
慮
も
員
撃
に
模
索
し
た
一
知
識
人
の
思
想
を
、
巧
み
に
分
析
し

た
論
考
で
あ
る
。
過
渡
期
の
思
想
、
あ
る
い
は
新
時
代
へ
の
展
望
と
い
っ
た
黙

で
は
創
造
性
に
不
足
す
る
儒
皐
の
特
徴
に
も
、
結
果
と
し
て
繍
れ
る
示
唆
に
富

ん
だ
研
究
で
あ
る
。
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い
か
に
す
ぐ
れ
た
研
究
室
回
に
も
、
多
少
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
不
可

避
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
論
旨
自
慢
に
つ
い
て
ま
ず

「王
道
か
ら
街

道
へ
の
縛
換
」
が
穆
げ
ら
れ
る
。
著
者
の
解
調
停
と
用
い
る
資
料
と
に
従
っ
て

も
、
疑
問
が
生
じ
る
。
『
公
羊
停
』
は
文
と
賞
、
理
念
と
現
賓
と
を
峻
別
す
る
。

い
わ
ば
文
賓
の
二
元
論
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
元
論
に
設
展
す
る
傾
向
は
、
こ
の
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停
に
は
見
嘗
ら
な
い
。
斉
桓
の
覇
業
が
「
質
之
を
興
す
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

文
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
定
の
篠
件
下
で
現
質
的
に
是
認

さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
貨
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
質
で
あ
り
、
文
に

袋
質
し
な

い
。
だ
か
ら
「
『
公
竿
侮
』
の
編
者
論
は
、
編
者
の
王
者
化
で
あ
る
」
(
一
五

三
頁
)
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
著
者
の
解
緯
で
あ
り
、
説
得
力
を
持
つ
に

は
論
議
が
必
要
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
公
羊
謬
か
ら
「
王
者
と
儒
者
の
遠
い
は
倫

理
の
濃
淡
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
の
解
緯
」
(
一
五
五
頁
)
が
導
き
出
せ
る
か
否

か
は
不
明
で
、
む
し
ろ
導
き
出
せ
る
の
は
、
本
篇
で
翠
げ
ら
れ
る
有
子
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

二
二
九
頁
に
引
か
れ
る
文
に

「
放
念
聖
者
王、

貴
賢
者
覇
」

(
君
子
)
と
あ
り
、
こ
れ
は
王
・
痛
を
程
度
の
差
と
見
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
人
君
者
、
隆
膿
傘
賢
而
玉
、

重
法
愛
民
而
覇
」

(
彊
図
・
天
論
)
と
あ

り
、
「
碓
」
と
「
法
」
と
に
質
の
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
「
傘
賢
」
と
「
愛
民
」

と
は
入
れ
替
っ

た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
見
え
る
。
更
に

「
故
用
園
者
、

義
立

而
玉
、
信
立
而
爾
」
(
玉
稿
)
と
い
う
の
は
、
「
義
」
と
「
信
」
と
に
程
度
の

差
を
認
め
る
の
だ
ろ
う
が
、

雨
者
は
同
じ
く
徳
目
で
あ
っ
て
質
的
な
差
異
は
な

い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
背
子
に
は
王

・
績
を
「
上
下
の
段
階
の
違
い

に
す
ぎ
な
い
」
(
一
四
一
頁
〉
、
「
倫
理
の
波
淡
の
差
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
見

方
の
素
因
が
既
に
あ
り
、
こ
れ
が
漢
に
至
っ
て
「
春
秋
之
道
、
大
得
之
則
以

玉
、
小
得
之
則
以
額
。

・
・
:
窃
王
之
道
、
皆
本
於
仁
」

(
一
四
一

頁
、

『
春
秋

繁
露
』
食
序
)
以
下
の
王
稲
論
へ
展
開
す
る
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
本
篇
は
孔
子
の
瀦
者
槻
に
燭
れ
な
が
ら
、
そ
の
縫
承
に
は
言
及

し
な
い
。
こ
れ
も
含
め
て
考
え
れ
ば
、
湾
檀
の
館
開
業
へ
の
孔
子
の
こ
の
肯
定
的

な
姦
勢
が
、
背
子
に
繕
承
さ
れ
て
そ
の
稿
者
許
債
と
な
り
、
更
に
漢
代
の
王
箱

等
質
縦
へ

と
連
な
る
、
と
見
る
方
が
安
賞
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヰ
血
子
は
濁
自
の

王
覇
論
を
唱
え
、
『
公
羊
停
』
は
文
寅
二
元
論
に
よ
る
ま
た
別
の
解
緯
を
示
し

た
の
で
あ
り
、
雨
者
が
漢
代
の
考
え
方
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
に
し
て

も
、
一
旬
子
の
そ
れ
に
比
し
て
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
本

篇
の
結
論
は
『
公
羊
博
』
に
や
や
引
き
付
け
過
ぎ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「筆
夷
概
念
の
袋
容
」
は
著
者
の
紹
筆
だ
が
、
公
刊
さ
れ
た
以
上
、
研
究
論

文
と
し
て
こ
れ
に
射
す
る
の
が
膿
儀
で
も
あ
ろ
う
か
ら
、
敢
え
て
取
り
上
げ
た

い
。
本
篇
の
要
貼
は
、
『
公
羊
俸
』
の
華
夷
に
関
す
る
勧
戒
主
義
が
漢
代
に
は

見
ら
れ
な
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
篇
は
勧
戒
主
義
等
の
三
要
因
が

『
公
羊
俸
』
に
存
す
る
と
い
う
だ
け
だ
が
、
三
要
因
の
関
係
を
考
え
る
と
、
同

一
書
中
で
夷
秋
受
容
と
披
夷
と
の
相
反
す
る
主
張
を
行
な
う
た
め
に
、

勧
戒
主

義
は
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勧
戒
主
義
の
存
在
に
よ
り
受
容
と
拒

紹
と
が
共
に
可
能
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
木
篇
は
「
『
公
羊
俸
』
の

勧
戒
主
義
は
、
前
漢
の
公
羊
撃
の
大
師

・
董
仲
揖
削
の
祖
述
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

後
漢
末
に
渓
代
公
羊
間
停
を
集
大
成
し
た
何
休
に
も
踏
襲
さ
れ
る
」
(
一
六
一
ニ
頁
)

と
い
う
。
雨
漢
の
公
羊
纂
で
は
依
然
と
し
て
勧
戒
主
義
が
縫
承
さ
れ
た
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
他
方
、
『
問
問
織
論
』
の
文
祭
が
和
親
論
、
御
史
が
討
伐
論
を
設

き
、
そ
の
結
果
、
雨
者
に
勧
戒
主
義
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
桂
田
然
で
は
な
か
ろ

う
か
。
雨
者
の
い
ず
れ
も
雨
論
の
併
存
を
求
め
て
お
ら
ず
、
勧
戒
主
義
を
提
起

す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
本
篇
は
和
親
論
者
と
し
て
董
仲
好
の
名

も
穆
げ
る
『
漢
書
』
旬
奴
停
賛
を
引
く
(
一
七
八
頁
)
。
向
一
人
物
が
皐
読
解

稗
に
お
い
て
は
勧
戒
主
義
を
含
む
全
鐙
的
な
華
夷
論
を
述
べ

、
別
に
現
賓
の
劉

旬
奴
策
と
し
て
は
和
親
論
に
偏
す
る
の
も
、
漢
代
の
賀
状
だ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
「
爽
秋
御
念
に
、

『
勧
戒
』
と
い
っ
た
倫
理
的
要
素
が
あ
っ
た
の
は
戟

園
末
ま
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」

(
一
七
九
頁
〉
と
い
う
の
は
、
や
や
片
手
落

ち
の
感
を
輿
え
よ
う
。

資
料
の
引
用
に
関
し
て
、

-156ー

『
公
羊
停
』
俸
公
二
十
六
年
に
つ
い
て
「
『
公
羊
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停
』
も
、
何
休
注
も
そ
の
心
意
を
非
と
し
て
筆
談
を
加
え
て
い
る
」
「
『
春
秋
』

が
そ
の
心
意
を
責
め
憎
ん
で
い
る
」
(
八
九
頁
)
と
述
べ
る
箇
所
に
疑
義
が
あ

る
。
こ
れ
は
「
魯
の
園
は
、
楚
の
軍
殴
を
使
っ
て
強
大
な
斉
の
図
を
征
伐
し
、

傍
倖
に
も
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
た
」
(
同
)
事
件
で
、
『
公
羊
俸
』
は
こ
の

よ
う
な
侵
略
は
将
来
に
禍
を
残
す
と
し
て
「
患
之
起
必
自
此
始
也
」
と
い
い
、

慶
卒
『
公
羊
補
誼
』
も
「
此
春
秋
謹
得
失
踊
一
幅
之
例
也
」
と
い
う
。
孔
庚
森

『
公
羊
通
義
』
も
華
夷
論
に
も
立
っ
て

「
刺
公
棄
諸
夏
而
即
楚
、
白
取
危
道
」

と
す
る
。
つ
ま
り
、
倦
公
二
十
六
年
の
『
公
羊
停
』
は
、
「
論
心
定
罪
」
「
原

情
定
過
、
赦
事
訣
意
」
(
八
五
頁
)
と
い
っ
た
心
意
を
責
め
る
例
と
は
、
見
難

い
の
で
あ
る
。
思
う
に
著
者
は
陳
立
『
公
羊
義
疏
』
が
『
盤
銭
論
』
刑
徳
篇
の

「
盗
傷
輿
殺
同
罪
、
所
以
累
其
心
而
責
其
意
也
。
猶
魯
以
楚
師
伐
湾
、
而
春
秋

悪
之
。
:
:
:
」
を
引
く
の
を
踏
ま
え
、
特
に
「
累
其
心
而
責
其
意
」
の
句
に
注

目
し
、
立
論
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
墜
鍛
論
』
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

や
や
不
明
瞭
な
用
語
に
「
心
意
主
義
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
園
家
至
上
の
偏

向
か
ら
、
行
畳
間
者
の
心
意
に
介
入
し
て
法
を
軽
重
亡
、
深
刻
化
の
方
向
へ
一
方

的
に
類
推
解
回
押
す
る
」
「
園
家
主
義
的
な
曲
解
」
と
説
明
さ
れ
、
「
『
春
秋
』
の

動
機
主
義
と
は
除
り
に
も
異
質
な
も
の
」
と
い
わ
れ
ハ
一
一
一
一

O
頁
〉
、
そ
し
て

酷
吏
に
関
し
て
も
使
わ
れ
る
ご
九
五
頁
)
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
れ
ば
本
来
、

行
震
の
根
底
に
存
す
る
心
意
の
善
悪
を
追
求
す
る
の
が
、
公
羊
皐
の
動
機
主
義

で
あ
る
。
「
心
意
」
の
語
を
著
者
は
使
い
分
け
た
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
護
者

に
は
や
や
と
ま
ど
い
を
輿
え
よ
う
。
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
作
り
に
関
心
の
深
か

っ
た
ら
し
い
著
者
の
癖
が
、
論
旨
の
理
解
を
少
し
妨
げ
る
結
果
と
な
っ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
他
、
著
者
生
前
で
あ
れ
ば
修
正
す
る
か
注
穆
を
附
し
た
に
違
い
な
い
と

思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
「
今
文
皐
か
ら
古
文
皐
へ
の
縛
換
の
か
な
め
に
位
置

し
た
」
許
恨
の
『
五
経
異
義
』
は
「
今
文
拳
に
左
但
し
た
見
解
が
多
い
」
〈
二

九・一一一

O
頁
)
と
い
う
が
、
後
年
の
文
に
は
「
鎌
田
正
に
よ
る
と
『
其
の
殆
ん

ど
多
く
は
今
文
設
を
抑
へ
て
古
文
設
に
従
っ
て
ゐ
る
』
」
(
五

O
頁
〉
と
記
す
。

前
者
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
他
書
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
後

者
が
正
し
い
。
ま
た
、
堕
銭
論
議
の
時
、
「
嘗
時
前
漢
園
家
が
旬
奴
に
封
し
て

何
等
か
の
積
極
的
武
力
行
動
に
出
で
ざ
る
を
得
ざ
る
客
観
情
勢
に
置
か
れ
て
い

た
こ
と
は
承
認
さ
る
可
き
事
貧
で
あ
ろ
う
」
(
一
二
四
頁
)
と
し
な
が
ら
、
後

年
の
研
究
で
は
、
透
境
は
「
憂
う
べ
き
状
況
で
は
な
い
と
の
主
張
は
、
こ
の
時

黙
で
は
事
寅
に
近
い
L

「
北
遺
の
憂
は
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
て
い
た
、
と
い
っ

て
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
」
(
一
七
五
頁
)
と
い
う
。
こ
れ
も
後
者
が
受
賞
で
あ

ろ
う
。
更
に
『
堕
銭
論
』
の
「
祭
仲
自
庇
損
以
行
機
」
「
不
知
機
第
」
を
引
い

て
「
権
謀
術
数
に
長
ず
る
便
乗
的
現
貧
主
義
者
:
:
:
」
と
説
く
が
(
二
二
三
頁
、

傍
黙
は
骨
白
書
-
評
執
筆
者
〉
、
こ
れ
は
後
年
の
論
文
で
「
『
公
羊
惇
』
に
特
徴
的
な

論
理
」
で
あ
る
「
経
」
に
射
す
る
「
権
」
、
つ
ま
り
原
則
に
到
す
る
例
外
(
一

五
二
頁
て
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
従
っ
て
「
権
謀
術
数
・
:
:
」
で
は
不
適
確

に
な
ろ
う
。
向
、
著
者
の
『
春
秋
公
羊
俸
の
研
究
』
で
は
「
経
と
櫨
|
|
原
則

と
例
外
|
|
」
と
い
う
大
項
目
の
下
に
「
権
」
が
論
ぜ
ら
れ
、
そ
こ
に
祭
仲
の

「
擢
」
も
登
場
す
る
。

-157ー

漢
代
思
想
研
究
に
さ
ま
ざ
ま
な
貢
献
を
果
た
し
た
卓
越
し
た
成
果
の
集
積
で

あ
る
本
書
を
、
篇
ご
と
に
出
来
る
限
り
焦
黙
を
絞
っ
て
内
容
を
紹
介
し
、
特
徴

を
指
摘
し
、
更
に
二
、
三
の
疑
問
を
述
べ
た
つ
も
り
だ
が
、
評
債
す
べ
き
長
所

を
見
落
し
、
的
は
ず
れ
な
疑
義
の
表
明
に
終
っ
た
-
部
分
が
あ
り
は
し
な
い
か
と

危
倶
す
る
。
顧
み
れ
ば
漢
代
思
想
研
究
に
お
け
る
先
皐
と
し
て
の
著
者
か
ら
、
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桂
墨
田
評
の
執
筆
者
も
多
く
の
も
の
を
皐
ん
だ
。
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
幾
篇
か
の

論
考
か
ら
も
、
か
つ
て
そ
の
主
題
や
方
法
に
示
唆
を
受
け
、
自
ら
の
勉
強
を
進

め
て
き
た
。
そ
の
著
者
の
業
績
の
精
華
で
あ
る
本
書
を
通
讃
し
、
こ
の
分
野
に

お
け
る
著
者
の
役
割
り
の
大
き
さ
を
、
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
著
者
の
御

冥
一
帽
を
お
祈
り
し
た
い
。
向
、
・
本
書
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
拳
聞
を
鐙
系
的
に

と
ら
え
て
紹
介
し
た
透
土
名
朝
邦
氏
の
す
ぐ
れ
た
書
評
が
、
既
に
『
東
方
』
白
山

に
設
表
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
六
年
二
月
東
京
研
文
出
版

A
5
版

四

四

一

頁

九

O
O
O園

五
回
運
動
の
研
究
第
三
函

回
卒
民
数
育
運
動
小
史

回
五
四
時
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

小小
関林

中

島

勝

本
書
評
は
、
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
共
同
研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研

究
』
第
三
函
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
小
林
諮
問
文
「
卒
民
数
育
運
動
小
史
」
、
小
関

信
行
「
五
四
時
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
雨
論
文
に
射
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
函
に
は
、
こ
の
他
に
竹
内
寅
「
周
樹
人
の
役
人
生
活
|
五
四
と
魯
迅

・
そ

の
一
側
面
」
、
吉
田
富
夫
「
五
四
の
詩
人
王
統
照
」
の
二
論
文
が
牧
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
十
四
巻
第
三

践
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
書
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

善
文

信
行

「
卒
民
数
育
運
動
小
史
」
に
つ
い
て

雑
誌
「
新
青
年
」
に
象
徴
さ
れ
る
新
文
化
運
動
、
つ
ま
り
科
皐
と
民
主
主
義

に
よ
る
園
民
的
規
模
で
の
思
想
改
造
運
動
と
、
第
一
次
世
界
大
戟
後
の
世
界
的

規
模
で
の
民
主
主
義
貸
現
へ
の
期
待
感
が
、
五
回
運
動
と
い
う
園
民
的
な
政
治

運
動
と
合
流
し
た
と
き
、
理
念
的
な
改
革
論
議
は
祉
舎
制
度
な
ど
に
封
す
る
具

鐙
的
な
改
革
論
議
に
努
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
数
育
界
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
り
、
改
革
の
方
向
は
数
育
制
度
そ
の
も
の
に
向
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
あ

た
ら
し
い
数
育
運
動
を
通
し
て
数
育
の
質
質
化
、
定
着
化
を
狙
う
動
き
に
ま
で

設
展
し
た
。
近
代
園
家
へ
の
脱
皮
を
計
ろ
う
と
す
る
中
園
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
教
育
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
園
民
大
衆
を
そ
の
封
象
と
す
る
こ
と

は
、
数
育
そ
の
も
の
の
自
律
性
を
新
た
に
問
う
思
想
改
造
で
も
あ
っ
た
。

本
論
文
の
著
者
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
新
文
化
運
動
の
影
響
下
に
あ
っ

た
新
教
育
運
動
を
主
た
る
研
究
の
封
象
に
据
え
、
特
に
そ
の
中
で
も
中
華
職
業

数
育
祉
を
中
心
と
す
る
職
業
数
育
運
動
に
関
す
る
論
文
を
多
く
夜
表
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
責
炎
培
が
提
唱
し
た
職
業
数
育
の
袋
遷
過
程
が
、
五
四
前
の
一

九
一
七
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
中
華
職
業
数
育
吐
か
ら
全
図
解
放
に
至
る
ま
で

詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
糾
問
し
て
本
論
文
は
、
新
数
育
運
動
の
今
ひ

と
つ
の
柱
で
あ
っ
た
卒
民
数
育
運
動
に
焦
貼
を
あ
て
て
分
析
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
卒
民
教
育
と
は
、
成
人
を
封
象
に
し
た
社
舎
激
育
運
動
と
考
え
う
る

が
、
質
際
上
は
風
干
齢
見
も
針
象
に
す
る
な
ど
、
民
平
校
数
育
を
も
含
み
こ
む
「
園

民
教
育
の
普
及
」
の
た
め
の
運
動
と
い
う
と
ら
え
か
た
が

一
般
化
し
て
い
た
よ

う
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
貸
業
教
育
と
し
て
の
職
業
数
育
と
園
民
教
育
と
し
て

の
卒
民
数
育
は
、
近
代
園
家
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
し
て
い
た
中
園
の
数
育
改
造

の
柱
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
本
論
文
の
主
題
は
こ
う
し
た
と

こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、
こ
の
卒
民
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