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昭
和
六
十
三
年
十
二
月
護
行

元
行
沖
と
そ
の

「
棒
疑
」

を
め
ぐ
っ
て

土
口
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忠

夫

は

じ

め

に

一
元
行
沖
と
劉
知
幾

二

「

穣

疑

」

三
『
類
護
』
義
疏
と
『
大
唐
開
元
腫
』

結

び

- l'ー

』ま

じ

め

唐
の
玄
宗
時
代
の
人
で
あ
る
元
行
沖
の
「
樟
疑
」
と
題
さ
れ
た
文
一
章
が
人
び
と
に
記
憶
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
言

は
ば
か

葉
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
寧
ろ
孔
聖
の
誤
り
を
遭
う
と
も
、
鄭
服
の
非
を
聞
く
こ
と
を
誇
る
」
。
鄭
服
と
は
鄭
玄
と
服

度
。
も
っ
と
も
こ
の
言
葉
は
、
王
勃
の
「
史
論
、」
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
文
脹
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
勧
は

北
帯
、
惰
の
人
(
『
情
書
』
巻
六
九
、
『
一北
史
』
巻
三
五
)
。
謡
識
を
多
用
す
る
異
色
の
皐
者
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
『
膏
誌
』
、
『
斉
書
』
、
『
讃
書

427 
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記
』
等
の
著
作
が
あ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
い
ず
れ
か
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
「
:
:
:
故
に
王
劾
の
史
論
に
日
く
、
貌
菅
は
浮
華
に
し
て
古
遁

お

よ

怠

さ

は
夷
替
し
、
王
粛
、
杜
預
に
泊
ん
で
更
に
門
戸
を
聞
く
。
載
を
歴
る
こ
と
三
百
、
土
大
夫
は
一
章
句
を
篤
む
る
を
恥
と
す
る
も
、
唯
だ
草
野
生
は

専
経
を
以
て
自
ら
許
し
、
異
義
を
究
賢
し
て
其
の
善
に
捧
従
す
能
わ
ず
。
徒
ら
に
康
成
(
鄭
玄
〉
を
父
と
し
、
子
慎
(
服
慶
〉
を
兄
と
せ
ん
と
欲

し
、
寧
ろ
孔
聖
の
誤
り
を
遵
う
と
も
、
鄭
服
の
非
を
聞
く
こ
と
を
誇
る
。
然
ら
ば
鄭
服
に
於
い
て
は
甚
だ
憤
憤
た
り
、
鄭
服
の
外
は
皆
な
髄
な

り
L 

均
衡
の
と
れ
た
教
養
人
で
あ
る
土
大
夫
は
さ
て
お
き
、
経
皐
を
専
門
と
す
る
と
こ
ろ
の
草
野
生
、
す
な
わ
ち
田
舎
撃
者
は
、
廉
い
親
野
に
立

っ
て
安
嘗
な
解
揮
に
適
従
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
自
分
が
教
え
こ
ま
れ
た
一
章
句
の
事
を
後
生
大
事
に
か
か
え
こ
み
、
そ
の
結
果
、
聖
人
孔
子
の

経
書
の
本
義
そ
れ
自
瞳
よ
り
も
む
し
ろ
鄭
玄
や
服
度
の
注
稗
が
辱
重
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
本
末
顛
倒
の
現
象
が
、
草
野
生
に
た
い
す
る
郊
捻

の
気
持
を
こ
め
つ
つ
い
さ
さ
か
大
仰
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

- 2一

鄭
玄
や
服
慶
の
後
漢
時
代
に
は
じ
ま
り
、
王
粛
や
杜
預
の
貌
音
、
さ
ら
に
王
勧
の
陪
、
元
行
沖
の
唐
の
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
古
典
に
た

い
す
る
注
躍
が
書
き
つ
が
れ
、
中
園
皐
術
史
上
に
顕
著
な
特
色
を
印
し
た
。
元
行
沖
も
、
買
は
そ
も
そ
も
貌
の
孫
炎
が
『
躍
記
』
を
改
編
し
て

作
っ
た
新
ら
し
い
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
そ
れ
を
襲
っ
た
唐
-
初
の
貌
徴
の
『
類
瞳
』
の
注
を
さ
ら
に
敷
桁
す
る
義
疏
を
撰
述
し
な
が
ら
、
用
い
ら

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
憤
憩
を
語
る
べ
く
「
緯
疑
」
の
文
章
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。

元
行
沖
と
劉
知
幾

『
新
唐
書
』
巻
二

O
O儒
摩
停
下
に
立
俸
さ
れ
、

そ
こ
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
永
徽
四
年
(
六
五
三
)
|
開
元
十
七
年
(
七
二
九
)
。
開
元
初
の
事
者
と
し
て
一
家
を
成
し
、
『
史
遁
』
の
著
者
劉
知

ず
で

幾
の
心
友
の
一
人
で
あ
っ
た
。

『
史
逼
』
自
技
篇
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う。

「
年
の
以
に
而
立
を
過
ぎ
る
に
及
ん
で
、
言
悟
は
日
に
多
き
も
、
常

ひ
と

に
時
に
同
好
の
興
に
言
う
可
き
者
無
き
を
恨
み
と
す
。
維
り
東
海
の
徐
堅
、
晩
に
之
れ
と
遇
い
、
相
い
得
て
甚
だ
歓
ぶ
。
:
:
:
復
た
永
城
の
朱

元
行
沖
、
名
は
櫓
。
字
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

『
蓄
唐
書
』
巻

一
O
二、

「
韓
疑
」
も



敬
則
、
浦
園
の
劉
允
済
、
義
輿
の
欝
謙
光
、

-河
南
の
元
行
沖
、
陳
留
の
臭
競
、

蕎
春
の
斐
懐
古
有
り
。
亦
た
言
議
を
以
て
許
さ
れ
、
道
術
も
て

あ
ら
ゆ

相
い
知
り
、
所
有
る
権
揚
は
懐
抱
を
壷
く
す
を
得
た
り
。
毎
に
云
わ
く
、
徳
は
孤
な
ら
ず
、
必
ず
郷
り
有
り
、
四
海
の
内
、
我
れ
を
知
る
者
は

敦
子
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
、
と
」
。
元
行
沖
が
「
樟
疑
」
の
文
章
を
書
い
た
よ
う
に
、
劉
知
幾
も
『
史
遁
』
に
た
い
す
る
世
人
の
批
判
へ
の
鮮
明

と
し
て
「
樟
蒙
」
の
文
章
を
書
い
た
と
い
う
が
(
向
上
)
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
元
行
沖
の
皐
問
と
劉
知
幾
の
拳
問
と
の
あ
い
だ
に
は
雨
者
を

結
ぶ
線
索
が
求
め
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
北
貌
の
常
山
王
素
連
の
後
で
あ
る
元
行
沖
が
、
北
貌
の
編
年
史
が
な
い
の
を
恨
み
と
し

て
『
貌
典
』
三
十
巻
を
撰
述
し
、
「
事
は
詳
ら
か
に
し
て
文
は
簡
」
な
る
を
も
っ
て
撃
者
の
稽
賛
を
う
け
た
と
い
う
の
は
、
劉
知
幾
が
貌
牧
の

(

1

)

 

e

『
親
書
』
を
穣
史
と
よ
ん
で
毘
識
す
る
の
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
っ
と
も
、
元
行
沖
の
『
貌
典
』
と
競
放
の
『
説
書
』

は
、
一
方
は
編
年
瞳
、
一
方
は
紀
俸
瞳
の
史
書
の
ち
が
い
が
あ
り
、
ま
た
『
貌
典
』
が
『
貌
書
』
の
記
事
を
ど
の
よ
う
に
改
め
た
の
か
、
そ
の

詳
細
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
。
た
だ
一
つ
確
認
で
き
る
の
は
、
『
細
腕
室
田
』
巻
九
六
傍
菅
司
馬
叡
俸
の
司
馬
叡
、
す
な
わ
ち
東
菅
の
元
帝
の
出
生

に
関
す
る
記
事
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
で
あ
る
。

- 3 ー

貌
牧
の
『
説
書
』
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
司
馬
叡
は
貫
は
浪
邪
王
観
の
妃
で
あ
る
母
親
の
夏
侯
氏
が
小
姓
の
牛
金
と
私
逼
し
て
生
ま
れ

た
子
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
司
馬
氏
の
姓
を
回
目
し
、
現
の
子
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
競
牧
の
こ
の
記
事
が
そ
も
そ
も
沈
約
の
『
菅
書
』
の
設
を

ζ

の

『
史
逼
』
雑
設
中
篇
に
指
摘
が
あ
る
。
「
近
者
、
沈
約
の
音
書
は
喜
ん
で
奇
設
を
造
り
、
元
一
帝
は
牛
金
の
子
な

う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

り
と
稽
し
て
以
て
牛
纏
馬
後
の
徴
に
慮
ぜ
し
む
。
鄭
中
の
拳
者
の
王
劫
と
宋
孝
王
、
之
れ
を
言
う
こ
と
詳
ら
か
な
り
。
市
る
に
貌
牧
は
深
く
南

担
が

園
を
嫉
み
、
其
の
短
を
書
せ
ん
と
幸
い
、
司
馬
叡
俸
を
著
わ
す
に
迭
に
休
文
(
沈
約
〉
の
言
う
所
を
具
録
す
」
。
ま
た
採
撰
篇
に
も
、
「
沈
氏
の

著
書
は
好
ん
で
先
代
を
謹
い
、
菅
に
於
い
て
は
則
ち
故
さ
ら
に
奇
設
を
造
り
、
宋
に
在
り
て
は
則
ち
多
く
語
言
を
出
だ
す
。
前
史
の
載
す
る

は
忽
は

み

に

く

E
れ

所
、
己
に
其
の
謬
り
を
識
れ
り
。
而
る
に
貌
牧
は
北
朝
に
黛
附
し
て
尤
だ
南
閣
を
苦
し
と
し
、
其
の
詑
妄
を
承
け
、
重
ね
て
以
て
諸
に
加
え
、

迭
に
馬
叡
は
牛
金
に
出
ず
:
:
:
と
云
う
」
と
記
し
た
う
え
、
そ
こ
の
原
注
に
王
訪
と
宋
孝
王
の
設
を
引
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

〈
、
沈
拘
の
音
書
は
奇
設
を
造
り
て
云
わ
く
、
部
耶
園
の
姓
牛
な
る
者
、
夏
侯
妃
と
私
通
し
て
中
宗
(
元
帯
)
を
生
む
と
。

「
玉
劫
日

429 

因
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て
遠
く
宣
一
帝
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(
2〉

が
毒
酒
を
以
て
牛
金
を
殺
す
を
紋
し
、
其
の
肢
を
符
謹
す
。
牧
は
此
の
言
を
承
け
、
乃
ち
云
わ
く
、
司
馬
叡
は
菅
賂
牛
金
の
子
な
り
と
。
宋
孝

か
か

王
日
く
、
牧
は
叡
を
以
て
金
の
子
と
篤
す
も
、
其
の
年
を
計
る
に
全
く
相
い
干
わ
ら
ず
e

案
ず
る
に
前
史
す
ら
向
お
此
の
如
く
誤
る
、
況
ん
や

後
史
の
編
録
す
る
者
を
や
」
。

「
牛
縫
馬
後
の
徴
」
と
は
、
曹
貌
の
明
一
帝
一
の
時
、
河
西
の
柳
谷
に
「
牛
縫
馬
後
」
の
文
字
の
あ
る
瑞
石
が
現
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

と
こ
ろ
で
元
行
沖
の
『
貌
典
』
は
貌
牧
の
『
親
書
』
の
設
を
退
け
て
、
牛
金
の
子
が
菅
室
司
馬
氏
を
縫
ぐ
こ
と
で
は
な
く
、
北
魂
の
昭
成
一
帝
一
の

名
は
髄
、
そ
の
鍵
が
菅
を
継
い
で
受
命
し
た
こ
と
こ
そ
が
、

「
諮
識
を
考
校
」
の
う
え
、

特
に
論
を
著
わ
し
て
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
牽
強
附
舎
の
奇
設
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
劉
知
幾
が
賛
成
し
た
か
ど

「
牛
縫
馬
後
」
を
司
馬
叡
俸
読
に
結
び
つ
け
る
競
枚
の
読
を
退
け
る
黙
に
お

「
牛
縫
馬
後
」
に
託
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
と
考
え

う
か
は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
、

い
て
、
二
人
は
一
致
し
て
い
る
。
と
と
も
に
、
規
牧
の
設
を
退
け
る
に
あ
た
っ
て
劉
知
幾
は
王
訪
を
一
つ
の
論
擦
に
用
い
て
お
り
、
こ
れ
を
一

事
と
し
て
、
劉
知
幾
の
王
劫
に
た
い
す
る
評
債
は
た
か
い
。
時
に
は
貌
牧
と
の
比
較
の
も
と
に
た
か
く
評
債
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の

(
3〉

で
あ
っ
て
、
と
す
る
な
ら
ば
、

- 4;一

「
障
疑
」
が
王
到
の
「
史
詳
細
」
を
引
用
す
る
の
も
ま
っ
た
く
の
窓
一
意
に
も
と
づ
く
引
用
で
は
な
い
の
か
も
知
れ

ぬ
。
王
劫
に
た
い
す
る
評
債
を
、
元
行
沖
も
劉
知
幾
と
と
も
に
共
有
し
た
の
で
は
な
い
か
。
「
牛
縫
馬
後
」
に
閲
し
て
わ
ず
か
に
わ
れ
わ
れ
に

俸
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
諮
識
に
た
い
す
る
元
行
沖
の
興
味
、
そ
れ
は
王
効
に
あ
っ
て
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
顕
著
に
存
在
し
た
。

整
理
の
指
揮
に
あ
た
り
、

『
孝
経
』
注
、

『
貌
奥
』
は
私
撰
の
史
書
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
太
子
賓
客
・
弘
文
舘
闘
争
土
に
準
ん
だ
元
行
沖
は
、
麗
正
殿
書
院
に
お
け
る
四
部
書
の
校
潟

(
4〉

『
群
書
四
録
』
二
百
巻
を
奏
上
し
た
。

開
元
九
年
(
七
二
一
)
、

い
わ
ゆ
る
御
注
孝
経
が
完
成
す
る
と
(
『
替
唐
書
』
巻
八
玄
宗
本
紀
)
、
特
に
命
を
受
け
て
そ
の
疏
義
を
撰
述
す
る
名
血
管
を
か
た

つ
い
で
翌
開
元
十
年
(
七
二
二
〉

の
六
月
に
玄
宗
の

じ
け
な
く
す
る
。

こ
の
時
に
あ
た
っ
て

『
孝
超
』

の
御
注
と
そ
の
疏
義
が
著
わ
さ
れ
た
背
景
に
は
、

つ
、
ぎ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
こ
れ
よ
り
先
、

開
元
七
年
(
七
一
九
〉
の
三
月
、

従
来
行
な
わ
れ
て
い
る
『
孝
経
』
鄭
氏
注
に
あ
わ
せ
て
孔
氏
注
を
、

『
老
子
』
河
上
公
注



に
あ
わ
せ
て
王
弼
注
を
明
経
者
に
習
讃
さ
せ
て
は
ど
う
か
、
ま
た
あ
ら
た
に
『
子
夏
易
侍
』
を
帖
経
に
用
い
て
は
ど
う
か
、
そ
の
可
否
に
つ
い

て
奏
聞
せ
よ
、
と
の
詔
が
下
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
ま
ず
意
見
を
具
申
し
た
の
が
太
子
左
庶
子
の
劉
子
玄
、
す
な
わ
ち
他
な
ち
ぬ
劉
知
幾
で
あ

り
、
『
孝
経
』
の
い
わ
ゆ
る
鄭
氏
注
が
鄭
玄
の
注
で
は
な
い
こ
と
の
十
二
の
誼
擦
を
列
奉
し
た
う
え
、
「
孔
を
行
な
い
鄭
を
慶
す
る
こ
と
、
義

あ
た

に
於
い
て
允
れ
り
と
鴛
す
」
と
述
ベ
、
ま
た
『
老
子
』
に
つ
い
て
は
、
河
上
公
注
を
退
け
て
王
弼
注
を
推
し
、

『
子
夏
易
俸
』
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
偽
託
で
あ
る
と
し
て
退
け
た
。
こ
の
意
見
を
瞳
部
に
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
劉
知
幾
が
、

に
優
長
な
り
。
痛
か
に
自
ら
不
遜
に
も
以
震
え
ら
く
、
近
古
己
来
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、

ね
か
ら
ず
。
輿
に
共
に
成
す
可
き
も
、
輿
に
始
め
を
慮
り
難
し
・
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
か
れ
の
自
信
の
ほ
ど
を
示
す
。

劉
知
幾
の
意
見
が
提
出
さ
れ
る
と
、
中
書
門
下
か
ら
、
「
子
玄
は
博
識
、
誠
に
則
ち
純
儒
な
る
も
、
全
く
衆
家
を
非
と
す
る
は
亦
た
則
ち
未

だ
可
な
ら
ず
。
:
:
:
望
む
ら
く
は
並
び
に
所
司
に
付
し
、
諸
儒
を
し
て
子
玄
と
封
質
定
詳
せ
し
め
ん
」
と
の
上
奏
が
あ
り
、

「
臣
は
才
、
下
劣
な
り
と
難
も
、
皐
は
貫

「
今
の
庸
儒
は
洩
識
、
聞
見
は
周

つ
づ
い
て
躍
部
か

ら
園
子
博
士
の
司
馬
貞
、

太
皐
博
士
の
郵
嘗
遁
等
十
人
の
意
見
に
も
と
づ
く
奏
議
が
行
な
わ
れ
た
。

司
馬
貞
は

『
史
記
索
隠
』

の
著
者
で
あ

- 5 ー

る
。
司
馬
貞
等
も
『
子
夏
易
俸
』
は
退
け
た
け
れ
ど
も
、

。『
孝
経
』
の
孔
鄭
二
注
、
『
老
子
』
の
王
河
二
注
は
と
も
に
行
用
す
べ
き
こ
と
を
主

張
し
、
け
っ
き
ょ
く
結
論
と
し
て
、
五
月
五
日
、
司
馬
貞
等
の
意
見
に
そ
っ
た
つ
ぎ
の
詔
が
下
っ
た
。
「
開
者
、
諸
儒
の
停
う
る
所
は
頗
る
逼

た
が

義
に
帯
い
、
孔
皐
に
敦
き
者
は
鄭
門
の
息
滅
を
翼
い
、
今
文
を
向
ぶ
者
は
古
俸
を
指
し
て
謹
憾
と
震
す
。
査
に
朝
廷
の
並
び
に
書
府
に
列
し
て

以
て
儒
術
を
廉
め
ん
と
す
る
の
心
な
ら
ん
や
。
:
:
:
其
れ
河
、
鄭
の
二
家
は
奮
に
仰
っ
て
行
用
せ
し
む
可
し
。
王
、
孔
の
註
す
る
所
は
停
習
す

る
者
称
し
け
れ
ば
、
宜
し
く
耀
紐
の
典
を
存
し
、
頗
る
奨
飾
を
加
う
ベ
し
。
子
夏
俸
は
逸
篇
既
に
贋
け
れ
ば
、
前
に
帖
易
せ
し
め
ん
と
す
る
者

(

5

)

 

は
停
め
ん
」
。

劉
知
幾
の
意
見
が
採
捧
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
宰
相
の
宋
環
が
反
射
し
、
司
馬
貞
等
が
そ
の
意
に
阿
ね
っ
た
か
ら
で
あ
る

(
6〉

と
い
う
が
、
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
『
孝
鰹
』
孔
氏
注
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
古
文
孝
経
孔
安
園
俸
の
来
歴
を
劉
知
幾
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
古
文
孝
鰹
孔
俸
の
如
き
、
本
と
孔
氏
の
壁
中
よ
り
出
ず
。
語
は
甚
だ
詳
正
、
商
権
を
倹
つ
無
し
。
而
る
に
瞭
代
亡
逸
し
、

431 
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復
た
流
行
せ
ず
。
惰
の
開
皇
十
四
年
に
至
っ
て
、
侍
書
畢
生
の
王
孝
逸
は
京
市
の
陳
人
の
慮
に
於
い
て

一
本
を
買
得
し
、
著
作
郎
の
王
勧
に
迭

〈

7
〉

興
す
。
(
王
劫
は
)
以
て
河
聞
の
劉
怯
に
一
一
小
し
、
何
お
較
定
せ
し
む
。
而
る
に
此
の
書
は
更
に
粂
本
無
く
、
依
湿
す
可
き
こ
と
難
け
れ
ば
、
舷

は
蝋
ち
所
見
を
以
て
意
に
率
い
て
刊
改
し
、
因
っ
て
古
文
孝
鰹
稽
疑
一
篇
を
著
わ
す
L

。
こ
こ
に
も
王
劫
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
『
惰
書
』
鰹
籍
志
に
は
、
「
古
文
孝
経

一
巻
、
孔
安
園
俸
」
を
著
録
し
、
そ
の
後
に
、
「
梁
末
に
亡
逸
す
e

今
ま
疑
う
ら
く
は
古
本
に

非
ず
」
と
疑
い
を
存
し
た
う
え
、
さ
ら
に
そ
の
小
序
に
い
う
。
「
梁
代
、
安
園
及
び
郷
氏
の
二
家
は
並
び
に
園
拳
に
立
つ
る
も
、
安
園
の
本
は

梁
の
飽
に
亡
ぶ
。
陳
及
び
周
、
斉
は
唯
だ
鄭
氏
の
み
を
俸
う
。
惰
に
至
っ
て
、
秘
書
監
の
王
勧
は
京
師
に
於
い
て
孔
俸
を
訪
得
し
、
河
聞
の
劉

熔
に
迭
至
す
。
怯
は
因
っ
て
其
の
得
喪
を
序
し
、
其
の
議
疏
を
述
べ
、
人
聞
に
講
じ
、
漸
く
朝
廷
に
聞
こ
ゆ
。
後
ち
遂
に
令
に
著
け
、
鄭
氏
と

並
立
せ
し
む
。
儒
者
は
誼
誼
と
し
て
皆
な
云
わ
く
、
怯
自
ら
之
れ
を
作
り
、
孔
の
蓄
本
に
は
非
ず
、
市
し
て
秘
府
叉
た
先
に
其
の
書
無
し
と
」
。

文
孝
経
連
義
五
巻
、

と
し
て
著
録
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一方、

「
其
の
議
疏
を
述
べ
」
た
と
い
う
の
が
、

司
馬
貞
等
の
古
文
孝
躍
に
関
す
る
意
見
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ

晴
志
に
「
千
(
古
)
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劉
怯
が
「
其
の
得
喪
を
序
し
」
た
と
い
う
の
が
『
古
文
孝
鰹
稽
疑
』
で
あ
り
、

劉
怯
撰
」

(

8

)

 

「其
の
古
文
二
十
二
章
、
:
:
:
中
園
、途
に
其
の
本
を
亡
う
。
近
儒
は
古
屋

4

を
崇
め
ん
と
欲
し
、

し
、
蝋
ち
穿
盤
改
更
し
、
闇
門
の

一
章
を
偽
作
す
。
劉
怯
は
詑
随
し
、
妄
り
に
其
の
善
を
稽
す
:
:
:」。

か
く
古
文
孝
経
孔
氏
俸
は
、
こ
と
あ
た
ら
し
く
論
ず
る
ま
で
も
な
く
褒
訟
の
府
の
書
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
再
護
見
さ
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
は
、
南
湾
の
挑
方
輿
な
る
人
物
が
亡
わ
れ
て
い
た
古
文
尚
書
舜
典
篇
を
大
航
頭
で
買
得
し
て
献
上
し
た
と
い
う
話
と
、
ど
こ
か
同
工
異
曲
で

あ
る
(
『経
典
稗
文
』
序
録
、
『
向
書
』
奏
典
篇
正
義
〉
。
ま
た
そ
れ
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
劉
娃
は
『
連
山
易
』
や
『
魯
史
記
』
等
百
儀
巻
を
偽

作
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
人
物
な
の
だ
が
ハ
『陪
書
』
本
俸
)
、
と
も
か
く
『
孝
経
』
の
今
文
鄭
氏
注
と
古
文
孔
氏
注
と
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
開
元

る

妄
り
に
此
の
俸
を
作
っ
て
孔
氏
を
偲
稽

七
年
に
あ
り
、
従
っ
て
開
元
十
年
の
御
注
孝
経
は
、
三
年
前
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
王
朝
と
し
て
の
統
一
的
な
解
揮
を
示
す
ね
ら
い
が

あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
玄
宗
の
「
孝
経
序
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
近
ご
ろ
孝
経
の
奮
注
を
翻
る
に
、
隠
鮫
尤
も
甚

し
。
跡
づ
け
て
相
い
祖
述
す
る
に
至
つ
て
は
殆
ん
ど
時
に
百
家
な
ら
ん
と
し
、
業
と
し
て
撞
ら
専
門
と
す
る
も
の
す
ら
猶
お
腕
に
十
室
な
ら
ん



ね

出

ひ

と
す
。
升
堂
を
希
う
者
は
必
ず
自
ら
戸
帽
を
聞
き
、
逸
駕
を
馨
く
者
は
必
ず
殊
な
れ
る
軌
轍
を
携
す
。
是
を
以
て
道
は
小
成
に
隠
さ
れ
、
言
は

い
ず
く

浮
偽
に
隠
さ
る
。
且
つ
俸
は
逼
経
を
以
て
義
と
篤
し
、
義
は
必
嘗
を
以
て
主
と
矯
す
。
至
嘗
は
一
に
鯖
し
、
精
義
は
二
無
し
。
安
ん
ぞ
其
の
繁

ζ
れ

蕪
を
萄
り
て
其
の
橿
要
を
撮
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
章
昭
と
王
粛
は
先
儒
の
領
袖
な
り
。
虞
輔
酬
と
劉
部
は
抑
も
叉
た
鷲
に
次
ぐ
。
劉
舷
は
安
園
の

お

せ

本
を
明
ら
か
に
し
、
陸
澄
は
康
成
の
注
を
議
る
。
理
に
在
い
て
惑
い
は
嘗
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
人
を
求
め
ん
や
。
今
ま
放
に
特
に
六
家
(
意

昭
、
王
粛
、
虞
線
、
劉
部
、
劉
舷
、
陸
澄
〕
の
異
同
を
F

奉
げ
、
五
粧
の
旨
趣
を
舎
す
:
:
:
」
。
か
く
玄
宗
注
は
、
何
よ
り
も
「
俸
は
遁
経
を
以
て
義
と

震
し
、
義
は
必
嘗
を
以
て
主
と
篤
し
'
」
、
「
理
に
在
い
て
或
い
は
嘗
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
人
を
求
め
ん
」
こ
と
を
立
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
義
の
疏
逼
を
目
的
と
し
て
、

経
』
を
め
ぐ
る
議
論
の
結
論
で
あ
っ
た
が
、
玄
宗
注
は
よ
り
贋
い
立
場
に
立
つ
て
の
折
衷
を
企
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
劉
知
幾
の
意
見
は
退
け
ら
れ
、
か
れ
の
死
の
翌
年
に
完
成
し
た
玄
宗
注
、
そ
れ
が
も
と
づ
い
た
の
は
あ
く
ま
で
今
文
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
っ

い
わ
ば
、

折
衷
主
義
を
立
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

孔
鄭
商
家
を
行
用
す
る
と
い
う
の
が
開
元
七
年
の

『孝

- 7ー

た
け
れ
ど
も
、
玄
宗
の
序
に
「
劉
怯
は
安
園
の
本
を
明
ら
か
に
し
、
陸
澄
は
康
成
の
注
を
議
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
劉
知
幾
の
意

(
9〉

見
、が
お
お
い
に
活
か
さ
れ
た
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

さ
て
玄
宗
の
「
孝
鰹
序
」
は
、
注
は
簡
略
を
宗
と
し
、
闘
け
た
と
こ
ろ
は
疏
に
譲
る
こ
と
を
、

「
具
載
す
れ
ば
則
ち
文
は
繁
、
之
れ
を
略
す

れ
ば
叉
た
義
は
闘
く
。
今
ま
疏
に
存
し
て
用
っ
て
贋
く
護
揮
す
」
と
述
べ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
疏
の
撰
述
に
あ
た
っ
た
の
こ
そ
他
な
ら

ぬ
元
行
沖
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
劉
知
幾
と
の
因
縁
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
余
嘉
錫
氏
の
考
詮
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
玄
宗
の
講

義
録
で
あ
る
『
孝
経
制
旨
』
が
存
し
、
そ
れ
を
簡
約
に
し
て
注
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
元
行
沖
が
制
旨
の
意
に
も
と
守つ
い
て
疏
を
作
っ
た
の
で
あ

一円

叩

〉

(

江

)

る
と
い
う
ー
も
っ
と
も
、
制
旨
と
注
の
制
作
に
も
、
元
行
沖
が
何
ら
か
の
役
割
で
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。

「
異
義
を
究
費
し
て
其
の
善
に
揮
従
す
能
わ
ず
」
と
専
経
の
草
野
生
を
批
判
す
る
王
効
の
「
史
論
」
、
そ
の
言
葉
を
「
穣
疑
」
に
引
く
元
行
沖

の
立
場
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
玄
宗
注
の
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
行
沖
の
『
孝
経
』
疏
の
原
型
は
も
は
や
う
か
が
う
こ
と

ハ
ロ
)

が
で
き
ぬ
け
れ
ど
も
、
玄
宗
注
に
も
と
づ
く
邪
馬
の
正
義
の
藍
本
と
し
て
、
そ
の
な
か
に
吸
牧
さ
れ
て
い
る
。
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樟

疑
l-

そ
の
後
、
あ
ら
た
め
て
玄
宗
か
ら
元
行
沖
に
貌
徴
注
『
類
躍
』
の
義
疏
を
撰
述
せ
よ
と
の
命
が
下
っ
た
の
は
、
左
衛
率
府
長
史
親
光
乗
の
奏

請
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
今
の
趨
記
は
章
句
跨
駁
な
り
。
故
太
師
の
貌
徴
は
編
次
を
更
め
注
を
改
む
。
撃
に
立
て
て
俸
授
す
る

に
堪
ゆ
」
(
『
唐
曾
要
』
巻
七
七
貢
患
部
・
論
経
義
)
。
か
く
し
て
元
行
沖
は
、
園
子
博
士
の
沼
行
恭
、
四
門
助
教
の
施
敬
本
と
と
も
に
検
討
刊
制
を

加
え
、
開
元
十
四
年
(
七
二
六
〉
の
八
月
、
五
十
巻
の
義
疏
を
奏
上
し
た
。
『
類
瞳
』
義
疏
は
翠
官
に
立
て
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
し
か
る

(
臼
)

に
思
わ
ぬ
横
槍
が
入
っ
た
。
倫
書
右
丞
相
の
張
説
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
駁
奏
し
た
の
で
あ
る
。
「
今
の
躍
記
は
是
れ
前
漢
の
戴
徳
、
戴
聖
の
編
録

な

ん

な

あ

会

す
る
所
に
し
て
、
歴
代
停
習
す
る
こ
と
巳
に
千
年
に
向
ん
と
し
、
著
ら
か
に
経
教
と
鋳
り
て
刊
制
す
可
か
ら
ず
。
貌
の
孫
炎
に
至
っ
て
始
め
て

そ
し

奮
本
を
改
め
、
類
を
以
て
相
い
比
し
、
抄
書
に
同
じ
き
有
り
。
先
儒
の
非
る
所
に
し
て
、
寛
に
行
用
せ
ら
れ
ず
。
貞
翻
中
、
貌
徴
は
孫
炎
の
修

む
る
所
に
因
っ
て
更
に
整
比
を
加
え
、
兼
ね
て
之
れ
が
注
を
鶏
る
。
先
朝
は
厚
く
賞
錫
を
加
う
と
難
も
、
其
の
書
は
寛
に
亦
た
行
な
わ
れ
ず
。

今
ま
行
沖
等
は
徴
の
注
す
る
所
を
解
し
、
勤
し
て
一
家
と
成
す
も
、
然
れ
ど
も
先
儒
と
第
訴
し
、
章
句
は
隔
絶
す
。
若
し
行
用
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
籍
か
に
未
だ
可
な
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
」
。
こ
の
張
設
の
意
見
は
納
れ
ら
れ
た
。
元
行
沖
た
ち
は
絹
二
百
匹
の
褒
美
に
あ
ず
か
り
、
ま

た
『
類
櫨
』
義
疏
は
内
府
に
貯
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
は
し
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
お
わ
っ
た
。
そ
れ
は
つ
い
に
察
官
に
立
て
ら
れ

(

凶

)

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

- 8 ー

張
読
の
駁
奏
に
登
場
す
る
孫
炎
と
は
、
字
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
る
孫
叔
然
。

(

日

)

玄
の
門
人
に
師
事
し
、
東
州
の
大
儒
と
稽
せ
ら
れ
た
。
著
書
の

一
つ
と
し
て
『
櫨
記
』
注
が
あ
り
、

十
九
巻
」
、
隔
志
に
「
躍
記
三
十
巻
、
説
秘
書
監
孫
炎
注
」
を
著
録
す
る
。

『
三
園
志
』
巻
二
ニ
、
貌
志
王
粛
俸
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
制
抑

『
経
奥
田
梓
文
』
序
鋒
に

「孫
炎
注
躍
記
二

参
々
た
る
侠
設
が
馬
園
翰
の
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
に
輯
め
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
一
斑
を
見
て
全
豹
を
卜
す
る
に
は
と
て
も
足
り
ぬ
が
、
「
始
め
て
奮
本
を
改
め
、
類
を
以
て
相
い
比
し
、
抄
書
に
同
じ
き

有
り
」
と
張
説
が
許
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
れ
ば
、
小
戴
『
艦
記
』
の
テ
キ
ス
ト
の
編
次
を
改
め
、
あ
た
か
も
類
書
の
ご
と
く
に
排
列
し



(
日
〉

た
書
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
唐
初
の
貌
徴
が
そ
れ
に
さ
ら
に
手
を
加
え
、
あ
ら
た
に
注
懇
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
『
嘗
唐
書
』
巻
七
一
一
親

徴
俸
に
は
、
孫
炎
を
襲
っ
た
こ
と
は
い
わ
ぬ
け
れ
ど
も
、
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。
「
徴
は
戴
聖
瞳
記
の
編
次
不
倫
な
る
を
以
て
、
遂
に
類
躍
二

十
巻
を
鮫
る
。
類
を
以
て
相
い
従
え
、
其
の
重
復
を
削
り
、
先
儒
の
訓
注
を
採
っ
て
善
を
捧
ん
で
之
れ
に
従
い
、
研
精
軍
思
す
る
こ
と
数
年
に

し

て

畢

る

。

物

一

千

段

を

賜

い

、

敷

本

を

録

し

て

以

て

太

子

及

び

諸

王

に

賜

い

、

初

お

之

れ

を

秘

府

に

臓

(

げ

〉
す」。

太
宗
は
覧
て
之
れ
を
善
し
と
し
、

元
行
沖
は
貌
徴
の
『
類
躍
』
注
を
敷
街
す
ベ
く
義
疏
の
撲
連
に
あ
た
っ
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
本
意
に
反
し
て
皐
官
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
な

く
お
わ
り
、
そ
の
た
め
「
諸
儒
の
己
れ
を
排
す
る
を
意
り
、
退
い
て
論
を
著
わ
し
て
以
て
自
ら
揮
し
」
、

の
で
あ
る
。
客
と
主
人
と
の
割
論
の
形
式
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
韓
疑
」
の
文
章
は
、
王
勧
の
「
史
論
」
か
ら
の
引
用
の
他
に
も
、
漢
唐
聞

の
注
標
準
に
闘
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
王
劫
の
「
史
論
」
の
引
用
に
つ
い
て
す
で
に

そ
の
文
一
軍
を
「
樺
疑
」
と
名
づ
け
た

一
端
を
見
た
よ
う
に
、
全
瞳
を
通
じ
て
章
句
の
準
、
あ
る
い
は
章
句
の
徒
に
た
い
す
る
や
る
か
た
の
な
い
不
満
が
述
べ
ら
れ
、

「
一
章
句
を
襲
易

- 9ー

す
る
」
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
、
そ
の
こ
と
が
難
の
一
か
ら
難
の
五
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
漢
代
以
来
、
章
句
の
皐
は
守
奮
的
で
硬
直
し
た
皐
聞
に
た
い
し
て
輿
え
ら
れ
る
名
鮮
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、

お
さ矯

め
ず
」
と
か
「
章
句
を
守
ら
ず
」
と
か
い
え
ば
、
大
義
の
閣
明
を
志
す
自
由
で
開
放
的
な
皐
聞
の
あ
り
方
を
意
味
し
た
。
た
と
え
ば
『
後
漢

書
』
桓
露
俸
に
、
「
博
皐
多
遁
、
偏
ね
く
五
経
を
習
い
、
皆
な
大
義
を
詰
訓
し
、
章
句
を
矯
め
ず
」
と
停
え
、
章
懐
注
に
、
「
説
文
に
日
く
、

わ
か

詰
は
古
言
を
訓
う
る
な
り
。
一
章
句
と
は
章
を
離
ち
句
を
排
じ
、
委
曲
枝
涯
な
る
を
調
う
」
と
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る

γ

。
あ
る
い
は
お
な
じ
く
班

「
一
章
句
を

固
俸
に
、

「
載
籍
を
博
貫
し
、
九
流
百
家
の
言
、
窮
究
せ
ざ
る
は
無
し
。
摩
ぶ
所
は
常
の
師
無
く
、
一
軍
句
を
矯
め
ず
、
大
義
を
拳
ぐ
る
の
み
」

と
俸
え
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
漢
代
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
今
文
拳
と
今
文
皐
に
封
立
し
た
古
文
皐
の
皐
風
の
ち
が
い
と
し
て
顧
在
化
し
た
の
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で
あ
る
が
、
唐
代
に
お
い
て
も
、
章
句
家
と
一
章
句
家
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
封
立
は
、
「
樟
疑
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
以
外
に
も
存
在
し
た
。
た

と
え
ば
則
天
武
后
時
代
の
人
で
あ
る
王
元
感
は
、
長
安
三
年
(
七
O
三
)
、
み
ず
か
ら
撰
述
し
た
『
尚
書
糾
謬
』
十
巻
、
『
春
秋
振
滞
』
二
十
巻
、
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と
成
均
博
士
に
は
か
ら
れ
た
が

『
鵡
記
縄
復
』
三
十
巻
そ
の
他
を
官
よ
り
紙
筆
を
給
せ
ら
れ
た
う
え
秘
書
閣
に
潟
上
し
た
い
と
請
い
、
そ
の
是
非
が
弘
文
、
崇
賢
雨
館
の
皐
土

「
専
ら
先
儒
の
章
句
を
守
る
」
と
こ
ろ
の
摩
土
の
祝
欽
明
、
郭
山
偉
、
李
憲
た
ち
は
、
王
元
感
が
「
奮
義
を

摘
探
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
貌
知
古
、
徐
堅
、
張
思
敬
お
よ
び
劉
知
幾
た
ち
が
王
元
感
を
支
持
し
た
(
『
奮
唐
書
』

省
一
八
九
下
、
儒
皐
停
〉
。

祝
欽
明
た
ち
が
一
章
句
家
を
も
っ
て
よ
ば
れ
た
の
は

も
と
よ
り
漢
代
に
お
け
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
。

硯
欽
明
は
「
少
く
し
て
五
経
に
通
じ
、
粂
ね
て
衆
史
百
家
の
設
に
渉
り
」
、
郭
山
惇
も
「
少
く
し
て
三
躍
に
通
じ
」
‘
と
も
に
嘗
時
の
大
儒
と
稿

せ
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
(
向
上
)
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
が
そ
の
よ
う
に
よ
ば
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
『
五
経
正
義
』
に
代
表
さ
れ

(

時

〉

る
停
統
的
解
樟
皐
を
墨
守
す
る
立
場
に
立
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
緯
疑
」
は
、

ま
ず
つ
ぎ
の
よ
う
な
客
と
主
人
と
の
問
答
を
も
っ
て
始
ま
る
。

|
|
小
戴
(
雄
記
)
の
皐
聞
は
ず
っ
と
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
、
康
成
(
鄭
玄
〉
の
注
理
は
、
現
在
、
皐
官
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
俸
え
聞
く
と

こ
ろ
で
は
、
貌
公
(
貌
徴
)
は
な
ん
と
改
編
を
加
え
、
(
貴
公
は
〉
さ
ら
に
制
旨
を
頂
裁
の
う
え
、
疏
を
作
っ
て
頒
行
し
よ
う
と
し
て
い
る

(

ω

)

 

と
か
。
い
っ
た
い
二
つ
の
経
書
に
誰
が
優
劣
を
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

- 10ー

|
|
小
戴
の
躍
は
漢
末
に
行
な
わ
れ
た
。
馬
融
が
注
を
書
い
た
が
、
時
人
の
目
に
は
ふ
れ
ず
、
直
植
は
二
十
九
篇
を
分
合
し
て
読
解
を
作
つ

(
初
)

た
が
、
世
間
で
は
そ
れ
を
授
か
っ
て
習
う
も
の
は
な
か
っ
た
。
鄭
玄
は
子
幹
(
虚
植
)
を
つ
て
と
し
て
季
長
(
馬
融
)
に
師
事
し
た
。
た
ま

た
ま
黛
鋼
の
獄
が
護
生
し
、
師
の
門
を
た
た
く
す
べ
も
失
わ
れ
る
と
、
康
成
は
潜
伏
生
活
の
な
か
で
、
い
り
乱
れ
た
古
典
の
整
理
に
あ
た

っ
た
。
探
究
ひ
と
つ
に
志
し
、
相
談
相
手
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
編
集
と
著
述
に
疲
れ
も
忘
れ
、
正
し
い
こ
と
を
耳
に
す
れ
ば
一
意
見

〈

幻

〉

を
改
め
た
こ
と
、
鄭
志
の
な
か
に
百
係
近
く
に
の
ぼ
る
具
鐙
的
な
記
述
が
あ
る
。
だ
が
、
章
句
の
徒
は
そ
れ
を
の
ぞ
き
だ
に
せ
ず
、
あ
い

階
段
ら
ず
前
車
の
轍
に
従
い
、
舟
ば
た
に
し
る
し
を
つ
け
て
失
っ
た
創
を
探
し
求
め
た
と
い
う
あ
の
話
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
王
粛
は
そ
の

後
を
う
け
て
重
ね
て
解
揮
を
ひ
ろ
げ
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
に
修
正
と
反
駁
を
加
え
た
が
、

そ
れ
で
も
や
は
り
(
撞
記
の
〉
本
の
篇
章
に

も
と
づ
い
た
。

さ
ら
に
鄭
皐
の
徒
で
孫
炎
な
る
人
物
が
お
り
、

鄭
玄
の
義
を
支
持
し
た
も
の
の
、

従
前
の
編
立
て
を
改
め
た
の
で
あ
っ



た
。
そ
れ
以
後
、
燦
例
は
こ
ま
か
く
分
れ
、
急
所
を
つ
く
見
解
が
し
ば
し
ば
現
わ
れ
た
。
馬
他
は
増
訂
を
行
な
っ
て
百
篇
以
上
に
も
な
ろ

(

勾

)

う
と
し
、
葉
遣
は
剛
修
を
施
し
て
わ
ず
か
に
十
分
の
こ
が
原
型
を
と
ど
め
る
有
様
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
鄭
皐
に
劃
抗
し
た
駿
賂
の
王
粛
で
す
ら
『
躍
記
』
四
十
九
篇
の
テ
キ
ス
ト
の
編
立
て
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ

が
、
孫
炎
以
後
、
さ
か
ん
に
改
編
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
馬
伯
と
は
司
馬
他
。
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
に
「
躍
記
寧
朔
新
書

二
十
巻
、
司
馬
伯
序
、
王
婚
約
注
」
、
『
新
唐
書
』
華
文
志
に
「
司
馬
伯
周
官
寧
朔
新
書
八
巻
、
叉
躍
記
寧
朔
新
書
二
十
巻
、
並
王
懇
拘
注
」
を

著
録
す
る
が
、

『
惰
書
』
経
籍
志
は
た
だ
ち
に
「
躍
記
寧
朔
新
書
八
巻
、

王
懇
約
注
、
梁
有
二
十
巻
」
と
し
て
著
録
す
る
。
貫
際
は
王
懇
約
の

撰
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
司
馬
他
は
菅
の
元
一
帝
の
-
祖
父
に
あ
た
る
瑛
邪
主
で
あ
っ
て
、
寧
朔
将
軍
に
起
家
し
た
(
『
音
書
』
巻
三
八
〉
。
王
懇
約

の
事
蹟
は
不
明
で
あ
る
が
、
惰
志
に
は
ま
た
「
梁
叉
有
周
官
寧
朔
新
書
八
巻
、
菅
燕
王
師
王
搬
出
約
撰
、

亡
」
と
あ
り
、
恐
ら
く
燕
王
師
と
な
る

『
経
典
樟
文
』
序
録
や
惰
志
に
業
遁
注
の
「
膿
記

-11ー

以
前
に
司
馬
伯
の
属
僚
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
葉
遣
は
業
遣
と
も
書
さ
れ
る
人
物
。

十
二
巻
」
を
著
録
し
、
雨
唐
書
志
で
は
葉
遣
。
『
経
典
樟
文
』
に
よ
れ
ば
、

「
字
は
長
儒
。
燕
の
人
。
宋
の
奉
朝
請
」
。

さ
て
、
主
人
の
言
葉
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

|
|
貌
公
(
貌
徴
〉
は
諸
家
の
議
論
が
錯
雑
し
て
い
る
の
を
恨
み
と
し
て
、

諸
説
の
な
か
か
ら
精
深
な
も
の
を
よ
り
集
め
た
。

に
つ
い
て
は
訂
正
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
注
と
義
理
が
見
嘗
ち
が
い
の
場
合
に
は
削
除
し
て
磨
き
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
完
成

し
て
上
聞
に
及
ぶ
や
、
太
宗
は
嘉
賞
さ
れ
、
絹
千
匹
を
興
え
ら
れ
た
う
え
、
謄
録
し
て
皇
太
子
と
藩
王
に
賜
わ
っ
た
。
天
下
に
贋
く
頒
布

経
文
の
不
同

し
よ
う
と
思
う
が
、

ま
だ
疏
義
が
な
い
。
今
上
陛
下
が
大
業
を
お
縫
ぎ
に
な
る
と
、
古
の
代
を
耽
玩
し
、
儒
教
を
崇
め
あ
れ
た
。
御
先
祖

〈
太
宗
)
の
規
矩
は
纏
承
す
べ
き
だ
と
お
考
え
に
な
り
、
そ
こ
で
暗
愚
の
わ
た
し
に
奮
義
を
明
ら
か
に
し
排
別
せ
よ
と
命
ぜ
ら
れ
た
。

は
過
去
の
読
と
と
り
か
え
、
義
理
は
あ
ら
た
な
文
章
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
博
捜
に
精
動
し
、
数
年
を
か
け
て
よ
う
や
く
完
成
し

た
。
具
録
し
て
上
準
し
た
と
こ
ろ
、
敷
を
も
っ
て
群
儒
に
手
交
さ
れ
、
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
う
え
そ
の
疏
密
を
評
定
し
て
も
ら
え
る
も

の
と
期
待
し
た
。
と
こ
ろ
が
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
に
、

章
句
の
土
は
言
い
古
さ
れ
た
主
張
を
堅
持
し
、
と
り
わ
け
新
鮮
で
竪
貫
な
読
は
聞 注
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く
の
も
け
が
ら
わ
し
い
と
い
う
態
度
で
あ
っ
て
、
現
献
に
従
お
う
と
、
何
箇
月
も
ぐ
ず
ぐ
ず
と
時
聞
を
か
け
、
踏
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
優
劣
長
短
は
逼
識
の
人
物
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
。
自
分
の
手
に
成
っ
た
も
の
に
つ
い
て
自
分
の
口
か
ら
答
え

(

お

〉

る
の
だ
か
ら
、
と
か
く
の
詮
議
は
さ
し
ひ
か
え
た
い
。

主
人
は
あ
ら
ま
し
以
上
の
ご
と
く
経
過
を
説
明
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
客
は
、
嘗
事
者
よ
り
も
、
第
三
者
の
自
の
方
が
確
か
だ
か
ら
、
王
朝

の
裁
定
を
も
と
め
て
申
し
立
て
を
し
て
は
ど
う
か
、
と
誘
う
が
、
主
人
は
「
一
章
句
を
繁
易
す
る
」
こ
と
の
困
難
を
、
以
下
の
ご
と
く
五
僚
に
分

け
て
答
え
る
の
で
あ
る
。

|
|
昔
、
孔
安
園
は
壁
中
か
ら
護
見
さ
れ
た
書
物
に
注
穫
を
施
し
た
が
、

た
ま
た
ま
亙
盛
の
事
件
が
お
こ
り
、
経
籍
の
道
は
息
の
根
を
と
め

ら
れ
た
。
族
兄
の
孔
臓
が
輿
え
た
書
簡
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
俗
儒
た
ち
が
み
だ
り
が
わ
し
い
言
鮮
で
大
義
を
冒
補
償
す
る
こ
と
に
日

頃
か
ら
憤
慨
し
、
飢
れ
た
世
を
治
め
て
正
し
い
欣
態
に
か
え
そ
う
と
思
い
な
が
ら
果
せ
な
い
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

達
雅
博
逼
の
人
物
は
い
つ
の
世
に
も
現
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
軽
薄
な
皐
聞
の
守
株
の
徒
は
ど
こ
に
も
わ
ん
さ
と
い
る
も
の
だ
。
衆
人

の
ま
ち
が
い
を
正
す
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
品
目
か
ら
そ
う
な
の
で
あ
る
。
君
の
こ
の
道
が
伸
張
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

恵
の
た
め
に
非
難
を
あ
び
る
の
で
は
な
い
か
と
ひ
た
す
ら
心
配
し
て
い
る
」
。
つ
ま
り

(

担

)

一
貼
で
あ
る
。

一
人
き
わ
だ
っ
た
智

- 12ー

章
句
を
饗
易
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
わ
か
る
第

孔
安
園
云
々
は
、
劉
飲
の
「
移
書
譲
太
常
博
士
」
と
『
漢
書
』
塾
文
志
に
詳
し
く
説
く
と
こ
ろ
。
孔
臓
の
書
簡
は
、

牧
め
ら
れ
る
「
輿
従
弟
書
」
な
る
も
の
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

『
孔
叢
子
』
連
叢
子
に

|
|
漢
に
孔
季
産
な
る
人
物
が
お
り
、
古
風
チ
を
専
門
と
し
た
。

一
方
、
孔
扶
な
る
人
物
は
、
世
俗
と
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。

扶
は
季
産
に
い
っ
た
。

「
今
日
、
朝
廷
で
は
み
ん
な
章
句
内
事
を
修
め
て
い
る
の
に
、
君

一
人
だ
け
は
古
義
を
修
め
て
い
る
。
古
義
を
修

め
る
の
は
一
章
一
句
内
昼
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
章
句
内
皐
を
批
判
す
る
の
は
わ
が
身
を
危
く
す
る
道
だ
。

れ
ら
れ
ず
、
き
っ
と
禍
患
を
の
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
。

一
人
よ
が
り
は
世
の
中
に
い

つ
ま
り

一
章
句
を
嬰
易
す
る
こ
と
が
難
し
レ
と
わ
か
る
第



(

お

〉

黙
で
あ
る
。

こ
れ
も
や
は
り
『
孔
叢
子
』
蓮
叢
子
に
、
孔
大
夫
が
孔
季
彦
に
語
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
類
似
の
文
一
章
が
あ
る
。
孔
季
産
は
孔
季
彦
の
誤
り
で

あ
ろ
う
。
孔
大
夫
を
孔
扶
と
す
る
の
は
、
『
後
漢
書
』
順
一
帝
紀
陽
嘉
二
年
僚
に
、
「
六
月
辛
来
、
太
常
な
る
魯
園
の
孔
扶
を
司
空
と
魚
す
」
と

あ
る
の
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
か
。
ち
な
み
に
、
『
後
漢
書
』
儒
林
孔
信
俸
に
二
子
の
長
彦
と
季
彦
に
つ
い
て
、
「
長
彦
は
章
句
の
皐
を
好
み
、

季
彦
は
其
の
家
業
を
守
る
」
と
俸
え
、
恵
棟
の
『
後
漢
書
補
注
』
巻
一
八
は
「
一
章
句
皐
」
を
「
章
句
内
皐
」
に
作
る
蓮
叢
子
を
引
い
た
う
え
、

「
園
識
を
以
て
経
を
説
く
、
之
れ
を
章
句
内
拳
と
謂
う
。
何
休
の
公
羊
に
於
け
る
、
鄭
一
元
の
三
躍
に
於
け
る
、
是

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

れなり・・・・・・」。

|
|
劉
散
は
書
物
に
遁
じ
文
章
も
う
ま
く
、
官
暑
で
天
子
の
下
聞
に
備
え
る
役
目
を
お
お
せ
っ
か
っ
た
。
左
民
俸
を
謹
ん
で
大
い
に
気
に
い

り

、

や

が

て

近

侍

に

ひ

き

た

て

ら

れ

る

と

、

京

一

帝

は

嘉

納

し

、

こ
れ
を
拳
官
に
立
て
た
く
思
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
討
論
さ
せ
た

- 13ー

が
、
各
人
と
も
ぐ
ず
ぐ
ず
と
煮
え
き
ら
ず
、
正
面
き
っ
て
議
論
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
劉
散
は
回
肢
を
迭
り
つ
け
て
難
詰
し
た
が
、
そ
の

言
辞
が
ま
こ
と
に
過
激
だ
っ
た
の
で
、
博
士
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
立
腹
し
怨
み
に
思
っ
た
。
名
儒
の
襲
勝
は
時
に
光
緑
大
夫
で
あ
っ
た
が
、

劉
散
の
こ
の
議
論
を
謹
む
と
引
責
辞
職
を
願
い
出
た
。
司
空
の
師
丹
は
そ
の
た
め
大
い
に
怒
り
を
裂
し
、
劉
散
は
従
前
の
典
籍
を
改
範

し
、
先
朝
の
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
誹
諒
す
る
も
の
だ
と
奏
言
し
た
。
一
帝
は
、
「
こ
れ
は
道
術
を
麿
め
ん
と
し
て
の
こ
と
、
誹
詩
と
よ
ぶ

に
は
あ
た
る
ま
い
」
と
い
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
で
(
劉
散
は
)
大
臣
た
ち
と
衝
突
し
、
設
罰
を
悟
れ
て
河
南
太
守
へ
の
碍
出
を
求
め
た
。

宗
室
の
も
の
は
三
河
の
長
官
と
は
な
れ
ぬ
た
め
、
あ
ら
た
め
て
五
原
太
守
に
従
っ
た
。

君
賓
(
襲
勝
)
ほ
ど
好
皐
の
審
れ
が
た
か
く
、

ま

た
仲
公
(
師
丹
)
ほ
ど
見
識
に
す
ぐ
れ
た
員
理
の
擁
護
者
で
す
ら
、
仲
間
う
ち
の
朋
黛
の
議
論
の
座
力
に
よ
っ
て
、

を
世
聞
か
ら
後
指
を
指
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
章
句
を
描
貿
易
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
わ
か
る
第
三
貼
で

(

お

〉

あ
る
。

つ
い
に
子
駿
(
劉
飲
〉

439 

こ
れ
は
、

『
漢
書
』
劉
散
俸
の
記
事
か
ら
の
摘
録
で
あ
る
。
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|
|
子
潅
(
王
粛
)
は
鄭
玄
の
数
十
な
い
し
百
に
の
ぼ
る
ま
ち
が
い
を
正
し
た
が
、

首
時
、
中
郎
の
馬
昭

鉱
閉
与
を
墨
守
す
る
人
物
と
し
て
、

が
お
り
、
王
粛
の
誤
り
で
あ
る
と
上
書
し
た
。
王
撃
の
徒
に
詔
が
下
っ
て
口
答
陳
述
さ
せ
、

さ
ら
に
博
士
の
張
融
に
経
典
を
ふ
ま
え
つ
つ

論
詰
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
張
融
は
た
だ
ち
に
(
皐
者
を
〉
召
集
し
て
一
つ
一
つ
判
定
慮
分
を
下
し
た
。
理
の
是
非
は
聖
誼
論
に
具
わ
っ

て
い
る
。
王
粛
は
答
癖
の
た
め
、

(

幻

〉

あ
る
。

ま
る
一
年
も
く
た
く
た
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
章
句
を
繁
易
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
わ
か
る
第
四
黙
で

王
粛
の
『
聖
誼
論
』
を
め
ぐ
っ
て
の
鄭
皐
と
王
皐
と
の
論
争
の
経
緯
は
、
他
な
ら
ぬ
「
穣
疑
」
の
こ
の
僚
と
つ
ぎ
の
僚
と
に
よ
っ
て
う
か
が

貌
志
高
貴
郷
公
紀
の
甘
露
元
年
つ
一
五
六
)
僚
に
、
博
士
馬
照
と
し
て
み
え
る

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
三
園
士
山
』
巻
四
、

馬
昭
は
、

人
物
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
年
の
夏
四
月
丙
辰
、
太
皐
に
行
幸
し
た
一帝
は
、

て
博
士
庚
峻
と
、

ま
ず
易
に
つ
い
て
博
士
淳
子
俊
と
、

さ
ら
に
『
艦
記
』
曲
躍
上
の
「
太
上
立
徳
、
其
次
務
施
報
」
の
句
に
つ
い
て
博
士
馬
照
と
い
く
ら
か
の
問
答
を
か
わ
し
た
の

つ
い
で
向
書
に
つ
い

で
あ
る
。
ま
た
張
融
は
、
惰
志
論
語
類
に
「
孔
子
家
語
二
十

一
巻
、
王
粛
解
」
の
著
録
に
つ
づ
い
て
「
梁
有
嘗
家
語
二
巻
、
貌
博
士
張
融
撰
、

亡
」
と
あ
り
、
挑
振
宗
の
『
陪
書
経
籍
志
考
誼
』
は
、
『
嘗
家
語
』
と
は
「
王
粛
の
家
語
の
矯
め
に
作
る
か
」
と
疑
っ
て
い
る
。
と
も
か
く
、

『
聖
誼
論
』
に
は
王
粛
の
鄭
玄
批
判
と
と
も
に
、
鄭
四
月
干
の
徒
で
あ
る
馬
昭
の
駁
議
、
そ
れ
に
た
い
す
る
王
皐
の
徒
の
答
議
、
そ
し
て
南
設
の
是

ハ
お
)

非
を
剣
定
す
る
張
融
の
評
議
が
あ
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
王
事
の
徒
の
首
選
は
孔
晃
で
あ
っ
た
。
惰
志
に

「梁
有
向
書
義
問
三
巻
、
鄭
玄

王
粛
及
亙
日
五
経
博
士
孔
晃
撰
」
、
「
春
秋
外
侮
園
語
二
十
巻
、
菅
五
経
博
士
孔
晃
注
」
の
著
録
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。

|
|
卜
一商
(
子
夏
)
は
聖
人
か
と
疑
わ
れ
て
曾
輿
(
曾
参
)
に
議
ら
れ
、
木
賜
(
子
貢
〉
を
賢
人
あ
っ
か
い
し
た
た
め
に
叔
孫
武
叔
は
も
の
笑

〈

mm〉

い
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
の
こ
と
と
し
て
は
、
た
だ
ひ
と
り
鄭
公
(
鄭
玄
〉
が
も
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
王
祭
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
世

聞
で
は
、
伊
水
と
洛
水
以
東
の
地
域
、
准
水
と
漢
水
以
北
の
地
域
に
は
康
成

一
人
が
い
る
だ
け
だ
と
ほ
め
そ
や
し
て
敬
わ
ざ
る
も
の
は
な

く
、
口
を
そ
ろ
え
て
、
先
儒
に
は
閥
け
た
黙
が
多
い
が
、
鄭
氏
に
は
す
べ
て
が
備
わ
っ
て
レ
る
と
い
っ
て
い
る
。
私
は
内
心
ひ
そ
か
に
怪

か
れ
の
考
え
は
す
べ
て
を
牽

訪
に
思
い
、
そ
こ
で
か
れ
の
皐
聞
を
さ
が
し
求
め
て
尚
書
の
注
を
手
に
入
れ
た
。

ひ
き
こ
も
っ
て
考
察
し
、

- 14ー



か
れ
の
考
え
は
す
べ
て
を
壷
く
し
た
が
、

ハm叫
〉

文
集
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

惰
志
に
引
く
梁
録
に
「
尚
書
韓
間
四
巻
、
貌
侍
中
王
祭
撰
」
と
あ
り
、

讃
韓
盆
正
」
と
し
て
著
録
す
る
が
、
建
安
七
子
の
一
人
で
あ
る
王
祭
の
文
集
に
鄭
玄
の
『
備
書
』
注
を
批
剣
し
た
文
章
が
存
し
た
こ
と
は
、

『
顔
氏
家
訓
』
勉
皐
篇
の
一
文
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
俗
聞
の
儒
土
は
群
書
に
渉
ら
ず
、
経
緯
の
外
は
義
疏
の
み
。
吾
れ
初

め
鄭
に
入
り
し
と
き
、
博
陵
の
屋
文
彦
と
交
遊
し
、
嘗
っ
て
王
祭
集
中
の
難
鄭
玄
尚
書
事
を
説
く
。
雀
は
轄
じ
て
諸
儒
の
矯
め
に
之
れ
を
蚤
わ

@

&

命

。

帥

M

作

日

唱

曹

ZR-e

ん
と
し
、
始
め
て
絡
に
ロ
に
渡
せ
ん
と
す
る
に
、
懸
よ
り
し
て
排
建
せ
ら
れ
、
云
わ
く
、
文
集
に
は
止
だ
詩
賦
銘
諒
有
る
の
み
、
山
一
一
具
に
嘗
に
経

書
の
事
を
論
ず
ベ
け
ん
や
。
且
つ
先
儒
の
中
に
未
だ
王
祭
有
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
、
と
。
屋
は
笑
っ
て
退
き
、
寛
に
祭
の
集
を
以
て
之
れ
に
一
示

(

氾

)

王
訪
の
「
史
論
」
に
い
う
と
こ
ろ
の
専
経
の
草
野
生
の
見
本
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て

く
し
た
。

疑
問
の
箇
所
は
あ
い
蟹
ら
ず
納
得
が
ゆ
か
ぬ
ま
ま
で
あ
る
」
。

合
計
二
巻
が
王
祭
の

『
奮
唐
書
』

ー鰹
籍
志
で
は
「
向
書
樺
間
四
巻
、
郷
玄
注
、

王
祭
問
団

さ
ず
」
。

「
樟
疑
」
は
、 こ

こ
に
登
場
す
る
儒
者
先
生
こ
そ
、

ふ
た
た
び
王
粛
の
『
聖
誼
論
』
に
言
及
し
て
い
う
。

- 15ー

ー
ー
ま
た
王
粛
は
鄭
玄
の
読
六
十
八
篠
を
改
め
、
張
融
は
検
討
の
う
え
是
非
を
定
め
た
。
鄭
玄
注
は
淵
深
贋
博
、
南
漢
一四
百
儀
年
を
逼
じ
て

鄭
玄
よ
り
偉
大
な
も
の
は
お
ら
ぬ
と
張
融
は
た
た
え
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
二
郊
の
祭
、
殊
天
の
記
は
鄭
玄
の
諜
り
で
あ
る
し
、

よ

皇
天
は
自
っ
て
出
ず
る
所
の
帯
を
租
と
す
と
い
う
こ
と
に
闘
し
で
も
、
鄭
玄
の
考
え
は
克
嘗
は
ず
れ
で
あ
る
。
服
慶
の
左
停
解
樟
も
ま
ち

が
い
が
あ
る
の
を
兎
れ
な
い
。
後
世
の
も
の
が
そ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
聖
人
の
心
を
弘
め
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
分
の
自
慢

を
し
て
他
人
の
名
撃
を
お
お
い
か
く
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
君
子
は
こ
こ
ろ
が
け
と
し
て
自
分
の
過
ち
を
聞
き
た
い

あ
や
ま

「
過
つ
や
人
皆
な
之
れ
を
見
、
更
む
る
や
人
皆
な
之
れ
を
仰
ぐ
」
と
あ
る
の
が
そ
の
こ
と

と
願
う
も
の
で
あ
っ
て
、
仲
尼
の
言
葉
に
、

だ
。
と
こ
ろ
が
専
門
の
徒
は
他
人
も
自
分
と
閉
じ
立
場
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
先
師
の
誤
り
を
攻
撃
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
も
の
な
ら
、
ま
る

(

幻

)

で
父
、
母
の
名
を
耳
に
し
た
よ
う
に
驚
き
、
故
人
の
あ
り
が
た
い
お
言
葉
が
黄
泉
で
踏
み
つ
け
に
さ
れ
た
と
考
え
る
始
末
で
あ
る
。

元
行
沖
が
鄭
玄
の
誤
り
と
し
て
退
け
る
「
二
郊
の
祭
、
殊
天
の
杷
」
と
は
、
圏
丘
と
南
郊
に
お
け
る
祭
り
を
別
の
も
の
と
し
た
う
え
、
実
天

441 
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上
一
一
帝
を
美
天
と
上
一
帝
一
と
に
分
け
、
園
丘
で
は
美
天
を
、
南
郊
で
は
上
帝
を
祭
る
の
だ
と
し
、
さ
ら
に
五
天
一
帝
一
の
存
在
を
考
え
る
と
こ
ろ
の
鄭
玄

の
読
で
あ
る
。
『
雄
記
』
祭
法
、
「
有
虞
氏
締
賞
帝
而
郊
響
、
組
踊
頂
而
宗
尭
、

:
:
:
周
人
繭
剛
容
而
郊
稜
、
組
文
王
而
宗
武
王
」
の
郷
注
に
い
う
。

「
締
、
郊
、
組
、
宗
と
は
祭
記
し
て
以
て
配
食
す
る
を
謂
う
な
り
。
此
こ
の
繭
は
景
天
を
園
丘
に
祭
る
を
謂
う
な
り
。
上
一
帝
を
南
郊
に
祭
る
を

郊
と
日
い
、
五
帯
五
紳
を
明
堂
に
祭
る
を
組
、
宗
と
日
う
:
:
:
」
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
鄭
玄
の
解
樟
に
そ
も
そ
も
異
を
唱
え
た
の
が
王
粛
で

あ
っ
た
こ
と
、

『
園
祭
紀
聞
』
巻
四
に
端
的
な
指
摘
が
あ
る
。
「
王
粛
の
聖
謹
論
は
鄭
康
成
を
議
短
し
て
謂
わ
く
、
天
鐙
は
二
無
く
、
郊
と
丘

と
は
一
信
用
り
。
摘
は
是
れ
五
年
ご
と
に
先
租
を
大
祭
す
。
園
丘
及
び
郊
に
は
非
ず
e

功
あ
る
を
組
と
し
徳
あ
る
を
宗
と
す
。
是
れ
不
設
の
名
に

(

お

)

し
て
明
堂
に
配
食
す
る
に
は
非
ず
と
。
皆
な
躍
皐
に
功
有
っ
て
、
先
儒
は
之
れ
を
題
し
と
す
」
。
ま
た
、
「
皇
天
は
自
っ
て
出
ず
る
所
の
一
帝
一
を
租
?

と
す
」
と
は
鄭
玄
の
い
わ
ゆ
る
感
生
帝
読
を
き
し
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
く
、

以
其
租
配
之
」
の
鄭
注
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
設
か
れ
て
い
る
。

『
躍
記
』
大
停
、

「
膿
不
王
不
締
、
王
者
締
其
租
之
所
自
出
、

「
凡
そ
大
祭
を
繭
と
日
ぅ
。
自
は
由
な
り
。
其
の
先
粗
の
由
っ
て
生
ず
る
所
を
大

祭
す
と
は
、
天
を
郊
杷
す
る
を
調
う
な
り
。
王
者
の
先
祖
は
皆
な
大
微
五
一
一
帝
の
精
に
感
じ
て
以
て
生
ず
。
蒼
(
帝
)
は
則
ち
霊
威
仰
、
赤
は
則

ち
赤
煤
怒
、
責
は
則
ち
含
植
紐
、
白
は
則
ち
白
招
拒
、
黒
は
則
ち
汁
光
紀
。
皆
な
正
歳
の
正
月
を
以
て
之
れ
を
郊
祭
す
。
蓋
し
特
に
傘
ぶ
な
り

:
:
:
」
。
王
粛
が
鄭
玄
の
感
生
一
一
帝
読
を
退
け
た
こ
と
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
上
記
の
『
護
記
』
祭
法
の
疏
に
引
か
れ
た
『
聖

謹
論
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
:
:
:
王
粛
は
ま
た
郊
と
園
丘
と
は
一
で
あ
り
、
郊
は
す
な
わ
ち
園
丘
で
あ
る
と
考
え
、
鄭
玄
を
批
判
し

案
ず
る
に
、
易
(
読
卦
停
〉
に
、
一
帝
は
震
に
出
ず
、
震
と
は
東
方
、
高
物
を
生
ず
る
初
め
、
と
あ
る
。

- 16ー

て
い
っ
た
。

だ
か
ら
王
者
が
支
配
す
る

初
め
に
あ
た
っ
て
は
木
徳
を
も
っ
て
天
下
に
王
と
な
る
の
で
あ
り
、
木
の
精
か
ら
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
五
帯
は
す
べ
て
寅
一
帝
の
子
孫
で
あ

(

M

)

 

五
行
を
次
序
と
す
る
。
大
微
の
精
か
ら
生
ず
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
ろ
う
か
L

。

り
、
そ
れ
ぞ
れ
稽
挽
を
改
め
て
交
代
す
る
の
で
あ
っ
て
、

王
粛
が
鄭
玄
と
鋭
い
劉
立
を
示
す
と
こ
ろ
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
元

行
沖
は
王
粛
読
に
興
す
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
樺
疑
」
に
は
、
右
の
文
章
の
後
に
す
で
に
冒
頭
に
奉
げ
た
王
勧
の
「
史
論
」
の

文
章
が
引
か
れ
、

か
く
、
元
行
沖
が
鄭
玄
の
誤
り
と
し
て
退
け
る
と
こ
ろ
は
、

「
章
句
を
嬰
易
す
る
」
こ
と
の
困
難
五
僚
を
列
奉
し
お
え
た
主
人
は
い
よ
い
よ
言
葉
を
し
め
く
く
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
し
て



E

ろ

ま

さ

「
物
極
ま
れ
ば
則
ち
饗
ず
。
百
年
の
外
に
及
ぶ
比
お
い
、
嘗
に
明
直
の
君
子
有
る
べ
き
も
、
吾
れ
と
代
を
同
じ

く
せ
.
さ
る
こ
と
を
恨
み
と
す
」
と
い
う
孔
季
産
(
彦
〉
の
言
葉
が
引
か
れ
た
う
え
、
「
僕
は
専
経
に
非
ざ
れ
ば
一
章
句
を
習
う
こ
と
翠
し
」
と
、

一
章
句
を
習
う
専
鰹
の
徒
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
が
誇
ら
し
げ
に
語
ら
れ
て
い
る
。

も
『
孔
叢
子
』
連
叢
予
か
ら
、

『
類
躍
』
義
疏
と
『
大
唐
開
元
躍
』

元
行
沖
の
『
類
躍
』
義
疏
を
皐
官
に
立
て
る
こ
と
に
た
い
し
て
張
読
か
ら
横
槍
が
入
り
、
か
く
し
て
「
穣
疑
」
が
書
か
れ
た
次
第
は
以
上
の

ご
と
く
で
あ
る
。
知
麗
正
殿
校
寓
書
事
で
あ
っ
た
元
行
沖
が
衰
老
を
も
っ
て
職
を
退
き
、
開
元
十
三
年
(
七
二
五
)
、
麗
正
殿
書
院
が
集
賢
殿
書

(

お

)

院
と
名
が
改
ま
っ
た
の
の
知
院
事
と
な
っ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
宰
相
の
張
設
で
あ
り
、

『
類
躍
』
義
疏
の
完
成
は
翌
十
四
年
の
八
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
買
は
そ
の
年
に
、
や
が
て
『
大
唐
開
元
躍
』
と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
新
躍
の
編
纂
が
張
読
に
よ
っ
て
護
議
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
護
端
は
、
「
瞳
記
を
改
撰
し
、
奮
文
を
制
去
し
、
市
し
て
今
事
を
以
て
之
れ
を
編
ま
ん
」
と
の
逼
事
舎
人
王
国
田
の
上
疏
で
あ
り
、

集
賢
院
皐
土
の
詳
議
に
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
類
趨
』
と
お
な
じ
く
『
櫨
記
』
の
改
撰
を
要
求
す
る
王
邑
の
上
疏
は
、
や
は
り
張
読
に
よ
っ

て
退
け
ら
れ
た
。
張
設
は
『
類
嘩
』
義
疏
を
退
け
た
時
と
同
様
に
、
「
躍
記
は
漢
朝
の
編
む
所
、
迭
に
歴
代
不
刊
の
典
と
漏
る
。
今
ま
聖
を
去

る
こ
と
久
遠
、
恐
ら
く
は
改
易
し
難
し
」
と
述
べ
た
う
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
開
陳
し
た
。
「
今
の
五
躍
儀
注
は
貞
観
と
額
慶
の
南
度
の

修
す
る
所
に
し
て
、
前
後
頗
る
不
同
有
り
、
其
の
中
或
い
は
未
だ
折
衷
せ
ず
。
望
む
ら
く
は
翠
士
等
と
更
め
て
古
今
を
討
論
し
、
剛
改
行
用
せ

ん
」
〈
『
奮
唐
書
』
躍
儀
志
一
〉
。
か
く
し
て
、
太
宗
時
代
に
房
玄
齢
と
貌
徴
等
を
綿
裁
と
し
て
編
ま
れ
た
貞
翻
躍
、
合
同
宗
時
代
に
長
孫
無
思
を
綿

裁
と
し
て
編
ま
れ
た
頼
慶
躍
の
改
定
に
着
手
さ
れ
、
開
元
十
八
年
(
七
三
O
)
の
張
読
の
死
後
に
は
集
賢
院
皐
土
の
粛
嵩
が
代
っ
て
責
任
者
と
な

り
、
開
元
二
十
年
(
主
壬
乙
に
開
元
新
躍
が
完
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
元
行
沖
の
死
後
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
『
類
躍
』

、義
疏
が
つ
い
に
行
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
わ
っ
た
の
は
、
『
類
躍
』
は
『
瞳
記
』
の
改
編
で
あ
り
、

443 

開
元
新
理
は
吉
・
賓
・
軍
・
嘉
・
凶
の
五
雄
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
開
元
新
膿
の
編
纂
が
ま
さ
し
く
日
程
に
の
ぼ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
閲
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係
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
元
行
沖
の
躍
解
簿
が
『
大
唐
開
元
雄
』
と
劃
立
す
る
い
く
ら
か
の
事
買
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

っ
て
、

一
つ
は
父
親
在
世
の
う
ち
に
母
親
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
子
は
い
か
な
る
喪
に
服
す
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も

遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
元
行
沖
の
解
穫
が
『
類
膿
』
義
疏
に
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。

そ
も
そ
も
上
元
元
年
(
六
七
四
〉
の
則
天
武
后
の
上
表
が
こ
と
の
起
り
で
あ
り
、
喪
服
子
夏
俸
の
き
ま

「
父
在
ま
さ
ば
母
の
痛
め
に
服
す
る
こ
と
止
だ

一
春
の
如

『
奮
唐
書
』
瞳
儀
志
七
に
よ
れ
ば
、

り
で
は

一
年
で
あ
る
の
を
三
年
に
改
め
ら
れ
よ
と
い
う
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
っ
た
。

き
に
至
っ
て
は
、
心
喪
す
る
こ
と
三
年
な
り
と
難
も
、
服
は
隼
降
に
由
る
。
窮
か
に
謂
う
に
、
子
の
母
に
於
け
る
や
、
慈
愛
は
特
に
深
く
、
母

非
ざ
れ
ば
生
ま
れ
ず
、
母
非
.さ
れ
ば
育
た
ず
。
燥
け
る
を
推
し
て
謀
れ
る
に
居
り
、
苦
き
を
咽
み
て
甘
き
を
吐
き
、
生
養
に
第
淳
し
、
恩
は
斯

(
叩
山
〉

こ
に
極
ま
れ
り
。
所
以
に
禽
献
の
情
す
ら
猶
お
其
の
母
を
知
る
。
三
年
優
に
在
れ
ば
、
理
と
し
て
宜
し
く
崇
報
す
ベ
し
。
若
し
父
在
ま
さ
ば
母

の
矯
め
に
服
す
る
こ
と
止
だ
一
春
な
ら
ば
、
父
を
隼
ぶ
の
敬
は
周
ね
し
と
難
も
、
母
の
慈
に
報
ゆ
る
に
は
閥
く
る
有
り
。
且
つ
斉
斬
の
制
も
て

(

幻

)

ゃ

れか

差
減
と
潟
す
に
足
る
に
、
更
に
周
ら
す
に

一
春
を
以
て
せ
し
む
れ
ば
、
恐
ら
く
は
人
の
子
の
志
を
傷
ら
ん
。
今
ま
請
う
ら
く
は
、
父
在
ま
さ
ば

母
の
矯
め
に
三
年
の
服
を
終
え
し
め
ん
こ
と
を
」
。

則
天
武
后
の
こ
の
上
表
は
も
と
よ
り
高
宗
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
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し
か
し
時
代
が
か
わ
る
と
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
沸
騰
し
た
。

右
補
闘
の
虚
履
泳
が
一
年
と
す
べ
き
こ
と
を
上
言
し
て
百
官
の
詳
議
に
附
さ
れ
、

思
が
三
年
と
す
べ
き
こ
と
を
建
議
し
、
宜
履
泳
は
一
年
と
す
べ
き
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
二
度
に
わ
た
っ
て
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で

す
な
わ
ち
、
開
元
五
年
〈
七
一
七
〉
、

刑
部
郎
中
の
田
再

直
履
泳
が
、
則
天
武
后
の
議
は
た
だ
ち
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
垂
扶
年
中
に
至
っ
て
「
始
め
て
格
に
編
入
」
さ
れ
た
と
述
べ
、
さ
ら

ea-ee 

「
夫
の
上
元
の
肇
年
を
鵬
ぬ
る
に
、
則
天
は
己
に
潜
か
に
政
を
乗
り
、
絡
に
俗
纂
を
園

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

ち
ら
か

ら
ん
と
し
て
預
じ
め
自
ら
崇
先
し
、
慈
愛
の
喪
を
升
せ
て
以
て
傘
巌
の
雄
に
抗
せ
ん
と
す
」
。

た
し
か
に
上
元
元
年
は
、

高
宗
が
天
皇
を
稽
す

る
と
と
も
に
則
天
武
后
が
天
后
を
稿
し
た
年
で
あ
っ
た
。

と
も
か
く
直
履
泳
は
、

「
中
書
門
下
に
付
し
て
一
商
量
慮
分
せ
ら
れ
ん
」

』
と
を
請

ぃ
、
左
散
騎
常
侍
の
元
行
沖
が

一
年
読
を
支
持
す
る
つ
ぎ
の
奏
議
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
元
行
沖
が
左
散
騎
常
侍
と
な
っ
た
の
は
開
元
七
年



(
七
一
九
〉
。

っ

か

う

や

ま

「
父
に
事
う
る
に
資
り
て
以
て
君
に
事
え
、
孝
は
父
を
一巌
う
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
故
に
父
在
ま
さ
ば
母
の
矯
め
に
す
る
に
職
を

之
れ
を
隼
厭
(
父
を
傘
ぴ
母
を
厭
う
)
と
謂
う
者
は
、
則
ち
情
は
申
ベ
て
躍
は
殺
す
れ
ば
な

あ
ら
た

華
夷
を
別
つ
可
し
。
義
農
完
舜
は
之
れ
を
易
む
る
莫
き
な
り
、
文
武
周
孔
の
同
に
隼
ぶ
所

而
し
て
心
喪
三
年
。

罷
め
て
費
周
(
斉
衰
一
年
)
、

り

斯
の
制
や
、
以
て
飛
走
(
鳥
獣
〉
に
異
な
り
、

な
り
」
。

か
く
し
て
開
元
七
年
の
八
月
、
格
僚
の
「
父
在
信
用
母
膏
衰
三
年
」
を
慶
し
て
「
諸
の
服
紀
は
宜
し
く
一
に
喪
服
の
文
に
依
る
ベ
し
」
と
の
敷

が
下
っ
た
が
、
し
か
し
卿
士
の
家
の
服
喪
は
ま
ち
ま
ち
の
有
様
で
あ
り
、
た
め
に
元
行
沖
は
、
「
聖
人
の
厭
降
の
薩
を
制
す
る
は
、
宣
に
母
の

恩
の
深
き
こ
と
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
粗
を
傘
び
摘
を
貴
び
、
其
の
遠
く
し
て
は
禽
獣
と
別
ち
、
近
く
し
て
は
夷
秋
と
異
に
せ
ん
と
欲
す
る
を
以

み
だ

て
の
故
な
り
。
人
の
情
は
揺
ぎ
易
く
、
浅
識
の
者
は
衆
し
。
一
た
び
其
の
度
を
素
さ
ば
、
其
れ
止
む
可
け
ん
や
」
と
慨
嘆
し
た
と
い
う
。
そ
し

て
開
元
二
十
年
の
新
瞳
で
は
、
上
元
元
年
の
教
が
復
活
し
て
「
父
在
篤
母
費
衰
三
年
」
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
大
唐
開
元
躍
』
巻
一

三
二
、
凶
雄
、
五
服
制
度
の
項
に
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
記
事
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
「
正
服
。
子
篤
母
。
奮
躍
、
父
卒
(
在
?
〉
篤
母
周
、
今
改
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興
父
服
同
」
。

元
行
沖
の
「
樟
疑
」
が
鄭
玄
の
感
生
一
帝
設
に
反
劃
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
王
粛
に
興
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
み
た
。
い
ま
こ
の
黙
に
つ
い

て
『
大
唐
開
元
躍
』
と
の
関
係
を
確
か
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
参
考
と
な
る
の
は
、
『
奮
唐
童
画
』
躍
儀
志
一
、
『
新
唐
書
』
躍
繁
志
三
、
同
儒
皐

王
仲
丘
俸
等
に
み
え
る
王
仲
丘
の
議
論
で
あ
る
。
王
仲
丘
は
寅
は
『
大
唐
開
元
躍
』
の
貫
際
上
の
撰
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
王
仲
丘
の
議

五
方
一
膏
一
を
壇
の
第
一
等
に
記
る
」

『
大
唐
開
元
躍
』
序
例
上
、
神
位
、

そ
の
後
に
も
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

「
正
月
の
土
辛
、
祈
穀
し
、
実
天
上
一
帝
一
を
園
丘
に
杷
り
、
高
組
紳
莞
皇
一
帝
を
以
て
配
座
す
。
叉
た

祈
穀
の
儀
に
あ
わ
せ
て
感
生
一
帝
を
把
る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て

論
は

い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
右
按
ず
る
に
、

大
唐
前
瞳
は
感
生
一
帝
を
南
郊
に
紀
り
、

大
唐
後
嘩
は
畏
天
上
一
帝
を
園
丘
に
把
り
て
以
て
祈
穀
す
L

。
大
唐
前
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躍
と
は
貞
観
曜
、
大
唐
後
瞳
と
は
顛
慶
雄
。
と
こ
ろ
で

「
市
る
に
鄭
康
成
云
わ
く
、
天
の
五
帝
は
遁
い
に
四
時
に
王
た
り
て
、

王
者
の
興
る
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は
必
ず
其
の

一
に
感
ず
。
其
の
感
ず
る
所
に
因
っ
て
別
祭
し
て
之
れ
を
隼
ぶ
。
故
に
夏
正
の
月
、
其
の
生
ず
る
所
の
一
帝
を
南
郊
に
祭
り
、
其
の

粗
を
以
て
之
れ
に
配
す
。
故
に
周
は
霊
威
仰
を
祭
り
、
后
稜
を
以
て
之
れ
に
配
し
、
因
っ
て
以
て
祈
穀
す
と
。
所
読
に
援
れ
ば
、
感
生
一
帝
を
把

る
の
一
意
は
本
よ
り
祈
穀
に
は
非
ず
」
。
鄭
玄
読
に
よ
れ
ば
、

Z
--
h

、

J
h

カ

感
生
一
帝
の
杷
り
こ
そ
が
本
来
で
あ
り
、

よ

し
か
し
「
先
儒
(
鄭
玄
)
の
此
の
説
、
事
恐
ら
く
は
愚
り
難
し
」
。
そ
こ
で
、
鄭
玄
読
と
は
反
射
に
む
し
ろ
祈
穀
の
儀
に
重
黙
を
置
き
な

新
穀
は
つ
け
た
し
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の

が
ら
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
感
生
一
帝
の
杷
り
を
行
な
う
べ
き
だ
と
い
う
。

「
今
ま
祈
穀
の
雄
、
請
う
ら
く
は
躍
に
準
じ
て
之
れ
を
修
め
ん
。
且
つ

感
生
一
帝
の
把
り
は
之
れ
を
行
な
う
こ
と
自
の
ず
か
ら
久
し
。
:
:
:
請
う
ら
く
は
祈
穀
の
壇
に
於
い
て
偏
ね
く
五
方
一
帝
を
祭
ら
ん
。
夫
れ
五
方
一
帝

み

今
ま
請
う
ら
く
は
二
躍
並
び
に
行
な
い
、
六
紳
威
な
杷
ら
ん
こ
と
を
」
。
二
躍
と
は

な
る
者
は
五
行
の
精
、

五
行
な
る
者
は
九
穀
の
宗
な
り
。

新
穀
の
儀
と
感
生
一
帝
(
五
方
帯
)
の
杷
り
で
あ
り
、
六
一
脚
と
は
畏
天
上
一
帝一
と
五
方
一
帝
の
こ
と
で
あ
る
。

「
棒
疑
」

に
つ
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に

元
行
沖
は
守
醤
的
な
皐
聞
に
た
い
す
る
革
新
を
志
し
、

守
奮
的
な
摩
問
、

す
な
わ
ち
恐
ら
く
は
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結

び

『
五
経
正
義
』
に
代
表
さ
れ
る
俸
統
的
経
書
解
簿
皐
を
章
句
の
皐
と
よ
ん
だ
。
彼
が
目
ざ
し
た
の
は
、

王
効
の
「
史
論
」
を
引
い
て
語
る
よ
う

に
、
専
経
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
、

「
異
義
を
究
費
し
て
其
の
善
に
捧
従
す
る
」
土
大
夫
の
撃
で
あ
っ
た
。

し
か
し
と
こ
ろ
で
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
表
明
す
る
に
あ
た
っ
て
元
行
沖
が
ひ
き
あ
い
に
す
る
先
人
な
り
書
物
な
り
が
、

中
園
皐
術
史
上
に
お
い
て
胡
散
臭
い
眼
で
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
す
く
な
く
な
い
事
買
で
あ
る
。
孔
安
園
と
備
蓄
、
劉
飲
と
左
俸
の
こ
と
は
し

ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
鄭
玄
に
劉
立
し
た
王
粛
が
『
孔
子
家
語
』
を
偽
作
し
た
こ
と
は
誰
し
も
が
疑
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
『
孔
子

家
語
』
を
「
聖
誼
論
』
の
論
擦
に
用
い
る
と
い
う
手
の
こ
ん
だ
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
。
「
樟
疑
」
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
『
孔
叢
子
』
の
素
性

「連
叢
子
」
の
主
部
は
漢
の
武
一
帝
期
の
孔
織
に
偽
託
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
朱
子

(
刊
却
)

は
む
し
ろ
『
孔
子
家
語
』
の
肩
を
も
っ
て
い
う
。
「
家
語
は
書
き
か
た
が
不
純
だ
が
、
嘗
時
の
書
物
だ
。

孔
叢
子
は
後
世
の
で
っ
ち
あ
げ
だ
」
。

も
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。
正
篇
は
陳
渉
の
博
士
の
孔
鮒
に
、



王
効
も
な
か
な
か
癖
の
あ
る
撃
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
元
行
沖
は
貫
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
十
分
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
ら
を
後
楯
に
た
の
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
一
章
句
家
の
墨
壁
は
堅
固
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
何
よ
り
も
、

を
究
費
し
て
其
の
善
に
揮
従
す
」
る
の
が
か
れ
の
立
場
で
あ
っ
た
。
「
俸
は
逼
経
を
以
て
義
と
篤
し
、
義
は
必
嘗
を
以
て
主
と
掃
す
」
と
い
う

玄
宗
「
孝
鰹
序
」
の
言
葉
に
も
、
な
に
が
し
か
の
か
れ
の
立
場
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
敢
え
て
胡
散
臭
い
人
物
や
書
物
を

「
異
義

も
ち
だ
し
て
、
自
分
の
立
場
を
語
ら
し
め
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

(

m
却
〉

元
行
沖
は
開
元
十
七
年
(
七
二
九
〉
十
月
庚
申
に
七
十
七
歳
を
も
っ
て
卒
し
た
。
『
奮
唐
書
』
巻
九
七
陳
希
烈
俸
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

「
開
元
中
、
玄
宗
は
意
を
経
義
に
留
む
る
も
、
猪
元
量
、
元
行
沖
の
卒
し
て
自
り
の
後
、
希
烈
と
鳳
朔
の
人
漏
朝
憶
と
を
得
て
、
常
に
禁
中
に

於
い
て
老
、
易
を
講
ぜ
し
む
」
。
玄
宗
の
興
味
が
経
皐
か
ら
老
子
と
周
易
の
玄
撃
に
移
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
陳
希
烈
と
潟
朝
臆
と
に

よ
る
講
書
は
、
や
が
て
玄
宗
の
い
わ
ゆ
る
御
注
の
第
二
と
し
て
『
道
徳
経
』
注
な
ら
び
に
そ
の
疏
を
生
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
述
べ
る

た
め
に
は
、
も
は
や
別
稿
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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註(
1
〉
『
央
通
』
古
今
正
史
篤
、
「
:
:
:
由
是
世
薄
其
書
、
放
策
議
史
」
。
す

で
に
『
北
斉
書
』
巻
三
七
貌
牧
俸
に
、
「
:
:
:
於
是
衆
口
誼
然
、
抜
高
周

議
史
、
投
牒
者
相
次
、
牧
無
以
抗
之
」
と
あ
る
。

(

2

)

沈
約
の
『
E

目
安
田
』
は
亡
わ
れ
た
が
、
『
朱
書
』
巻
二
七
符
瑞
志
上
に

つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。
「
先
是
宣
脅
有
寵
賂
牛
金
、
屡
有
功
、
宣
脅
作

爾
口
雄
、
一
口
盛
毒
酒
、
一
口
盛
善
酒
、
自
飲
善
酒
、
毒
沼
奥
金
、
金

飲
之
創
舞
、
景
脅
回
、
金
名
勝
、
可
大
用
、
云
何
害
之
、
宣
脅
目
、
汝

忘
石
瑞
馬
後
有
牛
乎
、
元
一
帝
母
夏
侯
妃
輿
浪
邪
園
小
史
姓
牛
私
通
、
而

生
元
帯
L

。

(
3
〉
た
と
え
ば
『
史
通
』
曲
筆
篇
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。

「
如
王
勧
之
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抗
詞
不
議
、
可
以
方
都
府
古
人
、
而
貌
枚
持
論
激
揚
、
稽
其
有
漸
正
直
、

夫
不
彰
其
罪
、
而
経
緯
其
誌
、
此
所
謂
兵
起
無
名
、
難
鴛
剣
勝
者
」
。

ま
た
、
得
振
倫
『
鋭
知
幾
年
譜
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
五
六
重
印
)

一
O
四
頁
、
参
照
。

〈

4
)

本
俸
の
ほ
か
、
『
奮
唐
書
』
各
八
玄
宗
紀
関
元
九
年
係
、
巻
四
六
経

籍
志
且
川
、
各
一

O
二
章
逃
停
、
を
一
九
O
中
文
苑
斉
瀞
停
、
『
新
唐
書
』

各
一
九
九
儒
皐
馬
一懐
素
停
等
に
閥
速
の
記
事
が
あ
る
。

(
5
〉
以
上
の
経
過
は
、
主
に
『
鮒
府
元
亀
』
巻
六

O
四
事
校
部

・
奏
議

三
、
各
六
三
九
貢
奉
部
・
僚
制
一
に
よ
り
、
『
唐
舎
要
』
巻
七
七
貫
一
撃

部

・
論
経
義
を
参
照
。
劉
知
幾
と
司
馬
貞
の
議
は
『
文
苑
英
牽
』
径
七
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六
六
に
も
枚
め
ら
れ
、
ま
た
『
孝
経
』
に
関
す
る
議
論
は
、
邪
闘
の

『
孝
経
』
疏
の
巻
首
に
も
と
ら
れ
て
い
る
。

(
6
〉
『
新
唐
書
』
巻
一
一
一一一一劉子
玄
俸
。
『
大
厨
新
語
』
著
述
篇
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
子
玄
争
論
、
頗
有
僚
貫
、
曾
蘇
宋
文
吏
拘
於
流

俗
、
不
能
夜
明
古
義
、
寛
排
斥
之
、
深
震
識
者
所
嘆
L

。
蘇
宋
と
は
蘇

殖
と
宋
燥
で
あ
ろ
う
。

(

7

)

王
孝
治
の
肩
書
は
、
『
唐
舎
要
』
で
は
秘
書
感
士
。
『
隔
虫
ど
を
四

一
蘇
威
俸
に
、

「
園
子
準
請
務
陰
人
王
孝
逸
居
畑
中
器
製
'博
士
」
と
あ
る
。

ま
た
王
勧
と
劉
絃
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
同
巻
七
五
儒
林
劉
舷
俸
に
、

「
奉
救
輿
者
作
郎
王
制
同
修
闘
史
」
と
あ
る
。

〈

8
〉

今
文
孝
経
は
十
八
一章
。
古
文
孝
経
は
庶
人
軍
が
二
つ
に
、
曾
子
敢
問

章
す
な
わ
ち
聖
治
一章が
三
つ
に
分
れ
、
さ
ら
に
閏
門
章
の
一
撃
が
加
わ

っ
て
二
十
二
議。

(
9
)

南
湾
の
陵
澄
に
関
し
て
は
、
劉
知
幾
の
議
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

「
白
宋
梁
以
来
、

多
有
異
論
、

陸
澄
以
震
非
玄
所
注
、
請
不
滅
於
秘

省
、
王
倹
不
依
其
請
、
途
得
見
惇
於
時
」
。
詳
細
は
、
『
南
斉
書
』
各
三

九
陸
澄
体
。
玄
宗
注
が
孔
停
を
用
い
る
こ
と
、
た
と
え
ば
開
宗
明
義
章

「
大
雅
云
、
無
念
溺
祖
、
章
焔
廠
徳
」
の
注
、
「
義
取
恒
念
先
租
、
述

筒
其
徳
」
に
つ
い
て
、
那
疏
は
「
此
れ
孔
俸
に
依
る
な
り
」
と
指
摘
す

る
。
と
は
い
え
、
鄭
氏
注
を
退
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
や
は

り
た
と
え
ば
閲
宗
明
義
章
「
夫
孝
、
徳
之
本
也
」
の
注
、
「
人
之
行
、

英
大
於
孝
、
故
信
用
徳
本
」
に
つ
い
て
、
「
此
れ
鄭
注
が
其
の
聖
治
草
の

文
を
引
く
に
依
る
な
り
」
と
邪
疏
に
い
う
。

(m〉
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
閣
芸
品
』
径

一
「
孝
経
正
義
三
巻
」
肱
問
。
ち
な
み

に、

「
孝
経
』

の
注
と
疏
は
天
賓
二
年
(
七
回
二
〉
と
天
費
五
載
(
七

四
六
)
に
そ
れ
ぞ
れ
重
修
が
行
な
わ
れ
た
。
『
皿
山
府
元
勉
』
各
四

O
帝

王
部

・
文
率
お
よ
び
『
唐
曾
要
』
各
三
六
修
撲
部
、
同
径
七
七
貢
患

部

・
論
経
義
、
参
照
。
従
っ
て
正
確
に
い
え
ば
、
現
在
行
な
わ
れ
る
の

は
天
費
重
注
本
で
あ
り
、
天
資
四
裁
に
立
て
ら
れ
た
「
石
妥
孝
綬
」
に

刻
ま
れ
て
い
る
の
も
、
も
と
よ
り
重
注
本
で
あ
る
。

(
日
)
開
元
二
十
年
に
玄
宗
の
『
道
徳
経
』
注
、
二
十
三
年
に
疏
が
完
成
す

る
が
、
食
際
の
功
績
は
そ
の
侍
講
に
あ
た
っ
た
集
賢
院
皐
土
の
陳
希
烈

た
ち
に
蹄
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
こ
と
か
ら
の
類
推
。

(
ロ
)
邪
閏
丙
の

「孝
経
注
疏
序
」
に
、
「
今
特
蕩
裁
元
疏
、
努
引
諸
書
、
分

義
錯
蜘
位
、
曾
合
鋳
趣
:
:
:
」
と
い
う
。

(
日
)
元
行
沖
俸
に
は
左
丞
相
と
あ
る
が
、
陳
租
言

『
張
設
年
諮
』

(
中
文

大
泉
出
版
社
、
一
九
八
四
〉
に
よ
っ
て
右
丞
相
と
改
め
る
。

(

M

)

『
大
唐
新
語
』
識
量
篇
に
こ
の
話
を
録
し
、
「
時
議
以
魚
設
之
通
識
、

過
於
貌
徴
」
と
い
う
。

(
日
)
拙
稿
「
鄭
玄
の
皐
塾
」
(
『
中
園
貴
族
制
社
告
聞
の
研
究
』
、
京
都
大
祭

人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
八
七
)
、
参
照
。

ハ
叩
山
〉
「
以
類
相
比
、
有
同
抄
盟国
」
は
、

『詩口
問
』
序
の
「
大
明
泰
始
中
、

文
章
殆
同
書
抄
」
を
員
似
た
表
現
。

(
口
)

『
通
志
』

議
文
略
二
に
、
「
書
紗
」
と
し
て
「
貌
徴
衣
撞
記
二
十
巻
」

を
者
録
。

(
叩
叩
)
稲
葉
一
郎
「
中
唐
に
お
け
る
新
儒
聞
字
運
動
の
一
考
察
|
劉
知
幾
の
経

書
批
判
と
吹

・
越
・

陸
氏
の
春
秋
皐
|
」
(
『
中
圏
中
世
史
研
究
』
、
東

海
大
皐
出
版
舎
、
一

九
七

O
〉、

参
照
。

(

ω

)

『
沓
唐
書』

元
行
沖
俸
に
よ
っ
て
原
文
を
録
す
。
「
小
戴
之
凪
午、
行

之
己
久
、
康
成
鐙
注
、
見
列
拳
官
、
停
間
貌
公
、
乃
有
刊
易
、
叉
承
制
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旨
、
造
疏
終
頒
、
未
悉
二
経
、
執
盛
岡
優
劣
」
。

(
却
〉
挑
振
宗
の
『
惰
書
経
籍
士
山
考
誼
』
は
、
あ
た
か
も
馬
融
が
月
令
、
明

堂
位
、
祭
記
の
三
篇
を
重
定
し
た
よ
う
に
、
慮
植
は
小
戴
躍
四
十
九
篇

を
分
合
し
て
二
十
九
篤
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
設
を
立
て
る
。
馬
融

が
月
令
等
三
篇
を
重
定
し
た
と
い
う
の
は
、
隠
士
心
経
部
・
種
類
小
序
の

設
に
も
と
づ
く
が
、
そ
の
設
は
諸
家
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
呉

承
仕
『
経
典
緯
文
序
録
疏
詮
』
、
参
照
。
と
す
る
な
ら
ば
、
二
十
九
篇

は
四
十
九
篇
の
誤
篤
と
み
な
す
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
、
註
(
日
)
の
拙
稿
、
参
照
。

(m〉
原
文
、
「
小
戴
之
雄
、
行
於
漢
末
、
馬
融
注
之
、
時
所
未
観
、
虚
植

分
合
二
十
九
篇
而
震
設
解
、
代
不
停
習
、
鄭
因
子
幹
、
師
於
季
長
、
属

黛
鏑
獄
起
、
師
門
遁
喪
、
康
成
於
旗
伏
之
中
、
理
紛
寧
之
典
、
士
山
存
探

究
、
廃
所
容
謀
、
而
猶
繕
述
忘
疲
、
聞
義
能
徒
、
具
於
郷
志
、
向
有
百

科
、
章
句
之
徒
、
曾
不
窺
覚
、
猶
遷
覆
轍
、
頗
類
刻
舟
、
王
粛
因
之
、

重
玄
関
得
、
或
多
一改
一
駁
、
の
按
本
篇
、
叉
鄭
皐
之
徒
、
有
孫
炎
者
、
雄

扶
玄
義
、
乃
易
前
編
、
自
後
篠
例
支
分
、
緩
石
関
起
、
馬
伯
増
革
、
向

聡
百
第
、
葉
遣
剛
修
、
僅
全
十
二
」
。

(
お
)
原
文
、
「
貌
公
病
群
言
之
錯
雑
、
紬
衆
読
之
精
深
、
経
文
不
問
、
来

敢
刊
正
、
注
理
際
謀
、
寧
不
変
磐
、
成
畢
上
問
、
太
宗
嘉
賞
、
賓
鎌
千

匹
、
録
賜
儲
藩
、
終
期
頒
宣
、
未
有
疏
義
、
聖
皇
纂
業
、
耽
古
山
甲
南
儒
、

高
曾
規
矩
、
宣
所
修
襲
、
乃
制
昏
思
、
市
臨
分
奮
義
、
其
有
注
移
往
設
、

理
慶
新
文
、
務
加
痩
窮
、
積
稔
方
畢
、
具
録
呈
進
、
教
付
群
儒
、
庶
能

制
酎
詳
、
以
課
疏
密
、
堂
悟
章
句
之
士
、
堅
持
昔
言
、
特
嫌
知
新
態
、
欲

の
奮
貫
、
沈
疑
多
月
、
擦
墜
不
申
、
優
劣
短
長
、
定
於
遁
議
、
手
成
口

答
、
安
敢
鐙
量
」
。

(
川
品
)
原
文
、
「
昔
孔
安
園
注
壁
中
書
、
舎
亙
盛
事
、
経
籍
道
息
、
族
兄
滅

輿
之
書
日
、
相
知
常
念
俗
儒
淫
詞
冒
義
、
欲
援
飢
反
正
而
未
能
果
、
然

雅
逮
通
博
、
不
代
而
生
、
浮
拳
守
株
、
比
肩
皆
是
、
衆
非
難
正
、
自
古

而
然
、
誠
恐
此
道
未
申
、
而
以
濁
智
盛
岡
議
也
、
則
知
愛
易
章
旬
、
其
難

一
実
」
。
「
相
知
」
の
一
一
字
、
原
文
は
「
相
如
」
。
ま
た
『
孔
叢
子
』
連

叢
子
の
「
輿
従
弟
書
」
は
「
践
報
侍
中
相
如
:
:
:
」
と
始
ま
る
が
、

『
全
漢
文
』
巻
一
一
一
一
に
牧
め
る
そ
れ
が
「
減
報
侍
中
相
知
:
:
:
」
と
す

る
の
を
参
考
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
「
相
知
」
と
改
め
る
。

(
お
)
原
文
、
「
漢
有
孔
季
産
者
、
専
於
古
屋
e

、
有
孔
扶
者
、
随
俗
浮
沈
、

扶
謂
産
云
、
今
朝
廷
皆
篤
章
句
内
皐
、
而
君
濁
修
古
義
、
修
古
義
則
非

章
句
内
皐
、
非
章
句
内
暴
則
危
身
之
道
也
、
濁
善
不
容
於
代
、
必
終
始

患
禍
乎
、
則
知
獲
易
章
旬
、
其
難
二
失
」
。

(
お
〉
原
文
、
「
劉
飲
以
通
書
属
文
、
待
詔
官
署
、
見
左
氏
俸
而
大
好
之
、

後
蒙
親
近
、
欲
建
斯
業
、
哀
-
帝
欣
納
、
令
其
討
論
、
各
遜
延
推
辞
、
不

肯
置
制
刻
、
劉
飲
移
書
責
譲
、
其
言
甚
切
、
諸
博
士
等
皆
念
恨
之
、
名
儒

襲
勝
、
時
震
光
線
、
見
飲
此
議
、
乃
乞
骸
骨
、
司
空
師
丹
、
因
大
震

怒
、
奏
飲
改
組
前
志
、
非
致
先
朝
所
立
、
帯
目
、
此
庚
道
術
、
何
震
設

耶
、
由
是
犯
伴
大
臣
、
健
謀
、
求
出
魚
河
南
太
守
、
宗
室
不
典
三
河
、

叉
徒
五
原
太
守
、
以
君
賓
之
著
名
好
摩
、
仲
公
之
深
博
守
道
、
猶
迫
同

門
朋
黛
之
議
、
卒
令
子
駿
負
誘
於
時
、
則
知
獲
易
章
旬
、
其
難
三
失
」
。

(
幻
〉
原
文
、
「
子
務
規
玄
数
十
百
件
、
守
鄭
皐
者
、
時
有
中
郎
馬
昭
、
上

室
田
以
箆
粛
謬
、
詔
王
皐
之
輩
、
占
答
以
問
、
叉
遺
博
士
張
融
案
経
論

詰
、
融
登
召
集
、
分
別
推
慮
、
理
之
是
非
、
具
聖
護
論
、
王
粛
酬
封
、

疲
於
歳
時
、
則
知
繁
易
章
旬
、
其
難
回
会
」
。

〈
叩
山
)
『
玉
函
山
房
輯
侠
書
』
の
馬
園
翰
の
解
題
、
参
照
。
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〈

m
U
)

『
虚
記
』
檀
弓
上
、
「
・
・
:
曾
子
怒
日
、
商
、
女
何
無
罪
也
、
吾
輿

女
事
夫
子
於
沫
澗
之
関
、
退
而
老
於
西
河
之
上
、
使
西
河
之
民
疑
女
於

夫
子
、
爾
罪
一
也
:
:
:
L
。
『
論
語
』
子
張
、
「
叔
孫
武
叔
語
大
夫
於
朝

日
、
子
貢
賢
於
仲
尼
:
:
:
」
。

(

ω

)

原
文
、
「
ト
爾
疑
聖
、
納
諭
於
曾
輿
、
木
賜
近
賢
、
胎
峨
於
武
叔
、

自
此
之
後
、
唯
推
郷
公
、
王
終
日
、
世
穂
伊
洛
巳
東
、
准
漢
之
北
、
康

成
一
人
而
己
、
莫
不
宗
駕
、
成
云
先
儒
多
閥
、
伽
野
氏
道
備
、
祭
鱗
瑳

怪
、
因
求
其
察
、
得
向
書
注
、
退
而
恩
之
、
以
蜜
其
意
、
意
皆
鐙
'
突
、

所
疑
之
者
、
猶
未
喰
基
局
、
凡
有
商
品
位
、
列
於
其
集
」
。
「
回
世
」
と
「
康

成
」
の
四
字
、
『
新
唐
誓
』
な
ら
び
に
『
困
摩
紀
聞
』
各
二
の
原
註
に

引
用
が
あ
る
の
に
よ
っ
て
補
う
。
な
お
、
王
祭
に
関
す
る
こ
の
項
、
註

(
日
)
の
拙
稿
を
参
看
せ
ら
れ
た
い
。

(
況
〉
『
顔
氏
家
訓
』
勉
皐
篇
は
、
こ
の
僚
に
つ
づ
け
て
い
う
。
「
貌
牧
之

在
議
曹
、
輿
諸
博
士
議
宗
廟
事
、
引
嬢
漢
書
、
博
士
笑
日
、
未
聞
漢
書

得
詮
経
術
、
枚
便
念
怒
、
都
不
復
言
、
取
意
玄
成
停
、
郵
之
而
起
、
博

士
一
夜
共
披
等
之
、
逮
明
乃
来
、
謝
日
、
不
謂
玄
成
如
此
皐
也
」
。
ま

た
、
「
博
士
買
艦
、
書
券
三
紙
、
未
有
臓
字
」
と
い
う
鄭
の
諺
も
紹
介

す
る
。
か
く
、
そ
の
専
経
た
る
こ
と
を
も
っ
て
と
か
く
軽
蔑
の
封
象
と

な
る
の
が
博
士
で
あ
っ
た
。
『
北
斉
書
』
倉
一

O
上
黛
王
漁
俸
の
つ
ぎ

の
記
事
を
も
参
照
。

「
毎
謂
左
右
目
、
人
不
可
無
風
午
、
但
要
不
篤
博
士

耳
」。

(何叫)

原
文
、
「
又
王
制
刷
改
一
鄭
六
十
八
肱
師
、
張
融
畷
之
、
特
定
減
否
、
融
構

玄
注
泉
深
康
博
、
雨
漢
四
百
齢
年
、
来
有
偉
於
玄
者
、
然
二
郊
之
祭
、

保
天
之
紀
、
此
玄
誤
也
、
其
如
皇
天
租
所
白
出
之
-
帝
一
、
亦
玄
慮
之
失

也
、
及
限
度
四
押
捕
師
、
来
苑
差
達
、
後
代
言
之
、
思
弘
聖
一意
、
非
謂
揚
己

之
善
、
掩
人
之
名
也
、
何
者
、
君
子
用
心
、

願
関
其
過
、
故
仲
尼
目
、

過
也
人
皆
見
之
、
更
也
人
皆
仰
之
、
是
也
、
而
専
門
之
徒
、
恕
己
及

物
、
或
攻
先
師
之
誤
、
如
聞
父
母
之
名
、
終
謂
亡
者
之
徳
言
而
見
墜
於

重
嬢
也
L

。

(
お
)
詳
細
は
、
加
賀
栄
治
『
中
園
古
典
解
稗
史
|
貌
E

日
篇
|
』
(
勤
草
書

房
、
一
九
六
四
)
第
二
章
「
王
新
の
反
鄭
玄
的
解
稗
の
質
態

・
本
質
と

そ
の
後
の
方
向
L

、
参
照
。
ち
な
み
に
、
そ
の
後
、
北
朝
で
は
鄭
玄
の

設
を
採
用
し
、
南
朝
で
は
王
粛
の
設
を
採
用
し
た
こ
と
、
『
貌
害
』
傘

八
四
儒
林
李
業
興
俸
に
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
る
。
「
(
天
卒
)
四
年
(
五
一
一
一

七
〉
:
:
・
使
新
街
(
梁
武
脅
〉
、
街
散
騎
常
侍
朱
弄
間
業
輿
目
、
数
洛

中
委
粟
山
是
南
郊
邪
、
業
輿
目
、
委
粟
是
園
丘
、
非
南
郊
、
昇
日
、
北

関
郊
丘
異
所
、
是
用
節
義
、
我
此
中
用
主
義
、
業
奥
田
、
然
、
洛
京
郊

丘
之
露
専
用
鄭
解
・
・
・・・
・」
。

(
制
〉
『
躍
記
』
祭
法
疏
の
原
文
、
「
粛
叉
以
郊
興
国
丘
是
一
、
郊
即
図
丘
、

故
粛
難
制
御
云
、
案
易
、
一
帝
出
乎
震
、
震
、
東
方
、
生
高
物
之
初
、
故
王

者
制
之
初
、
以
木
徳
王
天
下
、
非
謂
木
精
之
所
生
、
五
帝
皆
資
喬
之
子

孫
、
各
改
鋭
代
郷
、
而
以
五
行
篤
次
正局
、
何
大
微
之
精
所
生
乎
」
。

(
お
)
『
奮
唐
書
』
職
官
志
二
の
集
賢
殿
書
院
の
僚
に
、
「
関
元
十
三
年
置
、

・
:
:
玄
宗
即
位
、
大
校
群
書
、
開
元
五
年
、
於
乾
元
殿
東
廊
下
篤
四
部

書
、
以
充
内
庫
、
置
校
定
官
四
人
、
七
年
、
駕
在
東
都
、
於
麗
正
殿
置

修
書
使
、
十
二
年
、
相
馬
在
東
都
、
十
三
年
、
輿
皐
土
張
設
等
宴
於
集
仙

殿
、
因
改
名
集
賢
、
改
修
書
使
震
集
賢
書
院
同
学
士
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

ま
た
「
皐
土
知
院
事
一
人
」
と
し
て
い
う
。

「
開
元
初
、
以
猪
元
量
馬

懐
素
元
行
沖
相
次
知
乾
一
冗
殿
篤
書
、
及
在
麗
正
、
乃
有
使
名
、
張
読
代

一冗
行
沖
、
改
院
策
集
賢
、
以
設
第
大
率
土
知
院
事
、
設
墾
議
大
字
、
詔
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許
之
、
自
是
毒
以
宰
相
一
人
知
院
事
」
。

(
お
)
『
儀
腫
』
喪
服
子
夏
停
、
「
禽
獣
知
母
、
而
不
知
父
」
お
よ
び
『
雄

記
』
一
一
一
年
間
、
「
子
生
三
年
、
然
後
菟
於
父
母
之
懐
、
夫
三
年
之
喪
、

天
下
之
逮
喪
也
」
を
ふ
ま
え
る
。

(
日
出
)
母
に
は
斉
衰
、
父
に
は
斬
衰
、

t

そ
れ
だ
け
で
す
で
に
等
差
は
つ
い
て

い
る
、
と
の
意
。

(
お
)
『
朱
子
語
類
』
巻
一
三
七
戦
闘
渓
唐
諸
子
、
「
家
語
雑
記
得
不
純
、

却
是
嘗
時
書
、
孔
叢
子
是
後
来
白
撲
出
」
。
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
二
僚
が
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あ
る
。
「
家
語
只
是
玉
粛
編
古
銭
雑
記

1

其
書
雄
多
庇
、
然
非
粛
所
作
、

孔
叢
子
乃
茶
所
注
之
人
偶
作
、
譲
英
首
幾
章
、
皆
法
左
停
句
、
己
疑
之
、

及
讃
其
後
序
、
乃
謂
渠
蛇
左
停
、
使
可
見
」
眠
「
孔
叢
手
都
晒
之
甚
、

理
統
無
足
取
、
-
而
詞
亦
不
足
欄
刷
、
有
一
庭
裁
其
君
日
必
然
云
云
(
按
、

論
勢
篇
μ
、
是
何
言
語
」
。
『
孔
叢
子
』
に
つ
い
て
は
、
註
(
幻
〉
の
加
賀

氏
著
書
第
五
章
「
「
向
書
孔
氏
俸
」
の
作
成
と
そ
の
解
緯
」
、
と
く
に
そ

の
六
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

〈
犯
)
本
俸
と
『
奮
唐
書
』
玄
宗
本
紀
。
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ON YUAN XINGCHONG 元行沖AND THE SHI YI m疑

YOSHIKAWA Tadao

　　

Yuan Xingchong 元行沖(653―729) was ａ Tang dynasty scholar during

the age of Xuan Zong 玄宗. He was an intimate friend of Liu Zhiji 劉知

幾, who authored the Ｓｈｉｔｏｎｇ史通.　One recognizes the mutual influence

of these two scholars on each other in their writings.　First this essay

considers the 耳/＆ぷαzz魏典，ａ chronological history of the northern Wei

dynasty authored by Yuan χingchong, and his commentary on the Ｘｉａｏｊｉｎｇ

孝経. While Yuan χingchong wrote a commentary which further amplified

the notes on the Ｌｅｉ　li類膿of Wei Zheng魏徴of the early Tang, which

in turn had been based on the text of the £fが澄記that was reorganized

by Sun Yan 孫炎in the Wei dynasty (220―264 A. DO, the imperial dynasty

did not use his text. To vent his resentment, Yuan χingchong wrote the

Ｓｈｉｙi憚疑. In the Ｓｈｉｙi,Yuan χingchong severely criticized “the

study of commentaries on words and phrases.”　By “the study of com-

mentaries on words and phrases,”Yuan χingchong indicated ａ perspective

like that taken by interpreters of the traditional classics, as represented by

works such as the Ｃｏｒｒｅｃｔlχｄｅａｎｉｎｇｓｏｆｔhe　Fiｖｅ　Ｃｌａｓｓicｓ.Incontrast to

that learning, Yuan χingchong selected several ｅχcellent portions out of

the various interpretations, and, following them, sought to establish his own

perspective on learning･

STONE INSCRIPTIONS AS HISTORICAL SOURCES FOR

　

THE PERIOD PRIOR TO LI TAN'S 李壇REBELLION

MORITA Kenji

　　

This essay investigates matters relating to Li Quan 李全and his sonﾀ

Li Tan李壇，ｒｕleｒsof the Shandong peninsula between 1210 and 1260, and

their rule of that peninsula. It uses as its main historicalsource materials
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