
四
十
歳
の
鄭
玄
は
、
馬
融
の
門
下
と
し
て
七
年
開
滞
在
し
て
い
た
都
洛
陽
を
去
っ
た
。
郷
里
山
東
に
諦
り
隠
退

し
て
い
た
四
十
五
歳
の
と
き
、
議
鋼
の
列
に
つ
ら
な
り
蟹
居
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
は
十
四
年
の
長
き
に
お
よ
ん
だ
が
、
こ
の
あ
い
だ
に

(

1

)
 

い
わ
ゆ
る
『
三
種
注
』
を
著
し
た
。
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鄭
一品4

~、

『
尚
書
注
』

と

『
向
書
大
停
』

|
|
周
公
居
揖
の
解
揮
を
め
ぐ
っ

て
i
|

閲

嶋

潤

九 八七六五四三 二一

鄭
玄
の
経
書
解
穫
と
『
向
書
大
俸
』

周
の
受
命
か
ら
周
公
の
掻
政
就
任
ま
で
の
解
穣

「孟
侯
」
解
樟
と
『
向
書
大
傍
』
の
居
鍾
年
譜

居
錨
三
年
の

「奄
を
践
す
」

聖
戦
と
し
て
の
東
征

周
公
の
太
卒
招
来

膿
築
制
作
と

「優
瀞
」

太
卒
招
来
の
瑞
鮮
と
腫
築
制
作

『
周
躍
注
』
の
解
稼
と
今
後
の
課
題

- 72-

鄭
玄
の
経
書
解
穣
と
『
向
書
大
惇
』

後
漢
の
桓
一帝
の
延
烹
九
年
、

鄭
玄
は
『
周
櫨
注
』

『
儀
櫨
注
』

『
瞳
記
注
』

『
周
曜
』
を
中
心
・

根
本
の
基
準
と
し
て
『

の
順
に



(

2

V

 

曜
』
相
互
を
緊
密
に
連
関
さ
せ
た
躍
瞳
系
が
、
そ
こ
に
は
組
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
経
書
解
律
事
を
種
事
と
よ
ぶ
の
は
、
こ
の
よ

う
な
『
三
躍
注
』
を
と
く
に
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。そ

の
躍
盟
系
は
周
公
に
な
る
周
の
太
卒
園
家
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鄭
玄
は
『
周
櫨
』

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て
レ
た
の
で
あ
る
。
周
公
は
年
若
い
成
王
の
た
め
に
揖
政
に
就
い
た
。
こ
の
居
揖
の
あ
い
だ
に
周
公
は
、
周
の
太
卒
を

た
だ
基
準
と
し
た
『
周
躍
』
に
注
目
す
る
と
、

招
来
し
え
た
。

か
く
て
居
揖
六
年
に
、

そ
の
太
卒
を
園
家
制
度
に
具
現
す
る
べ
く
『
周
檀
』
を
制
作
し
、
翌
七
年
の
致
政
|
|
政
権
返
還
の
際

に
そ
れ
を
成
王
に
授
け
た
、

と
。
鄭
玄
は
太
卒
招
来
と
『
周
嘩
』
制
作
と
に
相
聞
の
関
係
を
も
た
せ
、

『
周
種
』
そ
の
も
の
を
太
卒
園
家
と
認

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
鄭
玄
は
、

太
卒
招
来
・
『
周
躍
』
制
作
を
宇
宙
の
最
高
紳
た
る
美
天
上
一
帝
一
の
紳
意
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
。

か
れ
自
身
の
程
書
解
穣
の
設
計
圏
と
で
も
い
う
べ
き
『
六
襲
論
』
に
、
そ
れ
は
う
か
が
い
え
た
の
で
あ
る
。

「河
圃
」

「
洛

ふ

《

せ

お

「
太
卒
の
嘉
瑞
、
圃
書
の
出
ず
る
や
、
必
ず
亀
・
龍
こ
れ
を
衝
み
負

郷
里
に
蹄
っ
た
鄭
玄
が

最
初
に
著
し
た
、

書
」

|

|
「
圃
書
」

を
「
天
神
」
|
|
美
天
上
一
帝
の
答
示
と
解
し
て
、

ぅ
。
寅
一
帝
・
莞
・
舜
・
周
公
は
、
是
れ
其
の
正
な
り
」

(
詩
文
王
序
疏
引
)
と
い
う
く
だ
り
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の

- 73ー

で
あ
る
。

周
公
の
太
卒
招
来
は
田
夫
天
上
一
帝
一
の
紳
意
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

(

3

)

 

「
圃
書
」
を
か
た
ど
る
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
、
と
。

『
周
櫨
』

は
そ
う
い
う
太
卒
招
来
を
貫
現
し
え
た
周
公
が
う
け
た

龍

・
鳳
の
瑞
を
致
す
」

『
周
撞
注
』
の
序
に
い
う
「
周
公
、
之
れ
(
周
瑳
〉
を
定
む
れ
ば
、
隆
卒
(
太
卒
)
の

(

4

)

 

(
序
周
種
康
輿
引
)
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
明
示
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
周
櫨
』
解
穫
は

『
周
櫨
』
の
最
初
の
表
彰
者
た
る
劉
款
の
解
穫
と
、

『
六
塞
論
』
以
前
に
お
け
る
鄭
玄
自
身
の
緯
書
の

研
究
・
注
調
停
の
成
果
と
を
ふ
ま
え
て
い
た
。

あ

と

つ

ぶ

さ

c
c

劉
飲
の
解
羅
は
「
其
れ
(
周
種
)
周
公
の
太
卒
を
致
す
の
迩
に
し
て
、
迩
は
具
に
斯
(
周
躍
)
に
在
る
を
知
る
」

来
、
太
卒
招
来
の
あ
と
の
居
掻
六
年
の
周
公
の
事
業
と
さ
れ
て
い
た
躍
築
制
作
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
『
周
種
』
に
同
定
さ
れ
た
の
で

(
向
上
〉

で
あ
る
。
戟
園
以

701 

あ
る
。
鄭
玄
の
『
周
瞳
』
解
穫
は
、
こ
の
よ
う
な
解
緯
を
い
っ
そ
う
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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書
中
候
』

そ
し
て
太
卒
招
来
・
『
周
櫨
』
制
作
に
実
天
上
一
帝
一
の
神
意
を
か
か
わ
ら
せ
た
の
は
、
鄭
玄
が
注
を
ほ
ど
こ
し
た
緯
書
の
な
か
で
も
と
く
に
『
向

『
中
候
』
と
よ
ぶ
)
の
刺
激
を
う
け
て
い
た
と
い
え
る
。

の

く

だ

り

は

『

中
候
』
を
そ
っ
く
り
お
そ
う

(
以
下
、

支
」
長
」
の

『
六
謹
論
』

絞
述
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

つ
ぎ
に
『
中
候
』
の
所
読
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

『
中
侯
』
歴
代
の
聖
王
に
よ
る
太
卒
・
調
誕
・
受
命
を
鼎
誼
す
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
瑞
鮮
を
装
置
す
る
神
話
を
構
想
す
る
。
そ
う
し
た
瑞
鮮
の

〈

5
)

な
か
で
も
『
中
候
』
が
中
心
に
据
え
た
の
は
紳
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
瞥
示
で
あ
っ
た
。
い
ま
は
そ
の
太
卒
神
話
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
幸
先
(
賞
一
帝
を
含
む
〉

・
舜

・
周
公
の
そ
れ
に
は
回
天
天
上
一
帝
の
神
意
に
も
と
づ
く
太
卒
招
来
、
太
卒
招
来
の
う
ち
に
額
現
す
る
神
使
の
龍

・

亀
に
よ
っ
て
俸
達
さ
れ
る
「
聞
書
」
が
つ
づ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
園
書
」
を
か
た
ど
る
太
卒
園
家
と
い
え
る
神
聖
園
家
の
構
想
も
示
さ

(
6〉

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
太
卒
神
話
の
な
か
で
、
周
公
は
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
周
公
は
聖
人
で
あ
っ
た
が
、
王
者
で
は
な

し
た
が

か
く
て
そ
の
太
卒
紳
話
に
「
順
っ
て

か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
中
候
』
は
周
公
を
王
者
の
位
に
の
ぼ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

併
を
臨
む」

(
詩
周
頒
譜
疏
引
)
を
く
わ
え
る
。
田
夫
天
上
一
帝
の
神
意
に
し
た
が
う
と
い
う
践
酢
1
|

|
師
位
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
中
候
』
の

ー- 74ー

意
固
は
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ほ
か
の
聖
王
た
ち
と
お
な
じ
く
太
卒
招
来
を
質
現
し
え
、
周
公
の
制
作
に
な
る
瞳
楽
は
太
卒
園

家
と
な
り
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
『
中
候
』
は
、

周
公
の
癒
政
就
任
も
示
す
。
そ
れ
は
成
王
へ
の
致
政
を
合
理
化
す
る
た
め
で

(
7
)
 

『
中
候
』
は
周
公
の
執
政
を
居
掻
に
し
て
践
砕
|

|
居
掻
践
俳
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
る
。さ

て
霊
一
帝
の
中
卒
元
年
、
議
禁
は
解
か
れ
、

五
十
八
歳
の
鄭
玄
は
赦
売
を
う
け
た
。
と
き
に
太
卒
道
の
信
者
た
ち
に
よ
る
責
巾
の
飽
が
お
こ

り
、
天
下
は
騒
然
と
し
て
い
た
。
鄭
玄
は
門
下
に
数
え
る
と
と
も
に
、
主
な
鰹
書
に
注
を
ほ
ど
こ
し
て
い
く
。
最
初
に
と
り
あ
げ
た
の
は
『
向

(
8
)
 

書
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。

『
三
躍
注
』
の
あ
と
鄭
玄
に
も
と
め
ら
れ
た
解
稗
は
、
太
卒
招
来

・
『
周
躍
』
制
作
を
寅
現
し
う
る
目
天
天
上
一
帝
の
紳
意
を
周
公
に
装
置
し
て
、

七
年
聞
の
居
描
に
お
け
る
事
業
の
な
か
に
雨
者
の
関
係
を
具
瞳
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
成
王
に
代
わ
る
周
公
の
執
政
を
美
天
上
一
帯
一
の
神
意
に

か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
が

ま
ず
前
者
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
鄭
玄
は
『
中
候
』
の
践
酢
に
つ
い
て
の
所
設
に
注
目
し
た
は
ず
で
あ



る
。
た
だ
鄭
玄
は
周
公
の
執
政
を
践
砕
主
解
し
え
な
か
っ
た
。
と
く
に
後
漢
に
お
い
て
は
そ
の
執
政
は
単
な
る
居
揖
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
こ

(
9〉

の
よ
う
な
解
揮
の
統
制
を
鄭
玄
も
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
鄭
玄
は
、
周
公
の
揖
政
へ
の
就
任
に
美
天
上
一
帝
の
神
意
を
か
か
わ
ら
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
鄭
玄
は
つ
ぎ
に
、
周
公
の
事
業
を
解
揮
し
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
居
掻
の
期
間
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
の
で
は
、
鄭
玄
の
解
揮
は
成

立
し
な
か
っ
た
。
周
公
の
居
携
は
周
の
受
命
1

1
文
王
・
武
王
の
受
命
、
文
王
・
武
王
の
崩
御
と
連
績
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
さ
か

の
ぼ
っ
た
解
樺
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
鄭
玄
の
意
園
す
る
解
樟
は
、

『
向
書
』
に
よ
っ
て
こ
そ
展
開
し
え
た
の
で
あ
る
。

『
尚
書
』
に
は
周
の
受
命
・
二
王
の
崩
御

を
め
ぐ
る
経
文
、
そ
し
て
周
公
の
摂
政
就
任
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
、
居
掘
に
お
け
る
周
公
の
事
業
を
説
く
経
文
が
つ
づ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る『
書
俸
』
と
よ
ぶ
〉
を
十
分
に
検
討
し
、

た
だ
鄭
玄
は
『
向
書
注
』
の
ま
え
に
『
向
書
大
傍
注
』
を
著
し
て
い
た
。
自
ら
の
解
樟
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、

『
山
間
書
注
』
に
そ
の
所
設
を
援
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
書
俸
』
が
所
援
資
料
と
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
る
ま
え
に
、 (

叩

〉

『
向
書
大
俸
』
(
以
下
、

一首ー

で
は
な
ぜ
鄭
玄
の
解
緯
に
お
い
て
、

司
中
候
』

『
向
書
』

「
書
俸
』
の
成
書
に
劃
す
る
鄭
玄
の
見
解
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
中
候
』
は
ほ
か
の
緯
書
と
お
な
じ
く
雨
漢
の
際
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
鄭
玄
は
『
中
候
』
を

『
向
書
』
と
と
も
に
孔
子
の
剛
定
と
認
め
る
。
孔
子
は
同
一
の
原
援
か
ら
内
容
に
よ
っ
て
、
聖
王
の
言
行
を
中
心
に
つ
づ
る
『
向
書
』
と
、
聖

(

江

)

王
に
顛
現
し
た
瑞
群
を
専
ら
説
く
『
中
候
』
と
を
剛
定
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
経
書
解
穣
に
お
い
て
『
中
候
』
が
い
か
に
重
要
な

『
六
事
論
』

に
お
い
て
、

位
置
を
占
め
て
い
た
か
は
、

こ
の
一
黙
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

『
書
俸
』

い
ま
か
い
つ
ま
む
と
、
鄭
玄
の
見
解
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

の
成
書
に
つ
い
て
の
見
解
は
、

『
書
停
注
』
を
著
す
際

『
室
宙
博
』
は
秦
の
博

に
、
そ
れ
に
附
し
た
と
思
わ
れ
る
序
に
う
か
が
い
う
る
。

703 

士
で
あ
っ
た
伏
生
の
自
著
で
は
な
い
。

前
漢
の
文
帯
の
こ
ろ
、

伏
生
に
師
事
し
た
張
生
・
欧
陽
生
の
撰
述
に
よ
る

『
向
書
』

の
解
揮
書
で
あ
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(

ロ

)

る
、
と
。
嘗
面
の
問
題
は
、
以
上
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
『
中
候
』

ま
ず
『
中
候
』
が
と
っ
た
、
美
天
上
一帝
の
神
一一
意
を
か
か
わ
ら
せ
る
周
公
の
居
掻
践
砕
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
と
も
に
孔
子
の
制
定
に
な
る

そ
の
所
説
は
『
向
書
』
の
周
公
の
執
政
を
め
ぐ
る
経
文
の
背
後
に
も
あ
っ
た
と
郷
玄
は

『向
書
』

の
闘
係
か
ら
す
る
と
、

認
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
じ
つ
は
『
向
書
』
に
は
、
居
掻
で
は
な
く
践
枠
と
解
し
う
る
経
文
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

『
書
俸
』
の

つ
ぎ
の
よ
う
な
絞
速
に
注
目
す
る
の

で
あ
る
。

一帝
、
周
公
に
砕
を
践
む
を
命
ず
れ
ば
、
朱
草
暢
茂
す
ο

(
太
卒
御
覚
巻
八
七
三
引
)

『
書
侮
』
は
周
公
の
執
政
を
践
砕
と
し
、

そ
れ
へ
の
就
任
を
上
一
一
帝
の
命
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
中
候
』
の
示
す
践
酔
と
基
本
的
に
は

お
な
じ
で
あ
る
。

し
か
も
『
書
侍
』
は
そ
の
就
任
に
劃
す
る
瑞
祥
も
願
現
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
践
詐
が
『
書
俸
』
に
お
い
て

も
周
公
の
太
卒
招
来

・
瞳
築
制
作
を
可
能
に
す
る
資
格
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
『
書
停
』
は
、

周
公
の
掻
政
も
認
め
る
。
こ
れ
も
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ま
た
『
中
候
』
と
お
な
じ
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
『
向
書
』

の
経
文
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、

七
年
聞
の
居
掻
に
お
け
る
周
公
自
身
の
事
業
を
説

き
、
そ
れ
を
太
卒
招
来

・
櫨
築
制
作
の
経
緯
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
『
書
俸
』
は
瑞
鮮
を
装
置
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
張
生
・
肱
陽
生
に
な
る

『
書
俸
』

の
所
説
は
、

鄭
玄
に
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

『
書
俸
』
は
『
向

室
田
』

『
中
候
』
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
闘
係
を
ふ
ま
え
て

『
中
候
』
の
所
設
に
し
た
が
い
、
周
公
の
執
政
を
め
ぐ
る
『
向
書
』
の
経
文
を
解
樟

し
て
い
る
、
と
。
鄭
玄
は
自
ら
が
意
園
す
る
『
向
書
』
解
穫
の
あ
り
方
を
、

で
は
鄭
玄
は
、

『
書
惇
』
の
所
説
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

『
書
俸
』
の
そ
れ
を
『
尚
書
注
』
に
ど
の
よ
う
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
具
瞳
的
に
考
察
す
る
の
が
、
小

稿
の
目
的
で
あ
る
。

周
の
受
命
か
ら
周
公
の
描
政
就
任
ま
で
の
解
稗

」
の
節
に
お
い
て
は

『
向
書
注
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、

周
の
受
命
|

|
文
王

・
武
王
の
受
命
か
ら
周
公
の
撮
政
就
任
に
い
た
る
ま
で
の



鄭
玄
の
解
四
揮
を
と
り
あ
げ
る
。
た
だ
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、

つ
ぎ
の
二
黙
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
黙
は
文
王
・
武
王
の
年
齢
で
あ
る
。

『
大
戴
瞳
記
』

「
文
王
世
子
」
に
「
文
王
は
十
三
に
し
て
伯
邑
考
を
生
み
、
十
五
に
し
て
武
王
を

生
む
」

(
詩
幽
譜
疏
引
〉
と
あ
り
、

『
躍
記
』

「
文
王
世
子
」
に

「
文
王
は
九
十
七
に
し
て
乃
ち
終
り
、

武
王
は
九
十
三
に
し
て
終
る
」
と
あ

る

女
王
は
九
十
七
歳
で
崩
御
し
た
。

」
の
と
き
武
王
は
八
十
三
歳
に
あ
た
り
、

そ
の
崩
御
は
九
十
三
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

文

王
・
武
王
の
受
命
・
崩
御
を
解
稗
す
る
際
、
だ
れ
も
が
こ
う
し
た
年
齢
設
定
を
前
提
と
し
て
お
り
、
鄭
玄
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
離
は
劉
散
『
世
経
』
が
示
し
て
い
た
武
主
の
肘
諒
伐
|
|
克
肢
を
め
ぐ
る
解
樟
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
か
い
つ
ま
み
う

る。
「
三
統
暦
」
の
上
元
の
と
き
か
ら
克
殿
の
年
ま
で
は
十
四
高
二
千
百
九
年
で
あ
る
。
木
星
は
そ
の
年
、

の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
『
向
書
』
に
克
般
の
記
事
を
確
認
で
き
る
。

「
洪
範
」
序
に
い
う
「
武
王
般
に
勝
ち
、

ひ
き

て
、
箕
子
を
以
い
て
開
る
」
と
、
「
洪
範
」
の
経
文
に
あ
る
「
惟
れ
十
有
三
間
、
王
、
箕
子
を
訪
う
」
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
十
三
年
に
射
を

伐
っ
て
箕
子
を
つ
れ
て
開
園
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
克
肢
の
年
は
文
王
が
受
命
し
て
か
ら
十
三
年
め
、
す
な
わ
ち
受
命
十
三
年
に
あ
た

鶏
火
の
衣
の
な
か
の
張
宿
十
三
度

受
(
約
〉
を
殺
し
、
武
庚
を
立
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る
。
さ
ら
に
「
太
誓
」
序
に
は
「
惟
れ
十
有
一
年
、
武
王
、
約
を
伐
た
ん
と
す
」
と
あ
れ
ば
、
武
王
に
よ
る
孟
津
観
兵
の
と
き
は
受
命
十
一
年

と
い
え
る
。
文
王
の
崩
御
か
ら
ま
る
二
年
の
三
周
忌
の
大
群
の
う
ち
に
孟
津
観
兵
は
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
溺
御
の
と
き
は

(

日

)

受
命
九
年
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ハ
U
)

こ
う
し
た
解
樟
は
班
固
・
買
遼
・
馬
融
・
王
粛
な
ど
が
し
た
が
っ
た
よ
う
に
、
後
漢
・
貌
の
大
方
の
支
持
を
う
け
て
い
た
定
説
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
鄭
玄
は
受
命
十
一
年
|
|
孟
津
観
兵
、
十
三
年
|
|
克
般
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
と

っ
た
。
そ
れ
ら
の
年
は
『
向
書
』
の
鰹

文
に
明
示
さ
れ
て
レ
る
と
い
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
文
王
の
崩
御
の
年
は
し
り
ぞ
け
た
。
鄭
玄
が
設
定
す
る
文
王
の
受
命
元
年
か
ら
敷
え

705 

る
と
、

そ
れ
は
受
命
九
年
に
は
あ
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
向
書
注
』
の
解
簿
を
具
瞳
的
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

，
ま
ず
劉
飲
も
と
り
あ
げ
た
「
太
誓
」
序
に
劃
す
る
、

わ
れ
わ
れ
は
か
く
て
、

十
有
一
年
は
、
文
王
の
受
命
に
本
づ
き
て
之
れ
を
数
う
れ
ば
、
是
の
年
、
戊
午
蔀
に
入
る
こ
と
四
十
歳
。

(
詩
文
王
序
疏
引
)

と
い
う
注
に
注
目
し
よ
う
。
確
か
に
孟
津
観
兵
を
受
命
十
一
年
と
認
め
て
は
い
る
が
、

そ
の
年
を
戊
午
蔀
四
十
年
に
相
嘗
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
鄭
玄
の
解
稗
の
濁
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

つ
ぎ
の
二
貼
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

』

Lh

、。

チ
ん
し第

一
貼
は
戊
午
蔀
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
劉
散
「
三
統
暦
」
の
車
位
の
蔀
の
一
つ
で
あ
る
。
七
十
六
年
を
一
蔀
と
す
る
。

二
十
蔀
を
一
紀
と
し
、
そ
れ
は
甲
子
蔀
に
は
じ
ま
り
乙
酉
蔀
に
お
わ
る
。
戊
午
蔀
は
一
紀
の
第
七
蔀
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
戊
午
蔀
に
文
王
の
受
命
の
年
を
設
定
し
て
い
た
の
は
緯
書
の
な
か
の
『
易
緯
乾
撃
度
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
二
黙
で
あ
る
。

西
伯
を
以
て
受
命
す
る
は
、
戊
午
蔀
に
入
る
こ
と
二
十
九
年
」
と
あ
り
、
文
王
の
受
命
は
戊
午
蔀
二
十
九
年
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
こ
う
し
た
『
易
緯
乾
撃
度
』
に
注
を
ほ
ど
こ
す
と
と
も
に
、

さ
ら
に
ほ
か
の
緯
書
に
文
王
の
受
命
の
年
へ
の
言
及
が
あ
っ

ハ
日
)

そ
の
年
を
戊
午
蔀
二
十
九
年
と
指
摘
す
る
注
を
く
わ
え
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

-78一

そ
こ
に
は
「
昌
、

た
と
き
、

「
太
誓
」
序
の
注
も
戊
午
蔀
の
な
か
に
文
王
の
受
命
の
年
を
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
戊
午
蔀
四
十
年
は
受
命
後
十
二
年
と
な
り
、
孟
津
観
兵
の
十
一
年
と
は
あ
わ
な
い
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
こ
の
祖
師ふ

く

『
中
候
』
が
示
し
て
い
た
文
王
の
受
命
の
年
に
も
と
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
「
季
秋
の
月
甲
子
、
赤
雀
、
丹
書
を
街

そ
の
年
は
二
十
九
年
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

の
理
由
を
、

み
、
豊
に
入
り
、
昌
の
戸
に
止
ま
れ
ば
、
再
奔
稽
首
し
て
受
く
」

(
詩
文
王
序
疏
等
引
)
と
あ
り
、
神
使
の
赤
雀
が
含
ん
で
き
た
、
太
微
五
帝
の

な
か
の
蒼
一
帝
霊
威
仰
の
啓
示
を
し
る
す
「
丹
書
」
を
う
け
受
命
し
た
と
き
は
、

で
あ
る
。
改
元
は
受
命
の
年
で
は
な
く
、
翌
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
こ
れ
に
注
目
し
た
。

-受
命
の

牛
は
戊
午
蔀
二
十
九
年
で
あ
る
が
、
受
命
元
年
は
三
十
年
で
あ
る
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
四
十
年
は
確
か
に
、
受
命
十
一
年
に
あ
た
る

一
年
も
お
わ
り
に
せ
ま
っ
た
季
秋
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
の



(

日

)

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
『
中
候
』
の
受
命
紳
話
も
経
書
解
揮
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ha
お

一
篇
の
結
尾
に
あ
る
「
惟
れ
周
公
誕
い
に
文
・
武
の
受
命
を
保
つ
こ
と
、

つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
鄭
玄
の
解
穫
は
、

年
」
に
劃
す
る
注
で
あ
る

Q

そ
れ
に
は
補
完
し
あ
う
こ
つ
の
侠
文
が
の
こ
っ
て
い
る
。

「
洛
詰
」

惟
れ
七

O
文
王
、
赤
雀
を
得
、
武
王
、
備
し
て
白
魚
を
取
り
し
よ
り
、
み
な
七
年
。

O
文
・
武
受
命
し
、
七
年
に
し
て
崩
ず
れ
ば
、
周
公
敢
え
て
其
の
数
を
過
ぎ
ざ
る
な
り
。

が
、
そ
れ
ら
で
あ
る
。
経
文
の
「
七
年
」
を
「
洛
詰
」
制
作
の
年
と
認
め
、
周
公
の
居
掻
七
年
設
の
根
擦
と
す
る
こ
と
は
、
衆
説
等
し
く
し
、

鄭
玄
も
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
鄭
玄
は
さ
ら
に
、
文
王
・
武
王
の
受
命
と
崩
御
と
の
あ
い
だ
に
「
七
年
」
と
い
う
年
数
を
設
定
し
、
そ
れ
を
居

(
詩
文
王
序
疏
引
)

(
周
躍
天
官
序
官
疏
引
)

揖
七
年
読
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

こ
れ
を
設
現
し
よ
う
。

ま
ず
文
王
の
「
七
年
」
は
さ
き
の
孟
津
観
兵
の
十
一
年
と
お
な
じ
く
、

年
を
起
貼
と
す
る
年
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
王
は
受
命
七
年
、
戊
午
蔀
三
十
六
年
に
崩
御
し
た
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
文
王

は
九
十
七
歳
、
武
王
は
八
十
三
歳
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
武
王
の
「
七
年
」
は
、

「
赤
雀
を
得
」
た
受
命
の
年
で
は
な
く
、
戊
午
蔀
三
十
年
の
受
命
元

「
武
玉
、
備
し
て
白
魚
を
取
る
」
か
ら
敷
え
る
。
鄭
玄
は

指
ど

『
中
候
』
に
い
う

「
孟
津
を
渡
ら
ん
と
す
。
中
流
に
し
て
、
白
魚
躍
り
て
王
の
舟
に
入
る
。
王
、
僻
し
て
魚
を

し
た
が

取
る
。
魚
長
さ
三
尺
、
赤
女
に
し
て
字
有
り
。
:
:
・
日
く
、
姫
護
(
武
王
)
、
昌
に
遵
え
、
と
」
(
開
元
占
経
巻
一
一
一

O
等
引
)
に
も
と

e

つ
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
受
命
十
一
年
、
孟
津
観
兵
の
と
き
、
武
王
は
天
啓
惇
達
者
の
白
魚
に
よ
っ
て
受
命
し
た
の
で
あ
る
が
、
蒼
一帝
霊
威
仰

の
魯
示
に
「
姫
襲
、
昌
に
遵
え
」
と
あ
る
よ
う
に
改
元
を
必
要
と
し
な
い
再
受
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
戊
午
蔀
四
十
年
の
受
命
十
一

年
を
起
貼
と
す
れ
ば
、
武
王
の
「
七
年
」
は
、
戊
午
蔀
四
十
六
年
の
受
命
十
七
年
に
あ
た
る
。
こ
の
と
き
確
か
に
武
王
は
九
十
三
歳
と
い
え
る

文
王
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
く

の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
以
上
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
文
王
・
武
王
の
受
命
・
再
受
命
か
ら
崩
御
ま
で
の
「
七
年
」
に
よ
っ
て
、
文
王
の
崩
御
を
受
命
九

年
と
す
る
定
設
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
文
王
と
の
年
齢
関
係
か
ら
す
る
と
、
武
王
の
崩
御
の
年
の
定
設
は
受
命
十
九
年
で
あ

っ

-79 -
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(

幻

)

た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
鄭
玄
が
「
七
年
」
と
い
う
年
数
を
設
定
し
た
根
擦
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。

文
王
の
崩
御
を
受
命
七
年
と
認
め
る
先
行
文
献
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
『
書
俸
』
で
あ
る
。

文
玉
、
受
命
一
年
、
虞
・
丙
の
訟
を
断
じ
、
二
年
、
刊
を
伐
ち
、
三
年
、
密
須
を
伐
ち
、
四
年
、
犬
夷
を
伐
ち
、

(
詩
文
王
序
疏
等
引
)

五
年
、
香
を
伐
ち
、
六

年
、
山
由
討
を
伐
ち
、

七
年
に
し
て
崩
ず
c

と
、
そ
れ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
こ
に
示
さ
れ
る
文
王
の
事
業
を
、
鄭
玄
は
『
向
書
注
』
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ハ
叩
凶
〉

繋
」
序
の
注
に
う
か
が
い
う
る
そ
れ
を
、

「
西
伯
猷

か
ら
四
年
の
あ
い
だ
に
邪
・
密
須
・
犬
夷
を
そ
れ
ぞ
れ
伐
っ
た
。

が
、
翌
五
年
、
散
宜
生
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
四
友
」
の
童
策
に
よ
っ
て
文
王
は
稗
放
さ
れ
る
。

い
ま
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
受
命
元
年
に
虞
・
丙
の
訴
訟
を
調
停
し
、
二
年

こ
れ
を
み
た
約
は
そ
の
勢
力
の
抜
大
を
恐
れ
、

文
王
を
麦
里
に
拘
束
す
る

す
ぐ
さ
ま
文
王
は
者
(
察
)
を
伐
ち
、
翌
年
の
六

年
に
は
崇
侯
虎
を
伐
っ
た

と

『
毛
詩
』

「
周
頚
・
維
清
」
筆
に
お
い
て
鄭
玄
が
い
う
「
文
王
受
命
し
、

七
年
に
し
て
五
伐
す
る
な
り
」
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こ
の
よ
う
な
文
王
の
事
業
と
、

受
命
七
年
の
そ
の
崩
御
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
洛
詰
」
注
に
い
う
文
王
の
崩
御
の
年
は
、

『
書
停
』
の
所
設
に
し
た
が
っ
て
い
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
射
し
て
武
王
の
崩
御
の
年
を
再
受
命
後
の
七
年
と
す
る
明
文
は
な
く
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
解
樺
す
る
先
儒
も
い
な
か
っ
た
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
鄭
玄
は
、
武
王
に
も
「
七
年
」
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、

『
書
俸
』
に
は
周
公
の
七
年
聞
の
居
掻
年
譜

が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
年
に
お
こ
な
っ
た
周
公
の
事
業
が
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
は
、

さ
き
の
文
主
の
事
業
の
列
奉

と
ま
さ
に
針
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
書
博
』
の
絞
速
に
も
と
づ
く
と
、
武
王
の
ば
あ
い
も
例
外
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
そ
の

執
政
は
七
年
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
鄭
玄
は
推
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
周
公
が
居
揖
を
七
年
聞
に
限
っ
た
の
は
文
王
・
武
王
の

先
例
に
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
「
洛
詰
」
注
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

鄭
玄
は
畢
寛
、
こ
の
よ
う
な
「
洛
詰
」
注
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
稗
を
主
張
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
周
公
の
揖
政
就
任
は
文
王
・
武

王
の
受
命
・
再
受
命
と
匹
敵
し
、

そ
の
七
年
聞
の
居
携
も
文
王
・
武
王
の
執
政
に
等
し
く
す
る
行
震
で
あ
る
、
と
。
揖
政
就
任
に
美
天
上
一
帝
の



紳
意
を
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
が
、
鄭
玄
に
い
よ
い
よ
も
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
解
揮
は
、
居
揮
を
め
ぐ
る
鄭
玄
の
解
調
停
の
な
か
で
言
及
し
う
る
。

い
ま
は
武
王
の
崩
御
か
ら
周
公
の
揖
政
就
任
ま
で
の
経
緯
に
ふ

(

四

)

「
金
膝
」
注
に
展
開
さ
れ
て
い
る
そ
れ
は
、
あ
ら
ま
し
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
漢

・
貌
の
大
方
の
所
設
と
し
て
は
、
武
王
崩
御
の
翌
年
、

周
公
は
年
若
い
成
王
の
揖
政
に
就
い
た
と
さ
れ
る
が
、
鄭
玄
は
武
王
の
た
め
の

管
察
と
略
す
〉
の
流
言
は
、

京
師
か
ら
東
都
に
居
を
う
っ
す
こ
と
が
徐
儀
な
く
さ
れ
る
。
鄭
玄
は
後
漢
・
貌
に
お
い
て
だ
れ
も
と
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
三
年
に
お
よ
ぶ
周

そ
の
よ
う
な
周
公
に
纂
位
の
野
心
あ
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
周
公
は
、

警そ
ロI ~ 

ZL て
IR 管
三叔た

成察
王 叔
を
避-Q
け予
て、

三
年
の
喪
期
を
設
定
す
る
。
そ
れ
が
あ
け
た
と
き
、

周
公
は
掻
政
に
就
こ
う
と
し
た
、

と
解
す
る
の
で
あ
る
。

公
の
避
居
を
「
金
際
」
解
穣
に
装
置
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
解
穫
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
掻
政
就
任
に
つ
な
が
り
、
管
奈
ら
を
諒
伐
す
る
東

征
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

に
成
王
は
「
金
擦
の
室
百
」
を
ひ
ら
く
。
受
命
十
五
年
の
武
王
の
不
珠
に
際
し
て
の
周
公
の
穆
ト
の
書
を
、

そ
こ
に
護
見
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
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避
居
の
二
年
め
、

周
公
の
属
議
は
無
賓
の
罪
で
成
王
に
逮
捕
さ
れ
る
。
避
居
の
三
年
め
、
天
は
疾
風
雷
電
の
異
饗
を
く
だ
す
。
こ
れ
を
契
機

て
疑
惑
の
念
を
解
い
た
成
王
は
、
周
公
を
京
師
に
迎
え
る
。
こ
う
し
て
掻
政
に
就
い
た
周
公
は
、

め
は
居
婿
一
年
で
あ
る
と
と
も
に
、
三
年
に
お
よ
ぶ
東
征
開
始
の
年
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ま
ま
東
征
を
奉
行
す
る
。
避
居
の
三
年

「
孟
侯
」
解
樟
と
『
向
室
田
大
停
』
の
居
掻
年
譜

つ
ぎ
は
周
公
の
居
掻
を
め
ぐ
る
鄭
玄
の
解
穫
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
『
向
書
注
』
の
な
か
で
唯

『
書
俸
』
を
明
示
す
る
「
金
際
」
注
の
く
だ
り
で
あ
る
。

居
撮
四
年
、

康
叔
を
封
ず
る
に
、

康
詰
を
作
る
。
是
れ
成
王
十
八
な
り
。

故
に
書
俸
に
云
う
、

「
天
子
の
太
子
は、

十
八
を
孟
侯
と
稽

709 

す
」
と
。

(
躍
記
文
王
世
子
疏
引
〉



か
の
「
孟
侯
」
を
と
く
に
解
穫
し
て

し
た
却

「
康
詰
」
の
「
王
若
い
て
日
く
、
孟
侯
よ
」
以
下
の
経
文
を
諸
侯
に
告
げ
る
周
公
の
こ
と
ば
と
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
な

一
篇
は
、
居
掻
四
年
に
周
公
が
衛
に
康
叔
を
封
ず
る
際
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。

「康
詰
」
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が
、
そ
れ
で
あ
る
。

つ
く
っ
た
詰
告
で
あ
る
。
こ
の
と
き
成
王
は
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

(

初

)

た
、
と
。

だ
か
ら
『
書
俸
』

に
あ
る
と
お
り
、

周
公
は
成
王
を

「
孟
侯
」
と
よ
び
え

鄭
玄
は
『
書
俸
』
の
所
設
に
し
た
が
っ
て

「
孟
侯
」
を
十
八
歳
の
成
王
に
劃
す
る
呼
稿
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

な
ぜ

「
康
詰
」
制

作
が
居
掻
四
年
と
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
な
に
も
説
明
し
て
い
な
い
。
じ
つ
は
『
書
俸
』
の
所
説
そ
の
も
の
が
そ
の
制
作
の
年
を
示
唆
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
再
度
そ
れ
に
注
目
し
よ
う
。

「
王
の
太
子
は
十
八
を
孟
侯
と
稿
す
」

が
『
尚
書
』
の

「
俸
」
と
い
う
『
書
惇
』
の
銃
述
で
あ
り

「
康
詰
」
の
「
孟
侯
」
に
劃
す
る
解
様
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
所
設
は
「
康
詰
」
制
作
を
成
王
十
八
歳
の
と
き

え
る
の
は

街
を
建
つ
」

は
「
康
詰
」
制
作
を
居
掻
四
年
に
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
認
め
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
書
惇
』
に
は
、
さ
き
に
す
こ
し
ふ
れ
た
周
公
の
居
揚
年
譜
が
あ
り
、
そ
こ
に

「四
年
、
侯

「
侯
衡
を
建
つ
」
と
は、

(
惰
書
李
徳
賢
俸
等
引
)
と
あ
る
。

康
叔
に
衡
の
園
を
建
て
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
『
書
俸
』
に
お
い
て
は
…
居
掻
四
年

・
成
王
十
八
歳
・
「
康
詰
」
制
作

鄭
玄
の
「
孟
侯
」
解
揮
は
、
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『書
俸
』

の
う
ち

い
ず
れ
か
一
黙
を
あ
げ
て
も
ほ
か
の
二
貼
は
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
書

惇
』
の
所
設
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

周
公
、
政
を
癒
す
c

『
書
惇
』
の
周
公
の
居
掻
年
譜
の
全
文
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か

一
年
、
凱
を
救
わ
ん
と
し
、
二
年
、
肢
に
克
ち
、
三
年
、
奄
を
践
し、

四
年
、

侯
衡
を
建
て
、

五
年
、

成
周
を
営

こ
こ
で
、

じ
、
六
年
、
躍
を
制
し
繁
を
作
り
、
七
年
、
政
を
成
王
に
致
す
。

鄭
玄
は
六
年
の

「躍
を
制
し
祭
を
作
る
」
を
『
周
櫨
』
制
作
に
特
定
し
て
、 (

向
上
)四

年
の
「
侯
衛
を
建
つ

」
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
年
譜
の
す
べ
て

を
居
揺
を
め
ぐ
る
解
穣
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
「
孟
侯
」
解
穣
の
よ
う
に
、

『
書
俸
』
を
明
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ



れ
は
以
下
、
そ
う
し
た
鄭
玄
の
解
簿
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
居
掻
三
年
の
周
公
の
事
業
に
か
か
わ
る
鄭
玄
の
解
穫
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

『
書
俸
』
の
居
揖
年
譜
と
の
関
係
は
、
そ
こ
か
ら
あ
ぶ

り
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。

四

居
撞
三
年
の
「
奄
を
践
す
」

「
成
王
政
」
序
の
「
成
王
、
東
の
か
た
准
夷
を
伐
ち
、
遂
に
奄
を
践
す
。
成
王
政
を
作
る
」
に
劃
す
る
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
注
か
ら
と
り
あ
げ

ト

ι
Aノ
。

此
の
准
夷
を
伐
つ
と
奄
を
践
す
と
は
、
是
れ
猿
政
三
年
に
し
て
、
管
察
を
伐
ち
し
時
の
事
な
り
。

准
夷
征
伐
・
奄
撒
滅
は
居
揖
三
年
に
お
こ
な
わ
れ
、
と
も
に
「
管
察
を
伐
ち
し
時
の
事
」
|
|
東
征
に
属
す
る
戦
役
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
鄭
玄
は
居
掻
三
年
の
二
つ
の
戦
役
を
以
て
東
征
の
終
了
と
認
め
た
の
で
あ
る
。

(
向
書
本
序
疏
引
)

さ
ら
に
「
成
王
政
」
序
の
注
に
は
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九
そ
此
の
諸
々
の
薮
園
を
伐
つ
は
、

み
な
周
公
之
れ
を
謀
る
。

(
詩
破
斧
疏
引
〉

と
あ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
二
つ
の
戟
役
は
、
周
公
自
身
の
意
志
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
「
成
王
政
」
序
に
つ
づ
く
「
成
王
既
に
奄
を
践
し
、
終
に
其
の
君
を
蒲
姑
に
蓬
さ
ん
と
す
。
周
公
、
召
公
に
告
ぐ
。
持
蒲
姑
を
作

る
。
成
王
、
奄
よ
り
開
り
、
宗
周
に
在
り
て
、
庶
邦
に
詰
ぐ
。
多
方
を
作
る
」
と
い
う
「
賂
蒲
姑
」

「
多
方
」
序
は
二
つ
の
戦
役
の
な
か
で
も

は
た
し
て
「
多
方
」
の
経
文
の
「
惟
れ
五
月
丁
亥
、
玉
、
奄
よ
り

奄
酷
加
減
を
東
征
の
最
終
戦
と
す
る
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

来
た
り
、
宗
周
に
至
る
」
に
劃
し
て
鄭
玄
は
、

か

た

わ

ら

そ

む

奄
圏
は
准
夷
の
傍
に
在
り
e

周
公
の
居
援
の
時
ま
た
飯
け
ば
、

王
は
周
公
と
之
れ
を
征
す
。
三
年
に
之
れ
を
滅
ぼ
せ
ば
、
此
れ
よ
り
し
て

711 

来
蹄
す
。

(
誌
荷
風
譜
疏
引
)
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と
注
し
て
、
奄
激
減
を
そ
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ

一
方
で
鄭
玄
は
、

自
ら
の
解
揮
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

新
都
洛
邑
に
か
た
く
な
な
段
の
民
を
移
住
さ
せ
た
こ
と
を
周
公
が
告
げ
る
「
多
士
」
、

そ
の
第
一
は
、

「
成
王
政
」

「
賂
蒲
姑
」

多

方
」
の
位
置
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

掻
政
経
験
者

は
臣
職
に
復
す
べ
き
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
師
」
に
就
い
た
周
公
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
召
公
に
劃
し
て
周
公
が
そ
の
員
意
を
の
ベ

る
「
君
寅
」
な
ど
の
、
成
王
の
親
政
後
の
こ
と
を
内
容
と
す
る
諸
篇
の
あ
と
に
三
篇
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
「
書
序
」
の
作
者
を
『
街

(
紅
)

室
百
』
剛
定
者
の
孔
子
と
認
め
て
い
た
。
か
く
て
さ
き
の
「
成
王
政
」
序
の
注
に
つ
づ
い
て
、

E
E
 

其
れ
篇
を
此
に
編
む
は
、
未
だ
聞
か
ず
。

(
向
書
本
序
疏
引
)

:
、
、
、

1
〈
、
し

V
L
V

「
書
序
」
、

そ
し
て
『
尚
書
』
に
お
け
る
三
篇
の
位
置
に
劃
す
る
疑
義
を
示
す
。

孔
子
は
こ
れ
ら
の
篇
を

居
掻
四
年
に
な
る
「
康

詰
」
の
ま
え
に
こ
そ
お
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
は

三
篇
の
序
や

「
多
方
」

の
経
文
の
表
現
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
は
主
語
と
し
て
成
王
が
冠
さ
れ
て
お
り
、

准
夷
征

- 84ー

伐
・
奄
激
減
は
周
公
で
は
な
く
成
王
に
よ
る
と
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
自
己
の
解
樟
に
あ
う
よ
う
に
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
成
王
政
」
序
の
注
に
つ
づ
ら
れ
る
、

お
わ

成
王
は
事
に
臨
み
て
乃
ち
往
き
、
事
畢
れ
ば
則
ち
蹄
り
、
後
、
時
に
至
り
て
ま
た
行
く
。

が
、
そ
の
説
明
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
成
王
は
単
に
親
察
し
た
に
す
ぎ
ず
、
戦
役
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
か

(
詩
破
斧
疏
引
〉

っ
た
が
、
天
子
と
い
う
こ
と
で
そ
う
い
う
表
現
が
孔
子
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
、
と
強
嬉
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
解
揮
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、

さ
き
の
「
多
方
」
の
「
王
、
奄
よ
り
来
た
り
、
宗
周
に
至
る
」
に
劃
す
る

注
の
な
か
に
あ
っ
た
「
王
は
周
公
と
之
れ
を
征
す
」

の
一
ュ
ア
ン
ス
に
も
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
文
に
な
い
周
公
の
名
を
こ
こ
で
あ
げ

た
の
は
、
居
掻
三
年
の
戦
役
は
質
際
は
周
公
一
人
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
書
停
』
の
居
揖
年
譜
を
想
起
し
、
そ
の
な
か
の
居
揖
一
年
か
ら
三
年
ま
で
の
戦
役
に
注
目
し
よ
う
。
周
公
自
身
の
戦
役
と
さ
れ
る



そ
れ
ら
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
は
、
居
揖
二
年
の
「
肢
に
克
つ
」
の
内
容
を
お
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
武
庚
諒
伐
を

指
し
、
同
時
に
管
察
諒
伐
も
含
む
表
現
で
あ
る
。
と
す
る
と
居
揖
一
年
は
周
公
の
内
範
の
銀
座
|
|
東
征
を
開
始
し
た
年
で
あ
る
。
周
公
は

「
蹴
を
救
わ
ん
と
し
」
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
居
掻
三
年
の
「
奄
を
践
す
」
こ
そ
が
そ
の
最
終
戦
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
い
ま
居
揖
三
年
の
「
奄
を
践
す
」
だ
け
に
限
る
と
、
鄭
玄
の
解
樟
は
『
書
俸
』
の
そ
れ
と
合
致
し
て
い
る
と
確
か
に
い
え
る
の
で

あ
る
。

五

聖
戦
と
し
て
の
東
征

で
は
武
庚
・
管
察
諒
伐
に
つ
い
て
の
鄭
玄
の
解
樟
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
ま
え
に
、
周
公
の
避
居
を
再
度
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
書
停
』
に
お
い
て
構
想
さ
れ
る
も
の
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で
は
な
か
っ
た
そ
れ
を
、
鄭
玄
は
武
庚
・
管
察
諒
伐
に
連
績
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
周
公
の
避
居
の
衣
第
は
、
く
り
か
え
し
の
べ
る
必
要
は
な
い
。
い
ま
指
摘
す
べ
き
は
、
そ
れ
に
は
「
天
命
」

|
l美
天
上
一帝
の
神
意
が

装
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
揖
政
就
任
、
そ
の
地
位
に
あ
っ
て
の
太
卒
招
来
は
、
周
公
が
う
け
た
「
天
命
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
周
瞳
』
制
作
は
そ
う
し
た
太
卒
招
来
と
相
聞
の
関
係
に
あ
っ
た
。

ち
管
奈
の
流
言
、
周
公
の
京
師
鯖
還
の
契
機
と
さ
れ
て
い
た
疾
風
雷
電
は
、

そ
し

ら
ず
し
て
、
之
れ
を
非
る
」

『
周
櫨
』
制
作
も
「
天
命
」
と
認
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
小
人
は
天
命
を
知

に
違
背
し
、
そ
の
貫
現
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

(

沼

〉

る
。
後
者
は
避
居
か
ら
周
公
を
解
放
し
、
そ
の
掻
政
就
任
を
成
王
に
も
と
め
る
た
め
に
美
天
上
一
帝
が
く
だ
し
た
異
饗
で
あ
る
。

(
詩
七
月
序
疏
引
金
膝
註
)
行
震
で
あ
り
、

管
奈
は
「
天
命
」

周
公
の
揖
政
就
任
は
「
天
命
」
の
賓
現
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
天
命
」
の
最
終
的
な
成
就
と
い
え
る
太
卒
招
来
と
『
周
撞
』
制
作
と
を
周
公
に

課
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
『
中
候
』
、

そ
し
て
『
書
停
』
の
践
酔
に
つ
い
て
の
所
読
を
こ
の
よ
う
に
援
用
し
、

日
天
天
上
一
帝
の
紳
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意
を
露
政
就
任
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
武
庚
・
管
察
訣
伐
を
と
り
あ
げ
る
郷
玄
の
解
穫
は
、

し
り
ぞ

に
肢
を
勲
け
ん
と
す
e

大
詰
を
作
る
」
に
針
す
る
注
で
あ
る
。
便
宜
上
、

た
す

「
大
詰
」
序
の
「
武
王
崩
じ
、
三
監
及
び
准
夷
抜
く
。
周
公
、
成
王
を
相
け
、
将

そ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
前
中
十
の
「
武
王
崩
じ
、
三
監
及
び
准
叛
く
」
に
劃
す
る

三
監
と
は
、
管
叔
・
察
叔
・
窪
叔
の
三
人
に
し
て
、
武
庚
の
震
に
股
園
を
監
す
る
者
な
り
。
前
に
固
に
流
言
し
て
、
公
勝
に
成
王
に
刺
あ

か

え

よ

と

ら
ざ
ら
ん
と
す
、
と
。
周
公
還
り
政
を
援
す
れ
ば
、
諒
を
憧
れ
、
因
り
て
其
の
悪
を
途
げ
ん
と
し
、
准
夷
を
開
導
し
、
之
れ
と
倶
に
叛

く
。
此
れ
居
描
二
年
の
時
を
以
て
し
て
、
之
れ
を
武
王
の
崩
に
繋
ぐ
る
は
、
其
の
悪
の
初
め
は
、
崩
よ
り
始
む
れ
ば
な
り
。
(
詩
東
山
序
疏

等
引
)

と
い
う
注
で
あ
る
。
鄭
玄
は

コ
二
監
」
を
管
察
ら
に
特
定
し
て
そ
の
流
言
の
内
容
を
あ
き
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
周
公
の
避
居
を
示
唆
し
た
う
え

で
、
序
に
い
う
管
奈
ら
の
叛
凱
の
経
緯
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
掻
政
に
就
い
た
周
公
の
諒
伐
を
憧
れ
た
管
奈
は
「
悪
」
を
途

げ
よ
う
と
し
、
進
夷
を
誘
い
叛
説
を
お
こ
し
た
。
そ
の
と
き
は
居
掻
二
年
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
叛
凱
が
八
年
ま
え
の
「
武
王
崩
ず
」
に
つ

づ
い
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
武
王
の
崩
御
が
「
悪
」
の
基
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
孔
子
の
筆
法
で
あ
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
解
緯
に
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つ
い
て
は
、
三
貼
ほ
ど
論
ず
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

第
一
貼
は
注
に
お
い
て
武
庚
の
名
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
序
の
後
半
に
あ
っ
た
「
賂
に
肢
を
開
け
ん
と
す
」
に
注
目
し
よ
う
。
武
庚
が
叛
観

に
興
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
紋
越
に
よ
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
貼
は

「
悪
」
の
意
味
で
あ
る
。
同
呂
奈
が
放
棄
せ
ず
に
完
遂
せ
ん
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

「
悪
」
は
こ
の
と
き
よ
り
も
ま
え
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
流
言
が
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
悪
」
は
「
天
命
」
を
回
止
せ
ん
と
す
る
行
震
を
指
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
鄭
玄
は
流
言
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
行
痛
を

「悪
」
と
表
現
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
携
政
就
任
と
い
う
「
天

命
」
が
貫
現
し
て
い
る
い
ま
、

「
天
命
」
保
有
者
の
周
公
を
殺
害
し
て
こ
そ
、
管
奈
の
嘗
初
の
行
震
は
完
遂
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ

「
天
命
」
破
壊
を
意
圃
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
含
ま
せ
る
た
め
に
、
鄭
玄
は
こ
こ
で
の



管
奈
の
行
震
を
「
悪
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
貼
は
「
悪
」
の
基
因
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。
鄭
玄
の
念
頭
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
叛
凱
前
夜
を
の
ベ
る
『
書
俸
』
の
絞
述
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

(
武
玉
は
〉
管
叔
・
察
叔
を
し
て
緑
父
(
武
庚
の
{
子
〉
を
監
せ
し
む
。

武
王
死
し
、

成
王
幼
け
れ
ば
、
管
察
は
周
公
を
疑
い
て
流
言
す
。
奄

君
、
蒲
姑
(
舜
の
地
〉
に
い
て
、

お
己

請
う
事
を
奉
な
え
」
と
。
然
る
後
に
椋
父
及
び
三
監
叛
く
。

こ
こ
で
武
王
の
崩
御
を
前
提
と
し
た
、
周
公
へ
の
疑
惑
を
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
二
度
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
武
王
の
崩
御

旅
父
に
謂
い
て
日
く
、

「
武
主
既
に
死
す
。

成
王
向
お
幼
し
。

周
公
疑
わ
る
。
此
れ
百
世
の
時
な
り
。

〈
詩
加
郎
衡
譜
疏
等
引
)

に
端
を
護
す
る
叛
凱
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

『
書
俸
』
は
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

く
わ
与
え
て
右
の
紋
述
に
お
い
て
、
奄
君
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
庚
に
封
し
て
決
起
を
教
唆
し
て
い
る

の
は
管
察
で
は
な
く
、

ほ
か
な
ら
ぬ
奄
君
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
書
俸
』
は
奄
君
を
叛
観
に
深
く
か
か
わ
ら
せ
、
東
征
に
お
い
て
訣
伐

さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
が
奄
磯
滅
を
居
掻
三
年
と
認
め
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
『
書
惇
』
の
妓
述
に
も
配
慮

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
「
大
詰
」
序
の
後
半
の
「
周
公
、
成
王
を
相
け
、
賂
に
肢
を
賭
け
ん
と
す
」
に
劃
す
る
注
は
、

E
の

か

た

ず

で

之
れ
を
諒
す
る
は
、
周
公
の
意
な
り
。
市
れ
ど
も
成
王
を
相
く
と
言
う
は
、
周
公
を
迎
え
し
よ
り
而
来
、
蔽
己
に
解
か
る
れ
ば
な
り
。

(
詩
東
山
序
疏
引
)

で
あ
る
。
こ
れ
を
論
じ
る
た
め
に
は
、

さ
し
あ
た
っ
て
『
史
記
』
の
「
周
本
紀
」

「
魯
周
公
世
家
」
に
お
い
て
「
大
詰
」
序
に
相
嘗
す
る
絞
述

「
周
本
紀
」
の
そ
れ
は
「
周
公
、
成
王
の
命
を
奉
じ
て
、
武
庚
・
管
叔
を
伐
訣
し
、
察
叔
を
放
つ
」
で
あ
り
、

周
公
世
家
」
の
そ
れ
は
「
周
公
乃
ち
成
王
の
命
を
奉
じ
て
、
師
を
輿
し
東
伐
す
る
に
、
大
詰
を
作
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
等
し
く
、
武
庚
一

管
奈
訣
伐
を
成
王
の
命
に
し
た
が
う
戦
役
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
大
詰
」
序
自
瞳
も
、

を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

魯

715 

そ
し
て

そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
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?こ

「
周
公
、
成
王
を
相
く
」
は
、
そ
の
訣
伐
が
「
成
王
の
命
を
奉
ず
る
」
戟
役
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
鄭
玄
は
、
居
掻
三
年
の
注
と
お
な
じ
よ
う
に
「
之
れ
を
設
す
る
は
、
周
公
の
意
な
り
」
と
い
い
、
成
王
で
は
な
く
周
公
自
身

の
意
志
に
し
た
が
う
戦
役
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
ま
た
、
「
周
公
、
成
王
を
相
く
」
を
自
己
の
解
穫
に
あ
う
よ
う
説
明
し
な
け
れ

と
の
か
た

つ
づ
く
「
而
れ
ど
も
成
王
を
相
く
と
言
う
は
、
周
公
を
迎
え
し
よ
り
而
来
、
蔽
己
に
解
か
る
れ
ば
な
り
」
が
、

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
。

ま
ず

「
蔽
」
の
意
味
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
管
奈
の
流
言
を
信
じ
て
周
公
に
向
け
た
成
主
の
疑
惑
の
念
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
公

を
京
師
に
迎
え
て
以
来
、
そ
う
し
た
「
蔽
」
が
解
消
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
い
う
た
め
に
「
周
公
、
成
王
を
相
く
」
と
孔
子
は
序
を
つ
づ
っ
た
、

と
鄭
玄
は
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
周
公
の
意
志
に
し
た
が
う
戦
役
と
す
る
解
穫
が
序
に
あ
た
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
戦
役

に
「
天
命
」
が
か
か
わ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

い
う
た
ち
ば
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鄭
玄
に
お
い
て
は
、
成
王
に
よ
る
京
師
へ
の
周
公
迎
接
は
そ
の
掻
政
就
任
と
相
聞
で
あ
っ
た
。
右
の
指
摘
は
、
武
庚
・
管
奈
訣
伐
が
掻
政
と

で
あ
っ
た
こ
と
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を

揖
政
就
任
が

「
天
命
」
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「天

命
」
に
し
た
が
っ
て
揖
政
就
任
を
質
現
し
た
周
公
に
は
太
卒
招
来
と
い
う
「
天
命
」
成
就
が
さ
ら
に
課
さ
れ
た
こ
と
、
管
察
ら
の
叛
範
は
「
天

成
就
の
た
め
に
お
こ
な
う
聖
戦
と
い
う
べ
き
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

命
」
破
壊
を
意
闘
す
る
「
悪
」
な
る
行
震
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
よ
う
。
掻
政
の
周
公
に
よ
る
諜
伐
は
、

「
周
公
、
成
王
を
相
く
」
は
、
成
王
の
命
を
奉
じ
た
戦
役
を
示

「
天
命
」
保
有
者
が
そ
の

す
絞
述
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
居
揖
二
年
の
注
と
し
て
一
ホ
さ
れ
て
い
た
が
、
東
征
は
居
揖
一
年
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
と
す
る
と
鄭
玄
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て

て、

周
公
に
劃
し
て
最
後
の
決
戦
を
い
ど
む
が
、

「
天
命
」
破
壊
を
企
て
た
も
の
た
ち
は
一
掃
さ
れ
、
こ
こ
に
周
公
の
聖
戦
は
お
わ
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
確
か
に
、

周
公
は
揖
政
就
任
と
同
時
に
、

管
察
ら
は
叛
凱
を
お
こ
し
、

管
奈
ら
の
叛
飽
を
議
測
し
、

そ
れ
を
鎮
座
す
る
意
園
を
も
っ
て
い
た
、
と
。

は
た
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。

翌
二
年
、

訣
伐
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
三
年
の
奄
識
滅
に
よ
っ

「
奄
を
践
す
」
を
最



終
戦
と
し
た
三
年
に
お
よ
ぶ
東
征
を
周
公
自
身
が
お
こ
な
っ
た
と
す
る
、

『
書
停
』
の
居
掻
年
譜
を
『
向
書
』
解
揮
に
援
用
し
て
い
た
の
で
あ

る

....... 
J、
周
公
の
太
卒
招
来

さ
て
「
天
命
」
成
就
を
目
的
と
し
た
聖
戦
が
お
わ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
成
就
|
|
太
卒
招
来
の
と
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

は
た
し
て
鄭
玄

は
、
聖
戦
終
了
を
以
て
そ
の
と
き
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
康
詰
」
に
つ
い
て
の
、
別
な
る
解
樟
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
公
の
太
平
到
来
の
と
き
が
、
そ
こ
に
示

唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
「
康
詰
」
制
作
を
居
掻
四
年
と
す
る
『
書
俸
』
の
所
設
、
ま
た
そ
れ
に
し
た
が
う
鄭
玄
の
解
樟
が
す
ぐ
れ
て
特
異
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
・
貌
に
お
い
て
大
方
が
支
持
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
制
作
を
「
召
詰
」
と
と
も
に
「
洛
詰
」
制
作
の
居
掻
七
年
に
も

(

幻

)

と
め
る
所
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
漢
・
競
の
儒
者
た
ち
は
、
「
周
公
初
め
て
基
し
て
、
新
大
口
巴
を
東
園
の
洛
に
作
る
」

「
康
詰
」
、

(
周
公
初
基
、
作
新
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大
邑
子
東
園
洛
〉
と
い
う
絞
速
が
努
頭
に
あ
る

新
都
洛
回
巴
の
建
設
を
召
公
が
説
く
「
召
詰
」
、

そ
の
洛
邑
に
お
い
て
お
こ
な
う
べ
き

成
王
の
政
治
を
周
公
が
説
く
「
洛
詰
」
の
三
篇
に
認
め
う
る
内
容
の
重
複
に
注
目
し
、
居
掻
七
年
に
洛
邑
の
基
礎
工
事
か
ら
竣
功
ま
で
が
お
こ

な
わ
れ
た
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

門
謀
」
の
意
と
解
し
(
書
康
詰
疏
)
、

こ
れ
に
封
し
て
聖
戦
終
了
の
翌
年
の
居
掻
四
年
を
そ
の
制
作
の
と
き
に
設
定
し
た
鄭
玄
は
、

ほ
か

「
周
公
-
初
め
て
新
大
邑
を
東
園
の
洛
に
作
ら
ん
こ
と
を
基
る
」
と
讃
む
の
で
あ
る
。
居
掻
四
年
は
、
周
公

「
康
詰
」
の
経
文
の
「
基
」
を
と
り
あ
げ
て

が
洛
邑
建
設
の
計
重
を
た
て
た
と
き
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
樟
に
、
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隆
卒
己
に
至
る
。

(
詩
米
音
譜
引
〉
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と
い
う
注
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
隆
卒
」
は
太
卒
の
別
な
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
居
掻
四
年
の
と
き
す
で
に
招
来
し
て
い
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
太
卒
招
来
の
寅
際
の
と
き
は
、

(

M

)

 

の
居
掻
三
年
以
外
に
は
、
そ
の
と
き
を
も
と
め
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
聖
戦
終
了

『
三
種
注
』
嘗
時
、
読
か
れ
て
い
な
か
っ
た
太
卒
招
来
の
経
緯
は
、
こ
こ

に
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
康
詰
」
の
努
頭
の
経
文
に
劃
す
る
解
鰹
に
、
そ
う
い
う
注
が
く
わ
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
洛
邑
建
設
の
計
重
が
太
卒
招
来
を
契

一
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
。
太
卒
招
来
と
『
周
瞳
』
制
作

と
に
相
即
の
関
係
を
も
た
せ
て
い
た
鄭
玄
の
解
樺
を
想
起
し
よ
う
。
洛
邑
建
設
は
こ
の
解
穣
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
を
、
問
わ
な

機
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

『
室
田
停
』
の
紋
述
そ
の
も
の
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
嘩
築
制
作
の
経
緯
と
、
太
卒
招
来
の
瑞
群
と
を
め
ぐ
る
『
書
停
』

- 90ー

の
絞
述
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
鄭
玄
が
設
定
し
た
太
卒
招
来
の
と
き
は
『
書
停
』
の
設
定
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か

に
し
え
、

ま
た
洛
邑
建
設
・
『
周
瞳
』
制
作
の
関
係
に
射
す
る
鄭
玄
の
解
穫
も
論
じ
う
る
の
で
あ
る
。

七

躍
築
制
作
と
「
優
瀞
」

ま
ず
周
公
の
膿
築
制
作
の
経
緯
を
説
く
『
書
停
』
の
紋
述
は
、

周
公
絡
に
瞳
築
を
作
ら
ん
と
す
る
も
、
優
瀞
す
る
こ
と
之
れ
三
年
な
れ
ば
、
作
る
能
わ
ず
。
君
子
は
其
れ
言
い
て
従
わ
れ
ざ
る
を
恥
じ
、

其
れ
行
い
て
随
わ
れ
ざ
る
を
恥
ず
。
終
に
大
作
せ
ん
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
天
下
我
を
知
る
な
か
ら
ん
。
絡
に
小
作
せ
ん
と
す
れ
ば
、
恐
ら

あ

み

く
父
租
の
功
烈
・
徳
津
を
揚
ぐ
る
能
わ
さ
ら
ん
。
然
る
後
に
洛
を
営
じ
て
、
以
て
天
下
の
心
を
観
ん
と
す
。
是
に
於
い
て
四
方
の
諸
侯
、

ひ

会

お

き

其
の
霊
黛
を
率
い
て
、
各
々
位
を
其
の
庭
に
攻
む
。
周
公
日
く
、

「
之
れ
を
示
す
に
力
役
を
以
て
す
ら
且
つ
猶
お
至
る
、
況
ん
や
之
れ
を

導
く
に
櫨
築
を
以
て
す
る
を
や
」
と
。
然
る
後
に
敢
え
て
曜
楽
を
作
る
。
書
に
日
く
、

「
新
大
邑
を
東
園
の
洛
に
作
ら
ん
と
す
れ
ば
、

四



方
の
民
大
い
に
和
舎
す
」
と
は
、
此
の
謂
い
な
り
。

(
詩
周
須
譜
疏
等
引
〉

で
あ
る
。
こ
れ
を
適
嘗
に
匡
切
っ
て
、
以
下
に
論
じ
よ
う
。

努
頭
の
「
周
公
賂
に
躍
祭
を
作
ら
ん
と
す
る
も
、
優
激
す
る
こ
と
之
れ
三
年
な
れ
ば
、
作
る
能
わ
ず
」
の
意
は
、

公
は
櫨
祭
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
が
、
三
年
間
「
優
務
」
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
と
き
は
着
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
。
こ
の
な
か
の

「
優
滋
」
の
意
は
し
ば
ら
く
お
い
て
よ
い
。

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
周

い
ま
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

そ
れ
が
三
年
に
お
よ
ん
だ
と
い
う
一
酷
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
書
俸
』
は
櫨
繁
制
作
と
、
そ
の
立
案
と
の
あ
い
だ
に
三
年
と
い
う
期
聞
を
設
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
居
掻
年
譜
に
「
六
年
、

檀
を
制
し
梁
を
作
る
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
と
す
る
と
『
書
停
』
が
想
定
し
て
い
た
そ
の
立
案
の
年
に
し
て
「
優
滋
」
の
一
年
め

は
、
居
揖
四
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

『
書
傍
』
は
つ
づ
け
て
、

「
君
子
」
に
と
っ
て
の
恥
に
ふ
れ
た
周
公
の
胸
懐
を
つ
づ
る
。
穫
祭
制
作
は
父
粗
の
功
業
を
表
彰
す
る
た
め
に
も

- 91ー

お
こ
な
う
べ
き
大
事
業
で
あ
る
が
、
天
下
の
人
々
が
努
苦
を
厭
い
そ
れ
に
賛
同
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
周
公
は
そ
れ
を
恥
と
し
た
、
と
。
こ

の
よ
う
な
胸
懐
が
、
周
公
に
三
年
聞
の
「
優
瀞
」
を
あ
た
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
優
滋
」
に
あ
た
る
の
が
、

「
然
る
後
に
洛
を
管
じ
て
」
以
下
の
絞
越
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
そ
の
結
尾
の
部
分
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
居
掻
四
年
の
制
作
と
さ
れ
て
い
た
「
康
詰
」
の
経
文
の
引
用
を
う
け
て
、

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
書
停
』
は
は
た
し
て
、

「
此
の
謂
い
な
り
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
る

ハ
お
)

四
方
の
民
大
い
に
和
曾
す
」
に
封
す
る
解
穣
と
し
て
説

「
優
瀞
」
の
は
じ
ま
り
を
居
掻
四
年
に
お
い
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

「
優
滋
」
は
「
康
詰
」
の
「
新
大
邑
を
東
園
の
洛
に
作
ら
ん
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
紋
述
の
な
か
で
「
然
る
後
に
洛
を
管
じ
て
、
以
て
天
下
の
心
を
観
ん
と
す
」
が
、

と
す
」
を
と
り
あ
げ
る
解
穫
で
あ
る
。
「
洛
を
管
ず
」
の
「
替
ず
」
は
造
営
の
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
公
は
さ
き
の
胸
懐
の
ゆ
え
に
、
天
下

「
康
詰
」
の
「
新
大
口
巴
を
東
園
の
洛
に
作
ら
ん

719 

の
人
々
の
心
を
知
る
た
め
に
洛
邑
建
設
の
計
董
を
た
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
四
方
の
民
大
い
に
和
曾
す
」
に
つ
い
て
は
、
周
公
の

計
重
を
知
っ
た
四
方
の
諸
侯
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
官
署
の
し
か
る
べ
き
位
置
を
定
め
た
、
と
『
書
俸
』
は
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
て
い
る
よ
う
で
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あ
る
。
諸
侯
の
舎
集
は
確
か
に
「
康
詰
」
の
経
文
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
え
る
が
、
諸
侯
の
事
業
に
つ
い
て
は
「
康
詰
」
で
は
な
く
「
召

詰
」
に
相
嘗
す
る
経
文
を
も
と
め
う
る
の
で
あ
る
。ひ

合

お

さ

「
召
詰
」
の
前
半
に
あ
る
「
太
保
乃
ち
庶
肢
を
以
い
て
、
位
を
洛
の
滑
に
攻
む
」
に
注
目
し
よ
う
。

『
書
停
』
が
諸
侯
の
事
業
を
い
う

「各

々
位
を
其
の
庭
に
攻
む
」
は
、
こ
の
経
文
を
ふ
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
絞
述
も
く
わ
え
た
『
書
俸
』
の
意
園
を
あ
き
ら
か
に
す
る

た
め
に
は

「
召
詰
」
の
前
牢
の
内
容
を
瞥
見
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

太
保
の
召
公
が
周
公
よ
り
も
ま
え
に
洛
邑
に
着
き
、
新
都
の
「
経
営
」
||
測
量
を
お
こ
な
う
。
こ
の
あ
と
右
の
経
文
が
つ
づ
く
。
召
公
は

も
と
の
殿
の
諸
臣
を
指
圃
し
て
、
洛
水
の
隈
に
官
署
を
つ
く
る
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
定
め
た
、
と
。
こ
れ
は
「
経
営
」
の
一
環
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
洛
邑
建
設
の
監
督
に
あ
た
る
周
公
の
到
着
は
、
そ
の
あ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
書
俸
』
は
「
召
詰
」
が
示
し
て
い
た
召
公
の
閥
興
を
の
ぞ
き
、

「
庶
殿
」
を
諸
侯
に
お
き
か
え
た
の
で
あ
る
。
周
公
を
慕
う
あ
ま
り
、
諸

侯
は
み
ず
か
ら
の
意
志
で
積
極
的
に

「
経
管
」

に
か
か
わ
っ
た
、

と

そ
し
て
こ
の
あ
と
、

六
年
の
薩
築
制
作
へ
と
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ

- 92ー

V
G
。と

す
る
と
、
居
揖
四
年
か
ら
六
年
ま
で
の
居
掻
年
譜
は
、
こ
う
し
γ

え
る
は
ず
で
あ
る
。
「
四
年
、
侯
衡
を
建
つ
」
は
洛
邑
建
設
の
計
重
の
と

き
も
示
し
、
そ
れ
と
「
六
年
、
躍
を
制
し
築
を
作
る
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
五
年
、
成
周
ハ
洛
邑
〉
を
管
ず
」
は
洛
邑
竣
功
で
は
な
く
、
「
経

管
」
の
と
き
の
指
摘
で
あ
る
、
と
。

『
書
停
』
は

「
召
詰
」
制
作
を
居
掻
五
年
に
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
『
書
俸
』
は
「
召
詰
」
の
経
文
を
ふ
ま
え
て
、
居
揖
四
年
の
諸
侯
の
舎
集
と
そ
の
ま
ま
連
績
す
べ
き
諸
侯
の
事
業
を
構
想
し
た
の

で
あ
る
。

か
く
て
そ
れ
は
「
召
詰
」
本
来
の
意
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
し
ま
い
、

「
召
詰
」
で
は
な
く
「
康
詰
」
の
鰹
文
に
劃
す
る
パ
ラ
フ
レ

ィ
ズ
の
な
か
に
含
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
そ
う
い
う
附
加
に
よ
っ
て
『
書
侍
』
は

「五
年
、
成
周
を

管
ず
」
を
示
唆
し
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、
洛
邑
建
設
を
め
ぐ
る
周
公
の
事
業
に
劃
す
る
鄭
玄
の
年
代
設
定
に
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
ず
鄭
玄
の
そ
れ
に



『
書
俸
』
と
お
な
じ
く
「
康
詰
」
制
作
の
居
掻
四
年
を
洛
口
巴
建
設
の
計
重
の
と
き
と
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ

(

お

)

ら
に
鄭
玄
は
「
召
詰
」
制
作
を
居
揖
五
年
に
設
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
居
揖
年
譜
の
「
五
年
、
成
周
を
管
ず
」
に
し
た
が
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

(

幻

)

し
て
居
揖
七
年
は
洛
邑
竣
功
の
と
き
と
断
じ
、
そ
の
年
に
は
「
洛
詰
」
制
作
の
み
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
設
定
も

(

お

)

「
七
年
、
政
を
成
王
に
致
す
」
に
含
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
い
て
確
認
す
べ
き
は
、

あ
き
ら
か
に
『
書
俸
』
が
と
っ
て
お
り
、

洛
邑
建
設
の
計
重
・
「
経
営
」
に
よ
っ
て
天
下
の
人
々
の
心
を
知
っ
た
周
公
は
、

い
う
の
で
あ
る
。
力
仕
事
で
も
天
下
の
人
々
は
集
ま
っ
て
く
る
、
嘩
祭
で
導
く
と
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
。
嘗
初
の
胸
懐
が
排
拭
さ
れ

た
周
公
は
、
い
ま
や
薩
築
制
作
の
と
き
と
剣
断
す
る
の
で
あ
る
。
「
優
滋
」
は
こ
こ
に
お
わ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
書
俸
』
の
い
う
「
優
滋
」
は
、
居
掻
四
年
の
洛
ロ
巴
建
設
の
計
重
と
、

さ
き
の
『
書
俸
』
の
絞
述
に
も
ど
ろ
う
。

つ
ぎ
の
よ
う
に

「
経
営
」
と
が
寅
際
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
瞳
築
制

作
の
た
め
に
絞
か
し
え
な
い
事
業
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
優
滋
」
を
課
す
な
ら
ば
、
躍
築
制
作
の
機
が
熟
す
る
ま
で
ゆ
っ

(m〉

た
り
と
構
え
る
と
い
う
よ
う
に
な
ろ
う
。

『
書
俸
』
は
畢
寛
、
居
掻
年
譜
を
念
頭
に
お
い
て
、
四
年
か
ら
六
年
ま
で
を
瞳
築
制
作
に
か
か
わ
る
三
年
聞
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

居
揖
年
譜
の
な
か
で
封
麿
す
る
前
半
の
三
年
聞
を
、
躍
築
制
作
の
契
機
に
あ
た
る
期
間
と
想
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
三
年
の
「
奄
を
践
す
」

|
|
東
征
終
了
が
周
公
に
嘩
築
制
作
を
課
し
た
、
と
『
垂
直
俸
』
は
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
の
東
征
終
了
が
太
卒
招
来
の
と
き
と
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
つ
ぎ
に
と
り
あ
げ
る
、
周
公
の
太
卒
招
来
に
劃
す
る
瑞
鮮
を
装
置
す

る
二
つ
の
『
書
俸
』
の
紋
越
に
、
こ
の
こ
と
を
う
か
が
い
う
る
の
で
あ
る
。

八

太
卒
招
来
の
瑞
祥
と
穫
祭
制
作

ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
妓
遁
は
、

721 

成
王
の
時
、
苗
の
室
を
異
に
し
て
生
じ
、
同
に
一
一
極
(
穂
)
と
焦
る
有
り
。

た
て
ま
つ

人
の
之
れ
を
上
る
者
有
り
。

王
、
周
公
を
召
し
て
之
れ
を
間
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ぅ
。
公
日
く
、

き
そ

コ
ニ
苗
の
一
一
極
と
帰
る
は
、
抑
ら
く
天
下
共
に
和
し
て
一
と
潟
ら
ん
か
」
と
。
果
た
し
て
越
裳
氏
の
誇
を
重
ね
て
来
る
有

り

〈
太
卒
御
覧
径
八
三
九
等
引
)

で
あ
る
。
結
尾
の
部
分
は
し
ば
ら
く
お
い
て

」
れ
を
パ
ラ
フ

レ
イ
ズ
す
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
三
本
の
苗
が

一
穂
と
な
っ
て
い
る
稲

を
、
あ
る
人
が
成
王
に
献
上
す
る
。
召
さ
れ
た
周
公
が
成
主
の
聞
い
に
答
え
て
い
う
に
は
、
天
下
が
和
し
て

一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
太
卒
招
来
を
そ
れ
は
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

『
書
停
』
は
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
と
し
て
の
嘉
禾
顛
現
を
装
置
し

そ
れ
を
周

公
に
推
測
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
絞
述
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、

「嘉
禾
」
序
の
内
容
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

う

ね

お

く

「唐
叔
、
禾
を
得
た
り
。
畝
を
異
に
し
て
穎
を
同
じ
く
す
。
こ
れ
を
天
子
に
献
ず
。
王
は
唐
叔
に
命
じ
、
周
公
に
東
に
婦
ら
し
む
。
掃
禾
を
作

る
。
周
公
既
に
命
禾
を
得
て
、
天
子
の
命
を
政
ね
、
嘉
禾
を
作
る
」
の
そ
れ
は
、
こ
う
で
あ
る
。
成
王
の
弟
の
唐
叔
は
、
畝
が
別
な
の
に
一
つ

の
穏
に
合
わ
さ
っ
た
穏
を
手
に
入
れ
成
王
に
献
じ
た
。
成
王
は
唐
叔
に
命
じ
て
、
東
に
い
る
周
公
に
届
け
さ
せ
た
。
周
公
は
そ
れ
を
嘉
禾
と
認

め
た
、
と
。

「書
序
」

に
お
い
て
連
績
し
て
い
る

「開
禾
」
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さ
ら
に
嘉
禾
額
現
の
と
き
を
、

(

初

)

命
」
序
の
あ
と
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
居
掻
二
年
の
武
庚
謙
伐
と
三
年
の
東
征
終
了
と
の
あ
い
だ
が
、
そ
の
と
き
で
あ
っ
た

「
書
序
」

は
示
唆
し
て
い
た
。

「
蹄
禾
」

「嘉
禾
」
序
は
、

武
庚
訣
伐
を
お
え
た
こ
と
を
い
う

「微
子
之

の
で
あ
る
。

「開
禾」

序
に
い
う
「
周
公
に
東
に
婦
ら
し
む
」
の
「
東
」
は
、

周
公
の
東
征
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
「
書
序
」
と、

『
書
俸
』
の
絞
述
と
を
く
ら
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
獲
種
の
稲
の
嘉
禾
た
る
所
以
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
説
明
す
る
、

「
畝
を
異
に
し
て
穂
を
同
じ
く
す
」

コ
ニ
苗
の
一
種
と
震
る
」
は
同

惇
』
は
そ
う
し
た
嘉
禾
を
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
と
し
て
示
す
と
と
も
に

一
の
稲
を
と
り
あ
げ
た
表
現
上
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ

「書
序
」
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
額
現
の
契
機
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

「書
序
」
の
内
容
の
改
援
も
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
叔
が
嘉

『
室
田

禾
を
献
上
し
た
と
い
う

「書
序
」
に
射
し
て
、
そ
の
献
上
は
名
も
知
れ
ぬ
も
の
に
よ
る
と
し
、
成
王
が
嘉
禾
を
東
征
中
の
周
公
に
お
く
つ
た
と



い
う
「
書
序
」
に
劃
し
て
、
周
公
が
成
王
の
も
と
に
出
向
き
嘉
禾
と
推
測
し
た
と
い
う
よ
う
に
改
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
黙
に
わ
た
る

改
襲
は
、
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
と
し
て
の
嘉
禾
顕
現
を
周
公
の
東
征
の
さ
な
か
で
は
な
い
と
き
に
設
定
す
る
意
園
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
『
書
停
』
の
絞
述
は
、
「
果
た
し
て
越
裳
氏
の
誇
を
重
ね
て
来
る
有
り
」
で
結
ば
れ
て
い
た
。
「
果
た
し
て
」

1
l周
公
の
推
測
の

と
お
り
、
夷
秋
の
越
裳
が
逼
需
を
介
し
て
や
っ
て
き
、
奉
貢
朝
賀
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
越
裳
来
朝
は
嘉
禾
額
現
が
象
徴
す
る
太
平
招
来
を

(

氾

〉

謹
明
す
る
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
越
裳
来
朝
が
そ
の
よ
う
に
い
え
、
ま
た
太
卒
招
来
の
と
き
は
い
つ
と
さ
れ
て
い
る
の

か
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
れ
ら
を
あ
き
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

『
書
侍
』
は
越
裳
来
朝
の
詳
細
を
つ
づ
る
絞
速
を
別
に
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

交
祉
の
南
に
越
裳
固
有
り
。
周
公
居
掻
六
年
、
制
躍
作
築
、
天
下
和
卒
。
越
裳
、
三
象
の
-講
を
重
ぬ
る
を
以
て
し
て
、
自
維
を
献
ず
。
目

お
〈

く
、
「
道
路
悠
遠
に
し
て
、
山
川
目
深
な
れ
ば
、
一
耳
目
使
逼
ぜ
ず
。
故
に
講
を
重
ね
て
朝
す
」
と
。
成
王
以
て
周
公
に
(
白
維
を
〉
開
る
。
公

日
く
、
「
徳
は
(
夷
秋
の
越
裳
に
)
加
え
ざ
れ
ば
、
則
ち
君
子
は
其
の
質
(
賛
)
を
饗
け
ず
、
政
は
施
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
君
子
は
其
の
人
を

臣
と
せ
ず
。
吾
、
何
を
以
て
此
の
賜
を
獲
ん
」
と
。
其
の
使
い
請
う
て
日
く
、
「
五
尺
命
を
吾
が
園
の
賞
者
に
受
く
。
日
く
、
久
し
い
か

お

ら

忽

ん

(

幻

〉

な
、
天
の
別
風
・
准
雨
な
き
こ
と
。
意
者
え
ら
く
中
園
に
聖
人
有
ら
ん
か
、
と
。
有
ら
ば
則
ち
蓋
ぞ
往
き
て
之
れ
に
朝
せ
ざ
ら
ん
」
と
。
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(
太
卒
御
貨
を
七
八
五
等
引
)

ば
ら
く
保
留
に
し
て
お
く
。

が
、
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
居
掻
六
年
の
穫
祭
制
作
と
、
太
卒
招
来
と
に
か
か
わ
る
傍
貼
部
分
の
讃
み
は
し

た
だ
そ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
い
ま
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
う
る
。

「
交
祉
の
南
に
越
裳
固
有

り
」
の
あ
と
に
し
て
、
越
裳
来
朝
の
詳
細
を
つ
づ
る
絞
述
の
ま
え
に
あ
る
と
い
う
位
置
に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
、
そ
れ
が
さ
し
あ
た
っ
て
意
味
を
も
ち
え
る
の
は
、
越
裳
来
朝
の
と
き
を
提
示
す
る
と
い
う
一
貼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
と
き
は
、
周
公

の
躍
繁
制
作
に
あ
た
る
居
掻
六
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
越
裳
来
朝
の
詳
細
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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遠
路
は
る
ば
る
と
や
っ
て
き
た
使
者
は
、

「
三
象
」
|
|
|
幾
人
も
の
逼
誇
を
介
し
て
白
維
を
献
ず
る
。
成
王
は
そ
れ
を
周
公
に
お
く
る
。

そ
の
受
納
を
担
否
し
よ
う
と
す
る
。

し

か
し
周
公
は
夷
放
を
臣
下
と
し
な
い
原
則
に
し
た
が
い
、

使
者
は
こ
の
よ
う
な
周
公
に
劃
し
て
、

「
久
し
い
か
な
、
天
の
別
風
・
准
雨
な
き
こ
と
。
意
者
え
ら
く
、
中
園
に
聖
人
有
ら
ん
か
、
と
。
有

ら
ば
則
ち
蓋
ぞ
往
き
て
朝
せ
ざ
ら
ん
」
と
い
う
長
老
の
こ
と
ば
を
俸
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
な
か
で
と
く
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
長
老
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
も
ま
ず
、

「
天
の
別
風
・
准
雨
な
し
」

を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
別
風
」
|
|
l
四
方
か
ら
吹
く
突
風
や
「
准
雨
」
|
|
暴
雨
が
な
い
と
い
う
そ
の
現
象
(
以
下
、

「
風
雨
な
し
」
と
略
す
)

は
あ
き
ら
か
に
瑞

群
で
あ
り
、

『
書
俸
』
の
撰
述
者
た
ち
よ
り
す
こ
し
お
く
れ
る
が
、
か
れ
ら

え

だ

か

ら

わ

か

め

ひ

ら

と
ほ
ぼ
同
時
代
と
い
っ
て
も
よ
い
董
仲
野
の
「
雨
君
劃
」
に
あ
る
「
太
卒
の
世
は
、
則
ち
風
は
僚
を
鳴
ら
さ
ず
、
甲
を
聞
き
萌
を
散
く
の
み
に

う
る
お

し
て
、
雨
は
塊
を
破
ら
ず
、
葉
を
潤
し
室
を
津
す
の
み
」

(
西
京
雑
記
各
五
引
)
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
太
卒
招
来
の
瑞
群
と
し
て
示
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し
か
も
太
卒
招
来
の
そ
れ
と
い
え
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

さ
れ
て
い
る
風
雨
と

「
風
雨
な
し
」
と
を
く
ら
べ
て
み
よ
う
。
雨
者
は
お
な
じ
現
象
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
表
現
に
詳
略
が
あ
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
風
雨
な
し
」
も
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
と
認
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
風
雨
な
し
」

を
目
の
嘗
た
り
に
し
て
惹
起
さ
れ
た
長
老
の
こ
と
ば
が
、

「
意
者
え
ら
く
、

中
園
に
聖
人
有
ら
ん
か
」

で
あ

る
。
た
だ
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
で
あ
る
は
ず
の
「
風
雨
な
し
」
は
、

示
唆
す
る
の
は
、

つ
ぎ
の
一
酷
で
あ
る
。

「聖
人
」
の
存
在
に
劃
す
る
そ
れ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

「
聖
人
」
こ
そ
が
太
卒
招
来
を
賓
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の

「
聖
人
」

tま

さ 『
せ書
て 惇
い』
た の
の コ
で ン
あ(テ
る33ク
。)ス

ト

お
し、

て
t主
周
f工
品入

で
あ
る

『
書
惇
』
は
「
風
雨
な
し
」
を
、
周
公
自
身
に
よ
る
太
卒
招
来
の
瑞
群
と
し
て
顕
現

か
く
て
『
書
惇
』
は
、
長
老
の
こ
と
ば
を

「
有
ら
ば
則
ち
蓋
ぞ
往
き
て
朝
せ
ざ
ら
ん
」
と
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
越
裳
の
使
者
は
太
卒
招
来

を
質
現
し
え
た
周
公
に
奉
貢
朝
賀
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
白
維
は
周
公
に
こ
そ
献
じ
ら
れ
る
べ
き
貢
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
長
老
の
こ
と
ば
が
「
久
し
い
か
な
」
で
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
風
雨
な
し
」
の

顕
現
は
、
居
嬢
六
年
よ
り
は
る
か
ま
え
の
と
き
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
以
外
に
は
も
と
め
え
な
い
の
で
あ
る
。

『
書
俸
』
が
設
定
し
て
い
た
そ
の
と
き
は
、
東
征
終
了
の
居
掻

さ
き
の
紋
述
に
お
い
て
「
果
た
し
て
」
を
う
け
、
嘉
禾
顛
現
を
め
ぐ
る
周
公
の
推
測
を
謹
明
す
る
も
の
と
さ
れ
た
越
裳
来
朝
は
、
以
上
の
よ

う
に
論
じ
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
嘉
禾
は
、

「
風
雨
な
し
」
と
と
き
を
お
な
じ
く
し
て
顛
現
し
た
、

周
公
自
身
に
よ
る
太
卒
招
来
の
瑞
群

と
し
て
追
認
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
賞
面
の
妓
述
に
お
い
て
保
留
に
し
て
い
た
、
居
掻
六
年
の
撞
築
制
作
と
、
太
卒
招
来
と
に
か
か
わ
る
傍
勤
部
分
を
と

り
あ
げ
う
る
の
で
あ
る
。
南
者
の
関
係
は
右
か
ら
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
太
卒
招
来
を
賓
現
し
え
た
周
公
は
、
居
揖
六
年
に
撞
築

制
作
を
お
こ
な
っ
た
、
と
。
傍
貼
部
分
は
「
周
公
、
居
掻
六
年
に
、
種
を
制
し
楽
を
作
る
は
、
天
下
和
卒
す
れ
ば
な
り
」
と
讃
み
う
る
の
で
あ

こ
れ
を
要
す
る
に
、

『
書
停
』
は
太
卒
招
来
か
ら
櫨
築
制
作
ま
で
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 97ー

る。
東
征
終
了
の
う
ち
に
太
卒
招
来
は
寅
現
し
た
。

ず
、
そ
の
た
め
に
依
か
し
え
な
い
洛
邑
建
設
に
か
か
わ
る
事
業
に
従
事
し
た
。
そ
れ
を
お
え
た
居
揚
六
年
に
、
周
公
は
躍
築
制
作
を
お
こ
な
っ

(

川

品

)

た
、
と
。

周
公
は
い
ま
こ
そ
、

躍
築
制
作
の
と
き
と
考
え
た
。

し
か
し
翌
四
年
に
す
ぐ
さ
ま
着
手
せ

九

『
周
躍
注
』
の
解
揮
と
今
後
の
課
題

鄭
玄
の
「
康
詰
」
注
の
解
穫
を
想
起
し
よ
う
。
居
掻
三
年
の
聖
戦
終
了
の
う
ち
に
太
卒
招
来
が
貫
現
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
洛
邑
建
設
の

計
董
が
た
て
ら
れ
た
と
す
る
解
擦
は
、
確
か
に
『
書
停
』
の
所
説
と
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
洛
邑
建
設
に
か
か
わ
る
周
公

の
事
業
を
曜
築
制
作
に
依
か
し
え
な
い
も
の
と
認
め
た
『
書
俸
』
の
所
設
と
、
鄭
玄
の
解
樟
と
の
閥
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

725 
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ま
ず
鄭
玄
が
解
す
る
洛
邑
遷
都
の
理
由
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、

「
康
詰
」
の
努
頭
の
経
文
に
劃
す
る
注
と
し
て
つ
づ
ら
れ
て

い
た

の
で
あ
る
。

あ

岐
・
鏑
の
域
は
、
五
岳
の
外
に
慮
れ
ば
、

て
、
天
子
の
宮
を
作
ら
ん
こ
と
を
謀
る
。

周
公
其
れ
政
に
於
い
て
均
し
か
ら
ず
と
粛
す
。

故
に
東
の
か
た
洛
邑
に
行
き
、

諸
侯
を
合
し

(
周
礎
工
穴
官
序
官
疏
等
引
〉

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
文
王
・
武
王
が
京
師
と
し
た
岐
陽
・
鏑
京
は
五
岳
の
外
に
あ
り
、

「
政
に
於
い
て
均
し
か
ら
ざ
る
」
位
置
で
あ

っ
た
こ
と

を
、
そ
れ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鄭
玄
の
解
緯
は
、
『
史
記
』

「
周
本
紀
」
な
ど
が
い
う
「
此
れ
(
洛
邑
)
天
下
の
中
な
れ
ば

四
方
の
入
貢
す
る
に
道
里
均
し
」
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
。
政
治
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
京
師
は
天
下
の
中
心
に
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
洛
邑

は
そ
う
い
う
地
黙
で
あ
っ
た
、
と
鄭
玄
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
召
詰
」
序
の
注
に
お
い
て
も

と
い
う
。
洛
邑
が
「
土
中
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
遷
都
の
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

お

)

し
て
の
洛
邑
を
と
く
に
指
す
タ

1
ム
と
さ
れ
て
い
た
。
鄭
玄
は
「
康
詰
」
注
の
内
容
を
「
土
中
」
の
一
語
で
要
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

「
土
中
」

は

「
召
詰
」
に
お
い
て
天
下
の
中
心
と

- 98ー

土
中
を
揮
び
て
、

王
園
を
建
て
ん
と
欲
す
ο

(
詩
王
城
譜
疏
引
)

『
向
書
注
』
か
ら
『
周
櫨
注
』
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
土
中
」
の
タ
l
ム
を
用
い
た
洛
邑
建
設
を

め
ぐ
る
解
穣
が

『
周
躍
注
』

に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
解
穫
に
お
い
て
も
洛
邑
建
設
が

『
周
膿
』
制
作
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と

は
、
そ
う
し
た
解
樺
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
「
天
官
・
序
官
」
の
「
惟
れ
王
は
園
を
建
つ
」
に
劃
す
る
、

周
公
、
揖
に
居
り
て
六
典
の
職
を
作
り
、
之
れ
を
周
穫
と
謂
い
、
ロ
巴
を
土
中
に
瞥
ず
。
七
年
に
政
を
成
王
に
致
す
に
、
此
の
瞳
を
以
て
之

れ
に
授
け
、
錐
邑
に
居
り
て
天
下
を
治
め
し
む
。
司
徒
の
職
に
日
く
、

「
日
至
の
景
、
尺
有
五
寸
、
之
れ
を
地
中
と
謂
い
、
天
地
の
合
す

る
所
な
り
、

四
時
の
交
わ
る
所
な
り
、
風
雨
の
舎
す
る
所
な
り
、
陰
陽
の
和
す
る
所
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
百
物
阜
安
す
れ
ば
、
乃
ち
王
園

を
建
つ
」
と
。



と
い
う
注
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、

『
周
檀
』

「
地
官
・
大
司
徒
」
の
経
文
の
引
用
か
ら
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夏
至
の
日
、
太
陽

の
南
中
時
に
八
尺
の
ノ

1
モ
ン
の
影
が
一
尺
五
寸
と
な
る
地
貼
を
「
地
中
」
と
よ
ぶ
。
そ
こ
は
天
地
が
相
曾
い
世
界
が
秩
序
を
え
る
、
天
下
の

中
心
で
あ
る
。
王
者
の
京
師
は
こ
の
「
地
中
」
に
建
設
す
る
。

「
大
司
徒
」
の
経
文
は
、
京
師
を
建
設
す
べ
き
地
貼
の
僚
件
を
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

「
惟
れ
王
は
園
を
建
つ
」
の
注
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
大
司
徒
」
の
経
文
の
引
用
だ
け
で
十
分
こ
と
た
り
る
は
ず
で
あ
る
。

『
周
瞳
』
制
作
、
居
揺
七
年
の
致
政
に
つ
い
て
の
銑
述
を
お
き
、

の
な
か
で
解
揮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
ロ
巴
を
土
中
に
管
ず
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
鄭
玄
は
そ
の
ま
え
に
、

「
惟
れ
王
は
園
を
建
つ
」
を
周
公
の
事
業

「
邑
」
は
「
園
」
|
|
京
師
の
意
で

あ
り
、

「
管
ず
」
は
「
経
営
」

「
大
司
徒
」
の
経
文
の
引
用
の
目
的
は
畢
責
、
そ
の
「
地
中
」
を
「
土
中
」
に
特
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
大
司
徒
」

で
は
な
く
造
替
の
意
で
あ
る
。
鄭
玄
は

「
惟
れ
王
は
園
を
建
つ

を
洛
邑
建
設
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
経
文
に
し
た
が
っ
て
天
下
の
中
心
と
し
て
の
洛
邑
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
経
文
自
躍
が
洛
邑
建
設
そ
の
も
の
を
内
容
と
し
て
い

- 99ー

る
、
と
鄭
玄
は
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
洛
邑
建
設
を
『
周
櫨
』
に
包
撮
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
鄭
玄
が
居
揖
七
年
の
致

政
に
つ
い
て
、
「
此
の
躍
を
以
て
之
れ
に
授
け
、
錐
ロ
巴
に
居
り
て
天
下
を
治
め
し
む
」
と
い
い
、
洛
ロ
巴
に
お
い
て
こ
そ
『
周
躍
』
が
貫
施
し
う

る
と
す
る
の
は

『
周
躍
』
が
も
と
よ
り
「
土
中
」
1
|
|
洛
邑
に
京
師
を
据
え
た
園
家
構
想
で
あ

っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

『
三
嘩
注
』
嘗
時
、
鄭
玄
が
解
し
て
い
た
太
卒
招
来
・
『
周
躍
』
制
作
の
関
係
は
具
瞳
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

太
卒
招
来
を
契
機
と
し
て
『
周
種
』
制
作
の
一
環
と
し
洛
邑
建
設
に
と
り
か
か
り
、
居
掻
六
年
に
そ
れ
を
組
み
入
れ
た
『
周
櫨
』
制
作
を
お
か
え

た
、
と
。
右
の
注
で
致
政
の
年
を
明
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
周
薩
』
制
作
の
そ
れ
に
ふ
れ
な
い
の
は
、
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
揮
を
す
で
に
示
し
て
い
た
鄭
玄
は
、

周
公
は

『
書
停
』

の
所
設
に
よ
っ
て
こ
そ
自
己
の
そ
れ
を
具
瞳
化
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ

727 

る
。
太
卒
招
来
を
契
機
と
す
る
躍
築
制
作
に
は
洛
口
巴
建
設
に
か
か
わ
る
事
業
が
絞
か
し
え
な
い
と
す
る
そ
の
所
説
は
、
洛
邑
建
設
の
櫨
築
制
作
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へ
の
包
揖
と
い
っ
て
も
よ
レ
の
で
あ
る
。

か
く
て
鄭
玄
は

『童
国
債
吋
』
に
設
定
さ
れ
て
い
た
洛
邑
建
設
を
め
ぐ
る
年
代
を

2
同
書
注
』
に
援
用

し
た
の
で
あ
る
。
居
掻
四
年
以
後
の
『
向
書
注
』
の
解
穆
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
こ
う
し
て
『
周
躍
注
』
の
解
掴
俸
は
周
公
の
居
援
の
な
か
に
具
瞳

的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
、

つ
ぎ
の
一
黙
を
以
上
の
郷
玄
の
解
揮
に
く
わ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
向
書
注
』
に
装
置
さ
れ
て
い
た
周
公
の
避

居
の
構
想
で
あ
る
。
墨
田
停
』
の
所
説
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
『
向
書
注
』
に
援
用
さ
れ
て
お
り
、
か
く
て
周
公
の
居
援
を
め
ぐ
る
鄭
玄
の
解

樺
も
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
周
公
の
避
居
を
装
置
し
な
く
と
も
、
武
王
の
崩
御
の
す
ぐ
あ
と
に
掻
政
就
任
を
お
き
、
そ
れ
を
太
卒
招

来
・
『
周
躍
』
制
作
を
貫
現
す
る
た
め
の
「
天
命
」
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

管
奈
の
流
言
は

「
天
命
」

を
阻
止
せ
ん
と
す
る
行
篤
と
な

り

『
向
書
注
』
の
居
婿
一
年
以
後
の
解
調
停
も
展
開
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鄭
玄
は
周
公
の
避
居
を
構
想
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
『
書
侍
』
は
も
と
よ
り

『
中
侯
』
の
周
公
の
太
卒
神
話
に
も
う
か
が
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

お

)

こ
こ
で
、
太
卒
道
の
数
義
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
鄭
玄
と
太
卒
道
と
の
関
連
は
こ
れ
ま
で
推
測
さ
れ
て
い
た
が
、

い
ま
鰹
室
田
解
揮
の
な
か
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に
そ
の
具
瞳
例
を
認
め
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
周
公
の
避
居
の
構
想
が
、
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
幻
)

わ
れ
わ
れ
は
太
卒
道
の
教
義
か
ら
「
太
卒
世
」
に
闘
す
る
つ
ぎ
の
三
貼
を
抽
出
し
、
避
居
の
構
想
と
く
ら
べ
る
の
で
あ
る
。

①
「
太
卒
世
」
は
「
天
地
の
大
終
」

②
「
天
神
」
が
右
の
過
程
を
主
宰
す
る
。 (

天
地
鼠
壕
)
の
う
ち
に
こ
そ
到
来
す
る
。

③

「
天
神
」
の
命
を
う
け
た
救
済
者
が
東
方
に
あ
ら
わ
れ
、

「
太
卒
世
」
を
賓
現
す
る
。

ま
ず
管
奈
の
流
言
に
よ
っ
て
周
公
が
避
居
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
、

「
天
地
の
大
終
」
に
充
て
て
み
よ
う
。
す
る
と
避
居
か
ら
解
放
さ
れ

て
掻
政
に
就
い
た
周
公
に
よ
る
太
卒
招
来
は
、

「
天
地
の
大
終
」
の
あ
と
に
到
来
す
る
「
太
卒
世
」
に
相
嘗
す
る
。
流
言
か
ら
太
卒
招
来
ま
で

の
、
こ
の
過
程
を
貫
い
て
い
た
の
は
、

「
天
命
」
|
|美
天
上一
帝一
の
紳
意
で
あ
る
。
そ
し
て
周
公
は
東
方
の
救
済
者
に
比
し
う
る
。
周
公
は
東

都
か
ら
京
師
に
締
り
聖
戦
を
決
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
卒
招
来
を
貫
現
し
た
の
で
あ
る
。



す
な
わ
ち
鄭
玄
は
、
太
卒
遁
の
教
義
を
念
頭
に
お
い
て
周
公
の
避
居
を
構
想
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
構
想
は
太
卒
道
が
示
す
「
太

卒
世
」
到
来
の
パ
リ
エ

l
シ
司
ン
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

鄭
玄
の
経
書
解
揮
の
根
幹
は
、
『
周
躍
』
を
太
卒
園
家
と
認
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
捧
誼
し
て
い
た
周
公
の
避
居
の
構
想
が
、
以
上

の
よ
う
に
太
卒
道
の
「
太
卒
世
」
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
鄭
玄
が
一
示
す
太
卒
園
家
の
本
質
を
あ
ら
た
め
て

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
も
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鄭
玄
が
経
書
よ
り
も
さ
き
に
緯
書

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
際
、

に
注
樟
を
ほ
ど
こ
し
、

る。

そ
の
あ
と

『
照
雄
』
を
と
り
あ
げ
た
理
由
で
あ
る
。
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註(

1

)

鄭
玄
の
著
作
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
藤
堂
明
保
「
郷
玄
研
究
」
(
儀

躍
士
昏
疏
、
蜂
屋
邦
夫
編
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
、
所
枚
〉
参
着
。

〈

2
)

加
賀
栄
治
『
中
園
古
典
解
稗
史
・
貌
菅
篇
・
』
(
勤
草
書
房
、
一
九

六
四
〉
第
二
章
第
三
節
三
「
鄭
玄
の
躍
解
穫
の
意
闘
志
向
と
貌
督
経
書

解
律
の
方
向
」
に
、
そ
の
詳
論
が
あ
る
。

(

3

)

拙
稿
①
「
『
倫
書
中
候
』
に
お
け
る
太
卒
神
話
と
太
卒
園
家
」
(
日

本
中
園
皐
曾
報
、
第
四
五
集
、
一
九
九
三
て
お
よ
び
②
「
『
倫
書
中

侯
』
と
鄭
玄
周
公
の
太
卒
神
話
を
め
ぐ
っ
て

l
L
(大
久
保
隆
郎
数

か
ら
乙
ζ
ろ

授
退
官
紀
念
論
集
漢
意
と
は
何
か
、
東
方
書
后
、
二

O
O
一
〉
参

看。

(
4
〉
序
は
『
周
躍
』
制
作
を
契
機
と
し
て
太
卒
招
来
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ

る
が
、
そ
の
主
旨
は
本
論
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
鄭
玄
が
序
を
こ

の
よ
う
に
表
現
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
②
参
着
。

(

5

)

鄭
玄
は
『
六
慈
論
』
に
お
い
て
天
感
俸
遼
を
「
正
」
「
幾
」
の
バ
タ

干
吉
を
開
租
と
す
る
太
平
遣
は
緯
書
を
受
容
し
て
い
た
の
で
あ

ー
ン
に
分
類
し
て
い
た
。
「
正
」
の
パ
タ
ー
ン
は
、
太
卒
招
来
の
と

き
、
実
天
上
帝
の
答
一
ホ
を
し
る
す
「
図
書
」
を
趨
・
亀
が
俸
達
す
る
ば

あ
い
で
あ
る
。
本
論
の
引
用
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
「
後
」
の
パ
タ
ー
ン

は
、
聖
王
が
受
命
し
王
朝
を
ひ
ら
く
と
き
、
太
微
五
脅
の
な
か
の
受
命

脅
に
よ
る
感
示
を
龍
・
亀
以
外
の
榊
使
が
俸
達
す
る
ば
あ
い
で
あ
る
。

こ
れ
も
『
中
候
』
が
構
想
す
る
受
命
一
神
話
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
前
掲
拙
稿
①
参
着
。

(
6
〉
前
掲
拙
稿
①
参
着
。

(

7

)

周
公
の
太
卒
紳
話
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
②
参
看
。

(
8
〉
鄭
玄
の
『
向
書
注
』
は
韓
倹
本
と
し
て
し
か
現
存
し
な
い
。
し
か
し

そ
の
重
要
な
注
は
の
こ
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
郷
玄
の
『
倫
書
』
解

穣
の
特
異
性
を
十
分
に
論
じ
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
以
下
に
引
く
『
向

書
注
』
の
仲
伏
文
は
、
基
本
的
に
は
孔
庚
林
『
遁
徳
遺
書
所
見
録
』
に
し

た
が
う
こ
と
に
す
る
。
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(

9

)

顧
額
剛
「
周
公
執
政
務
王

l
周
公
東
征
史
寅
考
設
二
」
(
文
史
、
第

二
三
鋭
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
〉
、
お
よ
び
前
掲
拙
稿
②
参
君
。

(
印
〉
『
書
停
』
は
輯
侠
本
と
し
て
し
か
現
存
し
な
い
。
た
だ
の
こ
さ
れ
た

侠
文
は
き
わ
め
て
多
く
、
ほ
ぽ
『
書
停
』
の
全
趨
を
い
ま
に
俸
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
引
く
そ
の
侠
文
は
、
基
本
的
に
は
皮
錫
瑞

『
向
書
大
俸
疏
詮
』
に
し
た
が
う
。
そ
の
際
、
第
名
は
示
さ
な
い
こ
と

に
す
る
。
『
書
俸
』
の
原
本
に
は
四
十
一
篇
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

出
典
の
多
く
は
そ
の
篇
名
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
鄭
玄
の
『
書
傍
注
』
の
内
容
は
そ
の
侠
文
か
ら
推
す
と
、
語
懇

を
主
と
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
行
論
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な

、ν

(
日
)
「
孔
子
求
書
、
得
賞
帝
玄
孫
一
帝
魁
之
書
、
迄
於
秦
穆
公
、
凡
三
千
二

百
四
十
篇
。
断
遠
取
近
、
定
可
以
魚
世
法
者
、
百
二
十
篇
。
以
百
二
篇

信
用
尚
書
、
十
八
篇
篤
中
侯
」
(
倫
盟
国
序
疏
引
)
と
あ
り
、
雨
書
の
内
容

に
注
目
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る
。

(
ロ
〉
「
蓋
自
伏
生
也
。
伏
生
魚
秦
博
士
。
至
孝
文
時
、
年
且
百
歳
。
張

生
・
欧
陽
生
従
其
皐
而
授
之
。
:
:
:
生
終
後
、
数
子
各
論
所
問
、
以
己

意
蒲
縫
其
関
、
別
作
章
句
。
叉
特
撰
大
義
、
因
経
属
指
、
名
之
日
停
」

(
玉
海
省
三
七
引
中
興
館
閣
書
目
)
と
あ
り
、
『
書
俸
』
は
伏
生
の
遺

設
と
、
撰
述
者
の
張
生
・
欧
陽
生
に
よ
る
増
改
と
の
二
層
か
ら
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
池
田
秀
三
「
『
向
書
大
俸
』
初
探
」
(
中
村
環
八
博

士
古
稀
記
念
東
洋
拳
論
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
)
に
、
そ
の
詳

論
が
あ
る
。
参
看
。

(
日
)
『
漢
書
』
「
律
磨
士
山
下
」
に
「
三
統
、
上
元
至
伐
約
之
歳
、
十
四
寓

二
千
一
百
九
歳
、
裁
在
鶏
火
張
十
三
度
。
文
王
受
命
九
年
而
樹
、
再

期
、
在
大
群
而
伐
約
。
故
書
序
日
、
惟
十
有
一
年
、
武
王
伐
約
、
〔
作
〕

太
誓
。
八
百
諸
侯
舎
。
還
婦
二
年
、
乃
途
伐
約
克
段
、
以
箕
子
院
、
十

三
年
也
。
故
書
序
回
、
武
王
克
段
、
以
箕
子
錦
、
作
洪
範
。
洪
範
目
、

惟
十
有
三
紀
、
王
訪
子
箕
子
。
白
文
王
受
命
而
至
此
十
三
年
、
品
回
亦
在

鶏
火
O
i
-
-
・
」
と
あ
る
。

(

H

)

『
詩
』
「
大
雅
・
文
王
」
序
の
孔
疏
に
「
劉
歓
作
三
統
歴
、
考
上
世

一一帝
王
、
以
震
文
王
受
命
、
九
年
而
鼠
。
班
固
作
漢
書
律
歴
志
、
載
其

説
。
子
是
貰
遼
・
馬
融
・
王
粛
・
章
昭
・
皇
甫
訟
皆
悉
同
之
」
と
あ

る。

(
日
)
た
と
え
ば
『
易
給
是
類
謀
』
に
「
文
王
比
隆
興
、
始
覇
、
伐
崇
、
作

震
皇
、
受
赤
雀
丹
書
、
稽
王
制
命
、
示
王
一
意
」
(
詩
文
王
序
疏
引
〉
と

あ
り
、
鄭
玄
は
「
入
戊
午
蔀
二
十
九
年
、
時
赤
雀
街
丹
書
市
命
之
」

(
向
上
)
と
注
す
る
の
で
あ
る
。

(
日
)
以
上
の
鄭
玄
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
『
詩
』
「
大
雅
・
文
王
」
序
の

孔
疏
を
参
君
。
ま
た
『
中
候
』
に
お
け
る
文
王
の
受
命
と
、
あ
と
で
と

り
あ
げ
る
武
王
の
受
命
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
向
古
一
田
中
候
』

に
お
け
る
周
の
受
命
紳
話
に
つ
い
て
」
〈
香
川
大
泉
数
育
皐
部
研
究
報

告
、
第
一
部
九
九
鋭
、
一
九
九
六
)
参
看
。

(
口
)
王
粛
『
向
書
注
』
に
「
文
玉
十
五
而
生
武
玉
、
九
十
七
而
彩
、
時
受

命
九
年
、
武
王
八
十
三
失
。
十
三
年
伐
約
、
明
年
有
疾
、
時
年
八
十
八

失
。
九
十
三
而
崩
O
i
-
-
-
」
(
詩
幽
諮
疏
引
金
際
注
)
と
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
武
王
の
崩
御
の
年
は
受
命
十
九
年
と
な
る
。

(

M

)

「
約
閲
文
王
断
虞
丙
之
訟
、
後
叉
三
伐
皆
勝
、
而
始
畏
悪
之
、
拘
於

羨
里
」
〈
詩
文
王
序
疏
引
)
、
「
約
得
散
宜
生
等
所
献
賀
、
而
穣
文
王
。

文
王
種
市
伐
察
、
明
年
伐
崇
」
(
向
上
〉
が
、
そ
の
注
で
あ
る
。
以
下
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の
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
、
あ
と
で
と
り
あ
げ
る
『
詩
』
「
周
頚
・
維
清
」
遠

の
解
四
時
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鄭
玄
に
お
け
る
孝
の
意
義
|
段
周
革
命

と
「
周
膿
』
園
家
|
」
(
鎌
田
正
博
士
八
十
書
記
念

漢

文
筆
論
集
、

大
修
館
書
庖
、
一
九
九
一
〉
参
看
。

(
山
口
)
拙
稿
「
流
言
と
遊
居
l
周
公
の
受
難
鄭
玄
の

『
向
書
』
「
金
勝
」

解
緯
l
」
(
日
本
中
園
祭
曾
創
立
五
十
年
記
念
論
集
、
汲
古
書
院
、一

九
九
八〉
、
「
周
公
遊
居
説
小
考
|
郷
玄
以
前
の
周
公
遊
居
説
|
」
(
中

園
文
化
、
第
五
六
説
、
中
園
文
化
皐
曾
、
一
九
九
八
)
が
、
そ
の
詳
論

で
あ
る
。

(
初
〉
『
向
書
』

「
康
詰
」
の
孔
疏
に
も
「
鄭
以
惚
告
諸
侯
、
依
略
設
以
太

子
震
孟
侯
、
而
呼
成
王
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
略
説
」
は
『
書

俸
』
の
一
篇
で
あ
る
。
し
か
し
孔
疏
が
示
す
鄭
玄
の
解
揮
は
、
鄭
玄
の

注
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
孔
疏
に
よ
る
要
約
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)
「
書
序
」
を
孔
子
の
作
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
尚
書』

「
完
奥
」
序
の
孔
疏

に
「
此
序
鄭
玄

・
馬
融

・
王
粛
並
云
、
孔
子
所

作
」
と
あ
る
。

(n〉
以
上
は
註
〈
臼
〉
と
お
な
じ
。

(
お
)
劉
款
『
世
経
』
は
「
召
詰
」
「
洛
詰
」
が
居
掻
七
年
に
な
っ
た
こ
と

を
考
詮
す
る
(
漢
書
律
暦
志
下
)
。
こ
の
雨
篇
を
そ
の
よ
う
に
認
め
る

こ
と
は
、
「
康
諾
」
制
作
も
ま
た
居
掻
七
年
に
設
定
す
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
主
粛
『
向
書
注
』
に
は
「
周
公
掻
政
、
:
:
:
七
年
後
洛

邑
、
作
康
詰
・
召
詰
・

洛
話
、
致
政
成
王
」
「
詩
幽
譜
疏
引
金
験
注
)

と
あ
る
。

(
川
合
『
詩
』
「
周
煩
譜
」
の
孔
疏
に
引
か
れ
る
「
易
注
云
、
行
謙
之
後
、

致
太
卒
」
が
鄭
玄
の
『
周
易
注
』
の
侠
文
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
お
)
本
論
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
康
詰
」
の
経
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
ま

も
と
い

え
に
「
周
公
初
基
」
が
あ
る
。
『
書
停
』
は
そ
れ
を
「
周
公
初
め
て
基

す
」
と
解
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
う
す
る
と
、
居
掻
四
年
に
洛

邑
建
設
の
基
礎
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
あ
と
で
と
り
あ

げ
る
居
掻
年
譜
の
「
五
年
、
成
周
を
管
ず
」
と
矛
盾
す
る
。
『
書
俸
』

は
そ
の
四
字
を
故
一
意
に
創
っ
た
の
で
あ
る
。

(
お
)
「
召
詰
」
の
「
越
若
衆
一
一
一
月
、
惟
丙
午
脳
」
に
濁
し
て
鄭
玄
は
、

「
是
時
周
公
居
掻
五
年
」
(
周
濃
大
司
徒
疏
引
)
と
注
す
る
。

(
幻
)
「
洛
詰
」
序
の
「
周
公
既
相
宅
、
周
公
往
佳
成
周
」
に
射
し
て
、
鄭

玄
は
「
居
掻
七
年
、
天
下
太
卒
、
而
此
邑
成
、
乃
名
目
成
周
也
」
(
公

羊
俸
宣
公
十
六
年
疏
引
〉
と
注
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
天
下
太
卒
」

は
、
太
一
件
招
来
の
と
き
を
居
掻
七
年
と
す
る
指
摘
で
は
な
い
。
す
で
に

そ
れ
が
寅
現
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。

(
お
)
皮
錫
瑞
前
掲
書
は
鄭
玄
の
解
穫
を
『
書
俸
』
の
所
設
に
し
た
が
う
も

の
と
認
め
て
、
「
郷
注
向
書
訓
基
策
謀
、
是
四
年
己
謀
作
成
周
、
五
年

始
経
営
、
至
七
年
乃
告
成
」
(
袋
五
〉
と
統
括
す
る
。

(
m
U
)

「
優
滋
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
て
い
た
。
前
漢
末
の
王
褒

「
聖
王
得
賢
臣
煩
」
に
『
書
俸
』
の
「
優
滋
」
に
も
と
づ
く
「
太
卒
之

責
塞
、
優
滋
之
室
得
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
王
褒
は

『書
俸
』
の

そ
れ
を
、
太
卒
招
来
を
質
現
し
た
周
公
こ
そ
が
と
り
え
た
ゆ
っ
た
り
と

心
を
遊
ば
せ
る
行
篤
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
躍
繁
制
作
と
の
関
係

を
は
ず
す
と
、
「
優
滋
」
は
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

(
初
)
成
王
既
瓢
段
命
、
殺
武
庚
、
命
微
子
啓
代
段
後
。
作
微
子
之
命
。

(
氾
)
の
ち
の
『
白
虎
遜
』
「
封
輝
篇
」
は
、
太
卒
招
来
の
瑞
鮮
顕
現
の
さ
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ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
を
示
す
。
そ
の
一
つ
に
「
徳
至
八
方
、
則
鮮
風

至
、
佳
気
時
喜
、
鐙
律
調
、
-Z

日
度
施
、
四
夷
化
、
越
裳
責
」
と
あ
る
。

夷
秋
が
激
化
さ
れ
た
と
き
を
太
卒
招
来
の
と
き
と
し
、
そ
の
例
と
し
て

越
裳
来
朝
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
白
虎
遁
』
は
わ
れ
わ
れ
が
つ

ぎ
に
検
討
す
る
越
裳
来
朝
の
叙
述
を
お
き
、
右
の
『
書
俸
』
の
な
か
だ

け
で
太
卒
招
来
と
越
裳
来
朝
と
を
関
係
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
位
)
こ
の
あ
と
「
周
公
乃
婦
之
於
玉
、
穂
先
王
之
一
胸
、
致
以
薦
子
宗
廟
。

周
徳
既
表
、
於
是
梢
紹
」
と
つ
づ
く
が
、
わ
れ
わ
れ
の
行
論
に
お
い
て

は
重
要
で
な
い
の
で
省
略
す
る
。

(
お
)
こ
の
よ
う
な
「
風
雨
な
し
」
を
縫
承
・
展
開
し
て
い
る
の
が
、
『
駿

銭
論
』
「
水
皐
篇
」
に
い
う
「
周
公
載
紀
、
天
下
太
卒
、
園
無
天
傷
、

放
無
荒
年
。
蛍
此
之
時
、
雨
不
破
塊
、
風
不
鳴
係
。
旬
而
一
雨
、
雨
必

以
夜
、
無
丘
陵
高
下
皆
熟
」
で
あ
る
。

(
鈍
〉
『
韓
詩
外
俸
』
(
巻
五
)
、
『
設
苑
』
(
緋
物
篇
)
は
『
書
俸
』
と
内

容
を
あ
ら
ま
し
等
し
く
す
る
嘉
禾
額
現
・
越
裳
来
朝
を
あ
わ
せ
て
一
僚

と
し
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
『
緯
詩
外
侮
』

〈
許
維
遜
『
韓
詩
外
俸
集
線
』
の
考
訂
に
し
た
が
う
〉
で
あ
る
。
前
漠

初
の
韓
嬰
に
な
る
そ
れ
は
、
『
室
田
俸
』
と
ほ
ぼ
成
書
年
代
を
お
な
じ
く

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
閥
係
に
注
目
す
る
と
、
い
ず
れ
か

一
方
が
依
践
し
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た

エ
ピ
ソ

ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
が
援
引
し
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の

援
引
は
特
定
の
意
図
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
、
個
々
の
コ
ン
テ
ス
ト
に

組
み
こ
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
嘉
禾
顛
現
・
越
裳
来
朝
は
雨
量
日
で
は
全
く

異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
『
韓
詩
外
俸
』
の
ば
あ
い

は
、
代
々
の
先
生
の
徳
を
縫
い
で
成
就
し
た
成
王
の
王
業
を
た
た
え
る

一
僚
と
し
、
結
尾
に
『
詩
』
「
大
雅
・
下
武
」
の
「
於
寓
斯
年
不
遜

あ

あ

と

S

有
佐
」
(
於
寓
斯
年
還
く
佐
け
有
ら
ざ
ら
ん
〉
を
引
き
、
そ
れ
を
成

王
の
王
業
を
慕
う
越
裳
来
朝
を
詠
じ
る
詩
句
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
針
し
て
『
書
侮
』
は
「
周
公
居
掻
六
年
、
制
雄
作
祭
、
天
下
和

卒
」
を
濁
自
に
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
公
の
太
卒
招
来
の
瑞
鮮

を
め
ぐ
る
叙
述
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
く
わ
え
る
べ
き
は
、
『
韓

詩
外
侮
』
に
お
い
て
嘉
禾
願
現
・
越
裳
来
朝
の
あ
い
だ
に
「
比
幾
三

b

お

よ

年
」
(
三
年
に
比
幾
ぶ
〉
の
一
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

越
裳
来
朝
を
嘉
禾
顕
現
の
三
年
後
に
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し

『
書
俸
』
に
も
そ
う
し
た
一
句
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
居
掻
三

年
が
太
卒
招
来
の
と
き
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
「
召
詰
」
に
「
王
来
紹
上
帯
、
自
服
子
土
中
」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
と
く
に
後
漢
以
後
、
「
土
中
」
は
洛
邑

を
指
す
固
有
名
詞
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
m
m
)

鄭
玄
の
郷
里
山
東
が
『
太
卒
清
領
書
』
の
受
持
者
干
吉
や
宮
崇
の
出

身
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
、
師
同
玄
が
亡
く
な
る
五
年
ま
え
の
建
安
元
年
に

徐
州
か
ら
郷
里
に
錆
る
途
中
、
資
巾
太
一
件
道
の
兵
に
か
こ
ま
れ
て
異
常

な
傘
敬
を
う
け
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
推
測
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
幻
〉
一
一
一
石
善
吉
『
中
園
の
千
年
王
園
」
(
東
京
大
皐
出
版
舎
、

一
〉
第
一
章
「
寅
巾
の
飢
|
道
教
的
千
年
王
園
論
」
参
看
。
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the Western nations.

ZHENG XUAN'S ＳＨＡＮＧＳＨＵＺＨＵAND THE SHANGSHU

ＤＡＺＨＩＪＡＮ：CONCERNING THE INTERPRETATION OF

　　　　　

THE REGENCY OF THE DUKE OF ZHOU

Mashima Jun'ichi

　　

When Zheng χuan 鄭玄wrote his Sanlizhu三優注, he understood the

process of the formation of the Ｚｈｏtｔli周膿ofthe Duke of Zhou 周公in the

following manner. During the seven years of the regency of the Duke of

Zhou, the “Great Peace” 太平was brought about according to the divine

will of Haotian shangdi 臭天上帚, the ultimate god of the universe. Given

this impetus, the Duke of Zhou composed the Zho㎡i in the siχth year of

his regency in order to institute the “Great Peace" as ａ national system.

The system of rites formulated in the Ｓａｎｌｉｚhｕ.whichemployed such ａ

view of the 'Ｚｈｏｕli　ａtits core and as ａ basic standard, can be deemed the

“State of Great Peace” 太平國家of the Duke of Ｚｈｏｕ｡

　　

This interpretation of Zheng χuan was stimulated by the myth of the

“Great Peace” of the Duke of Zhou that had appeared in the appendices to

Ｗｅｉｓhｕ緯書whose interpretations preceded the Ｓａｎｌｉｚｈｕ　ａndparticularly

in the conceptions found in Ｓｈａｎｇｓhｕｚｈｏｎｇｈｏｕ偽書中候. This myth

saw in the workings of administration of the Duke of Zhou the divine will

of Haotian shangdi himself and viewed the bringing about of both the

“Great Peace” and the system of rites and music that constituted the

“State of Great Peace” as also conforming to the divine will 0f Haotian

shangdi.

　

In

　

this fashion, Zheng　Xuan　ぺ.vould　next have to develop

interpretations

　

of the classic based on the conceptions　found　in　the

Ｓｈａｎｇｓｈｕｚｈｏｎｇｈｏｕ.　TheDuke of Zhou's appointment to the regency was

ａ device of the divine will of Haotian shangdi that was demonstrated in the

bringing about of the “Great Peace” and the creation of the Ｚｈｏｕli.The

conceptual framework behind the concrete acts of the Duke of Zhou's

regency ゛ａs sought.　That which would made this project possible was

consultation of the Ｓｈａｎｇ-ｓhｕ　t＾書･inwhich the records of the regency and

- ４－



the course of the Duke's rise to his appointment as regent were recorded.

Zheng χuan thus authored his Ｓｈａｎｅｓhｕｚhｕaiｔｅｒwriting the Ｓａｎｌｉｚhｕ.

At that time, Zheng χuan turned his focus on the Ｓｈａｎｆｆｓｈｕｄａｚhｕａｎ　＾書

大傅For Zheng χuan, the Ｓｈａｎｇｓhｕｄａｚhｕａｎ served as an ｅχegesis of

Ｓｈａｎｇｓhｕin the following manner.　Following the statements of the

Ｓｈａｎｇｓhｕｚｈｏｎｇｈｏｕ.he interpreted the tｅχtof the Ｓｈａｎｇｓhｕregarding the

regency of the Duke of Zhou, conceived of the achievements of the Duke

himself while he was regent, and saw them in terms of bringing about the

“Great Peace” and the system of rites and music. In other words, Zheng

χuan himself recognized the interpretation of the Ｓｈａｎｇｓhｕthat he intended

was found in the statements ｏ£伍ｅ Ｓｈａｎｇｓhｕ面妖ｕａｎ and employed them

in

　

his

　

Ｓｈａｎｅｓhｕｚhｕ、

　

This

　

article

　

makes

　

clear

　

that

　

Zheng

　

χuan's

interpretation was in fact of this nature｡

　　

However, the use of the statements from the Ｓｈａｎｅｓhｕｄａｚｈｕａｎwas

based on the premise that the refuge of the Duke of Zhou in Dongdu was

in accordance with the divine will of Haotian shangdi. Developed as an

interpretation of the Ｓｈａｎｇｓｈｕ、itwas stimulated by doctrine regarding the

advent of the “World of Great Peace” 太平世of the “Way of Great Peace”

太平道. The relationship of Zheng Xuan and the “Way of Great Peace”

is the most important issue remaining in the study of Zheng Xuan.

ＡCONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE

COURTESY SYSTEM AND GOVERNMENT ADMINISTRATION

　　　

DURING THE HAN AND SIX DYNASTIES： FOCUSING

　　　　　

ON THE PLACE OF THE SAN-GONG WITHIN

　　　　　　　　　

COURTESY SYSTEM HIERARCHY

KOBAYASHI Satoshi

　　

Government officials and feudal lords in ancient China served both in

the role of deciding and administering policy and also in that of performing

the various rituals of the state. This article focuses on the latter of the two

roles and seeks to consider the characteristics of the organization of the

government officials and feudal lords which was based on the li-zhi 疆瓢
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