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日
本
語
で
は
こ
れ
を
「
む
ほ
ん
」
と
訓
じ
て
い
る
。
「
む
ほ
ん
」
と
は
、
臣
下
の
君
主
ま
た
は
園
家
に
射
す
る
反
逆
と
の
意
味
で
あ

白
本
語
の
謀
反
|
む
ほ
ん
|
の
場
合
、
果
し
て
反
逆
が
遂
行
さ
れ
た
の
か
、
未
遂
で
あ
る
の
か
そ
の
匡
別
は
陵
昧
で
あ
る
。
同
じ
く

「謀
L

を
冠
す
る
言
葉
と
し
て
謀
殺
と
い
う
語
が
あ
る
。
日
本
語
の
意
味
で
は
計
重
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
中
園
に
お

謀
反
、

ろ
う
が
、
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い
て
、
少
な
く
と
も
唐
律
以
前
に
お
い
て
は
、
若
干
、
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
引
。

中
園
史
上
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
、
謀
反
事
件
が
少
な
か
ら
ず
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
謀
反
の
確
た
る
事
買
が
史
料
か
ら
検
出
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
員
居
間
の
程
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
安
易
に
担
造
事
件
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
確
か
に
埋

造
さ
れ
た
謀
反
事
件
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
「
謀
反
」
と
い
う
罪
名
の
正
確
な
意
味
、
そ
れ
が
何
故
埋
造
と
い
う
こ
と

に
結
び
つ
き
易
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
考
滴
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
言
う
私
自
身
も
、
か
つ
て
東
漢

明
帝
期
に
起
っ
た
楚
王
英
謀
反
事
件
を
と
り
扱
っ
た
際
、
謀
反
と
い
う
罪
名
を
正
確
に
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
拙
稿
の
反
省
を
含
め
て
、
謀
反
罪
の
内
容
、
来
源
、
政
治
の
場
で
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
ま
ず
第
一

の
目
的
で
あ
る
。

漢
帝
園
の
刑
罰
睦
系
は
、
秦
の
制
度
を
踏
襲
す
る
こ
と
か
ら
出
設
し
た
。

し
か
し
秦
の
法
術
主
義
を
批
剣
し
儒
皐
を
官
民
平
化
し
た
漢
に
あ
っ
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て
、
刑
法
の
内
容
は
受
け
継
ぎ
、
そ
の
運
営
理
念
に
は
批
判
を
加
え
る
と
い
っ
た
二
面
性
を
王
朝
自
身
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ
の
問
題
は
儒
術
の
偽
装
・
縁
飾
の
も
と
に
法
術
政
治
を
行
な
う
と
い
っ
た
所
謂
儒
術
主
義
と
い
う
親
知
か
ら
解
樟
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
偽
装
・
縁
飾
は
ど
の
よ
う
に
帰
さ
れ
た
の
か
、
何
故
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、

さ
ら
に
進
ん
で
そ
れ
が
偽
装
と

言
え
る
の
か
等
々
は
、

い
ま
す
こ
し
詳
し
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
謀
反
」
と
い
う
一
つ
の
罪
名
を
手
が
か
り
と
し
て
秦
漢
の

法
術
主
義
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
。

「
謀
反
」
の
規
定

謀
反
が
『
唐
律
疏
議
』
に
お
い
て
十
悪
の
筆
頭
に
「
謂
謀
危
祉
寝

l
l祉
榎
を
危
く
せ
ん
と
謀
る
を
謂
う
」
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
部
分
の
疏
議
は
、
謀
反
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

案
ず
る
に
公
羊
俸
に
云
う
。
君
親
、
賂
に
せ
ん
と
す
る
無
し
。
特
に
せ
ん
と
す
れ
ば
必
ず
諒
す
と
。
謂
う
こ
こ
ろ
、
時
に
逆
心
あ
り
て
君



父
を
害
せ
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
則
ち
必
ず
之
を
議
す
。
左
俸
に
云
う
。
天
、
時
に
反
す
る
を
災
と
魚
し
、
人
、
徳
に
反
す
る
を
蹴
と
帰
す

と
。
然
れ
ば
王
者
は
庚
極
の
至
傘
に
居
り
、
上
天
の
賓
命
を
奉
じ
、
二
儀
の
覆
載
を
同
じ
く
し
、
兆
庶
の
父
母
と
作
る
。
子
た
り
臣
た
る

も
の
、
世
だ
忠
、
惟
だ
孝
た
る
の
み
。
乃
ち
敢
て
凶
患
を
包
醸
し
、
賂
に
逆
心
を
起
き
ん
と
す
。
天
の
常
に
反
し
、
人
の
理
に
惇
逆
す
る

を
規
る
。
故
に
謀
反
と
白
う
。

王
朝
の
顛
覆
が
人
倫
に
も
と
る
行
震
で
あ
る
黙
に
重
心
が
お
か
れ
、

し
か
し
、
「
終
に
す
る
」
「
蹴
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
謀
、
つ
ま
り
計
霊
す
る
と
い
う
意
味
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
、

謀
反
の
正
確
な
意
味
は
、
反
を
謀
る
|
|
王
朝
顛
覆
を
計
董
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
行
震
の
未
途
段
階
を
示
し
て
い
る
。

律
で
は
も
う
一
箇
所
、
謀
に
論
及
し
た
僚
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
解
説
は
、

「
謀
」
自
睦
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
特
に
解
説
は
加
え
て

(
名
例
律
一
〉

、
:
、
。

、hv
中
l

旬、uv衆
と
稿
す
る
は
三
人
以
上
。
謀
と
稿
す
る
は
二
人
以
上
。
謀
獄
、
彰
明
な
ら
ば
一
人
と
雄
も
二
人
の
法
に
同
じ
。

二
人
以
上
が
共
同
し
て
陰
謀
す
る
こ
と
1
1
4
共
同
謀
議
が
謀
と
い
う
語
の
巌
密
な
意
味
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、

だ
ち
、
菅
代
に
明
法
橡
・
張
蓑
が
つ
け
た
音
律
の
注
に
お
い
て
す
で
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

『
唐
律
疏
議
』
名
例

(
名
例
律
六
)
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『
唐
律
疏
議
』
に
先

し
て
計
を
建
つ
、
之
を
率
と
謂
う
。

其
の
知
り
て
之
を
犯
す
、
之
を
故
と
謂
う
。
意
の
以
て
然
り
と
矯
す
、
之
を
失
と
調
う
。
:
:
:
二
人
針
議
す
、
之
を
謀
と
謂
う
。
衆
を
制

(
『
育
室

E
刑
法
志
〉

二
人
以
上
の
者
が
共
謀
し
て
反
逆
を
計
董
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
唐
律
疏
議
』
『
晋
書
』
刑
法
志
に
見
ら
れ
た
謀
反
の
定
義
な
の
で
あ
る
。

し
て
反
逆
と
い
う
行
震
に
閲
し
て
言
え
ば
、
謀
反
|
|
反
を
謀
る
ー
ー
は
、
貫
際
の
行
員
は
未
だ
行
な
わ
れ
て
は
お
ら
ず
未
遂
の
段
階
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
反
逆
行
震
が
す
で
に
行
な
わ
れ
た
「
反
」
と
は
巌
然
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、

「
謀
反
」
の
こ
の
よ
う
な
定
義
は
菅
以
前
、
ど
こ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
三
園
志
』
『
後
漢
書
』
『
漢
書
』
な

ど
に
散
見
す
る
謀
反
罪
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

3 

そ
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一因
1
1

前
慌
の
謀
反
罪

後
漢
王
朝
最
期
の
年
、
建
安
二
十
四
年
九
月
、
競
相
園
・
鍾
訴
に
辞
召
さ
れ
西
曹
擦
と
な
っ
て
い
た
貌
調
は
、
曹
操
が
漢
中
に
遠
征
し
た
留

守
を
ね
ら
い
謀
反
す
る
。

太
祖
、
漢
中
を
征
す
。
魂
詞
ら
反
を
謀
り
、
中
尉
楊
俊
は
左
遷
さ
る
。
太
祖
歎
じ
て
日
く
。
調
の
敢
て
凱
心
を
生
ず
る
所
以
は
、
吾
が
爪

牙
の
臣
に
姦
を
遁
め
謀
を
防
ぐ
者
な
き
を
以
て
の
放
な
り
。

『
調
書
』
徐
突
憾
に
み
え
る
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
、
親
調
の
反
逆
が
途
行
さ
れ
た
の
か
、
未
遂
で
終
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、

道
』
武
帝
紀
に
お
い
て
裟
怯
之
注
が
引
く
『
世
一訪
問
』
は
、
こ
と
が
ら
の
樫
緯
を
よ
り
詳
し
く
語
る
。

『親

(
塊
)
調
、
字
は
子
京
。
浦
の
人
。
衆
を
惑
す
の
才
あ
り
て
、
都
都
を
傾
動
す

P

鍾
出
師
、
是
れ
に
よ
り
降
す
。
大
軍
未
だ
反
ら
ず
し
て
、

ま
た
長
楽
衛
尉
陳
雄
と
謀
り
て
鄭
を
襲
わ
ん
と
す
。
未
だ
期
に
及
ば
ず
し
て
諌
は
健
れ
、

-4-

調
は
潜
か
に
徒
黛
を
結
び

之
を
太
子
に
告

ぐ
。
菰
を
諒
し
、
坐
し
て
死
す
る
者
、
数
十
人
。

醐
拠
調
の
反
逆
は
、
賀
行
に
移
さ
れ
る
前
に
一
味
の
密
告
に
よ
り
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。

説
王
朝
成
立
後
に
あ
っ
て
も
、
謀
反
罪
は
他
の
犯
罪
に
比
ベ
特
別
に
扱
わ
れ
た
と
言
え
る
。
文
帝
黄
初
五
年
、
謀
反
大
逆
の
罪
は
特
に
密
告

を
許
す
旨
の
令
が
出
さ
れ
た
。

初
め
て
令
す
。
謀
反
大
逆
は
乃
ち
相
い
告
す
る
を
得
。
そ
の
絵
は
皆
な
聴
治
す
る
な
か
れ
。
敢
て
妄
り
に
相
い
告
す
れ
ば
、
其
の
罪
を
以

て
之
を
罪
す
。

(
『
貌
書
』
文
帝
紀
)

黄
初
五
年
の
こ
の
令
に
よ
り
密
告
が
公
け
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
謀
反
大
逆
が
最
も
重
い
犯
罪
と
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ

し
て
司
馬
蹄
と
激
し
い
権
力
闘
争
を
展
開
し
て
い
た
曹
爽
が

こ
の
謀
反
の
か
ど
で
密
告
さ
れ
伺
長
と
と
も
に
諒
殺
、
夷
三
族
と
い
う
極
刑
を

う
け
た
の
は
、
嘉
卒
元
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
曹
爽
謀
反
の
あ
ら
ま
し
は
、

『
親
書
』
巻
九
に
詳
し
い
。



初
め
張
嘗
は
私
か
に
捧
ぶ
所
の
才
人
張
・
何
ら
を
以
て
爽
に
輿
う
。
其
の
姦
あ
る
を
疑
い
、
首
を
枚
め
て
罪
を
治
す
。
嘗
は
爽
の
(
何
〉

ま

の

曇
ら
と
陰
か
に
反
逆
を
謀
り
、
並
び
に
先
に
丘
ハ
を
習
し
、
三
月
中
を
須
っ
て
護
せ
ん
と
欲
す
と
陳
ぶ
。
是
に
於
い
て
曇
ら
を
牧
め
て
獄
に

下
す
。

張
嘗
の
密
告
に
み
え
る
よ
う
に
、

曹
爽
ら
の
反
逆
は
「
謀
反
逆
」
「
須
三
月
中
欲
瑳
」
と
言
わ
れ
て
い
る
如
く
、

賞
際
に
丘
(
を
あ
げ
遂
行
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
未
遂
の
段
階
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
臣
の
廷
議
に
お
し
1

て
次
の
よ
う
な
論
断
が
下
さ
れ
る
。

春
秋
の
義
で
は
、
「
君
親
、
絡
に
せ
ん
と
す
る
無
し
。
絡
に
せ
ん
と
す
れ
ば
必
ず
諒
す
」
と
あ
る
。
曹
爽
は
皇
室
の
分
家
で
あ
り
、
代

代
こ
と
の
ほ
か
寵
愛
を
蒙
り
、
先
帝
が
御
親
ら
手
を
と
っ
て
遺
詔
を
授
け
、
天
下
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
邪
心
を
胸
に
抱

き
、
遺
命
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
あ
ろ
内
こ
と
か
何
長
・
郵
腫
・
張
首
ら
と
神
器
を
う
ば
お
う
と
た
く
ら
ん
だ
。
桓
範
は
罪
人
と
黛
を
組

み
同
調
し
た
。
皆
な
大
逆
不
道
と
い
え
る
。

- 5 ー

こ
う
し
て
、
曹
爽
・
何
長
・
張
嘗
ら
は
諒
殺
さ
れ
、
加
え
て
夷
三
族
の
刑
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
以
上
、

『
三
園
志
』
に
み
え
る
貌
調
、
曹
爽

は
、
反
逆
の
形
が
具
桂
化
す
る
以
前
に
そ
の
共
謀
者
と
み
な
さ
れ
る
者
と
と
も
に
謀
反
罪
に
間
わ
れ
誌
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

謀
反
と
は
共
同
陰
謀
で
あ
り
禾
遼
段
階
の
罪
と
す
る

『
唐
律
疏
議
』
の
定
義
を
み
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
明
帝
の
永
卒
十
三
年
に
起

っ
た
楚
王
英
の
事
件
を
例
に
あ
げ
、
後
漢
に
お
け
る
謀
反
罪
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

楚
王
英
が
永
卒
十
三
年
、
識
緯
書
の
担
造
と
い
う
か
ど
で
死
刑
を
求
刑
さ
市
川
、
自
殺
す
る
と
い
う
事
件
は
「
楚
王
英
謀
反
」
と
の
記
述
で
も

『
後
漢
書
』
の
各
列
惇
、

『後
漢
紀
』
な
ど
に
散
見
す
針
。
事
件
の
あ
ら
ま
し
は
『
後
漢
書
』
列
俸
三
二
に
み
ら
れ
る
楚

って、

『
績
漢
書
』
、

王
英
の
本
俸
が
最
も
詳
し
い
。

若
い
時
、

潜
侠
を
好
み
、

賓
客
と
交
わ
っ
て
い
た
楚
王
英
は
、

5 

晩
年
に
な
っ
て
、
責
老
の
術
を
好
み
、
併
敬
を
崇
拝
す
る
よ
う
に
襲
っ

た
。
や
が
て
英
は
方
土
と
閥
係
を
結
び
、
黄
金
の
亀
、
玉
の
鶴
な
ど
を
作
り
、
そ
こ
に
文
字
を
刻
ん
で
符
瑞
と
す
る
に
至
る
。
永
卒
十
三

年
、
燕
贋
な
る
男
が
密
告
す
る
。
「
英
は
漁
陽
の
王
卒
・
顔
忠
た
ち
と
識
緯
の
書
を
つ
く
り
、
反
逆
を
計
重
し
て
お
り
ま
す
。
」
調
査
の
結
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果
、
措
嘗
官
が
上
奏
し
て
言
う
に
は

「
英
は

勝
手
に
そ
れ
ぞ
れ
に
官
秩
を
興
え
て
諸

よ
か
ら
ぬ
輩
を
あ
つ
め

園
識
を
つ
く
り
、

侯
・
王
公
・
将
軍
・
二
千
石
を
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

に
徒
さ
れ
て
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。

大
逆
不
道
で
あ
り

設
殺
さ
れ
る
が
よ
ろ
し
い
。
」
か
く
て
英
は
駿
位
さ
れ
丹
陽

『
後
漢
書
』
が
他
の
箇
所
に
お
い
て
記
し
て
い
る
こ
の
事
件
の
概
要
も
右
に
略
述
し
た
も
の
を
で
な
い
。
要
す
る
に
、
楚
王
英
は
園
識
を
つ
く

り
、
王
圏
内
で
官
秩
を
勝
手
に
設
置
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
謀
反
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
首
時
の
後
漢
王
朝
に
と
っ
て
圃
識
造
作
は
見
過
し
得

co 

な
い
こ
と
で
あ
り
、
中
央
集
権
位
制
か
ら
み
れ
ば
官
秩
の
任
意
設
置
は
、
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
と
も
言
え
、
楚
王
英
の
行
痛
は
確
か
に
王
朝
に
と
っ

て
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
、

「
謀
反
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
楚
王
英
自
身
が
王
朝
に
劃
す
る
反

逆
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
少
く
と
も
『
後
漢
書
』
の
記
載
か
ら
反
逆
の
意
識
を
誼
み
と
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
楚
王
英
謀

や
が
て
反
逆
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
い
わ
ば
萌
芽
の
段
階
で
、
反
逆
を
共
同
陰
謀
し
た
と
い
う
謀
反
罪
に
論
断
さ

反
の
事
件
は
、

- 6 ー

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

楚
王
英
と
同
じ
時
期
に
罪
を
得
て
死
刑
を
求
刑
さ
れ
た
贋
陵
王
荊
も
、
や
は
り
謀
反
と
い
う
罪
名
を
荷
わ
さ
れ
た
。
『
績
漢
書
』
五
行
志
な

ど
に
「
後
徒
王
廉
陵
。
荊
逢
坐
復
謀
反
自
殺
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
庚
陵
王
は
一
度
な
ら
ず
反
逆
を
く
わ
だ
て
、
そ

の
な
か
に
は
寅
際
に
奉
丘
一
を
行
な
い
か
け
た
の
も
あ
る
州
、
最
終
的
に
は
呪
誼
が
も
と
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
。
や
は
り
未
遂
の
段
階
で
謀
反

罪
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
事
件
慮
理
に
あ
た
り
死
刑
を
求
刑
し
た
焚
燥
が
、
貫
弟
贋
陵
王
に
恩
情
を
加
え
ん
と
す
る
明
帝
に
劃
し
て
述
べ

た
言
葉
は
注
目
に
慣
す
る
。

天
下
は
高
帝
劉
邦
さ
ま
が
お
築
き
に
な
っ
た
も
の
で
陛
下
の
天
下
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
春
秋
の
義
に
は
「
君
親
、
時
に
せ
ん
と
す
る
無

し
。
特
に
せ
ん
と
す
れ
ば
訣
す
」
と
ご
ざ
い
ま
す
。

だ
か
ら
周
公
は
弟
を
読
し
、
季
友
は
兄
を
毒
殺
し
た
の
で
す
が
、
経
俸
は
こ
れ
を
顕

彰
し
て
お
り
ま
す
。
臣
ら
は
荊
が
同
母
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
陛
下
が
御
心
を
か
け
、
側
障
の
情
を
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
あ
え

て
諒
殺
を
上
請
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
し
陛
下
の
御
子
息
で
あ
れ
ば
、
臣
ら
は
お
断
り
す
る
こ
と
な
く
濁
断
で
訣
殺
致
し
た
で
し
ょ
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(
「
後
漢
書
」
奨
倫
俸
)

麿
陵
王
荊
の
死
刑
を
求
刑
す
る
焚
僚
の
主
張
は
、
先
の
『
三
園
士
山
』
に
み
ら
れ
た
曹
爽
の
場
合
に
同
じ
く
、
春
秋
の
義
を
も
と
に
し
て
論
断
し

て
い
る
こ
と
は
、
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ま
は
そ
れ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
次
に
前
漢
期
に
遡
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
漢
書
』
に
「
謀
反
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
の
は
、
巻
十
三
異
姓
諸
侯
王
表
を
は
じ
め
と
す
る
「
表
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
枚

い
ま
一
部
を
列
奉
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

奉
に
い
と
ま
が
な
い
。

准
南
衡
山
。
十
二
年
徒
衡
山
。
四
十
三
年
。
謀
反
。
自
殺
。

(
諸
侯
王
表
)

畳
戚
侯
昔
。
後
三
年
。
坐
輿
兄
摩
謀
反
。
自
殺
。

陽
陵
景
侯
縛
寛
。
孝
景
四
年
。
侯
僅
嗣
。
三
十
一
年
。
元
狩
元
年
。
坐
興
准
南
王
謀
反
。
設
。

重
合
侯
奔
通
。
後
二
年
。
坐
護
兵
輿
衛
尉
潰
等
謀
反
。
要
斬
。

博
陸
宣
侯
霊
光
。
地
節
三
年
四
月
美
卯
。
侯
百
円
嗣
。
四
年
。
謀
反
。
要
斬
。

(
王
子
侯
表
上
)

(
功
臣
表
第
四
)

(
功
臣
表
第
五
)
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(
外
戚
思
津
侯
表
)

捜
粟
都
尉
桑
弘
羊
矯
御
史
大
夫
。
七
年
。
坐
謀
反
。
訴
。

(
百
官
公
卿
表
下
)

右
は
各
表
か
ら
任
意
に
一
例
ず
っ
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
漢
に
お
い
て
は
謀
反
は
大
逆
不
遣
で
あ
り
、
す
べ
て
諒
伐
・
死
刑
に
慮
せ
ら

れ
、
特
に
武
帝
期
以
降
で
は
「
謀
反
要
斬
」
が
確
立
す
る
と
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

べ
つ
に
「
反
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
し
て
い
る
貼
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
漢
書
』
の
各
表
に
お
い
て
は
、
謀
反
と
は

楚
元
王
空
。
六
年
。
戊
嗣
。
二
十
一
年
。
孝
景
三
年
。
反
。
設
。

管
共
侯
罷
軍
。
六
年
。
侯
戎
奴
嗣
。
二
十
年
。
孝
景
三
年
。
反
。
訣
。

祈
侯
孫
車
。
十
二
年
。
孝
景
前
三
年
。
坐
反
。
訴
。

費
其
侯
呂
勝
。
八
年
。
反
。
訣
。

(
諸
侯
王
表
)

(
王
子
侯
表
上
)

(
功
臣
表
第
四
)

(
外
戚
恩
津
侯
表
)

7 

太
僕
上
官
築
震
左
持
軍
。
七
年
。
反
。
諒
。

(
百
官
公
卿
表
下
)
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「
謀
反
」
と
い
う
用
語
と
は
べ
つ
に
「
反
」
と
い
う
語
が
頻
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
が
使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
例
に
あ
げ
た
百
官
公
卿
表
で
、
桑
弘
羊
は
「
謀
反
」
と
記
さ
れ
、
上
官
築
の
場
合
は
「
反
L

と
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の
如
く
こ
の
事
件
は
と
も
に
武
帝
死
後
の
元
鳳
元
年
、
燕
王
旦
の
反
凱
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、

べ
ら
れ
て
レ
る
。
桑
弘
羊
、
上
官
築
と
も
に
霊
光
打
倒
を
め
ざ
し
燕
王
旦
に
近
づ
く
の
で
あ
る
が
、

『
漢
書
』
霊
光
俸
に
事
件
の
経
過
が
述

『
漢
書
』
が
語
る
両
者
の
行
動
に
は
若
干

の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
桑
弘
羊
に
つ
い
て
は
、
「
子
弟
の
矯
め
に
官
を
得
ん
と
欲
し
、
亦
た
光
を
怨
恨
す
」
「
桑
弘
羊
は
嘗
に
諸
の
大
臣
と
共

に
光
を
執
え
て
退
け
ん
と
す
」
と
一
霊
光
と
の
確
執
を
記
す
だ
け
に
と
ど
ま
り
、

貫
際
の
反
範
に
あ
っ
て
は
上
官
築
の
み
名
が
牽
げ
ら
れ
て
い

る。

後
、
築
の
黛
輿
に
光
を
語
る
者
あ
り
。

上

師
側
ち
怒
り
て
日
く
。

(
中
略
〉
是
れ
自
り
築
ら
敢
て
復
た
言
わ
ず
。

乃
ち
謀
り
て
長
公
主
を

し
て
酒
を
置
き
光
を
請
わ
し
む
。
丘
(
を
伏
し
之
を
格
殺
し
、
因
り
て
帝
を
腰
し
迎
え
て
燕
王
を
立
て
天
子
と
篤
さ
ん
と
す
。

- 8 ー

(
『
漢
書
』
震
光
俸
)

上
官
築
の
こ
の
行
信
用
は
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
「
反
」
と
言
え
よ
う
。
桑
弘
羊
の
場
合
は
、
立
場
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
質
際
の
反
範
に
加
わ
っ
た
か

ど
う
か
は
疑
わ
し
く
、
両
者
の
こ
の
相
違
が
公
卿
表
に
お
い
て
「
反
」
と
「
謀
反
」
の
表
記
の
遣
い
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
反
逆
を
計

量
す
る
と
レ
う
未
然
の
段
階
で
あ
る
謀
反
と
、
貫
際
に
兵
器
な
ど
を
と
り
反
逆
行
震
を
行
な
っ
た
反
と
は
、
や
は
り
匡
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
例
を
あ
げ
た
『
漢
書
』
の
各
表
に
み
え
る
よ
う
に
、
謀
反
も
反
と
と
も
に
「
諒
」

ー
歎
殺
、
も
し
く
は
死
刑
の
中
で
最
も
重
い
要
斬
と
い
う
刑
に
慮
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
計
重
段
階
で
あ
る
謀
反
と
、
寅
行
に
移
さ
れ
た
反

の
雨
者
は
、
未
然
、
己
然
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
死
刑
と
い
う
貼
で
一
致
を
み
る
の
で
あ
る
。

行
論
の
都
合
上
、
前
漢
の
謀
反
事
件
を
も
う
一
例
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
武
帝
期
に
起
っ
た
有
名
な
准
南
王
劉
安
の
事
件
で
あ
る
。

文
帝
期
、
倣
慢
放
縦
の
結
果
、
自
殺
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
父
属
王
長
の
死
に
劃
し
て
街
む
と
こ
ろ
の
あ
る
劉
安
は
、
反
逆
の
機
舎
を
ね
ら
っ

て
い
た
が
、
き
っ
か
け
が
な
い
ま
ま
武
帝
の
世
を
迎
え
る
。
元
朔
五
年
、
息
子
が
ひ
き
お
こ
し
た
事
件
が
も
と
で
削
封
さ
れ
た
劉
安
は
、
反
逆



『
史
記
』
准
南
衡
山
列

に
ま
す
ま
す
傾
き
、
日
夜
、
伍
被
・
左
臭
た
ち
と
と
も
に
地
園
を
贋
げ
て
軍
勢
の
配
置
に
策
を
め
ぐ
ら
ず
に
至
っ
た
。

俸
は
、
反
逆
の
事
兵
に
心
あ
せ
る
劉
安
と
そ
れ
を
お
し
止
め
ん
と
す
る
伍
被
の
や
り
と
り
を
巧
み
に
描
き
出
す
。
結
局
、
伍
被
が
提
案
し
た
計

董
に
従
っ
て
反
逆
を
貫
行
に
移
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
遂
行
に
至
ら
な
い
う
ち
逮
捕
さ
れ
失
敗
に
移
る
。
他
な
ら
ぬ
伍
被
が
密
告
し
た
か

ら
で
あ
る
。
准
南
王
逮
捕
の
の
ち
、
事
件
は
越
王
彰
組
、
卒
陽
侯
曹
裏
た
ち
四
十
三
名
が
審
判
に
あ
た
り
、
審
議
の
結
果
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

推
南
王
安
は
甚
だ
大
逆
無
道
に
し
て
、
謀
反
は
明
白
な
り
、
嘗
に
誌
に
伏
す
ベ
し
。

こ
の
こ
と
に
闘
し
て
謬
西
王
劉
端
の
意
見
は
、

よ
り
詳
細
で
あ
る
。

推
南
王
安
は
法
律
を
無
親
し
、

よ
こ
し
ま
な
と
と
を
行
な
い
、
う
そ
い
つ
わ
り
を
心
に
懐
い
て
、
世
の
な
か
を
混
飽
き
せ
、
民
衆
を
ま
ど

わ
し
、
宗
廟
に
背
を
む
け
、
妖
し
き
噂
を
ふ
り
ま
い
た
。
『
春
秋
』
に
は
「
臣
は
賂
に
せ
ん
と
す
る
無
し
。
賂
に
せ
ん
と
す
れ
ば
読
す
」

と
あ
る
。
安
の
罪
は
「
特
に
せ
ん
と
す
る
」
よ
り
も
重
く
、
謀
反
の
形
跡
は
動
か
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
私
が
目
に
し
た
文
書
・
節
・

印
・
地
圃
お
よ
び
そ
の
ほ
か
悪
逆
非
道
な
事
々
の
謹
擦
は
明
白
で
あ
り
、
誠
に
も
っ
て
大
逆
無
道
、
法
の
規
定
に
そ
っ
て
慮
分
さ
れ
る
べ

A
川
マ

き
で
あ
る
。

-9-

死
刑
執
行
に
先
だ
ち
劉
安
は
自
殺
し
て
、

一
躍
と
の
事
件
は
結
着
す
る
。

長
々
と
述
べ
て
き
た
こ
の
准
南
王
謀
反
事
件
は
、
謀
反
罪
を
検
討
す
る
う
え
で
、

一
に
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
謀
反
罪
の
定
義
、

い
く
つ
か
の
示
唆
を
輿
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第

つ
ま
り
未
然
の
段
階
で
罪
が
成
立
し
、
そ
の
刑
罰
は
死
刑
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
こ
の
事

件
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
は
、
劉
端
の
言
葉
の
裏
に
は
、
反
逆
の
計
董
は
凶
器
準
備
集
合
と
い
う
具
鐙
的
な
形
を
示

し
て
始
め
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
の
あ
り
方
で
謀
反
罪
が
成
立
す
る
方
向
が
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
は
、
第
二
の

推
測
を
み
ち
び
く
『
春
秋
公
羊
停
』
の
言
葉
「
君
親
無
勝
。
賂
而
必
諒
」
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
謀
反
罪
確
定
の
根
援
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

9 

あ
る
。
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以
上
、
本
章
で
は
三
園
時
代
か
ら
前
漢
に
遡
つ
て
の
謀
反
罪
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。

『
唐
律
疏
議
』
で
定
義
づ
け
ら
れ
た
謀
反
罪
の
意
味
内

容
は
、
前
演
期
に
お
い
て
も
奨
り
が
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
謀
反
は
、
反
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
用
語
で
あ
る
が
罪
の
結

果
、
論
断
さ
れ
る
刑
は
、
謀
反
・
反
と
も
に
死
刑
と
い
う
こ
と
で
一
致
す
る
。

つ
ま
り
謀
反
罪
|
|
死
刑
は
意
園
す
る
こ
と
は
貫
行
す
る
こ
と

に
同
じ
と
す
る
犯
罪
の
動
機
主
義
、
法
律
用
語
で
い
う
主
観
主
義
的
刑
法
解
揮
の
う
え
に
立
つ
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
指
摘
で
き
る
の
は
、
漠
か
ら
唐
ま
で
の
謀
反
罪
に
お
い
て
、

そ
の
裏
附
け
と
な
っ
た
も
の
は
『
春
秋
公
羊
停
』
の
理
念
で
あ
っ

『
公
羊
俸
」
に
つ
い
て
は
後
に
少
し
詳
し
く
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
動
機
主
義
の
う
え
に
た
つ
謀
反

罪
は
漢
か
ら
は
じ
ま
り
、
漢
の
官
皐
で
あ
っ
た
『
春
秋
公
羊
停
』
を
典
披
と
し
唐
律
ま
で
及
ぶ
と
ひ
と
ま
ず
結
論
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
私
は
、
結
論
を
下
す
こ
と
を
い
ま
は
さ
し
ひ
か
え
、
謀
反
の
意
味
を
求
め
て
、
も
う
一
代
遡
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

秦
律
の
刑
罰
理
念
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従
来
、
秦
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
法
家
思
想
を
基
に
し
て
厳
刑
主
義
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
秦
律
自
鰻
の
内
容
に

つ
い
て
は
史
料
の
不
足
か
ら
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
九
七
五
年
に
雲
夢
睡
虎
地
か
ら
出
土
し
た
秦
の
竹
筒
1
1
1
雲
夢
秦

簡
は
、
こ
れ
ま
で
の
秦
律
研
究
を
一
嬰
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
。
謀
反
罪
に
つ
い
て
、
以
下
、

あ
げ
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
秦
簡
を
と
り

① 

「
謀
反
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
秦
簡
に
は
見
え
な
い
。

甲
謀
遁
乙
盗
。

し
か
し
「
謀
」
と
い
う
語
は
少
な
か
ら
ず
登
場
す
る
。

乙
且
往
盗
。
未
到
。
得
。
皆
膿
鯨
。

(
三
七
四
・

5
N測〉

一日。

甲
は
乙
に
嬬
盗
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

乙
は
ま
さ
に
盗
み
を
働
こ
う
と
し
て
出
か
け
た
が

到
着
し
な
い
う
ち
に
逮
捕
さ
れ

あ
る
日
、

た
② 

(
甲
乙
と
も
ど
も
)
み
な
鯨
罪
を
願
う
。

人
臣
甲
謀
遣
人
妾
乙
盗
主
牛
。
貰
。
把
銭
信
邦
亡
。
出
徴
。
得
。
論
各
可
殴
。
嘗
城
旦
鯨
之
。
各
界
主
。

(
三
七
五
・

5
N測
〉



人
臣
の
甲
が
人
妾
乙
に
主
人
の
牛
を
盗
ま
せ
よ
う
と
計
董
し
、
(
そ
の
牛
を
)
貰
り
、
金
を
も
っ
て
い
っ
し
ょ
に
園
境
を
越
え
て
逃
げ
、

塞
を
出
て
捕
え
ら
れ
た
。
何
を
も
っ
て
論
断
す
る
の
か
。
鯨
城
旦
の
や
り
方
で
鯨
を
施
し
、
各
々
主
人
に
か
え
す
。

③ 

甲
乙
雅
不
相
智
。
甲
往
盗
丙
。
舞
到
。
乙
亦
往
盗
丙
。
興
甲
言
。
即
各
盗
。
其
戚
直
各
四
百
。
己
去
而
借
得
。
其
前
謀
。
首
弁
臓
以
論
。

不
謀
。
各
坐
滅
。

E
一八二・
5
E
HH

〉

も
と
も
と

甲
と
乙
と
は
雅
知
ら
な
か
っ
た
。
甲
は
丙
の
所
に
行
き
盗
み
を
働
こ
う
と
し
、
ち
ょ
う
ど
到
着
し
た
時
、
乙
も
ま
た
丙
の
所
で
盗
み
を

働
こ
う
と
し
て
や
っ
て
き
て
、
甲
と
言
葉
を
か
わ
し
、
各
々
盗
み
を
働
い
た
。
そ
の
賊
値
は
そ
れ
ぞ
れ
四
百
で
あ
り
、
逃
げ
去
っ
た
後
、
い

っ
し
ょ
に
捕
え
ら
れ
た
。
あ
ら
か
じ
め
謀
(
共
謀
)
し
て
お
れ
ば
、
臓
の
値
を
合
計
し
て
論
断
し
、
謀
〈
共
謀
〉
し
て
お
ら
ね
ば
各
自
の
賊
値

に
て
ら
し
て
論
断
す
る
。

④
夫
盗
三
百
銭
。
告
妻
。
妻
興
共
飲
食
之
。
可
以
論
妻
。
非
前
謀
殴
。
嘗
震
枚
。
其
前
謀
。
同
罪
。
夫
盗
二
百
銭
。
妻
所
匿
百
一
十
。
可
以

論
妻
。
妻
智
夫
盗
。
以
百
一
十
篤
盗
。
弗
智
。
篤
守
滅
。
会
一
八
五
、
三
八
六
・

5
司
巴

夫
が
三
百
銭
を
盗
ん
だ
。
妻
に
告
げ
妻
は
夫
と
い
っ
し
ょ
に
そ
れ
で
飲
み
食
い
し
た
。
何
を
以
て
妻
を
論
断
す
る
の
か
。
あ
ら
か
じ
め
謀

-11ー

(
共
謀
)
し
て
い
な
け
れ
ば
、
牧
臓
罪
に
相
嘗
し
、
あ
ら
か
じ
め
謀
(
共
謀
)
し
て
お
れ
ば
同
罪
で
あ
る
。
夫
が
二
百
銭
盗
ん
だ
。
妻
が
膳
医

し
た
の
は
百
一
十
銭
で
あ
っ
た
。
何
を
以
て
妻
を
論
断
す
る
の
か
。
妻
が
夫
の
盗
み
を
知
っ
て
お
れ
ば
、
百
一
十
銭
盗
ん
だ
こ
と
と
し
、
知

ら
な
け
れ
ば
守
臓
の
罪
と
す
る
。

「
法
律
答
問
L

に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
「
謀
」
は
、
す
べ
て
共
同
陰
謀
と
い
う
意
に
解
調
停
し
て
よ
い
。

『
唐
律
疏
議
』
『
晋
書
』
に
お
け
る
定
義
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
特
に
例
③
、
④
に
お
い
て
は
「
謀
」
の
成
立
が
論
断
の
分
れ

目
と
な
る
。
秦
律
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
に
共
謀
し
て
行
な
わ
れ
た
犯
罪
か
否
か
で
罪
の
軽
重
に
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
例

す
な
わ
ち
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

11 

⑤ 

害
盗
別
徴
而
盗
。
駕
罪
之
。
-
可
謂
駕
罪

0

・
五
人
盗
。
醸
一
銭
以
上
。
斬
左
止
。
有
蘇
以
魚
城
旦
。
不
盈
五
人
。
盗
過
六
百
六
十
銭
。
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鯨
削
以
錆
城
旦
。
不
盈
六
百
六
十
到
二
百
廿
銭
。
綜
魚
城
旦
。
:
:
:
(
三
七
一
、
三
七
二
・

5
0畑〉

害
盗
が
滋
微
に
背
い
て
(
?
)
盗
み
を
働
け
ば
、
之
に
加
罪
す
る
。
加
罪
と
は
何
か
。
五
人
が
盗
み
を
働
い
た
場
合
、
賦
値
が
一
銭
以
上

で
あ
れ
ば
、
斬
左
祉
と
し
加
え
て
鯨
城
日
一
の
刑
に
慮
す
。
五
人
に
満
た
な
い
場
合
は
、
六
百
六
十
銭
以
上
を
盗
ん
だ
場
合
、
蘇
-

M

刑
し
て
城

旦
刑
に
慮
す
。
六
百
六
十
銭
以
下
、

二
百
二
十
銭
ま
で
な
ら
ば
鯨
城
旦
と
す
る
。

五
人
以
下
の
稿
盗
で
は
、
盗
ん
だ
も
の
の
憤
値
に
よ
っ
て
刑
罰
に
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
五
人
以
上
の
場
合
で
は
、
た
と
え
そ
れ
が
一
銭

で
あ
っ
て
も
斬
左
駈
プ
ラ
ス
鮫
城
旦
と
い
う
極
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
五
人
と
い
う
人
数
を
境
と
し
て
い
る
が
、
共
同
嬬
盗
が
如
何
に

重
い
も
の
か
を
物
語
る
一
例
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
再
び
①
J
④
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
④
に
お
い
て
は
盗
み
を
働
い
た
の
は
夫
で
あ
り
、
妻
は
直
接
に
は
鵜
盗
罪
は
犯

し
て
い
な
い
。

相
談
に
あ
ず
か
っ
た
も
の

し
か
し
そ
こ
に
「
謀
」
が
認
め
ら
れ
る
と
妻
も
夫
と
同
様
、

務
盗
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

- 12ー

も
、
主
犯
と
同
様
の
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
と
し
て
解
罪
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
犯
行
が
未
遂
で
あ
っ
て
も
か
わ
ら
な
い
。
①
で

は
稿
盗
を
犯
そ
う
と
し
た
の
は
乙
で
あ
り
、
甲
は
そ
の
共
謀
者
に
す
ぎ
な
い
。
加
え
て
こ
の
犯
行
は
未
逢
の
段
階
で
逮
捕
さ
れ
た
。
い
っ
た
い

秦
律
に
お
い
て
、
盗
罪
は
盗
品
の
債
値
に
よ
り
刑
に
差
が
あ
る
が
、
賦
値
が
六
百
六
十
銭
を
こ
え
る
重
罪
は
、
鯨
刑
に
虚
せ
ら
れ
る
と
解
し
て

よ
い
。
そ
れ
は
次
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

⑤ 

士
五
甲
盗
。
以
得
時
直
減
。
臓
直
過
六
百
六
十
。
吏
弗
直
。
其
獄
鞠
乃
直
減
。
融
直
百
一
十
。
以
論
耐
。
間
甲
及
吏
可
論
。
甲
嘗
鯨
篤
城

豆
。
吏
以
失
刑
罪
。
或
端
清
。
魚
不
直
。

(四

O
三
、
四

O
四・

5印
刷
州
〉

士
伍
甲
が
嬬
盗
を
働
き
、
逮
捕
時
の
臓
物
の
債
格
を
計
算
す
れ
ば
六
百
六
十
銭
以
上
で
あ
っ
た
。
吏
は
計
算
せ
ず
、
裁
判
の
時
に
な
っ
て

は
じ
め
て
腕
物
を
値
ぶ
み
す
れ
ば
、

百
一
十
銭
で
あ
り
、
耐
刑
に
論
断
し
た
。
問
う
、
甲
と
吏
と
は
何
を
以
て
論
断
さ
れ
る
べ
き
か
。
甲
は

癒
城
互
に
庭
し
、
吏
は
刑
罪
を
誤
っ
た
と
す
る
。
わ
ざ
と
す
れ
ば
、

不
直
の
罪
と
す
る
。

例
②
⑤
の
場
合
も
、
臓
物
の
慣
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
犠
盗
に
お
い
て
融
刑
に
慮
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
共
謀
と
い
う
こ
と
が
加
罪
さ



と
も
あ
れ
賭
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
の
は
、
構
盗
の
う
ち
で
も
重
い
罪
を
犯
し
た
場
合
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
①
の
例
で
あ
る
が
、
犯
行
は
未
遂
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
犯
、
共
謀
者
と
も
に
懸
刑
を
膿
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
共
謀
者
も
嬬
盗
を
犯
し
た
と
ほ
ぼ
同
罪
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
未
透
、
既
還
の
差
は
そ
こ
に
噴
罪
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
否

か
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
例
④
の
後
半
部
に
つ
い
て
言
え
ば
、
妻
は
夫
の
犯
行
を
知
っ
て
百
十
銭
を
隠
匿
し
た
。
こ
の
場
合
、
妻
は
百
十
銭
を
盗

れ
賑
刑
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

ん
だ
こ
と
に
相
賞
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
数
例
か
ら
み
て
秦
律
の
な
か
で
動
機
主
義
的
刑
法
理
念
の
方
向
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
謀
」
か
ら
は
ず
れ
て
、

他
の
秦
律
を
例
に
と
っ
て
い
ま
少
し
こ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。

⑦ 

乙
智
其
盗
。
受
分
融
不
盈
一
銭
。
問
乙
可
論
。
同
論
。

甲
が
盗
み
を
働
い
た
。
減
物
の
値
は
千
鎮
で
あ
っ
た
。
乙
は
甲
の
嘱
盗
を
知
っ
て
い
て
分
け
前
は
一
銭
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
問
う
、

- 13ー

甲
盗
。
減
直
千
錯
。

(
三
七
九
・

5
A矧〉

乙

は
何
で
も
っ
て
論
断
す
る
の
か
。
論
断
は
甲
と
同
じ
で
あ
る
。

③ 

削
盗
。
減
直
百
一
十
。
其
妻
子
智
。
興
食
肉
。
嘗
同
罪
。

(
三
八
七
・

5
∞
出
)

夜
間
に
盗
み
を
働
ら
き
(
?
〉
、

風
物
の
値
は
百
十
銭
で
あ
っ
た
。

妻
子
は
知
っ
て
い
て
い
っ
し
ょ
に
(
そ
の
金
で
〉
肉
を
買
っ
て
食
べ

た

(
嬬
盗
犯
と
〉
同
罪
で
あ
る
。

⑨ 

甲
盗
。
不
盈
一
銭
。
行
乙
室
。

乙
弗
費
。
間
乙
論
可
殴
。
味
論
。
其
見
智
之
而
弗
捕
。
嘗
貿
一
盾
。

乙
の
室
に
行
き
、
乙
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
乙
は
何
で
も
っ
て
論

(
三
八

0
・
5
印
刻
)

甲
が
盗
み
を
働
ら
き
(
盗
ん
だ
も
の
は
)

一
鏡
に
満
た
な
か
っ
た
。

断
す
る
の
か
。
論
断
し
な
い
。
も
し
(
乙
が
〉
こ
れ
を
見
て
知
っ
て
い
な
が
ら
捕
え
な
か
っ
な
な
ら
ば
、
賀
一
盾
に
相
嘗
す
る
。

13 

右
の
③
は
、
犯
罪
を
見
て
知
っ
て
い
な
が
ら
犯
罪
者
に
同
調
し
た
場
合
、
そ
の
罪
は
犯
罪
者
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
例
④
の
後
宇
部
と
全
く
同

A
川
匂

じ
原
則
の
う
え
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
一
方
例
⑨
は
、
犯
罪
を
認
知
し
て
い
た
か
否
か
で
罪
の
有
無
が
分
れ
る
と
い
う
俊
文
で
あ
れ
例
。
か
か
る

ま
た
だ
れ
が
主
犯
で
あ
る
か
否
か
に
重
黙
を
お
く
も
の
で
は
な
く
し
て
、
犯
罪
行
震
の
心
情
に
、
よ

原
則
は
、
犯
行
が
行
な
わ
れ
た
か
否
か
、
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り
重
貼
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
行
震
が
未
遂
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
直
接
に
手
を
下
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。

次
の
例
は
、
そ
れ
を
明
確
に
物
語
る
も
の
と
言
え
る
。

⑩ 

挟
術
。
関
鯨
。
可
調
扶
街
。
扶
持
問
者
己
扶
啓
之
乃
魚
決
。
且
未
啓
亦
篤
扶
。
扶
之
弗
能
啓
郎
去
。

盗
。
弗
能
啓
即
去
。
若
未
啓
市
得
。
首
関
鯨
。
扶
之
非
欲
盗
殴
。
己
啓
之
乃
矯
扶
。
未
啓
嘗
質
二
甲
σ

一
日
市
得
。
論
皆
可
殴
。
扶
之
且
欲
有

(四

O
O、
四

O

一-
H
E矧
)

門
鍵
を
扶
す
れ
ば
(
こ
じ
あ
け
れ
ば
)
鯨
刑
を
購
う
。

「
門
鍵
を
扶
す
」
と
は
何
か
。
門
鍵
を
こ
じ
あ
け
よ
う
と
し
て
、
す
で
に
こ
れ
を
こ

じ
あ
け
て
聞
い
た
場
合
を
扶
と
す
る
。
そ
れ
で
は
未
だ
聞
い
て
い
な
い
場
合
も
ま
た
扶
と
す
る
の
か
。
こ
れ
を
こ
じ
あ
け
よ
う
と
し
聞
く
こ

と
が
で
き
ず
逃
亡
し

一
日
た
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
場
合
ど
の
よ
う
に
論
断
す
る
の
か
。
こ
れ
を
こ
じ
あ
け
よ
う
と
し
そ
の
目
的

聞
く
こ
と
が
で
き
ず
逃
亡
し
た
り
、

が
盗
み
を
行
な
お
う
と
す
る
の
に
あ
る
の
な
ら
、

も
し
く
は
聞
か
な
い
う
ち
に
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、

(
扶
す
る
と
同
じ
く
)
鯨
刑
を
購
う
。
こ
じ
あ
け
た
が
盗
み
が
目
的
で
な
い
の
な
ら
、
す
で
に
聞
い
た
場
合
を
扶
と
し
、
未
だ
聞
か
な
い
段
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階
で
は
、
質
二
甲
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
構
盗
の
犯
意
の
有
無
で
罪
が
定
め
ら
れ
、
も
し
そ
の
意
志
が
あ
れ
ば
、
行
痛
が
未
遂
で
あ
っ
て
も
鯨
刑
を
購
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
「
購
綜
」
に
閲
し
て
言
え
ば
、
先
例
①
の
嘱
盗
罪
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
た
「
法
律
答
間
」
に
は
次
の
よ
う

な
一
文
が
み
え
る
。

臣
妾
牧
殺
主

0

・
可
謂
牧
。
-
欲
賊
殺
主
。
未
殺
市
得
。
矯
牧
。

(
囚
四
六

-
H
2
h
h
)

臣
妾
が
主
を
殺
さ
ん
と
牧
す
。
牧
と
は
何
か
。

主
を
賊
殺
し
よ
う
と
し
て
、
未
だ
殺
さ
な
い
う
ち
に
逮
捕
さ
れ
た
。

(
こ
れ
を
)
牧
と
す

る

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
(
一
九
七
八
年
文
物
出
版
社
)
の
韓
文
は
、
こ
の
「
牧
」
を
「
謀
」
と
解
穫
す
る
。
牧
H

謀
と
す
る
の
は
若
干
の
躍
踏
が
あ

る
が
、
秦
律
に
お
い
て
犯
行
の
未
遂
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
は
ら
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
雲
夢
秦
簡
を
使
っ
て
奏
律
に
み
え
る
刑
罰
理
念
を
な
が
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
理
念
と
は
、
法
律



用
語
で
い
う
主
観
主
義
的
刑
法
解
樟
、
犯
罪
の
動
機
に
重
黙
を
お
く
心
情
重
視
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
秦
律
に
お
け
る
こ
の
原
則
は
、

雲
夢
秦
簡
の
み
な
ら
ず
文
献
史
料
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
有
名
な
焚
書
令
の
一
部
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し

敢
て
詩
・
書
を
偶
語
す
る
者
あ
ら
ば
、
棄
市
。
古
え
を
以
て
今
を
非
ら
ば
、
族
。
吏
の
見
知
し
て
拳
げ
ざ
る
者
は
輿
に
罪
を
同
じ
く
す
。

(
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
〉

4
4
 

「
吏
見
知
不
審
者
輿
向
者
は
、
焚
書
令
の
巌
し
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
官
吏
に
劃
し
て
法
令
の
徹
底
を
特
別
広
行
な
っ
た
も
の
で

も
な
く
、
秦
律
の
理
念
の
う
え
に
た
て
ば
嘗
然
附
加
さ
れ
る
べ
き
規
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
か
ら
唐
に
か
け
て
、
謀
反
と
い
う
罪
が
共
同
し
て
帰
さ
れ
る
陰
謀
を
示
し
、
ま
た
正
確
に
は
未
遂
の
段
階
を
示
す
用
語
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
折
に
ふ
れ
述
べ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
謀
反
は
未
遂
で
あ
っ
て
も
反
と
同
じ
く
謙
殺
・
死
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
第
二
章
で
明
ら
か

に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
園
し
た
こ
と
は
賀
行
し
た
こ
と
に
か
わ
ら
な
い
と
す
る
動
機
主
義
の
上
に
立
つ
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
の
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よ
う
な
理
念
は
秦
律
の
中
に
も
見
出
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唐
律
に
み
ら
れ
る
謀
反
罪
の
理
念
は
、
秦
律
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と

私
は
考
え
た
い
。
少
く
と
も
、
動
機
主
義
に
重
き
を
お
く
刑
法
は
、
秦
律
に
は
じ
ま
り
漢
に
受
け
離
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
，
次
章
で
は
、
先

に
保
留
し
て
お
い
た
『
公
羊
停
』
の
立
場
を
考
察
し
つ
つ
、
秦
か
ら
漢
に
か
け
て
の
刑
罰
思
想
の
展
開
を
述
べ
よ
う
。

四

秦
J
漢
刑
罰
思
想
の
展
開

三
園
か
ら
漢
に
か
け
て
の
謀
反
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
論
断
の
際
に
し
ば
し
ば
登
場
し
た
の
が
「
春
秋
の
義
」
で
あ
り
、

『
公
羊
俸
』
の
停
義

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
二
章
で
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
謀
反
罪
と
『
公
羊
俸
』
に
つ
い
て
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

)
 

唱
目
み(
 

『
春
秋
公
羊
俸
』
と
秦
律
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「
君
親
無
持
。
賂
市
必
読
」
の
俊
文
は
、

『
公
羊
俸
』
荘
公
三
十
二
年
、
昭
公
元
年
な
ど
に
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
「
荘
公
三
十
二
年
、
秋
七
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月
発
巳
公
子
牙
卒
」
の
経
文
に
附
さ
れ
た
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

魯
の
荘
公
に
は
慶
父
・
叔
牙
・
季
友
の
三
兄
弟
が
お
り
、
子
般
は
荘
公
の
跡
縫
ぎ
で
あ
っ
た
。
叔
牙
に
「
魯
は
一
生
一
及
、
君
す
で
に
之

を
知
れ
り
」
と
慶
父
擁
立
を
な
か
ば
強
迫
さ
れ
た
荘
公
は

い
ま
わ
の
き
わ
季
友
に
園
政
を
ゆ
だ
ね

子
般
の
こ
と
を
頼
む
。

公
の
死

後
、
叔
牙
の
反
乱
を
察
知
し
た
季
友
は
、
因
果
を
ふ
く
め
毒
を
す
す
め
て
叔
牙
を
自
殺
に
追
い
や
る
。

第
二
章
で
後
漢
明
帝
に
劃
し
て
挫
〈
燥
が
述
べ
た
言
葉
の
な
か
の
「
周
公
は
弟
を
諒
し
、
季
友
は
兄
を
毒
殺
し
た
」
と
は
、
こ
の
俸
文
に
ほ
か

な
ら
ず
、
『
公
羊
惇
』
は
季
友
の
行
粛
を
願
彰
し
、
鰹
文
が
「
公
子
牙
卒
」
と
し
て
殺
さ
れ
た
場
合
の
表
現
「
刺
」
を
使
っ
て
い
な
い
の
は
、

A
m
v
 

'huv 

「
悪
を
遁
め
た
」
季
友
の
た
め
に
語
ん
だ
か
ら
だ
と
す
る
。

そ
し
て
こ
こ
で
主
張
す
る
春
秋
の
義
が

「
君
親
無
持
。

勝
而
必
謙
」

な
の
で
あ

る。

な
ん

公
子
牙
は
今
ま
絡
に
せ
ん
と
す
る
の
み
。
僻
、
罰
す
れ
ぞ
親
ら
試
せ
し
者
と
同
じ
か
ら
ん
。
君
親
、
終
に
せ
ん
と
す
る
な
し
。
特
に
せ
ん

~ 16ー

と
す
れ
ば
訣
す
。

こ
の
場
合
、
公
子
牙
の
反
観
は
未
然
の
段
階
で
あ
っ
た
。
惇
文
に
は
「
俄
に
し
て
牙
の
試
械
な
る
」
と
反
凱
の
準
備
が
整
っ
た
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
行
粛
は
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

是
の
時
、
牙
、
買
は
自
ら
君
を
試
せ
ん
と
欲
す
。
兵
械
す
で
に
成
る
。
但
だ
事
は
未
だ
行
な
わ
れ
ざ
る
の
み
。

(
『
公
羊
惇
』
荘
公
ご
一
十
二
年
・
何
休
注
〉

し
か
し
、

『
公
羊
俸
』
が
行
信
用
が
行
な
わ
れ
た
場
合
と
同
じ
扱
い
を
す
る
の
は
、
君
主
に
劃
す
る
反
逆
は
そ
れ
を
意
圃
し
た
だ
け
で
諜
殺
さ
れ

る
と
い
う
春
秋
の
義
に
も
と
づ
く
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

『
公
羊
俸
』
の

い
っ
た
い
『
公
羊
侮
』
は
、
人
聞
の
行
震
の
評
慣
に
お
い
て
、
行
篤
の
結
果
よ
り
も
過
程
1

意
志
を
徹
底
し
て
重
視
す
る
。

世
界
で
は
、
善
き
意
志
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
寅
に
中
断
さ
れ
た
行
震
は
成
就
の
形
を
と
り
、
逆
に
悪
し
き
意
志
は
、
現
寅
に
な

る
以
前
に
庇
紐
を
加
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
行
魚
の
結
果
は
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
心
情
重
視
の
立
場
は
、
す
で



《司

に
日
原
利
園
氏
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
州
、

「
将
而
必
訣
」
|
意
園
す
る
だ
け
で
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
と
み
な
し
諒
殺
さ
れ
る
ー
と
い

A
H
u
v
 

心
を
眠
、
ね
て
罪
を
定
判
」
と
い
う
論
断
に
お
け
る
動
機
主
義
も
、

う
春
秋
の
義
も
こ
の
『
公
羊
侍
』
の
思
想
の
典
型
と
い
え

「
春
秋
の
義
、

『
公
羊
俸
』
の
心
情
重
硯
が
導
く
も
の
で
あ
る
。

漢
代
か
ら
唐
律
に
至
る
ま
で
の
謀
反
罪
の
論
断
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
『
公
羊
俸
』
が
引
用
さ
れ
る
が
、
来
、迭
の
段
階
で
の
謀
反
と
『
公
羊

俸
』
の
博
義
の
結
び
つ
き
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
秦
律
と
『
公
羊
傍
』
と
の
閥

係
で
あ
る
。
秦
律
に
み
え
る
刑
罰
理
念
は
、
犯
罪
の
動
機
に
重
黙
を
お
く
心
情
重
視
の
立
場
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
原
心
定
罪
の
原
則
が
秦

律
に
お
い
て
も
確
認
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
『
公
羊
俸
』
の
俸
義
と
こ
の
秦
律
と
は
ど
う
結
び
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
が

ら
は
『
春
秋
公
羊
惇
』
の
成
立
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

『
春
秋
公
羊
俸
』
が
ほ
ぼ
現
行
の
よ
う
な
形
で
成
立
し
た
の
は
、
前
漢
景
帝
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
説
、

口
授
し
て
相
い
俸
わ
り
、
漢
の
公
羊
氏
お
よ
び
弟
子
胡
琢
生
等
に
至
り
て
、
乃
ち
始
め
て
竹
島
に
記
す
。

ハ
『
公
羊
侍
』
隠
公
二
年
・
何
休
注
)

子
夏
は
公
羊
高
に
停
輿
し
、
高
は
そ
の
子
卒
に
俸
輿
し
、
卒
は
そ
の
子
地
に
俸
興
し
、
地
は
そ
の
子
敢
に
停
興
し
、
敢
は
そ
の
子
需
に
俸

興
す
。
漢
の
景
帝
の
時
に
至
り
、
需
は
乃
ち
弟
子
の
斉
人
胡
珠
子
都
と
共
に
竹
島
に
著
す
。

(
何
休
序
疏
所
政
載
宏
読
)

ロ
俸
の
書
物
化
は
、

そ
の
俸
義
の
形
成
は
そ
れ
よ
り
も
遡
る
。

し
か
も
『
公
羊

こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
前
漢
景
帝
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

17 

俸
』
の
俸
文
自
睦
の
解
説
、
す
な
わ
ち
「
惇
」
の
俸
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

A
n
v
 

り
累
層
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
戦
園
初
期
か
ら
集
録
さ
れ
た
と
い
え
よ
れ
川
。

た
だ
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
『
公
羊
停
』
の
俸
義
の
形
成
が
戦
園
期
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
が
賓
の
地
方
か
ら
出

て
き
た
と
し
て
も
、
書
物
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
統
一
秦
を
含
め
宇
世
紀
の
歴
史
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
責
で
あ
る
。
こ
こ

に
『
公
羊
俸
』
の
思
想
と
秦
の
政
治
韓
制
の
密
接
な
関
係
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
秦
律
の
刑
罰
思
想
と

一
時
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
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『
公
羊
停
』
の
心
情
重
視
の
立
場
に
は
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
「
竹
吊
に
記
さ
れ
た
」
『
公
羊
惇
』
の
博
文
は
、
秦
律
の
影
響
を
少
な
か

ら
ず
受
け
た
も
の
と
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

秦
律
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
動
機
を
重
硯
す
る
ほ
か
に

「
謀
」
と
い
う
用
語
に
み
え
た
犯
罪
の
共
同
性
の
有
無
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
共

謀
犯
罪
、

『
公
羊
博
』
の
衣
の
俸
文

そ
れ
は
ま
た
謀
反
罪
の
定
義
の
一
面
で
も
あ
る
が
、
共
同
と
い
う
こ
と
が
秦
律
で
問
題
に
さ
れ
た
の
が
、

形
成
に
影
響
を
輿
え
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

組
。
公
及
料
婁
儀
父
盟
子
昧
。

(
隠
公
一
冗
年
)

捕
時
。
及
と
は
何
ぞ
。
輿
に
す
る
也
。
舎
、
及
、
壁
、

な
ん

み
な
輿
也
。
昌
す
れ
ぞ
或
い
は
禽
と
い
い
、
或
い
は
及
と
い
い
、
或
い
は
置
と
い
う

ゃ
。
舎
と
は
猶
お
最
の
ご
と
き
也
。
及
と
は
猶
お
汲
汲
の
ご
と
き
也
。
置
と
は
猶
お
監
壁
の
ご
と
き
也
。
及
と
は
我
れ
之
を
欲
す
。
壁
と

は
己
む
を
得
ざ
る
也
。
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心
情
重
視
の
立
場
に
立
つ
『
公
羊
博
』
は
、

そ
の
共
同
の
あ
り
方
を
一
示
す
語
を
意
園
の
善
悪
に
よ
っ
て
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
共
同
と
い
う
こ

と
が
ら
を
『
公
羊
俸
』
の
思
想
世
界
に
包
み
込
ん
だ
と
も
言
え
よ
う
が
、

と
つ
を
、
秦
律
に
お
け
る
「
謀
」
の
重
視
に
求
め
た
い
の
で
あ
る
。

『
公
羊
惇
』
の
惇
文
に
あ
え
て
そ
れ
を
言
及
さ
せ
た
そ
の
理
由
の
ひ

以
上
、
思
想
史
の
分
野
に
少
し
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
恐
れ
は
あ
る
が
、
秦
か
ら
漢
に
受
け
継
が
れ
、
ま
た
改
饗
さ
れ
て
い
く
法
術
思
想
の

展
開
を
考
え
る
う
え
で
、
秦
律
と
『
公
羊
停
』
の
闘
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
秦
の
法
術
主
義
が
い
か

に
漢
に
緩
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
本
稿
の
回
目
頭
で
掲
げ
た
「
第
二
の
目
的
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

(2) 

秦
漢
刑
罰
思
想
の
展
開

秦
を
降
し
て
成
立
し
た
漢
帝
園
の
制
度
は
、
嘗
初
は
秦
の
諸
制
度
を
そ
の
ま
ま
経
承
す
る
こ
と
か
ら
出
護
す
る
。
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
は
、

漢
王
朝
の
官
僚
組
織
を
陸
系
的
に
記
す
が
、
そ
こ
に
み
え
る
官
職
の
ほ
と
ん
ど
が
「
秦
官
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
誼
左
と
な
る
で
あ
ろ



ぅ
。
刑
罰
の
諸
制
度
と
て
例
外
で
は
な
い
。
高
租
が
入
闘
し
、
秦
の
苛
法
を
除
き
所
謂
法
三
章
を
約
し
た
と
は
い
え
、
漢
王
朝
が
本
格
的
に
始

動
し
は
じ
め
、
粛
何
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
九
章
律
は
、
や
は
り
秦
の
法
律
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
章
の
法
は
以
て
姦
を
禦
め
る
に
足
ら
ず
。

る。

是
に
お
い
て
相
園
粛
何
は
秦
法
を
援
採
し

其
の
時
に
宜
し
き
者
を
取
り
て
律
九
章
を
作

(『漢
書
』
刑
法
志
)

事
賞
、
具
盤
的
な
刑
名
を
と
っ
て
み
て
も
、
秦
律
に
み
え
る
そ
の
ま
ま
の
刑
罰
が
漢
に
お
い
て
も
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ1

面
そ
れ
~ì 
縦
の
も
の
を
横

か
え

漢
王そ
朝れ
にま
とで
つ正g.

主仔
基準
な二

主主
工 た

茄琴
宇治
ζ 罰

睦号

TZ 
も警

Z49百
、の

秦も
的の
色に
彩改
を襲
完す
全る
にも
携の
拭で
しあ
たつ
も た

文
帝
十
三
年
に
施
行
さ
れ
た
肉
刑
腰
止
は

の
で
は
な
い
。
本
稿
で
と
り
扱
っ
た
謀
反
罪
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
内
在
す
る
思
想
は
秦
律
に
端
を
護
し
、
漢
か
ら
三
園
そ
し
て
唐
律
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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漢
帝
園
は
、
秦
の
最
刑
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
や
が
て
儒
拳
が
官
皐
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
王
朝
の
中
央
集
権
瞳
制
の
維
持

に
は
、
嬉
治
主
義
は
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
的
で
あ
り
、
現
賓
的
に
は
法
律
に
よ
る
統
治
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
陛
下

は
内
は
多
欲
に
し
て
、
外
は
仁
義
を
施
す
」
(
『
史
記
』
汲
郷
列
停
)
と
武
帝
を
批
判
し
た
汲
賠
の
言
葉
、
「
公
孫
子
、
正
皐
を
務
め
て
以
て
言
え
。

曲
皐
し
て
以
て
世
に
阿
ね
る
な
か
れ
」
(『史
記
』
儒
林
停
)
と
公
孫
弘
を
罵
倒
し
た
韓
国
の
言
葉
は
、
現
寅
的
政
治
家
に
射
す
る
理
想
主
義
的
皐

者
の
批
判
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
こ
う
い
っ
た
政
治
の
現
買
と
官
皐
の
も
つ
理
念
の
二
面
性
を
漢
王
朝
自
身
は
如
何
に
解
決
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
い
い
か
え
れ
ば
秦
の
法
家
主
義
を
漢
も
縫
承
し
て
い
る
と
の
批
判
の
聾
に
ど
の
よ
う
に
針
醸
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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漢
初
に
お
け
る
法
術
主
義
の
饗
蓮
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
拳
の
研
究
が
あ
る
。
金
谷
治
氏
は
賀
誼
・
晃
錯
・
婁
敬
な

ど
漢
初
の
儒
生
の
活
動
を
通
し
て
、
秦
の
法
術
主
義
が
儒
術
と
の
折
衷
と
い
う
方
向
を
と
り
、
や
が
て
儒
術
の
な
か
に
吸
牧
さ
れ
、
政
治
技
術

A
W呼

と
し
て
儒
数
の
裏
面
を
さ
さ
え
る
も
の
に
嬰
化
し
た
と
す
る
。
ま
た
鎌
田
重
雄
氏
は
、
前
漢
武
帝
期
に
採
用
さ
れ
た
儒
教
主
義
的
政
治
郎
ち
儒

術
が
、
賓
は
法
家
主
義
的
政
治
H
法
術
の
偽
装
で
あ
り
、
そ
れ
は
酷
吏
の
行
魚
の
中
に
端
的
に
う
か
が
え
る
と
言
泊
。
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本
稿
で
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
の
は
、
謀
反
罪
に
み
え
る
動
機
主
義
的
刑
法
解
穫
で
あ
り
、
そ
れ
は
秦
律
の
な
か
に
す
で
に
確
認
さ
れ
、

ま
た
『
春
秋
公
羊
博
』
の
思
想
の
一
面
で
あ
っ
た
。
漠
代
、
武
帝
期
に
お
い
て
公
羊
皐
者
董
仲
釘
の
提
言
に
よ
り
儒
皐
が
官
準
化
さ
れ
、
五
経

『
公
羊
博
』
が
築
官
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
春
秋
三
俸
の

博
士
が
準
官
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
五
躍
の
う
ち
春
秋
皐
に
つ
い
て
は
、

う
ち
、
な
ぜ
「
公
羊
博
』
が
選
ば
れ
た
の
か
、

こ
れ
は
漢
代
以
前
の
今
支
・
古
文
皐
の
源
流
、
秦
に
お
け
る
官
事
の
問
題
等
々
、

い
く
つ
か
の

要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
は
『
公
羊
博
』
と
秦
律
と
の
関
係
を
重
視
し
た
い
。

前
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
如
く
、
「
公
羊
博
』
の
心
情
重
視
の
立
場
は
、
秦
律
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
た
。
い
わ
ば
『
公
羊
惇
』

の
思
想
は
、
秦
に
お
け
る
刑
法
運
営
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
武
帝
期
の
儒
皐
官
事
化
が
、
皐
問
的
分
野
を
こ
え
て
政
治
イ
デ
オ

そ
の
漢
の
政
策
が
秦
の
制
度
を
根
底
と
し
て
い

る
か
ら
に
は
、
春
秋
皐
の
な
か
で
、
秦
律
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
『
公
羊
惇
』
が
皐
官
に
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嘗
然
の
こ

ロ
ギ
l
の
確
立
を
め
.
さ
し
た
も
の
で
あ
り
、
漠
王
朝
の
政
策
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
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と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
秦
の
法
術
主
義
を
継
承
す
る
う
え
で
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
秦
律
の
理
念
は
、
儒
皐
の
経

典
『
春
秋
公
羊
惇
』
に
吸
牧
さ
れ
、
以
後
は
儒
撃
の
経
典
と
し
て
政
策
面
で
運
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

武
帝
期
以
後
、
所
謂
酷
吏
が
園
家
の
統
治
政
策
の
手
足
と
し
て
活
躍
す
る
が
、
そ
の
特
徴
と
し
て
「
見
知
」
「
腹
誹
」
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。

犯
罪
を
見
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
罰
せ
ら
れ
、

心
の
中
で
誹
誇
し
た
だ
け
で
法
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
の
法
律
は
、
犯
罪
の
動
機
を
重
視
す
る
も

h
vゃ

の
で
、
主
観
主
義
的
刑
法
解
調
停
の
う
え
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秦
律
の
理
念
を
反
映
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
叉
、

『
公
羊
侍
』
の
思
想
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
酷
吏
の
行
動
、
お
よ
び
漢
王
朝
の
政
策
を
法
術
主
義
の
偽
装
と
言
う
ベ

き
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
を
俄
装
と
言
う
の
な
ら
ば
、

『
春
秋
公
羊
俸
』
自
身
も
法
術
主
義
の
俄
装
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私

は
、
漢
朝
の
法
術
主
義
的
政
策
は
、
官
皐
化
し
た
儒
準
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
漢
代
儒
皐
の
特
色
を
認
め
た
い
の
で

あ
る
。以

上
、
謀
反
罪
か
ら
い
さ
さ
か
は
ず
れ
て
秦
漢
の
政
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
言
及
し
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
再
び



謀
反
罪
に
も
ど
っ
て
本
章
の
し
め
く
く
り
に
し
た
い
。

す
で
に
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
動
機
主
義
の
う
え
に
た
っ
秦
律
の
思
想
は
、
漢
に
な
っ
て
『
公
羊
停
』
に
縫
承
さ
れ
、
漢
の

刑
罰
理
念
と
な
っ
て
い
く
。
本
稿
で
謀
反
と
い
う
罪
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
個
々
の
罪
名
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
謀
反
罪
と
は
未
、
建
の
段
階
で
問
わ
れ
る
罪
で
あ
り
、
反
逆
を
意
聞
し
た
こ
と
で
罪
と
な
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
罪
の
成

立
の
決
め
手
は
犯
罪
者
の
心
情
に
あ
り
、
犯
意
を
抱
い
た
時
駐
で
す
で
に
犯
罪
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
論
断
者
が
下
す
犯
意
の
有
無

ま
だ
形
跡
が
表
れ
て
い
な
い
時
黙
で
も
決
定
さ
れ
得
る
。
第
二

は
、
物
的
誼
擦
を
ま
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
の
段
階
、

章
で
引
用
し
た
准
南
王
劉
安
の
謀
反
事
件
で
み
ら
れ
た
劉
端
の
言
葉
、
「
安
の
罪
は
賂
に
せ
ん
と
す
る
よ
り
も
重
く
、
謀
反
の
形
跡
は
動
か
し

難
い
も
の
が
あ
る
」
と
は
、
謀
反
罪
の
思
想
的
背
景
で
あ
る
春
秋
の
義
「
持
而
必
訣
」
が
究
極
的
に
は
形
跡
が
表
れ
る
以
前
で
判
断
さ
れ
る
も

諸
々
の
謀
反
事
件
に
お
い

の
で
あ
り
、

必
ず
し
も
物
的
謹
擦
の
確
認
が
必
要
と
は
さ
れ
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

- 21ー

て
、
謀
反
の
確
た
る
事
貨
が
史
料
の
う
え
で
検
誼
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
は
、
ま
さ
に
謀
反
罪
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
謀
反
罪
は
、
そ
れ
が
政
治
の
う
ち
に
援
用
さ
れ
た
と
き
、
は
か
り
知
れ
な
い
数
果
を
も
っ
。
究
極
的
に
は
物
雷
が
必
要
で

な
い
と
す
れ
ば
、
罪
の
決
定
は
供
述
を
誼
擦
と
す
る
人
的
誼
接
、
傍
開
誼
擦
に
主
と
し
て
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
謀
反
罪

は
被
告
人
の
内
心
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
情
が
外
に
表
れ
た
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
告
訴
す
る
者
の
供
述
は
客
観
性

に
乏
し
く
、
人
誼
も
誼
擦
カ
が
弱
い
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
謀
反
罪
を
担
遁
す
る
と
い
う
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
要

歴
史
上
の
謀
反
事
件
が
全
て
埋
造
事
件
で
あ
っ
た
と
は
毛
頭
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
謀

素
が
そ
こ
に
潜
在
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

反
罪
は
そ
の
性
格
か
ら
担
造
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
き
ゃ
す
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

謀
反
罪
は
、
園
家
顛
覆
と
い
う
重
大
な
罪
で
あ
り
王
朝
存
立
に
直
接
か
か
わ
り
を
も
つ
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

ま
で
襲
る
こ
と
な
く
受
け
繕
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
性
格
は
、
秦
律
か
ら
唐
律
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つつ

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
数
章
に
わ
た
っ
て
謀
反
罪
に
つ
き
、

そ
の
意
味
、
来
源
、
遁
用
等
を
検
討
し
、
加
え
て
秦
か
ら
漢
に
至
る
法
術
主
義
の
展
開
を
『
春

『
唐
律
疏
議
』
の
十
悪
の
ひ
と
つ
で
あ
る
謀
反
罪
は
、

秋
公
羊
俸
』
を
軸
に
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
あ
た
り
、
あ
え
て
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
理
念
が
秦
律
か
ら
は
じ
ま
る
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

秦
律
が
全
て
そ
の
ま
ま
唐
律
に
流
れ
込
ん
で
い
く
な
ど
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
謀
反
罪
は
、
園
家
存
亡
に
か
か
わ
る
特
別
な
犯
罪
で

あ
る
が
故
に
、
秦
律
か
ら
繁
る
こ
と
な
く
唐
代
に
ま
で
縫
績
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
謀
反
罪
の
特
殊
性
に
よ
る
と
言
え

ょ
う
。
動
機
主
義
に
も
と
づ
く
刑
法
理
念
は
、
確
か
に
秦
か
ら
漢
へ
と
受
け
縫
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

や
が
て
そ
れ
は
、

王
朝
が
基
礎
と

す
る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
蟹
謹
に
と
も
な
い
、
饗
化
し
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
酷
吏
が
依
っ
た
「
見
知
」

同

前
漢
末
に
は
適
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
罪
名
に
つ
い
て
は
主
観
主
義
的
刑
法
解
躍
に
基
づ
き
、
別
の
罪
に
お
い
て
は
客
観

主
義
的
解
穫
に
立
つ
そ
の
多
様
性
が
刑
法
鐙
系
の
嬰
蓮
・
設
展
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

註ω
唐
律
に
み
え
る
謀
殺
と
は
、
殺
人
の
海
備
・
陰
謀
を
意
味
す
る
。
謀
殺

に
封
し
て
故
殺
と
い
う
語
も
麿
律
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
故
意
に
人
を
殺

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
滋
賀
秀
三
誇
註
『
謬
註
日
木
律
令
五
唐
律

疏
議
』
一
九
六
九
東
京
堂
出
版
、
七
一
頁
参
照
。
)
一
時
の
激
情
で

行
っ
た
殺
人
と
、
計
強
熟
慮
し
て
行
っ
た
殺
人
を
そ
れ
ぞ
れ
故
殺
、
謀
殺

と
す
る
日
本
語
と
は
ち
が
う
。
な
お
、
こ
こ
で
日
本
語
と
い
う
の
は
、
今

日
我
々
が
使
う
日
本
語
、
法
律
用
語
の
こ
と
で
あ
り
、
唐
律
を
ふ
ま
え
る

『
養
老
律
』
に
み
え
る
謀
反
、
謀
殺
は
、
唐
律
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

「
腹
誹
」
の
法
も
、
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ω
拙
稿
「
白
虎
槻
舎
議
前
夜
」
(
『
史
林
』
六
三
谷
六
競
一
九
八

O
)

ω
『
説
書
』
巻
九
曹
員
俸
「
春
秋
之
義
。
君
親
無
勝
。
格
而
必
訣
。
爽
以

支
属
。
世
蒙
殊
寵
。
親
受
先
帝
握
手
遁
詔
。
託
以
天
下
。
而
包
蔵
禍
心
。

蔑
楽
顧
命
。
乃
輿
妻
、
閥
及
嘗
等
謀
圏
神
器
。
範
黛
同
罪
人
。
皆
潟
大
逆

不
道
。
」

ω
『
後
漢
紀
』
巻
十
「
男
子
燕
庚
告
英
典
顔
忠
、
王
卒
等
造
図
書
謀
反
。

有
司
奏
。
英
大
逆
不
道
。
請
訣
。
」

『
積
漢
書
』
天
文
士
心
「
(
永
卒
十
三
年
)
其
十
二
月
。
楚
王
英
輿
顔
忠
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等
造
作
妖
謀
反
。
事
費
。
英
自
殺
。
忠
等
皆
伏
談
。
」

川

w

莱
少
時
好
漁
侠
。
交
通
賓
客
。
晩
節
更
喜
黄
老
昼
食
浮
屠
菊
戒
祭
配
。

八
年
。
詔
令
天
下
死
罪
皆
入
緩
明
。

:
・
竿
〈
後
途
大
声
遁
方
士
。
作
金

鍾
玉
鶴
。
刻
文
字
以
魚
符
瑞
。
十
三
年
。
男
子
燕
庚
告
英
輿
漁
陽
王
卒
、

顔
忠
等
造
作
画
書
。
有
逆
謀
。
事
下
案
験
。
有
司
奏
。
英
招
豪
姦
猪
。
造

作
圃
識
。
撞
相
官
秩
。
置
諸
侯
王
公
賂
軍
二
千
石
。
大
逆
不
道
。
詩
歌

之。

:
:
:

仙
川
拙
稿
「
白
虎
観
曾
議
前
夜
」
(
前
掲
)
参
照
。

例
『
後
漢
書
』
列
俸
三
二
度
陵
王
刻
停
。

同
天
下
高
帝
天
下
。
非
陛
下
之
天
下
也
。
春
秋
之
義
。
君
親
無
絡
。
時
間
而

訣
駕
。
是
以
周
公
訣
弟
。
季
友
鵠
兄
。
怨
俸
大
之
。
臣
等
以
刑
廃
託
母

弟
。
陛
下
留
聖
心
。
加
側
隠
。
故
敢
請
耳
。
如
令
陛
下
子
。
臣
等
専
諒
而

己
@

例
布
目
潮
混
「
漢
律
程
系
化
の
試
論
|
列
侯
の
死
刑
を
め
ぐ
っ
て
|
」

(『
東
方
事
報
』
京
都
二
七
冊
一
九
五
七
〉

同
『
史
記
』
巻
二
八
准
南
衡
山
列
惇
「
准
南
王
安
駿
法
行
邪
。
懐
詐
僑

心
。
以
観
天
下
。
焚
惑
百
姓
。
倍
昨
宗
廟
。
妄
作
妖
言
。
春
秋
田
。
臣
無

勝
。
終
而
訴
。
安
罪
重
於
絡
。
謀
反
形
巳
定
。
臣
端
所
見
其
書
節
印
聞
及

他
逆
無
道
事
験
明
白
。
甚
大
逆
無
道
。
嘗
伏
其
法
。
」

帥
以
下
、
雲
夢
秦
簡
の
引
用
に
際
し
、
原
文
の
末
に
附
し
た
漢
数
字
は
、

一
九
八
一
年
、
文
物
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
た
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
に
み

え
る
寓
員
の
排
列
番
続
で
あ
る
。
算
用
数
字
は
、
一
九
七
八
年
文
物
出
版

社
刊

『睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
の
頁
歎
で
あ
る
。

同
⑨
の
例
文
に
つ
い
て
若
干
の
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、
知
っ
て
い
て
逮

捕
し
な
か
っ
た
乙
は
、
貿
一
盾
の
罰
に
慮
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
一
銭

未
満
を
盗
ん
だ
甲
の
罰
が
、
貿
一
盾
で
あ
っ
た
と
想
定
し
た
い
。

同
こ
こ
に
み
え
る
「
輿
同
罪
」
は
、
周
知
の
如
く
唐
律
、
明
律
な
ど
に
お

い
て
一
つ
の
法
律
用
語
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
庚
義
の
共
犯
罪
と
い
う

方
向
に
あ
る
。
「
奥
同
罪
」
と
い
う
語
は
秦
繍
に
も
み
え
る
が
(
原
簡
番

競
三
九

O
)、
本
稿
で
は
「
同
罪
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
お
よ
び
そ
れ

に
封
隠
す
る
刑
罰
に
つ
い
て
、
後
世
の
「
奥
同
罪
」
と
全
く
同
じ
と
は
見

て
い
な
い
。
法
律
用
語
と
し
て
は
、
秦
簡
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
て
い

た
が
、
結
果
と
し
て
慮
せ
ら
れ
る
罰
は
、
や
は
り
後
世
と
は
違
う
と
私
は

考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
刑
罰
の
よ
っ
て
た
つ
理
念
の
相
異
か
ら
で
あ
る

が
、
「
輿
同
罪
」
の
蟹
遂
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

M
W

『
公
羊
停
』
荘
公
三
十
二
年
「
何
以
不
穏
弟
。
殺
也
。
殺
則
易
信
用
不
言

刺
之
。
篤
季
子
誇
殺
也
。
易
信
用
篤
季
子
議
殺
。
季
子
之
遁
慈
也
。
」

同
日
原
刺
園

『春
秋
公
羊
俸
の
研
究
』
(
創
文
社
一
九
七
六
)

帥

『漢
書
』
巻
八
三
醇
宣
俸
。

帥
日
原
前
鍋
書
「
春
秋
撃
の
成
立
」

M
W

拙
稿
「
秦
漢
の
勢
役
刑
L

(

『
東
方
皐
報
』
京
都
五
五
冊
一
九
八

一
一
一
〉
参
照
。

同
金
谷
治
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
(
日
本
皐
術
振
興
倉
一
九
六

O
〉

帥
鎌
田
重
雄

『秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
〈
日
本
園
祭
術
振
興
舎
一
九
六

一一〉

帥
拙
稿
「
西
漢
後
半
期
の
政
治
と
春
秋
皐
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
六
各
四

競
一
九
七
八
〉
参
照
。

伺
同
右
、
参
照
。
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MOU FAN 謀反：THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT

　　

PUNISHMENT DURING THE QIN 秦AND HAN 漢

　　　　　　　　　　　　　　　　

TOMIYA Itaru

　　

This essay has two principal aims.

　　

One, to determine how far back in history the crime of conspiring

against the state, which occurs in Tang-lu 唐律can be traced, and to

clarify the meaning of the termｍｏｕ ｆａｎ．as well as its politicalimplications.

　　

And the other, l shall eχamine the development of legalism from the

Qin to Han through tracing the mou fan punishment. It has been thought

that during　the　Han, Confucianism　assumed prominence　by outwardly

rejecting legalism. I should like to look at the transition from legalism

to Confucianism, using the evidence of the newly excavated Qin bamboo

slips found at Yunmeng 雲夢．

THE ALLIANCE POLICY ADVOCATED BY CHINESE

　　　

REFORMERS IN THE LATE 19TH CENTURY

Park Jong Hyun

　　

This

　

essay attempts to understand the reform movement 礎法運動

comprehensively within its contemporary international conteχt.

　　

After the Sino-Japanese　War of 1894, the trend of the reformers'

advocacy was changed from the advocacy of ａ policy to repulse Japan 拒和論

toward the advocacy of an alliance with England and Japan 聯英日論，ａ

policy of introducing abilities of foreigners借才論, and ａ policy of engaging

ｌtｏ（伊藤博文）ｉｎ China 伊藤聘用論. Although this trend manifested an

extreme opposition to the conservative party, the reformers' advocacy was

gradually promoted. And in the meantime, the political power of the

reformers was gradually consolidated.

　　

The reformers' advocacy ho･ｗｅver　actually evidenced ａ tendency to

strengthen the dependence of the Qing 清on foreign powers. In other

words, as far as the reformers actively moved toward implementing ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


