
撃
術
行
震
の
機
能
と
慶
が
り

-
|
惰
・
許
善
心
の
ば
あ
い
|
|

木

島

史

雄

は

じ

め

に

許
善
心
の
出
身
と
履
歴

E

皐
術
行
震
の
庚
が
り

-

制

躍

作

祭

2

園
書
の
整
理

3

書
物
の
編
纂

4

人

事

N

結

論

E 

- 33ー

I 

t主

じ

め

本
稿
は
、
許
善
心
と
い
う
人
物
の
活
動
を
通
し
て
、
六
朝
末
期
か
ら
惰
に
か
け
て
の
事
術
を
探
る
こ
と
を
目
的
す
る
。

こ
こ
数
年
、
瞳
祉
曾
事
と
い
う
考
え
方
を
す
す
め
、
種
事
の
目
的
・
機
能
・
手
法
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
く
る
中
で
、
撞
を
含
む
こ
と

(

1

)

 

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
も
っ
と
贋
く
、
間
学
術
の
全
瞳
像
を
い
ま
少
し
的
確
に
捉
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気
附
き
始
め
た
。

皐
術
し
た
結
果
を
、
思
想
盟
系
や
歴
史
妓
速
や
、
あ
る
い
は
文
事
作
品
も
し
く
は
古
典
解
穣
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
、
護
表
す
る
こ
と
は
嘗
然
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の
こ
と
で
あ
り
、
意
義
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
成
果
を
研
究
す
る
と
と
も
、
ま
た
嘗
然
に
し
て
意
一
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
よ
う
に
、
「
成
果
」
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、
成
果
が
生
み
出
さ
れ
る
際
の
「
皐
術
行
帰
」
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
も
、

あ
な

が
ち
無
駄
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
事
術
の
ス
タ
イ
ル
と
成
果
の
関
係
や
、
事
術
評
債
の
問
題
な
ど
、
行
局
と
し
て
皐
術
を
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
見
え
て
く
る
事
柄
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、

「成
果
」
の
親
熱
か
ら
挙
術
の
範
圏
を
区
切
る
の
で
は
な
く
、
翠
術
的
な
「
行
震
」
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

い
う
こ
と
な
ど
、

つ
ま
り
「
成
果
」
自
鐙
は
純
粋
に
事
術
の
も
の
と
言
え
な
く
て
も
、
理
術
的
「
行
詩
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
に
何
が
あ
る
か
と

「
行
篤
」
と
い
う
親
黙
で
皐
術
を
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、

「
こ
れ
こ
れ
の
著
作
物
を
研

台、究
」
な
ど
と
、

は
じ
め
か
ら
題
材
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
し
な
い
。
或
る
成
果
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
に
注
目
し
て
、
そ
れ
が
挙
術
的
行

そ
し
て
で
き
る
だ
け
拳
術
的
な
行
篇
を
漏
れ
こ
ぼ
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
皐
術
の
全

種馬
像で
をあ
描る
し、 カミ

てど
みう
たか
いを
と確
思ーか
う2め
。〉な

ヵ:
ら

と
こ

ろ
で
、
本
稿
で
は
慣
に
事
術
を
「
古
典
文
献
を
中
心
と
す
る
文
字
資
料
を
讃
む
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
あ
る
程
度
の
合
理
性
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を
も
っ
て
展
開
す
る
行
箆
」
と
い
う
ほ
ど
に
考
え
、
徐
り
巌
密
に
共
通
性
質
を
述
べ
る
と
い
う
か
た
ち
で
内
包
的
な
定
義
を
し
な
い
こ
と
と
す

る
。
む
し
ろ
本
稿
を
通
じ
て
撃
術
の
債
が
り
を
、
外
延
的
に
、

つ
ま
り
は
枚
奉
に
よ
っ
て
確
か
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
こ
こ
で
文
字
資

料
に
限
定
し
た
の
は
、
筆
者
の
能
力
の
偏
り
に
か
か
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
天
文
現
象
の
観
測
や
考
古
事
的
護
掘
、
一
音
繁
旋
律
な
ど
を
基
礎
と

し
て
展
開
し
て
い
く
事
術
行
震
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
し
か
し
中
圏
中
世
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
、
い
っ
け
ん
自
然
科
撃
に
類
す
る
と
見
え
る

事
術
行
震
も
、
古
典
文
献
を
中
心
と
す
る
文
字
資
料
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
と
り
あ

げ
る
事
ど
も
が
皐
術
行
震
の
全
て
で
は
な
い
と
は
い
え
、
事
術
の
贋
が
り
を
見
渡
す
と
き
、
大
き
く
的
を
外
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
考
察
に
は

十
分
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
事
術
を
先
の
よ
う
に
定
義
し
た
が
、

そ
の
結
果
、
事
術
と
は
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
経
撃
を
中
心
と
す
る
も
の
で



(
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は
な
く
、
文
献
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
行
震
の
基
礎
と
線
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

術
、
そ
し
て
政
策
や
制
度
や
人
事
、
ひ
い
て
は
手
紙
の
や
り
取
り
に
い
た
る
ま
で
、
文
字
を
仲
立
ち
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
魚
に
護
展
す
る
可
能

性
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
事
術
行
震
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な

現
粘
か
ら
撃
術
を
語
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
文
献
撃
と
政
治
事
、
も
し
く
は
枇
舎
思
想
と
の
つ
な
が
り
な
ど
と
い
う
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、
経
事
、
史
事
、
文
事
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
背
後
に
共
通
す
る
お
お
き
な
文
化
お
よ
び
文
化
現
象
闘
輿
能
力
が
存
在
す
る
こ

そ
し
て
ま
た
、

そ
こ
か
ら
経
撃
や
政
治
撃
や
文
事
や
事

と
を
的
確
に
と
ら
え
る
術
が
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
先
の
よ
う
な
「
事
術
」
と
い
う
覗
黙
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
皆
が
感
じ
て
い

な
が
ら
ぼ
ん
や
り
と
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
諸
種
の
つ
な
が
り
を
、

い
く
ら
か
で
も
明
確
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

つ
ぎ
に
な
ぜ
南
北
朝
末
を
取
り
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
の
鰹
事
史
の
用
語
と
し
て
「
漢
唐
訓
詰
拳
」
な
る
物
が
あ
る

(

4

)

 

が
、
漢
の
訓
詰
撃
と
唐
の
訓
詰
撃
の
あ
い
だ
に
は
、
お
お
き
な
断
絶
が
あ
る
。
そ
の
溝
は
南
北
朝
時
代
の
皐
術
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
訓
話
撃
で

は
な
か
司
た
。
こ
れ
ま
で
の
漢
唐
訓
詰
拳
と
い
う
名
稽
は
、
せ
ま
く
経
典
解
穫
に
だ
け
焦
黙
を
絞
司
た
う
え
で
宋
明
理
事
と
の
劉
比
に
お
い
て

名
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
術
行
震
全
瞳
を
覗
野
に
い
れ
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
南
北
朝
時
期
の
皐
術
は
、
経
典
解
樺
よ
り

(

5

)

 

も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
し
く
は
針
談
、
論
戦
に
重
心
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
唐
の
、
正
義
を
始
め
と
す
る
訓
話
事
へ
の
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移
行
を
み
る
の
に
、
南
北
朝
末
期
は
重
要
な
時
期
で
あ
る
。
何
故
に
封
談
、
論
戦
型
の
撃
術
が
訓
話
事
へ
と
饗
化
し
た
の
か
、

は
、
封
談
や
論
戦
か
、
訓
詰
か
、
の
二
穫
の
形
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
、
こ
の
南
北
朝
末
の
事

術
は
と
て
も
興
味
深
い
。
こ
の
時
代
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
術
ス
タ
イ
ル
が
並
存
し
、
そ
れ
ら
が
濁
自
の
働
き
を
示
し
て
い
た
と
い
う
貼
で
、
非

ま
た
事
術
に

常
に
一
示
唆
に
富
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
南
北
朝
と
唐
と
で
は
、
事
術
の
ス
タ
イ
ル
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
相
違
の
原
因
と
し
て
事
術
運
用
の
場

の
嬰
化
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
あ
る
い
は
逆
に
撃
術
運
用
の
場
の
鑓
化
は
、
由
学
術
ス
タ
イ
ル
の
襲
容
の
結
果
で
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
雨
者
の
闘
係
は
深
く
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
上
で
も
、
南
北
朝
末
期
の
翠
術
は
、
格
好
の
題
材
で
あ
る
。
さ
ら

35 
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に
、
向
学
術
が
自
律
的
に
鑓
化
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
北
朝
的
な
政
治
力
優
勢
の
祉
舎
趨
勢
や
、
間
学
術
政
策
に
よ
る
の
か
。
こ
れ
ら

の
こ
と
も
、
事
術
の
貫
際
の
運
用
の
検
討
を
と
お
し
て
新
た
に
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

南
北
朝
時
代
末
期
か
ら
惰
末
に
か
け
て
、
様
々
な
撃
術
行
震
を
こ
な
し
、
そ
れ
ら
を
祉
舎
に
打
ち
出
し
て
い
っ
た
許
善
心
は
、
以
上
の
よ
う

な
諸
貼
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
に
、
格
好
の
人
物
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。

11 

許
善
心
の
出
身
と
履
歴

本
一
意
で
は
、
許
善
心
の
出
身
と
官
職
歴
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

許
善
心
(
五
五
八
J
六
一
八
)
は
、

『
陳
書
』
、

『
南
史
』
、

『
北
史
』
、

『
情
書
』

に
そ
れ
ぞ
れ
本
俸
が
立
て
ら
れ
、

ま
た
息
子
で
あ
る
許
敬

宗
の
停
の
な
か
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。

『
北
史
』
許
善
心
俸
に
は
高
陽
北
新
城
(
現
河
北
省
)
の
人
と
あ
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
本
貫
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

彼
自
身
は
南
朝
の
生
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ま
れ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
『
北
史
』
文
苑
俸
に
も
、

-
時
の
文
人
の
、
嘗
世
に
稽
せ
ら
る
る
者
、
則
は
ち
湾
人
は
J
、
陳
人
は
舎
稽
の
虞
世
基
、
河
東
の
劉
吾
、
高
陽
の
許
善
心
等
な
り
。

-
論
に
日
は
く
、

J
王
褒
、
庚
信
、
顔
之
推
、
虞
世
基
、
劉
吾
、
許
善
心
?
等
、
並
び
に
南
土
の
血
管
室
を
極
め
、
叉
た
之
に
加
ふ
る
に
才
名

む
べ

を
以
っ
て
す
れ
ば
、
其
の
貴
頴
と
震
る
こ
と
、
固
よ
り
其
れ
宜
な
り
。

と
、
陳
人
の
一
人
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
子
の
許
敬
宗
に
つ
い
て
『
奮
唐
書
』
本
俸
は
、
杭
州
新
城
人
と
記
す
か
ら
、
許
善
心
も
寅
際
は

杭
州
新
城
の
出
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
の
祖
父
、

父
も
南
朝
に
仕
え
て
高
官
で
あ
っ
た
。

-
租
の
慾
は
、
梁
の
太
子
中
庶
子
に
し
て
、
始
卒
、
天
門
の
二
郡
の
守
、
散
騎
常
侍
た
り
。
父
の
亨
は
、
梁
に
仕
へ
て
給
事
責
門
侍
郎
に
至

り
、
陳
に
在
り
て
は
羽
林
監
、
太
中
大
夫
、
衛
尉
卿
を
歴
し
、
大
著
作
を
領
す
。

な
お
父
の
亨
が
『
梁
史
』
を
著
し
か
け
て
い
た
こ
と
は
許
善
心
の
俸
に
詳
し
い
。

(
『
惰
書
』
許
善
心
停
)



主
た
善
心
の
若
年
時
代
の
行
績
と
し
て
は
以
下
の
事
柄
が
停
わ
る
。

・
善
心
九
歳
に
し
て
而
し
て
孤
と
な
り
、
母
の
沼
氏
の
鞠
養
す
る
所
と
震
る
。
幼
き
よ
り
聴
明
に
し
て
思
理
有
り
、
聞
く
所
は
純
は
ち
能
く

諦
記
し
、
多
聞
黙
識
に
し
て
、
嘗
世
の
稽
す
る
所
と
震
る
。
家
に
奮
書
高
齢
巻
有
り
、
皆
な
偏
く
通
渉
す
。
十
五
に
し
て
文
を
解
麗
し
、

た
て
ま

臆
し
て
交
の
友
徐
陵
に
上
つ
る
に
、
陵
大
い
に
之
を
奇
と
し
、
人
に
謂
ひ
て
日
は
く
「
才
調
極
め
て
高
く
、
此
れ
神
重
な
り
。
」
と
。
(
『
惰

書
』
許
善
心
俸
)

残
念
な
こ
と
に
、
彼
が
受
け
た
教
育
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
先
の
記
事
は
、
彼
が
家
庭
で
そ
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
こ
と
を
物
語

る
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

陳
靭
に
お
け
る
彼
の
経
歴
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

-
起
家
し
て
新
安
王
の
法
曹
に
除
せ
ら
る
。
太
子
倉
事
江
糖
、
秀
才
に
奉
げ
、
劃
策
し
て
高
第
た
り
。
度
支
郎
中
を
授
け
ら
れ
、
侍
郎
に
轄

じ
、
撰
史
事
土
に
補
せ
ら
る
。
(
『
惰
書
』
許
善
心
停
)

-
頑
明
二
年
(
五
八
八
〉
、
逼
直
散
騎
常
侍
を
加
え
ら
れ
、
惰
に
蒋
せ
ら
る
。
高
粗
の
陳
を
伐
つ
に
遇
ひ
て
、
躍
成
る
も
市
れ
ど
も
命
に
反
く

を
獲
ず
、
累
ね
表
し
て
辞
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
上
許
さ
ず
、
賓
館
に
留
繁
す
。
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(
『
惰
書
』
許
善
心
停
)

ま
ず
起
家
し
て
新
安
王
の
法
曹
と
な
り
、
嘗
時
第
一
の
文
化
人
で
あ
り
高
官
で
も
あ
っ
た
江
穂
の
も
と
で
秀
才
に
奉
げ
ら
れ
、
試
験
に
高
第
し

い
っ
ぽ
う
で
撰
史
事
土
に
も
補
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
陳
か
ら
惰
へ
使
い
し
て
、
惰
の
「
賓
館
に

留
繋
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
陳
滅
亡
後
に
は
、
惰
に
仕
え
る
よ
う
招
か
れ
、
懇
請
を
容
れ
て
結
局
任
官
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
。
そ
し
て
度
支
郎
中
、
度
支
侍
郎
に
任
じ
、

-
陳
の
亡
ぶ
に
及
び
(
五
八
九
〉
、
高
組
、
使
を
遣
は
し
て
之
を
告
ぐ
。
善
心
、
表
服
し
て
西
階
の
下
に
続
突
し
、
草
を
籍
き
東
向
し
て
、
鰹

と
h
yり

る
こ
と
三
日
た
り
。
敷
書
も
て
駕
を
雫
ふ
。
明
日
、
詔
有
り
て
館
に
就
き
、
通
直
散
騎
常
侍
を
奔
し
、
衣
一
襲
を
賜
ふ
。
善
心
突
し
て
哀

を
壷
く
し
、
房
に
入
り
て
服
を
改
め
、
復
た
び
出
で
て
北
面
し
て
立
ち
、
垂
一
沸
な
が
ら
に
再
拝
し
て
詔
を
受
く
。
明
日
に
乃
は
ち
朝
し
、

た

伏
し
て
殿
下
に
泣
き
、
悲
み
て
輿
つ
こ
と
能
た
は
ず
。
上
、
左
右
を
顧
み
て
日
は
く
「
我
、
陳
圏
を
卒
ら
げ
て
、
唯
だ
此
の
γ

人
を
獲
る
の

37 
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み

既
に
し
て
能
く
其
の
醤
君
を
懐
へ
ば
、
聞
は
ち
是
れ
我
が
誠
臣
な
り
。
」
と
。
敷
し
て
本
官
を
以
っ
て
門
下
省
に
直
し
、
物
を
賜
ふ

こ
と
千
段
、
草
馬
二
十
匹
な
り
。
太
山
に
幸
す
る
に
従
ひ
、
還
り
て
虞
部
侍
郎
を
授
け
ら
る
。

(
『
惰
霊
園
』
許
善
心
停
)

高
租
が
「
我
陳
闘
を
卒
ら
げ
て
、
唯
だ
此
の
人
を
獲
る
の
み
。
」
と
漏
ら
し
た
と
い
う
か
ら
、

よ
ほ
ど
見
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

善
心
は
、
陪

・
煽
一
帝
一
を
殺
害
し
た
字
文
化
及
に
従
わ
な
か
っ
た
餐
で
殺
さ
れ
、
と
き
に
六
一
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
生
ま
れ
は
陳
の
武

一
帝
の
永
定
二
年
(
五
五
八
)
で
あ
り
、
陳
の
滅
亡
時
(
五
八
九
〉
に
は
一
三
歳
で
あ
っ
た
。
右
に
引
い
た
記
事
に
見
え
る
逼
直
散
騎
常
侍
、
直
門

下
省
、
虞
部
侍
郎
の
他
に
、
惰
時
代
に
就
い
た
官
職
と
し
て
以
下
の
も
の
が
知
ら
れ
る
。

-
秘
書
丞

-
開
皇
十
七
年
(
五
九
七
)
、
秘
書
丞
に
除
せ
ら
る
。

(
『
陪
書
』
お
よ
び
『
北
史
』
許
善
心
俸
〉

〈
仁
葬
二
年
H
六
O
二
、
多
十
月
〉
己
丑
、
ー
秘
書
丞
許
善
心
、
ー
ら
に
詔
し
て
、

J
。

〈
『
北
史
』
惰
本
紀
)
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躍
部
侍
郎

大
業
元
年
(
六
O
五
)
、
躍
部
侍
郎
に
轄
ず
。

(
『
惰
書
』
お
よ
び
『
北
史
』
許
善
心
停
〉

大
業
初
め
、
躍
部
侍
郎
許
善
心
J
。

(
『
奮
唐
書
』
徐
文
遠
停
、

『
新
唐
書
』
徐
暖
俸
)

(
大
業
二
年
H
六
O
六
)
二
月
丙
戊
、
ー
薩
部
侍
郎
許
善
心
、
ー
ら
に
詔
し
て
、

J
。

(
『
北
史
』
惰
本
紀
)

-
許
敬
宗
、

J
、
惰
の
櫨
部
侍
郎
善
心
の
子
な
り
。

(
『
奮
唐
書
』
許
敬
宗
俸
〉

給
事
中

-
許
敬
宗
、

J
父
の
善
心
は
、
晴
に
仕
へ
て
給
事
中
震
り
。

(
『
新
窟
書
』
許
敬
宗
俸
〉

〈
義
寧
二
年
H
H
六
一
八
〉
三
月
丙
辰
、
ー
給
事
郎
許
善
心
皆
な
害
に
遇
ふ
。

(
『
北
史
』
惰
本
紀
〉

黄
門
侍
郎

善
心
。
惰
の
黄
門
侍
郎
な
り
。

(
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
〉



仁
蕎
元
年
(
六
O
一
〉
、
掻
黄
門
侍
郎
と
な
る
。

(
『
階
書
』
許
善
心
停
)

-
大
常
少
卿

-
仁
喬
二
年
(
六
O
二
)
、
掻
大
常
少
卿
を
加
へ
ら
れ
、

牛
弘
ら
と
輿
に
躍
祭
を
議
定
し
、

秘
書
丞
、

黄
門
は
、

並
び
に
故
の
如
し
。

ー司

惰

書
』
許
善
心
俸
〉

巌
州
刺
史

-
仁
蕎
四
年
(
六

O
四
〉
、
京
師
に
留
守
す
。
高
租
、

ば
、
出
で
て
巌
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
漢
王
諒
の
反
む
く
に
逢
ひ
て
、
官
に
之
か
ず
。

仁
蕎
宮
に
崩
ず
る
に
、

場
一帝、

喪
を
秘
し
て
渡
せ
ず
、

先
づ
留
守
の
官
人
を
易
ふ
れ

(
『
惰
書
』
許
善
心
停
〉

給
事
郎ハ

王
〉
述
、
御
史
に
調
し
て
之
を
劾
せ
し
む
れ
ば
、
給
事
郎
に
左
遷
さ
れ
、
ロ
間
二
等
を
降
さ
る

0

・
其
の
年
ハ
大
業
七
年
H
六
一
一
)
、
復
た
徴
さ
れ
て
守
給
事
郎
と
帰
る
。

(
『
惰
書
』
許
善
心
俸
)
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〈
『
惰
書
』
許
善
心
停
)

尭
官

(
大
業
〉
七
年
(
六
一
一
)
、
従
ひ
て
琢
郡
に
至
り
、
一
帝
一
、
方
め
て
自
ら
戎
を
御
し
て
以
っ
て
東
討
せ
む
と
す
。
善
心
、
封
事
を
上
つ
り
で

旨
に
件
り
、
官
を
克
ぜ
ら
る
。
(
『
惰
書
』
許
善
心
停
〉

・
掻
左
均
衡
長
史
、
建
節
尉

(
大
業
〉
九
年
(
六
二
ニ
〉
、
揖
左
矧
衛
長
史
と
な
り
、
従
ひ
て
遼
に
渡
り
、
建
節
尉
を
授
け
ら
る
。

(
『
惰
書
』
許
善
心
停
〉

-
朝
散
大
夫

〈
大
業
)
十
年
三
ハ
一
四
)
、
又
た
従
ひ
て
懐
遠
鎮
に
至
り
、
加
へ
て
朝
散
大
夫
を
授
け
ら
る
。

(
『
階
書
』
許
善
心
停
)
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-
左
親
衛
武
責
郎
将

・
突
原
、
雁
門
を
圃
む
に
、
揖
左
親
衛
武
責
郎
防
柑
と
し
て
、
江
南
の
兵
を
領
し
て
殿
省
に
宿
衛
す
。

(
『
陽
書
』
許
善
心
停
)
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-
遁
議
大
夫

-
駕
、
江
都
郡
に
幸
し
、
前
動
に
追
絞
し
て
、
通
議
大
夫
を
授
け
ら
れ
、
詔
し
て
本
品
に
還
し
、
行
給
事
郎
と
な
る
。
(
『
惰
書
』
許
善
心
停
)

-
贈
左
光
旅
大
夫
、
高
陽
豚
公
、
誼
文
節

(
大
業
)
十
四
年

(
H義
寧
二
年

H
六一

八
)、

化
及
殺
逆
の
目
、

J
因
り
て
、
遂
に
害
せ
ら
れ
、

時
に
年
六
十
一
な
り
。

越
王
の
稽
制
に
及

び
て
、
左
光
旅
大
夫
、
高
陽
豚
公
を
贈
ら
れ
、
誼
し
て
文
節
と
日
ふ
。

(
『
陪
書
』
許
善
心
停
)

陳
朝

以
上
の
経
歴
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
れ
ば
、

新
安
王
法
曹
、
度
支
郎
中
、
度
支
侍
郎
、
撰
史
拳
土

陪
朝

通
直
散
騎
常
侍
、
直
門
下
省
、

虞
部
侍
郎

五
八
九
J
五
九
五

五
九
五

l
五
九
七

秘
書
丞

五
九
七

i
六
O
四
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掻
黄
門
侍
郎

六

O

一J
六

O
四

掻
大
常
少
卿

六

O
二
J
六

O
四

巌
州
刺
史

六

O
四
1
六

O
五

理
部
侍
郎

六
O
五
(
躍
部
侍
郎
許
善
心

六
O
六〉

ι口
廿
且
F
市
川
F

6em--ι-EF戸

K
M

六

O
五

克
官

ーノ、

守
給
事
郎

六

一一

J
死

掻
左
均
衡
長
史
、
建
節
尉

六
一

一一一J
死

朝
散
大
夫

六

一
四
J
死



贈
左
光
旅
大
夫
、
高
陽
豚
公
、
誼
日
文
節

死

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
明
瞭
に
み
て
取
れ
る
の
は
、
許
善
心
は
い
ち
ど
も
園
子
事
、
太
撃
な
ど
の
事
校
、
教
育
に
関
係
す
る
官
職
に

就
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

III 

事
術
行
震
の
贋
が
り

本
章
で
は
、
許
善
心
の
活
動
を
逼
し
て
、
嘗
時
の
事
者
の
な
し
た
事
術
行
震
の
全
瞳
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
許
善
心

一
人
の
活
動
を
た
ど
る
だ
け
で
、
嘗
時
の
事
術
行
潟
の
全
て
を
カ
バ

l
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
人
の
撃
者
が
こ
れ
ら
の
行

震
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
し
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
劃
象
を
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
挙
術
行
魚
の
聞
の

聯
闘
や
意
識
の
上
で
の
一
瞳
性
に
つ
い
て
、
逆
に
鮮
明
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
制
躍
作
築
、
園
書
の
整
理
、

書
物
の
編
纂
、
人
事
の
項
目
に
分
け
て
検
討
す
る
。
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ー
、
制
薩
作
集

許
善
心
は
、
惰
王
朝
の
典
瞳
を
定
め
る
の
に
大
き
く
興
か
っ
た
。

も
っ
と
も
早
く
は
、
開
皇
九
年
(
五
八
九
)
、
つ
ま
り
陳
併
合
の
歳
に
、
許
善
心
ら
に
議
し
て
柴
を
定
め
ん
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
開
皇
九
年
春
正
月
)
丙
子
、
賀
若
弼
は
陳
師
を
蒋
山
に
敗
り
て
其
の
賂
粛
摩
詞
を
獲
、
韓
檎
は
師
を
進
め
建
鄭
に
入
り
て
陳
主
叔
賓
を

獲
、
陳
園
卒
ぐ

0
1辛
亥
、
大
赦
す
。

J
得
る
所
の
秦
漢
の
三
大
鍾
、
越
の
二
大
鼓
を
致
つ
。
又
た
亡
陳
の
女
繁
を
設
け
、
公
卿
等
に
調

「
此
の
整
時
く
に
似
れ
ば
、
朕
こ
れ
を
聞
き
て
甚
だ
喜
こ
ば
ず
、
故
に
公
等
と
輿
に
一
た
び
亡
園
の
音
を
聴
き
、
倶
に
、
氷

壁
と
潟
さ
ん
意
。
」
と
。

i
十
二
月
甲
子
、
太
常
卿
牛
弘
、
遁
直
散
騎
常
侍
許
善
心
、
秘
書
丞
挑
察
、

(
『
北
史
』
惰
本
紀
)

ひ
て
日
は
く
、

逼
直
郎
虞
世
基
ら
に
詔
し
て
議
し

41 

て
祭
を
定
め
し
む
。
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日
な
れ
ば
、
聖
人
の
遺
訓
、

地
を
掃
い
て
倶
に
壷
く
。

魚
龍
の
雑
戯
は
、
紘
一
品
府
の
内
、

(
開
皇
九
年
)
十
二
月
甲
子
、
詔
し
て
日
は
く
「
股
は
祇
だ
天
命
を
承
け
て
、
高
方
を
清
蕩
す
。
百
王
衰
倣
の
後
に
し
て
、
兆
庶
湊
倖
の

制
種
作
築
は
、
今
や
其
の
時
な
り。

ふ
。
鄭
衡
の
淫
盤
、

壷
く
以
っ
て
之
を
除
け
。

情
は
古
楽
に
存
し
、

今
更
め
て
律
目
を
調
へ
、
改
め
て
琴
震
を
張
ら
む
と
欲

脹

深
く
雅
道
を
思

す
。
且
つ
妙
術
の
精
微
は
、
教
習
に
因
る
に
あ
ら
ず
、

工
人
は
代
よ
掌
る
も
、
止
だ
糟
粕
を
俸
ふ
る
の
み
に
し
て
、
神
間
列
の
徳
を
達
し
、

天
地
の
和
を
論
ず
る
に
足
り
ず
。
匿
域
の
聞
に
も
、
奇
才
異
事
は
、
天
の
知
し
紳
の
授
く
る
も
の
な
れ
ば
、
何
の
代
に
か
無
か
ら
ん
哉
。

蓋
し
迩
を
非
時
に
晦
ま
し、

言
を
所
好
に
昌
さ
ん
こ
と
を
倹
つ
な
ら
む
。

宜
し
く
捜
訪
し
て
、

速
か
に
以
っ
て
奏
聞
す
可
し
。

庶
は
く

tま

一
審
の
能
を
観
て
、
共
に
九
成
の
業
を
就
さ
む
こ
と
を
。
」
と
。

何
り
て
太
常
牛
弘
、

通
直
散
騎
常
侍
許
善
心
、
秘
書
丞
挑
察
、
通

直
郎
虞
世
基
ら
に
詔
し
て
議
し
て
祭
を
定
め
作
ら
し
む
。

(
『
陪
書
』
高
租
紀
下
〉

-
上
甚
は
だ
其
の
議
を
善
み
し
、
弘
に
詔
し
て
、
挑
察
、
許
善
心
、
何
安
、
虞
世
基
ら
と
興
に
て
新
築
を
正
定
せ
し
む
。
(
『
北
史
』
牛
弘
停
〉

ま
ず
『
北
史
』
惰
本
紀
の
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
度
の
築
制
定
は
開
皇
九
年
の
一
一
一
月
に
詔
が
下
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
年
の
正
月
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に
、
陳
が
滅
び
、
惰
に
よ
る
南
北
朝
統
一
が
完
成
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
文
一
帝
一
は
、
陳
の
女
楽
に
亡
園
の
兆
し
を
聞
き
取
り
、
不
快
を
感
じ
る

と
と
も
に
、
自
ら
が
そ
の
轍
を
踏
ま
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
誓
い
を
貴
行
す
る
た
め
に
同
年
一
二
月
、
惰
朝
の
た
め

の
新
た
な
祭
の
制
定
を
求
め
る
詔
が
く
だ
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
首
然
の
こ
と
と
し
て
作
柴
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
政
治
が
衰
え
、
世
開

が
浮
薄
に
な
ア
た
今
こ
そ
、
新
た
に
制
檀
作
楽
し
て
世
の
中
を
立
て
直
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
う
た
う
。

「
述
べ
て
作
ら
ず
」
を
モ
ッ
ト
ー
と

し
て
新
た
な
創
造
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
の
多
い
中
園
の
人
士
が
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
制
度
更
新
を
か
た
る
こ
と
は
希
で
あ
る
、

と
同
時

に
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
気
込
み
の
強
さ
を
見
て
取
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
「
築
を
定
め
る
」

と
い
う
行
震
は
、

た
ん
な
る
儀
式
の
飾
り
物
と
し
て
音
楽
を
定
め
る
と
い
う
の
で
な
く
、
も
ち
ろ
ん
音
楽
事
術
と
し
て
作
曲
を
行
う
こ
と
で
も

な
く
、
新
た
な
る
統
一
王
朝
H
惰
王
朝
の
樹
立
を
打
ち
出
し
、

ア
ピ
ー
ル
す
る
行
痛
な
の
で
あ
る
。
ま
た
仁
蕎
二
年
に
か
か
る
以
下
の
よ
う
な

記
事
も
あ
る
。



-
仁
蕎
二
年
に
至
り
、
燭
一
帝
初
め
て
皇
太
子
と
帰
り
、
従
ひ
て
太
廟
に
饗
し
、
聞
き
て
之
を
非
る
。
乃
は
ち
上
言
し
て
日
は
く
、

歌
酔
、
文
浮
麗
多
く
、
以
っ
て
功
徳
を
述
宣
す
る
に
足
り
ず
。
請
ふ
ら
く
は
、
更
た
め
て
議
し
て
定
め
む
こ
と
を
。
」
と
。
是
に
於
て
、

吏
部
尚
書
奇
一
章
公
弘
、
開
府
儀
同
三
司
領
太
子
洗
馬
柳
顧
言
、
秘
書
丞
揖
太
常
少
卿
許
善
心
、
内
史
舎
人
虞
世
基
、
躍
部
侍
郎
察
徴
ら
に

制
し
詔
し
て
、
更
た
め
て
故
貫
を
詳
ら
か
に
し
て
、
雅
楽
の
歌
辞
を
創
製
せ
し
む
。
(
『
階
書
』
音
祭
士
山
下
〉

「
清
廟
の

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
「
歌
僻
」
を
つ
く
る
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
故
賓
を
詳
ら
か
に
す
る
古
典
文
献
慮
理
能
力
が
必
要
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
製
作
さ
れ
た
歌
酔
は
、
音
楽
志
下
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

辛
彦
之
、
挑
察
、
虞
世
基
等
と
と
も
に
高
粗
・
文
一一
帝
の
封
曜
の
儀
式
を
創
案
制
定
し
て
い

つ
い
で
開
皇
一
四
年
〈
五
九
四
)
に
は
、

牛
弘
、

る。
-
開
皇
十
四
年
、
牽
臣
封
輝
せ
む
こ
と
を
請
ふ
も
、
高
祖
納
れ
ず
。
耳
目
王
慶
、
叉
た
百
官
を
率
ゐ
表
を
抗
げ
て
固
く
請
へ
ば
、
一
帝
一
、
有
司
に

命
じ
て
儀
注
を
草
せ
し
む
。
是
に
於
て
、
牛
弘
、
辛
彦
之
、
許
善
心
、
挑
察
、
虞
世
基
ら
、
其
の
躍
を
創
定
し
て
之
を
奏
す
。

(
『
惰
書
』
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纏
儀
志
二
〉

-
開
皇
十
四
年
、
霊
臣
封
潤
せ
む
こ
と
を
請
へ
ば
、
文
一
帝
、
牛
弘
等
に
命
じ
て
其
の
穫
を
創
定
せ
し
む
。

(
『
遜
典
』
古
口
組
担
一
三
・
封
調
)

ま
た
『
情
書
』
経
籍
志
に
は
『
大
惰
封
蘭
書
一
巻
』
を
載
せ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
封
樟
は
、
圏
家
の
臨
時
躍
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

し、こ
。の

f直
は
経
書

明
文
が
な
し、

の
で

制
定
に
は
秦
の
始
皇
帝
以
来
の
前
例
を
研
究
し
、

時
代
に
合
わ
せ
て
整
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

つ
い
で
仁
蕎
二
年
(
六

O
二
)
に
は
、
楊
素
、
蘇
威
、
牛
弘
、
醇
道
衡
、
許
善
心
、

れ
て
い
る
。

虞
世
基
、

王
勘
ら
に
五
曜
を
修
定
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
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(
仁
蕎
二
年
多
十
月
〉
己
丑
、
楊
素
、
右
僕
射
蘇
威
、
吏
部
向
書
牛
弘
、
内
史
侍
郎
欝
道
衡
、
秘
書
丞
許
善
心
、
内
史
舎
人
虞
世
基
、
著

作
郎
王
勘
ら
に
詔
し
て
五
躍
を
修
定
せ
し
む
。
〈
『
北
史
』
陪
本
紀
)
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(
仁
蕎
二
年
間
十
月
)
己
丑
、
詔
し
て
日
は
く
「
躍
の
用
た
る
や
、
時
義
大
な
り
笑
。

J
今
回
海
火
安
に
し
て
、

五
戎
用
ふ
る
な
く
、
理

む
る
に
宜
し
く
風
を
弘
め
俗
を
訓
ら
し
、
徳
を
導
き
穫
を
湾
へ
、
往
聖
の
奮
章
を
綴
り
、
先
王
の
茂
則
を
興
す
ベ
し
。
向
書
左
僕
射
越
園

公
楊
素
、
街
書
右
僕
射
郊
園
公
蘇
威
、
吏
部
向
書
奇
章
公
牛
弘
、
内
史
侍
郎
醇
道
衡
、
秘
書
丞
許
善
心
、
内
史
舎
人
虞
世
基
、
著
作
郎
王

勘
、
或
い
は
任
ぜ
ら
れ
て
は
端
授
に
居
り
て
博
く
古
今
に
達
し
、
或
い
は
器
は
令
室
を
推
し
て
撃
は
経
史
を
綜
ぶ
。
委
ぬ
る
に
裁
績
を
以

っ
て
す
れ
ば
、
貫
に
允
に
余
議
し
て
、
並
に
五
櫨
修
定
す
可
し
。
」

(
『
情
書
』
高
租
紀
下
)

調
べ
て
み
る
と
、
惰
朝
の
五
躍
修
定
の
詔
は
今
回
が
始
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
陳
併
合
以
前
の
開
皇
の
初
め
に
既
に
、

に
、
梁
お
よ
び
北
斉
の
も
の
に
準
援
し
て
五
離
を
定
め
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

・
高
組
、
牛
弘
、
辛
彦
之
等
に
命
じ
て
、
梁
及
び
北
湾
の
儀
注
を
採
り
て
、
以
っ
て
五
躍
を
掃
さ
し
む
云
。
(
『
惰
書
』
躍
儀
志
一
)

・
開
皇
の
初
め
、
高
祖
、
典
雄
を
定
め
む
と
思
ふ
。
太
常
卿
牛
弘
奏
し
て
日
は
く
「
聖
教
は
陵
替
し
、
園
章
は
残
依
し
、
漢
音
は
法
帰
れ
ど

も
、
俗
に
随
ひ
時
に
因
り
、
未
ま
だ
園
を
経
し
て
人
を
庇
ひ
、
風
を
弘
め
化
を
施
す
に
足
り
ず
。
且
つ
制
躍
作
祭
は
、
事
は
元
首
に
掃
す

べ
き
に
、
江
南
の
王
俊
、
偏
隅
の
一
臣
に
し
て
、
私
か
に
儀
注
を
撰
し
て
、
多
く
古
法
に
遼
ふ
o

J
南
粛
の
累
代
は
、
園
を
奉
げ
て
遅
行

す
す

す
。
後
貌
及
び
斉
は
、
風
牛
し
て
本
よ
り
隔
ん
じ
、
殊
に
尋
究
せ
ず
、
遥
か
に
相
ひ
師
租
す
。
故
に
山
東
の
人
、
浸
み
て
以
っ
て
俗
を
成

い
と
ま

す
。
西
貌
己
降
、
師
放
這
あ
ら
ず
、
賓
嘉
の
穫
は
、
童
く
未
ま
だ
詳
定
せ
ず
。
今
休
明
啓
運
に
し
て
、
憲
章
伊
に
始
ま
れ
ば
、
前
経
に
擦

牛
弘
、

辛
彦
之
ら
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り
て
、
悲
の
俗
弊
を
革
め
む
こ
と
を
請
ふ
。
」
と
。
詔
し
て
目
は
く
「
可
。
」
と
。
弘
、
奏
に
因
り
て
事
者
を
徴
し
、
儀
躍
百
各
を
撰
す
。

悉
く
東
旗
門
の
儀
注
を
用
ひ
て
以
っ
て
準
と
篤
し
、
亦
た
微
か
に
王
倹
の
躍
を
採
る
。
修
し
畢
は
り
て
こ
れ
を
上
す
に
、
詔
し
て
遂
に
天
下

に
班
か
ち
、
威
な
膏
を
遵
用
せ
し
む
。
」

(
『
陪
書
』
躍
儀
士
山
三
)

-
開
皇
三
年
、

(
牛
弘
)
躍
部
向
書
を
奔
し
、
教
を
奉
じ
て
五
瞳
を
修
撰
し
、

動
成
す
る
こ
と
百
巻
、

嘗
世
に
行
な
は
る
。

(
『
惰
書
』
牛
弘

停
-
惰
朝
儀
櫨
一
一
白
巻

牛
弘
撰
(
『
階
書
』
経
籍
志
二
〉



右
の
四
つ
の
責
料
を
線
合
す
る
と
、
開
皇
三
年
に
牛
弘
、
辛
彦
之
ら
が
、
北
旗
門
の
も
の
を
中
心
に
、
い
く
ら
か
王
倹
の
も
の
を
も
交
え
て
五
躍

に
つ
い
て
『
儀
櫨
一

O
O巻
』
を
撰
定
し
、
施
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
五
種
と
は
も
ち
ろ
ん
吉
、
凶
、
賓
、
軍
、
嘉
の
五

つ
の
ジ
ャ
ン
ル

の
躍
で
あ

っ
て
、
園
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
と
儀
曜
の
規
定
で
あ
る
。

輿
服
な
ど

し
た
が
っ
て
こ
の
項
の
前
後
で
検
討
し
た
築
、

も
、
本
来
は
す
べ
て
こ
の
五
穫
の
中
に
は
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
賞
際
に
は
一
度
に
あ
ら
ゆ
る
儀
種
、
制
度
を
決
め
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
楽
、
輿
服
な
ど
は
個
別
の
必
要
が
で
た
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
範
囲
を
較
っ
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

つ
い
で
大
業
元
年
(
六
O
五
〉
に
は
廟
の
造
立
を
議
論
し
た
。

-
大
業
元
年
、
場
一
帝
一
、
周
法
に
遭
ひ
て
、

七
廟
を
管
立
せ
む
こ
と
を
欲
し
、
有
司
に
詔
し
て
其
の
躍
を
詳
定
せ
し
む
。
(
『
情
書
』
躍
儀
志
二
)

以
下
で
繰
り
慶
げ
ら
れ
る
廟
の
数
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
鄭
玄
と
王
粛
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
域
を
出
る
も
の
で
も
な
い
。
鄭

玄
と
王
粛
以
後
に
な
さ
れ
る
議
論
は
し
た
が
っ
て
、
自
ら
躍
を
考
え
る
こ
と
よ
り
も
、
南
者
の
ど
ち
ら
の
思
考
傾
向
を
よ
し
と
し
、
ど
ち
ら
に

は
っ
き
り
と
王
粛
を
支
持
す
る
こ
と
を
い
う
。

躍
部
侍
郎
揺
太
常
少
卿
許
善
心
、
博
士
祷
亮
ら
と
議
し
て
日
は
く
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興
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
許
善
心
は
、

謹
み
て
櫨
記
を
案
ず
る
に
、
「
天
子
は
七
廟
、
三
昭
三
穆
、
太
租
の
廟
を
興
に
し
て
市
し
て
七
な
り
」
と
。
鄭
玄
注
し
て
日
は
く
、

「
此
れ
周
の
制
な
り
。
七
と
は
、
太
租
お
よ
び
文
王
、
武
王
の
桃
、
親
廟
の
四
を
興
に
す
る
な
り
。
肢
は
則
は
ち
六
廟
、
契
お
よ
び

湯
、
二
昭
二
穆
を
興
に
す
る
な
り
。
夏
は
則
は
ち
五
廟
、
太
租
無
く
、
高
の
二
昭
二
穆
を
輿
に
す
る
而
己
」
と
。
玄
又
た
「
主
者
は

其
の
粗
の
自
ず
か
ら
出
ず
る
所
を
柿
し
、
而
し
て
四
廟
を
立
つ
」
に
擦
る
。
鄭
玄
の
義
を
案
ず
る
に
、
天
子
は
唯
だ
四
親
廟
を
立
つ

勝
負
り
。
王
粛
櫨
記
に
注
し
て
、

る
の
み
に
し
て
、
始
祖
を
井
は
せ
て
而
し
て
五
と
震
す
。
周
は
文
、
武
を
以
っ
て
受
命
の
租
と
魚
し
、
特
に
二
眺
を
立
て
、
是
に
七

「傘
者
は
写
し
て
上
に
統
な
り
、
卑
者
は
傘
し
て

τー
に
統
な
る
。
故
に
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
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廟
な
り
。

其
の
殊
功
異
徳
有
れ
ば
、
太
租
に
非
る
に
最
た
ざ
れ
ど
も
、
七
廟
の
数
に
在
ら
ず
」
と
。
案
ず
る
に
王
粛
は
以
っ
て
、
天

子
七
廟
は
、
是
れ
百
代
を
遁
ず
る
の
言
な
り
と
震
す
。
叉
た
王
制
の
文
の
「
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
廟
、
大
夫
は
三
廟
」
に
援
り
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て
、
二
を
降
し
て
差
と
魚
す
。
是
れ
則
は
ち
天
子
は
四
親
廟
を
立
て
、

叉
た
高
祖
の
父
、
高
粗
の
租
を
立
て
、
太
租
を
井
は
せ
て
而

し
て
七
と
魚
す
。
周
に
は
文
、
武
、
美
娘
有
れ
ば
、
合
し
て
十
廟
魚
り
。
漢
の
諸
一
帝
の
廓
、
各
お
の
立
て
て
、
迭
設
の
義
無
き
も、

元
一帝
の
時
に
至
り
て
、
貢
百
円
、
匡
衡
の
徒
、
始
め
て
其
の
撞
を
建
て
、
高
一
帝
を
以
っ
て
太
-
組
と
震
し
、
市
し
て
四
親
廟
を
立
て
て
、

是
れ
五
廟
と
震
す
。
唯
だ
劉
散
お
も
へ
ら
く
天
子
は
七
廟
、
諸
侯
は
五
廟
、
降
殺
は
雨
を
以
て
す
る
の
義
と
。

七
な
る
者
は
、
其
の

正
法
に
し
て
、
常
数
と
す
可
き
な
り
o

j
伏
し
て
惟
ん
み
る
に
、
高
祖
文
皇
一
帝
、
容
哲
玄
覧
に
し
て
、
神
武
期
に
麿
じ
、
命
を
受
け

て
基
い
を
聞
き
、
統
を
垂
れ
嗣
を
聖
と
し
、
文
明
の
運
に
嘗
り
て
、
祖
宗
の
瞳
を
定
む
。
且
つ
損
盆
は
同
じ
か
ら
ず
、
沿
襲
は
趣
き

を
異
に
す
れ
ば
、
時
の
王
の
制
す
る
所
、
以
っ
て
法
を
垂
る
可
し
。
歴
代
自
り
以
来
、

王
、
鄭
の
二
義
を
雑
じ
へ
用
う
る
も
、
若
し

其
の
指
簡
を
尋
ね
、
校
ぶ
る
に
優
劣
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
康
成
は
止
だ
周
代
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、
経
通
と
謂
ふ
に
は
あ
ら
ず
、

子
薙
は
総
べ
て
皇
王
を
貫
き
、
事
長
遠
を
乗
ぬ
。
今
古
典
に
依
接
し
て
、
七
廟
を
山
田
市
建
せ
む
こ
と
を
請
ふ
。
受
命
の
粗
は
、
宜
し
く

か
さ

百
代
の
後
も
、
監
た
ざ
る
の
法
と
属
す
ベ
し
。
饗
駕
親
奉
に
至
り
て
は
、
孝
を
申
ね
て
高
廟
に
享
し
、
有
司
事
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別
に
廟
眺
を
立
て
、

を
行
ふ
に
は
、
誠
敬
を
霊
主
に
喝
し
、
夫
の
規
模
を
し
て
則
る
可
か
ら
し
め
、
杷
を
厳
か
に
し
遵
ふ
こ
と
を
易
く
し
、
有
功
を
表
し

而
し
て
明
徳
を
彰
に
し
、
大
い
に
復
古
し
て
市
し
て
能
く
蟹
は
る
を
貴
ぶ
。

J
今
若
し
周
の
制
に
依
れ
ば
、

理
と
し
て
い
ま
だ
安
か

ら
ざ
る
有
り
、
雑
じ
へ
て
漢
儀
を
用
う
れ
ば
、
事
は
全
採
す
る
こ
と
難
し
。
謹
み
て
詳
し
く
別
園
を
立
て
、
之
れ
が
議
末
に
附
す
。

と。

J
詔
し
て
可
と
す
る
も
、

い
ま
だ
創
制
に
及
ば
ず
。

(
『
惰
書
』
躍
儀
志
二
〉

」
の
な
か
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は

「
且
つ
損
金
同
じ
か
ら
ず
、

J
康
成
(
鄭
玄
)
は
止
だ
周
代
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、

経
通
と
謂

ふ
に
は
あ
ら
ず
、
子
薙
(
王
粛
)
は
総
べ
て
皇
王
を
貫
き
、
事
長
遠
を
兼
ぬ
。
」

し
周
の
制
に
依
れ
ば
、
理
と
し
て
い
ま
だ
安
か
ら
ざ
る
有
り
、

「
大
い
に
復
古
し
て
市
し
て
能
く
愛
は
る
を
貴
ぶ
。
」

「
今
若

雑
じ
へ
て
漢
儀
を
用
う
れ
ば

事
は
全
採
す
る
こ
と
難
し
。
」
と
い
っ
て
、
瞳

制
は
時
の
求
め
に
庭
じ
て
積
極
的
に
改
襲
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
酷
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
古
典
の
研
究
を
通
じ
て
周
代
に
蹄
る

こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
。
現
在
の
日
本
も
含
め
、
復
古
を
め
ざ
し
て
、
少
な
く
と
も
復
元
を
目
的
と
し
て
瞳
な
ど
の
経
蓄
を
研
究
す
る



志
向
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
遣
っ
て
、
視
線
を
現
在
と
未
来
に
む
け
て
、
理
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
志
向
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
に
躍
典
を
引
用
・
操
作
す
る
事
術
行
震
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
嘗

時
の
事
者
の
拳
術
行
震
を
考
え
る
際
に
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

お
な
じ
く
大
業
元
年
(
六
O
五
)
に
は
、
楊
素
、
牛
弘
、
字
文
憧
、
虞
世
基
、
何
柄
、

閤
枇
、

実
朗
等
と
と
も
に
新
た
に
輿
服
の
制
度
を
定

め
て
い
る
。

-
大
業
元
年
、
更
め
て
車
輩
を
製
し
、

五
轄
の
外
、
副
車
を
設
く
。
尚
書
令
楚
公
揚
素
、
吏
部
向
書
奇
章
公
牛
弘
、

工
部
向
書
安
卒
公
字
文

慣
、
内
史
侍
郎
虞
世
基
、
躍
部
侍
郎
許
善
心
、
太
府
少
卿
何
調
、

士
山
五
〉

朝
請
郎
閤
枇
等
に
詔
し
て
詳
議
し
て
決
を
奏
せ
し
む
。

(
『
惰
書
』
麓
儀

-
大
業
元
年
に
及
び
、
場
一
帝
始
め
て
吏
部
倫
書
牛
弘
、
工
部
向
書
字
文
佳
、
乗
内
史
侍
郎
虞
世
基
、
給
事
郎
許
善
心
、
儀
曹
郎
委
朗
等
に
詔

し
て
、
古
制
を
憲
章
一
し
、
衣
冠
を
創
造
し
、
天
子
よ
り
膏
阜
に
逮
ぶ
ま
で
、
服
章
に
皆
等
差
有
ら
し
む
。
先
に
有
る
所
の
者
の
若
き
は
、

則
は
ち
因
循
し
て
取
り
用
ゐ
、
弘
等
、
乗
輿
の
服
を
も
議
定
し
、
合
は
せ
て
八
等
た
り
鷲
。

(
『
惰
室
田
』
躍
儀
志
七
〉
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同
様
の
記
事
は
、
大
業
二
年
(
六
O
六
〉
の
項
で
あ
っ
た
り
、

各
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

0

・
皇
后
の
属
車
三
十
六
乗
、
初
め
字
文
憧
、
閤
枇
奏
定
し
、
乗
輿
の
中
?
を
減
ぜ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
躍
部
侍
郎
許
善
心
、
駁
を
奏
し
て
日
は
く

「
謹
み
て
周
躍
を
案
ず
る
に
J
。
叉
た
宋
の
孝
建
の
時

1
0
大
明
元
年
九
月
に
至
り
J
。
博
士
主
獲
の
議
に
「
鄭
玄
J
。
」
と
あ
り
、
宋

一
一
帝
之
に
従
ふ
。

J
今
請
ふ
ら
く
は
乗
興
に
依
り
、
差
降
す
べ
か
ら
ず
。
」
と
。
制
し
て
日
は
く
「
可
。
」
と
。
〈
『
階
書
』
程
儀
志
五
〉

(
大
業
二
年
)
二
月
丙
氏
、
向
書
令
楊
素
、
吏
部
向
書
牛
弘
、
大
将
軍
字
文
憧
、
内
史
侍
郎
虞
世
基
、
躍
部
侍
郎
許
善
心
に
詔
し
て
輿
服

を
制
定
せ
し
む
。
〈
『
北
史
』
惰
本
紀
)

年
代
を
正
確
に
計
り
え
な
か
っ
た
り
す
る
が
、
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そ
し
て
、
こ
こ
に
制
定
さ
れ
た
よ
う
な
衣
冠
・
輿
服
を
つ
け
る
こ
と
を
突
蕨
が
強
く
慕
い
希
望
し
た
際
、
煽
一
帝
は
そ
の
制
定
に
あ
.
す
か
っ
た
牛

弘
、
字
文
世
、
許
善
心
、
虞
世
基
、
何
調
、
閤
枇
ら
に
褒
美
を
あ
た
え
て
い
る
。
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-
一
帝
大
い
に
悦
び
て
弘
等
に
調
ひ
て
日
は
く

「昔
漢
制
初
め
て
成
り
て
、
方
め
て
天
子
の
貴
な
る
を
知
る
。
今
衣
冠
大
い
に
備
は
り
、
草
子

弘
、
憧
、
善
心
、
世
基
、
何
明
、
閤
枇
等
、
吊
を
賜
は
る
こ

に
解
瀞
せ
し
む
る
に
致
る
に
足
る
。

此
れ
乃
は
ち
卿
等
の
功
な
り
。
」
と
。

と
各
お
の
差
有
り
、
並
に
事
は
優
厚
に
出
ず
。

(『階
書
』
穫
儀
士
山
七
)

こ
こ
に
み
え
る
、
衣
冠
、
輿
服
導
入
の
突
販
の
希
望
は
、
中
園
文
明
の
偉
大
さ
を
見
せ
つ
け
、
文
化
の
力
で
周
漫
民
族
を
座
倒
す
る
の
に
、
躍

撃
が
そ
の
ま
ま
役
立
つ
撃
術
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
の
誇
示
は
、
異
民
族
に
か
ぎ
ら
ず
、
自
園
民
に
射
し
て

も
き
わ
め
て
有
数
な
手
立
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
種
事
の
有
力
な
機
能
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
制
躍
作
楽
に
つ
い
て
許
善
心
の
活
動
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
司
た
。

ま
ず
制
瞳
作
楽
に
は
、
高
度
の
墜
術
的
能
力
、
と
り
わ
け
古
典
文
献
に
つ
い
て
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
作

築
と
い
っ

て
も
一
音
楽
的
セ
ン
ス
と
楽
律
理
論
の
知
識
だ
け
を
持
っ
て
い
れ
ば
出
来
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
て
、

「鄭
衛
の
淫
聾
」

そ
も
そ
も
律
目
を
調
え
る
こ
と
自
瞳
も
、

「
魚
龍
の
雑
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戯
」
な
ど
の
古
典
文
献
の
記
事
を
踏
ま
え
て
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

『
周
櫨
』
以
下
の

先
行
文
献
に
則
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
封
欄
は
古
代
の
躍
に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
の
制
定
は
始
皇
帝
以
来
の
先
例
研
究
が

中
心
と
な
る。

し
た
が

っ
て
こ
れ
も
古
典
文
献
に
基
づ
い
て
行
う
作
業
と
な
る
。
ま
た
五
躍
は
、
漢
以
来
の
櫨
向
学
研
究
の
根
幹
で
あ
り
、

そ
れ

を
修
定
す
る
た
め
に
は
三
躍
を
中
心
に
し
て
、

先
行
す
る
膨
大
な
量
の
躍
皐
文
献
を
讃
み
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
博
く
古
今

に
達
し
、
或
い
は
器
は
令
望
を
推
し
て
撃
は
経
史
を
綜
ぶ
」
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
時
期
の
特
殊
事
情
と
し
て
、
南
北
南
朝
の
典

躍
制
度
に
も
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
牛
弘
の
上
奏
文
で
は
、

す
す

後
貌
及
び
斉
は
、

J
殊
に
尋
究
せ
ず
、
ー
故
に
山
東
の
人
、

浸
み
て
以
っ
て
俗
を
成
す
。
ー
前
経
に
擦
り
て
J
」
な
ど
と
先
行
す
る
王
朝
の
撞

「
江
南
の
王
倹
は
、

j
私
か
に
儀
注
を
撰
し
て
、
多
く
古
法
に
遼
ふ
o

J

北
周
王
朝
は
そ
れ
以
上
に
不
備
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

(

6

)

 

湾
の
儀
注
を
用
ゐ
て
以
っ
て
準
と
篤
し、

亦
た
微
か
に
王
俄
の
躍
を
採
る
」
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
古
典
文
献
に
関
す
る
能

力
だ
け
で
な
く
、
直
接
に
受
け
縫
い
だ
先
行
王
朝
の
典
躍
規
定
を
も
熟
知
し
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
・
次
に
立
廟
と
輿
服
に
閲
す
る
議

規
定
を
落
と
し
め
て
い
る
が
、

そ
の
賞
、

惰
朝
の
出
自
し
た
西
親
、

結
局
、

「悉
く
東



論
の
中
で
は
、
瞳
の
議
論
と
し
て
嘗
然
の
事
な
が
ら
、
王
粛
注
、
「
王
制
」
、
劉
飲
、
班
固
な
ど
の
、
先
立
つ
種
関
係
の

書
物
や
見
解
が
縦
横
に
引
用
・
活
用
さ
れ
、
さ
ら
に
鰹
事
文
献
の
み
な
ら
ず
、
漢
詩
一
一
帝
の
廟
、
元
一
一
帝
時
、
光
武
即
位
、
親
初
、
景
初
な
ど
と
、

『
躍
記
』
、
鄭
玄
注
、

前
例
が
こ
ま
め
に
参
照
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
許
善
心
等
に
命
じ
ら
れ
た
制
龍
作
祭
と
い
う
行
震
に
は
、
古

典
文
献
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
高
い
知
識
が
必
要
で
あ
ア
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
い
っ
た
ん
、

五
躍
と
い
う
組
合
櫨
瞳
系
を
作
り
出
し
て

お
き
な
が
ら
、
制
龍
作
集
の
行
震
は
そ
れ
だ
け
で
は
終
了
せ
ず
、
封
輔
、
立
廟
、
輿
服
な
ど
に
つ
い
て
、
個
別
の
躍
の
制
定
が
行
わ
れ
た
。
こ

れ
は
求
め
に
麿
じ
て
い
つ
で
も
典
躍
を
制
定
す
る
事
が
出
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、
注
樺
と
い
う
よ
う
な
形
に

定
着
し
固
定
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
な
の
で
は
な
く
、
新
た
な
要
求
に
劃
し
て
、
古
典
の
文
言
を
縦
横
に
引
用
、
利
用
し
、
ま
た
そ
の
場
の
櫨
制
定

の
目
的
が
何
で
あ
る
の
か
を
勘
案
し
て
、
必
要
な
躍
を
規
定
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
「
櫨
の
慮
理
能
力
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
息
子
術
全
般

を
考
察
す
る
の
に
も
、
重
要
な
覗
酷
で
あ
る
。
員
理
と
い
う
固
定
貼
に
む
か
つ
て
、
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

朕
況
に
麿
じ
て
既
存
の
デ
ー
タ
を
慮
理
し
て
い
く
こ
と
も
、
事
術
行
震
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
震
は
、
レ
ベ
ル
か
ら
い
っ
て
何
ら
ご
ま

か
し
ゃ
偏
向
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
彼
等
が
優
れ
た
事
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
き
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
政
治
家
や
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役
人
に
で
き
る
行
震
で
は
な
く
て
、
就
い
て
い
る
官
職
が
何
で
あ
れ
、
躍
を
事
問
的
に
研
究
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
仕
事
で
あ
る
。

つ
ま
り
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
賓
際
に
執
り
行
う
べ
き
典
薩
制
度
を
決
定
す
る
の
に
、
種
事
者
の
は
た
ら
き
が
不
可
依
で
あ
?
た
こ
と
が
明

ミ

ヂ

」

F
ム
巳
d

。

カ
t
T
Z

次
に
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
制
撞
作
祭
が
園
家
の
政
策
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
作
柴

以
下
、
こ
こ
で
検
討
し
た
諸
行
鯖
は
、
す
べ
て
園
家
の
典
櫨
整
備
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
許
善
心
等
の
捨
賞
者
は
、

い
ず
れ
も
任

命
さ
れ
て
、
職
務
と
し
て
こ
れ
ら
の
制
定
作
業
に
携
わ
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
彼
ら
は
深
く
園
家
の
政
治
、
政
策
、
統
治
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ

49 

と
に
な
る
。
こ
こ
に
登
場
し
た
躍
事
者
た
ち
は
、
穫
を
含
む
古
典
文
献
を
慮
理
す
る
と
い
う
専
門
的
能
力
を
持
ち
、
園
家
行
政
に
か
か
わ
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
現
在
に
お
い
て
、
ち
ょ
う
ど
経
済
や
法
律
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
の
専
門
知
識
を
生
か
し
て
活
躍
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
き
わ
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め
て
よ
く
似
て
い
る
。

右
で
見
て
き
た
よ
う
な
制
理
作
集
行
震
は
、
成
果
の
護
表
の
仕
方
が
ど
う
で
あ
れ
、
例
え
ば
経
書
に
注
穫
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
行
詩
と
な

ら
ん
で
、
巌
然
た
る
櫨
撃
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
行
震
を
瞳
翠
研
究
か
ら
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
範
圏
を
贋

げ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
翠
術
行
震
の
意
義
や
目
的
が
よ
り
鮮
明
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

2
、
国
書
の
整
理

つ
ぎ
に
園
書
の
整
理
を
考
察
す
る
。

彼
は
そ
の
生
い
立
ち
の
な
か
で
「
家
に
奮
書
官
同
徐
巻
有
り
、

皆
な
循
く
逼
渉
す
。
」

(
『
北
史
』
許
善
心

停
)
と
い
う
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
開
皇
十
七
年
、
国
籍
の
整
理
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
開
皇
)
十
七
年
、
秘
書
丞
に
除
せ
ら
る
。
時
に
秘
臓
の
圃
籍
、
向
ほ
鴻
蹴
多
し
。
善
心
、
庇
孝
緒
の
『
七
録
』
に
始
以
ひ
、
更
た
に
『
七

林
b 

を
制
し
、

各
お
の
糟
絞
を
帰
し
て
篇
首
に
冠
し
、

叉
た
部
録
の
下
に
於
て
作
者
の
意
を
明
ら
か
に
し

其
の
類
例
を
匡
分
す
鷲
。
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(
『
北
史
』
許
蕃
心
停
)

こ
れ
は
陳
併
合
以
前
か
ら
牛
弘
の
建
議
に
も
と
さつ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
異
本
の
採
集
と
書
目
の
製
作
を
引
き
繕
い
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
南

北
朝
の
統
一
に
と
も
な
っ
て
さ
ら
な
る
書
物
の
牧
集
が
企
固
さ
れ
、
賀
行
さ
れ
た
。
そ
の
決
第
を
辿
っ
て
お
こ
う
。

陪
・
文
一
帝
・
開
皇
=
一
年
(
五
八
三
〉

-
秘
書
監
牛
弘
、
表
し
て
使
人
を
分
遣
し
て
、
異
本
を
捜
訪
せ
む
こ
と
を
請
ふ
。
書
一
巻
毎
に
、
賞
は
絹
一
匹
と
し
、
校
篤
既
に
定
れ
ば
、

本
は
即
ち
に
主
に
闘
す
。
是
に
お
い
て
民
聞
の
異
書
、
佐
佐
に
し
て
閉
ま
出
づ
。

(
『
惰
書
』
経
籍
志
・
総
序
)

-
開
皇
の
初
め、

J
弘
、
典
籍
の
遺
泡
せ
る
を
以
っ
て
、
表
を
上
ま
つ
り
て
献
書
の
路
を
聞
か
む
こ
と
を
請
ひ
て
、
自
は
く
、

l

今
の
御
書
の
軍
本
は
、
合
は
せ
て
一
高
五
千
絵
巻
に
し
て
、
部
峡
の
開
、
何
ほ
残
依
有
り
。
梁
の
奮
自
に
比
し
て
、
止
だ
其
の
牢
ば

有
る
の
み
な
り
。
ー
臣
以
へ
ら
く
、
経
書
は
仲
尼
よ
り
己
後
、
嘗
今
に
い
た
る
迄
、
年
は
千
載
を
総
へ
、
数
へ
て
五
厄
に
遭
ふ
も
、



あ
た

輿
集
の
期
は
、
聖
世
に
属
し
磨
る
。
伏
し
て
惟
ん
み
る
に
、
ー
。
今
土
字
は
三
王
に
遁
り
、
民
繋
は
雨
漢
よ
り
盛
ん
に
し
て
、
人
有

り
時
有
る
こ
と
、
正
に
今
日
に
在
り
。
方
に
嘗
に
大
い
に
文
教
を
弘
め
、
俗
を
升
卒
に
納
る
る
ベ
し
。
市
る
に
天
下
の
園
書
は
向
ほ

遺
逸
有
り
、
聖
情
を
仰
協
し
、
訓
を
無
窮
に
流
す
ゆ
え
ん
の
者
に
非
る
な
り
。
臣
、
史
籍
を
是
に
司
ど
り
て
、
疲
輿
憧
れ
を
懐
く
。

昔
陸
買
、
漢
租
に
奏
し
て
云
は
く
「
天
下
は
、
馬
上
よ
り
之
を
治
む
べ
か
ら
ず
」
と
、
故
に
邦
を
経
し
政
を
立
つ
る
は
、
典
諜
に
在

り
笑
。
園
の
本
漏
る
こ
と
、
此
よ
り
先
だ
っ
依
莫
き
こ
と
を
知
る
。
今
秘
蔵
の
見
童
宍
亦
た
披
覧
す
る
に
足
る
も
、
但
だ

一
時
の
載

籍
、
須
か
ら
く
大
い
に
備
へ
し
め
よ
。

王
府
に
無
き
所
、
私
家
に
乃
は
ち
有
ら
し
む
可
か
ら
ず
。
ー

上
之
を
納
れ
、
是
に
お
い
て
詔
を
下
し
、

書
一
巻
を
献
ず
れ
ば

鎌

一
匹
を
賓
ふ
。

一
二
年
聞
に
し
て
、

篇
籍
梢
ゃ
く
備
は
る
。

ー苛

惰

書
』
牛
弘
停
〉

隔

・
文一帝一

・
開
皇
四
年
〈
五
八
四
〉

開
皇
四
年
四
部
目
録
四
巻
(
『
惰
書
』
経
籍
志
。

『
奮
唐
霊
園
』
経
籍
志
は
「
惰
関
皇
四
年
書
目
四
巻
、
牛
弘
撰
」
と
し
、

『
新
唐
書
』
義
文
志
は
「
牛
弘
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惰
開
皇
四
年
書
目
四
巻
」
と
す
る
。
)

惰
・
文
一
帝

・
開
皇
八
年
(
五
八
八
〉

開
皇
八
年
四
部
書
目
鎌
田
巻
(
『
階
書
』
経
籍
志
。
)

惰

・
文一一帝

・
開
皇
九
年
(
五
八
九
)

-
陳
を
卒
げ
て
己
後
に
及
び
、
経
籍
漸
ゃ
く
備
は
る
も
、
其
の
得
る
所
を
検
す
る
に
、
多
く
は
太
建
時
の
書
に
し
て
、
紙
墨
精
な
ら
ず
、
書

も
亦
た
拙
悪
な
れ
ば
、
是
に
お
い
て
総
べ
集
め
て
編
次
し
、
存
し
て
古
本
と
掃
す
。
天
下
の
工
書
の
士
、
京
兆
の
意
需
、
南
陽
の
杜
額
等

を
召
し
て
、
秘
書
の
内
に
お
い
て
残
歓
を
補
績
し
、
正
副
二
本
を
漏
り
て
、
宮
中
に
醸
し
、
其
の
徐
は
以
っ
て
秘
書
の
内
外
の
閣
を
貫
た

さ
し
め
、
九
そ
三
高
絵
巻
な
り
。
(
『
惰
書
』
経
籍
志

・
線
序
〉

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
陪
朝
の
国
書
の
牧
集
と
整
理
は
、

陳
併
合
以
前
に
牛
弘
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
、

開
皇
四
年
(
五
八
四
〉
に
は
い
ち
お

51 
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う
『
開
皇
四
年
四
部
目
録
四
巻
』
と
い
う
形
に
ま
と
め
ら
れ

ま
た
開
皇
八
年
(
五
八
八
)
に
も
、

そ
の
増
補
版
と
お
，
ほ
し
き
『
開
皇
八
年
四

部
書
目
録
四
巻
』
が
著
さ
れ
て
、

ひ
と
ま
ず
作
業
を
終
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
陳
併
合
以
前
の
作
業
で
あ
り
、
陳
併
合
時

に
は
、
い
く
ら
「
紙
墨
精
な
ら
ず
、
書
も
亦
た
拙
悪
な
る
」
も
の
で
あ
れ
、
あ
ら
た
に
多
く
の
書
が
牧
集
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
も

取
り
込
ん
で
、
南
北
朝
統
一
後
の
惰
朝
の
書
物
整
理
の
集
大
成
と
し
て
編
ま
れ
た
の
が
こ
の
許
善
心
の
『
七
林
』
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に

引
い
た
『
北
史
』
許
善
心
俸
の
記
事
に
も
あ
る
よ
う
に
、
巌
密
に
は
公
務
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
く
て
も
、
こ
れ
は
開
皇
十
七
年
に
秘
書
丞

に
轄
じ
て
か
ら
の
貫
績
で
あ
っ
て
、
公
務
に
準
ず
る
形
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
開
皇
四
年
、
開
皇
八

年
の
も
の
が
、
あ
く
ま
で
「
四
部
目
録
」
お
よ
び
「
四
部
書
目
録
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
書
名
を
掲
げ
る
の
み
の
書
目
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
の
に
射
し
、
許
善
心
の
『
七
林
』
は

「
各
お
の
総
殺
を
魚
し
て
、
篇
首
に
冠
し
、
又
た
部
録
の
下
に
於
て
作
者
の
意
を
明
ら
か
に
し
」

た
解
題
目
録
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
開
皇
四
年
四
部
目
録
』
、

『
開
皇
八
年
四
部
書
目
録
』
と
い
司
た
書
名
に
年
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披
の
入
っ
た
目
録
は
、
新
牧
品
を
や
っ
と
掲
載
し
た
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
劃
し
『
七
林
』

『
七
略
』
以
来
の
俸
統
に
則

っ
て
、
明
ら
か
に
完
結
し
た
著
作
と
し
て
著
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

古
来
、
劉

と
い
う
書
名
は、

『
七
略
』
を
例
と
し
て
引
く
ま
で
も
な
く
、
国
書
の
整
理
は
撃
者
の
職
務
で
あ
っ
た
。

け
で
な
く
解
題
を
書
く
事
は
、間
学
識
と
筆
力
を
必
要
と
す
る
仕
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
務
は
、
厚
識
を
積
ん
だ
も
の
と
し
て
、
概
ね
撃
者

「
其
の
類
例
を
区
分
」
す
る
だ

向
、
劉
款
の
『
別
録
』

の
占
有
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
惰
朝
初
期
の
園
書
整
理
は
、
こ
の
許
善
心
の
『
七
林
』
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず
完
成

し
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
先
の
牛
弘
の
上
表
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
書
の
牧
集
と
整
理
は
、

「
邦
を
経
し
政
を
立
つ
る

は
、
典
謀
に
在
り
笑
。
園
の
本
漏
る
こ
と
、

此
よ
り
先
だ
っ
依
莫
し
。
」
と
い
う
意
識
の
許
に
準
め
ら
れ
た
も
の
で
、

園
家
経
営
若
し
く
は
統

治
の
立
場
か
ら
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
。
書
籍
の
牧
集
と
整
理
は

閣
の
重
要
な
政
策
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
業
は
重
要
な
職
務
で
あ
る
と
と
も

に
、
高
い
事
識
を
必
要
と
す
る
翠
術
行
震
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、

開
皇
二
十
年
に
も
王
郡
に
よ
っ
て
『
惰
開
皇
二
十
年
書
目
四

巻
』
が
績
撰
さ
れ
て
お
り
(
『
沓
唐
書
』
経
籍
志
、

『
新
唐
書
』
饗
文
キ
山
所
載
)
、

ひ
き
つ
づ
き
書
籍
の
牧
集
は
準
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



ま
た
許
善
心
は
園
書
の
整
理
に
携
わ
る
と
同
時
に
、
経
史
の
書
の
校
訂
も
行
っ
て
い
る
。

ま
ね

・
奏
し
て
李
文
博
、
陸
従
典
ら
の
事
者
十
許
人
を
遁
き
、
経
史
の
錯
謬
を
正
定
す
。
(
『
情
書
』
許
善
心
俸
)

こ
の
記
事
は
開
皇
一
七
年
の
『
七
林
』
撰
述
の
後
に
績
い
て
い
る
だ
け
で
、
具
盤
的
な
期
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

こ
の
作
業
は
、
経

史
の
文
字
を
校
勘
し
て
、
本
来
の
テ
ク
ス
ト
に
戻
す
べ
く
錯
謬
を
正
定
し
た
こ
と
を
言
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
許
善
心
は
、
李
文
博
、
陸
従
血
ハ
を
は
じ
め
と
す
る
十
人
ば
か
り
の
事
者
を
招
い
て
、
経
史
の
錯
謬
を
正
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
か
な
り
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
時
行
わ
れ
た
経
史
正
定
の
成
果
は
、
明
確
な
形
で
停

わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
唐
に
入
っ
て
か
ら
の
五
経
正
義
の
編
集
や
音
、
南
北
朝
時
代
の
歴
史
を
ま
と
め
る
作
業
の
中
で

(
7
)
 

吸
枚
、
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
許
善
心
ら
の
こ
れ
ら
の
行
震
は
、

高
度
な
拳
術
能
力
を
必
要
と
す
る
行
震
で
あ

る
。
ま
た
、
先
の
牛
弘
の
上
奏
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
園
書
の
整
理
同
様
、
こ
の
程
史
の
書
の
正
定
も
、

「
邦
を
鰹
し
政
を
立
つ
る
は
、
典
諜

に
在
り
失
。
園
の
本
震
る
こ
と
、

此
よ
り
先
だ
っ
依
莫
し
。
」
と
い
う
意
識
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
ま
た
園
の
政
策
と
し
て
の
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事
術
行
震
な
の
で
あ
っ
た
。

3
、
書
物
の
編
纂

つ
ぎ
に
書
物
の
編
纂
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
許
善
心
の
著
作
と
し
て
は
、

・
皇
惰
瑞
文
十
四
巻
(
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
下
、
『
新
唐
書
』
襲
文
志
三
。

挑
振
宗
の
『
惰
書
経
籍
士
山
考
設
』
は
、

『
惰
書
』
経
籍
志
の
著
録
す
る
許
善
心
撰

の
『
符
瑞
記
十
巻
』
も
、
こ
の
『
皇
隔
瑞
文
十
四
巻
』
に
嘗
た
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
〉

-
霊
異
記
十
巻
(
『
惰
書
』
許
善
心
停
〉

53 

-
匿
字
圃
志
六
百
巻
(
『
北
史
』
隠
逸
簿
、

.
方
物
志
二
十
各
(
『
陪
書
』
経
籍
志
二
)

『階
書
』
綬
籍
志
は
『
陪
匿
字
図
士
山
』
一
百
二
十
九
径
と
し
、
撰
者
名
を
記
さ
ず
。
)
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符
瑞
記
十
巻
(
『
陪
書
』
経
籍
士
山
二
〉

七
林
(
先
出
)

が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
上
記
の
『
七
林
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
彼
個
人
の
著
作
と
は
言
い
難
い
も
の
ば
か
り
で
、

い
ず
れ
も
惰
王
朝
の
園
家
編

纂
物
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
許
善
心
の
関
心
に
も
と

a

つ
い
て
著
さ
れ
た
個
人
著
作
で
あ
る
よ
り
も
、
園
家
の
た
め
に
許

善
心
の
事
識
と
見
識
が
利
用
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
。

『
皇
惰
瑞
文
十
四
巻
』
は
そ
の
題
名
か
ら
、
惰
王
朝
下
の
め
で
た
い
文
章
、
そ
れ
も
惰
王
朝
自
瞳
を
蕎
ぐ
内
容
の
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
物
は
、

許

善

心

撰

と

は

い

う

も

の

の

、

す

べ

て

が

許

善

心

の

作

っ

た

も

の

で

は

な

く

、

は
、
巷
の
あ
る
い
は
殊
更
に
作
ら
れ
た
文
章
を
整
理
し
た
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
『
皇
惰
瑞
文
』
の
ば
あ
い
、
撰
者
と
し
て

そ
れ
は
い
つ
も
望
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
作
業
は
、
時
に
は
奉
敷
撰
な
ど
と
し
て
、
貫

牧
録
さ
れ
た
文
章
は

彼

許
善
心
の
名
前
が
俸
わ
っ
て
は
い
る
が
、

際
の
編
集
者
の
名
前
が
出
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
霊
異
記
十
巻
』
に
つ
い
て
、

『
惰
書
』
許
善
心
俸
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
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れ
て
い
る
。

-
一
帝
、
嘗
て
高
租
受
命
の
符
に
言
及
し
、
因
り
て
鬼
神
の
事
を
問
ひ
、
善
心
と
峯
租
壌
に
敷
し
て
霊
異
記
十
巻
を
撰
せ
し
む
。

即
ち
『
霊
異
記
』
が
、
煽
一
一
帝
の
関
心
に
雁
え
る
べ
く
、
敷
命
を
う
け
て
許
善
心
ら
が
あ
ら
わ
し
た
書
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
き
に
『
皇

陪
瑞
文
」
の
項
で
名
を
出
し
た
『
符
瑞
記
十
巻
』
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
『
匿
字
圃
志
六
百
巻
』
は
、
皇
帝
の
命
令
で
許
善
心
と
虞
世
基
が
原
著
の
増
訂
に
従
事
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

〈
大
業
〉
五
年
、

(
雀
蹟
、
字
租
落
)
詔
を
受
け
て
諸
儒
と
興
に
『
匿
字
圃
士
山
』
二
百
五
十
巻
を
撰
し
て
之
を
奏
す
。
一
帝
、
之
を
善
み
せ

〈
『
北
史
』
隠
逸
俸
)

ず
、
更
め
て
虞
世
基
、
許
善
心
を
し
て
演
じ
て
六
百
巻
を
焦
ら
し
む
。

『
方
物
志
二
十
巻
』
も
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

ハ
大
業
)
四
年
、
方
物
志
を
撰
し
、
之
を
奏
す
。

『
惰
室
田
』
経
籍
志
の
ほ
か
に

(『
情
書
』
許
善
心
停
〉



-
許
善
心
、
方
物
志
二
十
巻
を
撰
す
。

〔
原
注
〕
大
業
四
年
、
之
を
奏
す
。

(
『
玉
海
』
地
理
・
異
域
園
書
・
漢
異
物
士
山
の
項
)

と
も
記
さ
れ
、

こ
の
書
が
朝
廷
へ
の
奏
上
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
父
親
が
著
し
か
け
て
い
た
『
梁

史
』
の
完
成
を
め
ざ
し
て
績
修
に
つ
と
め
て
い
た
こ
と
が
、
以
下
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
。

初
め
、
善
心
の
父
、

『
梁
史
』
を
撰
著
す
る
も
、
未
だ
就
ら
ず
し
て
而
し
て
設
す
。
許
善
心
、
父
の
志
を
述
べ
成
さ
む
と
し
て
、
家
書
を

修
績
す
。

l
至
徳
の
初
め
、
史
の
任
を
蒙
授
す
。

こ
の
『
梁
史
』
は
、
親
子
の
共
同
執
筆
に
よ
っ
て
全
七
十
巻
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
停
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

ま
た
陳
朝
に
お
い
て
撰
史
挙
土
に
補
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
深
い
閥
係
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
『
北
史
』
許
善
心
停
)

こ
れ
ら
の
地
理
書
や
物
産
書
な
ど
の
編
集
は
、
南
北
朝
の
軍
事
的
な
統
一
後
、
政
治
的
お
よ
び
文
化
的
な
面
で
も
統
一
を
企
て
る
上
で
必
要

な
事
柄
で
あ
り
、
朝
廷
の
命
に
よ
っ
て
許
善
心
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
園
家
の
た

め
の
文
集
や
地
理
書
や
園
書
目
録
な
ど
を
編
集
す
る
こ
と
は
、
文
献
慮
理
の
特
殊
な
能
力
と
高
い
同
学
識
を
必
要
と
す
る
、
高
度
の
事
術
行
震
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
事
者
の
肩
に
か
か
り
、
そ
の
主
要
な
職
務
で
あ
司
た
。
許
善
心
は
自
ら
の
思
考
を
直
接
に
語
る
書
物
を

書
か
な
か
ア
た
が
、
む
し
ろ
彼
の
場
合
、
国
家
の
要
求
に
こ
た
え
る
と
い
う
形
で
あ
ま
た
の
著
述
作
業
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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4 

人

事

つ
ぎ
に
人
事
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
文
一
帝
末
年
の
仁
需
年
聞
に
は
、
園
子
撃
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
て
、
事
長
役
の
祭
酒
も
い
な
い
ま
ま
博

士
五
人
、
事
生
七
十
人
ほ
ど
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

「
儒
撃
の
道
は
、
生
人
を
訓
数
し
、
父
子
君
臣
の
義
を
識
ら
し
め
、
隼
卑
長
幼
の
序
を
知
ら
し
む
。
之
を
升
し
て
以
て

朝
せ
し
め
、
之
を
任
じ
て
以
て
職
せ
し
め
、
故
ら
に
能
く
時
務
を
賛
理
し
、
風
範
を
弘
盆
せ
し
む
。
脹
、
天
下
に
撫
臨
し
、
徳
教
を
弘
め

む
と
思
ひ
、
延
き
て
事
徒
を
集
め
、
庫
序
を
崇
建
し
、
準
仕
の
路
を
聞
き
、
賢
鰐
の
人
を
待
つ
。
而
る
に
園
事
の
胃
子
、
千
数
に
な
ん
な

詔
し
て
日
は
く
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ん
と
し
、
州
豚
の
諸
生
も
、
威
な
亦
た
少
な
か
ら
ざ
る
も
、
徒
ら
に
名
録
あ
り
て
、
空
し
く
歳
時
を
度
り
、
未
だ
徳
は
代
の
範
と
帰
り
、

才
は
園
用
に
任
ず
る
有
ら
ず
。
良
に
設
撃
の
理
の
多
く
し
て
、
而
し
て
未
だ
精
な
ら
ざ
る
に
由
る
。
今
宜
し
く
筒
び
省
き
て
、
明
か
に
奨

勘
を
加
え
よ
。
」
と
。
是
に
於
て
園
子
撃
は
唯
だ
由
学
生
七
十
人
を
留
む
る
の
み
と
し
、
太
率
、

四
門
及
び
州
懸
の
撃
は
並
び
に
躍
す
。

其

の
目
、
舎
利
を
諸
州
に
頒
つ
。

・
是
よ
り
先
、
仁
霧
元
年
、
園
子
祭
酒
、
博
士
を
省
き
、
太
事
博
士
、
員
五
人
を
置
き
、
従
五
品
と
震
し
、
撃
事
を
総
知
せ
し
む
。
是
に
至

(
『
惰
書
』
百
官
士
山
下
〉

(
『
情
書
』
高
祖
紀
下

・
仁
害
時
元
年
六
月
乙
丑
)

り
、
太
事
博
士
は
降
し
て
従
六
品
と
震
す
。

-
高
租
の
暮
年
に
及
び
て
、
精
華
梢
く
塙
き
、
儒
術
を
悦
こ
ば
ず
し
て
、
専
ら
刑
名
を
向
び
、
執
政
の
徒
、
威
な
篤
好
な
る
に
は
あ
ら
ず
。

仁
蕎
の
聞
に
監
び
、
遂
に
天
下
の
撃
を
麿
し
、
唯
だ
園
子
一
所
に
弟
子
七
十
二
人
を
存
す
る
の
み
。

(
『
惰
書
』
儒
林
停
序
〉

こ
こ
に
引
い
た
詔
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
文
一帝
が
儒
撃
お
よ
び
事
校
に
期
待
し
た
の
は
、

お
も
に
二
つ
の
機
能
で
あ
ア
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
つ
は
世
の
中
の
精
神
的
な
秩
序
附
け
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
官
吏
と
し
て
の
賞
務
能
力
の
養
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
園
立
事
校
は
、
文
一
帝
の

期
待
し
た
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
ず
、
き
わ
め
て
不
能
率
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
行
政
官
と
し
て
の
貧
務
能
力
の
養
成
に
つ
い
て
『
情
書
』
儒

林
俸
の
序
は
、

「
高
粗
の
暮
年
に
及
び
て
、
精
華
梢
く
靖
き
、
儒
術
を
悦
こ
ば
ず
し
て
、
専
ら
刑
名
を
向
び
、
執
政
の
徒
、
威
な
篤
好
な
る
に

は
あ
ら
ず
。」
と
し
、
文
一帝
自
身
は
そ
れ
を
法
家
・
刑
名
の
皐
に
代
替
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
の
よ
う
に
言
う
。

ま
た
、

責
務
能
力
の
養
成
と
い

う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
員
理
に
至
る
こ
と
を
め
ざ
す
撃
術
行
魚
よ
り
も
、
試
験
主
義
の
政
策
の
方
が
有
数
に
な
る
事
は
、
争
い
え
な
い
事
貧
で

あ
る
。
文
一帝
は
こ
の
貼
き
わ
め
て
合
理
的
で
あ
司
た
。
文
一
帝
は
、
車
に
不
能
率
な
る
が
ゆ
え
に
挙
校
を
大
幅
に
縮
小
し
た
の
で
は
な
く
、
科
奉

に
よ
っ
て
事
術
行
痛
の
う
ち
の
寅
務
に
か
か
わ
る
必
要
な
部
分
は
代
替
育
成
で
き
る
と
考
え
て
こ
の
政
策
を
と
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
い
な
む

し
ろ
、
開
皇
時
代
に
始
め
た
科
穆
の
成
果
を
確
認
し
た
上
で
仁
蕎
元
年
に
自
信
を
も
っ
て
園
立
事
校
縮
小
を
お
こ
な
司
た
の
で
あ
ろ
う。

と
こ

ろ
で
あ
ら
た
に
即
位
し
た
煽
一
帝
一
も
、
撃
聞
の
素
養
を
持
つ
も
の
を
官
吏
と
し
て
採
用
し
、
そ
れ
で
園
を
運
営
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
針
で
は
あ

っ
た
が
、
文
一
帝
の
よ
う
に
専
ら
試
験
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
事
校
に
お
け
る
数
育
に
も
、
官
吏
育
成
の
機
能
を
期
待
し
て
い
た
。
し
た
が
司



て
、
文
帝
時
代
の
園
立
拳
校
の
事
生
の
定
員
は
い
か
に
も
不
足
で
あ
り
、
こ
こ
で
園
立
皐
校
の
復
興
が
企
固
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

・
〈
大
業
元
年
閏
七
月
)
丙
子
、
詔
す
ら
く
「
君
民
の
園
を
建
つ
る
に
は
、
教
拳
も
て
先
と
鴬
し
、
移
風
易
俗
、
必
ず
蛮
よ
り
始
ま
る
。
而

る
に
言
は
絶
へ
義
は
謂
れ
、
多
く
年
代
を
歴
て
、
準
徳
修
業
は
、
其
の
道
寝
ゃ
く
微
な
り
。

J
朕
は
洪
緒
を
纂
承
し
、
大
訓
を
弘
め
む
と

思
ひ
て
、
絡
に
師
を
傘
ま
ひ
道
を
重
ん
じ
て
、
用
っ
て
蕨
の
訴
を
闘
し
、
信
を
講
じ
て
睦
を
修
め
、
敦
く
名
教
を
奨
め
む
と
欲
す
。
方
今

は
宇
宙
卒
一
に
し
て
、
文
軌
の
同
じ
く
す
る
伎
な
り
。
十
歩
の
内
に
も
、
必
ず
芳
草
有
り
、
四
海
の
中
、
量
に
奇
秀
無
か
ら
む
。
諸
も
ろ

の
在
家
及
び
見
に
撃
に
入
る
者
、
若
し
篤
く
志
し
て
古
へ
を
好
み
、
典
墳
に
耽
憤
し
、
事
行
優
敏
に
し
て
、
時
務
を
膚
す
る
に
堪
ふ
る
も

の
有
れ
ば
、
所
在
に
採
訪
し
て
、
具
ぶ
さ
に
以
っ
て
名
聞
し
、
聞
は
ち
嘗
に
其
の
器
能
に
障
ひ
て
、
擢
ぐ
る
に
不
次
を
以
っ
て
せ
よ
。
若

じ
経
術
を
研
精
す
る
も
、
未
だ
準
み
仕
ふ
る
を
願
は
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
其
の
事
業
の
深
浅
、
門
蔭
の
高
卑
に
依
り
て
、
未
だ
朝
に
升
ら
ず

と
難
も
、
並
ら
び
に
量
り
準
り
て
旅
を
給
す
可
し
。
庶
ひ
ね
が
わ
く
は
、
夫
れ
陶
陶
と
し
て
善
誘
し
て
日
な
ら
ず
し
て
器
を
成
し
、
横
溝

具
さ
に
課
試
の
法
を
篤
し
て
、
以
っ
て
砥
腐
の
道
を
牽
く
さ
し
め
よ
。
」
と
。

(
『
惰
書
』
煽
帝
紀
上
〉
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と
し
て
朝
に
盈
た
ん
こ
と
、
何
の
遠
き
こ
と
之
れ
有
ら
む
。
其
の
園
子
等
の
撃
は
、
亦
た
宜
し
く
奮
制
を
申
明
し
て
、
生
徒
を
教
習
し
、

で
は
、

そ
の
復
興
事
業
は
賓
際
に
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
順
を
追
っ
て
み
て
い
こ
う
。

『
陪
書
』
儒
林
俸
序
に
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

-
燭
一
帝
即
位
し
て
、
復
た
摩
序
を
聞
き
、
園
子
郡
鯨
の
拳
は
、
開
皇
の
初
よ
り
盛
ん
な
り
。
儒
生
を
徴
降
し
、
遠
近
よ
り
畢
く
至
り
、
相
ひ

興
に
講
論
せ
使
め
て
東
都
の
下
に
得
失
し
、
納
言
其
の
差
次
を
定
め
、
一
以
っ
て
鷲
を
聞
奏
せ
し
む
。

こ
の
時
場
一
帝
は
、
事
者
を
採
用
す
べ
く
、

「
儒
生
を
徴
辞
」
円
V

「
東
都
の
下
に
講
論
」

nv
「
差
次
を
定
め
」

nv
「
聞
奏
」
と
い
う
方
策
を
取
司

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
さ
ら
に
先
だ
っ
て
、
こ
の
作
業
の
遂
行
に
必
要
な
人
材
が
任
命
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
諮
問
を
受
け
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
許
善
心
か
ら
以
下
の
五
人
の
人
物
が
推
薦
さ
れ
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
彼
は
か
つ
て
園
子
事
な
ど
の
、

数
育
を
職
と
す
る
官
に
就
い
た
こ
と
が
無
か
っ
た
た
め
に
、
由
学
校
縮
小
と
深
く
係
わ
る
こ
と
な
く
済
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
第
二
段
階
と
し
て
、
大
業
元
年
(
六

O
五
)
、
許
善
心
の
推
薦
に
し
た
が
っ
て
徐
文
遠
が
園
子
博
士
に
、
包
慣
、
陸
徳
明
、
祷
徴
、
魯

世
達
の
四
人
が
太
事
博
士
に
任
命
さ
れ
た
。

-
大
業
元
年
、
雄
部
侍
郎
に
再
じ
、
儒
者
徐
文
遠
を
薦
し
て
園
子
博
士
と
魚
し
、
包
世
、
陸
徳
明
、
諸
徴
、
魯
世
達
の
輩
は
、
並
び
に
品
秩

を
加
へ
、
授
け
て
翠
官
と
篤
さ
む
こ
と
を
奏
す
。
(
『
北
史
』
許
善
心
停
、
『
惰
書
』
許
善
心
停
)

・
大
業
の
初
、
躍
部
侍
郎
許
善
心
、
文
遠
と
包
憧
、
猪
徽
、
陸
徳
明
、
魯
達
を
奉
げ
て
拳
官
と
矯
さ
ん
と
し
、
遂
に
擢
げ
て
文
遠
に
園
子
博

士
を
授
け
、
憧
ら
は
並
び
に
太
事
博
士
と
震
す
。
時
人
は
文
遠
の
左
氏
、
祷
徽
の
種
、
魯
達
の
詩
、
陸
徳
明
の
易
を
稽
し
て
、
皆
な
一
時

の
最
と
矯
す
。

そ
し
て
ま
た
大
業
三
年
に
は
新
た
な
制
度
と
し
て
園
子
博
士
一
人
、
園
子
助
教
一
人
、
太
事
助
教
二
人
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
許
善
心
に
よ

っ
て
皐
官
に
推
薦
さ
れ
た
五
人
の
事
者
の
出
身
地
を
見
て
み
る
と
、

徐
文
遠

魯
世
達

包
憧

猪
徽

陸
徳
明

(
『
奮
唐
書
』
徐
文
遠
停
。

『
新
唐
書
』
徐
畷
俸
ほ
ぼ
同
文
。
〉

洛
州
僅
師
。

飴
杭
。

東
海
。

(
現
河
南
省
)
彼
自
身
は
長
安
も
し
く
は
洛
陽
恒
師
に
育
っ
た
が
、
父
祖
は
南
朝
に
つ
か
え
た
。
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(
現
掘
削
江
省
〉

(
現
江
蘇
省
)

呉
郡
。

(
現
江
蘇
省
)

(
現
江
蘇
省
〉

呉
郡
。

と
な
る
。

つ
ま
り
み
な
南
朝
系
の
翠
者
で
あ
る
。
許
善
心
自
身
も
南
人
の
代
表
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
者
推
薦
に
は
、
何
ら
か
の
地
方
意
識
が

働
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
五
人
の
得
意
と
す
る
分
野
を
見
て
み
る
と
、

徐
文
遠

-
魯
世
達

-
包
憧

春
秋
に
詳
し
い
。

著
作
H
左
俸
一
音
、
左
俸
義
疏

著
作
H
毛
詩
章
句
義
疏
、
毛
詩
井
注
昔
、
毛
詩
一
音
義

著
作
U
漢
書
音

毛
詩
に
詳
し
い
。

漢
書
に
詳
し
い
。



補
徴

躍
に
詳
し
い
。

三
玄
に
詳
し
い
。

著
作
H
撞
疏
、
種
記
文
外
大
義

著
作
H
老
子
疏
、
荘
子
疏
、
荘
子
文
句
義
、
易
疏
、
周
易
文
句
義
疏
、
周
易
大
義
、
経
典
樟
文

と
な
り
、
あ
る
い
は
こ
の
五
人
で
古
典
文
献
全
瞳
を
お
お
う
べ
く
、
三
玄

H
陸
徳
明
、
左
俸

H
徐
文
遠
、
毛
詩

H
魯
世
達
、
漢
書
(
史
書

)
H

包
憧
、
躍
H
祷
徽
と
い
う
分
携
で
専
門
家
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
人
の
「
文
遠
の
左
氏
、
祷
徽
の
曜
、
魯
達
の
詩
、
陸
徳

-
陸
徳
明

明
の
易
、
皆
な
一
時
の
最
篤
り
。
」
と
い
う
評
債
も
こ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

つ
守つ
い
て
第
三
段
階
と
し
て
、
以
上
の
五
人
を
ま
じ
え
て
議
論
と
呼
ば
れ
る
事
術
討
論
舎
が
ひ
ら
か
れ
、
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
全
圏
か
ら
蝿

集
し
た
公
募
鹿
募
者
の
選
抜
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
鹿
募
者
た
ち
と
議
論
を
し
、
審
査
、
評
債
す
る
こ
と
が
こ
の
五
人
の
役
割
と
な
る
。
こ

(
8〉

『
奮
唐
書
』
陸
徳
明
俸
に
そ
の
様
子
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

の
う
ち
、
陸
徳
明
、
魯
世
達
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、

文
一
帝
時
代
末
期
に
縮
小
さ
れ
た
園
子
撃
の
復
興
を
目
指
し
て
の
撃
者
募
集
で
あ
る
か
ら
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
こ
に
み
た
よ

う
な
事
術
制
度
の
構
築
が
、
既
製
の
枠
か
ら
解
き
放
た
れ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

事
術
機
構
構
築
の
地
な
ら
し
を
果
た
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、

文一帝一
の
園
立
事
校
大
幅
縮
小
は
、

場
帝
の
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事
校
復
興
期
に
つ
い
て
の
「
時
に
奮
儒
は
多
く
己
に
凋
亡
す
。
」

〈
『
階
書
』
儒
林
俸
序
〉
と
い
う
記
事
に
ま
つ
わ
っ
て
さ
ら
に
詳
し
く
事
情
が
推
察
さ
れ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
文
一
帝
の
拳
校
縮
小
の
詔
が

出
た
の
が
仁
寄
元
年
(
六
O
一
)
六
月
乙
丑
、
場
帝
の
事
校
復
興
の
詔
が
出
た
の
が
大
業
元
年
(
六
O
五
)
閏
七
月
丙
子
で
あ
る
か
ら
、
園
立
由
学

校
の
規
模
が
お
お
き
く
縮
小
さ
れ
て
い
た
の
は
四
年
間
ほ
ど
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、

し
か
る
に
こ
の
聞
に
「
奮
儒
は
多
く
己
に
凋
亡
す
。
」

と

い
う
事
態
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
文
一
帝
の
皐
校
縮
小
期
聞
を
挟
ん
で
、
そ
れ
以
前
に
は
北
朝
系
の
拳
者
が
多
く
翠
官
に
つ
い
て
い
た
の
に

封
し
、
こ
れ
以
後
は
、
お
も
に
南
朝
系
の
事
者
が
事
官
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
奮
儒
は
多
く
巳
に
凋
亡
す
よ
と
い
う
事
態

も
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
新
奮
の
交
替
の
み
で
な
く
、
出
身
地
に
よ
る
事
者
の
振
替
も
、
同
時
に
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
統

一
後
の
事
聞
の
系
統
を
考
察
す
る
際
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
事
涯
が
使
用
し
て

い
た
テ
ク
ス
ト
と
注
懇
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で

あ
る
が
、
案
外
賓
際
面
で
の
南
北
撃
の
盛
衰
は
、
事
者
の
人
事
を
握
る
者
が
ど
ち
ら
に
属
す
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
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し、。
と
こ
ろ
で
文
一
帝
時
代
末
期
に
は
、
科
奉
の
成
立
と
と
も
に
、
園
家
が
、
議
論
と
い
う
サ
ロ
ン
的
な
皐
術
の
場
を
提
供
し
た
り
、
教
育
を
通
じ

て
知
識
人
を
養
成
す
る
こ
と
よ
り
も
、
試
験
を
通
じ
て
知
識
人
の
能
力
を
は
か
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
け
だ
し
様
々
の
事

設
が
あ
ら
わ
れ
、
様
々
の
覗
貼
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
る
議
論
ス
タ
イ
ル
は
、
も
っ
と
も
評
債
に
不
向
き
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
煽
一
帝
一
が
議
論

ス
タ
イ
ル
を
用
い
て
人
材
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
試
験
に
よ
る
官
吏
の
採
用
と
い
う
文
一
帝
一
の
文
教
政
策
を
後
戻
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
も
見
え
る
。
科
穆
の
採
用
を
近
代
化
、
合
理
化
で
あ
る
と
い
う
観
貼
か
ら
す
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
議
論
ス
タ
イ

ル
の
中
で
事
術
を
身
に
つ
け
、

そ
こ
で
の
論
戦
技
術
を
磨
い
て
き
た
嘗
時
の
事
者
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
講
論
か
ら
科
奉
へ
の
耕
民
草
は
お

お
い
に
と
ま
ど
う
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
園
家
は
、
試
験
制
度
の
お
か
げ
で
受
験
者
の
撃
力
を
慮
理
し
易
い
形
で
把
握
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
講
論
に
な
じ
ん
で
き
た
奮
い
タ
イ
プ
の
撃
者
た
ち
に
は
、
議
論
の
よ
う
な
皐
術
能
力
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
た
と
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
事
者
が
、
試
験
で
い
く
ら
優
秀
な
成
績
を
と
っ
て
も
、

周
圏
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
ま
り
に
も
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急
激
な
制
度
の
鑓
革
は
、
事
術
の
俸
統
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
新
し
い
制
度
の
ほ
う
に
も
十
分
な
働
き
を
も
た
ら
さ
な
い
に
違
い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
許
善
心
は
古
い
時
代
の
撃
術
ス
タ
イ
ル
と
俸
統
を
、
最
後
に
生
か
し
て
寄
興
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
五

人
の
事
術
能
力
剣
定
者
が
、
許
善
心
に
推
薦
さ
れ
、
ま
た
彼
等
自
身
の
撃
術
能
力
の
評
債
を
背
後
に
し
て
こ
そ
、
新
し
い
方
法
が
嘗
時
の
知
識

入
社
舎
で
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
嘗
時
の

「文
遠
の
左
氏
、
格
徽
の
理
、
魯
達
の
詩
、
陸
徳
明

の
易
、
皆
な
一
時
の
最
た
り
。
L

(
『
奮
唐
書
』
徐
文
逮
停
)
と
い
う
世
評
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

こ
こ
に
名
を
奉
げ
ら
れ
た
徐
文
遠
、
諸
徽
、

魯
世
達
、
陸
徳
明
と
い
っ
た
も
の
た
ち
は
、
奮
ス
タ
イ
ル
の
事
術
に
お
い
て
名
撃
の
あ
る
皐
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
こ
の
四
人
は
、
場

一
一
帝
の
も
と
で
の
事
校
復
興
の
基
礎
と
な
る
事
官
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
惰
王
朝
の
新
た
な
文
教
政
策
は
、

停
統
に
の
っ
と
る
も
の
と
し
て
も
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
舎
は
、
煽
一
帝
の
治
世
初
期
に
幾
度
か
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
定
か
に
し
が
た
い
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
燭
一
帝
一
の
議
論
舎
開
催
は
、
講
論
的
事
術
の
擢
威
を
科
奉



の
擢
威
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
、

そ
の
場
で
許
善
心
が
人
事
役
と
な
っ
て
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る。
考
え
て
み
る
と
、
事
者
は
専
門
職
で
あ
り
、
そ
の
な
か
深
く
に
達
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
人
物
の
能
力
を
計
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
拳
者
の

能
力
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
寅
に
事
者
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
事
者
の
採
用
や
選
抜
を
行
う
こ
と
も
挙
者
の
職
務
と

な
る
。
と
り
わ
け
煽
帝
の
即
位
直
後
の
よ
う
に
、
新
し
く
撃
官
の
制
度
を
整
え
る
と
き
、
事
者
の
能
力
を
剣
定
し
推
薦
す
る
仕
事
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
事
者
業
界
全
瞳
の
自
己
増
殖
的
な
人
選
、
推
薦
も
事
者
の
大
き
な
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

IV 

結

~^ 
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こ
こ
ま
で
、
許
善
心
の
拳
術
活
動
を
考
察
し
て
き
た
。

物
の
編
集
、
園
書
の
整
理
、
事
者
の
人
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
「
撃
術
行
篤
」
を
「
古
典
文
献
を
中
心
と
す
る
文
字
資
料
を
讃
む

こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
あ
る
程
度
の
合
理
性
を
も
っ
て
展
開
す
る
行
篤
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
許
善
心
と
い
う
一
人
の
撃
者
の

か
く
も
多
く
の
行
震
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
個
々
の
検
討
か
ら

ま
と
め
て
み
る
と
、

そ
の
活
動
の
主
な
場
所
は
、

典
章
制
度
の
制
定
、

園
家
編
纂
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行
篤
を
た
ど
る
だ
け
で
、
一
該
嘗
す
る
も
の
と
し
て
、

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
高
度
の
専
門
的
知
識
と
文
献
慮
理
能
力
を
必
要
と
す
る
行
震
で
あ
っ
た
。

逆
に
言
え
ば
、

許
善
心
に

ま
た
彼
の
活
躍
の
本
領
で
あ
っ
た
の
は
、
古
典
文
献
を
誼
み
こ
な
し
て
、
そ
れ
を
麿
用
、
活
用
す
る
能
力
と
、
書
物
や
他
人
の
文

章
を
整
理
、
編
集
、
判
定
す
る
能
力
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
検
討
を
お
よ
.
ほ
し
た
由
学
術
行
信
用
は
、
す
べ
て
園
家
の
政
策
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
検
討
結
果
か
ら
嘗
時
の
拳
術
に
射
し
て
何
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

要
求
さ
れ
、

一
つ
は
、
以
上
の
よ
う
な
場
面
で
許
善
心
が
働
き
得
た
の
は
、
彼
の
身
に
つ
け
て
い
た
儒
撃
的
教
養
、
と
り
わ
け
穫
に
か
ん
す
る
そ
れ
が
、

ほ
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
つ
わ
る
翠
問
よ
り
も
歴
史
が
古
く
、
文
献
操
作
の
寅
務
能
力
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
儒
撃
は
こ
の
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場
合
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
よ
り
も
、
責
務
能
力
の
保
護
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
場
一
帝
に
先
立
つ
文
一
帝
が
好
ん
だ
と
い
う
刑
名
の
事
よ
り
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も
、
む
し
ろ
寅
際
的
な
拳
問
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
儒
教
や
儒
皐
と
い
う
も
の
を
考
え
る
際
に
重
要
な
こ
と
が
ら

と
な
る
。
儒
は
、
宗
教
、
思
想
、
習
俗
な
ど
の
要
素
を
も
ち
ろ
ん
持
つ
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
櫨
に
顛
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
曾
を
運
用

し
て
い
く
た
め
の
質
務
技
術
あ
る
い
は
、
と
り
き
め
U
規
範
と
い
う
面
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
儒
に
ま
つ
わ

っ
て
質
務
技
術
が
機
能
し
て
い
る
な

ら
ば
、
園
子
事
な
ど
の
事
校
も
、
責
務
事
校
の
性
格
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
十
分
な
検
討
を
な
し
得
な
か
っ
た
が
、
翠
校
と

い
う
機
関
の
目
的
と
機
能
、
お
よ
び
そ
れ
と
深
く
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
、
事
術
の
ス
タ
イ
ル
と
そ
の
評
慣
剣
定
方
法
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
行

(
9〉

わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
覗
貼
に
立
て
ば
、
科
奉
で
古
典
文
献
慮
理
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
責
務
官
僚
採
用
の
た
め
の

試
験
と
し
て
、
き
わ
め
て
嘗
然
の
こ
と
と
な
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
翠
術
、
事
者
は
、
数
育
に
直
接
的
に
関
係
附
け
ら
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
著
作
物
を
逼
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

ま
た
文
献
慮
理
能
力
は
、
数
育
や
著
作
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
場
合
、
「
数
養
」
と
い
う
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
形
で
虚
理
さ
れ
、
明
確
な
形

で
の
研
究
針
象
と
し
て
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
撃
術
、
聞
学
者
は
、
教
育
と
個
人
著
作

物
の
領
域
だ
け
で
語
り
壷
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

「
行
篤
」
と
い
う
硯
貼
で
事
術
を
捉
え
な

お
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
古
典
文
献
虚
理
を
中
心
と
す
る
事
術
行
矯
が
、
組
事
、
政
治
事
、
文
事
、
謹
術
、
政
策
、
制
度
、
人

「成
果
」
で
は
な
く
、
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事
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
行
震
に
設
展
す
る
可
能
性
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
基
礎
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ま
た
逆
に
「
成
果
」
の
ほ
う
か
ら
謂
え
ば
、
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
行
震
や
知
的
活
動
の
成
果
は
、
こ
こ
で
文
献
慮
理
能
力
と
い

う
言
葉
で
表
現
し
た
よ
う
な

一つ

の
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
代
の
理
系
諸
科
撃
に
お
け
る
数
撃
の
立

場
に
似
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
古
典
文
献
慮
理
能
力
を
基
礎
と
し
て
様
々
な
事
術
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
何
で
あ
れ
中
園

の
文
化
現
象
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
常
識
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
確
認
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
中
固
に
お
け
る
事
術
行
震
を
研
究
す
る
際
、
た
と
え
ば
西
洋
起
源
の
事
術
に
相
嘗

・
封
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
「
成

果
」
の
み
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
拳
術
研
究
の
あ
り
方
と
し
て
、
こ
れ
は
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
の
あ
る
こ
と
で
あ



ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
中
園
撃
に
携
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
貫
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
は
、
責
は
、
そ
の
確
認
な
の
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
い
っ
ぽ
う
で
、
現
在
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
に
-
記
し
た
よ
う
な
古
典
文
献
慮
理
能
力
は
、
も
は
や
常
識
で
は
な
い
。
か
つ
て

の
基
礎
教
養
は
、
現
在
、
特
殊
能
力
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
の
事
者
が
、
過
去
の
中
園
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
哲
事
思
想
な
り
、
歴
史

的
異
質
な
り
、
文
事
的
員
賞
な
り
と
い
っ
た
事
を
研
究
す
る
、
非
日
常
的
な
行
震
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
研
究
を
す
る
時
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
、
か
つ
て
の
中
園
で
事
術
行
震
を
し
て
い
た
人
々
に
劃
し
て
も
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
目
的
を
不
嘗
に
措
わ
せ
て
い

つ
ま
り
か
つ
て
の
多
く
の
あ
り
ふ
れ
た
拳
術
行
矯
の
な
か
か
ら
、
現
在
の
研
究
者
の
関
心
に
て
ら
し
て

理
解
し
易
い
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
は
し
ま
い
か
。
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
中
闘
の

る
と
い
う
事
賓
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

事
術
を
語
る
際
に
、
非
常
に
大
き
な
物
を
見
落
と
し
て
い
る
と
謂
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

い
う
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
も
ち
ろ
ん
右
の
こ
と
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
皐
術
行
震
が
す
べ
て
職
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と

つ
ま
り
本
稿
に
取
り
上
げ
た
行
震
に
闘
す
る
限
り
、
文
献
慮
理
能
力
は
「
教
養
」
と
し
て
で
は

- 63-

な
く
、

「
政
務
、
職
務
」
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、

「
政
務
、
職
務
」
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
決
し
て
事
術
行
震
で
あ
る
こ
と
に
抵
鰯
し
は
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
様
な
形
で
篤
さ
れ
た
皐
術
行
震
は
買
に
多
い
の
で
あ
っ
て
、

ひ
い
て
は
知
的
活
動
全
瞳
を
把
握
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
取
り
上
げ
な
い
ま
ま
で
は
、
こ
の
時
代
の
挙
術
、

つ
ぎ
に
許
善
心
個
人
に
闘
し
て
言
え
ば
、
彼
が
南
北
朝
的
性
格
と
、
唐
宋
的
性
格
の
南
方
を
持
っ
て
い
る
黙
が
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
科
奉

に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
惰
お
よ
び
唐
の
初
期
に
は
じ
ま
っ
た
祉
舎
の
し
く
み
が
、
こ
の
の
ち
中
圏
全
瞳
を
中
世
か
ら
近
世
へ
と
襲
化
さ

せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
世
の
中
全
瞳
の
移
り
行
き
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
覗
野
を
事
術
史
に
続
っ
て
検
討
し
て
み
る
と
き
、

許
善
心
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
し
く
は
論
戦
と
い
う
奮
い
ス
タ
イ
ル
の
翠
術
行
震
を
取
ら
な
い
が
、
一
人
で
い
ろ
い
ろ
な
事
術
運
用
を
手
掛
け

て
い
る
と
い
う
離
で
は
奮
世
代
的
で
あ
り
、
間
学
術
史
の
う
え
で
中
世
か
ら
近
世
へ
の
襲
化
の
境
目
に
い
る
人
で
あ
る
。
惰
時
代
の
許
善
心
が
新
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し
れ
な
い
。

曹
の
境
目
に
い
る
と
す
れ
ば
、
間
学
術
の
世
界
は
、
世
の
中
全
瞳
に
先
臨
け
て
近
世
化
の
遣
を
歩
み
始
め
て
い
る
と
、
あ
る
い
は
言
い
得
る
か
も
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本
稿
で
は
、
行
震
と
い
う
覗
黙
で
率
術
を
捉
え
な
お
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
賞
、
事
術
的
行
震
の
列
翠
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
内
容
に

深
く
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
翠
術
行
震
の
あ
り
さ
ま
に
照
ら
し
て
、
事
校
制
度
の
獲
容

に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

註
(

1

)

「
招
魂
を
め
ぐ
る
躍
俗
と
躍
同
時
十
」
(
「
中
園
思
想
史
研
究
」
第
一
一
一
一

挽
)
/
「
六
朝
前
期
の
孝
と
喪
服
|
謹
皐
の
目
的

・
機
能

・
手
法
」

〈
『
中
園
古
代
躍
制
研
究
』
京
都
大
息
子
人
文
科
皐
研
究
所
)
な
ど
の
拙

稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
2
〉
本
稿
で
同
学
術
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
「
翠
術
」
自
践
で
は
な
い

が
、
そ
れ
と
深
い
関
係
を
も
っ
に
違
い
な
い
「
知
識
人
」
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
の
次
の
論
考
か
ら
、
た
い
へ
ん
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

樺
山
紘
一

「
前
近
代
世
界
の
知
識
人
|
西
欧
中
世
か
ら
の
序
説
的
考

{察
1

」
(
『
知
識
人
層
と
祉
舎
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
)
。

(
3
〉
た
と
え
ば
、
経
皐
を
「
経
書
の
解
穫
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
寅
際

の
躍
制
の
上
に
も
関
係
が
あ
る
」
と
し
、
ま
た
『
爾
漢
摩
術
考
』
の
題

名
の
も
と
に
文
皐
を
も
ふ
く
め
て
論
じ
て
い
る
狩
野
直
喜
に
し
て
、
同

書
の
冒
頭
で
は
「
予
は
爾
漢
皐
術
考
の
題
目
を
以
て
、
爾
漢
時
代
に
於

け
る
皐
術
、
重
も
に
経
察
の
特
色
及
び
其
努
遜
の
肢
を
の
ベ
ん
と
す
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
翠
術
と
い
う
諾
は
、
清
朝
に
お
け
る
も
の
を
語

る
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
銭
穆
に
『
中
園
近
三
百
年
率
術
史
』
が
あ

り
、
梁
啓
超
に
も
同
名
の
書
お
よ
び
『
清
代
謬
術
概
論
』
が
あ
る
。
狩

野
直
喜
の
『
中
園
哲
息
子
史
』
も
編
名
に
、
唐
以
前
に
つ
い
て
は
「
思

想
」
、
宋
元
明
に
は
「
哲
拳
」
を
も
ち
い
る
が
、
清
朝
に
は
「
清
の
間
竿

術
と
思
想
」
と
し
て
「
皐
術
」
の
語
を
使
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
理
由

は
、
時
開
的
な
隔
た
り
が
小
さ
く
、
成
果
と
同
時
に
、
研
究
手
法
な
ど

の

「行
篤
」
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
十
分
な
検
討
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
4
〉
た
と
え
ば
、
「
ふ
つ
う
、
経
回
目
干
の
二
大
潮
流
と
し
て
、
「
漢
唐
訓
詰

の
拳
」
と
「
宋
明
性
理
の
祭
」
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
経
書
解

調
停
の
態
度
方
法
の
二
大
匡
分
と
し
て
、
大
観
の
立
場
か
ら
十
分
に
安
嘗

性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
「
漠
唐
」
「
宋
明
」
の
時
代
が
冠

せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
大
医
分
に
は
明
ら
か
に
時
代
匡
分
も

示
さ
れ
て
い
る
。
」
(
加
賀
築
治
『
中
園
古
典
解
稗
史
/
致
耳
目
篇
』
序

論

・
第
2
節

・
経
書
解
穆
史
の
三
区
分
と
貌
E

自
の
位
置
)
な
ど
と
し
る

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
、
経
典
解
調
停
に
関
し
て
は
十
分
な
安
蛍
性

を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
考
察
の
封
象
を
ひ
ろ
く
皐
術
全
慢
に
お
よ
ぼ
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し
た
ば
あ
い
、
時
代
名
と
し
て
南
北
朝
が
現
れ
な
い
こ
と
を
は
じ
め
と

し
て
、
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
は
、
築
術
を
ひ

ろ
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
経
典
解
懇
の
親
黙
か
ら
だ
け
で
は
抜
け
落

ち
て
い
た
南
北
朝
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
皐
術
行
震
を
、
拾
い
上
げ
て
補

完
す
る
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈
5
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
牟
潤
孫
「
論
儒
懇
雨
家
之
講
経
奥
義
琉
」

「
論
致
話
回
以
来
之
崇
倫
談
癖
及
其
影
響
」
「
唐
初
南
北
皐
人
論
典
子
之
異

趣
及
其
影
響
」
〈
い
ず
れ
も
『
注
史
資
叢
稿
』
〔
一
九
八
七
・
北
京
・

中
華
書
局
〕
所
枚
)
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
十

分
な
注
目
を
得
て
い
る
と
言
い
が
た
い
。

(
6
〉
陳
寅
倍
『
惰
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』
の
「
二
、
躍
儀
」
に
く
わ
し

、L
W

(
7
〉
五
経
正
義
中
に
見
え
る
「
定
本
」
に
つ
い
て
は
、
野
閲
文
史
「
五
経

正
義
所
引
定
本
考
」
〈
日
本
中
園
血
中
舎
報
第
三
七
集
〉
が
あ
る
。
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(
8
〉
拙
稿
「
隆
徳
明
星
術
年
譜
」
(
東
方
皐
報
・
京
都
六
八
加
京
都
大
国
学

人
文
科
察
研
究
所
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
〉
多
賀
秋
五
郎
に
「
儒
教
主
義
皐
校
僅
系
の
形
成
」
(
同
氏
編
『
中
世

ア
ジ
ア
教
育
史
研
究
』
所
枚
)
お
よ
び
単
著
『
唐
代
教
育
史
研
究
』
が

あ
り
、
こ
の
時
代
の
教
育
関
係
の
資
料
を
手
際
良
く
整
理
し
て
い
る
。

ま
た
同
氏
は
、
前
者
の
緒
言
で
「
儒
教
主
義
皐
校
と
は
、
人
間
形
成
の

目
標
を
儒
教
倫
理
に
よ
っ
て
規
定
し
、
儒
教
古
典
を
中
心
教
材
と
し

て
、
そ
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
皐
校
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

儒
教
が
経
世
の
倫
理
で
あ
る
よ
う
に
、
現
質
的
に
は
、
官
吏
の
養
成
を

重
要
な
任
務
と
す
る
皐
校
で
も
あ
る
。
」
と
の
ベ
る
。
し
か
し
本
稿
と

ち
が
っ
て
、
雨
論
着
と
も
教
育
を
主
な
研
究
封
象
と
し
て
い
る
た
め

に
、
許
善
心
の
名
な
ど
登
場
せ
ず
、
昼
街
行
信
用
金
鍾
を
と
ら
え
る
こ
と

は
目
的
と
さ
れ
て
い
な
い
か
に
見
え
る
。
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THE RANGE AND SOCIAL FUNCTION OF THE SCHOLARLY

　　　

ACTIVITIES OF MEDIEVAL CHINESE LITERATI

　

―THE CASE OF xu SHANXIN OF THE SUI DYNASTY―

KiSHIMA Fumio

　　

This study is an attempt to present ａ comprehensive analysis of the

variety of scholarly activities pursued by Sui 隋dynasty literatiby focusing

on the state councillor χｕ Shanχin 許善心. Particular attention is paid to

the daily activities of this literatus, rather than to his scholarly activities｡

　　

The range of χｕ’sactivities was divided into the following four areas:

formulating state rituals; establishing state library collections; compiling

homages to the new dynasty, and dealing with personnel matters related to

School for the Sons of the State. Viewed from the perspective of χｕ’s

expertise in the Classics, it becomes apparent that this range of activities

was closely linked. Moreover, it is clear that χｕ’sscholarship was not

merely

　

a

　

private

　

endeavour, but　rather　was　inextricably　tied　to　the

performance of state administration｡

　　

This paper concludes that it is, therefore, inappropriate to employ the

modern Western academic categories of “religion” and “ideology”in

attempting to understand such varied literary activities.　Similarly, the

wide breadth of such literary activities ought not to be overlooked in　ａ

narrow scholarly focus on private writings or pedagogic activities alone.

THE CONTROL SYSTEMS OF TAOIST SECTS DURING

　　　　　　　　　　

THE YUAN DYNASTY

Takahashi Bunji

　　

This article is primarily an analysis of the inscriptions given to Taoist

temples by leaders of Taoist sects during the Yuan dynasty.　It attempts to

interpret the context of these inscriptions and use this material as a basis to
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