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�
成
二
十
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年
十
二
�
發
行

管
志
�
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
政
治
思
想

岩

本

眞

利

繪

は

じ

め

に

一

洪
武
�
崇
拜
と
﹁
矩
﹂
の
�
在

二

管
志
�
の
�
瓜
論

(一
)

洪
武
�
の
�
瓜
繼
承
の
論
理

(二
)

管
志
�
の
�
瓜
論
の
目
	

︱
︱
朱
子
學
と
陽


學
︱
︱

三

萬
曆
年
閒
の
現
狀
と
管
志
�
の
理
想

(一
)

萬
曆
年
閒
の
惡
�
①

︱
︱
秩
序
の
亂
れ
︱
︱

(二
)

萬
曆
年
閒
の
惡
�
②

︱
︱
言
論
の
濫
發
︱
︱

(三
)

洪
武
�
の
治
世
の
イ
メ
ー
ジ

お

わ

り

に

は

じ

め

に

從
來
の


代
後
�
政
治
�
硏
究
に
お
い
て
は
︑
東
林
黨
が
�
�
な
硏
究
對
象
と
さ
れ
て
き
た(1

)
︒
周
知
の
よ
う
に
東
林
黨
と
い
う
名
は
︑
�
憲
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成
(一
五
五
〇
～
一
六
一
二
)
が
復
興
し
た
東
林
書
院
に
由
來
す
る
︒
東
林
書
院
復
興
の
契
機
は
︑
�
憲
成
と
管
志
�
(一
五
三
六
～
一
六
〇
八
)

の
性
無
善
無
惡
說
を
め
ぐ
る
論
爭
で
あ
っ
た(2

)
︒
す
な
わ
ち
︑
管
志
�
の
性
無
善
無
惡
說
に
�
憲
成
が
反
駁
し
︑
二
人
の
論
戰
は
や
が
て
書
鯵
上(3

)

に
と
ど
ま
ら
な
く
な
り
︑
公
開
討
論
を
開
催
す
る
に
至
っ
た
︒
し
か
し
討
論
會
場
で
は
多
數
の
聽
衆
を
收
容
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
こ
で
�

憲
成
は
書
院
の
円
設
を
決
�
し
た
の
で
あ
る(4

)
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑
管
志
�
な
る
人
物
が
�
憲
成
の
論
敵
と
し
て
東
林
書
院
の
復
興
や
東
林
黨

の
形
成
に
大
き
な
影
�
を
與
え
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
知
名
度
は
�
憲
成
に
比
べ
る
と
格
段
に
低
い
︒

管
志
�
と
は
い
か
な
る
人
物
か
︒
以
下
に
管
志
�
の
略
歷
を
鯵
�
に
紹
介
す
る(5

)
︒
管
志
�
は
嘉
靖
十
五
年

(一
五
三
六
)
︑
江
南
の
太
倉
州
に

生
ま
れ
︑
若
い
時
か
ら
學
問
に
勵
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
嘉
靖
四
十
三
年

(一
五
六
四
)
に
耿
定
向(

6
)

と
出
會
い
︑
以
後
︑
管
志
�
は
耿
定
向
に
師
事

す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
隆
慶
四
年

(一
五
七
〇
)
に
 
試
に
合
格
し
︑
!
年
に
は
"
士
と
な
っ
た
︒
初
任
官
は
南
京
兵
部
�
事
で
あ

る
︒
そ
の
後
︑
父
の
喪
に
#
す
た
め
歸
 
し
︑
喪
が


け
た
萬
曆
五
年

(一
五
七
七
)
に
官
職
に
復
歸
し
︑
𠛬
部
�
事
に
な
っ
た
︒
當
時
の
$

廷
で
は
內
閣
首
輔
の
張
居
正

(一
五
二
五
～
一
五
八
二
)
の
奪
&
問
題(7

)
が
起
き
て
お
り
︑
管
志
�
は
張
居
正
に
反
感
を
'
い
た(8

)
︒
萬
曆
六
年

(一

五
七
八
)
︑
管
志
�
は
時
政
に
關
す
る
長
大
な
上
奏
�

(﹃
奏
駅
稿
﹄
卷
一
)
を
提
出
す
る(9

)
︒
こ
の
上
奏
に
よ
り
張
居
正
は
管
志
�
を
う
と
ま
し
く

思
う
よ
う
に
な
り
︑
管
志
�
は
廣
東
按
察
使
僉
事
に
轉
任
さ
せ
ら
れ
る
︒
萬
曆
七
年

(一
五
七
九
)
に
現
地
に
赴
任
し
た
管
志
�
は
︑
當
地
の

(
按
御
�
と
對
立
し
た
た
め
吿
發
さ
れ
鹽
課
司
提
擧
に
影
任
す
る
︒
さ
ら
に
萬
曆
八
年

(
一
五
八
〇
)
の
地
方
官
考
察
の
際
︑﹁
老
疾(10

)
﹂
と
し
て

免
職
さ
れ
る
︒
管
志
�
の
官
僚
生
活
は
わ
ず
か
十
年
に
も
滿
た
ず
し
て
幕
を
閉
じ
た
︒
張
居
正
の
死
後
︑
い
さ
さ
か
の
名
譽
回
復
が
な
さ
れ(11

)
︑

ま
た
萬
曆
十
九
年

(一
五
九
一
)
に
は
尙
寶
司
丞
周
弘
禴
の
推
薦
に
よ
り
湖
廣
按
察
使
僉
事
に
任
命
さ
れ
る
が
辭
,
し
た
︒
こ
れ
以
後
︑
完
-

に
官
僚
生
活
と
は
緣
が
な
く
な
る
こ
と
に
な
っ
た(12

)
︒
/
後
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
萬
曆
十
六
年

(一
五
八
八
)
か
ら
管
志
�
は
世
直
し
の
た
め

に
自
ら
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
著
作
を
發
表
し
よ
う
と
決
�
し(13

)
︑
以
後
︑
數
多
の
書
物
を
世
に
1
り
出
し
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
萬
曆
三
十
六
年

(一
六
〇
八
)
に
こ
の
世
を
去
っ
た
︒

以
上
の
よ
う
な
經
歷
か
ら
︑
管
志
�
と
い
う
人
物
は
︑
"
士
出
身
官
僚
と
し
て
は
志
2
ば
に
3
わ
っ
た
江
南
の
知
識
人
で
あ
る
と
い
え
る
︒
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管
志
�
は
︑
後
世
に
お
い
て
は


末
の
三
敎
合
一
の
思
想
家
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
︑﹃


儒
學
案
﹄
で
は
﹁
泰
州
學
案
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い

る(
14
)

︒管
志
�
の
思
想
に
つ
い
て
は
︑
荒
木
見
悟
氏
が
す
で
に
大
き
な
硏
究
成
果
を
あ
げ
て
い
る(15

)
︒
荒
木
氏
を
は
じ
め
︑
從
來
の
硏
究
は
�
に
中
國

思
想
�
の
硏
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
︒
ゆ
え
に
硏
究
の
�
眼
は
︑
管
志
�
の
思
想
を
陽


後
學
の
系
�
上
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
︑
特
に
�
憲
成
と
の
論
爭
の
原
因
と
な
っ
た


末
に
お
け
る
性
無
善
無
惡
說
の
液
行(16

)
と
ど
の
よ
う
に
關
聯
づ
け
る
か
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
置

か
れ
て
き
た
︒
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
東
林
書
院
円
設
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
論
爭
に
お
い
て
�
題
と
な
っ
た
の
が
性
無
善
無
惡
說
で
あ

り
︑
そ
の
是
非
が
當
時
の
士
大
夫
の
大
き
な
關
心
を
集
め
て
い
た
が
ゆ
え
に
多
數
の
聽
衆
を
集
め
た
の
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
從
來
の
硏
究
者

の
關
心
が
そ
こ
に
集
中
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
�
憲
成
が
7
起
に
な
っ
て
管
志
�
の
性
無
善
無
惡
說
に
反
論
し
︑
さ
ら
に
性
無
善
無
惡
說
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
戰
が
多
く
の
同
時

代
人
の
興
味
を
か
き
た
て
た
の
は
︑
單
な
る
哲
學
	
な
性
に
對
す
る
定
義
の
8
い
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
�
憲
成
の
性
善
說
に
し
て
も
︑
管
志

�
の
性
無
善
無
惡
說
に
し
て
も
︑
彼
ら
の
目
の
/
に
廣
が
っ
て
い
た
現
狀
を
是
正
す
る
こ
と
が
目
	
で
あ
る
︒
同
じ
よ
う
な
志
を
持
ち
な
が
ら(17

)
︑

一
方
は
性
善
說
の
9
守
を
:
び
︑
一
方
は
無
善
無
惡
說
の
�
張
を
:
ん
だ
︒
こ
の
よ
う
な
對
處
策
の
8
い
は
︑
現
狀
を
是
正
し
た
先
の
理
想
世

界
の
イ
メ
ー
ジ
の
8
い
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
管
志
�
は
東
林
黨
と
は
8
っ
た
理
想
を
心
に
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

そ
こ
で
小
論
に
お
い
て
は
管
志
�
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
理
想
と
し
て
考
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
た
い
︒
管
志
�
が
﹁
保

守
	
な
社
會
觀(18

)
﹂
の
も
と
に
﹁
綱
常
	
な
世
界(19

)
﹂
を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
先
學
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
言

葉
で
ひ
っ
く
る
め
て
し
ま
え
ば
東
林
黨
の
み
な
ら
ず
大
多
數
の
士
大
夫
の
理
想
も
同
樣
で
あ
ろ
う
︒
管
志
�
の
理
想
の
ど
の
よ
う
な
部
分
が
特

衣
な
の
か
を


ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
特
に
政
治
思
想
に
關
し
て
議
論
を
"
め
る
︒

な
お
︑
管
志
�
の
著
作
は
膨
大
多
岐
に
わ
た
る(20

)
た
め
︑
小
論
で
は
萬
曆
三
十
年

(一
六
〇
二
)
に
刊
行
さ
れ
た
管
志
�
晚
年
の
大
著
で
あ
る

﹃
從
先
維
俗
議
﹄
に
分
析
の
	
を
=
り
た
い(21

)
︒﹃
從
先
維
俗
議
﹄
は
-
五
卷
で
︑
小
論
�
集
と
い
っ
た
體
裁
で
あ
る
︒
管
志
�
の
他
の
著
作
は
思
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想
に
つ
い
て
の
�
違
が
中
心
で
あ
る
の
に
比
べ
︑﹃
從
先
維
俗
議
﹄
は
管
志
�
自
身
が
序
�
で
﹁
/
三
卷
は
皆
事
迹
︑
後
二
卷
は
頗
る
垂
世
の

典
�
と
出
世
の
密
因
に
>
ぶ(22

)
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
/
2
の
一
～
三
卷
は
社
會
・
政
治
制
度
に
關
す
る
議
論
を
多
く
載
せ
て
お
り
︑
管
志

�
の
政
治
思
想
を
知
る
の
に
�
も
ふ
さ
わ
し
い
書
物
と
い
え
る
︒

一

洪
武
�
崇
拜
と
﹁
矩
﹂
の
�
在

ま
ず
︑
管
志
�
の
洪
武
�
觀
に
つ
い
て
言
>
し
た
い
︒
す
で
に
先
學
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
管
志
�
は
洪
武
�
を
?
崇
し
て
い
た(23

)
︒
管

志
�
が
洪
武
�
を
?
崇
し
た
一
因
に
は
︑
洪
武
�
の
三
敎
合
一
に
對
す
る
@
勢
が
擧
げ
ら
れ
る(24

)
︒
酒
井
忠
夫
氏
は
洪
武
�
の
三
敎
合
一
思
想
を

﹁
儒
敎
を
中
心
と
す
る
儒
釋
一
致
論
で
あ
り
︑
儒
敎
を
中
心
と
し
て
儒
佛
仙
三
敎
が
共
に
王
綱
を
助
け
世
を
益
す
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
解
說
し

て
い
る(

25
)

が
︑
こ
れ
は
管
志
�
の
三
敎
合
一
思
想
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
從
先
維
俗
議
﹄
で
管
志
�
は
政
治
に
お
け
る

三
敎
の
役
割
に
つ
い
て
C
の
よ
う
に
說


し
て
い
る
︒

佛
敎
や
�
敎
を
廢
さ
な
い
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
︒
佛
敎
・
�
敎
の
見
え
な
い
不
思
議
な
力
が
皇
綱
を
ひ
そ
か
に
助
け
て
い
る
か
ら
︑
ど
う

し
て
廢
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か(26

)
︒

そ
も
そ
も
︿
洪
武
�
が
﹁
三
敎
論
﹂
で
﹀
論
ず
る
に
あ
た
り
三
敎
と
名
づ
け
︑
萬
世
と
こ
し
え
に
賴
る
べ
き
と
し
て
孔
子
を
擧
げ
︑
王
綱

を
ひ
そ
か
に
助
け
て
い
る
と
し
て
佛
敎
・
�
敎
を
擧
げ
た
の
は
︑
儒
敎
を
�
と
し
て
佛
敎
・
�
敎
を
客
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る(27

)
︒

こ
の
よ
う
に
管
志
�
は
洪
武
�
の
見
解
と
自
ら
の
�
張
を
同
E
さ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
で
は
︑
管
志
�
は
自
ら
の
三
敎
合
一
の
�
張
と
洪
武

�
の
思
想
が
F
似
し
て
い
る
か
ら
洪
武
�
を
稱
え
た
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
が
︑
管
志
�
の
洪
武
�
崇
拜
は
そ
の
よ
う
な
水
準
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
︒
管
志
�
の
洪
武
�
へ
の
竝
々
な
ら
ぬ
&
熱
は
︑
實
は
︑﹃
從
先
維
俗
議
﹄
と
い
う
書
名
そ
の
も
の
に
も
表
れ
て
い
る
︒
管

志
�
は
序
�
に
お
い
て
書
名
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
說


し
て
い
る
︒

｢從
先
﹂
と
い
う
の
は
︑
語
義
を
孔
子
の
﹁
先
"
に
從
い
た
い(28

)
﹂
か
ら
取
っ
た
の
で
あ
る
︒
先
"
に
從
わ
な
け
れ
ば
︑
末
代
の
風
俗
を
維
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持
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
︒
た
だ
︑
孔
子
の
言
っ
た
先
"
の
�
味
は
︑
三
皇
五
�
以
/
の
野
人
が
作
っ
た
禮
樂
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
︒

私
の
言
う
先
"
と
は
︑
洪
武
�
が
円
國
當
初
に
定
め
た
禮
樂
を
基
本
と
し
て
︑
孔
子
が
H
集
し
た
後
に
殘
さ
れ
た
禮
樂
と
組
み
合
わ
せ
た

も
の
で
あ
る(29

)
︒

こ
の
よ
う
に
管
志
�
は
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
洪
武
�
を
從
う
べ
き
先
"
と
し
て
規
定
し
て
い
る
︒
洪
武
�
が
從
う
べ
き
先

"
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
他
の
箇
�
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
の

冒
頭
で
は
先
"
と
い
う
言
葉
を
以
下
の
よ
う
に
說


し
て
い
る
︒

禮
を
論
ず
る
と
き
は
必
ず
孔
子
を
宗
と
し
︑
法
を
論
ず
る
と
き
は
必
ず
洪
武
�
に
の
っ
と
る
︑
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
先
"
に
從
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る(30

)
︒

管
志
�
は
こ
の
�
違
に
續
い
て
︑
四
十
九
の
點
に
つ
い
て
︑


初
の
禮
法
に
關
す
る
制
度
や
社
會
狀
況
が
現
在
で
は
變
っ
て
し
ま
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る(31

)
︒
ま
た
︑
管
志
�
は
﹃
諸
司
職
掌
﹄
や
﹃
御
製
集
﹄︑﹃
大


律
﹄︑﹃
皇


祖
訓
﹄︑﹃
臥
碑
﹄︑﹃
大
誥
﹄
な
ど
の
洪
武
�
の
布
吿
や

著
作
に
つ
い
て
︑﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
あ
ち
こ
ち
で
よ
る
べ
き
原
則
と
し
て
と
り
あ
げ
た
り
︑
絕
贊
し
た
り
し
て
い
る(32

)
︒

そ
し
て
︑
洪
武
�
の
數
々
の
布
吿
の
中
で
も
管
志
�
が
と
り
わ
け
?
崇
し
た
の
が
︑﹃
敎
民
榜
�(33

)
﹄
中
の
一
M
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
六
諭(34

)
﹂
で
あ

る
︒
管
志
�
の
﹁
六
諭
﹂
へ
の
見
解
は
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
筆
頭
を
O
る
論
�
﹁
發
揮
大
學
事
使
先
從
左
右
P
議
﹂
に
見
ら
れ
る
︒﹁
發
揮
大

學
事
使
先
從
左
右
P
議
﹂
の
﹁
大
學
事
使
先
從
左
右
P
﹂
と
は
﹃
大
學
﹄
の
い
わ
ゆ
る
﹁
絜
矩
の
�
﹂
で
あ
る(35

)
︒﹁
絜
矩
の
�
﹂
と
は
︑
天
下

を
治
め
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
︒
そ
の
方
法
と
は
︑
目
上
の
人
に
さ
れ
た
く
な
い
や
り
方
で
目
下
の
者
を
使
わ
な
い

(
使
)
︑
目
下
の
者
に
さ

れ
た
く
な
い
や
り
方
で
目
上
の
人
に
仕
え
な
い

(事
)
︑
先
輩
に
さ
れ
た
く
な
い
や
り
方
で
後
輩
に
先
ん
じ
な
い

(
先
)
︑
後
輩
に
さ
れ
た
く
な

い
や
り
方
で
先
輩
に
從
わ
な
い

(從
)
︑
同
じ
地
位
の
人
に
さ
れ
た
く
な
い
や
り
方
で
同
じ
地
位
の
人
に
接
し
な
い

(
左
右
)
︑
と
い
う
こ
と
で

あ
る(

36
)

︒
管
志
�
は
﹁
絜
矩
の
�
﹂
と
﹁
六
諭
﹂
を
以
下
の
よ
う
に
關
聯
づ
け
る
︒

こ
れ

(﹃
大
學
﹄
の
﹁
矩
﹂)
は
す
べ
て
天
然
の
﹁
矩
﹂
で
︑
野
人
が
先
に
"
ん
だ

(禮
樂
)
に
由
來
す
る
︒
こ
れ
を
は
か
る
の
は
後
に
"
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む
君
子
で
あ
る
︒﹃
易
﹄
で
は
﹁
義
を
く
わ
し
く
す
る
こ
と
が
神
秘
の
域
に
R
す
れ
ば
用
を
致
す
﹂
と
い
う(37

)
︒
義
を
く
わ
し
く
す
る
こ
と

が
神
秘
の
域
に
R
し
た
狀
態
に
な
っ
て
︑﹁
從
心
の
矩
﹂
が
出
て
く
る
︒
そ
の
根
本
を
集
S
す
る
と
︑﹁
恕
﹂
と
い
う
一
�
字
を
出
な
い(38

)
︒

だ
か
ら
﹃
大
學
﹄
は
﹁
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
人
に
し
て
は
い
け
な
い
﹂
で
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
る
︒
洪
武
�
の
﹁
訓
民
六
條

(=

六

諭
)
﹂
を
考
え
て
み
る
と
︑
そ
の
�
義
を
ま
と
め
て
い
る
と
思
う
︒﹁
父
母
に
孝
順
な
れ
︑
長
上
を
?
敬
せ
よ
﹂
は
︑
上
に
仕
え
る
と
き
と

/
に
從
う
と
き
の
﹁
矩
﹂
を
ま
と
め
て
い
る
︒﹁
 
里
と
和
睦
せ
よ
﹂
は
︑
左
右
が
P
わ
る
と
き
の
﹁
矩
﹂
を
ま
と
め
て
い
る
︒﹁
子
孫
を

敎
訓
せ
よ
﹂
は
︑
下
を
使
う
と
き
と
後
に
先
ん
ず
る
と
き
の
﹁
矩
﹂
を
ま
と
め
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
各
お
の
生
理
に
安
ん
じ
て
︑
非
爲
を

作
す
毋
か
れ
﹂
と
い
う
二
句
に
よ
っ
て
ま
と
め
︑
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
人
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
�
を
言
い
つ
く
し
て
い
る
︒
こ

れ
が
洪
武
�
の
政
治
が
/
代
を
超
越
し
て
限
り
な
く
豐
か
で
あ
る
理
由
で
あ
る(39

)
︒

す
で
に
先
學
が


ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
管
志
�
は
人
々
が
﹁
孔
矩
﹂
に
從
う
べ
き
こ
と
を
�
張
し
て
い
た(40

)
︒﹁
孔
矩
﹂
と
は
﹁
孔
門

の
矩(

41
)

﹂
の
略
稱
と
も
い
っ
て
よ
い
︒
管
志
�
は
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
冒
頭
に
お
い
て
︑﹁
六
諭
﹂
を
自
ら
の
�
義
�
張
で
あ
る
﹁
矩
﹂
を
端
	

に
表
す
も
の
と
し
て
定
義
づ
け
た
と
い
え
る

(も
ち
ろ
ん
︑
管
志
�
の
﹁
矩
﹂
が
﹁
孔
門
の
矩
﹂
で
も
あ
る
以
上
︑
洪
武
�
の
政
策
だ
け
が
管
志
�
の

﹁
矩
﹂
で
は
な
い
)
︒
先
行
硏
究
に
お
い
て
は
︑
管
志
�
が
﹁
孔
矩
﹂
に
よ
っ
て
儒
・
佛
・
�
の
三
敎
を
瓜
合
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
T
目

が
集
ま
っ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
管
志
�
の
い
う
﹁
矩
﹂
の
特
U
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑﹁
矩
﹂
に
つ
い
て
の


代
後
2
の
代
表

	
な
相
反
す
る
二
つ
の
解
釋
を
紹
介
し
︑
管
志
�
の
﹁
矩
﹂
の
解
釋
と
比
�
し
て
み
よ
う
︒

｢矩
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
管
志
�
の
み
な
ら
ず
儒
學
に
お
い
て
重
�
な
タ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
︒
王
守
仁

(一
四
七
二
～
一
五

二
九
)
の
弟
子
・
王
艮(42

)

(一
四
八
三
～
一
五
四
一
)
は
自
ら
の
﹁
身
﹂
で
あ
る
と
解
釋
し
た
と
い
う(43

)
︒
王
艮
は
﹁
矩
﹂
と
自
ら
の
﹁
心
﹂
と
の
閒

の
乖
離
を
想
定
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
の
よ
う
な
陽


學
の
考
え
方
に
あ
ま
り
肯
定
	
で
は
な
か
っ
た
�
憲
成
は
︑﹁
心
﹂
よ
り
も
﹁
矩
﹂

を
重
ん
じ
た
︒
中
純
夫
氏
に
よ
れ
ば
︑﹁
矩
﹂
が
內
在
	
で
あ
る
と
考
え
る
か
外
在
	
で
あ
る
と
考
え
る
か
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
心
則
理
﹂
に
贊

成
か
反
對
か
で
あ
り
︑
朱
子
學
の
信
奉
者
で
あ
る
�
憲
成
は
自
分
の
﹁
心
﹂
よ
り
も
孔
子
の
言
葉
こ
そ
を
基
準
と
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
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と
い
う(

44
)

︒

一
方
︑
管
志
�
の
﹁
矩
﹂
は
﹁
六
諭
﹂
で
あ
っ
た
り
﹁
孔
門
﹂
で
あ
っ
た
り
す
る
︒
管
志
�
は
﹁
矩
﹂
を
外
在
	
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る

こ
と
に
な
り
︑
そ
の
解
釋
は
朱
子
學
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
管
志
�
の
﹁
矩
﹂
の
解
釋
と
朱
子
學
に
お
け
る
﹁
矩
﹂
の
解

釋
は
︑
管
志
�
の
思
想
に
お
け
る
三
敎
合
一
と
﹁
矩
﹂
の
關
係
を
拔
き
に
し
て
も
︑
同
一
で
は
な
い
︒
先
ほ
ど
の
引
用
部
分
の
﹁
從
心
の
矩
﹂

と
い
う
表
現
に
T
目
し
た
い
︒
管
志
�
が
﹁
絜
矩
の
�
﹂
の
﹁
矩
﹂
と
﹃
論
語
﹄
の
﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩(45

)
﹂
の
﹁
矩
﹂
を
同
一
の
﹁
矩
﹂
と
見

な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
方
︑
朱
子
學
の
解
釋
で
は
兩
者
の
﹁
矩
﹂
は
同
一
で
は
な
か
っ
た
︒
確
か
に
︑
朱
熹
の
﹁
絜
矩
の
�
﹂
の

﹁
矩
﹂
と
﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩
﹂
の
﹁
矩
﹂
の
單
純
な
語
釋
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る(46

)
︒
し
か
し
︑
朱
熹
は
﹁
絜
矩
﹂
を
﹁
己
の
心
を
以
て
人
の
心

を
度
る(

47
)

﹂
こ
と
と
し
て
解
釋
し
て
い
る
︒﹁
絜
矩
﹂
の
解
釋
に
お
い
て
は
︑
朱
熹
は
﹁
矩
﹂
を
自
分
の
﹁
心
﹂
の
比
喩
と
し
て
想
定
し
た
と
い

え
る
︒
一
方
︑﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩
﹂
の
﹁
矩
﹂
に
つ
い
て
は
︑
朱
熹
は
規
範
や
﹁
理
﹂
と
い
う
よ
う
な
方
向
で
と
っ
て
い
る(48

)
︒
つ
ま
り
︑
朱

子
學
で
は
二
つ
の
﹁
矩
﹂
の
解
釋
が
共
存
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
實
は
︑
先
ほ
ど
あ
げ
た
王
艮
と
�
憲
成
の
﹁
矩
﹂
の
定
義
の
8
い
の
由
來
も

同
樣
で
あ
る
︒
王
艮
の
﹁
矩
﹂
は
﹁
絜
矩
の
�
﹂
の
﹁
矩
﹂
を
︑
�
憲
成
の
﹁
矩
﹂
は
﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩
﹂
の
﹁
矩
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る(49

)
︒

管
志
�
は
﹁
絜
矩
の
�
﹂
の
﹁
矩
﹂
と
﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩
﹂
の
﹁
矩
﹂
と
を
同
一
の
﹁
矩
﹂
と
し
て
解
釋
し
︑﹁
絜
矩
の
�
﹂︑
す
な
わ
ち

﹁
恕
﹂
と
い
う
狀
態
に
至
る
手
段
で
あ
る
﹁
矩
﹂
ま
で
も
外
在
	
な
も
の
と
し
て
定
義
し
た(

50
)

︒
朱
子
學
以
上
に
園
底
し
て
﹁
矩
﹂
を
己
の
外
部

に
求
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
し
て
︑
管
志
�
は
﹁
矩
﹂
を
言
い
つ
く
し
た
も
の
と
し
て
洪
武
�
の
﹁
六
諭
﹂
を
想
定
し
︑
そ
の
他
の
洪

武
�
の
あ
ら
ゆ
る
布
吿
に
つ
い
て
も
從
う
べ
き
先
"
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
確
V
し
て
お
く
︒

二

管
志
�
の
�
瓜
論

そ
れ
で
は
︑
管
志
�
は
崇
拜
す
る
洪
武
�
を
歷
�
	
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
︒
こ
こ
で
管
志
�
の
�
瓜
論
を
參
照
し
た
い
︒
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そ
も
そ
も
�
瓜
と
は
︑
堯
舜
以
來
の
古
代
の
�
王
の
�
を
繼
ぐ
者
た
ち
の
系
瓜
で
あ
る
︒
�
瓜
論
の
先
驅
け
と
し
て
は
韓
ù
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

韓
ù
は
﹃
孟
子
﹄
や
佛
敎
か
ら
着
想
を
得
て
︑
堯

−

舜

−

禹

−

湯

−

�
王
・
武
王
・
周
公

−

孔
子

−

孟
子
と
い
う
�
の
傳
承
を
�
張
し
た(51

)
︒
そ

し
て
︑
そ
の
思
想
は
宋
代
に
も
引
き
繼
が
れ
た(52

)
︒
朱
熹
は
堯
・
舜
・
禹
・
皐
陶

−

成
湯
・
皐
陶
・
伊
尹
・
傅
說

−

�
王
・
武
王
・
周
公
・
召

公

−

孔
子

−

顏
回
・
曾
子

−

子
思

−

孟
子

−

周
敦
頤

−

二
W
と
い
う
�
瓜
を
確
立
し
た(53

)
︒
つ
ま
り
︑
朱
子
學
の
�
瓜
論
に
お
い
て
は
︑
孔
子
以

影
の
�
瓜
は
儒
者
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
方
︑﹁
�
﹂
の
系
瓜
に
對
し
て
︑
實
際
に
こ
の
世
を
瓜
治
す
る
荏
配
者
の
系
瓜
は
︑

治
瓜
と
呼
ば
れ
た(54

)
︒

管
志
�
の
�
瓜
論
に
つ
い
て
は
︑
荒
木
見
悟
氏
や
曾
光
正
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
言
>
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
兩
者
が
同
じ
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ

を
端
	
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
︑
管
志
�
は
洪
武
�
こ
そ
�
瓜
の
繼
承
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た(55

)
︒
荒
木
氏
は
宋
か
ら
淸
へ
か
け
て
の
�
瓜
論
の

變
	
の
一
例
と
し
て
管
志
�
の
�
瓜
論
を
手
短
に
紹
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
︑
管
志
�
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
�
瓜
論
を
�
張
す
る
に

至
っ
た
か
に
つ
い
て
の
論
理
	
な
說


を
缺
い
て
い
る
︒
一
方
︑
曾
光
正
氏
は
王
艮
の
批
Y
者
と
し
て
管
志
�
の
�
張
を
と
り
あ
げ
︑
そ
の
�

瓜
論
を
詳
細
に
檢
討
し
て
い
る
︒
曾
光
正
氏
に
よ
れ
ば
︑
管
志
�
の
理
想
社
會
は
﹁
君
の
�
と
師
の
�
が
合
わ
さ
り
︑﹁
三
重
﹂
を
操
る
王
が
︑

君
で
あ
り
師
で
あ
る(56

)
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
一
�
﹂・﹁
一
敎
﹂
で
あ
る
︒
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼
承
者
と
す
る
管
志
�
の
�
瓜
論
の
�
眼
は
︑
王
艮
一

Z
と
朱
子
學
を
批
Y
す
る
た
め
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼
承
者
と
し
て
定
義
づ
け
る
こ
と
で
︑
庶
民
の
分
際
で
[
手
に
�
瓜

の
繼
承
者
を
自
任
す
る
王
艮
一
Z(57

)
を
牽
制
し
た
︒
ま
た
︑
三
敎
合
一
を
否
定
す
る
朱
子
學
に
對
し
︑
三
敎
合
一
を
說
い
た
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼

承
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
自
ら
の
�
張
を
補
強
し
た
と
い
う(58

)
︒
曾
光
正
氏
の
分
析
は
非
常
に
精
密
で
あ
り
多
く
の
點
に
つ
い
て
首
肯

す
る
が
︑
い
く
つ
か
の
點
に
疑
問
が
殘
る
︒
以
下
︑
曾
光
正
氏
の
�
張
の
問
題
點
も
指
摘
し
つ
つ
︑
管
志
�
の
�
瓜
論
を
紹
介
し
た
い
︒

(一
)

洪
武
�
の
�
瓜
繼
承
の
論
理

管
志
�
に
よ
れ
ば
︑
�
瓜
の
正
し
き
繼
承
者
と
は
王
た
る
﹁
三
重
﹂
の
保
持
者
で
あ
る(59

)
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
曾
光
正
氏
も
指
摘
し
て
い
る
︒
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し
か
し
︑
曾
光
正
氏
は
こ
の
�
瓜
の
繼
承
者
の
]
格
で
あ
る
﹁
三
重
﹂
を
﹁
議
禮
・
制
度
・
考
�
﹂
と
解
釋
し
て
し
ま
っ
た
︒﹁
三
重
﹂
を

﹁
議
禮
・
制
度
・
考
�
﹂
と
す
る
の
は
朱
子
學
の
解
釋
で
あ
る(60

)
︒﹃
從
先
維
俗
議
﹄
に
お
い
て
管
志
�
は
﹁
三
重
﹂
を
以
下
の
よ
う
に
解
說
し
て

い
る
︒士

大
夫
は
み
な
︑
天
下
に
王
た
る
た
め
の
﹁
三
重
﹂
の
存
在
は
知
っ
て
い
る
が
︑
天
下
に
師
た
る
た
め
の
﹁
三
重
﹂
の
存
在
は
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
︒
天
下
に
王
た
る
た
め
の
﹁
三
重
﹂
は
德
・
位
・
時
で
あ
り
︑
天
下
に
師
た
る
た
め
の
﹁
三
重
﹂
は
德
・
地
・
時
で
あ
る
︒

孔
子
は
天
下
に
師
た
る
た
め
の
﹁
三
重
﹂
を
保
持
し
て
い
る(61

)
︒

こ
こ
で
は
﹁
三
重
﹂
の
保
_
者
に
王
と
師
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
師
た
る
者
は
孔
子
だ
け
で
は
な
い
︒
管
志
�
は
天
子
こ
そ
師
で
あ
る
と

�
張
す
る
︒

各
地
の
學
校
や
國
子
監
の
敎
師
は
み
な
師
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
師
で
あ
る
︒
君
�
か
ら
借
用
し
た
師
�
を
君
�
に
`
元
す
る
者
で
あ
る(62

)
︒

な
ぜ
君
�
が
師
で
あ
る
か
と
い
え
ば
︑


$
に
は
科
擧
の
制
が
あ
る
か
ら
で
あ
る(63

)
︒
洪
武
�
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
世
の
荏
配
者
︑
す
な
わ
ち
王(64

)

で
あ
る
か
ら
︑
王
の
﹁
三
重
﹂
の
保
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
︒
そ
し
て
︑
科
擧
を
a
じ
て
師
で
も
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
︑

﹁
三
重
﹂
を
操
る
b
人(65

)
・
洪
武
�
は
王
か
つ
師
で
あ
り
︑
�
瓜
の
繼
承
者
た
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
︒

(二
)

管
志
�
の
�
瓜
論
の
目
	

︱
︱
朱
子
學
と
陽


學
︱
︱

『從
先
維
俗
議
﹄
中
に
お
い
て
︑
管
志
�
の
�
瓜
論
の
論
理
が
�
も
表
出
し
て
い
る
の
は
︑
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
�
違
は
タ
イ
ト
ル
a
り
︑
F
年
あ
ち
こ
ち
に
濫
立
し
續
け
る
怨
し
い
書
院
を
な
く
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ

と
を
訴
え
て
い
る
︒
曾
光
正
氏
も
こ
の
�
違
か
ら
い
く
つ
か
の
部
分
を
引
用
し
て
管
志
�
の
�
瓜
論
に
つ
い
て
の
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
が
︑

書
院
と
�
瓜
の
關
係
に
は
な
お
ざ
り
で
あ
る
︒
以
下
︑
曾
光
正
氏
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
管
志
�
の
�
瓜
論
の
背
景
を
d
っ
て
み
よ

う
︒
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管
志
�
の
書
院
に
對
す
る
憎
惡
は
︑
以
下
の
記
述
に
み
ら
れ
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
た
︒

『論
語
﹄
に
﹁
天
下
に
�
が
あ
れ
ば
︑
政
は
大
夫
に
あ
ら
ず(66

)
﹂
と
い
う
で
は
な
い
か
︒
政
が
大
夫
に
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
敎
も
書
院
に
は

な
い
︒
陽


學
の
開
始
後
︑
書
院
を
円
設
す
る
者
が
紛
然
と
現
れ
た
が
︑
こ
の
た
め
に
權
臣
の
張
居
正
に
よ
る
破
壞
の
命
令
が
も
た
ら
さ

れ
た
︒
張
居
正
が
f
學
を
憎
ん
で
書
院
を
破
壞
し
た
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
本
當
に
放
逸
を
=
う
心
か
ら
で
は
な
い
が
︑
霸
學
を
唱
え
た
何
心

隱
を
杖
𠛬
で
殺
し
︑
江
蘇
・
浙
江
の
私
立
の
書
院
を
破
壞
し
た
の
は
︑
必
ず
し
も
閒
8
い
で
な
い
と
思
っ
た
も
の
だ(67

)
︒

管
志
�
は
惡
名
高
い
張
居
正
の
書
院
破
壞(68

)
に
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
も
共
感
を
示
し
て
い
る
︒
管
志
�
の
官
僚
人
生
は
張
居
正
に
よ
っ
て
斷
た
れ

た
も
同
然
で
あ
り
︑
管
志
�
に
と
っ
て
張
居
正
は
仇
敵
と
い
っ
て
も
よ
い
︒﹃
從
先
維
俗
議
﹄
に
お
い
て
も
︑
管
志
�
は
樣
々
な
點
に
つ
い
て

舌
鋒
銳
く
張
居
正
批
Y
を
展
開
し
て
い
る(69

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
張
居
正
の
書
院
破
壞
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
動
機
を
け
な
し
つ
つ
も
︑
破
壞
行
爲
自
體

は
む
し
ろ
荏
持
し
て
い
る
︒

管
志
�
の
書
院
に
對
す
る
憎
惡
の
理
由
は
そ
の
�
瓜
論
に
絡
ん
で
い
る
︒

そ
れ
で
は
書
院
は
絕
對
に
円
設
し
て
は
い
け
な
い
の
か
︒
宋
代
や
元
代
な
ら
ば
可
で
あ
る
︒
我
が


$
に
お
い
て
は
不
可
で
あ
る
︒
な
ぜ

か
︒
宋
代
や
元
代
に
お
い
て
は
�
瓜
が
下
に
分
か
れ
て
い
て
︑
法
網
も
﹁
疎
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
我
が


$
の
�
瓜
は
お
か
み
に
握
ら
れ
て

お
り
︑
法
紀
も
﹁
密
﹂
で
あ
る(70

)
︒

私
立
の
書
院
を
む
や
み
に
設
立
す
る
こ
と
は
︑


$
皇
�
が
�
瓜
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
反
す
る
行
爲
だ
と
い
う
︒
�
瓜
の
�
在
が


$
皇

�
に
あ
る
こ
と
と
書
院
の
円
設
の
非
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
︒
管
志
�
は
﹁
j
夫
が
�
を
任
じ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
子
に
�
が
な
い

と
い
う
こ
と
だ(71

)
﹂
と
�
張
す
る
︒
そ
し
て
︑
孔
子
が
�
瓜
を
繼
承
し
た
と
す
る
朱
子
學
の
說
に
つ
い
て
︑
�
瓜
が
君
�
で
は
な
く
﹁
j
夫
﹂
に

歸
屬
さ
れ
た
こ
と
を
い
ぶ
か
し
ん
で
い
る(72

)
︒
管
志
�
は
︑
�
瓜
が
孔
子
︑
孟
子
︑
宋
儒
ら
﹁
j
夫
﹂
た
ち
に
よ
っ
て
繼
承
さ
れ
て
い
く
な
れ
の

果
て
を
こ
の
よ
う
に
描
く
︒

宋
儒
は

(韓
ù
の
�
瓜
說
)
を
繰
り
k
し
て
︑﹁
�
﹂
が
千
年
失
わ
れ
て
い
た
と
か
︑
過
去
の
b
人
が
絕
學
を
繼
い
だ
と
か
言
っ
た
︒
孔
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子
・
孟
子
の
斷
絕
し
た
系
瓜
を
繼
ぐ
者
に
つ
い
て
は
︑
W
頤
は
周
敦
頤
を
省
略
し
て
こ
れ
を
W
顥
に
歸
屬
さ
せ
︑
朱
熹
は
W
顥
を
�
っ
て

こ
れ
を
周
敦
頤
に
歸
屬
さ
せ
︑
そ
の
門
人
は
諸
儒
の
集
大
成
と
し
て
朱
子
を
推
し
︑﹁
朱
子
は
太
極
だ
﹂
と
言
い
︑
�
瓜
は
j
夫
に
歸
せ

ら
れ
て
い
っ
た
︒
王
守
仁
は
致
良
知
に
よ
っ
て
朱
子
學
の
衰
,
を
挽
回
し
た
が
︑
大
風
呂
m
は
朱
子
以
上
で
︑
う
ぬ
ぼ
れ
る
の
を
禁
じ
え

ず
︑﹁
絕
學
か
ら
す
で
に
千
年
︑
こ
れ
ぞ
男
兒
の
一
生
の
仕
事(73

)
﹂
と
い
う
詩
歌
を
作
っ
た
︒
そ
の
弟
子
の
泰
州
の
王
艮
は
︑
さ
ら
に
過
激

に
な
っ
て
︑﹁
俺
は
孔
子
に
學
ん
で
︑
R
す
れ
ば
天
下
を
善
に
で
き
る
し
︑
窮
す
れ
ば
萬
世
を
善
に
で
き
る
︒
堯
舜
な
ん
て
賢
く
な
い
し(74

)
︑

伊
尹
な
ん
て
參
考
に
な
ら
ん(75

)
﹂
と
標
榜
し
た
︒
そ
の
液
Z
に
何
心
隱
の
よ
う
な
霸
徒(76

)
が
い
る
の
は
當
然
で
あ
る(77

)
︒

管
志
�
は
︑
�
瓜
を
孔
子
や
宋
儒
に
繼
承
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
が
た
め
に
︑
王
艮
や
何
心
隱
の
よ
う
な
輩
が
出
現
し
た
と
す
る
︒
王

艮
の
言
動
を
管
志
�
は
以
下
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
︒

洪
武
�
は
﹃
敎
民
榜
�
﹄
を
頒
布
し
て
︑
民
衆
に
お
の
お
の
生
理
に
安
ん
ず
る
よ
う
敎
え
た
が
︑
士
の
中
に
泰
州
產
の
木
鐸
を
'
え
て
い

る
者
(=

王
艮
一
Z
)
が
い
て
︑﹁
俺
は
j
夫
と
し
て
天
下
に


德
を


ら
か
に
し
て
や
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑
何
を
生
理
と
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
君
�
の
命
に
o
ら
っ
て
い
る(78

)
︒

管
志
�
に
と
っ
て
︑
王
艮
の
よ
う
な
活
動
は
洪
武
�
へ
の
p
o
を
�
味
し
た
︒
本
來
︑
天
子
が
や
る
べ
き
こ
と
を
一
介
の
庶
民
が
や
ろ
う
と
す

る
こ
と
︑
そ
れ
は
﹁
矩
﹂
で
あ
る
﹁
六
諭
﹂
に
反
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
輩
が
た
む
ろ
し
て
い
る
空
閒
の
一
つ
が
︑
f
學
︑

つ
ま
り
書
院
で
あ
っ
た(79

)
︒

以
上
が
管
志
�
の
�
瓜
論
の
槪
�
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
本
違
冒
頭
で
紹
介
し
た
曾
光
正
氏
の
分
析
を
再
檢
討
し
た
い
︒
氏
に
よ
れ
ば
︑
管
志

�
は
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼
承
者
と
す
る
こ
と
で
︑
朱
子
學
と
王
艮
一
Z
︑
言
い
か
え
れ
ば
朱
子
學
と
陽


學
の
そ
れ
ぞ
れ
に
對
し
て
別
の
方
面

か
ら
理
論
	
反
駁
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
︒
確
か
に
︑
管
志
�
の
�
瓜
論
が
朱
子
學
と
陽


學
に
對
す
る
反
論
で
あ
っ
た
と
い

う
見
方
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
兩
者
へ
の
管
志
�
の
反
駁
を
切
り
分
け
て
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

宋
儒
の
�
張
に
よ
っ
て
�
瓜
を
﹁
j
夫
﹂
た
ち
が
繼
承
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
な
れ
の
果
て
に
王
艮
の
よ
う
な
輩
が
出
現
し
た
︑
と
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管
志
�
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
朱
子
學
は
王
艮
一
Z
出
現
の
r
因
な
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
管
志
�
が
王
艮
を
天
子
へ
の
反
o

者
の
よ
う
に
見
立
て
て
い
た
こ
と
も
先
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
風
潮
は
宋
儒
に
ま
で
�
る
︒

王
艮
の
萬
世
を
善
に
で
き
る
と
い
う
說
は
︑
實
は
邵
雍
の
孔
子
は
萬
世
を
領
土
と
し
た
と
い
う
說(80

)
に
基
づ
く
の
だ
が
︑
孔
子
が
萬
世
の
師

に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
な
か
っ
た
ば
か
り
か
︑
天
下
の
師
を
自
任
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
も
し
天
下
の
師
を
自

任
し
て
い
た
の
な
ら
ば
︑
作
っ
て
述
べ
な
か
っ
た(81

)
は
ず
だ
︒
だ
か
ら
孔
子
は
︑﹁
大
�
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
︑
三
代
の
英
と
共
に
で

あ
っ
た
︒
私
は
ま
だ
そ
こ
に
至
っ
て
い
な
い
が
︑
志
は
そ
こ
に
あ
る(82

)
﹂
と
言
っ
た
︒
ど
う
し
て
千
年
の
絕
學
を
も
っ
て
中
庸
の
�
を
ま
つ

り
あ
げ
︑
孔
子
を
桓
公
・
�
公
に
な
ぞ
ら
え
︑
堯
舜
湯
�
の
s
�
に
祭
り
上
げ
る
の
か
︒
堯
舜
湯
�
の
よ
う
な
b
�
す
ら
な
み
す
る
の
で

あ
れ
ば
︑
當
代
の
君
�
は
ど
う
す
る
の
か
︒
こ
れ
は
無
父
無
君
の
兆
し
を
隱
し
持
っ
て
い
る(83

)
︒

�
瓜
の
繼
承
者
を
﹁
j
夫
﹂
に
歸
屬
さ
せ
る
こ
と
は
︑
無
父
無
君
を
�
味
し
た
︒
つ
ま
り
︑
管
志
�
は
朱
子
學
の
�
瓜
論
も
無
父
無
君
で
あ
る

と
腐
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
朱
子
學
の
�
瓜
論
で
は
︑
も
ち
ろ
ん
竝
大
抵
の
人
物
に
は
無
理
な
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
も
し
周
敦

頤
・
二
W
・
朱
熹
レ
ベ
ル
の
人
物
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
ら
︑
王
位
に
な
い
﹁
j
夫
﹂
の
身
で
も
�
瓜
の
繼
承
者
た
り
え
た
︒
管
志
�
は
そ
の

よ
う
な
ご
く
わ
ず
か
の
可
能
性
す
ら
否
定
し
︑
�
瓜
の
繼
承
者
を
天
子
だ
け
に
固
定
し
た(84

)
︒
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼
承
者
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
︑

王
艮
一
Z
︑
つ
ま
り
陽


學
を
信
奉
す
る
﹁
j
夫
﹂
た
ち
へ
の
反
論
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
朱
子
學
を
信
奉
す
る
﹁
j
夫
﹂
た
ち
へ
の
攻
擊
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
第
一
違
に
お
い
て
︑
管
志
�
が
﹁
矩
﹂
を
園
底
し
て
自
己
の
外
部
に
求
め
た
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
そ
れ
も
合
わ
せ
て
考
え
た
い
︒
�

瓜
に
つ
い
て
も
同
樣
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
朱
子
學
は
﹁
b
人
學
ん
で
至
る
べ
し
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
︑
學
問
を
す
る
士
大

夫
自
身
の
中
に
堯
舜
の
�
を
引
き
繼
ぐ
こ
と
の
可
能
性
を
V
め
て
い
た
︒﹁
街
じ
ゅ
う
み
ん
な
が
b
人
だ
﹂
の
陽


學
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ

る(
85
)

︒
一
方
︑
管
志
�
は
堯
舜
の
�
を
求
め
る
先
と
し
て
︑
天
子
と
い
う
外
部
の
存
在
を
求
め
た
と
い
え
よ
う
︒
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三

萬
曆
年
閒
の
現
狀
と
管
志
�
の
理
想

(一
)

萬
曆
年
閒
の
惡
�
①

︱
︱
秩
序
の
亂
れ
︱
︱

/
違
ま
で
は
管
志
�
の
洪
武
�
觀
を
中
心
に
︑
朱
子
學
や
王
艮
の
考
え
方
と
の
8
い
を
述
べ
て
き
た
︒
u
っ
て
︑
管
志
�
は
自
ら
が
生
き
て

い
た
當
時
の
社
會
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
管
志
�
は
目
の
/
に
廣
が
る
現
狀
に
對
し
て
以
下
の
よ
う
な
強
い

世
直
し
の
�
識
を
持
っ
て
い
た
︒

$
廷
で
?
ば
れ
る
は
ず
の
v
は
地
域
社
會
で
重
ん
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ
た
︒
v
が
重
ん
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ
て
齒
・
德
も
そ
う
な
っ
た
︒
⁝
⁝

三
?
が
す
べ
て
そ
の
實
體
を
失
う
と
︑
こ
の
世
界
は
小
人
が
忌
憚
し
な
い
世
界
と
な
っ
た
︒
後
輩
が
こ
ぞ
っ
て
先
輩
を
侮
り
︑
下
液
が
こ

ぞ
っ
て
上
液
を
そ
し
り
︑
い
っ
た
い
ど
こ
で
下
げ
止
ま
る
の
や
ら
︒
我
々
に
は
世
敎
を
助
け
て
い
く
責
任
が
あ
る(86

)
︒

上
記
引
用
部
分
の
と
お
り
︑
管
志
�
が
感
じ
て
い
た
社
會
問
題
と
は
︑
秩
序
の
亂
れ
で
あ
っ
た
︒
管
志
�
が
當
時
の
社
會
の
秩
序
の
混
亂
に

つ
い
て
深
く
憂
い
︑
そ
こ
か
ら
自
ら
の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
先
學
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る(87

)
︒

し
か
し
︑
管
志
�
が
感
じ
て
い
た
秩
序
の
亂
れ
は
地
域
社
會
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
︒
地
域
社
會
の
秩
序
の
亂
れ
は
政
界
の
秩
序
の
亂
れ

の
x
長
線
上
に
あ
っ
た
︒

�
も
何
と
も
し
が
た
い
の
は
︑
鎭
守
太
監(88

)
の
ほ
か
に
は
な
い
︒
四
品
官
と
し
て
欽
差
を
奉
じ
て
い
る
か
ら
︑
總
督
・
尙
書
・
都
御
�
に
對

し
て
は
︑
引
馬
側
立
す
る
べ
き
な
の
に
︑
蟒
玉
を
賜
っ
て
い
る
が
た
め
に
︑
側
立
し
な
い
ば
か
り
か
︑
い
か
め
し
く
君
寵
を
z
け
て
い
る

こ
と
を
か
さ
に
き
て
︑
中
央
の
位
に
よ
っ
て
三
司
を
抑
壓
す
る
の
も
ま
る
で
總
督
み
た
い
で
︑
禮
制
上
で
高
位
に
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
祖

訓
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
︒
そ
し
て
今
︑
礦
稅
使
が
(
撫
・
(
按
や
布
政
使
・
按
察
使
と
い
っ
た
重
臣
を
し
の
い
で
い
る
の
も
︑
衣
常

事
態
で
あ
る
︒
こ
れ
は
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
變
體
で
あ
る
︒
な
ん
で
も
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
多
く
て
︑
開
國
以
來
の
紀
綱
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は
日
に
日
に
搖
ら
い
で
い
く
ば
か
り
で
あ
る
︒
紀
綱
が
上
で
搖
ら
い
で
い
て
︑
ど
う
し
て
風
俗
が
下
で
搖
ら
が
な
い
で
い
ら
れ
る
の
か
︒

そ
こ
で
民
閒
で
は
卑
し
い
者
が
?
い
者
を
脅
し
︑
若
い
者
が
年
長
者
を
し
の
ぎ
︑
後
輩
が
先
輩
を
侮
り
︑
奴
婢
が
家
長
に
そ
む
く
と
い
っ

た
變
態
が
續
出
し
て
い
る(89

)
︒

惡
名
高
い
萬
曆
年
閒
の
礦
稅
使(90

)
に
つ
い
て
︑
少
な
く
と
も
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
內
に
お
い
て
は
︑
管
志
�
が
批
Y
す
る
の
は
彼
ら
が
民
衆
か
ら

搾
取
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
︒
あ
く
ま
で
禮
制
上
の
秩
序
の
亂
れ
を
引
き
起
こ
す
存
在
と
し
て
指
彈
し
て
い
る
︒

上
記
引
用
部
分
で
も


ら
か
だ
が
︑
管
志
�
は
本
來
の
品
}
と
實
際
の
禮
~
と
が
乖
離
し
て
い
る
現
象
に
批
Y
	
で
あ
っ
た
︒
管
志
�
か
ら

す
れ
ば
官
職
の
品
}
と
實
際
に
z
け
る
禮
が
そ
ぐ
わ
な
い
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
三
R
?
﹂
が
�
れ
︑
天
下
が
亂
れ
て
し
ま
う
︒

孟
子
は
言
っ
た
︒﹁
天
下
に
R
?
は
三
つ
あ
る
︒
v
・
齒
・
德
だ(91

)
﹂︒
人
の
�
は
三
黨
宗
親
以
外
︑
お
互
い
に
つ
な
が
り
讓
る
�
に
世
の
�

を
な
す
が
︑
す
べ
て
三
R
?
か
ら
お
こ
っ
て
い
る
︒
v
の
?
さ
は
君
に
基
づ
き
︑
v
を
重
ん
じ
な
い
の
は
無
君
で
あ
る
︒
齒
の
?
さ
は
父

に
基
づ
き
︑
齒
を
重
ん
じ
な
い
の
は
無
父
で
あ
る
︒
德
の
?
さ
は
師
に
基
づ
き
︑
德
を
重
ん
じ
な
い
の
は
無
師
で
あ
る
︒
君
・
父
・
師
の

?
さ
は
天
に
基
づ
き
︑
無
君
・
無
父
・
無
師
は
無
天
で
あ
り
︑
こ
れ
は
大
亂
の
�
で
あ
る(92

)
︒

品
}
は
﹁
三
R
?
﹂
の
v
と
關
聯
す
る(93

)
︒
管
志
�
に
と
っ
て
は
品
}
の
無
視
は
無
君
を
�
味
し
︑
天
下
を
混
亂
に
陷
れ
る
發
端
で
あ
っ
た
と
い

え
る
︒

『從
先
維
俗
議
﹄
の
中
で
︑
政
界
に
お
け
る
秩
序
の
亂
れ
の
象
U
と
し
て
と
り
わ
け
言
>
さ
れ
る
の
が
︑
言
官

(六
科
・
都
察
院
の
よ
う
な
監

察
を
�
な
職
務
と
す
る
官
)
に
對
す
る
過
剩
な
厚
~
と
布
政
使
・
按
察
使
・
知
事
の
よ
う
な
地
方
官
に
對
す
る
過
剩
な
冷
~
で
あ
っ
た
︒

私
は
徐
階
が
國
政
に
當
た
っ
て
い
た
頃
が
非
常
に
懷
か
し
い
︒
京
堂
官
に
對
す
る
や
り
方
で
方
面
官
を
禮
~
し
︑
ま
た
言
官
に
對
し
て
す

る
よ
う
な
溫
か
い
態
度
で
他
の
部
署
に
接
し
︑
俗
に
從
い
つ
つ
も
な
お
昔
の
や
り
方
を
守
っ
て
い
た(94

)
︒

こ
の
言
葉
の
裏
を
か
え
せ
ば
︑
當
時
に
お
い
て
は
中
央
の
官
と
地
方
官
で
は
中
央
の
官
の
方
を
厚
く
禮
~
す
る
の
が


a
で
︑
ま
た
六
科
・

都
察
院
は
他
の
部
署
よ
り
?
重
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
管
志
�
は
︑
布
政
使
・
按
察
使
が
中
央
の
監
察
官
に
抑
壓
さ
れ
る
現
狀
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を
是
正
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
政
界
の
狀
態
は
地
域
社
會
に
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
た
︒

今
︑
蘇
州
地
域
で
は
慶
弔
・
1
別
の
書
狀
も
︑
す
べ
て
(
撫
・
(
按
の
人
材
推
薦
の
上
奏
�
に
な
ら
っ
て
︑
年
齡
や
科
擧
合
格
年
を
問
わ

ず
︑
中
央
官
か
地
方
官
か
で
序
列
を
つ
け
る
︒
布
政
使
・
按
察
使
の
長
官
は
必
ず
六
科
・
十
三
�
監
察
御
�
・
六
部
の
郞
中
以
下
の
後
に

な
ら
べ
ら
れ
︑
三
司
の
副
官
も
必
ず
大
理
寺
�
事
・
太
常
寺
�
士
・
中
書
舍
人
・
行
人
の
後
に
な
ら
べ
ら
れ
る(95

)
︒

�
地
惡
な
見
方
を
す
れ
ば
︑
元
按
察
使
僉
事
の
管
志
�
は
︑
地
域
社
會
に
お
い
て
自
分
よ
り
品
}
の
低
い
京
官
以
下
の
�
い
を
z
け
る
こ
と

に
さ
ぞ
氣
が
"
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
管
志
�
が
こ
の
よ
う
な
�
張
を
す
る
の
は
︑
按
察
使
僉
事
を
經
驗
し
た
か
ら
だ
け
で

は
な
い
︒
京
官
の
厚
~
と
地
方
官
の
冷
~
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
現
役
中
央
官
僚
時
代
か
ら
指
摘
し
て
い
た
︒
萬
曆
六
年
に
提
出

し
た
上
奏
�
に
お
い
て
︑
管
志
�
は
當
時
の
(
撫
・
(
按
と
地
方
官
の
關
係
を
批
Y
し
て
い
た
の
で
あ
る(96

)
︒

だ
か
ら
こ
そ
管
志
�
は
そ
の
よ
う
な
風
潮
に
抗
う
か
の
よ
う
な
徐
階

(一
四
九
四
～
一
五
七
四
︑
嘉
靖
末
～
隆
慶
初
め
の
內
閣
首
輔
)
の
や
り
方

を
一
定
W
度
�
價
し
︑
不
足
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
先
"
に
從
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
贊
辭
を
お
く
っ
て
い
る(97

)
︒
先
"
に
從
う
こ
と
こ

そ
︑﹃
從
先
維
俗
議
﹄
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
政
界
の
秩
序
の
亂
れ
に
對
し
て
︑
管
志
�
は
各
官
を
品
}
a
り
の
禮
で
~
す
る
こ
と
こ
そ
先
"
で

あ
る
と
規
定
し
た
こ
と
に
な
る
︒

(二
)

萬
曆
年
閒
の
惡
�
②
︱
言
論
の
濫
發
︱

管
志
�
は
�
F
の
一
般
人
が
自
分
[
手
に
き
そ
っ
て
上
書
し
_
名
に
な
ろ
う
と
す
る
風
潮
も
憎
ん
で
い
た(98

)
︒
管
志
�
が
敵
視
し
て
い
た
王
艮

は
そ
の
代
表
格
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
氣
風
は
民
閒
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
官
界
も
同
樣
で
あ
っ
た
︒

一
般
人
だ
け
で
は
な
く
$
士
も
同
樣
で
あ
る
︒
我
が


$
は
專
用
の
言
官
は
設
け
て
い
な
い
が
︑
六
科
と
都
察
院
は
言
責
を
重
視
し
︑
そ

の
他
の
役
�
は
官
守
を
重
視
す
る
︒
言
責
の
な
い
官
で
あ
る
の
に
天
下
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
︑
必
ず
六
科
・
都
察
院
の
言
わ
な
い

こ
と
を
言
っ
て
や
っ
と
天
下
に
い
い
わ
け
が
で
き
る
︒
⁝
⁝
さ
ら
に
ち
ょ
い
と
危
な
い
こ
と
を
し
て
名
を
な
し
︑
死
ぬ
ま
で
狂
と
自
稱
し
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て
好
き
[
手
に
し
︑
晚
M
を
け
が
す
者
(官
僚
)
が
い
る
︒
こ
れ
は
好
き
[
手
し
て
き
そ
い
あ
う
一
般
人
と
大
し
て
差
が
な
い
︒
⁝
⁝
大

槪
︑
言
責
に
な
い
者
は
直
言
し
て
隱
し
立
て
す
る
な
と
い
う
洪
武
�
の
制
度
を
口
實
に
し
て
賣
名
行
爲
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
︒
言
責
に

あ
る
者
は
さ
ら
に
い
い
加
減
に
も
の
を
言
う
ア
ホ
の
失
敗
に
鑑
み
て
虛
を
つ
い
て
人
�
を
得
る
べ
き
で
は
な
い(99

)
︒

管
志
�
は
$
廷
に
お
い
て
も
名
を
あ
げ
る
た
め
言
官
だ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
物
申
す
官
僚
た
ち
に
つ
い
て
秩
序
を
亂
す
も
の
と
し
て
批
Y
す

る
︒
管
志
�
に
よ
れ
ば
︑
當
時
の
政
界
で
は
言
官
が
自
ら
の
保
身
と
出
世
の
た
め
權
力
者
の
犬
に
成
り
下
が
っ
て
�
當
な
發
言
を
せ
ず(100

)
︑
一
方

で
他
官
は
言
わ
な
く
て
も
別
に
よ
い
こ
と
ま
で
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
言
い
立
て
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
政
爭
の
た
め
︑
と
う
と
う
皇
�
は
政
治

に
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う(101

)
︒
實
は
︑
若
き
日
の
管
志
�
は
萬
曆
�
に
對
し
て
︑
言
官
以
外
か
ら
の
"
言
に
も
耳
を
傾
け
る
べ
き
こ
と

と
廷
杖
の
廢
止
を
上
奏
し
て
い
た
︒
管
志
�
が
そ
の
よ
う
に
�
張
し
た
の
は
︑
上
奏
當
時
の
言
論
が
活
潑
で
は
な
い
と
V
識
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る(102

)
︒
し
か
し
︑
時
代
は
う
つ
り
︑
萬
曆
二
十
九
年
に
な
る
と
︑
管
志
�
は
言
論
が
過
剩
に
活
潑
で
あ
る(103

)
と
感
じ
て
い
た
︒
管
志
�
に
よ
れ
ば
︑

嘉
靖
末
か
ら
萬
曆
初
め
ま
で
と
そ
れ
以
後
と
で
は
士
大
夫
の
風
紀
が
衣
な
る
と
い
う
︒
管
志
�
は
︑
張
居
正
執
政
當
時
ま
で
は
上
を
犯
す
士
大

夫
が
少
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
後
は
士
大
夫
の
お
ご
り
が
制
御
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
に
な
っ
た
と
振
り
k
る(104

)
︒
管
志
�
の
目
に
は
︑
官
僚
だ

ろ
う
と
庶
民
だ
ろ
う
と
︑
政
界
だ
ろ
う
と
地
域
社
會
だ
ろ
う
と
︑
驕
り
高
ぶ
っ
て
好
き
[
手
物
申
す
多
數
の
人
々
が
映
っ
て
い
た
︒

で
は
︑
そ
の
よ
う
な
言
論
活
動
の
狀
態
に
對
し
て
は
い
か
な
る
處
方
箋
が
あ
る
の
か
︒
管
志
�
は
甘
士
价(105

)
が
H
纂
し
た
﹃
言
責
�
覽
﹄
と
い

う
書
物
を
擧
げ
る(106

)
︒﹃
言
責
�
覽
﹄
の
詳
し
い
內
容
は
不


で
あ
る
が
︑
煩
雜
な
言
論
の
せ
い
で
皇
�
が
う
ん
ざ
り
し
て
や
る
氣
を
な
く
し
た

當
時
の
狀
況
を
正
す
た
め
に
H
纂
さ
れ
た
書
物
ら
し
い(107

)
︒
管
志
�
は
﹃
言
責
�
覽
﹄
の
內
容
を
長
々
と
引
用
し
た
後
で
こ
の
よ
う
に
言
う
︒

あ
あ
︑
言
責
の
あ
る
者
が
こ
の
方
法
を
ま
じ
め
に
實
行
し
て
い
け
ば
︑
失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
れ
が
危
言
危
行
で
あ
り
︑
言
論
が
興

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
狀
態
で
あ
る
︒
言
路
が
み
な
こ
の
よ
う
な
人
に
な
っ
た
ら
︑
ど
う
し
て
さ
ら
に
言
う
必
�
が
あ
ろ
う
か
︒
沈
默

し
て
も
よ
い(108

)
︒
ど
う
し
て
庶
人
が
議
論
す
る
恐
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
私
は
自
省
し
て
︑
不
覺
に
も
不
安
に
な
っ
て
冷
や
汗
を
か
い
て
し

ま
う
︒
六
部
�
事
時
代
に
は
自
分
の
力
を
考
え
な
い
發
言
を
し
た
う
え
に
︑
按
察
使
僉
事
時
代
に
も
	
外
れ
な
言
論
を
し
た
︒
ど
う
し
て
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﹃
言
責
�
覽
﹄
に
い
ち
い
ち
そ
の
と
お
り
そ
の
と
お
り
と
頷
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
だ
か
ら
特
に
一
覽
に
し
て
引
用
し
て
︑
懺
悔
の
氣

持
ち
を
託
し
た
︒
さ
ら
に
言
責
の
あ
る
者
の
た
め
の
指
南
と
な
し
︑
言
責
の
な
い
者
へ
の
藥
と
し
て
"
め
る
︒
一
般
人
に
つ
い
て
言
え
ば
︑

突
飛
な
言
動
を
と
っ
て
歷
�
に
名
を
殘
そ
う
と
す
る
よ
り
は
︑
中
庸
に
し
て
世
か
ら
隱
れ
て
知
ら
れ
な
い
こ
と
を
學
ん
で
は
ど
う
か
︒
こ

れ
こ
そ
洪
武
�
の
憲
違
を
よ
く
述
べ
る
や
り
方
で
あ
る(109

)
︒

管
志
�
は
﹃
言
責
�
覽
﹄
と
い
う
言
論
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
從
っ
て
身
を
處
せ
ば
︑
洪
武
�
が
定
め
た
憲
違
か
ら
外
れ
な
い
と
し
た
︒
言
官
が
言

論
の
職
の
任
務
を
果
た
し
︑
他
の
官
や
一
般
人
は
口
出
し
を
�
え
る
こ
と
こ
そ
︑
洪
武
�
の
﹁
六
諭
﹂
の
﹁
各
お
の
生
理
に
安
ん
じ
︑
非
爲
を

作
す
毋
か
れ
﹂
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
管
志
�
は
﹁
六
諭
﹂
を
背
景
と
し
て
言
官
の
言
責
と
他
の
官
の
官
守
を
分
離
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
言

官
の
言
責
と
他
の
官
の
官
守
を
分
離
す
る
こ
の
考
え
方
は
︑
言
責
と
官
守
は
は
っ
き
り
と
は
分
離
で
き
ず
︑
言
官
以
外
も
言
責
を
擔
っ
て
よ
い

と
す
る
東
林
黨
の
考
え
方(110

)
と
は
衣
な
る
︒

(三
)

洪
武
�
の
治
世
の
イ
メ
ー
ジ

現
在
の
荒
廢
し
た
社
會
狀
況
に
對
し
︑
管
志
�
は
洪
武
�
が
い
れ
ば
士
風
を
是
正
で
き
た
と
す
る(111

)
︒
そ
の
よ
う
な
言
動
は
な
い
も
の
ね
だ
り

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
が
︑
管
志
�
も
洪
武
�
が
現
在
は
存
在
し
え
な
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
た
に
8
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
洪

武
�
の
�
產
で
あ
る
數
々
の
布
吿
を
從
う
べ
き
先
"
と
規
定
し
︑﹁
六
諭
﹂
を
﹁
矩
﹂
で
あ
る
と
ま
で
し
て
宣
揚
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

で
は
︑
管
志
�
は
從
う
べ
き
先
"
で
あ
り
﹁
矩
﹂
で
あ
る
洪
武
�
の
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
︑
す
な
わ
ち
洪
武
�
の
治
世
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て
い
た
の
か
︒
管
志
�
は
洪
武
�
の
治
世
を
漠
然
と
し
た
桃
源
 
の
よ
う
な
世
界
と
考
え
た
り
︑
洪
武
�
を
超
人
	
能
力
に
よ
り

人
々
を
�
く
救
世
�
だ
と
し
て
崇
拜
し
て
い
た
り
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
管
志
�
は
洪
武
�
が
臣
下
同
士
に
お
互
い
を
牽
制
さ
せ(112

)
︑
ま
た
臣
下

に
皇
�
を
し
の
ぐ
よ
う
な
力
を
持
た
せ
な
か
っ
た(113

)
と
V
識
し
て
い
る
︒
現
代
の
我
々
の
洪
武
�
の
政
治
手
法
に
對
す
る
V
識(114

)
と
同
じ
と
い
っ
て

も
よ
い
︒
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ま
た
︑
管
志
�
は
朱
子
學
の
洩
人
た
ち
が
�
瓜
の
繼
承
者
と
さ
れ
て
い
た
宋
代
・
元
代
の
法
を
﹁
疎
﹂
と
し
︑
天
子
が
�
瓜
の
繼
承
者
で
あ

る


代
の
法
を
﹁
密
﹂
と
し
て
い
た(115

)
︒
傳
瓜
	
な
儒
學
思
想
で
は
︑
法
は
﹁
疎
﹂
で
あ
る
の
が
理
想
と
さ
れ
︑
法
が
﹁
密
﹂
で
あ
る
こ
と
は
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
を
孕
ん
で
い
た(116

)
︒
ほ
か
な
ら
ぬ
洪
武
�
自
身
︑
法
は
﹁
疎
﹂
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た(117

)
︒
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
管
志
�
は
從
う
べ
き
先
"
で
あ
る
洪
武
�
に
由
來
す
る


の
法(118

)
を
﹁
密
﹂
と
定
義
し
た
︒
管
志
�
が
法
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
︑
そ

し
て
法
が
﹁
密
﹂
で
あ
る
こ
と
に
對
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
法
を
重
視
す
る
こ
と
自
體
は
東
林
黨
の

人
士
も
同
じ
で
あ
る(119

)
︒
東
林
黨
が
法
を
重
ん
じ
た
�
大
の
理
由
は
︑
法
に
よ
っ
て
皇
�
の
恣
�
を
抑
え
る
た
め
だ
っ
た(120

)
︒
し
か
し
︑
管
志
�
の

志
向
は
衣
な
る
︒
管
志
�
に
多
大
な
影
�
を
與
え
た
耿
定
向
は
︑
蘇
州
F
邊
の
士
風
を
是
正
す
る
た
め
に
は
法
を
嚴
格
に
施
行
す
べ
き
と
い
う

�
張
を
行
っ
て
い
る(121

)
︒
先
"
で
あ
る
洪
武
�
が
定
め
た
法
に
人
々
が
從
う
べ
き
だ
と
す
る
管
志
�
の
法
の
重
視
の
目
	
も
︑
耿
定
向
と
同
じ
方

向
に
あ
っ
た
に
8
い
な
い
︒

管
志
�
の
洪
武
�
の
治
世
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
巧
み
な
政
治
手
法
に
よ
る
天
子
の
權
力
の
確
立
と
そ
の
他
の
權
力
の
分
散
︑
さ
ら
に
は
細
密
な

法
に
よ
る
荏
配
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
世
界
の
頂
點
に
は
儒
・
佛
・
�
の
三
敎
を
ま
と
め
あ
げ
︑
�
瓜
の
繼
承
者
た
る
天
子
が
君
臨
す
る
︒

官
僚
た
ち
は
お
互
い
に
牽
制
し
て
︑
自
ら
の
職
務
を
�
行
す
る
の
み
で
越
權
行
爲
は
せ
ず
︑
も
ち
ろ
ん
天
子
の
權
力
を
脅
か
し
た
り
も
し
な
い
︒

そ
し
て
︑
天
子
を
頂
點
と
し
た
そ
の
世
界
に
官
僚
・
庶
民
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
づ
け
ら
れ
︑
あ
る
べ
き
禮
法
を
守
り
︑﹁
各
お
の
生
理
に
安
ん
じ

て
︑
非
8
を
爲
す
﹂
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
社
會
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
の
が
︑
從
う
べ
き
先
"
の
﹁
密
﹂
な
法
︑
す
な
わ
ち
洪
武
�

が
定
め
た
法
で
あ
る
︒
管
志
�
の
理
想
世
界
を
ま
と
め
る
と
︑
右
記
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
管
志
�
の
志
向
は
︑﹁
密
﹂

な
る
法
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
世
界
︑
い
わ
ゆ
る


初
の
﹁
固
い
﹂
體
制(122

)
へ
の
回
歸
の
願
�
と
呼
べ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お

わ

り

に

管
志
�
は
洪
武
�
を
�
瓜
の
繼
承
者
と
し
︑
洪
武
�
の
法
を
﹁
先
"
﹂
と
し
て
從
う
べ
き
こ
と
を
說
い
た
︒
そ
の
目
指
す
世
界
と
は
︑
鯵
單
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に
い
え
ば
人
々
が
﹁
六
諭
﹂
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
﹁
矩
﹂
や
法
を
重
ん
じ
た
�
憲
成
と
目
標
が
大
差
な
い
こ
と
に

な
る
︒
し
か
し
︑
兩
者
の
目
指
す
世
界
に
は
大
き
な
懸
�
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
第
三
違
第
二
M
で
觸
れ
た
よ
う
に
︑
兩
者
の

言
責
と
官
守
に
關
す
る
考
え
方
は
衣
な
っ
て
い
た
︒

こ
こ
で
﹃
論
語
﹄
の
_
名
な
﹁
天
下
に
﹁
�
﹂
が
あ
れ
ば
︑
一
般
人
は
議
論
し
な
い
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ(123

)
を
め
ぐ
っ
て
考
え
た
い
︒
朱
熹
は

﹁
お
か
み
に
失
政
が
な
け
れ
ば
︑
し
も
じ
も
は
[
手
に
議
論
し
な
い
︒
庶
民
の
口
を
ふ
さ
い
で
言
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
﹂
と
い
う

T
釋
を
つ
け
て
い
る(124

)
︒
朱
熹
の
目
の
/
で
は
︑﹁
�
﹂
は
實
現
し
て
い
な
か
っ
た(125

)
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
自
分
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
君
�
を
堯
舜
た

ら
し
め
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
堯
舜
の
政
治
を
再
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
朱
子
學
に
お
い
て
は
堯
舜
の
治
世
の
再
現
を
擔
保
す
る
の
は
︑

士
大
夫
な
の
で
あ
る(126

)
︒
士
大
夫
は
�
體
	
に
政
治
を
動
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
�
﹂
を
實
現
さ
せ

る
た
め
で
あ
れ
ば
︑
言
責
に
な
い
官
で
も
言
責
を
擔
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
︒

管
志
�
の
場
合
は
︑
先
に


$
に
は
天
子
の
も
と
に
﹁
�
﹂
が
あ
る
と
規
定
し
て
し
ま
っ
た
︒
堯
舜
の
政
治
は
す
で
に
洪
武
�
に
よ
っ
て
再

現
さ
れ
て
い
た
︒
確
か
に
萬
曆
年
閒
に
お
い
て
は
政
治
も
社
會
も
亂
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
洪
武
�
の
﹁
�
﹂
そ
の
も
の
が
�
え
た
の
で
は
な

く
︑
洪
武
�
の
定
め
た
法
に
み
な
が
從
え
ば
卽
座
に
堯
舜
の
政
治
が
立
ち
現
わ
れ
る
︒
堯
舜
の
治
世
の
再
現
を
擔
保
す
る
の
は
�
瓜
の
繼
承
者

で
あ
る
天
子
で
あ
り
︑
士
大
夫
は
關
與
す
る
べ
き
で
は
な
い
︒
士
大
夫
は
越
權
行
爲
を
す
る
こ
と
な
く
︑
天
子
が
定
め
た
法
に
從
屬
	
に
動
く

こ
と
を
求
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
︒



末
の
社
會
狀
況
に
對
し
て
︑
管
志
�
も
�
憲
成
と
同
じ
よ
う
に
世
直
し
の
志
を
も
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
目
指
す
社
會
宴
は
-
く
も
っ
て

懸
け
離
れ
て
い
た
︒
そ
の
差
衣
の
發
端
は
︑
士
大
夫
︑
も
っ
と
廣
く
い
え
ば
人
閒
と
い
う
存
在
へ
の
信
賴
の
_
無
で
あ
る
︒
性
善
說
の
立
場
を

と
る
�
憲
成
は
︑
人
閒
が
ど
ん
な
形
で
は
あ
れ
理
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
え
て
い
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ゆ
え
に
︑
士
大
夫
と
い
う

存
在
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
方
︑
性
を
無
善
無
惡
と
す
る
管
志
�
は
︑
人
閒
が
善
に
な
る
た
め
に
は
外
在
	
な
力
を
必
�
と
す
る
と
考

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
管
志
�
と
�
憲
成
︑
二
人
の
論
爭
は
形
而
上
學
	
な
性
へ
の
V
識
の
差
衣
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
先
に
あ
る
兩
者
の
'
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く
理
想
世
界
の
差
衣
を
も
背
景
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

�(1
)

東
林
黨
に
關
す
る
硏
究
は
枚
擧
に
暇
が
な
い
が
︑
�
口
雄
三
﹁
い

わ
ゆ
る
東
林
Z
人
士
の
思
想
︱
︱
/
F
代
�
に
お
け
る
中
國
思
想

の
展
開

(上
)
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
�
�
硏
究
�
紀
�
﹄
七
五
︑
一
九
七

七
)︑
小
野
和
子
﹃


季
黨
社
考
︱
︱
東
林
黨
と
復
社
︱
︱
﹄
(同

�
舍
︑
一
九
九
六
)
が
代
表
	
で
あ
る
︒

(2
)

�
(1
)/
揭
�
口
論
�
︑
鶴
成
久
違
﹁
�
憲
成
に
よ
る
無
善
無
惡

說
批
Y
の
經
雲
に
つ
い
て
﹂
(﹃
哲
學
﹄
四
三
︑
一
九
九
一
)
參
照
︒

論
爭
の
詳
細
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
﹁
東
溟
と
�
憲
成
﹂
(﹃


末
宗

敎
思
想
硏
究
﹄
(創
�
社
︑
一
九
七
九
)
一
七
九
～
二
一
四
頁
)
參

照
︒

(3
)

二
人
の
書
鯵
で
の
應
酬
は
管
志
�
﹃
問
辨
牘
﹄
利
集
・﹃
續
問
辨

牘
﹄
卷
三
に
み
え
る
︒

(4
)

高
廷
珍
﹃
東
林
書
院
志
﹄
卷
七

葉
茂
才
﹁
高
景
逸
先
生
行
狀
﹂

﹁
是
秋
始
會
蘇
常
諸
友
於
二
泉
之
上
︑
與
管
東
溟
先
生
辨
無
善
無
惡

之
旨
︑
觀
聽
者
踵
相
接
至
無
�
容
︒
於
是
涇
陽
先
生
倡
議
曰
︑﹁
百

工
居
肆
以
成
其
事
︒
吾
輩
可
無
f
¡
之
�
乎
﹂︒
乃
集
同
志
數
人
︑

醵
金
數
百
︑
卜
築
楊
>
山
先
生
f
學
�
址
相
傳
�
謂
東
林
者
︑
與
諸

友
棲
息
其
中
︑
每
�
集
吳
越
士
紳
f
三
日
︑
r
F
赴
會
者
數
百
人
︒﹂

(5
)

管
志
�
の
傳
記
�
料
と
し
て
は
焦
竑
﹃
焦
氏
澹
園
續
集
﹄
卷
一
四

﹁
廣
東
按
察
司
僉
事
東
溟
管
公
墓
誌
銘
﹂︑
錢
¥
益
﹃
牧
齋
初
學
集
﹄

卷
四
九
﹁
湖
廣
提
𠛬
按
察
司
僉
事
晉
階
$
列
大
夫
管
公
行
狀
﹂
が
あ

る
︒
ま
た
︑
荒
木
見
悟
﹁
東
溟
の
略
傳
﹂
(�
(2
)/
揭
荒
木
著
書

二
九
～
八
一
頁
)
も
詳
細
で
あ
る
︒

(6
)

耿
定
向
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
﹁
東
溟
と
耿
天
臺
﹂
(�
(2
)/

揭
荒
木
著
書
八
二
～
一
二
八
頁
)
︑
佐
¦
鍊
太
郞
﹁


末
の
經
世
論

と
朱
子
學
︱
︱
萬
曆
中
�
に
お
け
る
朱
子
學
へ
の
批
Y
と
擁
護

︱
︱
﹂
(_
田
和
夫
・
大
島
晃
H
﹃
朱
子
學
	
思
惟
︱
︱
中
國
思
想

�
に
お
け
る
傳
瓜
と
革
怨
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
〇
)
︑
吳
震
﹁
耿

天
臺
論
﹂
(﹃
阪
南
論
集

(人
�
・
自
然
科
學
H
)﹄
三
〇

−

二
︑
一

九
九
四
)
︑
中
純
夫
﹁
耿
定
向
と
張
居
正
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
五

三

−

一
︑
一
九
九
四
)︑
荒
木
龍
太
郞
﹁
耿
天
臺
の
思
想
︱
︱
親
民

の
官
は
天
下
萬
世
公
共
の
身
︱
︱
﹂
(﹃
活
水
論
�
集

(現
代
日
本

�
�
學
科
H
)﹄
四
八
︑
二
〇
〇
五
)
參
照
︒

(7
)

奪
&
問
題
に
つ
い
て
は
�
(1
)/
揭
小
野
著
書
二
八
～
三
四
頁
參

照
︒

(8
)

王
世
貞
﹁
管
比
部
奏
駅
序
﹂
(
管
志
�
﹃
奏
駅
稿
﹄
の
序
�
︑
王

世
貞
﹃
弇
州
山
人
續
稿
﹄
卷
五
三
に
も
收
錄
)
﹁
登
之
念
以
江
陵
之

去
就
輕
︑
而
宰
臣
之
不
#
憂
重
︒
﹂

(9
)

『
萬
曆
駅
鈔
﹄
卷
二
に
も
﹁
乞
稽
祖
訓
ª
時
宜
以
恢
b
治
駅
﹂
と

し
て
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
皇


經
世
�
H
﹄
卷
三
九
九
に

も
﹁
直
陳
緊
切
重
大
機
務
駅
﹂
と
し
て
�
後
部
が
拔
け
た
形
で
收
錄

さ
れ
て
い
る
︒﹃
奏
駅
稿
﹄
卷
一
に
よ
れ
ば
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
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﹁
爲
直
陳
緊
切
重
大
機
務
懇
乞
b


稽
祖
制
ª
時
宜
�
議
獨
斷
以
恢

b
治
事
﹂
で
あ
る
︒

(10
)

王
世
貞
に
よ
れ
ば
︑
管
志
�
は
假
病
を
使
っ
て
身
を
引
い
た
だ
け

で
病
氣
で
は
な
か
っ
た

(�
(8
)/
揭
﹁
管
比
部
奏
駅
序
﹂﹁
登
之

悦
移
疾
歸
︑
�
計
大
臣
�
以
_
疾
去
登
之
︑
登
之
實
無
疾
也
︒﹂)︒

(11
)

�
(5
)/
揭
﹁
湖
廣
提
𠛬
按
察
司
僉
事
晉
階
$
列
大
夫
管
公
行

狀
﹂﹁
江
陵
沒
︑
御
�
饒
位
李
琯
�
雲
W
P
薦
公
︑
w
引
例
復
僉
事

銜
致
仕
︒﹂

(12
)

官
僚
と
し
て
の
人
生
が
完
-
に
斷
た
れ
た
の
は
︑
管
志
�
の
�
志

な
の
か
︑
&
勢
に
よ
る
も
の
な
の
か
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
ま
た
︑

王
世
貞
は
�
(8
)/
揭
﹁
管
比
部
奏
駅
稿
序
﹂
を
﹁
吾
固
知
登
之
必

3
見
庸
也
︒﹂
と
い
う
言
葉
で
し
め
て
い
る
︒

(13
)

�
(2
)/
揭
荒
木
著
書
五
三
頁
︒

(14
)

黃
宗
羲
﹃


儒
學
案
﹄
卷
三
二
﹁
泰
州
學
案
一
﹂︒

(15
)

荒
木
氏
は
﹁
管
東
溟
︱
︱


末
に
お
け
る
一
儒
佛
E
和
論
者
の

思
惟

®
︱
︱
﹂
(﹃


代
思
想
硏
究
﹄
(創
�
社
︑
一
九
七
二
)
一

四
九
～
一
八
五
頁
)
を
著
し
︑
さ
ら
に
管
志
�
の
思
想
に
關
す
る
專

著

(�
(2
)/
揭
荒
木
著
書
)
を
發
表
し
て
い
る
︒
荒
木
氏
の
硏
究

も
含
め
た
中
國
思
想
�
分
野
の
管
志
�
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
の
整

理
は
︑
劉
守
政
﹁
管
志
�
硏
究
現
狀
總
述
>
其
三
敎
合
一
觀
本
體
論

淺
探
﹂
(﹃
世
界
宗
敎
硏
究
﹄
二
〇
一
〇

−

五
)
參
照
︒
劉
氏
が
擧
げ

て
い
な
い
も
の
と
し
て
は
﹃
酒
井
忠
夫
著
作
集
1
增
補
善
書
の
硏
究

上
﹄
(國
書
刊
行
會
︑
一
九
九
九
)
二
八
一
～
二
八
五
頁
が
あ
る
︒

(16
)



末
の
無
善
無
惡
說
に
つ
い
て
は
�
口
雄
三
﹁﹁
無
善
無
惡
﹂
論

の
思
想
�
	
�
義
︱
︱
荒
木
見
悟
﹃
佛
敎
と
陽


學
﹄﹃


末
宗
敎

思
想
硏
究
﹄
に
よ
せ
て
︱
︱
﹂
(﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
四
八
七
︑
一
九

八
〇
)︑
荒
木
見
悟
﹁
性
善
說
と
無
善
無
惡
說
﹂
(﹃
陽


學
の
位

相
﹄

(硏
�
出
版
︑
一
九
九
二
)
一
七
一
～
二
一
二
頁
)︑
吳
震

﹁
無
善
無
惡
論
に
つ
い
て
︱
︱
陽


學
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國

思
想
�
硏
究
﹄
一
五
︑
一
九
九
二
)
︑
中
純
夫
﹁
王
畿
の
四
無
說
に

つ
い
て
﹂
(﹃
富
山
大
學
人
�
學
部
紀
�
﹄
二
五
︑
一
九
九
六
)
參
照
︒

(17
)

�
(1
)/
揭
�
口
論
�
に
よ
れ
ば
︑
東
林
黨
も
管
志
�
の
よ
う
な

無
善
無
惡
論
者
も
同
じ
よ
う
な
問
題
�
識
を
共
_
し
て
い
た
と
い
う
︒

(18
)

�
(15
)/
揭
荒
木
論
�
參
照
︒

(19
)

�
(1
)/
揭
�
口
論
�
參
照
︒

(20
)

管
志
�
の
著
作
を
�
も
網
羅
し
て
い
る
の
は
日
本
の
?
經
閣
�
庫

で
あ
る

(
荒
木
見
悟
﹁
管
東
溟
と
の
出
合
い
﹂
(﹃
創
�
﹄
一
九
二
︑

一
九
七
九
))
︒

(21
)

『從
先
維
俗
議
﹄
は
萬
曆
二
十
九
年

(一
六
〇
一
)
に
執
筆
さ
れ
︑

萬
曆
三
十
年

(一
六
〇
二
)
に
刊
行
さ
れ
た

(﹁
從
先
維
俗
議
緣
起

叙
﹂)︒
小
論
で
は
﹃
四
庫
-
書
存
目
叢
書
﹄
�
收
の
版
本

(天
津
圖

書
館
�
藏
︑
萬
曆
三
十
年
徐
�
學
刻
本
)
を
使
用
し
た
︒﹃
從
先
維

俗
議
﹄
の
出
典
を
提
示
す
る
際
に
は
︑
卷
數
に
加
え
て
︑
原
則
と
し

て
そ
の
�
違
に
付
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
を
±
記
す
る
︒
た
だ
し
︑
卷
三

﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
は
七
葉
か
ら
九
四
葉
ま
で
續

く
た
め
︑
上
記
版
本
の
葉
數
を
±
記
し
た
︒

な
お
︑
﹃
四
庫
-
書
存
目
叢
書
﹄
版
テ
キ
ス
ト
で
は
卷
四

一
二
六

葉
が
缺
け
て
お
り
︑
一
二
七
葉
の
三
～
八
行
目
が
不
自
然
な
空
白
に

な
っ
て
い
る
た
め
︑﹃
太
崑
先
哲
�
書
﹄
(民
國
二
十
年
の
跋
�
あ

り
)
で
影
印
さ
れ
て
い
る
﹃
從
先
維
俗
議
﹄
(

刊
本
)
も
參
照
し
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た
︒ま

た
執
筆
時
�
に
つ
い
て
︑
序
�
の
日
付
は
萬
曆
壬
寅

(=

三
十

年
)
閏
二
�
淸


後
一
日
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
�
の
中
に
李
贄
の

自
殺

(萬
曆
三
十
年
五
�
)
に
觸
れ
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
部
分

が
二
箇
�
あ
る

(卷
五
﹁
剖
儒
釋
現
悟
脩
證
境
界
﹂﹁
吾
黨
中
亦
_

中
此
詠
藥
者
︑
影
窺
佛
法
︑
大
�
狂
風
︑
輕
出
焚
書
藏
書
︑
以
召
殺

身
之
禍
︑
豈
不
應
�
殊
之
�
讖
也
︒﹂︑﹁
儒
者
當
守
敬
義
繩
墨
﹂﹁
馮

�
之
喪
M
救
民
︑
歷
事
五
季
︑
在
佛
法
未
必
不
收
諸
方
´
門
中
︑
而

儒
者
守
身
之
矩
不
存
焉
︑
則
亦
姑
舍
是
而
已
矣
︒
今
乃
_
高
其
風
而

慕
之
者
︑
影
圓
宗
以
µ
方
矩
︑
髠
首
角
巾
︑
不
儒
不
釋
以
¶
於
世
︑

此
正
不
善
學
傳
大
士
︑
而
入
素
隱
行
怪
之
科
者
也
︒
其
末
悦
液
於
自

刎
︑
傷
哉
︒﹂)︒
も
し
こ
れ
ら
の
記
述
が
李
贄
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑

序
�
の
日
づ
け
以
影
に
本
�
に
加
筆
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

(22
)

『從
先
維
俗
議
﹄﹁
從
先
維
俗
議
緣
起
叙
﹂︒

(23
)

�
(2
)/
揭
荒
木
著
書
一
六
〇
～
一
六
五
頁
︑
�
(15
)/
揭
酒
井

著
書
二
八
一
～
二
八
五
頁
參
照
︒

(24
)

洪
武
�
の
三
敎
合
一
思
想
に
つ
い
て
は
�
(15
)/
揭
酒
井
著
書
二

七
二
～
二
七
九
頁
︑
John
D
.
L
anglois
Jr.
and
Sun
K
o̓-K
u̓an

“T
hree
T
eachings
Syncretism
and
the
T
hought
of
M
ing

T
a̓i-tsu”
H
arvard
Jou
rn
al
of
A
siatic
S
tu
d
ies,43-1,1983
參

照
︒

(25
)

�
(15
)/
揭
酒
井
著
書
二
七
五
頁
︒

(26
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
五
﹁
荏
子
出
家
當
愼
﹂﹁
其
�
以
不
廢
二
敎
者
︑

何
︒
佛
仙
之
幽
靈
í
助
皇
綱
︑
何
可
廢
也
︒﹂
な
お
︑
洪
武
�
の

﹁
三
敎
論
﹂
(﹃


太
祖
�
集
﹄
卷
一
〇
)
に
は
﹁
除
仲
尼
之
�
︑
祖

堯
舜
︑
î
三
王
︑
盈
詩
制
典
︑
萬
世
永
賴
︑
其
佛
仙
之
幽
靈
í
助
王

綱
︑
益
世
無
窮
︒
﹂
と
あ
る
︒

(27
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
五
﹁
b
祖
�
賓
三
敎
大
�
﹂﹁
夫
論
以
三
敎
爲

名
︑
而
以
萬
世
永
賴
稱
仲
尼
︑
以
í
助
王
綱
稱
佛
仙
︑
固
�
儒
宗
而

賓
仙
佛
者
也
︒﹂

(28
)

『
論
語
﹄
先
"
﹁
先
"
於
禮
樂
︑
野
人
也
︒
後
"
於
禮
樂
︑
君
子

也
︒
如
用
之
︑
則
吾
從
先
"
︒
﹂
な
お
︑
一
般
	
に
は
﹁
先
"
の
禮

樂
に
於
け
る
は
野
人
な
り
︒
後
"
の
禮
樂
に
於
け
る
は
君
子
な
り
︒
﹂

と
訓
讀
す
る
が

(
た
と
え
ば
吉
川
幸
C
郞
﹃
論
語

(下
)
﹄
($
日
怨

聞
社
︑
一
九
九
六
))︑
管
志
�
は
﹁
先
に
禮
樂
に
"
む
は
野
人
な
り
︒

後
に
禮
樂
に
"
む
は
君
子
な
り
︒﹂
と
い
う
解
釋
を
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�
准
敎
ð

矢
木
毅
氏
に
ご
敎
示
い
た
だ
い
た
︒

(29
)

『
從
先
維
俗
議
﹄﹁
從
先
維
俗
議
緣
起
叙
﹂﹁
從
先
云
者
︑
取
義
於

孔
子
之
從
先
"
也
︒
不
從
先
"
︑
不
足
以
維
末
俗
︒
但
孔
子
�
謂
先

"
︑
�
在
三
五
以
/
野
人
之
�
起
之
禮
樂
︒
而
余
�
謂
先
"
︑
則
本

高
皇
開
國
初
定
之
禮
樂
︑
合
諸
孔
子
盈
述
後
�
存
之
禮
樂
而
已
矣
︒﹂

(30
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
七

葉
﹁
論
禮
必
宗
孔
子
︑
論
法
必
憲
高
皇
︑
此
�
謂
從
先
"
也
︒﹂

(31
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
八

葉

割
T
﹁
以
下
共
四
十
九
款
﹂

(32
)

『諸
司
職
掌
﹄
に
つ
い
て
は
卷
一
﹁
原
五
大
以
正
百
拜
之
稱
議
﹂

な
ど
︑
﹃
大


律
﹄・
﹃
御
製
集
﹄
に
つ
い
て
は
卷
一
﹁
分
別
父
子
兄

弟
伯
叔
姪
恩
禮
隆
殺
議
﹂
な
ど
︑﹃
皇


祖
訓
﹄
・﹃
臥
碑
﹄
に
つ
い

て
は
卷
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
藝
円
言
合
諸
司
職
掌
糾
云
不
正
陳
言
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以
戒
奔
競
議
﹂
な
ど
︑﹃
大
誥
﹄
に
つ
い
て
は
卷
二
﹁
敎
蒙
士
攻
¡

經
書
性
�
外
ñ
讀
孝
經
小
學
>
御
製
大
誥
大


律
議
﹂
な
ど
︒

(33
)

『敎
民
榜
�
﹄
に
つ
い
て
は
伊
¦
正
彥
﹁
元
代
勸
農
�
小
考
︱
︱

元
代
江
南
に
お
け
る
勸
農
の
基
E
と
そ
の
歷
�
	
位
置
︱
︱
﹂

(﹃
熊
本
大
學
�
學
部
論
叢
﹄
四
九
︑
一
九
九
五
)
參
照
︒

(34
)

｢六
諭
﹂
に
つ
い
て
は
�
(15
)
酒
井
/
揭
書
五
八
～
七
九
頁
︑
曾

我
部
靜
雄
﹁


太
祖
六
諭
の
傳
承
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一

二

−

四
︑
一
九
五
三
)︑﹁


太
祖
六
諭
の
傳
承
に
つ
い
て
の
補
正
﹂

(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
一
三

−

四
︑
一
九
五
四
)
參
照
︒

(35
)

管
志
�
は
豐
坊
の
僞
書
で
あ
る
﹃
石
經
大
學
﹄
こ
そ
眞
の
﹃
大

學
﹄
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

(荒
木
見
悟
﹁
石
經
大
學
の
表
違
﹂

(�
(2
)/
揭
荒
木
著
書
三
六
七
～
四
〇
四
頁
)
)︒
荒
木
見
悟
氏
に

よ
れ
ば
︑
管
志
�
は
﹁﹃
大
學
﹄
を
a
し
て
國
家
の
權
威
を
回
復
し
︑

天
子
の
敎
權
の
確
立
を
�
圖
し
て
い
た
﹂
(�
(2
)/
揭
荒
木
著
書

三
七
九
頁
)
と
い
い
︑
ま
た
︑﹃
大
學
﹄
の
T
釋
書
の
中
で
も
洪
武

�
を
絕
贊
し
て
い
た

(�
(2
)/
揭
荒
木
著
書
三
八
三
頁
)
と
い
う
︒

な
お
︑
管
志
�
が
定
め
た
﹃
大
學
﹄
の
テ
キ
ス
ト
で
は
﹁
絜
矩
の

�
﹂
が
出
て
く
る
部
分
は
第
七
違
に
な
る
︒

(36
)

『大
學
﹄﹁
�
謂
�
天
下
︑
在
治
其
國
者
︑
上
老
老
而
民
興
孝
︑
上

長
長
而
民
興
弟
︑
上
恤
孤
而
民
不
倍
︒
是
以
君
子
_
絜
矩
之
�
也
︒

�
惡
於
上
毋
以
使
下
︑
�
惡
於
下
毋
以
事
上
︑
�
惡
於
/
毋
以
先
後
︑

�
惡
於
後
毋
以
從
/
︑
�
惡
於
右
毋
以
P
於
左
︑
�
惡
於
左
毋
以
P

於
右
︑
此
之
謂
絜
矩
之
�
︒﹂﹁
絜
矩
﹂
の
解
釋
�
に
つ
い
て
は
早
謁

俊
廣
﹁﹁
絜
矩
﹂
に
關
す
る
覺
書
﹂
(﹃
東
洋
古
典
學
硏
究
﹄
二
︑
一

九
九
六
)︑
李
振
宏
﹁
絜
矩
：
一
個
已
�
ô
	
�
�
槪
念
﹂
(﹃
�
學

�
刊
﹄
二
〇
〇
五

−

三
)
參
照
︒

(37
)

『易
﹄
繫
辭
傳
上
︒

(38
)

朱
子
學
に
お
い
て
も
﹁
絜
矩
の
�
﹂
は
﹁
恕
﹂
と
解
さ
れ
る

(
�

(36
)/
揭
李
振
宏
論
�
參
照
)︒

(39
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
一
﹁
發
揮
大
學
事
使
先
從
左
右
P
議
﹂﹁
此
皆

天
然
之
矩
︑
從
野
人
先
"
中
來
︑
而
絜
之
則
在
後
"
之
君
子
︒
易
曰
︑

﹁
精
義
入
神
︑
以
致
用
也
﹂︒
精
義
至
於
入
神
︑
從
心
之
矩
乃
出
矣
︒

S
其
本
︑
實
不
出
於
一
恕
︒
故
大
學
以
�
惡
勿
施
à
之
︒
稽
我
b
祖

訓
民
六
條
︑
蓋
已
盡
à
其
義
矣
︒
其
曰
﹁
孝
順
父
母
︑
?
敬
長
上
﹂︑

則
à
事
上
從
/
之
矩
也
︒﹁
和
睦
 
里
﹂
︑
則
à
左
右
P
之
矩
也
︒
敎

訓
子
孫
︑
則
à
使
下
先
後
之
矩
也
︒
印
à
以
﹁
各
安
生
理
︑
毋
作
非

爲
﹂
二
語
︑
而
�
惡
勿
施
之
�
盡
之
矣
︒
此
b
治
之
�
以
超
軼
/
代
︑

而
垂
裕
無
疆
也
︒﹂

(40
)

�
(
15
)/
揭
荒
木
論
�
︑
陳
時
龍
﹃


代
中
晚
�
f
學
õ
動

(一

五
二
二
～
一
六
二
六
)
﹄
(復
旦
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
)
一
七
五

～
一
七
七
頁
︑
魏
�
萍
﹁
從
“
良
知
”
到
“
孔
矩
”：
論
陽


後
學

三
敎
合
一
觀
之
衍
變
﹂
(﹃
中
國
哲
學
�
﹄
二
〇
〇
八

−

四
)
參
照
︒

(41
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
藝
円
言
合
諸
司
職
掌

糾
云
不
正
陳
言
以
戒
奔
競
議
﹂﹁
此
當
裁
諸
孔
門
之
矩
也
︒﹂

(42
)

王
艮
に
つ
い
て
は
島
田
虔
C
﹃
中
國
に
お
け
る
F
代
思
惟
の
挫

折
﹄
(�
凡
社
︑
二
〇
〇
三
)
一
三
一
～
一
五
四
頁
︑
森
紀
子
﹁
泰

州
學
Z
の
形
成
︱
︱
鹽
場
か
ら
の
衣
軍
突
起
︱
︱
﹂
(﹃
轉
奄
�
に

お
け
る
中
國
儒
敎
õ
動
﹄
(
京
都
大
學
學
ø
出
版
會
︑
二
〇
〇
五
)

六
九
～
一
〇
九
頁
參
照
︒

(43
)

荒
木
龍
太
郞
﹁
王
心
齋
怨
論
︱
︱
思
惟

®
の
觀
點
か
ら
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︱
︱
﹂
(﹃
中
國
哲
學
論
集
﹄
二
二
︑
一
九
九
六
)
參
照
︒

(44
)

中
純
夫
﹁
心
と
矩
︱
︱
�
憲
成
に
お
け
る
朱
子
學
と
陽


學

︱
︱
﹂
(﹃
中
國
思
想
�
硏
究
﹄
二
〇
︑
一
九
九
七
)
參
照
︒

(45
)

『論
語
﹄
爲
政
︒

(46
)

『大
學
違
句
﹄
第
十
違
﹁
絜
︑
度
也
︒
矩
︑
�
以
爲
方
也
︒﹂﹃
論

語
集
�
﹄
卷
一
﹁
矩
︑
法
度
之
器
︑
�
以
爲
方
也
︒﹂

(47
)

『大
學
或
問
﹄
下
﹁
蓋
︑
絜
︑
度
也
︒
矩
︑
�
以
爲
方
也
︒
以
己

之
心
度
人
之
心
︑
知
人
之
�
惡
者
不
衣
乎
己
︑
則
不
敢
以
己
之
�
惡

者
施
之
於
人
︒﹂

(48
)

た
と
え
ば
﹃
論
語
集
�
﹄
卷
一
﹁
隨
其
心
之
�
欲
︑
而
自
不
過
於

法
度
︑
安
而
行
之
︑
不
勉
而
中
也
︒﹂﹃
論
語
或
問
﹄
卷
二
﹁
曰
︑

﹁
從
心
�
欲
不
踰
矩
︑
何
也
﹂︒
曰
︑﹁
此
b
人
大
而
�
之
︑
心
與
理

一
︑
渾
然
無
私
欲
之
閒
而
然
也
︒
⁝
⁝
﹂︒﹂

(49
)

�
(43
)/
揭
荒
木
論
�
︑
�
(44
)/
揭
中
論
�
參
照
︒

(50
)

｢
絜
矩
の
�
﹂
の
﹁
矩
﹂
と
﹁
心
從
�
欲
不
踰
矩
﹂
の
﹁
矩
﹂
を

同
一
視
す
る
考
え
方
は
管
志
�
の
專
賣
特
許
で
は
な
い
︒
松
川
永
二

﹁
從
心
と
縱
心
﹂
(﹃
印
度
哲
學
佛
敎
學
﹄
六
︑
一
九
九
一
)
に
よ
れ

ば
︑
李
中

(一
四
七
九
～
一
五
四
二
)
が
す
で
に
そ
の
よ
う
な
解
釋

を
と
っ
て
お
り
︑
ま
た
淸
代
の
焦
循

(一
七
六
三
～
一
八
二
〇
)
も

同
一
視
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
李
中
も
焦
循
も
管
志
�
と
は
反
對
に
︑

む
し
ろ
ど
ち
ら
の
﹁
矩
﹂
も
內
在
	
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
︒

(51
)

末
岡
實
﹁
û
代
﹁
�
瓜
說
﹂
小
考
︱
︱
韓
ù
を
中
心
と
し
て

︱
︱
﹂
(﹃
北
海
�
大
學
�
學
部
紀
�
﹄
三
六

−

一
︑
一
九
八
八
)
參

照
︒

(52
)

諸
橋
轍
C
﹃
諸
橋
轍
C
著
作
集
第
一
卷
﹄

(大
修
館
書
店
︑
一
九

七
五
)
四
八
七
～
四
九
三
頁
︑
大
島
晃
﹁
宋
學
に
お
け
る
�
瓜
論
に

つ
い
て
﹂
(﹃
中
哲
�
學
會
報
﹄
六
︑
一
九
八
一
)
參
照
︒

(53
)

『中
庸
違
句
﹄
序
︑
�
(
52
)/
揭
大
島
論
�
參
照
︒

(54
)

黃
"
興
﹁
�
瓜
與
治
瓜
之
閒
：
從


嘉
靖
九
年

(一
五
三
〇
)
孔

�
改
制
談
起
﹂
(﹃
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
�
集
刊
﹄
六
一
︑
一

九
九
〇
)
參
照
︒

(55
)

荒
木
見
悟
﹁
�
瓜
論
の
衰
,
と
怨
儒
林
傳
の
展
開
﹂
(﹃


淸
思
想

論
考
﹄
(硏
�
出
版
︑
一
九
九
二
)
一
～
八
三
頁
)︑
曾
光
正
﹁
不
離

俗
而
證
眞
︱
︱
泰
州
學
Z
倫
理
觀
	
硏
究
﹂
(國
立
臺
灣
大
學
歷
�

硏
究
�
�
士
論
�
︑
一
九
九
六
)
第
四
違
﹁
�
瓜
論
與
三
敎
合
一
﹂︒

ま
た
︑
黃
莘
瑜
﹁
�
涉
徘
優
體
︑
將
x
歲
�
身
：
湯
顯
祖
	
創
作
巓

峰
>
其
經
濟
與
性
命
之
學
﹂
(﹃


代
硏
究
﹄
一
二
︑
二
〇
〇
九
)
に

よ
れ
ば
︑
魏
�
萍
﹁
君
師
�
合
：
晚


泰
州
學
者
	
﹁
三
敎
合
一
﹂

論
述
﹂
(シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
國
立
大
學
中
�
系
�
士
論
�
︑
二
〇
〇
七
)

が
﹁
泰
州
f
學
が
興
っ
た
後
の
�
�
を
�
軸
と
し
て
︑
管
志
�
が
な

ぜ
治
權
・
敎
權
を
と
も
に
天
子
に
歸
し
︑
�
瓜
の
模
範
は
﹁
孔
子
﹂

か
ら
﹁


の
太
祖
﹂
に
轉
移
す
る
と
い
う
理
論
を
提
案
し
た
か
を
檢

討
し
て
い
る
﹂
と
い
う
が
︑
�
憾
な
が
ら
未
見
で
あ
る
︒

(56
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
四
﹁
見
龍
禪
惕
龍
﹂﹁
上
古
君
師
�
合
︑
操
三

重
之
王
者
︑
卽
君
卽
師
︒
﹂

(57
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
再
覈
臥
碑
士
農
工
商
可
言
軍
民
利
�
合

敎
民
榜
�
各
安
生
理
議
﹂
﹁
而
國
$
倡
�
布
衣
︑
若
吳
與
弼
・
胡
居

仁
・
陳
眞
晟
・
王
艮
諸
名
賢
︑
亦
皆
四
民
之
�
︑
可
一
一
局
以
生
理
︑

而
不
與
其




德
於
天
下
乎
︒
曰
︑
⁝
⁝
若
吳
・
若
胡
・
若
陳
︑
可
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當
古
者
以
賢
得
民
之
儒
︒
⁝
⁝
唯
王
氏
出
自
泰
州
一
竈
丁
︑
⁝
⁝
然

其
高
揭
�
標
︑
遨
¶
郡
邑
︑
倡
言
j
夫




德
於
天
下
︑
亦
吾
之
�

不
與
︒﹂
ち
な
み
に
管
志
�
は
﹃


儒
學
案
﹄
に
お
い
て
︑
王
艮
の

學
Z
に
分
類
さ
れ
て
い
る

(�
(14
)參
照
)︒

(58
)

�
(55
)/
揭
曾
論
�
參
照
︒

(59
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
四
﹁
爲
孔
子
闡
幽
十
事
﹂﹁
世
咸
謂
孔
子
以
盈

述
接
千
古
�
王
之
�
瓜
︒
愚
獨
闡
其
3
身
任
�
瓜
︑
不
任
�
瓜
︒
�

瓜
必
握
於
_
三
重
之
王
者
︒﹂

(60
)

『中
庸
違
句
﹄
第
二
十
九
違
﹁
呂
氏
曰
︑
三
重
謂
議
禮
制
度
考
�
︑

惟
天
子
得
以
行
之
︒﹂

(61
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
四
﹁
中
庸
遯
世
﹂﹁
士
胥
知
王
天
下
_
三
重
︑

豈
知
師
天
下
亦
_
三
重
︒
王
天
下
之
三
重
曰
德
位
時
︑
師
天
下
之
三

重
曰
德
地
時
︒
孔
子
得
師
天
下
之
三
重
者
也
︒﹂

(62
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
剖
座
�
擧
國
學
 
學
督
學
提
E
諸
師
眞

似
議
﹂﹁
 
國
學
中
之
師
︑
皆
師
乎
︒
曰
︑
師
也
︒
從
君
�
假
之
師

�
︑
仍
挈
而
`
之
君
者
也
︒﹂
な
お
︑
管
志
�
に
よ
れ
ば
張
居
正
は

﹁
師
相
﹂
を
自
任
し
て
い
た

(﹃
從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變

體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
三
二
～
三
三
葉
﹁
邇
年
雖
以
宰
相
私
稱
輔
臣

而
駅
中
不
敢


言
曰
相
︑
駅
中


以
輔
臣
對
�
上
而
稱
君
相
︑
輔
臣

�
隱
然
以
師
相
之
重
自
居
︑
此
唯
江
陵
爲
然
︒
此
風
漸
長
︑
必
_
生

/
拜
太
師
者
出
矣
︒
太
師
拜
︑
則
丞
相
不
設
而
設
︑
雖
欲
遏
�
臣
公

侯
之
封
︑
不
可
得
也
︒﹂)︒
そ
の
よ
う
な
張
居
正
の
言
動
に
つ
い
て
︑

管
志
�
は
君
�
の
權
を
奪
っ
た
と
非
難
し
て
い
る

(﹃
從
先
維
俗
議
﹄

卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
七
四
葉
﹁
或
曰
︑
江
陵

不
以
多
殺
囚
z
籍
沒
之
報
乎
︒
曰
︑
江
陵
之
召
殃
︑
正
不
在
多
殺
囚
︑

而
在
怙
權
之
太
過
也
︒
從
古
以
來
︑
曾
_
臣
奪
君
權
︑
ñ
以
邊
帥
爲

外
府
︑
而
�
能
行
綜
覈
名
實
之
政
者
乎
︒
﹂)︒

(63
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
父
之
同
年
與
同
年
之
父
辨
體
議
﹂﹁
當
知

門
生
雖
以
師
�
?
座
�
︑
而
座
�
非
師
也
︒
收
錄
之
恩
-
在
君
︑
師

�
亦
在
君
也
︒﹂

(64
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
五
﹁
金
湯
外
護
名
義
﹂
﹁
b
祖
總
理
三
敎
︑
方

其
矩
而
圓
其
規
︑
眞
百
王
中
之
�
出
者
也
︒﹂

(65
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
一
﹁
剖


三
父
八
母
#
制
從
時
議
﹂﹁
蓋
自
周

孔
以
來
難
破
之
例
︑
而
b
祖
以
三
重
之
權
開
其
額
︒
⁝
⁝
b
祖
實
從

人
子
心
中
︑
d
出
三
年
眞
至
之
懷
︑
以
定
斯
制
︑
⁝
⁝
此
亦
非
操
三

重
之
b
人
不
敢
裁
也
︒
﹂

(66
)

『論
語
﹄
季
氏
﹁
孔
子
曰
︑
﹁
天
下
_
�
︑
則
禮
樂
征
伐
自
天
子
出
︒

天
下
無
�
︑
則
禮
樂
征
伐
自
諸
侯
出
︒
自
諸
侯
出
︑
蓋
十
世
希
不
失

矣
︒
自
大
夫
出
︑
五
世
希
不
失
矣
︒
陪
臣
執
國
命
︑
三
世
希
不
失
矣
︒

天
下
_
�
︑
則
政
不
在
大
夫
︒
天
下
_
�
︑
則
庶
人
不
議
﹂︒﹂

(67
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
語
不
云
乎
︑
﹁
天
下
_
�
︑
則
政
不
在
大
夫
﹂︒

則
敎
亦
不
在
書
院
︒
今
自
姚
江
振
鐸
之
後
︑
円
書
院
者
紛
然
︑
此
�

以
來
柄
臣
江
陵
拆
衛
之
令
也
︒
愚
嘗
謂
︑
江
陵
之
嫉
f
學
衛
書
院
︑

固
非
出
於
眞
正
拒
跛
放
淫
之
心
︑
而
其
斃
霸
學
之
梁
汝
元
於
杖
下
︑

拆
私
剏
之
書
院
於
江
浙
閒
︑
亦
未
可
謂
之
過
擧
︒﹂
何
心
隱
に
つ
い

て
は
�
(42
)/
揭
島
田
著
書
一
八
〇
～
一
八
七
頁
︑
森
紀
子
﹁
處
𠛬

さ
れ
た
泰
州
學
Z
︱
︱
名
敎
の
罪
人
・
何
心
隱
︱
︱
﹂
(�
(42
)

/
揭
森
著
書
一
一
〇
～
一
六
三
頁
)
參
照
︒

(68
)

張
居
正
に
よ
る
書
院
の
破
壞
に
つ
い
て
は
�
(1
)/
揭
小
野
著
書
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三
五
～
四
三
頁
︑
中
純
夫
﹁
張
居
正
と
f
學
﹂
(﹃
富
山
大
學
敎
養
部

紀
�
﹄
二
五

−

一
︑
一
九
九
二
)
參
照
︒

(69
)

�
(62
)參
照
︒
ほ
か
に
は
︑
都
察
院
・
六
科
を
手
下
に
し
た
こ
と

(卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
三
二
葉
)︑
星
變
を
口

實
に
敵
對
者
を
失
脚
さ
せ
た
こ
と

(卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先

"
禮
法
議
﹂
三
四
葉
)︑
コ
ネ
人
事
が
常
態
�
し
た
こ
と

(卷
三

﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
六
八
葉
)︑
自
分
の
息
子
を
科

擧
に
不
正
合
格
さ
せ
た
こ
と

(卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮

法
議
﹂
七
一
葉
)
な
ど
︒

(70
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
然
則
書
院
必
不
可
円
乎
︒
曰
︑
円
書
院
︑
在
宋

元
則
可
︑
在
我
$
則
不
可
︒
何
者
︒
宋
元
之
�
瓜
分
於
下
︑
而
法
網

且
疎
︒
我
$
之
�
瓜
上
於
握
︑
而
法
紀
亦
密
也
︒﹂

(71
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
四
﹁
曾
孟
W
朱
_
首
﹂﹁
j
夫
任
�
︑
顯
是
天

子
無
�
矣
︒﹂

(72
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
孟
子
叙
>
堯
舜
湯
�
孔
子
之
見
知
聞
知
︑
不
無

�
圓
語
滯
之
過
︒
由
堯
舜
遞
至
�
王
︑
皆
以
聞
知
屬
諸
天
子
︑
由
�

王
遞
至
孔
子
︑
獨
以
聞
知
屬
諸
j
夫
︑
信
斯
言
也
︑
秦
漢
而
下
︑
似

乎
j
夫
_
�
瓜
︑
而
天
子
無
�
瓜
︒
此
肅
皇
之
�
以
發
爲
策
問
︑
�

謂
�
瓜
在
天
子
︑
不
在
臣
庶
也
︒﹂
な
お
︑
�
中
の
策
問
と
は
︑
嘉

靖
二
十
六
年
殿
試
の
策
題
の
こ
と
で
あ
る

(﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
三
二

一

嘉
靖
二
十
六
年
三
�
丙
寅
)︒

(73
)

『王
陽


-
集
﹄
卷
二
十
﹁
�
夜
二
首
﹂
第
二
首
︒

(74
)

王
艮
﹃
王
心
齋
先
生
-
集
﹄
卷
二

(﹃
F
世
漢
籍
叢
刊
﹄
�
收
の

嘉
永
元
年

(
一
八
四
六
)
和
刻
本
影
印
)
語
錄
上
﹁
堯
舜
禹
相
傳
ð

z
曰
︑
﹁
允
執
厥
中
﹂︒
此
´
是
百
王
相
承
之
瓜
︑
仲
尼
祖
述
者
︑
此

也
︒
宰
我
曰
︑
﹁
以
予
觀
於
夫
子
︑
賢
於
堯
舜
r
矣
﹂
︒
子
貢
曰
︑

﹁
自
生
民
以
來
︑
未
_
夫
子
也
﹂
︒
_
若
曰
︑﹁
自
生
民
以
來
︑
未
_

盛
於
孔
子
也
﹂︒
孟
子
亦
曰
︑
﹁
自
_
生
民
以
來
︑
未
_
孔
子
也
﹂︒

是
豈
厚
誣
天
下
者
哉
︒
蓋
堯
舜
之
治
天
下
︑
以
德
感
人
者
也
︒
故
民

曰
︑﹁
�
力
何
_
於
吾
哉
﹂
︒
故
_
此
位
乃
_
此
治
︒﹂
以
上
の
語
錄

で
は
王
艮
自
身
は
必
ず
し
も
堯
舜
を
バ
カ
に
し
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑

卷
五
﹁
與
南
都
諸
友
﹂
に
は
﹁
弟
欲
	
敎
諸
兄
︑
欲
堯
舜
其
君
︑
欲

堯
舜
其
民
也
︒
﹂
と
あ
り
︑
む
し
ろ
堯
舜
は
理
想
に
な
っ
て
い
る
︒

(75
)

『王
心
齋
先
生
-
集
﹄
卷
三

語
錄
下
﹁
門
人
問
志
伊
學
顏
︒
先
生

曰
︑﹁
我
而
今
只
說
志
孔
子
之
志
︑
學
顏
子
之
學
﹂
︒﹂

(76
)

管
志
�
は
王
艮
ら
の
學
徒
を
﹁
霸
﹂
と
呼
ん
で
い
た
︒﹁
霸
儒
﹂

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
�
(
15
)/
揭
荒
木
論
�
參
照
︒

(77
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
宋
儒
復
重
之
以
�
喪
千
載
之
說
︑
>


b
繼
絕

學
之
說
︑
續
孔
孟
之
�
緖
者
︑
伊
川
則
略
濂
溪
而
屬
諸


�
︑
考
亭

乃
�


�
而
屬
諸
濂
溪
︑
門
人
復
以
集
諸
儒
之
大
成
推
朱
子
而
曰
︑

﹁
朱
子
其
太
極
乎
﹂︑
則
�
瓜
遞
歸
於
j
夫
矣
︒
姚
江
雖
以
致
良
知
振

朱
子
之
衰
︑
而
張
皇
復
過
於
朱
子
︑
不
禁
自
得
︑
而
發
爲
詩
歌
曰
︑

﹁
須
憐
絕
學
經
千
載
︑
莫

男
兒
過
一
生
﹂︒
其
徒
泰
州
王
氏
艮
︑
益

從
而
標
榜
之
曰
︑
﹁
吾
學
孔
子
︑
R
則
ñ
善
天
下
︑
窮
則
ñ
善
萬
世
︒

堯
舜
不
爲
賢
︑
而
伊
尹
不
足
由
也
﹂
︒
其
液
安
得
無
梁
汝
元
之
霸
徒

哉
︒﹂

(78
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
四
﹁
理
學
家
方
命
圯
族
﹂﹁
b
祖
頒
榜
�
︑
敎
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四
民
各
安
生
理
︑
而
士
_
'
泰
州
之
木
鐸
者
︑
且
曰
︑﹁
吾
將
以
j

夫




德
於
天
下
也
﹂︒
何
以
生
理
爲
︑
此
方
命
也
︒﹂

(79
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
吾
特
以
學
宮
之
正
額
訂
書
院
之
旁
額
︑
亦
不
以

正
額
廢
旁
額
︑
而
何
以
d
究
>
此
︒
則
_
感
於
昔
之
創
書
院
者
︑
原

起
於
名
儒
據
�
瓜
之
雄
心
︑
而
今
之
円
書
院
者
︑
多
出
於
豪
儒
立
�

幟
之
霸
心
也
︒﹂

(80
)

邵
雍
﹃
邵
子
-
書
﹄
卷
三
﹁
皇
極
經
世
書
﹂
三
觀
物
內
�
六
︒

(81
)

『論
語
﹄
述
而
﹁
子
曰
︑﹁
述
而
不
作
︒
信
而
好
古
︒
竊
比
於
老

彭
﹂︒﹂

(82
)

『禮
記
﹄
禮
õ
︒

(83
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以

訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
泰
州
ñ
善
萬
世
之
說
︑
實
本
於
邵
子
仲
尼
萬
世

爲
土
之
說
︑
豈
知
仲
尼
不
但
不
以
萬
世
師
自
擬
︑
亦
不
以
天
下
師
自

居
︒
如
以
天
下
師
自
居
︑
則
作
而
不
述
矣
︒
故
曰
︑﹁
大
�
之
行
也
︑

與
三
代
之
英
︑
丘
未
之
�
也
︑
而
_
志
焉
﹂︒
奈
何
以
千
古
絕
學
︑

昂
中
庸
之
�
︑
借
孔
子
爲
桓
�
︑
而
擡
之
爲
堯
舜
湯
�
之
s
�
也
︒

堯
舜
湯
�
之
b
�
尙
不
_
︑
而
何
_
於
當
代
之
君
乎
哉
︒
此
卽
無
父

無
君
之
隱
機
︒﹂

(84
)

朱
子
學
の
�
瓜
論
で
は
︑
孟
子
と
宋
儒
の
閒
の
�
瓜
の
繼
承
に
は

千
年
以
上
の
空
白
�
閒
が
想
定
さ
れ
た
︒
管
志
�
は
朱
子
學
の
�
瓜

論
か
ら
外
さ
れ
た
漢
の
高
祖
や
û
の
太
宗
も
�
瓜
を
繼
承
し
て
い
て

お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
︒﹃
從
先
維
俗
議
﹄
卷
二

﹁
d
求
國
學
 
學
社
學
家
塾
本
來
正
額
以
訂
書
院
旁
額
議
﹂﹁
則
漢
祖

û
宗
之
因
時
立
政
︑
豈
外
五
常
︑
而
奚
以
獨
隸
於
儒
師
︑
以
六
經
之

盈
述
爲
�
瓜
耶
︒﹂

(85
)

�
(
74
)も
參
照
︒

(86
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
一
﹁
推
窮
三
R
?
本
末
以
伸
 
黨
重
齒
議
﹂

﹁
$
廷
�
?
之
v
︑
�
不
爲
 
�
�
重
︑
v
不
重
而
齒
德
從
之
︒

⁝
⁝
三
?
俱
失
其
實
︑
則
此
世
界
︑
�
成
小
人
無
忌
憚
之
世
界
︑
後

輩
相
î
而
侮
/
輩
︑
下
液
相
î
而
訕
上
液
︑
殆
不
知
其
�
底
止
矣
︒

吾
儕
實
_
匡
扶
世
敎
之
責
︒
﹂

(87
)

�
(
55
)/
揭
曾
光
正
論
�
︑
�
(
40
)/
揭
陳
時
龍
著
書
一
八
一
～

一
八
二
頁
參
照
︒

(88
)

鎭
守
太
監
に
つ
い
て
は
丁
易
﹃


代
特
務
政
治
﹄
(汲
古
書
院
︑

一
九
七
一
)
二
九
一
～
二
九
八
頁
參
照
︒

(89
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
參
合
古
禮
時
違
以
辨
上
下
東
西
拜
揖
正

體
變
體
議
﹂﹁
其
�
不
可
訓
者
︑
莫
如
先
年
鎭
守
太
監
︒
以
四
品
內

侍
奉
欽
差
︑
於
總
督
尙
書
都
御
�
︑
正
在
引
馬
側
立
之
款
︑
徒
以
超

賜
蟒
玉
故
︑
不
但
不
側
而
已
︑
且
儼
然
挾
F
君
之
寵
而
據
中
位
︑
厭

三
司
亦
若
總
督
然
︑
體
則
隆
矣
︒
如
祖
訓
何
︒
而
目
今
鑛
稅
使
之
慿

陵
撫
按
藩
臬
重
臣
亦
非
體
︑
此
變
體
之
駭
人
耳
目
者
也
︒
諸
如
此
類

亦
多
︑
開
國
以
來
之
紀
綱
︑
唯
_
日
搖
一
日
而
已
︒
紀
綱
搖
於
上
︑

風
俗
安
得
不
搖
於
下
︒
於
是
民
閒
之
卑
脅
?
︑
少
凌
長
︑
後
生
侮
/

輩
︑
奴
婢
p
家
長
之
變
態
百
出
︒﹂

(90
)

�
(
88
)/
揭
丁
易
著
書
一
九
八
～
二
一
一
頁
參
照
︒

(91
)

『
孟
子
﹄
公
孫
丑
下
︒

(92
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
一
﹁
推
窮
三
R
?
本
末
以
伸
 
黨
重
齒
議
﹂

﹁
孟
子
曰
︑
天
下
_
R
?
三
︑
v
一
︑
齒
一
︑
德
一
︒
蓋
人
�
除
三

黨
宗
親
外
︑
�
與
相
維
相
讓
以
成
世
�
︑
俱
從
三
R
?
起
矣
︒
v
之
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?
本
於
君
︑
不
重
v
者
無
君
︒
齒
之
?
本
於
父
︑
不
重
齒
者
無
父
︒

德
之
?
本
於
師
︑
不
重
德
者
無
師
︒
君
父
師
之
?
印
本
於
天
︑
無
君

無
父
無
師
︑
則
亦
無
天
︑
此
大
亂
之
�
也
︒﹂

(93
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
一
﹁
推
窮
三
R
?
本
末
以
伸
 
黨
重
齒
議
﹂

﹁
其
末
也
︑
三
R
?
皆
失
其
實
︑
不
重
於
天
下
︑
官
品
卑
而
v
不
重
︑

權
勢
奪
而
齒
不
重
︑
�
旦
淆
而
德
不
重
︒﹂

(94
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
一

四
～
一
五
葉
﹁
吾
頗
_
懷
於
徐
�
貞
公
之
當
國
也
︒
以
賓
京
堂
之
體

格
賓
方
面
︑
亦
以
溫
臺
諫
之
辭
色
溫
諸
司
︑
從
俗
中
尙
存
古
額
焉
︒﹂

(95
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
二

三
葉
﹁
今
吳
中
凡
_
慶
弔
1
行
�
軸
︑
輒
倣
撫
按
官
類
擧
人
材
之
駅
︑

不
問
年
分
年
科
︑
而
專
以
京
外
序
衘
︑
大
方
面
必
列
於
科
�
部
屬
之

後
︑
小
方
面
且
列
於
�
�
中
行
之
後
矣
︒﹂

(96
)

『奏
駅
稿
﹄
卷
一
﹁
$
廷
設
撫
按
本
以
糾
察
百
司
之
職
業
︑
今
致

以
職
業
爲
第
二
義
︑
而
唯
事
趨
承
︒
凡
按
臣
(
歷
�
至
︑
則
分
(
分

守
兩
�
官
必
隨
之
︑
兩
直
隸
旣
_
撫
按
︑
印
_
(
鹽
(
江
淸
軍
屯
馬

等
諸
察
院
︑
則
兵
備
等
官
東
參
西
謁
︑
$
1
夕
�
︑
碌
碌
奔
走
︑
�

無
寧
日
︒
而
各
府
推
官
不
復
理
本
府
之
𠛬
︑
專
於
答
應
(
按
矣
︒
府

州
縣
出
郭
�
1
︑
r
者
至
數
十
里
外
︑
當
其
按
臨
之
日
︑
則
百
事
俱

廢
︑
多
方
�
�
︒
⁝
⁝
國
初
畀
(
按
以
糾
察
之
權
︑
印
慮
其
秩
卑
而

爲
方
面
官
�
壓
︑
故
令
與
都
布
按
三
司
分
庭
抗
禮
︑
知
府
則
相
向
長

揖
而
讓
左
︑
體
亦
隆
矣
︒
今
致
兩
司
素
#
而
謁
︑
知
府
屈
膝
而
參
︑

豈
憲
綱
之
舊
哉
︒﹂
な
お
︑﹃
奏
駅
稿
﹄
(內
閣
�
庫
�
藏
)
は
﹁
揖
﹂

を
﹁
楫
﹂
に
作
る
が
︑
/
揭
�
(9
)﹃
萬
曆
駅
鈔
﹄
に
從
っ
て
改
め

た
︒

(97
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
三

七
～
三
九
葉
﹁
吾
印
_
�
聞
於
徐
�
貞
公
︑
而
知
藩
臬
二
司
之
謁
撫

院
︑
撫
院
恒
踞
上
坐
︑
二
司
偕
都
司
分
左
右
之
坐
︑
非
體
也
︒
�
貞

嘗
面
對
馮
學
憲
元
成
︑
述
先
$
撫
院
三
司
坐
法
︑
蓋
以
南
北
相
向
爲

體
云
︒
⁝
⁝
�
貞
曰
︑﹁
此
非
撫
臺
之
過
︑
二
司
諂
事
內
臺
之
過
也
﹂︒

�
貞
嘗
從
鼎
甲
謫
郡
推
而
	
學
憲
︑
故
稽
覈
>
此
︑
然
亦
得
其
一
未

得
其
二
者
︑
此
中
尙
_
二
因
焉
︒
⁝
⁝
蓋
抑
二
司
以
從
按
院
也
︑
其

因
一
︒
⁝
⁝
蓋
印
抑
二
司
以
從
都
司
也
︑
其
因
二
︒
以
此
二
因
︑
故

_
今
體
︑
而
�
貞
公
�
未
之
>
︒
然
公
以
吿
老
之
元
臣
而
d
論
>
此
︑

非
_
從
先
"
之
思
者
哉
︒
﹂

(98
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
藝
円
言
合
諸
司
職
掌

糾
云
不
正
陳
言
以
戒
奔
競
議
﹂
﹁
吾
見
F
世
布
衣
中
︑
委
不
無
學
優

才
膽


治
體
而
願
陳
言
者
︑
印
多
_
縱
橫
奔
競
假
上
書
以
�
名
高

者
︒﹂

(99
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
藝
円
言
合
諸
司
職
掌

糾
云
不
正
陳
言
以
戒
奔
競
議
﹂﹁
不
獨
布
衣
︑
$
士
亦
然
︒
我
$
雖

不
專
設
言
官
︑
而
臺
省
3
以
言
責
爲
重
︑
各
衙
門
3
以
官
守
爲
重
也
︒

官
非
言
責
而
言
天
下
之
事
︑
則
必
言
臺
省
之
�
不
敢
言
不
能
言
者
︑

而
後
_
辭
於
天
下
︒
⁝
⁝
�
_
冒
一
險
以
成
名
︑
3
其
身
倡
狂
自
恣
︑

�
末
露
於
晚
M
者
︑
此
與
縱
橫
奔
競
之
布
衣
一
閒
耳
︒
⁝
⁝
大
槪
無

言
責
者
︑
不
可
籍
口
於
直
言
無
隱
之
b
制
而
借
事
以
�
名
︑
_
言
責

者
︑
印
不
可
�
噎
於
鹵
厭
言
事
之
淺
夫
而
擣
虛
以
取
�
︒﹂

(100
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
二

八
葉
﹁
柄
臣
挾
大
阿
之
重
以
鈐
科
�
︑
科
�
印
挾
奧
�
之
重
以
壓
各

衙
門
︑
我
能
制
人
則
抗
而
印
抗
︑
我
制
於
人
則
詘
而
印
詘
︑
體
漸
?
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而
志
M
漸
卑
︑
於
是
諸
司
之
我
慢
起
矣
︒
閒
_
讜
直
之
論
︑
却
從
冷

局
中
出
︑
而
喧
豗
印
乘
其
後
︒
今
乃
言
士
輕
而
臺
省
與
之
俱
輕
︒
易

曰
︑﹁
亢
龍
_
悔
︑
窮
之
災
也
﹂︒
天
實
窮
之
而
由
君
乎
哉
︒
愚
昔
嘗

以
除
言
官
之
廷
杖
勸
上
︑
而
今
復
爲
此
說
︑
則
傷
夫
_
言
責
者
之
知

"
而
不
知
,
也
︒﹂

(101
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
三
﹁
總
核
中
外
變
體
以
�
先
"
禮
法
議
﹂
三

一
葉
﹁
部
司
恒
�
隨
於
按
院
︑
而
按
臺
則
�
隨
於
撫
院
︑
此
嘉
靖
末

年
液
來
之
例
也
︒
夫
®
物
忌
盈
︑
盈
則
未
_
不
反
者
︒
嗣
後
︑
臺
省

諱
權
臣
之
�
不
可
諱
而
諸
司
發
之
︑
諸
司
印
言
$
事
之
�
不
必
言
而

臺
省
含
之
︑
發
者
或
含
�
名
之
心
︑
而
含
者
或
發
 
激
之
論
︑
�
相

左
而
機
若
相
關
︑
於
是
�
上
之
厭
心
生
矣
︒
⁝
⁝
愚
嘗
以
闢
諸
司
之

言
路
規
江
陵
︑
而
今
復
爲
此
說
︑
則
慮
夫
_
官
守
者
之
知
頴
而
不
知

!
也
︒﹂

(102
)

『奏
駅
稿
﹄
卷
一
﹁
臣
讀
臥
碑
_
許
諸
人
直
言
無
隱
之
條
︒
祖
宗

$
︑
內
外
大
小
臣
工
種
種
嘉
謀
讜
論
︑
不
可
悉
紀
︒
⁝
⁝
自
隆
慶
以

來
︑
各
衙
門
之
言
事
者
始
寡
︑
而
科
�
之
言
印
未
必
盡
出
於
公
�
︑

臣
恐
耳
目
之
漸
壅
也
︒
以
陛
下
之


R
︑
"
宜
d
祖
宗
$
盛
事
︑
開

張
b
聽
︑
�
求
讜
言
︒
⁝
⁝
臣
印
以
爲
︑
不
除
言
官
之
廷
杖
︑
言
路

3
不
得
而
開
也
︒﹂
な
お
︑
/
揭
�
(9
)﹃
萬
曆
駅
鈔
﹄
で
は
﹁
盛

事
﹂
を
﹁
盛
擧
﹂
に
つ
く
る
︒

(103
)

萬
曆
中
�
以
影
の
官
僚
の
言
論
活
動
と
そ
の
國
政
へ
の
影
�
に
つ

い
て
は
曺
永
祿
著
・
渡
昌
弘
譯
﹃


代
政
治
�
硏
究
﹄

(汲
古
書
院
︑

二
〇
〇
三
)
二
四
一
～
二
九
一
頁
︑
陳
永
福
﹁
萬
曆
年
閒
の
言
路
問

題
に
關
す
る
一
考
察
︱
︱
萬
曆
十
六

(一
五
八
八
)
年
順
天
 
試

事
件
を
中
心
に
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
九
二

−

四
︑
二
〇
一
一
)
參
照
︒

(104
)

『從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
崇
禮
讓
以
挽
士
風
議
﹂﹁
余
涉
世
六
十
餘

年
︑
目
擊
士
風
凡
三
變
︑
ù
變
而
ù
不
古
︒
當
成
越
未
入
泮
之
先
︑

爲
貴
溪
分
宜
相
乘
秉
政
之
日
︑
于
時
士
氣
正
馨
︑
上
之
人
亦
貴
士
︑

貴
不
以
行
而
以
�
︑
&
風
亦
起
︑
然
而
�
_
自
愛
之
士
也
︒
此
一
變

也
︒
曁
從
'
冠
¶
庠
序
︑
十
五
年
而
釋
褐
︑
印
十
年
而
拂
衣
︑
中
歷

三
$
︑
爲
華
亭
・
怨
È
・
江
陵
相
軋
相
傾
之
際
︑
于
時
士
M
已
)
︑

上
之
人
亦
賤
士
︑
賤
不
以
�
而
以
行
︑
戾
氣
漸
生
︑
然
而
�
鮮
犯
上

之
士
也
︒
印
一
變
也
︒
余
旣
歸
田
之
後
︑
而
吾
 
申
王
二
公
與
蘭
溪

趙
公
相
繼
當
國
︑
吳
越
之
閒
︑
士
旣
隱
然
若
_
�
挾
︑
而
_
司
亦
,

然
若
_
�
,
︑
于
時
爲
人
上
者
︑
不
貴
士
而
下
士
︑
不
賤
士
而
畏
士
︑

士
氣
日
驕
︑
-
不
可
制
︒
﹂

(105
)

甘
士
价
は
萬
曆
五
年
の
"
士
で
︑
監
察
御
�
や
(
撫
な
ど
を
歷
任

し
た
人
物
で
あ
る

(﹃
神
宗
實
錄
﹄
卷
四
八
二

萬
曆
三
十
九
年
四
�

乙
酉
)︒

(106
)

『
從
先
維
俗
議
﹄
卷
二
﹁
稽
祖
訓
許
百
工
技
藝
円
言
合
諸
司
職
掌

糾
云
不
正
陳
言
以
戒
奔
競
議
﹂﹁
持
衡
於
言
不
言
之
中
而
求
其
當
︑

則
莫
辨
於
江
右
甘
中
丞
之
�
輯
言
責
�
覽
矣
︒﹂

(107
)

羅
大
紘
﹃
紫
原
�
集
﹄
卷
三
﹁
言
責
�
覽
叙
﹂
﹁
公
見
時
事
舛
駁
︑

論
議
繁
碎
︑
言
之
者
無
忌
︑
觀
者
易
厭
︑
而
�
上
益
不
可
省
察
︒
於

是
列
言
責
�
覽
以
捄
之
︒
爲
綱
十
_
一
︑
爲
目
四
十
_
五
︒﹂
な
お
︑

﹃
言
責
�
覽
﹄
は
︑﹃
四
庫
-
書
總
目
﹄
卷
一
七
九

集
部
三
二
別
集

類
存
目
六
に
よ
れ
ば
︑
陳
邦
科
の
著
作
で
そ
の
�
集
﹃
片
玉
集
﹄
に

收
錄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
陳
邦
科
﹃
言
責
�
覽
﹄
も
詳
し
い
內
容

は
不


だ
が
︑
單
な
る
同
名
の
書
で
は
な
く
內
容
も
酷
似
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
︒﹃
四
庫
-
書
總
目
﹄
に
は
﹁
邦
科
�
列
十
一
條
︑
分
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目
爲
四
十
三
︒
中
_
當
/
言
者
三
︑
婉
言
者
二
︑
勿
輕
言
者
七
︑
勿

爲
人
言
者
五
︒﹂
と
あ
る
︒
綱
目
數
こ
そ
羅
大
紘
の
序
�
に
あ
る
數

と
は
若
干
の
差
衣
が
あ
る
も
の
の
︑
目
ご
と
の
項
目
數
︑
す
な
わ
ち

﹁
當
/
言
者
三
︑
婉
言
者
二
︑
勿
輕
言
者
七
︑
勿
爲
人
言
者
五
︒﹂
は

管
志
�
が
引
用
し
て
い
る
﹃
言
責
�
覽
﹄
と
-
く
同
じ
で
あ
る
︒

ま
た
︑
羅
大
紘
の
序
�
を
讀
む
と
︑
甘
士
价
も
管
志
�
と
同
じ
く

言
論
の
濫
發
に
批
Y
	
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
少
な
く
と
も

萬
曆
二
十
二
年

(一
五
九
四
)
に
提
出
し
た
上
奏
�
で
は
言
官
の
言

論
活
動
へ
の
0
大
な
對
處
を
願
っ
て
い
る
︒﹃
萬
曆
駅
鈔
﹄
卷
六

國

是
類

甘
士
价
﹁
懇
乞
b


嘉
與
臣
工
共
泯
乖
爭
以
回
元
氣
駅
﹂﹁
臣

待
罪
西
臺
︑
伏
覩
昨
歲
議
論
煩
興
︑
聚
訟
無
已
︑
-
淫
以
至
歲
3
︑

群
臣
�
爲
不
�
之
鳴
︑
皇
上
頓
生
不
測
之
怒
︒
⁝
⁝
夫
賢
路
a
塞
︑

�
關
理
亂
︑
聞
古
之


君
︑
�
人
使
言
︑
未
聞
禁
人
使
不
敢
言
︒
而

臺
省
印
公
論
�
自
出
者
︑


時
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THE POLITICAL THOUGHT OF GUAN ZHIDAOʼS

CONGXIAN WEISUYI 從先維俗議

IWAMOTO Marie

The Donglin party (Donglindang 東林黨) has been a main theme in the study

of the political history of the later Ming era. The process of formation of the

Donglin party was largely influenced by the dispute between Gu Xiancheng �憲成

who advocated xing shan shuo 性善說 (the theory that human nature is funda-

mentally good) and Guan Zhidao 管志� who advocated xing wu shan wu e shuo 性

無善無惡說 (the theory that human nature is neither good nor bad). In this paper,

the author hypothesizes that their opposition came from differences not only of

philosophical definition of human nature, but also from their images of the ideal

world, using Guan Zhidaoʼs Congxian weisuyi 從先維俗議, explains his political

thought, which has never been given much attention.

First, Guan Zhidao worshipped Emperor Hongwu, placing him as a xiannjin 先

� (senior exemplar), and regarding Emperor Hongwuʼs Liuyu 六諭 as the ju 矩

(rule) to be followed. This leads to the conclusion that that Guan Zhidaoʼs ju was

more thoroughly external than the ju as defined in Zhuzixue 朱子學, naturally much

far from the ju of Yangmingxue 陽�學, which sought the ju within oneʼs own mind.

Guan Zhidao also regarded Emperor Hongwu as the successor of the daotong

�瓜 (tradition of the way). He opposed the Zhuzixue and Yangmingxue scholars,

who recognized their own capacity to carry on the way of Yao and Shun, and sought

it only in the external existence of the Son of Heaven.

Moreover, Guan Zhidao had a strong sense of the need to reform contemporary

society of the Wanli era in which he lived. He criticized confusion in the social order

and excessive expression of political opinions, hoping to reproduce the regime of

Emperor Hongwu. This would be a world, based on the mi 密 (thick) law, in

which the Son of Heaven was placed at the apex, and officials and commoners would

occupy suitable places below and obey rules,“each living peaceful lives, and not

doing evil.”

As seen above, Guan Zhidaoʼs political thought differed greatly from that of the

Donglin party, such as that of Gu Xiancheng. The Zhuzixue scholars, i.e. those who

believed in the idea of xing shan shuo, thought that they must act independently and

take political action themselves as scholar officials. On the other hand, Guan Zhidao

thought that only the Son of Heaven, the successor of the daotong, could assure the
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revival of the regime of Yao and Shun, and scholar officials must not exceed their

authorities and should act as subordinates, obeying laws enacted by the Son of

Heaven.

WARFARE AND CEREMONIALS IN ANCIENT CHINA

MARUHASHI Mitsuhiro

The Da Tang Kai-yuan Li 大!開元禮, compiled in the eighth century in China,

is a corpus of ancient rituals of state, into which military rituals were incorporated.

We can divide the military rituals into two categories. One type is composed of

rituals performed in wartime, and the other is training rituals conducted in

peacetime. I would like to focus on the former in this paper.

The Kai-yuan Li prescribed that at the beginning and the end of warfare, a

series of ceremonials were to be carried out at the Ancestral Temple 太O and the

Altar of Earth 太社, where the commander would announce his departure and

return to the spirits of the previous rulers and the gods of localities. In addition,

when the emperor was personally leading troops in battle, he would offer the

sacrifice to Heaven at the Round Altar 圜丘 in the suburban area of the capital.

It had been common practice to carry out the ceremonials at the Ancestral

Temple and the Altar of Earth from prior to the Han period. In contrast, it was

during the latter half of the Former-Han period that the sacrifice to the Heaven was

united with these two ceremonials by Confucian scholars, who had just assumed

power and established their ritualism. We can see the extent of their theoretical

achievements in the Li ji.

However, officials and scholars often disputed how to put the theory into

practice and organize the rites of state. The main issue was whether the sacrifice

to Heaven should be carried out after victorious troops returned to the capital.

According to the pertinent passage of the Li ji, Confucian Ritualism prescribed that

the sacrifice be held only on the occasion of marching off to war. But the sacrifice

after warfare was, in fact, frequently performed in the Han, Wei, Jin, and the

Southern Dynasties. On the other hand, it was in the Northern Dynasties that the

ritual theory, which did not refer to the postwar sacrifice, was faithfully observed.

The afore-mentioned Tang ritual followed the tradition of those of the Northern

Dynasties, especially that of the Bei-Qi.
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