
皇
帝
の

権
威
と
儒
家
　
ー
孔
子
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ー

永
渕
　
正
是

は

じ
め
に

　
孔

子
は
儒
家
に
と
っ
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
聖
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
聖
人
と
し
て
の
権
威
は
、
漢
帝
国
成
立
の
当
初
か

ら
朝
廷
内
で
確
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
孔
子
と
い
う
存
在
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
権
威
秩
序
の
中
に
置
き
所
の

無
い
異
分
子
で
あ
っ
た
。
こ
の
異
分
子
を
黙
殺
す
べ
き
か
取
り
込
む
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
以
降
お
よ
そ
二
千
年
つ
づ
く
皇
帝
の
性
格

を
方
向
付
け
る
大
き
な
分
岐
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
の
結
果
と
し
て
は
、
儒
家
勢
力
の
拡
大
と
と
も
に
、
孔
子
を
秩

序

の

中
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
実
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

の

過
程
で
皇
帝
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
が
、

先
ず
は
皇
帝
と
儒
家
が
語
る
天
子
の
関
係
か
ら
始
め
た
い
。
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と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
成
帝
の
時
に
丞
相
と
な
っ
た
匡
衡
は

帝
王
の

事
　
天
の
序
を
承
く
る
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

帝
王
之
事
莫
大
乎
承
天
之
序
。

（『
漢
書
』
郊
祀
志
）

と
言
い
、
君
主
を
完
全
に
天
に
従
属
す
る
存
在
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
儒
家
官
僚
は
漢
の
君
主
を
完
全
な
る
天
子

と
し
て
規
定
し
、
漢
の
君
主
は
同
じ
く
天
命
を
受
け
て
い
た
古
の
先
王
が
定
め
た
古
礼
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
下
、
高
祖
以
来
、
歴
代
の
皇
帝
が
定
め
て
き
た
郡
国
廟
や
諸
々
の
祭
祀
そ
し
て
南
北
郊
祀
の
制
度
を
改

定

し
た
。
こ
れ
ま
で
漢
の
皇
帝
は
自
ら
の
無
謬
性
や
絶
対
性
を
あ
か
ら
さ
ま
に
主
張
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
先
帝
を
絶
対
的
存

在

と
し
て
祭
り
上
げ
、
そ
の
先
帝
の
絶
対
的
権
威
を
継
承
す
る
と
い
う
形
で
自
ら
の
権
威
の
絶
対
性
を
維
持
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
制
度
改
革
は
文
王
・
武
王
な
ど
の
先
王
が
定
め
た
と
さ
れ
る
所
謂
古
礼
に
よ
っ
て
、
漢
の
先
帝
が
定
め
た
諸
制
度
を
改
め
て
い

る
。
そ
れ
は
、
先
王
の
権
威
が
漢
の
先
帝
の
権
威
を
上
ま
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
王
の
定
め
た
古
礼
が
記
述

さ
れ
て
い
る
の
は
儒
家
の
経
典
で
あ
り
、
そ
れ
を
祖
述
す
る
の
は
儒
家
官
僚
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
帝
・
成
帝
期
の
制
度
改
革
と
は
、

先
帝
の
権
威
を
背
景
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
皇
帝
の
力
を
、
先
王
の
権
威
を
借
り
た
儒
家
官
僚
の
力
が
凌
駕
し
た
と
い
う
政
治
状
況

を
反
映
し
た
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五
　
孔
子
の

位
置
づ
け

『
漢

書
』
高
帝
紀
で
は
、
十
二
年
冬
の
条
に

十
一
月
、
行
き
て
准
南
自
り
還
る
。
魯
を
過
ぎ
り
、

十
一
月
、
行
自
准
南
還
。
過
魯
、
以
大
牢
祠
孔
子
。

大
牢
を
以
て
孔
子
を
祠
る
。

と
、
高
祖
が
孔
子
を
祠
っ
た
記
録
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
前
漢
の
前
半
期
に
朝
廷
内
で
孔
子
に
対
し
て
何
ら
か
の
特
別
な
措

置
が
執

ら
れ
た
と
い
う
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
孔
子
の
聖
人
と
し
て
の
評
価
は
、
漢
の
成
立
当
初
に
お
い
て
は
、
儒
家
の
内
部
に
限

ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
朝
廷
内
で
儒
家
が
勢
力
を
増
す
に
つ
れ
、
君
主
と
孔
子
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
論
づ

け
る
か
と
い
う
こ
と
が
儒
家
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
儒
家
が
孔
子
に
付
与
す
る
聖
性
は
、
本
来
皇
帝
の
権
威
と
馴
染
み
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
来
的
な
皇
帝
の

性
格

が
、
地
上
に
現
れ
た
上
帝
で
あ
る
と
と
も
に
、
無
制
約
的
・
絶
対
的
支
配
者
と
い
う
法
家
的
な
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
儒
家

の

聖

人

孔
子
と
馴
染
み
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
や
す
い
。
さ
ら
に
、
孔
子
を
異
分
子
と
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
原
因
が
考
え
ら

れ

る
。
公
羊
学
で
は
、
「
周
を
黙
け
、
魯
を
王
と
す
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
春
秋
』
は
孔
子
が
新
た
な
王
朝
の
た
め
に
法
を
制
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
成
立
の
当
初
か
ら
、
『
春
秋
』
が
漢
の
為
の
法
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た

一
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漢

代
、
皇
帝
は
六
つ
の
御
璽
を
使
用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
皇
帝
即
位
の
際
に
授
け
ら
れ
、
皇
帝
の
権
力
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
、
印
文
が
皇
帝
で
始
ま
る
も
の
は
主
と
し
て
臣
下
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
天
子
で
始
ま
る
も
の
は
祭
祀
と
外
交
に
用

い

ら
れ
た
と
い
う
白
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
と
天
子
と
い
う
二
つ
の
称
号
は
、
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
人

の

君
主
に
よ
っ
て
同
時
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
二
つ
の
称
号
は
、
そ
の
発
生
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
本
来
相
容
れ
な
い
も

の

で

す

ら
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
『
中
国
古
代
国
家
の
構
造
』
。
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
西
嶋
氏
の

説

を
簡
単
に
追
い
な
が
ら
、
両
者
の
違
い
を
見
て
み
よ
う
。

　

皇
帝
号
を
制
定
し
た
始
皇
帝
は
、
秦
王
の
時
代
か
ら
法
家
の
思
想
に
傾
倒
し
て
お
り
、
当
然
、
皇
帝
の
在
り
方
も
法
家
の
思
想
に

根
ざ
し
て
い
る
。
。
そ
の
法
家
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
君
主
像
と
は
、
「
法
と
術
と
を
自
由
に
施
す
こ
と
の
で
き
る
、
な
に
も
の
に
も

制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
者
」
で
あ
り
、
ま
た
「
宇
宙
の
主
宰
者
、
「
道
」
の
体
現
者
と
し
て
無
制
約
的
・
絶
対
的
存
在
」
で

あ
る
。
皇
帝
と
い
う
称
号
を
引
き
継
い
だ
漢
の
君
主
は
、
秦
の
皇
帝
像
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
わ
け
で
は
な
く
、
文
帝
即
位
の
詔

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
自
ら
を
天
の
下
位
に
置
き
卑
小
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
卑
小
化
は
現
皇
帝
に
限
る
の
で
あ
り
、
先
帝
を
絶
対

化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
絶
対
性
は
保
持
さ
れ
続
け
る
。
一
方
、
周
以
来
の
伝
統
を
持
ち
、
儒
家
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
天
子
と

は

「
有
徳
の
君
子
が
天
命
す
な
わ
ち
上
帝
の
命
を
受
け
て
君
主
と
な
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
「
上
帝
と
現
世
の
君
主
は
あ
く
ま
で
分

離

さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
天
子
と
は
決
し
て
無
制
約
的
・
絶
対
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
本
来
儒
家
は
「
皇
帝
と
い
う
上
帝
と
同
一
化
さ
れ
た
現
世
の
君
主
を
是
認
す
る
理
論
を
持
ち
あ
わ
せ
て
」
い
な
か
っ
た
。

　
以
上

が
皇
帝

と
天
子
の
相
違
に
関
す
る
西
嶋
氏
の
説
の
概
略
で
あ
り
、
氏
は
、
相
反
す
る
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
と
を
統
一
的
に
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解
釈

し
よ
う
と
し
た
初
め
て
の
儒
者
は
董
仲
辞
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
董
仲
箭
の
そ
の
試
み
は
充
分

な

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
儒
家
的
天
子
像
と
漢
代
の
実
際
の
皇
帝
像
と
の
差
は
董
仲
箭
に
よ
っ
て
も
埋
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
の

差

の

故

に
儒
教
は
、
少
な
く
と
も
武
帝
の
時
代
ま
で
は
国
家
の
主
流
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
儒
家
が
真
に
国
家
の
指
導
原
理
と
な

っ

て

い

く
に
は
、
漢
の
皇
帝
像
と
儒
家
的
天
子
像
と
の
対
立
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
董
仲
野
お
よ
び
そ
の

後
の

儒
家
に
よ
る
試
み
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　

董
仲
紆
の
災
異
説
と
皇
帝
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董
仲
野

に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
春
秋
公
羊
学
は
、
君
主
の
支
配
に
理
論
的
な
根
拠
を
与
え
る
と
共
に
、
そ
の
強
大
な
権
力
の
抑
制

を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
重
澤
俊
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
董
仲
辞
は
、
「
世
界
国
家
」
と
い
う
目
標
を
設
定
す
る
こ

と
に
よ
り
君
主
権
の
活
動
に
方
向
性
を
与
え
、
「
元
」
の
思
想
に
よ
っ
て
制
約
の
理
論
的
根
拠
を
示
し
、
「
災
異
説
」
を
以
て
其
の
実

際
的
方
法

と
し
た
と
言
う
．
。
こ
う
し
た
董
仲
辞
の
態
度
は
、
皇
帝
と
天
子
と
い
う
君
主
の
二
面
性
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
帰
結
と
も

言
え

る
。
何
故
な
ら
ば
、
前
節
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
儒
家
の
思
想
の
中
に
天
子
は
存
在
し
て
も
皇
帝
は
本
来
存
在
し
な
い
。
と
こ

ろ
が
現
実
と
し
て
皇
帝
は
既
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
守
成
を
旨
と
す
る
儒
家
は
、
皇
帝
権
力
と
の
衝
突

を
避
け
る
た
め
に
そ
の
支
配
を
正
当
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
儒
家
思
想
の
中
に
本
来
存
在
し
な
い
無
制
約
的
で
絶

対

的
な
皇
帝
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
結
果
と
し
て
一
方
で
正
当
性
を
支
持
し
な
が
ら
、
他
方
で



制
約
を
課
す
と
い
う
態
度
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
天
子
で
あ
り
皇
帝
で
あ
る
君
主
に
於
い
て
、
制
約
さ
れ
る
べ
き

は

皇
帝
と
し
て
の
側
面
な
の
で
あ
り
、
手
段
で
あ
る
災
異
説
は
皇
帝
を
制
約
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
董
仲
舗
の

災
異
説
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
皇
帝
を
制
約
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
夙
に

指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
董
仲
辞
に
あ
っ
て
は
災
異
説
に
対
し
て
二
つ
の
性
格
の
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
6
。
そ
の

一
つ

は
、
人
間
の
誤
っ
た
行
動
に
対
し
、
意
志
を
持
っ
た
天
が
戒
告
と
し
て
災
異
を
降
す
と
い
う
天
謎
説
で
あ
る
。
も
う
↓
つ
は
、

不

当
な
刑
罰
な
ど
の
行
為
が
邪
気
を
生
じ
、
そ
れ
が
陰
陽
の
気
を
乱
し
て
災
異
を
生
じ
る
と
し
て
、
機
械
論
的
な
説
明
を
加
え
る
感

応
説

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
災
異
説
に
対
し
て
二
種
類
の
説
明
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
災
異
を
起
こ
す
主
体
で
あ
る
天
に

対
し
て
董
仲
辞
の
思
想
の
中
に
二
種
類
の
見
方
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
天
讃
説
の
場
合
、
天
は
意
志
を
持
ち
、
万
物

を
生
み
養
う
と
と
も
に
、
道
徳
的
価
値
の
根
元
と
し
て
崇
拝
す
べ
き
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
感
応
説
の
場
合
、
天
そ
の

も
の
も
機
械
論
的
な
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
崇
拝
の
対
象
と
い
う
よ
り
も
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
科
学
を
含
む
自
然
哲
学
的
な
考

察
の

対

象
と
言
っ
た
方
が
相
応
し
い
。
さ
ら
に
、
機
械
論
的
な
天
の
場
合
、
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は
な

春

秋
災
異
の

愛
を
以
て
陰
陽
の
錯
行
す
る
所
以
を
推
す
、
故
に
雨
を
求
む
る
に
は
諸
陽
を
閉
じ
て
諸
陰
を
縦
ち
、
其
の
雨
を
止

む

る
に
は
是
に
反
す
。

以
春
秋
災
異
之

愛
推
陰
陽
所
以
錯
行
、
故
求
雨
閉
諸
陽
縦
諸
陰
、
其
止
雨
反
是
。
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
董
仲
辞
傳
）

と
い
う
よ
う
に
、
自
然
哲
学
的
な
考
察
に
よ
っ
て
得
た
知
識
に
基
づ
き
、
そ
の
機
構
に
働
き
か
け
、
望
み
通
り
の
結
果
を
導
き
出
す



こ
と
が
で
き
る
対
象
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
『
春
秋
繁
露
』
止
雨
篇
σ
の
祝
文
に

嵯
、
天
は
五
穀
を
生
じ
て
以
て
人
を
養
う
。
今
淫
雨
　
太
は
だ
多
く
、
五
穀
　
和
せ
ず
。
敬
し
ん
で
肥
牲
清
酒
を
進
め
、
以
て

社
籔
に

請

う
、
露
わ
く
ば
雨
を
止
む
る
を
爲
し
、
民
の
苦
し
む
所
を
除
き
、
陰
を
し
て
陽
を
滅
せ
し
む
る
無
か
れ
。
陰
　
陽
を
滅

す

る
は
天
に
順
わ
ざ
る
な
り
。
天
の
常
意
は
人
を
利
す
る
に
在
り
。
人
は
雨
を
止
む
る
を
願
う
。
敢
え
て
社
に
告
ぐ
。

嵯
、
天
生
五
穀
以
養
人
、
今
淫
雨
太
多
、
五
穀
不
和
。
敬
進
肥
牲
清
酒
、
以
請
社
璽
、
幸
爲
止
雨
、
除
民
所
苦
、
無
使
陰
滅
陽
。

陰
滅
陽
不
順
於
天
。
天
之
常
意
、
在
於
利
人
。
人
願
止
雨
。
敢
告
於
社
。

と
あ
る
よ
う
に
、
求
雨
・
止
雨
は
陰
陽
の
人
為
的
操
作
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
天
の
意
志
に
依
拠
し
な
が
ら
社
霊
に
祈

請
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
機
械
論
的
な
見
方
は
独
立
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
崇
拝
対
象
と
し
て
の
天
を
主

と
し
な
が
ら
、
そ
の
一
側
面
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
右
に
見
た
天
の
二
種
類
の
性
格
は
、
そ
の
ま
ま
君
主
の
在
り
方
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
災
異
説
が
成
立
す

る
に
は
天
人
相
関
説
が
前
提
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
春
秋
繁
露
』
に
お
い
て
は
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人

に
三
百
六
十
節
有
る
は
、
天
の
敷
に
偶
す
る
な
り
。
形
禮
骨
肉
、
地
の
厚
き
に
偶
す
る
な
り
。
上
に
耳
目
の
聰
明
な
る
有
る

は
、
日
月
の
象
な
り
。
艘
に
空
級
理
脈
有
る
は
、
川
谷
の
象
な
り
。
心
に
哀
樂
喜
怒
有
る
は
、
神
氣
の
類
な
り
。

人
有
三
百
六
十
節
、
偶
天
之
敷
也
。
形
膿
骨
肉
、
偶
地
之
厚
也
。
上
有
耳
目
聰
明
、
日
月
之
象
也
。
膿
有
空
級
理
脈
、
川
谷
之



象
也
。
心
有
哀
樂
喜
怒
、
神
氣
之
類
也
。

（人
副
天
敷
第
五
十
六
）

吾
れ

聞
く
、
聖
王
の
儀
を
取
る
所
、
金
天
の
大
経
、
三
起
し
て
成
り
、
四
轄
し
て
終
わ
る
。
官
制
も
亦
た
然
る
は
、
此
れ
其
れ
儀
と

る
か
。
三
人
に
し
て
一
選
と
爲
す
は
、
三
月
に
し
て
一
時
と
爲
す
に
儀
る
な
り
。
四
選
し
て
止
ま
る
は
、
四
時
に
し
て
終
わ
る

に
儀
る
な
り
。
三
公
は
王
の
自
ら
持
す
る
所
以
な
り
。
天
は
三
を
以
て
之
を
成
し
、
王
は
三
を
以
て
自
ら
持
す
．
成
敷
を
立
て

て

以
て

植

と
爲
し
而
し
て
四
た
び
之
を
重
ぬ
れ
ば
、
其
れ
以
て
失
無
か
る
べ
し
。
天
の
敷
を
備
え
以
て
事
に
参
ず
る
は
、
道
に

治
め

謹
む

の

意
な
り
。

吾

聞
聖
王
所
取
儀
、
金
天
之
大
経
、
三
起
而
成
、
四
轄
而
終
。
官
制
亦
然
者
、
此
其
儀
與
。
三
人
而
爲
一
選
、
儀
於
三
月
而
爲

一
時
也
。
四
選
而
止
、
儀
干
四
時
而
終
也
。
三
公
者
、
王
之
所
以
自
持
也
。
天
以
三
成
之
、
王
以
三
自
持
。
立
成
敷
以
爲
植
而

四
重
之
、
其
可
以
無
失
　
。
備
天
敷
以
参
事
、
治
謹
於
道
之
意
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
官
制
象
天
第
二
十
四
）
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と
い
う
よ
う
に
、
人
体
の
構
造
か
ら
政
治
制
度
・
官
僚
機
構
に
至
る
ま
で
、
全
て
天
に
法
る
と
い
う
ほ
ど
徹
底
し
て
い
る
。
そ
の
中

に
あ
つ
て

王

は

人

の

始
な

り
。
王
正
し
く
ん
ば
則
ち
元
氣
和
順
し
、
風
雨
時
し
、

天

を
愛
じ
、
賊
氣
井
び
見
る
。

王

者
、
人
之
始
也
。
王
正
則
元
氣
和
順
、
風
雨
時
、
景
星
見
、
黄
龍
下
。

　
　
あ
ろ
わ

景
星
見
れ
、
黄
龍
下
る
。
王
正
し
か
ら
ず
ん
ば
則
ち
上

王

不
正

則
上
愛
天
、
賊
氣
井
見
。

（王
道
篇
）



と
言
わ
れ
る
よ
う
に
・
君
主
は
天
人
相
関
説
の
中
心
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
君
主
の
在
り
方
は
、
他
の
何
よ
り
も
天
の
性
格
を
踏
襲
し

て

い

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
先
の
天
の
性
格
か
ら
規
定
さ
れ
る
君
主
の
在
り
方
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

1
，
天
命
に
よ
る
権
威
を
備
え
た
崇
拝
す
べ
き
対
象
。

2
，
自
ら
が
機
械
的
な
天
の
一
部
と
な
り
、
期
待
さ
れ
る
天
の
恵
み
を
故
障
無
く
民
に
仲
介
す
る
存
在
。

3
．
天
の
機
構
の
一
部
と
し
て
正
常
に
機
能
し
て
い
る
か
が
観
察
さ
れ
、
そ
の
結
果
異
常
、
つ
ま
り
無
道
の
行
い
が
あ
れ
ば
、

　
　
言
と
い
う
形
で
こ
れ
に
働
き
か
け
正
常
化
を
図
る
。

諌
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こ
う
し
て
み
る
と
・
天
を
背
景
と
す
る
権
威
こ
そ
身
に
纏
っ
て
い
る
が
、
機
械
的
な
機
構
の
部
。
叩
と
し
て
の
優
秀
性
を
も
同
時
に
問

わ

れ

て

い

る
の
で
あ
る
・
西
嶋
定
生
氏
は
君
主
の
も
つ
べ
き
徳
性
に
つ
巳
L
二
般
的
人
間
と
し
て
円
満
目
是
し
て
い
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
つ
ね
に
人
民
に
対
す
る
恩
恵
の
施
与
者
と
し
て
保
持
さ
る
べ
き
徳
性
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら

れ

る
駕
ま
さ
に
西
嶋
氏
の
三
・
わ
れ
る
よ
う
な
君
主
の
性
格
は
、
機
械
論
的
な
天
の
廓
と
し
て
の
機
能
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら

生
ず
る
の
で
あ
る
・
そ
し
て
・
吾
し
天
子
に
事
臣
七
人
有
れ
ば
無
道
と
讐
其
の
天
下
を
失
わ
ず
．
（
昔
者
天
子
有
事
臣
七
人
、
錐

無
道

不

失
其
天
下
三
（
『
孝
経
』
諫
謡
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
働
き
は
賢
臣
に
よ
っ
て
調
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
z
、
こ
で
は
必

ず

し
も
武
帝
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
性
の
強
い
君
主
は
必
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
性
の
強
い
君
主
は
臣
下
の
諌
言
口
を
聞
か
ず
独
断
専

行
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
思
え
ば
害
で
す
ら
あ
る
．
董
仲
辞
流
の
君
主
像
、
換
号
口
す
れ
ば
「
賢
に
任
ず
る
」
君
主
像
を
突
き
詰
め



れ

ば
、
幼
主
で
あ
れ
個
人
的
な
資
質
に
お
い
て
暗
愚
で
あ
れ
、
賢
に
任
じ
て
さ
え
い
れ
ば
そ
の
機
能
は
果
た
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
天
の
恵
み
を
万
民
に
施
与
す
る
と
い
う
機
能
が
上
手
く
働
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
暗
愚
な
君
主
も
聖
な
る
天
子
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
儒
家
的
天
子
像
で
あ
る
が
、
法
家
的
君
主
像
が
、
己
の
心
の
内
を
臣
下
に
悟
ら
せ
ず
臣
下
を
思
い
通
り
に
動
か
す
と

い

う
よ
う
に
、
君
主
個
人
に
優
れ
た
政
治
的
資
質
を
要
求
す
る
の
と
は
対
照
的
と
い
え
よ
う
。
武
帝
が
身
を
以
っ
て
示
し
た
皇
帝
像

は
、
皇
帝
自
身
の
強
い
個
性
と
能
力
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
董
仲
辞
の
儒
家
的
天
子
像
よ
り
も
む
し
ろ
法
家
的
な
皇
帝
像
に
近

く
、
実
際
『
塩
鉄
論
』
に
見
る
よ
う
に
、
武
帝
の
政
権
を
支
え
た
官
僚
達
は
法
家
を
奉
じ
る
者
達
で
あ
っ
た
。
武
帝
時
代
の
儒
家
的

政
策

も
、
儒
家
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
施
策
の
主
導
権
は
武
帝
が
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
董
仲
辞
の
災
異
説
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
君
主
像
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
は
専
ら
「
天
子
」
に
関
す
る
記
述
で

占
め
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
西
嶋
氏
の
指
摘
の
如
く
、
『
春
秋
繁
露
』
三
代
改
制
質
文
篇
に
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明
は
此
れ
天
地
．
陰
陽
．
四
時
・
日
月
・
星
辰
・
山
川
・
人
倫
に
通
じ
、
徳
は
天
地
に
ひ
侮
し
き
者
を
皇
帝
と
稻
す
。
天
　
祐
け

て
之

を
子
と
し
、
號
し
て
天
子
と
稻
す
。

明
此
通
天
地
陰
陽
四
時
日
月
星
辰
山
川
人
倫
、
徳
偉
天
地
者
稻
皇
帝
。
天
祐
而
子
之
、
號
稠
天
子
。

と
あ
り
、
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
の
統
合
を
図
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
春
秋
繁
露
』
の
中
で
皇
帝
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
は
こ
こ

一
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
董
仲
辞
及
び
そ
の
末
流
の
主
眼
が
、
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
の
調
和
・
統
合
で
は
な
く
、
皇
帝
に
対
し
て
天

子
で

あ
る
こ
と
の
自
覚
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
董
仲
寄
の
災
異
説
は
、
直
接
皇
帝
に
制
約
の



網

を
掛
け
る
の
で
は
な
く
、
天
子
と
し
て
の
在
る
べ
き
姿
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
皇
帝
と
し
て
の
行
動
を
制
限
す
る
と
い

う
性
格
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
皇
帝
と
い
う
上
帝
と
同
一
化
さ
れ
た
現
世
の
君
主
を
是
認
す
る
理
論
」
が
完
成
せ
ず
、

「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
を
統
一
的
に
解
釈
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
太
一
祀
の
祝
文
に
於
い
て
「
皇
帝
敬

拝
」
と
言
い
「
臣
某
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
武
帝
に
つ
い
て
の
「
皇
帝
は
天
に
対
し
て
何
ら
従
属
的
な
位
置
に
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
金
子
修
一
氏
の
指
摘
。
を
考
え
れ
ば
、
皇
帝
権
力
の
抑
制
と
い
う
目
的
は
充
分
に
果
た
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
以
上

の
よ

う
に
董
仲
辞
の
災
異
説
は
、
皇
帝
権
力
の
抑
制
や
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
の
調
和
・
統
合
と
い
う
面
で
は
不
完
全
で
あ

っ

た

が
、
感
応
説
に
よ
っ
て
天
子
像
に
機
械
論
的
な
側
面
を
導
入
し
た
こ
と
で
重
要
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
い

以

前
の
時
代
、
例
え
ば
『
尚
書
』
に
見
ら
れ
る
天
は
「
弔
ら
ず
し
て
、
天
　
割
を
我
が
家
に
降
す
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
（
弗
弔
、
天

降
割
干
我
家
不
少
。
）
」
（
大
詰
）
。
や
　
弔
ら
ず
し
て
、
畏
天
　
大
い
に
喪
を
股
に
降
す
。
（
弗
弔
、
畏
天
大
降
喪
干
股
。
）
」
（
多
±
）

の

よ
う
に
、
災
い
を
も
降
す
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
天
に
対
し
て
、
天
子
は
「
小
心
翼
翼
」
と
い
う
態
度
で
接
す

る
こ
と
と
な
る
。
同
時
に
恐
る
べ
き
天
の
権
威
を
代
行
す
る
天
子
も
、
臣
下
に
と
っ
て
は
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
に

対

し
、
儒
家
が
陰
陽
説
や
五
行
説
を
取
り
込
み
、
天
の
降
す
災
異
に
対
し
て
機
械
論
的
な
解
釈
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時

代

の

儒

家
が
、
た
だ
天
を
畏
怖
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
哲
学
的
な
考
察
の
対
象
と
し
て
客
観
的
に
観
察
し
よ
う
と
す
る
精
神
性
を

獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
主
に
対
し
て
も
天
に
対
す
る
と
同
様
の
客
観
的
観
察
眼
と
精
神
的
な
距
離

を
保
つ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
後
に
「
皇
帝
」
を
儒
家
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
可
能

に

し
た
の
で
あ
る
。
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三

　
窪
光
と
皇
帝

　
皇
帝
像
と
天
子
像
は
、
董
仲
辞
の
時
代
に
は
未
だ
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
解
消
す
る
一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
の
は
、

窪
光
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
震
光
は

上

　
乃

ち
黄
門
書
者
を
し
て
、
周
公
　
成
王
を
負
う
て
諸
侯
を
朝
せ
し
む
る
を
書
か
し
め
、
以
て
光
に
賜
う
。

上

乃

使
黄
門
書
者
書
周
公
負
成
王
朝
諸
侯
、
以
賜
光
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』

窪
光
傳
）
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と
い
う
よ
う
に
、
武
帝
が
幼
い
昭
帝
を
託
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
昭
帝
即
位
当
時
「
帝
　
年
八
歳
、
政
事
は
萱
に
光
に
決

す
。
（
帝
年
八
歳
、
政
事
士
豆
決
於
光
。
ご
（
『
漢
書
』
雷
光
博
）
と
言
う
よ
う
に
、
実
権
は
震
光
が
掌
握
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
昭
帝
は
幼
い
な
が
ら
も
決
し
て
暗
愚
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
昭
帝
が
十
四
才
の
と
き
、
上
官
桀
ら
が
燕
王
旦
と
謀

っ

て

窪

光
を
議
言
す
る
た
め
に
、
燕
王
の
上
書
を
偽
造
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
帝
は
そ
の
上
書
が
偽
造
で
あ

る
こ
と
を
見
抜
き
、
周
囲
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。
昭
帝
の
成
人
後
も
、
両
者
の
信
頼
関
係
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
霞
光
自
身
は
儒
家

官
僚
と
は
言
い
難
い
が
、

昭

帝
既
に
冠
す
る
も
、
遂
に
光
に
委
任
し
、
十
三
年
に
い
た
る
ま
で
、
百
姓
充
實
し
、
四
夷
賓
服
す
。



昭

帝
既
冠
、
遂
委
任
光
、
詑
十
三
年
、
百
姓
充
實
、
四
夷
賓
服
。

（『
漢
書
』
窪
光
傳
）

と
い
う
よ
う
に
、
儒
家
の
理
想
と
す
る
君
臣
関
係
が
図
ら
ず
も
こ
こ
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
賢
に
任
ず
る

君

主
」
と
「
君
主
を
輔
佐
す
る
賢
臣
」
で
あ
り
、
絶
対
的
な
君
主
と
し
て
の
皇
帝
を
儒
家
的
天
子
へ
と
一
歩
引
き
寄
せ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
昭
帝
の
崩
御
に
続
く
昌
邑
王
の
廃
位
・
宣
帝
の
擁
立
と
い
う
一
連
の
出
来
事
は
、
皇
帝
像
の
変
質
を
さ
ら
に
推
し
進

め

る
こ
と
と
な
る
。
宣
帝
は
武
帝
の
時
に
謀
反
の
罪
で
謙
さ
れ
た
戻
太
子
の
孫
で
あ
り
、
民
間
に
あ
っ
た
の
を
窪
光
が
擁
立
し
、
そ

れ
に

よ
っ
て
帝
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
宣
帝
に
と
っ
て
重
光
の
存
在
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
位

に
と
も
な
っ
て
高
廟
に
謁
見
す
る
際
、
窪
光
が
陪
乗
す
る
と
宣
帝
は
、
一
背
に
芒
刺
在
る
が
若
し
」
（
『
漢
書
』
窪
光
傳
）
と
い
う
状

態
で

あ
っ
た
と
い
う
。
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ヘ
ド
つ
や

時

に
大
將
軍
雷
光
　
政
を
輔
け
、
上
は
己
を
共
し
う
し
て
正
し
く
南
面
し
、

時
大

將
軍

重
光
輔
政
、
上
共
己
正
南
面
、
非
宗
廟
之
祀
不
出
。

宗
廟
の
祀
に
非
ざ
れ
ば
出
ず
。
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と
あ
る
。
『
論
語
』
衛
璽
公
篇
の
「
子
曰
く
、
無
爲
に
し
て
治
ま
れ
る
は
其
れ
舜
な
る
か
。
夫
れ
何
を
か
爲
さ
ん
や
。
己
を
恭
し
う

し
て
正
し
く
南
面
す
る
の
み
。
（
子
日
、
無
爲
而
治
者
其
舜
也
與
。
夫
何
爲
哉
。
恭
己
正
南
面
而
已
　
。
）
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

粉
飾

し
て
は
い
る
が
、
実
態
は
雷
光
が
完
全
に
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
漢
の
皇
帝
は
変

質
を
遂
げ
、
臣
下
に
制
せ
ら
れ
る
皇
帝
像
が
常
の
姿
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
儒
者
の
宗
」
と
言
わ
れ
た
董
仲
辞
も
官
吏
と
し
て
は



江

都
相
や
膠
西
王
の
相
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
君
主
権
を
抑
制
す
る
に
は
程
遠
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
雷
光
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ

っ

て

「
君
主
を
制
御
す
る
権
臣
、
権
臣
に
御
せ
ら
れ
る
君
主
」
と
い
う
型
が
実
態
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

雷
光
に

よ
る
君
権
の
抑
制
は
、
至
極
現
実
的
な
政
治
の
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
災
異
説
の
理
念
に
よ
っ
て
導
か
れ

た

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
皇
帝
の
性
格
は
確
か
に
変
質
し
た
の
で
あ
り
、
あ
と
は
、
雷
光
が
示
し
た
「
皇
帝
を
制

す

る
臣
下
」
の
位
置
に
純
然
た
る
儒
家
官
僚
が
座
れ
ば
、
皇
帝
像
と
天
子
像
の
対
立
は
儒
家
の
勝
利
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
と

な

る
。
そ
こ
へ
至
る
道
も
、
ま
た
重
光
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
↓
旦
儒
家
が
「
皇
帝
を
制
す
る
臣
下
」
の
位

置

を
得
れ
ば
、
災
異
説
は
皇
帝
を
制
す
る
理
論
と
し
て
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
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四

儒
家
官
僚
の
進
出

　
昭

帝
の

時
代
に
開
か
れ
た
塩
鉄
会
議
は
、
国
家
権
力
と
地
方
豪
族
の
相
剋
を
背
景
に
、
塩
鉄
酒
権
等
の
専
売
を
始
め
と
す
る
様
々

な

政
治
課
題

に
関
し
て
、
国
家
権
力
を
代
表
す
る
丞
相
御
史
大
夫
側
と
地
方
出
身
の
賢
良
文
学
と
の
論
戦
で
あ
っ
た
。
。
こ
の
塩
鉄
会

議
に

つ
い

て
、
西
嶋
定
生
氏
は
内
朝
の
実
力
者
雷
光
と
外
朝
の
実
力
者
桑
弘
羊
と
の
権
力
闘
争
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て

お

ら
れ
る
。
。
震
光
が
桑
弘
羊
の
政
策
を
批
判
す
る
た
め
に
と
っ
た
処
置
が
塩
鉄
会
議
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
『
塩
鉄
論
』
の
丞

相
と
は
車
千
秋
で
あ
り
大
夫
と
は
桑
弘
羊
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
実
力
者
に
対
し
て
一
介
の
書
生
に
す
ぎ
な
い
賢
良
文
学
が
対
等

に

議
論
で

き
た
の
は
、
そ
の
背
後
に
窪
光
が
控
え
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
一
方
の
実
力
者
籠
光
に
利
用
さ
れ
た
と
は
い
え
、
も
う



一
方
の

実
力
者
桑
弘
羊
と
対
等
に
議
論
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
儒
家
が
朝
廷
内
に
一
定
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
大
き
な
力
と

な
っ

た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
又
た

諸
儒
生
は
多
く
婁
人
の
子
、
遠
客
飢
寒
し
て
、
妄
説
狂
言
を
喜
び
、
忌
講
を
避
け
ず
、
大
將
軍
　
常
に
之
を
錨
と
す
。
今

　
　
陛
下
　
諸
儒
生
と
語
る
を
好
み
、
人
人
自
ら
書
を
し
て
封
事
せ
し
め
、
我
が
家
を
言
う
者
多
し
。

　
　
又

諸
儒
生
多
婁
人
子
、
遠
客
飢
寒
、
喜
妄
説
狂
言
、
不
避
忌
諦
、
大
將
軍
常
儲
之
。
今
陛
下
好
與
諸
儒
生
語
、
人
人
自
使
書
封

　
　
事
、
多
言
我
家
者
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
震
光
傳
）

と
い
う
記
述
は
、
震
光
の
死
後
、
家
が
傾
い
て
い
く
こ
と
を
嘆
く
一
族
の
嘆
き
の
言
葉
だ
が
、
儒
者
を
利
用
し
な
が
ら
「
庇
を
貸
し

て
母
屋

を
取
ら
れ
る
」
如
き
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
「
諸
儒
生
と
語
る
を
好
む
」
と
さ
れ
た
宣
帝
も

　
　
且
つ
俗
儒
は

時
宜

に
達
せ
ず
、
好
み
て
古
を
是
と
し
今
を
非
と
し
、
人
を
し
て
名
實
に
眩
ま
し
め
、
守
る
所
を
知
ら
ざ
ら
し
む
。

　
　
何
ぞ
委
任
す
る
に
足
ら
ん
。

　
　
且
俗
儒
不
達
時

宜
、
好
是
古
非
今
、
使
人
眩
於
名
實
、
不
知
所
守
。
何
足
委
任
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
元
帝
紀
）

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
儒
家
は
ま
だ
完
全
な
地
位
を
朝
廷
内
で
確
立
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
そ

の

後
儒

家
官
僚
が
大
い
に
朝
廷
に
進
出
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宣
帝
の
時
に
丞
相
と
な
っ
た
章
賢
は
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賢
の
人
と
な
り
質
朴
少
欲
、
志
を
學
に
篤
く
し
、

さ
る
。

賢
爲
人
質
朴
少
欲
、
篤
志
於
學
、
兼
通
禮
尚
書
、

兼
ね
て
禮
・
尚
書
に
通
じ
、
詩
を
以
て
教
授
し
、
號
し
て
都
魯
の
大
儒
と
穣

以
詩
教
授
、
號
稻
都
魯
大
儒
。

（『
漢
書
』
章
賢
傳
）

と
い
う
人
物
で
あ
り
、
同
じ
く
丞
相
を
務
め
た
魏
相
も
易
を
学
ん
で
賢
良
に
挙
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朝
廷
内
の
趨
勢

は
、
塩
鉄
会
議
と
石
渠
閣
会
議
の
性
格
の
違
い
に
、
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
塩
鉄
会
議
は
法
家
と
儒
家
の
争
い
だ
っ
た
の
だ
が
、

こ
れ
に
対
し
、
石
渠
閣
会
議
は
諸
儒
に
詔
し
て
五
経
の
同
異
を
講
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
公
羊
伝
と
穀
梁
伝
の
対
立
が
主
軸
で
あ

っ

た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
石
渠
閣
会
議
は
儒
家
内
で
の
主
導
権
争
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
問
題
に
な
る
ほ
ど
朝
廷
内
で
儒
家
の

地
位
が
上
昇

し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

朝
廷
内
で
儒
家
が
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
災
異
説
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
儒
家
が
災
異
説
を
語
る
と
き
、
そ
こ

に
込
め
ら
れ
た
天
意
を
読
み
解
く
役
割
は
、
君
主
自
身
で
は
な
く
常
に
賢
臣
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
典
に
沿
っ
て
災
異
を
解

釈
す

る
か
ら
に
は
、
経
典
の
専
門
家
で
あ
る
儒
家
が
君
主
に
対
し
て
絶
対
的
に
優
位
に
立
つ
と
い
う
現
実
的
な
理
由
に
よ
る
。
災
異

説
の

理
論

的
必
然
性
と
は
無
関
係
だ
が
、
逆
に
現
実
的
要
請
で
あ
る
だ
け
に
、
儒
家
の
優
位
性
は
揺
る
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
天

と
君
主
の
間
に
必
ず
賢
臣
が
介
在
す
る
災
異
説
は
、
理
念
の
上
で
は
天
の
意
志
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
政
治
の
指
導
原
理
と
し
て
ど

れ
だ

け
実
効
性
を
持
つ
か
は
君
主
と
臣
下
の
力
関
係
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
災
異
説
が
実
際
の
政
治
に
影
響
を
及
ぼ

す

と
い
う
こ
と
は
、
災
異
説
の
理
論
が
君
主
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
君
主
を
抑
制
す
る
力
を
持
っ
た
臣
下
が
道
具
と
し
て
災
異
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説

を
使
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
君
臣
関
係
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
儒
家
官
僚
が
そ
の
よ
う
な
力
を
持

つ

こ
と
が
出
来
た
の
は
、
震
光
が
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
皇
帝
を
抑
制
す
る
と
い
う
先
例
を
示
し
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

震

光
の
場
合
は
、
単
に
現
実
的
な
皇
帝
権
力
の
弱
体
化
で
あ
っ
た
も
の
が
、
儒
家
に
於
い
て
は
、
皇
帝
の
天
子
化
を
招
く
こ
と
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
董
仲
箭
の
災
異
説
が
天
子
を
規
定
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
災
異
説
に
よ
る
君
主
権
の

抑
制
と
は
天
の
意
志
の
発
現
で
あ
る
た
め
、
天
に
従
属
す
る
儒
家
的
天
子
に
対
し
て
は
有
効
で
あ
る
が
、
絶
対
君
主
で
あ
る
本
来
的

な
皇
帝
を
災
異
説
の
論
理
で
直
接
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
災
異
説
が
実
効
性
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
君
主
の
皇
帝

と
し
て
の
側
面
が
矯
め
ら
れ
、
天
子
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
臣
の
個
人
的
な
力
に

よ
る
君
権
の
抑
制
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
恒
常
的
に
臣
下
が
君
権
を
抑
制
し
う
る
装
置
が
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
て
災
異
説
の
流
行
の
も
と
、
理
念
の
面
で
は
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
の
関
係
が
ぞ
天
子
」
の
方
へ
と
大
き
く
傾
き
、

現
実
面
で
は
君
主
権
が
弱
体
化
し
儒
家
官
僚
が
力
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
儒
家
勢
力
の
拡
大
は
、
元
帝
・
成
帝
期
の
制
度
改
革
に
至
っ
て
一
つ
の
頂
点
に
達
し
、
儒
家
は
ほ
ぼ
国
家
の
指
導
原
理
と
な
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
元
帝
・
成
帝
期
の
制
度
改
革
は
、
儒
家
官
僚
で
あ
る
貢
萬
・
章
玄
成
・
匡
衡
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
そ
の

改
革
の
理
念
は
貢
萬
の
建
言
で
あ
る

一 93一

漢
家
の
宗
廟
祭
祀
　
多
く
古
禮
に
鷹
ぜ
ず
。

漢
家
宗
廟
祭
祀
多
不
慮
古
禮
。

（
『
漢
書
』
郊
祀
志
）



と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
孟
子
が
一
春
秋
は
天
子
の
事
な
り
（
春
秋
天
子
之
事
也
）
L
（
膝
文
公
）
と
い
う
よ
う
に
、

『
春
秋
』
に
示
さ
れ
る
法
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
孔
子
に
天
子
と
同
等
の
権
威
を
認
め
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
皇
帝
は
地
上
に
自
己
と
そ
の
祖
先
以
外
に
権
威
を
認
め
な
い
た
め
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
権
力

体

系
外
に
存
在
す
る
権
威
を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
・
軍
事
の
最
高
権
力
を
握
る
皇

帝

が
、
わ
ざ
わ
ざ
自
ら
の
権
力
を
縛
る
『
春
秋
』
の
法
に
従
お
う
と
す
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
故
、
『
春
秋
』
を
信
奉
す
る
儒
家
が
、

孔

子
の

聖

性
を
主
張
し
、
孔
子
の
定
め
た
法
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
孔
子
は
漢
に
と
っ
て
の
異
分
子
と
な
る
と
い
う
矛

盾

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
文
帝
以
降
に
な
る
と
、
天
命
の
観
念
が
高
祖
の
場
合
よ
り
も
、
よ
り
儒
家
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
節
ま
で
に
見
て
き

た

よ
う
に
、
皇
帝
の
天
子
化
が
進
む
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
排
他
的
性
格
は
弱
ま
る
方
向
へ
と
向
か
う
。
そ
こ
に
君
主
と
孔

子

を
矛
盾
無
く
関
係
付
け
得
る
可
能
性
が
開
け
て
く
る
。
具
体
的
に
は
「
存
二
王
之
後
」
と
い
う
礼
的
措
置
で
あ
る
。
『
史
記
』
孝

武
本
紀
．
に
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其

れ

三
十
里

の

地

を
以
て
周
の
後
を
封
じ
周
子
南
君
と
爲
し
、

其
以
三
十
里
地
封
周
後
爲
周
子
南
君
、
以
奉
先
王
祀
焉
。

以
て

先
王
の
祀
を
奉
ぜ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝
の
時
代
に
初
め
て
「
二
王
の
後
を
存
す
」
と
い
う
こ
と
に
手
が
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
上
帝
の
郊
祀
に
対

応
す

べ

く
后
±
の
祭
祀
を
議
論
し
た
年
の
こ
と
で
あ
り
、
儒
家
的
天
子
観
念
の
発
露
で
あ
る
。
儒
家
的
な
天
子
の
観
念
で
は
、
王
朝



交
代
は
天
命
が
革
ま
る
の
で
あ
り
、
権
威
の
断
絶
を
意
味
し
な
い
。
桀
約
は
、
彼
ら
が
個
人
と
し
て
天
意
を
失
い
国
を
滅
ぼ
し
た
の

で

あ
り
、
孟
子
が
言
う
よ
う
に
、
武
王
は
一
夫
の
村
を
謙
し
た
に
す
ぎ
な
い
⑱
そ
れ
ゆ
え
前
の
王
朝
と
後
の
王
朝
は
天
命
と
い
う
共

通
項
で

結

ば
れ

て

お

り
、
前
王
朝
の
打
倒
は
前
王
朝
の
権
威
の
否
定
と
は
な
ら
な
い
。
前
王
朝
の
権
威
は
、
現
王
朝
の
秩
序
の
中
に

矛

盾

無
く
組
み
込
ま
れ
、
格
は
落
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
な
り
に
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
二
王
の
後
を
存
す
」
と
い
う
制
度
は
、

そ
れ

を
型
に
し
て
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
し
て
孔
子
を
漢
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
匡
衡
に
始
ま
る
。
武
帝
に
よ
っ
て
周
の
後
喬

と
し
て
封
じ
ら
れ
た
周
子
南
君
は
、
元
帝
の
時
代
に
周
承
休
侯
へ
格
上
げ
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
股
の
後
商
も
封
じ
よ
う
と
し
た

が
、
適
当
な
候
補
者
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
股
の
後
喬
は
戦
国
期
の
宋
だ
が
、
匡
衡
は
春
秋
の
義
に
よ
っ
て
宋
を
退
け
、

『
礼

記
』
に
よ
っ
て
孔
子
こ
そ
股
の
後
商
と
し
て
封
ず
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
『
漢
書
』
梅
福
伝
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
を
見
て
み

よ
う
。
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春

秋

の

義
、
諸
侯
の
其
の
社
櫻
を
守
る
能
わ
ざ
る
者
は
絶
つ
。
い
ま
宋
國
　
己
に
其
の
統
を
守
ら
ず
し
て
國
を
失
え
り
。
則
ち

宜

し
く
更
め
て
股
の
後
を
立
て
始
封
の
君
と
爲
し
、
而
し
て
上
　
湯
の
統
を
承
け
し
む
べ
し
。
…
禮
記
に
孔
子
曰
く
、
丘

は

股
人

な

り
と
。
先
師
共
に
博
う
る
所
な
れ
ば
、
宜
し
く
孔
子
の
世
を
以
て
湯
の
後
と
爲
す
べ
し
。

春

秋
之

義
、
諸
侯
不
能
守
其
社
稜
者
絶
。
今
宋
國
已
不
守
其
統
而
失
國
　
。
則
宜
更
立
段
後
爲
始
封
君
、
而
上
承
湯
統
。
・
・

禮
記
孔

子
日
、
丘
股
人
也
。
先
師
所
共
傳
、
宜
以
孔
子
世
爲
湯
後
。



さ
す
が
に
こ
の
時
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
次
の
成
帝
の
緩
和
元
年
に
孔
吉
が
股
紹
嘉
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ひ

と
ま
ず
孔
子
を
漢
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　
右
の
如
き
措
置
は
、
『
左
氏
伝
』
『
穀
梁
伝
』
『
世
本
』
『
礼
記
』
を
使
っ
て
証
拠
固
め
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
、
わ
ざ
わ
ざ
記
録
さ
れ

て

い

る
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
や
は
り
相
当
に
無
理
を
押
し
通
し
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
受

命

な

き
聖
人
」
と
い
う
孔
子
の
矛
盾
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
、
決
し
て
根
本
的
な
解
決
策
で
は
な
い
。
孔
子
を
股
の
後
商
と
す

る
こ
と
の
欠
点
は
、
ま
だ
他
に
も
あ
る
。
ま
ず
、

子

曰
く
、
周
は
二
代
に
鑑
み
て
郁
郁
乎
と
し
て
文
な
る
か
な
。

子

日
、
周
鑑
於
二
代
郁
郁
乎
文
哉
。
吾
從
周
。

吾
　
周
に
從
わ
ん
。

（『
論
語
』
八
倫
）
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と
い
う
孔
子
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
股
の
後
商
と
い
う
位
置
は
儒
家
に
と
っ
て
い
か
に
も
不
満
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
第

二
点

は
、
「
二
王
の
後
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
既
に
天
命
が
去
っ
た
家
系
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
権
力
に
食
い
込
も
う
と
す
る
儒
家

に

と
っ
て
、
権
力
の
第
一
線
か
ら
引
い
た
位
置
に
孔
子
を
据
え
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
か
っ
た
。
第
三
点
は
、
股
紹
嘉
侯
が
受
命
の

王

で

あ
る
湯
の
祀
を
奉
じ
る
た
め
に
封
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宋
の
滅
亡
を
口
実
に
孔
子
を
中
継
ぎ
と
し
て
王
統
の
仲
間

に
入
れ
る
こ
と
を
実
現
し
て
も
、
あ
く
ま
で
湯
の
脇
役
に
過
ぎ
ず
、
受
命
の
君
に
較
べ
れ
ば
格
が
一
段
落
ち
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
う
し
た
欠
点
を
補
っ
た
の
が
孔
子
素
王
説
で
あ
る
。



六

　
孔
子
素
王
説

素
王
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
孔
子
の
専
称
で
は
な
い
。
『
荘
子
』
天
道
篇
に
は
、

夫
れ
虚
静
悟
淡
寂
漠
無
爲
な
る
者
は
萬
物
の
本
な
り
。
此
れ
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
南
郷
す
る
は
、
尭
の
君
爲
る
な
り
。
此
れ

を
明
ら
か
に
し
て
以
て
北
面
す
る
は
、
舜
の
臣
爲
る
な
り
。
此
れ
を
以
て
上
に
慮
る
は
、
帝
王
天
子
の
徳
な
り
。
此
れ
を
以
て

下
に
虚
る
は
、
玄
聖
素
王
の
道
な
り
。

夫
虚
静
悟

淡
寂
漠
無
爲
者
、
萬
物
之
本
也
。
明
此
以
南
郷
、
尭
之
爲
君
也
。
明
此
以
北
面
、
舜
之
爲
臣
也
。
以
此
虚
上
、
帝
王

天

子

之
徳
也
。
以
此
虚
下
、
玄
聖
素
王
之
道
也
。

と
あ
る
。
「
虚
静
悟
淡
寂
漠
無
爲
」
と
い
う
万
物
の
本
で
あ
る
徳
を
懐
い
て
い
る
人
物
が
位
に
あ
れ
ば
帝
王
天
子
で
あ
り
、
臣
下
で

あ
れ
ば
玄
聖
素
王
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
根
元
の
徳
を
体
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
り
、
位
に
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。

し
か
し
、
孔
子
に
つ
い
て
素
王
説
を
言
う
場
合
、
「
論
語
摘
輔
像
に
曰
く
、
仲
尼
は
素
王
爲
り
。
顔
淵
は
司
徒
爲
り
。
（
論
語
摘
輔
像

日
、
仲
尼
爲
素
王
、
顔
淵
爲
司
徒
。
）
」
（
『
太
平
御
覧
』
巻
二
百
七
　
司
徒
上
）
と
い
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
王
」
と
い
う
語
の
方
に

重
み
が
あ
る
。
緯
書
で
は
、
孔
子
は
水
徳
を
承
け
た
感
生
帝
で
あ
り
、
実
際
に
は
位
に
即
い
て
い
な
い
が
、
天
命
は
降
っ
て
い
た
の

で

あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
孔
子
素
王
説
に
つ
い
て
、
浅
野
裕
一
氏
は
「
孟
子
が
唱
え
た
孔
子
王
者
説
の
後
を
承
け
、
孔
子
素
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王

説

を
主
張
し
た
L
の
は
董
仲
紆
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
。
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
董
仲
辞
が
孔
子
素
E
説
を
唱
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
浅
野
氏
も
証
拠
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
彼
の
対
策
の
中
に

素
王
之
文
焉
L
と
い
う
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
た
め
、
途
中
を
省
略
し
な
が
ら
、
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。

「
見

尭
　
命
を
受
け
て
、
天
下
を
以
て
憂
い
と
爲
し
、
而
し
て
未
だ
位
を
以
て
樂
み
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。
…
教
化
大
い
に
行
わ

れ
、
天
ド
和
治
し
、
萬
民
皆
な
仁
に
安
ん
じ
誼
を
樂
し
み
、
…
故
に
孔
子
曰
く
、
如
し
王
者
有
ら
ば
、
必
ず
世
に
し
て
後

仁

と
、
此
れ
を
こ
れ
謂
う
な
り
。
…
尭
崩
じ
て
、
天
下
尭
の
子
丹
朱
に
闘
せ
ず
し
て
舜
に
蹄
す
。
舜
辟
く
べ
か
ら
ざ
る
を

知
り
、
乃
ち
天
r
之
位
に
即
く
。
…
是
を
以
て
垂
供
無
爲
に
し
て
天
ド
治
ま
る
。
孔
子
曰
く
、
紹
は
美
を
蓋
せ
り
、
又
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ム
ニ

善
を
蓋
せ
り
と
、
此
れ
を
こ
れ
謂
う
な
り
。
…
文
王
　
天
に
順
い
物
を
理
め
、
…
天
下
こ
れ
に
蹄
す
。
…
孔
子
春

秋

を
作
り
、
先
ず
王
を
正
し
て
萬
事
を
繋
け
、
素
王
の
文
を
見
わ
す
。

尭
受
命
、
以
天
下
爲
憂
、
而
未
以
位
爲
樂
也
。
…
教
化
大
行
、
天
下
和
治
、
萬
民
皆
安
仁
樂
誼
、
…
故
孔
子
日
、
如
有

王

者
、
必
世
而
後
仁
、
此
之
謂
也
。
…
尭
崩
、
天
下
不
闘
尭
子
丹
朱
而
闘
舜
。
舜
知
不
可
辟
、
乃
即
天
子
之
位
。
…
是

以
垂

操
無
爲
而
天
下
治
。
孔
子
日
、
留
蓋
美
臭
、
又
蓋
善
実
、
此
之
謂
也
。
…
文
王
順
天
理
物
、
…
天
F
蹄
之
、
・
・

・

孔
子
作
春
秋
、
先
正
王
而
繋
萬
事
、
見
素
王
之
文
焉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
董
仲
野
傳
）

こ
の
文
章
は
、
尭
．
舜
・
文
王
の
統
治
の
有
り
様
と
孔
子
の
『
春
秋
』
制
作
を
並
べ
て
語
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
孔
子
が
尭
・

舜
・
文
王
と
並
ぶ
王
者
で
あ
っ
た
と
い
う
素
王
説
の
主
張
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
『
荘
子
』
の
文
章
に
見
え
る
よ
う
に
、
王
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者
に

相
応
し
い
徳
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
王
者
で
あ
る
こ
と
は
自
ず
と
別
の
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ

れ

ゆ
え
、
こ
の
対
策
の
文
章
も
孔
子
が
優
れ
た
徳
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
主
張
し
て
い
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
後
世
緯
書
に
言
う

よ

う
な
意
味
で
の
素
王
説
を
主
張
し
た
と
す
る
に
は
決
定
的
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
董
仲
箭
は
そ
こ
ま
で
の
主
張
は
し
て
い
な
か

っ

た

の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、
『
史
記
』
始
皇
本
紀
に
「
太
史
公
日
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
買
誼
『
新
書
』
の

語
を
見
て
み
よ
う
。

秦

　
小

邑
は
大
城
を
井
せ
、
瞼
塞
を
守
り
て
軍
し
、
量
を
高
く
し
て
戦
う
母
く
、
關
を
閉
ざ
し
て
随
に
壕
り
、
戟
を
荷
い
て
こ

れ

を
守
る
。
諸
侯
は
匹
夫
よ
り
起
こ
り
、
利
を
以
て
合
う
。
素
王
の
行
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。

秦
小
邑
井
大
城
、
守
瞼
塞
而
軍
、
高
墨
母
戦
、
閉
關
擦
阪
、
荷
戟
而
守
之
。
諸
侯
起
於
匹
夫
、
以
利
合
。
非
有
素
王
之
行
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
史
記
』
始
皇
本
紀
）
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費
誼
が
諸
侯
に
孔
子
の
よ
う
な
特
別
な
役
割
を
求
め
た
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
で
の
「
素
王
之
行
」
と
は
、
天
下
萬
民
の
た
め
に
憂
い
、

そ

の

憂
い

の

ゆ
え
に
暴
虐
を
行
う
秦
を
諒
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
天
命
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
盟
し
て

秦
に

対

抗
し
た
諸
侯
の
動
機
の
善
悪
と
徳
の
有
無
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
素
王
」

は

『
荘

子
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
玄
聖
素
王
」
の
意
味
に
近
い
。
さ
ら
に
、
司
馬
遷
は
董
仲
辞
か
ら
公
羊
学
を
受
け
て
お
り
、
司

馬
談

も
董
仲
辞
と
交
流
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
、
「
素
王
之
文
」
と
「
素
王
之
行
」
と
を
見
比
、
べ
れ
ば
、
董
仲

辞
の
対
策
に
言
わ
れ
る
素
王
は
、
孔
子
素
王
説
と
い
う
ほ
ど
の
強
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
董
仲
辞
の
段
階
で
、



孔
子

と
素
王
と
い
う
語
は
既
に
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
そ
こ
に
感
生
帝
と
し
て
の
特
別
な
意
味
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
董
仲
箭
よ

り
後
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浅
野
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
素
王
説
を
主
張
す
る
緯
書
が
公
羊
学
と
近
し
い
関
係

に

あ
る
た
め
、
董
仲
辞
と
素
王
説
が
ま
っ
た
く
無
関
係
と
は
言
い
難
い
が
、
彼
が
公
に
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
と
は
思
い
が
た
い
。

　

さ
て
、
こ
の
孔
子
素
王
説
だ
が
、
匡
衡
に
よ
る
孔
子
の
子
孫
の
封
爵
と
根
は
同
じ
で
あ
る
。
『
太
平
御
寛
』
に
孔
子
出
生
時
の
神

異
謹
が
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

拾

遺
記
に
曰
く
、
孔
子
生
ま
れ
て
麟
有
り
。
玉
書
を
闘
里
の
人
家
に
吐
く
。
文
に
云
く
、
水
精
の
子
　
商
周
を
纏
ぎ
て
素
王
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
こ

ず
。
故
に
蒼
龍
　
室
を
続
み
、
五
星
　
庭
に
降
る
。
徴
在
賢
明
に
し
て
神
異
爲
る
を
知
り
、
乃
ち
繍
紘
を
以
て
麟
の
角
に
繋
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
り
な

て

去
る
。
夫
子
　
股
湯
の
水
徳
に
系
り
て
素
王
た
り
。
（
後
略
）

拾

遺
記
日
、
孔
子
生
有
麟
。
吐
玉
書
於
關
里
人
家
。
文
云
、
水
精
之
子
纏
商
周
而
素
王
出
。
故
蒼
龍
続
室
五
星
降
庭
。
徴
在
賢

明
知
爲
神
異
、
乃
以
繍
紘
繋
麟
角
而
去
。
夫
子
系
股
湯
水
徳
而
素
モ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
太
平
御
寛
』
巻
六
九
こ
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緯
書
で

も
湯
は
水
徳
の
王
と
さ
れ
て
お
り
、
孔
子
は
湯
の
水
徳
を
継
い
で
素
王
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
を
股
の
後
喬

と
見
な
す
点
で
匡
衡
の
封
爵
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
匡
衡
の
封
爵
が
単
に
孔
子
を
股
の
後
商
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、

孔
子
素
王
説
は
単
な
る
後
商
で
は
な
く
素
王
で
あ
り
感
生
帝
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
孔
子
を
湯
と
同
列
に
置
く
の
で
あ
る
。
匡

衡
の

封
爵

と
素
王
説
の
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た
か
は
正
確
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
緯
書
が
そ
の
地
位
を
確
立
す
る

の
は

後
漢
の

光
武
帝

が

緯
書
を
奉
じ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
政
治
へ
の
影
響
の
順
序
は
、
匡
衡
に
よ
る
封
爵
が
先



で

孔
子
素
王
説
が
後
に
な
る
。
つ
ま
り
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
般
の
後
喬
と
し
て
封
爵
さ
れ
る
だ
け
で
は
補
え
な
い
欠
点
を
素
王

説
で

補
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
孔
子
は
漢
の
秩
序
の
中
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
周
知
の
よ

う
に
孔
子
素
王
説
は
、
『
春
秋
』
が
他
な
ら
ぬ
漢
の
た
め
に
孔
子
が
制
し
て
お
い
た
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
立
脚
し
て
い
る
。
孔

子
が
通
常
の

人

間

で

あ
れ
ば
、
理
想
国
家
を
目
指
し
て
夢
破
れ
た
人
で
あ
る
。
孔
子
が
後
聖
に
王
法
を
示
す
た
め
に
『
春
秋
』
を
遺

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
生
前
、
自
分
を
用
い
て
く
れ
る
君
主
を
求
め
て
諸
国
を
巡
っ
た
の
と
同
じ
く
、
死
し
た
後
に
用
い
て
く
れ

る
君
主
を
求
め
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
『
春
秋
』
を
採
用
す
る
か
否
か
は
、
漢
の
皇
帝
の
心
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
孔
子

が
神
秘
的
な

存
在

で

あ
り
、
そ
の
予
知
能
力
に
よ
っ
て
漢
の
興
起
す
る
こ
と
を
予
め
知
り
、
天
の
命
を
受
け
て
漢
の
た
め
の
法
を
遺

し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
話
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
。
儒
家
官
僚
の
台
頭
と
と
も
に
天
子
化
し
た
漢
の
皇
帝
は
『
春
秋
』
を
採
用
せ

ざ

る
を
得
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
天
命
に
基
づ
く
自
ら
の
存
在
理
由
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
漢
の
皇
帝
と
孔
子
は
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
神
秘
化
と
は
、
孔
子
を
漢
の
権
威
秩
序
の

中
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
措
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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結
び

　
皇
帝
の

権
威
秩
序
が
い

か
に

し
て
孔
子
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
か
を
見
て
き
た
。
皇
帝
は
、
当
初
の
絶
対
的
な
君
主
と
し
て
の
性

格

を
弱
め
、
天
に
従
属
す
る
天
子
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
孔
子
は
天
の
命
を
受
け
た
素
王
と
し
て
神
秘
化
さ



れ

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
天
を
仲
介
と
し
て
両
者
は
結
び
つ
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
皇
帝
が
天
子
化
し
て

い

く
こ
と
で
、
「
皇
帝
」
と
「
天
子
」
が
一
人
の
君
主
で
あ
る
こ
と
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
て
い
く
。
二
つ
の
称
号
を
一
人
の
君
主
が

兼
ね
る
こ
と
を
、
「
天
子
」
は
天
に
事
え
る
爵
で
あ
り
「
帝
王
」
は
臣
下
に
号
令
す
る
た
め
の
号
で
あ
る
と
説
明
す
る
『
白
虎
通
』

は
、
こ
の
問
題
の
一
つ
の
帰
結
点
で
あ
ろ
う
u
。
こ
う
し
た
変
化
は
君
主
権
の
弱
体
化
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
も
避
け
る
こ
と
の
で
き

な

い

流
れ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
帝
位
が
血
統
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る
か
ぎ
り
名
君
ば
か
り
が
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
幼
主
・
暗
君

を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
君
主
権
の
絶
対
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
優
れ
た
臣
下
に
位
を
譲
る
禅
譲
を
常
態

と
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
漢
が
世
襲
制
を
採
用
し
た
時
点
で
、
雷
光
の
よ
う
な
権
臣
が
登
場
す
る
の
は
必
然
で
あ
り
、
儒
家
の

台
頭
は

遅

か
れ

早
か
れ
実
現
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
尭
・
舜
の
禅
譲
を
賞
賛
す
る
儒
家
が
、
世
襲
制
に
よ
っ
て
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
と

い

う
こ
と
は
逆
説
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
禅
譲
と
い
う
観
念
的
な
価
値
が
、
君
主
権
の
絶
対
性
を
確
保
す
る
と
い
う
具
体
的

な

要
請
に
起
源
が
あ
り
、
尭
・
舜
の
禅
譲
と
い
う
伝
説
は
そ
う
し
た
古
い
時
代
の
記
憶
が
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
思
わ
せ

て

興
味
深
く
も
あ
る
。
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注（
1
）
栗
原
朋
信
「
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
る
秦
漢
璽
印
の
研
究
」
（
『
秦
漢
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
　
東
京
　
一
九
六
〇
年
　
所
収
）

　
　
六
璽
の
印
文
は
「
皇
帝
行
璽
」
「
皇
帝
之
璽
」
「
皇
帝
信
璽
」
「
天
子
行
璽
」
「
天
子
之
璽
」
「
天
子
信
璽
」
で
あ
る
。

（
2
）
西
嶋
定
生
『
中
国
古
代
国
家
の
構
造
』
第
二
章
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
（
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
（
東
京
大
学
出



　

版
会
　
東
京
　
一
九
八
三
年
　
所
収
）

　

　
な
お
、
西
嶋
氏
は
、
こ
の
論
で
皇
帝
六
璽
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

（
3
）
工
藤
元
男
氏
は
「
皇
帝
号
出
現
の
背
景
ー
戦
国
時
代
の
稻
帝
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
東
方
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
学

　

論

集
　
東
方
学
会
　
東
京
　
一
九
九
七
年
　
所
収
）
に
お
い
て
、
秦
に
は
帝
号
に
た
い
す
る
独
特
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
始
皇

　

帝
の
帝
号
選
定
は
突
然
の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
実
際
、
秦
は
斉
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
西
帝
・
東
帝
を
称
し
た

　

　
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
代
の
秦
王
が
こ
だ
わ
っ
た
帝
号
が
法
家
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
俄
に
断
じ
が
た
い
。

　

　
と
は
い
え
、
六
国
を
統
一
し
初
代
皇
帝
と
な
っ
た
の
は
始
皇
帝
で
あ
り
、
皇
帝
の
あ
り
方
に
彼
の
法
家
好
み
が
色
濃
く
反
映
し

　

　
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

（
4
）
重
澤
俊
郎
｝
董
仲
辞
研
究
」
（
『
周
漢
思
想
研
究
』
弘
文
堂
書
房
　
東
京
　
一
九
四
三
年
　
所
収
）

（
5
）
田
中
麻
沙
巳
『
両
漢
思
想
の
研
究
』
（
研
文
出
版
　
東
京
　
一
九
八
六
年
）

（
6
）
『
漢
書
』
（
中
華
書
局
　
北
京
　
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
7
）
『
春
秋
繁
露
義
讃
』
（
中
華
書
局
　
北
京
　
一
九
九
二
年
）
に
よ
っ
た
。
以
下
同
じ
。

　
　

『
春

秋

繁
露
』
は
、
古
く
か
ら
そ
の
真
偽
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
『
春
秋
繁
露
』
を
董
仲
辞
個
人
の
思
想
を
考
察
す
る
た
め
の

　
　
資
料
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
大
き
な
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
君
主
権
の
基
礎
付
け
と
抑
制

　
　
は

前
漢
期
を
通
し
て
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
董
仲
辞
個
人
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
流
れ
を
汲
む

　
　
漢
儒
の

思

想
と
し
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
董
仲
箭
の
作
を
疑
わ
れ
る
部
分
で
あ
っ
て
も
漢
代
の
思
想
資
料
と

　

　
し
て
の
価
値
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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な

お
、
『
春
秋
繁
露
』
の
真
偽
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
濱
　
久
雄
「
董
仲
紆
の
思
想
と
『
春
秋
繁
露
』
」
（
大
東
文
化
大
學
漢
學

　
　
會
誌

　
第
二
十
六
號
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
注
2
西
嶋
前
掲
書
　
第
一
章
「
序
説
」

（
9
）
金
子
修
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
』
（
汲
古
書
院
　
東
京
　
二
〇
〇
一
年
）

（
1
0
）
以
下
、
経
書
の
本
文
は
院
元
本
十
三
経
注
疏
に
よ
る
。

　

　
な
お
、
大
詰
に
つ
い
て
は
、
孫
星
祈
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
皮
錫
瑞
『
今
文
尚
書
考
証
』
と
も
に
「
弗
弔
天
降
割
干
我
家
、
不

　
　
少
延
。
」
と
句
讃
を
切
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
院
元
本
に
従
っ
た
。

（
1
1
）
日
原
利
国
「
『
塩
鉄
論
』
の
思
想
的
研
究
」
（
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
　
東
京
　
一
九
八
六
年
　
所
収
）

（
1
2
）
注
2
西
嶋
前
掲
書
　
第
七
章
「
武
帝
の
死
」

（
1
3
）
『
史
記
』
（
中
華
書
局
　
北
京
　
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
。

（
1
4
）
『
孟
子
』
梁
恵
王
「
齊
宣
王
問
日
、
湯
放
桀
、
武
王
伐
村
、
有
諸
。
孟
子
封
日
、
於
傳
有
之
。
日
、
臣
拭
其
君
、
可
乎
。
日
、

　
　
賊
仁
者
、
謂
之
賊
、
賊
義
者
、
謂
之
残
、
残
賊
之
人
、
謂
之
一
夫
。
聞
謙
一
夫
尉
　
、
未
聞
試
君
也
。
」

（
1
5
）
浅
野
裕
一
『
孔
子
神
話
』
（
岩
波
書
店
　
東
京
　
一
九
九
七
年
）

（
1
6
）
『
白
虎
通
』
で
は
皇
帝
と
言
わ
ず
帝
・
王
と
言
う
。
董
仲
辞
の
対
策
中
に
見
え
る
帝
王
は
、
五
帝
三
王
で
あ
り
、
天
子
の
意
味

　

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
白
虎
通
』
で
の
帝
王
は
臣
下
に
号
令
す
る
た
め
の
号
で
あ
る
。
皇
帝
六
璽
の
使
用
規
定
か
ら
考
え
れ
ば
、

　

　
こ
の
帝
王
は
皇
帝
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。
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