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後
	


に
お
け
る
宗
�
制
の
變
容

目

黑

杏

子

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
�
漢
後
	


に
�
こ
っ
た
宗
�
制
の
變
容
を
整
理
し
︑
王
厭


の
宗
�
制
を
經
て
後
漢
の
宗
�
制
が
成
立
す
る
�
�
の
�
提
を
�

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
�
漢
元
�
永
光
四
年

(
�
40
)

に
元
�
自
身
の
發
議
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
宗
�
制
改
革
は
︑
漢
王
�
の
宗
�
制
を
大
幅

に
改
�
し
︑
歷
代
皇
�
の
�
に
改
め
て
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂﹁
昭
﹂﹁
穆
﹂
の
位
置
づ
け
を
與
え
︑
儒
家
禮
學
の
提
示
す
る
枠
組
み
に
よ
っ
て
漢
家
宗

�
の
正
し
い
あ
り
方
を
�
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒
そ
の
後
︑
元
�
の
身
體
の
不
�
や
︑
續
く
成
�
︑
哀
�
が
�
え
た
同
類
の
問
題
に
よ
り

曲
折
し
な
が
ら
︑
元
始
年
閒
に
到
る
︒
そ
の
閒
の
關
係
事
項
を
集
成
し
た
の
が
︻
表
①
︼
で
あ
る
︒

こ
の
閒
の
皇
�
�
び
關
係
官
僚
た
ち
の
議
論
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
七
三
韋
玄
成
傳
に
ほ
ぼ
集
�
さ
れ
て
い
る
︒
�
川
正
數
氏
は
そ
の
議
論
を
︑

第
一
に
傍
系
か
ら
卽
位
し
た
皇
�
の
實
父
の
�
を
親
�
と
す
る
か
︑
第
二
に
武
�
の
�
を
不
衛
と
す
る
か
︑
の
二
つ
の
論
點
に
ま
と
め
︑
公
義

�
義
と
私
 
�
義
と
の
對
立
の
!
圖
に
整
理
し
た(1

)

︒
保
科
季
子
氏
は
�
川
氏
の
第
一
の
論
點
を
さ
ら
に
檢
證
し
︑
と
く
に
�
"
の
元
始
年
閒
に

決
定
さ
れ
た
︑
傍
系
か
ら
卽
位
し
た
皇
�
の
實
父
の
�
の
廢
止
を
︑
血
緣
$
親
子
關
係
に
對
す
る
禮
制
上
の
親
子
關
係
の
優
越
を
確
定
す
る
も

1
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【表①】 初元〜元始年閒の宗�制關連年表

年 西曆 ) 事 項 *料 (本紀以外)

初元二 � 47 十二 蕭+之死去

五 � 44 十二 貢禹死去

永光四 � 40 九 昭靈后園 (高祖母)・武哀王園 (高祖兄)・昭哀后園 (高
祖嫂)・衞思后園 (戾太子母)・戾太子園 (悼皇考父)・
戾后園 (悼皇考母) の廢止

韋玄成傳

十 郡國�の廢止 韋玄成傳

永光五 � 39 十二 太上皇�と園・孝惠�と園の廢止
�の不衛と-衛を定めた「永光五年制書」

韋玄成傳

円昭元 � 38 三 .太后園 (��母)・趙太后園 (昭�母) の廢止 韋玄成傳

三 � 36 六 丞相韋玄成死去、匡衡が丞相となる

円昭三年六)〜五年六)の閒、諸�に對する匡衡の禱�と吿祠 韋玄成傳

五 � 34 六 戾太子園 (=戾園)・戾后園の復置

七 太上皇�と園・高祖原�・昭靈后園・武哀王園・昭哀后
園・衞思后園の復置

孝武�を「世宗」とする「円昭五年制書」 韋玄成傳

悦寧元 � 33 三 孝惠�と園・.太后園・趙太后園の復置

五 元�死去

六 成�卽位

太上皇�と園・孝惠�と園・孝景�と園・.太后園・趙
太后園・昭靈后園・武哀王園・昭哀后園の廢止

韋玄成傳

円始三 � 30 十二 丞相匡衡罷免

河3元 � 28 九 太上皇�と園の復置
昭靈后・武哀王・昭哀后の太上皇�への�食

韋玄成傳・3當傳

陽朔二 � 23 八 定陶恭王康 (哀�實父) 死去

綏和元 � 8 二 定陶王欣を皇太子とする

八 中山孝王興 (3�實父) 死去

二 � 7 三 成�死去

四 哀�卽位
定陶恭王を45して「恭皇」とする
宗�制の議論

師丹傳
韋玄成傳

円3二 � 5 四 傅氏 (哀�祖母) を「�太太后」、丁氏 (哀�母) を
「�太后」とする
京師に恭皇�設置

師丹傳・外戚傳・
宣元六王傳

元壽元 � 2 三･四 孝惠�・孝景�の復置 龔7傳

二 � 1 六 哀�死去

七 中山王衎を8える

九 3�卽位

元始二年〜三年 (後 2〜3) の閒、傅氏・丁氏の改葬と恭皇�の廢止 師丹傳・外戚傳

元始元年〜四年の閒、悼皇考�と園 (奉�園) の廢止 韋玄成傳

四 後 4 夏 孝宣�を「中宗」、孝元�を「高宗」とする

五 後 5 一 �堂祫祭擧行

十二 3�死去

孝成�を「瓜宗」、孝3�を「元宗」とする 王厭傳



の
と
し
て
重
視
し
︑
そ
れ
を
︑
皇
�
權
威
の
源
泉
た
る
宗
�
が
劉
氏
の
私
$
な
宗
�
か
ら
︑
儒
家
禮
制
を
:
容
し
�
;
<
し
た
皇
�=

｢
:
命

天
子
﹂
の
公
$
な
宗
�
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
︑
と
>
義
づ
け
る(2

)

︒
金
子
修
一
氏
は
︑
保
科
氏
の
指
摘
を
う
け
︑
抽
象
$
な
皇
�
の
權
威

の
强
<
が
王
厭
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
點
を
强
�
す
る(3

)

︒

こ
れ
ら
先
行
硏
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
元
始
年
閒
に
決
定
し
た
︑
宣
�
の
實
父
悼
皇
考

(
*
皇
孫
)

と
哀
�
の
實
父
恭
皇

(定
陶
恭
王
)

の

�
の
廢
止
は
︑
儒
家
禮
學
に
基
づ
く
宗
�
制
の
確
立
の
契
機
と
し
て
大
き
な
歷
*
$
>
義
を
も
つ
︒
ま
た
宗
�
制
改
革
の
嚆
矢
と
し
て
�
初
に

實
施
さ
れ
た
郡
國
�
の
廢
止
は
︑
そ
の
歷
*
$
>
義
を
め
ぐ
っ
て
樣
々
な
視
角
か
ら
檢
討
さ
れ
て
い
る(4

)

︒

し
か
し
︑
永
光
四
年
か
ら
元
始
年
閒
ま
で
の
四
十
年
あ
ま
り
に
涉
っ
て
斷
續
$
に
行
わ
れ
た
議
論
の
論
點
は
︑
皇
�
の
實
父
の
C
い
や
郡
國

�
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
內
容
を
仔
細
に
見
る
と
︑
宗
�
制
改
革
を
推
E
し
た
人
々
の
中
に
も
>
見
の
F
い
が
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
從
來
指

摘
さ
れ
て
い
た
︑﹁
五
�
﹂
制
か
﹁
七
�
﹂
制
か
と
い
っ
た
二
者
擇
一
$
な
F
い
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
︒
宗
�
制
と
は
︑
何
を
根
幹
と

し
︑
何
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
︑
と
い
っ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
︑
政
治
闘
爭
に
も
影
H
さ
れ
な
が
ら
︑
宗
�
制
が
變
容
し
て

い
っ
た
狀
況
は
︑
秦
漢
時
代
に
お
い
て
皇
�
の
權
威
と
權
力
の
源
泉
が
再
定
義
さ
れ
て
い
く
�
�
を
�
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
單
純
<
せ
ず
に

確
J
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
永
光
四
年
以
影
︑
議
論
が
行
わ
れ
る
ご
と
に
一
定
の
結
論
が
出
さ
れ
︑
た
と
え
そ
の
後
數
年
の
短
い
閒
で

あ
っ
て
も
︑
そ
の
結
論
に
基
づ
く
宗
�
制
が
行
わ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
�
漢
元
�


以
影
の
宗
�
制
の
變
容
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
段
階
で
出
さ
れ
た
結
論
を
丁
寧
に
み
て
い
く
必
K
が
あ
る
︒

目
下
の
と
こ
ろ
︑
日
本
で
﹃
漢
書
﹄
韋
玄
成
傳
の
記
す
�
漢
宗
�
制
改
革
L
體
の
液
れ
を
檢
討
し
た
の
は
︑
先
営
の
�
川
氏
の
硏
究
の
み
で

あ
る
︒
�
川
氏
は
︑
改
革
に
お
け
る
宗
�
制
の
枠
組
み
の
變
<
を
︑﹁
七
�
﹂
へ
歸
着
す
る
も
の
と
と
ら
え
︑
そ
の
後
の
展
開
に
は
あ
ま
り
ふ

れ
な
い
︒
し
か
し
︑
續
く
王
厭
の
怨
王
�
の
宗
�
制
は
︑﹁
五
�
﹂
や
﹁
七
�
﹂
の
枠
組
み
だ
け
で
は
說
�
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
後
漢
の
宗
�

制
は
︑
ひ
と
つ
の
�
の
円
物
の
中
に
複
數
の
皇
�
・
皇
后
の
神
�
が
O
め
ら
れ
る
獨
自
の
形
態
を
と
る
た
め
︑
五
や
七
と
い
っ
た
�
の
円
物
の

�漢後	
における宗�制の變容

3



數
は
も
は
や
L
く
關
係
が
な
く
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
�
の
數
に
Q
目
す
る
こ
と
の
多
い
現
狀
で
は
︑
�
漢
末
宗
�
制
改
革
の
成
果
が
R
代
の

宗
�
制
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
筆
者
は
こ
れ
ら
の
閒
に
�
確
な
繼
承
關
係
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
永
光
四
年
か
ら
元
始
五
年
ま
で
の


閒
を
︑
元
・
成
�


︑
哀
�


︑
3
�


の
三


に
分
か
ち
︑
そ
の
閒
の
宗
�
制

の
變
容
を
具
體
$
に
確
J
す
る
︒
元
・
成
�


は
︑
儒
家
禮
學
に
基
づ
く
怨
し
い
宗
�
制
の
基
礎
が
ひ
と
ま
ず
確
定
し
た
時


で
あ
る
︒
哀
�



は
︑
そ
れ
ま
で
の
宗
�
制
の
枠
組
み
と
は
衣
な
る
理
論
が
劉
歆
に
よ
っ
て
提
�
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
皇
�
の
實
父
を
め
ぐ
る
問
題
が
深
刻
<

し
た
時


で
あ
る
︒
そ
し
て
3
�


︑
す
な
わ
ち
元
始
年
閒
に
決
定
さ
れ
た
事
柄
は
︑
哀
�


に
深
刻
<
し
た
問
題
を
解
決
し
た
︒
た
だ
し
そ

れ
と
は
別
に
︑
劉
歆
の
理
論
に
基
づ
い
た
怨
た
な
宗
�
制
が
は
じ
ま
り
︑
や
が
て
そ
れ
が
後
漢
の
宗
�
制
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し

た
�
漢
宗
�
制
の
系
�
を
跡
づ
け
た
上
で
︑
劉
瑞
氏
の
硏
究(5

)

に
よ
り
つ
つ
︑
王
厭
の
怨
王
�
の
宗
�
制
に
言
�
し
︑
後
漢
の
宗
�
制
に
つ
な
が

る
特
T
を
提
示
し
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
で
引
用
す
る
*
料
の
大
	
は
﹃
漢
書
﹄
韋
玄
成
傳
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
韋
玄
成
傳
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
出
典
を
省
略
し
︑

韋
玄
成
傳
以
外
か
ら
引
用
す
る
場
合
の
み
︑
出
典
を
記
す
︒

第
一
違

元
・
成
�


の
宗
�
制

こ
こ
で
は
︑
元
�
�
び
成
�


の
宗
�
制
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
︑
�
に
宗
�
の
﹁
昭
穆
﹂
序
列
が
ど
の
よ
う
に
つ
け
ら
れ
た
か
に
Q
目
す

る
た
め
︑
そ
れ
と
は
ひ
と
ま
ず
關
係
の
な
い
郡
國
�
の
問
題
は
C
わ
な
い
︒
ま
た
.
太
后

(
�
�
母
)

と
趙
太
后

(昭
�
母
)

の
陵
園
廢
止
も
︑

皇
�
と
皇
后
�
び
生
母
の
關
係
か
ら
論
じ
る
必
K
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
保
留
と
し
て
お
き
た
い
︒
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第
一
�

永
光
四
年
の
發
議
と
改
制
案

郡
國
�
廢
止
の
決
定
後
ま
も
な
く
元
�
が
出
し
た
詔
に
は
︑
R
の
よ
う
に
あ
る
︒

蓋
し
聞
く
な
ら
く
︑
�
王
禮
を
制
し
︑
親
�
四
を
立
て
︑
祖
宗
の
�
︑
萬
世
衛
た
ざ
る
は
︑
祖
を
5
び
宗
を
敬
う
を
�
ら
か
に
し
︑
親
親

を
著
わ
す
W
以
な
り
︑
と
︒
X
祖
宗
の
重
き
を
承
く
る
を
獲
る
も
︑
惟
れ
大
禮
未
だ
備
わ
ら
ず
︑
戰
栗
恐
懼
し
︑
敢
え
て
自
ら
顓
ら
に
せ

ず
︒
其
れ
將
軍
︑
列
侯
︑
中
二
千
石
︑
二
千
石
︑
諸
大
夫
︑
Z
士
と
議
せ
よ

(蓋
聞
︑
�
王
制
禮
︑
立
親
�
四
︑
祖
宗
之
�
︑
萬
世
不
衛
︑
W
以

�
5
祖
敬
宗
︑
著
親
親
也
︒
X
獲
承
祖
宗
之
重
︑
惟
大
禮
未
備
︑
戰
栗
恐
懼
︑
不
敢
自
顓
︒
其
與
將
軍
︑
列
侯
︑
中
二
千
石
︑
二
千
石
︑
諸
大
夫
︑
Z
士
議
)
︒

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
れ
が
﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
の
R
の
記
営
に
基
づ
く
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

王
者
︑
其
の
祖
の
自
り
て
出
ず
る
W
を
禘
し
︑
其
の
祖
を
以
て
之
に
�
し
︑
而
し
て
四
�
を
立
つ
︒
庶
子
の
王
た
る
も
亦
た
之
く
の
如
し
︒

別
子
祖
と
爲
る
︑
別
を
繼
ぎ
宗
と
爲
る
︑
 
を
繼
ぐ
者
小
宗
と
爲
る
︒
五
世
]
り
て
之
を
宗
に
	
す
︑
其
れ
高
祖
を
繼
ぐ
者
な
り
︒
是
の

故
に
祖
は
上
に
	
り
︑
宗
は
下
に
易
う
︒
祖
を
5
ぶ
故
に
宗
を
敬
う
︑
宗
を
敬
う
は
祖
 
を
5
ぶ
W
以
な
り
︒
庶
子
祖
を
祭
ら
ざ
る
者
︑

其
の
宗
を
�
ら
か
に
す
れ
ば
な
り

(王
者
禘
其
祖
之
W
自
出
︑
以
其
祖
�
之
︑
而
立
四
�
︒
庶
子
王
亦
如
之
︒
別
子
爲
祖
︑
繼
別
爲
宗
︑
繼
 
者
爲
小
宗
︒

]
五
世
而
	
之
宗
︑
其
繼
高
祖
者
也
︒
是
故
祖
	
於
上
︑
宗
易
於
下
︒
5
祖
故
敬
宗
︑
敬
宗
W
以
5
祖
 
也
︒
庶
子
不
祭
祖
者
︑
�
其
宗
也
)
︒

元
�
は
︑
皇
太
子
時
代
に
太
傅
で
あ
っ
た
蕭
+
之
よ
り
﹁
禮
[
﹂
を
敎
_
さ
れ
て
い
た(6

)

︒
そ
の
﹁
禮
[
﹂
と
は
︑
も
と
も
と
蕭
+
之
が
夏
侯

7
か
ら
學
ん
だ
も
の
で
あ
る(

7
)

︒﹃
漢
書
﹄
卷
七
八
蕭
+
之
傳
に
︑﹁
印
た
夏
侯
7
に
從
い
て
論
語
・
禮
[
を
問
う

(
印
從
夏
侯
7
問
論
語
・
禮
[
)
﹂

�漢後	
における宗�制の變容
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と
あ
り
︑
そ
の
顏
師
古
Q
に
﹁
禮
之
喪
[
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
禮
[
﹂
と
は
現
行
﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
の
內
容
に
合
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

元
�
自
身
が
か
つ
て
﹁
禮
[
﹂
を
a
得
し
た
こ
と
で
︑
當
時
の
漢
家
の
宗
�
制
が
そ
れ
に
照
ら
し
て
不
備
で
あ
る
と
の
問
題
>
識
を
强
く
も

ち
︑
改
制
の
發
議
に
到
っ
た
︒
韋
玄
成
傳
の
後
�
に
︑

初
め
︑
高
后
の
時
︑
臣
下
の
妄
り
に
先
�
の
宗
�
・
寢
園
の
官
を
非
議
す
る
を
患
い
︑
故
に
定
め
て
令
に
著
わ
し
︑
敢
え
て
擅
り
に
議
す

る
者
]
れ
ば
棄
市
と
す
︒
元
�
に
至
り
て
改
め
て
制
し
︑
此
の
令
を
蠲
除
す

(初
︑
高
后
時
患
臣
下
妄
非
議
先
�
宗
�
寢
園
官
︑
故
定
著
令
敢
]

擅
議
者
棄
市
︒
至
元
�
改
制
︑
蠲
除
此
令
)
︒

と
あ
り
︑
宗
�
制
改
革
の
議
論
を
は
じ
め
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
皇
�
自
ら
が
制
に
よ
っ
て
律
令
を
改
め
る
必
K
が
あ
っ
た
︒

元
�
の
下
問
に
對
し
︑
丞
相
韋
玄
成
が
議
論
を
ま
と
め
て
上
奏
し
た
內
容
は
︑
L
て
韋
玄
成
傳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
長
�
で
あ
り
內
容
も

多
岐
に
わ
た
る
た
め
︑
區
切
っ
て
提
示
す
る
︒

a

｢玄
成
等
四
十
四
人
﹂
の
>
見

a
①

禮
︑
王
者
の
始
め
て
:
命
す
︑
諸
侯
の
始
封
の
君
︑
皆
な
太
祖
と
爲
す
︒︹
太
祖
を
繼
ぐ
︺
以
下(8

)

︑
五
�
に
し
て
-
ご
も
衛
ち
︑

衛
�
の
�
は
太
祖
に
臧
し
︑
五
年
に
し
て
再
た
び
殷
祭
す
る
と
は
︑
壹
禘
壹
祫
を
言
う
な
り
︒
祫
祭
な
る
者
︑
衛
�
と
未
衛
�
の
�
と
︑

皆
な
合
し
て
太
祖
に
食
し
︑
父
は
昭
と
爲
し
︑
子
は
穆
と
爲
し
︑
孫
復
た
昭
と
爲
す
は
︑
古
え
の
正
禮
な
り
︒
祭
義
に
曰
わ
く
︑
王
者
は

其
の
祖
の
自
り
て
出
ず
る
を
禘
し
︑
其
の
祖
を
以
て
之
に
�
し
︑
而
し
て
四
�
を
立
つ
︑
と
︒
言
う
こ
こ
ろ
は
︑
始
め
て
:
命
し
て
王
た

れ
ば
︑
天
を
祭
る
に
其
の
祖
を
以
て
�
し
︑
而
れ
ど
も
爲
に
�
を
立
て
ざ
る
は
︑
親
盡
く
れ
ば
な
り
︒
親
�
四
を
立
つ
る
は
親
親
な
り
︒
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6



親
盡
く
れ
ば
-
ご
も
衛
ち
︑
親
駅
の
殺
す
る
は
︑
"
わ
り
]
る
を
示
す
な
り

(禮
︑
王
者
始
:
命
︑
諸
侯
始
封
之
君
︑
皆
爲
太
祖
︒︹
繼
太
祖
︺
以

下
︑
五
�
而
-
衛
︑
衛
�
之
�
臧
乎
太
祖
︑
五
年
而
再
殷
祭
︑
言
壹
禘
壹
祫
也
︒
祫
祭
者
︑
衛
�
與
未
衛
�
之
�
︑
皆
合
食
於
太
祖
︑
父
爲
昭
︑
子
爲
穆
︑
孫

復
爲
昭
︑
古
之
正
禮
也
︒
祭
義
曰
︑
王
者
禘
其
祖
自
出
︑
以
其
祖
�
之
︑
而
立
四
�
︒
言
始
:
命
而
王
︑
祭
天
以
其
祖
�
︑
而
不
爲
立
�
︑
親
盡
也
︒
立
親
�

四
︑
親
親
也
︒
親
盡
而
-
衛
︑
親
駅
之
殺
︑
示
]
"
也
)
︒

a
②

周
の
七
�
な
る
W
以
の
者
︑
后
稷
の
始
封
︑
�
王
・
武
王
の
:
命
し
て
王
た
る
を
以
て
な
り
︒
是
を
以
て
三
�
衛
た
ず
︑
親
�
四

と
と
も
に
七
な
り
︒
后
稷
の
始
封
︑
�
武
の
:
命
の
功
]
る
者
に
非
ず
ん
ば
︑
皆
な
當
に
親
盡
き
て
衛
つ
べ
し
︒
成
王
二
d
の
業
を
成
し
︑

禮
を
制
し
樂
を
作
り
︑
功
德
茂
盛
な
る
も
︑
�
f
お
世
よ
せ
ず
︑
行
を
以
て
諡
と
爲
す
の
み

(
周
之
W
以
七
�
者
︑
以
后
稷
始
封
︑
�
王
︑
武

王
:
命
而
王
︒
是
以
三
�
不
衛
︑
與
親
�
四
而
七
︒
非
]
后
稷
始
封
︑
�
武
:
命
之
功
者
︑
皆
當
親
盡
而
衛
︒
成
王
成
二
d
之
業
︑
制
禮
作
樂
︑
功
德
茂
盛
︑

�
f
不
世
︑
以
行
爲
諡
而
已
)
︒

a
③

禮
︑
�
は
大
門
の
內
に
在
り
︑
敢
て
親
よ
り
gは
な

れ
ざ
る
な
り

(禮
︑
�
在
大
門
之
內
︑
不
敢
g
親
也
)
︒

a
④

臣
愚
以
爲
ら
く
︑
高
�
:
命
し
て
天
下
を
定
む
れ
ば
︑
宜
し
く
�
者
太
祖
の
�
と
爲
し
︑
世
世
衛
た
ざ
る
べ
し
︑
後
を
承
け
て
屬

盡
く
る
者
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
今
ま
宗
�
處
を
衣
に
し
︑
昭
穆
序
せ
ず
︑
宜
し
く
入
り
て
太
祖
�
に
就
き
て
昭
穆
を
序
す
る
こ
と
禮
の
如

く
す
べ
し
︒
太
上
皇
・
孝
惠
・
孝
�
・
孝
景
�
は
皆
な
親
盡
く
れ
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
皇
考
�
は
親
未
だ
盡
き
ず
︑
故
の
如
く
す
︑
と

(臣
愚
以
爲
︑
高
�
:
命
定
天
下
︑
宜
爲
�
者
太
祖
之
�
︑
世
世
不
衛
︑
承
後
屬
盡
者
宜
衛
︒
今
宗
�
衣
處
︑
昭
穆
不
序
︑
宜
入
就
太
祖
�
而
序
昭
穆
如
禮
︒
太

上
皇
・
孝
惠
・
孝
�
・
孝
景
�
皆
親
盡
宜
衛
︒
皇
考
�
親
未
盡
︑
如
故
)
︒
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b

｢大
司
馬
車
騎
將
軍
許
嘉
等
二
十
九
人
﹂
の
>
見

孝
�
皇
�
︑
誹
謗
を
除
き
︑
肉
𠛬
を
去
り
︑
躬
ず
か
ら
k
儉
し
︑
獻
を
:
け
ず
︑
罪
人
帑
せ
ら
れ
ず
︑
其
の
利
を
私
せ
ず
︑
美
人
を
出
だ

し
︑
人
類
を
絕
つ
を
重は
ば

か
り
︑
長
老
に
賞
賜
し(9

)

︑
孤
獨
を
收
恤
し
︑
德
厚
き
こ
と
天
地
に
侔
し
く
︑
利
澤
た
り
て
四
海
に
施
せ
ば
︑
宜
し

く
�
者
太
宗
の
�
と
爲
す
べ
し

(孝
�
皇
�
除
誹
謗
︑
去
肉
𠛬
︑
躬
k
儉
︑
不
:
獻
︑
罪
人
不
帑
︑
不
私
其
利
︑
出
美
人
︑
重
絕
人
類
︑
賞
賜
長
老
︑
收

恤
孤
獨
︑
德
厚
侔
天
地
︑
利
澤
施
四
海
︑
宜
爲
�
者
太
宗
之
�
)
︒

c

｢廷
尉
忠
﹂
の
>
見

孝
武
皇
�
︑
正
朔
を
改
め
︑
[
色
を
易
え
︑
四
夷
を
攘
え
ば
︑
宜
し
く
世
宗
の
�
と
爲
す
べ
し

(孝
武
皇
�
改
正
朔
︑
易
[
色
︑
攘
四
夷
︑
宜

爲
世
宗
之
�
)
︒

d

｢諫
大
夫
尹
p
始
等
十
八
人
﹂
の
>
見

皇
考
�
︑
上
び
て
昭
穆
に
序
す
る
は
正
禮
に
非
ず
︑
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
(皇
考
�
上
序
於
昭
穆
︑
非
正
禮
︑
宜
衛
)
︒

L
體
を
整
理
す
る
と
︑
韋
玄
成
等
の
結
論
し
た
宗
�
制
は
a
④
で
︑
a
①
～
③
は
そ
の
根
據
を
営
べ
る
︒
a
①
と
a
③
冒
頭
の
﹁
禮
﹂
が
︑

a
④
の
﹁
如
禮
﹂
の
﹁
禮
﹂
に
あ
た
る
︒
b
c
d
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
a
④
の
宗
�
制
の
一
部
に
對
す
る
反
對
>
見
で
あ
る
︒

a
①
冒
頭
の
﹁
禮
﹂
以
下
﹁
壹
禘
壹
祫
也
﹂
に
到
る
ま
で
は
︑
い
ず
れ
か
の
經
書
に
直
接
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る(10

)

︒
そ

の
後
の
﹁
祫
祭
﹂
の
說
�
は
︑﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
�
公
二
年
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る(11

)

︒

R
に
引
用
さ
れ
る
﹁
祭
義
﹂
の
內
容
は
︑
錢
大
昭
が
指
摘
す
る
よ
う
に
現
行
﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
に
含
ま
れ
︑
元
�
が
詔
で
引
用
し
た
の
と
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同
じ
だ
が
︑
韋
玄
成
等
は
こ
こ
で
そ
の
經
�
の
解
釋
を
披
露
し
て
い
る(12

)

︒
そ
の
解
釋
の
K
點
は
︑
�
の
-
衛
を
決
め
る
絕
對
$
な
基
準
が

﹁
親
﹂
に
あ
る
こ
と
を
示
す
點
で
あ
る
︒
:
命
し
た
王

(=

太
祖
)

は
︑
始
祖
の
た
め
に
す
ら
�
を
立
て
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
自
分
か
ら
g
い
祖
で

あ
り
︑﹁
親
﹂
が
す
で
に
盡
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
:
命
な
い
し
始
封
の
太
祖
�
一

(不
衛
)

と
︑﹁
親
﹂
の
あ
る
�
四

(
-
衛
)

の
計
五
�

が
常
に
保
持
さ
れ
る
の
が
﹁
禮
﹂
の
一
般
原
則
で
あ
り
︑
そ
れ
を
現
在
の
漢
王
�
の
諸
�
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
︑
a
④
に
提
示
さ
れ
た
s
擇

と
な
る
︒﹁
親
﹂
を
唯
一
の
基
準
と
す
る
か
ら
こ
そ
︑
悼
皇
考
�
は
容
J
さ
れ
る
︒

a
②
は
周
の
七
�
を
說
�
す
る
部
分
で
あ
る
が
︑
そ
の
�
眼
は
︑
周
の
七
�
が
a
①
で
営
べ
た
﹁
禮
﹂
の
一
般
原
則
と
は
衣
な
る
特
例
で
あ

る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
點
に
あ
る
︒
七
�
を
三
つ
の
不
衛
�

(后
稷
・
�
王
・
武
王
)

と
四
つ
の
親
�
と
解
釋
し
︑
�
者
は
特
例
で
も
後
者
は

一
般
原
則
に
か
な
い
︑
か
つ
功
德
あ
る
成
王
の
�
で
す
ら
不
衛
と
は
な
ら
な
い
と
し
︑
a
①
で
示
し
た
﹁
親
﹂
を
絕
對
$
基
準
と
す
る
�
張
を

補
强
す
る
︒﹃
禮
記
﹄
王
制
や
禮
器
︑
�
び
﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
僖
公
十
五
年
に
は
﹁
天
子
七
�
﹂
と
あ
る
事
實
を
周
の
特
例
と
み
な
し
︑
一
般

原
則
と
し
て
の
﹁
禮
﹂
の
﹁
五
�
﹂
と
の
整
合
性
を
と
り
つ
つ
︑
範
と
し
て
の
後
者
の
優
越
を
営
べ
た
と
考
え
ら
れ
る(13

)

︒

a
③
は
�
の
立
地
に
關
す
る
﹁
禮
﹂
說
だ
が
︑
典
據
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
漢
で
は
�
�
以
下
の
�
が
長
安
城
外
に
あ
る
た
め
︑
城
內
の
高

�
を
﹁
太
祖
�
﹂
と
し
て
︑
宗
�
の
機
能
を
そ
こ
に
集
�
し
よ
う
と
す
る
>
見
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
a
④
で
提
示
さ
れ
た
宗
�
制
案
は
︑﹁
親
﹂
を
絕
對
$
基
準
と
す
る
�
張
が
貫
園
さ
れ
た
﹁
五
�
﹂
制
で
あ
る(14

)

︒
ま
た
﹁
宗
﹂
を
想

定
し
な
い
點
も
特
T
$
で
あ
る
︒
景
�
元
年
以
來
百
年
以
上
﹁
太
宗
﹂
と
さ
れ
て
き
た
孝
�
�
を
衛
�
と
し
︑
元
�
の
祖
父
悼
皇
考
�
を
﹁
親

�
﹂
の
ひ
と
つ
と
す
る
も
の
で
︑
具
體
$
に
示
せ
ば
︑

高
祖
�

(=

太
祖
�
)

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
武
�

(親
�
1
)
・
孝
昭
�

(親
�
2
)
・
悼
皇
考
�

(親
�
3
)
・
孝
宣
�

(親
�
4
)

以
上
﹁
-
衛
﹂
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と
い
う
案
で
あ
る
︒
親
�
の
﹁
昭
穆
﹂
を
ど
の
よ
う
に
つ
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
は
�
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
悼
皇
考
は
昭
�
の
甥
に
あ
た

る
の
で
︑
世
代
に
よ
っ
て
︑
武
�

(昭
)
・
昭
�

(穆
)
・
悼
皇
考

(昭
)
・
宣
�

(穆
)

と
す
る
の
が
w
當
で
あ
ろ
う
︒

孝
武
�
は
ま
だ
衛
�
の
段
階
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
c
の
>
見
が
出
さ
れ
た
の
は
︑﹁
太
宗
﹂
孝
�
�
の
衛
�
と
同
時
に
︑
孝
武
�
を

﹁
世
宗
﹂
と
す
る
舊
來
の
位
置
づ
け
を
も
廢
す
る
案
が
出
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
悼
皇
考
�
を
問
題
視
し
︑
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列

に
組
み
x
む
こ
と
に
反
對
す
る
d
の
>
見
が
出
た
の
は
︑﹁
親
﹂
を
基
準
と
す
る
以
外
の
考
え
方
の
存
在
を
示
す
も
の
と
し
て
重
K
で
あ
る
︒

K
す
る
に
︑
景
�
が
﹁
太
祖
﹂
高
祖
�
︑﹁
太
宗
﹂
孝
�
�
を
定
め
︑
そ
の
二
�
で
の
八
)
酎
祭
を
宗
�
の
大
祭
と
し
て
別
格
<
し
︑
續
い

て
宣
�
が
﹁
世
宗
﹂
孝
武
�
を
定
め
て
﹁
太
祖
﹂﹁
太
宗
﹂
と
格
を
等
し
く
し
た
こ
れ
ま
で
の
宗
�
制
を
︑
そ
の
根
幹
か
ら
一
怨
す
る
案
と
い

え
る
︒
元
�
が
一
年
y
く
惱
ん
だ
の
は
當
然
か
も
し
れ
な
い(15

)

︒

第
二
�

永
光
五
年
の
議
論
と
決
定

事
態
が
動
い
た
の
は
永
光
五
年

(
�
39
)

末
で
あ
る
︒
元
�
は
ま
ず
︑
永
光
四
年
の
上
奏
を
勘
案
し
た
基
本
方
針
を
提
示
し
た
︒

蓋
し
聞
く
な
ら
く
︑
王
者
の
祖
功
]
り
て
宗
德
]
る
は
︑
5
5
の
大
義
な
り
︑
親
�
四
を
存
す
る
は
︑
親
親
の
至
恩
な
り
︑
と
︒
高
皇
�
︑

天
下
の
爲
め
に
暴
を
誅
し
亂
を
除
き
︑
:
命
し
て
�
た
れ
ば
︑
功
焉
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
︒
孝
�
皇
�
︑
國
し
て
代
王
爲
り
︑
諸
呂
亂

を
作
し
︑
海
內
搖
動
す
る
も
︑
然
る
に
群
臣
・
黎
庶
︑
>
を
壹
に
せ
ざ
る
靡
く
︑
北
面
し
て
心
を
歸
し
︑
f
お
z
り
て
辭
し
固
く
讓
り
て

後
位
に
卽
き
︑
亂
秦
の
跡
を
{
り
︑
三
代
の
風
を
興
し
︑
是
を
以
て
百
姓
晏
然
と
し
て
︑
咸
な
嘉
福
を
獲
れ
ば
︑
德
焉
れ
よ
り
盛
ん
な
る

は
莫
し
︒
高
皇
�
︑
漢
の
太
祖
と
爲
し
︑
孝
�
皇
�
︑
太
宗
と
爲
し
︑
世
世
祀
を
承
け
︑
之
を
無
窮
に
傳
う
る
は
︑
X
甚
だ
之
を
樂
う
︒

孝
宣
皇
�
︑
孝
昭
皇
�
の
後
爲
れ
ば
︑
義
に
於
い
て
壹
體
た
り
︒
孝
景
皇
�
�
�
び
皇
考
�
︑
皆
な
親
盡
く
︒
其
れ
禮
儀
を
正
せ

(蓋
聞
︑

東 方 學 報
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王
者
祖
]
功
而
宗
]
德
︑
5
5
之
大
義
也
︑
存
親
�
四
︑
親
親
之
至
恩
也
︒
高
皇
�
爲
天
下
誅
暴
除
亂
︑
:
命
而
�
︑
功
莫
大
焉
︒
孝
�
皇
�
國
爲
代
王
︑
諸

呂
作
亂
︑
海
內
搖
動
︑
然
群
臣
黎
庶
︑
靡
不
壹
>
︑
北
面
而
歸
心
︑
f
z
辭
固
讓
而
後
卽
位
︑
{
亂
秦
之
跡
︑
興
三
代
之
風
︑
是
以
百
姓
晏
然
︑
咸
獲
嘉
福
︑

德
莫
盛
焉
︒
高
皇
�
爲
漢
太
祖
︑
孝
�
皇
�
爲
太
宗
︑
世
世
承
祀
︑
傳
之
無
窮
︑
X
甚
樂
之
︒
孝
宣
皇
�
爲
孝
昭
皇
�
後
︑
於
義
壹
體
︒
孝
景
皇
�
�
�
皇
考

�
︑
皆
親
盡
︒
其
正
禮
儀
)
︒

方
針
の
K
點
は
︑
第
一
に
﹁
太
祖
﹂
高
祖
�
と
﹁
太
宗
﹂
孝
�
�
と
を
と
も
に
﹁
不
衛
﹂
と
す
る
こ
と
︑
第
二
に
宣
�
と
昭
�
と
を
﹁
一

體
﹂
と
み
な
す
こ
と
︑
第
三
に
悼
皇
考
�
を
﹁
親
盡
﹂
と
す
る
こ
と
︑
の
三
點
で
あ
る
︒
末
尾
に
﹁
孝
景
皇
�
�
�
皇
考
�
皆
親
盡
﹂
と
あ
る

が
︑﹁
孝
景
皇
�
﹂
は
﹁
孝
惠
皇
�
﹂
の
~
り
で
あ
ろ
う(16

)

︒

一
點
目
は
︑
景
�
元
年
の
決
定
を
再
定
義
し
︑
改
め
て
二
�
を
儒
家
禮
制
上
の
﹁
不
衛
﹂
�
と
し
て
確
定
す
る
方
針
で
あ
る
︒

二
點
目
は
難
解
で
あ
る
が
︑
顏
師
古
は
R
の
よ
う
に
理
解
し
た
︒

一
體
︑
俱
に
昭
と
爲
す
を
謂
う
な
り
︒
禮
︑
孫
は
祖
と
俱
に
昭
と
爲
す
︒
宣
�
の
昭
�
に
於
け
る
や
從
孫
爲
り
︑
故
に
義
に
於
い
て
一
體

と
云
う

(一
體
謂
俱
爲
昭
也
︒
禮
︑
孫
與
祖
俱
爲
昭
︒
宣
�
之
於
昭
�
爲
從
孫
︑
故
云
於
義
一
體
)
︒

顏
師
古
が
﹁
壹
體
﹂
を
﹁
と
も
に
昭
と
す
る
こ
と
﹂
と
理
解
し
た
の
は
︑
後
�
に
み
え
る
︑
こ
の
方
針
を
う
け
て
韋
玄
成
等
が
策
定
し
た

﹁
禮
儀
﹂
に
お
い
て
︑
昭
�
と
宣
�
と
が
と
も
に
﹁
昭
﹂
と
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
昭
�
と
宣
�
と
は
祖
父
世
代
と
孫
世

代
と
の
關
係
に
あ
る
か
ら
︑
ど
ち
ら
も
﹁
昭
﹂
と
な
る
の
は
禮
制
上
の
�
理
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
を
﹁
一
體
﹂
と
表
現
す
る
の
か
ど
う
か
︑

い
ま
ひ
と
つ
す
っ
き
り
し
な
い
︒

�漢後	
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と
い
う
の
は
︑
元
�
が
︑﹁
宣
�
は
昭
�
の
﹁
後
﹂
で
あ
る
か
ら
︑﹁
義
﹂
に
お
い
て
﹁
壹
體
﹂
で
あ
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
こ

の
場
合
︑﹁
壹
體
﹂
と
は
︑
世
代
よ
り
も
︑
�
位
繼
承
の
順
序
に
か
か
る
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

そ
こ
で
私
案
と
し
て
︑﹁
一
體
﹂
と
は
︑
昭
�
と
宣
�
と
の
閒
に
介
在
す
る
悼
皇
考
の
排
除
を
>
味
す
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
考
え
た
い
︒

そ
の
根
據
は
︑
K
點
の
三
點
目
と
し
て
あ
げ
た
よ
う
に
︑
元
�
が
悼
皇
考
�
に
つ
い
て
﹁
親
盡
﹂
と
�
斷
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
同
�
を
﹁
衛

�
﹂
と
し
た
い
元
�
の
>
圖
を
示
唆
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
點
で
あ
る
︒
元
�
が
︑
�
に
よ
っ
て
漢
家
の
正
瓜
な
�
位
繼
承
の
順
序
を
示
す
た

め
に
︑
�
位
繼
承
の
順
序
と
�
の
序
列
と
を
對
應
さ
せ
た
い
と
考
え
た
な
ら
ば
︑
そ
の
た
め
に
︑
皇
�
位
に
つ
い
て
い
な
い
悼
皇
考
の
�
を
排

除
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
︒
昭
�
と
宣
�
の
﹁
壹
體
﹂
と
は
︑
そ
れ
を
正
當
<
す
る
表
現
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の

場
合
︑
韋
玄
成
等
が
示
し
た
悼
皇
考
�
を
﹁
昭
穆
﹂
に
組
み
入
れ
る
案
に
對
し
︑
實
の
孫
で
あ
る
元
�
自
身
が
そ
の
修
正
を
求
め
て
い
る
た
め
︑

兩
者
の
閒
に
は
�
妙
な
考
え
の
F
い
が
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

元
�
の
方
針
提
示
を
:
け
て
韋
玄
成
等
が
策
定
し
た
宗
�
制
は
︑
R
の
よ
う
に
な
っ
た
︒

祖
・
宗
の
�
︑
世
世
不
衛
た
り
︑
祖
を
繼
ぐ
る
よ
り
以
下
︑
五
�
に
し
て
-
衛
す
︒
今
ま
高
皇
�
太
祖
と
爲
し
︑
孝
�
皇
�
太
宗
と
爲
し
︑

孝
景
皇
�
昭
と
爲
し
︑
孝
武
皇
�
穆
と
爲
し
︑
孝
昭
皇
�
は
孝
宣
皇
�
と
俱
に
昭
と
爲
す
︒
皇
考
�
は
親
未
だ
盡
き
ず
︒
太
上
︑
孝
惠
�

は
皆
な
親
盡
く
れ
ば
︑
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
太
上
�
の
�
は
宜
し
く
園
に
瘞う
ず

め
︑
孝
惠
皇
�
穆
と
爲
し
︑
�
は
太
祖
�
に
	
し
︑
寢
園
皆

な
復
た
は
修
む
る
無
か
る
べ
し

(
祖
・
宗
之
�
世
世
不
衛
︑
繼
祖
以
下
︑
五
�
而
-
衛
︒
今
高
皇
�
爲
太
祖
︑
孝
�
皇
�
爲
太
宗
︑
孝
景
皇
�
爲
昭
︑
孝

武
皇
�
爲
穆
︑
孝
昭
皇
�
與
孝
宣
皇
�
俱
爲
昭
︒
皇
考
�
親
未
盡
︒
太
上
︑
孝
惠
�
皆
親
盡
︑
宜
衛
︒
太
上
�
�
宜
瘞
園
︑
孝
惠
皇
�
爲
穆
︑
�
	
於
太
祖
�
︑

寢
園
皆
無
復
修
)
︒

東 方 學 報
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�
川
正
數
氏
は
こ
れ
を
︑﹁
太
祖
高
�
と
大
宗
�
�
と
を
不
衛
と
し
︑
あ
と
は
身
y
な
W
か
ら
五
�
を
置
く
と
い
う
七
�
說
に
よ
り
︑
そ
の

五
�
を
︑﹁
景
・
武
・
昭
・
皇
考
・
宣
﹂
と
數
え
︑
太
上
皇
�
と
惠
�
と
は
︑
親
が
盡
き
た
の
で
	
す
べ
き
で
あ
る
と
�
張
し
て
︑
そ
れ
が
裁

可
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂
と
K
�
す
る(17

)

︒
し
か
し
筆
者
は
︑
�
中
で
悼
皇
考
�
に
﹁
昭
﹂﹁
穆
﹂
の
い
ず
れ
の
位
置
づ
け
も
與
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
重
視
し
た
い
︒

保
科
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
︑
こ
の
段
階
で
高
�
・
孝
�
�
・
孝
景
�
・
孝
武
�
・
孝
昭
�
・
悼
皇
考
�
・
孝
宣
�
の
計
七
つ
の
�
が
殘
さ

れ
た
の
は
事
實
で
あ
る(

18
)

︒
し
か
し
︑
﹁
太
祖
﹂﹁
太
宗
﹂﹁
昭
﹂﹁
穆
﹂
と
い
う
宗
�
制
上
の
位
置
づ
け
を
得
た
�
に
Q
目
す
る
と
︑
ま
た
F
っ
た

側
面
が
み
え
て
く
る
︒

�
中
の
﹁
爲
﹂
字
が
宗
�
制
上
の
位
置
づ
け
の
確
定
を
示
す
と
み
た
な
ら
ば
︑

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
景
�
﹁
昭
﹂
(親
�
1
)
・
孝
武
�
﹁
穆
﹂
(親
�
2
)
・
孝
昭
�
﹁
昭
﹂
(親
�
3
)
・
孝
宣
�
﹁
昭
﹂
(親
�
4
)

以
上
﹁
-
衛
﹂

と
な
り
︑
こ
れ
が
こ
の
時
點
で
定
め
ら
れ
た
宗
�
の
序
列
で
あ
る
︒
皇
�
位
繼
承
の
順
序
と
各
皇
�
の
世
代
と
を
對
應
さ
せ
た
な
ら
ば
︑
﹁
昭
﹂

が
連
續
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
︑
R
k
で
み
る
よ
う
に
︑
�
漢
の
皇
�
た
ち
の
神
�
が
L
て
一
堂
に
會
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︑
つ
ま
り

一
箇
W
で
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
が
可
視
<
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
︑﹁
昭
﹂
と
﹁
穆
﹂
の
バ
ラ
ン
ス
が
多
少
惡
く
て
も
︑
大
き
な
問
題
に

は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
悼
皇
考
�
は
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
か
ら
排
除
さ
れ
た
が
︑﹁
親
未
盡
﹂
と
い
う
理
由
で
存
在
を
容
J
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

悼
皇
考
�
の
こ
の
よ
う
な
中
�
	
端
な
狀
況
の
も
つ
>
味
を
考
え
る
手
が
か
り
が
︑
太
上
皇
�
に
對
す
る
措
置
に
あ
る
︒
太
上
皇
は
︑
皇
�

�漢後	
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位
に
つ
い
て
い
な
い
皇
�
の
實
父
と
い
う
點
で
悼
皇
考
と
等
し
い
︒
太
上
皇
�
に
つ
い
て
︑﹁
親
が
盡
き
た
﹂
た
め
衛
�
と
し
た
上
で
神
�
を

園
に
埋
め
る
と
は
︑
皇
�
位
に
つ
い
て
い
な
い
者
と
し
て
︑
�
位
繼
承
者
の
枠
外
に
葬
る
こ
と
を
>
味
す
る
︒
同
樣
の
理
由
で
衛
�
と
な
る
惠

�
�
は
︑
一
方
で
太
祖
�

(高
�
)

の
中
で
﹁
穆
﹂
の
位
置
づ
け
を
得
て
︑
�
位
繼
承
者
の
枠
內
に
殘
る
た
め
で
あ
る(19

)

︒

太
上
皇
�
の
例
は
︑﹁
親
﹂
を
基
準
と
し
て
︑
一
定


閒
內
に
限
っ
て
存
在
を
容
J
さ
れ
な
が
ら
も
︑
�
位
繼
承
者
と
そ
の
序
列
內
に
は
位

置
づ
け
ら
れ
な
い
�
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
悼
皇
考
�
も
ま
た
︑﹁
親
盡
﹂
の
と
き
が
來
る
ま
で
祭
祀
を
:
け
る
が
︑﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
か
ら

は
排
除
さ
れ
︑
ゆ
く
ゆ
く
は
太
上
皇
�
と
同
樣
に
處
置
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か(20

)

︒
元
�
の
悼
皇
考
�
﹁
衛

�
﹂
の
方
針
と
︑
韋
玄
成
等
の
﹁
親
﹂
を
唯
一
の
基
準
と
す
る
�
張
と
の
w
協
と
し
て
︑
こ
の
措
置
が
と
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る(21

)

︒

こ
の
永
光
五
年
の
宗
�
制
が
︑
韋
玄
成
傳
の
後
�
に
い
う
﹁
永
光
五
年
制
書
﹂
の
內
容
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
-
衛
﹂
の
基
準
を
現
皇
�
か

ら
み
た
﹁
親
﹂
に
置
き
︑
悼
皇
考
�
の
存
在
を
容
J
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
後
四
十
年
y
く
︑
悼
皇
考
�
は
問
題
な
く
保
持
さ
れ
︑
元
始

年
閒
に
到
っ
て
︑
皇
�
位
繼
承
を
示
す
序
列
を
絕
對
$
基
準
と
し
︑
そ
れ
と
﹁
親
�
﹂
と
を
完
L
に
一
致
さ
せ
る
方
針
へ
の
轉
奄
に
と
も
な
っ

て
︑
一
轉
し
て
否
定
さ
れ
廢
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
�

祫
祭
制
度

こ
こ
で
�
漢
の
宗
�
祭
祀
制
度
の
ひ
と
つ
︑
祫
祭
制
度
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
二
五
張
純
傳
に
︑

漢
の
舊
制
︑
三
年
ご
と
に
一
た
び
祫
し
︑
衛
�
の
�
は
高
�
に
合
食
し
︑
存
�
の
�
は
未
だ
嘗
て
合
祭
せ
ず

(
漢
舊
制
︑
三
年
一
祫
︑
衛
�

�
合
食
高
�
︑
存
�
�
未
嘗
合
祭
)
︒

東 方 學 報
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と
あ
る
︒
こ
の
﹁
舊
制
﹂
が
い
つ
の
も
の
か
�
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
祫
祭
が
﹁
衛
�
�
﹂
を
高
�
で
合
祭
す
る
祭
祀
で
あ
る
な
ら
ば
︑
﹁
衛

�
�
﹂
の
出
現
を
も
っ
て
そ
の
規
定
が
で
き
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒﹁
衛
�
﹂
の
發
生
と
同
時
に
祫
祭
の
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
︑

﹁
衛
�
�
﹂
は
祭
祀
を
:
け
る
場
を
L
く
失
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
︒
�
漢
で
は
じ
め
て
﹁
衛
�
�
﹂
と
な
っ
た
の
は
惠
�
で
あ
り
︑
そ
れ

は
永
光
五
年
の
宗
�
制
の
策
定
に
よ
る
︒

な
ら
ば
張
純
の
い
う
祫
祭
制
度
の
﹁
漢
舊
制
﹂
と
は
︑
こ
の
永
光
五
年
に
怨
た
な
宗
�
制
の
一
角
と
し
て
︑
惠
�
�
の
神
�
を
﹁
穆
﹂
と
し

て
高
�
に
	
し
た
の
と
同
時
に
策
定
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い(22

)

︒
太
上
皇
�
の
神
�
は
祫
祭
の
對
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

三
年
に
一
度
の
祫
祭
は
皇
�
親
祭
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑﹃
續
漢
書
﹄
祭
祀
志
下
第
九
劉
昭
Q
の
引
く
﹁
漢
舊
儀
﹂
か
ら
わ
か
る
︒

宗
�
︑
三
年
ご
と
に
大
い
に
祫
祭
す
︒
子
孫
諸
�
︑
昭
穆
を
以
て
高
�
に
坐
し
︑
諸
も
ろ
の
隳
�
神
︑
皆
な
合
食
し
︑
左
右
の
坐
を
設
く
︒

高
祖
南
面
し
︑
幄
繡
帳
+(

23
)

︑
堂
上
の
西
北
隅
︒
帳
中
の
坐
長
さ
一
丈
︑
廣
さ
六
尺
︑
繡
絪
厚
さ
一
尺
︑
之
に
著
く
る
に
絮
四
百
斤
を
以
て

す
︒
曲
几
︑
黃
金
釦
器
︒
高
后
は
右
に
坐
し
︑
亦
た
幄
帳
︑
卻
く
こ
と
六
寸
︒
白
銀
釦
器
︒
牢
每
に
之
を
中
分
し
︑
左
辨
は
�
に
上
し
︑

右
辨
は
后
に
上
す(

24
)

︒
俎
の
餘
・
委
肉
︑
�
殿
に
積
む
こ
と
千
斤(25

)

︑
名
づ
け
て
堆
俎
と
曰
う(26

)

︒
子
は
昭
と
爲
し
︑
孫
は
穆
と
爲
す
︒
昭
は
西

面
し
︑
曲
屛
風
︑
穆
は
東
面
し
︑
皆
な
曲
几
と
す
る
こ
と
高
祖
の
如
く
す
︒
饌
は
其
の
右
に
陳
ね
︑
各
お
の
其
の
左
に
�
し
︑
坐
は
祖
妣

の
法
の
如
く
す
︒
太
常
︑
皇
�
を
�
き
北
門
よ
り
入
る
︒
群
臣
の
陪
者
︑
皆
な
手
を
擧
げ
班
辟
し
抑
首
し
て
伏
す
︒
大
鴻
臚
︑
大
行
令
︑

九
儐
も
て
傳
え
て
曰
わ
く
︑
�
て
︑
と
︒
位
に
復
る
︒
而
し
て
皇
�
堂
に
上
り
盥
し
︑
侍
中
以
て
巾
し
︑
觶
酒
を
奉
じ
て
從
う
︒
�
E
み

て
拜
謁
す
︒
贊
�
曰
わ
く
︑
嗣
曾
孫
皇
�
︑
敬
ん
で
再
拜
す
︑
と
︒
�
み
て
酒
を
上
る
︒
卻
き
︑
行め
ぐ

り
︑
昭
穆
の
坐
に
至
り
R
も
て
酒
を

上
る
︒
子
は
昭
と
爲
し
︑
孫
は
穆
と
爲
し
︑
各
お
の
父
子
相
い
對
す
る
な
り
︒
畢
わ
り
︑
卻
き
て
西
面
し
て
坐
す
︒
坐
は
乘
輿
の
坐
の
如

く
す
︒
贊
�
︑
高
祖
を
奉
じ
て
壽
を
賜
う
︒
皇
�
�
ち
て
再
拜
し
︑
席
に
卽
く
︒
太
牢
の
左
辨
を
以
て
皇
�
に
賜
う
こ
と
祠
の
如
く
す
︒

�漢後	
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其
れ
夜
	
︑
入
り
て
禮
を
行
い
︑
3
�
︑
九
巵
を
上
り
︑
畢
わ
り
︑
群
臣
皆
な
拜
し
︑
因
り
て
胙
を
賜
う
︒
皇
�
出
で
︑
p
衣
の
中
に
卽

き
︑
詔
し
て
罷ま
か

る
︒
當
に
從
う
べ
き
者
は
奉
承
す

(宗
�
三
年
大
祫
祭
︑
子
孫
諸
�
以
昭
穆
坐
於
高
�
︑
諸
隳
�
神
皆
合
食
︑
設
左
右
坐
︒
高
祖
南
面
︑

幄
繡
帳
+
︑
堂
上
西
北
隅
︒
帳
中
坐
長
一
丈
︑
廣
六
尺
︑
繡
絪
厚
一
尺
︑
著
之
以
絮
四
百
斤
︒
曲
几
︑
黃
金
釦
器
︒
高
后
右
坐
︑
亦
幄
帳
︑
卻
六
寸
︒
白
銀
釦

器
︒
每
牢
中
分
之
︑
左
辨
上
�
︑
右
辨
上
后
︒
俎
餘
委
肉
積
於
�
殿
千
斤
︑
名
曰
堆
俎
︒
子
爲
昭
︑
孫
爲
穆
︒
昭
西
面
︑
曲
屛
風
︑
穆
東
面
︑
皆
曲
几
︑
如
高

祖
︒
饌
陳
其
右
︑
各
�
其
左
︑
坐
如
祖
妣
之
法
︒
太
常
�
皇
�
入
北
門
︒
群
臣
陪
者
︑
皆
擧
手
班
辟
抑
首
伏
︒
大
鴻
臚
︑
大
行
令
九
儐
傳
曰
︑
�
︒
復
位
︒
而

皇
�
上
堂
盥
︑
侍
中
以
巾
︑
奉
觶
酒
從
︒
�
E
拜
謁
︒
贊
�
曰
︑
嗣
曾
孫
皇
�
敬
再
拜
︒
�
上
酒
︒
卻
行
︑
至
昭
穆
之
坐
R
上
酒
︒
子
爲
昭
︑
孫
爲
穆
︑
各
父

子
相
對
也
︒
畢
︑
卻
西
面
坐
︑
坐
如
乘
輿
坐
︒
贊
�
奉
高
祖
賜
壽
︒
皇
�
�
再
拜
︑
卽
席
以
太
牢
之
左
辨
賜
皇
�
如
祠
︒
其
夜
	
入
行
禮
︑
3
�
上
九
巵
︑
畢
︑

群
臣
皆
拜
︑
因
賜
胙
︒
皇
�
出
︑
卽
p
衣
中
︑
詔
罷
︒
當
從
者
奉
承
)
︒

高
祖
以
下
︑
衛
�
と
な
っ
た
皇
�
と
皇
后
の
神
位
が
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
に
し
た
が
っ
て
堂
上
に
排
列
さ
れ
︑
皇
�
自
身
が
順
に
酒
を
獻
じ
る

狀
況
が
わ
か
る
︒
>
味
の
と
り
に
く
い
箇
W
が
あ
る
の
は
︑
脫
�
等
の
影
H
で
あ
ろ
う
︒
永
光
五
年
の
時
點
で
﹁
衛
�
�
﹂
は
惠
�
の
み
だ
が
︑

そ
の
後
順
R
﹁
衛
�
�
﹂
が
增
加
し
て
祫
祭
の
對
象
に
加
わ
る
こ
と
を
想
定
し
た
規
定
で
あ
る
︒

永
光
四
年
の
案
で
は
太
祖
�

(=

高
�
)

に
神
�
を
集
�
し
て
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
を
�
確
に
可
視
<
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
︑
永
光
五
年
に

﹁
昭
穆
﹂
の
位
置
づ
け
を
定
め
る
點
は
實
行
さ
れ
た
︒
し
か
し
張
純
の
﹁
存
�
�
未
嘗
合
祭
﹂
と
い
う
言
葉
を
み
る
限
り
︑
祫
祭
に
際
し
て
太

祖
�
に
集
め
ら
れ
た
の
は
﹁
衛
�
�
﹂
の
み
で
︑﹁
存
�
�
﹂
は
そ
の
後
も
︻
表
②
︼
の
年
閒
祭
祀
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
ど
お
り
に
各
自
の
�
で
祭

祀
を
:
け
た
と
み
て
よ
い
︒

ま
た
こ
の
と
き
︑
從
來
の
宗
�
�
び
陵
園
祭
祀
制
度
を
改
訂
し
よ
う
と
す
る
>
見
も
出
た
︒
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議
者
印
た
以
爲
ら
く
︑
淸
�
の
詩
に
言
え
ら
く
︑
�
神
の
禮
︑
淸
靜
な
ら
ざ
る
無
し
︑
と
︒
今
ま
衣
冠
の
出
游
︑
車
騎
の
衆
︑
風
雨
の
氣

]
り
︑
W
謂
る
淸
靜
に
非
ざ
る
な
り
︒
祭
は
數
し
ば
す
る
を
欲
せ
ず
︒
數
な
れ
ば
則
ち

瀆
あ
な
ど

る
︑
瀆
れ
ば
則
ち
敬
ま
ず
︒
宜
し
く
古
禮
に

復
り
︑
四
時
�
に
祭
る
べ
し
︒
諸
も
ろ
の
寢
園
の
日
)
閒
祀
︑
皆
な
復
た
修
む
る
勿
か
る
可
し
︑
と
︒
上
亦
た
改
め
ざ
る
な
り

(議
者
印

以
爲
︑
淸
�
之
詩
言
︑
�
神
之
禮
︑
無
不
淸
靜
︒
今
衣
冠
出
游
︑
]
車
騎
之
衆
︑
風
雨
之
氣
︑
非
W
謂
淸
靜
也
︒
祭
不
欲
數
︒
數
則
瀆
︑
瀆
則
不
敬
︒
宜
復
古

禮
︑
四
時
祭
於
�
︒
諸
寢
園
日
)
閒
祀
︑
皆
可
勿
復
修
︒
上
亦
不
改
也
)
︒

こ
の
改
訂
案
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
韋
玄
成
傳
�
�
に
あ
る
︑
�
漢
の
�
と
陵
園
の
祭
祀
制
度
を
振
り
�
っ
て
お
こ
う
︒

日
ご
と
に
寢
に
祭
り
︑
)
ご
と
に
�
に
祭
り
︑
時
ご
と
に
�
殿
に
祭
る
︒
寢
は
日
ご
と
に
四
た
び
食
を
上
り
︑
�
は
歲
ご
と
に
二
十
五
た

び
祠
り
︑
�
殿
は
歲
ご
と
に
四
た
び
祠
る
︒
印
た
)
ご
と
に
一
た
び
衣
冠
を
游
せ
し
む

(日
祭
於
寢
︑
)
祭
於
�
︑
時
祭
於
�
殿
︒
寢
︑
日
四
上

食
︑
�
︑
歲
二
十
五
祠
︑
�
殿
︑
歲
四
祠
︒
印
)
一
游
衣
冠
)
︒

�漢後	
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【表②】 �漢における一年閒の
宗�祭祀一覽

) 名稱 太牢の數

正) )祭 1

二) )祭 1

三) )祭 1

四) )祭 1

五)
)祭 1

嘗麥 1

六)

)祭 1

初伏 1

仲伏 1

後伏 1

七)

)祭 1

立秋貙婁 1

嘗粢 1

八)

)祭 1

先夕饋飧 1

酎祭 9

九) )祭 1

十)

)祭 1

嘗稻 2

飮蒸 2

十一)
)祭 1

嘗□ 2

十二)
)祭 1

臘 2

(閏)) )祭 1

※「三伏」は六)と七)にまたがる。



こ
の
う
ち
�
の
﹁
歲
二
十
五
祠
﹂
(﹁
)
祭
於
�
﹂
を
含
む
)

は
︻
表
②
︼
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
殘
る
陵
園
の
寢

(=

陵
寢
)

と
�
殿
に

お
け
る
祭
祀
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
︑
﹁
日
祭
於
寢
﹂
の
具
體
$
な
內
容
が
﹁
寢
日
四
上
食
﹂
に
相
當
し
︑
同
樣
に
﹁
時
祭
於
�
殿
﹂
は
﹁
�

殿
歲
四
祠
﹂
に
等
し
い
︒
陵
園
內
の
寢
で
は
每
日
の
上
食
︑
�
殿
で
は
四
時
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
寢
や
�
殿
と
い
っ
た
円
物
の

性
質
︑
�
び
﹁
閒
祀
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
ま
ず
R
の
﹃
後
漢
書
﹄
卷
三
違
�
紀
・
李
賢
Q
引
﹁
續
漢
書
﹂
に
よ
っ
て
理
解
し
て
お
く
︒

四
時
正
祭
の
外
︑
五
)
嘗
麥
・
三
伏
・
立
秋
嘗
粢
・
盛
酎
・
十
)
嘗
稻
等
]
り
︑
之
を
閒
祀
と
謂
い
︑
卽
ち
各
お
の
p
衣
の
殿
に
お
い
て

す
︒
p
衣
な
る
者
︑
正
處
に
非
ざ
る
な
り
︒
園
中
寢
]
り
︑
�
殿
]
り
︒
寢
な
る
者
︑
陵
上
の
正
殿
な
り
︒
�
殿
︑
寢
側
の
別
殿
︑
卽
ち

p
衣
な
り

(四
時
正
祭
外
︑
]
五
)
嘗
麥
・
三
伏
・
立
秋
嘗
粢
・
盛
酎
・
十
)
嘗
稻
等
︑
謂
之
閒
祀
︑
卽
各
于
p
衣
之
殿
︒
p
衣
者
︑
非
正
處
也
︒
園
中
]

寢
︑
]
�
殿
︒
寢
者
︑
陵
上
正
殿
︒
�
殿
︑
寢
側
之
別
殿
︑
卽
p
衣
也
)
︒

韋
玄
成
傳
の
記
営
で
は
陵
園
で
の
每
)
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
每
)
の
衣
冠
出
游
は
︑
陵
寢
に
保
管
し
て
あ
る

皇
�
の
衣
冠
が
每
)
い
ち
ど
�
に
出
御
し
て
�
で
祭
祀
を
:
け
る
行
事
な
の
で
︑
衣
冠
を
�
り
出
す
際
に
陵
寢
の
方
で
も
何
ら
か
の
祭
祀
が
行

わ
れ
︑
そ
れ
が
每
)
の
陵
寢
の
祭
祀
と
み
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い(27

)

︒
ま
た
韋
玄
成
傳
の
記
営
で
は
︑
陵
の
寢
な
い
し
�
殿
で
時
候
に
あ
わ

せ
た
﹁
閒
祀
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
J
で
き
な
い
が
︑
永
光
五
年
の
改
訂
案
で
﹁
閒
祀
﹂
に
言
�
し
て
い
る
の
で
︑
行
わ
れ
て
い
た
と

み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
︒

改
訂
案
は
︑﹃
詩
﹄
周
頌
・
淸
�
と
﹃
禮
記
﹄
祭
義
を
根
據
に
︑
陵
園
で
の
祭
祀
を
L
て
廢
し
︑
�
で
の
祭
祀
も
四
時
の
祭
祀

(正
祭
)

の

み
に
限
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
︒
し
か
し
元
�
は
見
�
り
︑
叔
孫
�
以
來
の
各
�
と
各
陵
園
で
の
祭
祀
制
度
は
保
存
さ
れ
た
︒

な
お
︑
孝
武
�
に
つ
い
て
後
�
に
R
の
よ
う
に
あ
る
︒
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初
め
︑
上
-
衛
の
禮
を
定
め
︑
獨
り
孝
�
�
を
5
び
て
太
宗
と
爲
す
の
み
し
て
︑
孝
武
�
の
親
未
だ
盡
き
ず
︑
故
に
未
だ
衛
た
ず
︒
上
是

に
於
い
て
乃
ち
復
た
之
を
申
�
し
て
曰
わ
く
︑
孝
宣
皇
�
︑
孝
武
�
を
5
び
て
世
宗
と
曰
い
︑
損
益
の
禮
︑
敢
え
て
與
か
る
こ
と
]
ら
ず
︑

と
︒
他
は
皆
な
舊
制
の
如
く
し
︑
唯
だ
郡
國
�
の
み
�
に
廢
す
と
云
う

(初
︑
上
定
-
衛
禮
︑
獨
5
孝
�
�
爲
太
宗
︑
而
孝
武
�
親
未
盡
︑
故
未
衛
︒

上
於
是
乃
復
申
�
之
︑
曰
︑
孝
宣
皇
�
5
孝
武
�
曰
世
宗
︑
損
益
之
禮
︑
不
敢
]
與
焉
︒
他
皆
如
舊
制
︑
唯
郡
國
�
�
廢
云
)
︒

永
光
五
年
の
宗
�
制
で
は
武
�
に
﹁
宗
﹂
の
位
置
づ
け
を
與
え
な
か
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
改
め
て
︑
孝
武
�
を
﹁
世
宗
﹂
と
し
た
宣
�
の
措

置
の
繼
承
が
表
�
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
韋
玄
成
傳
の
後
�
の
綏
和
二
年

(
�
7
)

の
議
論
に
み
え
る
﹁
円
昭
五
年
制
書
﹂
の
內
容
に
合
致
す
る

た
め
︑
こ
の
決
定
が
円
昭
五
年

(
�
34
)

に
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

第
四
�

悦
寧
元
年
の
決
定

永
光
五
年
に
策
定
さ
れ
た
怨
た
な
宗
�
制
は
︑
元
�
の
體
�
不
良
を
理
由
と
し
て
︑
円
昭
五
年
七
)
の
太
上
皇
�
の
復
置
︑
�
び
�
悦
寧
元

年

(
�
33
)

三
)
の
惠
�
�
の
復
置
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
停
止
し
た
と
み
て
よ
い
︒

と
こ
ろ
が
同
年
五
)
に
元
�
が
死
去
し
︑
六
)
に
成
�
が
卽
位
す
る
と
︑
體
�
不
良
を
理
由
と
し
た
先
�
の
措
置
の
見
直
し
や
︑
�
の
-
衛

の
確
J
が
な
さ
れ
︑
永
光
五
年
の
宗
�
制
が
息
を
吹
き
�
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
の
丞
相
は
︑
か
つ
て
元
�
に
﹁
禮
[
﹂
を
敎
_
し
た

蕭
+
之
の
同
門
︑
匡
衡
で
あ
る(

28
)

︒

元
�
�
じ
︑
衡
奏
言
す
ら
く
︑
�
に
上
の
體
3
ら
か
な
ら
ざ
る
を
以
て
︑
故
に
諸
も
ろ
の
罷
む
W
の
祠
を
復
す
る
も
︑
卒
に
福
を
蒙
ら
ず
︒

案
ず
る
に
︑
衞
思
后
︑
戾
太
子
︑
戾
后
園
は
親
未
だ
盡
き
ず
︒
孝
惠
︑
孝
景
�
は
親
盡
く
れ
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
�
び
太
上
皇
︑
孝

�漢後	
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�
・
孝
昭
太
后
︑
昭
靈
后
︑
昭
哀
后
︑
武
哀
王
の
祠
︑
悉
く
罷
め
︑
奉
る
こ
と
勿
か
ら
ん
こ
と
を
 
う
︑
と
︒
奏
し
て
可

(元
�
�
︑
衡

奏
言
︑
�
以
上
體
不
3
︑
故
復
諸
W
罷
祠
︑
卒
不
蒙
福
︒
案
︑
衞
思
后
︑
戾
太
子
︑
戾
后
園
︑
親
未
盡
︒
孝
惠
︑
孝
景
�
親
盡
︑
宜
衛
︒
�
太
上
皇
︑
孝
�
・

孝
昭
太
后
︑
昭
靈
后
︑
昭
哀
后
︑
武
哀
王
祠
︑
 
悉
罷
︑
勿
奉
︒
奏
可
)
︒

匡
衡
の
方
針
も
︑
先
の
韋
玄
成
等
と
同
樣
に
一
貫
し
て
﹁
親
﹂
に
基
準
を
お
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
J
で
き
る
︒
衞
思
后
の
墓
園
と
戾
太

子
・
戾
后
夫
妻
の
墓
園
は
永
光
四
年
九
)
に
い
っ
た
ん
廢
さ
れ
︑
円
昭
五
年
六
)
か
ら
七
)
に
復
置
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
が
他
と
衣
な
り
再
度
廢

止
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
﹁
親
﹂
の
故
で
あ
る
︒
孝
惠
�
を
再
度
衛
�
と
し
︑
孝
景
�
を
怨
た
に
衛
�
と
す
る
こ
と
で
定
ま
っ
た
こ
の
時
點
で
の

宗
�
の
序
列
は
R
の
�
り
で
あ
る
︒

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂
・
孝
武
�
﹁
世
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
昭
�
﹁
昭
﹂
(親
�
1
)
・
孝
宣
�
﹁
昭
﹂
(親
�
2
)
・
孝
元
�
﹁
穆
﹂
(親
�
3
)

以
上
﹁
-
衛
﹂

順
�
り
に
景
�
が
は
ず
れ
て
元
�
が
入
る
こ
と
に
衣
論
は
出
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
孝
惠
�
の
神
�
は
以
�
の
決
定
の
と
お
り
高
祖
�
に

O
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
︑
孝
景
�
の
神
�
の
神
�
が
O
め
ら
れ
た
先
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒

こ
の
後
成
�
の
治
世
二
十
五
年
餘
り
の
閒
︑
宗
�
制
に
關
し
て
︑
河
3
元
年

(
�
28
)

に
3
當
の
円
言
に
よ
っ
て
太
上
皇
の
�
と
陵
園
と
が

復
置
さ
れ
た
以
外
の
動
き
は
な
い
︒
永
光
五
年
の
宗
�
制
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
こ
の
閒
︑
先
に
あ
げ
た
張
純
の
い
う
﹁
漢
舊
制
﹂
の
祫
祭

制
度
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
た
だ
舊
來
の
宗
�
�
び
陵
園
祭
祀
制
度
の
改
訂
は
記
錄
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
祫
祭
と
は
別
に
﹁
太

祖
﹂
高
祖
�
と
﹁
太
宗
﹂
孝
�
�
︑
﹁
世
宗
﹂
孝
武
�
で
皇
�
親
祭
の
八
)
酎
祭
も
擧
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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第
二
違

哀
�


の
宗
�
制

こ
こ
で
は
︑
�
違
に
引
き
續
き
宗
�
の
序
列
に
Q
目
し
な
が
ら
︑
哀
�


に
�
こ
っ
た
變
<
を
た
ど
る
︒
�
な
內
容
は
︑
綏
和
二
年
に
提
�

さ
れ
た
劉
歆
の
說
と
︑
円
3
二
年

(
�
5
)

の
哀
�
の
實
父
恭
皇
の
�
の
設
置
に
と
も
な
う
序
列
の
變
動
で
あ
る
︒

第
一
�

綏
和
二
年
の
議
論
と
決
定

�
川
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
元
�
死
去
を
:
け
た
�
の
-
衛
が
す
ん
な
り
と
J
め
ら
れ
た
一
方
で
︑
成
�
死
去
を
:
け
た
綏
和
二
年
の
そ

れ
が
議
論
を
卷
き
�
こ
し
た
の
は
︑
孝
武
�
を
-
衛
の
對
象
と
す
る
か
否
か
の
問
題
が
提
�
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
元
�
が
﹁
永
光

五
年
制
書
﹂
と
﹁
円
昭
五
年
制
書
﹂
に
お
い
て
定
め
た
宗
�
制
の
再
檢
討
を
含
め
た
議
論
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

丞
相
孔
光
︑
大
司
空
何
武
奏
言
す
ら
く
︑
永
光
五
年
制
書
︑
高
皇
�
を
漢
の
太
祖
と
爲
し
︑
孝
�
皇
�
を
太
宗
と
爲
す
︒
円
昭
五
年
制
書
︑

孝
武
皇
�
を
世
宗
と
爲
し
︑
損
益
の
禮
︑
敢
え
て
與
か
る
こ
と
]
ら
ず
︒
臣
愚
以
爲
ら
く
︑
-
衛
の
R
︑
當
に
時
を
以
て
定
む
べ
し
︑
令

の
擅
り
に
宗
�
を
議
す
る
>
と
爲
す
W
に
非
ざ
る
な
り(29

)

︒
臣
群
臣
と
雜
え
て
議
せ
ん
こ
と
を
 
う
︑
と
︒
奏
し
て
可

(丞
相
孔
光
︑
大
司
空

何
武
奏
言
︑
永
光
五
年
制
書
︑
高
皇
�
爲
漢
太
祖
︑
孝
�
皇
�
爲
太
宗
︒
円
昭
五
年
制
書
︑
孝
武
皇
�
爲
世
宗
︒
損
益
之
禮
︑
不
敢
]
與
︒
臣
愚
以
爲
︑
-
衛

之
R
︑
當
以
時
定
︑
非
令
W
爲
擅
議
宗
�
之
>
也
︒
臣
 
與
群
臣
雜
議
︒
奏
可
)
︒

三
十
年
餘
り
�
の
永
光
四
～
五
年
の
議
論
で
多
數
¢
を
!
成
し
て
い
た
韋
玄
成
等
の
�
張
を
繼
承
し
た
の
が
︑
R
の
彭
宣
等
の
>
見
で
あ
る
︒

�漢後	
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a

｢光
祿
勳
彭
宣
︑
詹
事
滿
昌
︑
Z
士
左
咸
等
五
十
三
人
﹂
の
>
見(30

)

祖
・
宗
を
繼
ぐ
る
以
下
︑
五
�
に
し
て
-
衛
し
︑
後
賢
君
]
る
と
雖
も
︑
f
お
祖
・
宗
と
竝
列
す
る
を
得
ず
︒
子
孫
褒
大
顯
揚
し
て
之
を

立
て
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
︑
鬼
神
�
け
ざ
る
な
り
︒
孝
武
皇
�
は
功
烈
]
る
と
雖
も
︑
親
盡
く
れ
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︑
と

(繼
祖
宗
以

下
︑
五
�
而
-
衛
︑
後
雖
]
賢
君
︑
f
不
得
與
祖
宗
竝
列
︒
子
孫
雖
欲
褒
大
顯
揚
而
立
之
︑
鬼
神
不
�
也
︒
孝
武
皇
�
雖
]
功
烈
︑
親
盡
宜
衛
)
︒

｢永
光
五
年
制
書
﹂
に
て
決
定
し
た
高
祖
と
�
�
の
位
置
づ
け
を
繼
承
し
︑﹁
五
�
而
-
衛
﹂
の
原
則
を
堅
持
す
る
た
め
に
︑﹁
円
昭
五
年
制

書
﹂
に
お
け
る
︑
武
�
も
﹁
宗
﹂
と
す
る
決
定
を
¤
そ
う
と
す
る
も
の
で
︑
韋
玄
成
等
の
︑
周
の
成
王
す
ら
-
衛
の
對
象
で
あ
っ
た
と
い
う
�

張
の
¥
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

續
い
て
王
舜
と
劉
歆
の
反
對
>
見
が
営
べ
ら
れ
る
︒
長
�
と
な
る
た
め
︑
冒
頭
の
武
�
の
﹁
攘
夷
﹂
の
功
績
を
営
べ
た
部
分
は
省
略
す
る
が
︑

劉
歆
の
�
張
は
後
の
王
厭
や
後
漢
の
宗
�
制
を
考
え
る
上
で
重
K
と
な
る
た
め
︑
以
下
に
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
︒

b

｢太
僕
王
舜
・
中
壘
校
尉
劉
歆
﹂
の
>
見

b
①

⁝
孝
武
皇
�
︑
中
國
の
罷
勞
し
て
安
寧
の
時
無
き
を
愍
れ
み
︑
⁝
中
興
の
功
︑
未
だ
焉
よ
り
高
き
者
]
ら
ざ
る
な
り
︒
高
�
︑
大

業
を
円
て
太
祖
と
爲
り
︑
孝
�
皇
�
︑
德
至
だ
厚
き
や
�
太
宗
と
爲
り
︑
孝
武
皇
�
︑
功
至
だ
著
ら
か
な
る
や
武
世
宗
と
爲
り
︑
此
れ
孝

宣
�
德
¦
を
發
す
る
W
以
な
り

(孝
武
皇
�
愍
中
國
罷
勞
無
安
寧
之
時
︑
⁝
中
興
之
功
未
]
高
焉
者
也
︒
高
�
円
大
業
︑
爲
太
祖
︑
孝
�
皇
�
德
至
厚
也
︑

爲
�
太
宗
︑
孝
武
皇
�
功
至
著
也
︑
爲
武
世
宗
︑
此
孝
宣
�
W
以
發
德
¦
也
)
︒

b
②

禮
記
王
制
�
び
春
秋
穀
梁
傳
︑
天
子
七
�
︑
諸
侯
五
︑
大
夫
三
︑
士
二
と
す
︒
天
子
七
日
に
し
て
殯
し
︑
七
)
に
し
て
葬
る
︑
諸
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侯
五
日
に
し
て
殯
し
︑
五
)
に
し
て
葬
る
︑
此
れ
喪
事
の
5
卑
の
序
な
り
︑
�
數
と
相
い
應
ず
︒
其
の
�
に
曰
わ
く
︑
天
子
は
三
昭
三
穆
︑

太
祖
の
�
と
七
︑
諸
侯
は
二
昭
二
穆
︑
太
祖
の
�
と
五
︑
と
︒
故
に
德
厚
き
者
は
液
光お
お

い
に
し
て
︑
德
.
き
者
は
液
卑ひ
く

し
︒
春
秋
左
氏
傳

に
曰
わ
く
︑
名
位
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
︑
禮
も
亦
た
數
を
衣
に
し
︑
上
自
り
以
て
下
り
︑
影
殺
す
る
に
兩
を
以
て
す
る
は
禮
な
り

(禮
記
王

制
�
春
秋
穀
梁
傳
︑
天
子
七
�
︑
諸
侯
五
︑
大
夫
三
︑
士
二
︒
天
子
七
日
而
殯
︑
七
)
而
葬
︑
諸
侯
五
日
而
殯
︑
五
)
而
葬
︑
此
喪
事
5
卑
之
序
也
︑
與
�
數

相
應
︒
其
�
曰
︑
天
子
三
昭
三
穆
︑
與
太
祖
之
�
而
七
︑
諸
侯
二
昭
二
穆
︑
與
太
祖
之
�
而
五
︒
故
德
厚
者
液
光
︑
德
.
者
液
卑
︒
春
秋
左
氏
傳
曰
︑
名
位
不

同
︑
禮
亦
衣
數
︒
自
上
以
下
︑
影
殺
以
兩
︑
禮
也
)
︒

b
③

七
な
る
者
は
︑
其
れ
正
し
き
法
數
に
し
て
︑
常
數
と
す
可
き
者
な
り
︒
宗
は
此
の
數
の
中
に
在
ら
ず
︒
宗
は
變
な
り
︒
苟
し
く
も

功
德
]
れ
ば
則
ち
之
を
宗
と
し
︑
預
め
數
を
爲
設
す
可
か
ら
ず
︒
故
に
殷
に
於
い
て
太
甲
は
太
宗
と
爲
り
︑
大
戊
は
中
宗
と
曰
い
︑
武
丁

は
高
宗
と
曰
う
︒
周
公
は
毋
逸
の
戒
を
爲
り
︑
殷
の
三
宗
を
擧
げ
て
以
て
成
王
に
勸
む
︒
是
に
繇
り
之
を
言
え
ば
︑
宗
は
數
無
き
な
り
︒

然
ら
ば
則
ち
�
者
の
功
德
Z
き
を
勸
む
W
以
な
り
︒
七
�
を
以
て
之
を
言
え
ば
︑
孝
武
皇
�
未
だ
宜
し
く
衛
つ
べ
か
ら
ず
︑
宗
と
す
る
W

を
以
て
之
を
言
え
ば
︑
則
ち
功
德
無
し
と
謂
う
可
か
ら
ず
︒
禮
記
祀
典
に
曰
わ
く
︑
夫
れ
d
王
の
祀
を
制
す
る
や
︑
功
民
に
施
せ
ば
則
ち

之
を
祀
り
︑
勞
を
以
て
國
を
定
む
れ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
能
く
大
災
を
救
え
ば
則
ち
之
を
祀
る
︑
と
︒
竊
か
に
觀
る
に
︑
孝
武
皇
�
︑
功

德
皆
な

ね
て
]
り
︒
凡
そ
衣
姓
に
在
り
て
f
お
將
に
特
り
之
を
祀
ら
ん
と
す
︑
況
ん
や
先
祖
に
お
い
て
を
や

(七
者
︑
其
正
法
數
︑
可
常

數
者
也
︒
宗
不
在
此
數
中
︒
宗
︑
變
也
︒
苟
]
功
德
則
宗
之
︑
不
可
預
爲
設
數
︒
故
於
殷
︑
太
甲
爲
太
宗
︑
大
戊
曰
中
宗
︑
武
丁
曰
高
宗
︒
周
公
爲
毋
逸
之
戒
︑

擧
殷
三
宗
以
勸
成
王
︒
繇
是
言
之
︑
宗
︑
無
數
也
︒
然
則
W
以
勸
�
者
之
功
德
Z
矣
︒
以
七
�
言
之
︑
孝
武
皇
�
未
宜
衛
︑
以
W
宗
言
之
︑
則
不
可
謂
無
功
德
︒

禮
記
祀
典
曰
︑
夫
d
王
之
制
祀
也
︑
功
施
於
民
則
祀
之
︑
以
勞
定
國
則
祀
之
︑
能
救
大
災
則
祀
之
︒
竊
觀
︑
孝
武
皇
�
︑
功
德
皆

而
]
焉
︒
凡
在
於
衣
姓
︑

f
將
特
祀
之
︑
況
于
先
祖
)
︒
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b
④

或
る
ひ
と
說
く
に
︑
天
子
五
�
︑
見
�
無
し
︑
と
︒
印
た
說
く
に
︑
中
宗
・
高
宗
な
る
者
︑
其
の
�
を
宗
と
し
て
其
の
�
を
衛
つ
︑

と
︒
名
︑
實
と
衣
な
り
︑
德
を
5
び
功
を
貴
ぶ
の
>
に
非
ざ
る
な
り
︒
詩
に
云
え
ら
く
︑
�
芾
た
る
甘
棠
︑
鬋
る
勿
か
れ
伐
る
勿
か
れ
︑

邵
伯
の
茇や
ど

り
し
W
︑
と
︒
其
の
人
を
思
い
︑
f
お
其
の
樹
を
愛
す
︑
況
ん
や
其
の
�
を
宗
と
し
て
其
の
�
を
衛
つ
を
や
︒
-
衛
の
禮
︑
自

ず
か
ら
常
法
]
り
︑
殊
功
衣
德
無
く
ん
ば
︑
固
よ
り
親
駅
を
以
て
相
い
推
�
す
︒
祖
宗
の
序
︑
多
少
の
數
に
至
り
て
は
︑
經
傳
�
�
無
く
︑

至
5
至
重
な
れ
ば
︑
疑
�
虛
說
を
以
て
定
め
難
き
な
り
︒
孝
宣
皇
�
︑
公
卿
の
議
を
擧
げ
︑
衆
儒
の
謀
を
用
い
︑
旣
に
以
て
世
宗
の
�
と

爲
し
︑
之
を
萬
世
に
円
て
︑
天
下
に
宣
布
す
︒
臣
愚
以
爲
ら
く
︑
孝
武
皇
�
︑
功
烈
彼
れ
の
如
く
︑
孝
宣
皇
�
︑
崇
え
て
之
を
立
つ
る
こ

と
此
く
の
如
く
ん
ば
︑
宜
し
く
衛
つ
べ
か
ら
ず
︑
と

(或
說
天
子
五
�
無
見
�
︑
印
說
中
宗
︑
高
宗
者
︑
宗
其
�
而
衛
其
�
︒
名
與
實
衣
︑
非
5
德
貴

功
之
>
也
︒
詩
云
︑
�
芾
甘
棠
︑
勿
鬋
勿
伐
︑
邵
伯
W
茇
︒
思
其
人
f
愛
其
樹
︑
況
宗
其
�
而
衛
其
�
乎
︒
-
衛
之
禮
自
]
常
法
︑
無
殊
功
衣
德
︑
固
以
親
駅

相
推
�
︒
至
祖
宗
之
序
︑
多
少
之
數
︑
經
傳
無
�
�
︑
至
5
至
重
︑
難
以
疑
�
虛
說
定
也
︒
孝
宣
皇
�
擧
公
卿
之
議
︑
用
衆
儒
之
謀
︑
旣
以
爲
世
宗
之
�
︑
円

之
萬
世
︑
宣
布
天
下
︒
臣
愚
以
爲
︑
孝
武
皇
�
功
烈
如
彼
︑
孝
宣
皇
�
崇
立
之
如
此
︑
不
宜
衛
)
︒

劉
歆
の
�
張
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒
b
①
は
︑
孝
武
�
が
宣
�
に
よ
っ
て
﹁
世
宗
﹂
と
さ
れ
た
經
雲
を
改
め
て
喚
�
す
る
も
の
で
あ
る
︒
b

②
で
は
︑
永
光
年
閒
の
議
論
で
韋
玄
成
等
が
周
の
特
例
と
し
た
﹁
七
�
﹂
の
典
據
で
あ
る
王
政
等
の
制
度
を
あ
げ
︑
劉
歆
は
太
祖
�
と
三
昭
三

穆
と
か
ら
な
る
﹁
七
�
﹂
制
を
周
制
と
J
め
て
い
る
︒
同
時
に
︑﹃
左
傳
﹄
か
ら
︑
身
分
に
よ
っ
て
﹁
二

(兩
)
﹂
ず
つ
差
等
が
つ
け
ら
れ
て
い

く
と
い
う
法
則
を
�
き
出
し
︑﹁
禮
﹂
の
一
般
原
則
と
し
て
提
示
し
て
い
る
︒

b
③
で
は
︑
b
②
の
﹁
七
�
﹂
な
ど
の
﹁
七
﹂
を
︑
禮
制
に
お
い
て
一
定
の
基
準
と
な
る
數
と
J
め
る
一
方
で
︑
宗
�
制
に
お
け
る
﹁
宗
﹂

は
そ
の
數
︑
つ
ま
り
枠
の
外
に
無
制
限
に
措
定
し
得
る
こ
と
を
︑
殷
の
三
宗
を
論
據
と
し
て
說
く
︒
功
德
が
あ
れ
ば
﹁
不
衛
﹂
の
﹁
宗
﹂
�
と

な
り
得
る
た
め
に
︑
�
王
は
そ
れ
を
目
標
と
し
て
功
德
の
蓄
積
に
勵
む
︒
b
②
が
周
制
を
あ
げ
る
の
に
對
し
︑
こ
ち
ら
で
は
﹁
宗
﹂
の
い
る
殷
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制
を
範
と
し
て
あ
げ
る
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
d
王
が
定
め
た
祭
祀
の
制
度

(祀
典
)

に
お
い
て
︑
自
然
神
や
人
閒
を
祭
祀
の
對

象
と
す
る
基
準
は
民
に
對
す
る
功
績
等
で
あ
る
か
ら
︑
功
績
の
あ
る
祖
先
を
祭
ら
な
い
の
は
そ
れ
に
も
と
る
と
し
︑
祭
祀
に
お
い
て
︑
�
の
數

よ
り
功
績
を
基
準
と
す
る
こ
と
の
優
位
性
︑
�
;
性
を
�
張
す
る
︒

｢以
七
�
言
之
︑
孝
武
皇
�
未
宜
衛
﹂
と
は
︑
b
②
と
b
③
で
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
た
二
つ
の
範
︑
周
制
と
殷
制
の
う
ち
︑
周
制
に
照
ら
す
な
ら

ば
︑
孝
武
�
は
衛
�
に
は
あ
た
ら
な
い
︑
と
い
う
>
味
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
b
④
に
﹁
-
衛
之
禮
自
]
常
法
︑
無
殊
功
衣
德
︑
固
以
親
駅
相
推

�
﹂
と
あ
る
中
の
﹁
常
法
﹂
が
︑
b
③
冒
頭
の
﹁
七
者
︑
其
正
法
數
︑
可
常
數
者
也
﹂
の
﹁
法
數
﹂・﹁
常
數
﹂
に
當
た
る
と
す
れ
ば
︑﹁
七
�
﹂

の
制
限
は
際
だ
っ
た
功
德
の
な
い
祖
先
の
�
に
の
み
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
殷
制
の
特
別
な
功
德
を
も
つ
﹁
宗
﹂
の
�
は
そ
の
枠
外
に
あ
り
︑

武
�
の
功
績
は
ま
さ
に
そ
の
﹁
宗
﹂
に
當
た
る
と
い
う
の
が
︑
劉
歆
の
�
張
の
�
眼
で
あ
る(31

)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
周
制
と
殷
制
と
を
折
衷
し
︑
際

立
っ
た
功
德
が
な
く
﹁
親
﹂
を
基
準
に
-
衛
す
る
�
の
數
を
七
に
制
限
す
る
一
方
で
︑
特
別
な
功
德
を
も
つ
﹁
宗
﹂
を
そ
の
枠
外
に
無
限
に
J

め
る
の
が
︑
劉
歆
の
說
で
あ
る
︒

b
④
で
は
︑﹁
天
子
五
�
無
見
�
﹂
と
い
う
說
を
紹
介
し
︑
³
に
永
光
年
閒
に
元
�
と
韋
玄
成
等
が
﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
を
典
據
と
し
て
定

め
た
﹁
五
�
而
-
衛
﹂
に
は
經
や
傳
に
よ
る
確
か
な
裏
付
け
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
そ
れ
以
�
の
︑
b
①
で
喚
�
し
た
宣
�
の
決
定

に
立
ち
�
る
べ
き
と
す
る
︒

韋
玄
成
・
彭
宣
等
の
>
見
と
劉
歆
の
>
見
と
の
ど
ち
ら
が
經
學
上
正
し
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
︑
以
上
の
劉
歆
の
說

か
ら
︑
彼
が
﹁
七
�
﹂
制
を
�
張
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
劉
歆
の
說
の
中
心
は
﹁
宗
﹂
の
無
限
性

の
�
張
に
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
實
は
﹁
七
﹂
と
い
う
�
の
數
自
體
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
元
始
年
閒
に
宣
�
・
元

�
・
成
�
・
3
�
の
�
が
L
て
﹁
宗
﹂
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
後
漢
に
お
い
て
L
て
の
皇
�
に
﹁
宗
﹂
の
�
號
が
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
︒
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綏
和
二
年
の
議
論
を
總
じ
て
︑
�
川
氏
は
﹁
彭
宣
ら
が
五
親
�
の
中
に
皇
考
�
を
加
え
る
の
に
對
し
て
︑
劉
歆
ら
は
皇
考
�
を
J
め
ず
︑
し

た
が
っ
て
武
�
を
入
れ
て
五
親
�
と
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
見
解
の
相
F
が
あ
る
の
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
し
か
し
�
覽
し
て
�
ら
か
な
よ

う
に
︑
こ
の
議
論
に
悼
皇
考
�
は
一
切
出
て
こ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
兩
者
の
見
解
の
相
F
は
悼
皇
考
�
の
C
い
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑﹁
太
宗
﹂

�
�
の
他
に
﹁
宗
﹂
を
J
め
る
か
否
か
に
盡
き
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
︒
劉
瑞
氏
も
ま
た
︑
�
漢
末
の
�
議
の
中
心
$
議
題
が
武
�
を
﹁
宗
﹂

と
す
る
か
否
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(32

)

︒

そ
し
て
哀
�
は
劉
歆
の
說
を
と
っ
た(33

)

︒
元
�
の
﹁
円
昭
五
年
制
書
﹂
の
決
定
を
引
き
繼
ぎ
︑
孝
武
�
を
﹁
世
宗
﹂
と
し
て
﹁
-
衛
﹂
の
親
�

の
枠
か
ら
は
ず
し
︑
怨
た
に
孝
成
�
を
昭
穆
の
序
列
に
加
え
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
宗
�
の
序
列
を
推
定
す
れ
ば
︑
R

の
よ
う
に
な
る
︒

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂
・
孝
武
�
﹁
世
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
昭
�
﹁
昭
﹂
(親
�
1
)
・
孝
宣
�
﹁
昭
﹂
(親
�
2
)
・
孝
元
�
﹁
穆
﹂
(親
�
3
)
・
孝
成
�
﹁
昭
﹂
(親
�
4
)

以
上
﹁
-
衛
﹂

哀
�
卽
位
直
後
に
定
ま
っ
た
序
列
は
︑
結
果
と
し
て
元
・
成
�


の
宗
�
制
の
枠
組
み
を
動
搖
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か

し
円
3
二
年
︑
恭
皇
�
設
置
に
と
も
な
っ
て
宗
�
の
序
列
は
變
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

第
二
�

円
�
二
年
の
變
動

綏
和
二
年
の
宗
�
制
の
議
論
は
︑
彭
宣
が
光
祿
勳
の
官
に
あ
っ
た


閒
を
考
え
る
と
︑
同
年
四
)
か
ら
五
)
ま
で
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高

い(
34
)

︒
こ
れ
と
同
時
竝
行
し
て
︑
哀
�
の
實
父
定
陶
恭
王
の
4
5
と
︑
祖
母
傅
氏
�
び
實
母
丁
氏
の
5
號
が
議
論
さ
れ
て
い
た
︒
結
果
︑
四
)
に
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定
陶
恭
王
を
4
5
し
て
﹁
定
陶
恭
皇
﹂
と
し
︑
五
)
に
定
陶
恭
皇
の
母
傅
氏
を
定
陶
恭
太
后
︑
哀
�
の
母
丁
氏
を
定
陶
恭
皇
后
と
す
る
決
定
が

な
さ
れ
︑
二
后
に
は
そ
れ
ぞ
れ
皇
太
后
と
皇
后
に
等
し
い
官
屬
や
食
邑
が
與
え
ら
れ
た(35

)

︒

こ
の
出
來
事
を
記
す
﹃
漢
書
﹄
卷
八
六
師
丹
傳
と
同
卷
九
七
外
戚
傳
の
記
営
で
は
﹁
定
陶
﹂
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
︑
後
に
み

る
円
3
二
年
四
)
の
詔
に
﹁
定
陶
恭
皇
の
號
︑
宜
し
く
復
た
は
定
陶
と
稱
す
べ
か
ら
ず
﹂
(定
陶
恭
皇
之
號
︑
不
宜
復
稱
定
陶
)

と
あ
る
の
で
︑
﹁
定

陶
﹂
を
冠
す
る
の
が
こ
の
時
點
の
正
式
な
稱
號
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
定
陶
﹂
を
冠
し
て
い
る
こ
と
が
重
K
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ

て
︑
三
人
は
い
ず
れ
も
﹁
定
陶
﹂
と
い
う
諸
侯
王
國
の
人
閒
と
し
て
︑
�
室
の
正
瓜
か
ら
區
別
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
︒

｢定
陶
﹂
の
名
を
取
り
拂
お
う
と
す
る
動
き
は
す
ぐ
に
現
れ
た
︒

郞
中
令
泠
褒
・
黃
門
郞
段
f
等
復
た
奏
言
す
ら
く
︑
定
陶
共
皇
太
后
︑
共
皇
后
皆
な
宜
し
く
復
た
は
定
陶
蕃
國
の
名
を
引
き
て
以
て
大
號

に
冠
す
べ
か
ら
ず
︒
車
馬
衣
[
︑
宜
し
く
皆
な
皇
の
>
に
稱か
な

い
︑
¶
二
千
石
以
下
を
置
き
各
お
の
厥
の
職
を
供
し
す
べ
し
︒
印
た
宜
し
く

共
皇
の
爲
め
に
�
を
京
師
に
立
つ
べ
し
︑
と
︒
上
復
た
其
の
議
を
下
し
︑
]
司
皆
な
以
爲
ら
く
︑
宜
し
く
襃
・
f
の
言
の
如
く
す
べ
し
︑

と

(
郞
中
令
泠
褒
︑
黃
門
郞
段
f
等
復
奏
言
︑
定
陶
共
皇
太
后
︑
共
皇
后
皆
不
宜
復
引
定
陶
蕃
國
之
名
以
冠
大
號
︒
車
馬
衣
[
宜
皆
稱
皇
之
>
︑
置
¶
二
千
石

以
下
各
供
厥
職
︒
印
宜
爲
共
皇
立
�
京
師
︒
上
復
下
其
議
︑
]
司
皆
以
爲
宜
如
褒
f
言
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
師
丹
傳
)

こ
こ
に
い
う
京
師
と
は
郡
國
に
對
す
る
語
で
︑
必
ず
し
も
長
安
城
內
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
ひ
ろ
く
歷
代
皇
�
の
�
や
陵
園
の
點
在
す
る
三

輔
地
域
を
指
す(

36
)

︒

こ
う
し
た
動
き
に
對
し
て
眞
っ
向
か
ら
反
對
し
た
の
が
太
子
太
傅
か
ら
左
將
軍
︑
大
司
空
と
な
っ
て
い
た
師
丹
で
あ
っ
た
︒
彼
は
元
・
成
�



に
改
革
を
�
�
し
た
匡
衡
の
弟
子
で
あ
る(37

)

︒
師
丹
の
>
見
の
う
ち
︑
定
陶
恭
皇
の
�
に
關
す
る
部
分
を
と
り
あ
げ
た
い
︒
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丹
議
し
て
獨
り
曰
わ
く
︑
⁝
定
陶
共
皇
の
號
諡
已
に
�
に
定
ま
れ
ば
︑
義
と
し
て
復
た
は
改
む
る
を
得
ず
︒
禮
︑
父
︑
士
爲
り
︑
子
︑
天

子
爲
れ
ば
︑
祭
る
に
天
子
を
以
て
し
︑
其
の
尸
の
[
は
士
[
を
以
て
す
︒
子
︑
父
に
·
す
る
の
義
¸
き
は
︑
父
母
を
5
べ
ば
な
り
︒
人
の

後
と
爲
る
者
︑
之
が
子
爲
り
︑
故
に
後
と
な
る
W
の
爲
め
に
斬
衰
三
年
に
[
し
︑
而
し
て
其
の
父
母
の


を
影
す
は
︑
本
祖
を
5
び
て
正

瓜
を
重
ん
じ
る
を
�
ら
か
に
す
る
な
り
︒
孝
成
皇
�
︑
d
恩
深
g
に
し
て
︑
故
に
共
王
の
爲
め
に
後
を
立
て
︑
祭
祀
を
奉
承
し
︑
共
皇
を

し
て
長
く
一
國
の
太
祖
と
爲
し
︑
萬
世
不
衛
な
ら
し
む
れ
ば
︑
恩
義
已
に
備
わ
れ
り
︒
陛
下
旣
に
體
を
先
�
よ
り
繼
ぎ
︑
大
宗
を
持
重
し
︑

宗
�
・
天
地
・
社
稷
の
祀
を
承
く
れ
ば
︑
義
と
し
て
復
た
は
定
陶
共
皇
の
祭
り
を
奉
じ
て
其
の
�
に
入
る
を
得
ず
︒
今
ま
�
を
京
師
に
立

て
て
臣
下
を
し
て
之
を
祭
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は
︑
是
れ
�
無
き
な
り
︒
印
た
親
盡
く
れ
ば
當
に
衛
た
る
べ
し
︑
空
し
く
一
國
の
太
祖
の

不
墮
の
祀
を
去
り
て
�
無
く
當
に
衛
た
る
べ
き
不
正
の
禮
を
就
す
は
︑
共
皇
を
5
厚
す
る
W
以
に
非
ざ
る
な
り
︑
と

(丹
議
獨
曰
︑
⁝
定
陶

共
皇
號
諡
已
�
定
︑
義
不
得
復
改
︒
禮
︑
父
爲
士
︑
子
爲
天
子
︑
祭
以
天
子
︑
其
尸
[
以
士
[
︒
子
¸
·
父
之
義
︑
5
父
母
也
︒
爲
人
後
者
爲
之
子
︑
故
爲
W

後
[
斬
衰
三
年
︑
而
影
其
父
母


︑
�
5
本
祖
而
重
正
瓜
也
︒
孝
成
皇
�
d
恩
深
g
︑
故
爲
共
王
立
後
︑
奉
承
祭
祀
︑
令
共
皇
長
爲
一
國
太
祖
︑
萬
世
不
衛
︑

恩
義
已
備
︒
陛
下
旣
繼
體
先
�
︑
持
重
大
宗
︑
承
宗
�
天
地
社
稷
之
祀
︑
義
不
得
復
奉
定
陶
共
皇
祭
入
其
�
︒
今
欲
立
�
於
京
師
︑
而
º
臣
下
祭
之
︑
是
無
�

也
︒
印
親
盡
當
衛
︑
空
去
一
國
太
祖
不
墮
之
祀
︑
而
就
無
�
當
衛
不
正
之
禮
︑
非
W
以
5
厚
共
皇
也
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
師
丹
傳
)

こ
の
中
で
師
丹
が
﹁
禮
﹂
と
し
て
引
い
て
い
る
の
は
﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
︑
つ
ま
り
元
�
や
韋
玄
成
等
が
永
光
五
年
の
宗
�
制
策
定
時
に

よ
っ
た
﹁
禮
[
﹂
と
同
じ
と
み
ら
れ
る(38

)

︒

師
丹
は
︑
二
つ
の
理
由
か
ら
恭
皇
�
設
置
に
反
對
し
た
︒
一
つ
は
︑
哀
�
は
成
�
の
後
︑
つ
ま
り
子
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑﹁
禮
﹂
に
照
ら

せ
ば
︑
實
の
父
母
は
そ
れ
よ
り
下
の
C
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
︒﹁
定
陶
﹂
を
取
り
拂
い
�
を
歷
代
皇
�
と
竝
べ
れ

ば
︑﹁
禮
﹂
の
原
則
に
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
定
陶
王
國
に
お
い
て
す
で
に
﹁
不
衛
﹂
の
﹁
太
祖
�
﹂
と
な
っ
て
い
る
定
陶
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恭
王
�
を
長
安
に
立
て
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
-
衛
﹂
の
�
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
結
局
定
陶
恭
王
を
5
ぶ
こ
と
に
な
ら
な
い
︑
と
い
う
理
由
で

あ
る
︒

�
者
の
理
由
は
︑
當
初
悼
皇
考
�
を
﹁
衛
�
﹂
と
し
た
元
�
の
方
針
に
類
似
す
る
︒
後
者
の
理
由
は
︑
こ
の
時
點
で
す
で
に
︑
諸
侯
王
國
の

�
に
も
中
央
と
同
樣
の
﹁
不
衛
﹂
や
﹁
-
衛
﹂
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
︒
永
光
五
年
以
影
︑
中
央
の

皇
�
�
に
準
じ
て
規
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

哀
�
は
孤
立
し
た
師
丹
の
>
見
を
と
ら
ず
︑
円
3
二
年
四
)
に
R
の
決
定
を
下
し
た
︒

漢
家
の
制
︑
親
親
を
推
し
て
以
て
5
5
を
顯
わ
す
︒
定
陶
恭
皇
の
號
︑
宜
し
く
復
た
は
定
陶
と
稱
す
る
べ
か
ら
ず
︒
恭
皇
太
后
を
5
び
�

太
太
后
と
曰
い
︑
永
信
宮
と
稱
す
︒
恭
皇
后
を
�
太
后
と
曰
い
︑
中
安
宮
と
稱
す
︒
恭
皇
�
を
京
師
に
立
つ

(
漢
家
之
制
︑
推
親
親
以
顯
5

5
︒
定
陶
恭
皇
之
號
不
宜
復
稱
定
陶
︒
5
恭
皇
太
后
曰
�
太
太
后
︑
稱
永
信
宮
︒
恭
皇
后
曰
�
太
后
︑
稱
中
安
宮
︒
立
恭
皇
�
于
京
師
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
哀
�
紀
)

同
じ
事
柄
を
記
し
た
他
の
*
料
を
竝
べ
て
み
る
と
︑
こ
れ
が
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
に
か
か
わ
る
宗
�
制
の
改
訂
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

丹
旣
に
免
ぜ
ら
れ
︑
數
)
︑
上
朱
Z
の
議
を
用
い
︑
傅
太
后
を
5
び
て
皇
太
太
后
と
爲
し
︑
丁
后
を
�
太
后
と
爲
し
︑
太
皇
太
后
�
び
皇

太
后
と
5
を
同
じ
く
す
︒
印
た
共
皇
の
爲
め
に
�
を
京
師
に
立
つ
る
に
︑
儀
︑
孝
元
皇
�
の
如
く
す

(丹
旣
免
數
)
︑
上
用
朱
Z
議
︑
5
傅
太

后
爲
皇
太
太
后
︑
丁
后
爲
�
太
后
︑
與
太
皇
太
后
�
皇
太
后
同
5
︒
印
爲
共
皇
立
�
京
師
︑
儀
如
孝
元
皇
�
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
師
丹
傳
)

位
に
卽
き
て
二
年
︑
共
王
を
4
5
し
て
共
皇
と
爲
し
︑
寢
�
を
京
師
に
置
き
︑
昭
穆
に
序
し
︑
儀
︑
孝
元
�
の
如
く
す

(
卽
位
二
年
︑
4
5

共
王
爲
共
皇
︑
置
寢
�
京
師
︑
序
昭
穆
︑
儀
如
孝
元
�
)
︒
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如
淳
曰
わ
く
︑
恭
王
︑
元
�
子
な
り
︑
�
を
京
師
に
爲
り
︑
昭
穆
の
R
に
列
ぬ
︒
元
�
の
如
く
す
る
と
は
︑
天
子
の
儀
の
如
く
す
る
を

言
う

(如
淳
曰
︑
恭
王
元
�
子
也
︑
爲
�
京
師
︑
列
昭
穆
之
R
︒
如
元
�
︑
言
如
天
子
之
儀
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
卷
八
〇
宣
元
六
王
傳
)

恭
皇
の
爲
め
に
寢
�
を
京
師
に
立
つ
る
に
︑
宣
�
の
父
悼
皇
考
の
制
度
に

比
な
ぞ
ら

え
︑
昭
穆
を
�
殿
に
序
す

(爲
恭
皇
立
寢
�
於
京
師
︑
比
宣
�

父
悼
皇
考
制
度
︑
序
昭
穆
於
�
殿
)
︒
(﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
)

本
稿
で
こ
こ
ま
で
の
営
べ
て
き
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
ま
ず
Q
>
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
三
つ
め
の
外
戚
傳
の
︑
恭
皇
�
が
悼
皇
考
�
の
制

度
を
範
と
し
︑﹁
昭
穆
﹂
に
序
さ
れ
た
︑
と
い
う
記
営
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
悼
皇
考
�
に
﹁
昭
穆
﹂
の
位
置
づ
け
が
與
え
ら
れ
て
い
た
︑
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
し
か
し
筆
者
は
︑
第
一
違
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
永
光
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
議
論
の
內
容
と
決
定
か

ら
推
し
て
︑
悼
皇
考
�
は
﹁
昭
穆
﹂
の
序
列
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
︑
こ
の
記
営
は
︑
寢
と
�
の
規
格
や
W
»
官
の
設
置
に
つ

い
て
悼
皇
考
�
の
例
に
な
ら
い
︑
恭
皇
�
に
つ
い
て
は
昭
穆
の
序
列
に
入
れ
た
︑
と
理
解
し
て
お
き
た
い
︒

｢儀
を
元
�
の
ご
と
く
す
る
﹂
と
は
︑
ひ
と
ま
ず
宣
元
六
王
傳
の
如
淳
Q
の
よ
う
に
﹁
皇
�
と
同
じ
﹂
と
理
解
し
て
お
く
ほ
か
な
い
が
︑
兄

弟
で
あ
る
成
�
よ
り
も
恭
皇
を
上
と
す
る
よ
う
な
含
み
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

確
實
な
の
は
︑
恭
皇
�
が
宗
�
の
序
列
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
綏
和
二
年
に
定
ま
っ
た
宗
�
の
序
列
に
恭
皇
�
を
加
え
︑
﹁
昭
穆
﹂
を

推
定
す
れ
ば
︑
R
の
よ
う
に
な
る
︒

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂
・
孝
武
�
﹁
世
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
昭
�
﹁
昭
﹂
(親
�
1
)
・
孝
宣
�
﹁
昭
﹂
(親
�
2
)
・
孝
元
�
﹁
穆
﹂
(親
�
3
)
・
孝
成
�
﹁
昭
﹂
(親
�
4
)
・
恭
皇
�
﹁
昭
﹂
(親
�
5
)

以
上
﹁
-
衛
﹂
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成
�
と
恭
皇
の
兄
弟
を
︑
父
子
關
係
を
示
す
﹁
昭
﹂
と
﹁
穆
﹂
に
分
け
る
に
は
無
理
が
あ
る
た
め
︑
恭
皇
を
﹁
昭
﹂
と
し
た
︒
神
位
を
一
堂

に
會
し
て
�
列
し
た
場
合
︑﹁
昭
﹂
四
に
對
し
﹁
穆
﹂
一
と
い
う
の
は
か
な
り
不
格
好
と
な
る
が
︑
先
に
み
た
よ
う
に
�
漢
で
は
﹁
存
�
�
﹂

が
一
堂
に
會
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
︑
あ
ま
り
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

と
は
い
え
︑
こ
れ
ま
で
﹁
昭
穆
﹂
を
與
え
ら
れ
た
�
を
﹁
親
�
﹂
と
し
て
數
え
た
場
合
︑﹃
禮
記
﹄
喪
[
小
記
を
典
據
と
し
た
﹁
親
�
四
﹂

の
枠
は
守
ら
れ
て
き
た
が
︑
こ
こ
に
到
っ
て
そ
の
枠
が
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
綏
和
二
年
の
議
論
に
て
劉
歆
が
﹁
五
�
﹂
制
を
批
�

し
た
こ
と
と
關
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
劉
歆
は
円
3
二
年
頃
に
は
中
央
政
界
か
ら
g
ざ
か
っ
て
い
て
︑
こ
の
議
論
や
決
定
に
參

與
し
て
い
た
樣
子
は
な
い(

39
)

︒

第
三
�

元
壽
元
年
の
孝
惠
�
と
孝
景
�
の
復
置

哀
�


の
�
後
の
動
き
と
し
て
︑
元
壽
元
年

(
�
2
)

三
)
頃
に
︑
惠
�
�
と
景
�
�
の
復
置
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
︑﹃
漢
書
﹄
卷
七

二
龔
7
傳
に
み
え
る
︒
云
奏
に
よ
っ
て
丞
相
王
嘉
が
失
脚
し
た
直
後
で
あ
る(40

)

︒

後
數
日
︑
復
た
會
し
て
孝
惠
・
孝
景
�
を
復
す
可
き
や
不い
な

や
を
議
す
る
に
︑
議
者
皆
な
曰
わ
く
︑
宜
し
く
復
す
べ
し
︑
と
︒
7
曰
わ
く
︑

當
に
禮
の
如
く
す
べ
し
︑
と
︒
(夏
侯
)

常
復
た
7
に
謂
う
に
︑
禮
︑
變
]
り
︑
と
︒
7
疾そ
し

り
て
言
い
て
曰
わ
く
︑
去
れ
︑
是
れ
時
の
變

な
り
︑
と

(後
數
日
︑
復
會
議
可
復
孝
惠
孝
景
�
不
︑
議
者
皆
曰
宜
復
︒
7
曰
︑
當
如
禮
︒
常
復
謂
7
︑
禮
]
變
︒
7
疾
言
曰
︑
去
︑
是
時
之
變
)
︒

孝
惠
�
と
孝
景
�
は
悦
寧
元
年
の
決
定
に
よ
っ
て
﹁
衛
�
﹂
と
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
れ
を
こ
の
と
き
復
置
し
︑
高
祖
�
等
に
O
め
ら
れ
て

い
た
兩
�
の
神
�
を
も
と
の
�
に
戾
し
︑
從
來
�
り
の
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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こ
の
と
き
の
議
論
に
は
︑
劉
歆
が
關
係
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
韋
玄
成
傳
に
は
︑
綏
和
二
年
の
議
論
に
續
け
て
﹁
歆
印
以
爲
﹂
と
し
て

劉
歆
の
說
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
二
�
に
言
�
し
た
箇
W
が
あ
る
︒

禮
︑
事
を
去
れ
ば
殺
す
る
]
り
︑
故
に
春
秋
外
傳
に
曰
わ
く
︑
日
祭
︑
)
祀
︑
時
享
︑
歲
貢
︑
"
王
と
︒
祖
 
は
則
ち
日
祭
し
︑
曾
高
は

則
ち
)
祀
し
︑
二
祧
は
則
ち
時
享
し
︑
壇
墠
は
則
ち
歲
貢
し
︑
大
禘
は
則
ち
"
王
と
す
︒
德
盛
ん
に
し
て
游
廣
き
は
︑
親
親
の
殺
な
り
︒

彌
い
よ
g
け
れ
ば
則
ち
彌
い
よ
5
し
︑
故
に
禘
重
し
と
爲
す
︒
孫
︑
王
父
の
處
に
居
り
︑
昭
穆
を
正
せ
ば
︑
則
ち
孫
は
常
に
祖
と
相
い
代

わ
る
︑
此
れ
	
�
の
殺
な
り
︒
d
人
其
の
祖
に
於
け
る
や
︑
 
に
出
で
︑
禮
順
わ
ざ
る
W
無
し
︑
故
に
衛
�
無
し
︒
貢
禹
-
衛
の
議
を
円

て
て
自
り
︑
惠
・
景
�
び
太
上
寢
園
廢
し
て
虛
と
爲
す
は
︑
禮
の
>
を
失
せ
り
︑
と

(禮
︑
去
事
]
殺
︑
故
春
秋
外
傳
曰
︑
日
祭
︑
)
祀
︑
時
享
︑

歲
貢
︑
"
王
︒
祖
 
則
日
祭
︑
曾
高
則
)
祀
︑
二
祧
則
時
享
︑
壇
墠
則
歲
貢
︑
大
禘
則
"
王
︒
德
盛
而
游
廣
︑
親
親
之
殺
也
︒
彌
g
則
彌
5
︑
故
禘
爲
重
矣
︒

孫
居
王
父
之
處
︑
正
昭
穆
︑
則
孫
常
與
祖
相
代
︑
此
	
�
之
殺
也
︒
d
人
於
其
祖
︑
出
於
 
矣
︑
禮
無
W
不
順
︑
故
無
衛
�
︒
自
貢
禹
円
-
衛
之
議
︑
惠
景
�

太
上
寢
園
廢
而
爲
虛
︑
失
禮
>
矣
)
︒

劉
歆
は
︑
�
の
數
に
制
限
を
設
け
る
の
で
は
な
く
︑
祭
祀
の
頻
度
に
よ
っ
て
差
等
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
祖
よ
り
現
君
�
に
い
た
る
ま
で
の
親

駅
の
秩
序
を
あ
ら
わ
す
宗
�
制
を
︑
﹁
禮
﹂
に
か
な
う
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
差
等
を
つ
け
て
頻
度
を
減
ら
し
て
い
く
﹁
殺
﹂
は
︑

綏
和
二
年
の
議
論
の
b
②
で
劉
歆
が
提
示
し
た
﹁
禮
﹂
の
一
般
原
則
と
一
致
す
る
︒

こ
の
說
で
は
﹁
衛
�
﹂
の
必
K
が
な
い
た
め
︑
�
の
數
を
制
限
し
て
孝
惠
�
と
孝
景
�
と
を
﹁
衛
�
﹂
と
し
た
元
・
成
�


の
宗
�
制
へ
の

批
�
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
保
科
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
元
壽
元
年
頃
に
兩
�
の
復
置
に
關
す
る
哀
�
の
下
問
が
あ
り
︑
そ
れ
に
答
え

て
劉
歆
は
こ
の
說
を
営
べ
た
の
だ
ろ
う(41

)

︒
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太
上
皇
�
と
園
は
成
�


に
す
で
に
復
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
︑
さ
ら
な
る
兩
�
の
復
置
に
よ
っ
て
︑
元
・
成
�


の
宗
�
制
改
革
は
ほ
と
ん

ど
白
紙
に
戾
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
哀
�
が
こ
の
後
ど
の
よ
う
な
宗
�
制
を
展
開
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
元
�
や
韋
玄

成
︑
匡
衡
︑
師
丹
等
に
引
き
繼
が
れ
て
き
た
﹁
禮
[
﹂
に
基
づ
く
宗
�
制
を
棄
て
︑
劉
歆
の
說
に
基
づ
く
怨
た
な
宗
�
制
に
轉
奄
し
よ
う
と
し

た
可
能
性
は
高
い
︒

第
一
k
で
み
た
綏
和
二
年
の
劉
歆
の
說
と
︑
本
k
で
み
た
元
壽
元
年
の
說
は
い
ず
れ
も
︑
皇
�
位
に
つ
い
て
い
な
い
皇
�
の
實
父
の
�
に
言

�
し
て
い
な
い
點
に
も
Q
>
し
て
お
く
必
K
が
あ
る
︒
劉
歆
は
直
接
言
�
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
悼
皇
考
�
や
恭
皇
�
の
存
在
を
事
實
上
容
J

し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
哀
�
は
彼
の
說
を
¿
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
R
違
で
み
る
よ
う
に
︑
王
厭
は
こ
れ
ら
の

�
の
廢
止
を
斷
行
し
て
い
る
か
ら
︑
液
動
す
る
政
局
が
關
係
し
て
い
る
と
は
い
え
︑
劉
歆
と
王
厭
の
閒
に
も
︑
若
干
の
ず
れ
が
あ
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
︒

怨
た
な
宗
�
制
は
︑
事
實
上
�
漢
の
歷
代
皇
�
�
び
皇
�
の
實
父
の
�
を
L
て
容
J
す
る
の
で
︑
實
は
元
�
永
光
以
�
の
︑
漢
家
傳
瓜
の
宗

�
制
へ
の
囘
歸
と
い
っ
た
側
面
を
も
つ
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
劉
歆
の
怨
た
な
禮
の
解
釋
に
よ
っ
て
漢
家
の
傳
瓜
︑﹁
故
事
﹂
を
再
定
義
し
た
︑

儒
家
禮
制
$
宗
�
制
の
も
う
ひ
と
つ
の
形
で
あ
っ
た
︒

第
三
違

元
始
年
閒
の
宗
�
制

本
違
で
は
︑
3
�
元
始
年
閒

(後
1
～
5
)

に
王
厭
の
�
�
の
も
と
で
立
て
直
さ
れ
た
宗
�
制
を
檢
討
す
る
︒
3
�
卽
位
直
後
の
狀
態
は
ひ

と
ま
ず
空
白
と
し
て
お
き
︑
元
始
年
閒
に
�
こ
っ
た
宗
�
制
に
か
か
わ
る
事
柄
を
整
理
し
︑
元
始
末
年
の
�
漢
宗
�
制
の
�
"
$
な
狀
態
を
復

元
し
た
い
︒
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第
一
�

恭
皇
�
と
悼
皇
考
�
の
廢
止

兩
�
の
廢
止
に
つ
い
て
︑
實
は
年
)
や
�
後
關
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
︒
悼
皇
考
�
の
廢
止
は
韋
玄
成
傳
に
の
み
記
さ
れ
る
一
方
︑
恭
皇
�

の
廢
止
は
師
丹
傳
に
の
み
み
え
︑
互
い
の
關
連
性
を
示
す
よ
う
な
記
営
が
な
い
た
め
︑
ひ
と
ま
ず
別
々
に
行
わ
れ
た
と
み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
︒

恭
皇
�
の
廢
止
に
つ
い
て
︑
師
丹
傳
に
R
の
よ
う
に
あ
る
︒

3
�
位
に
卽
き
︑
怨
都
侯
王
厭
太
皇
太
后
に
白
し
て
傅
太
后
・
丁
太
后
の
冢
を
發
掘
し
︑
其
の
璽
綬
を
奪
い
︑
p
め
て
民
を
以
て
之
を
定

陶
に
葬
り
︑
共
皇
�
を
墮
廢
す
︒
諸
も
ろ
の
議
を
À
り
し
泠
褒
・
段
f
等
︑
皆
な
合
浦
に
徙
し
︑
復
た
高
昌
侯
宏
を
免
じ
て
庶
人
と
爲
す
︒

丹
を
T
し
て
公
車
に
詣
ら
し
め
︑
·
關
內
侯
を
賜
い
︑
故
邑
に
食
せ
し
む
︒
數
)
︑
太
皇
太
后
大
司
徒
・
大
司
空
に
詔
し
て
曰
わ
く
︑
夫

れ
]
德
を
襃
め
︑
元
功
を
賞
す
る
は
︑
先
d
の
制
︑
百
王
不
易
の
�
な
り
︒
故
の
定
陶
太
后
︑
僭
號
を
À
稱
し
︑
甚
だ
義
理
に
悖
る
︒
關

內
侯
師
丹
︑
國
に
端
Á
し
︑
患
難
を
Â
み
ず
︑
忠
k
を
執
り
︑
d
法
に
據
り
︑
5
卑
の
制
を
分
�
し
︑
確
然
と
し
て
Ã
石
の
固
き
]
り
︑

大
k
に
臨
み
て
奪
う
可
か
ら
ず
︑
社
稷
の
臣
と
謂
う
可
し
︒
]
司
︑
Ä
臣
の
稱
號
を
円
定
せ
し
者
を
條
奏
し
て
已
に
放
Å
す
︑
而
れ
ど
も

丹
功
賞
未
だ
加
え
ず
︑
殆
ん
ど
先
賞
後
罰
の
義
に
繆た
が

い
︑
]
德
を
違
ら
か
に
し
厥
の
功
に
報
い
る
W
以
に
非
ざ
る
な
り
︒
其
れ
厚
丘
の
中

Æ
︑
戶
二
千
一
百
を
以
て
丹
を
封
じ
て
義
陽
侯
と
爲
せ
︑
と
︒
)
餘
に
し
て
薨
じ
︑
諡
し
て
k
侯
と
曰
う

(
3
�
卽
位
︑
怨
都
侯
王
厭
白
太

皇
太
后
發
掘
傅
太
后
︑
丁
太
后
冢
︑
奪
其
璽
綬
︑
p
以
民
葬
之
定
陶
︑
墮
廢
共
皇
�
︒
諸
À
議
泠
褒
・
段
f
等
皆
徙
合
浦
︑
復
免
高
昌
侯
宏
爲
庶
人
︒
T
丹
詣

公
車
︑
賜
·
關
內
侯
︑
食
故
邑
︒
數
)
︑
太
皇
太
后
詔
大
司
徒
・
大
司
空
曰
︑
夫
襃
]
德
︑
賞
元
功
︑
先
d
之
制
︑
百
王
不
易
之
�
也
︒
故
定
陶
太
后
À
稱
僭

號
︑
甚
悖
義
理
︒
關
內
侯
師
丹
端
Á
於
國
︑
不
Â
患
難
︑
執
忠
k
︑
據
d
法
︑
分
�
5
卑
之
制
︑
確
然
]
Ã
石
之
固
︑
臨
大
k
而
不
可
奪
︑
可
謂
社
稷
之
臣
矣
︒

]
司
條
奏
Ä
臣
円
定
稱
號
者
已
放
Å
︑
而
丹
功
賞
未
加
︑
殆
繆
乎
先
賞
後
罰
之
義
︑
非
W
以
違
]
德
報
厥
功
也
︒
其
以
厚
丘
之
中
Æ
戶
二
千
一
百
封
丹
爲
義
陽

侯
︒
)
餘
薨
︑
諡
曰
k
侯
)
︒
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恭
皇
�
の
破
壞
と
廢
止
は
︑
傅
氏
と
丁
氏
の
改
葬
と
陵
の
破
壞
︑
璽
綬
の
强
奪
な
ど
と
一
連
の
出
來
事
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(42

)

︒﹃
漢
書
﹄

外
戚
恩
澤
侯
表
に
よ
れ
ば
︑
師
丹
が
義
陽
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
元
始
三
年

(3
)

二
)
で
あ
る
︒
ま
た
�
中
に
み
え
る
高
昌
侯
董
宏
は
︑
そ

の
嗣
子
高
昌
侯
董
武
の
~
記
と
み
ら
れ
︑
﹃
漢
書
﹄
卷
十
七
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
に
よ
れ
ば
︑
元
壽
元
年
に
侯
を
嗣
い
で
か
ら
二
年
で
免
ぜ

ら
れ
て
い
る(

43
)

︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
一
連
の
出
來
事
は
元
始
元
年

(1
)

か
ら
二
年
中
に
�
こ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る(44

)

︒

恭
皇
�
の
場
合
︑
廢
止
や
破
壞
の
理
由
が
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
傅
氏
や
丁
氏
に
對
す
る
王
厭
の
報
復
の
と
ば
っ
ち
り
を

:
け
た
觀
さ
え
あ
り
︑
R
の
悼
皇
考
�
の
廢
止
と
は
質
の
衣
な
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
�
で
あ
る
︒

悼
皇
考
�
の
廢
止
は
︑
元
始
年
閒
の
い
つ
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
以
下
に
あ
げ
る
韋
玄
成
傳
W
載
の
議
論
は
︑
悼
皇
考
�
を
﹁
兩

瓜
貳
父
﹂
す
る
も
の
と
批
�
し
て
い
る
た
め
︑
も
し
同
時


に
恭
皇
�
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
同
じ
問
題
を
は
ら
む
施
設
と
し
て
あ
が
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒
恭
皇
�
に
L
く
ふ
れ
な
い
の
は
︑
恭
皇
�
が
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た
元
始
三
年
以
影
の
議
論
で
あ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒3

�
元
始
中
に
至
り
︑
大
司
馬
王
厭
奏
す
ら
く
︑
本
始
元
年
︑
丞
相
義
等
諡
を
議
し
︑
孝
宣
皇
�
の
親
を
悼
園
と
曰
い
︑
邑
三
百
家
を
置

く
︒
元
康
元
年
に
至
り
︑
丞
相
相
等
奏
す
ら
く
︑
父
︑
士
爲
り
︑
子
︑
天
子
爲
れ
ば
︑
祭
る
に
天
子
を
以
て
す
︑
悼
園
宜
し
く
5
號
を
稱

し
て
皇
考
と
曰
い
︑
�
を
立
て
︑
故
の
奉
園
の
民
を
益
し
て
千
六
百
家
に
滿
た
し
︑
以
て
縣
と
爲
す
べ
し
︑
と
︒
臣
愚
以
爲
ら
く
︑
皇
考

�
︑
本
よ
り
當
に
立
つ
べ
か
ら
ず
︑
纍
世
之
を
奉
る
は
是
に
非
ず
︑
と
︒
印
た
孝
�
太
后
の
南
陵
︑
孝
昭
太
后
の
雲
陵
園
︑
�
に
禮
を
以

て
復
た
は
修
め
ざ
る
と
雖
も
︑
陵
の
名
未
だ
正
さ
ず
︒
謹
ん
で
大
司
徒
晏
等
百
四
十
七
人
と
議
す
る
に
︑
皆
な
曰
わ
く
︑
孝
宣
皇
�
︑
兄

孫
を
以
て
瓜
を
繼
ぎ
孝
昭
皇
�
の
後
と
爲
り
以
て
數
う
︑
故
に
孝
元
世
︑
孝
景
皇
�
�
び
皇
考
�
の
親
未
だ
盡
き
ざ
る
を
以
て
衛
た
ず
︒

此
れ
瓜
を
兩
つ
に
し
父
を
貳
し
︑
禮
制
に
F
う
︒
案
ず
る
に
︑
義
の
奏
︑
親
の
諡
を
悼
と
曰
い
︑
裁
か
に
奉
邑
を
置
く
は
︑
皆
な
經
義
に

�漢後	
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應
ず
︒
相
の
奏
︑
悼
園
を
皇
考
と
稱
し
︑
�
を
立
て
︑
民
を
益
し
縣
と
爲
す
は
︑
祖
瓜
に
F
離
し
︑
本
義
に
乖
繆
す
︒
父
︑
士
爲
り
︑
子
︑

天
子
爲
れ
ば
︑
祭
る
に
天
子
を
以
て
す
る
者
︑
乃
ち
Ê
舜
・
夏
禹
・
殷
湯
・
周
�
・
漢
の
高
祖
の
:
命
し
て
而
王
た
る
者
の
若
き
を
謂
う

な
り
︑
祖
瓜
を
繼
ぎ
後
と
爲
る
者
を
謂
う
に
非
ざ
る
な
り
︒
臣
 
う
ら
く
は
︑
皇
高
祖
考
�
・
奉
�
園
︑
衛
ち
て
修
む
る
勿
く
︑
南
陵
・

雲
陵
を
罷
め
て
縣
と
爲
さ
ん
こ
と
を
︑
と
︒
奏
し
て
可

(至
3
�
元
始
中
︑
大
司
馬
王
厭
奏
︑
本
始
元
年
丞
相
義
等
議
諡
︑
孝
宣
皇
�
親
曰
悼
園
︑
置

邑
三
百
家
︒
至
元
康
元
年
︑
丞
相
相
等
奏
︑
父
爲
士
︑
子
爲
天
子
︑
祭
以
天
子
︑
悼
園
宜
稱
5
號
曰
皇
考
︑
立
�
︑
益
故
奉
園
民
滿
千
六
百
家
︑
以
爲
縣
︒
臣

愚
以
爲
︑
皇
考
�
本
不
當
立
︑
纍
世
奉
之
︑
非
是
︒
印
孝
�
太
后
南
陵
︑
孝
昭
太
后
雲
陵
園
︑
雖
�
以
禮
不
復
修
︑
陵
名
未
正
︒
謹
與
大
司
徒
晏
等
百
四
十
七

人
議
︑
皆
曰
︑
孝
宣
皇
�
以
兄
孫
繼
瓜
爲
孝
昭
皇
�
後
︑
以
數
︑
故
孝
元
世
︑
以
孝
景
皇
�
�
皇
考
�
親
未
盡
︑
不
衛
︒
此
兩
瓜
貳
父
︑
F
於
禮
制
︒
案
︑
義

奏
親
諡
曰
悼
︑
裁
置
奉
邑
︑
皆
應
經
義
︒
相
奏
悼
園
稱
皇
考
︑
立
�
︑
益
民
爲
縣
︑
F
離
祖
瓜
︑
乖
繆
本
義
︒
父
爲
士
︑
子
爲
天
子
︑
祭
以
天
子
者
︑
乃
謂
若

Ê
舜
・
夏
禹
・
殷
湯
・
周
�
・
漢
之
高
祖
:
命
而
王
者
也
︑
非
謂
繼
祖
瓜
爲
後
者
也
︒
臣
 
皇
高
祖
考
�
奉
�
園
衛
勿
修
︑
罷
南
陵
︑
雲
陵
爲
縣
︒
奏
可
)
︒

悼
皇
考
�
の
C
い
に
の
み
焦
點
を
し
ぼ
る
と
︑
宣
�
の
と
き
の
措
置
と
元
�
の
と
き
の
措
置
と
が
そ
れ
ぞ
れ
批
�
さ
れ
て
い
る
︒
と
く
に
元

�
の
と
き
の
︑﹁
親
が
盡
き
て
い
な
い
﹂
と
い
う
理
由
で
悼
皇
考
�
を
﹁
衛
�
﹂
と
し
な
か
っ
た
措
置
が
︑
當
時
の
韋
玄
成
等
の
考
え
た
﹁
親
﹂

を
唯
一
の
基
準
と
す
る
﹁
禮
﹂
で
は
問
題
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
こ
で
一
轉
し
て
﹁
禮
制
﹂
に
た
が
う
と
さ
れ
た
點
に
は
Q
>
す

べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
宗
�
制
に
お
い
て
根
幹
と
す
べ
き
事
柄
が
︑
現
皇
�
と
の
Ë
離
を
表
す
﹁
親
﹂
か
ら
︑
た
だ
ひ
と
つ
の
﹁
祖

瓜
﹂
を
�
示
す
る
こ
と
に
變
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒

結
局
の
と
こ
ろ
王
厭
は
︑
元
�
が
永
光
五
年
に
示
し
た
︑
悼
皇
考
�
を
排
除
す
る
方
針
を
忠
實
に
實
施
し
た
と
も
い
え
る
︒
一
部
修
正
し
た

上
で
元
・
成
�


の
宗
�
制
に
立
ち
戾
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
う
し
た
狀
況
は
︑
同
時


に
E
行
し
た
郊
祀
制
の
變
	
と
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
︒
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第
二
�

｢
宗
﹂
の
決
定

『
漢
書
﹄
卷
十
二
3
�
紀
に
よ
れ
ば
︑
元
始
四
年

(4
)

正
)
に
︑
長
安
南
郊
に
お
い
て
高
祖
を
天
に
�
食
し
た
郊
祀
と
︑
�
�
を
上
�
に

�
食
し
た
宗
祀
と
が
擧
行
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
古
橋
紀
宏
氏
の
論
證
に
し
た
が
い
︑
元
始
五
年

(5
)

正
)
の
出
來
事
と
す
る
の
が
w
當
で
あ

る(
45
)

︒
古
橋
氏
は
そ
の
論
據
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
宗
祀
は
﹃
孝
經
﹄
d
治
違
の
記
営
を
實
踐
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
︑
宗
祀
の
舞
臺
と

な
る
�
堂
は
元
始
四
年
八
)
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る(46

)

︒

3
�
紀
は
︑
そ
の
�
堂
の
設
置
に
續
い
て
﹁
世
宗
﹂
孝
武
�
に
續
く
﹁
宗
﹂
の
決
定
を
記
す
た
め
︑
こ
れ
も
八
)
頃
の
出
來
事
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
︒

(元
始
四
年
)

安
漢
公
奏
し
て
�
堂
・
辟
廱
を
立
つ
︒
孝
宣
�
を
5
び
て
中
宗
と
爲
し
︑
孝
元
�
を
高
宗
と
爲
し
︑
天
子
世
世
獻
じ
て
祭
る

(安
漢
公
奏
立
�
堂
︑
辟
廱
︒
5
孝
宣
�
爲
中
宗
︑
孝
元
�
爲
高
宗
︑
天
子
世
世
獻
祭
)
︒

宣
�
の
�
を
﹁
中
宗
﹂︑
元
�
の
�
を
﹁
高
宗
﹂
と
す
る
こ
の
決
定
は
︑
�
k
で
み
た
﹁
宗
﹂
の
數
を
限
定
し
な
い
劉
歆
の
說
に
の
っ
と
っ

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
﹃
漢
書
﹄
は
︑
孝
宣
�
が
な
ぜ
﹁
中
宗
﹂
な
の
か
︑
孝
元
�
が
な
ぜ
﹁
高
宗
﹂
な
の
か
︑
理
由
や
典
據
を
直

接
記
さ
な
い
が
︑
�
k
の
b
③
︑
劉
歆
の
說
の
中
に
﹁
苟
し
く
も
功
德
]
れ
ば
則
ち
之
を
宗
と
し
︑
預
め
數
を
爲
設
す
可
か
ら
ず
︒
故
に
殷
に

於
い
て
太
甲
は
太
宗
と
爲
り
︑
大
戊
は
中
宗
と
曰
い
︑
武
丁
は
高
宗
と
曰
う

(苟
]
功
德
則
宗
之
︑
不
可
預
爲
設
數
︒
故
於
殷
︑
太
甲
爲
太
宗
︑
大
戊
曰

中
宗
︑
武
丁
曰
高
宗
)
﹂
と
あ
っ
た
の
を
振
り
�
れ
ば
︑
二
つ
の
�
號
が
殷
の
二
宗
を
典
據
と
す
る
の
は
閒
F
い
な
い
︒

ま
た
﹁
天
子
世
世
獻
祭
﹂
と
は
︑
﹃
漢
書
﹄
卷
五
景
�
紀

(元
年
︹
�
156
︺
)

に
﹁
太
祖
�

(=

高
�
)
﹂
と
﹁
太
宗
�

(=

孝
�
�
)
﹂
の
祭
祀
に

關
し
て
﹁
天
子
宜
世
世
獻
祖
・
宗
之
�
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
同
卷
八
宣
�
紀

(本
始
二
年
︹
�
72
︺
)

に
﹁
世
宗
�

(=

孝
武
�
)
﹂
に
つ
い
て
﹁
天
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子
世
世
獻
﹂
と
あ
る
の
と
同
じ
で
︑
い
ず
れ
も
︑﹁
祖
・
宗
﹂
の
�
の
祭
祀
は
他
�
の
�
の
そ
れ
と
衣
な
り
︑
皇
�
が
自
ら
擧
行
す
る
と
い
う

規
定
で
あ
る
︒

筆
者
は
以
�
︑
景
�
が
定
め
た
﹁
天
子
宜
世
世
獻
祖
・
宗
之
�
﹂
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
�
で
の
八
)
酎
祭
の
擧
行
を
指
す
こ
と
を
指
摘
し
た(47

)

︒

第
一
違
で
み
た
よ
う
に
︑
永
光
五
年
の
議
論
の
中
に
宗
�
�
び
陵
園
祭
祀
制
度
の
改
訂
案
が
あ
っ
た
も
の
の
廢
案
と
な
り
︑
以
後
も
祭
祀
制
度

が
改
訂
さ
れ
た
記
錄
は
な
い
た
め
︑
こ
の
元
始
四
年
の
規
定
も
ま
た
︑
同
樣
に
中
宗
の
�
と
高
宗
の
�
と
に
お
け
る
八
)
酎
祭
の
皇
�
親
祭
に

よ
る
擧
行
の
規
定
と
み
て
よ
い
︒
二
宗
の
決
定
が
八
)
頃
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
こ
の
年
の
酎
祭
の
擧
行
と
關
係
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒

元
始
五
年
正
)
に
擧
行
さ
れ
た
�
堂
で
の
祫
祭
は
︑
先
に
あ
げ
た
古
橋
氏
の
說
に
し
た
が
え
ば
︑
�
堂
に
て
�
�
を
﹁
宗
祀
﹂
し
上
�
に
�

食
す
る
も
の
で
あ
り
︑
諸
侯
王
以
下
︑
列
侯
や
宗
室
︑
蠻
夷
の
人
々
ま
で
が
參
集
し
た(48

)

︒
�
堂
宗
祀
の
參
加
者
と
︑
宗
�
の
大
祭
で
あ
る
酎
祭

の
參
加
者
と
は
類
似
し
て
い
る
が
︑
�
堂
は
﹁
三
雍
﹂
の
ひ
と
つ
と
し
て
怨
た
に
設
置
さ
れ
た
施
設
で
あ
り
︑
別
の
怨
た
な
國
家
祭
祀
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
︑
宗
�
制
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
必
K
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
C
わ
な
い(49

)

︒

悼
皇
考
�
と
恭
皇
�
の
廢
止
︑
�
び
二
宗
の
決
定
を
:
け
た
こ
の
時
點
で
の
宗
�
の
序
列
は
︑
ひ
と
ま
ず
R
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
︒
な
お
︑

孝
宣
�
が
﹁
中
宗
﹂
と
な
っ
た
の
に
と
も
な
い
︑
永
光
五
年
の
決
定
以
來
續
い
て
き
た
︑
昭
�
と
宣
�
と
を
﹁
一
體
﹂
と
し
と
も
に
﹁
昭
﹂
と

す
る
と
い
う
序
列
上
の
位
置
づ
け
も
ま
た
解
除
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
た
だ
そ
の
結
果
︑﹁
祖
・
宗
﹂
以
外
の
親
�
に
ど
の
よ
う
に
﹁
昭
穆
﹂

が
附
せ
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
た
め
︑
空
け
て
お
く
︒

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂
・
孝
武
�
﹁
世
宗
﹂・
孝
宣
�
﹁
中
宗
﹂・
孝
元
�
﹁
高
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂

孝
惠
�

(親
�
1
)
・
孝
景
�

(親
�
2
)
・
孝
昭
�

(親
�
3
)
・
孝
成
�

(親
�
4
)
・
孝
哀
�

(親
�
5
)

以
上
﹁
-
衛
﹂
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こ
の
と
お
り
だ
と
す
れ
ば
︑
元
�
や
韋
玄
成
等
が
こ
だ
わ
っ
た
﹁
親
�
四
﹂
の
枠
も
な
く
な
り
︑﹁
宗
﹂
が
增
え
︑
事
實
上
﹁
衛
�
﹂
が
な

く
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
宗
�
制
は
︑
劉
歆
が
綏
和
二
年
と
元
壽
元
年
に
提
示
し
た
說
で
な
け
れ
ば
說
�
で
き
な
い
︒

そ
し
て
﹃
漢
書
﹄
王
厭
傳
に
よ
れ
ば
︑
元
始
五
年
十
二
)
に
3
�
が
死
去
し
た
直
後
︑
王
厭
は
さ
ら
な
る
﹁
宗
﹂
を
決
定
し
た
︒

十
二
)
︑
3
�
�
じ
︑
天
下
に
大
赦
す
︒
厭
︑
禮
に
�
る
き
者
宗
伯
鳳
等
を
T
し
︑
與
に
天
下
¶
六
百
石
以
上
︑
皆
な
喪
に
[
す
る
こ
と

三
年
と
定
む
︒
奏
し
て
孝
成
�
を
5
び
瓜
宗
と
曰
い
︑
孝
3
�
を
元
宗
と
曰
う

(十
二
)
3
�
�
︑
大
赦
天
下
︒
厭
T
�
禮
者
宗
伯
鳳
等
︑
與
定

天
下
¶
六
百
石
以
上
皆
[
喪
三
年
︒
奏
5
孝
成
�
曰
瓜
宗
︑
孝
3
�
曰
元
宗
)
︒

こ
れ
を
:
け
た
︑
�
漢
王
�
の
宗
�
制
の
�
"
$
な
序
列
は
R
の
よ
う
に
な
る
︒

高
祖
�
﹁
太
祖
﹂・
孝
�
�
﹁
太
宗
﹂
・
孝
武
�
﹁
世
宗
﹂・
孝
宣
�
﹁
中
宗
﹂・
孝
元
�
﹁
高
宗
﹂・
孝
成
�
﹁
瓜
宗
﹂・
孝
3
�
﹁
元
宗
﹂

以
上
﹁
不
衛
﹂
︑
計
七

孝
惠
�

(親
�
1
)
・
孝
景
�

(親
�
2
)
・
孝
昭
�

(親
�
3
)
・
孝
哀
�

(親
�
4
)

以
上
﹁
-
衛
﹂︑
計
四

あ
く
ま
で
結
果
論
だ
が
︑﹁
宗
﹂
を
增
や
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
親
�
四
﹂
の
枠
が
復
活
し
た
た
め
︑
元
�
や
韋
玄
成
等
の
說
と
︑
劉
歆
の

說
と
を
折
衷
し
た
宗
�
制
に
落
ち
着
い
た
︒
�
漢
宗
�
制
の
�
"
局
面
に
お
い
て
︑
劉
歆
の
﹁
宗
﹂
の
理
論
が
L
面
$
に
¿
用
さ
れ
た
こ
と
が
︑

こ
こ
で
は
っ
き
り
し
た
と
い
え
る(

50
)

︒

な
お
︑
王
厭
は
始
円
國
元
年

(9
)

正
)
に
︑
漢
の
宗
�
に
對
す
る
親
祭
に
つ
い
て
言
�
し
て
い
る
︒

�漢後	
における宗�制の變容
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厭
曰
わ
く
︑
予
の
皇
始
祖
考
Ê
�
︑
嬗
を
Ð
に
:
く
︒
漢
氏
の
初
祖
は
Ð
�
な
れ
ば
︑
世
よ
傳
國
の
象
]
り
︑
予
復
た
親
ら
金
策
を
漢
高

皇
�
の
靈
に
:
く
︒
惟
れ
思
う
に
�
代
に
襃
厚
し
︑
何
ぞ
忘
る
る
時
]
ら
ん
や
︒
漢
氏
の
祖
・
宗
七
]
り
︑
禮
を
以
て
�
を
定
安
國
に
立

て
よ
︒
其
の
園
寢
�
の
京
師
に
在
る
者
︑
罷
む
る
勿
く
︑
祠
薦
故
の
如
く
せ
よ
︒
予
︑
秋
九
)
を
以
て
親
ら
漢
氏
の
高
・
元
・
成
・
3
の

�
に
入
る

(
厭
曰
︑
予
之
皇
始
祖
考
Ê
�
:
嬗
于
Ð
︑
漢
氏
初
祖
Ð
�
︑
世
]
傳
國
之
象
︑
予
復
親
:
金
策
於
漢
高
皇
�
之
靈
︒
惟
思
襃
厚
�
代
︑
何
]
忘

時
︒
漢
氏
祖
宗
]
七
︑
以
禮
立
�
于
定
安
國
︒
其
園
寢
�
在
京
師
者
︑
勿
罷
︑
祠
薦
如
故
︒
予
以
秋
九
)
親
入
漢
氏
高
元
成
3
之
�
)
︒
(王
厭
傳
中
)

｢�
に
入
る
﹂
と
は
︑
そ
こ
で
祭
儀
を
擧
行
す
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒
高
祖
�
の
他
︑
元
�
・
成
�
・
3
�
の
�
が
s
ば
れ
た
の
は
︑

お
そ
ら
く
王
厭
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
︑
お
ば
の
夫
︑
い
と
こ
︑
娘
の
夫
と
い
っ
た
親
族
關
係
に
あ
る
た
め
か
と
思
わ
れ
る(51

)

︒

そ
し
て
︑
十
二
)
を
歲
首
と
し
た
王
厭
の
曆
の
九
)
は
︑
漢
の
曆
で
は
八
)
に
あ
た
る
︒
そ
の
)
を
祭
儀
擧
行
の
)
に
s
ん
だ
の
は
︑
や
は

り
漢
の
宗
�
の
大
祭
で
あ
る
酎
祭
を
>
識
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒﹃
後
漢
書
﹄
卷
一
光
武
�
紀
に
よ
れ
ば
︑
光
武
�
が
卽
位
後
�
初
に
�
漢
の

祖
・
宗
を
祀
っ
た
の
も
ま
た
︑
八
)
で
あ
っ
た(52

)

︒

む
す
び
に
か
え
て

︱
︱
王
厭
の
宗
�
制
︱
︱

王
厭
傳
に
よ
れ
ば
︑
始
円
國
元
年
正
)
︑
王
厭
は
卽
眞
後
す
ぐ
に
怨
王
�
の
宗
�
制
を
策
定
し
た
︒
こ
れ
は
黃
�
を
始
祖
と
し
︑
以
下
王
氏

一
族
の
歷
*
$
な
k
目

(姓
が
變
わ
る
と
き
)

に
位
置
す
る
祖
先
を
と
り
あ
げ
︑
王
厭
に
到
る
ま
で
の
系
�
を
目
に
見
え
る
形
に
顯
現
さ
せ
る
獨

自
の
樣
相
を
Ñ
す
る
が
︑
�
漢
宗
�
制
と
の
關
係
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

東 方 學 報

40



黃
�
自
り
濟
南
伯
王
に
至
る
ま
で
︑
而
し
て
祖
の
世
よ
の
氏
姓
五
]
り
︒
黃
�
二
十
五
子
︑
分
ち
て
厥
の
姓
を
賜
う
も
の
十
]
二
氏
︒
Ê

�
の
先
︑
姓
を
:
け
姚
と
曰
い
︑
其
の
陶
Ð
に
在
り
て
は
媯
と
曰
い
︑
周
に
在
り
て
は
陳
と
曰
い
︑
齊
に
在
り
て
は
田
と
曰
い
︑
濟
南
に

在
り
て
は
王
と
曰
う
︒
予
︑
伏
し
て
念
う
に
︑
皇
初
祖
考
黃
�
・
皇
始
祖
考
Ê
�
︑
以
て
�
堂
に
宗
祀
し
︑
宜
し
く
祖
宗
の
親
�
に
序
す

べ
し
︒
其
れ
祖
�
五
・
親
�
四
を
立
て
︑
后
夫
人
皆
な
�
食
す
︒
⁝
騎
都
尉
囂
等
を
Ò
り
︑
分
ち
て
黃
�
園
を
治
め
︑
上
郡
橋
畤
に
︑
Ê

�
を
零
陵
九
疑
に
︑
胡
王
を
淮
陽
陳
に
︑
敬
王
を
齊
臨
淄
に
︑
愍
王
を
城
陽
莒
に
︑
伯
王
を
濟
南
東
3
陵
に
︑
孺
王
を
魏
郡
元
城
に
位
せ

し
め
︑
º
者
四
時
祠
を
致
せ
︒
其
の
�
の
當
に
作
る
べ
き
者
︑
天
下
の
初
め
て
定
ま
る
を
以
て
︑
且
し
ば
ら

く
�
堂
太
�
に
祫
祭
す

(自
黃
�
至

于
濟
南
伯
王
︑
而
祖
世
氏
姓
]
五
矣
︒
黃
�
二
十
五
子
︑
分
賜
厥
姓
十
]
二
氏
︒
Ê
�
之
先
︑
:
姓
曰
姚
︑
其
在
陶
Ð
曰
媯
︑
在
周
曰
陳
︑
在
齊
曰
田
︑
在
濟

南
曰
王
︒
予
伏
念
︑
皇
初
祖
考
黃
�
︑
皇
始
祖
考
Ê
�
︑
以
宗
祀
于
�
堂
︑
宜
序
於
祖
宗
之
親
�
︒
其
立
祖
�
五
︑
親
�
四
︑
后
夫
人
皆
�
食
︒
⁝
Ò
騎
都
尉

囂
等
︑
分
治
黃
�
園
︑
位
於
上
郡
橋
畤
︑
Ê
�
於
零
陵
九
疑
︑
胡
王
於
淮
陽
陳
︑
敬
王
於
齊
臨
淄
︑
愍
王
於
城
陽
莒
︑
伯
王
於
濟
南
東
3
陵
︑
孺
王
於
魏
郡
元

城
︑
º
者
四
時
致
祠
︒
其
�
當
作
者
︑
以
天
下
初
定
︑
且
祫
祭
於
�
堂
太
�
)
︒

さ
し
あ
た
り
重
K
な
の
は
︑﹁
祖
�
五
﹂
と
﹁
親
�
四
﹂
を
設
置
す
る
と
い
う
規
定
で
︑
黃
�
と
舜

(
Ê
�
)

と
を
そ
の
筆
頭
と
し
︑
そ
れ

を
含
め
た
計
七
つ
ま
で
の
�
の
�
と
そ
れ
ぞ
れ
の
園
を
設
置
す
る
地
方
を
指
定
す
る
︒﹁
親
�
﹂
が
あ
と
二
つ
足
ら
な
い
が
︑
後
の
地
皇
年
閒

に
實
際
に
營
À
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
九
�
﹂
と
照
合
す
る
と
︑
そ
れ
は
王
厭
の
祖
父
王
禁
と
︑
父
王
曼
の
�
と
わ
か
る
︒

｢
祖
�
五
﹂
と
﹁
親
�
四
﹂
と
い
う
�
の
數
は
︑
歷
*
上
特
衣
で
あ
る
︒
劉
瑞
氏
は
こ
こ
に
︑
�
の
數
に
あ
ら
か
じ
め
制
限
を
設
け
な
い
劉

歆
の
說
の
影
H
を
み
る(

53
)

︒
筆
者
は
劉
歆
說
の
他
に
︑
永
光
四
年
の
韋
玄
成
等
の
議
論
a
②
に
み
え
る
周
の
﹁
七
�
﹂
の
理
解
が
參
考
と
な
る
と

考
え
る
︒
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周
の
七
�
な
る
W
以
の
者
︑
后
稷
の
始
封
︑
�
王
・
武
王
の
:
命
し
て
王
た
る
を
以
て
な
り
︒
是
を
以
て
三
�
衛
た
ず
︑
親
�
四
と
と
も

に
七
な
り

(
周
之
W
以
七
�
者
︑
以
后
稷
始
封
︑
�
王
︑
武
王
:
命
而
王
︒
是
以
三
�
不
衛
︑
與
親
�
四
而
七
)
︒

韋
玄
成
等
の
說
で
は
︑﹁
禮
﹂
の
一
般
原
則
は
︑﹁
太
祖
�
﹂
一
と
﹁
親
�
﹂
四
の
計
五
�
で
あ
る
︒
そ
れ
に
對
し
て
︑
周
は
﹁
太
祖
﹂
に
相

當
す
る
祖
が
三
人
い
る
た
め
に
︑
特
例
と
し
て
計
七
�
と
な
っ
た
︒
同
じ
理
屈
で
︑
王
氏
の
祖
に
五
つ
の
姓
が
あ
り
︑
姓
ご
と
に
祖
を
設
定
す

る
必
K
か
ら
︑
特
例
と
し
て
祖
�
を
五
と
し
た
た
め
︑
計
九
�
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
Q
目
し
た
い
の
は
︑
引
用
し
た
部
分
の
�
後
に
み
え
る
︑
�
を
營
À
す
る
い
と
ま
が
な
い
た
め
に
暫
定
$
に
﹁
�

堂
太
�
﹂
に
祫
祭
す
る
︑
と
い
う
決
定
で
あ
る
︒
祫
祭
と
は
こ
の
場
合
︑
大
祭
を
擧
行
す
る
た
め
に
︑
一
時
$
に
L
て
の
神
�
を
ひ
と
つ
の
�

に
集
め
る
の
で
は
な
く
︑
日
常
$
に
ひ
と
つ
の
�
に
複
數
の
神
�
を
O
め
て
お
く
こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︒
�
堂
は
︑
王
厭
が
元
始
四
年
に

設
置
し
た
漢
の
�
堂
と
み
て
閒
F
い
な
い
︒
こ
れ
を
怨
の
太
�
と
し
て
暫
定
$
に
º
用
し
た
た
め
に
︑﹁
�
堂
太
�
﹂
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か(

54
)

︒

ま
た
こ
の
と
き
︑
暫
定
$
な
措
置
と
は
い
え
︑
ひ
と
つ
の
�
に
複
數
の
神
�
が
O
め
ら
れ
︑
祭
ら
れ
る
と
い
う
︑
�
漢
時
代
に
は
な
か
っ
た

狀
況
が
生
ま
れ
︑
し
ば
ら
く
續
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
祫
祭
の
あ
り
方
が
︑
世
祖
�
內
の
各
室
に
後
繼
皇
�
の
神
�
を
O
め
る
後
漢
宗
�
制

獨
自
の
あ
り
方
の
原
型
と
な
っ
た
可
能
性
は
︑
大
い
に
あ
る
だ
ろ
う
︒

暫
定
$
な
狀
態
か
ら
脫
却
す
る
た
め
に
﹁
九
�
﹂
の
營
À
が
開
始
さ
れ
た
の
は
︑
十
年
餘
り
經
た
地
皇
元
年

(20
)
︑
各
地
で
の
反
亂
の
勃

發
な
ど
に
よ
っ
て
︑
王
�
の
行
く
末
に
對
す
る
危
機
感
が
增
し
て
か
ら
で
あ
る
︒﹁
九
�
﹂
の
內
容
は
︑
王
厭
傳
に
R
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

九
�
︑
一
に
黃
�
太
初
祖
�
と
曰
い
︑
二
に
�
Ê
始
祖
昭
�
と
曰
い
︑
三
に
陳
胡
王
瓜
祖
穆
�
と
曰
い
︑
四
に
齊
敬
王
世
祖
昭
�
と
曰
い
︑
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五
に
濟
北
愍
王
王
祖
穆
�
と
曰
い
︑
凡
そ
五
�
︑
不
墮
と
云
う
︒
六
に
濟
南
伯
王
5
 
昭
�
と
曰
い
︑
七
に
元
城
孺
王
5
 
穆
�
と
曰
い
︑

八
に
陽
3
頃
王
戚
 
昭
�
と
曰
い
︑
九
に
怨
都
顯
王
戚
 
穆
�
と
曰
う
︒
殿
皆
な
重
屋
と
す
︒
太
初
祖
�
︑
東
西
南
北
各
お
の
四
十
丈
︑

高
さ
十
七
丈
︑
餘
�
は
之
に
	
ば
す

(九
�
︑
一
曰
黃
�
太
初
祖
�
︑
二
曰
�
Ê
始
祖
昭
�
︑
三
曰
陳
胡
王
瓜
祖
穆
�
︑
四
曰
齊
敬
王
世
祖
昭
�
︑
五
曰

濟
北
愍
王
王
祖
穆
�
︑
凡
五
�
不
墮
云
︒
六
曰
濟
南
伯
王
5
 
昭
�
︑
七
曰
元
城
孺
王
5
 
穆
�
︑
八
曰
陽
3
頃
王
戚
 
昭
�
︑
九
曰
怨
都
顯
王
戚
 
穆
�
︒

殿
皆
重
屋
︒
太
初
祖
�
東
西
南
北
各
四
十
丈
︑
高
十
七
丈
︑
餘
�
	
之
)
︒

｢九
�
﹂
は
始
円
國
元
年
の
詔
書
の
と
お
り
に
円
設
さ
れ
︑
地
皇
三
年

(22
)

に
完
成
し
た
︒﹁
不
墮
﹂
と
は
﹁
不
衛
﹂
と
同
義
で
あ
ろ
う
︒

整
理
す
る
と
R
の
よ
う
に
な
る
︒

黃
�
太
初
祖
�
・
�
Ê
始
祖
昭
�
・
陳
胡
王
瓜
祖
穆
�
・
齊
敬
王
世
祖
昭
�
・
濟
北
愍
王
王
祖
穆
�

以
上
﹁
不
衛
﹂︑
計
五

濟
南
伯
王
5
 
昭
�
・
元
城
孺
王
5
 
穆
�
・
陽
3
頃
王
戚
 
昭
�
・
怨
都
顯
王
戚
 
穆
�

以
上
﹁
-
衛
﹂︑
計
四

こ
の
王
厭
の
﹁
九
�
﹂
に
關
し
て
︑
劉
瑞
氏
は
Q
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
し
て
い
る
︒
�
漢
長
安
城
Ö
址
の
南
郊
で
發
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

王
厭
九
�
Ö
址
が
︑
實
際
に
は
十
二
座
の
円
築
基
址
か
ら
な
る
と
い
う
問
題
を
整
合
$
に
理
解
す
る
た
め
に
︑
劉
氏
は
︑
宗
�
制
に
お
い
て
中

核
と
し
て
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
﹁
太
祖
�
﹂
が
﹁
九
�
﹂
中
に
み
え
な
い
點
に
Q
目
し
︑﹁
九
�
﹂
は
王
厭
の
!
想
し
た
宗
�
制
の
L
體
で
は
な

く
︑
地
皇
三
年
に
完
成
し
た
怨
王
�
の
宗
�
は
︑
十
二
座
の
円
築
基
址
が
示
す
よ
う
に
︑﹁
九
�
﹂
を
含
む
計
十
二
の
�
群
に
よ
っ
て
!
成
さ

れ
た
と
い
う

(圖
參
照
)
︒

円
築
基
址
に
つ
け
ら
れ
た
番
號
に
卽
し
て
具
體
$
に
み
て
い
く
と
︑
ま
ず
�
南
端
に
突
出
し
他
の
円
築
基
址
の
�
二
倍
の
規
模
を
も
つ
F
12
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は
︑
王
厭
傳
に
み
え
る
﹁
九
�
﹂
中
の
﹁
黃
�
太
初

祖
�
﹂
に
比
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
そ
の
す
ぐ
北
側

に
竝
ぶ
F
8
～
11
と
あ
わ
せ
て
︑
﹁
不
衛
﹂
の
﹁
祖
�

五
﹂
を
!
成
す
る
︒

さ
ら
に
北
側
に
二
列
に
竝
ぶ
F
1
～
7
は
︑﹁
九

�
﹂
中
の
﹁
親
�
四
﹂
と
︑
Â

頡
剛
氏
が
か
つ
て

﹁
預
留
�
﹂
と
呼
ん
だ
︑
ゆ
く
ゆ
く
は
º
用
が
見
x
ま

れ
る
も
の
の
ま
だ
�
�
の
い
な
い
︑
三
つ
の
空
�
に

比
定
さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
F
12
か
ら
伸
び
る
軸
線
上

に
あ
る
F
6
は
︑
特
別
な
位
置
づ
け
を
も
つ
と
推
定

さ
れ
る
た
め
︑
こ
れ
が
や
が
て
王
厭
自
身
を
�
�
と

す
る
﹁
太
祖
�
﹂
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒﹁
太
祖
�
﹂
が
確
定
し
た
後
︑
F
1
～
5
�
び
F

7
は
︑
世
代
ご
と
に
�
�
が
代
わ
る
﹁
-
衛
﹂
の
�

と
し
て
順
R
º
用
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
F
1
～
7
の

七
つ
の
�
群
は
︑﹁
不
衛
﹂
の
﹁
太
祖
�
﹂
F
6
を
中

核
と
し
た
﹁
天
子
七
�
﹂
の
宗
�
制
を
具
現
<
す
る

こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
﹁
左
昭
右
穆
﹂
の
原
則
に
照
ら
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【圖】 劉瑞氏による地皇三年怨王�宗�の復元案



せ
ば
︑
F
12
か
ら
北
面
し
て
左
側
が
﹁
昭
﹂
の
諸
�

(F
3
・
4
・
7
・
10
・
11
)
︑
右
側
が
﹁
穆
﹂
の
諸
�

(F
1
・
2
・
5
・
8
・
9
)

と
な
る
︒

以
上
が
劉
氏
の
復
元
し
た
怨
王
�
の
宗
�
で
あ
る
︒
現
狀
で
は
王
厭
傳
に
い
う
﹁
九
�
﹂
と
實
際
の
十
二
座
の
円
築
基
址
と
の
閒
の
齟
齬
を

解
き
ほ
ぐ
す
︑
�
も
合
理
$
な
理
解
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
宗
�
制
は
︑
�
漢
末
に
展
開
さ
れ
た
﹁
�
議
﹂
の
結
實
で
あ
る
と
の
指
摘
も
︑
お
お
む

ね
首
肯
で
き
る
︒

た
だ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑﹁
九
�
﹂
に
お
い
て
﹁
親
�
四
﹂
の
枠
が
�
示
さ
れ
た
點
に
は
︑
よ
り
Q
>
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
こ

れ
を
︑
元
・
成
�


の
宗
�
制
を
形
作
っ
た
韋
玄
成
等
の
說
が
繼
承
さ
れ
た
證
左
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
怨
王
�
の
宗
�
制
に

お
い
て
も
﹁
親
�
四
﹂
の
枠
が
堅
持
さ
れ
た
と
考
え
た
場
合
︑
劉
氏
の
想
定
す
る
三
つ
の
空
�
の
う
ち
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
�
の
用
�
を
た

だ
ち
に
﹁
-
衛
﹂
の
�
︑
す
な
わ
ち
﹁
親
�
﹂
の
�
を
O
め
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
︑
疑
問
が
生
じ
る(55

)

︒
た
だ
し
空
�
の
用
�
の

檢
證
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
疑
問
は
當
面
保
留
と
し
て
お
く
他
な
い
︒

�
漢
後
	


に
お
い
て
︑
宗
�
制
は
︑
皇
�
と
そ
れ
に
準
じ
る
皇
�
の
實
父
の
�
が
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
$
に
各
地
に
存
在
す
る
狀
態
を
�
提
と

し
て
︑
元
・
成
�


に
︑
宗
�
の
序
列
に
お
い
て
皇
�
位
繼
承
の
順
序
を
�
示
し
よ
う
と
す
る
志
向
の
も
と
で
︑
現
皇
�
と
の
Ë
離
を
示
す

﹁
親
﹂
を
基
準
と
し
て
﹁
不
衛
﹂
と
﹁
-
衛
﹂
を
定
め
︑
宗
�
の
序
列
に
數
え
る
�
の
數
を
制
限
す
る
形
に
變
容
す
る
︒
こ
れ
は
︑
宗
�
制
改

革
に
お
け
る
第
一
R
變
容
で
あ
る
︒

續
い
て
哀
・
3
�


に
︑
皇
�
の
功
績
を
基
準
と
し
て
﹁
宗
﹂
を
設
定
し
そ
の
數
を
制
限
し
な
い
こ
と
で
︑
ほ
と
ん
ど
の
�
の
存
在
を
容
J

し
得
る
形
へ
と
轉
奄
す
る
︒
こ
れ
が
第
二
R
變
容
で
あ
り
︑
後
漢
宗
�
制
へ
と
つ
な
が
る
源
液
は
こ
ち
ら
で
あ
る
︒
こ
の
ど
ち
ら
の
形
も
︑
經

書
の
記
営
や
そ
の
解
釋
を
根
據
と
し
た
︑
﹁
儒
家
$
﹂
宗
�
制
で
あ
る
點
に
變
わ
り
は
な
い
︒

一
方
で
︑
そ
の
宗
�
�
び
陵
園
に
お
け
る
定
例
祭
祀
の
制
度
は
︑
八
)
酎
祭
の
大
祭
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
含
め
︑
�
漢
初


以
來
ほ
と
ん

�漢後	
における宗�制の變容
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ど
改
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
祭
祀
制
度
を
含
め
た
漢
王
�
の
宗
�
制
度
L
體
の
再
�
は
︑
こ
の
の
ち
に
登
場
す
る
後
漢
政
權
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

本
稿
で
の
考
察
の
結
論
と
し
て
︑
後
漢
宗
�
制
は
︑
�
漢
後
	


の
宗
�
制
の
第
二
R
變
容
と
︑
怨
の
暫
定
﹁
�
堂
太
�
﹂
と
を
基
礎
に
生

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
形
態
な
い
し
制
度
が
確
定
す
る
ま
で
に
は
︑
光
武
�


か
ら
違
�


に
到
る
長
い
紆
餘
曲
折
が
あ
っ
た
︒

後
漢
政
權
が
﹁
元
始
故
事
﹂
を
s
擇
$
に
:
容
し
︑
自
ら
の
制
度
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
�
�
に
對
す
る
檢
證
を
積
み
重
ね
る
こ
と
は
︑
後
漢

と
い
う
國
家
の
實
宴
解
�
へ
の
�
�
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

+(1
)

『
漢
代
に
お
け
る
禮
學
の
硏
究
﹄
第
一
違
﹁
宗
�
制
に
つ
い
て
﹂
(風
閒
書
Ø
︑
一

九
六
八
年
)︒

(2
)

｢
�
漢
後
	


に
お
け
る
儒
家
禮
制
の
:
容

︱
︱
漢
$
傳
瓜
と
の
對
立
と
皇
�

觀
の
變
容
︱
︱
﹂
(
歷
*
と
方
法
�
集
委
員
會
�
﹃
方
法
と
し
て
の
丸
山
眞
男
﹄

W
收
︑
靑
木
書
店
︑
一
九
九
八
年
)︒

(3
)

『中
國
古
代
皇
�
祭
祀
の
硏
究
﹄
第
四
違
﹁
漢
代
に
お
け
る
郊
祀
・
宗
�
制
度
の

形
成
と
そ
の
Ú
用
﹂
(岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
)︒

(4
)

郡
國
�
の
政
治
$
>
義
や
そ
の
廢
止
の
歷
*
$
位
置
づ
け
に
關
す
る
古
典
$
硏
究

と
し
て
︑
板
野
長
八
氏
﹃
中
國
古
代
に
お
け
る
人
閒
觀
の
展
開
﹄
第
二
十
違
﹁
�

漢
末
に
於
け
る
宗
�
・
郊
祀
の
改
革
Ú
動
﹂
(岩
波
書
店
︑
一
九
七
二
年
)
が
あ

る
が
︑
そ
う
し
た
先
行
硏
究
の
K
點
は
︑
佐
�
直
人
氏
﹁
�
漢
郡
國
�
小
考
﹂

(﹃
地
域
と
人
閒
か
ら
見
た
古
代
中
國
︱
︱
江
村
治
樹
敎
_
Å
職
記
念
中
國
*
論

集
﹄
名
古
屋
中
國
古
代
*
硏
究
會
︑
二
〇
一
二
年
︑
W
收
)
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
︒

(5
)

『
漢
長
安
城
$
�
向
・
軸
線
與
南
郊
禮
制
円
築
﹄
第
四
違
﹁
地
皇
怨
�
﹂
(中
國
社

會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)︒

(6
)

『
漢
書
﹄
卷
七
八
蕭
+
之
傳
に
﹁
爲
太
傅
︑
以
論
語
・
禮
[
_
皇
太
子
﹂
と
あ
る
︒

(7
)

『
漢
書
﹄
卷
七
五
夏
侯
7
傳
に
︑﹁
夏
侯
7
字
長
公
︒
⁝
7
少
孤
︑
好
學
︑
從
始
昌

:
尙
書
�
洪
範
五
行
傳
︑
說
災
衣
︒
後
事
蕑
卿
︑
印
從
歐
陽
氏
問
︒
爲
學
精
孰
︑

W
問
非
一
師
也
︒
善
說
禮
[
﹂
と
あ
り
︑
夏
侯
7
が
誰
か
ら
﹁
禮
[
﹂
を
學
ん
だ

の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒
た
だ
﹃
漢
書
﹄
卷
八
八
儒
林
傳
の
齊
詩
の
傳
承
を
記

し
た
箇
W
に
︑﹁
后
蒼
字
y
君
︑
東
海
郯
人
也
︒
事
夏
侯
始
昌
︒
始
昌
�
五
經
︑

蒼
亦
�
詩
・
禮
︑
爲
Z
士
︑
至
少
府
︑
_
Ý
奉
︑
蕭
+
之
︑
匡
衡
﹂
と
あ
り
︑
后

蒼
の
師
は
﹁
五
經
﹂
に
�
じ
た
夏
侯
始
昌
で
︑
そ
の
も
と
で
后
蒼
が
a
得
し
た
の

は
﹁
詩
﹂
と
﹁
禮
﹂
な
の
で
︑
后
蒼
が
夏
侯
始
昌
か
ら
學
ん
だ
﹁
禮
﹂
と
夏
侯
始

昌
の
族
子
で
あ
る
夏
侯
7
の
﹁
禮
[
﹂
と
は
大
き
く
衣
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
︒
な
お
︑
韋
玄
成
傳
の
記
す
匡
衡
の
衛
�
�
に
對
す
る
禱
祠
�
に
︑﹁
Þ
者
大

臣
以
爲
︑
在
昔
�
王
承
祖
宗
之
休
典
︑
取
象
於
天
地
︑
天
序
五
行
︑
人
親
五
屬
︒

天
子
奉
天
︑
故
ß
其
>
而
5
其
制
︒
是
以
禘
嘗
之
序
︑
靡
]
�
五
﹂
と
あ
り
︑
五

行
說
の
影
H
に
よ
っ
て
︑
宗
�
制
に
お
い
て
も
﹁
五
﹂
を
基
準
と
す
る
說
が
生
ま

れ
た
可
能
性
を
示
す
︒

(8
)

原
�
に
は
﹁
繼
太
祖
﹂
三
字
が
な
い
︒﹃
漢
書
補
Q
﹄
に
︑﹁
宋
ë
曰
︑
太
祖
下
︑

疑
]
繼
太
祖
三
字
︒
王
念
孫
曰
︑
宋
說
是
也
︒
�
典
禮
七
載
此
奏
︑
正
作
繼
太
祖
︑
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以
下
五
�
而
-
衛
︒
漢
紀
作
繼
太
祖
五
�
皆
-
衛
︒
下
�
亦
云
︑
繼
祖
以
下
五
�

而
-
衛
︒
今
本
脫
繼
太
祖
三
字
︑
則
�
義
不
L
﹂
と
あ
る
の
に
し
た
が
い
︑
三
字

を
補
っ
た
︒

(9
)

原
�
は
﹁
賓
賜
﹂︒﹃
漢
書
補
Q
﹄
に
﹁
宋
ë
曰
︑
賓
字
︑
浙
本
作
賞
︒
王
念
孫
曰
︑

賓
賜
二
字
︑
義
不
相
屬
︒
當
依
浙
本
作
賞
賜
︑
字
之
~
也
︒
景
紀
正
作
賞
賜
長

老
﹂
と
あ
る
の
に
し
た
が
い
改
め
た
︒

(10
)

『禮
記
﹄
王
制
に
﹁
天
子
犆
礿
︑
祫
禘
︑
祫
嘗
︑
祫
烝
﹂
と
あ
り
︑
ï
Q
に
﹁
魯

禮
︑
三
年
喪
畢
而
祫
於
大
祖
︑
�
年
春
︑
禘
於
群
�
︒
自
爾
之
後
︑
五
年
而
再
殷

祭
︑
一
祫
一
禘
﹂
と
あ
る
︒
末
尾
の
﹁
一
祫
一
禘
﹂
ま
で
が
﹁
魯
禮
﹂
の
引
用
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
韋
玄
成
の
い
う
﹁
禮
﹂
の
一
部
は
こ
の
﹁
魯
禮
﹂
を
典
據

と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

(11
)

｢八
)
丁
卯
︑
大
事
于
大
�
︑
躋
僖
公
﹂
と
あ
り
︑﹁
傳
︒
大
事
者
何
︒
大
是
事
也
︒

著
祫
嘗
︒
祫
祭
者
︑
衛
�
之
�
︑
陳
于
大
祖
︑
未
衛
�
之
�
︑
皆
升
合
祭
於
大
祖
︒

躋
︑
升
也
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

『
漢
書
補
Q
﹄
に
﹁
錢
大
昭
曰
︑
此
是
喪
[
小
記
�
︑
非
祭
義
﹂
と
あ
る
︒

(13
)

『禮
記
﹄
王
制
に
﹁
天
子
七
�
︑
三
昭
三
穆
︑
與
大
祖
之
�
而
七
﹂
と
あ
り
︑
禮

器
に
﹁
禮
]
以
多
爲
貴
者
︒
天
子
七
�
︒
諸
侯
五
︒
大
夫
三
︒
士
一
﹂
と
あ
り
︑

﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
僖
公
十
五
年
九
)
に
﹁
己
卯
晦
︑
震
夷
伯
之
�
︒
晦
︑
冥
也
︒

震
︑
雷
也
︒
夷
伯
︑
魯
大
夫
也
︒
因
此
以
見
天
子
至
于
士
皆
]
�
︒
天
子
七
�
︒

諸
侯
五
︒
大
夫
三
︒
士
二
︒
故
德
厚
者
液
光
︒
德
.
者
液
卑
︒
是
以
貴
始
德
之
本

也
︒
始
封
必
爲
祖
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
七
�
﹂
の
記
営
か
ら
直
接
に
︑
そ
れ

を
不
衛
�
三
と
親
�
四
と
�
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
あ
く
ま
で
韋
玄
成
ら
の

解
釋
で
あ
る
︒
そ
し
て
王
制
の
ï
Q
に
﹁
此
周
制
︒
七
者
︑
大
祖
�
�
王
武
王
之

祧
︑
與
親
�
四
︒
大
祖
︑
后
稷
﹂
と
あ
る
た
め
︑
�
漢
後
	
の
韋
玄
成
ら
の
解
釋

が
ï
玄
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
他
の
學
說
の
存
否
は
わ
か
ら
な
い

が
︑
漢
代
に
一
般
$
な
解
釋
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

(14
)

元
�
に
對
し
て
�
初
に
宗
�
制
改
革
を
提
言
し
た
の
は
︑
初
元
五
年
に
死
去
し
た

貢
禹
で
あ
る
︒
韋
玄
成
傳
に
﹁
至
元
�
時
︑
貢
禹
奏
言
︑
古
者
天
子
七
�
︑
今
孝

惠
︑
孝
景
�
皆
親
盡
︑
宜
衛
︒
�
郡
國
�
不
應
古
禮
︑
宜
正
定
︒
天
子
是
其
議
︑

未
�
施
行
而
禹
卒
﹂
と
あ
り
︑
貢
禹
が
﹁
七
�
﹂
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
ま
た
﹃
毛
詩
﹄
商
頌
・
烈
祖
の
駅
が
引
く
﹁
五
經
衣
義
﹂
中
に
み
え
る
貢
禹

の
說
に
よ
れ
ば
︑
]
德
を
﹁
宗
﹂
と
し
て
不
衛
と
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
り
︑
同
じ
宗
�
制
改
革
を
�
張
す
る
儒
者
で
あ
っ
て
も
︑
韋
玄
成
等
の
案
と

は
衣
な
っ
て
い
た
點
に
Q
>
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
振
り
�
っ
て
み
る
と
︑﹃
*
記
﹄

卷
六
秦
始
皇
本
紀
・
二
世
元
年
に
﹁
二
世
下
詔
︑
增
始
皇
寢
�
犧
牲
︑
�
山
川
百

祀
之
禮
︒
令
群
臣
議
5
始
皇
�
︒
群
臣
皆
頓
首
言
曰
︑
古
者
天
子
七
�
︑
諸
侯
五
︑

大
夫
三
︑
雖
萬
世
世
不
軼
衛
︒
今
始
皇
爲
極
�
︑
四
海
之
內
皆
獻
貢
職
︑
增
犧
牲
︑

禮
咸
備
︑
毋
以
加
︒
先
王
�
或
在
西
雍
︑
或
在
咸
陽
︒
天
子
儀
︑
當
獨
奉
á
祠
始

皇
�
︒
自
襄
公
已
下
軼
衛
︑
W
置
凡
七
�
︒
群
臣
以
禮
E
祠
︑
以
5
始
皇
�
爲
�

者
祖
�
﹂
と
あ
り
︑﹁
七
�
﹂
の
方
が
秦
漢
の
初


以
來
一
般
$
な
說
だ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
︒﹁
禮
[
﹂
に
基
づ
く
﹁
五
�
﹂
は
︑
�
漢
代
を
�
じ
て
禮
學
が

深
<
し
て
い
っ
た
成
果
に
よ
る
怨
た
な
說
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

(15
)

韋
玄
成
傳
に
﹁
於
是
上
重
其
事
︑
依
F
者
一
年
﹂
と
あ
る
︒

(16
)

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
誰
の
�
も
﹁
衛
�
﹂
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
︑
惠
�
�
を
と

ば
し
て
景
�
�
が
﹁
衛
�
﹂
と
な
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
︒

(17
)

�

(1
)
�
揭
著
書
︒

(18
)

�

(2
)
�
揭
論
考
︒
ま
た
﹃
漢
書
﹄
元
�
紀
・
永
始
五
年
十
二
)
に
︑﹁
乙
酉
︑

衛
太
上
皇
︑
孝
惠
皇
�
寢
�
園
﹂
と
あ
る
︒

(19
)

本
�
で
後
に
あ
げ
る
﹁
漢
舊
儀
﹂
の
祫
祭
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
三
年
に
一
度
の
祫

祭
の
と
き
︑﹁
子
﹂
は
﹁
昭
﹂
︑
﹁
孫
﹂
は
﹁
穆
﹂
と
な
る
と
さ
れ
る
た
め
︑
高
祖

の
子
で
あ
る
惠
�
が
﹁
穆
﹂
と
さ
れ
た
の
は
不
可
解
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
日
常
$

に
高
�
に
O
め
ら
れ
て
い
る
と
き
の
﹁
昭
穆
﹂
と
︑
三
年
に
一
度
の
祫
祭
の
と
き

に
取
り
出
さ
れ
て
︑
他
�
と
と
も
に
序
せ
ら
れ
る
際
の
﹁
昭
穆
﹂
と
は
衣
な
っ
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒

(20
)

後
�
の
悦
寧
元
年
匡
衡
の
上
奏
に
︑﹁
案
︑
衞
思
后
︑
戾
太
子
︑
戾
后
園
︑
親
未

盡
﹂
と
あ
り
︑
男
系
親
族
と
そ
の
�
偶
者
な
ら
ば
﹁
親
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

�漢後	
における宗�制の變容
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る
︒
戾
太
子
に
は
も
ち
ろ
ん
�
も
な
く
︑
宗
�
の
序
列
に
は
組
み
x
ま
れ
な
い
︒

﹁
親
﹂
の
]
無
と
﹁
昭
穆
﹂
の
位
置
づ
け
と
は
ひ
と
ま
ず
切
り
離
し
て
考
え
る
べ

き
で
あ
る
︒

(21
)

悼
皇
考
�
は
︑
宣
�
が
設
置
し
た
當
初
か
ら
︑
他
の
皇
�
�
と
は
衣
な
る
C
い
を

:
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
二
五
張
純
傳
に
︑
円
武
十
九
年

の
宗
�
制
改
訂
に
際
す
る
張
純
の
>
見
と
し
て
︑﹁
昔
高
�
以
自
:
命
不
由
太
上
︑

宣
�
以
孫
後
祖
︑
不
敢
私
親
︑
故
爲
父
立
�
︑
獨
群
臣
侍
祠
︒
臣
愚
謂
宜
除
今
親

�
︑
以
則
二
�
舊
典
﹂
と
あ
り
︑
�
位
に
つ
い
て
い
な
い
實
父
を
自
ら
祀
ら
な
い

と
い
う
﹁
舊
典
﹂
が
存
在
し
て
い
た
︒
一
方
で
︑﹃
漢
書
﹄
卷
八
八
儒
林
傳
・
梁

丘
賀
に
よ
れ
ば
︑
宣
�
は
孝
昭
�
で
酎
祭
を
擧
行
し
て
い
る
か
ら
︑
悼
皇
考
�
を

孝
昭
�
よ
り
下
に
位
置
づ
け
た
の
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
�
の
設
置
を
も
っ
て
︑
た

だ
ち
に
皇
�
と
同
格
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

(22
)

�
田
忠
氏
は
︑
張
純
の
い
う
﹁
漢
舊
制
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
�
漢
時
代
︑
具
體
$
に

は
元
始
四
年
以
�
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
﹂
と
す
る

(﹁﹁
禘
祭
﹂・﹁
祫
祭
﹂

の
成
立
に
つ
い
て
﹂
(大
阪
市
立
大
學
﹃
中
國
*
硏
究
﹄
八
︑
一
九
八
四
年
)︒
な

お
︑
韋
玄
成
傳
の
記
す
匡
衡
の
衛
�
�
に
對
す
る
禱
祠
�
に
︑﹁
Á
以
爲
	
�
合

祭
︑
久
長
之
策
﹂
と
あ
り
︑
	
�

(
衛
�
)
と
合
祭

(
祫
祭
)
と
が
一
連
の
制
度

と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(23
)

『太
3
御
覽
﹄
卷
五
二
六
禮
儀
部
五
祭
禮
下
引
﹁
漢
舊
儀
﹂
は
﹁
繡
幄
帳
︑
堂
上

西
北
隅
﹂
に
つ
く
る
︒﹁
繡
の
幄
帳
﹂
と
讀
み
︑﹁
+
﹂
は
衍
字
と
し
た
方
が
>
味

は
�
じ
る
が
︑
し
ば
ら
く
原
�
の
ま
ま
と
す
る
︒

(24
)

『太
3
御
覽
﹄
禮
儀
部
・
祭
禮
引
﹁
漢
舊
儀
﹂
は
﹁
每
太
牢
中
分
之
︑
右
辯
上
�
︑

左
辯
上
后
﹂
に
つ
く
る
︒﹁
太
﹂
は
衍
字
で
あ
ろ
う
が
︑
左
右
が
ã
に
な
っ
て
い

る
︒

(25
)

｢
�
殿
﹂︑
原
�
は
﹁
�
數
﹂
に
つ
く
る
︒﹃
太
3
御
覽
﹄
禮
儀
部
・
祭
禮
引
﹁
漢

舊
儀
﹂
は
﹁
�
殿
﹂
に
つ
く
る
︒
孫
星
衍
﹃
漢
舊
儀
補
Ö
﹄
下

(﹃
漢
官
六
種
﹄

︹
中
華
書
局
︑
一
九
九
〇
年
︺
W
收
)
の
校
訂
に
し
た
が
い
︑
改
め
た
︒

(26
)

｢堆
俎
﹂︑
原
�
は
﹁
惟
俎
﹂
に
つ
く
る
︒
�

(25
)
�
揭
﹃
漢
舊
儀
補
Ö
﹄
が

﹁
堆
﹂
と
す
る
の
に
し
た
が
い
︑
改
め
た
︒

(27
)

�
漢
時
代
の
陵
園
と
�
の
位
置
關
係
︑
�
び
そ
れ
ら
の
閒
で
の
衣
冠
出
游
に
つ
い

て
は
楊
ä
氏
﹃
中
國
古
代
陵
寢
制
度
*
﹄

(上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︑

�
び
焦
南
峰
・
馬
永
嬴
氏
﹁
西
漢
宗
�
趨
議
﹂
(﹃
考
古
與
�
物
﹄
一
九
九
九−

六
)
參
照
︒

(28
)

�

(7
)
參
照
︒
匡
衡
は
后
蒼
よ
り
齊
詩
を
學
ん
だ
が
︑
同
時
に
﹁
禮
﹂
も
a
得

し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

(29
)

こ
こ
に
い
う
﹁
令
﹂
と
は
︑
本
�
六
頁
に
あ
げ
た
︑
呂
后
執
政


に
定
め
ら
れ
た

令
で
あ
る
︒

(30
)

彭
宣
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
七
一
彭
宣
傳
に
﹁
彭
宣
字
子
佩
︑
淮
陽
陽
夏
人
也
︒
治
易
︑

事
張
禹
︑
擧
爲
Z
士
︑
	
東
3
太
傅
﹂
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
︑
易
を
專
門
と
し
た

よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
滿
昌
は
匡
衡
の
弟
子
で
︑
后
氏
禮
と
齊
詩
の
學
問
を
繼
い
だ

と
思
わ
れ
る
︒
左
咸
は
顏
氏
春
秋
を
專
門
と
し
た
の
で
︑
公
羊
學
¢
に
屬
す
る
︒

滿
昌
と
左
咸
は
後
に
王
厭
の
六
經
祭
酒
と
な
っ
て
い
る
︒

(31
)

�

(14
)
で
も
ふ
れ
た
︑﹃
毛
詩
﹄
商
頌
・
烈
祖
の
駅
が
引
く
﹁
五
經
衣
義
﹂
に
︑

﹁
詩
魯
︹
齊
の
~
か
︺
說
丞
相
匡
衡
以
爲
︑
殷
中
宗
︑
周
成
・
宣
王
︑
皆
以
時
衛
︒

古
�
尙
書
說
︑
經
稱
中
宗
︑
�
其
�
宗
而
不
衛
︒
謹
案
︑
春
秋
公
羊
御
*
大
夫
貢

禹
說
︑
王
者
宗
]
德
︑
�
不
衛
︒
宗
而
復
衛
︑
非
5
德
之
義
﹂
と
あ
り
︑﹃
漢
書

補
Q
﹄
に
お
い
て
王
先
z
は
こ
こ
か
ら
︑
殷
の
中
宗
を
不
衛
と
す
る
古
�
尙
書
學

の
說
は
劉
歆
の
說
に
基
づ
き
︑
そ
の
劉
歆
の
說
は
貢
禹
の
說
に
基
づ
く
︑
と
す
る
︒

元
�
に
宗
�
制
改
革
の
必
K
性
を
訴
え
た
貢
禹
が
﹁
不
衛
﹂
の
﹁
宗
﹂
を
J
め
︑

同
じ
齊
詩
學
¢
と
目
さ
れ
る
匡
衡
が
︑
韋
玄
成
等
と
同
じ
く
J
め
な
い
立
場
を
と

る
︑
と
い
う
差
衣
が
あ
っ
た
︒﹁
宗
﹂
を
J
め
る
劉
歆
の
說
が
貢
禹
の
說
を
繼
承

し
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
︑
貢
禹
と
同
樣
に
﹁
天
子
七
�
﹂
制

を
提
唱
し
た
こ
と
を
>
味
し
な
い
︒

(32
)

�

(5
)
�
揭
論
考
︒

(33
)

｢上
覽
其
議
而
從
之
︒
制
曰
︑
太
僕
舜
︑
中
壘
校
尉
歆
議
可
﹂
と
あ
る
︒

(34
)

『
漢
書
﹄
卷
十
九
百
官
公
卿
表
下
に
︑﹁
(
綏
和
元
年
)
五
)
︑
	
光
祿
勳
彭
宣
爲

東 方 學 報
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右
將
軍
︑
二
年
	
﹂
と
あ
る
︒

(35
)

『
漢
書
﹄
卷
十
一
哀
�
紀
・
綏
和
二
年
に
︑﹁
四
)
丙
午
︑
太
子
卽
皇
�
位
︑
謁
高

�
︒
5
皇
太
后
曰
太
皇
太
后
︑
皇
后
曰
皇
太
后
︒
⁝
太
皇
太
后
詔
5
定
陶
恭
王
爲

恭
皇
︒
五
)
丙
戌
︑
立
皇
后
傅
氏
︒
詔
曰
︑
春
秋
︑
母
以
子
貴
︒
5
定
陶
太
后
曰

恭
皇
太
后
︑
丁
姫
曰
恭
皇
后
︑
各
置
左
右
詹
事
︑
食
邑
如
長
信
宮
・
中
宮
﹂
と
あ

る
︒

(36
)

韋
玄
成
傳
に
︑﹁
凡
祖
宗
�
在
郡
國
六
十
八
︑
合
百
六
十
七
W
︒
而
京
師
自
高
祖

下
至
宣
�
︑
與
太
上
皇
・
悼
皇
考
各
自
居
陵
旁
立
�
︑
幷
爲
百
七
十
六
﹂
と
あ
り
︑

﹁
祖
宗
�
在
郡
國
﹂
は
郡
國
�
を
指
す
︒
一
方
の
京
師
に
あ
る
�
は
︑
高
�
や
惠

�
�
︑
太
上
皇
�
以
外
は
三
輔
地
域
に
散
在
し
て
い
る
た
め
︑
こ
の
場
合
の
京
師

が
長
安
城
內
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

(37
)

『
漢
書
﹄
師
丹
傳
に
﹁
治
詩
事
匡
衡
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
漢
書
﹄
卷
二
五
郊
祀
志

の
記
す
成
�
円
始
の
匡
衡
等
に
よ
る
郊
祀
改
革
に
關
わ
る
上
奏
の
中
に
︑
改
革
推

E
¢
の
Z
士
と
し
て
名
が
み
え
る
︒

(38
)

『禮
記
﹄
喪
[
小
記
に
﹁
父
爲
士
︑
子
爲
天
子
諸
侯
︑
則
祭
以
天
子
諸
侯
︑
其
尸

[
以
士
[
︒
父
爲
天
子
諸
侯
︑
子
爲
士
︑
祭
以
士
︑
其
尸
[
以
士
[
﹂
と
あ
る
︒

﹁
禮
[
﹂
に
つ
い
て
本
違
第
一
k
參
照
︒

(39
)

『
漢
書
﹄
卷
三
六
楚
元
王
傳
に
よ
れ
ば
︑
哀
�
卽
位
の
直
後
︑
劉
歆
は
﹁
移
書
讓

太
常
Z
士
﹂
に
よ
っ
て
大
司
空
師
丹
の
怒
り
を
買
っ
た
︒
そ
の
後
︑﹁
歆
由
是
忤

執
政
大
臣
︑
爲
衆
儒
W
訕
︑
懼
誅
︑
求
出
補
¶
︑
爲
河
內
太
守
︒
以
宗
室
不
宜
典

三
河
︑
徙
守
五
原
︑
後
復
轉
在
涿
郡
︑
歷
三
郡
守
︒
數
年
︑
以
病
免
官
︑
�
家
復

爲
安
定
屬
國
都
尉
︒
會
哀
�
�
︑
⁝
﹂
と
あ
り
︑
し
ば
ら
く
中
央
か
ら
g
ざ
か
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(40
)

『
漢
書
﹄
哀
�
紀
に
よ
れ
ば
︑
王
嘉
が
下
獄
死
し
た
の
は
元
壽
元
年
三
)
な
の
で
︑

三
)
か
ら
四
)
の
出
來
事
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

(41
)

�

(2
)
�
揭
論
考
︒

(42
)

｢墮
廢
﹂
の
﹁
墮
﹂
は
こ
の
場
合
︑
�
常
の
﹁
衛
�
﹂
な
ど
と
は
衣
な
る
物
理
$

な
破
壞
を
>
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
九
八
元
后
傳
に
︑﹁
初
︑
厭
爲

安
漢
公
時
︑
印
諂
太
后
︑
奏
5
元
�
�
爲
高
宗
︑
太
后
晏
駕
後
當
以
禮
�
食
云
︒

�
厭
改
太
后
爲
怨
室
�
母
︑
絕
之
於
漢
︑
不
令
得
體
元
�
︒
墮
壞
孝
元
�
︑
p
爲

�
母
太
后
�
�
︑
獨
置
孝
元
�
故
殿
以
爲
�
母
篹
食
堂
︑
旣
成
︑
名
曰
長
壽
宮
︒

以
太
后
在
︑
故
未
謂
之
�
︒
厭
以
太
后
好
出
ç
觀
︑
乃
車
駕
置
酒
長
壽
宮
︑
 
太

后
︒
旣
至
︑
見
孝
元
�
廢
園
塗
地
︑
太
后
驚
︑
泣
曰
︑
⁝
﹂
と
あ
り
︑
孝
元
�
が

物
理
$
に
破
壞
さ
れ
た
の
と
類
似
し
た
狀
況
で
あ
ろ
う
︒

(43
)

高
昌
壯
侯
董
忠
に
︑﹁
初
元
二
年
︑
煬
侯
宏
嗣
︑
四
十
一
年
︑
円
3
元
年
坐
佞
Ä

免
︑
二
年
復
封
故
國
︑
三
年
薨
︒
元
壽
元
年
︑
侯
武
嗣
︑
二
年
坐
父
宏
�
爲
佞
Ä

免
﹂
と
あ
る
︒

(44
)

外
戚
傳
に
は
︑﹁
元
始
五
年
︑
厭
復
言
︑
共
王
母
・
丁
姫
�
不
臣
妾
︑
至
葬
渭
陵
︑

冢
高
與
元
�
山
齊
︑
懷
�
太
后
︑
皇
太
太
后
璽
綬
以
葬
︑
不
應
禮
︒
禮
]
改
葬
︑

 
發
共
王
母
�
丁
姫
冢
︑
取
其
璽
綬
è
滅
︑
徙
共
王
母
�
丁
姫
歸
定
陶
︑
葬
共
王

冢
R
︑
而
葬
丁
姫
復
其
故
︒
太
后
以
爲
旣
已
之
事
︑
不
須
復
發
︒
厭
固
爭
之
︒

⁝
﹂
と
あ
り
︑
恭
皇
�
の
廢
止
に
は
ふ
れ
ず
︑
改
葬
等
を
元
始
五
年
の
こ
と
と
す

る
が
︑
遲
い
よ
う
に
感
じ
る
︒
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
師
丹
傳
�
び
表
の
記
載
に
し

た
が
っ
た
︒

(45
)

｢﹃
漢
書
﹄
元
始
年
閒
の
郊
祀
・
宗
祀
の
紀
年
に
關
す
る
一
試
論
﹂
(﹃
中
國
哲
學
硏

究
﹄
二
八
號
︑
二
〇
一
五
年
)
︒

(46
)

『
漢
書
﹄
は
3
�
紀
︑
王
厭
傳
と
も
に
�
堂
設
置
の
)
を
記
さ
な
い
︒
古
橋
氏
は

﹃
隋
書
﹄
卷
六
八
宇
�
愷
傳
﹁
�
堂
儀
表
﹂
に
﹁
元
始
四
年
八
)
︑
�
�
堂
・
辟

雍
長
安
城
南
門
﹂
と
あ
る
の
に
よ
り
八
)
と
す
る

(�

(
45
)
�
揭
論
考
)︒
こ

れ
に
し
た
が
う
︒
な
お
︑
一
九
五
六
年
に
漢
長
安
城
の
南
で
發
掘
さ
れ
た
い
わ
ゆ

る
大
土
門
Ö
址
に
つ
い
て
︑
當
時
よ
り
樣
々
な
議
論
が
あ
っ
た
が
︑
y
年
で
は
こ

れ
を
�
漢
元
始
の
�
堂
と
み
て
閒
F
い
な
い
こ
と
を
︑
劉
瑞
氏
が
論
證
し
て
い
る

(
�

(5
)
�
揭
書
第
三
違
)︒

(47
)

拙
稿
﹃
�
漢
�
	


の
酎
祭
﹄
(﹃
洛
北
*
學
﹄
十
九
號
︑
二
〇
一
七
年
)︒

(48
)

『
漢
書
﹄
3
�
紀
に
﹁
祫
祭
�
堂
︑
諸
侯
王
二
十
八
人
︑
列
侯
百
二
十
人
︑
宗
室

子
九
百
餘
人
︑
T
助
祭
﹂
と
あ
り
︑
王
厭
傳
の
�
も
同
じ
︒
古
橋
氏
は
﹃
隋
書
﹄

�漢後	
における宗�制の變容
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卷
六
八
宇
�
愷
傳
﹁
�
堂
儀
表
﹂
に
︑﹁
(元
始
)
五
年
正
)
六
日
辛
未
︑
始
郊
大

祖
高
皇
�
以
�
天
︒
二
十
二
日
丁
亥
︑
宗
祀
孝
�
皇
�
於
�
堂
以
�
上
�
︒
�
先

賢
百
辟
卿
士
]
益
者
︑
於
是
秩
而
祭
之
︒
親
扶
三
老
五
p
︑
袒
而
割
牲
︑
跪
而
E

之
︒
班
時
令
︑
宣
恩
澤
︑
諸
侯
王
宗
室
四
夷
君
長
匈
奴
西
國
侍
子
︑
悉
奉
貢
助

祭
﹂
と
あ
る
の
を
あ
げ
︑
3
�
紀
に
は
蠻
夷
の
參
加
が
記
さ
れ
な
い
も
の
の
︑
王

厭
傳
の
記
す
こ
の
行
事
に
續
く
王
厭
の
上
奏
に
﹁
百
蠻
竝
臻
﹂
と
あ
り
︑
衣
民
族

の
參
列
の
證
據
と
す
る

(�

(45
)
�
揭
論
考
)︒

(49
)

｢三
雍
﹂
の
う
ち
︑
後
漢
の
辟
雍
で
擧
行
さ
れ
た
儀
禮
に
つ
い
て
は
︑
保
科
季
子

氏
﹁
漢
代
に
お
け
る
經
學
ë
論
と
國
家
儀
禮

︱
︱
釋
奠
禮
の
成
立
に
向
け
て

︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
*
硏
究
﹄
七
四−

四
︑
二
〇
一
六
年
)
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
�

漢
末
以
影
の
﹁
三
雍
﹂
の
形
成
の
經
雲
か
ら
み
る
と
︑﹁
三
雍
﹂
の
一
體
$
な
>

義
や
Ú
用
を
改
め
て
考
え
る
必
K
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
︑
今
後
の
課
題
と
し

た
い
︒

(50
)

渡
邊
信
一
郞
氏
は
︑
�
漢
末
禮
制
改
革
に
お
け
る
劉
歆
の
立
場
を
︑
純
粹
の
﹁
古

制
﹂
¢
�
び
﹁
故
事
﹂
¢
と
も
衣
な
る
も
の
と
し
︑
�
"
$
に
後
漢
の
國
制
に
反

映
さ
れ
た
の
は
︑
彼
の
折
衷
$
な
說
だ
っ
た
と
す
る

(﹃
中
國
古
代
の
王
權
と
天

下
秩
序

︱
︱
日
中
比
�
*
の
視
點
か
ら
︱
︱
﹄
第
三
違
﹁
天
下
觀
念
と
中
國
に

お
け
る
古
典
$
國
制
の
成
立
﹂︹
校
倉
書
Ø
︑
二
〇
〇
三
年
︺
)︒
本
違
の
考
證
に

よ
っ
て
︑
禮
制
改
革
に
お
い
て
劉
歆
の
果
た
し
た
役
割
を
︑
宗
�
制
の
展
開
に
お

い
て
確
J
し
た
こ
と
と
な
ろ
う
︒

(51
)

『
漢
書
﹄
王
厭
傳
W
載
の
始
円
國
二
年
十
一
)
の
立
國
將
軍
孫
円
の
上
奏
に
﹁
其

宗
�
不
當
在
常
安
城
中
︑
�
諸
劉
爲
諸
侯
者
當
與
漢
俱
廢
︒
陛
下
至
仁
︑
久
未
定
︒

⁝
臣
愚
以
爲
︑
漢
高
皇
�
爲
怨
室
賓
︑
享
食
�
堂
︒
成
�
︑
衣
姓
之
兄
弟
︑
3
�
︑

壻
也
︑
皆
不
宜
復
入
其
�
︒
元
�
與
皇
太
后
爲
體
︑
d
恩
W
隆
︑
禮
亦
宜
之
︒
臣

 
︑
漢
氏
諸
�
在
京
師
者
皆
罷
︒
諸
劉
爲
諸
侯
者
︑
以
戶
多
少
就
五
等
之
差
︒
其

爲
¶
者
皆
罷
︑
待
除
於
家
︒
上
當
天
心
︑
稱
高
皇
�
神
靈
︑
塞
狂
狡
之
í
︒
厭
曰

可
﹂
と
あ
り
︑
皇
�
が
衣
姓
の
兄
弟
や
婿
の
�
に
入
る
の
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
後
︑
元
�
�
を
除
い
た
他
の
�
で
の
九
)
親
祭
は
廢
止
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒

(52
)

円
武
元
年
に
﹁
八
)
壬
子
︑
祭
社
稷
︒
癸
丑
︑
祠
高
祖
︑
太
宗
︑
世
宗
於
懷
宮
﹂

と
あ
る
︒

(53
)

�

(5
)
�
揭
書
第
四
違
︒

(54
)

�

(45
)
�
揭
古
橋
氏
論
考
に
お
い
て
︑
古
�
學
に
�
堂
を
太
�
と
み
な
す
說
が

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(55
)

�

(13
)
で
営
べ
た
よ
う
に
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
の
﹁
天
子
七
�
﹂
の
內
譯
の
理
解

は
︑
�
漢
後
	


の
韋
玄
成
等
と
後
漢
末


の
ï
玄
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︒

東 方 學 報
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