
漢
の
高
祖
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂

︱
︱
そ
の
歷
�
�
展
開
に
つ
い
て
︱
︱

目

黑

杏

子

は
じ
め
に

第
一
違

漢
代
皇
�
卽
位
儀
禮
に
み
え
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂

第
一



｢斬
蛇
劍
﹂
の
�


第
二



｢玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
﹂
私
案

第
二
違

｢斬
蛇
劍
﹂
の
創
出

︱
︱
漢
代
に
お
け
る
そ
の
�
�
と
背
景
︱
︱

第
一



｢斬
蛇
﹂
說
話
の
�
味
と
そ
の
轉
奄

第
二



｢赤
精
子
之
讖
﹂
事
件

第
三



光
武
�
の
﹁
七
尺
﹂
の
劍

第
四



光
武
�
政
權
に
お
け
る
高
祖
の
位
置
づ
け
の
推
移

第
三
違

｢斬
蛇
劍
﹂
の
再
生

︱
︱
魏
晉
�
以
影
の
﹁
斬
蛇
劍
｣
︱
︱

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

｢斬
蛇
劍
﹂
と
は
︑
漢
の
高
祖
劉
邦
が
擧
兵
す
る
�
︑
徒
を
護
�
し
て
い
た
と
き
に
︑
�
を
ふ
さ
い
で
い
た
大
蛇

(白
蛇
)
を
斬
っ
た
と
さ

れ
る
劍
で
あ
る
︒
そ
の
說
話
は
︑﹃
�
記
﹄
卷
八
高
祖
本
紀
に
み
え
る
︒

高
祖
酒
を
被く

わ

え
︑
夜
澤
中
を
徑へ

︑
一
人
を
し
て
�
を
行
か
し
む
︒
�
を
行
く
者
�
り
報
じ
て
曰
わ
く
︑
�
に
大
蛇
の
徑み
ち

に
當
た
る
!
り
︑

願
わ
く
ば
�
ら
ん
︑
と
︒
高
祖
醉
い
て
曰
わ
く
︑
壯
士
行
く
に
︑
何
ぞ
畏
れ
ん
︑
と
︒
乃
ち
�す

す

み
︑
劍
を
拔
き
擊
ち
て
蛇
を
斬
る
︒
蛇
$

に
分
か
れ
て
兩
と
爲
り
︑
徑
開
く
︒
行
く
こ
と
數
里
︑
醉
い
︑
因
り
て
臥
す
︒
後
人
來
り
︑
蛇
の
%
に
至
る
に
︑
一
老
嫗
の
夜
哭
す
る
!

り
︒
人
何
ぞ
哭
す
る
や
を
問
う
に
︑
嫗
曰
わ
く
︑
人
吾
が
子
を
殺
す
︑
故
に
之
を
哭
す
︑
と
︒
人
曰
わ
く
︑
嫗
の
子
何
爲
れ
ぞ
殺
さ
る
︑

と
︒
嫗
曰
わ
く
︑
吾
が
子
白
�
の
子
な
り
︑
'
し
て
蛇
と
爲
り
�
に
當
た
る
︑
今
ま
赤
�
の
子
之
を
斬
り
た
る
が
爲
の
故
に
哭
す
︑
と
︒

人
乃
ち
嫗
を
以
て
(
な
ら
ず
と
爲
し
︑
之
を
吿
げ
ん
と
欲
す
る
に
︑
嫗
因
り
て
忽
ち
見
え
ず
︒
後
人
至
り
︑
高
祖
覺
ゆ
︒
後
人
高
祖
に
吿

げ
︑
高
祖
乃
ち
心
に
獨
り
喜
び
︑
自
ら
*た

の

む
︒
諸
も
ろ
の
從
者
︑
日
ご
と
に
益
ま
す
之
を
畏
る
︒

こ
の
怪
衣
譚
は
︑
神
祕
�
な
現
象
に
よ
っ
て
高
祖
の
靈
�
權
威
を
宣
傳
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
話
に
登
場
す
る
劍
は
﹁
斬

蛇
劍
﹂
と
し
て
︑
漢
王
0
の
皇
�
卽
位
儀
禮
に
も
登
場
す
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
漢
の
皇
�
の
性
質
を
考
え
る
上
で
重
1
な
物
品
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

そ
う
し
た
視
點
か
ら
﹁
斬
蛇
劍
﹂
を
と
ら
え
た
先
行
硏
究
と
し
て
︑
西
嶋
定
生
氏
の
論
考
が
あ
る(1

)
︒
氏
は
そ
の
中
で
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
﹁
傳

國
璽
﹂
と
な
ら
ん
で
漢
王
0
の
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
こ
と
︑
漢
火
德
說
が
定
着
す
る
と
と
も
に
︑
漢
王
0
の
火
德
を
示
す
も
の
と

し
て
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
が
再
5
價
さ
れ
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
寶
器
'
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
こ
れ
に
は
筆
者
も
お
お
む
ね
同
�
す
る
︒
た
だ
︑
氏

の
7
た
る
關
心
は
日
本
に
お
け
る
草
薙
劍
の
寶
器
'
�
�
の
考
察
に
あ
る
た
め
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
檢
證
は
や
や
鯵
8
で
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
9
や

à
っ
た
歷
�
を
理
解
す
る
に
は
物
足
り
な
い
部
分
も
あ
る
︒
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實
は
�
料
に
は
︑﹁
七
尺
﹂
(
:
161
㎝
)
と
﹁
三
尺
﹂
(
:
69
㎝
)
と
い
う
︑
長
さ
の
衣
な
る
二
種
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
登
場
す
る
︒﹃
續
漢
書
﹄

志
第
三
〇
輿
=
下
・
高
山
冠
・
劉
昭
>
引
﹃
漢
舊
儀
﹄
に
︑

乘
輿
︑
高
山
冠
を
冠
し
︑
飛
?
の
纓
︑
幘
耳
は
赤
︑
丹
紈
裏
の
衣
︑
七
尺
の
斬
蛇
劍
を
帶
び
︑
虎
尾
絇
履
を
履
く
︒

と
あ
り
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
﹁
七
尺
﹂
と
B
記
さ
れ
る(2

)
︒
衞
宏


の
﹃
漢
舊
儀
﹄
は
︑
後
漢
光
武
�
�
に
成
立
し
た
︑
�
漢
時
代
の
儀
>
の
類
で

あ
る
が
︑
�
漢
の
初
め
か
ら
存
在
し
た
規
定
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
︑
こ
の
規
定
は
�
漢
二
百
年
の
い
ず
れ
か
の
と
き
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

一
方
︑
南
0
梁
・
陶
弘
景
﹃
古
今
刀
劍
錄
﹄
(﹃
太
F
御
覽
﹄
卷
三
四
三
兵
部
七
四
・
劍
中
引
)
は
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
長
さ
を
﹁
三
尺
﹂
と
す
る
︒

�
漢
の
劉
季
︑
在
位
十
二
年
︒
季
始
皇
三
十
四
年
を
以
て
南
山
に
於
い
て
一
鐵
劍
を
得
︒
長
さ
三
尺
︑
小
篆
書
の
銘
に
赤
霄
と
曰
う
︒
貴

き
に
G
び
常
に
之
を
=
す
︒
此
れ
卽
ち
白
蛇
を
斬
る
の
劍
な
り
︒

『古
今
刀
劍
錄
﹄
は
︑
�
敎
の
寶
器
と
し
て
の
劍
の
系
�
を
営
べ
た
�
獻
で
あ
る
︒
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
︑
一
定
の
書
式
に
卽
し
て
創
作

さ
れ
た
寶
劍
の
傳
說
で
あ
っ
て
�
實
と
は
み
な
し
難
い(3

)
︒
た
だ
﹁
三
尺
﹂
と
い
う
長
さ
は
︑﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
が
記
す
高
祖
の
死
去
直
�
の

言
葉
に
︑

吾
れ
布
衣
を
以
て
三
尺
の
劍
を
提
げ
天
下
を
取
る
︑
此
れ
天
命
に
非
ず
や
︒

と
あ
り
︑
高
祖
が
秦
末
楚
漢
抗
爭
�
に
携
え
て
い
た
劍
は
﹁
三
尺
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
み
ら
れ
る
︒
高
祖
本
紀
の
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
中

に
劍
の
長
さ
は
み
え
な
い
が
︑﹃
索
隱
﹄
は
そ
こ
で
K
の
よ
う
に
い
う
︒

漢
舊
儀
云
え
ら
く
︑
斬
蛇
劍
︑
長
さ
七
尺
︑
と
︒
印
た
高
祖
云
え
ら
く
︑
吾
れ
布
衣
を
以
て
三
尺
の
劍
を
提
げ
天
下
を
取
る
︑
と
︒
二
�

同
じ
か
ら
ざ
る
者
︑
崔
�
古
今
>
︑
高
祖
は
亭
長
爲
る
に
當
た
り
︑
理
と
し
て
應
に
三
尺
の
劍
を
提
ぐ
べ
き
の
み
︒
貴
き
に
G
び
︑
當
に

別
に
七
尺
の
寶
劍
を
得
べ
し
︑
故
に
舊
儀
因
り
て
之
を
言
う(4

)
︒

引
用
さ
れ
る
西
晉
・
崔
�
﹃
古
今
>
﹄
は
︑
高
祖
の
劍
に
は
︑
亭
長
時
代
か
ら
帶
び
て
い
た
﹁
三
尺
﹂
の
劍
と
︑
身
分
が
高
く
な
っ
て
か
ら
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得
た
﹁
七
尺
﹂
の
劍
の
二
本
が
あ
っ
た
と
の
理
解
を
提
示
し
︑
司
馬
貞
も
そ
れ
に
從
う
よ
う
で
あ
る
︒
合
理
�
な
解
釋
だ
が
︑
本
來
一
本
で
あ

る
は
ず
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
な
ぜ
二
本
あ
る
の
か
︑
今
ひ
と
つ
す
っ
き
り
し
な
い
︒

以
上
に
み
て
き
た
﹁
斬
蛇
劍
﹂
な
い
し
高
祖
の
劍
の
長
さ
を
記
す
�
料
を
成
立
年
代
の
順
に
竝
べ
て
み
る
と
︑
長
さ
は
﹁
三
尺
﹂
(﹃
�

記
﹄
)
・﹁
七
尺
﹂
(﹃
漢
舊
儀
﹄
)
・﹁
三
尺
﹂
(﹃
古
今
刀
劍
錄
﹄
)
と
變
'
し
て
い
る
︒﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
寶
器
'
に
漢
火
德
說
の
影
L
を
み
る
西
嶋
氏
の

指
摘
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
七
尺
﹂
の
背
景
に
は
︑﹁
七
﹂
を
﹁
火
﹂
の
數
字
と
す
る
五
行
思
想
が
あ
る
と
み
ら
れ
る(5

)
︒
な

ら
ば
︑
そ
の
後
﹁
三
尺
﹂
と
な
っ
た
の
は
︑
そ
の
背
景
が
變
'
し
た
た
め
︑
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
長
さ
に

>
目
し
て
み
る
と
︑
劍
に
與
え
ら
れ
た
�
義
が
時
代
に
よ
っ
て
變
'
し
て
い
た
可
能
性
が
M
上
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
儀
禮
等
に
み
え
る
漢
の
レ
ガ
リ
ア
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
9
を
確
N
す
る
と
と
も
に
︑
こ
の
劍
に
與
え
ら
れ
た
�
義
を
︑
劍
が

﹁
七
尺
﹂
と
さ
れ
た
時
代
と
︑﹁
三
尺
﹂
と
さ
れ
た
時
代
に
分
け
て
考
察
し
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
歷
�
�
な
展
開
を
B
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一
違

漢
代
皇
�
卽
位
儀
禮
に
み
え
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂

本
違
で
は
︑﹃
續
漢
書
﹄
志
第
六
禮
儀
下

(以
下
︑
禮
儀
志
と
記
す
)
が
記
す
皇
�
卽
位
儀
禮
に
み
え
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
に
つ
い
て
檢
討
す
る
が
︑

あ
ら
か
じ
め
K
の
二
點
を
確
N
し
て
お
き
た
い
︒

禮
儀
志
%
載
の
皇
�
卽
位
儀
禮
に
は
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
�

が
み
え
る
︒
一
方
で
︑﹃
�
記
﹄・﹃
漢
書
﹄・﹃
後
漢
書
﹄
の
︑
�
漢
の
�
�
や
後

漢
の
安
�
が
卽
位
す
る
場
面
な
ど
の
實
錄
の
中
で
は
︑
皇
�
の
璽
綬
の
�

し
か
み
え
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
卽
位
儀
禮
の
時
�
�
變
'
を
考
慮

し
た
と
し
て
も
︑
實
際
に
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
�

さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
疑
問
が
あ
る
︒

し
か
し
筆
者
は
︑
禮
儀
志
や
﹃
漢
舊
儀
﹄︑﹃
漢
官
儀
﹄
と
い
っ
た
儀
>
の
類
に
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た

い
︒
少
な
く
と
も
漢
王
0
の
理
念
の
上
で
は
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
皇
�
と
と
も
に
あ
る
べ
き
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
た

め
で
あ
る
︒
そ
の
�
味
で
︑
卽
位
儀
禮
に
お
け
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
9
を
確
N
し
て
お
く
こ
と
は
︑
漢
の
王
權
の
性
質
を
考
え
る
上
で
無
�
味
で
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は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

ま
た
︑
漢
代
の
皇
�
卽
位
儀
禮
の
硏
究
は
︑
西
嶋
氏
を
先
驅
と
す
る(6

)
︒
そ
の
後
︑
松
浦
千
春
氏
の
一
聯
の
硏
究
で
は
︑
西
嶋
氏
の
�
料
の
讀

解
を
大
き
く
修
正
し
た
上
で
怨
た
な
解
釋
が
提
示
さ
れ
︑
筆
者
も
そ
れ
を
O
當
と
考
え
る(7

)
︒
た
だ
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
に
關
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
︑

松
浦
氏
の
說
と
筆
者
の
理
解
が
衣
な
る
︒
そ
の
た
め
本
稿
で
は
︑
漢
代
皇
�
卽
位
儀
禮
の
P
體
を
改
め
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂

に
關
わ
る
部
分
に
焦
點
を
し
ぼ
っ
て
私
見
を
営
べ
た
い
︒
な
お
︑
禮
儀
志
の
卽
位
儀
禮
は
︑
西
嶋
氏
G
び
松
浦
氏
の
見
解
に
從
い
︑
後
漢
時
代

の
そ
れ
と
考
え
て
お
く(8

)
︒

第
一



｢斬
蛇
劍
﹂
の
�


禮
儀
志
に
お
い
て
︑
卽
位
儀
禮
は
先
�
の
大
斂
の
儀
に
續
い
て
記
さ
れ
る
︒
松
浦
氏
に
よ
れ
ば
︑
皇
太
子
と
皇
后
以
下
︑
諸
侯
王
・
宗
室
・

列
侯
・
六
百
石
以
上
の
官
僚
が
%
定
の
席
K
で
整
列
し
︑﹁
哭
﹂
の
儀
禮
が
Q
行
す
る
︒
そ
し
て
三
公
が
﹁
R
命
﹂
(
S
詔
か
)
に
よ
り
皇
太
子

の
卽
位
と
皇
后
へ
の
皇
太
后
の
T
號
贈
V
と
を
上
奏
し
︑
皇
后
に
よ
り
裁
可
さ
れ
る
︒
そ
の
後
の
儀
禮
は
K
の
W
り
︒

太
尉
升
る
に
阼
階
自
り
し
︑
柩
御
坐
に
當
た
り
北
面
し
て
稽
首
し
︑
策
を
讀
み
︑
畢
わ
り
︑
傳
國
玉
璽
綬
を
以
て
東
面
し
て
跪
き
て
皇
太

子
に
�
け
︑
皇
�
位
に
卽
く
︒
中
黃
門
掌
兵
玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
を
以
て
�
く
︒
太
尉
羣
臣
に
吿
令
し
︑
羣
臣
皆
な
伏
し
て
萬
歲
と
稱

す
︒

皇
太
子
が
皇
�
と
な
る
に
あ
た
り
︑﹁
傳
國
玉
璽
綬
﹂
の
�

︑
G
び
﹁
斬
蛇
寶
劍
﹂
の
�

が
行
わ
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
�
位
を
�
味
す

る
﹁
劍
璽
﹂
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
︒

｢傳
國
玉
璽
綬
﹂
は
本
稿
で
は
Z
わ
な
い
が
︑
そ
れ
が
太
尉
よ
り
皇
太
子
に
�
け
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る(9

)
︒
一
方
﹁
斬
蛇
寶
劍
﹂
の
�


に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
︒

從
來
︑
點
校
本
﹃
後
漢
書
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
六
五
年
︑
以
下
同
じ
)
や
﹃
W
典
﹄
(
中
華
書
局
︑
一
九
八
八
年
)
が
﹁
太
尉
﹂
の
下
で
斷
句
す
る
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よ
う
に
︑﹁
斬
蛇
寶
劍
﹂
は
中
黃
門
か
ら
太
尉
に
�
け
ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
︑
松
浦
氏
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
當
該
箇
%
を
引

用
す
る
典
籍
�
料
に
は
︑﹁
�
﹂
で
斷
句
す
る
も
の
が
あ
る
︒

炎
靈
劍
璽
を
Sす

て
︑
當
塗
龍
戰
に
駭
お
ど
ろ

く
︒
(﹃
�
^
﹄
卷
三
〇
謝
眺
﹁
和
伏
武
昌
登
孫
權
故
城
﹂
)

李
善
>
︒
漢
儀
禮
志
に
曰
わ
く
︑
皇
太
子
位
に
卽
き
︑
中
黃
門
斬
蛇
寶
劍
を
以
て
�
く
︒

禮
儀
志
︒
皇
太
子
位
に
卽
き
︑
中
黃
門
掌
兵
玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
を
以
て
�
く
︒
(﹃
玉
海
﹄
卷
一
五
一
兵
制
・
漢
玉
具
劍
)

西
嶋
氏
は
こ
う
し
た
斷
句
が
あ
る
こ
と
に
言
G
し
た
も
の
の
︑
正
否
の
a
斷
を
保
留
し
た(10

)
︒
筆
者
は
︑﹃
�
^
﹄
李
善
>
や
﹃
玉
海
﹄
に

從
っ
て
﹁
�
﹂
の
下
で
斷
句
し
︑﹁
中
黃
門
掌
兵
﹂
が
皇
太
子
に
�
け
︑
太
尉
が
群
臣
に
﹁
吿
令
﹂
し
た
と
み
る
の
が
よ
い
よ
う
に
思
う
︒
そ

れ
は
K
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
︒

中
黃
門
は
禁
中
に
仕
え
る
宦
官
で
あ
る(11

)
︒﹁
掌
兵
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
武
器
を
手
に
と
る
﹂
と
理
解
し
た
例
が
あ
る(12

)
︒﹁
掌
﹂
の
原
義
は
﹁
手
に

も
つ
﹂
こ
と
で
あ
ろ
う
が
︑﹃
廣
b
﹄
釋
詁
三
下
に
︑

司
・
典
・
尙
・
質
・
魁
・
敵
・
掌
・
摡
・
阼
︑
7
な
り
︒

と
あ
る
よ
う
に
﹁
掌
﹂
は
﹁
つ
か
さ
ど
る
﹂
の
�
を
も
ち
︑﹃
漢
書
﹄
卷
一
九
百
官
公
卿
表
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
職
掌
を
示
す
場
合
が

多
い
︒﹁
掌
兵
﹂
な
る
官
名
に
は
例
が
な
い
け
れ
ど
も
︑﹃
周
禮
﹄
に
は
計
十
九
の
﹁
掌
﹂
を
冠
し
た
官
名
が
み
え
る
︒
漢
代
で
は
︑
右
の
﹃
廣

b
﹄
で
﹁
掌
﹂
と
同
じ
�
味
を
も
つ
﹁
尙
﹂
を
冠
し
た
官
名
が
︑
君
7
の
側
で
特
定
の
物
品
を
擔
當
す
る
官
︑
す
な
わ
ち
﹁
尙
某
﹂
と
し
て
散

見
す
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
二
惠
�
紀
に
﹁
宦
官
尙
食
郞
中
に
比
す
﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
>
に
︑

應
劭
曰
わ
く
︑
宦
官
は
閽
寺
な
り
︒
尙
は
7
な
り
︒
舊
と
五
尙
!
り
︒
尙
冠
・
尙
帳
・
尙
衣
・
尙
席
も
亦
た
是
れ
な
り
︑
と
︒
如
淳
曰
わ

く
︑
天
子
の
物
を
7
る
を
尙
と
曰
う
︒
�
書
を
7
る
を
尙
書
と
曰
い
︑
印
た
尙
符
璽
郞
!
る
な
り
︑
と
︒
漢
儀
>
︑
省
中
に
は
五
尙
!
り
︑

而
し
て
內
官
の
i
人
に
は
諸
尙
!
る
な
り
︒

と
あ
り
︑﹁
尙
食
﹂
の
他
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
の
物
品
を
擔
當
す
る
﹁
尙
某
﹂
が
複
數
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る(13

)
︒
こ
れ
ら
の
物
品
は
い
ず
れ
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も
皇
�
の
身
邊
︑
日
常
生
活
に
關
わ
り
が
深
い
の
で
︑
そ
の
擔
當
者
に
宦
官
が
あ
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
宦
官
の
中
で
も
︑
中
黃
門
が
﹁
尙

某
﹂
と
竝
列
さ
れ
て
い
る
例
が
禮
儀
志
に
三
例
あ
る
︒

太
常
太
牢
の
奠
を
上
り
︑
太
官
食
監
・
中
黃
門
尙
食
奠
を
Kつ

い

ず
︒

太
常
祖
奠
を
上
り
︑
中
黃
門
尙
衣
衣
を
奉
り
容
根
車
に
登
る
︒

車
坐
に
當
た
り
︑
南
向
す
︒
中
黃
門
尙
衣
衣
を
奉
り
幄
坐
に
就
く
︒

點
校
本
﹃
後
漢
書
﹄
は
︑
一
例
目
の
﹁
中
黃
門
尙
食
﹂
の
み
二
つ
の
官
職
名
の
竝
列
と
し
︑
あ
と
の
二
例
は
﹁
中
黃
門
尙
衣
﹂
で
一
つ
の
官

職
名
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒﹁
尙
某
﹂
を
P
て
﹁
尙
書
﹂
の
よ
う
な
組
織
'
さ
れ
た
官
︑
ひ
と
つ
の
機
關
と
み
る
餘
地
は
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹃
續
漢
書
﹄
志
第
二
六
百
官
三
で
﹁
無
員
﹂
と
さ
れ
︑
大
勢
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
中
黃
門
の
う
ち
︑
儀
禮
に
お
い
て
役
割
を
も
つ
者
を

﹁
尙
某
｣=

某
擔
當
と
し
て
特
定
す
る
方
が
︑
儀
>
の
記
営
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
︒

禮
儀
志
の
﹁
中
黃
門
尙
某
﹂
が
中
黃
門
の
う
ち
の
某
擔
當
と
い
う
職
掌
を
表
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
先
の
﹃
廣
b
﹄
に
あ
る
よ
う
に
﹁
尙
﹂

と
﹁
掌
﹂
と
が
と
も
に
﹁

7
つ
か
さ
ど
る

﹂
の
�
を
も
つ
こ
と
を
媒
介
と
し
て
︑
句
作
り
の
似
た
﹁
中
黃
門
掌
兵
﹂
も
︑
同
じ
く
職
掌
︑
擔
當
を
示
す

一
つ
の
語
と
み
て
も
�
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
問
題
の
�

と
は
︑
皇
�
の
御
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
兵
器
を
そ
の
身
邊
で
管

理
す
る
人
閒
が
︑
怨
�
に
先
�
の
御
物
を
手
渡
す
儀
禮
�
な
行
爲
と
考
え
た
い
︒

し
か
し
︑
問
題
は
こ
れ
の
み
で
は
な
い
︒﹁
中
黃
門
掌
兵
﹂
が
�
け
た
物
︑
つ
ま
り
﹁
以
﹂
以
下
の
﹁
玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
﹂
が
ど
の
よ

う
な
物
品
を
示
す
の
か
も
︑
實
は
問
題
で
あ
る
︒

第
二



｢玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
﹂
私
案

｢玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
﹂
と
は
︑﹁
玉
具
﹂
と
﹁
隨
侯
珠
﹂
と
﹁
斬
蛇
寶
劍
﹂
と
い
う
三
つ
の
物
品
の
竝
列
と
理
解
さ
れ
て
い
る(14

)
︒
黃
山
は
︑

卽
位
儀
禮
に
こ
う
し
た
物
品
が
み
え
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
K
の
よ
う
に
営
べ
る
︒
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周
禮
天
府
︑
凡
そ
國
の
玉
鎭
大
寶
器
︑
焉
に
藏
す
︒
若
し
大
祭
・
大
喪
!
れ
ば
則
ち
出
だ
し
て
之
を
陳
ね
︑
事
を
旣
く
せ
ば
之
を
藏
す
︒

�
>
す
ら
く
︑
玉
鎭
大
寶
器
︑
玉
瑞
・
玉
器
の
美
し
き
者
︑
禘
祫
G
び
大
喪
之
を
陳
ね
︑
以
て
國
を
華
や
か
な
ら
し
む
る
な
り
︒
R
命
︑

寶
を
西
序
・
東
序
・
西
s
・
東
s
に
陳
ぬ
︑
此
れ
其
の
行
事
の
經
に
見
わ
る
る
な
り
︑
と
︒
�
鍔
云
え
ら
く
︑
大
祭
の
時
︑
之
を
陳
ね
以

て
其
の
功
を
昭
ら
か
に
し
︑
大
喪
之
を
陳
ね
以
て
其
の
能
く
守
る
を
昭
ら
か
に
す
︑
と
︒
此
の
玉
具
︑
當
に
卽
ち
玉
鎭
寶
器
の
屬
な
る
べ

し
︑
故
に
珠
・
劍
と
竝
び
陳
ぬ
る
こ
と
R
命
の
儀
の
如
し
︒
羣
臣
に
吿
令
す
る
に
至
り
て
は
︑
擧
げ
て
太
尉
に
�
け
︑
執
り
て
信
守
と
爲

す
︑
自
ら
漢
家
の
故
事
に
係
る
︒
(﹃
後
漢
書
集
解
﹄
引
)

『
周
禮
﹄
春
官
・
天
府
の
職
掌
と
﹃
尙
書
﹄
R
命
に
み
え
る
寶
物
の
陳
列
と
を
結
び
つ
け
る
�
玄
の
說
を

け
︑
寶
物
の
陳
列
は
先
祖
の
功

績
と
そ
れ
を
守
り
繼
い
で
い
く
こ
と
を
表
B
す
る
�
味
を
も
つ
と
す
る
�
鍔
の
說

(南
宋
・
王
與
之
﹃
周
禮
訂
義
﹄
引
)
を
t
用
し
︑﹃
周
禮
﹄
の

﹁
玉
鎭
大
寶
器
﹂
が
﹁
玉
具
﹂
に
相
當
す
る
︑
と
み
て
い
る
︒﹃
尙
書
﹄
R
命
の
寶
物
の
中
に
は
數
種
の
玉
器
や
武
器
類
が
み
え
︑
ま
た
禮
儀
志

の
當
該
箇
%
に
も
﹁
R
命
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
は
︑
こ
の
見
解
を
補
强
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
陳
﹂︑
つ
ま
り
儀
禮
の
あ
い
だ
%

定
の
場
%
に
陳
列
し
て
お
く
こ
と
と
︑﹁
�
﹂︑
つ
ま
り
儀
禮
中
の
行
爲
と
し
て
手
か
ら
手
へ
�

す
る
こ
と
と
は
P
く
v
う
の
で
︑
こ
の
見
解

は
荏
持
で
き
な
い
︒

で
は
︑
手
渡
さ
れ
る
﹁
玉
具
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
六
八
宦
者
列
傳
・
單
超
に
︑

B
年
薨
じ
︑
東
園
の
祕
器
・
棺
中
の
玉
具
を
賜
い
︑
侯
・
將
軍
の
印
綬
を
贈
る
︒

と
あ
り
︑
棺
の
中
に
入
れ
る
も
の
と
し
て
﹁
玉
具
﹂
が
み
え
る
︒
�
漢
の
霍
光
の
事
例
で
は
︑
葬
�
に
際
し
て
賜
わ
っ
た
玉
器
類
と
し
て
具
體

�
に
﹁
璧
・
珠
・
璣
・
玉
衣
﹂
(﹃
漢
書
﹄
卷
六
八
霍
光
傳
)
が
あ
が
っ
て
お
り
︑
單
超
の
﹁
玉
具
﹂
は
こ
れ
ら
の
總
稱
と
み
な
し
得
る
︒
た
だ
し

こ
の
よ
う
な
﹁
玉
具
﹂
の
用
例
は
他
に
な
い
︒

漢
代
�
料
に
み
え
る
﹁
玉
具
﹂
の
用
例
の
壓
倒
�
多
數
は
︑﹁
玉
具
劍
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
︒
順
�
漢
安
二
年

(
一
四
三
)
に
︑
呼
蘭
若
尸

y
就
單
于
が
洛
陽
で
卽
位
し
た
際
に
賜
わ
っ
た
諸
物
の
中
に
﹁
玉
具
刀
劍
﹂
(﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
七
九
南
匈
奴
列
傳
)
と
あ
り
︑
そ
の
李
賢
>
に
︑
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玉
具
︑
摽
・
首
・
嬰
・
衞
︑
盡
く
玉
を
用
い
之
を
爲
る
な
り
︒

と
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
九
四
匈
奴
傳
下
が
記
す
呼
韓
z
單
于
へ
の
賜
物
は
﹁
冠
帶
衣
裳
︑
黃
金
璽
盭
綬
︑
玉
具
劍
﹂
等
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の

顏
師
古
>
に
︑

孟
康
曰
わ
く
︑
摽
・
首
・
嬰
・
衞
︑
盡
く
玉
を
用
い
之
を
爲
る
な
り
︑
と
︒
師
古
曰
わ
く
︑
嬰
は
劍
口
の
旁
ら
に
橫
ざ
ま
に
出
づ
る
者
な

り
︒
衞
は
劍
|
な
り
︒
嬰
は
}
O
︒
衞
の
字
は
本
と
彘
に
作
る
︑
其
の
}
同
じ
き
の
み
︑
と
︒

と
あ
る
︒
林
巳
奈
夫
氏
に
よ
れ
ば
︑
劍
に
裝
着
す
る
玉
製
裝
�
部
品
は
︑
劍
首

(
つ
か
が
し
ら
)
・
劍
格

(﹁
嬰
﹂
と
も
い
う
︑
つ
ば
)
・
劍
珌

(﹁
摽
﹂
と
も
い
う
︑
W
の
先
端
)
・
劍
璲

(﹁
劍
|
﹂﹁
衞
﹂﹁
瑑
﹂﹁
璏
﹂﹁
珥
﹂
と
も
い
う
︑
W
を
帶
に
か
け
る
留
め
具
)
の
四
種
で
あ
る(15

)
︻
圖
一
︼︒
こ
れ

ら
が
裝
着
さ
れ
た
劍
が
﹁
玉
具
劍
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
實
物
と
し
て
︑
南
越
王
國
第
二
代
�
�
趙
昧
の
墓
︑
廣
州
市
象
崗
南
越
王
墓
か
ら
出
土
し

た
劍
が
あ
る
︒
7
棺
室
に
�
め
ら
れ
て
い
た
計
十
五
本
の
鐵
劍
の
う
ち
︑
十
本
が
墓
7
S
體
兩
側
に
五
本
ず
つ
置
か
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の

五
本
は
﹁
玉
具
劍
﹂
と
さ
れ
て
い
る(16

)
︒
と
く
に

も
長
い
P
長
146
㎝
の
鐵
劍

(D
143
)
は
︑
四
種
の
玉
製
裝
�
部
品
を
完
備
し
︑﹁
七
尺
﹂
(
:

161
㎝
)
に
は
G
ば
な
い
も
の
の
︑
現
在
ま
で
に
出
土
し
て
い
る
漢
代
の
劍
の
中
で

も
長
い
部
類
に
入
る
︒

ま
た
︑
K
の
王
厭
の
例
で
は
︑
玉
製
裝
�
部
品
が
隨
�
に
着
脫
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

― 41 ―

41

【圖一】劍の部分と裝�部品
の名稱 (林巳奈夫氏
『中國殷周時代の武
器』%載圖)



後

(王
)
厭
疾
み
︑

(孔
)
休
之
を
候
う
︒
厭
恩
�
に
緣
り
て
其
の
玉
具
寶
劍
を
Q
め
︑
以
て
好
み
と
爲
さ
ん
と
欲
す
︒
休

く
る
を
肯

ぜ
ず
︒
厭
因
り
て
曰
わ
く
︑
(
に
君
の
面
を
見
る
に
瘢
!
り
︑
美
玉
は
以
て
瘢
を
滅
す
可
し
︒
其
の
瑑
を
獻
ぜ
ん
と
欲
す
る
の
み
︑
と
︒

卽
ち
其
の
瑑
を
解
く
も
︑
休
復
た
辭
讓
す
︒
(﹃
漢
書
﹄
卷
九
九
王
厭
傳
上
)

現
在
ま
で
に
︑
漢
代
の
諸
侯
王
ク
ラ
ス
の
陵
墓
か
ら
﹁
玉
具
劍
﹂
を
含
む
多
く
の
劍
が
出
土
し
て
い
る
が
︑
劍
と
は
別
に
︑
數
セ
ッ
ト
の
玉

製
裝
�
部
品
が
耳
室
等
に
�
め
ら
れ
て
い
た
例
も
あ
る(17

)
︻
圖
二
︼︒
こ
う
し
た
例
か
ら
︑﹁
玉
具
劍
﹂
や
そ
れ
を
�
る
部
品
は
︑
王
侯
を
は
じ
め

と
し
た
社
會
の
上
層
で
珍
重
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒
ま
た
こ
こ
に
み
え
る
﹁
玉
具
寶
劍
﹂
と
い
う
語
に
も
>
�
し
て
お
き
た
い
︒

｢玉
具
劍
﹂
の
﹁
具
﹂
と
は
︑﹁
具
し
た
﹂︑
つ
ま
り
﹁
裝
着
し
た
﹂
と
い
う
�
味
と
み
ら
れ
る
︒
居
�
漢
鯵
に
﹁
具
弩
﹂
な
る
兵
器
が
頻
出

し
︑
こ
れ
に
つ
い
て
冨
谷
至
氏
は
︑﹁
弦
を
は
じ
め
弩
の
各
部
品
を
裝
填
し
︑
い
つ
で
も
發
射
で
き
る
よ
う
に
具
備
し
た
弩
の
こ
と
で
あ
ろ
う
﹂

と
す
る(

18
)

︒﹁
玉
具
劍
﹂
の
﹁
具
﹂
も
︑﹁
具
弩
﹂
の
﹁
具
﹂
と
同
樣
の
�
味
︑
用
法
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
違
で
と
り
あ
げ
る
﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
七
馮
衣
列
傳
に
は
﹁
具
劍
﹂
な
る
語
が
み
え
︑
こ
の
推
定
を
補
强
す
る
︒﹁
具
劍
﹂
と
は
﹁
具

し
た
劍
﹂︑
つ
ま
り
各
種
部
品
を
裝
着
し
た
劍
で
あ
り
︑
そ
の
部
品
の
素
材
を
示
す
語
が
頭
に
置
か
れ
て
︑﹁
玉
具
劍
﹂
と
い
う
語
を
�
成
す
る

と
み
ら
れ
る(19

)
︒﹁
玉
具
劍
﹂
を
訓
讀
す
る
な
ら
ば
︑﹁
玉
も
て
具
せ
し
劍
﹂
と
な
ろ
う
︒
先
の
﹃
後
漢
書
﹄
南
匈
奴
列
傳
の
李
賢
>
は
﹁
玉
具
﹂
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【圖二】南越王墓出土の玉製
裝�部品四種の模式
圖 (『西漢南越王�
物館珍品圖鑑』�物
出版社、二〇〇七
年、%載圖)



で
一
語
と
す
る
が
︑
そ
の
場
合
で
も
︑﹁
具
﹂
は
名
詞
で
は
な
く
﹁
具
し
て
い
る
﹂
狀
態
を
示
す
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒
馮
衣
列
傳
の
李

賢
>
に
︑﹁
具
は
寶
玉
を
以
て
之
を
裝
�
す
る
を
謂
う
﹂
と
あ
る
の
は
︑﹁
具
﹂
を
︑﹁
裝
�
し
て
い
る
﹂
狀
態
を
示
す
語
と
解
し
て
い
る
證
左

で
あ
る
︒

筆
者
は
︑
こ
の
よ
う
な
漢
代
�
料
中
の
﹁
玉
具
劍
﹂︑
G
び
﹁
玉
具
寶
劍
﹂
と
い
う
語
を
手
が
か
り
と
し
て
︑﹁
玉
具
隨
侯
珠
斬
蛇
寶
劍
﹂
と

は
︑
本
來
﹁
玉
も
て
具
せ
し
斬
蛇
寶
劍
﹂
と
い
う
一
つ
の
物
品
を
指
す
語
の
中
に
︑
何
ら
か
の
理
由
で
︑﹁
隨
侯
珠
﹂
と
い
う
別
の
物
品
を
示

す
語
が
は
さ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
考
え
て
い
る
が
︑
も
ち
ろ
ん
校
訂
材
料
も
な
く
臆
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い(20

)
︒

た
だ
そ
の
場
合
︑﹁
隨
侯
珠
﹂
の
理
解
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
一
つ
は
衍
と
み
る
こ
と
だ
が
︑
衍
と
し
て
�
り
去
っ
て
し
ま
う
の
は
躊

躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
こ
で
︑
二
つ
目
の
理
解
と
し
て
︑
乙
正
し
て
﹁
隨
侯
珠
・
玉
具
斬
蛇
寶
劍
﹂
と
い
う
二
つ
の
物
品
が
�

さ
れ
た
と

考
え
る
餘
地
も
あ
る
︒
漢
の
傳
世
の
寶
と
し
て
﹁
隨
侯
珠
﹂
な
る
も
の
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
を
︑
こ
の
禮
儀
志
の
記
営
以
外
の
�
料
か
ら
B

確
に
で
き
る
な
ら
ば
︑
私
案
の
蓋
然
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
他
日
に
�
し
た
い
︒

し
か
し
﹁
隨
侯
珠
﹂
が
傳
世
の
寶
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
漢
の
王
權
の
理
念
に
お
け
る
象
�
性
︑
重
1
度
は
︑
や
は
り
﹁
劍
璽
﹂
に
�
敵
す

る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑
K
の
﹃
漢
官
儀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
皇
�
が
出
駕
す
る
際
︑
璽
と
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
二
物
を
帶

同
す
る
た
め
で
あ
る
︒

侍
中
︒
⁝
東
京
の
時
に
至
り
︑
少
府
に
屬
す
る
も
亦
た
員
無
し
︒
駕
出
づ
る
や
︑
則
ち
一
人
傳
國
璽
を
*
い
︑
斬
蛇
劍
を
操
り
︑
參
乘
す
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
卷
九
獻
�
紀
中
F
六
年
九
?
・
李
賢
>
引
)

｢は
じ
め
に
﹂
に
あ
げ
た
﹃
漢
舊
儀
﹄
で
は
︑
出
駕
す
る
際
に
皇
�
自
身
が
﹁
七
尺
の
斬
蛇
劍
を
帶
ぶ
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
後
漢
に

な
っ
て
か
ら
︑
璽
も
ま
た
帶
同
し
︑
か
つ
皇
�
自
ら
で
は
な
く
侍
中
が
奉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う(21

)
︒

こ
の
﹃
漢
官
儀
﹄
の
記
営
と
禮
儀
志
の
記
す
卽
位
儀
禮
は
︑
後
漢
に
な
っ
て
か
ら
︑﹁
劍
璽
﹂
が
�
っ
て
皇
�
と
と
も
に
あ
る
べ
き
も
の
と

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
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以
上
に
み
て
き
た
禮
儀
志
や
﹃
漢
官
儀
﹄
は
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
長
さ
を
記
さ
な
い
の
で
︑
そ
こ
に
出
て
く
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
﹁
七
尺
﹂
で
あ
る

直
接
�
な
證
據
は
な
い
︒﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
﹁
七
尺
﹂
で
あ
る
こ
と
を
B
記
す
る
の
は
︑
�
営
の
﹃
漢
舊
儀
﹄
の
み
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
K
の
後

漢
末
の
太
�
慈
の
言
葉
は
>
目
に
値
す
る
︒

慈
�
ぶ
に
臨
み
︑
�
息
し
て
曰
わ
く
︑
丈
夫
世
に
生
ま
る
れ
ば
︑
當
に
七
尺
の
劍
を
帶
び
︑
以
て
天
子
の
階
を
升
る
べ
し
︒
⁝

(﹃
三
國

志
﹄
卷
四
九
吳
書
・
太
�
慈
傳
・
裴
>
引
﹃
吳
書
﹄
)

太
�
慈
が
死
�
し
た
の
は
円
安
一
一
年

(二
〇
六
)
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
當
時
の
漢
の
皇
�
卽
位
儀
禮
や
︑
皇
�
の
帶
び
る
﹁
七
尺
﹂
の

劍
を
�
識
し
た
言
葉
に
v
い
な
い
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
漢
の
�
位
を
象
�
す
る
物
品
の
ひ
と
つ
が
﹁
七
尺
﹂
の
劍
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
N
で
き
︑

禮
儀
志
や
﹃
漢
官
儀
﹄
に
み
え
る
象
�
物
と
し
て
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
﹁
七
尺
﹂
と
み
て
ほ
ぼ
閒
v
い
な
い
︒

第
二
違

｢
斬
蛇
劍
﹂
の
創
出

︱
︱
漢
代
に
お
け
る
そ
の
�
�
と
背
景
︱
︱

｢は
じ
め
に
﹂
で
あ
げ
た
崔
�
﹃
古
今
>
﹄
の
理
解
に
從
え
ば
︑﹁
七
尺
﹂
の
劍
は
高
祖
が
擧
兵
の
頃
に
も
っ
て
い
た
劍

(﹁
三
尺
﹂
)
と
は
別

の
も
の
で
あ
る
︒

西
嶋
氏
も
︑﹁
斬
蛇
劍
の
寶
器
'
と
は
︑
す
で
に
寶
器
と
し
て
收
藏
さ
れ
て
い
た
劍
の
一
つ
が
︑
漢
火
德
說
の
定
着
と
と
も
に
︑
そ
れ
こ
そ

が
斬
蛇
劍
で
あ
る
と
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
営
べ
る
の
で
︑
本
來
の
高
祖
の
劍
と
は
別
に
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
存
在
し
た
と

考
え
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
漢
王
0
が
斬
蛇
劍
を
寶
器
と
し
た
の
は
︑
後
漢
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
﹂
と
営
べ
る
が
︑
そ
の
根
據
は
︑
王
厭

の
簒
奪
か
ら
光
武
�
政
權
樹
立
ま
で
の
閒
の
政
權
�
代
に
お
い
て
︑
寶
器
と
し
て
皇
�
璽
が
出
て
く
る
の
に
對
し
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
出
て
こ
な
い

點
で
あ
る(22

)
︒

た
だ
︑
孤
例
と
は
い
え
︑﹃
漢
舊
儀
﹄
に
﹁
七
尺
斬
蛇
劍
﹂
と
あ
る
限
り
︑
そ
れ
が
本
來
の
高
祖
の
劍
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
�
漢
時
代
に

す
で
に
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑
漢
火
德
說
が
液
布
し
は
じ
め
た
�
漢
末
�
を
射
�
に
入
れ
て
︑﹁
七
尺
斬
蛇
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劍
﹂
の
創
出
�
�
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
︒
本
違
で
は
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
母
體
と
い
う
べ
き
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
の
�
味
の
確
N
か
ら

は
じ
め
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
必
1
と
さ
れ
た
契
機
や
背
景
︑
G
び
﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
漢
の
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の
�
義
を
確
立
し
た
�
�

を
考
察
す
る
︒

第
一



｢斬
蛇
﹂
說
話
の
�
味
と
そ
の
轉
奄

劍
は
兵
器
で
あ
り
︑
一
般
�
に
武
力
や
軍
事
�
威
信
の
象
�
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
宴
が
つ
く
が
︑﹁
斬
蛇
﹂
說
話
と
い
う
固
!
の
基
礎

を
も
つ
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
︑
誰
の
︑
ど
の
よ
う
な
威
信
を
象
�
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

｢は
じ
め
に
﹂
で
紹
介
し
た
﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
の
記
す
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
に
立
ち
�
る
と
︑
そ
の
骨
子
は
︑
赤
�
の
子
で
あ
る
高
祖
が
︑
秦

を
象
�
す
る
白
�
の
子
で
あ
る
蛇
を
斬
っ
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
赤
�
の
子
﹂
た
る
高
祖
を
宣
揚
す
る
說
話
と
い
え
る
︒

｢斬
蛇
﹂
說
話
に
み
え
る
赤
や
白
と
い
っ
た
�
色
の
背
景
を
な
す
思
想
︑
世
界
觀
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
議
論
が
あ
る
︒
丸
山
雄
氏
は
﹁
劉

邦
の
赤
�
子
說
話
﹂︑
す
な
わ
ち
本
稿
で
い
う
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
の
思
想
�
背
景
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
の
諸
說
の
1
點
を
整
理
し
て
個
別
に
問

題
點
を
指
摘
し
た
上
で
︑
赤
は
軍
神
蚩
尤
へ
の
信
仰
に
由
來
す
る
と
考
え
る
の
が

も
O
當
で
あ
る
こ
と
︑
赤
と
白
の
關
係
は
三
瓜
說

(三
正

說
)
に
よ
っ
て
說
B
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た(23

)
︒
三
瓜
說
に
よ
る
說
B
に
は
疑
問
が
あ
る
も
の
の
︑
本
稿
の
7
題
と
の
關
聯
で
重
1
な
の

は
︑﹁
斬
蛇
﹂
說
話
と
軍
神
蚩
尤
と
の
關
係
で
あ
る
︒
こ
れ
は
丸
山
氏
以
�
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑
氏
の
整
理
に
よ
っ
て
よ
り
B
ら

か
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
高
祖
が
推
戴
さ
れ
て
沛
公
と
な
っ
た
と
き
︑

黃
�
を
祠
り
︑
蚩
尤
を
沛
庭
に
祭
り
て
鼓
に
釁ち

ぬ

り
︑
旗
幟
皆
な
赤
と
す
︒
殺
す
%
の
蛇
白
�
の
子
に
し
て
殺
す
者
赤
�
の
子
な
る
に
由
り

て
の
故
に
赤
を
上
ぶ
︒
(﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
高
祖
が
自
ら
を
﹁
赤
�
の
子
﹂
と
し
た
こ
と
に
基
づ
き
︑
自
軍
の
旗
幟
を
赤
と
し
た
の
は
確
實
で
あ
る
︒
擧
兵
時
に
蚩
尤

を
祀
っ
た
の
は
︑
軍
神
蚩
尤
の
加
護
を
求
め
︑
敵
を
打
ち
破
る
力
を
得
る
よ
う
願
う
た
め
で
あ
ろ
う
︒
K
の
�
料
は
︑
蚩
尤
と
赤
色
と
の
關
係
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を
窺
わ
せ
る
︒

皇
覽
に
曰
わ
く
︑
蚩
尤
の
冢
東
F
郡
壽
張
縣
闞
�
の
城
中
に
在
り
︑
高
さ
七
丈
︑
民
常
に
十
?
之
を
祀
る
︒
赤
氣
の
出
で
て
�
絳
帛
の
如

き
も
の
!
れ
ば
︑
民
名
づ
け
て
蚩
尤
旗
と
爲
す
︒
(﹃
�
記
﹄
卷
一
五
�
本
紀
・﹃
集
解
﹄
引
)

こ
れ
ら
か
ら
︑﹁
斬
蛇
﹂
說
話
や
赤
色
の
旗
幟
の
背
景
に
は
︑
軍
神
蚩
尤
へ
の
信
仰
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
︒
一
方
白=

秦
の
背
景
は
は
っ

き
り
し
な
い
︒﹃
�
記
﹄
卷
二
八
封
禪
書
に
は
︑
春
秋
時
代
初
�
に
秦
の
襄
公
が
諸
侯
に
列
せ
ら
れ
た
際
に
白
�
を
祀
っ
た
こ
と
や
︑
戰
國
時

代
に
獻
公
が
﹁
金
瑞
﹂
を
得
て
白
�
を
祀
っ
た
こ
と
な
ど
︑
秦
と
白
�
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
司
馬
�

が
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
の
白=
秦
を
�
實
に
よ
っ
て
證
B
し
よ
う
と
し
た
痕
跡
と
し
て
理
解
で
き
る
が
︑
あ
く
ま
で
司
馬
�
の
解
釋
で
あ
っ
て
︑
こ

れ
を
た
だ
ち
に
高
祖
の
當
時
の
考
え
方
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
こ
で
は
︑
高
祖
の
蚩
尤
祭
祀
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑﹁
斬
蛇
﹂
說
話
と
は
︑

高
祖
が
軍
神
蚩
尤
の
軍
事
�
威
信
を
體
得
し
て
お
り
︑
敵
を
打
ち
破
る
よ
う
�
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
宣
傳
す
る
說
話
で
あ
る
蓋
然
性
が

高
い
點
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
そ
こ
か
ら
︑
K
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

高
祖
自
身
が
存
命
で
あ
れ
ば
︑
軍
事
�
威
信
は
そ
の
身
に
あ
る
の
だ
か
ら
︑
劍
を
こ
と
さ
ら
に
重
視
し
た
り
寶
器
'
し
た
り
す
る
必
1
は
な

い
︒
高
祖
の
死
後
︑
彼
の
靈
性
を
帶
び
た
軍
事
�
威
信
が
必
1
と
な
っ
た
と
き
︑
說
話
中
の
重
1
な
小
�
具
で
あ
り
兵
器
と
し
て
武
威
と
結
び

つ
き
や
す
い
劍
が
>
目
さ
れ
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
生
ま
れ
た
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
火
德
を
表
す
1
素
を
附
け
加
え
て
︑﹁
七
尺
﹂
の
長
さ
が
^
ば
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
鯵
單
に
︑
五
德
�
始
說
に
基
づ
く
漢
王
0
の
﹁
德
﹂
の
變
�
を
振
り
�
っ
て
お
こ
う
︒
漢
王
と
な
っ
た
高
祖
が
關
中
を
掌
握
し
た
際
︑

秦
の
雍
四
畤
の
上
�
祭
祀
に
關
聯
し
て
︑
高
祖
は
自
ら
を
黑
�
に
な
ぞ
ら
え
た(24

)
︒
こ
の
と
き
︑
高
祖
は
秦
に
代
わ
っ
て
自
ら
を
水
德
の
�
王
と

位
置
づ
け
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑﹁
赤

(
�
の
子
)
﹂
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
�
�
の
と
き
に
M
上
し
た
漢
土
德
說
に
對
す
る

丞
相
張
蒼
の
批
a
か
ら
︑
黑
と
赤
と
が
奇
妙
に
共
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

是
の
時
︑
丞
相
張
蒼
律
歷
を
好
み
︑
以
爲
く
︑
漢
乃
ち
水
德
の
始
め
な
り
︒
故
に
河
金
隄
に
決
す
る
は
︑
其
の
符
な
り
︒
年
冬
十
?
に
始
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ま
り
︑
色
外
黑
に
し
て
內
赤
︑
德
と
相
い
應
ず
︒
公
孫
臣
の
言
の
如
き
は
非
な
り
︑
と
︒
(﹃
�
記
﹄
封
禪
書
)

一
方
︑
張
蒼
が
批
a
し
た
漢
土
德
說
と
は
︑
同
じ
く
封
禪
書
に
︑

魯
人
公
孫
臣
上
書
し
て
曰
わ
く
︑
始
め
秦
水
德
を
得
︑
今
ま
漢
之
を

く
︒
�
始
の
傳
を
推
せ
ば
則
ち
漢
土
德
に
當
た
る
︒
土
德
の
應
︑

黃
龍
見
わ
る
︒
宜
し
く
正
朔
を
改
め
=
色
を
易
え
︑
色
は
黃
を
上
ぶ
べ
し
︑
と
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
五
行
相
克
の
循
�
に
基
づ
き
︑
秦
を
水
德
の
王
0
と
N
め
て
王
0
�
代
の
系
�
に
位
置
づ
け
︑
漢
を
そ
の
後
に
く
る
土
德
と

す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
武
�
の
太
初
元
年

(
�
一
〇
四
)
に
至
っ
て
改
め
て
�
用
さ
れ
︑
漢
王
0
は
公
式
に
土
德
の
王
0
と
な
り
︑
黃
を

た
っ
と
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
︒﹃
�
記
﹄
に
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
が
記
錄
さ
れ
た
の
と
同
じ
時
�
に
︑
高
祖
が
﹁
赤
�
の
子
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑
王
0

の
公
式
の
﹁
德
﹂
と
そ
れ
に
基
づ
く
各
種
制
度
と
相
容
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
後
�
漢
王
0
の
滅
�
に
至
る
ま
で
︑
公

式
の
﹁
德
﹂
は
土
德
の
ま
ま
動
か
な
い
︒

光
武
�
が
円
武
二
年

(二
六
)
正
?
に
﹁
始
め
て
火
德
を
正
と
し
︑
色
赤
を
尙
ぶ
﹂
(﹃
後
漢
書
﹄
卷
一
光
武
�
紀
)
と
し
た
こ
と
で
︑
漢
は
公

式
に
火
德
の
王
0
と
な
っ
た
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
五
行
相
生
の
循
�
に
よ
っ
て
歷
代
�
王
や
王
0
に
﹁
德
﹂
を
�
當
し
直
し
た
漢
火
德
說
の
液

布
が
あ
る
が
︑
高
祖
の
﹁
赤
﹂
と
王
0
公
式
の
﹁
德
﹂
と
の
矛
盾
は
︑
漢
火
德
說
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
解
�
さ
れ
た
︒

劉
向
・
劉
歆
父
子
が
漢
火
德
說
を
提
唱
し
た
と
き
︑
そ
の
中
心
�
な
論
據
と
し
た
の
が
﹁
斬
蛇
﹂
說
話
で
あ
っ
た
︒﹃
漢
書
﹄
卷
二
五
郊
祀

志
下
・
贊
に
︑
そ
れ
が
B
記
さ
れ
て
い
る
︒

劉
向
父
子
以
爲
く
︑
�
震
に
出
づ
︑
故
に
¡
羲
氏
始
め
て
木
德
を

く
︒
其
の
後
母
を
以
て
子
に
傳
え
︑
�
わ
り
て
始
め
に
復
す
︒
神

農
・
黃
�
自
り
下
り
て
¢
£
三
代
を
歷
︑
而
し
て
漢
火
を
得
た
り
︑
故
に
高
祖
始
め
て
¤
つ
や
︑
神
母
夜
號
し
︑
赤
�
の
符
を
著
ら
か
に

し
︑
旗
違
は
$
に
赤
と
し
︑
自
ら
天
瓜
を
得
た
り
︑
と
︒

｢
神
母
夜
號
し
赤
�
の
符
を
著
ら
か
に
す
﹂
と
は
︑
靈
�
な
存
在
と
し
て
說
話
に
登
場
す
る
老
婆
が
高
祖
を
﹁
赤
�
の
子
﹂
と
呼
ん
だ
こ
と

を
指
す
︒
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安
居
香
山
氏
は
︑
劉
向
父
子
以
�
に
五
行
相
生
の
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
を
王
0
�
代
と
關
聯
さ
せ
る
說
を
確

立
し
た
の
は
彼
ら
で
あ
り
︑
そ
の
�
圖
は
︑
火
德
の
漢
王
0
の
位
置
づ
け
を
確
立
し
︑
堯
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
決
定
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
と
す
る(25

)
︒
こ
こ
か
ら
後
漢
初
�
に
至
る
ま
で
の
︑
讖
雲
思
想
に
裏
附
け
ら
れ
た
漢
火
德
說
の
液
布
と
內
容
の
閏
實
に
つ
い
て
は
︑
安
居
氏
の

詳
細
な
硏
究
が
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
︒
ひ
と
つ
だ
け
>
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
劉
向
父
子
の
說
を

け
繼
い
だ
班
彪
の

﹁
王
命
論
﹂
に
み
え
る
︑﹁
斬
蛇
﹂
の
位
置
づ
け
で
あ
る
︒

班
彪
は
﹁
¢
火
德
に
據
り
漢
之
を
紹
ぐ
﹂
と
し
て
漢
の
火
德
を
B
記
し
た
上
で
︑
高
祖
興
¤
の
必
然
性
を
示
す
神
祕
�
な
諸
現
象
を
列
擧
す

る
︒

初
め
劉
媼
高
祖
を
任は

ら

み
て
夢
に
神
と
¨
い
︑
震
電
'
冥
︑
龍
蛇
の
怪
!
り
︒
其
の
長
ず
る
に
G
び
て
靈
多
く
︑
衆
に
衣
な
る
!
り
︑
是
を

以
て
王
・
武
物
に
感
じ
て
©
を
折
り
︑
呂
公
形
を
覩
て
女
を
Q
む
︒
秦
皇
東
の
か
た
游
び
以
て
其
の
氣
を
厭お

さ

え
︑
呂
后
雲
を
ª
み
て
處
る

%
を
知
る
︒
始
め
て
命
を

く
れ
ば
則
ち
白
蛇
分
か
れ
︑
西
の
か
た
關
に
入
れ
ば
則
ち
五
星
聚
う
︒
(﹃
漢
書
﹄
卷
百
敍
傳
上
)

こ
の
中
で
︑﹁
斬
蛇
﹂
は
高
祖
の

命
と
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
漢
火
德
說
の
根
據
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑﹁
斬
蛇
﹂

說
話
の
�
味
す
る
も
の
が
︑
軍
神
蚩
尤
に
由
來
す
る
軍
事
�
威
信
か
ら
︑
火
德
の
�
王
と
し
て
の

命
に
轉
奄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
よ
り
嚴

密
に
は
︑﹁
斬
蛇
﹂
が
高
祖
の
靈
性
を
帶
び
た
軍
事
�
威
信
の
表
れ
で
あ
る
點
は
繼
續
し
て
い
る
が
︑
そ
の
由
來
が
︑
蚩
尤
か
ら
︑
火
德
の


命
者
で
あ
る
こ
と
に
轉
奄
し
た
︑
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
轉
奄
が
¤
こ
っ
た
�
漢
末
�
に
︑
高
祖
の
軍
事
�
威
信
を
劍
と
い
う
形
に
す
る
必
1
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
K


で
は
︑
そ
の
疑
問

に
對
し
て
示
唆
に
富
む
內
容
を
も
つ
︑
哀
�
�
の
﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
を
め
ぐ
る
事
件
に
>
目
し
た
い
︒

第
二



｢赤
精
子
之
讖
﹂
事
件

事
件
は
円
F
二
年

(
�
五
)
六
?
か
ら
八
?
に
か
け
て
¤
き
た
︒
そ
の
槪
1
は
︑
夏
賀
良
な
る
人
物
と
そ
の
一
¬
が
︑
漢
王
0
が
い
っ
た
ん
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衰

し
た
後
に
再
び

命
す
る

(﹁
漢
家
の
曆
�
中
ば
衰
う
る
も
︑
當
に
再
び
命
を

く
べ
し
﹂
)
と
の
內
容
の
﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
に
よ
っ
て
︑
改
元

と
皇
�
の
稱
號
の
變
¯
︑
G
び
漏
刻
設
定
の
變
¯
を
薦
め
︑
哀
�
は
そ
れ
を
施
行
し
た
も
の
の
︑
何
の
嘉
應
も
な
か
っ
た
た
め
に
撤
囘
し
關
係

者
を
處
罰
し
た
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る(26

)
︒

こ
の
事
件
に
>
目
す
る
大
き
な
理
由
は
︑﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
に
對
す
る
應
劭
の
解
釋
で
あ
る
︒

應
劭
曰
わ
く
︑
⁝
高
祖
赤
龍
に
感
じ
て
生
ま
れ
︑
自
ら
赤
�
の
精
と
謂
う
︑﹇
賀
﹈
良
等
是
に
因
り
此
の
讖
�
を
作
る
︒
(﹃
漢
書
﹄
卷
一
一

哀
�
紀
・
顏
師
古
>
)

雲
書
に
基
づ
く
高
祖
の
感
生
�
說
を
ふ
ま
え
て
の
解
釋
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑﹁
赤
精
子
﹂
と
は
高
祖
そ
の
人
を
指
す(27

)
︒

﹁
再

命
﹂
は
︑
高
祖
に
よ
る

初
の

命
を
�
提
と
し
た
語
で
あ
り
︑

命
者
で
あ
る
高
祖
の
存
在
を
强
く
喚
¤
す
る
も
の
で
あ
る
︒

關
係
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
李
°
の
傳

(﹃
漢
書
﹄
卷
七
五
)
に
記
さ
れ
る
事
件
の
詳
細
に
よ
れ
ば
︑
漢
が
も
う
一
度

命
す
る
と
い
う
讖
言

は
︑
成
�
の
時
と
哀
�
の
時
と
の
二
度
に
わ
た
っ
て
︑
甘
忠
可
な
る
人
物
と
そ
の
弟
子
の
夏
賀
良
等
に
よ
っ
て
持
ち
±
ま
れ
︑
先
の
時
に
は
劉

向
が
︑
後
の
時
に
は
劉
歆
が
そ
れ
ぞ
れ
排
斥
し
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
︑﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
が
︑
彼
ら
の
漢
火
德
說
に
お
け
る
火
德
の
�

王
と
し
て
の
高
祖
に
假
託
し
て
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

夏
賀
良
一
¬
に
左
袒
し
た
李
°
は
︑
小
夏
侯
尙
書
の
學
瓜
に
聯
な
り
︑
と
く
に
﹁
洪
範
災
衣
﹂
を
好
ん
だ
と
い
う
の
で
︑﹁
洪
範
五
行
傳
論
﹂

を
著
し
た
劉
向
と
の
學
問
上
の
²
離
は
³
く
な
い(28

)
︒
同
じ
く
夏
賀
良
等
を
薦
め
た
司
隸
校
尉
の
解
光
も
︑﹁
B
經
に
し
て
災
衣
に
W
ず
る
を
以

て
幸
さ
る
る
を
得
﹂
と
あ
る
の
で
︑
李
°
と
よ
く
似
た
學
問
�
立
場
と
み
て
よ
い
︒
彼
ら
は
︑
高
祖
は
火
德
の

命
者
で
そ
の
證
が
﹁
斬
蛇
﹂

で
あ
る
︑
と
い
う
劉
向
等
の
說
を

容
し
た
上
で
一
¬
を
推
し
た
︑
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
事
件
後
に
³
方
に
液
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
こ
う
し
た

人
々
が
哀
�
の
知
¨
を
得
て
影
L
を
與
え
る
立
場
に
い
た
こ
と
は
︑
王
0
の
公
式
の
﹁
德
﹂
と
は
別
に
︑
哀
�
自
身
が
漢
火
德
說
を

容
し
て

い
た
︑
も
し
く
は
影
L
を

け
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
︒

安
居
氏
は
圖
讖
形
成
の
社
會
背
景
を
論
じ
る
中
で
こ
の
事
件
を
分
析
し
︑﹁
漢
家
曆
�
中
衰
﹂
と
は
漢
王
0
の
衰
´
と
瓜
制
力
の
缺
如
に
よ
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る
社
會
の
混
亂
の
中
で
生
ま
れ
た
世
論
で
あ
り
︑
甘
忠
可
や
夏
賀
良
な
ど
の
方
士
が
そ
れ
を
敏
感
に
感
知
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
が
出
來
し

た
︑
と
す
る(29

)
︒

こ
こ
か
ら
µ
衍
す
れ
ば
︑
漢
王
0
の
存
續
に
對
す
る
危
機
感
が
宮
中
や
社
會
P
體
に
擴
が
っ
て
い
た
こ
の
こ
ろ
こ
そ
︑
漢
王
0
の
こ
れ
ま
で

の
歷
�
に
お
い
て
︑
王
0
を
拓
い
た
高
祖
の
靈
威
が

も
必
1
と
さ
れ
た
時
�
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
の
出
現
は
︑

漢
火
德
說
が
液
布
し
は
じ
め
た
時
�
と
も
重
な
り
︑
そ
う
し
た
雰
圍
氣
を
端
�
に
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
�
漢
時
代
に
﹁
七

尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
背
景
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
︑
確
N
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
哀
�
が
實
施
し
た
施
策
の
內
容
は
改
元
や
皇
�
の
稱
號
の
變
¯
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
事
件

と
﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
出
現
と
を
關
聯
さ
せ
る
直
接
�
證
據
は
P
く
な
い
︒
よ
っ
て
K
に
営
べ
る
こ
と
は
筆
者
の
想
宴
で
あ
る
︒

李
°
傳
に
﹁
哀
�
久
し
く
疾
に
寢
ね
︑
其
の
益
!
ら
ん
こ
と
を
¶
う
﹂
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
︑
哀
�
が
夏
賀
良
等
の
說
を
實
行
し
た
の
は
︑

施
策
に
よ
っ
て
自
ら
を
j
む
病
·
が

散
す
る
こ
と
を
願
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
漢
書
﹄
郊
祀
志
下
に
も
︑

哀
�
位
に
卽
き
︑
疾
に
寢
ね
︑
�
く
方
¸
の
士
を
�
し
︑
京
師
諸
縣
皆
な
祠
に
侍
す
る
の
¹
者
!
り
︑
盡
く
�
世
常
と
せ
し
%
を
復
し
︑

諸
神
祠
官
を
興
す
こ
と
凡
そ
七
百
餘
%
︑
一
歲
に
三
萬
七
千
祠
と
云
う
︒

と
あ
り
︑
呪
¸
�
な
方
法
を
中
心
と
し
て
︑
哀
�
は
病
の
快
n
に
あ
ら
ゆ
る
手
を
つ
く
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
高
祖
の
靈
威
を
形
に
し
た
劍

を
つ
く
っ
て
御
物
と
し
て
身
邊
に
置
く
︑
あ
る
い
は
自
ら
帶
び
る
こ
と
で
病
·
を
打
ち
拂
お
う
と
し
た
︑
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か(30

)
︒
劍

の
威
信
は
︑
こ
の
場
合
現
實
の
敵
兵
で
は
な
く
︑
見
え
な
い
病
·
に
對
し
て
力
を
發
揮
す
る
よ
う
�
待
さ
れ
た
が
︑
結
局
哀
�
の
病
は
n
え
な

か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
創
り
出
さ
れ
た
︑
い
わ
ば
ま
が
い
物
の
﹁
高
祖
の
斬
蛇
劍
﹂
で
あ
れ
ば
︑
王
厭
が
こ
の
後
革
命
を
Q
め
る
際
に
︑
さ
し

て
氣
に
留
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

西
嶋
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
�
漢
末
�
か
ら
後
漢
初
�
に
至
る
閒
の
政
權
�
代
に
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
P
く
登
場
し
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑

﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
寶
器
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
確
定
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
皇
�
の
御
物
と
し
て
存
在
し
て
い
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た
可
能
性
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
レ
ガ
リ
ア
と
な
る
た
め
に
は
︑
も
う
一
人
の
人
物
の
手
を
經
る
必
1
が
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
光
武
�
で
あ
る
︒

第
三



光
武
�
の
﹁
七
尺
﹂
の
劍

漢
王
0
の
再
興
を
揭
げ
た
二
人
の
劉
氏
の
皇
�
︑
¯
始
�
と
光
武
�
は
︑
實
は
と
も
に
﹁
七
尺
﹂
の
劍
を
も
っ
て
い
た
︒﹁
七
﹂
が
火
德
の

數
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
︑
彼
ら
の
劍
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
に
﹁
七
尺
﹂
と
記
し
て
あ
る
點
は
重
1
で
あ
る
︒

西
嶋
氏
は
︑
¯
始
�
の
﹁
七
尺
寶
劍
﹂
に
言
G
し
た
が
︑
そ
れ
が
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
︑
王
厭
滅
�
の
際
に
¯
始
�
が
寶
劍
を

入
手
し
た
記
錄
も
な
い
︑
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
し
た(31

)
︒
し
か
し
そ
う
し
た
點
に
は
再
檢
討
の
餘
地
が

あ
る
︒
¯
始
�
の
劍
に
つ
い
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
一
劉
盆
子
傳
に
K
の
よ
う
に
あ
る
︒

樊
崇
乃
ち
盆
子
G
び
丞
相
徐
宣
以
下
三
十
餘
人
を
將
い
肉
袒
し
て
影
り
︑
得
る
%
の
傳
國
璽
綬
・
¯
始
の
七
尺
寶
劍
G
び
玉
璧
各
お
の
一

を
上
る
︒

｢七
尺
寶
劍
﹂
を
¯
始
�
が
い
つ
︑
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
王
厭
殺
»
後
ま
も
な
く
︑
長
安
か
ら
¯
始
�

の
も
と
に
﹁
乘
輿
の
=
御
﹂
が
�
ら
れ
て
い
る
︒

(
¯
始
元
年
︑
二
三
)
九
?
︑
東
海
の
人
公
賓
就
王
厭
を
漸
臺
に
斬
り
︑
璽
綬
を
收
め
︑
首
を
傳
え
宛
に
詣
る
︒
⁝

(十
?
)
¯
始
$
に
北

の
か
た
洛
陽
に
都
し
︑
劉
賜
を
以
て
丞
相
と
爲
す
︒
申
屠
円
・
李
松
長
安
自
り
乘
輿
の
=
御
を
傳
�
し
︑
印
た
中
黃
門
の
從
官
を
¾
わ
し

奉
¿
し
て
都
を
�
さ
し
む
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
一
劉
玄
傳
)

ま
た
王
厭
殺
»
の
時
點
で
は
︑
未
央
宮
が
火
災
に
あ
っ
た
以
外
︑
長
安
城
內
の
他
の
宮
殿
︑
施
設
は
ほ
ぼ
無
事
で
あ
っ
た
か
ら
︑
長
安
に
�

都
し
た
と
き
︑
¯
始
�
に
は
�
漢
皇
�
の
御
物
の
多
く
を
手
に
入
れ
る
機
會
が
あ
っ
た(32

)
︒﹁
七
尺
寶
劍
﹂
は
そ
う
し
た
御
物
に
含
ま
れ
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
︒
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そ
の
﹁
七
尺
寶
劍
﹂
は
皇
�
の
璽
綬
と
竝
ぶ
重
1
な
物
品
と
し
て
︑
円
武
三
年

(二
七
)
閏
正
?
に
影
伏
し
た
赤
眉
の
首
領
か
ら
光
武
�
の

手
に
渡
っ
た
︒
こ
と
さ
ら
に
寶
劍
が
﹁
七
尺
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
B
記
さ
れ
た
の
は
︑
劍
が
正
瓜
な
%
!
者
の
手
に
歸
し
た
こ
と
を
强
À
す
る

た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

一
方
光
武
�
は
︑﹁
¯
始
七
尺
寶
劍
﹂
を
得
る
�
に
す
で
に
﹁
七
尺
﹂
の
劍
を
も
っ
て
い
た
︒
円
武
二
年
冬
︑
赤
眉
を
相
手
に
關
中
の
攻
略

を
Q
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
鄧
禹
に
代
え
て
︑
光
武
�
は
馮
衣
を
赤
眉
討
伐
に
差
し
向
け
た
︒
そ
の
際
︑

車
駕
�
り
て
河
南
に
至
り
︑
賜
う
に
乘
輿
の
七
尺
具
劍
を
以
て
す
︒
衣
に
敕
し
て
曰
わ
く
︑
⁝
卿
本
と
能
く
Â
士
を
御
す
︑
念
い
て
自
ら

修
敕
し
︑
郡
縣
の
苦
し
む
%
と
爲
る
無
か
れ
︑
と
︒
衣
頓
首
し
て
命
を

け
︑
引
き
て
西
し
︑
至
る
%
皆
な
威
信
を
布
く
︒
(﹃
後
漢
書
﹄

馮
衣
傳
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
光
武
�
は
と
く
に
自
分
の
﹁
七
尺
具
劍
﹂
を
馮
衣
に
與
え
た
が
︑
そ
れ
は
軍
Ã
が
三
輔
の
民
に
對
し
て
橫
暴
を
働
か
な
い

よ
う
に
瓜
御
せ
よ
と
い
う
�
の
命
令
を
︑
劍
の
存
在
に
よ
っ
て
强
く
�
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た(33

)
︒
こ
の
場
合
︑﹁
七
尺
具
劍
﹂
は
火
德
の


命
者
で
あ
る
光
武
�
自
身
の
分
身
に
等
し
い
︒
さ
ら
に
︑
劍
と
い
う
兵
器
の
9
に
よ
っ
て
光
武
�
の
軍
事
�
威
信
を
象
�
す
る
�
義
を
與
え
ら

れ
て
い
る
︒
こ
の
後
ま
も
な
く
︑
馮
衣
等
の
働
き
に
よ
っ
て
赤
眉
は
影
伏
し
︑
關
中
F
定
が
完
了
し
た
が
︑﹁
七
尺
具
劍
﹂
の
そ
の
後
は
わ
か

ら
な
い
︒

｢七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
�
漢
か
ら
後
漢
に
繼
承
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
�
漢
皇
�
の
御
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
¯
始
�
の
手
を
經

て
光
武
�
へ
と
渡
っ
た
﹁
¯
始
七
尺
寶
劍
﹂
こ
そ
そ
れ
で
あ
る
蓋
然
性
が

も
高
い
︒
さ
ら
に
︑
光
武
�
が
い
っ
た
ん
自
ら
の
威
信
を
﹁
七

尺
﹂
の
劍
に
託
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
あ
と
︑
劍
自
體
が
變
わ
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
光
武
�
の
七
尺
の
劍
﹂
が
常
に
彼
の
威
信
の
象
�
と
し

て
の
�
味
を
も
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
﹁
¯
始
七
尺
寶
劍
﹂
は
本
來
︑
�
漢
末
�
に
創
出
さ
れ
た
﹁
高
祖
の
斬
蛇
劍
﹂
で
あ
り
︑
光
武
�
の
手
に
歸
し
て
以
影
︑
彼
の
軍
事

�
威
信
を
象
�
す
る
劍
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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た
だ
︑
こ
の
光
武
�
の
入
手
し
た
寶
劍
が
︑
皇
�
卽
位
儀
禮
で
�

さ
れ
た
り
︑
皇
�
出
駕
に
際
し
て
帶
同
さ
れ
た
り
す
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と

し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
に
は
︑
も
う
ひ
と
つ
の
段
階
を
經
る
必
1
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
光
武
�
の
威
信
を
象
�
す
る
寶
劍
で
あ
れ
ば
︑

そ
れ
が
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
呼
ば
れ
る
必
1
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
光
武
�
が
自
ら
を
︑
火
德
の

命
者
で
あ
る
高
祖
の
後
繼
者
に
位
置
づ
け
た
と

き
に
︑
光
武
�
の
﹁
七
尺
﹂
の
寶
劍
は
︑
ま
が
い
物
で
は
な
い
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒

そ
の
�
�
を
︑
郊
祀
制
の
確
立
と
封
禪
の
擧
行
を
W
じ
て
現
れ
る
︑
光
武
�
政
權
に
お
け
る
光
武
�
と
高
祖
と
の
理
念
�
な
關
係
の
形
成
か

ら
考
え
た
い
︒

第
四



光
武
�
政
權
に
お
け
る
高
祖
の
位
置
づ
け
の
推
移

円
武
元
年

(二
五
)
六
?
︑
光
武
�
は
常
山
郡
の
鄗
縣
に
て
壇
場
を
整
備
し
︑
皇
�
卽
位
の
儀
禮
を
擧
行
し
た
︒
そ
れ
に
つ
い
て
﹃
續
漢

書
﹄
志
第
七
祭
祀
上

(以
下
︑
祭
祀
志
上
と
記
す
)
に
︑

祭
り
て
天
地
に
吿
す
る
に
︑
元
始
中
の
郊
祭
の
故
事
を
采
用
し
︑
六
宗
・
群
神
皆
な
從
う
も
︑
未
だ
祖
を
以
て
�
せ
ず
︒

と
あ
り
︑
壇
に
高
祖
は
�
祀
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
光
武
�
の
卽
位
の
祝
�
と
呼
應
し
て
い
る
︒

皇
天
上
�
︑
后
土
神
�
︑
眷
R
し
て
命
を
影
し
︑
秀
に
黎
元
を
屬
ね
︑
民
の
父
母
と
爲
す
︒
秀
敢
え
て
當
た
ら
ざ
る
も
︑
群
下
百
辟
︑
謀

ら
ず
し
て
辭
を
同
じ
く
し
︑
咸
な
曰
わ
く
︑
王
厭
位
を
簒
み
︑
秀
發
延
し
て
兵
を
興
し
︑
王
°
・
王
邑
を
昆
陽
に
破
り
︑
王
郞
・
銅
馬
を

河
北
に
誅
し
︑
天
下
を
F
定
し
︑
海
內
恩
を
蒙
り
︑
上
は
天
地
の
心
に
當
た
り
︑
下
は
元
元
の
歸
す
る
%
と
爲
る
︑
と
︒
讖
記
に
曰
わ
く
︑

劉
秀
兵
を
發
し
て
不
�
を
捕
ら
え
︑
卯
金
德
を
修
め
て
天
子
と
爲
る
︑
と
︒
秀
Æ
お
固
く
辭
し
︑
再
に
至
り
三
た
び
に
至
る
︒
群
下
僉
な

曰
わ
く
︑
皇
天
の
大
命
︑
稽
留
す
べ
か
ら
ず
︑
と
︒
敢
え
て
敬
し
み
承
け
ざ
ら
ん
や
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
光
武
�
紀
)

こ
の
中
で
强
À
さ
れ
て
い
る
の
は
光
武
�
自
身
の

命
や
卓
越
し
た
軍
事
�
功
績
で
あ
っ
て
︑
高
祖
に
は
P
く
觸
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
と
き

¯
始
�
は
ま
だ
永
在
で
あ
り
︑
各
地
に
割
據
す
る
武
裝
勢
力
に
は
劉
氏
の
子
孫
が
多
く
い
た
た
め
︑
高
祖
と
の
血
瓜
上
の
繫
が
り
は
︑
光
武
�
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の
卽
位
に
必
然
性
や
正
當
性
を
與
え
る
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
Ç
円
武
二
年
に
洛
陽
に
高
ª
を
設
置
し
た
一
方
で
︑
南
郊
の
郊
祀

壇
に
は
や
は
り
高
祖
は
祀
ら
れ
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
狀
況
は
︑
円
武
七
年

(三
一
)
に
¤
こ
っ
た
郊
祀
の
�
祀
を
め
ぐ
る
議
論
を
契
機
と
し
て
變
'
を
は
じ
め
る
︒
祭
祀
志
上
に
︑

七
年
五
?
に
至
り
︑
三
公
に
詔
し
て
曰
わ
く
︑
漢
當
に
堯
を
郊
す
べ
し
︒
其
れ
卿
大
夫
︑
�
士
と
議
せ
︑
と
︒
時
に
侍
御
�
杜
林
上
駅
し

以
爲
く
︑
漢
の
¤
こ
る
や
堯
に
因
緣
せ
ず
︑
殷
周
と
宜
を
衣
に
す
︑
而
し
て
舊
制
高
�
を
以
て
�
す
︒
方
に
軍
師
外
に
在
り
︑
且
く
元
年

の
郊
祀
の
故
事
の
如
く
す
可
し
︑
と
︒
上
之
に
從
う
︒

と
あ
り
︑
始
め
て

命
し
た
祖
と
し
て
︑
漢
堯
後
說
を
背
景
に
堯
を
�
祀
す
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
�
漢
の
舊
制
に
よ
っ
て
高
祖
を
�
祀
す
る
の

か
が
問
題
と
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
は
ひ
と
ま
ず
現
狀
維
持
と
な
っ
た
が
︑
円
武
一
三
年

(
三
七
)
以
影
︑
郊
祀
に
お
け
る
高
祖
の
�
祀
が
開
始

さ
れ
︑
�
漢
の
舊
制
が
�
用
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
儀
禮
制
度
の
上
で
は
高
祖
が
漢
の
始
祖
と
確
定
し
た(34

)
︒

光
武
�
は
當
初
︑
堯
を
�
祀
す
る
つ
も
り
で
︑
公
卿
の
多
く
も
贊
同
し
て
い
た
が
︑
杜
林
の
上
奏
が
そ
れ
を
È
し
た
︒
祭
祀
志
上
・
劉
昭
>

が
引
く
﹃
東
觀
漢
記
﹄
の
杜
林
の
上
奏
に
︑

⁝
民
愚
智
無
く
︑
漢
の
德
を
思
仰
し
︑
漢
の
祀
を
承
く
る
を
樂
う
︒
基
業
特
り
¤
つ
は
︑
堯
に
因
緣
せ
ず
︒
堯
漢
よ
り
³
く
︑
民
曉
信
せ

ず
︑
言こ

こ

に
其
の
耳
を
提
ぐ
る
も
︑
�
に
悅
諭
せ
ず
︒
⁝
高
�
を
郊
祀
す
る
は
︑
(
に
民
の
ª
に
從
い
︑
萬
國
の
歡
心
を
得
︒
天
下
の
福
應
︑

此
よ
り
大
い
な
る
は
莫
し
︒

と
あ
り
︑
高
祖
の
�
祀
は
﹁
民
﹂
や
﹁
萬
國
﹂
の
�
に
か
な
う
と
す
る
點
に
︑
世
論
へ
の
�
識
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
杜
林
は
︑
怨
興

の
光
武
�
政
權
の
正
瓜
性
を
發
信
す
る
た
め
に
は
︑
�
漢
の
舊
制
を
繼
承
し
︑
民
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
堯
で
は
な
く
︑
高
祖
と
の
繫
が
り
を
示

す
こ
と
が
重
1
と
考
え
た
︒

円
武
三
二
年

(
円
武
中
元
元
年
︑
五
六
)
に
擧
行
さ
れ
た
泰
山
封
禪
は
︑
光
武
�
の
﹁

命
中
興
﹂
を
完
成
さ
せ
る
儀
禮
で
あ
っ
た
︒﹃
後
漢

書
﹄
列
傳
第
二
五
張
純
傳
の
記
す
円
武
三
〇
年

(五
四
)
の
上
奏
に
︑
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古
え
自
り
命
を

け
て
�
た
り
︑
治
世
の
隆
ん
な
る
は
︑
必
ず
封
禪
し
て
以
て
功
の
成
る
を
吿
ぐ
る
!
り
︒
⁝
臣
伏
し
て
見
る
に
︑
陛
下

中
興
の
命
を

け
︑
海
內
の
亂
を
F
ら
げ
︑
祖
宗
を
修
復
し
︑
萬
姓
を
撫
存
し
︑
天
下
曠
然
と
し
て
︑
⁝
二
?
を
以
て
東
の
か
た
Î
狩
し
︑

岱
宗
に
封
じ
︑
中
興
を
B
ら
か
に
し
︑
功
勳
を
勒
み
︑
祖
瓜
を
復
し
︑
天
神
に
報
じ
︑
梁
父
に
禪
し
︑
地
�
を
祀
り
︑
祚
を
子
孫
に
傳
う

る
は
︑
萬
世
の
基
な
り
︒

と
あ
り
︑﹁
中
興
の
命
を

く
﹂
と
は
︑
第
二


で
み
た
﹁
赤
精
子
之
讖
﹂
の
い
う
﹁
再

命
﹂
と
ほ
ぼ
等
し
い
︒
光
武
�
は
當
初
封
禪
の
擧

行
を
躊
躇
し
て
い
た
が
︑
決
斷
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
圖
讖
で
あ
る
︒

三
十
二
年
正
?
︑
上
齊
し
︑
夜
︑
河
圖
會
昌
符
を
讀
む
に
︑
曰
わ
く
︑
赤
劉
の
九
︑
命
に
岱
宗
に
會
す
︒
愼
し
み
て
克
く
用
い
ず
ん
ば
何

ぞ
承
く
る
に
益
せ
ん
︒
(
に
善
く
之
を
用
う
れ
ば
︑
姦
僞
Ï
え
ず
︑
と
︒
此
の
�
に
感
じ
︑
乃
ち
松
等
に
詔
し
て
復
た
案
じ
て
河
雒
讖
�

の
九
世
封
禪
の
事
を
言
う
者
を
索
め
し
む
︒
(祭
祀
志
上
)

｢九
﹂
と
は
光
武
�
が
高
祖
九
世
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
梁
松
等
が
集
め
た
﹁
九

(世
)
﹂
の
封
禪
に
關
わ
る
複
數
の
圖
讖
は
︑
封
禪

を
記
念
す
る
た
め
に
立
て
る
石
に
刻
ま
れ
た(35

)
︒
こ
れ
ら
は
︑
高
祖

(﹁
赤
�
﹂
)
が
火
德
の
漢
王
0

(﹁
赤
劉
﹂
)
の

命
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
�

提
と
し
て
︑
そ
の
﹁
九

(世
)
﹂
光
武
�
の
中
興
︑
つ
ま
り
再

命
を
宣
揚
す
る
內
容
を
も
つ
︒

﹃
後
漢
書
﹄
光
武
�
紀
に
は
︑
同
じ
年
に
﹁
圖
讖
を
天
下
に
宣
布
す
﹂
と
あ
る
︒
封
禪
擧
行
と
同
年
で
あ
る
點
を
重
視
す
れ
ば
︑
そ
の
圖
讖

は
封
禪
擧
行
に
關
聯
し
て
集
め
ら
れ
た
も
の
を
中
心
と
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

安
居
香
山
氏
は
︑
五
德
�
始
說
を
背
景
と
す
る
劉
漢
王
0
關
聯
の
圖
讖
を
集
成
し
︑
そ
れ
ら
が
P
て
高
祖
と
光
武
�
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
︑

か
つ
一
貫
し
て
漢
火
德
說
を
と
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
多
く
が
光
武
�
の
時
代
に
︑
漢
の
火
德
を
强
À
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
︑

﹁
劉
漢
王
0
再
興
を
目
し
︑
自
ら
も
印
火
德
を
7
張
し
た
光
武
�
に
と
っ
て
︑
こ
の
際
︑
高
祖
の
火
德
說
を
强
À
す
る
事
は
︑
後
繼
者
と
し
て

の
立
場
を
B
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
極
め
て
重
1
な
事
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
営
べ
る(36

)
︒

圖
讖
の
宣
布
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
高
祖
と
光
武
�
の
繫
が
り
は
︑
光
武
�
の
﹁
七
尺
﹂
の
寶
劍
を
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
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よ
り
强
固
に
な
る(37

)
︒
こ
れ
が
︑
光
武
�
の
寶
劍
が
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
な
っ
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
光
武
�
以
影
︑
漢
王
0
の
創

業
の
祖
と
中
興
の
祖
︑
二
人
の
軍
事
�
威
信
を
形
に
し
た
寶
器
︑﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
︑
レ
ガ
リ
ア
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
違

｢
斬
蛇
劍
﹂
の
再
生

︱
︱
魏
晉
�
以
影
の
﹁
斬
蛇
劍
｣
︱
︱

｢七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
9
は
︑
漢
魏
禪
讓
の
際
に
も
や
は
り
み
え
な
い
︒
漢
王
0
が
滅
び
た
と
き
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の

�
味
を
失
い
︑
單
な
る
寶
物
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
︒
漢
王
0
滅
�
後
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
行
方
に
つ
い
て
︑
K
の
よ
う
な
話
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒

武
庫
に
火
あ
り
︒
(張
)
華
此
に
因
り
て
變
の
作お
こ

る
を
懼
れ
︑
兵
を
列
ね
固
く
守
り
︑
然
る
後
之
を
救
う
︒
故
に
纍
代
の
寶
︑
G
び
漢
高

の
斬
蛇
劍
・
王
厭
の
頭
・
孔
子
の
屐
等
︑
盡
く
焚
け
た
り
︒
時
に
華
は
劍
の
屋
を
Ò
ち
て
飛
ぶ
を
見
︑
向
か
う
%
を
知
る
莫
し
︒
(﹃
晉

書
﹄
卷
三
六
張
華
傳
)

｢斬
蛇
劍
﹂
は
西
晉
ま
で
都
の
武
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
︑
武
庫
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
際
に
失
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
た
だ

燒
け
た
の
で
は
な
く
飛
び
去
っ
た
と
い
う
の
は
創
作
め
い
て
お
り
︑
劉
知
¶
は
こ
れ
を
南
0
宋
・
劉
敬
叔
の
﹃
衣
苑
﹄
に
基
づ
く
﹁
不
經
﹂
の

言
と
5
價
す
る(38

)
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
斬
蛇
劍
﹂
に
ま
つ
わ
る
怪
衣
譚
が
六
0
�
に
現
れ
て
く
る
の
は
︑
本
體
が
失
わ
れ
た
後
も
︑
レ
ガ
リ
ア
で
あ
っ
た
﹁
斬
蛇

劍
﹂
の
靈
威
が
人
々
の
印
象
に
殘
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
本
違
で
は
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
歷
�
�
展
開
の
�
違
と
し
て
︑﹃
王
子
年
拾
S
記
﹄

に
み
え
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
說
話
を
と
り
あ
げ
︑
漢
王
0
滅
�
後
に
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
怨
た
に
得
た
�
義
を
考
察
し
た
い
︒

『王
子
年
拾
S
記
﹄
は
︑
五
胡
�
秦
の
方
士
・
王
嘉
が
あ
つ
め
た
上
古
以
來
の
衣
聞
集
﹃
拾
S
錄
﹄
を
基
礎
と
し
て
︑
南
0
梁
の
蕭
綺
が
補

綴
し
︑﹁
錄
﹂
と
稱
す
る
論
贊
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
中
に
︑
高
祖
の
劍
に
ま
つ
わ
る
說
話
が
あ
る

(
卷
五
・
�
漢
上
)
︒
そ
の
劍
は

﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
三
輔
黃
圖
﹄
卷
六
靈
金
內
府
に
收
錄
さ
れ
る
ほ
ぼ
同
じ
說
話
に
﹁
高
祖
之
を
佩
び
白
蛇
を
斬
る
が
是

れ
な
り
﹂
と
あ
り
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
說
話
と
み
て
閒
v
い
な
い
︒﹃
王
子
年
拾
S
記
﹄
%
載
の
說
話
が

も
詳
細
で
あ
る
た
め
︑
長
�
と
な
る
が
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P
�
を
揭
示
す
る(39

)
︒
行
論
の
Ó
の
た
め
︑
①
か
ら
⑤
の
內
容
に
分
け
た
︒

①
漢
の
太
上
皇
´
し
き
時
︑
一
刀
を
佩
く
︒
長
さ
三
尺
︑
上
に
銘
!
る
も
︑
其
の
字
識
り
難
く
︑
疑
う
ら
く
は
是
れ
殷
の
高
宗
鬼
方
を
伐

つ
時
に
作
る
%
な
ら
ん
︒
上
皇
酆
沛
の
山
中
に
Ô
び
︑
窮
谷
の
裏
に
寓
居
す
る
に
人
の
冶
鑄
す
る
!
り
︒
上
皇
其
の
傍
に
息
み
︑
問
い
て

曰
わ
く
︑
此
れ
何
の
器
を
鑄
す
︑
と
︒
工
者
笑
い
て
答
え
て
曰
わ
く
︑
天
子
の
爲
に
劍
を
鑄
す
︑
愼
し
み
て
言
を
泄
ら
す
勿
か
れ
︑
と
︒

上
皇
謂
い
て
戲
言
と
爲
す
も
︑
而
れ
ど
も
疑
色
無
し
︒

②
工
人
曰
わ
く
︑
今
ま
鑄
す
る
%
の
鐵
︑
鋼
も
て
礪み

が

く
も
成
し
難
し
︑
若
し
公
の
腰
閒
の
佩
刀
を
得
︑
雜
え
て
之
を
冶
す
れ
ば
︑
卽
ち
神

器
を
成
し
︑
以
て
天
下
を
剋
定
す
可
し
︒
星
精
輔
佐
と
爲
り
︑
以
て
三
猾
を
殱
ぼ
す
︒
木
衰
え
火
盛
ん
な
る
は
︑
此
れ
衣
兆
爲
る
な
り
︑

と
︒
上
皇
曰
わ
く
︑
余
此
の
物
名
づ
け
て
𠤎
首
と
爲
す
に
︑
其
の
利
は
儔た

ぐ

い
難
く
︑
水
に
虬
龍
を
斷
ち
︑
陸
に
虎
兕
を
斬
り
︑
魑
魅
罔
兩
︑

能
く
之
に
Ù
う
こ
と
莫
し
︒
玉
を
斫け

ず

り
金
を
鐫え

る
も
︑
其
の
Ý
卷う

ま
ず
︑
と
︒
工
人
曰
わ
く
︑
若
し
此
の
𠤎
首
を
得
て
以
て
和
鑄
せ
ず
ん

ば
︑
歐
冶
專
精
し
︑
越
砥
鍔
を
歛み

が

く
と
雖
も
︑
�
に
鄙
器
と
爲
ら
ん
︑
と
︒
上
皇
卽
ち
𠤎
首
を
解
き
︑
鑪
中
に
投
ず
︒
俄
か
に
し
て
ß
焰

天
を
衝
き
︑
日
之
が
爲
め
に
晝
'
す
︒
劍
成
る
に
G
び
︑
三
牲
を
殺
し
て
以
て
釁ち

ぬ

り
て
之
を
祭
る
︒

③
鑄
工
︑
上
皇
に
何
れ
の
時
に
か
此
の
𠤎
首
を
得
た
る
や
を
問
う
︒
上
皇
云
え
ら
く
︑
秦
の
昭
襄
王
の
時
︑
余
行
き
て
一
野
人
に
陌
上
に

Ù
い
︑
余
に
�
け
て
云
え
ら
く
︑
是
れ
殷
の
時
の
靈
物
に
し
て
︑
世
世
相
い
傳
う
︑
上
に
古
字
!
り
︑
其
の
年
?
を
記
す
︑
と
︒
劍
を
成

す
に
G
び
︑
工
人
之
を
視
る
に
︑
其
の
銘
尙
お
存
す
れ
ば
︑
�
疑
に
叶
う
な
り
︒
工
人
卽
ち
劍
を
持
ち
上
皇
に
�
く
︒

④
上
皇
以
て
高
祖
に
賜
う
︒
高
祖
長
じ
︑
身
に
佩
き
︑
以
て
三
猾
を
殱
ぼ
す
︒
天
下
已
に
定
ま
る
に
G
び
︑
呂
后
寶
庫
に
藏
す
︒
庫
中
藏

を
守
る
者
︑
白
氣
の
雲
の
如
き
の
戶
外
に
出
づ
る
を
見
︑
狀
龍
蛇
の
如
し
︒
呂
后
庫
を
改
め
て
名
づ
け
て
靈
金
藏
と
曰
う
︒
諸
呂
擅
權
す

る
に
G
び
︑
白
氣
も
亦
た
滅
ぶ
︒
惠
�
位
に
卽
く
に
G
び
︑
此
の
庫
を
以
て
禁
兵
器
を
貯
え
︑
名
づ
け
て
靈
金
內
府
と
曰
う
︒

⑤
錄
に
曰
う
︒
夫
れ
精
靈
の
變
'
︑
其
の
á
一
に
非
ず
︒
冥
會
の
感
︑
理
故
常
と
し
難
し
︒
墳
讖
の
載
せ
る
%
の
如
き
に
至
り
て
は
︑
咸

な
驗
を
已
â
に
取
り
︑
謠
歌
俚
說
︑
皆
な
�
を
未
來
に
求
め
︑
圖
を
考
え
籍
を
披
き
︑
â
â
ã
列
せ
り
︒
工
人
の
說
に
觀
る
は
︑
諒
に
妖
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言
の
³
效
な
ら
ん
︒
三
尺
の
劍
︑
以
て
天
地
の
數
に
應
ず
︒
故
に
三
は
陽
數
爲
り
︑
亦
た
天
地
の
德
に
應
ず
︒
按
ず
る
に
︑
鉤
命
决
に
曰

わ
く
︑
蕭
何
昴
星
の
精
爲
り
︑
項
羽
・
陳
å
・
胡
亥
三
猾
爲
り
︑
と
︒
周
木
德
爲
り
︑
漢
火
位
に
叶
う
︑
此
れ
其
の
�
な
り
︒

『太
F
御
覽
﹄
卷
一
九
一
居
處
部
一
九
・
府
庫
藏
は
︑﹃
拾
S
錄
﹄
と
し
て
ほ
ぼ
④
の
部
分
に
相
當
す
る
內
容
の
み
を
載
せ
て
い
る(40

)
︒
そ
の
た

め
︑
①
か
ら
③
の
部
分
は
蕭
綺
の
增
補
に
係
る
可
能
性
も
あ
り
︑
說
話
が
四
世
紀
ç
ば
頃
に
こ
の
よ
う
な
形
を
整
え
て
い
た
と
す
る
の
は
疑
問

で
あ
る
︒
以
下
︑
段
落
ご
と
に
說
話
の
內
容
を
1
:
し
な
が
ら
︑
>
目
す
べ
き
點
を
あ
げ
て
い
く
︒

①

高
祖
の
父
太
上
皇
が
︑
殷
の
高
宗
の
時
に
つ
く
ら
れ
た
と
さ
れ
る
刀
を
%
持
し
て
い
て
︑
山
中
で
鍛
冶
師
と
出
會
う
︒﹁
刀
﹂
な
い
し

﹁
𠤎
首
﹂
が
殷
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
③
で
も
繰
り
�
し
営
べ
ら
れ
る
︒

殷
の
高
宗
・
武
丁
は
︑﹃
�
記
﹄
卷
三
殷
本
紀
で
殷
の
中
興
の
王
と
さ
れ
︑﹃
周
易
﹄
旣
濟
卦
・
九
三
の
爻
辭
に
﹁
高
宗
鬼
方
を
伐
ち
︑
三
年

之
に
克
つ
﹂
と
あ
っ
て
鬼
方
討
伐
が
そ
の
業
績
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑﹃
漢
書
﹄
卷
二
七
中
之
下
五
行
志
中
之
下
に
︑

書
序

(高
宗
肜
日
)
に
印
た
曰
わ
く
︑
高
宗
成
湯
を
祭
る
に
︑
蜚
雉
の
鼎
耳
に
登
り
て
雊な

く
こ
と
!
り
︑
と
︒
祖
己
曰
わ
く
︑
惟
れ
先
の

假
王
︑
厥
の
事
を
正
す
︑
と
︒
劉
向
以
爲
く
︑
雉
の
雊
鳴
す
る
者
は
雄
な
り
︑
赤
色
を
以
て
7
と
爲
す
︒
易
に
於
い
て
離
は
雉
爲
り
︑
雉

は
南
方
に
し
て
︑
赤
祥
に
ê
き
な
り
︑
と
︒

と
あ
り
︑
劉
向
は
高
宗
の
と
き
に
¤
こ
っ
た
災
衣
を
﹁
赤
祥
﹂
と
解
し
た
︒

殷
は
五
行
相
克
・
相
生
い
ず
れ
の
循
�
で
も
火
德
の
王
0
に
は
な
ら
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
五
德
�
始
說
に
基
づ
い
た
災
衣
の
解
釋
に
お
い

て
高
宗
個
人
を
﹁
赤
﹂
と
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
存
在
し
︑
彼
は
王
0
の
中
興
者
で
あ
る
と
と
も
に
︑﹃
易
﹄
に
據
っ
て
軍
事
�
功
績
を
!
す

る
者
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
を
媒
介
と
し
て
︑
殷
の
高
宗
と
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
の
繫
が
り
が
考
案
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑﹃
列
子
﹄
に
は
殷
の
寶
劍
の
傳
說
が
み
え
る(41

)
︒
寶
劍
と
い
え
ば
殷
︑
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
︑
殷
の
劍
と
漢
の
劍
と
を
同
じ

系
�
に
位
置
づ
け
る
�
圖
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

②

鍛
冶
師
が
﹁
神
器
﹂
の
完
成
に
は
太
上
皇
の
刀

(
𠤎
首
)
が
必
1
で
あ
る
こ
と
を
說
B
し
︑
そ
の
𠤎
首
が
°
常
の
も
の
で
な
い
と
知
っ
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て
い
た
太
上
皇
が
そ
れ
を
鑪
に
投
じ
る
と
︑
靈
妙
な
現
象
と
と
も
に
劍
が
完
成
し
た
︒

太
上
皇
の
言
葉
か
ら
︑
す
ぐ
れ
た
𠤎
首
や
劍
が
辟
z
の
效
能
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
そ
の
中
に
み
え
る
﹁
水
に
虬

龍
を
斷
ち
︑
陸
に
虎
兕
を
斬
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
曹
ë
﹁
寶
刀
賦
﹂
(﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
六
〇
軍
器
部
・
刀
引
)
に
﹁
陸
に
犀
象
を
斬
り
︑
水
に
龍

舟
を
斷
つ
﹂
と
あ
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
︒

｢木
衰
火
盛
﹂
と
は
︑
⑤
の
末
尾
で
蕭
綺
も
い
う
よ
う
に
︑
漢
火
德
說
に
基
づ
く
︒
秦
を
閏
位
に
お
き
︑
木
德
の
周
か
ら
火
德
の
漢
へ
の
�

代
を
想
定
す
る
五
行
相
生
の
循
�
に
よ
る
五
德
�
始
說
と
完
P
に
一
致
し
︑
安
居
香
山
氏
が
集
成
し
た
高
祖
を
火
德
の
�
王
と
す
る
雲
書
の
諸

說
と
も
符
合
す
る
︒

｢
神
器
﹂
に
よ
っ
て
天
下
を
F
定
す
る
際
﹁
星
精
﹂
が
輔
佐
と
な
る
と
あ
る
が
︑
⑤
で
は
こ
れ
を
﹁
昴
星
精
﹂
と
し
︑﹃
三
輔
黃
圖
﹄
も
ま
た

﹁
昴
星
精
﹂
と
す
る
︒
蕭
綺
は
こ
れ
を
雲
書

(﹃
孝
經
鉤
命
决
﹄
)
に
據
っ
て
蕭
何
の
こ
と
と
解
す
る(42

)
︒
蕭
何
が
高
祖
の
天
下
F
定
を
補
佐
す
る
こ

と
の
豫
言
で
あ
り
︑
雲
書
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
は
B
ら
か
で
あ
る
︒

③

①
と
關
聯
し
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
を
生
み
出
す
も
と
と
な
っ
た
𠤎
首
が
︑
本
來
太
上
皇
の
得
た
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
営
べ
る
︒
こ
れ
は
︑
高

祖
の
感
生
�
說
が
太
上
皇
の
そ
れ
を
も
含
ん
で
�
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
と
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
︒﹃
太
F
御
覽
﹄
卷
八
七
皇
王
部
・

漢
高
祖
皇
�
の
引
く
西
晉
・
皇
甫
謐
﹃
�
王
世
紀
﹄
に
︑

豐
公
沛
の
豐
・
沛
邑
の
陽
里
に
家
す
︒
其
の
妻
︑
赤
馬
の
龍
の
若
き
が
己
れ
に
戲
る
る
を
夢
み
て
執
嘉
を
生
む
︑
是
れ
太
公
爲
り
︑
卽
ち

太
上
皇
な
り
︒
太
上
皇
の
妃
は
媼
と
曰
い
︑
是
れ
昭
靈
后
爲
り
︑
含
始
と
名
づ
く
︒
洛
池
に
游
ぶ
に
︑
玉
雞
の
赤
珠
を
銜
え
て
出
づ
る
!

り
︑
刻
み
て
玉
英
︑
此
を
呑
む
者
は
王
た
り
と
曰
う
︒
含
始
之
を
呑
み
︑
邦
を
生
む
︑
字
季
︒

と
あ
り
︑
太
上
皇
も
ま
た
火
德
の
�
と
み
ら
れ
る
﹁
赤
馬
﹂
に
感
應
し
て
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
安
居
氏
は
こ
の
記
営
を
︑
高
祖
の
感

生
�
說
を
說
く
雲
書
說
を
整
理
し
て
立
說
し
た
も
の
と
み
る(43

)
︒
後
漢
代
に
高
祖
の
感
生
�
說
が
太
上
皇
も
組
み
±
む
形
で
形
成
さ
れ
︑
漢
王
0

の
權
威
と
正
瓜
性
を
荏
え
る
言
說
と
し
て
定
着
し
た
た
め
に
︑

命
の
證
で
あ
る
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
說
話
に
も
太
上
皇
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
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た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

④

劍
は
高
祖
の
も
の
と
な
り
︑
死
後
は
﹁
靈
金
藏
﹂
な
い
し
﹁
靈
金
內
府
﹂
な
る
庫
に
保
管
さ
れ
た
︒﹃
三
輔
黃
圖
﹄
で
は
﹁
靈
金
內
府
﹂

條
に
こ
の
說
話
を
�
錄
し
て
お
り
︑
そ
の
ま
ま
信
じ
る
な
ら
ば
︑
�
漢
長
安
城
に
﹁
靈
金
內
府
﹂
が
存
在
し
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
高
祖
以
來
そ
こ

に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

し
か
し
︑﹁
靈
金
內
府
﹂
な
る
施
設
の
存
在
を
記
す
�
料
は
こ
れ
し
か
な
い
︒
說
話
P
體
を
眺
め
る
と
︑
荒
¢
無
稽
な
內
容
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
︑
こ
こ
ま
で
営
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
高
祖
や
呂
后
︑
惠
�
の
時
代
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
漢
火
德
說
や
雲
書
の
說
が
基
底
と
な
っ

て
い
る
た
め
︑
こ
の
說
話
を
�
實
と
し
て
︑
高
祖
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
漢
初
以
來
﹁
靈
金
內
府
﹂
に
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
說
話
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
﹁
三
尺
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
皇
�
の
象
�
と
さ
れ
て
い
た
後
漢
時
代
に

形
成
さ
れ
た
と
も
考
え
に
く
い
︒
斷
片
�
な
1
素
は
後
漢
時
代
に
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
說
話
が
こ
の
よ
う
な
形
に
整
っ
た
の
は
︑
や

は
り
魏
晉
�
以
影
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

⑤

蕭
綺
は
﹁
三
尺
﹂
が
﹁
天
地
之
數
﹂
に
應
じ
る
と
い
う
が
︑﹃
周
易
﹄
繫
辭
下
に
み
え
る
天
・
地
・
人
の
﹁
三
材
﹂
を
ふ
ま
え
て
の
見

解
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
三
﹂
を
﹁
陽
數
﹂
と
す
る
の
は
︑﹃
春
秋
元
命
¡
﹄
(﹃
�
^
﹄
卷
二
三
阮
籍
﹁
詠
懷
詩
十
七
首
﹂
顏
�
年
・
沈
:
等
>
引
)

に
︑﹁
陽
氣
の
數
︑
三
に
成
る
﹂
と
あ
る
の
と
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
︒

典
據
と
論
理
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
點
に
不
安
は
殘
る
も
の
の
︑
蕭
綺
に
と
っ
て
﹁
三
尺
﹂
が
理
に
か
な
っ
た
長
さ
だ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
あ
げ
た
︑
同
時
代
の
﹃
古
今
刀
劍
錄
﹄
の
記
す
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
來
歷
は
こ
れ
と
衣
な
る
け
れ
ど
も
︑
と
も
に
長
さ
が
﹁
三
尺
﹂

と
さ
れ
︑
ま
た
銘
�
の
存
在
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
點
は
共
W
す
る
︒
そ
う
し
た
共
W
點
は
︑
こ
の
說
話
も
ま
た
�
敎
に
お
け
る
劍
の
思
想
の
影

L
下
で
整
え
ら
れ
た
可
能
性
を
示
す
︒

福
永
光
司
氏
は
︑﹃
古
今
刀
劍
錄
﹄
な
ど
六
0
�
の
�
敎
�
獻
や
�
學
作
品
に
み
え
る
劍
の
思
想
を
分
析
し
て
そ
の
源
を
à
り
︑
�
敎
に
お

け
る
劍
の
思
想
が
︑
�
家
・﹃
易
﹄・
神
仙
・
雲
書
な
ど
の
思
想
の
集
合
か
ら
な
る
こ
と
を
B
ら
か
に
し
た(44

)
︒
氏
は
こ
の
說
話
を
直
接
分
析
し
て
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い
な
い
が
︑
こ
の
說
話
の
�
成
1
素
や
基
づ
く
と
こ
ろ
の
知
識
は
︑
氏
の
í
き
出
し
た
�
敎
の
劍
の
思
想
の
�
成
1
素
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
︒
そ

う
し
た
狀
況
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
說
話
が
︑
後
漢
の
﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
滅
び
た
後
に
︑
�
敎
の
思
想
を
背
景
と
し
て
怨
た

に
作
り
出
さ
れ
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
︒

そ
し
て
︑﹃
古
今
刀
劍
錄
﹄
の
記
す
�
敎
の
寶
器
と
し
て
の
劍
の
系
�
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
︑
高
祖
の
靈
威
の
殘
映

を
ま
と
い
つ
つ
︑
�
敎
の
寶
劍
と
し
て
怨
た
な
位
置
づ
け
を
得
て
︑﹁
三
尺
﹂
の
長
さ
で
再
生
し
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

高
祖
は
﹁
三
尺
の
劍
﹂
を
携
え
て
天
下
を
取
っ
た
と
い
う
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
觸
れ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
高
祖
の
劍
は
﹁
三
尺
﹂

の
長
さ
だ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
一
方
で
︑
こ
れ
を
あ
る
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
¤
す
る
語
と
み
る
餘
地
も
あ
る
︒

『戰
國
策
﹄
第
一
〇
齊
三
に
︑﹁
曹
沫
の
三
尺
の
劍
を
奮
う
や
︑
一
軍
當
た
る
能
わ
ず
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
春
秋
時
代
に
會
î
の
場
で
武
器
を

も
っ
て
齊
の
桓
公
に
ï
り
︑
奪
わ
れ
た
領
地
を
取
り
�
し
た
魯
の
曹
沫
の
故
事
で
︑﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
莊
公
一
三
年
︑﹃
�
記
﹄
卷
八
六
刺
客
列

傳
に
も
み
え
る
︒
刺
客
列
傳
に
曹
沫
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
︑
�
漢
時
代
︑
彼
が
武
器
一
つ
で
權
力
者
に
立
ち
向
か
っ

た
志
士
・
勇
士
と
み
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
曹
沫
の
も
っ
て
い
た
武
器
を
﹁
三
尺
の
劍
﹂
と
す
る
の
は
﹃
戰
國

策
﹄
の
み
だ
が
︑
あ
る
い
は
高
祖
も
ま
た
︑
布
衣
か
ら
身
を
¤
こ
し
巨
大
な
敵
に
立
ち
向
か
っ
た
志
士
と
し
て
の
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
︑﹁
三

尺
の
劍
﹂
に
±
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
高
祖
は
自
分
の
劍
を
﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
は
呼
ん
で
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
高
祖
の
時
に
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒

そ
し
て
後
繼
皇
�
た
ち
の
治
績
が
積
み
重
な
り
︑
漢
王
0
が
安
泰
で
あ
り
續
け
た
の
な
ら
ば
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
︒

し
か
し
︑
�
漢
末
�
に
至
っ
て
後
嗣
や
皇
�
の
身
體
に
關
す
る
不
安
が
高
ま
り
︑
王
0
の
存
續
と
荏
�
に
危
機
が
訪
れ
た
と
き
︑
そ
れ
ら
に
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立
ち
向
か
う
¸
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
始
祖
た
る
高
祖
の
神
祕
'
を
中
心
と
し
た
︑
漢
王
0
自
體
の
再
定
義
が
試
み
ら
れ
︑
高
祖
の
靈
威
を
形
に

し
た
﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
出
現
し
た
︒

そ
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
さ
ら
に
︑
光
武
�
が
自
ら
を
高
祖
の
後
繼
者
に
位
置
づ
け
た
と
き
︑
そ
の
正
瓜
性
を
可
視
'
す
る
象
�
物
︑
レ
ガ
リ
ア

と
な
り
︑
傳
え
ら
れ
た
︒
玉
で
�
ら
れ
た
﹁
七
尺
﹂
の
﹁
斬
蛇
寶
劍
﹂
の
9
は
︑
´
賤
か
ら
身
を
¤
こ
し
た
人
閒
・
高
祖
で
は
な
く
︑
圖
讖
に

よ
っ
て
神
祕
�
な
存
在
と
な
っ
た
火
德
の
�
王
・
高
祖
と
光
武
�
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
︒

そ
う
し
た
神
祕
�
な
%
!
者
の
靈
威
を
ま
と
っ
た
﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
︑
漢
が
滅
び
實
物
が
失
わ
れ
た
後
も
餘
韻
を
殘
し
︑
靈
力
を
も
つ
傳
說
の

寶
劍
と
し
て
︑
�
敎
と
そ
の
影
L
を

け
た
說
話
の
中
で
再
生
し
た
︒

以
上
が
︑
本
稿
で
考
察
し
た
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
歷
�
�
展
開
の
1
:
で
あ
る
︒
直
接
�
な
�
料
が
少
な
く
︑
か
な
り
想
宴
を
ð
し
く
し
た
部
分

も
多
い
が
︑
な
ぜ
劍
の
長
さ
が
變
わ
る
の
か
︑
と
い
う
疑
問
に
對
し
て
︑
合
理
�
な
答
え
を
あ
る
�
度
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
︒


後
に
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
が
示
す
漢
の
王
權
に
固
!
の
性
質
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
き
た
い
︒﹁
斬
蛇
劍
﹂
は
︑
高
祖
と
光
武
�
の
軍
事
�
威
信
の

象
�
で
あ
る
と
同
時
に
︑
彼
ら
に
軍
事
�
成
功
を
も
た
ら
し
︑
王
0
を
樹
立
せ
し
め
た
天
の
﹁
命
﹂
を
象
�
す
る
物
品
で
も
あ
る
︒
だ
か
ら
こ

そ
︑
皇
�
卽
位
儀
禮
に
お
い
て
�

す
べ
き
で
あ
り
︑
常
に
皇
�
と
と
も
に
あ
る
べ
き
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

福
永
氏
は
劍
に
つ
い
て
︑﹁
本
來
の
儒
家
の
思
想
に
お
い
て
は
︑
武
器
と
し
て
の
用
á
以
上
に
重
1
な
�
味
を
も
つ
器
物
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る(45

)
︒
劍
は
禮
器
で
は
な
い
︒
そ
の
劍
に
天
の
﹁
命
﹂
が
託
さ
れ
︑
卽
位
儀
禮
に
お
い
て
引
き
繼
が
れ
た
點
に
︑
皇
�

荏
�
の
論
理
に
儒
學
說
を
�
り
入
れ
な
が
ら
も
そ
れ
の
み
に
據
ら
ず
︑
軍
事
�
成
功
者
と
そ
の
後
繼
と
い
う
性
質
を
保
ち
續
け
よ
う
と
し
た
漢

の
皇
�
の
9
が
み
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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�(1
)

｢草
薙
劍
と
斬
蛇
劍
﹂
(﹃
中
國
古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︹
東

京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
三
年
︺
第
二
ñ
第
四
違
)︒

(2
)

孫
星
衍
輯
﹃
漢
舊
儀
﹄
(﹃
漢
官
六
種
﹄︹
中
華
書
局
︑
一
九
九
〇

年
︺
%
收
)
で
は
︑﹁
皇
�
¤
居
儀
﹂
と
し
て
は
じ
ま
る
條
の
末
尾

に
こ
の
一
�
が
置
か
れ
て
い
る
︒﹁
皇
�
¤
居
儀
﹂
の
內
容
は
皇
�

の
出
駕
を
7
と
す
る
の
で
︑
こ
の
一
�
も
そ
の
際
の
皇
�
の
出
で
立

ち
を
規
定
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒

(3
)

例
え
ば
﹁
夏
禹
︑
字
高
密
︑
在
位
十
年
︑
以
庚
戌
八
年
鑄
一
劍
︑

長
三
尺
九
寸
︑
後
藏
之
會
稽
秦
ª
山
︑
腹
上
刻
二
十
八
宿
�
︑
!
背

面
面
記
星
辰
︑
背
記
山
水
日
?
﹂
と
あ
る
な
ど
︑
お
お
む
ね
�
王
の

名
と
字
や
在
位
年
數
︑
劍
を
入
手
し
た
經
雲
や
場
%
︑
年
?
︑
劍
の

長
さ
︑
銘
�
の
內
容
と
い
っ
た
ò
報
が
�
え
ら
れ
て
お
り
︑
記
営
方

法
は
か
な
り
劃
一
'
さ
れ
て
い
る
︒

(4
)

B
・
吳
琯
﹃
古
今
逸
�
﹄
に
收
錄
さ
れ
た
﹃
古
今
>
﹄
上
・
輿
=

第
一
に
は
︑﹁
劍
︒
漢
世
傳
高
祖
斬
白
蛇
劍
長
七
尺
︒
漢
高
祖
爲
泗

水
亭
長
︑
�
徒
驪
山
︑
%
提
劍
理
應
三
尺
耳
︒
後
富
貴
︑
則
得
七
尺

寶
劍
︑
õ
舊
劍
而
=
之
︒
後
漢
之
世
︑
唯
聞
高
祖
以
%
佩
劍
斬
白
蛇
︑

而
高
祖
常
佩
此
劍
︑
Ó
謂
此
劍
卽
斬
蛇
之
劍
也
﹂
と
あ
る
︒
五
代
・

馬
縞
が
增
補
し
た
﹃
中
華
古
今
>
﹄
も
﹃
古
今
逸
�
﹄
に
收
錄
さ
れ
︑

そ
の
卷
上
に
﹁
漢
世
傳
高
祖
斬
白
蛇
劍
長
七
尺
︒
高
祖
自
稱
提
三
尺

劍
而
取
天
下
︒
!
問
余
者
︑
余
吿
之
曰
︑
漢
高
爲
泗
上
亭
長
︑
�
徒

驪
山
︑
%
提
劍
理
應
三
尺
耳
︒
後
富
貴
︑
別
得
七
尺
寶
劍
︑
õ
舊
而

=
之
︒
漢
之
後
世
唯
聞
高
祖
以
%
佩
劍
斬
白
蛇
︑
而
高
祖
常
佩
此
劍
︑

Ó
謂
此
劍
卽
斬
蛇
之
劍
也
﹂
と
あ
る
︒﹃
古
今
>
﹄
と
﹃
中
華
古
今

>
﹄
の
關
係
に
つ
い
て
︑
余
嘉
錫
は
崔
�
の
原
書
を
馬
縞
が
ほ
ぼ
保

存
し
た
と
5
價
し

(﹃
四
庫
提
1
辨
證
﹄
卷
一
五
)︑
確
か
に
當
該
箇

%
に
つ
い
て
い
え
ば
兩
者
に
內
容
上
の
大
き
な
v
い
は
な
い
︒
た
だ

し
問
答
の
1
素
を
含
む
の
は
﹃
中
華
古
今
>
﹄
の
方
で
︑
こ
れ
は
本

�
に
引
い
た
﹃
索
隱
﹄
の
引
用
に
ê
い
︒

(5
)

『
�
記
﹄
卷
六
秦
始
皇
本
紀
に
﹁
方
今
水
德
之
始
︑
⁝
數
以
六
爲

紀
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
同
卷
八
四
屈
原
賈
生
列
傳
に
�
�
�
に
M
上
し

た
漢
土
德
說
に
關
聯
し
て
﹁
色
尙
黃
︑
數
用
五
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

秦
漢
�
代
の
頃
に
は
す
で
に
五
德
に
そ
れ
ぞ
れ
數
が
�
當
さ
れ
て
い

た
︒
こ
の
他
︑
木
德
に
八
︑
火
德
に
七
︑
金
德
に
九
が
�
當
さ
れ
る

こ
と
は
︑
﹃
淮
南
子
﹄
時
則
訓
に
B
�
が
あ
る
︒
な
お
︑
﹃
漢
書
﹄
卷

二
七
上
五
行
志
上
に
﹁
水
之
大
數
六
︑
火
七
︑
木
八
︑
金
九
︑
土

十
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
劉
歆
の
﹃
左
傳
﹄
に
關
す
る
學
說
の
一
部
と

み
ら
れ
る
が

(張
書
豪
氏
﹃
漢
書
五
行
志
駅
證
﹄
︹
臺
灣
學
生
書
局
︑

二
〇
一
七
年
︺
參
照
)︑
以
�
よ
り
あ
っ
た
五
行
・
五
德
と
數
の
對

應
關
係
を
應
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(6
)

｢
漢
代
に
お
け
る
卽
位
儀
禮

︱
︱
と
く
に
�
位
繼
承
の
ば
あ
い

に
つ
い
て
︱
︱
﹂
(
~

(
1
)
�
揭
書
第
一
ñ
第
三
違
)︒

(7
)

｢
漢
よ
り
¢
に
至
る
�
位
繼
承
と
皇
太
子

︱
︱
謁
ª
の
禮
を
中

心
に
︱
︱
﹂
(東
北
�
學
會
﹃
歷
�
﹄
八
〇
號
︑
一
九
九
三
年
)・

﹁
漢
代
の
卽
位
儀
禮
に
つ
い
て
の
覺
え
書
き

︱
︱
西
嶋
定
生
論
の

檢
證
︱
︱
﹂
(﹃
一
關
工
業
高
等
專
門
學
校
硏
究
紀
1
﹄
三
九
號
︑

二
〇
〇
四
年
)
・﹁﹃
尙
書
﹄
R
命
ñ
を
W
し
て
見
た
中
國
古
代
の
卽

位
儀
禮
﹂
(﹃
一
關
工
業
高
等
專
門
學
校
硏
究
紀
1
﹄
四
一
號
︑
二
〇

― 63 ―

63



〇
七
年
)︒

(8
)

西
嶋
氏
~

(6
)
�
揭
論
考
は
︑
禮
儀
志
の
卽
位
儀
禮
に
つ
い
て
︑

後
漢
安
�
の
事
例
と
共
W
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
後
漢
時
代

の
儀
禮
と
み
る
︒
松
浦
氏
は
︑
~

(7
)
�
揭
論
考
﹁
漢
よ
り
¢
に

至
る
�
位
繼
承
と
皇
太
子
﹂
で
は
︑
大
喪
儀
禮
の
中
に
卽
位
儀
禮
が

揷
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
G
び
﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
一
六
趙
憙
傳
に

光
武
�
の
大
喪
の
と
き
﹁
舊
典
﹂
が
存
し
な
か
っ
た
と
あ
る
こ
と
か

ら
︑
�
漢
の
卽
位
儀
禮
が
後
漢
に
そ
の
ま
ま
繼
承
さ
れ
た
の
で
は
な

い
︑
と
し
て
や
は
り
後
漢
時
代
の
儀
禮
と
み
て
い
る
︒
な
お
︑
松
浦

氏
~

(7
)
�
揭
論
考
﹁
漢
代
の
卽
位
儀
禮
に
つ
い
て
の
覺
え
書

き
﹂
で
は
︑﹁
お
そ
ら
く
後
漢
後
ç
の
儀
>
に
據
っ
て
記
営
さ
れ
た
﹂

と
推
測
し
て
い
る
︒

(9
)

｢傳
國
璽
﹂
と
は
﹁
皇
�
六
璽
﹂
の
こ
と
と
す
る
松
浦
氏
の
說
に

從
う

(﹁
漢
傳
國
璽
小
考
﹂︹﹃
一
關
工
業
高
等
專
門
學
校
硏
究
紀
1
﹄

四
四
號
︑
二
〇
〇
九
年
︺
參
照
)︒
な
お
︑
氏
は
こ
の
中
で
︑
本
稿

の
後
�
で
と
り
あ
げ
る
漢
代
の
儀
>
の
類
や
﹃
後
漢
書
﹄
光
武
�
紀

に
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
と
﹁
傳
國
璽
﹂
と
が
竝
ん
で
み
え
る
こ
と
を
︑
高

祖
劉
邦
傳
來
の
も
の
と
い
う
�
識
の
强
À
と
み
な
す
︒
筆
者
が
後
漢

政
權
と
高
祖
と
の
關
係
を
考
え
る
上
で
大
き
な
示
唆
を

け
た
こ
と

を
附
記
し
て
お
き
た
い
︒

(10
)

西
嶋
氏
は
黃
山
の
說

(﹃
後
漢
書
集
解
﹄
引
)
に
據
り
︑
~

(6
)

�
揭
論
考
で
は
﹁
こ
れ
を
太
尉
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
怨
皇

�
の
太
尉
に
對
す
る
信
任
を
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
︒
そ
し
て

こ
れ
を
群
臣
に
吿
げ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
太
尉
に
對
す
る
信
任
が
同

時
に
群
臣
に
對
す
る
信
任
で
あ
る
こ
と
を
�
味
す
る
﹂
と
す
る
︒
~

(
1
)
�
揭
論
考
で
は
﹃
�
^
﹄
李
善
>
の
斷
句
に
觸
れ
︑
い
ず
れ

の
讀
法
で
も
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の
性
格
は
疑
え
な
い
︑

と
す
る
︒

(11
)

『續
漢
書
﹄
志
第
二
六
百
官
三
・
少
府
に
︑
﹁
中
黃
門
︑
比
百
石
︒

本
>
曰
︑
宦
者
︑
無
員
︒
後
增
比
三
百
石
︒
掌
給
事
禁
中
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

渡
邉
義
浩
氏
7
ã
﹃
P
譯
後
漢
書

志

(二
)
禮
儀
﹄
(
ù
古
書

院
︑
二
〇
〇
二
年
)
は
︑
﹁
中
黃
門
は
兵
を
掌
る
︒
(略
)
を
以
て
太

尉
に
�
く
﹂
と
訓
讀
し
︑﹁
中
黃
門
は
一
齊
に
武
器
を
取

(り
︑
皇

�
の
卽
位
に
敬
�
を
捧
げ
)
る
︒
皇
�
は

(略
)
を
太
尉
に
�
け

る
﹂
と
譯
す
︒
こ
れ
は
︑
桐
本
東
太
氏
﹁
後
漢
王
0
の
死
者
儀
禮

︱
︱
『
後
漢
書
﹄
禮
儀
志
・
下
ñ
譯
>
稿

(一
)
﹂
(﹃
�
學
﹄
五
四

−

四
︑
一
九
八
五
年
)
で
示
さ
れ
た
解
釋
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
り
︑
と
く
に
そ
こ
で
﹁
中
黃
門
が
一
齊
に
武
器
を
と
る
﹂
行
爲
に

つ
い
て
﹁
お
そ
ら
く
現
代
の
﹁
さ
さ
げ
つ
つ
！
﹂
式
の
敬
禮
で
あ
ろ

う
﹂
と
補
記
さ
れ
て
い
る
の
を

け
︑
(

)
內
の
よ
う
な
譯
語
を

補
足
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
﹁
中
黃
門
掌
兵
﹂

を
そ
の
よ
う
な
行
爲
と
み
な
す
根
據
は
ど
ち
ら
に
も
示
さ
れ
て
い
な

い
た
め
︑
從
え
な
い
︒

(13
)

『
宋
書
﹄
卷
三
九
百
官
志
上
・
尙
書
に
﹁
尙
Æ
7
也
︒
漢
初
!
尙

冠
・
尙
衣
・
尙
食
・
尙
浴
・
尙
席
・
尙
書
︑
謂
之
六
尙
︒
戰
國
時
已

!
尙
冠
・
尙
衣
之
屬
矣
︒
秦
時
!
尙
書
令
・
尙
書
僕
射
・
尙
書
丞
︒

至
漢
初
竝
隸
少
府
︑
漢
東
京
Æ
�
屬
焉
﹂
と
あ
り
︑
應
劭
の
說
と
若

干
衣
な
る
が
︑
お
お
む
ね
物
品
等
ご
と
に
﹁
尙
某
﹂
が
い
た
と
み
て

よ
い
︒

(14
)

『後
漢
書
﹄
﹃
W
典
﹄
點
校
本
に
よ
る
︒
こ
う
し
た
理
解
は
︑﹃
漢
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書
﹄
卷
二
五
下
郊
祀
志
下
の
記
す
宣
�
の
﹁
四
祠
﹂
(﹁
隨
侯
劍
寶
玉

寶
璧
周
康
寶
鼎
﹂
)
の
理
解
に
關
わ
っ
て
く
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
ひ

と
ま
ず
こ
れ
と
後
漢
卽
位
儀
禮
で
�

さ
れ
る
物
品
と
を
切
り
離
し
︑

﹁
四
祠
﹂
の
私
見
の
提
示
に
つ
い
て
は
本
�
で
後
に
営
べ
る
﹁
隨
侯

珠
﹂
の
問
題
と
と
も
に
他
日
に
�
し
た
い
︒

(15
)

『中
國
殷
周
時
代
の
武
器
﹄
(京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
%
︑
一
九

七
二
年
)
第
五
違
︒
ま
た
孫
機
氏
﹁
玉
具
劍
與
璏
式
佩
劍
法
﹂
(﹃
考

古
﹄
一
九
八
五−
一
)・
鍾
少
衣
氏
﹁
漢
式
鐵
劍
總
論
﹂
(﹃
考
古
學

報
﹄
一
九
九
八−

一
)・
町
田
違
氏
﹃
中
國
古
代
の
銅
劍
﹄
(奈
良
�

'
財
硏
究
%
學
報
第
七
五
册
︑
硏
究
論
集
ú
︑
奈
良
�
'
財
硏
究
%
︑

二
〇
〇
六
年
)
參
照
︒

(16
)

廣
州
市
�
物
管
理
委
員
會
・
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
%
・
廣

東
省
�
物
館
﹃
西
漢
南
越
王
墓
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)

に
よ
る
︒

(17
)

廣
州
市
南
越
王
墓
か
ら
は
︑
劍
と
玉
製
裝
�
部
品
と
が
別
々
に
出

土
し
て
い
る
︒
西
耳
室
か
ら
計
四
十
三
件
の
劍
用
玉
製
裝
�
部
品
が

出
土
し
︑
P
て
絹
に
¡
ま
れ
漆
塗
り
の
容
器
に
盛
ら
れ
て
い
た
と
い

う

(~

(16
)
�
揭
書
)︒
ま
た
︑
ê
年
江
西
省
南
昌
市
で
發
見
さ

れ
た
�
漢
海
昏
侯
劉
賀
の
墓
で
は
︑
ま
だ
詳
細
な
報
吿
は
な
い
も
の

の
︑
S
體
左
側
に
﹁
玉
具
劍
﹂
が
置
か
れ
て
い
た
他
︑
椁
內
に
劍
用

玉
製
裝
�
部
品
四
種
が
數
多
く
�
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(﹃
五
色
炫
耀
︱
︱
南
昌
漢
代
海
昏
侯
國
考
古
成
果
﹄︹
江
西
人
民
出

版
社
︑
二
〇
一
六
年
︺
%
載
の
寫
眞
に
よ
る
)︒

(18
)

冨
谷
氏
ã
﹃
漢
鯵
語
彙
考
證
﹄
(岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
)

﹁
承
・
具
﹂
項
︒

(19
)

『
漢
書
﹄
卷
七
一
雋
不
疑
傳
に
﹁
不
疑
冠
Q
賢
冠
︑
帶
櫑
具
劍
︑

佩
�
玦
︑
襃
衣
�
帶
︑
盛
=
至
門
上
謁
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
後
漢

書
﹄
列
傳
第
二
三
馮
石
傳
に
﹁
�
嘗
幸
其
府
︑
留
飮
十
許
日
︑
賜
�

犀
具
劍
・
佩
刀
・
紫
艾
綬
・
玉
玦
各
一
﹂
と
あ
る
中
の
﹁
○
具
劍
﹂

も
︑
同
樣
の
�
成
の
語
で
あ
る
︒

(20
)

『太
F
御
覽
﹄
卷
三
四
四
兵
部
七
五
・
劍
下
引
﹃
西
京
雜
記
﹄
に

﹁
漢
高
祖
斬
蛇
劍
︑
以
七
ý
珠
九
華
玉
爲
�
︑
五
色
瑠
璃
爲
匣
︑
⁝
﹂

と
あ
る
︒
�
實
と
し
て
の
信
憑
性
は
低
い
が
︑﹁
斬
蛇
劍
﹂
に
は
玉

製
の
裝
�
が
つ
い
て
い
た
と
す
る
�
料
で
あ
る
︒

(21
)

『
宋
書
﹄
百
官
志
上
・
侍
中
に
﹁
漢
東
京
︑
⁝
法
駕
出
︑
則
多
識

者
一
人
︑
*
傳
國
璽
︑
操
斬
白
蛇
劍
︑
參
乘
︑
餘
皆
騎
在
乘
輿
車

後
﹂
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
︒﹃
初
學
記
﹄
卷
一
二
職
官
部
下
・
侍

中
に
も
﹁
齊
職
儀
云
︑
東
漢
侍
中
︑
Ó
蕃
左
右
︑
與
�
升
影
︒
法
駕

出
︑
多
識
者
一
人
參
乘
︑
þ
*
傳
國
璽
︑
操
斬
白
蛇
劍
﹂
と
あ
る
の

で
︑
侍
中
が
璽
と
劍
と
を
奉
じ
て
皇
�
に
隨
從
し
た
の
は
後
漢
代
で

あ
ろ
う
︒﹃
玉
海
﹄
卷
一
五
一
兵
制
・
漢
斬
蛇
劍
の
み
︑
﹁
續
漢
書
﹂

を
引
用
し
﹁
漢
西
京
﹂
の
こ
と
と
し
て
ほ
ぼ
同
�
を
あ
げ
る
が
︑
少

な
く
と
も
現
行
の
司
馬
彪
﹃
續
漢
書
﹄
に
合
致
す
る
部
分
は
な
い
︒

(22
)

~

(1
)
�
揭
論
考
︒

(23
)

｢沛
公
以
�
の
劉
邦
﹂
(﹃
早
實
硏
究
紀
1
﹄
三
九
號
︑
二
〇
〇
五

年
)
︒
丸
山
氏
は
︑﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
・
論
贊
G
び
曆
書
に
み
え
る

夏
・
殷
・
周
三
王
0
の
�
代
理
論
に
︑﹃
禮
記
﹄
檀
弓
上
G
び
B
堂

位
に
み
え
る
三
王
0
が
そ
れ
ぞ
れ
た
っ
と
ん
だ
色
を
組
み
合
わ
せ
て

µ
衍
す
る
と
︑
夏

(
黑
)↓
殷

(白
)
↓
周

(赤
)↓
周
秦
の
閒

(
黑
)

↓
秦

(
白
)↓
漢

(赤
)
と
い
う
循
�
說
が
成
立
し
︑
か
つ
赤

(
漢
)
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が
白

(秦
)
に
å
つ
點
も
說
B
し
得
る
と
い
う
︒
し
か
し
三
正
說
と

い
っ
た
場
合
︑
そ
れ
は
曆
︑
正
朔
を
7
體
と
す
る
理
論
で
あ
り
︑
秦

は
十
?
を
歲
首
と
し
た
の
で
︑
三
正
說
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
︒
川
原

秀
城
氏

(﹃
中
國
の
科
學
思
想
︱
︱
兩
漢
天
學
考
﹄︹
創
�
社
︑
一

九
九
六
年
︺
第
Ⅱ
違
)
に
よ
れ
ば
︑
始
皇
�
は
十
?
歲
首
と
し
な
が

ら
︑
同
時
に
夏
正
を
基
本
と
す
る
顓
頊
曆
を
用
い
た
と
い
う
︒
十
?

歲
首
の
�
用
︑
夏
正
の
顓
頊
曆
の
¹
用
の
い
ず
れ
も
︑
秦
を
殷
に
對

應
す
る
位
置
に
置
く
こ
と
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
た
だ
︑

丸
山
氏
の
﹁
漢
初
に
は
樣
々
な
思
想
が
お
こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か

ら
︑
一
つ
の
說
話
が
い
く
つ
か
の
思
想
を
背
*
っ
て
い
て
も
無
理
は

な
い
﹂
と
い
う
見
解
に
は
同
�
し
た
い
︒

(24
)

『
�
記
﹄
卷
二
八
封
禪
書
に
﹁
高
祖
曰
︑
吾
聞
天
!
五
�
︑
而
!

四
︑
何
也
︒
莫
知
其
說
︒
於
是
高
祖
曰
︑
吾
知
之
矣
︑
乃
待
我
而
具

五
也
︒
乃
立
黑
�
祠
︑
命
曰
北
畤
﹂
と
あ
る
︒

(25
)

｢感
生
�
說
の
展
開
と
雲
書
思
想
﹂
(﹃
雲
書
の
成
立
と
そ
の
展
開
﹄

︹
國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
九
年
︺
第
三
違
)︒

(26
)

『
漢
書
﹄
卷
一
一
哀
�
紀
・
円
F
二
年
に
﹁
(六
?
)
侍
詔
夏
賀
良

等
言
赤
精
子
之
讖
︑
漢
家
曆
�
中
衰
︑
當
再

命
︑
宜
改
元
易
號
︒

詔
曰
︑
漢
興
二
百
載
︑
曆
數
開
元
︑
皇
天
影
非
材
之
佑
︑
漢
國
再
獲


命
之
符
︑
⁝
以
円
F
二
年
爲
太
初
元
將
元
年
︑
號
曰
陳
�
劉
太
F

皇
�
︑
漏
刻
以
百
二
十
爲
度
︒
⁝
八
?
︑
詔
曰
︑
待
詔
夏
賀
良
等
円

言
改
元
易
號
︑
增
益
漏
刻
︑
可
以
永
安
國
家
︒
�
�
聽
賀
良
等
言
︑

冀
爲
海
內
獲
福
︑
卒
�
嘉
應
︒
皆
v
經
背
古
︑
不
合
時
宜
︒
六
?
甲

子
制
書
︑
非
赦
令
也
︑
皆
蠲
除
之
︒
賀
良
等
反
�
惑
衆
︑
下
!
司
︒

皆
伏
辜
﹂
と
あ
る
の
に
よ
る
︒

(27
)

吉
川
忠
夫
氏
﹁
眞
人
と
革
命
﹂
は
︑
�
漢
哀
�
の
と
き
の
﹁
眞

人
﹂
赤
精
子
を
高
祖
の
こ
と
と
す
る
應
劭
の
說
に
よ
り
︑﹁
王
者
は

天
�
の
精
氣
を
う
け
た
子
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
や
は

り
﹁
眞
人
﹂
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
﹂
と
営
べ
る

(﹃
六
0
精
神
�
硏
究
﹄︹
同
�
舍
出
版
︑
一
九
八
四
年
︺
第
Ⅰ
部
第

二
違
)︒
ま
た
氏
は
ほ
ぼ
同
時
�
の
﹁
眞
人
﹂
の
用
例
と
し
て
︑
孺

子
嬰
を
擁
立
し
た
方
ª
の
言
葉
に
﹁
今
皆
云
︑
劉
氏
眞
人
︑
當
¯


命
﹂
(﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
一
劉
玄
傳
)
と
あ
る
の
を
あ
げ
る
が
︑
こ

れ
は
﹁
眞
人
﹂
が

命
の
王
者
本
人
を
指
す
證
左
で
あ
る
︒

(28
)

『
漢
書
﹄
卷
七
五
李
°
傳
に
﹁
李
°
字
子
長
︑
F
陵
人
也
︒
治
尙

書
︑
與
張
孺
・
�
寬
中
同
師
︒
寬
中
等
守
師
法
敎
�
︑
°
獨
好
洪
範

災
衣
︑
印
學
天
�
?
令
陰
陽
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
漢
書
﹄
卷
八
八
儒

林
傳
・
張
山
拊
に
﹁
張
山
拊
字
長
賓
︑
F
陵
人
也
︒
事
小
夏
侯
円
︑

爲
�
士
︑
論
石
渠
︑
至
少
府
︒
�
同
縣
李
°
・
�
寬
中
少
君
・
山
陽

張
無
故
子
儒
・
信
都
秦
恭
�
君
・
陳
留
假
倉
子
驕
﹂
と
あ
る
の
に
よ

る
︒

(29
)

｢圖
讖
の
形
成
と
そ
の
�
用
﹂
(安
居
氏
・
中
村
璋
八
氏
ã
﹃
雲
書

の
基
礎
�
硏
究
﹄︹
漢
魏
�
'
硏
究
會
︑
一
九
六
六
年
︺
第
二
違
)︒

(30
)

第
三
違
で
檢
討
す
る
﹃
王
子
年
拾
S
記
﹄
%
載
の
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の

說
話
に
︑
劍
の
辟
z
の
效
能
が
み
え
る
︒
福
永
光
司
氏
は
︑
戰
國
秦

漢
�
の
王
侯
貴
人
の
墓
に
劍
と
鏡
と
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
事
實
と
︑

﹃
�
朴
子
﹄
內
ñ
・
遐
覽
第
一
九
に
﹁
凡
爲
�
士
求
長
生
︑
志
在
藥

中
耳
︒
符
劍
可
以
却
鬼
辟
z
而
已
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
︑

六
0
�
の
�
學
作
品
や
�
敎
�
獻
に
散
見
す
る
神
祕
�
な
力
を
も
っ

た
寶
劍
に
つ
い
て
︑
﹁
寶
劍
が
�
王
の
荏
�
權
力
や
個
人
の
生
死
禍
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福
に
�
命
を
象
�
し
︑
神
劍
の
靈
威
が
ま
た
惡
鬼
妖
z
を
破
除
す
る

と
い
う
古
來
の
傳
瓜
�
な
劍
の
信
仰
を
說
話
�
に
展
開
さ
せ
た
も

の
﹂
と
み
て
い
る

(﹁
�
敎
に
お
け
る
鏡
と
劍

︱
︱
そ
の
思
想
の

源
液

︱
︱
﹂︹﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
四
五
册
︑
一
九
七
三
年
︺
)︒

哀
�
が
﹁
斬
蛇
劍
﹂
を
つ
く
っ
た
可
能
性
は
︑
出
土
物
も
ふ
ま
え
た

當
該
�
の
劍
の
も
つ
理
念
か
ら
も
檢
討
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
筆
者
に

は
そ
の
準
備
が
な
い
た
め
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

(31
)

~

(1
)
�
揭
論
考
︒

(32
)

『後
漢
書
﹄
劉
玄
傳
に
﹁
初
︑
王
厭
敗
︑
唯
未
央
宮
被
焚
而
已
︑

其
餘
宮
館
一
無
%
衛
︒
宮
女
數
千
︑
備
列
後
庭
︑
自
鍾
鼓
・
帷
帳
・

輿
輦
・
器
=
・
太
倉
・
武
庫
・
官
府
・
市
里
︑
不
改
於
舊
﹂
と
あ
る
︒

(33
)

光
武
�
が
自
分
の
劍
を
賜
っ
た
他
の
事
例
と
し
て
︑
彭
寵
の
事
例

が
あ
る

(﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
第
二
彭
寵
傳
)︒
こ
れ
は
彭
寵
に
對
す
る

格
別
の
恩
寵
を
示
す
た
め
の
賜
劍
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
事
例
を
總
合

し
て
賜
劍
の
基
準
や
目
�
を
考
え
る
必
1
が
あ
る
が
︑
馮
衣
の
事
例

に
つ
い
て
は
と
く
に
そ
の
長
さ
︑﹁
七
尺
﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
點
に

特
衣
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒

(34
)

『續
漢
書
﹄
志
第
七
祭
祀
上
に
︑﹁
隴
・
蜀
F
後
︑
乃
增
廣
郊
祀
︑

高
�
�
食
﹂
と
あ
る
︒

(35
)

『續
漢
書
﹄
祭
祀
志
の
記
す
光
武
�
の
封
禪
の
刻
石
�
の
う
ち
︑

圖
讖
を
引
用
し
た
部
分
は
K
の
W
り
︒﹁
河
圖
赤
伏
符
曰
︑
劉
秀
發

兵
捕
不
�
︑
四
夷
雲
集
龍
鬭
野
︑
四
七
之
際
火
爲
7
︒
河
圖
會
昌
符

曰
︑
赤
�
九
世
︑
Î
省
得
中
︑
治
F
則
封
︑
(
合
�
�
孔
矩
︑
則
天

�
靈
出
︑
地
�
瑞
興
︒
�
劉
之
九
︑
會
命
岱
宗
︑
(
善
用
之
︑
姦
僞

不
Ï
︒
赤
漢
德
興
︑
九
世
會
昌
︑
Î
岱
皆
當
︒
天
地
扶
九
︑
崇
經
之

常
︒
漢
大
興
之
︑
�
在
九
世
之
王
︒
封
于
泰
山
︑
刻
石
著
紀
︑
禪
于

梁
父
︑

省
考
五
︒
河
圖
合
古
ñ
曰
︑
�
劉
之
秀
︑
九
名
之
世
︑
�

行
德
︑
封
刻
政
︒
河
圖
提
劉
子
曰
︑
九
世
之
�
︑
方
B
�
︑
持
衡
拒
︑

九
州
F
︑
天
下
子
︒
雒
書
甄
	
度
曰
︑
赤
三
德
︑
昌
九
世
︑
會
修
符
︑

合
�
際
︑
勉
刻
封
︒
孝
經
鉤
命
決
曰
︑
予
誰
行
︑
赤
劉
用
�
︑
三
円

孝
︑
九
會
修
︑
專
茲
竭
行
封
岱
靑
︑
河
雒
命
后
︒﹂
劉
昭
>
の
引
く

﹃
東
觀
漢
記
﹄
の
上
奏
�
に
︑
﹁
河
雒
讖
書
︑
赤
漢
九
世
︑
當
Î
封
泰

山
︑
凡
三
十
六
事
﹂
と
あ
る
た
め
︑
刻
石
�
に
�
用
さ
れ
た
の
は
そ

の
一
部
で
あ
ろ
う
︒

(36
)

~

(
29
)
�
揭
書
第
八
違
﹁
劉
漢
關
係
雲
書
の
五
德
�
始
說
﹂︒

(37
)

保
科
季
子
氏
﹁

命
の
書

︱
︱
漢

命
傳
說
の
形
成

︱
︱
﹂

(﹃
�
林
﹄
八
八−

五
︑
二
〇
〇
五
年
)
は
︑
光
武
�
の
圖
讖
宣
布
に

つ
い
て
︑
光
武
�
自
身
の

命
と
封
禪
の
正
瓜
性
を
經
書
と
讖
雲
に

よ
っ
て
儒
敎
�
に
證
B
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
︑
高
祖
の

命
の
正

瓜
'
に
は
G
ん
で
い
な
い
と
し
︑
さ
ら
に
高
祖
の

命
を
孔
子
が
仲

介
す
る
讖
雲
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
︑
儒
敎
は
漢
の
皇
�
の

命
を
正

瓜
'
し
得
た
と
す
る
︒
本
稿
で
は
﹁
斬
蛇
﹂
と

命
の
繫
が
り
を
重

視
し
た
が
︑
高
祖
の

命
傳
說
P
體
か
ら
﹁
斬
蛇
劍
﹂
の
出
現
を
考

え
る
必
1
が
あ
る
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

(38
)

『
�
W
﹄
外
ã
・
雜
說
中
﹁
諸
晉
�
﹂︒

(39
)

齊
治
F
氏
校
>
﹃
拾
S
記
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
一
年
)
の
校

訂
に
從
う
︒
訓
點
は
私
見
に
よ
っ
て
改
め
た
部
分
が
あ
る
︒

(40
)

｢
太
上
皇
以
寶
劍
賜
高
祖
︑
G
呂
后
藏
於
寶
庫
︑
守
者
見
白
氣
從

戶
中
出
如
龍
虵
︒
呂
氏
¯
寶
庫
名
曰
靈
金
藏
︒
G
諸
呂
擅
權
︑
白
氣

亦
滅
︒
惠
�
卽
位
︑
以
此
貯
禁
兵
︑
名
曰
靈
金
府
﹂
と
あ
る
︒
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(41
)

『藝
�
類
聚
﹄
卷
六
〇
軍
器
部
・
劍
に
︑﹁
列
子
曰
︑
衞
孔
周
︑
其

祖
得
殷
�
之
寶
劍
︑
越
子
=
之
︑
却
三
軍
之
衆
︒
其
一
曰
含
光
︑
視

之
不
可
見
︑
�
之
不
知
其
%
觸
︑
泯
然
無
際
︑
經
物
而
物
不
覺
︒
二

曰
承
影
︑
將
旦
昧
爽
之
�
︑
日
夕
昏
B
之
際
︑
北
面
察
之
︑
淡
焉
若

!
物
在
︑
莫
識
其
狀
︑
其
觸
物
也
︑
寂
無
!
聲
︑
而
物
不
疾
︒
三
曰

霄
練
︑
方
晝
見
其
影
︑
不
見
光
︑
驢
騞
然
而
�
︑
隨
合
︑
覺
疾
而
不

血
Ý
︒
此
三
寶
傳
之
十
三
世
矣
﹂
と
あ
る
︒

(42
)

ま
た
﹃
�
記
﹄
卷
五
三
蕭
相
國
世
家
・﹃
索
隱
﹄
は
﹃
春
秋
雲
﹄

を
引
き
︑
﹁
蕭
何
感
昴
精
而
生
︑
典
獄
制
律
﹂
と
す
る
︒

(43
)

~

(25
)
�
揭
書
︒

(44
)

~

(
30
)
�
揭
論
考
︒

(45
)

~

(
30
)
�
揭
論
考
︒
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the Warring States period, therefore, it is not a description of a plan actually carried

out in the Spring and Autumn period as previously claimed. As for the part

devoted to the“canguo”參國, similar descriptions are seen in other works, therefore,

it is possible that such a plan to form an administrative organization by

accumulating a fixed number of families might actually have been carried out in the

Qi state during the Warring States period.

On the other hand, the “Xiaokuang” focuses on the canguowubi with the aim of

creating a wealthy state and strong army. The “Xiaokuang” chapter changed the

name of the chief of bi to that which corresponded to that of the chief of the guo,

giving the guo and bi the same administrative organization, and by strengthening

the control of bi, made it equal in strength to the guo. Furthermore, as it appears

that a higher administrative unit was placed above shu屬 within the bi, this plan

was also intended to provide for territorial expansion.

This paper concludes that the canguowubi was in fact a plan that reflects the

actual situation in the Qi state during the Warring States period rather than one

implemented in the Spring and Autumn period as has previously been suggested,

and that the aims of the “Qiyu” and the “Xiaokuang” were to propose plans to

reorganize the state system in order to strengthen monarchʼs power and control.

THE SERPENT SLAYING SWORD (ZHANSHEJIAN斬蛇劍) OF

EMPEROR GAOZU OF THE HAN DYNASTY AND

ITS HISTORICAL DEVELOPEMENT

MEGURO Kyoko

The Serpent Slaying Sword is famous in Chinese history as the sword with

which Liu Ban, Emperor Gaozu 高祖劉邦 of the Han dynasty, killed the white

serpent. Since that sword was conveyed in the ritual of accession to the imperial

throne, it can be regarded as the regalia of the Han Dynasty. Nishijima Sadao

previously described the process of how the sword became such a treasure. In this

paper, I reconsidered the process that Nishijima observed and the appearance of the

sword, and then considered the historical development of the sword by further

focusing on the fact that two different lengths for the same sword can be seen in

sources from the Han, Wei, Jin and Northern and Southern Dynasties periods.

In the imperial accession ritual described in the Treatise on Ritual (禮儀志) of
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the Later Han History (續漢書), the Serpent Slaying Sword was awarded to the

new emperor by an attendant of the Yellow Gate (中黃門掌兵) in the inner palace

who dealt with imperial weapons. The sword had decorative jade fittings (玉具劍)

and measured seven chi尺 in length. The number seven is associated with fire in

the Five Elements Theory.

The tale of slaying serpent by Liu Bang that lies behind the Serpent Slaying

Sword originally signified lending prestige of the army god Chiyou 蚩尤 to Liu Bang.

Late in the Former Han era, Liu Xiang 劉向 advocated the theory that the Han

conforms to the fire virtue , changing the interpretation of the Liu Bangʼs tale, and

the tale then began to be regarded as a sign that Liu Bang received the appointment

by heaven as a king who conformed to the fire virtue. The prophecy of Chijingzi

(赤精子之讖), which appeared around the same time, explained that the Han would

once again receive appointment by heaven under pretence of Liu Bang as the sense

of crisis over the continuation of the dynasty spread throughout society as a whole.

We may surmise that the tale of the Serpent Slaying Sword seven chi in length was

created in the context of the acceptance of the theory that the Han conformed to

the fire virtue and the growing expectations of the spiritual power of the founder,

Liu Bang. After the fall of the Former Han dynasty, the sword appeared as the

Qichibaojian七尺寶劍 of Emperor Gengshi  始! in historical sources, and when

Chimei 赤眉 surrendered to Emperor Guangwu 光武!, it was physically handed

down to him.

And after the inheritance relationship between Liu Bang and Emperor

Guangwu was confirmed by revision of the Rites of Suburban Sacrifice (郊祀),

execution of Rites of Feng and Shan (封禪) and distribution of prophecy documents

(圖讖), the seven chi sword that slayed a serpent became the regalia of the Han

dynasty, symbolizing the military authority and the appointment by heaven of the

two.

The Serpent Slaying Sword with a length of seven chi seems to have been lost

shortly after the destruction of the Han dynasty. In some historical sources from

the Wei, Jin and Northern and Southern Dynasties periods, the Serpent Slaying

Sword is described as having a length of three chi. The Gujindaojianlu古今刀劍錄

written by Tao Hongjing 陶弘景 was a record that described the genealogy of

swords as Taoist treasures, and it included that of Liu Bang. Analyzing of the tale

about the casting of the Serpent Slaying Sword in theWang Zinianʼs Shiyiji王子年

拾(記, one sees that its components are in agreement in large measure with the

elements of the Taoist philosophy of swords. Therefore, after the Wei-Jin period, it

is thought that the tale of the Serpent Slaying Sword with a length of three chi was
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reborn under the influence of Taoism thought.

DIRECT RULE BY EMPEROR HUAN OF THE LATER HAN AND

PARTICIPATION IN THE GOVERNMENT BY EUNUCHS

WATANABE Masatomo

As a part of an elucidation of the character of the emperorʼs rule in the latter

part of the Later Han, I examine in this paper the political background of the

involvement of eunuchs in personnel affairs during the reign of Emperor Huan 桓!,

when the Great Proscription, or ban on court factions (danggu 黨錮), occurred.

Through this examination, I also explore clues to understanding the background of

the Great Proscription and its historical significance with a focus on the

characteristics of the emperorʼs rule and the political activities of eunuchs.

After having removed his maternal relative Liang Yi 梁冀, Emperor Huan

appointed people who had been cooperative with Liang Yi as the Three Dukes

(sangong 三公). Behind this move lay the political issue of Emperor Huanʼs own

lack of legitimacy. However, these people had, by likening Liang Yi to the Duke of

Zhou, endeavored to reject the rule of the Liu 劉 clan. Emperor Huan accordingly

had eunuchs recommend people, whom he then appointed as the Three Dukes. In

this way Emperor Huan sought to create a new force that would back his

succession to the throne and would support his rule.

On the basis of the findings of the above investigations, it can be said that a

background factor in the weakening of emperorʼs rule during the Later Han

resulted from the enormous power wielded by eunuchs in regard to the political

issue of the uncertainty of the emperorʼs legitimacy. In other words, the weakening

of the emperorʼs rule during the Later Han arose as a result of the fact that

uncertainty surrounding the emperorʼs authority had distorted the manner in which

he assumed power. Further, on the basis of the findings of this paper, it should now

become possible to reexamine the political background of the Great Proscription

during Emperor Huanʼs reign by focusing on his lack of legitimacy and the eunuchsʼ

involvement in personnel affairs.
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