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支
那
哲
學
史
上
朱
子
の
占
む
る
地
位
に
就
い
て
は
今
更
臓
臓
を
要
し
な
い
、
彼
が
纒
學
史
上
後

面
に
及
ぼ
し
た
影
響
．
も
頗
る
多
大
で
あ
る
が
、
日
本
の
欝
來
の
盛
者
は
多
く
朱
子
の
形
而
上
學
倫

理
學
の
方
面
に
偏
し
て
研
究
し
た
槻
が
あ
っ
て
、
彼
の
経
叙
上
の
功
績
に
就
い
て
詳
し
く
説
い
て

居
な
い
や
う
で
あ
る
、
斯
る
貼
か
ら
朱
子
の
學
問
の
全
膿
系
を
理
解
せ
ん
ご
す
る
に
湿
り
自
分
は

先
づ
洪
益
の
方
面
か
ら
朱
子
の
業
績
を
窺
ひ
然
る
後
、
形
而
上
學
説
、
倫
理
説
其
他
の
者
に
及
ぼ
う

ビ
志
し
た
。
斯
く
す
る
こ
ご
は
一
面
に
於
て
朱
子
．
の
學
問
の
二
二
を
も
明
に
す
る
こ
ε
が
出
來

る
ε
二
つ
π
か
ら
で
も
あ
る
、
且
此
の
企
圖
を
實
行
ず
る
に
刺
戟
を
與
へ
た
こ
ε
は
此
よ
り
前
に

　
　
　
　
朱
子
の
禮
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
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二

朱
子
の
伺
書
に
卜
す
る
研
説
を
窺
っ
て
共
の
弊
誌
識
斜
眼
に
推
服
し
た
こ
ご
で
あ
る
。
索
書
に
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
研
究
は
清
朝
に
入
っ
て
先
づ
閻
霊
亀
が
「
古
文
蘭
書
疏
謹
」
を
著
は
し
て
薔
來
の
研
究
を
殆
ん

ざ
根
紙
か
ら
覆
し
た
こ
ご
に
始
・
ま
り
嬉
々
ご
考
謹
言
的
研
究
が
行
は
れ
孫
星
術
、
段
玉
裁
、
恵
棟
、
皮

錫
瑞
等
の
述
作
を
訂
し
、
除
す
虚
無
き
迄
に
…
進
ん
だ
、
清
朝
の
伺
書
研
究
の
草
分
け
ε
見
徹
す
べ
き

は
閻
若
立
で
あ
る
が
若
環
に
大
な
る
暖
示
を
與
へ
π
者
は
朱
子
で
あ
る
、
就
中
朱
子
が
爾
書
の
大

序
小
序
を
文
章
の
格
調
の
上
よ
り
漢
人
の
作
で
な
く
六
朝
人
の
作
で
あ
ら
う
ご
推
定
し
古
文
ご

濡
せ
ら
る
、
も
の
が
却
っ
て
讃
み
易
く
、
今
文
ご
言
は
る
、
も
の
が
之
に
反
し
て
讃
み
難
い
の
を

疑
つ
セ
黙
は
若
壕
の
爾
書
研
究
の
上
の
偉
大
な
貢
獣
で
あ
る
眞
古
文
ご
偏
古
文
こ
の
鑑
別
に
大

な
る
寄
與
を
な
し
て
居
る
。
清
朝
の
経
學
者
の
多
く
は
宋
代
の
儒
者
は
塞
理
を
談
ず
る
弊
に
瞳

し
て
、
好
事
求
是
を
顧
み
な
い
ご
非
難
す
る
け
れ
こ
も
此
の
非
難
は
恐
ら
く
朱
子
に
は
當
ら
な
い

で
あ
ら
う
、
且
宗
谷
の
長
所
は
経
書
の
池
論
に
あ
っ
て
其
の
黙
は
微
細
な
考
謹
稜
勘
に
没
頭
す
る

清
朝
の
幅
下
濤
の
到
底
及
ば
な
い
所
で
あ
る
、
朱
子
が
通
論
に
非
常
に
秀
で
て
居
る
邑
は
前
の
爾

書
研
究
の
功
績
に
見
て
も
明
で
あ
る
。
斯
る
所
よ
り
自
分
は
冷
㌦
経
雷
声
重
要
な
地
位
を
占
む
る

禮
の
玉
壷
に
面
す
る
朱
子
の
所
説
を
槍
下
し
て
見
や
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
が
朱
子
の
禮
の
學
問

に
就
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
．
少
く
ビ
も
一
朱
子
の
槻
念
し
た
る
禮
の
意
義
、
二
儒
激
の
経
典
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（



三
漕
…
に
令
す
る
研
究
，
三
朱
子
の
，
鋤
作
せ
ん
こ
せ
る
禮
は
如
何
な
る
用
意
を
以
て
せ
ら
れ
、
叉
制
作

し
た
る
禮
は
如
何
な
る
も
の
か
の
諸
黙
に
就
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
経
學
を
経
書
の
學

問
ご
槻
念
す
れ
ば
、
第
二
項
が
最
も
重
要
問
題
で
あ
る
、
然
し
現
今
の
自
分
の
研
究
の
程
度
に
て
は

之
を
紹
介
す
る
こ
ご
は
毘
來
て
も
製
鋼
す
る
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
に
よ
り
、
此
の
項
に
就
い
て
述

べ
る
の
を
他
日
に
護
り
第
一
項
ご
第
二
項
の
一
部
分
ビ
に
就
い
て
以
下
に
少
し
く
述
べ
て
見
た

い
ε
思
ふ
。

二

L＞37

　
論
語
の
修
士
篇
の
「
禮
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
零
す
」
ご
の
有
子
の
言
葉
に
朱
子
は
注
騨
を
な
し
て

「
禮
な
る
者
は
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
な
b
」
ざ
言
ひ
、
論
語
の
爲
政
篇
の
「
生
之
に
事
ふ
る
に
禮
を

以
て
し
死
之
を
葬
む
る
に
禮
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に
禮
を
以
て
す
」
こ
の
孔
子
の
語
の
朱
注
に
は

「
禮
は
即
ち
理
の
節
交
な
り
」
ご
あ
る
。
其
他
、
顔
淵
篇
、
學
而
早
筆
に
も
同
様
の
注
騨
が
施
こ
さ
れ
て

居
る
。
節
文
ご
は
口
㎜
笛
文
章
の
こ
ご
で
、
更
に
詳
し
く
言
へ
ば
曲
折
、
厚
響
，
淺
深
の
差
等
が
あ
り
、
自

然
の
ま
、
の
も
の
に
洗
練
を
加
へ
て
あ
る
こ
ε
で
あ
る
。
天
理
ご
は
朱
子
の
形
而
上
學
の
根
本

概
念
で
あ
る
、
太
極
ご
言
ふ
言
葉
ご
も
同
じ
で
あ
る
、
太
極
帥
天
理
ご
は
宇
宙
平
物
の
根
源
で
、
濁
立

　
　
　
　
朱
子
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禮
設
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四

自
存
の
も
の
、
完
全
圓
満
に
し
て
始
め
な
く
終
り
な
き
根
本
實
在
で
あ
る
、
全
て
の
物
は
皆
天
理
を

有
し
、
天
理
は
全
て
の
物
に
内
存
す
る
。
　
然
ら
ば
天
理
は
如
何
に
し
て
禮
に
現
は
る
、
ビ
朱
子
は

考
へ
た
か
、
朱
子
語
類
の
葉
賀
孫
の
録
す
る
一
笛
に
術
書
尭
典
の
「
天
有
典
を
叙
し
我
五
典
を
自
ふ

五
な
が
ら
「
敦
く
せ
よ
や
、
国
有
禮
を
慨
し
我
五
禮
を
自
ふ
五
な
が
ら
庸
ひ
よ
や
」
の
句
を
引
き
其
下

に
「
這
箇
の
典
禮
は
自
ら
是
天
理
の
當
然
、
他
に
一
毫
を
歓
ぎ
得
す
他
に
一
毫
を
添
へ
得
す
。
惟
是

聖
人
の
心
は
天
ご
合
H
す
、
故
に
這
の
禮
を
行
ひ
均
し
一
も
天
理
ご
合
は
ざ
る
な
し
、
其
聞
曲
折
厚

典
雅
深
、
恰
好
な
ら
ざ
る
な
し
、
這
は
都
て
早
れ
聖
入
女
ら
撰
嵩
ず
る
に
あ
ら
す
、
都
て
罵
れ
天
理
淡

定
し
著
し
て
此
の
如
か
る
べ
し
。
後
人
此
の
四
聖
入
の
心
に
似
る
を
得
す
、
只
聖
人
の
已
に
行
へ

る
底
、
聖
人
の
後
世
に
傳
ふ
る
所
の
底
を
湿
て
、
這
の
様
子
に
幾
っ
て
倣
す
、
徹
し
得
て
合
ふ
時
便
ち

是
天
理
の
自
然
に
合
す
」
ご
あ
る
。
即
天
理
は
圓
満
完
全
に
し
て
一
毫
を
も
添
減
す
る
を
得
な
い
、

禮
も
亦
圓
満
完
全
の
も
の
で
一
毫
を
も
伽
戯
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
。
入
間
の
中
の
最
も
秀
れ

た
聖
人
の
心
は
天
理
ご
合
一
す
る
に
よ
り
禮
を
行
へ
ば
一
こ
し
て
天
理
に
合
一
せ
な
い
も
の
は

な
い
、
聖
人
が
禮
を
行
ふ
時
に
は
其
問
に
曲
折
厚
藩
淺
深
の
差
別
即
品
節
が
あ
り
皆
妥
當
で
あ
る
。

此
は
聖
人
の
心
も
腸
満
完
全
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
ふ
。
禮
は
聖
入
自
ら
作
り
出
し
た
も
の
で
な

ズ
聖
人
の
心
の
本
禮
を
な
す
天
理
が
琶
柔
茄
の
如
ズ
越
廼
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
後
世
の
人
は
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聖
人
ε
同
じ
心
を
有
す
る
こ
ご
が
寓
聾
す
天
理
を
全
く
身
に
艦
し
な
い
か
ら
先
世
の
聖
人
の
巳

に
行
っ
た
蓬
、
聖
人
の
後
世
に
傳
へ
た
も
の
を
模
範
こ
し
て
行
ふ
が
其
の
模
範
に
巧
に
合
致
す
る

こ
ご
が
掲
來
だ
時
に
は
天
理
の
自
然
に
合
す
る
こ
ご
が
出
來
る
Q
要
す
る
に
禮
は
天
理
の
顯
現

で
あ
る
が
此
が
普
池
の
人
間
の
認
識
の
甥
象
こ
な
り
、
實
行
を
指
導
す
る
契
機
こ
な
う
得
る
の
は

理
想
的
人
格
者
た
る
聖
人
を
仲
介
こ
し
思
入
は
自
己
の
任
意
の
意
志
に
從
っ
て
禮
を
作
り
由
す

の
で
は
な
く
自
己
の
本
禮
で
あ
る
天
理
を
外
的
活
動
ご
し
て
自
然
に
登
現
し
、
其
の
活
動
は
全
く

天
理
に
由
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
。
普
通
の
入
間
は
聖
人
ご
同
じ
心
を
有
す
る
こ
ご
が
出
來

な
い
，
只
聖
人
の
外
的
活
動
ご
し
て
著
は
し
た
も
の
又
は
記
録
せ
ら
れ
た
も
の
を
模
倣
す
る
の
み

で
あ
る
。
然
し
聖
人
の
模
範
に
完
全
に
遵
從
す
れ
ば
天
理
に
合
一
す
る
こ
ご
が
出
家
る
、
人
間
の

目
的
は
出
來
…
得
る
限
り
天
理
に
近
づ
き
天
理
を
贈
脚
す
・
る
こ
蔦
で
あ
る
。
　
言
葉
を
換
へ
て
言
へ
ば

本
然
の
性
を
登
現
し
悟
得
す
る
こ
ご
で
あ
る
、
從
っ
て
禮
を
忠
實
に
履
行
す
る
こ
ε
は
入
間
の
目

的
を
達
す
・
る
こ
ご
に
も
な
る
。
象
子
は
或
場
合
に
は
土
入
が
禮
を
制
作
・
す
る
こ
ご
を
言
っ
て
居

る
が
其
は
如
上
の
所
説
か
ら
見
る
な
ら
ば
聖
人
の
任
意
の
制
作
ご
見
遷
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

禮
の
制
作
ご
聖
人
こ
の
開
係
に
つ
い
て
朱
子
ご
萄
子
ε
の
間
に
幽
妙
の
差
異
が
あ
る
。
筍
子
は

禮
論
篇
に
「
人
間
は
生
れ
て
欲
が
あ
る
，
欲
し
て
得
ら
れ
な
い
ご
求
め
る
に
至
る
、
求
め
て
度
量
分
界

　
　
　
　
朱
子
の
禮
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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ハ

（
制
限
）
が
な
い
ご
雫
（
他
人
ご
）
は
ざ
る
を
得
な
い
や
う
に
な
る
、
雫
へ
ば
観
が
生
じ
、
胤
が
生
す
れ
ば
窮

す
る
、
先
王
は
凱
を
悪
む
が
故
に
禮
義
を
工
作
し
て
之
を
分
ち
人
の
欲
を
養
ひ
人
の
求
め
を
給
し
、

欲
を
し
て
物
を
窮
め
な
い
や
う
に
、
物
を
し
て
欲
に
思
せ
な
い
や
う
に
し
、
選
者
を
相
持
し
て
生
せ

し
む
る
是
が
禮
の
起
る
所
以
で
あ
る
」
こ
の
意
味
を
述
べ
て
居
る
。
個
人
の
欲
望
の
無
制
限
な
満

足
追
求
は
魁
會
の
他
の
人
々
の
欲
望
の
満
足
を
阻
害
す
る
こ
ご
に
な
り
（
欲
望
の
封
象
が
無
限
で

な
い
か
ら
、
利
害
の
衝
突
を
亡
し
魚
鋤
を
惹
超
す
る
に
至
る
故
に
先
王
は
個
人
の
欲
望
を
全
く
無

覗
せ
す
或
制
限
の
下
に
出
認
る
丈
の
満
足
を
與
へ
欲
望
ご
饗
象
こ
の
適
當
な
る
耶
衡
を
得
し
む

る
た
め
に
禮
を
制
作
し
た
ご
考
へ
た
。
先
王
ご
は
換
言
す
れ
ば
底
入
で
あ
る
。
此
に
由
っ
て
之

を
観
れ
ば
荷
子
は
禮
を
加
入
の
人
間
救
濟
の
動
機
よ
り
任
意
に
制
作
し
た
も
の
ε
し
側
作
に
重

き
を
購
い
て
居
る
が
朱
子
は
更
に
制
作
の
奥
に
天
理
の
決
定
を
認
め
て
形
而
上
學
的
に
説
明
し

て
居
る
Q
朱
子
は
禮
を
天
理
の
節
交
ご
定
義
し
た
が
節
丈
の
漏
電
は
孟
子
の
離
婁
章
句
上
の
「
禮

の
實
は
斯
の
二
者
（
事
レ
親
、
從
レ
兄
）
を
節
交
す
る
是
な
り
」
の
句
，
及
禮
記
の
坊
記
に
「
禮
な
る
者
は
人
情
に

因
っ
て
之
が
飾
紐
を
な
し
以
て
民
の
坊
ご
な
す
」
の
句
の
中
に
見
え
、
程
伊
川
も
禮
は
人
情
に
よ
っ

て
節
止
を
な
せ
る
も
の
こ
考
へ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
朱
子
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
解
止
ご
云

ふ
こ
ご
は
出
凍
濾
。
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未
子
は
本
盤
論
宇
宙
論
に
於
て
理
ご
氣
ε
の
封
立
を
説
き
入
生
論
に
於
て
性
ご
情
ご
の
封
立

を
説
い
た
、
然
し
時
こ
し
て
は
理
ご
性
ε
、
氣
ご
情
ご
を
同
一
に
見
て
居
る
場
合
も
あ
る
，
而
し
て
理

ご
氣
、
性
ご
情
ビ
の
問
に
本
末
精
粗
完
不
完
、
の
差
別
を
説
い
た
。
性
情
の
封
立
に
於
て
禮
は
何
れ

に
厩
．
す
る
ご
朱
子
は
考
へ
た
ら
う
か
、
孟
子
の
公
孫
丑
章
句
上
の
「
側
隠
の
心
は
仁
の
端
な
り
、
差
…
悪

の
心
は
義
の
端
な
り
、
僻
譲
の
心
は
禮
の
端
な
り
，
是
非
の
心
は
智
の
端
あ
朱
注
に
「
測
隠
、
董
悪
，
僻
譲
、

是
非
は
情
な
り
、
仁
義
禮
智
は
性
な
り
、
心
は
性
、
情
を
統
ぶ
る
者
な
り
、
端
は
緒
な
り
、
其
の
情
の
登
す

る
に
因
っ
て
性
の
本
然
、
得
て
見
る
べ
し
猶
ほ
物
内
に
在
っ
て
緒
の
外
に
見
は
る
、
が
如
し
を
説

明
し
て
居
る
。
郎
禮
は
性
で
、
僻
譲
は
情
で
あ
る
、
心
ご
は
性
ご
情
ご
を
概
括
し
た
も
の
で
あ
る
、
端

は
緒
（
糸
口
、
で
あ
る
、
情
の
登
現
に
よ
っ
て
性
の
本
然
を
認
め
る
こ
ε
が
出
來
る
が
性
は
本
で
あ
り

完
全
な
も
の
で
あ
る
が
情
は
末
で
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
，
普
通
常
識
で
は
僻
譲
を
禮
ご
考
へ
る

が
其
は
禮
の
末
で
あ
り
、
登
現
し
た
る
不
完
全
の
も
の
で
あ
る
。
端
の
解
毛
從
っ
て
性
ε
情
こ
の

關
係
の
見
方
は
趙
岐
や
伊
藤
仁
齋
等
は
朱
子
ご
異
っ
て
居
る
、
此
等
の
際
々
は
端
の
字
は
本
と
同

じ
意
味
で
側
隠
、
董
悪
、
僻
…
譲
、
是
非
は
仁
義
禮
智
の
根
本
で
あ
る
ご
考
へ
性
ご
情
．
心
ビ
端
ご
の
間
に

　
　
　
　
朱
子
の
禮
説
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朱
子
の
如
き
償
値
の
差
別
を
認
め
て
居
な
い
、
孟
子
の
思
想
の
忠
實
正
確
な
安
瀬
ご
し
て
は
寧
ろ

常
識
的
に
見
た
古
義
家
の
解
繹
を
信
ず
べ
き
で
あ
ら
う
。
之
を
朱
子
自
身
の
思
想
の
説
述
ご
見

れ
ば
解
答
の
當
血
盟
は
別
問
題
こ
し
て
興
味
を
畳
え
る
も
の
で
あ
る
，
然
し
弦
に
注
意
す
べ
き
は

朱
子
は
禮
ε
晶
晶
こ
の
關
係
を
性
ご
情
こ
の
關
係
ご
し
た
見
方
を
普
遍
的
に
適
用
せ
す
他
の
場

合
に
は
常
識
的
な
見
方
に
蛋
協
し
て
居
る
こ
ご
で
あ
る
。
論
語
の
泰
伯
篇
の
「
詩
に
興
b
、
禮
に
立

ち
、
樂
に
成
る
、
」
こ
の
孔
子
の
言
葉
を
解
法
す
る
に
「
禮
は
恭
敬
僻
遜
を
以
て
本
ご
な
し
無
文
度
数
の

詳
あ
り
」
ご
言
っ
て
居
る
が
恭
敬
嚇
遜
ご
僻
譲
ご
は
同
じ
こ
ご
で
あ
る
か
ら
朱
子
も
亦
僻
護
を
禮

の
本
ε
考
へ
た
ε
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
さ
す
れ
ば
言
言
等
の
見
方
ご
一
致
す
る
ご
言
へ
や
う
、
考
へ

や
う
に
よ
っ
て
は
此
の
不
徹
底
は
朱
子
が
孟
子
を
解
鐸
す
る
場
合
ご
論
語
を
注
解
す
る
場
舎
ご

に
態
度
を
異
に
し
孟
子
に
は
哲
學
的
に
論
語
に
は
常
識
的
に
説
明
し
や
う
こ
し
た
ご
こ
ろ
か
ら

來
た
こ
も
言
へ
、
強
い
て
尤
め
る
に
及
ば
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
彼
此
の
問
に
不
徹
底
な
る
適
用

の
あ
る
こ
ご
は
否
定
轟
家
な
い
Q
孔
子
は
論
語
の
庶
政
篇
に
「
之
を
導
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
を
齊

ふ
る
に
薩
を
以
て
す
」
ご
言
っ
た
。
此
は
禮
の
み
が
入
間
生
活
の
唯
一
普
遍
の
原
理
で
な
く
、
禮
は

他
の
原
理
ご
並
立
す
る
も
の
ご
見
た
の
で
あ
ら
う
、
其
後
の
儒
者
も
多
く
は
此
の
見
解
を
持
っ
て

居
っ
た
Q
然
ら
ば
朱
子
は
如
何
に
見
た
か
、
今
之
を
前
掲
の
爲
政
篇
の
丈
の
集
注
、
に
就
い
て
見
る
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に
「
鴨
島
へ
ら
く
、
政
な
る
者
は
治
を
爲
す
の
具
、
刑
な
る
者
は
治
を
書
く
る
の
徳
、
徳
禮
恩
則
ち
治
を

出
す
所
以
の
本
、
徳
は
叉
禮
の
本
な
り
、
此
其
れ
急
難
を
相
記
す
也
、
偏
磨
す
べ
か
ら
す
ご
錐
も
然
か

も
政
刑
は
民
を
し
て
罪
を
蓬
ざ
か
ら
し
む
る
の
み
、
徳
禮
の
数
は
則
ち
民
を
し
て
臼
々
善
に
遷
っ

て
自
ら
知
ら
ざ
ら
し
む
、
故
に
民
を
盗
む
る
者
は
徒
ら
に
其
の
末
を
特
む
べ
か
ら
す
、
當
に
其
の
本

を
深
く
探
る
べ
し
セ
言
ひ
、
又
政
は
法
制
－
禁
禽
で
あ
り
、
政
の
言
は
正
で
あ
っ
て
入
の
不
正
を
正
す

所
以
で
あ
る
、
徳
の
言
は
得
で
あ
る
、
遣
を
行
っ
て
心
に
得
る
有
る
も
の
こ
言
っ
て
居
る
，
即
政
も
徳

も
禮
も
共
に
人
間
生
活
に
敏
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
管
相
野
っ
て
始
め
て
人
間
の
完
金
な
る
生
活
を

遽
げ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
刑
は
入
問
が
悪
い
，
菰
野
を
な
し
た
時
に
之
を
矯
正
し
或
は
営
め
罰

を
輿
へ
る
こ
ご
を
想
は
せ
て
悪
い
行
爲
を
爲
さ
な
い
や
う
に
防
止
す
る
も
の
で
濡
極
的
な
も
の

で
あ
る
、
徳
ご
禮
ご
は
人
間
を
し
て
善
な
る
行
爲
を
な
さ
し
む
る
積
極
的
の
も
の
で
あ
る
、
政
刑
は

末
で
徳
禮
は
本
で
あ
る
。
更
に
徳
ご
禮
ご
に
つ
い
て
言
へ
ば
徳
は
本
で
禮
は
末
で
あ
る
。
然
し

此
の
場
合
の
本
末
は
前
後
め
意
味
で
先
に
す
べ
き
も
の
後
に
行
ふ
べ
き
も
の
を
逼
慣
し
た
の
で

あ
ら
う
。

　
古
來
、
禮
の
解
繹
こ
し
て
禮
は
履
な
り
い
ふ
も
の
が
あ
っ
た
、
禮
も
履
も
共
に
音
が
＝
で
あ
る
ε

こ
ろ
か
ら
爲
さ
れ
た
支
那
の
學
者
の
言
葉
の
定
義
に
用
ふ
る
普
涌
…
の
仕
方
に
從
つ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
朱
子
の
禮
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



L）Ll‘i

　
　
　
　
哲
學
研
究
第
七
十
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｝
○

る
、
履
こ
い
ふ
こ
ご
は
「
行
思
す
る
」
こ
ご
で
あ
る
、
朱
子
は
禮
は
天
理
の
登
現
し
て
品
節
文
章
の
あ
る

も
の
こ
言
へ
る
ご
同
時
に
入
事
の
儀
急
な
）
ご
言
っ
た
、
人
事
の
儀
則
ご
は
入
間
の
気
嵩
酌
生
活

の
模
範
標
準
ご
言
ふ
意
思
で
あ
る
、
然
る
に
語
類
の
葉
賀
孫
に
語
っ
た
班
に
て
は
普
彊
の
入
間
は

聖
人
の
行
爲
し
た
　
に
二
っ
て
行
ふ
ε
言
っ
て
居
る
か
ら
普
通
の
入
間
は
聖
人
の
示
し
起
入
間

の
外
面
的
生
活
の
模
範
標
準
に
二
っ
て
行
ふ
べ
き
で
あ
る
、
故
に
禮
を
踏
み
行
ふ
、
或
は
法
期
に
從

っ
て
認
識
す
る
意
味
か
ら
履
な
り
ご
言
ふ
な
ら
ば
首
肯
し
得
る
、
朱
子
文
集
の
「
講
禮
記
序
説
あ
首

に
「
嘉
之
を
聞
一
、
博
く
學
ん
で
先
王
六
藝
の
文
を
守
り
柔
し
て
以
て
其
の
辞
を
閉
り
講
じ
て
以
て

其
の
意
に
通
じ
て
之
を
約
す
る
無
け
れ
ば
學
に
●
あ
ら
ざ
る
な
り
、
故
に
曰
く
博
く
學
ん
で
詳
に
之

を
説
く
は
將
に
以
て
約
を
説
く
に
反
ら
ん
ご
す
る
な
り
ご
、
何
を
か
約
ε
謂
ふ
禮
是
也
，
禮
ビ
は
履

な
り
昔
の
請
し
て
説
け
る
も
の
是
に
至
っ
て
践
ん
で
包
む
べ
き
を
謂
ふ
な
り
故
に
夫
子
曰
く
潜

子
は
博
く
交
に
學
ん
で
之
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
ご
諸
子
の
夫
子
を
総
す
る
に
も
亦
曰
く
我

を
博
む
る
に
文
を
以
て
し
我
を
約
す
る
に
禮
を
以
て
す
ご
禮
の
義
た
る
其
れ
大
な
ら
ざ
ら
ん
や
」

ご
述
べ
て
居
る
、
學
問
の
目
的
は
軍
に
該
博
な
知
識
を
得
る
に
止
ま
ら
ず
之
を
禮
に
よ
っ
て
統
一

し
實
行
ず
る
こ
ご
に
あ
っ
て
此
の
意
昧
か
ら
け
禮
は
雪
行
ご
云
へ
る
の
で
あ
る
。
然
し
禮
は
履

な
り
ご
の
説
明
は
朱
子
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
、
朱
子
の
學
問
に
直
接
大
な
る
影
響
を
輿
へ
た
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程
伊
郷
も
禮
は
履
な
り
ご
言
っ
て
居
る
し
夏
に
右
く
は
後
漢
の
許
愼
が
設
文
解
字
の
禮
の
宇
の

解
鐸
に
於
て
言
っ
て
房
る
、
さ
れ
ご
説
明
の
仕
方
な
り
内
容
な
り
は
許
愼
ご
朱
子
こ
の
間
に
非
常

な
差
異
が
あ
る
、
許
鎭
の
説
明
は
禮
の
原
始
的
の
意
昧
を
表
は
し
て
居
て
興
昧
深
い
も
の
で
あ
る

か
ら
煩
冗
を
顧
み
す
次
に
違
べ
て
見
や
う
、
説
文
に
「
禮
は
履
な
り
紳
に
事
へ
幅
を
致
す
所
以
な
り

示
に
以
ひ
豊
に
以
ふ
」
ε
あ
り
更
に
示
ご
豊
ご
に
つ
き
「
示
は
早
る
、
象
、
吉
凶
を
見
し
人
に
示
す
所

以
な
り
二
に
夙
ふ
三
垂
、
日
月
星
な
り
天
文
を
槻
て
以
て
事
鍵
を
察
す
紳
に
事
ふ
る
を
示
す
」
、
「
豊
は

禮
を
行
ふ
の
器
な
り
、
豆
に
以
ふ
象
』
ご
裾
物
を
供
へ
て
紳
に
禮
拝
供
養
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
、

此
の
説
明
は
古
代
支
那
入
に
取
っ
て
宗
敏
的
生
活
が
入
間
生
活
の
極
め
て
重
要
な
部
分
を
占
め
．

儀
式
ご
言
へ
ば
紳
に
癖
馬
供
養
す
る
π
め
の
も
の
ε
考
へ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
紀
元
前

十
二
三
世
紀
の
頃
に
支
那
の
北
方
に
住
し
π
股
上
の
人
民
が
鬼
紳
を
奪
び
鬼
紳
に
事
へ
る
こ
ご

を
人
間
の
最
大
の
義
務
ご
心
得
，
之
を
怠
る
は
人
間
の
艶
態
の
罪
悪
ご
見
倣
し
、
政
治
や
道
徳
の
璽

落
は
「
に
宗
激
心
の
堕
落
よ
り
詐
る
ご
考
へ
た
こ
ご
、
許
愼
の
説
明
ご
を
思
ひ
合
は
し
て
見
る

ご
頗
る
興
味
を
即
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
，
o
に
朱
子
の
禮
の
意
義
の
説
明
は
彼
の
形
而
上
學
の

根
本
概
念
で
あ
る
天
理
の
早
事
ご
見
た
黙
に
前
入
の
未
だ
試
み
な
か
っ
た
深
々
の
あ
る
も
の
こ

認
め
る
け
れ
ざ
も
時
に
は
奮
摩
の
説
を
其
儘
縫
辞
し
て
常
識
の
立
場
に
留
ま
っ
て
居
た
こ
ご
も

　
　
　
　
団
子
の
禮
蹴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一
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認
め
ら
れ
る
。
爾
禮
を
個
人
の
道
徳
的
生
活
の
一
原
理
ε
し
て
其
の
意
義
を
説
い
て
は
居
る
が

未
だ
禮
を
一
の
就
會
現
象
ε
し
見
て
其
の
意
義
ご
下
値
ε
を
明
に
説
い
て
居
な
い
の
は
物
足
）

な
い
。
其
の
瓢
で
は
謹
話
の
所
説
の
方
が
興
味
を
惹
く
の
で
あ
る
。

四

　
導
入
は
天
理
を
騰
現
し
て
入
間
の
世
界
に
禮
を
存
在
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
、
聖
人
は
屡
々
没

の
中
に
出
現
し
な
い
。
支
那
の
病
者
は
古
代
を
黄
金
晴
代
ご
見
、
聖
人
も
古
代
に
は
出
現
し
た
が

其
の
後
は
民
衆
の
先
評
者
ε
し
て
は
言
入
が
あ
る
の
み
こ
考
へ
た
り
禮
は
聖
人
の
行
っ
た
も
の

ピ
の
朱
子
の
考
へ
か
ら
す
れ
ば
禮
は
聖
人
の
串
現
し
た
時
に
完
成
し
た
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
完
成
し
た
る
禮
は
其
儘
其
の
完
全
な
形
態
を
持
照
し
て
來
た
で
あ
ら
う
か
、
天
理
が
圓
浦

完
全
で
あ
る
ご
共
に
恒
久
不
墾
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
其
の
顯
現
で
あ
る
禮
も
恒
久
不
墾
な
も

の
で
あ
ら
う
ε
は
論
理
的
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
朱
子
は
果
し
て
如
何
に
考
へ
た
で
あ
ら

う
か
、
暫
く
此
の
問
題
に
就
い
て
朱
子
の
所
説
を
調
べ
て
見
や
う
。
朱
子
文
集
の
「
乞
修
三
禮
劉
子
」

へ
三
面
ご
は
周
禮
，
儀
禮
、
内
記
に
「
臣
之
を
聞
く
六
縷
の
道
は
鯖
を
同
じ
う
す
れ
ざ
禮
樂
の
用
を
急
ε

な
す
、
秦
の
滅
學
に
遭
い
て
禮
樂
先
づ
馨
る
、
瀧
晋
以
來
の
諸
儒
補
紙
す
れ
ご
寛
に
全
書
な
く
其
の
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頗
る
存
す
る
者
は
三
禮
の
み
周
官
（
周
禮
の
こ
ご
）
の
一
書
は
固
よ
り
禮
の
綱
領
た
り
其
の
儀
法
度

数
に
至
っ
て
は
姻
ち
群
峰
は
乃
ち
其
の
本
経
に
し
て
禮
記
の
郊
野
牲
、
冠
義
母
の
篇
は
乃
ち
其
の

義
説
へ
意
義
を
説
明
せ
る
も
の
こ
の
意
な
b
）
の
み
、
此
よ
り
前
号
ほ
三
禮
、
骨
髄
，
學
究
の
諸
事
（
科
畢
の

試
験
科
貝
あ
り
禮
行
は
れ
す
ご
錐
も
士
は
猫
ほ
議
干
し
て
其
の
設
を
知
る
を
得
だ
り
。
熈
寧
以

凍
、
格
安
石
は
態
制
を
墾
罰
し
儀
禮
を
壌
早
し
濁
り
禮
記
の
科
の
み
を
存
し
纒
（
儀
禮
を
指
す
）
を
棄

て
傅
（
櫨
記
を
言
ふ
）
に
任
じ
本
を
遺
れ
末
を
宗
ご
し
其
の
失
已
に
甚
だ
し
、
博
士
諸
生
は
又
其
の
虚

文
を
諦
し
て
慮
暴
（
受
験
）
に
供
す
る
に
過
ぎ
す
」
ご
述
べ
、
朱
子
語
群
に
沈
澗
の
録
す
る
語
の
一
節
に

は
，
今
臼
は
百
事
人
の
理
會
す
る
な
し
姑
く
禮
を
以
て
之
を
書
へ
ば
古
禮
は
既
に
之
を
考
ふ
る
莫

し
、
後
世
の
沿
革
因
襲
す
る
者
に
至
っ
て
も
亦
浸
く
其
の
意
を
失
ひ
、
止
に
浸
く
其
の
意
を
失
ふ
の

み
に
非
す
名
物
度
数
に
至
っ
て
も
曉
る
者
あ
る
な
く
差
舛
講
謬
し
て
着
眼
に
堪
へ
す
」
ざ
あ
り
．

又
朱
子
文
集
の
「
駿
三
家
禮
範
へ
程
伊
川
、
張
横
渠
、
司
馬
淵
公
）
に
「
鳴
呼
、
禮
の
康
る
、
こ
ご
久
し
夷
、
士
大

夫
幼
に
し
て
身
に
習
は
す
是
を
以
て
長
じ
て
家
に
行
ふ
な
く
、
長
じ
て
家
に
行
ふ
な
し
是
を
以
て

進
ん
で
朝
廷
に
議
し
郡
縣
に
施
こ
す
な
く
、
危
い
て
露
里
に
敢
へ
之
を
子
孫
に
傳
ふ
る
な
く
、
其
の

職
の
修
ま
ら
ざ
る
を
知
る
あ
る
莫
し
」
ご
書
い
て
居
る
。
叉
黒
黒
「
般
の
人
は
一
家
に
大
事
の
起

つ
た
時
禮
に
就
い
て
の
知
識
な
き
π
め
如
何
に
す
べ
き
か
を
知
ら
す
只
人
情
に
從
っ
て
手
厚
く

　
　
　
　
三
子
の
禮
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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さ
へ
す
れ
ば
禮
に
適
へ
る
も
の
こ
思
惟
し
て
居
る
こ
ご
を
葉
二
二
に
語
っ
て
居
る
。
（
朱
子
語
顛

葉
賀
孫
鎌
）
當
時
禮
は
期
の
如
き
情
態
で
あ
る
ご
嘆
息
し
た
朱
子
は
古
代
は
如
何
な
る
情
態
で
あ

っ
た
こ
思
っ
た
か
、
語
類
の
葉
賀
孫
に
語
っ
た
も
の
に
「
古
塁
は
上
下
習
熟
し
家
々
に
至
り
戸
々
に

驕
す
を
待
た
す
、
皆
飢
え
て
食
ひ
潟
し
て
飲
む
が
如
く
略
々
へ
少
し
も
の
意
）
其
の
難
き
を
駕
す
ハ
中
略
）

古
人
の
其
義
を
講
明
す
る
駈
以
の
も
の
は
其
儀
皆
在
り
其
の
具
並
べ
て
存
す
る
に
よ
り
耳
に
聞

き
目
に
見
る
こ
ご
是
の
禮
に
あ
ら
ざ
る
な
し
所
謂
三
千
（
威
儀
三
百
へ
黒
戸
）
は
較
然
ビ
し
て
知
る
べ

し
」
ご
あ
）
。
朱
子
文
集
の
「
講
禮
記
序
説
」
の
中
に
「
蓋
し
先
王
の
世
に
は
上
は
朝
廷
よ
り
下
は
闇
巷

に
達
す
る
ま
で
其
の
華
甲
に
章
あ
り
動
作
に
節
あ
b
て
斯
界
禮
の
實
な
る
者
は
皆
践
ん
で
之
を

履
め
り
夷
、
故
に
明
く
怪
獣
三
百
威
儀
三
千
は
其
人
を
待
っ
て
後
行
は
る
帥
ち
豊
に
必
ず
し
も
簡

策
に
し
て
後
喜
へ
ん
や
、
其
後
禮
磨
れ
儒
者
之
を
惜
み
乃
ち
始
め
て
論
著
し
て
書
を
作
り
世
に
傳

ふ
を
あ
）
。
又
別
に
葉
賀
孫
に
語
っ
た
言
葉
の
中
に
は
「
古
は
禮
學
は
量
れ
専
門
に
家
に
名
け
始

絡
此
事
を
理
解
せ
り
故
に
學
者
は
傳
授
す
る
斯
あ
）
て
絡
身
守
っ
て
之
を
行
ひ
、
凡
そ
禮
を
行
は

ん
ご
欲
し
て
疑
ふ
者
あ
れ
ば
轍
ち
に
就
い
て
贋
問
す
、
上
は
宗
瀬
朝
廷
よ
り
下
は
士
庶
郷
蕪
に
至

る
迄
箪
笥
各
々
分
明
な
る
所
以
な
り
漢
唐
の
時
猶
ほ
此
の
意
あ
り
」
ご
あ
る
此
等
を
要
す
る
に
朱

子
は
禮
は
古
代
に
盛
で
あ
っ
て
其
の
早
筆
の
四
々
は
禮
の
意
義
を
充
分
に
理
解
し
、
名
物
度
数
も
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其
頃
に
存
在
し
て
居
た
の
で
具
禮
的
な
知
識
が
あ
り
又
一
草
聖
の
專
門
家
が
あ
っ
て
禮
に
精
通

し
て
居
り
普
通
人
が
禮
に
關
し
て
疑
惑
を
戚
じ
た
時
は
専
門
家
に
就
い
て
質
問
を
な
し
實
際
に

禮
を
行
ふ
場
合
に
適
切
な
指
導
を
聴
く
る
こ
ε
が
出
陣
て
居
た
。
然
る
に
秦
の
暴
虐
な
る
政
治

は
儒
敷
の
文
化
を
破
壊
せ
ん
こ
し
儒
激
の
経
典
を
焼
き
學
者
を
抗
殺
し
た
の
で
禮
ピ
樂
ご
は
最

も
其
の
害
を
受
け
散
罪
す
る
に
至
っ
た
。
漢
代
に
な
っ
て
古
書
の
蒐
集
補
正
が
行
は
れ
三
禮
が

世
の
中
に
霞
で
た
が
全
書
で
な
い
た
め
古
聖
を
徹
底
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
、

然
し
省
少
数
の
專
門
家
が
あ
り
科
暴
の
試
験
の
科
目
こ
な
っ
て
居
っ
た
が
た
め
受
験
の
志
を
有

す
る
士
人
に
學
干
せ
ら
れ
て
居
た
、
王
安
石
が
撃
茎
を
試
験
科
目
か
ら
除
去
し
た
た
め
禮
の
研
究

は
盆
々
衰
へ
今
織
は
一
般
に
は
禮
の
素
養
な
く
其
の
思
す
ご
こ
ろ
は
見
る
に
堪
へ
な
い
ご
朱
子

は
考
へ
た
。
上
掲
の
朱
子
の
言
葉
の
当
地
書
登
生
の
裡
路
を
語
っ
て
居
る
電
池
い
節
が
あ
る
、
帥

ち
古
代
に
於
て
は
人
々
は
禮
を
履
み
行
っ
て
居
て
必
ず
し
も
記
録
さ
れ
た
も
の
を
通
じ
て
知
っ

て
居
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
禮
が
次
第
に
磨
れ
る
の
で
儒
者
が
之
を
記
録
し
て
禮
書
を
作
る
に
至

っ
た
こ
言
へ
る
こ
ご
は
他
の
下
敷
の
経
典
の
成
立
ご
同
じ
く
禮
も
之
が
記
録
せ
ら
る
、
に
至
つ

元
の
は
骨
骸
の
こ
ご
で
あ
る
ご
考
へ
た
の
で
あ
る
。
禮
は
殊
に
容
儀
を
重
ん
じ
其
の
み
を
專
門

に
傳
へ
た
家
の
あ
っ
た
こ
ご
は
史
記
や
漢
書
の
儒
林
傳
に
明
で
あ
る
、
容
儀
こ
し
て
傳
へ
ら
れ
て

　
　
　
　
朱
子
の
纏
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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居
る
間
に
時
代
が
墾
悪
し
て
其
の
意
義
の
不
明
に
な
り
か
け
た
ビ
こ
ろ
か
ら
其
の
意
義
を
説
く

必
要
が
生
じ
て
來
た
。
二
葉
の
士
冠
禮
や
士
昏
禮
の
絡
に
士
詳
記
や
二
士
記
の
附
い
て
居
る
の

は
此
の
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
記
帥
ち
説
明
が
更
に
進
ん
で
濁
立
の
気
流
こ
な
り
専
門
家
を
要

す
る
に
至
り
禮
記
の
み
の
專
門
家
が
出
家
た
も
の
で
あ
ら
ふ
Q
朱
子
の
如
上
の
言
葉
は
禮
経
成

立
の
研
究
の
上
に
大
な
る
暗
示
を
與
へ
る
も
の
で
あ
る
。
朱
子
は
禮
の
衰
微
の
原
因
は
一
禮
書

の
散
秩
し
た
る
た
め
古
禮
を
窺
知
す
る
に
困
難
に
な
っ
た
こ
ご
二
政
治
上
の
誤
れ
る
政
策
が
禮

の
實
行
及
研
究
の
登
達
を
阻
碍
し
た
こ
ご
に
求
め
て
全
く
外
的
な
事
情
に
由
る
も
の
こ
し
て
居

る
。
然
し
禮
の
衰
微
は
上
掲
の
外
的
な
原
因
か
ら
ば
か
り
以
る
も
の
で
な
く
其
他
禮
其
者
の
赴

會
生
活
に
封
し
書
聖
の
可
能
性
の
有
無
に
も
由
る
で
あ
ら
ふ
、
禮
の
中
肚
會
生
活
に
罪
し
適
癒
の

可
能
性
を
有
す
る
も
の
は
永
き
年
代
を
経
て
も
保
存
さ
れ
適
懇
の
可
能
性
を
訣
ぎ
只
一
時
に
適

す
る
も
の
は
時
代
を
経
過
す
る
間
に
陶
汰
さ
れ
る
、
朱
子
は
禮
に
攣
化
す
る
部
分
ご
愛
化
せ
ざ
る

部
分
ご
が
あ
る
ご
考
へ
た
が
其
の
説
は
魁
會
生
活
へ
の
適
懸
性
の
有
無
な
ご
い
ふ
立
脚
地
か
ら

立
て
、
居
る
も
の
で
な
く
受
歌
的
に
本
來
禮
の
中
に
獲
化
す
る
部
分
ご
愛
化
せ
ざ
る
部
分
を
想

定
し
圭
こ
し
て
禮
の
精
紳
的
要
素
の
重
要
な
も
の
に
不
霊
性
を
認
め
外
形
的
な
形
式
に
遜
化
の

あ
る
を
認
め
て
居
る
が
精
…
紳
的
要
素
の
方
面
に
も
黒
化
は
免
れ
な
い
で
あ
ら
ふ
ご
思
ふ
　
朱
子
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の
上
の
説
は
論
語
の
国
政
篇
の
孔
子
の
言
葉
の
「
般
は
夏
の
禮
に
因
る
、
損
盆
す
る
ご
こ
ろ
知
る
べ

き
な
り
、
周
は
股
の
禮
に
因
る
，
損
貸
す
る
こ
こ
ろ
知
る
べ
き
な
b
、
其
れ
周
に
繊
ぐ
も
の
あ
ら
ば
百

世
ご
錐
も
知
る
べ
き
な
り
」
の
註
に
「
三
綱
五
常
は
禮
の
大
営
，
三
代
平
縫
ぎ
皆
之
に
因
っ
て
鍵
す
る

能
は
す
其
の
損
盆
す
る
所
は
文
章
制
度
の
小
過
不
及
の
間
の
み
其
の
已
然
の
遊
今
望
見
る
べ
し
一

ご
説
い
て
居
る
三
綱
五
常
の
内
容
も
時
代
に
よ
り
愛
国
は
免
れ
ま
い
、
制
度
国
章
の
過
不
及
の
間

に
の
み
墾
化
が
行
は
れ
其
の
已
然
の
　
今
旦
見
る
べ
し
ご
言
っ
て
居
る
が
、
朱
子
の
見
た
鍵
化
の

遊
を
詳
し
く
あ
げ
其
間
に
窺
は
れ
る
鍵
化
の
理
法
を
掲
げ
て
呉
れ
て
居
た
ら
ば
ご
思
ふ
。
　
叉
禮

の
鍵
化
を
促
す
原
因
こ
し
て
は
経
濟
生
活
の
鍵
管
守
は
又
時
代
一
般
の
風
潮
、
樽
入
の
人
生
観
の

差
』
異
其
他
多
く
の
原
因
が
あ
ら
う
。
朱
子
が
古
代
を
禮
に
ご
っ
て
は
黄
金
時
代
ε
見
る
考
へ
は

古
代
を
憧
饗
し
全
て
古
代
を
理
想
的
の
も
の
ε
想
ふ
儒
者
一
般
の
思
想
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

ら
ふ
、
古
代
ご
は
年
代
的
に
見
て
何
時
を
指
す
か
、
之
に
封
ず
る
朱
子
の
説
明
は
明
確
で
な
い
が
恐

ら
く
周
覧
及
其
以
前
の
時
代
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
ふ
、
周
代
及
其
以
前
の
時
代
に
果
し
て
禮
ご

い
ふ
も
の
が
朱
子
の
考
へ
て
居
る
如
く
廣
い
範
園
の
阯
會
の
昏
々
に
充
分
に
理
解
さ
れ
て
居
た

で
あ
ら
ふ
か
、
人
間
生
活
の
進
化
ご
い
ふ
黙
か
ら
考
へ
て
も
、
叉
歴
史
の
事
實
を
公
軍
に
考
へ
て
も

朱
子
の
言
に
は
首
肯
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
。

　
　
　
　
朱
子
の
禮
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七
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聖
人
は
既
に
過
去
の
も
の
で
あ
る
、
聖
人
の
作
っ
た
禮
は
銑
に
多
く
散
癒
し
て
了
つ
だ
。
然
し

禮
は
人
生
に
取
っ
て
必
要
敏
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
こ
す
る
な
ら
ば
叢
に
興
へ
ら
れ
る
課
題
は
散

侠
せ
る
古
禮
に
就
い
て
其
の
義
理
を
究
め
其
に
從
っ
て
禮
を
改
作
す
る
こ
ご
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
然
ら
ば
朱
子
は
如
何
な
る
方
法
を
以
て
古
禮
の
義
理
を
立
明
し
如
何
に
し
て
改
作
し
や
う

ご
考
へ
た
か
、
此
の
問
題
に
關
す
る
朱
子
の
所
説
を
少
し
く
述
べ
て
見
や
う
ご
思
ふ
。
朱
子
の
學

問
研
究
法
は
事
々
物
々
の
上
に
就
い
て
其
理
を
究
め
然
る
後
下
を
綜
合
す
る
蹄
納
的
の
も
の
で

あ
る
禮
の
研
究
に
鞭
て
も
朱
子
は
此
の
豪
邸
的
q
方
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
漁
ご
思
っ
た
、
朱

子
語
類
の
葉
賀
孫
の
録
し
た
言
葉
の
一
節
に
「
杢
朝
の
陸
講
師
（
名
は
佃
）
の
徒
は
大
振
禮
を
説
く
に

都
て
先
づ
其
の
義
を
求
め
ん
こ
ご
を
要
す
量
に
知
ら
ん
や
古
人
の
其
義
を
講
明
す
る
所
以
の
も

の
は
蓋
し
其
の
儀
皆
在
り
其
の
具
並
べ
て
存
す
る
に
よ
り
耳
円
に
聞
き
目
に
見
る
こ
ご
纏
れ
禮
に

あ
ら
ざ
る
な
し
所
謂
三
千
、
三
百
は
較
然
こ
し
て
知
る
べ
し
。
故
に
此
に
於
て
貴
意
を
論
説
す
れ

ば
皆
朦
依
あ
り
、
今
の
如
き
は
古
禮
散
士
し
百
に
一
こ
だ
も
存
す
る
も
の
な
し
、
如
何
ぞ
懸
室
に
上

面
に
於
て
義
を
説
か
ん
。
甚
歴
の
（
何
の
）
義
を
黄
口
き
得
む
須
く
握
れ
且
ぐ
（
し
ば
ら
く
）
散
失
の
諸
禮
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を
特
て
錯
綜
参
考
し
節
文
度
数
を
し
て
一
々
實
を
着
け
し
む
べ
く
方
め
て
其
義
を
推
明
す
べ
し
、

若
し
錯
綜
し
得
て
實
な
ら
ば
実
義
も
亦
説
く
を
待
た
す
し
て
自
ら
明
な
ら
ん
し
ご
あ
る
。
散
失
の

諸
禮
を
以
て
錯
綜
墾
負
し
て
芸
文
度
数
を
一
々
着
實
な
ら
し
む
こ
ご
が
其
の
眼
目
で
あ
る
。
陸

佃
の
禮
の
義
理
を
説
い
た
も
の
を
見
な
い
か
ら
其
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
知
）
得
な
い
、
朱

子
の
語
か
ら
察
す
れ
ば
陸
佃
は
傳
統
を
無
親
し
て
現
存
の
禮
其
者
に
就
き
其
の
意
義
を
究
明
し

批
評
し
や
う
こ
し
た
も
の
、
如
く
斯
る
自
由
に
し
て
拘
束
さ
れ
な
い
禮
の
説
き
方
も
一
の
面
自

い
方
法
で
あ
ら
ふ
。
只
朱
子
ご
立
場
を
異
に
す
る
た
め
蕉
に
非
難
を
受
け
て
居
る
が
全
く
無
意

義
無
債
値
ご
す
る
こ
ご
は
出
來
ま
い
。
朱
子
の
重
心
的
研
究
法
も
凡
て
の
事
柄
を
細
大
漏
ら
さ

す
究
起
し
て
然
る
後
目
的
を
達
す
る
も
の
ご
す
れ
ば
人
間
の
カ
の
果
し
て
及
び
得
る
か
否
か
疑

問
で
あ
ら
ふ
、
朱
子
も
主
祭
的
方
法
を
重
ん
じ
た
が
必
ず
し
も
上
饗
し
た
如
く
せ
よ
ご
は
言
は
な

か
っ
た
，
寧
ろ
先
づ
禮
の
本
領
を
理
解
し
て
然
る
後
共
の
鯨
の
枝
葉
の
も
の
に
及
ぶ
べ
き
を
説
い

た
、
若
し
本
領
を
理
會
せ
す
し
て
只
事
の
上
に
就
い
て
理
解
し
や
う
ご
要
む
る
な
ら
ば
許
多
の
事
・

を
理
辛
し
得
て
も
却
っ
て
雑
考
に
陥
り
統
一
を
鉄
ぐ
も
の
で
あ
る
。
本
領
ご
は
何
で
あ
る
か
、
禮

の
大
原
大
本
に
就
い
て
葉
賀
孫
に
語
っ
た
中
に
曾
子
ご
孟
子
の
言
葉
を
引
い
て
其
が
大
原
大
本

だ
ビ
言
っ
て
居
る
。
曾
子
の
言
葉
ご
は
曾
子
が
死
す
る
に
臨
ん
で
君
子
の
蓮
に
貴
ぶ
ご
こ
ろ
が

　
　
　
　
朱
子
の
禮
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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三
あ
る
「
容
貌
を
動
か
し
て
斯
に
暴
慢
に
遽
か
り
、
顔
色
を
正
し
て
斯
に
信
に
近
づ
き
二
二
を
出
し

て
斯
に
鄙
倍
に
選
か
る
、
簿
豆
の
事
は
有
司
存
す
」
の
他
人
に
接
す
る
三
つ
の
滋
が
禮
の
大
原
大
本

で
あ
る
。
孟
子
の
言
葉
は
孟
子
が
諸
侯
の
禮
を
問
は
れ
た
時
「
諸
侯
の
禮
は
塩
干
だ
之
を
學
ば
ざ

る
な
り
、
吾
嘗
っ
て
之
を
聞
け
り
三
年
の
喪
、
齊
疏
の
服
、
二
丁
の
食
は
天
子
よ
り
庶
人
に
達
す
を
答

へ
た
も
の
が
夫
で
あ
る
。
愚
子
の
言
葉
は
他
入
に
接
す
る
禮
の
大
原
で
あ
り
孟
子
の
語
は
喪
の

時
子
の
行
ふ
べ
き
禮
の
大
本
で
あ
る
、
師
禮
の
本
領
ご
は
禮
全
等
こ
し
て
の
根
本
的
意
義
又
は
特

殊
の
禮
の
意
義
を
指
す
の
で
あ
る
。
禮
の
研
究
を
な
す
場
合
に
は
先
づ
此
の
根
本
的
意
義
の
理

解
が
第
一
義
の
も
の
で
あ
る
が
之
を
認
識
す
る
方
法
は
説
い
て
居
な
い
、
恐
ら
く
此
は
直
豊
的
に

認
識
し
得
る
ご
考
へ
た
で
あ
ら
ふ
。
張
子
は
大
膿
禮
の
研
究
法
に
就
い
て
上
の
如
く
述
べ
た
序

に
禮
経
に
關
す
る
古
人
の
註
疏
を
羨
む
場
合
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
澱
こ
ご
、
し
て
「
漢
儒
の

注
書
を
看
る
に
嵩
せ
ざ
る
庭
に
於
て
は
邸
ち
急
き
道
ふ
這
は
是
れ
夏
商
の
制
ご
、
大
抵
且
つ
頼
し

將
ち
去
ら
ん
こ
ご
を
要
す
×
誤
魔
化
し
去
ら
う
こ
す
る
の
意
）
を
葉
叢
孫
に
敏
へ
て
居
る
。
此
は
胴

眼
な
思
ひ
付
き
で
朱
子
の
経
書
研
究
の
非
凡
鶴
こ
ご
を
謹
す
る
も
の
で
あ
る
、
實
際
禮
記
及
注
を

讃
む
ご
き
に
著
し
く
目
に
つ
く
こ
ご
は
此
の
事
で
あ
る
．
其
の
説
は
何
八
面
正
し
い
か
は
嘗
っ
て

疑
っ
た
こ
ご
で
あ
る
、
朱
子
の
此
の
注
意
は
古
人
の
注
疏
を
見
る
時
言
ら
し
い
見
方
を
激
示
す
る
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も
の
で
あ
る
。

　
朱
子
臼
一
身
は
禮
を
研
↓
面
す
る
時
如
何
一
な
る
童
心
に
よ
つ
だ
か
、
又
茸
ハ
諺
日
の
価
猟
値
　
に
就
い
て
7
如
何
一
に

観
念
し
て
居
っ
た
か
、
朱
子
が
禮
を
研
究
す
る
に
第
一
に
三
禮
に
よ
っ
た
こ
ε
は
言
ふ
迄
も
な
い
、

三
禮
に
就
い
て
如
何
に
考
へ
て
居
た
か
は
此
の
論
文
に
於
て
述
べ
る
こ
ご
を
避
け
後
日
に
譲
り

其
他
の
朝
廷
に
於
て
或
は
私
入
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
禮
及
禮
書
に
關
す
る
朱
子
の
見
解
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

掲
げ
や
う
「
叔
孫
通
（
漢
初
の
入
）
の
制
す
る
漢
儀
高
租
の
命
に
よ
り
作
る
、
事
は
史
記
の
叔
直
通
の
傳

及
禮
書
に
あ
b
）
及
曹
褒
（
後
漢
の
八
C
の
修
む
る
ご
こ
ろ
（
章
帝
の
命
に
よ
り
修
む
）
は
固
よ
り
古
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
す
然
も
亦
今
幸
せ
す
、
唐
に
開
元
、
顯
慶
の
二
二
あ
り
（
高
曇
の
質
量
三
年
太
尉
趙
國
公
長
孫
無
忌

等
新
郷
を
修
め
て
成
る
凡
そ
一
難
三
「
十
窓
二
百
五
十
九
篇
、
白
し
て
天
下
に
頒
つ
、
事
は
罫
書
の
高

宗
本
紀
及
禮
儀
志
に
載
せ
ら
る
、
玄
宗
の
開
元
二
十
年
中
書
合
評
嵩
等
開
元
新
禮
一
百
五
十
懇
を

奏
上
す
駈
司
に
塗
し
て
之
を
行
は
し
む
事
は
唐
書
の
玄
宗
本
紀
及
禮
儀
志
に
あ
り
）
顯
慶
は
已
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

亡
び
開
元
は
階
…
の
蕪
を
襲
う
て
之
を
認
る
、
宋
（
護
憲
㌔
開
撃
壌
を
修
む
多
く
は
開
元
に
胴
づ
き
頗
る

　
　
　
　
　
へ
　
　
も

詳
備
を
加
ふ
政
和
（
徽
宗
）
の
間
に
五
運
を
修
む
一
時
の
姦
邪
私
曲
を
以
て
損
盆
し
潮
曇
抵
犠
更
に

理
解
す
る
こ
ご
な
し
開
賓
に
如
か
す
」
ご
沈
欄
に
語
っ
た
が
之
に
よ
っ
て
朱
子
以
前
朝
廷
の
手
に

て
編
纂
さ
れ
た
禮
書
の
傳
統
を
、
知
る
こ
ご
が
出
來
言
外
に
其
の
儂
値
を
も
窺
ふ
こ
ご
が
出
來
る
。

　
　
　
　
朱
子
の
禮
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一

朱
子
が
私
人
の
手
に
編
纂
さ
れ
た
禮
書
で
墾
嘉
し
て
居
た
も
の
は
程
氏
の
も
の
ざ
張
船
渠
の
も

の
こ
司
馬
菅
公
の
も
の
で
就
中
、
司
馬
温
公
の
も
の
に
は
非
常
に
敬
服
し
彼
自
身
禮
を
修
む
る
時

多
く
之
に
糠
つ
π
や
う
で
あ
る
。
今
其
の
こ
ご
を
朱
子
の
言
葉
に
由
っ
て
窺
へ
ば
「
横
渠
の
制
す

る
禮
．
は
多
く
定
心
に
本
つ
か
す
、
自
ら
杜
撰
の
庭
あ
り
温
公
の
如
き
は
却
っ
て
儀
禮
に
本
づ
き
最

も
古
・
今
の
宜
に
適
へ
り
」
、
「
二
程
ε
横
渠
ご
は
多
く
是
丈
禮
な
り
、
濃
公
は
則
ち
大
概
儀
禮
に
本
づ
き

墾
す
御
に
今
の
行
ふ
べ
き
も
の
を
以
て
す
要
す
る
に
雷
公
較
や
稔
な
り
h
伊
川
の
禮
は
祭
祀
に
用

ふ
べ
し
婚
禮
は
温
公
の
も
の
好
し
」
ご
黄
義
剛
に
語
り
。
「
禮
の
意
を
問
ふ
甚
だ
よ
し
顧
み
る
に
淺

晒
な
れ
ば
何
ぞ
議
す
る
に
足
ら
ん
此
の
奮
ご
宮
守
す
る
所
の
者
は
温
公
の
書
儀
．
程
氏
の
新
禮
の

み
爾
…
書
は
想
ふ
に
皆
之
を
見
て
其
の
善
な
る
も
の
を
鐸
べ
ば
可
な
り
」
ご
朱
子
丈
集
の
方
耕
滋
に

與
へ
だ
書
の
一
節
に
あ
る
も
の
、
及
「
程
張
の
言
猶
ほ
頗
る
具
は
ら
す
濁
り
司
馬
氏
成
書
を
爲
る
」
、
成

書
ご
は
完
成
し
元
る
書
の
謂
ヒ
「
駿
三
家
禮
範
」
に
説
い
て
あ
る
。
司
馬
濃
紅
の
厳
儀
は
今
日
存
し

て
居
る
に
よ
り
就
い
て
見
る
こ
ご
が
出
摩
る
○

　
朱
子
は
禮
を
改
作
す
る
意
が
強
か
つ
だ
、
現
に
朱
子
の
制
作
し
た
禮
が
傳
は
つ
て
居
る
、
）
朱
子

語
類
に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
家
造
及
軍
行
の
文
公
家
禮
が
夫
で
あ
る
と
言
は
れ
て
居
る
が
四
庫
全

書
総
目
提
要
に
は
文
公
家
禮
は
朱
子
の
自
撰
し
だ
も
の
で
な
い
「
ε
考
謹
し
て
居
る
。
　
さ
れ
ば
之
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を
語
顛
ご
併
せ
考
へ
て
合
ふ
ご
こ
ろ
を
取
れ
ば
聞
蓮
は
な
か
ら
ふ
。
朱
子
の
制
作
し
た
家
禮
は

朱
子
以
後
に
大
な
る
影
響
を
與
へ
元
典
章
の
禮
の
部
を
見
れ
ば
禮
儀
は
文
公
の
制
し
た
る
家
禮

に
よ
る
べ
し
ご
規
定
し
て
あ
り
明
代
清
代
の
會
典
に
採
録
さ
れ
て
あ
る
罰
俸
も
殆
ん
ざ
文
公
の

も
の
に
類
し
ケ
、
居
る
、
又
清
初
の
學
渚
黄
宗
義
も
富
鉱
「
明
法
待
訪
録
」
の
學
稜
の
條
に
禮
儀
は
「
に

文
公
の
制
作
し
た
も
の
を
金
言
す
べ
き
を
言
て
居
る
位
で
士
大
夫
の
間
に
廣
く
用
ゐ
ら
れ
た
ら

う
ご
思
は
れ
る
。
雷
公
の
家
禮
が
謡
言
の
も
の
こ
如
何
に
異
り
、
叉
司
馬
温
点
の
婚
儀
ご
如
何
に

異
る
か
は
支
那
文
化
の
墾
遷
を
研
究
す
る
上
に
興
味
あ
る
題
目
で
あ
る
。
自
分
は
嘗
っ
て
文
公

の
家
禮
の
婚
禮
が
如
何
に
儀
面
当
司
馬
公
の
家
儀
ε
異
る
か
は
研
究
し
て
見
た
が
未
だ
全
般
に

亘
っ
て
研
究
し
て
居
ら
ぬ
か
ら
菰
に
は
略
す
る
。
朱
子
が
禮
を
作
る
に
當
っ
て
最
も
多
く
墾
考

し
た
も
の
は
司
馬
温
公
の
家
儀
で
あ
る
、
前
に
司
馬
温
公
の
家
儀
に
癒
す
る
朱
子
の
槻
察
ビ
批
評

ご
は
述
べ
だ
今
更
に
「
蹟
三
家
轟
轟
」
の
一
節
を
見
る
に
「
宣
品
嘗
っ
て
司
馬
氏
の
書
に
よ
り
諸
家
の
説

を
霊
智
し
裁
訂
増
損
し
て
綱
を
畢
げ
目
を
張
り
云
云
」
ゼ
書
い
て
居
る
の
を
見
れ
ば
改
作
の
時
如

何
に
影
響
を
受
け
た
か
は
測
ら
れ
る
。
然
し
朱
子
は
禮
を
制
作
す
る
時
古
禮
を
如
何
に
取
扱
は

う
ご
思
っ
た
か
を
見
る
に
沈
欄
に
古
禮
に
全
く
從
ふ
意
は
な
い
古
禮
は
霊
化
で
今
日
之
を
行
ふ

は
不
可
能
で
あ
る
禮
は
時
勢
に
適
す
る
の
を
九
な
り
ご
な
す
の
で
あ
る
か
ら
今
の
濫
に
よ
｝
裁

　
　
　
　
朱
子
の
薩
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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重
し
て
其
の
簡
易
に
し
て
曉
り
易
く
行
ふ
べ
き
を
取
る
意
味
の
こ
ε
を
語
り
李
方
子
、
黄
義
剛
、
呉

必
大
に
も
同
じ
意
昧
を
語
っ
て
居
る
此
等
を
見
れ
ば
禮
の
制
作
に
當
っ
て
の
朱
子
の
用
意
を
擬

る
こ
ご
が
出
來
る
。
油
入
が
天
理
を
膿
現
し
て
制
作
し
た
禮
が
何
故
時
代
を
経
る
こ
ご
に
よ
り

行
は
れ
な
い
部
分
を
生
じ
た
か
．
天
理
は
時
威
を
超
越
し
た
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
ご
も

時
代
に
由
っ
て
其
の
螢
現
の
仕
方
が
異
る
の
で
あ
る
か
、
朱
子
が
こ
れ
等
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
っ

た
ら
ば
ご
思
ふ
。

五

　
禮
を
制
作
す
る
の
は
軍
に
属
文
を
存
す
る
た
め
で
は
な
い
、
之
を
爪
際
に
赤
面
一
般
に
履
行
さ

し
て
法
面
生
活
を
改
良
し
や
う
こ
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
古
來
か
ら
の
講
者
の
等
し
く
考
へ

た
こ
こ
ろ
で
あ
る
Q
朱
子
は
言
行
の
可
能
に
つ
き
又
實
行
せ
し
め
る
方
法
に
つ
き
如
何
に
考
へ

た
か
、
普
蓮
の
人
は
司
馬
温
公
の
書
儀
を
見
て
中
に
記
載
し
て
あ
る
禮
を
行
は
う
ご
思
は
な
い
の

は
之
を
行
ふ
に
細
い
堂
室
を
要
し
多
く
の
給
使
へ
人
）
、
盛
な
る
儀
物
（
物
）
を
備
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
よ
り

到
底
力
が
及
ば
澱
ご
思
ふ
か
ら
で
あ
る
が
此
は
国
書
の
文
は
元
來
多
い
は
多
い
が
詩
篇
ら
試
む

れ
ば
頃
刻
の
間
に
絡
る
こ
ご
が
出
來
、
其
物
は
博
い
が
然
し
禮
は
足
ら
な
く
ご
も
恭
が
除
り
あ
れ



　
ば
可
な
る
こ
ご
を
知
ら
な
い
こ
こ
ろ
か
ら
上
る
誤
解
で
あ
っ
て
雲
行
の
可
能
な
も
の
で
あ
る
ご

　
「
蹟
三
家
禮
範
」
に
言
っ
て
居
る
。
實
行
の
方
法
に
つ
い
て
は
朱
子
文
集
の
「
君
臣
艶
艶
」
に
詳
し
く
述

　
べ
て
あ
る
、
今
其
の
主
旨
を
述
べ
る
、
禮
は
上
（
朝
廷
及
王
室
）
に
行
ふ
こ
ε
は
困
難
で
は
な
い
が
下
へ
士

　
大
夫
及
民
庶
一
般
）
に
行
は
う
こ
ご
は
困
難
で
あ
る
其
の
理
由
は
朝
廷
の
上
に
は
典
章
が
明
に
具

　
は
っ
て
居
り
叉
樹
書
省
に
は
禮
部
爾
書
侍
郎
よ
り
以
下
警
吏
に
至
る
迄
数
十
人
の
官
吏
が
居
り

　
又
太
常
寺
に
は
卿
、
小
隅
以
下
博
士
掌
故
に
至
る
迄
数
十
人
あ
る
。
何
か
事
が
あ
れ
ば
故
事
を
按

　
じ
て
行
ひ
此
の
数
十
人
の
者
が
聚
っ
て
之
を
謀
り
、
其
の
器
物
幣
畠
牲
鳥
獣
醗
に
於
て
は
之
を
共

　
し
之
を
沸
く
る
に
皆
常
制
が
あ
る
其
の
降
登
し
て
事
を
執
る
人
は
其
の
容
飾
に
習
熟
し
違
失
し

　
な
い
且
つ
一
度
不
二
が
あ
れ
ば
諌
官
や
御
史
が
古
今
を
援
護
し
て
之
を
質
正
す
る
此
が
斯
謂
上

　
に
行
は
れ
難
く
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
地
方
の
州
縣
の
間
で
士
大
夫
庶
民
の
家
で
禮
を
已
む
を
得

　
す
行
は
ん
こ
す
れ
ば
困
難
な
事
情
が
あ
る
、
其
の
困
難
な
理
由
に
は
五
つ
あ
る
、
第
一
は
現
今
上
下

　
の
共
に
承
思
し
て
居
る
も
の
は
姦
濫
皇
帝
の
時
．
に
制
作
し
た
政
和
の
五
雲
で
あ
っ
て
其
書
は
嘗

　
つ
て
天
下
に
班
暫
し
た
が
律
令
ご
共
に
理
官
の
間
に
藏
せ
ら
れ
一
切
の
俗
吏
は
其
説
を
知
る
こ

　
ご
が
轟
來
す
民
に
長
た
る
者
も
適
當
の
時
期
に
宣
布
し
て
民
聞
に
麺
せ
し
む
る
こ
ご
が
出
摩
す

　
・
甚
だ
し
い
者
に
な
る
ご
其
者
を
も
併
せ
て
二
っ
て
居
る
、
第
二
は
幸
に
禮
書
を
存
し
て
居
る
者
も

鵬　
　
　
　
　
朱
子
の
禮
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
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二
山
ハ

・
上
下
一
般
に
相
承
け
て
習
志
す
る
こ
ご
が
語
派
な
た
め
に
李
時
之
を
習
ふ
も
の
が
な
く
何
か
事

が
あ
れ
ば
急
に
之
を
學
ぶ
こ
こ
ろ
か
ら
設
張
に
誤
り
が
多
く
朝
廷
も
之
を
監
督
糾
正
す
る
こ
ご

が
な
い
、
第
三
は
祭
器
は
嘗
っ
て
政
和
の
改
制
の
時
蓋
く
古
器
物
の
盛
時
に
穫
存
し
て
居
る
者
を

取
っ
て
法
ご
し
た
今
の
郊
へ
天
を
祀
る
）
廟
（
租
先
を
祭
る
）
に
用
ふ
る
も
の
は
其
の
制
で
あ
る
。
然
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

に
州
縣
で
は
専
ら
颯
崇
義
の
三
宅
圖
の
制
度
を
取
っ
て
居
る
が
醜
怪
不
経
で
右
制
ε
言
へ
な
い
、

第
四
は
童
心
で
は
只
三
獄
官
の
み
に
祭
服
が
あ
っ
て
其
の
分
獄
執
事
爵
位
の
者
は
雨
垂
脹
を
着

け
て
居
る
、
古
、
祭
服
を
指
す
）
今
（
常
服
を
指
す
）
が
難
塾
し
雅
（
祭
服
）
俗
（
常
服
、
の
惣
別
が
な
く
縣
邑
で
は

直
だ
常
服
を
用
み
て
皇
典
に
慮
は
な
い
、
第
五
は
政
和
の
五
戸
の
書
は
當
時
風
纂
が
多
人
数
の
手

に
か
、
つ
た
の
で
面
面
に
前
後
矛
盾
し
疎
略
不
備
の
箇
虚
が
あ
る
の
で
共
の
記
載
し
て
あ
る
こ

ご
に
盤
く
從
ふ
は
困
難
で
あ
る
。
鷹
島
の
五
黙
が
禮
の
上
下
合
は
な
い
理
由
で
あ
る
、
若
し
之
を

改
正
し
や
う
ε
す
れ
ば
次
の
五
つ
の
方
法
を
以
て
せ
な
け
れ
は
な
ら
澱
、
第
一
は
禮
の
朝
廷
で
施

こ
さ
れ
て
居
る
も
の
は
地
方
の
州
縣
の
士
民
は
與
り
知
る
こ
ご
が
出
來
す
、
濫
く
之
を
頽
て
ば
傳

ふ
る
者
は
多
い
の
に
苦
し
み
習
ふ
者
は
博
き
を
患
へ
能
く
窮
む
る
も
の
が
な
い
、
故
に
州
縣
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

民
の
用
ふ
べ
き
者
を
取
り
近
代
の
制
を
墾
照
し
て
別
に
纂
録
を
加
へ
「
紹
興
纂
次
政
和
民
臣
禮
略
」

ピ
鈍
し
て
之
を
印
刷
し
て
天
下
の
州
縣
に
分
ち
、
州
縣
で
は
各
々
三
通
を
作
う
一
は
守
倉
の
臆
事
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（
役
所
）
に
遣
き
　
は
學
校
に
置
き
一
は
名
山
寺
観
に
罎
き
皆
之
を
積
に
藏
め
守
親
司
康
を
詔
書
の

如
く
し
、
一
般
人
民
の
用
ふ
る
所
は
州
縣
で
自
ら
印
刷
し
、
正
月
に
辛
し
て
市
井
村
．
落
に
掲
示
し
之

を
通
知
せ
し
む
れ
ば
永
久
に
行
ひ
得
る
、
第
二
に
禮
書
を
既
に
班
つ
た
な
ら
ば
次
に
州
縣
で
土
入

の
中
の
篤
厚
で
禮
を
好
む
者
を
選
ん
で
其
説
を
彰
々
せ
し
め
頒
た
れ
だ
禮
を
習
は
し
更
に
州
縣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

で
各
々
若
干
入
を
、
官
選
生
ε
し
て
學
校
に
入
學
さ
し
「
面
魂
」
ご
斥
け
事
を
行
ふ
ご
き
に
敷
へ
る
や

う
に
し
又
は
監
司
の
提
国
使
の
如
き
者
に
詔
し
て
其
の
奉
行
し
て
居
る
も
の
が
法
の
通
う
で
な

い
も
の
を
察
し
て
之
を
縄
治
さ
せ
る
、
第
三
に
は
祭
器
に
統
一
が
な
く
叉
郡
縣
で
用
ふ
る
所
が
廣

多
で
あ
る
に
よ
う
朝
廷
よ
）
支
給
す
る
は
困
難
で
あ
る
但
事
あ
る
毎
に
一
を
支
給
し
て
準
式
ビ

し
之
を
州
郡
に
付
し
て
太
守
の
騰
事
に
檀
藏
さ
せ
其
の
制
で
爲
つ
た
も
の
を
州
縣
に
支
給
し
、
支

給
し
た
る
も
の
は
別
の
庫
に
藏
し
特
刷
に
主
典
を
置
き
守
倉
が
到
れ
ば
其
の
亭
亭
を
監
督
し
之

を
印
紙
に
書
し
其
事
を
丁
重
に
す
る
、
第
四
は
祭
服
は
政
和
の
五
二
に
準
じ
州
縣
の
三
曲
分
獄
執

事
陪
位
の
服
は
有
無
を
議
し
て
之
を
補
ひ
古
翠
黛
を
作
り
製
造
繋
争
降
の
法
を
祭
器
ビ
同
様
に

す
る
、
第
五
は
禮
の
不
備
な
勲
は
更
に
詳
し
く
考
へ
て
之
を
正
し
圖
を
作
り
書
ε
共
に
班
つ
こ
ご

の
五
つ
の
方
法
を
暴
げ
て
居
る
考
へ
は
頗
る
詳
密
で
あ
る
が
政
治
的
権
力
を
以
て
強
制
す
る
傾

が
あ
る
。
禮
の
修
行
を
仁
徳
酌
行
爲
の
一
ご
見
る
な
ら
ば
道
徳
に
於
て
は
自
己
の
内
な
る
超
越

　
　
　
　
朱
子
の
禮
親
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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入

的
自
我
の
三
三
に
從
っ
て
行
澄
す
る
法
律
的
な
る
生
活
が
眞
に
奪
ぷ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
然
る

を
強
制
助
に
人
民
の
自
由
意
志
を
も
拘
束
し
て
之
を
實
行
せ
し
め
ん
ε
す
る
の
は
自
畳
な
き
入

民
を
相
手
こ
し
て
は
意
昧
の
あ
る
こ
ご
で
あ
ら
う
が
其
他
の
も
の
に
は
苦
痛
で
あ
ら
う
。

　
以
上
朱
子
の
禮
に
訂
す
る
所
説
の
概
略
を
述
べ
た
が
三
管
の
研
究
及
朱
子
自
ら
制
作
し
た
家

禮
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
研
究
胴
の
不
充
分
な
た
め
に
此
の
小
論
文
に
於
て
述
べ
る
こ
ご

を
避
け
た
が
更
に
後
日
進
ん
で
此
等
の
問
題
に
就
い
て
論
述
し
ゃ
う
ご
思
ふ
。
（
一
万
十
H
）


