
｢
漢
�
政
策
﹂
來
源
考

堀

內

淳

一

は
じ
め
に

一

北
�
に
お
け
る
孝
�
�
の
政
策
へ
の
言
�

二

	
代
以


に
お
け
る
孝
�
�
の
政
策
の
�
價

三

	
代
に
お
け
る
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
創
出

お
わ
り
に
か
え
て

︱
︱
戰
後
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
用
法
と
敎
科
書
記
営

は
じ
め
に

鮮
卑
族
拓
跋
氏
に
よ
っ
て
円
國
さ
れ
た
北
魏
で
は
︑
第
三
代
太
武
�
の
時
代
に
華
北
を
瓜
一
し
た
後
も
︑
漢
族
と
衣
な
る
言
語
・
�
俗
・
制

度
・
祭
祀
な
ど
を
保
持
し
て
い
た
︒
第
六
代
皇
�
孝
�
�
は
︑
四
九
〇
年
に
親
政
を
開
始
す
る
と
�
城
か
ら
洛
陽
へ
の
�
都
︑
氏
族
詳
定
︑
胡

�
・
胡
語
の
禁
止
な
ど
の
政
策
を
立
て
續
け
に
打
ち
出
し
︑
そ
れ
ま
で
の
北
方
�
牧
民
族
�
な
北
魏
の
�
俗
を
一
變
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
戰
後
︑

日
本
で
も
中
國
で
も
こ
の
一
聯
の
政
策
の
總
稱
と
し
て
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

し
か
し
︑
	
年
の
魏
晉
南
北
�
�
硏
究
で
は
︑
漢
�
政
策
の
語
を
用
い
る
代
わ
り
に
﹁
孝
�
�
の
改
革
﹂
な
ど
の
語
で
言
い
奄
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
つ
つ
あ
る
︒
漢
�
政
策
の
語
を
用
い
る
場
合
も
鈎
括
弧
を
つ
け
た
﹁
漢
�
政
策
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
い
わ
ゆ
る
漢
�
政
策
﹂
と
表
記
す

る
硏
究
も
み
ら
れ
る(1

)
︒
こ
れ
は
孝
�
�
に
よ
る
一
聯
の
政
策
が
單
な
る
﹁
漢
�
﹂︑
す
な
わ
ち
胡
族
の
漢
族
へ
の
同
�
を
目
�
と
し
た
も
の
で
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は
な
い
こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る(2

)
︒
孝
�
�
の
い
わ
ゆ
る
﹁
漢
�
政
策
﹂
は
王
�
の
安
定
に
一
定
の
實
を
上
げ
た
も
の
の
︑

そ
れ
以
影
も
北
�
に
は
北
方
民
族
に
由
來
す
る
﹁
代
人
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
殘
り
續
け
て
い
た
と
い
う(

3
)

︒
筆
者
も
か
つ
て
︑
孝
�

�
の
洛
陽
�
都
に
對
し
て
︑
胡
族
の
み
な
ら
ず
漢
人
豪
族
か
ら
も
反
對
が
あ
り
︑
胡
族
か
ら
漢
族
へ
と
い
う
民
族
�
な
觀
點
よ
り
も
︑
そ
れ
ま

で
皇
�
權
を
掣
肘
し
て
き
た
胡
族
・
漢
族
の
�
力
層
か
ら
皇
�
へ
權
力
を
囘
收
す
る
目
�
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
こ
と
が

あ
る(

4
)

︒
少
な
く
と
も
︑
現
在
の
學
界
で
は
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
を
字
義
�
り
︑
胡
族
を
漢
族
に
同
�
す
る
民
族
政
策
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
稀

と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
の
立
場
を
表
�
す
る
た
め
の
�
實
な
表
現
が
︑
括
弧
つ
き
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
そ
の


に
﹁
い
わ
ゆ

る
﹂
の
語
を
置
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
た
い
︒

し
か
し
そ
の
反
面
︑
學
界
の
外
側
に
目
を
轉
じ
れ
ば
︑
漢
�
政
策
と
い
う
語
の
用
法
に
そ
こ
ま
で
�
 
が
拂
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒

一
例
と
し
て
︑
後
"
す
る
よ
う
に
︑
現
行
の
高
等
學
校
の
世
界
�
敎
科
書
で
は
︑
直
	
で
檢
定
を
�
#
し
た
三
社
六
種
す
べ
て
孝
�
�
の
政
策

を
漢
�
政
策
と
表
現
す
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る(5

)
︒

學
界
で
は
徐
々
に
留
保
附
き
の
表
現
に
代
わ
っ
て
き
た
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
は
︑
%
に
敎
科
書
な
ど
で
は
	
年
に
な
っ
て
積
極
�
に
&
わ
れ

て
い
る
︒
學
'
硏
究
の
成
果
が
た
だ
ち
に
社
會
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
の
言
葉
に
關
し
て
は
%
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
︒

｢
漢
�
政
策
﹂
と
い
う
單
語
は
�
料
上
に
み
ら
れ
な
い
︒
こ
の
政
策
が
行
わ
れ
た
魏
晉
南
北
�
時
代
の
同
時
代
�
料
で
は
﹁
漢
�
政
策
﹂
は

お
ろ
か
︑
孝
�
�
の
政
策
に
つ
い
て
﹁
漢
�
﹂
の
語
を
用
い
て
い
る
�
違
も
見
當
た
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
と
い
う
單
語
は
︑
現

在
の
學
界
で
は
實
態
と
し
て
字
義
�
り
の
 
味
で
は
な
い
と
さ
れ
︑
�
料
用
語
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
括
弧
つ
き
や
﹁
い
わ
ゆ
る
﹂
と



置
き
し
て
ま
で
&
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
廣
く
�
�
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
學
'
用
語
と
し
て
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
來
源
を
探
る
た
め
︑
(一
)
孝
�
�
の
政
策
が
傳
瓜
�
・
理
想
�
な
中
國
王
�
の
復
古

政
策
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
北
�
)
︑
(二
)
夷
狄
か
ら
中
華
へ
の
�
�
�
變
容
と
し
て
理
解
さ
れ
た
宋
代
以
影
︑
(三
)﹁
漢
�
﹂
の
語
が
用
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い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
	
代
以
影
︑
の
三
)
に
分
け
て
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
現
在
の
學
界
が
否
應
な
く
&
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
﹁
漢

�
政
策
﹂
の
語
の
來
源
を
�
ら
か
に
し
た
い
︒

な
お
︑
本
稿
の
目
�
は
あ
く
ま
で
現
在
&
わ
れ
て
い
る
用
語
・
表
現
の
來
源
を
問
う
も
の
で
あ
り
︑
實
際
の
孝
�
�
の
諸
政
策
自
體
の
來
源

を
探
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
本
�
中
で
は
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
代
替
と
し
て
&
わ
れ
て
い
る
﹁
孝
�
�
の
改
革
﹂
で
は
な
く
﹁
孝
�
�
の
政

策
﹂
の
語
を
用
い
て
い
る
︒
本
論
で
営
べ
る
よ
う
に
︑
孝
�
�
の
諸
政
策
は
歷
代
常
に
肯
定
�
に
�
價
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
︑
失
政
と

見
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
﹁
改
革
﹂
と
い
う
言
葉
が
も
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
 
味
を
,
け
︑
よ
り
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
表

現
を
用
い
た
︒

一

北
�
に
お
け
る
孝
�
�
の
政
策
へ
の
言
�

ま
ず
︑
孝
�
�
の
一
聯
の
政
策
の
目
�
を
︑
孝
�
�
本
人
が
ど
の
よ
う
に
說
�
し
て
い
た
か
か
ら
確
.
し
た
い
︒
孝
�
�
が
自
ら
の
政
策
の

 
圖
を
說
�
し
た
�
料
と
し
て
︑
從
叔
父
の
任
城
王
元
澄
と
の
や
り
と
り
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
(
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︒
以
下
の
�
料
で
も
同
じ
)

高
祖
心
に
方
に
革
變
せ
ん
と
し
︑
深
く
其
の
對
を
善
し
と
す
︒
笑
ひ
て
曰
く
﹁
任
城
に
非
ず
ん
ば
以
て
變
�
の
體
を
識
る
無
し
︒
0
方
に

�
制
を
創
改
し
︑
當
に
任
城
と
萬
世
の
功
を
共
に
す
べ
き
の
み
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
九
中

任
城
王
元
澄
傳
)

と
営
べ
︑﹃
魏
書
﹄
で
は
孝
�
�
の
 
圖
を
﹁
革
變
﹂﹁
創
改
�
政
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
洛
陽
�
都
の
 
圖
を
元
澄
に
內

密
に
打
ち
�
け
る
場
面
で
は
︑

｢國
家
北
土
よ
り
興
り
︑
徙
り
て
�
城
に
居
る
︒
四
海
を
富
�
す
と
雖
も
︑
�
軌
未
だ
一
な
ら
ず
︒
此
閒
用
武
の
地
に
し
て
︑
�
治
す
可

き
に
非
ず
︑
移
風
易
俗
︑
信
に
甚
だ
難
し
と
爲
す
︒
崤
函
は
�
宅
︑
河
洛
は
王
里
︑
因
り
て
茲
に
大
舉
し
︑
中
原
に
光
宅
す
﹂
と
︒
(同



)

と
営
べ
て
い
る
︒
後
者
は
孝
�
�
と
元
澄
の
密
談
で
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
の
�
り
の
發
言
だ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
少
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な
く
と
も
﹃
魏
書
﹄
が
4
纂
さ
れ
た
北
齊
ま
で
に
︑
孝
�
�
の
改
革
に
つ
い
て
﹁
移
風
易
俗
﹂
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

知
り
う
る
︒

同
じ
く
︑
宗
室
の
一
人
で
あ
る
元
鍳
の
傳
で
は

時
に
革
變
の
始
︑
百
度
惟
怨
し
︑
(元
)
鑒
上
は
高
祖
の
旨
に
5
ひ
︑
下
は
齊
の
舊
風
を
釆
り
︑
軌
制
粲
然
と
し
︑
皆
規
矩
に
合
す
︒
高

祖
其
の
上
る
6
を
覽
︑
嗟
美
す
る
者
之
を
久
し
く
し
︑
7
み
て
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
﹁
諸
州
刺
�
皆
な
能
く
此
く
の
如
く
ん
ば
︑
變
風
易

俗
︑
8
に
何
の
難
き
こ
と
�
ら
ん
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
六

元
鍳
傳
)

と
も
あ
り
︑
元
鍳
を
譽
め
た
孝
�
�
の
言
葉
か
ら
は
︑
彼
の
政
策
が
﹁
變
風
易
俗
﹂
を
目
�
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
︒
そ
れ
と
同
時

に
︑
地
の
�
で
は
こ
こ
で
も
﹁
革
變
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
加
え
て
﹁
百
度
惟
怨
﹂
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
漢
�
政
策
﹂
を
指
し
示
す
語
は
︑﹃
魏
書
﹄
の
中
で
は
一
定
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
革
變
﹂
と
い
う
語
が
繰

り
9
し
現
れ
︑
ま
た
﹁
移
風
易
俗
﹂﹁
變
風
易
俗
﹂
と
い
う
類
似
表
現
が
見
ら
れ
る
な
ど
︑
孝
�
�
の
政
策
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る
單
語
に

は
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
︒
上
記
の
事
例
か
ら
孝
�
�
の
政
策
;
體
を
指
し
示
し
て
い
る
﹁
革
變
﹂﹁
創
改
﹂﹁
移
風
易
俗

(變
風
易
俗
)
﹂

﹁
百
度
惟
怨
﹂
の
語
の
用
例
を
<
べ
る
こ
と
で
︑
同
時
代
の
人
々
が
孝
�
�
の
政
策
を
ど
の
よ
う
に
呼
稱
し
て
い
た
か
を
確
.
し
た
い
︒

・
革
變

す
で
に
擧
げ
た
い
く
つ
か
の
事
例
で
︑
孝
�
�
の
政
策
を
指
す
用
語
と
し
て
複
數
囘
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
革
變
﹂
の
&
用
例
を
確
.
す
る
︒

｢
卿
等
戎
徒
を
總
>
し
︑
義
應
に
?
を
奮
ふ
べ
し
︒
而
る
に
@
み
て
は
A
城
を
夷
拔
す
る
能
は
ず
︑
B
き
て
は
茲
の
小
寇
を
殄
す
能
は
ず
︑

王
威
を
虧
損
し
︑
罪
應
に
大
辟
な
る
べ
し
︒
0
革
變
の
始
︑
事
寬
貸
に
從
ひ
︑
今
卿
等
の
死
罪
を
C
て
︑
城
陽
は
影
し
て
定
襄
縣
王
と
爲

し
︑
戶
五
百
を
E
る
﹂︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
九
下

元
鸞
傳
)

と
い
う
事
例
も
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
太
和
十
九

(四
八
五
)
年
︑
元
鸞
ら
が
南
齊
と
戰
っ
て
敗
れ
た
こ
と
を
孝
�
�
が
責
め
て
い
る
發
言
で

あ
る
︒
こ
の
詔
の
中
で
孝
�
�
は
自
ら
の
政
策
を
﹁
0
革
變
之
始
﹂
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
︒
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一
方
で
︑
地
の
�
に
お
け
る
﹁
革
變
﹂
の
用
例
と
し
て

初
め
︑
高
祖
將
に
舊
風
を
革
變
す
る
を
議
せ
ん
と
し
︑
大
臣
竝
び
に
難
色
�
り
︒
印
た
每
に
劉
芳
・
郭
祚
等
を
引
き
密
に
規
謨
を
與
に
し
︑

共
に
時
政
を
論
ず
︒
而
し
て
國
戚
G
に
己
を
駅
ん
ず
る
を
謂
い
︑
怏
怏
と
し
て
不
�
の
色
�
り
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
四
十

陸
俟
傳
)

と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
︑
こ
こ
で
も
い
わ
ゆ
る
﹁
漢
�
政
策
﹂
と
同
じ
 
味
で
﹁
革
變
舊
風
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
革

變
﹂
は
︑
孝
�
�
の
詔
と
地
の
�
と
も
に
︑
孝
�
�
の
政
策
;
體
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
孝
�
�
)
の
政
策
に
對
す
る
當
時

の
一
般
�
な
呼
稱
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

・
創
改

｢創
改
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹃
魏
書
﹄
中
で
も
う
一
例
︑
孝
�
�
の
政
治
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

太
師
・
高
陽
王
雍
等
議
し
て
曰
く
﹁
伏
し
て
惟
ふ
に
高
祖
權
量
を
創
改
し
已
に
定
ま
る
に
︑
(元
)
匡
の
今
の
怨
H
は
︑
I
に
參
差
�
り
︒

⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
仰
ぎ
て
惟
ふ
に
︑
孝
�
皇
�
德
は


王
に
邁
り
︑
睿
�
下
燭
︑
不
刊
の
式
︑
事
變
改
め
難
し
︒
臣
等
參
論
し
︐
匡
の

議
を
停
め
︑
永
に
先
皇
の
制
に
5
ふ
を
L
ふ
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
九
上

元
匡
傳
)

孝
�
�
の
時
代
に
︑
元
匡
が
提
案
し
た
衡
量
の
改
革
案
に
反
對
す
る
元
雍
ら
の
議
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
孝
�
�
が
衡
量
を
改
定
し
た
こ
と
を

﹁
創
改
﹂
と
表
現
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
︑
孝
�
�
の
改
革
;
體
を
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
孝
�
�
の
政
治
;
體
を
指
す
類
似
の

用
例
と
し
て
は
︑

時
に
高
祖
孝
�
皇
�
將
に
制
を
改
め
物
を
創
り
︑
大
ひ
に
革
正
を
崇
ば
ん
と
す
︒
(﹁
崔
敬
邕
墓
誌(6
)

﹂
)

の
よ
う
に
﹁
改
制
創
物
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
創
改
�
制
﹂
の
よ
う
な
用
法
は


揭
の
元
澄
傳
の
事
例
し
か
み
ら
れ

な
い
が
︑﹁
創
﹂﹁
改
﹂
そ
れ
ぞ
れ
一
字
で
あ
れ
ば
︑
他
の
用
例
と
合
わ
さ
っ
て
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
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・
風
俗



出
の
﹁
變
風
易
俗
﹂﹁
移
風
易
俗
﹂
は
ど
ち
ら
も
風
俗
を
良
�
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
︑﹁
變
風
易
俗
﹂
の
用
例
と
し
て
は
﹃
�
記
﹄
O

父
偃
傳
に
︑﹁
移
風
易
俗
﹂
は
﹃
孝
經
﹄
の
﹁
移
風
易
俗
︐
莫
善
於
樂
﹂
に
ま
で
Æ
れ
る
︒
桐
本
東
太
は
﹁
風
俗
を
變
え
る
こ
と
が
荏
�
者
の

務
め
で
あ
る
﹂
と
い
う
思
想
自
體
は
先
秦
よ
り
存
在
し
て
お
り
︑﹁
風
俗
を
變
え
る
﹂
こ
と
は
古
代
中
國
に
お
い
て
爲
政
者
の
�
も
重
P
な
役

割
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(7

)
︒

孝
�
�
の
改
革
を
﹁
風
俗
を
變
え
る
﹂
と
表
現
し
た
事
例
と
し
て
は
︑
孝
�
�
の
改
革
に
反
對
す
る
立
場
に
あ
っ
た
一
族
の
長
老
︑
元
丕
の

傳
に
︑丕

R
に
本
風
を
愛
し
︑
怨
式
に
S
せ
ず
︑
俗
を
變
へ
洛
に
�
り
︑
官
を
改
め
�
を
制
し
︑
舊
言
を
禁
絕
す
る
に
至
り
て
は
︑
皆
願
は
ざ
る

6
な
り
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
四

元
丕
傳
)

と
あ
り
︑
北
魏
の
舊
來
の
在
り
方
を
﹁
本
風
﹂︑
孝
�
�
の
政
治
を
﹁
變
俗
﹂
と
表
現
し
て
い
る
な
ど
︑﹁
移
風
易
俗
﹂
と
類
似
し
た
表
現
が
み

ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
北
魏
に
お
い
て
﹁
移
風
易
俗
﹂
の
語
は
孝
�
�
の
み
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
太
宗
�
元
�
か
ら
先
代
U
武
�
の

�
價
を
問
わ
れ
た
崔
浩
は
︑

太
宗
曰
く
﹁
卿
先
�
を
謂
ふ
に
如
何
﹂
と
︒
(崔
)
浩
曰
く
﹁
小
人
懸
象
を
管
窺
し
︑
何
ぞ
能
く
玄
穹
の
廣
大
な
る
を
見
ん
︒
然
り
と
雖

も
︑
太
祖
漠
北
の
醇
樸
の
人
を
用
ひ
︑
南
し
て
中
地
に
入
り
︑
變
風
易
俗
︑
�
四
海
に
洽
し
︒
自
ら
羲
・
農
と
列
を
齊
し
く
す
︒
臣
豈
に

能
く
仰
名
せ
ん
や
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
三
十
五

崔
浩
傳
)

と
答
え
て
お
り
︑
北
魏
の
礎
を
築
い
た
U
武
�
の
業
績
を
﹁
變
風
易
俗
﹂
と
�
價
し
て
い
る

(
た
だ
し
︑
こ
の
部
分
は
﹃
�
記
﹄
卷
一
一
二

O
父

偃
傳
を
典
故
と
し
て
い
る
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
移
風
易
俗
﹂
は
�
俗
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
政
策
に
對
す
る
傳
瓜
�
な
呼
稱
で
あ
り
︑
そ
れ
が
孝

�
�
の
一
聯
の
改
革
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
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・
﹁
惟
怨
﹂

孝
�
�
が
自
ら
の
政
策
の
 
圖
を
﹁
移
風
易
俗
﹂﹁
變
風
易
俗
﹂
と
說
�
し
て
い
る
の
に
對
し
て
︑
北
齊
の
魏
收
が
4
纂
し
た
﹃
魏
書
﹄
の

地
の
�
で
は
︑﹁
百
度
惟
怨
﹂
な
ど
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る

(


揭
元
澄
傳
︑
元
鍳
傳
)
︒
ま
た
︑﹃
魏
書
﹄
で
は
﹁
惟
怨
﹂
と
同
じ
 
味
で

﹁
百
度
唯
怨
﹂
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

高
祖
鄴
宮
に
在
り
︑
之
が
爲
に
舉
哀
す
︒
時
に
百
度
唯
怨
︑
靑
州
佐
X
爲
に
ざ
る
6
を
疑
ふ
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
三
十
三

公
孫
Y
傳
／
﹃
北
�
﹄

卷
二
十
七
も
同
�
)

『魏
書
﹄﹃
北
�
﹄
と
も
﹁
唯
怨
﹂
に
作
る
が
︑﹁
惟
怨
﹂
と
﹁
唯
怨
﹂
は
﹃
魏
書
﹄
の
中
で
も
�
用
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
同
じ

表
現
で
あ
る
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う(8

)
︒

孝
�
�
の
熙
�
二

(五
一
七
)
年
に
社
稷
の
�
祀
に
つ
い
て
︑
元
雍
・
元
懌
・
元
懷
・
元
澄
・
胡
國
珍
・
崔
光
ら
の
聯
名
の
議
と
し
て
︑

｢仰
ぎ
て
惟
ふ
に
世
祖
太
武
皇
�
神
武
も
て
業
を
纂
ぎ
︑
克
く
禍
亂
を
淸
め
︑
德
は
生
民
を
濟
ひ
︑
功
は
四
海
に
加
ふ
る
を
以
て
︑
宜
し

く
南
郊
に
�
す
べ
し
︒
高
祖
孝
�
皇
�
大
_
も
て
)
を
膺
け
︑
魏
U
を
惟
怨
し
︑
𠛬
措
き
殘
に
`
ち
︑
功
は
天
地
に
同
じ
く
す
︒
宜
し
く

�
堂
に
�
す
べ
し
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
一
百
八
之
二

禮
志
二

祭
祀
下
)

こ
こ
で
は
太
武
�
と
孝
�
�
の
二
�
を
祀
る
理
由
が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
︑
孝
�
�
に
つ
い
て
は
そ
の
事
跡
を
表
す
の
に
﹁
惟
怨
魏
U
﹂
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ほ
ぼ
同
時
)
と
思
わ
れ
る
張
�
惠
の
傳
で
は
︑
孝
�
�
)
に
存
在
し
︑
後
に
廢
止
さ
れ
た
綿
a
の
<
を
再
度
復
活

さ
せ
よ
う
と
す
る
尙
書
の
上
奏
に
︑

｢伏
し
て
尙
書
の
綿
a
の
<
を
復
し
︑
先
皇
の
軌
を
c
ぶ
を
奏
す
る
を
聞
き
︑
夙
d
惟
れ
度
り
︑
忻
戰
e
も
集
ふ
︒
何
者
︑
高
祖
の
舊
典

を
復
す
る
を
聞
く
は
︑
惟
怨
を
忻
ぶ
6
以
に
し
て
︑
俱
に
復
す
べ
く
し
て
復
せ
ざ
る
は
︑
g
法
を
戰
る
る
6
以
な
り
﹂︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
十

八

張
�
惠
傳
)

と
反
對
し
︑
そ
の
�
中
で
孝
�
�
)
の
法
令
で
あ
る
﹁
舊
典
﹂
に
戾
す
こ
と
を
﹁
惟
怨
﹂
の
語
で
表
現
し
て
い
る
︒
同
樣
に
︑
孝
武
�
の
永
熙
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二

(五
三
三
)
年
に
長
孫
稚
・
祖
瑩
が
行
っ
た
上
表
で
は
︑
北
魏
の
儀
禮
を
振
り
9
り
︑

｢太
祖
U
武
皇
�

圖
に
應
じ
命
を
i
け
︑
四
海
に
光
宅
し
︑
義
は
天
經
に
合
し
︑
德
は
地
雲
に
符
ふ
︒
九
戎
薦
舉
す
る
も
︑
五
禮
未
だ
詳

ら
か
な
ら
ず
︒
太
宗
・
世
祖
輝
を
重
ね
耀
を
累
ね
︑
恭
宗
・
顯
祖
丕
基
を
j
隆
す
︒
而
る
に
l
ほ
四
方
を
經
營
し
︑
制
作
に
遑
あ
ら
ず
︒

高
祖
孝
�
皇
�

太
�
の
緖
を
承
け
︑
無
爲
の
n
を
纂
ぎ
︑
�
圖
旣
に
p
く
︑
王
度
惟
怨
す
︒
太
和
中

故
中
書
監
高
閭
に
命
じ
て
古
樂
を

草
創
せ
し
む
る
も
︑
閭
q
い
で
世
を
去
り
︑
未
だ
其
の
功
を
就な

さ
ず
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
一
百
九

樂
志
)

歷
代
皇
�
の
事
績
を
竝
べ
る
中
で
︑
孝
�
�
の
改
革
に
つ
い
て
﹁
王
度
惟
怨
﹂
と
表
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
魏
の
孝
靜
�
が
卽
位
し
た
ば

か
り
の
天
�
元

(五
三
四
)
年
︑
洛
陽
か
ら
鄴
へ
�
都
す
る
際
の
詔
に
も
︑

高
祖
孝
�
皇
�
式
り
て
乾
象
を
觀
︑
俯
し
て
人
謀
に
協
ひ
︑
武
州
よ
り
發
し
︑
嵩
縣
に
來
幸
す
︒
魏
は
舊
國
と
雖
も
︑
其
の
命
惟
れ
怨
た

な
り
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
十
二

孝
靜
�
紀
)

こ
こ
で
も
洛
陽
�
都
を
含
め
た
孝
�
�
の
事
跡
に
﹁
惟
怨
﹂
の
語
を
&
っ
て
い
る
︒
こ
の
孝
靜
�
の
詔
敕
は
︑﹃
詩
經
﹄
大
R

�
王
の
﹁
�

王
在
上
︑
於
昭
于
天
︒
周
雖
舊
邦
︑
其
命
維
怨
﹂
に
も
と
づ
い
て
い
る
︒
日
本
に
お
け
る
﹁
�
治
維
怨
﹂
と
同
じ
出
典
で
あ
る
︒﹃
魏
書
﹄
で

は
﹁
惟
﹂
が
︑﹃
詩
經
﹄
で
は
﹁
維
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
禮
記
﹄
大
學
や
﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
上
の
︑﹃
詩
經
﹄

を
引
い
た
部
分
で
は
︑﹁
惟
怨
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
經
典
の
中
で
も
�
用
さ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
﹁
唯
怨
﹂﹁
惟
怨
﹂
の
用
例
は
︑
い
ず
れ
も
孝
�
�
沒
後
の
詔
敕
・
上
奏
︑
あ
る
い
は
﹃
魏
書
﹄
の
地
の
�
で
用
い
ら
れ
て
い
た
︒

他
の
事
例
の
よ
う
に
孝
�
�
)
の
詔
敕
・
上
奏
で
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
特
u
が
あ
る
︒

『魏
書
﹄
の
4
者
で
あ
る
北
齊
の
魏
收
は
﹁
�
臣
曰
﹂
の
�
違
の
中
で
︑

太
祖
n
に

撫
し
た
が

ひ
時
に
乘
じ
︑
王
業
を
奄
開
す
︒
世
祖
武
功
を
以
て
海
內
を
一
に
し
︑
高
祖
�
德
を
以
て
天
下
を
革
む
︒
世
宗
の
後
︑
政

U
頗
る
虧
く
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
七
十
四

爾
朱
榮
傳

�
臣
曰
條
)

と
北
魏
の
歷
�
を
振
り
9
っ
て
い
る
︒
こ
の
�
違
で
も
世
祖
太
武
�
の
功
績
を
﹁
以
武
功
一
海
內
﹂
と
高
祖
孝
�
�
の
﹁
以
�
德
革
天
下
﹂
を
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對
比
さ
せ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
禮
記
﹄
祭
法
に
あ
る
﹁
�
王
以
�
治
︑
武
王
以
武
功
﹂
を
下
y
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
孝
�
�
を
周
の

�
王
に
な
ぞ
ら
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
孝
�
�
が
周
代
を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑

高
祖
�
臣
を
引
見
し
︑
之
に
詔
し
て
曰
く
﹁
卿
等
魏
�
を
し
て
美
を
殷
・
周
に
齊
く
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
や
︑
漢
晉
を
し
て
獨
り
上
代
に

擅
に
せ
し
め
ん
と
爲
す
や
﹂
と
︒
禧
曰
く
﹁
陛
下
_
�
に
し
て
n
を
御
し
︑
實
に


王
を
邁
迹
す
る
を
願
ふ
﹂
と
︒
高
祖
曰
く
﹁
若
し
然

ら
ば
︑
將
に
何
事
を
以
て
之
を
致
さ
ん
と
す
る
や
︒
爲
に
身
を
修
め
俗
を
改
め
ん
と
を
欲
す
る
か
︑
爲
に
仍
ほ


事
に
染
ま
ら
ん
と
欲
す

る
か
﹂︒
禧
對
へ
て
曰
く
﹁
宜
し
く
應
に
舊
を
改
め
︑
以
て
日
怨
の
美
を
成
す
べ
し
﹂
と
︒
(﹃
魏
書
﹄
卷
二
一
上

咸
陽
王
禧
傳
)

の
よ
う
に
︑
�
臣
に
政
策
の
實
踐
を
求
め
る
問
答
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
孝
�
�
は
︑
自
身
の
政
策
が
︑
北
魏
を
殷
・
周
と
等

し
く
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
営
べ
て
い
る
︒

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
孝
�
�
自
身
は
周
代
を
理
想
と
す
る
政
治
を
行
い(9

)
︑
孝
�
�
や
魏
收
の
筆
致
も
︑
孝
�
�
の
政
策
を
周
代
の
理

想
と
さ
れ
る
政
治
に
比
し
て
い
る
︒﹃
魏
書
﹄
で
は
孝
�
�
親
政
)
の
諸
政
策
に
つ
い
て
︑
同
時
代
の
人
々
は
﹁
革
變
﹂﹁
風
俗
﹂﹁
惟
怨
﹂﹁
創

改
﹂
等
の
語
を
用
い
︑
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
�
字
を
組
み
合
わ
せ
て
表
現
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
表
現
の
多
く
は
︑
儒
敎
の
典
籍
に
由
來
し
て

お
り
︑
孝
�
�
以
影
の
北
�
で
﹃
周
禮
﹄
が
重
視
さ
れ
て
ゆ
く
思
想
�
風
潮
と
合
致
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
北
�
で
は
孝
�
�
の
政
策
は
﹁
華
夷
﹂
や
﹁
胡
漢
﹂
の
問
題
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
儒
敎
經
典
に
理
想
と
し
て
描
か
れ
た

殷
・
周
の
政
治
へ
の
﹁
復
古
﹂
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
北
�
內
部
の
.
識
で
あ
り
︑
敵
對
し
て
い
た
南
�
で
は
胡
と
華
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

佛
狸
已
來
︑
稍
や
華
典
に
僭
へ
︑
胡
風
國
俗
︑
雜
り
相
ひ
揉
亂
す
︒
宏
談
義
を
知
り
︑
屬
�
を
解
し
︑
輕
果
に
し
て
p
略
�
り
︒
(﹃
南
齊

書
﹄
卷
五
十
七

魏
虜
傳
)

佛
狸
と
は
南
�
に
お
け
る
太
武
�
の
呼
稱
で
あ
り
︑
宏
は
孝
�
�
の
名
で
あ
る
︒
太
武
�
以
影
の
北
魏
が
華
典
と
胡
風
の
入
り
混
じ
る
も
の
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で
あ
っ
た
が
︑
孝
�
�
が
談
義
・
屬
�
に
秀
で
た
君
O
で
あ
っ
た
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒
南
�
は
北
�
を
指
し
て
索
虜
・
魏
虜
と
呼
び
︑
南
�

と
北
�
の
差
を
華
と
夷
の
差
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
︒
北
�
も
ま
た
︑
南
�
を
島
夷
と
見
下
し
︑
互
い
に
國
內
�
に
は
相
手
を
|
稱
で
呼
び

合
っ
て
い
た(10

)
︒
南
北
�
を
瓜
一
し
た
隋
は
北
�
か
ら
出
て
い
る
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
北
�
を
夷
狄
と
み
な
す
立
場
は
隋
}
の
公
式
�
な
見
解
に

は
な
り
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
~
に
}
代
以
影
︑
孝
�
�
の
政
策
が
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
︑
ど
の
よ
う
に
�
價
さ
れ
て
い
た

か
を
見
て
み
た
い
︒

二

	
代
以


に
お
け
る
孝
�
�
の
政
策
の
�
價

隋
}
時
代
の
�
料
は
︑
孝
�
�
の
政
策
に
ほ
と
ん
ど
言
�
し
て
い
な
い
︒
北
�
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
隋
}
時
代
に
も
︑
お
そ
ら
く
は
北
�
と
大

き
く
變
わ
ら
な
い
�
價
が
殘
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
}
の
後
�
)
に
入
る
と
︑
孝
�
�
の
政
策
を
殷
・
周
時
代
へ
の
復
古
と
す
る
見
解
と
は
衣
な
る
表
現
が
現
れ
る
︒

魏
氏

其
の
暴
强
を
恣
に
し
︑
此
の
中
夏
を
�
げ
︑
斬
伐
の
地
︑
雞
犬

餘
な
し
︒
士
女
を
驅
り
て
肉
籬
と
爲
し
︑
之
を
戕
殺
に
委
ね
︑
衣

冠
を
指
し
て
芻
狗
と
爲
し
︑
其
の
屠
刈
を
�
に
す
︒
種
落
繁
熾
︑
歷
年
滋
よ
多
し
︒
此
く
し
て
之
に
�
た
れ
ば
︑
則
ち
天
下
の
士
︑
海
を

蹈
み
て
死
す
る
�
り
︒
天
下
の
人
︐
山
に
登
り
て
�
う
る
�
り
︒
其
の
粟
を
食
み
て
其
の
�
に
立
つ
に
忍
び
ん
や
︒
孝
�
に
至
り
︑
始
め

て
夏
を
用
い
て
夷
を
變
じ
︑
姓
を
易
へ
法
を
8
む
る
も
︑
將
に
�
ぶ
無
か
ら
ん
と
す
︒
且
つ
�
i
す
る
に
6
無
く
︑
之
れ
を
何
と
謂
は
ん

や
︒
(皇
甫
湜
﹁
東
晉
元
魏
正
閏
論
﹂
(﹃
皇
甫
持
正
集
﹄
卷
二
)

牛
李
の
黨
爭
で
牛
�
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
︑
韓
¦
の
弟
子
で
も
あ
る
皇
甫
湜
は
︑
南
北
�
の
正
閏
を
論
じ
た
�
違
の
中
で
︑
北
魏
を
閏
と

し
︑
南
�
梁
か
ら
北
周
を
へ
て
隋
に
至
る
繼
承
を
正
瓜
と
し
た
︒
彼
は
北
魏
の
風
俗
を
野
蠻
な
も
の
と
み
な
し
︑
孝
�
�
の
政
策
を
﹁
用
夏
變

夷
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
︒

｢用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
上
の
﹁
吾
聞
用
夏
變
夷
者
︑
未
聞
變
於
夷
者
也
﹂
を
出
典
と
し
て
い
る
︒﹁
夷
が
夏

(華
)
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に
よ
っ
て
變
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
華
が
夷
に
よ
っ
て
變
わ
る
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
﹂
と
い
う
﹃
孟
子
﹄
の
�
違
は
︑
南
方

の
楚
の
風
�
を
蠻
夷
と
見
下
し
た
�
�
に
あ
り
︑﹃
孟
子
﹄
の
も
つ
華
夷
思
想
が
端
�
に
表
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
︒

南
北
�
時
代
で
は
︑
南
�
の
記
錄
に
は
﹁
胡
が
華
を
眞
似
て
い
る
﹂
と
い
う
�
價
が
あ
っ
た
に
し
て
も
︑
孝
�
�
の
�
質
は
肯
定
�
に
描
寫

さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
皇
甫
湜
の
�
違
は
孝
�
�
の
政
策
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
さ
れ
︑
否
定
�
な
�
價
が
下
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
皇
甫
湜

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
孝
�
�
の
政
策
が
︑
周
代
へ
の
復
古
で
は
な
く
︑
夷
を
華
へ
と
變
え
た
と
い
う
�
�
�
な
﹁
用
夏
變
夷
﹂
で
あ
る
と
い
う

立
場
は
︑
宋
代
に
も
引
き
繼
が
れ
︑
や
が
て
孝
�
�
の
政
策
を
指
す
常
套
句
と
し
て
定
着
し
て
い
く(11

)
︒
以
下
で
は
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
が
ど
の

よ
う
に
一
般
�
し
て
い
き
︑
い
つ
ま
で
&
わ
れ
て
い
た
の
か
を
確
.
し
た
い
︒

五
代
十
國
の
一
つ
︑
後
周
の
禪
讓
を
う
け
て
成
立
し
た
宋
で
は
︑
王
�
の
正
瓜
性
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
︒﹃
怨
五
代

�
﹄・﹃
怨
}
書
﹄
の
4
者
で
あ
る
歐
陽
修
は
﹁
正
瓜
論
﹂
を
著
し
︑
そ
の
中
で
南
北
�
正
閏
論
に
つ
い
て
南
�
を
正
瓜
と
す
る
立
場
か
ら
︑
北

魏
を
正
瓜
と
す
る
立
場
の
人
々
の
O
張
を
以
下
の
よ
う
に
記
営
し
て
い
る
︒

七
世
孝
�
に
至
り
︑
夷
を
去
り
華
に
卽
き
︑
姓
を
易
え
都
を
円
て
︑
G
に
天
下
の
亂
を
定
む
︒
然
る
後
︑
禮
樂
を
修
め
︑
制
度
を
興
し
て

之
を
�か
ざ

る
︒
其
の
漸
積
の
基
を
考
う
る
に
︑
其
の
U
德
三
代
に
�
ば
ず
と
雖
も
︑
其
の
功
を
爲
す
こ
と
何
ぞ
王
者
の
興
に
衣
な
ら
ん
や
︒

(﹃
歐
陽
�
忠
公
集
﹄
卷
一
六

正
瓜
論
下
)

歐
陽
修
は
こ
の
說
に
對
し
て
︑
五
胡
十
六
國
時
代
に
華
北
を
瓜
一
し
た


秦
の
苻
堅
を
引
き
合
い
に
出
し
︑﹁
魏
な
る
者
は
纔
わ
ず
か

に
苻
堅
よ
り

優
れ
た
る
の
み
︒
豈
に
能
く
正
瓜
を
干
さ
ん
や
﹂
と
し
て
︑
北
魏
の
正
瓜
性
を
否
定
し
て
い
る
︒
歐
陽
修
は
批
�
�
に
引
い
て
い
る
と
は
い
え
︑

北
宋
)
に
は
孝
�
�
の
政
策
が
﹁
夷
を
去
り
華
に
卽
く
﹂
も
の
で
あ
っ
た
と
.
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る(

12
)

︒

同
樣
に
北
宋
代
に
4
纂
さ
れ
た
司
馬
光
﹃
�
治
�
鑑
﹄
は
周
か
ら
五
代
ま
で
の
歷
�
を
記
営
し
た
︑
當
時
に
お
け
る
�
�
で
あ
っ
た
︒
南
北

�
時
代
の
記
営
を
み
る
と
︑
南
�
を
正
瓜
と
す
る
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
南
北
�
の
正
�
に
忠
實
な
記
営
に
園
し
て
お
り
︑
北
�
を

夷
狄
と
斷
じ
る
記
営
は
多
く
な
い(13

)
︒
し
か
し
︑
司
馬
光
は
別
の
�
違
で
北
魏
孝
�
�
を
取
り
上
げ
て
︑
以
下
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒
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昔
秦

井
田
を
廢
し
て
民
愁
怨
し
︑
王
厭

井
田
を
復
し
て
民
亦
た
愁
怨
す
︒
趙
武
靈
王

華
俗
を
變
へ
て
胡
�
に
效
ふ
も
︑
羣
下
悅
ば
ず
︑

後
魏
孝
�
�

胡
�
を
變
へ
て
華
俗
に
效
ふ
も
︑
羣
下
亦
た
悅
ば
ず
︒
此
に
由
り
て
之
を
觀
る
に
︑
世
俗
の
�
の
�
ふ
6
に
安
ん
じ
︑
未

だ
見
ざ
る
6
に
駭
く
は
︑
固
よ
り
其
の
常
な
り
︒
(﹃
溫
國
�
正
司
馬
公
�
集
﹄
卷
二
十
二

謹
�
䟽
)

民
は
保
守
�
で
變
�
を
Ô
う
と
い
う
論
旨
の
な
か
で
︑﹁
胡
�
騎
射
﹂
で
知
ら
れ
る
戰
國
・
趙
の
武
靈
王
と
北
魏
の
孝
�
�
を
竝
べ
︑
民
の
�

ま
な
い
變
�
の
中
に
胡
と
華
を
擧
げ
て
い
る
︒﹃
�
治
�
鑑
﹄
も
南
�
を
正
瓜
と
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
て
お
り
︑
北
�
を
胡
で
あ
り
僭
稱
と

見
な
し
て
い
る
點
で
︑
皇
甫
湜
と
同
じ
�
觀
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う(14

)
︒

司
馬
光
の
よ
う
な
孝
�
�
の
政
策
は
中
華
に
よ
っ
て
胡
族
を
變
�
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
�
價
は
南
宋
に
入
る
と
さ
ら
に
顯
著
に

な
る
︒
南
宋
の
洪
邁
は
﹃
容
齋
隨
筆
﹄
の
中
で
︑

魏
孝
�

代
よ
り
洛
に
�
り
︑
大
い
に
胡
俗
を
革
め
ん
と
欲
す
︒
旣
に
自
ら
拓
䟦
を
改
め
元
氏
と
爲
し
て
︑
諸
功
臣
・
舊
族
の
代
よ
り
來

る
者
︑
姓
或
ひ
は
重
複
す
る
を
以
て
皆
な
之
を
改
め
し
む
︒
(﹃
容
齋
三
筆
﹄
卷
三

元
魏
改
功
臣
姓
氏
)

と
営
べ
︑
一
見
す
る
と
南
北
�
)
に
よ
く
み
ら
れ
る
﹁
風
俗
﹂﹁
革
變
﹂
に
�
じ
る
語
を
用
い
て
い
る
が
︑
北
�
の
�
書
で
は
&
用
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
﹁
胡
俗
﹂
の
語
を
も
用
い
て
い
る(15

)
︒

朱
子
が
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
を
著
し
︑
大
義
名
分
論
を
唱
え
て
以
影
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
一
層
顯
著
に
な
る
︒﹃
�
鑑
綱
目
﹄
の
�
釋
書

の
一
つ
で
あ
る
︑
尹
�
莘
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
發
�
﹄
で
は
︑

魏
本
胡
人
に
し
て
能
く
其
の
胡
俗
を
改
む
︒
後
世
乃
ち
中
國
の
人
に
し
て
︑
胡
語
・
胡
�
も
て
其
の
武
勇
に
效
は
ん
と
欲
す
る
が
若
き
者

�
り
︒
愧
恥
を
知
ら
ざ
る
こ
と
の
甚
し
き
と
謂
ふ
べ
し
︒﹃
綱
目
﹄


に
魏
の
胡
�
を
禁
ず
る
を
書
し
︑
此
に
魏
の
胡
語
を
禁
ず
る
を
書

す
︒
皆
な
之
に
予く

み

す
る
の
詞
な
り
︒
嗚
呼
︑
用
夏
變
夷
︑
臣
魏
�
に
於
い
て
之
を
見
る
︒
(
(
淸
)
宋
犖
等
4
﹃
御
批
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
卷
二
八

6
引

(南
宋
)
尹
�
莘
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
發
�
﹄
)

と
︑
孝
�
�
の
胡
�
・
胡
語
の
禁
止
に
よ
っ
て
﹁
胡
﹂
が
﹁
中
國
の
人
﹂
と
な
っ
た
こ
と
を
肯
定
�
に
�
價
し
︑
%
に
中
國
の
人
が
胡
�
・
胡
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語
を
眞
似
る
こ
と
を
批
�
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
南
宋
ま
で
に
孝
�
�
の
政
策
を
胡
・
夷
と
華
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
�
價
が
成
立
し
て
い
た
が
︑
南
宋
以


は
︑﹁
用
夏

變
夷
﹂
が
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
後
︑
朱
子
學
が
荏
�
�
な
思
想
と
な
っ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
︑﹁
用
夏

變
夷
﹂
と
い
う
熟
語
が
︑
孝
�
�
の
諸
政
策
を
代
表
す
る
言
葉
と
し
て
定
着
し
て
い
く
︒

胡
三
省
は
南
宋
末
か
ら
元
初
)
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
り
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
に
�
を
附
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
︑
彼
が
孝
�
�
に
つ
い
て

の
記
事
に
附
け
た
�
で
は
︑

�
曰
く
﹁
0
入
城
し
車
上
の
�
人
を
見
る
に
︑
l
ほ
㡌
を
戴
き
小
í
を
著
る

(胡
�
：
此
れ
代
北
の
�
人
の
�
な
り
︒
乘
車
の
�
人
は
︑
皆
な

貴
臣
の
家
な
り
︒
著

陟
略
の
 
︒
í

烏
浩
の
 
︒
裌
衣
な
り
)
︑
何
ぞ
日
に
怨
た
と
謂
は
ん
や
﹂
と
︒
對
へ
て
曰
く
﹁
著
る
者
少
な
く
︑
著
ざ

る
者
多
し
﹂
と
︒
�
曰
く
﹁
任
城
此
れ
何
の
言
ぞ
や
︒
必
ず
滿
城
を
し
て
盡
く
著
し
め
ん
と
欲
す
る
や
﹂
と
︒
澄

留
守
官
と
皆
な
冠
を

免ぬ

ぎ
て
謝
す
︒
(胡
�
：
�
言
ふ
魏
O
は
用
夏
變
夷
に
£
£
た
り
)
︒
(﹃
�
治
�
鑑
﹄
卷
一
四
二

南
齊
・
永
元
元

(
四
九
九
)
年

胡
三
省
�
)

�

(=

孝
�
�
)
が
留
守
の
官
で
あ
っ
た
任
城
王
澄
ら
に
政
策
の
不
園
底
を
責
め
て
い
る
記
事
で
あ
る
︒
胡
三
省
は
原
�
で
は
﹁
�
言
魏
O

£
£
於
用
夏
變
夷
﹂
と
�
記
し
︑﹁
£
£
﹂
の
後
ろ
に
わ
ざ
わ
ざ
﹁
於
﹂
の
字
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
を
動
詞
で
は
な
く
一

つ
の
用
語
と
し
て
&
用
し
て
い
る
と
讀
め
る
︒

同
樣
に
孝
�
�
の
政
策
を
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
呼
ん
で
い
る
事
例
は
︑﹃
�
治
�
鑑
﹄
胡
�
の
中
に
數
多
く
見
ら
れ
︑
北
魏
円
國
以


の
拓
跋

氏
の
歷
�
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
は
︑

代
王
什
¤
犍

其
の
大
人
長
孫
秩
を
¦
は
し
�
を
燕
に
§
ふ
︒
(胡
�
：
拓
䟦
鄰
の
瓜
國
す
る
や
︑
~
兄
を
以
て
㧞
㧞
氏
と
爲
す
︒
厥
の
後

孝
�
�

夏
を
用
い
て
夷
を
變
じ
︑
改
め
て
長
孫
氏
と
爲
す
︒
�
華
言
を
以
て
其
の
後
に
改
む
る
6
の
姓
を
書
す
︒
)
(司
馬
光
﹃
�
治
�
鑑
﹄

卷
九
七

晉
・
円

元
二

(三
七
七
)
年
)

と
い
う
�
が
附
け
ら
れ
て
お
り
︑
東
晉
の
隆
安
三

(三
九
九
)
年
︑
太
武
�
が
國
內
に
書
籍
を
搜
索
さ
せ
た
と
い
う
記
事
に
附
し
た
�
で
は
︑
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(拓
跋
)
珪
¨
士
李
先
に
問
ひ
て
曰
く
﹁
天
下

何
物
の
�
も
善
く
︑
以
て
人
の
神
智
を
益
す
べ
き
か
﹂
と
︒
對
へ
て
曰
く
﹁
書
籍
に
若
く

は
莫
し
﹂
と
︒
珪
曰
く
﹁
書
籍
凡
そ
ª
何
か
�
る
︑
如
何
に
集
む
可
き
か
﹂
と
︒
對
へ
て
曰
く
﹁
書
契
よ
り
以
來
︑
世
滋
よ
益
す
�
り
︑

以
て
今
に
至
り
︑
`
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
︒
苟
く
も
人
O
の
好
む
6
︑
何
ぞ
集
ま
ら
ざ
る
を
憂
へ
ん
﹂
と
︒
珪
之
に
從
ひ
︑
郡
縣
に
命
じ

て
大
い
に
書
籍
を
索
め
︑
悉
く
�
城
に
¬
ら
し
む
︒
(胡
�
：
魏
O
珪
の
崇
�
此
く
の
如
し
︒
而
れ
ど
も
魏
の
儒
風
は
涼
州
を
�
ぐ
る
の
後
に
�
び

て
始
め
て
振
ふ
︒
蓋
し
代
北

右
武
を
以
て
俗
と
爲
し
︑
其
の
君
�
を
尙
ぶ
と
雖
も
︑
未
だ
囘か

へ
す
能
は
ざ
る
な
り
︒
嗚
呼
︑
�
涼
の
後
︑
儒
風
振
ふ
と
雖

も
︑
北
人
の
胡
�

孝
�
�
洛
の
時
に
至
る
も
︑
未
だ
盡
く
は
改
め
ざ
る
な
り
︒
用
夏
變
夷
の
難
き
こ
と
是
の
如
き
か
︒
)
(
同

卷
一
一
一

晉
隆
安
三
年

(三
九
九
)
)

と
北
魏
の
儒
風
の
i
容
を
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
言
葉
で
總
括
し
て
い
る
︒
こ
れ
以
外
に
も
︑

四
年
春
正

癸
亥
朔
︑
魏
高
祖
�
㑹
し
︑
始
め
て
衮
冕
を
�
す
︒
(胡
�
：
�
言
ふ
魏
孝
�
の
用
夏
變
夷
な
り
︒
)
(
同

卷
一
三
六

齊
・
永
�
四

(四
八
六
)
年
)

代
都
の
舊
制
を
用
ひ
︑
黑
氈
を
以
て
七
人
を
蒙お
お

う
︒
(高
)
歡
其
の
一
に
居
る
︒
�
氈
上
に
於
い
て
西
に
向
ひ
天
を
拜
し
て
畢
り
︑
太
極

殿
に
入
御
す
︒
(胡
�
：
魏
孝
�
�
の
用
夏
變
夷
よ
り
︑
宣
武
孝
�
の
卽
位
︑
皆
な
漢
魏
の
制
を
用
ふ
︒
今
復
た
夷
禮
を
用
ふ
︒
)
(
同

卷
一
五
五

梁
・

中
大
�
四

(五
三
二
)
年
)

こ
の
よ
う
に
胡
三
省
は
孝
�
�
の
時
代
に
限
ら
ず
︑
北
魏
の
制
度
・
風
�
に
關
す
る
箇
6
で
頻
繁
に
孝
�
�
を
引
き
合
い
に
出
し
︑
そ
れ
を

常
に
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
四
�
字
で
表
し
て
い
る
︒
司
馬
光
や
洪
邁
の
時
代
に
は
︑
ま
だ
完
;
に
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
胡
三

省
が
﹃
�
治
�
鑑
﹄
に
�
を
つ
け
る
に
際
し
︑
先
行
す
る
﹃
�
治
�
鑑
綱
目
﹄
や
︑
そ
の
注
釋
書
を
參
照
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
尹

�
莘
が
用
い
て
い
た
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
が
繼
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

元
初
の
官
僚
・
�
人
で
あ
り
世
祖

(フ
ビ
ラ
イ
)
に
仕
え
︑
後
に
南
宋
に
&
い
し
て
抑
留
さ
れ
た
郝
經
は
上
奏
�
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
︒
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世
祖
自
ら
將
い
て
宋
を
攻
め
ん
と
し
︑
兵
を
會
め
江
を
渡
り
鄂
州
を
圍
む
︒
憲
宗
の
²
ず
る
を
聞
き
︑
諸
將
の
屬
を
召
し
て
議
せ
し
む
︒

(
郝
)
經
議
を
@
め
て
曰
く
﹁
⁝
⁝
魏
孝
�
に
至
り
て
は
︑
�
・
武
・
高
・
光
に
³
ば
ず
と
雖
も
︑
洛
陽
に
�
都
す
る
に
︑
干た
て

を
總
り
て

罪
を
問
ひ
︑
辭
順
に
し
て
9
る
︒
齊
人
µ
軼
す
る
や
︑
之
に
報
い
る
に
兵
を
以
て
し
︑
喪
を
聞
き
て
¶
る
︒
@
B
禮
を
以
て
し
︑
師
徒
を

隕
は
ず
︑
卒
に
龍
德
を
;
う
し
︑
用
夏
變
夷
の
賢
O
と
爲
る
︒
亦
た
其
の
~
な
り
﹂
と
︒
(
(
元
)
蘇
天
·
4
﹃
國
�
�
類
﹄
卷
一
三

郝
經

﹁
班
師
議
﹂
)

こ
の
�
違
は
︑
南
宋
p
征
中
の
世
祖
が
︑
兄
で
あ
る
憲
宗

(モ
ン
ケ
)
の
死
を
聞
き
︑
臣
下
に
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
引
き
9
す
べ
き
か
を
問
う

て
い
る
場
面
で
の
上
奏
で
あ
る
︒
胡
三
省
と
同
時
)
の
人
物
で
あ
る
郝
經
も
ま
た
︑
孝
�
�
の
政
策
に
對
し
て
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
を
用
い
て

い
る
︒

�
初
に
宋
濂
ら
が
4
纂
し
た
﹃
元
�
﹄
で
は
︑
元
の
世
祖
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
�
し
て
い
る
︒

世
祖
度
量
弘
廣
に
し
て
︑
人
を
知
り
て
善
く
任
&
し
︑
儒
'
を
信
用
し
︑
用
て
能
く
以
夏
變
夷
し
︑
經
を
立
て
紀
を
陳
べ
︑
一
代
の
制
を

爲
す
6
以
の
者
は
︑
規
模
宏
p
な
り
︒
(﹃
元
�
﹄
卷
十
七

世
祖
本
紀
十
四

論
贊
)

世
祖
を
夷
で
あ
り
な
が
ら
夏
に
變
じ
た
と
�
價
し
て
お
り
︑
宋
代
に
す
で
に
北
魏
孝
�
�
に
對
し
て
存
在
し
た
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
�
價

を
︑
同
じ
非
漢
族
の
君
O
で
あ
る
世
祖
に
も
¸
用
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
宋
代
以
影
︑
孝
�
�
の
政
策
を
夷
・
胡
か
ら
華
へ
の
變
�
で
あ
る
と
す
る
�
觀
が
廣
く
�
�
し
︑
そ
の
表
現
と
し
て
﹁
用
夏

變
夷
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
�
代
の
人
々
が
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
︑
7
炎
武
﹃
日
知
錄
﹄
に
以
下
の
よ
う

な
�
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
︒

洪
武
元
年
よ
り
︑
詔
し
て
胡
�
︑
胡
語
︑
胡
姓
の
一
切
を
禁
止
す
︒
今

呼
姓
の
本
呼
¹
︑
乞
姓
の
本
乞
伏
�
る
が
如
き
は
︑
皆
な
�
初

に
改
む
︒
而
し
て
竝
び
に
中
國
自
ら
�
す
る
6
の
複
姓
を
幷
せ
て
︑
皆
な
其
の
一
字
を
去
る
︒
氏
族
の
紊
︑
此
よ
り
甚
し
き
は
莫
し
︒

⁝
⁝
然
る
6
以
の
者
は
︑
蓋
し
儒
臣
の
無
學
に
因
り
︑
魏
孝
�
の
代
北
の
姓
を
改
む
る
に
︑
一
一
之
が
條
理
を
爲
し
て
︑
其
の
人
の
自
ら
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爲
す
6
を
聽
す
が
如
く
す
る
能
は
ざ
る
な
り
︒
⁝
⁝
當
日
の
君
子
は
徒
ら
に
用
夏
變
夷
の
言
を
誦
ふ
る
も
︑
類
族
辨
物
の
U
無
し
︒
(
7

炎
武
﹃
日
知
錄
﹄
卷
二
十
三

二
字
姓
改
一
字
)

7
炎
武
は
洪
武
元
年
に
行
わ
れ
た
胡
�
・
胡
語
・
胡
姓
の
禁
止
を
北
魏
孝
�
�
が
行
っ
た
同
樣
の
政
策
と
比
�
し
︑
�
初
に
行
わ
れ
た
胡
姓

の
禁
止
が
機
械
�
に
二
�
字
姓
を
一
�
字
に
變
え
た
結
果
︑
中
國
に
古
來
よ
り
存
在
し
た
複
姓
ま
で
º
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
﹁
儒
臣
の

無
學
﹂
と
批
�
し
て
い
る
︒
胡
姓
を
禁
じ
た
こ
と
に
對
し
て
︑﹁
當
日
の
君
子
は
徒
ら
に
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
言
を
誦
﹂
え
た
と
批
�
す
る
�
違

か
ら
は
︑
�
初
の
洪
武
�
や
そ
の
側
	
が
︑
元
の
»
風
を
刷
怨
す
る
た
め
︑
さ
か
ん
に
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
用
い
て
い
た
こ
と
を

見
て
取
れ
る
︒

7
炎
武
は
同
書
の
別
の
部
分
で
も
孝
�
�
の
政
策
を
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒

後
魏
初
め
て
中
原
を
定
む
る
や
︑
軍
容
號
令
は
皆
な
本
國
の
語
な
り
︒
後
に
華
俗
に
染
ま
り
︑
多
く
�
ず
る
能
は
ず
︑
故
に
其
の
本
言
を

錄
し
て
相
ひ
傳
へ
敎
�
し
︑
之
を
國
語
と
謂
ふ
︒
孝
�
�
侯
伏
侯
可
悉
陵
に
命
じ
國
語
を
以
て
﹃
孝
經
﹄
の
旨
を
譯
し
︑
國
人
に
敎
へ
し

む
︒
之
を
﹃
國
語
孝
經
﹄
と
謂
ふ
︒
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
孝
�
は
用
夏
變
夷
の
O
︑
齊
神
武
も
亦
た
英
雄
に
し
て
大
略
�
る
者
な
り
︒

(﹃
日
知
錄
﹄
卷
二
十
九

國
語
)

こ
の
よ
う
に
︑
�
代
以
影
も
︑
孝
�
�
の
政
策
は
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
︑
華
夷
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
︒

7
炎
武
は
孝
�
�
の
政
策
を
高
く
�
價
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
�
代
の
知
識
人
の
閒
で
も
同
樣
で
あ
っ
た(16

)
︒
�
景
泰
年
閒
の
@
士
で
あ
る
何
喬

怨
は
孝
�
�
に
つ
い
て
︑

魏
孝
�
・
金
世
宗

皆
な
北
方
の
賢
君
な
り
︒
其
の
爲
治
の
迹
を
考
う
る
に
︑
葢
し
漢
�
�
・
宋
仁
宗
の
液
︑
景
�
・
眞
宗
殆
ど
愧
づ
る

�
り
︒
孝
�

漢
法
に
5
ひ
胡
俗
を
變
へ
︑
民
を
愛
し
士
を
好
み
︑
禮
を
制
し
�
を
崇
び
︑
其
の
材
畧
ぼ
世
宗
に
優
る
︒
(何
喬
怨
﹃
椒
丘

�
集
﹄
卷
六

金
O
雍
卒
)

と
営
べ
︑
北
魏
孝
�
�
と
金
の
世
宗
の
得
失
を
営
べ
る
中
で
︑
孝
�
�
が
﹁
漢
の
法
に
5
い
代
の
俗
を
變
え
﹂
た
こ
と
を
高
く
�
價
し
て
い
る
︒
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何
喬
怨
と
同
時
代
の
¼
敏
政
も
︑

然
る
に
北
魏
孝
�
�
︑
乃
ち
英
年
を
以
て
萬
ª
に
臨
御
し
︑
古
制
を
斟
½
し
之
を
力
行
す
︒
且
つ
親
ら
黜
陟
の
柄
を
操
り
︑
人
言
に
察
察

た
ら
ず
し
て
︑
專
ら
輔
相
の
臣
を
責
め
︑
庶
位
に
m
m
た
ら
ず
し
て
︑
尤
も
爲
治
の
體
を
得
︒
後
世
稱
し
て
賢
君
と
爲
す
︒
(
¼
敏
政
﹃
篁

墩
集
﹄
卷
五

魏
O
考
績
黜
陟
百
官
)

と
営
べ
︑
親
政
を
行
っ
た
孝
�
�
に
對
し
て
賢
君
と
い
う
�
價
を
與
え
て
い
る
︒
孝
�
�
と
元
の
世
祖
が
と
も
に
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
君
O
と
し

て
�
價
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
よ
う
に
︑
�
代
か
ら
淸
代
に
か
け
て
︑
孝
�
�
は
夷
狄
の
�
俗
を
中
華
の
�
俗
に
變
え
た
君
O
と
し
て
︑
高

い
�
價
を
得
て
い
た
と
い
え
る
︒
�
末
淸
初
の
7
炎
武
も
含
め
︑
�
代
か
ら
淸
初
に
か
け
て
の
孝
�
�
は

(一
)﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
語
で

政
策
を
表
現
さ
れ
︑
(二
)
諸
政
策
を
善
政
と
し
て
高
く
�
價
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
宋
代
に
司
馬
光
が
民
の
荏
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
政

策
と
し
て
趙
の
武
靈
王
と
孝
�
�
を
竝
べ
た
こ
と
や
︑
胡
三
省
が
孝
�
�
を
�
し
て
﹁
用
夏
變
夷
に
£
£
た
り
﹂
と
批
�
�
な
�
を
附
け
て
い

た
の
と
は
對
照
�
で
あ
る
︒

孝
�
�
の
政
策
に
對
す
る
衛
譽
襃
貶
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
¿
き
沈
み
が
非
常
に
大
き
く
︑
乾
隆
年
閒
以
影
に
な
る
と
�
價
が
再
び
%
轉
す
る
︒

淸
代
の
考
證
學
者
で
あ
る
趙
¤
は
孝
�
�
の
政
策
を
�
し
て
︑

魏
孝
�
�

國
俗
の
上
世
の
陋
に
沿
ふ
を
以
て
︑
洛
に
�
り
以
て
舊
風
を
變
へ
ん
と
欲
す
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
蓋
し
�

�
學
に
優
れ
︑
本

俗
の
陋
を
惡
み
︑
華
風
を
以
て
之
を
變
へ
ん
と
欲
し
︑
故
に
此
の
擧
を
爲
す
を
憚
ら
ざ
る
な
り
︒
然
る
に
國
勢
の
衰
︑
實
に
此
に
始
む
︒

一
傳
し
て
宣
武
︑
再
傳
し
て
孝
�
︑
而
し
て
鼎
祚
移
れ
り
︒
蓋
し
徒
ら
に
�
治
を
興
し
以
て
古
の
�
王
に
比
せ
ん
と
欲
し
︑
武
事
の
已
に

漸
く
弛
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
(趙
¤
﹃
廿
二
�
劄
記
﹄
卷
十
四

魏
孝
�
�
洛
)

見
る
べ
し

�

�
學
に
深
く
︑
才
藻
天
成
︑
自
ら
諱
む
能
は
ざ
る
者
�
り
︒
亦
た
才
人
の
�
氣
と
雖
も
︑
然
る
に
聰
睿
固
よ
り
�
ぶ
べ
か

ら
ざ
る
已
み
︒
其
の
�
洛
に
Á
た
り
て
︑
國
俗
を
變
へ
︑
華
風
を
�
は
ん
と
欲
す
る
は
︑
蓋
し
性
靈
に
發
し
て
自
ら
止
ま
ざ
る
な
り
︒

(同

魏
孝
�
�
�
學
)
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と
営
べ
て
お
り
︑
孝
�
�
が
�
學
に
優
れ
︑
才
能
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
.
め
る
も
の
の
︑
舊
來
の
北
魏
の
風
俗
を
中
華
の
も
の
に
變

え
よ
う
と
し
た
政
策
が
︑
國
家
を
衰
え
さ
せ
る
原
因
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
嚴
し
い
�
價
を
下
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
淸
の
乾
隆
年
閒
に
4
纂
さ
れ
た
四
庫
;
書
6
收
の
郝
經
﹃
陵
川
集
﹄
卷
三
十
二
に
は
︑
先
に
擧
げ
た
﹁
班
師
議
﹂
が
收
錄
さ
れ
て
い

る
が
︑﹁
用
夏
變
夷
の
賢
O
と
爲
る
﹂
の
部
分
が
﹁
右
�
復
古
の
賢
O
と
爲
る
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑


出
の
何
喬
怨
﹃
椒
丘
�
集
﹄

﹁
金
O
雍
卒
﹂
の
﹁
孝
�

漢
法
に
5
ひ
胡
俗
を
變
へ
﹂
も
︑
殿
本
で
は
﹁
孝
�

漢
法
に
5
ひ
代
俗
を
變
へ
﹂
と
書
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒
淸

代
中
)
に
は
滿
洲
族
に
よ
っ
て
円
國
さ
れ
た
淸
を
胡
・
夷
と
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
や
﹁
胡
俗
﹂
の
よ
う
な
︑
鮮
卑

族
の
円
國
し
た
北
魏
を
胡
・
夷
と
す
る
語
は
見
ら
れ
な
く
な
る
︒

U
光
年
閒
に
な
る
と
︑
孝
�
�
の
政
策
は
再
び
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
で
表
さ
れ
︑

元
魏
は
朔
漠
よ
り
崛
�
し
︑
中
原
を
奄
�
す
︒
高
祖
賢
�
︑
洛
土
に
卜
宅
し
︑
�
物
を
聲
�
し
︑
夏
を
用
ひ
夷
を
變
ず
︒
(
吳
若
準
﹃
洛
陽

伽
藍
記
集
證
﹄
序

(一
八
二
三
)
)

と
い
っ
た
用
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
長
ら
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
�
も
時
代
の
下
っ
た
用
例
と
し
て

は
︑
一
九
四
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
陳
寅
恪
﹃
隋
}
制
度
淵
源
略
論
考
﹄
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

寅
恪
案
：
魏
孝
�
�
之
欲
用
夏
變
夷
久
矣
︑
在
王
肅
未
北
奔
之


亦
已
�
6
興
革
︒
(
陳
寅
恪
﹃
隋
}
制
度
淵
源
略
論
考
﹄
(三
聯
書
店
︑
二
〇

〇
一

(初
出
︑
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
6
︑
一
九
四
四
)
一
五
頁
)

孝
�
�
用
夏
變
夷
改
革
車
�
羽
儀
諸
制
度
︐
悉
令
韶
典
之
︒
(同

四
六
頁
)

た
だ
し
︑
陳
寅
恪
は
作
中
で
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
も
Ä
用
し
て
い
る
︒

夫
拓
跋
部
族
自
U
武
�
入
居
中
原
︑
Å
漸
漢
�
︑
至
孝
�
�
�
都
洛
陽
後
︑
其
漢
�
之
¼
度
雖
�


¦
深
︑
然
孝
�
之
6
施
爲
︑
實
亦
不

#
代
表
此
歷
代
@
行
之
Æ
徑
︑
益
加
Ç
加
甚
而
已
︒
在
孝
�
同
時
︑
其
鮮
卑
舊
族
如
穆
泰
等

(
見
魏
書
貮
柒
︑
北
�
貮
拾
穆
崇
傳
)
其
對
於

漢
�
政
策
固
不
同
 
︑
卽
孝
�
親
子
如
廢
太
子
恂

(見
魏
書
貮
貮
︑
北
�
壹
玖
廢
太
子
恂
傳
)
亦
﹁
謀
召
牧
馬
︑
輕
騎
奔
代
﹂︑
則
鮮
卑
族
對
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漢
�
政
策
反
抗
力
之
强
大
︑
略
可
窺
見
⁝
⁝

(四
七−

四
八
頁
)

こ
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
用
例
は
現
代
の
用
例
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
陳
寅
恪
は
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
﹁
漢
�
政
策
﹂
を
Ä
用
し
て
お
り
︑
兩
者

の
用
法
・
 
味
に
大
き
な
差
は
見
い
だ
せ
な
い
︒
少
な
く
と
も
陳
寅
恪
が
﹃
隋
}
制
度
淵
源
略
論
考
﹄
を
執
筆
し
た
一
九
四
〇
年
代
で
も
︑

﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
語
が
あ
る
¼
度
の
一
般
性
を
持
っ
て
い
た
と
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

宋
末
か
ら
中
華
民
國
ま
で
の
長
い
)
閒
に
わ
た
っ
て
︑
孝
�
�
の
諸
政
策
は
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
︒
孟

子
の
華
夷
思
想
に
基
づ
く
こ
の
言
葉
は
︑
孝
�
�
の
政
策
が
夷
狄
に
對
す
る
中
華
の
優
越
を
示
す
事
例
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒
元
を
北
に
Å
う
こ
と
で
成
立
し
た
�
で
は
︑
朱
子
學
の
影
È
も
あ
り
︑
華
夷
を
區
別
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
︒
北
魏
孝
�
�
の

事
例
は
︑
夷
狄
が
中
華
を
i
け
入
れ
︑
自
ら
變
�
し
た
事
例
と
し
て
.
識
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
衛
譽
襃
貶
に
つ
い
て
は
︑
時
代
に
よ
っ
て
衣
な

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
一
貫
し
て
南
北
�
時
代
の
よ
う
な
復
古
�
な
政
策
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
現
在
で
は
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
儒
敎
�
な
華
夷
思
想
に
立
脚
し
た
用
語
が
&
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
冒
頭
で
営
べ
た

よ
う
に
︑
多
く
の
書
籍
で
は
﹁
漢
�
﹂
と
い
う
︑
胡
族
・
漢
族
の
民
族
�
な
二
項
對
立
を


提
と
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
い
つ
︑

ど
こ
か
ら
︑
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
漢
�
﹂
の
語
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

三

	
代
に
お
け
る
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
創
出

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑


	
代
の
中
國
で
は
孝
�
�
の
政
策
を
指
す
用
語
と
し
て
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
た
︒
こ

の
語
は
﹃
孟
子
﹄
の
華
夷
秩
序
を
强
<
す
る
�
違
を
典
故
と
し
て
お
り
︑
�
�
�
な
華
と
夷
を
問
題
に
し
て
い
た
︒
少
な
く
と
も
第
二
~
大
戰

中
ま
で
︑
孝
�
�
の
政
策
に
對
し
て
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
語
を
當
て
る
用
例
は
確
.
で
き
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
一
九
四
四
年
に

は
﹁
漢
�
政
策
﹂
と
い
う
語
が
&
用
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
初
出
は
さ
ら
に
Æ
る
と
豫
想
さ
れ
る
︒

一
方
で
︑
日
本
の
用
例
を
考
え
る
と
︑
	
代
�
な
中
國
�
�
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
±
珂
�
世
﹃
荏
±
�
�
﹄
で
は
︑
孝
�
�
の
政
策
を
以
下
の
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よ
う
に
記
営
し
て
い
る
︒

�
は
國
俗
の
陋
を
惡
み
︑
都
を
�
し
て
以
つ
て
舊
風
を
變
ぜ
ん
と
欲
す
︒
⁝
⁝

(
中
略
)
⁝
⁝
蓋
し
�
は
�
學
に
優
れ
︑
深
く
華
風
を
慕

ひ
︑
�
治
を
興
し
以
つ
て
隆
を
三
代
に
比
せ
ん
と
欲
す
︒
故
に
恒
北
に
僻
處
す
る
を
欲
せ
ざ
る
な
り
︒
然
れ
ど
も
南
�
の
後
︑
武
事
漸
く

弛
み
︑
俗
紛
華
に
趨
る
︒
國
勢
の
衰
ふ
る
は
︑
實
に
此
に
始
ま
る
︒
(±
珂
�
世
著
・
和
田
淸
譯
﹃
荏
±
�
�
﹄
(
岩
波
書
店
︑
一
九
三
九
︑
原
著

﹃
荏
±
�
�
﹄
(中
央
堂
︑
一
八
九
〇
)

卷
之
三

第
三
É
南
北
�

第
三
違
魏
孝
�
�
治
を
尙
ぶ(17
)

)

こ
の
±
珂
の
�
違
は
�
ら
か
に


出
の
趙
¤
﹃
廿
二
�
劄
記
﹄
魏
孝
�
�
洛
の
�
違
を
な
ぞ
っ
て
い
る
︒

±
珂
�
世
は
︑
一
八
九
四
年
に
中
等
敎
育
に
お
け
る
歷
�
科
の
一
科
目
と
し
て
﹁
東
洋
�
﹂
科
目
を
提
唱
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
そ

れ
以


︑
一
八
八
二
年
に
東
京
大
學
で
は
古
典
Ê
�
科
を
設
置
し
︑
中
國
�
を
硏
究
す
る
部
門
が
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
二
年
で
廢
止
さ
れ
て
い

る
︒
東
京
�
國
大
學
で
中
國
�
を
專
攻
す
る
學
科

(
漢
學
科
�
部
)
が
常
設
さ
れ
る
の
は
一
八
九
八
年
の
こ
と
で
あ
り
︑
一
九
〇
四
年
に
な
っ

て
漢
學
科
�
部
が
荏
±
�
學
科
に
再
4
さ
れ
︑
一
九
一
〇
年
︑
よ
う
や
く
東
洋
�
學
科
が
成
立
す
る
︒

一
方
︑
京
都
で
は
一
九
〇
六
年
に
�
科
大
學
が
設
置
さ
れ
る
と
︑
一
九
〇
七
年
に
は
東
洋
�
學
科
を
獨
立
さ
せ
て
い
る(

18
)

︒
初
)
の
中
國
�
硏

究
を
擔
っ
た
硏
究
者
の
う
ち
︑
市
村
瓉
~
郞
︑
瀧
川
Å
太
郞

(
�
言
)
ら
は
古
典
Ê
�
科
の
出
身
︑
狩
野
直
喜
︑
桑
原
隲
藏
︑
中
村
久
四
郞
ら

は
漢
學
科
の
出
身
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
古
典
Ê
�
科
・
漢
學
科
出
身
者
以
外
で
は
白
鳥
庫
吉
が
東
京
�
國
大
學
�
學
科

(西
洋
�
)
の
出
身
で
あ

り
︑
內
Ì
湖
南
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
京
都
大
學
東
洋
�
Ê
座
の
Ê
師
と
な
っ
て
い
る
︒
日
本
に
お
け
る
初
)
の
東
洋
學
者
た
ち
の
著
作
で
︑

孝
�
�
の
政
策
が
ど
の
よ
う
に
記
営
さ
れ
て
い
る
か
を
確
.
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
︒

市
村
瓉
~
郞
・
瀧
川
Å
太
郞
は
共
著
に
お
い
て
︑

�
性
讀
書
を
好
み
て
先
_
の
政
を
慕
ひ
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
時
に
魏
の
勢
は
極
め
て
盛
ん
な
り
き
と
雖
︑
剽
悍
勇
武
の
風
漸
く
º
し
て
Í

に
他
日
の
衰
を
兆
せ
り
︒
(市
村
瓉
~
郞
・
瀧
川
Å
太
郞
﹃
荏
±
�
﹄
(吉
川
�
七
︑
一
八
九
一
)
卷
三

第
四
違

北
�
の
沿
革

第
一
?

後
魏

の
盛
衰

四
四
頁
)
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と
孝
�
�
の
諸
政
策
を
列
擧
し
た
後
に
︑
そ
れ
が
北
魏
滅
Î
の
p
因
と
な
っ
た
こ
と
を
営
べ
て
お
り
︑
こ
れ
も
﹃
廿
二
�
劄
記
﹄
の
記
営
と
大

き
く
離
れ
て
い
な
い
︒
學
生
向
け
の
敎
科
書
と
し
て
書
か
れ
た
�
違
と
し
て
︑
桑
原
隲
藏
は
︑

後
魏
の
孝
�
�
大
に
國
風
を
改
む

後
魏
は
本
夷
狄
よ
り
�
り
︑
𠛬
罰
濫
に
し
て
�
物
備
ら
ず
︒
�
元
・
太
武
兩
�
の
時
︑
崔
浩
に
命
じ

て
︑
律
令
を
定
め
︑
制
度
を
円
て
し
め
し
と
雖
ど
も
︑
尙
ホ
缺
點
多
か
り
し
を
︑
孝
�
�
の
時
に
至
り
︑
專
ら
漢
人
の
儒
者
を
任
用
し
︑

先
王
の
禮
制
を
擧
行
し
︑
百
般
の
�
物
該
備
す
︒
�
印
其
國
俗
の
鄙
陋
を
惡
み
︑
之
を
革
め
ん
が
爲
に
︑
左
の
方
法
を
行
ふ
︒
⁝
⁝

(中

略
)
⁝
⁝
然
れ
ど
も
功
臣
︑
舊
族
多
く
國
風
を
慕
ひ
︑
怨
制
を
悅
ば
ず
し
て
︑
或
は
反
を
謀
る
者
あ
り
︒
加
之
是
よ
り
華
侈
柔
Ï
の
風
行

は
れ
︑
國
勢
衰
I
の
兆
見
は
る
︒
(桑
原
隲
藏
﹃
中
等
東
洋
�
﹄
(大
日
本
圖
書
︑
一
八
九
八
︑
一
七
〇
頁
)
)

と
記
営
し
て
お
り
︑
桑
原
と
同
時
)
に
漢
學
科
で
中
國
�
を
學
ん
で
い
た
中
村
久
四
郞
は
︑

孝
�
�
は
魏
王
�
の
Ð
出
し
た
君
O
で
あ
る
︒
�
は
鮮
卑
國
俗
の
野
蠻
な
る
を
厭
ひ
︑
印
從
來
の
國
都
�
城

(山
西
省
北
部
)
は
︑
用
武

の
地
に
し
て
興
�
の
處
に
あ
ら
ず
と
し
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
諸
王
族
元
老
�
び
保
守
�
國
人
は
︑
無
論
斯
の
如
き
改
俗
怨
政
を
悅
ば
ず
︑

少
な
く
と
も
南
�
を
樂
む
心
と
北
方
の
舊
土
を
慕
ふ
心
と
は
相
�
ば
し
︑
寧
ろ
�
に
於
い
て
は
舊
土
を
戀
ひ
し
く
思
ふ
者
が
少
な
く
な

か
っ
た
︒
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
蓋
し
�
は
天
性
荏
±
�
學
に
長
じ
︑
之
を
悅
慕
崇
好
す
る
極
︑
其
國
俗
の
陋
を
卑
し
み
︑
6
謂
中
華
の
�

�
を
以
て
之
を
改
怨
し
︑
�
治
を
興
し
て
︑
以
て
其
隆
盛
を
三
代

(夏
︑
殷
︑
周
)
の
理
想
�
_
人
の
世
に
比
せ
ん
と
欲
し
た
も
の
で
あ

る
︒然

れ
ど
も
南
�
以
後
は
︑
�
學
を
c
ぶ
に
#
ぎ
し
よ
り
武
事
漸
く
廢
れ
︑
風
俗
華
奢
と
な
り
︑
國
勢
漸
く
衰
へ
た
︒
(中
村
久
四
郞
﹃
東

洋
�
Ê
座
第
二
)
﹄
(國
�
Ê
�
會
︑
一
九
二
六
)
)

と
記
営
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
�
違
も
大
筋
に
お
い
て


の
二
例
と
同
樣
に
︑
趙
¤
﹃
廿
二
�
箚
記
﹄
に
準
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
東
洋
�
學
の
�
初
)
に
著
さ
れ
た
中
國
�
�
は
︑﹃
廿
二
�
箚
記
﹄
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
も
︑
桑
原
は
北
魏
の
出
自
を
﹁
夷
狄
﹂︑
國
俗
を

﹁
鄙
陋
﹂
と
記
し
︑
中
村
は
﹁
中
華
の
�
�
を
以
て
之
を
改
怨
﹂
と
営
べ
る
な
ど
︑
夷
狄
か
ら
中
華
へ
の
變
�
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
立
っ
て
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い
る
一
方
︑
い
ず
れ
の
記
営
で
も
孝
�
�
の
諸
政
策
の
 
圖
を
﹁
三
代
に
比
す
﹂﹁
先
_
の
政
を
慕
う
﹂﹁
其
隆
盛
を
三
代

(夏
︑
殷
︑
周
)
の

理
想
�
_
人
の
世
に
比
す
﹂
の
よ
う
に
復
古
政
策
と
し
て
.
識
し
て
い
る
︒
同
時
に
︑﹁
舊
風
を
變
ぜ
ん
と
欲
す
﹂﹁
之

(國
俗
)
を
革
め
ん
﹂

と
い
っ
た
第
一
?
で
孝
�
�
と
同
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
言
い
囘
し
に
類
似
す
る
用
語
が
&
わ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
に
お
い
て
は
︑

孝
�
�
の
政
策
に
對
し
て
正
�
の
記
営
に
卽
し
た
表
現
を
用
い
て
復
古
で
あ
る
と
い
う
.
識
と
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い

も
の
の
︑
夷
か
ら
華
へ
の
變
�
で
あ
る
と
す
る
宋
代
以
影
の
.
識
が
混
在
し
て
い
た
︒
同
時
に
︑
政
策
の
�
價
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
淸
の

趙
¤
の
否
定
�
な
�
價
を
繼
承
し
て
い
る
︒

桑
原
・
中
村
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
孝
�
�
の
政
策
に
つ
い
て
﹁
怨
制
﹂﹁
改
俗
怨
政
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
︒
こ
の
表
現
は
	
代
以


の

著
作
か
ら
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
現
代
ま
で
&
い
續
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
�
初
)
の
東
洋
�
學
の
硏

究
者
の
中
で
﹁
漢
�
﹂
と
い
う
言
葉
が
&
わ
れ
て
い
る
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
︒

一
九
二
〇
年
代
後
�
に
︑
漢
�
に
先
立
ち
︑
孝
�
�
の
改
革
を
﹁
荏
±
�
﹂
と
す
る
表
現
が
現
れ
て
い
る
︒

そ
れ
に
つ
い
で
は
五
世
紀
の
後
�
時
代
に
�
名
な
孝
�
�
と
云
ふ
の
が
出
ま
し
て
⁝
⁝
一
々
詳
細
に
そ
の
�
樣
を
申
上
げ
る
遑
は
な
い
が
︑

P
す
る
に
魏
で
は
荏
±
の
�
�
を
取
入
れ
て
す
つ
か
り
荏
±
�
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
(
羽
田
亨
﹁
荏
±
の
北
族
諸
族
と
漢
�
�
﹂
(﹃
荏

±
﹄
十
九
卷
十
號
︑
一
九
二
八

(﹃
羽
田
¨
士
�
學
論
�
集
﹄
上
卷
︑
一
九
五
七
︑
同
Ò
舍

6
收
)
)

羽
田
亨
の
こ
の
�
違
は
Ê
演
の
書
き
�
こ
し
で
は
あ
る
も
の
の
︑
孝
�
�
の
改
革
が
﹁
荏
±
�
﹂
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
記
営
の
�
初
)
の

も
の
で
あ
る
︒
一
方
で
︑
漢
�
政
策
の
語
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
魏
晉
南
北
�
時

代
の
�
初
の
�
�
と
し
て
知
ら
れ
る
岡
崎
�
夫
の
﹃
魏
晉
南
北
�
�
�
﹄
で
は
︑

高
祖
孝
�
�
に
至
り
︑
洛
陽
に
�
都
し
且
Á
激
な
る
蠻
俗
漢
�
政
策
を
行
つ
た
︒
內
4
旣
に
営
べ
た
如
く
︑
此
等
の
兩
大
事
は
共
に
高
祖

の
獨
斷
に
出
で
︑
隨
つ
て
其
詳
細
な
理
由
は
不
�
で
あ
る
が
︑
恐
ら
く
代
都
に
於
て
は
蠻
漢
の
夥
し
き
人
口
を
養
ふ
に
足
ら
な
か
つ
た
點

に
�
都
の
重
な
る
原
因
存
し
︑
印
淳
朴
な
り
し
部
人
が
~
第
に
奢
侈
û
蕩
の
風
に
染
み
た
る
爲
め
︑
之
を
漢
族
の
禮
�
に
よ
つ
て
Óマ

マ

束
せ
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し
め
ん
が
爲
め
に
漢
�
政
策
が
Õ
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
︒
(岡
崎
�
夫
﹃
魏
晉
南
北
�
�
�
﹄
(
弘
�
堂
書
Ö
︑
一
九
三
二
)

外
4
第
三
違

北
�
の
�
�

六
五
四
頁
)

と
記
し
て
お
り
︑
�
確
に
漢
�
政
策
の
語
を
用
い
て
い
る
︒
岡
崎
の
著
書
は
現
在
で
も
魏
晉
南
北
�
�
硏
究
の
基
礎
�
な
硏
究
書
と
し
て
參
照

さ
れ
て
お
り
︑
孝
�
�
の
諸
政
策
を
﹁
漢
�
政
策
﹂
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
書
の
影
È
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る(19

)
︒
た
だ
︑
岡
崎
の

�
�
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
﹁
漢
�
政
策
﹂
と
い
う
呼
稱
が
一
般
�
に
な
っ
た
と
斷
じ
る
こ
と
は
難
し
い
︒
例
え
ば
市
村
瓉
~
郞
の
中
國

�
硏
究
の
集
大
成
で
あ
る
﹃
東
洋
�
瓜
﹄
で
は
︑

而
し
て
こ
の
�
都
は
鮮
卑
の
民
族
を
し
て
一
層
荏
±
�
せ
し
む
る
に
與
つ
て
力
あ
つ
た
と
思
ふ
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
×
に
角
︑
孝
�
�
は

荏
±
の
�
�
・
學
藝
を
尙
び
︑
儒
敎
の
O
義
に
基
い
て
諸
般
の
改
革
を
な
し
︑
鮮
卑
固
�
の
風
俗
は
勿
論
︑
言
語
を
も
改
め
ん
と
企
て
た

の
で
あ
る
︒
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
こ
れ
を
P
す
る
に
荏
±
を
瓜
一
す
る
に
は
︑
先
づ
そ
の
民
族
�
�
を
漢
族
�
�
の
¼
度
に
ま
で
@
め
る

必
P
を
感
じ
て
︑
こ
の
革
怨
を
斷
行
し
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
か
く
觀
察
す
る
と
孝
�
�
の
革
怨
政
治
は
必
ず
し
も
無
 
味
の

も
の
で
は
な
か
つ
た
︒
(市
村
瓉
~
郞
﹃
東
洋
�
瓜
﹄
卷
一
中
世
É

(中
)
第
四
違
第
一
?

(
冨
山
Ö
︑
一
九
三
九
)
七
八
〇
～
七
八
三
頁
)

と
営
べ
ら
れ
て
お
り
︑
桑
原
・
中
村
の
表
現
に
類
似
す
る
革
怨
政
治
と
い
う
用
語
で
表
現
す
る
反
面
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
を
用
い
て
は
い
な

い
︒
同
時
)
に
白
鳥
庫
吉
も
~
の
よ
う
な
�
違
を
著
し
て
い
る
︒

魏
は
か
く
の
如
く
北
荏
±
を
瓜
一
し
て
南
北
に
力
を
加
へ
た
が
︑
荏
±
�
�
を
c
ん
で
︑
固
�
の
風
俗
を
卑
し
み
︑
鮮
卑
語
の
&
用
を
禁

じ
て
荏
±
人
と
の
相
婚
を
奬
勵
し
︑
8
に
儒
敎
・
U
敎
・
佛
敎
等
の
宗
敎
を
代
る
代
る
奉
信
し
た
た
め
︑
~
第
に
�
牧
民
の
特
質
た
る
慓

悍
武
勇
の
氣
風
を
失
つ
て
柔
Ï
と
な
り
︑
や
が
て
東
西
に
分
裂
し
て
互
に
抗
爭
し
︑
滅
Î
す
る
に
至
つ
た
︒
一
體
荏
±
內
地
を
占
領
し
た

北
狄
は
魏
に
限
ら
ず
い
づ
れ
も
荏
±
�
�
に
惑
溺
し
て
或
ひ
は
固
�
の
�
俗
を
以
て
胡
風
と
な
し
︑
或
ひ
は
そ
の
言
語
を
以
て
胡
語
と
な

し
︑
こ
れ
を
|
視
放
棄
す
る
を
�
慣
と
し
た
が
︑
こ
れ
が
常
に
そ
の
µ
入
民
族
を
し
て
�
Ï
な
ら
し
め
︑
や
が
て
滅
Î
せ
し
め
る
原
因
を

な
し
た
も
の
で
︑
魏
の
場
合
は
そ
の
�
も
顯
著
な
例
で
あ
る
に
#
ぎ
な
い
︒
(
白
鳥
庫
吉
﹁
ア
ジ
ア
�
論
﹂
(﹃
白
鳥
庫
吉
;
集
﹄
第
八
卷
︑
岩
波
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書
店
︑
一
九
六
〇
6
收
)
一
八
六
頁
︑
初
出
﹃
ア
ジ
ア
問
題
Ê
座
﹄
第
七
卷
︑
創
元
社
︑
一
九
四
〇
)

こ
の
�
違
で
は
他
の
箇
6
で
﹁
す
つ
か
り
荏
±
�
し
て
柔
懦
と
な
つ
て
し
ま
ふ
﹂
(同
頁
)
と
い
う
記
営
も
あ
り
︑
白
鳥
の
書
き
方
は
羽
田

と
同
じ
く
﹁
荏
±
�
﹂
で
瓜
一
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
表
記
に
關
し
て
は
︑
日
本
は
一
九
一
一
年
に
中
華
民
國
が
成
立
し
た
後
も
︑
外
e
�
書
で

は
一
貫
し
て
﹁
荏
±
共
和
國
﹂
の
用
語
を
用
い
て
お
り
︑﹁
中
華
﹂﹁
中
國
﹂
と
い
う
言
葉
の
持
つ
大
中
華
O
義
の
に
お
い
を
Ô
い
︑
日
本
で
は

そ
れ
に
對
す
る
反
撥
と
し
て
﹁
荏
±
�
﹂
の
語
が
常
用
さ
れ
て
い
た(20

)
︒

一
方
で
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
︑

つ
い
で
高
祖
孝
�
�
は
太
和
十
八
年

(四
九
四
年
)
都
を
洛
陽
に
�
し
︑
園
底
し
た
漢
�
政
策
を
と
る
に
至
つ
た
︒
孝
�
�
の
洛
陽
�
都

は
︑
魏
の
�
と
な
つ
た
黃
河
以
南
の
廣
大
な
領
土
保
;
に
Ù
利
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
實
質
�
理
由
に
も
依
る
で
あ
ら
う
が
︑
直
接
の
動

機
は
︑
寧
ろ
矢
張
り
衣
常
な
漢
�
�
愛
好
者
で
あ
つ
た
孝
�
�
個
人
の
欲
求
に
出
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
︒
(
東
亞
硏
究
6
4
﹃
衣

民
族
の
荏
±
瓜
治
�
﹄

第
一
違
第
六
?

漢
�
政
策
と
衰
Î

(一
九
四
四
)
三
〇
～
三
一
頁
)

『
衣
民
族
の
荏
±
瓜
治
�
﹄
は
中
村
治
兵
衞
と
沼
田
鞆
雄
の
共
著
で
あ
る
が
︑﹁
例
言
﹂
に
擔
當
者
が
�
記
さ
れ
て
お
り
︑
引
用
部
分
は
中
村

の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
年
代
と
4
者
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
︑
第
二
~
世
界
大
戰
末
)
︑
日
中
戰
爭
が
長
)
�
し
て
い
た
中
で
︑

中
國
荏
�
を
安
定
さ
せ
る
目
�
で
4
ま
れ
た
書
籍
で
あ
る
︒
こ
の
書
で
は
北
魏
の
特
色
と
し
て
︑﹁
漢
�
政
策
﹂﹁
同
�

(
漢
�
)
政
策
﹂
の
二

�
り
の
記
営
を
用
い
て
お
り
︑
北
魏
が
#
度
の
﹁
同
�
﹂
を
行
っ
た
こ
と
で
衰
B
し
た
と
結
論
附
け
て
い
る
︒
先
に
見
た
白
鳥
庫
吉
も
ま
た
︑

﹁
荏
±
�
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
柔
Ï
﹂﹁
惑
溺
﹂﹁
�
Ï
﹂
な
ど
の
表
現
を
用
い
て
お
り
︑﹁
荏
±
�
﹂
に
對
し
て
否
定
�
な
�
價
を
下
し
て
い
た
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
は
︑﹁
荏
±
�
﹂
と
Ä
用
さ
れ
つ
つ
一
九
三
〇
年
代
以
影
に
&
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ

れ
を
岡
崎
の
發
�
と
見
る
に
は
證
據
が
足
り
な
い
が
︑
現
在
ま
で
﹁
漢
�
政
策
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
が
︑
岡
崎
の
著
書
に
あ
る

と
し
て
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
日
中
戰
爭
で
占
領
地
の
荏
�
に
苦
慮
し
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
︑
北
魏
の
﹁
漢
�
﹂﹁
同
�
﹂
と

衰
B
と
い
う
問
題
は
︑
强
い
關
心
を
Ú
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
も
推
測
で
き
る
︒
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で
は
︑
O
に
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
を
用
い
て
い
た
中
國
で
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
﹁
漢
�
政
策
﹂
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

先
に
見
た
陳
寅
恪
の
�
違
で
は
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
﹁
漢
�
政
策
﹂
が
同
時
に
&
用
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
か
ら
﹁
漢
�
政

策
﹂
へ
切
り
替
わ
る
#
渡
)
の
�
違
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

岡
崎
�
夫
の
﹃
魏
晉
南
北
�
�
�
﹄
と
同
樣
に
︑
現
在
で
も
參
照
さ
れ
る
�
�
と
し
て
呂
思
勉
の
﹃
兩
晉
南
北
�
�
�
﹄
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

こ
の
書
の
刊
行
は
一
九
四
八
年
だ
が
︑
實
際
の
執
筆
は
一
九
四
〇
年
代


�
で
あ
る
と
さ
れ
る(21

)
︒

�
都
之
後
︐
於
革
易
舊
俗
︐
亦
可
謂
雷
厲
風
行
︒
⁝
⁝
孝
�
以
仰
慕
中
國
�
�
之
故
︐
至
欲
自
擧
其
語
言
而
º
滅
之
︐
其
改
革
之
心
︐
可

謂
勇
矣
︒
(呂
思
勉
﹃
兩
晉
南
北
�
�
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
五

(初
出

開
�
出
版
社
︑
一
九
四
八
)
)
)

呂
思
勉
は
﹁
革
易
舊
俗
﹂﹁
改
革
之
心
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
て
孝
�
�
の
政
策
を
說
�
し
て
い
る
︒﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
は
&
わ
れ
て
お
ら

ず
︑
同
時
に
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
も
み
え
な
い
が
︑
孝
�
�
が
胡
語
を
º
滅
さ
せ
た
こ
と
を
﹁
勇
矣
﹂
と
肯
定
�
に
�
價
し
て
い
る
點
で
︑
中

國
の
舊
來
の
理
解
に
	
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

刊
行
年
は
呂
思
勉
と
同
じ
一
九
四
八
年
で
あ
る
が
︑
執
筆
さ
れ
た
の
は
戰
後
で
あ
る
嚴
Ý
�
の
�
違
に
は
︑

惟
北
魏
崛
�
朔
漠
︑
漢
�
以
漸
︑
怨
舊
競
替
︑
制
雜
胡
華
︑
⁝
⁝
至
孝
�
傾
心
漢
�
︑
釐
爲
永
式
︑
始
與
華
制
爲
	
︒
(嚴
Ý
�
﹁
北
魏
尙

書
制
度
考
﹂
(﹃
嚴
Ý
�
�
學
論
�
集
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
九

(初
出
﹃
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
6
集
刊
﹄
十
八
︑
一
九
四
八
)
)
)

先
に
見
た
陳
寅
恪
の
�
違
と
同
樣
に
﹁
胡
華
﹂
と
い
う
�
�
�
な
P
素
と
︑﹁
漢
�
﹂
と
い
う
民
族
�
な
表
現
が
e
雜
し
て
い
る
︒

も
う
一
例
と
し
て
︑
7
頡
剛
の
事
例
を
み
て
み
た
い
︒
7
頡
剛
は
生
涯
で
二
度
︑
�
�
を
出
版
し
て
い
る
︒
一
九
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
敎

科
書
と
︑
戰
後
︑
一
九
六
五
年
に
口
営
し
た
も
の
が
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
一
九
二
三
年
の
�
違
で
は
︑

然
而
漢
族
�
�
�
根
據
已
深
︑
衣
族
�
勢
力
非
但
不
能
加
以
摧
折
︐
結
果
且
自
己
荏
持
不
Þ
︐
被
4
燦
爛
�
�
�
同
�
了
︒
⁝
⁝
無
怪
後

來
王
肅
仕
魏
︐
魏
孝
�
�
只
索
頴
�
�
著
地
傾
慕
華
風
︐
連
本
來
�
胡
�
胡
語
也
不
借
犧
牲
︐
痛
加
禁
遏
呢
︒
(﹃
7
頡
剛
;
集
﹄
第
十
三
卷

(中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
)
6
收
︑﹁
現
代
初
中
敎
科
書

本
國
�
﹂
(
7
頡
剛
・
王
鍾
麒
著
︑
胡
¸
校
訂
︑
商
務
印
書
館
︑
初
出
一
九
二
三
)
第
三
4

中
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古

從
秦
初
到
五
代
之
末

15

衣
族
同
�
和
怨
�
四
裔
)

當
時
の
世
相
を
反
映
し
て
民
族
�
な
O
張
が
强
く
出
て
い
る
�
違
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
孝
�
�
の
政
策
に
つ
い
て
︑﹁
傾
慕
華
風
﹂

と
說
�
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
同
樣
の
內
容
が
四
〇
年
後
に
︑

北
魏
孝
�
�
下
令
︐
&
自
己
�
民
族
;
部
漢
�
︒
衣
�
á
漢
�
︐
語
言
︑
�
字
一
槪
用
漢
語
︑
漢
字
︐
於
是
魏
完
;
漢
�
︒
(﹃
7
頡
剛
;

集
﹄
第
十
三
卷

(中
華
書
局
︑
二
〇
一
〇
)
6
收
︑
(
7
頡
剛
口
営
︑
何
ã
君
整
理
﹃
中
國
�
學
入
門
﹄
(中
國
靑
年
出
版
社
︑
初
出
一
九
八
三
)
)
一

中

國
民
族
�
槪
P

2
．
中
華
民
族
�
形
成
︑
壯
大
和
發
展

(4
)
三
國
︑
兩
晉
︑
南
北
�
)

と
な
っ
て
お
り
︑﹁
;
部
漢
�
﹂﹁
完
;
漢
�
﹂
と
繰
り
9
し
漢
�
を
用
い
て
い
る
︒﹃
中
國
�
學
入
門
﹄
は
一
九
六
五
年
か
ら
六
六
年
に
か
け

て
︑
北
京
香
山
療
養
院
で
7
頡
剛
が
行
っ
た
聯
續
Ê
義
を
何
ã
君
が
記
錄
し
た
も
の
で
あ
る
た
め(22

)
︑
口
語
體
に
	
い
言
い
囘
し
に
な
っ
て
い
る

可
能
性
は
あ
る
が
︑
し
か
し
一
九
六
五
年
に
な
る
と
﹁
漢
�
﹂
と
い
う
言
葉
が
一
般
�
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
中
國
で
は
一
九
四
〇
年
代
が
﹁
用
夏
變
夷
﹂
か
ら
﹁
漢
�
﹂
へ
と
用
語
が
變
�
し
て
い
く
境
界
で
あ
っ
た
と
か
考
え
ら
れ
る

が
︑
Æ
っ
て
一
九
三
〇
年
代
の
&
用
例
と
し
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

北
�
兩
~
大
改
革
：
(一
)
北
魏
孝
�
�
�
都
洛
陽
︐
�
其
漢
�
事
業
之
設
施
︒
(二
)
北
周
�
�
之
變
法
︒
(谷
霽
光
﹁
三
國
鼎
立
與
南
北

�
分
立
﹂
(﹃
禹
貢
�

刊
﹄
第
五
卷
第
二
)
︑
一
九
三
六
)

谷
霽
光
が
﹁
漢
�
事
業
﹂
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
︒
戰


の
中
國
に
お
け
る
東
洋
�
關
聯
の
雜
誌
と
し
て
は
︑﹃
食
貨
﹄

﹃
禹
貢
﹄﹃
古
�
辨
﹄
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
中
で
唯
一
︑
孝
�
�
の
政
策
に
つ
い
て
言
�
し
て
い
る
の
が
こ
の
�
違
で
あ
る
︒
當

時
の
學
界
の
動
向
と
し
て
︑
北
魏
に
關
聯
す
る
論
�
は
決
し
て
多
く
な
く
︑
そ
の
中
で
も
孝
�
�
の
政
策
に
言
�
し
て
い
る
も
の
は
さ
ら
に
少

な
い
︒

羽
田
亨
に
よ
れ
ば
︑
一
九
三
六
年
六

の
東
洋
�
談
話
會
で
︑
王
桐
齡
が
﹁
荏
±
に
於
け
る
外
來
民
族
の
漢
�
に
就
い
て
﹂
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
Ê
演
し
て
お
り
︑﹁
か
く
の
如
く
漢
民
族
の
同
�
力
が
强
い
の
で
︑
自
然
に
入
り
å
ん
だ
外
民
族
は
漢
�
さ
れ
て
居
り
︑
假
令
入
り
å
ん
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で
居
ら
な
く
て
も
︑
一
度
密
接
な
關
係
で
結
び
つ
け
ば
︑
必
ず
あ
る
¼
度
ま
で
漢
�
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
﹂
と
說
い
た
と
い
う
記

営
が
あ
る(23

)
︒
王
桐
齡
は
北
�
師
範
大
學
の
敎
�
で
あ
り
︑
一
九
三
四
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
日
本
に
硏
究
の
た
め
滯
在
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
︒
彼
は
淸
末
の
留
學
生
の
一
人
と
し
て
東
京
�
國
大
學
に
留
學
し
て
お
り
︑
箕
作
元
八
の
下
で
西
洋
�
を
學
ん
で
い
た
︒
そ
の
後
も
日

本
に
短
)
の
留
學
を
し
て
お
り
︑
白
鳥
庫
吉
︑
市
村
瓉
~
郞
︑
池
內
宏
ら
と
面
識
が
あ
っ
た
︒
東
洋
�
談
話
會
で
の
Ê
演
も
︑
そ
の
緣
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う(24

)
︒
た
だ
し
︑
東
洋
�
談
話
會
と
い
う
場
で
︑
演
題
も
日
本
語
で
あ
る
よ
う
な
の
で
︑
王
桐
齡
に
よ
る
﹁
漢
�
﹂
の
&
用
例
は
︑

日
本
に
お
け
る
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

以
上
は
一
九
三
〇
年
代
に
﹁
漢
�
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
た
事
例
で
あ
る
が
︑
言
葉
自
體
は
も
う
少
し
早
く
か
ら
現
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

陳
垣
﹃
元
西
域
人
華
�
考
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
八

(初
出

勵
耘
書
屋
︑
一
九
三
七
)
)
は
︑
一
九
二
三
年
十
二

か
ら
二
四
年
に
か
け

て
北
京
大
學
﹃
國
學
季
刊
﹄
に
順
~
揭
載
さ
れ
た
論
�
を
一
册
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
上
海
古
籍
出
版
社
版
に
附
さ
れ
て
い
る
陳
智
超
の



言
に
よ
れ
ば
︑
二
三
年
十

以


の
第
一
稿
で
は
︑
現
行
の
本
�
で
﹁
華
�
﹂
と
さ
れ
て
い
る
部
分
が
;
て
﹁
漢
�
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
二
三
年
十
一

に
少
部
數
作
成
さ
れ
た
稿
本

(油
印
版
)
で
は
︑
す
べ
て
﹁
華
�
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る(25

)
︒
つ
ま
り
︑
一

九
二
三
年
の
時
點
で
﹁
漢
�
﹂
と
い
う
言
葉
が
元
�
に
お
け
る
西
域
人
に
對
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
陳
垣
は
稿
本
の
作
成
の
段
階
で
﹁
華

�
﹂
に
書
き
奄
え
た
こ
と
に
な
る
︒
陳
智
超
は
こ
の
變
8
を
︑
當
時
中
國
が
西
歐
列
强
の
壓
力
に
晒
さ
れ
て
お
り
︑
歐
�
に
對
抗
す
る
た
め
に

は
漢
�
で
は
な
く
華
�
と
い
う
言
葉
が
相
應
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
以


に
﹁
漢
�
﹂
の
用
例
が
見
ら
れ
な
い

と
い
う
時
代
背
景
を
考
え
る
と
︑﹁
漢
�
﹂
と
い
う
表
現
が
當
時
︑
さ
ほ
ど
一
般
�
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
よ
り
分
か
り
や
す
い
﹁
華

�
﹂
に
改
め
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑
中
國
で
は
﹁
漢
�
﹂
と
い
う
語
自
體
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
︑﹁
華
�
﹂
が
よ
り
一
般
�
な
表
現
で
あ
っ
た
︒

一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
は
從
來
の
﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
﹁
漢
�
﹂
へ
の
#
渡
)
で
あ
り
︑
兩
用
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
日
本
で
廣
く
用
い
ら
れ
て

い
る
﹁
荏
±
�
﹂
は
&
用
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
孝
�
�
の
政
策
へ
の
�
價
が
肯
定
�
で
あ
る
點
も
日
中
の
差
衣
と
し
て
確
.
で
き
る
︒
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お
わ
り
に
か
え
て
︱
︱
戰
後
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
用
法
と
敎
科
書
記
営

こ
れ
ま
で
営
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
北
魏
孝
�
�
の
諸
政
策
の
;
體
を
指
し
示
す
語
句
は
︑
時
代
と
と
も
に
變
�
し
て
い
る
︒
ほ
ぼ
同
時
代
に

あ
た
る
北
�
・
隋
}
で
は
儒
敎
の
古
典
に
基
づ
く
﹁
惟
怨
﹂﹁
移
風
易
俗
﹂
と
い
っ
た
語
句
が
用
い
ら
れ
︑
孝
�
�
の
政
策
は
中
國
古
代
の
周

の
政
策
を
復
古
す
る
も
の
と
記
営
さ
れ
て
い
た
︒
}
末
以
影
︑
南
�
を
正
瓜
と
す
る
�
觀
が
力
を
持
つ
と
と
も
に
︑﹁
用
夏
變
夷
﹂
と
い
う
呼

稱
が
あ
ら
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
夷
で
あ
る
北
魏
が
夏

(華
)
の
�
�
に
よ
っ
て
轉
向
し
た
と
い
う
.
識
を
示
し
て
お
り
︑
朱
子
學
に
基
づ
く
中

華
�
�
の
優
位
性
を
誇
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
中
國
で
は
	
代
ま
で
こ
の
呼
稱
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
一
方
︑
日
本
で
は
	
代
�
學
と

し
て
の
東
洋
�
が
成
立
し
た
一
八
九
〇
年
代
以
影
︑
こ
の
呼
稱
が
&
わ
れ
て
い
る
形
跡
は
見
え
な
い
︒

日
本
の
	
代
東
洋
�
學
で
は
︑
當
初
は
孝
�
�
の
諸
政
策
を
周
代
の
政
治
を
目
指
し
た
復
古
と
.
識
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
﹁
荏
±
�
﹂
の

語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
一
九
三
〇
年
代
に
は
﹁
漢
�
﹂
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
一
方
中
國
で
は
︑﹁
荏
±
�
﹂
の
語
は
用
い

ら
れ
ず
︑
一
九
四
〇
年
代
ま
で
﹁
用
夏
變
夷
﹂
の
語
が
﹁
漢
�
﹂
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
戰
後
に
な
る
と
﹁
漢
�
﹂
が
一
般
�
な
用

語
と
な
っ
て
い
る
︒

�
後
に
︑
日
本
に
お
け
る
戰
後
の
動
向
に
つ
い
て
少
し
だ
け
觸
れ
て
お
き
た
い
︒
戰
後
︑
G
H
Q
に
よ
っ
て
敎
育
改
革
が
行
わ
れ
る
中
で
︑

一
九
四
六
年
に
施
行
さ
れ
た
﹁
昭
和
二
十
二
年
度
學
�
指
ç
P
領
東
洋
�
4

(試
案
)
﹂
で
は
︑
單
元
二
﹁
東
洋
の
�
�
は
い
か
に
し
て
擴
閏

し
た
か
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
が
用
 
さ
れ
︑
魏
晉
南
北
�
隋
}
時
代
を
è
っ
て
い
る
︒
こ
の
單
元
に
は
︑

二
．
東
洋
�
に
お
い
て
漢
民
族
と
北
方
民
族
と
の
對
立
が
い
か
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
︒

三
．
外
民
族
が
南
北
�
時
代
に
お
い
て
»
し
た
�
�
�
貢
獻
を
考
え
︐
�
�
�
上
に
お
け
る
外
民
族
の
存
在
 
義
を
.
識
す
る
こ
と(26

)
︒

と
い
う
二
つ
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
お
り
︑
北
方
民
族

(北
魏
)
を
た
だ
同
�
さ
れ
た
存
在
と
み
る
の
で
は
な
く
O
體
�
な
存
在
と
し
て
東
洋

�
上
で
役
割
を
果
た
し
た
と
敎
育
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
︒
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し
か
し
︑
こ
の
一
年
後
に
は
東
洋
�
・
西
洋
�
に
分
か
れ
て
い
た
外
國
�
敎
育
は
世
界
�
と
し
て
一
本
�
さ
れ
て
い
く(

27
)

︒
戰
後
の
敎
科
書
に

お
け
る
孝
�
�
の
政
策
に
關
す
る
記
営
は
︑﹁
孝
�
�
の
時
︑
洛
陽
に
都
を
移
し
て
均
田
法
を
施
行
し
︑
怨
政
治
の
實
踐
に
つ
と
め
た(28

)
﹂
と

い
っ
た
鯵
素
な
も
の
と
な
り
︑﹁
怨
政
治
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

戰
後
長
ら
く
︑
敎
科
書
で
孝
�
�
の
政
策
に
對
す
る
呼
稱
と
し
て
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
は
&
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
各
敎
科
書
ご
と
に
衣
な
る
呼

稱
を
用
い
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
山
川
出
版
社
﹃
詳
說
世
界
�
﹄
で
は
︑
一
九
五
二
～
八
一
年
ま
で
﹁
怨
政
治
﹂︑
八
二
～
九
八
年
ま
で
﹁
中
國

�
政
策
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
�
國
書
院
﹃
P
說
世
界
�
﹄
で
は
一
九
五
九
～
八
二
年
ま
で
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
表
現
を
用
い
て
い
た
が
︑
そ
の
後

﹁
皇
�
權
力
の
强
�
﹂
と
い
う
表
記
に
變
わ
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
︑
各
社
の
敎
科
書
が
い
ず
れ
も
孝
�
�
の
政
策
を
﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
で
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
︒

山
川
出
版
社
﹃
詳
說
世
界
�
﹄
で
は
︑
一
九
九
七
年
版
で
は
︑

北
魏
の
孝
�
�
は
︑
均
田
制
や
三
長
制
を
し
き
︑
�
城
か
ら
洛
陽
に
都
を
移
し
︑
鮮
卑
の
�
裝
や
言
語
を
禁
止
す
る
な
ど
︑
中
國
�
政
策

の
Õ
用
に
つ
と
め
た (29

)
︒

と
な
っ
て
い
る
が
︑
二
〇
一
三
年
の
も
の
で
は
︑

北
魏
の
孝
�
�
は
︐
均
田
制
や
三
長
制
を
し
い
て
農
Ý
民
社
會
の
安
定
に
つ
と
め
︐
ま
た
�
城

(現
在
の
大
同
)
か
ら
洛
陽
に
都
を
移
し
︐

鮮
卑
の
�
裝
や
言
語
を
禁
止
す
る
な
ど
積
極
�
な
漢
�
政
策
を
う
ち
出
し
た
︒

內
容
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
も
の
の
︑﹁
中
國
�
政
策
﹂
の
語
が
﹁
漢
�
政
策
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
東
京
書
籍
﹃
怨
é
世
界
�
﹄
に

お
い
て
も
︑
一
九
九
一
年
版
で
は
︑

北
魏
は
︑
孝
�
�
の
と
き
に
︑
都
を
�
城

(現
在
の
山
西
省
大
同
)
か
ら
洛
陽
に
移
し
︑
鮮
卑
固
�
の
�
裝
や
言
葉
を
中
國
風
に
改
め
る
な

ど
︑
中
國
�
政
策
を
と
っ
た
︒

で
あ
っ
た
も
の
が
︑
二
〇
一
三
年
版
で
は
︑
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北
魏
は
孝
�
�
の
と
き
に
︑
都
を
�
城

(現
在
の
山
西
省
大
同
)
か
ら
洛
陽
に
移
し
︑
民
族
固
�
の
�
裝
や
言
葉
を
中
國
風
に
改
め
る
な
ど

の
政
策
を
@
め
て
華
北
を
荏
�
し
た
︒

と
い
う
よ
う
に
︑﹁
中
國
�
政
策
﹂
の
語
が
な
く
な
り
︑
そ
の
後
二
〇
一
七
年
に
は
︑

北
魏
は
孝
�
�
の
と
き
に
︑
都
を
�
城

(現
在
の
山
西
省
大
同
)
か
ら
洛
陽
に
移
し
︑
民
族
固
�
の
�
裝
や
言
葉
を
中
國
風
に
改
め
る
な
ど

の
漢
�
政
策
を
@
め
て
華
北
を
荏
�
し
た
︒

と
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
に
置
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
�
國
書
院
で
も
︑﹃
怨
世
界
�
﹄
(
一
九
九
一
年
版
)
で
は
︑

し
か
し
︑
都
を
洛
陽
に
移
し
︑
�
裝
・
言
語
な
ど
の
中
國
�
を
す
す
め
る
と
︑
そ
の
Á
激
な
中
國
�
政
策
に
對
し
︑
鮮
卑
族
の
中
に
不
滿

を
も
つ
も
の
が
多
く
な
り
︑
東
西
に
分
裂
し
た
︒

と
﹁
中
國
�
政
策
﹂
の
語
で
表
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑﹃
怨
詳
世
界
�
﹄
(二
〇
〇
三
年
版
)
で
は
︑

し
か
し
︑
鮮
卑
風
の
�
裝
や
言
語
を
禁
止
す
る
な
ど
︑
洛
陽
を
中
心
に
漢
�
政
策
を
Á
ぎ
す
ぎ
た
た
め
︑
長
城
地
帶
に
殘
留
し
た
�
牧
民

の
反
亂
を
誘
發
し
た
︒

の
よ
う
に
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
を
用
い
つ
つ
︑
孝
�
�
の
政
策
を
批
�
�
に
紹
介
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
の
敎
科
書
で
も
︑
そ
れ
ま
で
﹁
中
國

�
﹂
と
さ
れ
て
い
た
部
分
が
︑
二
〇
〇
〇
年
代
以
影
︑﹁
漢
�
﹂
の
語
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
戰
後
の
硏
究
�
の
中
で
︑
故
 
に
漢
�
政
策
の
語
を
,
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
も
存
在
す
る
︒
宮
崎
市
定
は
︑

太
武
�
の
曾
孫
に
當
る
孝
�
�
は
︑
幼
少
で
位
に
つ
い
た
が
︑
成
長
し
て
國
政
を
親
ら
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
�
上
に
�
名
な
華
�
政
策

を
强
行
し
た
⁝
⁝
自
ら
民
族
の
誇
り
を
持
ち
乍
ら
の
同
�
と
は
︑
彼
等
が
自
ら
漢
�
す
る
と
同
時
に
︑
漢
族
�
な
貴
族
に
變
質
す
る
こ
と

で
あ
る
⁝
⁝
か
か
る
P
求
か
ら
︑
孝
�
�
は
强
力
に
鮮
卑
族
の
漢
�
を
推
し
@
め
た
︒
(
宮
崎
市
定
﹃
九
品
官
人
法
の
硏
究
﹄
(
同
Ò
舍
︑
一
九

七
七
)
)

と
あ
る
よ
う
に
︑
漢
�
と
い
う
語
は
用
い
る
も
の
の
︑
孝
�
�
の
政
策
に
つ
い
て
は
常
に
固
�
名
詞
と
し
て
﹁
華
�
政
策
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
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宮
崎
は
他
の
書
籍
で
も
孝
�
�
の
政
策
を
指
す
固
�
名
詞
と
し
て
﹁
華
�
政
策
﹂
を
&
っ
て
お
り
︑﹁
漢
�
﹂
と
﹁
華
�
政
策
﹂
を
&
い
分
け

て
い
る
︒
宮
崎
が
﹁
漢
�
政
策
﹂
を
,
け
た
 
圖
は
不
�
で
あ
る
が
︑
先
の
敎
科
書
の
事
例
と
同
じ
く
︑
戰
後
の
一
時
)
︑
漢
�
政
策
の
語
を

,
け
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
︒
本
論
で
営
べ
た
よ
う
に
︑
戰


の
﹁
漢
�
政
策
﹂
が
日
中
戰
爭
)
に
廣
ま
り
︑
當
時
の
日
中

關
係
を
背
景
と
し
て
�
�
し
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
戰
後
﹁
漢
�
政
策
﹂
を
,
け
る
向
き
が
存
在
す
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
二
〇
〇
〇
年
代
以
影
︑﹁
漢
�
政
策
﹂
の
語
が
敎
科
書
で
復
活
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

本
論
�
で
は
北
魏
孝
�
�
の
政
策
に
對
す
る
�
價
を
南
北
�
か
ら
	
代
ま
で
ê
う
こ
と
で
︑
現
在
︑
我
々
が
用
い
て
い
る
歷
�
用
語
の
持
っ

て
い
る
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
�
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
︒
論
考
中
に
各
時
代
の
專
門
家
か
ら
み
れ
ば
�
ら
か
な
ë
り
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
︒
他
の
硏
究
者
の
方
々
の
叱
正
を
待
ち
︑
今
後
︑
よ
り
一
層
議
論
を
深
め
た
い
︒

�(1
)

一
例
と
し
て
窪
添
慶
�
﹁
北
�
の
政
治
﹂
(﹃
世
界
歷
�
大
系

中

國
�
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
六

第
三
違
第
二
?
)
一
九
五
頁
︑

松
下
憲
一
﹃
北
魏
胡
族
體
制
論
﹄
北
海
U
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
七

八
八
頁
な
ど
︒

(2
)

川
本
芳
昭
﹃
魏
晉
南
北
�
時
代
の
民
族
問
題
﹄
£
古
書
院
︑
一
九

九
八
︒

(3
)

岡
田
和
一
郞
﹁
北
齊
國
家
論
序
說
：
孝
�
體
制
と
代
體
制
﹂
(﹃
九

州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
三
九
︑
二
〇
一
一
)︒

(4
)

拙
稿
﹁
北
魏
孝
�
�
の
﹁
漢
�
政
策
﹂
と
そ
の
荏
持
者
に
つ
い

て
﹂
(﹃
皇
學
館
�
學
﹄
三
一
︑
二
〇
一
六
)︒

(5
)

た
と
え
ば
﹃
詳
說
世
界
�
﹄
(
山
川
出
版
社
︑
�
成
二
十
八
年
度

版
)
で
は
﹁
北
魏
の
孝
�
�
は
︐
均
田
制
や
三
長
制
を
し
い
て
農
Ý

民
社
會
の
安
定
に
つ
と
め
︐
ま
た
�
城

(現
在
の
大
同
)
か
ら
洛
陽

に
都
を
移
し
︐
鮮
卑
の
�
裝
や
言
語
を
禁
止
す
る
な
ど
積
極
�
な
漢

�
政
策
を
う
ち
出
し
た
︒
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑﹃
怨
詳
世
界
�
﹄

(
�
國
書
院
︑
�
成
二
十
九
年
度
版
)
で
は
﹁
孝
�
�
の
と
き
に
均

田
制
・
三
長
制
を
施
行
し
�
城
か
ら
洛
陽
に
都
を
移
す
な
ど
︐
積
極

�
な
漢
�
政
策
を
と
っ
た
︒﹂
と
記
営
さ
れ
て
い
る
︒
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(6
)

趙
超
﹃
漢
魏
南
北
�
墓
誌
彙
4
﹄
(天
津
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九

二
)
九
八
頁
︒

(7
)

桐
本
東
太
﹁﹁
移
風
易
俗
﹂
原
始
﹂
(山
本
英
�
4
﹃
ア
ジ
ア
の
�

人
が
見
た
民
衆
と
そ
の
�
�
﹄
慶
應
義
塾
大
學
言
語
�
�
硏
究
6
︑

二
〇
一
〇
)︒

(8
)

後
営
す
る
よ
う
に
﹁
惟
怨
﹂
の
出
典
は
﹃
詩
經
﹄
�
王
の
﹁
周
雖

舊
邦
︑
其
命
維
怨
﹂
だ
が
︑﹃
魏
書
﹄
卷
三
十
六

李
順
傳

�
臣
曰

條
に
﹁
宗
緖
扶
駅
︑
人
位
盛
顯
︒
可
謂
李
雖
舊
族
︑
其
世
唯
怨
矣
﹂

と
い
う
表
現
が
あ
り
︑﹁
唯
怨
﹂﹁
惟
怨
﹂﹁
維
怨
﹂
は
﹃
魏
書
﹄
の

地
の
�
で
も
�
用
さ
れ
て
い
る
︒

(9
)

川
本
芳
昭
は
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
�
氏
に
お
け
る
周
禮
の
i
容
を

め
ぐ
っ
て
﹂
(川
本


揭
書
︑
三
七
三
頁
)
に
お
い
て
﹁
北
周
の
政

策
に
み
ら
れ
る
﹁
周
の
c
重
＋
魏
晉
批
�
﹂
と
い
う
基
本
方
針
を
�

確
に
打
ち
出
し
て
く
る
胡
族
君
O
は
誰
か
︑
と
い
う
先
に
提
示
し
た

設
問
に
對
す
る
解
答
は
私
見
に
よ
れ
ば
北
魏
孝
�
�
と
い
う
こ
と
に

な
る
﹂
と
営
べ
て
お
り
︑
孝
�
�
の
政
策
が
周
の
c
重
と
い
う
思
想

�
背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

(10
)

吉
川
忠
夫
﹁
島
夷
と
索
虜
の
あ
い
だ
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
七
二
︑

二
〇
〇
〇
)︒

(11
)

西
嶋
定
生
﹁
序
說

︱
︱
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
﹂
(﹃
中
國

古
代
國
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄
第
二
É
第
一
違
︑
東
京
大
學
出
版
會
︑

一
九
八
三
)
(初
出
﹃
岩
波
Ê
座

世
界
歷
�
﹄
古
代
4
︑
一
九
七

〇
)︒
西
嶋
は
東
ア
ジ
ア
世
界
で
中
國
王
�
が
持
っ
て
い
た
優
位
性

に
つ
い
て
︑
}
代
ま
で
は
政
治
�
優
越
性
で
あ
っ
た
が
︑
宋
代
以
影

は
�
�
�
優
越
性
に
變
わ
っ
て
い
く
と
営
べ
て
い
る
︒

(12
)

重
澤
俊
郞
﹁
歐
陽
修
の
正
瓜
論
﹂
(﹃
東
方
學
會
創
立
二
十
五
周
年

記
念
・
東
方
學
論
集
﹄
(
東
方
學
會
︑
一
九
七
二

6
收
)
)
︒

(13
)

『
�
治
�
鑑
﹄
卷
六
九

魏
紀
一
に
司
馬
光
の
正
閏
に
對
す
る
立
場

が
書
か
れ
て
お
り
︑
﹁
臣
の
今
営
べ
る
6
︑
國
家
の
興
衰
を
敍
べ
︑

生
民
の
休
戚
を
著
し
︑
觀
者
を
し
て
自
ら
其
の
善
惡
得
失
を
擇
び
︑

以
て
勸
戒
と
爲
さ
ん
こ
と
を
欲
す
る
に
止
ま
り
︑
春
秋
の
襃
貶
の
法

を
立
て
︑
亂
世
を
撥
し
て
諸
を
正
に
反
さ
ん
と
す
る
が
若
き
に
非

ず
﹂
と
客
觀
�
事
實
の
記
営
に
園
す
る
こ
と
を
営
べ
て
い
る
︒

(14
)

北
宋
の
正
瓜
論
に
關
し
て
は
西
順
藏
﹁
北
宋
そ
の
他
の
正
瓜
論
﹂

(﹃
中
國
思
想
論
集
﹄
筑
ì
書
Ö
︑
一
九
六
九
6
收
)
參
照
︒

(15
)

な
お
︑
洪
邁
は
﹃
容
齋
隨
筆
﹄
初
筆
卷
九
﹁
皇
甫
湜
正
閏
論
﹂
に

お
い
て
︑
先
に
出
た
皇
甫
湜
の
�
違
を
引
き
﹁
此
說
亦
理
�
り
﹂
と

肯
定
�
な
�
價
を
下
し
て
い
る
︒

(16
)

7
炎
武
の
歷
�
.
識
に
つ
い
て
は
︑
岸
本
美
緖
﹁
風
俗
と
時
代

觀
﹂
(﹃
古
代
�
�
﹄
四
八
︲
二
︑
一
九
九
六
)
參
照
︒

(17
)

原
�
﹁
�
惡
國
俗
之
陋
︑
欲
�
都
以
變
舊
風
⁝
⁝
蓋
�
優
於
�
學
︑

深
慕
華
風
︑
欲
興
�
治
︑
以
比
隆
三
代
︒
故
不
欲
僻
處
恒
北
也
︒
然

南
�
之
後
︑
武
事
漸
弛
︑
俗
趨
紛
華
︒
國
勢
之
衰
︑
實
始
於
此
矣
﹂︒

(18
)

五
井
直
弘
﹃
	
代
日
本
と
東
洋
�
學
﹄
(
靑
木
書
店
︑
一
九
七
六
)

第
一
違
第
三
?
﹁
東
洋
�
學
の
創
立
者
﹂
お
よ
び
小
嶋
茂
稔
﹁
	
代

日
本
に
お
け
る
﹁
東
洋
�
﹂
の
形
成
と
湖
南
の
中
國
�
﹂
(山
田

智
・
黑
川
み
ど
り
共
4
﹃
內
Ì
湖
南
と
ア
ジ
ア
.
識
﹄
(
勉
�
出
版
︑

二
〇
一
三
)
6
收
)
參
照
︒

(19
)

な
お
岡
崎
は
同
書
內
4
第
四
違
﹁
南
北
�
時
代
︱
︱
北
�

(
下
)﹂
に
お
い
て
︑
趙
¤
﹃
廿
二
�
劄
記
﹄
の
內
容
を
紹
介
し
︑
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﹁
此
論
旨
は
恐
ら
く
或
 
味
に
於
て
正
當
で
あ
ら
う
︒
Ä
し
北
魏
固

�
の
氣
風
が
�
都
に
よ
っ
て
²
れ
た
と
云
ふ
以


に
︑
旣
に
²
れ
て

居
た
爲
め
に
高
祖
が
�
都
を
斷
行
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
乎
︒

此
點
l
考
察
す
べ
き
で
あ
ら
う
﹂
と
営
べ
︑
孝
�
�
の
政
策
が
北
魏

の
衰
B
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
見
解
に
疑
問
を
示
し
て
い
る
︒

(20
)

紅
于
﹁
第
二
~
í
原
外
e
)
に
お
け
る
中
國
の
國
號
呼
稱
問
題
﹂

(﹃
お
茶
の
水
�
學
﹄
四
六
︑
二
〇
〇
二
)︒

(21
)

呂
思
勉
﹃
兩
晉
南
北
�
�
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
五
)

﹁


言
﹂
二
頁
︒

(22
)

｢我
宴
一
個
用
功
�
學
生
︐
把
他
�
每
一
句
話
︐
差
不
多
都
詳
細

記
錄
下
來
了
︒
他
爲
了
照
7
我
作
筆
記
︐
就
�
 
地
放
慢
Ç
度
︐
不

是
滔
滔
高
論
︐
且
是
徐
徐
慢
說
﹂
(
7


揭
書
何
ã
君
﹁
序
言
﹂
四

五
一
頁
)︒

(23
)

羽
田
亨
﹁
漢
民
族
の
同
�
力
說
に
就
い
て
﹂
(﹃
羽
田
¨
士
�
學
論

�
集
﹄
上
卷
︑
一
九
五
七
︑
同
Ò
舍
6
收
︑
初
出
﹃
東
洋
學
報
﹄
二

九−

三
・
四

白
鳥
¨
士
記
念
論
�
集
︑
一
九
四
四
)︒

(24
)

霍
耀
林
﹁
王
桐
齡
之
赴
日
經
歷
�
日
本
相
關
著
営
考
﹂
(﹃
或
問
﹄

三
〇
︑
二
〇
一
六
)︒

(25
)

竺
沙
R
違
﹁
陳
垣
と
桑
原
隲
藏
：﹁
桑
原
�
庫
﹂
中
の
陳
垣
寄
贈

書
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
�
林
﹄
一
九
九
二
)
に
よ
れ
ば
︑
稿
本
は
桑
原

隲
藏
に
贈
ï
さ
れ
た
一
部
だ
け
が
︑
京
都
大
學
の
桑
原
�
庫
に
殘
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
︒
京
都
大
學
の
圖
書
館
に
は
︑
出
版
地
・
出
版
社

不
�
の
﹃
元
西
域
人
華
�
考
﹄
(
�
料
番
號
：
二
〇
〇
〇
二
三
〇
二

八
〇
二
六
・
二
〇
〇
〇
二
三
〇
二
八
〇
三
五
)
が
登
錄
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
筆
者
が
二
〇
一
九
年
一
二

に
京
都
大
學
�
學
部
圖
書
館

で
該
當
す
る
稿
本
を
實
見
し
た
と
こ
ろ
︑
�
型
・
表
紙
の
色
な
ど
は

竺
沙
氏
が
論
�
で
引
い
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
︑
上
册
の

表
紙
裏
に
國
立
北
京
大
學
硏
究
6
國
學
門
か
ら
今
西
龍
宛
て
の
¬
付

狀

(一
二
・
一
一
・
三
〇
の
日
附
あ
り
)
が
糊
附
け
さ
れ
て
お
り
︑

目
~
の
右
下
に
も
今
西
龍
の
印
が
押
さ
れ
て
い
た
︒
一
方
で
︑
竺
沙

氏
が
桑
原
本
の
特
u
と
し
て
擧
げ
て
い
る
︑
表
紙
や
�
中
の
書
き
å

み
は
一
切
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒

一
方
で
︑
桑
原
�
庫
に
あ
る
と
さ
れ
る
桑
原
本
に
つ
い
て
は
︑
未

整
理
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
く
︑
部
外
者
が
實
見
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
︒

今
西
龍

(一
八
七
五
～
一
九
三
二
)
)
は
︑
京
都
�
國
大
學
・
京

城
�
國
大
學
の
敎
�
を
つ
と
め
た
�
鮮
古
代
�
硏
究
者
で
あ
り
︑
今

西
春
秋
﹃
今
西
龍
小
傳
﹄
(
國
書
刊
行
會
︑
一
九
七
〇
)
に
よ
れ
ば
︑

一
九
二
二
年
夏
か
ら
一
年
あ
ま
り
︑
北
京
大
學
に
留
學
し
て
い
る
︒

今
西
は
留
學
先
の
北
京
で
滿
洲
語
を
學
ん
で
お
り
︑
ま
た
︑
柯
劭
忞
︑

王
國
維
ら
と
親
e
が
あ
っ
た
︒
王
國
維
が
稿
本
を
6
藏
し
て
い
た
こ

と
は
︑
現
行
本
の
第
七
違
﹁
女
學
4
﹂
に
︑
王
國
維
・
英
華

(斂

之
)
か
ら
の
指
摘
で
稿
本
の
�
違
を
改
め
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
�
ら
か
で
あ
る
︒
一
九
二
三
年
十
一

に
今
西
が
北
京
に

滯
在
し
て
い
た
か
は
不
�
で
あ
る
が
︑
北
京
留
學
時
代
の
人
�
を
�

じ
て
︑
稿
本
を
寄
贈
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
︒つ

ま
り
︑
京
都
大
學
に
は
陳
垣
本
人
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
桑
原
隲
藏

由
來
の
本
と
︑
北
京
大
學
硏
究
6
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
今
西
龍
由
來
の

本
の
二
册
が
存
在
し
て
い
る
︒
今
西
本
は
︑
書
誌
�
報
に
よ
れ
ば
二
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〇
一
二
年
三

五
日
に
i
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
以


の
6
在
︑

お
よ
び
i
け
入
れ
經
雲
に
つ
い
て
は
�
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
︒
し

た
が
っ
て
︑
竺
沙
氏
が
論
�
を
著
し
た
時
)
に
は
存
在
が
知
ら
れ
て

お
ら
ず
︑
ま
た
︑﹃
今
西
�
庫
目
錄
﹄
(﹃
京
都
大
學
�
學
部
圖
書


報

別
卷
﹄
)
(京
都
大
學
�
學
部
圖
書
館
︑
一
九
五
九
)
に
も
︑

﹃
元
西
域
人
華
�
考
﹄
の
記
載
は
な
い
︒

(26
)

｢學
�
指
ç
P
領

東
洋
�
4

(試
案
)﹂
(國
立
敎
育
政
策
硏
究

6

學
�
指
ç
P
領
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
h
ttp
s
:
/
/
w
w
w
.n
ie
r.g
o
.

jp
/
g
u
id
e
lin
e
/
s2
2
e
js3
/
in
d
e
x
.h
tm
)
(二
〇
二
〇
年
一

八
日
確

.
)︒

(27
)

戰
後
の
敎
育
改
革
)
に
お
け
る
東
洋
�
・
西
洋
�
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
吉
田
寅
﹁
﹁
世
界
�
﹂
成
立


後
の
敎
科
書
・
準
敎
科
書
に

つ
い
て
﹂
(﹃
立
正
大
學
人
�
科
學
硏
究
6
年
報
﹄
二
八
︑
一
九
九

〇
)
參
照
︒

(28
)

山
川
出
版
社
﹃
詳
說
世
界
�
﹄
(
一
九
五
八
年
度
版
)︒

(29
)

原
�
は
橫
書
き
で
あ
る
が
︑
揭
載
の
都
合
上
︑
縱
書
き
に
し
︑
怨

字
を
舊
字
に
改
め
た
︒
以
下
の
敎
科
書
の
引
用
も
同
樣
︒

[補
記
﹈
陳
垣
﹃
元
西
域
人
華
�
考
﹄
に
﹁
漢
�
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
同
僚
の
松
下
U

信
氏
よ
り
ご
敎
示
い
た
だ
い
た
︒
謹
ん
で
お
禮
申
し
上
げ
る
︒
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Barbarians. It positioned the northern and the western barbarians as characterized

by “violence” but positioned the eastern barbarians as knowing “courtesy,” and

furthermore showed the possibility of civilizing the southern barbarians. In

addition, by placing Shendu 身詠, the birthplace of Buddhism, into the treatise on

the Western Region, it included that area, which had maintained an independent

order based on Buddhism, into the “outside area” 外區of the Four Barbarians that

did not recognize the “courtesy” of China, and thereby developing multi-

dimensional distinctions among the Four Barbarians.

Thus “The First Four Histories,” influenced by domestic and foreign affairs

from the era of Emperor Wu of the Former Han Dynasty to the early stage of the

Liu-Song Dynasty of the Six Dynasties, positioned multi-dimensional barbarians

from the “outside” into the dynastic histories on the basis of the concept of the Four

Barbarians.

THE ORIGIN OF THE IDEA OF HANIZATION, OR SINICIZATION漢�

HORIUCHI Junichi

Xiaowendi孝��, 6th Emperor of the Northern Wei Dynasty, enforced various

policies that have been called Hanhua 漢�, which can be translated as Hanizaion or

Sinicization in English. The word Hanhua, or Kanka in its Japanese reading, is in

general use and is seen in school textbook and the like. But Hanhua was not found

in earlier historical texts. Moreover, recent research has shown that these policies

were not intended to bring about Sinicization. This paper aims to clarify where the

idea of Hanhua came from.

Xiaowendiʼs reforms were seen by his contemporaries as a restoration of older

Chinese dynasties such as the Zhou or the Han. They were not understood in terms

of cultural or ethnic matters. After 10th century, this reformation came to be called

“yong Xia bian Yi” 用夏變夷, or “change barbarians by Chinese culture.” This

phrase shows that Xiaowendiʼs reformation was recognized as a cultural matter

between northern barbarians and central Chinese at that time. This understanding

lasted until 20th century.

The modern discipline of history come into existence in Japan at the end of 19th

century. The first generation of scholars explained Xiaowendiʼs reformation as a

restoration as had contemporaries of Xiaowendi. In the 20th century, Japanese

scholars started to use the term Shinaka 荏Y� (Sinicization), and then Kanka
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漢� (Hanizaion) after the 1930ʼs. At same time, the term Hanhua also came to be

used in China.

The influence of the Sino-Japanese war was behind these changes. In this

period, both countries were intent on using the concept of the ethnic group 民族.

Chinese historians tended to think that Xiaowendiʼs reformation unified the Chinese

empire, but Japanese historians were apt to think of it as weakening the Northern

Wei dynasty.

Up until the present, evaluations of Xiaowendiʼs reformation have depended on

political policy and diplomacy in each era. The term Hanization may also have

been under the influence of the Sino-Japanese war.

THE LEGATES OF YOU PREFECTURE AND LULONG DURING

THE FALL OF THE TANG AND THE ERA OF THE FIVE DYNASTIES,

CONSIDERED IN RELATION TO THE SHATUO-KHITAN

NIIMI Madoka

In recent years, the period of transition from the Tang to the Song dynasties in

China has received increased attention from scholars. This period ― sometimes

referred to as the “Era of Tang-Song Reform” ― is now being considered not only

from the perspective of Chinese history, but also from the perspective of continental

Asian history. In particular, there has been a remarkable expansion of research

into the rise of Shatuo-Khitan 沙陀/契丹 power, which came to prominence in the

tenth century. I note that the Shatuo-Khitan have been classified as “Central

Eurasian-style States,” with their origins in the An Lushan Rebellion of the

mid-eighth century. Exemplifying the connection between such “Central

Eurasian-style States” and the An Lushan rebellion were the forces of the

“Fanzhen” (lit. “buffer towns”) ; in particular, the so-called “Three Fanzhen of

Hebei” 河朔三鎭, which had their origin in the An-Shi army.

As it happens, almost no investigation has been conducted into the kinds of

political and military relationships that existed between the early Shatuo-Khitan

and the “Three Fanzhen of Hebei” during the period spanning the fall of the Tang

dynasty and the early days of the Five Dynasties era. In this paper, therefore, I will

focus on the legates (a kind of military commissioner known as a Jiedushi �度�)

of You Prefecture (Youzhou幽州). Within the “Three Fanzhen of Hebei,” it was

these legates who had the closest contact with the Shatuo-Khitan. By examining
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