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漢
宣
期
の
儒
教
・

町

田

三

郎

は
　
　
じ
　
　
め
　
　
に

武
帝
の
建
一
兀
「
五
年
春
…
－
置
五
讐
士
」
（
欝
・
）

「
始
置
五
経
博
士
」
　
（
百
官
公
卿
表
1
9
）
に
は
じ
ま
る
儒
教
一
尊

体
制
は
湘
十
年
後
の
元
和
五
年
の
公
孫
弘
の
い
わ
ゆ
る
「
功
令
」

の
裁
可
を
へ
て
制
度
的
に
も
定
着
し
、
以
来
従
前
の
諸
学
競
合
の

時
代
と
は
明
白
な
一
線
を
画
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
武
帝
期
以
降
の
儒
教
は
、
一
般
に
昭
宣
の
準
備
期
沈
潜
期
を
へ

て
、
元
成
以
降
に
飛
躍
的
に
伸
張
展
開
す
る
と
い
わ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
武
無
期
の
博
士
は
尚
書
の
弘
安
国
、
詩
の
徐
假
・
駆

上
・
夏
寛
、
春
秋
の
公
孫
弘
・
楮
大
な
ら
び
に
前
代
か
ら
の
董
仲

籠
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
尚
書
詩
春
秋
の
「
三
経
博
士
」
で
決

し
て
「
五
経
博
士
」
で
は
な
い
。
五
経
の
博
士
が
完
備
す
る
の
は

宣
帝
期
で
あ
る
。
　
「
孝
宣
の
世
に
至
り
、
ま
た
大
小
夏
侯
尚
書
、

大
小
戴
礼
、
施
脊
梁
丘
易
、
穀
梁
春
秋
を
立
つ
」
　
（
儒
林
伝
賛
8
8
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
さ
ら
に
元
帝
期
に
京
氏
易
、
平
帝
期
に
左
氏

春
秋
・
毛
詩
・
逸
礼
・
古
文
尚
書
が
立
て
ら
れ
る
。
経
と
博
士
が

増
幅
す
る
の
に
応
じ
て
弟
子
員
も
増
加
す
る
。
武
三
期
が
五
十
人

昭
帝
期
が
百
人
、
宣
帝
期
が
二
百
人
、
元
帝
期
は
一
時
定
員
制
を

解
除
す
る
が
結
局
は
千
人
、
、
成
帝
期
は
一
時
三
千
人
、
ま
た
縮
少

し
て
千
人
（
儒
林
伝
8
8
）
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

儒
教
が
時
代
を
お
っ
て
着
実
に
伸
展
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

し
か
し
そ
う
と
ぽ
か
り
は
い
え
な
い
記
録
が
あ
る
。
有
名
な
宣

帝
の
元
帝
評
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
漢
家
自
ら
制
度
あ
り
。

本
と
覇
王
の
道
を
以
て
雑
う
。
　
奈
何
ん
ぞ
純
ら
徳
教
に
任
じ
、

周
政
を
用
い
ん
や
」
　
（
元
帝
紀
9
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
儒
教

へ
の
偏
向
に
制
動
を
か
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
覇
王
の
道

を
雑
攣
る
漢
家
の
伝
璽
、
遠
く
高
祖
の
士
年
の
詔
に
端
を

発
す
る
と
説
か
れ
る
が
、
こ
の
伝
統
が
耳
蝉
に
お
い
て
杜
絶
す
る

と
い
う
の
が
皇
帝
の
元
帝
評
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
無
期
の

儒
教
一
掴
は
、
当
然
覇
道
を
留
保
し
た
う
え
で
の
そ
れ
で
あ
り
、

ダ
く
と
も
宣
帝
は
そ
う
捉
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
も
つ
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ぼ
ら
儒
生
に
任
じ
た
元
亨
の
治
が
「
孝
宣
の
業
衰
う
」
　
（
元
帝
紀

9
賛
）
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
宣
・
元
の
間
に
は
明
ら
か
な
政
治

姿
勢
の
相
違
、
断
絶
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
、

　
こ
う
み
て
く
る
と
、
武
帝
以
降
の
儒
教
は
、
　
一
方
で
宣
翌
翌
を

も
含
め
て
順
調
に
伸
展
し
、
一
方
で
儒
教
は
覇
道
と
と
も
に
あ
6

べ
き
で
、
そ
れ
が
聖
帝
に
お
い
て
破
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ

は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
一
般
に
い
わ
れ
る
昭
宣
期
が
元

成
以
降
の
準
備
期
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
は
、
そ
れ
な
り
に
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

か
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
も
っ
と
つ
め
て
い
か
な
る
性
格
の

い
か
な
る
内
容
を
も
っ
た
準
備
期
で
あ
る
か
を
明
確
化
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
宣
帝
そ
の
人
の
治
世
か
ら
見
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
」
ノ

　
　
　
　
　
　
　

　
宣
帝
は
武
帝
の
曾
孫
、
戻
太
子
の
孫
に
あ
た
る
。
征
和
二
年
、

生
ま
れ
て
定
道
に
し
て
戻
太
子
の
い
わ
ゆ
る
巫
盛
の
件
に
遭
い
、

櫨
裸
に
包
ま
れ
た
ま
ま
獄
中
に
人
と
な
る
。
数
奇
な
運
命
の
も
と

で
生
ま
れ
る
が
、
こ
の
間
塞
吉
や
張
賀
、
許
広
漢
、
ま
た
祖
母
の

史
良
婦
の
実
家
な
ど
の
疵
護
を
う
け
つ
つ
成
長
す
る
。
　
学
問
も

「
詩
を
東
海
の
正
中
翁
に
受
け
」
「
高
材
好
学
」
鴨
（
本
紀

8
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
論
語
孝
経
を
も
学
ん
だ
と
い
う
（
雷

光
伝
6
8
）
。
し
か
し
一
面
で
は
「
游
侠
を
並
み
、
白
薙
走
馬
」
に

も
熱
中
し
、
ま
た
「
具
さ
に
閻
里
の
姦
邪
、
吏
治
の
得
失
」
　
（
本

紀
8
）
を
も
体
験
し
て
知
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
元
光
元
年
十
八
才
で
昭
帝
の
後
を
嗣
い
で
皇
帝
位
に
即
く
。
当

然
ま
ず
為
す
べ
き
こ
と
は
、
父
な
ら
び
に
祖
父
の
名
誉
恢
復
で
あ

り
鎮
魂
の
廟
の
建
設
で
あ
る
（
武
五
子
伝
6
3
）
。
し
か
し
即
位
の

事
情
が
薄
す
で
に
ひ
と
た
び
は
即
位
し
た
昌
邑
王
賀
を
廃
し
て
の

も
の
で
あ
り
、
そ
の
蔭
に
雷
光
の
強
力
な
策
動
が
あ
っ
て
宣
帝
即

位
が
実
現
し
た
以
上
、
何
か
に
つ
け
て
雷
光
に
至
る
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
。
即
位
の
翌
年
、
雷
光
を
「
下
節
乗
誼
、
以
安
宗
廟
」
　
（
・

’
笙
光
伝
6
8
）
と
し
て
益
即
し
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
聖
帝
が
即

位
す
る
と
「
（
光
）
遁
ち
政
を
帰
さ
ん
と
す
。
上
謙
譲
に
し
て
受
け

ず
　
、
諸
事
み
な
指
導
光
を
先
に
し
然
る
後
天
子
に
奏
す
」
（
同
上
）

あ
り
さ
ま
で
雷
光
の
三
乗
で
高
廟
に
詣
で
る
さ
い
な
ど
は
、
光
を

揮
る
こ
と
「
若
有
芒
刺
在
背
」
　
（
同
上
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し

か
も
宣
帝
は
内
心
で
は
「
自
ら
民
間
に
あ
り
霊
氏
の
尊
卑
日
に
久

し
く
し
て
内
善
く
す
る
能
わ
ざ
る
」
　
（
同
上
）
を
知
っ
て
も
い
た
。

だ
か
与
こ
そ
地
節
三
年
、
雀
光
が
死
に
「
上
始
め
て
政
事
を
親
」

ら
す
る
や
、
翌
々
年
に
は
雀
氏
一
族
の
謀
反
を
捉
え
て
「
相
連
坐

諌
虚
者
数
千
家
」
と
い
う
大
弾
圧
を
行
っ
て
覆
氏
勢
力
の
一
掃
に

つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
地
酒
四
年
、
宣
帝
二
十
五
才
で
あ
る
。

　
宣
帝
の
二
十
数
年
間
の
治
世
を
本
紀
の
記
述
を
中
心
に
見
て
い

く
と
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
本
始
四
年
郡
国
の
地
震
に
関
連
し

て
下
さ
れ
た
詔
で
あ
る
。
　
「
蓋
し
災
異
は
天
地
の
戒
め
な
り
・
：
。
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博
く
経
学
の
士
の
以
て
変
に
応
ず
る
こ
と
あ
る
も
の
に
問
い
て
、

朕
の
逮
ば
ざ
る
を
輔
け
よ
。
」
こ
れ
は
地
塁
三
年
冬
十
月
の
詔
、

元
康
元
年
秋
八
月
、
五
鳳
四
年
夏
四
月
の
詔
と
も
関
連
す
る
。

　
ま
た
地
上
三
年
十
一
月
の
詔
で
は
「
伝
日
、
孝
弟
也
者
其
為
仁

之
本
甲
」
と
し
て
「
孝
弟
に
し
て
行
義
の
郷
里
に
聞
ゆ
る
者
」
を

挙
げ
る
。
こ
れ
は
同
年
三
月
の
「
賢
良
方
正
可
親
民
者
」
と
通
ず

る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
翌
四
年
春
の
詔
に
「
導
蕃
昌
孝
則
天
下
順
」

．
が
現
今
は
吏
事
に
災
さ
れ
て
葬
祭
の
こ
と
も
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
ゆ

え
「
大
父
母
父
母
の
喪
」
あ
る
も
の
は
「
そ
の
子
た
る
の
道
」
を

藍
さ
し
め
よ
と
あ
る
の
に
関
連
し
、
こ
れ
は
さ
ら
に
夏
五
月
の
詔

の
「
父
子
の
親
、
夫
婦
の
道
は
天
性
な
り
」
し
た
が
っ
て
「
子
が

父
母
を
首
鋭
し
、
妻
が
夫
を
配
し
、
孫
が
大
父
母
を
匿
」
す
の
は

「
皆
平
坐
」
話
す
る
相
坐
法
の
廃
止
に
も
つ
な
が
り
、
　
「
骨
肉
の

親
」
の
重
視
は
元
康
三
年
の
詔
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
元
康
二
年
夏
五
月
の
詔
に
は
刑
罰
の
執
行
な
ら
び
に
吏
民
に
対

す
る
宣
帝
の
見
解
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
裁
判
の
結
論

が
妥
当
で
「
生
者
不
怨
、
死
者
不
恨
」
る
も
の
こ
そ
本
来
の
あ
る

べ
き
「
文
吏
」
－
で
あ
る
が
、
現
今
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
吏
民

は
「
前
平
法
ト
べ
き
も
の
な
の
に
「
職
を
越
え
法
を
患
え
て
以
て

名
誉
を
取
る
」
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ

う
し
た
厳
酷
な
吏
民
を
生
む
理
由
を
「
俸
禄
の
薄
」
遂
が
ゆ
え
で

あ
る
と
し
て
増
俸
の
詔
（
神
爵
三
年
）
を
も
下
し
て
い
る
。
た
し

か
に
き
め
の
細
い
配
慮
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
苛
政
が
治
ま
る
わ
．

け
の
も
の
で
も
な
い
。
五
鳳
二
年
秋
八
月
の
詔
、
四
年
夏
四
月
の

詔
で
具
体
的
な
行
政
の
悪
は
、
　
「
法
」
の
運
用
の
苛
酷
さ
に
あ
る

と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
黄
竜
元
年
の
詔
で
づ
方
今
天
下
事
少
く
、

縣
役
高
減
し
、
兵
革
動
か
ざ
る
に
、
民
多
く
貧
に
し
て
盗
賊
止
ま

ざ
る
」
事
態
は
ど
こ
に
起
因
す
る
か
を
た
ず
ね
て
、
結
局
そ
れ
は

所
管
の
官
庁
が
、
実
は
「
計
簿
を
上
っ
て
文
を
具
ケ
る
の
み
」
と

い
う
行
政
機
構
そ
の
も
の
の
弛
緩
に
あ
る
と
し
て
御
史
に
監
察
を
命

ず
る
。
層

　
そ
し
て
こ
の
間
五
鳳
四
年
に
は
常
平
倉
が
設
置
さ
れ
、
甘
露
二

年
に
は
旬
奴
の
呼
韓
邪
単
子
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
あ
り
、

結
局
は
「
客
礼
」
で
遇
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
㊨
翌

年
に
は
、
　
「
諸
富
に
差
し
て
五
経
の
同
異
を
講
ぜ
し
め
・
：
、
上

親
ら
制
を
称
し
て
臨
決
す
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
石
渠
閣
の
こ
と
が

挙
行
さ
れ
る
。

　
本
紀
は
さ
ら
に
「
假
郡
捧
呈
民
田
」
　
（
地
節
元
年
）
　
「
假
公
田

貸
種
食
」
　
（
地
霊
三
年
）
　
「
減
天
下
言
論
」
　
（
地
節
四
年
）
　
「
減

天
下
口
銭
」
　
（
五
鳳
三
年
）
等
々
の
い
わ
ゆ
る
雪
輪
政
策
の
数
々
を

記
録
す
る
コ
そ
し
て
こ
れ
ら
を
集
約
し
て
賛
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

唱
孝
宣
の
治
、
信
賞
必
罰
、
名
実
を
家
畜
し
、
政
事
文
学
法
理
の

士
、

謔
ﾈ
そ
の
能
を
精
し
ぐ
す
：
・
。
元
成
0
間
よ
ゲ
能
く
こ
れ
・

に
及
ぶ
鮮
し
。
ま
た
以
て
吏
の
そ
の
職
に
称
い
民
の
そ
の
業
に
安
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ず
る
を
知
る
に
足
れ
り
・
：
。
華
甲
義
を
慕
い
て
稽
首
し
て
藩
止

称
す
。
功
は
祖
宗
に
光
り
、
業
は
後
嗣
に
垂
る
。
中
興
と
謂
う
べ

し
．
：
・
。

　
懸
案
の
何
奴
問
題
を
従
来
の
「
敵
国
」
か
ら
「
君
臣
」
の
関
係

で
処
理
し
え
た
こ
と
は
、
野
立
の
内
紛
に
助
け
ら
れ
た
も
の
と
は

い
え
宣
帝
の
功
業
で
あ
り
、
中
興
の
名
を
う
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
本
紀
か
ら
み
る
か
ぎ
り
賛
に
い
う
「
信
賞
必
罰
．
綜
核
名

実
」
は
、
た
ま
た
ま
雷
氏
一
族
の
排
除
や
詔
令
で
法
の
運
用
に
つ

い
て
屡
説
す
る
部
分
か
ら
想
像
さ
れ
る
だ
け
で
、
本
紀
に
み
る
宣

二
野
は
憶
民
親
民
に
つ
と
め
る
君
主
で
あ
っ
て
、
　
「
任
用
法
律
」

（
瀟
望
之
伝
聡
）
　
「
以
法
律
為
詩
書
」
（
蓋
平
芝
伝
η
）
姿
は
浮

ん
で
こ
な
い
。

　
漢
書
の
記
述
の
あ
り
方
に
も
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
信
賞
必
罰

の
い
ま
一
つ
の
宣
帝
像
は
他
の
伝
記
か
ら
愚
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
酷

吏
伝
で
あ
る
。

　
宣
帝
が
幼
少
年
期
不
遇
な
在
所
で
体
験
し
た
「
吏
の
得
失
」
は

後
年
の
「
吏
治
」
に
対
す
る
屡
次
の
詔
令
の
発
布
と
な
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
方
に
お
け
る
求
肥
の
実
態
は

「
以
刑
罰
三
縄
群
下
」
す
る
も
の
で
「
俗
更
上
厳
酷
以
為
能
」
　
（

循
吏
伝
8
9
）
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
一
人
に
田
広
明
が
い
、

そ
の
方
針
は
「
以
殺
伐
為
治
」
も
の
で
あ
っ
た
（
酷
吏
伝
9
0
）
。
ま

た
「
材
略
」
で
知
ら
れ
た
田
延
年
も
河
東
に
赴
く
と
そ
の
地
の
「

豪
彊
を
諌
銀
」
し
允
。
厳
延
年
の
場
合
は
こ
う
で
あ
る
。
琢
郡
は

し
ば
ら
べ
無
能
な
太
守
が
続
い
た
た
め
東
西
の
高
堂
が
権
勢
を
恣

に
し
「
郡
吏
よ
り
以
下
、
み
な
畏
回
し
、
あ
え
て
犠
う
な
し
」
と

い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
　
「
寧
ろ
二
千
石
に
趣
く
と
も
豪
大
家
に
趣

く
こ
と
な
か
れ
」
と
人
々
は
い
い
合
っ
た
。
刑
吏
に
追
わ
れ
て
も

高
氏
に
逃
げ
込
め
ば
安
全
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
地
の
治
安
は

、
極
度
に
乱
れ
た
。
そ
こ
へ
延
年
が
太
守
と
し
て
着
任
す
る
。
部
下

に
高
恩
を
探
ら
せ
そ
の
証
拠
を
握
っ
た
。
と
こ
ろ
が
部
下
は
太
守

が
新
任
で
あ
る
た
め
に
軽
重
二
通
り
の
告
発
文
を
用
意
し
、
太
守

の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
ど
ち
ら
か
に
決
め
る
つ
も
り
で
い
た
。
延

年
は
こ
．
れ
を
看
破
す
る
と
即
座
に
部
下
を
市
に
斬
り
、
つ
い
で
撃

高
氏
㊨
罪
を
追
求
し
智
　
「
各
々
数
十
人
」
を
訣
殺
し
て
こ
の
地
を

治
め
た
。
河
南
に
遷
っ
て
も
そ
の
地
の
「
豪
彊
窒
息
」
す
と
い

う
。
延
年
の
方
針
は
一
貫
し
て
「
務
め
て
豪
彊
を
催
早
し
貧
弱
を

扶
助
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
・
だ
か
ら
昼
弱
に
は
法
を
噂
る
と

錐
も
文
を
曲
げ
て
以
て
出
し
、
そ
の
豪
傑
の
小
町
を
侵
す
者
は
文

　
か
ぎ

を
以
り
て
こ
れ
（
罪
）
に
内
る
し
と
い
う
。
豪
彊
か
ら
す
れ
ば
ま

さ
に
「
屠
獣
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
き
の
田
広
明
の
「
以
殺
伐
為

治
」
ど
基
本
的
に
は
変
ら
な
い
。

　
宣
帝
は
在
所
に
お
け
る
「
吏
の
得
失
」
を
見
知
っ
た
体
験
を
も

と
に
、
度
重
な
る
法
の
行
き
過
ぎ
の
是
正
や
相
坐
法
の
解
除
等
を

指
示
す
る
が
、
一
方
で
は
こ
う
し
た
富
人
豪
彊
を
ね
ら
い
う
ち
に

一2
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し
「
以
殺
伐
為
治
」
酷
吏
も
温
在
多
用
し
た
。
法
の
運
用
を
柔
軟

に
せ
よ
と
い
う
の
も
、
そ
の
反
面
の
苛
酷
な
運
用
の
事
実
が
あ
る

か
ら
．
」
そ
説
か
れ
る
わ
け
で
、
本
紀
に
い
う
「
越
講
法
以
⑳
・

名
誉
」
は
、

　
　
　
　
　
実
態
そ
の
も
の
の
指
摘
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
初
め
宣
帝
甚
し
く
は
忍
術
に
従
わ
ず
、
法
律
を
任
用
す
」
　
（

瀟
望
之
伝
7
8
）
　
「
法
律
を
以
て
詩
書
と
な
す
」
　
（
並
幅
焼
伝
η
）

そ
し
て
元
帝
の
「
宣
帝
の
用
う
る
と
こ
ろ
多
く
文
法
の
吏
に
し
て

刑
名
を
以
て
下
を
縄
す
」
　
（
元
帝
紀
9
）
と
い
う
記
事
も
、
以
上
を
通

じ
て
見
る
と
き
十
分
に
了
解
さ
れ
る
。
　
「
信
賞
必
罰
、
綜
核
名
実
」

す
と
は
、
落
雪
の
こ
う
し
た
治
世
の
実
績
を
踏
ま
え
て
の
評
価
で

あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
詩
才
は
た
し
か
に
王
覇
の
二
道
を
雑
え
用

い
た
君
主
で
み
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
宣
帝
は
、
は

た
し
て
真
に
王
覇
の
道
を
自
在
に
使
い
分
げ
う
る
ほ
ど
に
当
時
の

思
潮
に
超
越
的
で
自
由
な
存
在
で
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
（

　
武
帝
初
期
の
儒
教
の
内
容
な
ら
び
に
問
題
関
心
は
基
底
に
は
秦

漢
の
際
に
散
秩
し
た
古
典
籍
の
蒐
集
整
理
が
あ
り
、
思
想
と
し
て

は
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
君
臣

関
係
に
つ
「
い
て
◎
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
で
、
礼
や
制
度
に
つ
い

て
の
多
様
な
議
論
も
こ
の
分
野
に
く
く
ら
れ
る
。
ま
た
こ
恕
し
た

一
種
の
秩
序
論
か
ら
析
出
さ
れ
た
「
骨
肉
の
親
」
の
問
題
も
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
こ
れ
ら
を
総
括
す
る
天
人
論
、
道
徳
論
。
陰
陽
災
異

の
説
も
当
然
三
」
に
加
わ
確

　
漢
書
儒
林
伝
は
武
帝
期
を
代
表
す
る
温
言
舗
・
公
孫
弘
・
児
寛

と
い
う
三
人
の
儒
者
を
と
り
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
江
都

相
董
仲
籠
、
騒
騒
公
孫
弘
、
児
島
・
：
、
三
人
み
な
儒
者
に
し
て

世
務
に
通
じ
、
文
法
に
明
言
し
、
経
穴
を
以
て
着
工
を
潤
飾
す
。

天
子
こ
れ
を
器
と
す
。
」
こ
の
限
り
武
帝
は
、
き
わ
め
て
政
治
的

行
政
的
関
心
か
ら
儒
者
に
対
応
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
よ
り
以
前
、
武
帝
は
老
儒
申
公
を
招
き
そ
こ
で
も
「
治
乱
の
事
」

を
問
う
て
い
る
（
儒
林
伝
8
8
）
。

　
公
孫
弘
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
　
「
春
秋
雑
説
」
を
学
ん
だ

弘
が
二
度
目
の
博
士
に
な
る
折
の
対
策
が
あ
る
。
こ
の
対
策
は
は

じ
め
太
常
の
審
査
で
は
下
位
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
武
帝
に

よ
っ
て
一
位
に
ひ
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
武
帝
の
策
問
の

要
旨
は
、
天
命
の
符
、
国
家
の
廃
興
如
何
を
問
う
こ
と
と
仁
義
三

智
は
ど
の
よ
う
に
施
す
べ
き
か
を
問
う
に
あ
る
。
弘
の
対
策
は
、

前
者
に
つ
い
て
は
「
天
道
無
意
、
順
之
和
生
、
逆
之
害
生
」
、
と
い

う
き
わ
め
て
平
凡
な
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
特
殊
な

回
答
を
示
し
て
い
る
。
第
｝
に
仁
義
礼
智
は
い
ず
れ
も
必
要
で
あ

る
が
、
，
特
に
礼
は
重
視
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
第
二
に
智
に
つ
い

て
。
　
「
智
は
術
の
原
な
り
・
：
。
殺
生
の
柄
、
通
塞
の
塗
を
檀
に
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し
、
軽
重
の
数
を
掌
り
、
得
失
の
要
を
論
じ
、
遠
近
の
情
偽
を
し

て
必
ず
上
に
見
わ
さ
し
む
。
こ
れ
を
術
と
い
う
。
」
そ
し
て
も
し

「
法
設
け
ら
る
る
も
用
い
ら
れ
ず
、
そ
の
術
を
得
ざ
れ
ぽ
、
主
は
・

上
に
蔽
わ
れ
て
官
は
下
に
乱
る
」
ゆ
え
に
こ
う
し
た
智
を
含
む
仁

義
礼
智
の
四
者
は
、
い
ず
れ
も
「
治
の
本
、
道
の
用
」
で
「
廃
す

べ
か
ら
ず
」
と
結
ぶ
。

　
公
孫
弘
に
と
っ
て
智
は
一
般
的
に
い
う
正
し
い
認
識
や
判
断
の

根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
君
主
の
術
の
根
源
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
術
が
何
喰
わ
ぬ
顔
で
仁
義
礼
と
併
記
さ
れ
る
点

に
特
色
が
あ
る
。
本
来
法
家
的
な
術
数
を
儒
家
の
伝
統
的
な
概
念

に
混
入
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
群
薄
が
あ
え
て
こ
の
対
策

を
一
位
に
ひ
き
あ
げ
た
理
由
は
、
儒
家
説
に
取
り
込
ま
れ
た
法
家

の
術
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

儒
法
雑
繧
の
一
つ
の
形
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
武
魚
期
の
儒
教
の
あ
り
よ
う
を
総
括
し
て
平
井
正
士
氏

は
次
の
よ
乏
い
う
旭
①
即
位
当
初
の
太
平
を
粉
飾
す
る
文
化

主
義
的
な
儒
術
、
②
法
治
を
粉
飾
す
る
た
め
の
儒
術
、
③
鬼
神
方

術
呪
術
を
粉
飾
す
る
政
術
、
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、
と
。
要
す
る

に
儒
教
は
武
帝
の
政
治
的
宗
教
的
諸
行
為
を
粉
飾
す
る
た
め
の
手

段
で
あ
り
、
利
用
さ
れ
る
た
め
の
工
具
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
た
儒
教
、
政
術
と
七
て
の
儒
術
か
ら
次
第
に
経
義

へ
と
集
約
さ
れ
る
転
換
点
を
鎌
田
重
雄
氏
は
、
児
寛
伝
を
用
い
な

が
ら
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
　
「
張
湯
が
廷
尉
で
あ
っ
た
時
、
．
児

寛
が
判
決
上
奏
文
を
草
し
て
武
豊
の
意
に
か
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

旧
姓
は
獄
書
を
古
義
に
傅
け
ん
と
し
、
儒
生
を
そ
の
髪
長
と
し
た
。

こ
の
こ
と
は
漢
朝
が
馬
術
一
実
際
は
儒
術
的
法
術
で
あ
る
が
一
か

ち
経
術
に
転
換
す
る
契
機
を
な
し
た
ゆ

　
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
董
停
静
が
退
官
し
て
家
に
あ
っ
た

時
「
朝
廷
も
し
大
議
あ
ら
ば
使
者
及
び
廷
尉
張
型
を
し
て
其
の
家

に
就
き
て
こ
れ
を
問
わ
し
む
。
そ
の
労
え
み
な
明
法
あ
り
」
　
（
董

仲
野
伝
5
6
）
と
い
う
の
も
、
廷
尉
張
湯
の
関
心
か
ら
し
て
も
一
般

的
な
諮
問
が
仲
箭
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
具
体

的
に
「
古
法
義
」
　
（
書
髭
伝
5
8
）
　
「
古
義
」
　
（
張
皆
伝
5
9
）
を
求

め
た
も
の
で
、
そ
の
際
「
明
法
」
あ
り
と
は
明
ら
か
に
古
義
を
つ

け
て
の
回
答
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
児
寛
塩
湯
を
転
機
と
し
て
儒
術
か
ら
経
義
へ
移
行
し

た
と
い
う
場
合
の
経
義
、
古
義
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
董
仲
静
の
弟
子
の
呂
歩
舘
は
長
史
と
な
り

「
節
を
持
し
使
い
し
て
准
南
の
獄
を
決
し
、
諸
侯
に
檀
に
専
断
し

報
ぜ
ず
。
春
秋
の
義
を
以
て
こ
れ
を
正
す
。
天
子
み
な
以
て
是
と

な
す
」
　
（
史
記
儒
林
伝
9
1
）
。
こ
の
時
の
「
春
秋
の
義
」
は
「
君

親
無
位
」
　
（
公
豊
岳
荘
公
三
十
二
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
義
が
至

上
で
あ
っ
た
た
め
に
呂
豊
野
の
行
動
は
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
同
じ
経
義
を
用
い
な
が
ら
そ
の
経
義
に
対
し
て
解
釈
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上
の
差
異
が
重
じ
た
場
合
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
裁
決
さ
れ
る
の
・

で
あ
ろ
う
か
。
終
筆
の
場
合
が
あ
る
（
終
篇
伝
6
4
下
）
。
武
篇
の

元
鼎
年
間
に
徐
催
は
二
国
に
矯
制
し
て
塩
鉄
の
鼓
鋳
を
認
め
た
。

当
然
張
湯
ら
に
告
発
さ
れ
た
が
、
事
端
は
「
春
秋
の
義
、
大
夫
彊

を
出
ず
れ
ば
、
蔦
蔓
を
安
ん
じ
万
民
を
存
す
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
、

こ
れ
を
顎
に
し
て
可
な
り
」
と
し
て
反
論
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
反
論

は
さ
ら
に
終
軍
の
解
釈
す
る
春
秋
の
義
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
る
一

面
軍
に
よ
れ
ぽ
云
フ
天
下
は
一
た
り
…
。
し
か
る
に
彊
を
出
ず
と
称
す
る
は
、

何
ぞ
や
」
が
一
つ
の
理
田
で
あ
緩
い
ま
鱒
つ
は
「
ま
さ
に
二
国
廃
す
と
眠
国
家
以

て
利
払
と
興
ず
に
足
ら
ず
。
し
か
る
に
祉
穫
を
安
ん
じ
万
民
を
存
す
る
を
辞
と

な
す
は
何
ぞ
や
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
原
則
と
し
て
の
「
大
夫

無
遂
事
」
　
（
公
羊
羅
文
公
十
四
年
y
が
適
用
さ
れ
る
。
武
帝
は
こ

れ
を
よ
し
と
し
た
。

　
矯
制
の
い
ま
一
つ
の
例
は
宣
帝
期
の
人
、
漏
三
世
（
列
伝
7
9
）

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
西
域
に
謁
し
そ
の
地
の
実
情
を
知

る
と
勝
手
に
一
万
五
千
の
兵
を
発
し
て
渉
車
を
攻
略
し
、
王
を
自

殺
せ
し
め
た
ゆ
そ
こ
で
「
諸
国
悉
平
、
威
振
西
域
」
つ
た
。
濃
艶

は
彼
を
封
ぜ
ん
と
し
た
。
そ
の
会
議
の
折
丞
相
将
軍
異
口
同
音
に

さ
き
の
春
秋
の
「
「
大
夫
出
彊
云
々
」
を
引
い
て
賛
成
し
た
コ
た
だ

一
人
瀟
望
之
が
悪
し
き
先
例
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
反
対
し
、

結
局
は
奉
世
を
「
光
禄
大
夫
水
衡
都
尉
」
に
任
ず
る
こ
と
で
こ
あ

件
は
落
着
し
た
。
し
か
し
漏
上
世
が
矯
制
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ

り
」
し
か
も
封
ぜ
ら
れ
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
た
し
か
に
昇
進
し
、

決
し
て
噛
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
同
じ
黒
質
で
も
こ
の
点
で
徐
榎

の
場
合
と
は
違
っ
て
い
る
。
ま
た
漏
奉
世
評
価
の
伏
線
に
す
で
に

「
春
秋
の
義
、
功
を
以
て
過
を
覆
う
」
　
（
酷
吏
伝
9
0
）
の
考
え
が

敷
か
れ
て
い
、
そ
こ
で
古
制
の
悪
以
上
に
功
業
が
あ
っ
た
と
い
う

結
論
が
生
ま
れ
て
も
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
幾
つ
か
の
例
か
ら
張
湯
以
来
の
「
古
義
」
　
「
経
義
」
の
用

い
ら
れ
方
を
見
て
く
る
と
、
当
初
は
原
則
的
命
題
が
そ
の
ま
ま
適

用
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
解
釈
も
分

化
し
議
論
も
喧
し
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
な
り
に
伏
線
的
な

処
置
も
構
ぜ
ら
れ
つ
つ
、
次
第
に
国
家
の
利
害
関
心
に
お
い
て
適

宜
使
い
分
け
ら
れ
、
利
用
さ
れ
る
方
向
へ
と
動
い
て
い
く
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
儒
生
が
ま
た
そ
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
い
う
ま

　
　
　
　
⑧

で
も
な
い
。

　
し
か
し
経
義
や
儒
教
教
説
の
も
つ
い
ま
一
つ
の
重
要
な
側
面
も

見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
経
義
が
多
用
さ
れ
ま
た
儒
教

教
説
が
ひ
ろ
く
社
会
各
層
に
滲
透
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
塊
そ

れ
ら
は
一
方
的
に
利
用
さ
れ
る
も
の
の
枠
を
超
え
て
、
や
が
て
一

人
歩
き
も
し
肥
大
化
も
し
て
い
く
と
い
う
自
明
な
事
実
で
あ
る
。

　
昭
帝
か
ら
上
帝
初
期
に
い
た
る
殆
ん
ど
二
十
年
の
間
実
権
を
握

っ
て
い
た
雷
光
が
儒
教
に
強
く
関
わ
り
合
う
の
は
、
塗
壁
五
年
目

衛
太
子
遺
児
事
件
の
際
で
あ
る
。
こ
と
は
簡
不
疑
伝
（
列
伝
7
1
）

「2
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に
精
し
い
が
、
要
は
周
囲
が
太
子
の
真
偽
を
は
ば
か
っ
て
手
を
つ

か
ね
て
い
る
時
、
遅
れ
て
現
場
に
駆
け
つ
け
た
不
疑
が
「
春
秋
の

故
事
」
を
引
き
な
が
ら
即
座
に
逮
捕
に
踏
み
切
り
、
や
が
て
太
子

も
に
せ
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ

の
と
き
の
不
遇
の
決
断
を
み
て
三
光
は
「
公
郷
大
臣
は
当
に
詞
寄

も
て
大
誼
に
明
ら
か
な
る
を
濯
う
べ
し
」
　
（
簡
不
毛
伝
7
1
）
と
語

る
。
以
来
経
術
と
い
う
こ
と
ば
も
し
き
り
に
使
用
さ
れ
、
ま
た
任

官
昇
進
に
「
明
経
」
が
重
視
さ
れ
、
上
妻
な
ど
に
讐
の
調

が
論
拠
の
正
当
性
を
示
す
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
る
風
が
起
っ
た
。

　
始
元
五
年
の
雷
光
の
発
言
は
、
当
路
者
の
も
の
と
し
て
そ
れ
な

り
に
重
み
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
、
雀
光
が

背
景
に
あ
．
て
行
わ
れ
た
塩
鉄
会
議
の
芝
お
け
る
賢
良
文
学
ゆ

活
躍
は
い
っ
そ
う
社
会
的
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
賢
良
文
学
の
主
張
の
一
部
が
曲
り
な
り
に
も
年
内
に
実

施
さ
れ
た
こ
と
は
、
儒
生
の
社
会
的
有
用
性
を
知
ら
し
め
る
う
え

で
さ
ら
に
効
果
的
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
や
が
て
挿
語
が
死
に
後
継
者
を
青
れ
に
す
る
か
の
問
題
が
起
る
。

多
く
の
も
の
は
序
列
か
ら
し
て
広
陵
王
を
推
す
が
、
霊
光
は
こ
れ

に
不
安
を
抱
く
。
た
ま
た
ま
周
の
声
言
も
文
王
も
長
を
廃
し
幼
を

立
て
、
要
は
「
唯
だ
宜
し
き
と
こ
ろ
に
在
る
の
み
」
　
（
言
置
伝
6
8
）

と
奏
上
す
る
も
の
が
あ
り
、
先
例
を
知
っ
た
光
は
皇
太
后
の
意
を

う
け
て
昌
邑
王
賀
を
迎
え
る
。
し
か
し
一
た
び
は
皇
帝
位
に
即
い

た
昌
邑
王
で
あ
る
が
、
　
「
行
い
淫
乱
」
　
「
不
孝
」
を
理
由
に
ま
も

な
く
廃
さ
れ
る
。
こ
の
折
雷
光
は
田
延
年
に
「
古
に
於
て
嘗
て
こ

れ
あ
り
ゃ
否
や
」
　
（
同
上
）
と
ま
た
も
先
例
を
た
ず
ね
る
。
延
年

は
伊
弄
以
下
の
古
例
を
挙
げ
て
こ
れ
に
答
え
る
。
先
例
を
知
っ
た

三
光
は
、
春
秋
の
文
（
野
望
二
十
四
年
）
を
引
用
し
な
が
ら
昌
邑

王
賀
の
廃
位
を
宣
言
し
改
め
て
宣
帝
を
迎
え
る
。
こ
の
と
き
洪
範

伝
か
ら
朝
廷
内
の
異
変
を
知
っ
た
夏
侯
勝
を
み
て
、
露
光
は
以
来

「
益
々
経
術
の
士
を
重
ん
じ
」
や
が
て
大
官
は
「
宜
し
く
二
藍
を

知
る
べ
し
」
で
あ
る
と
し
、
夏
侯
勝
を
し
て
「
尚
書
を
太
后
に
授

け
」
し
め
た
と
い
う
（
夏
洋
紅
伝
7
5
）
。

　
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
先
例
と
ワ
わ
け
経
義
や
儒
教
関
連
の

そ
れ
を
口
実
に
す
れ
ば
、
皇
帝
の
存
廃
も
そ
れ
な
り
に
正
当
な
論

，
拠
と
な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
経
義
は
皇

帝
位
を
も
動
か
す
力
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
問
題

と
し
て
は
昌
邑
王
賀
の
廃
位
は
、
霊
光
と
そ
の
対
立
勢
力
と
の
力

関
係
で
あ
っ
た
が
、
名
目
と
し
て
で
も
経
義
や
儒
教
教
説
が
皇
帝

位
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
儒
教
を
利
用
す
る
そ
の
当
の
も
の
を
逆
に
拘
束
す
る
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
ご
く
近
い
と
こ
ろ
ま
で
儒
教
の
力
が
到
達
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
覆
光
そ
の
人
は
「
不
学
亡
術
」
　
（
獲
光
伝
6
8
賛
）
と
い

わ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
讐
光
の
推
奨
し
た
経
術
経
義
は
い
ま
や
公

一2
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卿
大
臣
か
ら
宮
廷
の
内
部
に
ま
で
滲
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
注
目

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
三
（

　
太
史
公
は
「
心
々
」
を
読
み
学
官
を
立
て
る
の
項
に
至
る
た
び

に
書
を
お
い
て
嘆
い
た
と
い
う
（
史
記
儒
林
伝
皿
）
。
学
問
の
禄

利
へ
の
堕
落
を
感
じ
と
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
を
う
け
て
漢
書

儒
林
伝
は
「
武
帝
の
五
経
博
士
を
立
て
弟
子
員
を
開
き
て
よ
り
：

業
を
伝
う
る
者
よ
う
や
く
盛
ん
に
し
て
支
離
蕃
滋
、
一
経
説
き
て
百
余

万
言
に
至
り
、
大
師
霊
草
余
人
に
至
る
。
蓋
し
禄
利
の
道
然
る
な

り
」
と
い
う
。
夏
侯
勝
が
講
義
の
た
び
に
「
士
は
詮
術
に
明
ら
か

な
ら
ざ
る
を
こ
そ
病
う
。
経
術
荷
も
明
ら
か
な
ら
ば
そ
の
青
紫
を

取
る
こ
と
倹
し
て
地
盛
を
拾
う
が
如
き
の
み
。
五
経
明
ら
か
な
ら

ざ
れ
ば
帰
耕
ず
る
に
如
か
ず
」
　
（
夏
鳶
勝
伝
7
5
）
と
い
い
、
ま
た

童
玄
室
が
郷
魯
の
諺
と
し
て
「
子
に
黄
金
満
笛
脇
を
遺
す
よ
り
は
、

一
二
に
如
か
ず
」
　
（
章
賢
伝
7
3
）
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
雰
囲
気

に
対
応
す
る
。
た
し
か
に
三
栄
を
求
め
て
時
の
権
力
者
の
門
に
群

が
る
儒
生
は
多
い
。
こ
と
は
薫
望
之
の
伝
の
前
半
に
精
し
い
（
列

伝
7
8
）
。

　
ま
た
当
時
名
の
あ
る
儒
生
が
社
会
的
に
ど
う
評
価
さ
れ
た
か
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
小
鈴
と
し
て
知
ら
れ
る
戴
聖
は
「
行
治
多

不
法
」
で
あ
り
な
が
ら
刺
史
は
「
そ
の
大
儒
な
る
を
以
て
、
こ
れ

を
優
律
し
た
」
（
何
武
伝
8
5
）
。
や
や
後
次
の
も
の
で
あ
る
が
陽

湛
と
謝
游
は
「
貧
猜
不
遜
」
’
で
悪
業
を
重
ね
「
自
ら
大
儒
に
し
て

有
名
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
て
役
人
を
軽
ん
じ
、
役
人
の
側
で
も

「
推
挙
に
負
い
て
儒
士
を
恥
辱
せ
し
め
る
」
こ
と
を
は
ば
か
っ
た

（
藤
宣
伝
紹
）
。
宣
帝
自
身
も
同
様
な
態
度
を
も
つ
て
い
た
。
蓋

寛
饒
が
た
び
た
び
宣
帝
の
意
を
犯
し
な
が
ら
も
帝
は
「
そ
の
儒
者

な
る
を
以
て
、
こ
れ
を
優
容
し
た
」
　
（
蓋
寛
仁
伝
8
7
）
と
。

　
学
問
が
禄
利
に
つ
な
が
り
、
そ
の
こ
と
が
学
問
人
口
を
増
加
さ

せ
、
社
会
的
に
も
儒
者
を
特
別
に
評
価
す
る
風
が
起
っ
て
き
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
が
、
学
問
そ
の
も
の
も
当
然
変
化
す
る
。
た
と

え
ば
章
句
の
学
は
夏
上
勝
が
建
を
非
難
し
て
章
句
小
儒
、
破
砕
大

道
」
　
（
夏
侯
勝
伝
7
5
）
と
い
う
こ
ろ
か
ら
盛
ん
に
な
り
、
や
が
て
は

コ
経
説
至
爾
余
万
言
」
と
い
う
た
ん
な
る
湿
舌
に
終
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
章
句
の
学
も
初
発
の
段
階
で
は
学
問
の
よ
り
精
密

な
理
解
を
求
あ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
こ
れ
と

関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
記
事
で
あ
る
。
　
「
王
式
・
：
。

山
陽
の
張
長
安
幼
君
、
先
に
式
に
事
、
兄
、
後
東
平
の
唐
長
船
、
浦

の
楮
少
孫
ま
た
来
り
て
式
に
事
う
。
式
謝
し
て
曰
わ
く
、
こ
れ
を

師
に
聞
け
る
は
是
に
具
わ
れ
り
。
且
ら
こ
れ
を
潤
色
せ
よ
、
と
。

肯
て
ま
た
授
け
ず
」
　
（
儒
林
伝
8
8
）
。
こ
の
記
事
か
ら
想
像
さ
れ

る
も
の
は
、
元
来
師
法
な
る
も
の
は
き
わ
め
て
か
ん
た
ん
な
も
の

で
、
だ
か
ら
こ
そ
「
自
潤
色
之
」
せ
よ
と
い
う
余
地
が
存
し
、
ま
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た
そ
れ
を
師
も
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
粗
か
ら
精
へ
、

雛
“
鴛
噺
礒
展
開
へ
と
進
む
学
問
進
歩
⑳
三
ま
を

　
そ
し
て
昭
帝
期
、
従
前
と
は
質
的
に
も
異
っ
た
学
問
観
も
生
み

出
さ
れ
て
く
る
。
夏
侯
勝
は
武
帝
の
治
世
を
「
民
に
徳
沢
な
き
も

の
」
と
批
判
し
て
投
獄
さ
れ
る
。
同
調
し
た
と
さ
れ
た
王
覇
も
獄

舎
に
つ
な
が
れ
る
。
永
い
獄
中
生
活
の
中
で
王
覇
は
「
経
」
の
伝

授
を
願
い
出
る
。
勝
は
お
互
い
死
を
待
つ
身
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
断
る
。
そ
の
と
き
王
覇
は
「
朝
聞
道
、
夕
死
可
　
」
と
答
え
て

さ
ら
に
願
い
出
る
。
勝
も
こ
の
言
に
感
激
し
て
伝
授
を
許
し
二
三

を
こ
宜
て
止
め
な
か
っ
た
（
夏
無
芯
伝
7
5
）
。
王
覇
が
い
か
な
る
人

物
で
あ
る
か
は
「
丞
相
長
言
」
と
あ
る
以
外
は
解
ら
な
い
。
．
し
か

し
彼
に
は
学
問
が
禄
利
で
あ
る
こ
と
も
明
経
か
ら
昇
進
す
る
こ
と

も
関
係
し
な
い
。
前
途
に
は
死
が
あ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
経
は
そ
の
も
の
と
し
て
価
値
が
あ
る
。
真
実
が
そ
こ
に

あ
る
と
す
る
認
識
に
よ
っ
て
の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
。
王
覇
の
そ

の
後
の
不
明
な
こ
と
は
残
念
だ
が
、
王
覇
の
学
問
観
は
新
鮮
で
あ

る
。
丸
干
や
禄
利
か
ら
離
れ
た
学
問
へ
の
純
粋
な
志
向
を
こ
こ
に

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
み
て
く
る
と
、
土
止
の
中
末
期
以
来
儒
生
が
歴
史
の
表
面

に
現
わ
れ
て
活
躍
す
る
と
い
う
場
面
こ
そ
ま
こ
と
に
少
い
が
、
そ

の
間
儒
教
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
か
ら
次
第
に
し
か
も
着
実
に
国

家
社
会
の
各
層
に
滲
透
し
同
時
に
多
大
な
影
響
力
を
も
も
つ
ほ
ど

に
成
長
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
思
え
ば
こ
う
し
た

こ
と
も
む
し
ろ
当
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。
武
帝
か
ら
昭
帝
ま
で

で
も
す
で
に
半
世
紀
が
経
過
し
て
い
る
。
国
家
的
な
保
証
を
背
に

し
た
学
問
の
五
十
年
に
わ
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
量
は
計
量
化
し

え
ぬ
大
き
さ
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
徐
々
に
周
辺
の
全
て
を

巻
き
こ
み
や
が
て
変
質
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
間
の
真

実
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
個

　
そ
こ
で
以
上
の
よ
う
な
儒
教
の
推
移
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
い

ま
一
度
宣
帝
期
の
特
徴
的
な
い
く
つ
か
の
事
例
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。

　
そ
の
第
一
は
天
馬
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。
宣
帝
の
本
始
四
年
郡

国
の
地
震
に
関
連
し
て
下
さ
れ
た
詔
に
「
蓋
し
災
異
は
天
地
の
戒

め
な
り
云
々
」
と
あ
っ
て
同
旨
の
も
の
が
地
謡
三
年
」
元
康
元
年
、

五
鳳
四
年
と
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
自
然
の
罵
言
が

王
者
へ
の
戒
告
で
あ
る
と
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

か
っ
て
三
三
の
詔
策
に
も
「
三
代
の
受
命
、
そ
の
符
は
安
く
に
在

る
や
、
雨
露
の
変
、
何
に
縁
り
て
起
る
や
・
：
。
其
れ
明
ら
か
に

以
て
朕
に
諭
え
よ
」
　
（
董
仲
野
伝
8
6
）
と
あ
り
、
公
孫
皆
伝
に
も

同
趣
の
も
の
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
災
異
が
王
者
へ
の

一2
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天
の
戒
め
で
あ
る
と
す
る
意
識
は
き
わ
め
て
薄
い
。
だ
が
ら
こ
そ

昭
単
元
鳳
三
年
、
娃
弘
は
泰
山
の
大
石
自
立
や
枯
木
の
再
生
と
い

う
変
事
を
捉
え
て
先
師
董
仲
静
の
言
を
引
き
な
が
ら
「
漢
帝
宜
し
・

　
　
　
　
　
と

く
天
下
に
誰
轟
い
て
賢
人
を
画
聖
し
、
以
て
帝
位
を
釣
る
べ
し
」

（
睦
弘
伝
7
5
）
と
説
く
と
き
「
大
逆
不
道
」
と
し
て
謙
殺
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
災
異
の
説
が
武
帝
末
年
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て

い
く
こ
と
は
、
た
と
え
ば
夏
侯
始
昌
が
陰
陽
に
明
ら
か
で
災
異
を

予
告
し
、
そ
れ
が
適
中
し
た
と
も
い
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
族

子
勝
が
始
昌
か
ら
尚
書
及
び
洪
範
五
行
を
う
け
て
災
異
を
説
き
、

昌
邑
王
賀
の
変
事
を
洪
範
伝
か
ら
予
見
し
て
雷
光
を
大
い
に
驚
か

せ
た
事
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
（
夏
芝
勝
伝
7
5
）
。
ま
た
宣
帝
自
ら

の
出
自
も
あ
っ
て
、
さ
き
に
謙
殺
さ
れ
た
直
隠
の
子
を
郎
に
と
り
「

た
て
て
い
る
（
儒
林
伝
9
0
＞
。
予
言
の
一
部
は
真
実
だ
と
考
え
ら

れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
叢
話
は
易
を
説
く
梁
丘
賀
を
近
幸
し

て
い
る
が
（
同
上
）
、
当
時
に
お
け
る
易
は
春
秋
と
と
も
に
最
も

災
異
説
に
親
近
で
あ
る
コ

　
宣
言
自
ら
が
災
異
を
天
意
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
は
当
面
．

誰
か
が
肩
代
り
し
て
負
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
三
公
は
陰
陽
を
調
和

す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
、
と
い
う
長
吉
め
三
公
観
が
よ
く
こ
れ
．

を
示
し
て
い
る
（
丙
宣
伝
7
4
）
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
丞
相
は
、

直
接
の
行
政
か
ら
遊
離
す
る
。
・
　
　
　
　
、

　
第
二
は
地
回
四
年
の
相
坐
法
の
廃
止
に
つ
い
て
。
　
「
親
親
尊
爵
」

の
道
が
、
聖
人
の
治
に
お
い
て
「
不
可
得
変
革
」
る
も
の
で
あ
る

と
は
藤
蔓
大
伝
の
文
で
あ
る
。
相
坐
法
が
親
親
の
道
骨
肉
の
親
を
傷

つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
た
と
え
ば
「
春
秋
に
曰
わ
く
、
子
に
罪
あ

り
て
其
の
父
を
耀
え
、
臣
に
罪
あ
り
て
其
の
君
を
執
う
る
は
画
筆

の
大
な
る
も
の
な
り
。
今
子
を
以
て
父
を
寄
し
、
弟
を
以
て
兄
を

静
歎
C
難
欝
欝
灘
遵
鍛
満
ボ
靖
摘
繍
驚

き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
宣
帝
が
解
除
し
た
こ
と
は
、
彼
の
親

民
身
偏
政
策
の
具
体
化
の
一
例
と
み
て
よ
い
。
幽

　
し
か
し
こ
こ
に
は
別
種
の
次
元
で
の
問
題
が
あ
る
。
か
っ
て
武

力
も
道
徳
の
力
も
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
野
営
対

策
に
お
い
て
二
言
は
婚
姻
政
策
を
打
ち
出
す
。
そ
れ
潔
き
つ
く

と
こ
ろ
「
骨
肉
の
親
」
に
期
待
し
て
の
発
想
で
あ
っ
た
。
ま
た
「

推
恩
の
令
」
を
布
い
て
諸
侯
国
の
分
割
削
弱
を
行
う
さ
い
に
も
「

骨
肉
の
親
」
を
よ
り
優
遇
す
る
と
の
思
想
が
あ
っ
た
コ
そ
し
て
こ

れ
ら
は
当
路
者
の
利
害
と
も
十
分
合
致
し
て
い
た
。
問
題
は
こ
の

親
親
観
と
国
家
政
策
と
が
対
立
し
合
う
と
き
、
こ
」
れ
を
ど
う
処
置

す
る
か
で
あ
る
。
三
二
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
家
政
策
を
優
先
さ

せ
た
。
’
潅
南
の
獄
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で

一
切
が
解
決
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
武
帝
の
あ
る
種
の
後
ろ

め
た
さ
や
困
惑
が
た
ま
た
ま
噴
出
す
る
例
を
博
士
秋
山
の
場
合
に

．
・
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一一



　
時
に
武
帝
は
葉
鉄
統
制
を
強
行
し
て
ま
で
軍
備
に
力
を
注
ぎ
旬

奴
対
策
に
熱
中
し
て
い
た
。
た
ま
た
ま
旬
奴
が
和
親
を
求
め
て
き

た
。
秋
山
は
和
親
策
を
よ
し
と
し
た
。
張
湯
は
一
蹴
し
た
。
　
「
此

れ
愚
儒
に
し
て
知
る
な
し
」
そ
こ
で
狭
山
も
応
酬
す
る
。
　
「
私
は

愚
忠
で
は
あ
り
ま
す
が
張
湯
の
よ
う
に
詐
忠
で
は
な
い
。
張
湯
の
．

潅
南
や
江
都
の
獄
の
治
め
よ
う
は
、
法
を
悪
用
し
て
諸
侯
を
い
じ

め
抜
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
骨
肉
の
愛
情
を
踏
み
に
じ
り
諸
侯

の
不
安
を
か
き
た
て
ま
し
た
。
私
は
こ
の
件
か
ら
歩
卒
の
詐
忠
を

見
抜
い
た
の
で
す
。
」
こ
れ
を
聞
く
と
皇
帝
は
激
怒
し
た
。
や
が

て
左
遷
さ
れ
た
独
山
は
月
余
に
し
て
何
奴
に
殺
さ
れ
る
（
史
記
酷

　
　
　

吏
伝
1
2
）
。
こ
の
逸
話
は
武
帝
の
叡
知
対
策
や
幸
臣
張
湯
を
非
難

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
秋
山
は
処
分
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
何
故
武
帝
が
激
怒
し
た
の
か
よ
く
解
ら
な
い
。

恐
ら
く
狭
山
の
「
別
送
骨
肉
」
と
い
う
発
言
が
与
奪
の
も
っ
と
も

痛
い
と
こ
ろ
を
衝
い
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
武
帝
は

だ
か
ら
と
い
っ
て
政
策
を
変
え
は
し
な
い
。
塩
鉄
統
制
も
相
坐
法

も
旬
奴
対
策
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
宣
帝
は
こ
の
相
坐
法
を
廃

止
し
た
。
本
紀
か
ら
す
れ
ば
家
族
や
血
縁
間
の
感
情
的
紐
帯
を
中

心
と
す
る
儒
教
倫
理
を
理
由
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
宣

帝
は
こ
う
し
た
親
親
論
を
治
世
の
基
本
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
段
階
で
第
三
の
神
丘
三
年
、
　
「
漢

家
自
ら
制
度
あ
り
云
々
」
の
問
題
が
あ
ら
わ
れ
る
。
漢
の
政
治
は

王
覇
の
雑
繰
で
あ
り
、
徳
教
周
政
に
の
み
任
ず
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
う
い
っ
て
「
乱
我
家
者
太
子
也
」
　
（
元
帝
紀
9
）
と
歎
い

た
と
い
う
余
り
に
も
有
名
な
こ
の
逸
話
は
、
実
は
次
の
よ
う
な
背

景
の
も
と
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
深
刻
に
し
て
喜
ん
で
人

を
陥
害
し
」
　
「
好
ん
で
事
を
言
い
て
刺
機
」
す
る
蓋
寛
饒
は
、
時

に
宣
帝
が
「
刑
法
を
用
い
中
書
の
宙
官
を
信
任
」
す
る
状
態
を
み

て
上
書
す
る
。
亡
命
磯
伝
の
言
を
引
き
な
が
ら
「
五
帝
は
天
下
を

官
と
し
三
王
は
天
下
を
家
と
す
。
家
は
以
て
子
に
伝
え
官
は
以
て

賢
に
伝
う
る
こ
と
四
時
置
運
る
が
若
し
。
功
成
る
者
は
去
り
、
そ

の
人
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
其
の
位
に
居
ら
ず
」
と
。
こ
の
上
奏
は
一

部
に
「
寛
饒
の
指
意
は
檀
を
求
め
欲
す
る
も
の
で
大
逆
不
道
」
と

み
る
者
も
あ
っ
た
。
結
局
は
刺
機
の
罪
で
扱
わ
れ
る
が
、
寛
鏡
は

自
殺
す
る
。

　
こ
う
し
た
一
件
を
含
ん
で
元
帝
が
「
陛
下
刑
を
持
す
る
こ
と
太

だ
深
し
。
宜
し
く
儒
生
を
用
う
べ
し
」
と
進
言
し
、
そ
こ
で
憂
事

は
「
色
を
作
し
」
て
さ
き
の
王
覇
論
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
（
元

帝
紀
9
）
。
し
た
が
っ
て
一
連
の
文
脈
か
ら
み
れ
ば
、
賢
人
へ
の

譲
位
を
も
迫
る
よ
う
な
画
面
の
発
言
は
こ
れ
以
上
認
め
ら
れ
な
い
、

儒
教
教
説
の
政
治
世
界
へ
の
こ
れ
以
上
の
進
出
に
歯
阻
め
を
か
け

た
い
と
い
う
の
が
真
意
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
し
か
に
宣
言
は
法
術
好
み
の
一
面
を
も
ち
、
三
代
を
代
表
す

る
酷
吏
厳
延
年
を
も
擁
し
て
い
た
。
、
し
か
し
実
際
の
行
政
と
い
う
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面
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
に
法
術
的
技
術
的
要
素
は
不
可
欠
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
元
成
期
に
も
弄
賞
の
よ
う
な
酷
吏
は
い
、
法
網
ま
た

い
よ
い
よ
密
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
本
来
そ
れ
は
墨
黒
に
特
有
の

も
の
で
も
な
・
い
。

　
ま
た
宣
帝
が
内
壕
と
結
び
な
が
ら
強
力
な
法
術
的
世
界
を
樹
立

し
よ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
、
黒
蓋
自
身
が
儒
教
的
教
養
を
す
で

に
身
に
つ
け
す
ぎ
て
も
い
、
ま
た
彼
を
取
り
ま
く
環
境
も
悪
相
を

は
じ
め
と
し
て
余
り
に
儒
教
的
で
あ
り
す
ぎ
る
。
そ
れ
で
も
な
お

か
つ
法
術
的
行
政
に
執
着
す
る
な
ら
ば
、
．
そ
の
途
は
思
い
切
っ
た

儒
教
の
弾
圧
抑
制
を
通
じ
て
刑
法
の
吏
を
政
界
に
浮
か
び
上
ら
せ

る
か
、
あ
る
い
は
儒
教
そ
の
も
の
を
利
用
し
て
そ
の
内
部
に
法
術

的
世
界
を
持
ち
込
む
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

選
択
さ
れ
た
途
は
当
然
後
者
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
第
四
の
甘
露
三
年
の
石
渠
閣
の
議
が
登
場
す
る
。
　
「

五
経
同
異
」
を
議
せ
し
め
た
石
渠
の
行
事
は
、
　
一
面
で
は
儒
教
の

分
化
、
学
派
間
の
抗
争
を
国
家
的
な
規
模
に
お
い
て
調
整
す
る
と

い
う
機
能
を
は
た
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
儒
教
勢
力
が
拡
大
さ
れ
て
も
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
社
会
的
に
も
「
盛
事
」
で
あ
6

た
ろ
う
こ
と
は
、
漢
書
儒
林
伝
に
当
事
者
を
一
一
「
三
石
渠
」
と

わ
ざ
わ
ざ
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
出
席
し

た
儒
生
は
ま
さ
に
大
儒
名
儒
と
社
会
に
受
け
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
折
に
武
芸
以
来
の
「
五
経
博
士
」
も
完
備
し
博

士
官
も
増
幅
さ
れ
た
。

　
石
渠
の
議
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
公
羊
と
穀
梁
と
の
優
劣
で
あ
っ

た
。
宣
帝
の
舌
早
志
向
は
そ
の
出
自
に
ま
つ
お
る
個
人
的
事
情
も

手
伝
っ
て
存
し
た
が
（
漢
書
儒
林
伝
8
8
後
漢
書
陳
元
伝
6
6
）
、
元

康
中
に
は
「
郎
十
人
」
を
選
ん
で
特
に
こ
れ
を
修
得
ざ
せ
、
甘
露

元
年
に
至
る
十
余
年
の
間
で
彼
ら
は
み
な
明
卜
し
お
え
た
と
い
う
。

こ
れ
を
ま
っ
て
「
五
経
名
儒
」
を
召
集
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
真

の
ね
ら
い
は
穀
梁
の
顕
彰
に
こ
そ
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
。
し
か

も
宣
帝
自
身
が
も
と
も
と
穀
梁
を
「
善
」
と
し
、
議
長
格
の
薫
望

之
が
魯
人
で
魯
学
穀
梁
を
斉
学
公
羊
に
対
し
て
顕
彰
し
た
い
と
考

え
て
も
い
る
の
だ
か
ら
、
各
家
五
人
が
争
点
と
な
る
三
十
余
事
を

め
ぐ
っ
て
論
争
し
た
と
し
て
も
、
裁
決
は
「
多
従
穀
梁
」
う
こ
と

は
む
し
ろ
自
明
な
結
論
で
あ
っ
た
（
儒
林
伝
8
8
）
。

　
穀
梁
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
青
墨
な
条
件
が
重
な
っ
て
い
た
に

せ
よ
、
穀
梁
そ
の
も
の
の
内
容
が
秀
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
し
ょ
せ

ん
問
題
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
点
が
誉
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
関
し
て
は
す
で
に
日
原
利
国
氏
の

論
考
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
お
お
よ
そ
は
こ
う
で
．

あ
る
。

　
公
羊
は
じ
あ
伝
統
的
な
儒
家
思
想
は
、
す
べ
て
の
社
会
規
範
は

家
族
道
徳
を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
。
法
律
や
国
家
的
規
範
も
家

族
道
徳
の
演
繹
な
い
し
そ
の
延
長
と
し
て
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
が
穀
梁
は
国
家
規
範
を
家
族
道
徳
か
ら
分
離
す
る
。
す
な

わ
ち
「
正
」
が
「
善
」
と
は
別
個
の
範
疇
と
し
て
措
定
さ
れ
、
善

が
道
徳
的
価
値
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
正
は
適
法
の
観
念
を
意
味

す
る
。
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
隠
公
の
譲
国
が
あ
る
。
公
羊
で
は

隠
公
の
桓
公
へ
の
譲
国
は
「
賢
者
」
の
行
為
と
し
て
称
讃
さ
れ
る

が
、
穀
梁
は
否
定
す
る
。
　
「
君
子
は
義
を
貴
び
て
恵
を
貴
と
ば
ず

・
：
、
隠
の
若
き
は
千
乗
の
国
を
軽
ん
ず
と
謂
う
べ
し
」
　
（
穀
直

伝
隠
公
元
年
）
。
そ
れ
は
春
秋
の
義
が
「
親
親
を
以
て
尊
爵
を
害

せ
ざ
る
」
　
（
穀
梁
文
公
二
年
）
も
の
で
、
譲
国
と
い
う
支
配
秩
序

の
素
乱
に
つ
な
が
る
行
為
は
そ
れ
自
体
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
例
は
晋
の
差
添
の
専
権
へ
の
非
難
層

（
骨
梁
伝
嚢
公
一
九
年
）
で
あ
る
。
公
羊
は
士
匂
の
軍
を
引
き
返

し
た
権
宜
を
善
と
す
る
（
公
羊
配
当
公
一
九
年
）
。
た
し
か
に
喪

中
の
敵
を
討
た
な
い
行
為
は
道
徳
的
に
は
善
な
の
だ
が
、
穀
梁

の
論
理
は
、
こ
う
し
た
善
行
も
そ
れ
が
是
認
さ
れ
る
の
は
法
的
秩

序
内
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
君
命
、
法
的

秩
序
に
違
背
す
る
限
り
、
礼
教
的
に
い
か
に
価
値
が
あ
ろ
う
と
も

士
匂
の
行
為
は
不
正
で
あ
り
非
正
で
あ
る
と
し
て
非
難
さ
れ
ね
ぽ

な
ら
な
い
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
秩
序
の
原
理
が
道
徳

藤
軽
難
興
ζ
換
言
．
す
れ
ば
道
徳
を
怯
に
下
属

　
穀
梁
は
こ
う
し
て
道
徳
を
法
の
下
位
に
措
定
し
な
が
ら
、
な
お

か
つ
儒
教
で
あ
り
聖
人
の
治
に
つ
い
て
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
王
覇
雑
繰
を
説
く
宣
帝
に
と
っ

て
は
最
適
な
指
導
理
念
が
こ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
穀
梁
の
こ
う
し
た
論
理
は
、
従
前
の
い

く
つ
か
の
間
題
に
ま
た
一
応
の
け
り
を
つ
け
た
。
た
と
え
ば
武
帝

以
来
の
「
親
親
論
」
の
位
置
づ
け
が
国
家
的
立
場
か
ら
明
確
化
さ

れ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
し
国
家
が
必
要
と
あ
れ
ぽ
宣
帝
が
解
除
し

た
相
坐
法
の
復
活
も
論
理
的
に
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
公
孫
弘
の

対
策
に
み
ら
れ
た
不
器
用
な
調
法
の
混
合
が
、
儒
教
の
経
典
内
に

法
術
を
取
り
込
む
形
で
収
束
さ
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
い
わ

ば
武
豊
以
来
の
王
覇
雑
繰
の
路
線
は
こ
の
段
階
で
論
理
的
完
整
化

を
も
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
こ
で
儒
法

の
対
立
も
消
失
す
る
。
そ
れ
は
法
が
と
り
も
な
お
さ
ず
儒
の
内
容

へ
と
転
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
宣
帝
期
の
儒
教
の
お
お
よ
そ
を
み
て
く
る

と
、
そ
れ
は
雪
曇
の
即
位
前
後
に
懸
案
に
な
つ
で
い
た
儒
教
の
諸

問
題
が
、
儒
教
一
膳
体
制
を
布
い
て
以
来
の
六
七
＋
年
の
才
望
を
要

し
て
、
徐
々
に
社
会
各
層
に
滲
透
し
つ
つ
整
合
化
も
さ
れ
て
政
治

の
舞
台
に
登
場
し
、
　
一
方
は
た
と
え
ば
陰
陽
説
異
説
の
よ
う
に
次

代
に
さ
ら
に
展
開
す
る
余
地
を
残
す
と
と
も
r
、
一
方
は
王
覇
論

の
よ
う
に
一
応
の
完
結
を
示
し
つ
つ
次
代
に
違
っ
た
問
題
を
投
げ

か
け
る
も
の
と
も
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
設
問
に
し
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た
が
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
昭
宣
の
準
備
期
と
は
」
こ
の
よ
う
な
意
．

味
で
従
前
の
課
題
の
収
束
と
次
代
へ
の
飛
躍
と
を
か
ね
て
用
意
す

る
・
そ
匹
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
　
わ
　
　
り
　
　
に

　
宣
帝
期
に
お
け
る
穀
梁
の
登
場
は
た
し
か
に
重
要
な
意
味
を
も

つ
が
、
こ
の
こ
と
と
そ
の
現
実
処
理
能
力
と
は
自
ら
別
の
問
題
で

あ
る
。
宣
帝
に
と
っ
て
の
難
問
は
い
う
ま
で
も
な
く
豪
族
豪
彊
対

策
で
あ
っ
た
。
ご
と
ご
と
に
対
立
し
合
う
塩
払
論
の
大
夫
と
賢
良

も
社
会
悪
の
元
凶
が
強
禦
兼
併
の
徒
に
あ
る
と
す
る
認
識
は
共
通

す
る
。
　
「
殺
伐
」
を
方
針
と
す
る
宣
二
期
の
酷
吏
た
ち
の
目
標
も

「
豪
彊
」
の
排
除
に
あ
っ
に
。
し
か
し
夕
虹
が
い
か
に
法
規
の
厳

正
を
指
令
し
、
ま
た
個
別
の
酷
吏
が
地
方
の
大
家
を
弾
圧
し
、
そ

し
て
そ
う
し
た
体
制
を
「
経
」
の
名
に
お
い
て
合
法
化
し
た
と
し

て
も
、
現
実
は
変
ら
な
い
。
具
体
的
に
現
実
に
対
応
し
う
る
政
策

そ
の
も
の
が
不
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

，
」
の
点
を
讐
も
の
と
し
て
宣
帝
期
の
人
、
桓
寛
の
饗
し
鴫

　
　
　
と
り
わ
け
散
不
足
篇
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

鉄
論
、

散
不
足
篇
そ
の
も
の
は
、
古
今
の
対
比
と
い
う
形
を
用
い
て
当
時

の
生
活
実
態
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
・
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
要
は

そ
れ
が
本
来
管
子
の
問
篇
な
ど
と
共
通
す
る
個
別
具
体
的
な
生
活

実
態
の
把
渥
を
通
じ
て
原
則
論
抽
象
論
の
横
行
す
る
政
治
世
界
に

新
し
い
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
点
で
あ
る
。
少

く
と
も
従
来
の
儒
教
に
は
欠
落
し
た
観
点
で
あ
る
。
そ
し
て
儒
教

が
現
実
に
よ
り
強
力
に
対
応
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
下
竪
の
こ

う
し
た
も
く
ら
み
は
い
っ
そ
う
伸
展
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
然

次
代
の
問
題
で
あ
る
。
散
不
足
篇
は
い
わ
ば
そ
の
先
駆
的
存
在
で

あ
る
。な

お
、
石
渠
の
楚
は
、
穀
染
皇
儲
の
天
と
し
て
劉
向
が
登

場
す
る
。
末
だ
三
十
前
の
若
さ
で
あ
る
。
こ
の
時
彼
は
決
し
て

主
要
な
役
割
り
を
果
し
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
諸
学
の
総
合
を
目

指
し
た
識
語
が
真
に
活
躍
す
る
の
も
ま
た
次
の
時
代
で
あ
る
。
そ

し
て
管
渠
の
議
の
行
わ
れ
た
甘
露
三
年
、
遠
く
蜀
の
地
に
旧
記
が

　
　
　
⑯

生
ま
れ
る
。
時
代
も
ま
た
漸
く
新
し
い
人
物
を
迎
え
は
じ
め
よ
う

と
す
る
。
こ
の
意
味
で
も
宜
帝
末
期
は
、
一
つ
の
時
代
の
収
束
期
で

も
あ
り
、
同
時
に
次
の
時
代
へ
の
転
換
期
で
も
あ
っ
た
。

註

①
以
下
特
に
書
名
の
標
示
の
な
い
も
の
は
漢
書
で
あ
る
。

②
王
応
身
「
困
学
紀
聞
」
巻
一
二

③
成
帝
期
の
酷
吏
サ
賞
ぼ
遺
言
し
て
、
「
た
と
え
残
賊
の
罪
で

　
免
ぜ
ら
れ
て
も
軟
弱
の
か
ど
で
免
ぜ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
残

　
賊
は
い
っ
か
名
誉
恢
復
す
る
こ
と
も
み
る
が
、
軟
弱
は
そ
れ
が

「
絶
対
に
期
待
で
き
な
い
か
ら
だ
」
と
子
を
喧
し
め
て
い
る
。
当
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時
の
官
僚
の
気
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
　
（
漢
書
酷
吏
伝
9
0
）

④
こ
の
大
ま
か
な
区
分
は
当
然
私
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
三
歳

　
の
儒
教
に
関
し
て
は
、
金
谷
黒
氏
「
秦
漢
思
想
史
研
究
」
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑤
西
京
雑
記
巻
三
「
公
孫
弘
、
公
孫
子
を
著
わ
し
、
刑
名
の
こ

　
と
を
い
う
」
と
あ
る
こ
と
も
参
考
さ
れ
よ
う
。

⑥
平
井
正
士
氏
「
漢
の
武
帝
時
代
に
於
け
る
儒
家
任
用
－
儒
学

　
国
教
化
の
前
階
と
し
て
一
」
　
（
東
洋
史
学
論
集
第
三
）

⑦
鎌
田
重
雄
氏
「
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
」
第
三
篇
第
一
章

　
「
漢
朝
の
儒
術
と
弓
術
」

⑧
日
原
利
国
氏
「
春
秋
公
羊
学
の
漢
代
的
展
開
」
へ
日
本
中
国

　
　
学
会
報
第
十
二
集
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
鎌
田
重
雄
氏
上
掲
書

⑩
葉
鉄
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
塩
鉄
論
に
つ
い
て
そ
の
一

　
　
」
（
集
刊
東
洋
学
第
十
三
号
）
「
塩
鉄
弓
に
つ
い
て
　
そ
の

　
　
二
」
（
文
化
第
二
十
九
巻
二
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑪
　
や
が
て
宣
帝
期
に
お
い
て
た
と
え
ば
礼
学
が
文
献
的
に
も
原

　
　
理
論
的
に
も
整
備
さ
れ
て
く
る
の
も
こ
う
し
た
前
階
を
へ
て

　
　
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
平
岡
武
夫
氏
「
経
書
の
成
立
」

　
　
（
4
2
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
　
金
谷
治
氏
上
掲
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
　
日
原
利
国
氏
「
白
虎
観
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
」
（
漢

④⑮⑯
魏
文
化
6
号
）

散
不
足
篇
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
散
不
足
篇
に
つ
い
て
」
（

集
刊
東
洋
学
第
二
十
四
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

銭
穆
「
劉
向
歌
父
子
年
譜
」
（
「
両
漢
経
学
今
古
文
平
議
」

所
収
）

揚
雄
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
法
言
』
に
つ
い
て
」
（
九
州
大

学
哲
学
年
報
三
十
四
輯
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
五
・
七
・
三
）
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