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序
言
問
題
の
所
在
|
|
_

漢
初
に
お
け
る
重
要
な
思
想
家
の
ひ
と
り
と
し
て
、
買
誼
を
畢
げ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
も
の
は
お
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が
、
買
誼
を
研
究
す
る
上
に
お
け
る
基
礎
資
料
、
『
新
書
』
の
慎
個
問
題
の
存
在
は
、
そ
の
研
究
の
根
幹
を
揺
る
が
す
不
確
定

要
素
と
し
て
、
先
學
の
間
に
お
け
る
範
と
も
稲
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
古
代
中
國
に
お
け
る
書
籍
の
箕
個
に
闊
わ
る
作
業
に
は
、
成
立
・
流
偉
の
確
認
と
校
勘
が
畢
げ
ら
れ
よ
う
が
、
本
来
、
こ

れ
ら
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
て
こ
そ
、
そ
の
古
代
の
書
籍
を
嘗
該
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
扱
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
書
に
お
け
る

こ
の
問
題
は
、
き
わ
め
て
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
、
い
わ
ば
一
謄
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
封
象
と
す
る
書
籍
の
年
代
が
古
け
れ
ば
古

い
ほ
ど
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
複
雑
に
錯
綜
し
、
決
し
て
容
易
に
解
決
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ま
で
多
く
の
先
學
が
、
買
誼
や
漢
初
を
研
究
す
る
上
に
お
け
る
、
こ
の
種
の
問
題
に
射
し
、
供
手
し
て
傍
観
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で

ー
—
資
料
編
年
上
の
問
題
貼
を
中
心
に
|
_
_
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こ
の
思
潮
に
封
し
て
、
異
を
唱
え
た
の
は
、
余
嘉
錫
等
の
文
猷
比
較
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
『
漢
書
』
買
誼
博
と
重
複
す
る
部
分

で
あ
る
『
新
書
』
事
勢
諸
篇
の
文
献
資
料
と
し
て
の
優
越
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
買
誼
『
新
書
』
に
お
い
て
未
確
認
で
あ
っ
た
連
語
・
雑
事
部
分
に
つ
い
て
、
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
五
行
篇
及
び
郭
店
楚

(
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墓
竹
簡
六
徳
篇
と
の
比
較
研
究
を
行
い
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
書
全
儒
に
お
け
る
資
料
的
信
頼
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の

作
業
は
、
す
べ
て
右
の
校
勘
に
鳳
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
筆
者
は
、
買
誼
『
新
書
』
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
、

基
礎
資
料
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
作
業
の
う
ち
で
、
こ
れ
ら
置
個
問
題
と
深
く
関
わ
り
あ
っ
た
も
の
に
、
買
誼
に
お
け
る

博
記
資
料
や
著
述
資
料
を
配
列
す
る
年
譜
構
成
の
作
業
が
存
在
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
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と
こ
ろ
で
、
清
朝
の
汗
中
の
買
誼
「
年
表
」
以
来
、
こ
れ
ま
で
に
も
敷
多
く
の
年
譜
等
の
作
業
が
登
表
さ
れ
て
き
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
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そ
れ
ら
は
、
爾
近
、
王
興
國
氏
が
登
表
さ
れ
た
浩
雑
な
年
譜
作
業
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
氏
の
作
業
中
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
に
お
け
る
問
題
貼
も
、

そ
の
結
果
、
買
誼
『
新
書
』
を
後
世
に
お
け
る
偽
作
と
判
断
す
る
根
檬
の
相
嘗

(
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そ
の
あ
ら
ま
し
を
検
證
す
る
な
ど
、
引
き
績
い
て
買
誼
研
究
に
お
け
る

そ
の
ま
ま
、
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ど
が
清
朝
考
證
學
以
来
の
博
統
的
手
法
に
よ
る
成
果
を
、
あ
ま
り
に
も
忠
賓
に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
意
を
用
い
た
た
め
に
、
進
取
の
姿
勢
を

欠
い
た
も
の
と
な
り
、
清
朝
以
来
、
世
に
現
れ
た
敷
多
く
の
新
資
料
や
指
摘
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ら
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
紹
え
て
無
か

っ
た
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
既
存
の
買
誼
の
年
譜
は
、
相
嘗
に
古
い
研
究
成
果
し
か
反
映
し
て
お
ら
ず
、

急
に
行
わ
れ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

部
分
は
、

あ
る
。

そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
改
愛
の
作
業
は
、
早

つ
ま
り
、
従
来
の
買
誼
年
譜
の
作
業
は
、

1
0八

そ
の
ほ
と
ん



と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

が
高
ま
っ
て
以
来
、

〔
一
〕
『
史
記
』
日
者
列
博
中
の
資
料
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

料
を
編
年
す
る
上
で
の
問
題
貼
を
順
次
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

1
0九

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
諸
問
題
の
な
か
か
ら
、
博
世
文
猷
中
に
お
け
る
買
誼
資
料
の
再
確
認
や
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
の
訂

正
と
そ
の
背
景
の
確
認
、
さ
ら
に
は
新
出
土
文
猷
資
料
と
の
比
較
に
よ
る
著
作
資
料
の
編
年
の
愛
更
な
ど
、
買
誼
の
博
記
資
料
や
著
作
資

『
史
記
』
日
者
列
博
に
は
、
中
大
夫
宋
忠
と
博
士
買
誼
が
聖
人
を
求
め
て
街
に
出
た
と
こ
ろ
、
卜
者
・
司
馬
季
主
に
論
破
さ
れ
て
し
ま

う
、
と
い
う
内
容
の
寓
話
が
あ
る
。
こ
の
寓
話
は
、
買
誼
に
開
わ
る
多
く
の
示
唆
を
我
々
に
典
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、
疑
古
の
思
潮

の
で
あ
る
。

一
般
的
に
『
史
記
』
日
者
列
博
は
後
人
の
手
に
な
る
も
の
で
資
料
的
償
値
に
瑕
疵
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
て
い
た

と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
最
近
、
『
史
記
』
日
者
列
博
中
の
資
料
を
積
極
的
に
分
析
し
て
、

果
、
こ
の
資
料
を
再
評
債
す
る
見
解
も
現
れ
て
い
る
。
佐
藤
武
敏
氏
は
「
本
博
の
後
に
猪
少
孫
の
補
が
つ
い
て
お
り
、
本
博
の
偏
作
は
猪
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少
孫
の
前
に
相
違
な
い
」
と
断
定
し
て
、

『
史
記
』
太
史
公
自
序
で
は
「
齊
．
楚
•
秦
•
趙
、

そ
の
資
料
償
値
に
等
差
を
設
定
し
、
そ
の
結

日
者
各
々
俗
の
用
い
る
と
こ
ろ
あ
り
と
な
す
。
そ
の
大
旨
を
観
る
に
循
わ
ん
と

欲
す
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
本
文
の
方
は
楚
の
司
馬
季
主
の
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
「
日
者
・
饂
策
列
博
の
本

(
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文
は
お
そ
ら
く
司
馬
遷
の
原
文
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
し
歿
稿
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『
史
記
」
日
者
列
博
は
、
最
終
的
に
後
人
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
た
め
に
、
慎
重
に
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
も
と
は
司
馬
遷
の
残
稿
よ
り
成
書
さ
れ
た
も
の
で
、
間
違
い
な
く
彼
が
遺
し
た
資
料
を
今
に
博
え
て



と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
寓
話
に
は
、
買
誼
ら
し
く
見
え
る
一
種
の

お
り
、
打
ち
棄
て
て
し
ま
う
類
の
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
、
『
史
記
』
日
者
列
偉
中
の
寓
話
は
、
司
馬
遷
成
書
時
よ
り
の
資
料
か
ら
な
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
あ
く
ま
で
本
偉
中
の
資
料
は
嘗
時
の
寓
話
で
あ
り
、
史
宵
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
無
遠
慮
に
こ
の
寓

話
を
史
賓
と
み
な
し
て
、
買
誼
年
譜
を
構
成
す
る
資
料
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
日
者
列
博
の
寓
話
中
の
資
料
を
検
討
す
る
に
嘗
っ
て
は
、
古
代
の
寓
話
を
検
討
す
る
際
と
同
様
な
手
法
に
捩
る
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。

寓
話
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
像
を
構
成
す
る
資
料
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
嘗
然
、
こ
の
寓
話
に
お
け
る
買
誼
像
を
構
成
す
る
素
材

は
、
買
誼
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
う
も
の
が
輯
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
仕
掛
け
」
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
仕
掛
け
」
、
す
な
わ
ち
日
者
列
傭
中
の
買
誼
像
を
構
成
す
る
素
材
こ
そ
が
、
嘗
時

の
買
誼
像
鴛
し
出
す
に
足
る
信
頼
性
の
高
い
残
存
資
料
と
見
な
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
具
憫
的
な
作
業
と
し
て
は
、
『
史
記
』
日
者
列
博
の
な
か
の
材
料
と
、
確
賓
に
買
誼
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
資
料
と

を
比
較
検
討
し
て
、
こ
の
寓
話
中
の
素
材
の
中
か
ら
買
誼
の
資
料
と
し
て
の
妥
嘗
性
を
主
張
し
う
る
も
の
を
拾
い
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ

宋
忠
中
大
夫
為
り
、
買
誼
博
士
為
り
。
同
日
倶
に
出
で
て
洗
沐
す
。
相
い
従
い
て
誦
易
•
先
王
聖
人
の
道
術
を
論
議
し
、
人
情
を
究

偏
し
、
相
い
視
て
歎
ず
。
買
誼
日
わ
く
、
吾
れ
古
の
聖
人
、
朝
廷
に
居
ら
ず
、
必
ず
卜
瞥
の
中
に
在
る
と
聞
く
。
今
吾
れ
已
に
三
公

九
卿
を
見
ゆ
。
朝
の
士
大
夫
皆
な
知
り
て
、
之
を
卜
敷
の
中
に
試
み
以
て
采
を
観
る
べ
し
。
二
人
即
ち
同
輿
し
て
市
に
之
き
、
卜
騨

(
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の
中
に
源
ぶ
。

―1
0
 



陽
と
い
う
場
所
が
彼
に
、
相
富
な
便
宜
を
興
え
た
こ
と
は
、

博
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 つ

ま
り
、

日
者
列
博
が
成
書
さ
れ
た
時
期
に

買
誼
は
賢
オ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
卜
者
・
司
馬
季
主
が
論
破
す
る
相
手
が
鈍
オ
で
は
、
こ
の
寓
話
は
成
立
し
な
い
。
才
能
豊
か
な

も
の
を
論
破
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
司
馬
季
主
の
償
値
が
上
が
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

お
け
る
買
誼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
賢
者
の
な
か
で
、
誰
も
が
知
る
よ
う
な
、
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

そ
の
買
誼
が
「
古
の
聖
人
」
を
探
す
た
め
に
「
市
に
之
き
、
卜
陣
の
中
に
源
ぶ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
術
敷
の
使
い
手
で
あ
る
ト

者
の
な
か
か
ら
も
聖
人
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
姿
は
、
彼
の
あ
る
一
面
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
史
記
』
屈
原
買
生
列

買
生
名
は
誼
、
維
陽
の
人
な
り
。
年
十
八
、
以
能
＜
詩
を
誦
え
書
を
濁
る
を
以
て
郡
中
に
聞
ゆ
。
呉
廷
尉
河
南
守
為
り
。
其
の
秀
才

を
聞
き
、
召
し
て
門
下
に
置
き
、
甚
だ
幸
愛
す
。
孝
文
皇
帝
初
め
て
立
ち
、
河
南
守
の
呉
公
の
治
平
天
下
第
一
為
り
て
、
故
と
李
斯

と
同
邑
に
し
て
、
常
に
事
を
學
ぶ
と
聞
く
。
乃
ち
徴
し
て
廷
尉
と
為
す
。
廷
尉
乃
ち
買
生
年
少
な
れ
ど
も
、
頗
る
諸
子
百
家
の
書
に

(
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通
ず
と
言
う
。
文
帝
召
し
て
以
て
博
士
と
為
す
。

買
誼
は
、
元
来
、
経
書
を
基
礎
と
し
、
さ
ら
に
諸
子
の
書
を
學
ん
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
、
文
化
の
高
い
周
の
故
地
、
洛

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
買
誼
を
最
初
に
登
用
し
た
呉
公
と
い
う
人
物
は
、
「
治
平
天
下
第
一
為
」
る
を
稲
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

彼
は
李
斯
と
同
邑
の
生
ま
れ
で
、
法
家
流
の
學
問
に
通
じ
、
買
誼
も
そ
の
學
問
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
買
誼
の
學
問
が
儒
家
の
み
に
偏
向
し
た
も
の
で
は
な
く
、
諸
子
す
べ
て
に
目
配
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
師
で
あ
る
呉
公
の

『
史
記
』
日
者
列
偉
の
寓
話
の
な
か
で
買
誼
の
役
割
は
闇
明
で
あ
る
。



問
う
術
の
物
に
接
す
る
は
何
如
。

れ
な
り
の
理
解
を
有
し
て
い
た
形
跡
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

影
響
も
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、

べ
た
よ
う
に
、
買
誼
の
學
問
が
、
諸
子
す
べ
て
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
『
史
記
』
屈
原
買
生
列

偉
に
「
買
生
年
少
く
し
て
、
頗
る
諸
子
百
家
の
書
に
通
ず
」
と
あ
る
が
、
日
者
列
博
中
の
こ
の
資
料
は
、
買
生
列
博
の
記
事
と
相
補
う
重

要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、

日
者
列
博
を
振
り
返
る
に
「
吾
、
古
の
聖
人
、
朝
廷
に
居
ら
ず
、
必
ず
卜
瞥
の
中
に
在
る
と
聞
く
。
…
…
之
を
卜
数
の
中
に

日
者
列
傭
に
お
い
て
、
買
誼
が
宋
忠
と
議
論
す
る
部
分
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
「
誦
易
•
先
王
聖
人
の
道
術
を
論
議
す
」
と
あ
る
。

『
易
』
に
闊
わ
る
買
誼
の
事
跡
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
傭
に
は
「
年
十
八
、
能
＜
詩

を
誦
え
書
を
闊
る
を
以
て
郡
中
に
聞
ゆ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
経
書
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
『
易
」
に
つ
い
て
も
あ
る
一
定
の
知
識
を

有
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
證
捩
に
、
買
誼
『
新
書
』
道
徳
説
篇
に
は
「
易
な
る
者
は
、
人
の
徳
の
理
に
循
う
と
循
わ

(10) 

ざ
る
と
を
察
し
て
其
の
吉
凶
を
占
う
、
故
に
日
く
、
此
れ
を
之
れ
占
う
者
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
買
誼
は
『
易
」
に
つ
い
て
も
そ

さ
ら
に
、
「
先
王
聖
人
の
道
術
を
論
議
す
」
る
の
「
道
術
」
に
つ
い
て
は
、
買
誼
『
新
書
』
道
術
篇
に
、

日
く
、
敷
ば
道
の
名
を
聞
く
、
而
し
て
未
だ
其
の
官
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
請
い
問
う
道
な
る
者
は
何
の
謂
ぞ
や
。
…
…
曰
く
、
請
い

と
あ
る
よ
う
に
、
「
道
」
と
「
術
」
の
闊
係
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
聖
人
」
に
つ
い
て
も
、
道
術
篇
に
「
且
つ
明
且
つ
賢
な
る
之

(11) 

を
聖
人
と
謂
う
」
と
聖
人
に
つ
い
て
の
買
誼
獨
自
の
定
義
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
先
王
」
に
つ
い
て
は
、
六
術
篇
に
、

試
み
以
て
采
を
観
る
べ
し
」
と
あ
る
が
、

や
は
り
、

こ
こ
で
も
「
卜
瞥
」
に
聖
人
を
探
そ
う
と
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
右
に
述



是
を
以
て
先
王
天
下
の
為
め
に
教
を
設
く
る
、
…
…
以
て
書
・
詩
・
易
•
春
秋
・
膿
•
築
六
者
の
術
を
典
え
、
以
て
大
義
と
為
す
。

(12) 

之
を
六
藝
と
謂
う
。

と
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
先
王
」
の
教
え
と
「
六
藝
」
と
の
役
割
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
史
記
』
日
者
列
博
の
内
容
と
屈

原
買
生
列
傭
及
び
買
誼
『
新
書
』
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
の
そ
れ
と
が
、
か
く
も
共
通
す
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、

つ
ま
り
、
こ
の
寓
話
中
の
買
誼
像
を
構
成
す
る
い
く
ら
か
の
素
材
に
つ
い
て
は
、
あ

る
一
定
の
積
極
的
な
評
償
を
典
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
買
誼
を
研
究
す
る
う
え
で
の
基
礎
資
料
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
買
誼
の
學
問
の
多
様
な
方
向
性
が
、
通
儒
を
稲
さ
れ
た
劉
向
ら
と
質
を
同
じ
く
す
る
と
の
こ
と
は
、
以
前
に
述
べ
た
こ
と

(13) 

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
初
の
學
問
の
観
念
が
、
後
世
の
よ
う
に
、
決
し
て
分
断
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
影
響
を
典
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
す
べ
て
の
學
問
に
偏
向
な
く
學
ぶ
買
誼
の
方
向
性
は
、

ま
た
、

そ
う
し
た
先
謳
と
し
て
注
目
に
償
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
延
長
線
上
に
買
誼
は
、
諸
子
や
逸
聞
・
逸
證
の
類
を
収
集
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
何

そ
の
證
槻
と
し
て
、
買
誼
『
新
書
』

連
語
・
雑
事
諸
篇
に
は
、
侠
聞
を
中
心
に
し
た
先
醒
•
連
語
・
春
秋
・
諭
誠
・
退
譲
・
膿
容
語
下
篇
や
、
侠
膿
を
中
心
に
し
た
保
博
・
博

職
・
胎
教
・
容
経
篇
、
道
と
六
藝
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
論
じ
た
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
な
ど
、
様
々
な
性
格
を
持
つ
文
章
輩
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
篇
は
、
嘗
然
一
朝
に
し
て
成
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
紹
え
ず
収
集
の
努
力
を
績
け
た
結
果
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
博
と
日
者
列
博
の
寓
話
は
、
こ
う
し
た
買
誼
の
學
問
観
の
原
貼
を
我
々
に
知
ら
し
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

ら
か
の
必
然
を
見
て
取
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

~ 



「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
は
、
買
誼
の
資
料
編
年
に
お
け
る
基
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
傭
の
「
鵬
鳥
賦
」
の
前
に
は
「
買
生
長
沙
王
太
博
と
為
り
て
三
年
」
と
あ
り
、
同
じ
く
賦
の
後
に

(14) 

は
「
後
歳
餘
、
買
生
徴
見
さ
る
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
賦
の
紹
封
年
の
決
定
が
、
長
沙
王
太
博
就
任
と
長
安
婦
還
の
紀
年
を
も
決
定
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
既
存
の
年
譜
に
お
い
て
は
、
こ
の
軸
と
な
る
編
年
に
闊
連
す
る
新
資
料
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
闊
わ

ら
ず
、
供
手
し
て
藷
説
に
依
檬
し
た
も
の
し
か
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
軸
と
な
る
べ
き
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
の
確
定
は
、

そ
こ
で
、
こ
の
賦
の
制
作
時
期
を
決
定
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
歳
星
紀
年
を
あ
ら
わ
す
「
箪
闘
之
歳
合
、
四
月
孟
夏
」
と
い
う
句
の
紹
封

年
代
を
確
定
し
て
、
買
誼
年
譜
の
軸
と
も
言
う
べ
き
長
沙
王
太
博
の
時
代
を
確
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

(15) 

(
i
)
徐
廣
日
わ
く
、
歳
卯
に
在
り
。
日
わ
く
、
甲
闘
は
文
帝
六
年
な
り
、
歳
は
丁
卯
な
り
。

（
ど
史
記
暦
書
を
按
ず
る
に
、
太
初
元
年
は
焉
逢
撮
提
格
な
り
、
上
を
孝
文
五
年
に
推
さ
ば
、
是
れ
昭
陽
輩
闘
為
り
。
買
生
孝
文
元
年

(16) 

を
以
て
博
士
為
り
て
、
歳
中
超
遷
し
て
太
中
大
夫
た
り
、
長
沙
王
の
博
に
旋
出
し
て
、
此
に
至
る
に
適
に
三
年
を
得
。

（
面
）
『
漢
書
』
律
暦
志
を
按
ず
る
に
、
高
帝
元
年
は
、
歳
名
敦
祥
な
り
、
太
初
元
年
は
、
歳
名
困
敦
な
り
、
是
を
以
て
之
を
推
さ
ば
、

(17) 

輩
闘
の
歳
は
、
嘗
に
是
れ
文
帝
七
年
な
り
、
徐
氏
古
に
超
辰
の
法
有
る
を
知
ら
ず
、
故
に
六
年
と
云
う
な
り
。

(
•
I
V
)
漢
、
十
月
を
以
て
歳
首
と
為
す
と
謂
う
あ
り
。
則
ち
云
う
所
の
孟
夏
は
、
是
れ
夏
正
の
正
月
に
嘗
る
。
而
し
て
（
春
秋
）
長
暦
を

こ
の
「
輩
闘
之
歳
」
の
解
輝
に
は
、
古
来
、
諸
説
存
在
す
る
。

焦
眉
の
急
を
要
す
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
二
〕
「
鵬
鳥
賦
」

の
制
作
時
期
と
買
誼
の
長
沙
太
博
任
命
時
期

―
―
四



一
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二
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、
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五

以
て
之
を
推
さ
ば
、
文
帝
六
年
、
丁
卯
の
歳
建
巳
の
月
二
十
四
日
は
適
に
庚
子
に
直
る
。
買
誼
の
賦
語
に
正
月
と
云
は
ず
し
て
四
月

と
云
う
は
何
ぞ
や
。
壽
昌
、
孜
う
る
に
、
春
秋
に
「
昭
公
十
七
年
夏
六
月
甲
戌
朔
、

賓
は
夏
の
四
月
な
り
。
左
博
に
、
晉
の
太
史
曰
ふ
有
り
、
「
夏
の
四
月
に
嘗
る
。
是
れ
を
孟
夏
と
謂
ふ
」
と
。
先
儒
引
て
、
晉
、
夏

正
を
用
ふ
る
の
證
と
為
す
。
買
偲
‘
嘗
時
正
朔
を
改
む
る
を
以
て
亜
や
か
と
為
す
。
奏
し
て
未
だ
行
は
れ
ず
、
又
左
氏
の
學
に
深
し
。

(18) 

そ
の
四
月
孟
夏
の
四
字
は
、
即
ち
此
に
本
づ
く
な
り
。

(

V

)

韻
闘
之
歳
と
云
ふ
の
は
卯
の
歳
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
年
代
不
明
な
る
故
に
確
か
な
る
考
證
の
材
料
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

…
…
こ
の
嘗
時
用
ひ
ら
れ
て
居
つ
た
と
思
は
る
る
穎
項
歴
に
よ
れ
ば
、
文
帝
七
年
（
現
干
支
戌
辰
）
四
月
は
壬
申
朔
で
庚
子
は
四
月

二
十
九
日
…
…
。
思
ふ
に
輩
闘
之
歳
は
顕
項
歴
紀
年
法
（
乙
）
に
よ
る
卯
歳
で
、
文
帝
七
年
に
嘗
る
で
あ
ら
う
。
有
力
と
云
ふ
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
嘗
時
（
西
紀
前
一
七
三
年
）
顕
項
歴
紀
年
法
が
行
は
れ
て
居
っ
た
一
の
證
檬
で
あ
る
。
（
新
城
新
蔵
「
漢
代
に
見

え
た
る
諸
種
の
暦
法
を
論
ず
」
『
東
洋
天
文
學
史
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、

ま
ず
、

(
i
)

(~ll) 

日
之
を
食
す
る
有
り
」
と
。
此
れ
周
の
六
月
は
、

の
徐
廣
の
説
に
つ
い
て
検
證
し
て
み
た
い
。
王
先
謙
は
『
漢
書
補
注
』
の
な
か
で
、
徐
廣
の
説
を
非
と
し
て
、
(
~
l
l
)

注
中
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。
錢
大
斬
も
徐
廣
を
非
と
す
る
の
は
同
様
で
あ
る
。
同
じ
く
『
漢
書
補
注
』
に
「
談
泰
云
う
、
三
統
術
超
辰

(19) 

法
に
依
り
て
、
之
を
推
さ
ば
、
孝
文
六
年
、
太
歳
丙
貞
に
在
り
。
軍
闘
の
歳
、
是
れ
七
年
な
り
。
徐
説
誤
れ
り
」
と
い
う
。
徐
廣
は
、
彼

の
生
き
た
晉
の
時
代
の
暦
法
に
従
っ
て
遡
及
し
た
た
め
、
輩
純
に
誤
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

の

の
注
中
説
は
太
初
元
年
の
歳
星
の
位
置
に
よ
っ
て
遡
及
し
て
い
る
。
遡
及
方
法
は
太
初
暦
に
檬
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
注

中
の
説
は
、
お
そ
ら
く
買
誼
の
年
譜
上
の
問
題
を
縮
合
的
に
説
明
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
以
降
、
多
く
の
年
譜
作
成
者
が
、
彼
の
説

に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
力
な
説
で
は
あ
る
が
、
顕
項
歴
紀
年
法
（
乙
）
と
比
較
す
る
と
科
學
的
整
合
性
が
劣
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。



（面）

手
く
出
来
て
お
り
、
偶
然
に
も
後
に
新
城
新
蔵
氏
が
顕
項
暦
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
計
算
に
よ
る
紀
年
と
同
じ
結
果
を
導
き
出
し
て
い
る
こ

(•IV) 
か
存
在
す
る
。
「
而
し
て
（
春
秋
）
長
暦
を
以
て
之
を
推
さ
ば
、
文
帝
六
年
、
丁
卯
の
歳
建
巳
の
月
二
十
四
日
は
た
ま
た
ま
庚
子
に
直
る
」

と
い
う
が
、
春
秋
長
暦
は
、
『
朱
子
語
類
』
に
も
「
千
古
不
決
の
疑
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
瞭
を
欠
い
た
暦
で
あ
る
。
ま
た
、
春
秋

長
暦
を
研
究
し
た
新
城
氏
が
言
う
に
は
、
朔
月
が
春
秋
の
前
半
と
後
半
と
で
は
異
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
暦
で
遡
及
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
丁
卯
の
歳
建
巳
の
月
」
は
建
除
家
の
説
に
も
と
づ
く
な
ら
、
三
月
で
あ
る
。
筆
者
に
は
、
周
壽
昌
の
説

こ
う
な
る
と
、
(

V

)

の
新
城
新
蔵
氏
の
説
に
あ
る
顕
項
暦
に
よ
る
遡
及
が
、
科
學
的
整
合
性
に
最
も
優
れ
る
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
ど

(20) 

う
か
。
飯
島
忠
夫
氏
も
「
箪
闘
は
卯
で
あ
っ
て
、
四
月
に
庚
子
の
日
が
あ
る
の
は
孝
文
帝
の
七
年
の
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
頴
項
歴
施
行

の
賓
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
墾
げ
、
新
城
氏
と
説
を
同
じ
う
す
る
。
現
在
、
買
誼
の
生
き
た
文
帝
期
の
暦
は
顕
項
暦
で
あ
っ
た
こ
と
が
定
説

で
あ
り
、

の
錢
大
斬
説
は
、
劉
歓
の
三
統
暦
超
辰
法
に
則
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、
秦
漢
期
の
暦
法
の
説
明
に
は
非
常
に
上

の
周
壽
昌
説
は
、
買
誼
の
改
制
と
『
春
秋
』
の
暦
と
の
闊
係
を
上
手
く
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
疑
問
貼
が
い
く
つ

そ
れ
が
太
初
暦
以
前
に
、
賓
際
、
施
行
さ
れ
て
い
た
例
と
し
て
は
、
銀
雀
山
二
琥
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
に
お
い
て
、
武
帝

の
元
光
元
年
（
前
一
三
四
）
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
暦
譜
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
を
網
合
す
る
と
、

の
「
輩
開
之
歳
分
、
四
月
孟
夏
」
の
句
は
、
頻
項
暦
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

や
は
り
、
「
鵬
鳥
賦
」

と
こ
ろ
が
、
新
城
説
に
腺
る
と
な
る
と
、
買
誼
長
沙
王
太
博
就
任
に
い
た
る
編
年
は
、
こ
れ
ま
で
の
定
説
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
姿

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
、
買
誼
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
を
文
帝
七
年
と
し
て
編
年
を
組
み
立
て
な
お
し
、

は
理
解
で
き
な
い
。

と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

そ
の
背
景
を
整
理
し

―
―
六



こ
れ
ま
で
の
定
説
に
よ
る
と
、
買
誼
の
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
は
、
文
帝
六
年
（
前
一
七
四
）
（
注
中
説
で
は
文
帝
五
年
）
四
月
、

そ
の
三
年
前
に
買
誼
は
長
沙
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
、

緯
侯
周
勃
、
灌
嬰
、
東
陽
侯
張
相
如
、
浦
敬
ら
高
祖
功
臣
集
圏
す
べ
て
が
買
誼
の
排
斥
に
動
き
、

―
―
七

そ
れ
は
、
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）
四
月
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
を
政
治
的
な
面
か
ら
解
説
す
る
と
、
買
誼
は
「
論
定
制
度
典
祠
築
疏
」
、
『
過
秦
論
』
、
律
令
更
定
、
列
侯
就
國
疏
に
よ
っ
て
、
高

祖
功
臣
集
圏
と
封
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
功
臣
集
圏
の
櫂
力
を
削
ろ
う
と
考
え
て
い
た
、
特
に
軍
櫂
を
掌
握
し
て
い
た
周
勃

を
斥
け
た
か
っ
た
文
帝
と
も
思
惑
が
一
致
し
、
買
誼
が
上
奏
し
た
列
侯
就
國
疏
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
酎
し
て
、

そ
の
結
果
、
櫂
力
基
盤
が
脆
弱
な
文
帝

も
彼
等
の
言
い
分
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
買
誼
は
政
治
封
決
に
敗
北
し
、
文
帝
一
―
一
年
（
前
一
七
七
）
十
一

月
、
周
勃
が
侯
國
に
向
か
う
よ
り
以
前
、
す
な
わ
ち
、
緯
侯
周
勃
、
灌
嬰
、
東
陽
侯
張
相
如
、
凋
敬
ら
が
首
都
長
安
に
居
る
時
期
に
、
流

鏑
に
等
し
い
扱
い
で
長
沙
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
説
明
が
こ
れ
ま
で
妥
嘗
な
も
の
と
認
め
ら
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
新
城
氏
等
の
言
う
よ
う
に
、
文
帝
七
年
（
前
一
七
―
―
-
）
に
「
鵬
鳥
賦
」
が
制
作
さ
れ
た
と
す
る
と
、
長
沙
王
太
側
に
任
じ

ら
れ
た
の
は
、
文
帝
四
年
（
前
一
七
六
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
買
誼
の
長
沙
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）

十
一
月
よ
り
前
で
、
緯
侯
周
勃
、
灌
嬰
、
東
陽
侯
張
相
如
、
混
敬
ら
が
長
安
に
居
る
時
期
と
い
う
前
提
が
崩
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
灌
嬰
は
、

文
帝
四
年
十
二
月
、
不
蹄
の
客
と
な
る
。
彼
が
亡
く
な
る
前
に
病
床
に
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
文
帝
四
年
に
長
沙
王
太
個
に
任
じ

ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
成
立
し
が
た
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
繹
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
鵬
鳥
賦
」
が
制
作
さ
れ
た
文
帝
七
年
四
月
を
軸
と
す
る
と
、
長
沙
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
文
帝
四
年
の
四
月
以
前
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
新
城
説
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
と
、
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
側
の
弔
屈
原
賦
の
前
に
「
買
生
既
辟
往

て
み
た
い
。



行
」
と
あ
り
、
賦
の
後
に
「
買
生
為
長
沙
王
太
博
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
長
沙
王
太
博
に
任
命
さ
れ
任
國
に
向
け
て
出
登
し
た
こ
と
と
、

そ
れ
に
就
任
し
た
こ
と
を
辮
別
し
て
い
た
た
め
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
で
敷
ヶ
月
程
度
の
旅
行
期
間
が
あ
り
、
買
誼
が
賓
際
に
長
沙
王
太
縛
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
文
帝
三
年
後
半
で
あ
る
が
、
長
沙
國
に
着

任
し
た
の
は
、
文
帝
四
年
四
月
あ
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
次
に
政
治
的
な
背
景
か
ら
、
文
帝
三
年
後
半
任
命
、
翌
四
年
四
月
以
前
着
任
の
説
を
基
軸
に
、
買
誼
の
長
沙
王
太
偲
任
命

周
勃
は
、
買
誼
が
上
奏
し
た
列
侯
就
國
疏
に
よ
っ
て
彼
の
侯
國
に
就
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
間
も
賓
質
的
に
軍
櫂
を
掌
握
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
『
史
記
』
緯
侯
周
勃
世
家
に
は
、
周
勃
が
丞
相
に
復
蹄
し
て
十
ヶ
月
餘
り
し
て
、
「
前
日
吾
れ
列
侯
國
に
就
く
こ
と
を
詔

(22) 

す
。
或
い
は
未
だ
能
く
行
わ
れ
ず
。
丞
相
は
吾
の
重
ん
ず
る
所
な
れ
ば
、
之
に
率
先
せ
よ
」
と
文
帝
が
周
勃
に
告
げ
た
と
あ
る
。
文
帝
は
、

あ
く
ま
で
「
丞
相
は
吾
の
重
ん
ず
る
所
」
と
丁
重
に
周
勃
を
蹄
國
さ
せ
た
わ
け
で
、
彼
が
全
面
的
に
失
脚
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
北

軍
・
南
軍
に
お
け
る
周
勃
の
地
位
が
低
下
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
『
漢
書
』
張
陳
王
周
偶
か
ら
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
り
、
後
に
彼

(23) 

が
謀
反
を
疑
わ
れ
獄
に
繋
が
れ
た
時
で
さ
え
、
薄
太
后
ら
は
文
帝
を
諌
め
て
周
勃
の
無
賓
を
晴
ら
す
た
め
に
盛
力
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

周
勃
の
人
柄
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
背
後
、
す
な
わ
ち
、
南
、
北
軍
の
動
向
に
も
賢
明
な
薄
太
后
は
気
を
配
っ
て
い
た
た
め
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
呂
后
が
亡
く
な
っ
た
時
、
北
軍
で
は
、
賓
際
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
呂
禄
に
従
う
も
の
は
な

く
、
み
な
周
勃
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
高
祖
皇
帝
の
「
子
飼
い
」
と
い
う
周
勃
の
軍
に
お
け
る
隠
然
た
る
影
響
力
は
、
健
在
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
周
勃
が
都
に
不
在
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
勢
力
は
保
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
椴
に
周
勃
が
首
都
・
長
安
に
不
在
で
、
灌
嬰
が
死
の
間
際
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
買
誼
を
左
遷
す
る
勢
力
は
温
存

を
矛
盾
な
く
説
明
し
う
る
か
考
え
て
み
た
い
。

つ
ま
り
、
長
安
か
ら
長
沙
國
の
場
合
、
任
命
さ
れ
て
か
ら
着
任

―
―
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軸
と
な
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
人
事
は
バ
ラ
ン
ス
を
重
ん
ず
る
意
味
で
も
、
功
臣
集
圏
か
ら
、

集
圏
の
頭
目
と
見
な
さ
れ
て
い
た
買
誼
が
遠
ざ
け
ら
れ
る
の
も
、
ま
た
し
か
る
べ
き
措
置
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
頭
目
の
周
勃
が
任
國
に
就
か
さ
れ
丞
相
の
戦
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
も
う
一
方
の
頭
目
で
あ
る
買
誼
に
も
同
様
な
慮
遇
が
行
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
買
誼
の
長
沙
王
太
博
任
命
に
つ
い
て
は
、
左
遷
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
買
誼
は
列
侯
就
國
疏
に
よ
っ
て
、
政
敵
周
勃
の
力
を
削
い
だ
後
、
自
身
も
左
遷
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
買
誼
が
長
沙
玉
太
博

に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
文
帝
三
年
後
半
、
そ
れ
も
周
勃
が
國
に
就
い
た
十
一
月
以
降
と
い
う
線
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
買
誼
が
長
沙
王
太
博
に
任
命
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
南
越
封
策
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
南
越
に
つ
い
て
は
、
高
后
の
時
代

(24) 

南
越
王
趙
佗
が
漢
に
抗
し
て
長
沙
國
を
攻
め
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
後
、
南
越
は
彊
盛
を
誇
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
買
誼
が
長
沙

王
太
博
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
と
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）
五
月
、
匈
奴
が
北
地
郡
か
ら
侵
入
し
て
河
南
に
居
座
り
、

さ
ら
に
は
上
郡
を
掠
め
る
と
い
う
事
件
が
登
生
し
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
齊
北
王
劉
興
居
が
こ
れ
に
呼
應
し
て
兵
を
畢
げ
（
八
月
平
定
）
、

中
原
が
戦
火
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
文
帝
は
、
長
沙
國
か
ら
南
越
を
牽
制
す
る
た
め
に
買
誼
を
派
遣
し
た
可
能
性
も
捨

て
き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
に
長
沙
國
は
、
新
王
産
が
即
位
し
た
ば
か
り
で
あ
り
（
文
帝
二
年
即
位
）
、
彊
勢
な
南
越
に
射
抗

す
る
た
め
に
、
漢
朝
に
封
し
て
有
能
な
人
物
の
派
遣
を
要
求
し
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
を
文
帝
七
年
と
す
る
説
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
が
、
政
治
的
背
景
か
ら
も
矛
盾
が
存
在
し
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
買
誼
の
資
料
編
年
と
し
て
も
軸
と
な
る
「
鵬
鳥
賦
」
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
文
帝
七
年
が
基

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―
―
九

そ
の
頭
目
で
あ
る
周
勃
を
國
に
蹄
ら
せ
た
場
合
、
新
興
官
僚

つ
ま
り
、
功
臣
集
圏



と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ま
で
の
編
年
作
業
で
は
、

六
術
・
道
徳
説
篇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
篇
の
作
者
、

買
誼
『
新
書
』
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
の
三
篇
に
つ
い
て
は
、

つ
ま
り
、

そ
の
慎
偏
に
つ
い
て
も
様
々
に
言
わ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
、
以
前
、

れ
ら
の
諸
篇
の
慎
偽
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
五
行
篇
と
郭
店
楚
簡
六
徳
篇
と
の
比
較
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
資
料

(25) 

償
値
を
確
認
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
買
誼
『
新
書
』
の
道
術
、
六
術
、
道
徳
説
篇
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
も
、
論
及
し
た
こ
と

買
誼
『
新
書
』
六
術
・
道
徳
説
篇
に
は
、
「
六
行
」
「
六
藝
」
と
い
う
概
念
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
買
誼
『
新
書
』
六
術
篇
の
「
人
仁
・

義
・
證
•
智
•
聖
之
行
有
り
、
行
和
す
れ
ば
則
ち
築
、
築
典
れ
ば
則
ち
六
、
此
れ
之
れ
を
六
行
と
謂
う
」
こ
と
は
、
「
以
て
書
・
詩
・
易

•
春
秋
・
證
•
築
六
者
の
術
典
り
、
以
て
大
義
を
為
す
。
之
を
六
藝
と
謂
う
。
令
人
を
し
て
之
に
縁
り
て
以
て
自
ら
修
め
し
め
、
修
め
成

(26) 

れ
ば
則
ち
六
行
を
得
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
を
「
六
藝
」
に
縁
ら
せ
て
、
「
六
行
」
に
導
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
事

象
を
敷
六
で
ま
と
め
る
要
素
が
、
六
術
・
道
徳
説
篇
に
は
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
六
行
」
と
「
六
藝
」
の
理
論
構
造
は
、
明
ら
か
に
馬
王

堆
漢
墓
吊
書
五
行
篇
よ
り
影
響
を
受
け
、
敷
六
で
ま
と
め
る
手
法
は
郭
店
楚
簡
六
徳
篇
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
買
誼
が
長
沙
王
太
博
に
輔
出
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
著
作
で
き
な
か
っ
た
と

こ
れ
ら
の
諸
篇
を
秦
の
遺
風
で
あ
る
水
徳
説
と
結
び
つ
け
て
解
繹
し
、

誼
の
生
涯
に
お
け
る
か
な
り
の
早
期
に
設
定
し
て
き
た
。
任
継
愈
氏
は
、

が
あ
る
。
ま
ず
、
以
下
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

〔
三
〕
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
の
著
作
時
期

そ
の
著
『
中
國
哲
學
登
展
史
』
に
お
い
て
「
買
誼
が
弱
冠
で
學

問
を
學
ん
で
い
た
頃
、
社
會
上
に
は
、
ま
だ
、
秦
王
朝
が
残
し
た
影
響
が
流
行
し
て
お
り
、
敷
「
六
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、

――
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そ
の
成
立
年
を
買 (_ 



秦
の
習
俗
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
」
、

(27) 

以
前
の
作
品
と
み
な
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
證
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
年
譜
に
お
い
て
も
同
様
で
、
『
買
誼
集
』

（
上
海
人
民
出
版
社
）

の
「
買
誼
生
活
時
代
大
事
年
表
」
、
呉
雲
・
李
春
豪
校
注
『
買
誼
集
校
注
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
）
の
「
買
誼
生
平
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大
事
年
表
」
な
ど
も
任
継
愈
氏
に
倣
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
に
述
べ
る
注
中
が
言
及
し
た
張
蒼
か
ら
の
『
春
秋
左
氏
博
』
偲
授
の
問

題
と
も
闊
係
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
的
相
似
に
よ
る
研
究
は
、
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
五
行
篇
が
研
究
さ
れ
る
以
前
に
は
、

般
的
な
見
解
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、
郭
店
楚
簡
六
徳
篇
や
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
五
行
篇
な
ど
、
有
力
な
證

檬
が
敷
多
く
出
現
し
た
現
在
で
は
、
こ
の
菌
説
に
檬
る
に
は
、
新
説
を
越
え
る
根
檬
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
證

さ
ら
に
、
買
誼
早
年
期
の
思
想
を
秦
の
水
徳
説
と
開
連
さ
せ
る
論
に
は
、
欠
貼
が
存
在
す
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
買
誼
は
、
水
徳

説
を
堅
持
し
た
張
蒼
よ
り
『
左
氏
偲
』
を
學
ん
だ
後
、
こ
れ
ら
「
水
徳
説
を
主
張
す
る
」
―
二
篇
を
書
き
表
し
、

て
、
土
徳
改
制
を
主
張
す
る
「
論
定
制
度
典
證
築
疏
」
と
、
水
徳
王
朝
秦
の
時
代
を
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
位
置
付
け
て
、
過
去
の
功
臣
を

一
掃
し
て
新
政
を
期
待
す
る
「
過
秦
論
」
を
上
奏
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、

い
る
と
さ
れ
る
「
鵬
鳥
賦
」
を
詠
む
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
で
は
、
あ
ま
り
に
急
激
な
思
想
の
髪
化
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
任
継
愈
氏
等
の
説
は
、
上
手
く
思
想
的
な
相
似
性
か
ら
説
明
し
た
つ
も
り
が
逆
に
、
買
誼
の
思
想
の
整
合
性

に
お
い
て
破
綻
を
き
た
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
術
、
六
術
、
道
徳
説
篇
を
社
會
上
一
般
に
歿

存
し
て
い
た
秦
の
水
徳
説
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
そ
れ
は
張
蒼
と
の
政
治
的
闘
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

握
を
見
出
す
こ
と
は
難
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
現
在
存
在
し
て
い
る
六
術
・
道
衛
・
道
徳
説
の
三
篇
の
文
章
は
、

そ
の
後
、

一
年
を
経
ず
し

や
や
遅
れ
て
、
『
荘
子
』
の
影
響
を
受
け
て

一
般
的
に
は
買
誼
が
二
十
歳



買
誼
が
張
蒼
か
ら
『
左
氏
偲
』
の
傭
授
を
受
け
た
の
は
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
。
『
漢
書
』
儒
林
偲
に
は
、

て
み
た
い
。

口

以
上
、
こ
れ
ら
の
諸
篇
の
成
立
時
期
は
、
買
誼
が
長
沙
に
赴
任
し
た
以
降
の
時
期
に
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
買
誼

の
思
想
に
と
っ
て
動
揺
期
と
で
も
稲
す
べ
き
時
期
で
あ
り
、
政
敵
で
あ
っ
た
周
勃
の
た
め
に
上
奏
し
た
「
證
封
待
大
臣
」
、

『
荘
子
』
の

影
響
を
色
濃
く
受
け
て
た
「
鵬
鳥
賦
」
、
ま
た
多
く
の
思
想
を
取
り
込
ん
だ
『
新
書
』
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
の
三
篇
が
あ
る
。
と
り
わ

け
、
道
術
篇
は
特
に
『
老
子
』
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
敷
六
を
彊
調
す
る
論
述
方
法
な
ど
は
、
同
じ
く
敷
六
を
重

ん
ず
る
漢
朝
水
徳
説
を
堅
持
し
た
張
蒼
と
の
闊
わ
り
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
以
上
の
三
篇
は
、
買
誼
が
長
沙
王
太
縛
の

時
期
か
長
安
に
戻
っ
て
以
降
に
成
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
に
お
け
る
六
藝
論
と
聖
人
論
、
水
徳
説
、
黄
老
思
想
な

ど
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
他
日
に
論
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
四
〕
『
春
秋
』
傭
授
の
時
期

『
漢
書
』
藝
文
志
に
著
録
さ
れ
る
買
誼
の
『
春
秋
左
氏
博
訓
故
』
は
、
す
で
に
失
わ
れ
た
書
で
あ
る
。
す
で
に
失
わ
れ
た
書
の
博
授
を

検
討
す
る
の
は
、
意
味
の
無
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
買
誼
の
『
左
博
』
偶
授
が
、
張
蒼
と
の
接
近
を
示
す
も
の
と
椴
定

す
る
な
ら
ば
、
漢
初
の
政
治
思
想
史
を
解
き
明
か
す
た
め
に
も
、
こ
の
書
に
閥
わ
る
事
官
闊
係
を
追
及
す
る
こ
と
は
、

す
る
と
考
え
る
。

一
定
の
債
値
を
存

な
ぜ
な
ら
、
張
蒼
か
ら
の
『
左
氏
偉
』
博
授
の
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
買
誼
の
政
治
姿
勢
の
愛
化
を
推
定
す
る
材
料
を
提
供

し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
春
秋
左
氏
傭
』
偉
授
の
年
代
を
推
定
し
、
買
誼
の
學
問
観
及
び
政
治
的
姿
勢
の
髪
化
を
考
え

た
だ
、
「
北
平
侯
張
蒼
及
梁
太



さ
ら
に
、
買
誼
の
『
左
博
』
博
授
が
、
張
蒼
と
の
接
近
を
示
す
も
の
と
椴
定
す
る
な
ら
ば
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
『
新
書
』
道
術

•
六
術
・
道
徳
説
篇
を
成
書
し
た
理
由
と
、

そ
の
博
授
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
、
複
敷
の
論
檬
か
ら
、

た
だ
し
、
買
誼
の
學
問
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
日
者
列
博
か
ら
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に
、
學
ぶ
べ
き
は
、
學
派
を
問
わ
ず

に
學
ん
だ
の
で
あ
り
、
情
況
さ
え
許
せ
ば
政
敵
で
あ
っ
た
張
蒼
か
ら
で
も
偉
授
を
受
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
個
定
す
る

注
中
説
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
も
の
で
あ
る
。

ら
も
排
撃
を
受
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

帝
元
年
博
授
説
に
従
っ
て
い
る
。

そ
の
博
授
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

博
買
誼
、
…
…
皆
修
春
秋
左
氏
傭
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
『
経
典
繹
文
』
叙
録
に
は
、

そ
の
博
授
が
書
き
し
る
さ
れ
て
い
る
。
江
中
は
、

左
氏
博
は
、
陽
武
張
蒼
が
洛
陽
買
誼
に
授
く
、
百
官
公
卿
表
に
檬
る
に
、
蒼
高
后
八
年
に
於
い
て
、
淮
南
丞
相
由
り
入
り
て
御
史
大
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夫
と
為
る
。
明
年
、
而
し
て
文
帝
即
位
し
、
買
生
學
を
蒼
に
受
く
は
、
必
ず
其
の
時
に
在
り
。

注
中
の
ほ
か
、
王
耕
心
、
徐
朔
方
、
『
買
誼
集
』
（
上
海
人
民
出
版
社
）
、
王
興
國
、
王
洲
明
・
徐
超
、
方
向
東
ら
の
年
譜
が
、
注
中
の
文

し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
の
注
中
説
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
が
、
文
帝
の
元
年
に
買
誼
は
「
論
定
制
度
興
膿
築
疏
」
「
過

秦
論
」
を
上
疏
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
が
上
疏
さ
れ
た
時
、
お
り
し
も
買
誼
は
、
張
蒼
ら
高
祖
功
臣
集
圏
と
激
し
く
封
立
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
時
期
で
あ
り
、
こ
の
博
授
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
嘗
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
買
誼
の
周
邊
に
い
た
と
考

え
ら
れ
る
新
興
官
僚
祭
も
こ
れ
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
政
敵
か
ら
博
授
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
こ
れ
ま
で
の
仲
間
か

つ
ま
り
、
注
中
の
文
帝
元
年
傭
授
説
は
、
政
治
的
背
景
か
ら
検
討
す
る
に
あ
り
え
な

~ 



必
要
と
し
た
た
め
の
雨
者
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

帝
に
と
っ
て
も
、
忍
従
の
決
断
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

き
な
か
っ
た
こ
と
が
畢
げ
ら
れ
よ
う
。

て
考
察
を
加
え
た
い
。

と
、
買
誼
が
張
蒼
に
つ
い
て
學
ぶ
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
彼
が
長
沙
太
博
の
時
代
か
ら
高
祖
功
臣
集
圏
に
接
近
を
始
め
、

に
長
安
に
蹄
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
長
沙
の
太
博
の
任
を
終
え
て
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
に
、

そ
の
エ
作
の
末

そ
の
政
治
的
背
景
に
つ
い

買
誼
が
高
祖
功
臣
集
圏
と
政
治
的
に
酎
立
し
て
い
た
時
期
、
彼
の
周
邊
に
は
、
新
興
官
僚
草
の
取
り
巻
き
が
多
敷
存
在
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
新
典
官
僚
集
園
の
旗
手
で
あ
っ
た
買
誼
は
、
功
臣
集
圏
と
の
封
立
の
末
、
長
沙
王
太
健
と
し
て
赴
任
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
い
た
る
経
緯
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
要
因
に
、
こ
の
取
り
往
き
に
よ
っ
て
、
買
誼
自
身
も
節
を
曲
げ
る
こ
と
が
で

つ
ま
り
、
彼
の
新
興
官
僚
集
圏
の
旗
手
と
い
う
地
位
は
、
同
時
に
周
邊
に
よ
っ
て
政
治
的
立
場
の

硬
直
化
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、

そ
の
地
位
は
自
然
に
守
菌
派
た
る
功
臣
集
圏
と
全
面
的
に
争
う
際
の
旗
印
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
末
の
流
鏑
で
あ
っ
た
。
買
誼
が
不
在
の
開
に
、
新
興
官
僚
霊
の
勢
力
は
、
相
掌
な
打
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
そ
れ
は
、
外
藩
か
ら
入
朝
し
、
た
め
に
側
近
集
圏
が
非
常
に
脆
弱
な
文
帝
の
櫂
力
に
も
相
嘗
な
打
撃
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
文

買
誼
は
、
長
沙
國
に
着
任
し
た
後
、
「
弔
屈
原
賦
」
で
文
帝
に
哀
願
を
乞
う
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
な
る
と
、
次
に
高
祖
功
臣

集
圏
に
接
近
を
計
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
買
誼
の
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
周
勃
の
絣
護
で
あ
り
、
道
家
流
の
思
想
を
端
的
に
表

現
し
た
文
學
作
品
「
鵬
鳥
賦
」
の
創
作
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
文
帝
の
み
な
ら
ず
、
高
祖
功
臣
集
圏
の
面
々
の
心
を
打
つ
こ
と

つ
ま
り
、
こ
の
賦
は
、
政
治
的
な
シ
グ
ナ
ル
を
秘
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け

る
か
の
よ
う
に
買
誼
は
中
央
に
復
蹄
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
高
祖
功
臣
集
圏
の
態
度
の
軟
化
と
文
帝
が
買
誼
を

―
二
四



本
稿
で
は
、
も
っ
ば
ら
買
誼
の
年
譜
構
成
上
の
問
題
貼
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
範
園
は
、
買
誼
の
洛
陽
時
代
か
ら
、
梁

王
太
博
の
時
代
に
ま
で
及
ぶ
が
、
そ
の
結
果
、
菌
来
の
資
料
に
依
檬
し
た
、
こ
れ
ま
で
の
買
誼
の
博
記
資
料
や
著
作
資
料
の
編
年
作
業
は
、

結
語

が
亡
び
た
現
在
、
そ
れ
を
突
き
止
め
る
の
は
至
難
で
あ
ろ
う
。

買
誼
の
そ
う
し
た
守
菌
派
と
の
妥
協
は
、
高
祖
功
臣
集
圏
に
と
っ
て
も
利
盆
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
買
誼
は
、
文
帝
が

登
用
し
た
新
興
官
僚
の
な
か
で
最
も
賓
力
を
備
え
た
論
客
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
敵
封
を
や
め
れ
ば
、
嘗
分
の
間
、
功
臣
集
圏
の
櫂
力
は

保
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
環
境
の
下
で
、
張
蒼
と
の
『
左
傭
』
傭
授
は
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

梁
王
太
博
の
時
代
の
買
誼
は
、
政
治
姿
勢
に
お
い
て
は
後
退
し
た
観
が
あ
る
が
、
學
問
的
に
は
、
彼
の
本
領
が
登
揮
さ
れ
た
時
期
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
張
蒼
は
、
圃
書
、
財
政
、
戸
籍
、
算
法
、
音
律
、
暦
法
に
お
い
て
、
嘗
時
最
高
の
知
識
を
有
し
て
い
た
と
考
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え
ら
れ
て
い
る
が
、
買
誼
は
張
蒼
か
ら
、
圏
書
や
律
暦
の
み
な
ら
ず
、
諸
子
の
知
識
を
も
様
々
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
買

誼
『
新
書
』
連
語
・
維
事
諸
篇
の
幾
ら
か
に
は
、
お
そ
ら
く
、
張
蒼
の
學
問
の
影
響
を
受
け
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
張
蒼
の
著
作

い
っ
た
の
で
あ
る
。

―
二
五

こ
れ
以
降
の
買
誼
は
、
以
前
の
よ
う
に
政
治
的
に
守
藷
勢
力
と
射
決
す
る
こ
と
を
避
け
、
政
治
活
動
で
は
「
改
革
」
に
盛
力
し
、
そ
し

て
、
経
典
の
學
習
及
び
収
集
・
偲
授
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年
譜
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
買
誼
は
、
博
士

•
太
中
大
夫
の
時
期
に
は
、
政
治
闘
争
を
目
的
と
す
る
上
疏
を
繰
り
返
す
が
、
そ
れ
以
降
、
現
賓
的
な
施
策
に
留
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
革
新
の
意
味
合
い
は
徐
々
に
薄
れ
て
ゆ
き
、
政
治
姿
勢
と
し
て
は
、

や
や
退
歩
し
た
観
は
否
め
な
い
も
の
と
な
っ
て



る
た
め
に
著
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

③
買
誼
『
新
書
』
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
を
、
彼
の
二
十
歳
以
前
に
編
年
す
る
任
継
愈
氏
ら
の
説
は
、
現
在
で
は
論
檬
不
足
の
観
を

免
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
三
篇
は
、
買
誼
が
長
沙
王
太
博
に
赴
任
し
て
以
降
、
郭
店
楚
簡
六
徳
篇
や
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
五
行

篇
な
ど
を
目
賭
し
て
成
書
さ
れ
た
こ
と
が
決
定
的
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
篇
は
、
買
誼
が
時
の
櫂
門
張
蒼
ら
に
接
近
す

④
張
蒼
よ
り
の
『
左
博
』
偉
授
の
時
期
に
つ
い
て
、
注
中
ら
は
、
文
帝
元
年
を
主
張
す
る
が
、
嘗
時
、
買
誼
ら
は
張
蒼
ら
高
祖
功
臣
集

圏
に
敵
封
し
て
い
た
政
治
情
況
か
ら
考
慮
す
る
に
、
文
帝
元
年
説
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

盾
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

大
幅
な
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
論
證
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
の
で
、
以
下
に
要
貼
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
資
料
的
疑
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
『
史
記
』
日
者
列
偲
で
あ
る
が
、
比
較
検
討
の
結
果
、
こ
の
寓
話
中
の
買
誼
像
を
構
成
す
る
い
く

ら
か
の
素
材
、
例
え
ば
買
誼
『
新
書
』
道
術
・
六
術
篇
と
本
篇
と
共
通
す
る
『
易
』
観
と
「
道
術
」
「
六
藝
」
な
ど
の
概
念
に
つ
い

て
は
、
買
誼
を
研
究
す
る
う
え
で
の
基
礎
資
料
と
し
て
相
嘗
に
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
買
誼
は
、

十
八
歳
か
ら
の
洛
陽
時
代
に
お
い
て
、

そ
の
學
問
の
方
向
性
が
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

師
・
呉
公
よ
り
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
買
誼
は
儒
家
の
學
問
だ
け
で
な
く
、
諸
子
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
、

そ
の
學
問
を
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
偉
か
ら
だ
け
で
な
く
、

そ
の
學
問
観
は
、
法
家
官
僚
で
あ
っ
た

日
者
列
博
か
ら
も
窺
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
「
鵬
鳥
賦
」
の
「
輩
闘
之
歳
分
、
四
月
孟
夏
」
の
句
は
、
新
城
新
蔵
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
文
帝
七
年
説
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

新
城
説
に
従
う
こ
と
に
よ
り
、
買
誼
資
料
の
編
年
に
大
き
な
違
い
が
現
れ
る
が
、
買
誼
が
賓
際
に
長
沙
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
た
時
期

を
文
帝
一
―
一
年
十
一
月
以
降
と
見
な
し
、
長
沙
國
へ
の
着
任
を
文
帝
四
年
四
月
周
邊
で
検
討
を
加
え
た
結
果
、
政
治
的
背
景
か
ら
も
矛

つ
ま
り
、
「
左
博
』
の

―
二
六



の
名
を
稲
す
る
こ
と
と
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

っ
た
。
買
誼
の
新
年
譜
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
牲
未
に

―
二
七

「
序
説
」

〔
買
誼
著
作
編
年
校
勘
表
〕
と
し
て
ま
と
め
て
お
い
た
が
、
本
稿
の
作
業
が

景
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
経
の
博
授
に
留
ま
ら
ず
買
誼
の
櫂
門
へ
の
接
近
と
い
う
政
治
的
背

博
授
は
、
買
誼
が
梁
王
太
博
に
任
じ
ら
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
『
左
博
』
博
授
と
買
誼
『
新
書
』
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
の

成
書
は
、
相
闊
す
る
事
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、

以
上
の
検
討
の
結
果
、
清
朝
考
證
學
以
来
の
博
統
的
手
法
に
よ
る
既
存
の
買
誼
年
譜
作
業
は
、
大
幅
な
愛
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
必
至
と

な
り
、
ま
た
、
漢
初
思
想
史
や
買
誼
を
研
究
す
る
上
に
お
い
て
は
、
買
誼
資
料
を
網
羅
し
た
新
年
譜
の
編
成
作
業
が
待
た
れ
る
こ
と
と
な

及
ん
だ
範
園
は
、
あ
く
ま
で
、

そ
の
一
部
分
で
あ
り
、
買
誼
年
譜
構
成
作
業
の
緒
に
つ
い
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
ま
ぎ

れ
も
な
く
、
将
来
作
成
さ
れ
る
べ
き
新
年
譜
、
『
買
誼
年
譜
長
編
』
の
前
段
階
に
位
置
す
る
作
業
で
は
あ
り
、

定
の
紙
面
を
過
ぎ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
た
い
。

よ
っ
て
、

そ
の

(31) 

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
未
検
討
の
買
誼
の
偶
記
資
料
や
著
作
資
料
の
編
年
作
業
な
ど
、
手
付
か
ず
の
部
分
も
少
な
く
は
な
い
が
、
予

注(
1
)

買
誼
『
新
書
』
と
『
漢
書
』
買
誼
博
と
の
資
料
批
判
的
研
究
と
し
て
、
中
國
に
は
、
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
絣
證
』
子
部
、
儒
家
類
、
魏
建

功
、
陰
法
魯
、
呉
競
存
、
孫
欽
善
「
開
干
買
誼
《
新
書
》
慎
偏
問
題
的
探
索
」
（
『
北
京
大
學
學
報
』
一
九
六
一
年
第
五
期
）
、
徐
復
観
『
雨
漢
思

想
史
』
（
憂
湾
學
生
書
局
、
一
九
七
六
年
）
「
買
誼
思
想
的
登
現
」
二
、
「
新
書
的
問
題
」
な
ど
が
あ
り
、
我
が
國
で
は
、
弛
和
順
「
買
誼
『
新
書
』

の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
貼
ー
道
術
・
六
術
・
道
徳
説
篇
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
『
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
』
哲
學
一
二
五
、
一
九
八
八
年
）
、

宇
野
茂
彦
「
買
誼
新
書
札
記
」
（
『
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
』
哲
學
三
十
四
、
一
九
八
八
）
、
芳
賀
良
信
『
證
と
法
の
間
隙
ー
前
漢
政
治



一
九
九
七
年
九
月
）
第
七
章
『
史
記
』
の
編
纂
過
程
、

四
0
八
頁
参
照
。
な
お
、
佐
藤
氏

思
想
研
究
』
（
汲
古
書
院
二

0
0
0
)
、
工
藤
卓
司
「
買
誼
と
『
買
誼
新
書
』
」
（
『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
十
六
集
、
二

0
0
1
―
一
年
）
な
ど
が

あ
る
。
な
お
、
そ
の
ほ
か
に
も
買
誼
を
研
究
す
る
論
考
は
多
敷
存
在
す
る
が
、
そ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
(
2
)
（3
)
の
注
な
ど
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(
2
)

拙
稿
「
買
誼
『
新
書
』
成
立
説
に
闊
す
る
史
料
批
判
的
研
究
」
（
『
関
西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
第
二
十
二
琥
、
二

0
0
一
年
）
な
ど
。

(
3
)

拙
稿
「
買
誼
『
新
書
』
の
成
立
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
十
六
琥
、
二

0
0五
年
）
。

(
4
)

注
中
『
述
學
』
内
篇
一
―
-
「
買
誼
新
書
序
年
表
」
、
王
耕
心
『
買
子
次
詰
』
買
子
年
表
、
徐
朔
方
「
買
誼
行
賓
繋
年
」
（
『
徐
朔
方
集
」
第

五
倦
浙
江
古
籍
出
版
社
一
九
九
三
年
）
、
『
買
誼
集
』
（
上
海
人
民
出
版
社
一
九
七
六
年
）
、
呉
雲
・
李
春
嘉
校
注
『
買
誼
集
校
注
』
（
中

州
古
籍
出
版
社
一
九
八
九
年
）
、
王
興
國
『
買
誼
評
博
』
（
南
京
大
學
出
版
社
第
二
章
「
著
作
的
員
偏
典
編
年
」
「
著
作
編
年
」
一
九
九
一

年
）
、
王
洲
明
・
徐
超
校
注
『
買
誼
集
校
注
』
（
人
民
文
學
出
版
社
一
九
九
六
年
）
、
方
向
東
集
解
『
買
誼
集
雁
校
集
解
』
（
河
海
大
學
出
版
社

二
0
0
0年
）
、
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
研
究
』
（
日
本
學
術
振
興
會
一
九
六
二
年
）
「
（
附
説
）
漢
書
買
誼
博
に
つ
い
て
」
、
芳
賀
良

信
『
證
と
法
の
間
隙
ー
前
漢
政
治
思
想
研
究
ー
』
（
汲
古
書
院
二

0
0
0
年）。

(
5
)

現
存
賦
五
篇
、
…
…
則
其
葛
作
時
間
大
憫
上
應
是
買
誼
在
長
沙
王
太
博
任
。
…
…
『
買
誼
新
書
』
五
十
八
篇
、
大
閥
上
已
確
定
葛
作
年
代

的
有
四
十
篇
、
這
四
十
篇
包
括
『
新
書
』
中
自
『
過
秦
上
』
起
至
『
鍍
錢
』
止
三
十
二
篇
標
有
「
事
勢
」
字
様
的
文
章
、
此
外
二
十
六
篇
標
有

「
連
語
」
和
「
雑
事
」
字
様
的
文
章
有
八
篇
也
已
確
定
年
代
、
還
有
一
十
八
篇
無
法
確
定
其
紹
封
的
葛
作
年
代
（
現
存
す
る
賦
五
篇
の
制
作
年

代
は
、
お
お
よ
そ
買
誼
が
長
沙
大
博
の
任
に
あ
っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
…
…
買
誼
『
新
書
』
五
十
八
篇
は
、
製
作
さ
れ
た
年
代
を
、
お
お

よ
そ
確
定
さ
れ
た
も
の
が
、
四
十
篇
あ
り
、
こ
の
四
十
篇
は
、
『
新
書
』
中
の
『
過
秦
上
』
か
ら
『
躊
錢
』
ま
で
の
三
十
二
篇
、
標
題
に
「
事

勢
」
の
字
句
が
有
る
文
章
を
包
括
し
、
こ
の
他
二
十
六
篇
の
標
題
に
「
連
語
」
と
「
雑
事
」
の
字
句
が
有
る
文
章
の
八
篇
も
ま
た
、
す
で
に
年

代
を
確
定
さ
れ
、
ほ
か
の
十
八
篇
は
そ
の
制
作
紹
射
年
代
を
確
定
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
が
お
お
よ
そ
す
べ
て
は
、

買
誼
が
梁
の
懐
王
太
博
で
あ
っ
た
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
）
。
（
王
典
國
『
買
誼
評
偉
』
南
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九

-
「
第
二
章
著
作
的
箕
個
典
編
年
」
七
十
一

s二
頁
）
。
王
興
國
氏
は
、
買
誼
『
新
書
』
の
諸
篇
の
す
べ
て
に
編
年
を
試
み
て
お
ら
れ
る
が
、

そ
の
若
干
に
つ
い
て
は
疑
問
の
残
る
部
分
も
あ
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
年
譜
作
業
の
差
異
等
に
つ
い
て
は
、
巷
末
に
附
し
た
〔
買
誼
著
作
編
年

校
勘
表
〕
を
参
照
。

(
6
)

佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
（
汲
古
書
院

―
二
八



―
二
九

の
こ
の
意
見
は
、
瀧
川
鍮
太
郎
『
史
記
會
注
考
證
』
牲
―
二
七
、
日
者
列
博
に
基
づ
く
と
あ
る
。

(
7
)

佐
藤
武
敏
『
司
馬
遷
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
一
九
九
七
年
九
月
）
第
七
章
『
史
記
』
の
編
纂
過
程
、
四
三
八
頁
参
照
。

(
8
)

宋
忠
為
中
大
夫
、
買
誼
為
博
士
。
同
日
倶
出
洗
沐
。
相
従
論
議
誦
易
先
王
聖
人
之
道
術
、
究
循
人
情
、
相
視
而
歎
。
買
誼
曰
、
吾
聞
古
之

聖
人
、
不
居
朝
廷
、
必
在
卜
瞥
之
中
。
今
吾
已
見
三
公
九
卿
。
朝
士
大
夫
皆
可
知
突
。
試
之
卜
敷
中
以
観
采
。
二
人
即
同
輿
而
之
市
、
塀
於
卜

騨
中
。
（
『
史
記
』
日
者
列
博
）
。

(
9
)

買
生
名
誼
、
維
陽
人
也
。
年
十
八
、
以
能
誦
詩
圏
書
聞
於
郡
中
。
呉
廷
尉
為
河
南
守
。
聞
其
秀
オ
、
召
置
門
下
、
甚
幸
愛
。
孝
文
皇
帝
初

立
、
聞
河
南
守
呉
公
治
平
為
天
下
第
一
、
故
李
斯
同
邑
、
而
常
學
事
焉
。
乃
徴
為
廷
尉
。
廷
尉
乃
言
買
生
年
少
、
頗
通
諸
子
百
家
之
書
。
文
帝

召
以
為
博
士
。
（
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
博
）

(10)

易
者
、
察
人
之
循
徳
之
理
典
弗
循
而
占
其
吉
凶
、
故
日
、
易
者
、
此
之
占
者
也
。
（
買
誼
『
新
書
』
道
徳
説
篇
）

(11)

日
、
敷
聞
道
之
名
芙
、
而
未
知
其
賓
也
、
請
問
道
者
何
謂
也
。
…
…
日
、
請
問
術
之
接
物
何
如
。
…
…
故
守
道
者
謂
之
士
、
築
道
者
謂
之

君
子
。
知
道
者
謂
之
明
、
行
道
者
謂
之
賢
、
且
明
且
賢
、
此
謂
聖
人
。
（
買
誼
『
新
書
』
道
衛
篇
）

(
1
2
)是
以
先
王
為
天
下
設
教
、
…
…
以
典
書
・
詩
・
易
•
春
秋
・
膿
•
築
六
者
之
術
、
以
為
大
義
。
之
謂
六
藝
。
（
買
誼
『
新
書
』
六
衛
篇
）

(13)

池
田
秀
三
氏
は
劉
向
の
こ
う
し
た
性
質
に
つ
い
て
「
劉
向
が
儒
家
の
み
を
莫
ん
で
諸
子
を
罷
罰
す
る
こ
と
な
く
、
諸
子
を
積
極
的
に
取
入

れ
よ
う
と
し
た
の
は
、
社
會
的
情
況
の
反
映
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
統
一
的
謄
系
化
を
志
向
す
る
意
識
の
然
ら
し
む
る
所
で
あ
っ

た
ろ
う
。
…
…
劉
向
の
薄
葬
論
は
、
儒
家
思
想
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
道
家
及
び
墨
家
の
思
想
を
も
取
入
れ
て
い
る
の

で
あ
る
」
（
池
田
秀
三
「
劉
向
の
學
問
と
思
想
」
東
方
學
報
京
都
五
十
冊
、
一
九
七
八
年
二
月
、
―
二
三
頁
•
一
六
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
買
誼
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
嘗
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
注

(
3
)
拙
稿
参
照
。

(14)

買
生
為
長
沙
王
太
博
三
年
、
有
騰
飛
入
買
生
之
舎
、
止
子
坐
隅
。
…
…
後
歳
餘
、
買
生
徴
見
。
（
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
博
）
。

(15)

徐
廣
日
、
歳
在
卯
。
日
、
輩
開
文
帝
六
年
、
歳
丁
卯
。
（
『
史
記
集
解
』
屈
原
買
生
列
傭
）
。

(16)

按
史
記
暦
書
、
太
初
元
年
焉
逢
播
提
格
、
上
推
孝
文
五
年
、
是
偽
昭
陽
阻
開
。
買
生
以
孝
文
元
年
為
博
士
、
歳
中
超
遷
太
中
大
夫
、
旋
出

長
沙
王
博
、
至
此
適
得
三
年
。
（
注
中
『
述
學
』
内
篇
三
買
誼
新
書
序
、
年
表
）
。

(17)

按
『
漢
書
』
律
暦
志
、
高
帝
元
年
、
歳
名
敦
祥
、
太
初
元
年
、
歳
名
困
敦
、
以
是
推
之
、
単
闘
之
歳
、
嘗
是
文
帝
七
年
、
徐
氏
不
知
古
有

超
辰
之
法
、
故
云
六
年
也
。
（
錢
大
斬
『
二
十
二
史
考
異
』
巷
五
）
。



―――
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(18)

有
謂
漢
以
十
月
為
歳
首
。
則
所
云
孟
夏
者
、
嘗
是
夏
正
之
正
月
。
而
以
長
暦
推
之
、
文
帝
六
年
、
丁
卯
歳
建
已
之
月
二
十
四
日
、
適
直
庚

子
。
買
博
賦
語
不
云
正
月
、
而
云
四
月
、
何
也
。
壽
昌
孜
、
春
秋
昭
公
十
七
年
夏
六
月
甲
戌
朔
日
有
食
之
。
此
周
之
六
月
、
賓
夏
之
四
月
也
。

左
傭
、
晉
太
史
有
曰
、
嘗
夏
四
月
。
是
謂
孟
夏
。
先
儒
引
為
晉
用
夏
正
之
證
。
買
傭
嘗
時
以
改
正
朔
為
亜
。
奏
而
未
行
、
又
深
於
左
氏
學
。
其

四
月
孟
夏
四
字
、
即
本
於
此
也
。
（
周
壽
昌
『
漢
書
注
校
補
』
巻
三
十
五
）
。

(19)

談
泰
哭
依
三
統
術
超
辰
法
、
推
之
、
孝
文
六
年
、
太
歳
在
丙
寅
。
輩
闘
之
歳
、
是
七
年
也
。
徐
説
誤
。
（
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
）
。

(20)

飯
島
忠
夫
『
支
那
暦
法
起
源
考
』
（
岡
書
院
、
一
九
三

0
年
）
四
七
七
頁
参
照
。

(21)

諸
律
令
所
更
定
、
及
列
侯
悉
就
國
、
其
説
皆
自
買
生
登
之
。
於
是
天
子
議
以
為
買
生
任
公
卿
之
位
。
絲
、
灌
、
東
陽
侯
、
凋
敬
之
圏
、
盛

害
之
。
乃
短
買
生
日
、
維
陽
之
人
、
年
少
初
學
、
専
欲
檀
櫂
紛
趾
諸
事
。
於
是
天
子
後
亦
疏
之
、
不
用
其
議
。
乃
以
買
生
為
長
沙
王
太
博
。

（
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
博
）

(22)

上
復
以
勃
為
丞
相
。
十
餘
月
、
上
日
、
前
日
吾
詔
列
侯
就
國
。
或
未
能
行
。
丞
相
吾
所
重
、
率
先
之
。
（
『
史
記
』
緯
侯
周
勃
世
家
）
。

(23)

初
勃
之
盆
封
、
盛
以
予
薄
昭
。
及
繋
急
、
薄
昭
為
言
薄
太
后
、
太
后
亦
以
為
無
反
事
。
文
帝
朝
、
太
后
以
冒
紫
提
文
帝
、
日
、
緯
侯
舘
皇

帝
璽
、
将
兵
於
北
軍
、
不
以
此
時
反
、
今
居
一
小
縣
、
顧
欲
反
邪
。
文
帝
既
見
勃
獄
辟
、
乃
謝
日
、
吏
方
瞼
而
出
之
。
於
是
使
使
持
節
赦
勃
、

復
爵
邑
。
（
『
漢
書
』
張
陳
王
周
博
）
。

(24)

高
后
時
、
有
司
請
禁
蒋
闊
市
鐵
器
。
…
…
於
是
佗
乃
自
尊
琥
為
南
武
帝
、
登
兵
攻
長
沙
邊
、
敗
敷
縣
焉
。
…
…
佗
因
此
以
兵
威
財
物
賂
遺

閲
孵
、
西
甑
酪
、
役
凰
焉
、
東
西
萬
餘
里
。
乃
乗
黄
屋
左
霞
、
稲
制
、
典
中
國
倅
。
（
『
漢
書
』
倦
九
十
五
、
西
南
夷
雨
孵
朝
鮮
偉
第
六
十
五
）
。

(25)

注
(
2
)
拙
稿
参
照
。

(
2
6
)人
有
仁
義
證
智
聖
之
行
、
行
和
則
築
、
典
榮
則
六
、
此
之
謂
六
行
。
…
…
以
典
書
・
詩
・
易
•
春
秋
・
證
•
築
六
者
之
衛
、
以
為
大
義
。

之
謂
六
藝
。
令
人
縁
之
以
自
修
、
修
成
則
得
六
行
芙
。
（
買
誼
『
新
書
』
六
術
篇
）
。

(27)

今
存
『
六
術
』
、
『
道
衛
』
、
『
道
徳
説
』
―
二
篇
文
章
、
一
般
認
為
是
買
誼
二
十
歳
以
前
的
作
品
。
…
…
買
誼
幼
年
受
學
期
間
、
社
會
上
還
流

行
着
秦
朝
留
下
来
的
影
響
、
敷
用
「
六
」
、
即
秦
俗
的
一
個
方
面
。
（
任
継
愈
主
編
『
中
國
哲
學
登
展
史
（
秦
漢
）
』
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
、

従
陸
買
到
買
誼
、
五
•
徳
有
六
理
、
一
五
五
頁
）
。

(28)

〔
買
誼
資
料
編
年
校
勘
表
〕
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
譜
の
文
帝
二
年
以
降
参
照
。

(29)

左
氏
博
、
陽
武
張
蒼
授
洛
陽
買
誼
、
朦
百
官
公
卿
表
、
蒼
於
高
后
八
年
、
由
淮
南
丞
相
入
為
御
史
大
夫
。
明
年
、
而
文
帝
即
位
、
買
生
受



學
於
蒼
、
必
在
其
時
癸
。
（
注
中
『
述
學
』
内
篇
三
買
誼
新
書
序
、
年
表
）
。

(30)

張
蒼
為
計
相
時
、
緒
正
律
暦
、
以
高
祖
十
月
始
至
覇
上
‘
因
故
秦
時
本
以
十
月
為
歳
首
、
弗
革
。
推
五
徳
之
運
、
以
為
漢
嘗
水
徳
之
時
、

尚
黒
如
故
。
吹
律
調
築
、
入
之
音
整
、
及
以
比
定
律
令
、
若
百
工
。
天
下
作
程
品
。
至
於
為
丞
相
、
卒
就
之
。
故
漢
家
言
律
暦
者
、
本
之
張
蒼
。

蒼
本
好
書
、
無
所
不
通
。
而
尤
善
律
暦
。
（
『
史
記
』
咎
九
十
六
張
丞
相
列
博
一
二
十
六
）
。

(31)

〔
買
誼
著
作
編
年
校
勘
表
〕
に
お
け
る
新
買
誼
資
料
編
年
で
本
稿
に
記
載
の
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
王
典
國
『
買
誼
評
偲
』

（
南
京
大
學
出
版
社
第
二
章
「
著
作
的
慎
僻
典
編
年
」
「
著
作
編
年
」
一
九
九
一
年
）
な
ど
に
檬
り
、
検
討
を
加
え
配
列
し
た
。

〔
買
誼
著
作
編
年
校
勘
表
〕

~ 

誼高 紀 誼后高紀 誼高后 紀 紀
二后元 十元 十元 年
十七前 九六前 八五前
歳年一 歳年一 歳年一

八 八 八
． ． 

年 年 年

下門郡中能以

日扉書序 述語合學
河゚南ヶ寸」→‘ 誦詩書ヽ

艮ム 麗文

lb:= 

円且＝ 召置 於稲

誼 誼 斯李厩誼 出-
十 文十 版買

十 九 學生 稲八 社ヽ 誼

歳 歳
河干郡歳゚

集

゜ il= 

守南 中‘ 能以 ヘ
上

典公 受學1~ 詩誦
海
人

° 圭s 民

誼 誼 聞誼 誼呉
十 其十 集雲． 

贔゚
九 才八

校注李・
歳 ‘歳

召 ← 畠
置 河

悶胃 屑
° /旦' =j] 

公 貝声

誼 誼
李斯麗文誼十

誼王
十 集洲

十 九 生學干稲八 校明

歳 歳 注・
河南 郡歳c ← 凰

中以
守‘能 校

典受誓誦 注

公° 干學 —71 
買



紀
元
前
一
七
八
年

漢
文
帝
二
年

誼
二
十
三
歳

紀
元
前
一
七
九
年

漢
文
帝
元
年

誼
二
十
二
歳

紀
元
前
一
八

0
年

高
后
八
年

誼
二
十
一
歳

為
長
沙
王
偲
、
為
賦
弔
屈

原。 召
為
博
士
、
超
遷
太
中
大

夫。

誼
二
士
―
―
歳
。
上
『
論
績

貯
疏
』
（
『
無
蓄
』
篇
）
、

作
『
憂
民
』
篇
、
上
疏
建

議
列
侯
國
。
劉
恒
議
以
誼

任
公
卿
之
位
、
周
勃
、
灌

嬰
、
張
相
如
、
凋
敬
等
盛

害
之
。
其
後
、
劉
恒
亦
疏

誼
二
十
三
歳
。
上
疏
請
積
誼
二
十
三
歳
。
上
疏
言
列

粟
（
通
稲
為
『
論
積
貯
疏
」
、
侯
國
及
重
農
諸
事
。
劉
恒

即
『
無
蓄
』
篇
的
内
容
）
。
議
以
誼
任
公
卿
之
位
、
周

因
周
勃
等
老
臣
進
識
言
、
勃
、
灌
嬰
、
張
相
如
、
凋

文
帝
漸
疏
遠
誼
。
作
『
憂
敬
之
厩
盛
害
之
。
其
後
、

民

』

篇

。

劉

恒

亦

疏

遠

誼

。

於

是

年

作
『
憂
民
」
、
『
無
蓄
』
。

誼
二
十
二
歳
。
召
為
博
士
、
誼
二
十
二
歳
。
文
帝
召
呉

超
遷
太
中
大
夫
。
誼
上
公
為
廷
尉
。
呉
公
薦
誼
、

『
論
定
制
度
興
證
築
疏
』
、
帝
遂
召
以
為
博
士
。
同
年

請
改
正
朔
、
易
服
色
、
定
超
遷
至
太
中
大
夫
。
『
道

官
名
、
興
橙
築
、
乃
草
具
徳
説
』
、
『
六
術
』
、
『
過
秦

儀
法
、
色
上
黄
、
藪
用
五
、
論
」
約
作
干
此
時
。

以
立
漢
制
、
更
秦
法
、
劉

恒
謙
譲
未
連
。
此
前
作

『
道
徳
説
』
、
『
六
術
』
篇
、

約
此
時
作
『
過
秦
論
』
。

誼
二
十
二
歳
。
由
原
河
南

守
呉
公
薦
畢
、
被
漢
文
帝

召
為
博
士
、
一
歳
中
、
超

遷
、
太
中
大
夫
。
上
疏
請

改
正
朔
、
易
服
色
、
定
官

名
、
典
證
築
、
以
立
漢
制
、

更
秦
法
、
劉
恒
謙
譲
未
遣
。

約
於
是
年
、
誼
向
荀
卿
學

生
張
蒼
學
『
左
氏
傭
』
。

誼
二
十
一
歳
。
受
子
荀
況
―
誼
二
十
一
歳
。

學
生
張
蒼
授
『
左
氏
博
』
。

約
在
此
期
間
作
『
勧
學
』

篇。

誼
二
十
一
歳
。

~ 



誼―文漢紀― 誼漢紀
誼漢斎 紀 誼―文漢紀― 誼斎漢紀
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紀 紀
冗 年
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八
． 

年

王
固/ヽ

国

I 
門

誼

is 十
八
歳
゜

以 に一
つ ヘ

能 ぃ 附
誦 て 説
詩 L_ 、一

誼

且新>十
八
歳 悶［゜
以
ム月ヒヒ 年

誦
詩

゜叶代誼i 洛
陽
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