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毛
奇
齢
（
明
天
啓
三
年
I
清
康
煕
五
十
五
年
？
一
六
二
三

|
―
七
一
六
？
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
清
朝
考
証
学
の
創
始

者
の
一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
明
末
か
ら
の

流
れ
を
受
け
継
い
だ
陽
明
学
者
の
側
面
か
ら
の
研
究
も
行
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
に
よ
れ
ば
こ
の
二
面
は
決
し
て
そ
れ

ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
彼
は
経
書
を
考
究
す

る
こ
と
を
自
己
修
養
の
目
的
と
と
も
に
経
世
治
用
に
も
利
用
で

き
る
と
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
歴
史
上

の
事
件
に
対
し
て
彼
が
そ
の
経
学
的
知
識
、
と
り
わ
け
礼
説
を

使
っ
て
、
こ
と
の
是
非
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
嘉
靖
大
礼
議

に
関
す
る
彼
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

嘉
靖
大
礼
議
と
は
、
明
朝
中
期
の
嘉
靖
年
間
に
起
こ
っ
た
、

は
じ
め
に

天
子
の
父
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
の
発
端

は
正
徳
十
六
年
(
-
五
ニ
―
)
、
第
十
代
皇
帝
•
武
宗
が
崩
じ

た
こ
と
に
始
ま
る
。
以
下
、
ま
ず
は
じ
め
に
そ
の
経
緯
を
『
明

史
』
『
明
史
紀
事
本
末
』
等
に
基
づ
き
な
が
ら
略
述
す
る
。
匈

武
宗
に
は
、
子
供
も
、
ま
た
生
存
し
て
い
る
兄
弟
も
い
な
か
•

っ
た
た
め
、
大
学
士
の
楊
廷
和
ら
が
武
宗
の
父
・
孝
宗
の
弟
で

あ
る
興
献
王
（
正
徳
十
四
年
斃
、
興
は
藩
国
の
名
）
の
子
を
皇

帝
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
が
世
宗
で
あ
る
。

こ
の
時
、
世
宗
は
太
廟
の
中
で
武
宗
や
孝
宗
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
呼
称
を
用
い
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

っ
た
。
楊
廷
和
た
ち
は
世
宗
に
と
っ
て
実
際
に
は
伯
父
で
あ
る

孝
宗
を
「
皇
考
」
、
実
父
の
興
献
を
「
皇
叔
父
興
献
大
王
」
、

従
兄
に
な
る
武
宗
を
「
皇
伯
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ

の
論
拠
と
し
て
、
彼
ら
は
、
『
公
羊
伝
』
成
公
十
五
年
の
「
人

嘉
靖
大
礼
議
の
経
学
的
解
釈
|
|
毛
奇
齢
の
立
場

横
久
保

洋
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こ
の
時
、
進
士
・
張
聰
は
、
よ
り
帝
意
に
沿
っ
た
、
孝
宗
を

「
皇
伯
考
」
、
興
献
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
意
見
を
提
示
し
た
。

そ
し
て
正
徳
十
六
年
か
ら
翌
嘉
靖
元
年
(
-
五
二
二
）
に
か
け

て
張
聰
の
意
見
を
支
持
す
る
も
の
た
ち
（
桂
嬉
、
方
献
夫
、
席

書
な
ど
）
と
、
楊
廷
和
ら
と
の
間
で
激
し
い
争
い
が
起
こ
る
こ

と
と
な
る
。

嘉
靖
元
年
三
月
、
両
者
の
妥
協
案
が
採
ら
れ
、
実
父
に
「
本

(+-） 

［
興
献
王
—
ー
世
宗
ー
_
ー

（八）

I

憲
宗
—
ー

（
九
）
（
十
）

ー
—
孝
宗
|
ー
武
宗

の
後
と
為
る
者
は
之
が
子
と
為
る
」
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、

父
母
の
名
称
を
安
易
に
取
り
替
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
持
っ

た
世
宗
は
、
そ
の
議
を
退
け
る
。

生
父
興
献
帝
」
（
実
母
も
こ
れ
に
準
ず
る
）
の
称
号
を
贈
り
、

「
考
」
「
叔
」
の
呼
び
名
は
用
い
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
満
足
し
な
い
張
聰
ら
は
再
び
執
拗
に
自

説
を
通
そ
う
と
し
て
運
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
結
果
、
嘉
靖
三

年
四
月
、
世
宗
は
先
の
決
定
を
改
め
、
興
献
を
「
本
生
皇
考
恭

穆
献
皇
帝
」
と
し
た
。
つ
い
で
、
楊
廷
和
に
よ
り
地
方
に
追
い

や
ら
れ
て
い
た
張
聰
派
は
都
に
召
し
戻
さ
れ
、
彼
ら
は
さ
ら
に

「
本
生
」
の
二
字
を
称
号
か
ら
削
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
動
き
に
危
機
感
を
抱
い
た
廷
臣
三
百
余
人
は
、
帝
意
を

7
 

翻
そ
う
と
し
て
、
つ
い
に
宮
中
の
左
順
門
に
脆
伏
し
て
、
「
高
）2

 

皇
帝
、
孝
宗
皇
帝
」
と
哭
し
始
め
た
。
こ
の
行
動
は
帝
の
激
怒

u

に
遭
い
、
百
三
十
四
人
が
捕
ら
え
ら
れ
、
う
ち
十
九
人
は
杖
下

に
死
し
、
他
の
も
の
も
配
流
さ
れ
る
と
い
う
仕
儀
と
な
っ
た
。

同
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。

九
月
、
つ
い
に
孝
宗
を
「
皇
伯
考
」
、
献
皇
帝
を
「
皇
考
」

と
称
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
張
聰
一
派
が
政
権

を
独
占
し
て
、
反
対
派
を
排
斥
し
始
め
、
す
で
に
致
仕
し
て
い

た
楊
廷
和
等
の
官
品
も
剥
奪
さ
れ
た
。
そ
し
て
献
皇
帝
の
墓
も

「
顕
陵
」
と
名
付
け
ら
れ
、
実
録
が
編
纂
さ
れ
る
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
興
献
は
天
子
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
た
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だ
廟
に
つ
い
て
は
太
廟
内
の
昭
穆
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、

宮
中
に
別
置
し
て
奉
祀
さ
れ
て
い
た
。
太
廟
で
祭
る
べ
き
だ
と

す
る
意
見
も
起
こ
っ
た
が
、
張
聰
、
席
書
た
ち
で
さ
え
も
こ
れ

に
は
反
対
し
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
嘉
靖
十
七
年
(
-
五
三
八
）
、
豊
坊
や
厳
嵩
が
、

再
び
先
年
退
け
ら
れ
た
太
廟
に
お
い
て
祭
る
べ
き
だ
と
す
る
議

論
を
持
ち
出
し
、
献
皇
帝
に
廟
号
を
贈
り
、
神
主
を
太
廟
に
祭

り
、
か
つ
明
堂
に
配
享
す
る
こ
と
を
上
書
し
た
。
こ
の
時
に
は

張
聰
．
席
書
ら
は
す
で
に
世
を
去
っ
て
お
り
、
彼
ら
に
反
対
す

る
有
力
者
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
つ
い
に
献
皇
帝
は
「
容
宗
」

の
廟
号
を
奉
ら
れ
、
太
廟
に
合
祀
、
武
宗
の
上
位
に
置
か
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
明
堂
へ
の
配
享
に
つ

い
て
は
、
世
宗
の
子
で
あ
る
穆
宗
の
隆
慶
元
年
(
-
五
六
七
）

に
至
り
廃
止
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
嘉
靖
大
礼
議
は
終
結
し
た
が
、
こ
の
時
の
措
置
に

対
し
て
、
当
初
ば
か
り
で
な
く
後
代
に
な
っ
て
も
様
々
に
論
じ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
嘉
靖
大
礼

議
以
前
に
お
け
る
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

漢
代
以
後
、
嘉
靖
年
間
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
天
子
に
直
系

の
後
継
ぎ
や
兄
弟
が
お
ら
ず
、
傍
系
（
廃
太
子
の
子
孫
を
含
め

る
）
か
ら
入
っ
て
位
を
継
い
だ
例
は
、
三
十
種
を
数
え
る
。
そ

の
最
初
の
も
の
は
、
前
漠
の
時
に
、
叔
祖
父
の
昭
帝
の
後
を
継

い
だ
宣
帝
が
、
祖
父
の
衛
太
子
と
父
の
史
皇
孫
と
に
そ
れ
ぞ
れ

戻
太
子
、
悼
皇
考
と
追
諮
し
、
廟
を
建
て
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
事
例
と
し
て
は
、
後
漢
の
光
武
帝
が
父
・
南
頓

君
以
上
の
四
代
に
そ
れ
ぞ
れ
廟
を
建
て
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
勾ー

こ
の
場
合
も
や
は
り
皇
考
と
称
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
「
皇
考
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
『
礼

記
』
王
制
で
は
天
子
の
曽
祖
父
の
廟
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
こ

と
も
あ
る
が
、
多
く
は
例
え
ば
『
礼
記
』
曲
礼
下
に
「
祭
る
に

は
王
父
を
皇
祖
考
と
曰
ひ
、
王
母
を
皇
祖
批
と
日
ひ
、
父
を
皇

考
と
日
ひ
、
母
を
皇
批
と
曰
ひ
、
夫
を
皇
辟
と
日
ふ
」
と
あ
る

よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
父
の
呼
び
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
ま

た
こ
れ
が
一
般
に
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
天
子

の
父
に
対
し
て
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
、
歴
代
変
遷
が
あ
り
一
定
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
時

（
一
）
嘉
靖
大
礼
議
の
先
例
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代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
天
子
の
父
の
専
用
と
な
り
、
諸
侯

以
下
は
代
わ
り
に
「
顕
考
」
「
先
考
」
を
使
う
傾
向
が
あ
っ
た

（
例
え
ば
葉
夢
得
『
石
林
燕
語
』
巻
一
、
播
昂
需
『
金
石
例
』

巻
五
・
名
号
称
呼
類
、
趙
翼
『
骸
餘
叢
考
』
巻
三
十
七
・
顕
考

条
等
に
そ
の
考
証
が
見
受
け
ら
れ
る
）
。
さ
ら
に
、
天
子
の
父

で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
即
位
し
て
い
な
い
傍
系
の
場
合
で
も

「
皇
考
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
一
定
し

た
考
え
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
漢
の
哀
帝
の
時
に
「
定
陶
議
」
と
い
う
論
争
が
起

こ
っ
た
。
こ
れ
は
哀
帝
が
実
父
で
あ
る
定
陶
恭
王
（
先
帝
•
成

帝
の
弟
）
に
皇
帝
号
を
追
謡
し
、
か
つ
自
ら
祭
祀
を
行
お
う
と

し
た
も
の
で
、
こ
の
時
、
大
司
空
の
師
丹
は
、
哀
帝
は
本
来
成

帝
の
後
を
継
い
だ
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
こ
の
措
置
に

反
対
し
た
の
だ
が
、
結
局
、
定
陶
王
に
「
恭
皇
」
（
『
漠
紀
』

で
は
「
恭
皇
帝
」
）
と
い
う
諮
が
贈
ら
れ
る
。

こ
れ
を
初
め
と
し
て
、
漠
代
に
、
実
父
に
帝
号
を
贈
る
例
は

続
く
。
す
な
わ
ち
、
哀
帝
の
の
ち
傍
系
か
ら
入
っ
た
安
帝
、
桓

帝
、
霊
帝
は
い
ず
れ
も
父
や
祖
父
に
帝
号
を
追
諮
す
る
の
で
あ

る
（
詳
細
は
本
稿
末
の
附
表
に
お
い
て
一
括
し
て
表
示
す
る
、

以
下
同
様
）
。

北
魏
の
時
に
も
漢
代
と
同
様
に
、
実
際
に
は
帝
位
に
即
か
な

か
っ
た
実
父
に
対
し
て
帝
号
を
追
諮
す
る
例
が
相
次
い
だ
こ
と

が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
孝
荘
帝
が
父
・
彰
城
王
に
粛
祖
文
穆
皇
帝

と
追
諮
し
た
。
こ
れ
が
論
号
の
み
な
ら
ず
廟
号
ま
で
贈
っ
た
最

初
の
例
と
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
文
穆
皇
帝
の
神
主
を
太
廟
に

移
し
、
か
つ
先
帝
の
孝
文
帝
を
伯
考
と
呼
ぽ
う
と
し
た
た
め
、

臨
淮
王
或
ら
の
反
対
に
遭
っ
た
が
、
帝
は
聴
か
な
か
っ
た
。
孝

荘
帝
の
後
、
節
閲
帝
、
孝
武
帝
、
文
帝
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
実
父

に
追
尊
し
て
い
る
（
廟
号
は
贈
ら
れ
て
い
な
い
）
。

，
 

南
朝
で
は
、
斉
の
明
帝
が
父
・
始
安
貞
王
に
景
皇
と
追
諮
し
）2

 

た
例
が
あ
る
。

時
代
が
下
り
、
五
代
十
国
に
な
る
と
異
姓
養
子
の
風
が
盛
ん

で
あ
っ
た
。
後
唐
の
明
帝
と
南
唐
の
烈
祖
と
は
い
ず
れ
も
皇
帝

の
養
子
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
帝
位
に
即
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
実
の
高
祖
父
以
下
四
代
に
廟
号
と
諮
号
と
を
追
贈
し
て

い
る
（
た
だ
し
烈
祖
は
即
位
後
、
本
姓
に
戻
る
）
。

こ
の
後
、
遼
の
世
宗
、
金
の
煕
宗
、
海
陵
王
、
世
宗
、
元
の

憲
宗
、
武
宗
、
泰
定
帝
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
実
父
に
天
子
と
し
て
追

諮
し
て
い
る
。
廟
号
に
つ
い
て
は
贈
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

中
に
は
次
代
の
帝
の
時
に
な
っ
て
奉
ら
れ
た
り
（
遼
の
世
宗
の
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父
・
東
丹
王
↓
譲
国
皇
帝
↓
義
宗
文
献
欽
義
皇
帝
の
場
合
）
、

あ
る
い
は
一
旦
定
め
ら
れ
た
の
を
廃
止
し
た
も
の
も
あ
る
（
金

の
海
陵
王
の
父
・
宗
幹
↓
徳
宗
憲
古
弘
道
文
昭
武
烈
章
孝
容
明

皇
帝
↓
明
粛
皇
帝
。
世
宗
即
位
後
、
帝
号
を
廃
さ
れ
遼
忠
烈
王

と
追
諮
）
。

こ
れ
ま
で
、
実
父
に
対
し
て
天
子
（
も
し
く
は
「
皇
考
」
）

と
し
て
の
称
号
を
も
っ
て
遇
し
た
事
例
を
挙
げ
て
き
た
が
、
一

方
で
は
天
子
と
し
て
で
は
な
く
、
諸
侯
・
臣
下
と
し
て
扱
っ
た

も
の
も
存
在
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
晋
の
慇
帝
が
父
・
呉

孝
王
に
つ
い
て
、
追
尊
す
べ
き
と
す
る
司
徒
の
梁
芽
の
議
を
斥

け
、
た
だ
太
保
の
官
を
追
贈
す
る
の
み
と
し
た
も
の
が
あ
る
。

そ
の
と
き
、
慇
帝
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
支
子
が
位
を
継
い
だ

場
合
、
実
父
母
に
帝
后
号
や
皇
考
批
の
称
を
贈
る
こ
と
を
禁
じ

た
魏
の
明
帝
の
詔
（
『
魏
志
』
明
帝
紀
太
和
三
年
条
。
た
だ
し

『
通
典
』
で
は
文
帝
の
詔
と
し
て
引
い
て
い
る
）
を
挙
げ
る
。

慇
帝
の
後
を
受
け
て
天
子
と
な
っ
た
東
晋
の
元
帝
は
慇
帝
と

は
逆
に
、
父
・
瑕
邪
恭
王
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
一
旦
は

定
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
賀
循
の
反
対
に
遭
い
撤
回
し
た
（
そ

の
後
の
詔
勅
の
中
で
は
「
先
考
」
と
表
現
し
て
い
る
）
。
ま
た
、

元
帝
は
、
翌
（
後
の
簡
文
帝
）
な
ど
の
皇
子
を
瑕
邪
王
に
封
じ
、

恭
王
の
祭
祀
を
行
わ
せ
た
の
だ
が
、
こ
の
例
も
後
世
の
模
倣
す

る
所
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
伯
父
の
武
帝
を
継
い
で
即
位
し

た
陳
の
文
帝
は
、
子
の
伯
茂
を
立
て
て
始
興
王
に
封
じ
、
父
・

始
興
昭
烈
王
の
後
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
制
が
常
例
と
し
て
最
も
頻
繁
に
行
わ
れ
た
王
朝

は
、
趙
宋
代
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
北
宋
の
時
期
に
英
宗
は
族
父

に
あ
た
る
仁
宗
の
養
子
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
皇
位
に
就
い
た
の

だ
が
、
そ
の
と
き
父
・
猥
安
儘
王
に
つ
い
て
、
兄
の
宗
撲
を
猥

国
公
と
し
、
そ
の
祭
祀
を
行
わ
せ
る
。
こ
の
濃
国
公
と
い
う
爵

位
は
、
後
に
は
嗣
濃
王
と
改
称
さ
れ
る
が
、
代
々
受
け
継
が
れ
副

て
行
く
。
南
宋
に
な
っ
て
も
同
様
に
、
孝
宗
や
理
宗
は
、
そ
れ

O

ぞ
れ
実
父
に
対
し
て
兄
弟
を
嗣
王
に
封
じ
て
祭
ら
せ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。

右
に
挙
げ
た
の
は
、
す
べ
て
子
の
即
位
時
に
実
父
が
死
去
し

て
い
た
場
合
で
あ
る
が
、
一
方
、
父
親
が
存
命
中
に
お
い
て
は

ど
の
よ
う
な
待
遇
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
後
漢
の
質
帝
、
魏
の
元
帝
、
後
周
の
世
宗
（
異
姓
養
子
）
、

宋
の
度
宗
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
臣
下
に
列
す
る
者

と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
た
だ
い
く
ら
か
の
優
遇
措
置
を
加
え

て
い
る
（
な
お
先
代
の
天
子
か
ら
位
を
継
い
だ
わ
け
で
は
な
い
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が
、
『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
は
漢
の
高
祖
が
そ
の
父
を
太
上
皇

と
呼
ぶ
に
至
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
）
。

要
す
る
に
、
天
子
の
実
父
の
追
尊
・
呼
称
に
つ
い
て
は
歴
代

を
通
じ
て
特
に
定
ま
っ
た
法
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、

嘉
靖
大
礼
議
の
時
の
よ
う
に
皇
考
•
皇
伯
の
称
を
争
っ
た
事
例

が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
先
例
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
も
で
き

ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
嘉
靖
年
間
に
一
方
の
側
に
よ
り
、

「
最
も
現
在
の
事
態
に
適
合
す
る
も
の
」
と
し
て
、
自
説
の
根

拠
に
用
い
ら
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
宋
代
の
「
猥
議
」

で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
次
章
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す

る。

（
二
）
猥
識

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
北
宋
第
四
代
の
天
子
で
あ
る
仁
宗
は

後
継
者
と
し
て
猥
安
鯨
王
の
子
を
宮
中
で
養
っ
て
い
た
。
仁
宗

が
崩
じ
た
後
、
そ
の
皇
子
が
即
位
し
て
英
宗
と
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
際
に
新
帝
は
実
父
の
濃
王
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
べ

き
か
に
つ
い
て
廷
臣
ら
の
間
に
二
通
り
の
意
見
が
興
っ
た
。
こ

れ
が
「
猥
議
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

猥
議
は
英
宗
の
治
平
二
年

(
1
0六
六
）
に
始
ま
り
、
翌
三

年
ま
で
続
い
た
。
『
宋
史
』
等
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
政

権
の
中
枢
に
い
た
韓
碕
、
欧
陽
修
ら
は
実
際
の
親
族
関
係
通
り

に
猥
王
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の

代
表
的
な
論
説
で
あ
る
欧
陽
修
の
『
猥
議
』
（
中
国
書
店
影
印

世
界
書
局
版
『
欧
陽
修
全
集
』
下
冊
•
一
九
八
六
年
）
で
は
、

次
の
よ
う
な
根
拠
を
展
開
し
て
い
る
。

『
儀
礼
』
喪
服
伝
で
「
人
の
後
と
為
る
者
は
其
の
父
母
の
為

に
報
ず
」
と
し
て
い
る
の
を
初
め
、
礼
に
は
養
子
（
宗
法
で
言

う
と
こ
ろ
の
大
宗
の
後
）
と
な
っ
た
者
が
実
父
母
（
ま
た
は
実

D

の
兄
弟
）
に
対
し
て
行
う
服
喪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
唐
代
や
‘
.

今
（
宋
代
）
の
法
令
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
み
る

と
養
子
と
な
っ
て
も
実
父
母
を
従
来
通
り
父
母
と
し
て
扱
う
の

だ
が
、
た
だ
養
父
母
を
憚
っ
て
そ
の
喪
服
の
等
を
降
す
と
こ
ろ

が
以
前
と
は
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
れ
ま
で

実
父
を
「
皇
伯
」
と
称
し
た
信
頼
で
き
る
先
例
は
な
い
。
ま
た

名
君
と
さ
れ
る
漢
の
宣
帝
や
光
武
帝
も
、
実
父
を
「
皇
考
」
と

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
英
宗
が
猥
王
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
の

は
、
全
く
さ
し
つ
か
え
が
な
く
、
経
書
の
旨
に
も
合
致
し
て
い

る
、
と
。
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欧
陽
修
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
意
見
と
し
て
は
、
「
為
人
後

」
（
中
華
書
局
版
『
曾
睾
集
』
巻
九
・
一
九
八
四
年
）
等
が

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
王
珪
、
司
馬
光
、
呂
誨
、
菊
鎮
、
程

願
な
ど
の
人
々
は
濃
王
を
「
皇
伯
」
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
反

論
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
英
宗
は
仁
宗
の
後
を
継
い
だ
の
で
あ

る
か
ら
、
『
公
羊
伝
』
成
公
十
五
年
に
「
人
の
後
と
為
る
者
は

之
が
子
と
為
る
」
（
欧
陽
修
「
濃
議
」
で
は
、
こ
れ
を
「
漢
儒

の
邪
説
」
と
し
て
斥
け
て
い
る
の
だ
が
）
と
あ
る
よ
う
に
仁
宗

を
「
皇
考
」
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
私
親
」
を
顧
み
て
は
な
ら

な
い
。
『
儀
礼
』
で
「
人
の
後
と
為
る
者
は
其
の
父
母
の
為
に

す
」
と
言
う
時
の
「
其
の
父
母
」
と
は
、
た
だ
文
章
の
上
で
指

し
示
し
て
い
る
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
仮
に
そ
う
呼
ん
で

い
る
だ
け
で
、
本
当
に
父
母
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し

猥
王
を
「
皇
考
」
と
す
る
と
す
れ
ば
、
「
二
父
の
嫌
ひ
」
が
で
き
、

大
統
を
乱
す
こ
と
に
も
な
る
。
漠
朝
の
実
父
を
「
皇
考
」
と
呼

び
、
あ
る
い
は
帝
号
を
贈
っ
た
り
廟
を
建
て
た
り
し
た
よ
う
な

こ
と
は
一
切
典
拠
と
す
る
に
は
足
ら
な
い
。
た
だ
英
宗
に
と
っ

て
櫃
王
は
生
父
で
あ
る
事
実
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
「
高
官

大
国
」
を
以
て
報
い
れ
ば
よ
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

程
願
は
、
他
の
者
と
は
や
や
異
な
り
、
「
皇
伯
父
濃
国
太
王
」

の
呼
称
を
主
張
し
て
い
る
（
以
上
の
議
論
は
『
宋
史
』
の
他
、

『
国
学
基
本
叢
書
三
百
種
』
所
収
の
司
馬
光
『
司
馬
文
正
公
伝

家
集
』
巻
三
十
六
・
言
濃
王
典
礼
箭
子
、
中
華
書
局
排
印
本
の

程
願
『
二
程
集
』
巻
五
•
代
影
思
永
上
英
宗
皇
帝
論
濃
王
典
礼

議
に
拠
る
）
。

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
濃
議
の
と
き
に
は
た
だ
「
皇

考
」
「
皇
伯
」
の
称
を
争
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
帝
号
を
追
贈

し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
双
方
と
も
に
不
可
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
一
時
、
皇
太
后
（
仁
宗
の
正
后
）

が
濃
安
館
王
と
そ
の
三
（
人
の
）
夫
人
と
に
帝
号
を
贈
る
よ
う
訟

に
と
詔
書
を
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
英
宗
の
辞
退
に
よ
っ
C
l

て
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
こ

と
で
決
着
が
つ
い
た
が
、
反
対
派
に
対
す
る
処
罰
も
極
め
て
軽

く
す
ん
だ
こ
と
も
嘉
靖
大
礼
議
の
場
合
と
は
趣
を
異
に
し
て
い

る
、
と
言
え
よ
う
。
で
は
嘉
靖
大
礼
議
に
お
い
て
猥
議
は
ど
の

よ
う
に
活
か
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
次
章
に
お
い
て
見
て
ゆ
く

こ
と
と
す
る
。

（
三
）
嘉
靖
大
礼
議
の
議
論
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最
初
に
述
べ
た
如
く
、
嘉
靖
年
間
に
楊
廷
和
ら
は
興
献
王
を

「
皇
伯
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
彼
ら
が

自
説
の
主
な
拠
り
所
と
し
た
の
が
、
猥
識
の
際
の
程
願
、
司
馬

光
の
意
見
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
楊
廷
和
ら
は
ま
ず
程
願
の
説
を

「
最
も
義
理
の
正
し
き
を
得
た
り
、
万
世
の
法
と
為
す
べ
し
」

（
『
明
史
』
巻
一
百
九
十
楊
廷
和
伝
）
と
評
価
し
、
そ
れ
に
一

切
倣
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
孝
宗
を
「
皇
考
」
、

興
献
を
「
皇
叔
考
興
献
大
王
」
の
呼
称
で
呼
ぶ
べ
き
と
し
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
張
聰
ら
の
内
の
多
く
も
程
願
た
ち
の
説
を
決

し
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
宋
代
と
今
日
と
で

は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
機
械
的
に
先
例
を
運
用
す

べ
き
で
は
な
い
と
論
ず
る
。
彼
ら
の
意
見
を
集
約
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

―
つ
は
、
宋
代
に
お
い
て
、
英
宗
が
先
帝
の
仁
宗
の
在
世
時

に
す
で
に
宮
中
に
後
継
者
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
に

対
し
、
今
（
明
代
）
に
お
い
て
は
、
世
宗
は
孝
宗
の
生
前
は
お

ろ
か
従
兄
に
あ
た
る
武
宗
の
崩
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
天
子
と

し
て
擁
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
孝
宗
の
子
と
な
る
道
理
は

な
い
。
ま
し
て
世
宗
は
太
祖
の
祖
訓
の
「
兄
終
弟
及
」
と
い
う

原
則
、
お
よ
び
武
宗
の
遺
詔
（
実
は
楊
廷
和
ら
の
作
成
）
の
「
興

献
王
の
長
子
、
倫
序
当
に
立
つ
べ
し
」
に
よ
っ
て
即
位
し
た
の

で
あ
り
、
別
に
そ
の
親
族
関
係
を
改
め
て
な
ど
い
な
い
の
で
あ

る
。
も
し
世
宗
を
孝
宗
の
嗣
と
す
る
と
、
武
宗
は
誰
の
子
と
な

る
の
か
。

ま
た
、
宋
代
に
お
い
て
、
英
宗
は
瀧
王
の
第
十
三
子
で
あ
り
、

濃
王
の
祭
祀
を
受
け
継
ぐ
兄
弟
に
は
不
足
し
な
い
が
、
今
の
場

合
、
興
献
に
は
世
宗
一
人
し
か
（
存
命
中
の
）
子
供
は
お
ら
ず
、

祭
祀
が
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
こ
の
こ
と
に
つ

8
 

い
て
楊
廷
和
ら
は
、
孝
宗
や
興
献
の
弟
で
あ
る
益
端
王
の
第
二
）8

 

子
・
崇
仁
王
を
興
王
に
封
じ
て
、
後
を
継
が
せ
れ
ば
解
決
す
る

U

と
考
え
て
い
た
）
。
『
儀
礼
』
喪
服
伝
に
よ
れ
ば
、
（
「
宗
法
」

で
い
う
）
小
宗
か
ら
入
っ
て
大
宗
の
後
と
な
れ
る
の
は
「
支
子
」

に
限
ら
れ
て
お
り
、
「
嫡
子
」
が
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従

っ
て
「
嫡
子
」
で
あ
る
世
宗
は
孝
宗
の
後
と
は
な
れ
な
い
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
実
父
を
叔
父
と
呼
び
、
伯
父
を
父
と
呼

ぶ
こ
と
は
人
情
に
合
致
し
な
い
、
と
い
う
の
が
最
大
の
理
由
と

な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
考
え
で
は
礼
と
は
人
の
本
性
に
反
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
世
宗
は
即
位

当
初
、
生
母
の
興
献
妃
を
宮
中
に
迎
え
た
の
だ
が
、
も
し
興
献
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を
「
皇
伯
」
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
生
母
も
「
皇
叔
母
」
の
称

で
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
先
母
を
臣
下

と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
上
に
、
実
際
に
面
と
向
か
っ
て
呼
び

名
を
変
え
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
世
宗
は
武
宗
か
ら
天
子
の
大
統
を
継
い
だ
だ
け
で
あ
り
、

孝
宗
の
嗣
子
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
故
に
実
際
の
親
族
関

係
の
通
り
に
、
孝
宗
を
「
皇
伯
考
」
、
興
献
を
「
皇
考
」
、
武

宗
を
「
皇
兄
」
と
し
て
何
も
障
害
は
な
い
筈
で
あ
る
。
帝
号
の

追
贈
に
つ
い
て
は
、
子
が
天
子
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
孝
心
の

あ
ら
わ
れ
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
皇
位
に
本
当

に
即
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
廟
号
を
贈
る
べ
き
で
は
な
い
、

と
以
上
の
よ
う
な
意
見
で
あ
っ
た
。

結
局
、
世
宗
が
採
っ
た
の
は
後
者
の
説
な
の
だ
が
、
彼
ら
は

持
論
を
展
開
す
る
際
、
楊
廷
和
な
ど
と
は
異
な
り
積
極
的
に
は

濃
議
を
先
例
と
し
て
持
ち
出
し
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と

は
し
て
い
な
い
（
中
華
書
局
影
印
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
一
百

七
十
六
に
見
え
る
張
聰
の
上
書
に
は
確
か
に
欧
陽
修
の
こ
と
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
『
明
史
』
に
節
録
さ

れ
た
も
の
を
見
る
と
そ
れ
は
み
な
省
略
さ
れ
て
い
る
。
な
く
て

も
全
体
の
論
旨
に
は
影
響
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ

う
か
）
。
た
だ
そ
の
背
後
に
は
欧
陽
修
の
説
を
意
識
し
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
反
対
派
が
「
濃
議
に
従
う

べ
し
」
と
称
し
て
程
願
ら
の
論
を
提
示
し
た
の
に
対
し
、
席
書

な
ど
は
英
宗
が
実
父
を
「
皇
伯
」
と
言
っ
た
事
実
は
な
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
靖
九
年
に
欧
陽
修

を
孔
廟
に
従
祀
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
顧
炎
武
は
こ
れ
を
濃

議
の
時
の
彼
の
主
張
に
対
す
る
世
宗
の
「
私
意
」
に
出
る
も
の

だ
と
論
じ
て
い
る
（
『
日
知
録
』
巻
十
四
•
嘉
靖
更
定
従
祀
条
）
。

な
お
、
積
極
的
に
論
争
に
参
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
嘉

8
 

靖
初
年
に
元
宰
相
の
王
墓
は
、
興
献
に
つ
い
て
張
聰
ら
と
ほ
ぼ
いー

同
様
な
論
拠
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
た
だ
対
立
す
る
両
派
の
主
張

C

し
た
「
親
」
「
考
」
「
伯
」
「
大
王
」
な
ど
の
称
を
み
な
非
と

す
る
。
そ
し
て
、
「
所
生
之
親
」
「
所
生
父
」
と
呼
び
、
藩
号

を
冠
し
て
「
興
献
皇
」
と
す
れ
ば
、
天
子
の
大
統
を
侵
す
危
険

も
な
く
、
ま
た
尊
崇
の
意
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

（
王
器
『
震
沢
集
』
巻
三
士
―
―
。
ま
た
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻

一
百
二
十
に
も
採
ら
れ
て
い
る
）
。
王
器
の
こ
の
論
は
、
直
接

『
明
史
』
に
は
見
え
な
い
が
、
先
に
挙
げ
た
嘉
靖
元
年
三
月
の

妥
協
案
「
本
生
父
興
献
帝
」
と
い
う
称
号
の
決
定
に
何
ら
か
の

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
嘉
靖
大
礼
議
が
終
息
し
た
後
で
も
、
こ
の
問
題

（
瀧
識
な
ど
も
含
め
て
）
に
対
し
て
関
心
を
抱
き
、
意
見
を
発

表
す
る
者
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の

と
し
て
、
清
初
の
毛
奇
齢
の
論
説
を
取
り
上
げ
る
。

（
四
）
毛
奇
齢
の
立
場

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
お
よ
そ
百
五
十
年
経
ち
、
王
朝
が
明
か
ら

清
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
か
ら
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
及
し

て
い
る
学
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
前
明
の
遺
民
の
中
に

は
、
国
家
が
瓦
解
し
た
こ
と
に
対
す
る
痛
切
な
哀
悼
の
念
も
あ

り
、
明
代
史
研
究
を
行
う
者
も
出
現
し
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は

王
朝
交
替
ば
か
り
が
原
因
と
な
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
す
で
に

明
代
か
ら
当
代
史
に
対
す
る
著
述
は
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
気
風

を
受
け
継
い
だ
た
め
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
嘉
靖
大
礼
議
は
明
代
史
上
の
一
大
劃
期
で

あ
る
の
に
加
え
、
瀧
議
等
の
先
行
す
る
事
例
と
と
も
に
経
学
に

も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
議
論
も
お

の
ず
と
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
顧
炎
武
は

『
日
知
録
』
（
花
山
文
芸
出
版
社
排
印
•
一
九
九O
)
巻
五
・

為
人
後
者
為
其
父
母
条
の
中
で
、
猥
議
に
つ
い
て
欧
陽
修
が
こ

の
『
儀
礼
』
の
「
人
の
後
と
為
る
者
は
其
の
父
母
の
為
に
す
」

を
基
と
し
て
数
千
言
を
費
や
し
て
い
る
が
、
趙
聰
の
言
の
「
簡

に
し
て
当
る
（
簡
潔
で
あ
っ
て
、
し
か
も
正
し
い
）
」
こ
と
に

は
及
ば
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
趙
聰
と
は
、
英
宗
に
向
か

い
猥
王
を
皇
考
と
す
る
こ
と
の
非
を
「
陛
下
は
仁
宗
の
子
為
る

も
、
猥
王
も
又
皇
考
と
称
す
る
は
、
則
ち
是
れ
二
父
な
り
。
ニ

父
は
礼
に
非
ず
」
と
極
言
し
、
帝
の
意
を
一
旦
は
傾
か
せ
た
人

物
で
あ
る
（
『
宋
史
』
巻
三
百
四
十
•
趙
聰
伝
）
。
ま
た
顧
氏

は
欧
陽
修
が
実
父
母
に
対
し
て
喪
服
の
等
を
降
す
だ
け
で
父
母
的3

 

の
名
を
改
め
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
て
い
る
の
に
も
反
論
し
て
、

Cl

三
年
の
喪
に
服
さ
な
い
の
だ
か
ら
父
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
、
「
其
の
父
母
」
と
は
「
人
の
後
」
と
な
る
前
の
旧
称
に
過

ぎ
な
い
、
と
す
る
。
一
方
、
嘉
靖
大
礼
譜
に
つ
い
て
は
、
最
終

的
に
興
献
を
廟
に
附
し
廟
号
を
奉
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
欧

陽
修
ら
も
思
い
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
し
て
、
「
学
者
の
格

物
を
貴
ぶ
所
以
也
」
と
評
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

顧
炎
武
と
は
異
な
り
、
王
夫
之
は
、
濃
議
を
論
じ
て
、
「
考
」

「
伯
」
と
も
に
不
可
と
す
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
意
見
を
打
ち

出
さ
ず
、
‘
た
だ
当
時
の
事
情
で
は
「
皇
伯
」
と
す
る
の
は
や
む
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を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
の
べ
る
だ
け
で
あ
る
（
『
船
山

11

遺
書
全
集
』
・
『
宋
論
』
巻
五
、
中
国
船
山
学
会
・
自
由
出
版

社
聯
合
印
行
、
民
国
六
十
一
年
）
。

こ
の
他
に
も
濃
議
、
嘉
靖
大
礼
鵬
等
に
対
す
る
議
論
を
行
っ

て
い
る
同
時
代
人
は
多
い
。
毛
奇
齢
が
こ
の
問
題
に
関
心
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
其
の
風
気
に
影
響
さ
れ
た
か
ら
で
あ

っ
た
。毛

奇
齢
自
身
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
明
末
の
崇

禎
十
七
年
(
-
六
四
四
）
に
戦
乱
を
避
け
て
故
郷
・
篇
山
県
の

山
中
に
籠
っ
て
い
た
時
、
仲
兄
の
錫
齢
が
客
と
嘉
靖
大
礼
議
を

論
じ
合
う
の
を
聞
く
。
そ
し
て
彼
の
兄
は
、
当
時
の
士
大
夫
が

こ
と
ご
と
く
無
学
な
た
め
、
六
経
に
明
示
さ
れ
て
い
る
筈
の
典

礼
に
つ
い
て
で
さ
え
も
、
騒
然
た
る
論
争
が
巻
き
起
こ
り
、
つ

い
に
は
国
の
根
本
ま
で
揺
る
が
し
か
け
た
、
と
嘆
じ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
毛
奇
齢
は
殺
人
の
罪
（
も
し
く
は
清
朝
政
府
に
対
す

る
反
逆
罪
）
の
た
め
、
二
十
二
年
間
逃
亡
生
活
を
送
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。
そ
の
後
、
康
熙
十
七
年
(
-
六
七
八
）
の
博
学

鴻
詞
科
に
合
格
し
て
、
翰
林
院
検
討
の
官
を
授
け
ら
れ
、
明
史

館
で
明
史
編
纂
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
史

館
で
彼
は
直
接
に
は
嘉
靖
大
礼
議
関
連
の
記
事
を
担
当
し
て
は

い
な
か
っ
た
が
、
同
僚
た
ち
が
大
礼
を
議
論
し
て
い
る
の
を
聞

い
て
み
た
と
こ
ろ
、
互
い
に
自
説
を
主
張
し
合
っ
て
誤
ら
ず
、

恰
も
嘉
靖
年
間
当
時
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
毛
氏
は
、
礼
を
以
て
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
暇
が
な
く
て
で
き
な
か
っ
た
。
や
が

て
病
を
得
て
帰
郷
し
た
彼
は
、
康
熙
三
十
四
年
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
私
見
を
か
つ
て
明
史
館
総
裁
だ
っ
た
張
玉
書
に
奉
る

（
国
学
基
本
叢
書
三
百
種
本
『
西
河
文
集
』
令
又
奉
史
館
総
裁

6
 

3
 

箭
子
）
。
だ
が
張
氏
か
ら
の
返
事
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
も
毛
奇
齢
は
こ
の
問
題
に
関
心
を
抱
き
つ
づ
け
、
新

T

た
に
『
辮
定
嘉
靖
大
礼
議
』
二
（
以
下
、
台
湾
商

）
 

彼
は
何
故
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

程
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

後
世
に
嘉
靖
大
礼
議
を
典
拠
と
し
て
、
同
様
な
誤
り
が
再
発
す

る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

漢
人
は
古
経
に
拠
る
も
漠
と
古
と
は
殊
な
り
、
宋
人
は

漢
の
事
に
拠
る
も
宋
と
漢
と
は
別
る
。
明
人
は
漢
・
宋
の

ニ
事
に
拠
る
も
明
と
漢
・
宋
と
は
又
大
い
に
相
ひ
河
漢
に
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し
て
底
止
す
べ
き
無
し
。
此
の
時
明
ら
か
に
せ
ず
ん
ば
、

将
に
必
ず
宗
を
称
し
廟
に
入
れ
、
天
に
配
し
帝
に
享
す
る

を
以
て
将
来
の
大
典
拠
と
為
す
者
有
ら
ん
。
此
れ
憂
患
す

る
所
細
さ
き
に
匪
ざ
る
也
。

そ
し
て
彼
は
そ
の
誤
り
の
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
嘉
靖
大
礼

議
に
関
与
し
た
廷
臣
た
ち
が
こ
と
ご
と
く
無
学
な
こ
と
に
あ
っ

た
と
し
て
、
楊
廷
和
た
ち
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

一
、
彼
ら
が
作
成
し
た
武
宗
の
遺
詔
の
中
で
は
、
「
祖
訓
」

の
「
兄
終
弟
及
」
と
は
も
と
も
と
同
母
の
弟
〔
嫡
弟
〕
、

も
し
く
は
同
父
の
弟
〔
庶
弟
〕
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、

誤
っ
て
従
弟
の
世
宗
に
適
用
し
て
い
る
。

二
、
武
宗
の
次
の
皇
帝
と
し
て
、
武
宗
の
子
の
世
代
で
あ

る
憲
宗
（
明
の
第
九
代
皇
帝
。
孝
宗
、
興
献
の
父
）
の

曾
孫
で
は
な
く
、
同
世
代
の
世
宗
を
擁
立
し
た
た
め
、

「
一
に
は
武
宗
に
後
た
る
に
似
、
又
一
に
は
孝
宗
に
後

た
る
に
似
た
り
」
と
い
う
「
倫
序
の
顛
倒
す
る
こ
と
、

此
れ
よ
り
甚
だ
し
き
と
為
す
は
莫
き
」
事
態
に
陥
っ
て

し
ま
っ
た
。

三
、
世
宗
の
実
の
父
で
あ
る
興
献
を
「
皇
叔
父
興
献
大
王
」

と
称
す
る
べ
き
と
し
た
彼
ら
の
提
案
に
つ
い
て
、
父
母

の
呼
称
を
改
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
「
皇

叔
父
」
「
大
王
」
と
は
ど
ち
ら
も
臣
下
と
し
て
扱
う
場

合
の
呼
び
名
で
あ
り
、
実
父
に
対
し
て
こ
れ
よ
り
ひ
ど

い
侮
辱
は
な
い
。

四
、
宗
法
の
上
で
、
天
子
の
統
を
大
宗
、
興
献
を
小
宗
と

彼
ら
が
規
定
し
た
こ
と
の
誤
り
（
後
述
）
。

こ
の
よ
う
に
、
毛
奇
齢
は
「
廷
和
は
書
を
読
ま
ず
し
て
、
人

に
国
事
を
誤
ら
す
者
と
謂
ふ
べ
し
」
、
「
宰
相
に
は
須
ら
く
読

書
人
を
用
う
べ
し
（
宋
の
太
祖
の
言
葉
）
と
は
、
妄
語
に
非
ざ

7
 

る
な
り
」
と
、
激
し
く
楊
廷
和
ら
を
非
難
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

3
 

彼
ら
の
説
に
反
対
し
、
臆
す
る
こ
と
な
く
堂
々
と
自
説
を
開
陳
c
l

し
た
こ
と
に
つ
い
て
張
聰
を
、
「
亦
た
酒
国
中
の
能
く
独
り
醒

め
た
る
者
に
似
た
り
」
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
も
ま
た

無
学
で
あ
る
こ
と
は
楊
廷
和
と
変
わ
ら
ず
、
数
々
の
間
違
い
を

犯
し
て
い
る
、
と
断
ず
る
。

そ
の
―
つ
は
、
彼
が
孝
宗
を
「
皇
伯
考
」
と
し
た
点
に
あ
る
。

張
聰
た
ち
は
、
楊
廷
和
が
興
献
を
臣
下
の
称
で
あ
る
「
皇
叔
考
」

と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
こ
と
の
非
を
認
識
し
て
い
た
筈
な
の
に
、

何
故
事
実
天
子
で
あ
っ
た
孝
宗
を
臣
下
と
し
て
の
称
で
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
「
登
に
興
献
は
臣
と
す
べ
か
ら
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ざ
る
も
、
孝
宗
は
臣
と
す
べ
き
か
」
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

こ
の
「
皇
伯
祖
」
「
皇
伯
考
」
の
類
の
呼
称
は
、
古
に
は
廟
中

に
お
い
て
本
当
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
唐
•
宋
代
に
な
っ

て
か
ら
誤
用
さ
れ
始
め
た
も
の
だ
、
と
も
す
る
。

次
に
、
楊
廷
和
ら
の
説
に
従
う
と
、
実
母
に
対
し
て
も
「
皇

叔
母
」
と
し
て
、
臣
下
の
扱
い
を
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と

言
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
正
し
い
の
だ
が
、
世
宗
は
先
帝
の
崩

後
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
（
漢
の
哀
帝
や
宋
の
英

宗
な
ど
の
よ
う
に
）
預
め
宮
中
に
お
い
て
養
わ
れ
て
い
た
の
と

は
事
情
が
異
な
る
、
と
し
て
い
る
の
を
批
判
し
て
、
決
し
て
こ

の
よ
う
な
こ
と
で
礼
法
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。

更
に
、
張
聰
が
「
継
統
」
と
「
継
嗣
」
と
の
別
に
つ
い
て
述

べ
、
世
宗
は
天
子
の
統
は
継
い
だ
が
そ
の
嗣
と
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
、
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
も
、
こ
の
二
つ
は
一
体
で

あ
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
ぬ
こ
と
を
明
記
し
て
、
そ
の
代
わ
り

に
「
世
統
」
「
廟
統
」
と
い
う
両
概
念
を
提
示
す
る
。
こ
の
両

概
念
の
対
置
的
提
起
と
そ
の
強
調
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
私
の
検

索
し
た
限
り
で
は
、
毛
奇
齢
が
最
初
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
毛
奇
齢
の
経
説
の
独
自
性
を
見
る
。

こ
の
両
概
念
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
毛
奇
齢
は
以
下
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

世
統
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
親
族
関
係
で
あ
る
と
こ

ろ
の
「
生
倫
の
序
」
で
あ
る
。
『
国
語
』
魯
語
上
に
「
エ
史

は
世
を
書
す
」
と
い
っ
て
い
る
そ
の
「
世
」
が
こ
れ
に
あ

た
る
。
廟
統
と
は
、
人
君
が
代
々
位
を
受
け
継
い
だ
「
相

授
の
次
第
」
で
あ
る
。
同
じ
く
『
国
語
』
魯
語
上
に
「
宗

祝
は
昭
穆
を
書
す
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
廟
統

の
場
合
は
人
君
が
廟
に
入
る
順
序
を
以
て
、
記
録
す
る
の

で
あ
る
。
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そ
し
て
、
周
王
室
の
例
を
引
き
、
こ
の
廟
統
は
実
際
の
「
生
別ー

倫
の
序
」
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
位
順
に
上
げ
て
ゆ
く
昭
(

穆
の
関
係
が
す
な
わ
ち
父
子
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

桓
王
の
平
王
を
継
ぐ
は
、
則
ち
祖
を
昭
と
為
し
て
孫
を

穆
と
為
す
。
定
王
の
匡
王
を
継
ぐ
は
、
則
ち
兄
を
昭
と
為

し
て
弟
を
穆
と
為
す
。
孝
王
の
鯨
王
を
継
ぐ
は
、
則
ち
兄

の
子
を
昭
と
為
し
て
叔
父
を
穆
と
為
す
。
夷
王
の
孝
王
を

継
ぐ
は
、
則
ち
従
孫
を
昭
と
為
し
て
従
祖
を
穆
と
為
す
が

如
し
。
先
に
入
る
者
を
昭
と
為
し
、
後
に
入
る
者
を
穆
と

為
す
。
昭
は
即
ち
父
為
り
、
穆
は
即
ち
子
為
り
。
一
昭
一

穆
‘
印
に
索
乱
す
べ
き
母
し
。
（
周
知
の
通
り
、
廟
制
に
つ
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い
て
は
古
来
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
、
毛
奇
齢

の
理
解
で
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
毛
氏
の

廟
制
論
に
つ
い
て
は
、
彼
の
『
廟
制
折
衷
』
お
よ
び
『
春

秋
毛
氏
伝
』
文
公
二
年
条
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
）
。

明
朝
で
は
周
代
な
ど
と
は
違
い
、
「
同
堂
異
室
」
の
廟
制
を

採
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
場
合
で
も
神
主
を
配
列
す
る
順
序

は
か
わ
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
、
と
し
て
、

廟
に
あ
っ
て
は
世
宗
は
武
宗
を
父
、
孝
宗
を
祖
父
と
し
て
ま
つ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
公
羊
伝
』
の
「
人
の
後
と
為
る
者

は
之
が
子
と
為
る
」
と
は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
た

だ
こ
れ
は
天
子
諸
侯
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

『
公
羊
伝
』
が
卿
大
夫
に
対
し
て
使
っ
て
い
る
の
は
誤
り
）
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
神
主
の
配
列
の
順
序
に
お
い
て
当

然
そ
う
な
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
、
実
際
に
興
献
を
差

し
置
き
武
宗
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
も
述

べ
て
い
る
。生

む
所
の
一
父
母
と
後
と
す
る
所
の
一
父
母
と
は
、
戴

父
の
嫌
ひ
有
り
と
雖
も
、
生
む
所
の
父
母
は
生
称
也
、
改

む
る
べ
か
ら
ざ
る
也
。
後
と
す
る
所
の
父
母
は
廟
号
也
。

廟
号
に
は
先
王
と
称
し
、
亦
た
先
君
と
称
す
。
父
母
の
実

有
り
と
雖
も
、
未
だ
嘗
て
父
母
の
名
を
立
て
ざ
る
也
。

も
っ
と
も
、
世
宗
が
武
宗
や
孝
宗
に
対
し
て
「
孝
子
」
「
孝

孫
」
と
自
称
す
る
の
は
全
く
問
題
が
な
い
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら

は
決
ま
っ
た
名
称
と
な
っ
て
お
り
、
「
必
ず
し
も
並
び
に
倫
序

と
相
対
照
せ
ざ
る
也
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
興
献
に
対
し
て
は
、

従
来
ど
お
り
「
孝
子
」
と
い
え
ば
よ
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
楊

廷
和
ら
が
、
「
姪
皇
帝
」
と
言
う
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
は
、

も
と
よ
り
論
外
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
経
伝
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

「
姪
」
と
は
兄
弟
の
娘
、
も
し
く
は
姉
妹
が
自
分
の
兄
弟
の
（
男
）

子
を
呼
ぶ
時
の
名
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
「
（
男
性
で
あ
る
興
）

，
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献
の
）
お
い
」
と
い
う
意
味
で
使
う
の
は
後
世
の
誤
用
に
随
っ

u

た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
末
世
の
阻
学
及
び
市
井
不
経
の

称
」
に
よ
っ
て
天
子
を
侮
辱
す
る
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
論
ず

る。

二
月
に
一
旦
採
用
さ
れ
た
「
本
生
父
」
の
称
号
に

つ
い
て
は
、
彼
の
考
え
に
よ
る
と
、
「
本
生
父
母
」
と
は
礼
を

論
ず
る
際
に
「
其
の
父
母
（
実
の
父
母
）
」
を
指
し
て
謂
う
言

葉
で
あ
っ
て
、
直
接
に
面
と
向
か
っ
て
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
帝
父
の
尊
称
の
上
に
付
け
加
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
次
の
よ
う
な
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不
都
合
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

況
や
『
三
礼
』
に
「
其
の
母
」
と
称
す
る
所
は
、
多
く

庶
母
を
指
す
。
嫡
母
を
以
て
母
と
為
し
、
庶
母
を
「
生
む

所
の
母
」
と
為
す
也
。
今
忽
ち
之
（
「
本
生
」
の
二
字
）

を
「
父
」
に
加
ふ
れ
ば
、
則
ち
父
に
も
亦
た
嫡
庶
有
る
に

似
て
、
大
い
に
無
礼
也
。

そ
れ
と
同
時
に
、
世
宗
は
興
献
に
対
し
て
「
長
子
本
生
皇
帝
」

と
自
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
名
称
も
ま
た
奇
怪
な
も

の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
世
宗
は
興
献
の
独
生
子
（
事
実
は
上

に
兄
が
い
た
が
、
夭
折
）
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
長
子
」

と
言
う
必
要
は
な
い
。
要
す
る
に
子
が
亡
父
に
向
か
っ
て
す
る

自
称
で
あ
る
「
孝
子
」
と
い
う
呼
び
名
を
興
献
に
対
し
て
使
わ

せ
た
く
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
た
と
い
そ
う
し

た
と
こ
ろ
で
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
問
題
が
出
来
す
る
と
説
い
て

い
る
。
．（

単
な
る
「
子
」
も
、
「
孝
子
」
と
い
う
の
も
意
味
は

変
わ
ら
な
い
の
に
）
「
子
」
と
称
す
る
を
許
し
て
「
孝
」

と
称
す
る
を
許
さ
ず
。
究
覚
何
か
に
解
せ
ん
。

「
長
子
本
生
」
（
と
い
う
称
号
）
の
若
き
は
、
則
ち
更
に

無
礼
に
属
す
。
以
て
長
子
の
本
と
生
む
所
と
為
す
か
（
そ

れ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
孫
と
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
）
、

抑
々
亦
た
本
生
の
長
子
な
る
か
。
（
も
し
、
「
本
生
の
長

子
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
。

す
な
わ
ち
）
夫
れ
「
本
生
父
母
」
と
は
、
子
の
父
母
よ
り

生
ま
る
る
を
謂
ふ
也
。
（
だ
か
ら
こ
の
「
本
生
」
の
二
字

を
使
っ
て
「
長
子
」
の
上
に
冠
す
る
と
す
れ
ば
）
「
本
生

長
子
」
の
若
き
は
、
則
ち
父
母
の
子
よ
り
生
ま
る
る
也
。

而
し
て
可
な
る
か
。

更
に
毛
奇
齢
は
彼
ら
当
時
の
廷
臣
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で

の
誰
も
が
「
宗
法
」
の
何
た
る
か
が
完
全
に
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
仰

た
こ
と
に
最
大
の
失
敗
の
原
因
が
あ
っ
た
、
と
す
る
。
毛
氏
の

cl

「
宗
法
」
論
で
は
、
『
礼
記
』
喪
服
小
記
お
よ
び
大
伝
の
「
別

子
を
祖
と
為
し
、
別
を
継
ぐ
を
宗
と
為
す
」
と
い
う
文
を
解
釈

し
て
、
天
子
や
諸
侯
の
位
に
即
く
者
に
は
「
宗
」
が
な
く
、
た

だ
「
統
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
子
は
至

尊
な
る
が
故
に
他
の
一
族
と
の
族
関
係
を
断
ち
、
「
大
統
」
と

い
う
特
別
の
形
で
別
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
諸
弟
の
内
の
嫡
長
な
る
者
を
選
ん
で
こ
れ
を
「
別
子
」
と

し
、
別
子
の
直
系
を
大
宗
と
す
る
。
ま
た
、
大
宗
の
傍
系
及
び

別
子
の
他
の
弟
の
系
統
を
小
宗
と
す
る
。
小
宗
は
天
子
や
諸
侯
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を
祖
禰
と
し
て
祭
る
こ
と
は
で
き
ず
（
『
礼
記
』
郊
特
牲
の
「
諸

侯
は
敢
へ
て
天
子
を
祖
と
せ
ず
。
大
夫
は
敢
へ
て
諸
侯
を
祖
と

せ
ず
」
に
よ
る
）
、
後
と
な
る
者
が
い
な
け
れ
ば
絶
や
し
て
も

よ
い
の
で
あ
る
が
、
大
宗
は
そ
の
父
に
あ
た
る
天
子
や
諸
侯
を

自
分
の
領
地
に
お
い
て
祭
る
こ
と
が
で
き
（
春
秋
時
代
の
例
で

い
え
ば
、
魯
の
国
に
文
王
廟
が
あ
り
、
三
桓
の
領
地
に
桓
公
の

廟
が
あ
る
よ
う
な
も
の
）
、
そ
の
祭
祀
は
百
世
に
わ
た
っ
て
も

絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
。
欧
陽
修
ら
が
自
説
の
根
拠
と
し
て
挙

げ
た
『
儀
礼
』
喪
服
伝
の
「
人
の
後
と
為
る
者
は
其
の
父
母
の

為
に
報
ず
」
と
は
実
は
小
宗
か
ら
入
っ
て
大
宗
を
継
い
だ
者
の

こ
と
に
つ
い
て
の
規
定
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
実
の
と
こ
ろ
三
代
以
降
は
こ
の
宗
法
は
滅
び
て

し
ま
い
、
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
も
し
当
面
の
事

例
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
興
献
こ
そ
が
大
宗
と
な
る
の
で
あ

る。

然
ら
ば
則
ち
三
代
以
後
に
は
宗
法
を
立
て
ず
。
個
し
宗

法
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち
憲
（
宗
の
）
廟
の
一
宗
は
、
（
そ

の
）
＋
皇
子
の
中
に
在
り
。
既
已
に
孝
宗
を
立
て
て
後
と

為
し
天
子
と
為
せ
り
。
餘
の
九
皇
子
の
中
、
当
に
興
献
を

推
し
て
大
宗
と
為
し
て
、
憲
廟
を
（
そ
の
封
国
で
あ
る
）

興
国
に
立
て
、
百
世
な
る
も
遷
ら
ざ
ら
し
め
、
興
献
の
子

と
（
そ
の
弟
の
）
諸
王
と
を
皆
各
々
小
宗
と
為
し
、
（
大

宗
か
ら
別
れ
た
最
初
の
者
の
神
主
を
）
五
世
に
一
た
び
遷

さ
し
め
、
以
て
共
に
此
の
憲
廟
の
一
族
を
成
さ
し
む
べ
し
。

之
を
憲
族
と
謂
ふ
。
是
れ
興
国
を
大
宗
と
為
し
て
、
興
国

の
子
は
、
則
ち
長
（
子
）
は
大
宗
を
継
ぎ
、
次
（
子
）
を

小
宗
と
為
す
。
未
だ
孝
宗
を
大
宗
と
為
し
、
興
献
を
小
宗

と
為
す
を
聞
か
ざ
る
也
。
（
『
辮
定
嘉
靖
大
礼
論
』
）

則
ち
興
献
は
孝
宗
の
弟
為
り
、
正
に
大
宗
に
属
す
。
世

宗
に
は
宗
無
し
、
当
に
降
り
て
大
宗
（
実
父
の
系
統
）
を
い

祀
る
べ
か
ら
ず
と
謂
ふ
は
則
ち
可
な
り
。
（
天
子
の
系
統
⑪

に
大
宗
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
）
世
宗
は
大
宗
な
り
、

当
に
降
り
て
小
宗
（
実
父
の
系
統
）
を
祀
る
べ
か
ら
ず
と

謂
ふ
は
則
ち
不
可
な
り
。
（
「
又
奉
史
館
総
裁
箭
子
」
）

し
た
が
っ
て
、
既
述
し
た
程
願
や
楊
廷
和
ら
の
言
う
よ
う
に

「
小
宗
か
ら
出
て
大
宗
を
継
い
だ
」
わ
け
で
も
、
ま
た
方
献
夫

の
主
張
し
た
ご
と
く
、
「
嫡
子
で
あ
る
か
ら
大
宗
を
継
ぐ
こ
と

は
で
き
な
い
」
場
合
に
該
当
す
る
わ
け
で
も
な
い
（
毛
奇
齢
の

「
宗
法
」
論
は
、
彼
の
『
大
小
宗
通
繹
』
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ

て
い
る
）
。
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な
お
、
興
献
に
対
し
て
帝
号
を
以
て
追
諮
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
子
が
天
子
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
父
が
追
尊
を
受
け
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
宗
法
」
に
は
関
わ
り
が
な

い
の
で
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
た
だ
嘉
靖
十
七
年
に
容

宗
の
廟
号
を
奉
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
し
て
い
る
。
何
故

な
ら
、
廟
号
に
「
宗
」
と
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
天
子

に
限
ら
れ
て
お
り
、
興
献
は
天
子
の
「
統
」
と
は
族
関
係
が
な

い
か
ら
、
「
宗
」
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

蓋
し
君
に
は
宗
を
共
に
す
る
も
の
無
く
、
宗
に
は
称
を

共
に
す
る
も
の
無
し
。
一
君
一
宗
、
是
く
の
如
く
厳
に
し

て
且
つ
重
き
也
。
今
興
献
は
（
天
子
で
あ
る
）
憲
宗
の
子

也
。
天
子
の
子
は
必
ず
諸
侯
為
り
。
「
諸
侯
は
敢
へ
て
天

子
を
祖
と
せ
ず
」
と
は
、
是
れ
天
子
の
祖
（
開
代
の
君
）
は
、

（
天
子
以
外
の
者
に
と
っ
て
）
其
の
祖
に
非
ざ
る
也
。
天
子

の
子
は
必
ず
別
子
為
り
。
別
子
は
親
し
き
を
以
て
君
を
親

と
せ
ず
。
「
別
子
を
祖
と
為
し
、
別
を
継
ぐ
を
宗
と
為
す
」

と
は
、
是
れ
天
子
の
宗
（
す
な
わ
ち
、
祖
よ
り
後
の
天
子

の
地
位
の
継
承
者
）
は
、
（
天
子
以
外
の
者
に
と
っ
て
）

其
の
宗
に
非
ざ
る
也
。
夫
れ
（
商
の
湯
王
の
太
子
で
あ
っ

（
五
）
結
語

た
太
丁
は
）
成
湯
の
元
子
、
太
甲
の
厳
父
な
る
も
、
未
だ

立
ち
て
君
と
為
ら
ざ
る
を
以
て
、
則
ち
成
湯
の
慈
、
太
甲

の
孝
を
以
て
す
と
雖
も
、
太
甲
は
君
を
称
す
も
、
太
丁
は

君
を
称
さ
ず
。
太
甲
は
宗
を
称
す
も
、
太
丁
は
宗
を
称
さ

ず
。
興
献
は
天
子
の
父
為
り
と
雖
も
、
身
は
（
憲
宗
の
）

元
子
に
非
ず
し
て
、
（
そ
の
上
、
）
世
宗
は
入
り
て
天
子
を

継
ぐ
と
雖
も
、
身
は
元
孫
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
太
丁
•
太

甲
（
の
場
合
）
と
は
、
猶
ほ
梢
々
間
有
り
。
則
ち
亦
た
何

の
道
も
て
以
て
妄
り
に
称
し
て
宗
と
為
す
べ
け
ん
や
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
毛
氏
の
論
説
に
は
、
実
は
す
で
に
先

人
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

武
宗
の
後
と
し
て
従
弟
の
世
宗
を
擁
立
す
る
根
拠
と
し
て
「
兄

終
弟
及
」
を
持
ち
出
し
た
こ
と
を
不
適
当
だ
と
す
る
意
見
は
、

明
の
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
（
中
華
書
局
排
印
）
巻
二
に
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
宗
は
武
宗
の
後
と
な
っ
た

と
す
る
彼
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
世
宗
は
武
宗
か
ら
皇
統
を
受

け
継
い
だ
の
だ
か
ら
、
孝
宗
を
「
皇
考
」
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

(142) 
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道
理
は
な
い
、
と
す
る
嘉
靖
年
間
の
議
礼
の
際
の
方
献
夫
や
席

書
の
上
奏
に
そ
の
源
が
あ
る
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毛
奇
齢
の
特
徴
は
宗
法
や
廟
制
に

つ
い
て
の
自
説
を
利
用
な
が
ら
、
「
世
統
」
「
廟
統
」
と
い
う

二
つ
の
概
念
を
提
示
し
、
い
わ
ば
二
元
論
的
な
考
え
で
論
じ
た

こ
と
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
単
な
る
経
書
の
引
用
で
な
く
、
体

系
化
さ
れ
た
経
学
の
中
に
お
い
て
麒
語
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
に
し

て
自
説
の
論
旨
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

毛
氏
の
後
に
嘉
靖
大
礼
議
を
経
学
的
立
場
に
よ
っ
て
論
じ
た

者
と
し
て
は
、
段
玉
裁
が
い
る
。
彼
は
「
明
三
大
案
論
」
（
大

化
書
局
影
印
『
段
玉
裁
遺
書
』
所
収
『
経
飼
楼
集
』
巻
十
）
の

中
で
世
宗
が
興
献
に
帝
号
を
与
え
、
宗
廟
に
入
れ
た
の
は
実
質

的
に
は
纂
奪
に
異
な
ら
ぬ
と
述
べ
、
「
明
世
宗
非
礼
論
」
全
十
篇

（
『
経
鞄
楼
集
』
巻
十
）
に
お
い
て
経
学
を
用
い
て
自
説
を
展

開
し
て
い
る
。
段
氏
の
主
張
は
、
世
宗
は
興
献
に
対
し
て
「
皇

考
」
と
呼
び
、
武
宗
に
対
し
て
は
「
皇
考
」
の
名
目
が
あ
る
け

れ
ど
も
実
際
に
は
「
先
君
」
「
先
帝
」
と
言
う
か
、
あ
る
い
は

廟
号
諮
号
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
点
で
は
毛
奇
齢
と
等
し

い
が
、
た
だ
興
献
に
帝
号
を
送
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
し
、

ま
た
天
子
の
宗
を
大
宗
と
見
な
し
、
「
君
子
」
（
楊
廷
和
ら
）

と
「
小
人
」
（
張
聰
ら
）
と
の
区
別
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
が
異

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
毛
氏
の
説
に
対
し
て
は
、
「
尚
ほ
（
張

聰
ら
の
）
継
統
不
継
嗣
の
餘
唾
を
謹
持
す
」
と
批
評
す
る
。

更
に
、
清
の
高
宗
皇
帝
も
そ
の
『
御
批
通
鑑
輯
覧
』
（
上
洋

図
書
集
成
局
・
光
緒
二
十
四
年
）
の
中
で
猥
議
及
び
嘉
靖
大
礼

議
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
瀧
議
に
つ
い
て
、
決
し
て
帝
号
を
追

贈
し
た
り
す
る
こ
と
は
誰
も
主
張
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
借
上

沙
汰
の
嫌
い
は
な
い
と
し
た
後
、
実
父
を
「
伯
父
」
と
呼
び
、

更
に
そ
の
上
に
「
皇
」
の
字
を
加
え
た
司
馬
光
・
王
珪
の
説
は

8
 

経
伝
に
全
く
基
づ
か
ず
、
欧
陽
修
が
礼
経
を
援
用
し
た
の
に
は
）4

 
ー

及
ば
な
い
と
す
る
（
巻
七
十
六
）
。

嘉
靖
大
礼
議
に
対
し
て
は
、
世
宗
は
孝
宗
の
後
と
な
っ
て
も

叔
父
と
呼
ぶ
の
は
問
題
が
あ
り
、
楊
廷
和
た
ち
が
最
初
か
ら
濃

議
の
先
例
に
拘
泥
せ
ず
に
「
本
生
」
の
名
号
を
「
興
献
」
の
上
に

加
え
る
措
置
を
し
て
お
け
ば
、
張
聰
ら
の
付
け
入
る
隙
も
な
く
、

帝
号
を
追
諮
し
た
り
、
太
廟
に
神
主
を
入
れ
た
り
す
る
よ
う
な

結
果
に
は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
（
巻
一

百
八
）
。

こ
の
後
、
傍
系
か
ら
皇
位
を
継
い
だ
天
子
は
清
末
に
二
人
出

現
し
た
が
、
そ
の
際
の
実
父
の
処
遇
は
こ
の
高
宗
の
論
を
典
拠
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と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
―
つ
は
、
徳
宗
の
光
緒
十

六
年
（
一
八
九
O
)
に
皇
帝
の
実
父
で
あ
る
醇
賢
親
王
が
斃
じ

た
時
、
高
宗
の
「
濃
議
辮
」
（
未
見
。
あ
る
い
は
先
述
し
た
『
御

批
通
鑑
輯
覧
』
の
説
の
こ
と
か
）
に
従
い
、
親
王
を
「
皇
帝
本

生
考
」
と
称
す
る
が
、
廟
中
で
は
天
子
の
礼
を
以
て
嗣
王
が
祭

る
（
誕
辰
及
び
忌
日
に
は
天
子
が
主
宰
す
る
）
こ
と
に
定
め
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
う
―
つ
は
、
徳
宗
の
崩
後
、
甥
の
宣
統
帝
が
徳
宗
の
先
帝

（
従
兄
）
の
穆
宗
の
嗣
と
し
て
皇
位
に
即
く
と
、
穆
宗
と
徳
宗

と
の
両
方
を
「
皇
考
」
と
呼
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
事
実
上
の
皇

帝
で
あ
っ
た
実
父
の
摂
政
醇
親
王
の
呼
称
は
特
に
は
っ
き
り
と

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
祖
父
の
醇
賢
親
王
は
「
本
生
祖
考
」

と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
以
上
、
附
表
参
照
）
。
こ

の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
毛
奇
齢
が
巧
妙
に
立
て
た
「
世
統
」

「
廟
統
」
の
説
は
現
実
に
は
あ
ま
り
顧
慮
さ
れ
て
は
い
な
い
よ

う
だ
が
、
た
だ
先
帝
、
実
父
の
ど
ち
ら
も
「
伯
叔
父
」
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
基
本
的
な
姿
勢
は
と
も
か
く
も
実
行

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

本
稿
で
は
中
国
に
お
け
る
支
庶
入
大
統
例
を
経
学
と
の
関
連

で
取
り
扱
っ
て
き
た
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
よ
り
深
く
考
察

◇
附
表

（
各
条
に
お
い
て
出
拠
を
特
に
明
示
し
て

お
ら
ぬ
場
合
は
、
す
べ
て
各
朝
代
の
後
に
い14 

記
し
た
正
史
（
ま
た
は
、
正
史
に
準
ず
る
書
（

物
）
の
帝
紀
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
の
伝

に
よ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
『
三

国
志
』
に
台
湾
商
務
印
書
館
影
印
百
柄
本

を
用
い
た
他
、
す
べ
て
中
華
書
局
排
印
本

に
拠
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

『
通
典
』
巻
六
十
七
「
天
子
敬
父
」
、
巻

七
十
二
「
支
庶
立
天
子
追
尊
本
親
議
」
や

『
読
礼
通
考
』
巻
一
百
十
五
、
一
百
十
六

「
私
親
廟
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

り
大
統
を
継
い
だ
例

を
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
中
国
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
の
影
響
を
受

け
た
他
の
国
で
は
君
主
の
実
父
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
し
て
い
た

か
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
（
例
え
ば
、
日
本
の
「
太
上

天
皇
」
、
李
氏
朝
鮮
の
「
大
院
君
」
な
ど
）
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
も
今
後
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
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（七）
（六）

（四）
（五）

（三）
（二）

（一）

漢
の
宣
帝
、
祖
父
・
衛
太
子
と
父
・
史
皇
孫
と
に
そ

れ
ぞ
れ
戻
太
子
、
悼
皇
考
と
追
論
。

漢
の
哀
帝
、
父
・
定
陶
恭
王
に
恭
皇
と
追
諮
（
定
陶

議
）
。

以
上
、
『
漢
書
』
。

漢
の
光
武
帝
、
父
・
南
頓
君
以
上
の
四
廟
を
建
て
る

（
帝
号
は
追
論
し
な
い
が
、
「
皇
考
」
等
と
す
る
）
。

漢
の
安
帝
、
父
•
清
河
孝
王
に
孝
徳
皇
と
追
諮
。

漢
の
質
帝
、
即
位
後
、
父
•
楽
安
孝
王
を
渤
海
に
改

封
（
禁
畠
の
『
独
断
』
巻
下
で
は
外
戚
の
梁
氏
が

権
力
を
握
っ
て
い
た
た
め
に
追
尊
が
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
が
、
質
帝
の
在
位
中
は
王
は
生
き

て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
）
。

漢
の
桓
帝
、
祖
父
•
河
間
孝
王
と
父
・
鑑
吾
侯
と
に

そ
れ
ぞ
れ
孝
穆
皇
、
孝
崇
皇
と
追
諮
。

漢
の
霊
帝
、
祖
父
・
解
潰
亭
侯
と
父
・
嗣
王
と
に
そ

れ
ぞ
れ
孝
元
皇
、
孝
仁
皇
と
追
溢
（
曾
祖
父
は
河

間
孝
王
）
。 遺

漏
が
少
な
く
な
い
）

以
上
、
『
後
漠
書
』
。

三
国
・
魏
の
斉
王
、
明
帝
の
実
子
と
し
て
育
て
ら
れ

る
が
、
実
は
、
そ
の
父
は
不
明
（
装
松
之
注
に
引

く
『
魏
氏
春
秋
』
に
よ
れ
ば
、
一
説
に
任
城
王
楷

の
子
と
い
う
）
。

三
国
・
魏
の
高
貴
郷
公
、
父
・
東
海
王
蹂
に
対
し
て

他
の
皇
族
と
同
様
に
扱
う
。

三
国
・
魏
の
元
帝
、
父
・
燕
王
宇
に
つ
い
て
、
名
を

呼
ば
ず
、
「
臣
」
と
称
す
る
こ
と
を
免
除
す
る
な

ーヽノ5
 

ど
の
殊
礼
を
加
え
る
（
以
上
三
例
は
、
本
文
第
一

14 

章
で
言
及
し
た
明
帝
の
詔
の
た
め
、
実
父
を
尊
崇
（

せ
ず
）
。

(
+
-
）
三
国
・
呉
の
烏
程
侯
、
父
・
廃
太
子
和
に
、
文
皇
帝

と
追
論
。

以
上
、
『
三
国
志
』
。

（
十
二
）
晋
の
慇
帝
、
父
・
呉
孝
王
に
つ
い
て
、
追
尊
す
べ
き

と
す
る
司
徒
・
梁
芽
の
議
を
斥
け
、
た
だ
太
保
の

官
を
追
贈
す
る
の
み
と
す
る
（
『
晋
書
』
礼
志
上
）
。

（
十
三
）
晋
の
元
帝
、
父
・
浪
邪
恭
王
を
「
皇
考
」
と
呼
ぶ
も
、

賀
循
の
反
対
に
よ
り
撤
回
。
こ
の
時
、
賀
循
は
「
子

(+） 
（九）

（八）
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は
敢
へ
て
己
の
爵
を
以
て
父
に
加
へ
ず
」
と
、
根

拠
を
挙
げ
て
い
る
（
『
白
虎
通
』
巻
一
に
「
子
に

は
父
に
爵
す
る
の
義
無
し
」
と
あ
る
）
。
（
『
晋

書
』
巻
六
十
八
・
賀
循
伝
）

な
お
、
『
晋
書
』
元
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
賀
循
卒
後
の

太
興
三
年
（
三
二

O
)
七
月
の
詔
書
で
は
祖
父
・

浪
邪
武
王
を
「
先
公
」
、
恭
王
を
「
先
考
」
と
し

て
い
る
。
・

以
上
、
『
晋
書
』
。

（
十
四
）
南
斉
の
明
帝
、
父
・
始
安
貞
王
に
景
皇
と
追
諮
。

（
十
五
）
陳
の
文
帝
、
父
・
始
興
昭
烈
王
に
つ
い
て
、
皇
子
の

伯
茂
を
立
て
て
始
興
王
と
し
、
昭
烈
王
の
後
を
奉

ぜ
し
め
、
始
興
嗣
王
（
文
帝
の
弟
、
後
の
宣
帝
）

を
徒
封
し
て
安
成
王
と
す
る
。

後
、
宣
帝
も
皇
子
の
叔
陵
を
始
興
王
に
封
じ
、
昭

烈
王
の
祭
祀
を
行
わ
せ
る
。

以
上
、
『
南
史
』
。

（
十
六
）
北
魏
の
孝
荘
帝
、
父
・
影
城
王
に
粛
祖
文
穆
皇
帝
と

追
諮
（
廟
号
を
贈
っ
た
初
例
）
。

同
時
に
、
先
帝
の
孝
文
帝
を
「
伯
考
」
と
す
る
が
、

臨
淮
王
或
ら
の
反
対
あ
り
。
（
『
北
史
』
巻
十
六
．

太
武
五
王
伝
）

（
十
七
）
北
魏
の
節
閲
帝
、
父
・
広
陵
恵
王
に
先
帝
と
追
尊
。

（
十
八
）
北
魏
の
孝
武
帝
、
父
・
広
平
武
穆
王
に
武
穆
皇
帝
と

追諮。＂

（
十
九
）
北
魏
の
文
帝
、
父
・
京
兆
王
に
文
景
皇
帝
と
追
諮
。

以
上
、
『
北
史
』
。

（
甘
）
後
唐
の
明
帝
、
異
姓
養
子
と
し
て
帝
位
を
継
ぐ
が
、

実
の
高
祖
父
以
下
四
代
に
そ
れ
ぞ
れ
恵
祖
孝
恭
皇

帝
、
毅
祖
孝
質
皇
帝
、
烈
祖
孝
靖
皇
帝
、
徳
祖
孝

成
皇
帝
と
追
論
。

（
甘
一
）
後
唐
の
廃
帝
、
異
姓
養
子
と
し
て
帝
位
に
即
く
が
、

生
母
・
魏
氏
を
皇
太
后
に
立
て
た
の
み
で
、
実
父

に
つ
い
て
は
不
明
。

（
廿
二
）
後
晋
の
出
帝
、
父
・
敬
儒
に
宋
王
を
追
封
す
る
が
、

「
皇
伯
」
と
す
る
（
欧
陽
修
は
『
五
代
史
記
』
巻

九
晋
本
紀
六
、
巻
十
七
晋
家
人
伝
、
及
び
『
櫃

議
』
巻
四
「
晋
問
」
で
、
こ
の
措
置
を
「
出
帝
を

先
帝
・
高
祖
の
実
子
と
し
て
、
天
下
を
欺
く
も
の
」

と
非
難
）
。
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（
廿
五
）
北
漠
の
劉
継
恩
、
し
て
位
を
継
ぐ
が
、

実
父
。
酵
釧
に
追
尊
し
た
記
載
、
見
え
ず
。

（
甘
六
）
北
漠
の
劉
継
元
（
継
恩
の
異
父
同
血
）
、

何
氏
に
追
尊
の
記
載
、
見
え
ず
。

以
上
、
『
新
五
代
史
』
。

（
甘
七
）
宋
の
英
宗
、
父
。
猥
安
鯰
王
を

，
 

兄
。
宗
撲
を
濃
国
公
と
し
て

4
 ゜

ー

と
称
し
、

の
祭
祀
を
行
わ
せ

（
廿
三
）
後
周
の
世
宗
、
異
姓
養
子
と
し
て
帝
位
を
継
ぐ
が
、

父
・
柴
守
礼
に
つ
い
て
、
た
だ
「
元
舅
」
と
し
て

の
み
扱
い
、
太
博
の
官
を
与
え
る
。
た
だ
し
守
礼

が
か
つ
て
人
を
殺
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
咎
め

ず
（
欧
陽
修
は
『
新
五
代
史
』
巻
二
十
・
周
世
宗

家
人
伝
で
こ
の
こ
と
を
舜
が
薔
斐
に
対
し
て
執
っ

た
態
度
に
な
ぞ
ら
え
、
賛
美
）
。

（
甘
四
）
南
唐
の
烈
祖
、
異
姓
養
子
と
し
て
徐
温
（
義
祖
と
追

尊
さ
れ
る
）
の
後
を
継
ぐ
が
、
帝
位
に
即
い
て
よ

り
本
姓
の
李
氏
に
戻
り
、
実
の
高
祖
父
と
称
す
る

唐
王
朝
の
建
王
格
以
下
の
四
代
に
そ
れ
ぞ
れ
定
宗

る
（
猥
議
）
。
こ
の
後
、
嗣
濃
王
と
爵
位
を
進
め

ら
れ
宗
撲
の
兄
弟
や
そ
の
子
孫
に
受
け
継
が
れ
る
。

（
廿
八
）
宋
の
孝
宗
、
父
・
秀
安
儘
王
を
「
皇
伯
」
と
称
し
、

兄
・
伯
圭
を
嗣
秀
王
と
し
て
祭
祀
を
行
わ
せ
る
。

（
廿
九
）
宋
の
理
宗
、
父
・
希
璃
を
「
皇
伯
」
と
称
し
、
太
師
・

中
書
令
・
栄
王
を
、
高
祖
父
以
下
三
代
に
太
師
の

官
と
呉
国
公
、
益
国
公
、
越
国
公
と
を
そ
れ
ぞ
れ

追
贈
。
後
、
弟
・
与
筒
を
嗣
栄
王
と
し
、
の
祭

祀
を
行
わ
せ
る
。

の
度
宗
、
父
・
嗣
栄
王
与
詞
に
武
康
・

度
使
を
加
封
。
後
、
福
王
に
進
封
、

を
行
わ
せ
る
。

以
上
、

の
世
宗
、
父
魯

宗
に

（
舟
一
）

（舟）

『
宋
史
』
。

『
遼
史
』
。

以
上
、

（
舟
二
）
金
の
煕
宗
、
父
・

（
舟
三
）
金
の
海
陵
王
、
父
・
宗
幹
に
徳
宗
憲
古
弘
道
文
昭
武

烈
章
孝
響
明
皇
帝
と
追
諮
（
た
だ
し
後
、
廟
号
を

除
き
明
粛
皇
帝
と
改
め
る
。
世
宗
即
位
後
、
帝
号

）
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の
祭
祀

m



1050 

を
廃
し
遼
忠
烈
王
と
追
論
）
。

（
舟
四
）
金
の
世
宗
、
父
・
宗
輔
に
容
宗
立
徳
顕
仁
啓
聖
広
運

文
武
簡
粛
皇
帝
と
追
論
。

以
上
、
『
金
史
』
。

（
舟
五
）
元
の
憲
宗
、
父
・
抱
雷
に
容
宗
英
武
皇
帝
と
追
論
（
後
、

世
祖
に
よ
り
景
襄
皇
帝
と
改
め
ら
れ
る
）
。

（
舟
六
）
元
の
武
宗
、
父
・
答
剌
麻
八
刺
に
順
宗
昭
聖
術
孝
皇

帝
と
追
諮
。

（
舟
七
）
元
の
泰
定
帝
、
父
・
晋
王
甘
麻
刺
に
顕
宗
光
聖
仁
孝

皇
帝
と
追
諮

以
上
、
『
元
史
』
。

（
舟
八
）
明
の
世
宗
、
父
・
興
献
王
を
「
皇
考
」
と
し
、
容
宗

知
天
守
道
洪
徳
淵
仁
寛
穆
純
聖
恭
倹
敬
文
献
皇
帝

と
追
諮
。
先
々
帝
の
孝
宗
を
「
皇
伯
考
」
、
先
帝

の
武
宗
を
「
皇
兄
」
と
す
る
（
嘉
靖
大
礼
識
）
。

以
上
、
『
明
史
』
。

（
四
三
）

（
舟
九
）
南
明
の
安
宗
、
父
•
福
恭
王
に
恭
皇
帝
と
追
論
（
ま

も
な
く
孝
皇
帝
と
改
め
ら
れ
る
）
。

（
四
十
）
南
明
の
紹
宗
、
高
祖
父
以
下
の
四
代
に
追
諮
す
る
も
、

そ
の
内
容
は
不
詳
（
『
婚
火
録
』
巻
十
三
）
。

（
四
一
）
南
明
の
永
明
王
、
父
・
桂
恭
王
に
端
皇
帝
と
追
論
（
同

上
書
、
巻
十
一
）
。

以
上
、
『
三
藩
紀
事
本
末
』
。

（
四
二
）
清
の
徳
宗
、
父
・
醇
賢
親
王
を
「
皇
帝
本
生
考
」
と

す
る
（
『
清
史
稿
』
礼
志
五
）

4
 

の
宣
統
帝
、
父
・
摂
政
醇
親
王
に
政
務
を
代
行
さ
別ー

せ
る
が
、
具
体
的
な
帝
か
ら
王
に
対
す
る
称
号
は
（

記
載
な
し
（
お
そ
ら
く
、
「
本
生
父
」
）
。
祖
父
・
醇

賢
親
王
に
対
し
て
は
「
本
生
祖
考
」
と
す
る
（
『
大

清
宣
統
政
記
実
録
』
巻
二
）
。

以
上
、
『
清
史
稿
』
。


