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の
近
年
の
研
究
は
、
清
儒
閻
若
腺
が
偽
作
と
断
定
し
た
所

謂
る
偽
古
文
を
除
く
こ
と
が
不
文
律
と
な
っ
て
い
る
。
が
周
書
を

例
に
と
る
と
億
古
文
を
除
い
た
残
り
の
二
十
篇
も
謎
と
疑
問
が
存

在
し
、
特
に
末
尾
の
「
呂
刑
」
「
文
侯
之
命
」
「
費
誓
」
「
秦
誓
」

の
周
書
に
お
け
る
位
置
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
「
牧
誓
」
か
ら

「
康
王
之
詰
」
に
至
る
周
書
の
諸
篇
は
、
主
に
周
の
創
業
時
代
に

闊
す
る
内
容
を
持
つ
に
劉
し
て
、
こ
の
四
篇
は
、
ほ
ぼ
諸
侯
に
闊

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
王
者
の
記
録
で
は
な
い
。
書
は
王
者

の
こ
と
を
記
す
も
の
だ
と
い
う
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
諸
侯
の
書
篇

と
は
ひ
と
つ
の
矛
盾
で
す
ら
あ
る
。
書
序
に
よ
れ
ば
、
「
呂
刑
」

(
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が
周
穆
王
の
時
代
、
「
費
誓
」
が
周
初
の
魯
の
伯
禽
を
そ
れ
ぞ
れ

描
い
て
お
り
、
そ
れ
に
劉
し
て
「
文
侯
之
命
」
は
平
王
、
「
秦
誓
」

は
秦
穆
公
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
二
篇
は
周
初
建
國
の
時
代
と
離

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
周
室
東
遷
以
後
の
時
代
に
励
す
る

序

章

周

公

尚

書

ー
周
の
東
方
性
に
つ
い
て
ー
—
ー

と

の

展

開

の
も
奇
妙
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
つ
ま
た
こ
の
四
篇
は
内
容

的
に
全
く
連
絡
を
餓
い
て
い
る
。
周
公
成
王
時
代
の
諸
篇
の
如
く

創
業
期
の
歴
史
的
流
れ
に
ほ
ぼ
添
っ
て
い
る
の
と
は
大
い
に
趣
き

を
異
に
す
る
。

こ
の
問
題
は
様
々
な
推
測
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の

に
内
藤
湖
南
博
士
の
「
加
上
説
」
を
基
と
し
た
猿
想
法
が
あ
る
。

博
士
の
考
え
方
を
要
約
す
る
と
、
尚
書
の
原
形
は
、
周
公
闊
係
の

「
五
詰
」
に
あ
り
、
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
そ
の
前
後
に
加
算
さ

れ
て
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
戦
國
時
代
異
端
の
諸
學
派
と

の
封
抗
上
、
時
代
を
遡
及
さ
せ
て
舜
典
発
典
ま
で
成
立
し
、
ま
た

書
末
四
篇
も
加
上
で
あ
り
、
戦
國
時
代
諸
國
に
散
っ
た
孔
子
の
徒

が
各
地
で
曲
學
を
行
い
、
田
氏
が
賓
櫂
を
握
っ
て
い
た
が
、
桓
公

を
な
お
崇
拝
せ
し
齊
で
「
呂
刑
」
が
、
晉
の
後
を
自
認
し
た
魏
で

(
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「
文
侯
之
命
」
が
、
魯
を
王
と
す
る
思
想
か
ら
「
費
誓
」
が
魯
で

そ
れ
ぞ
れ
作
ら
れ
、
最
後
に
秦
の
興
起
に
際
し
て
戦
國
末
に
秦
に

入
っ
た
一
派
が
を
創
作
し
た
ー
ー
｀
こ
れ
が
内
藤
學
説
の

北

村
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大
要
で
あ
る
。
こ
の
装
想
は
特
に
「
尚
書
稽
疑
」
に
詳
し
い
が
、

輩
に
「
加
上
説
」
の
み
な
ら
ず
、
近
世
公
羊
學
派
の
劉
逢
緑
、
宋

翔
鳳
、
魏
源
等
が
そ
の
思
想
的
立
場
か
ら
こ
の
書
末
の
四
篇
に
抱

い
た
疑
問
も
こ
の
學
説
成
立
へ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
公
羊
派

の
尚
書
解
繹
は
、
あ
く
ま
で
公
羊
春
秋
の
立
場
か
ら
尚
書
を
論
じ

て
お
り
、
ひ
つ
き
ょ
う
獲
麟
と
い
う
大
事
に
結
び
つ
く
や
り
方
で

謎
解
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
剥
逢
詭
の
「
書
序
述
聞
」
な
ど
は

そ
の
典
型
で
、
尚
書
か
ら
春
秋
へ
の
思
想
的
通
路
を
認
め
、
尚
書

に
お
い
て
は
「
秦
誓
」
で
極
髪
に
至
っ
た
も
の
が
、
春
秋
に
な
る

と
最
後
の
獲
麟
で
再
び
正
に
戻
る
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
い
わ

ば
民
族
精
誹
の
推
移
麦
遷
と
見
て
い
る
。
宋
翔
鳳
は
、
「
察
仲
之

命
」
か
ら
「
秦
誓
」
に
至
る
書
末
の
五
篇
を
覇
者
が
王
統
に
替
る

契
機
と
見
、
孔
子
の
後
世
へ
の
訓
戒
と
豫
言
で
あ
っ
た
と
考
え
て

(
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い
る
。
劉
宋
二
家
は
巧
み
な
説
明
を
す
る
が
、
獲
麟
を
漠
王
朝
成

立
の
象
徽
と
見
る
公
羊
家
の
立
場
を
尚
書
に
投
影
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
が
ご
と
く
で
あ
る
。
更
に
過
激
な
の
が
魏
源
で
、
「
書
古

微
」
に
お
い
て
、
今
文
尚
書
が
甫
刑
（
呂
刑
）
で
終
っ
て
い
る
と

見
、
残
り
の
「
費
誓
」
「
文
侯
之
命
」
「
秦
誓
」
を
尚
書
か
ら
削
り

取
り
、
そ
の
代
り
に
逸
周
書
の
「
奈
苦
良
夫
解
」
等
を
入
れ
た
。

鄭
學
を
破
砕
し
よ
う
と
し
た
魏
源
は
、
閻
若
腺
の
成
果
を
信
じ
つ

つ
も
、
偽
古
文
も
史
記
、
尚
書
大
他
、
逸
周
書
等
を
利
用
し
て
復

元
し
、
古
代
を
讀
み
直
そ
う
と
し
た
が
、
矛
盾
の
多
い
書
末
の
三

周
公
と
尚
書
の
展
開

る。

第
一
章

篇
は
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
内
藤
博
士
も
こ
れ
に
合
理
性
を
認

め
、
書
末
の
四
篇
を
偽
作
あ
る
い
は
創
作
と
見
て
い
る
。

こ
の
様
に
書
末
の
諸
篇
を
一
概
に
否
定
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稼
は
、
こ
の
疑
問
に
メ
ス
を
入
れ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

歴
史
は
、
ひ
と
つ
の
文
化
の
蓄
積
と
連
績
を
待
っ
て
生
れ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
歴
史
が
書
か
れ
る
場
合
そ
の
民
族
の
突
然
の

成
熟
が
そ
の
條
件
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
國
の
歴
史
の

始
ま
り
は
、
春
秋
で
あ
る
。
史
記
は
周
知
の
通
り
共
和
元
年
か
ら

正
確
な
記
録
と
し
て
の
十
二
諸
侯
年
表
を
始
め
て
い
る
。
と
す
れ

ば
尚
書
は
、
正
確
な
記
録
と
い
う
資
格
を
持
た
な
い
ゆ
え
に
歴
史

と
は
言
い
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。
年
代
記
と
し
て
の
春
秋
の
上
に
尚

書
が
存
す
る
こ
の
事
質
は
非
常
に
難
解
で
あ
る
。
隠
公
元
年
以
前

の
歴
史
は
、
た
と
え
竹
書
記
年
や
逸
周
書
そ
の
他
が
細
々
と
偲
え

て
い
る
に
せ
よ
、
確
た
る
事
は
分
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の

た
め
例
え
ば
共
和
が
何
を
指
し
示
す
の
か
と
い
う
問
題
に
せ
よ
諸

説
紛
々
で
あ
る
が
、
個
々
の
學
説
が
員
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
子

供
じ
み
た
課
題
を
弄
し
て
い
る
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
古
代
研
究
の

恐
ろ
し
さ
が
存
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
主
観
的
に
は
砂
を
か
む
よ
う
な
努
力
を
と
も
な



っ
て
も
、
客
観
的
な
確
か
さ
は
保
證
さ
れ
ぬ
古
代
研
究
に
今
さ
ら

何
を
つ
け
加
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
周
文
化
に
お
け
る
殷
文
化
の

重
要
性
に
つ
い
て
雄
孵
に
語
っ
た
始
め
は
、
胡
適
の
「
説
儒
」
で

あ
ろ
う
。
胡
適
自
身
は
、
毛
奇
齢
の
「
孟
子
定
三
年
之
喪
」
に
よ

り
眼
覺
ま
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
こ
の
見
解
は
、
重
澤
俊
郎
氏
の

「
周
漠
思
想
研
究
」
や
白
川
静
氏
の
金
文
の
研
究
に
猿
展
し
、
意

外
に
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
周
代
に
お
け
る
殷

文
化
の
役
割
り
を
再
検
討
す
る
な
ら
ば
、
尚
書
の
の
展
開
の

(
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意
味
が
啓
示
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

|
|
0
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結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
西
周
史
の
難
解
さ

は
、
周
の
東
方
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
普
通
西
周
の
故
地
が
院
西
の

映
山
な
り
豊
や
鏑
に
あ
っ
た
と
い
う
常
識
か
ら
考
え
て
奇
妙
な
響

き
を
持
つ
が
、
西
周
三
百
年
の
披
展
を
考
え
る
な
ら
ば
、
西
周
は

東
方
の
殷
系
祉
會
を
吸
牧
し
、
そ
の
殷
系
文
化
を
基
礎
に
し
つ

つ
、
獨
自
の
文
化
を
形
成
し
た
。
政
治
的
な
維
持
統
一
か
ら
言
う

な
ら
映
西
か
ら
山
東
に
か
け
て
の
横
に
伸
び
た
地
域
を
中
核
と
す

る
。
王
國
維
の
「
殷
周
制
度
論
」
の
言
葉
を
借
り
る
と

自
五
帝
以
束
、
政
治
文
物
所
自
出
之
都
邑
、
皆
在
東
方
、
惟

周
獨
廊
起
西
土

映
西
の
地
が
歴
史
の
主
要
舞
豪
に
登
場
す
る
の
は
、
周
が
最
初
で

周
公
と
尚
書
の
展
開

あ
る
。
周
初
の
封
建
の
事
情
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
、
渭
水
の
北

の
岐
山
か
ら
宗
周
の
豊
鏑
を
通
っ
て
更
に
成
周
洛
陽
を
へ
て
、
東

方
に
至
る
地
域
に
姫
姓
を
中
心
に
異
姓
國
を
適
宜
配
置
し
た
獨
特

の
布
陣
を
作
っ
て
い
た
。
周
公
の
子
伯
寓
を
曲
阜
に
封
す
る
に
し

て
も
成
周
と
の
間
に
空
隙
を
設
け
ず
、
そ
の
間
に
姫
姓
の
曹
祁
膝

の
國
を
介
在
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
魯
の
封
建
そ
の
も
の
が
、
周
初

の
東
征
の
結
果
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
る
東
夷
及
び
南
淮
夷

に
到
す
る
防
術
を
意
味
し
た
。
又
姜
姓
の
齊
に
封
す
る
見
張
り
と

い
う
意
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
武
王
は
克
殷
後
程
無
く
没
し
た

為
、
封
建
の
プ
ラ
ソ
は
周
公
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
監
の
胤
平
定
以
後
、
周
公
は
非
常
に
強
引
な
や
り
方
で
東
方

の
股
系
の
諸
族
を
支
配
秩
序
の
中
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
。
尚
書

が
博
え
る
殷
の
頑
民
を
成
周
建
設
に
用
い
て
住
ま
わ
せ
、
ま
た
左

博
定
公
四
年
に
見
え
る
股
民
六
族
を
魯
に
輿
え
、
殷
民
七
族
を
術

に
分
つ
と
い
う
型
で
腐
心
す
る
が
、
賓
は
武
王
が
克
殷
の
際
考
え

て
い
た
で
あ
ろ
う
見
通
し
と
は
恐
ら
く
非
常
に
異
っ
た
姿
に
な
っ

た
。
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な
貼
で
、
こ
の
時
「
周
」
と
い
う
國
家

が
成
立
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
は
周
族
は
あ
れ

ど
も
、
周
と
い
う
國
家
は
存
在
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
貼
が
周
公

の
偉
大
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
松
本
雅
明
氏
は
「
周
公
即
位
考
」

に
お
い
て
な
ぜ
に
「
周
」
と
い
う
國
名
を
冠
し
た
周
公
な
る
呼
稲

が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
疑
問
を
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正



周
公
と
尚
書
の
展
開

察

嘗
の
疑
問
で
あ
る
。
周
公
の
謎
と
は
ず
ば
り
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
恐
ら
く
周
公
旦
そ
の
人
は
、
最
初
か
ら
「
周
公
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
質
質
的
な
、
有
夏
族
の
祉
會
に
向

っ
て
の
首
都
で
あ
る
成
周
洛
邑
を
建
設
し
、
成
王
を
迎
え
て
天
下

に
披
令
し
て
以
後
始
め
て
「
周
王
朝
」
が
園
家
と
し
て
成
立
し
た

わ
け
で
、
こ
の
計
聾
を
立
案
し
賓
行
し
た
人
物
を
後
に
「
周
公
」

と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
尚
書
大
詰
の
作
自
が
周
公
で
あ
る
事
は

(
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貝
塚
茂
樹
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
五
詰
の
王

若
日
の
王
と
周
公
と
の
重
複
し
た
闘
係
も
こ
の
面
か
ら
解
決
し
得

る
よ
う
で
あ
る
。

|
c
|
cー

さ
て
周
の
東
方
性
と
は
如
何
な
る
事
柄
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
引
用
さ
れ
る
こ
と
多
き
左
偲
儘
公
二
十
四
年
の
富
辰
の
言

葉
に
次
の
ご
と
く
あ
る
。

昔
周
公
弔
二
叔
之
不
咸
、
故
封
建
親
戚
、
以
蕃
屏
周
、
管
察

祁
雹
魯
術
毛
耶
都
曹
腺
畢
原
螂
郁
、
文
之
昭
也
。
刊
晉
應

韓
、
武
之
穆
也
。
凡
蒋
邪
茅
昨
察
、
周
公
之
胤
也
。

こ
れ
ら
周
の
同
族
の
國
々
は
、
左
個
昭
公
二
十
八
年
の
記
事
に
よ

る
と
五
十
五
國
あ
り
、
右
の
資
料
に
盪
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
河
南
、
山
東
、
河
北
に
集

中
し
て
い
る
。
今
そ
の
所
在
地
を
調
べ
て
見
る
と
、

管

河

南

鄭

縣

河

南

上

察

縣

山

東

渡

縣

山

西

霜

縣

山

東

曲

阜

縣

術

河

南

洪

縣

河

南

宜

陽

縣

睛

河

南

開

封

府

境

山

西

離

石

縣

薙

河

南

修

武

縣

山

東

定

陶

縣

膝

山

東

膝

縣

映

西

咸

陽

縣

原

河

南

演

源

縣

映

西

郡

縣

郁

山

西

臨

晉

縣

河

南

野

王

縣

晉

山

西

翼

縣

河

南

魯

山

縣

韓

映

西

韓

城

縣

河

南

輝

縣

蒋

河

南

固

始

縣

那

河

北

邪

齋

縣

茅

山

東

金

郷

縣

昨

河

南

延

津

縣

祭

河

北

長

拒

縣

こ
れ
ら
は
一
應
の
推
定
地
で
、
異
説
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
晉
那

韓
の
ご
と
く
移
動
し
た
こ
と
が
確
賓
の
も
の
も
あ
る
が
、
通
観
し

て
み
て
、
映
西
の
地
に
あ
る
の
は
、
畢
鄭
韓
だ
け
で
、
残
り
は
ほ

ぼ
山
東
、
河
南
に
集
中
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
西
土
に
獨
り
厠
起

し
た
と
言
わ
れ
る
周
王
朝
が
、
如
何
に
東
方
経
螢
に
力
を
入
れ
て

い
る
か
が
了
解
せ
ら
れ
る
。
特
に
周
公
の
後
と
偲
え
ら
れ
る
凡
か

ら
祭
ま
で
の
六
國
が
す
べ
て
東
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
殷
系

の
東
方
諸
族
を
監
視
す
る
た
め
の
虞
置
が
、
通
常
思
わ
れ
る
ご
と

＜
魯
園
だ
け
で
は
な
く
、
次
々
と
周
公
の
子
孫
を
配
置
す
る
型
で

行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
周
公
と
東
方
と
の
運
命
的
な
闊
係
を
暗

凡應邦鄭 曹都毛魯祁
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示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば
詩
の
間
風
の
「
東
山
」
の
示
す
周

公
東
征
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
り
、
ま
た
従
っ
て
偽
古
文
「
周

官
」
に
、周

公
在
豊
、
賂
没
、
欲
葬
成
周
、
公
斃
、
成
王
葬
子
畢

と
偲
承
さ
れ
る
周
公
の
断
え
ざ
る
東
方
へ
の
闊
心
も
決
し
て
虚
偲

で
な
く
、
こ
の
消
息
を
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
周
に
と
っ
て
な
ぜ
に
こ
の

様
に
ま
で
東
方
が
重
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
東
方
の
重
要
性
を
見
抜
い
た
周
公
が
証
建
設
し
た
成
周
洛
邑

が
、
周
の
東
方
紐
螢
の
根
撼
地
で
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
有
夏
祉

會
に
封
す
る
周
王
朝
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
春
秋
時
代
に
ま
で
そ

れ
は
績
い
た
と
い
う
貼
も
無
視
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
餘
談
で
あ
る

が
、
後
に
秦
始
皇
が
、
泰
山
で
封
膊
を
行
う
が
、
こ
れ
は
所
謂
る

泰
山
七
十
二
君
の
博
説
を
主
張
す
る
嘗
時
の
方
士
の
言
説
に
始
皇

が
惑
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
秦
固
有
の
祭
り
で
あ
る
「
上

時
」
「
西
時
」
で
本
束
充
分
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
映
西
に
起

っ
た
周
や
秦
に
と
り
東
方
は
、
政
治
戦
略
的
に
も
思
想
的
に
も
多

少
複
雑
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
貼
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
先
の

王
國
維
の
構
想
は
非
常
に
正
確
な
の
で
あ
り
、
春
秋
時
代
に
あ
っ

て
も
、
杞
や
郁
な
ど
の
夏
民
族
、
陳
、
遂
な
ど
の
舜
系
の
民
、

唐
、
杜
、
錨
な
ど
の
奥
の
民
、
顧
奥
、
宿
、
須
句
な
ど
の
太
臭
の

裔
、
檜
の
ご
と
き
祝
融
の
末
な
ど
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
古
き
因

縁
の
諸
國
が
存
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。
例
え
こ
れ
ら
が
す
べ
て
は

事
質
で
は
な
い
に
し
ろ
、
有
夏
族
が
ほ
ぼ
映
西
以
東
の
東
方
に
存

在
し
た
事
は
否
定
出
来
な
い
。
こ
の
意
味
で
も
周
や
秦
が
東
方
を

重
要
視
す
る
の
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

周
の
東
方
経
螢
の
根
披
地
で
あ
る
成
周
洛
陽
は
、
西
周
期
金
文

に
あ
っ
て
は
、
宗
周
の
豊
鏑
と
比
肩
す
る
姿
で
出
現
す
る
（
軍
に
周

と
あ
る
の
を
成
周
に
比
定
す
る
學
者
も
あ
る
）
。
と
こ
ろ
で
こ
の
成
周

の
史
的
重
要
性
と
い
う
貼
は
、
多
少
複
雑
で
あ
る
。
司
馬
遷
は
、

周
本
紀
で
次
の
ご
と
く
語
る
。

太
史
公
曰
、
學
者
皆
稲
、
周
伐
討
居
洛
邑
、
綜
其
賓
不
然
、

武
王
螢
之
、
成
王
使
召
公
卜
居
、
居
九
鼎
焉
、
而
周
復
都
豊

鏑
、
至
犬
戎
敗
幽
王
、
周
乃
東
徒
干
洛
邑

こ
の
司
馬
遷
の
言
う
嘗
時
の
學
者
の
無
知
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で

あ
る
。
漢
の
高
祖
が
都
を
定
め
る
際
に
も
、
洛
陽
は
周
の
王
城
と

し
て
平
和
の
象
徽
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
高
祖
も
都
を
洛

陽
に
定
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
が
、
婁
敬
、
張
良
の
反
封
で
、

闊
中
の
秦
の
故
地
に
か
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
賀
で
も
嘗
時
の

風
潮
は
よ
く
分
る
が
、
事
質
と
し
て
も
平
王
以
後
旺
襄
王
に
至
っ

て
秦
に
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
約
五
世
紀
半

(
B
C
7
7
0
~
B
C
 2
2
1
)

周

王
室
は
洛
陽
に
細
々
と
綬
く
わ
け
で
、
こ
の
歴
史
的
リ
ア
リ
テ
ィ

は
、
前
漠
初
期
の
學
者
を
重
く
支
配
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
周

初
に
洛
邑
を
重
視
し
た
紐
學
的
事
質
と
、
春
秋
戦
國
期
の
東
周
の

四
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歴
史
的
事
賓
を
重
ね
て
見
て
い
た
前
漢
の
知
識
人
を
責
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
。

更
に
一
歩
踏
み
こ
ん
で
考
え
る
と
、
映
西
の
地
は
中
原
の
中
で

非
常
に
特
異
な
地
域
で
あ
る
。
映
西
省
の
重
要
部
分
を
占
め
る
渭

水
盆
地
は
、
文
字
通
り
の
盆
地
で
あ
り
、
東
方
と
の
交
通
は
、
函

谷
闘
、
滝
闊
を
紐
る
の
で
な
け
れ
ば
、
上
洛
の
方
面
か
ら
入
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
上
洛
か
ら
入
る
に
は
、
非
常
な
迂
廻
が
必
要
で
あ
り
、

結
局
函
谷
闊
を
通
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
南
方
の
漢
水
か
ら
山
路
を

っ
た
っ
て
入
る
方
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
こ

れ
は
孟
嘗
君
の
故
事
や
楚
漢
戦
争
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な

＜
然
り
で
あ
ろ
う
。
張
良
が
、
開
中
が
守
り
に
適
し
て
い
る
と
い

う
の
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。

西
周
の
場
合
も
、
宗
周
と
成
周
を
結
ぶ
道
の
中
で
特
に
黄
河
、

渭
水
、
洛
水
の
合
流
地
貼
は
、
言
わ
ば
西
周
の
生
命
線
で
あ
り
、

宣
王
時
代
に
既
に
搬
抗
が
こ
の
邊
に
逹
し
て
い
る
。
ま
た
幽
王
の

大
壊
の
時
、
申
侯
は
犬
戎
と
呼
應
し
て
こ
の
生
命
線
を
分
断
し
て

い
る
。
闊
中
か
ら
は
、
こ
の
狭
溢
な
地
帯
を
通
っ
て
や
っ
て
東
方

に
廣
が
る
平
野
地
帯
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
次
第
で
あ
る
が
、
周

公
が
洛
邑
に
東
都
を
定
め
る
際
に
「
土
中
」
つ
ま
り
天
下
の
中
心

と
言
っ
た
と
い
う
説
話
に
も
、
映
西
の
地
を
幾
分
西
榔
と
す
る
意

識
が
、
周
初
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
一
種
の
田
舎
者
の
意
識
が
こ
の
表
現
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

五

よ
う
で
あ
る
。
近
年
の
中
國
學
界
の
報
告
に
よ
る
と
、
西
周
末
期

と
目
さ
れ
る
青
銅
器
群
が
、
岐
山
附
近
で
、
土
中
に
退
蔵
し
て
あ

る
の
が
披
見
さ
れ
て
い
る
が
、
逃
げ
落
ち
る
先
は
、
無
論
東
都
成

周
の
方
向
で
あ
っ
た
ろ
う
。
後
年
の
蜀
の
中
原
、
あ
る
い
は
長
江

流
域
地
方
と
の
距
離
感
、
孤
立
感
と
は
比
較
出
来
ぬ
位
に
渭
水
盆

地
は
中
原
と
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
、
こ
の
青
銅
器
の
退
蔵
の
事

賀
を
見
て
も
、
幾
分
盆
地
的
な
輩
位
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
つ
ま
り
再
び
闘
中
に
戻
っ
た
時
に
開
け
よ
う
と
思
っ
て
退
蔵

し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
故
に

で
あ
る
。

第
二
章

周
公
の
中
原
支
配
の
構
想
に
お
い
て
東
方
殷
系
文
化
地
帯
の
支

配
の
重
要
性
は
、
前
章
に
お
い
て
見
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の

(
7
)
 

東
方
と
宗
周
と
を
結
ぶ
一
種
の
基
地
が
成
周
で
あ
っ
た
。
こ
の
成

周
に
つ
い
て
今
少
し
く
考
え
て
み
、
周
の
東
方
性
な
る
意
義
を
明

確
に
し
て
み
よ
う
。

成
周
が
、
西
周
時
代
に
如
何
な
る
朕
態
及
び
機
能
を
持
っ
て
い

た
か
は
、
金
文
資
料
を
除
け
ば
皆
無
に
近
い
が
、
今
、
個
古
文
の

序
を
試
し
に
並
べ
て
見
る
と
、
東
都
の
知
識
が
決
し
て
な
か
っ
た

わ
け
で
な
い
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
。

周
公
既
没
、
命
君
陳
分
正
東
郊
康
成
周
（
君
陳
）



周
公
と
尚
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の
展
開

命
王
作
冊
畢
、
分
居
里
成
周
郊
（
畢
命
）

穆
王
命
君
牙
為
周
大
司
徒
（
君
牙
）

こ
の
よ
う
に
個
古
文
の
書
序
は
、
西
周
の
資
料
的
空
白
期
に
お
け

る
洛
邑
に
政
治
的
性
格
と
い
う
角
度
か
ら
見
通
し
を
立
て
て
い

る
。
こ
の
場
合
。
君
牙
の
序
に
は
成
周
と
い
う
言
葉
は
出
て
い
な

い
ゆ
え
に
、
他
の
二
篇
と
闘
係
な
き
よ
う
に
見
え
る
が
、
質
は
君

牙
の
君
は
君
陳
の
君
と
同
様
の
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
。
君
陳
は
、

證
記
「
坊
記
」
と
「
細
衣
」
に
引
用
が
あ
り
、
君
牙
は
同
じ
く
證

記
「
細
衣
」
に
引
用
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
員
古
文
に
こ
れ
が
存

し
た
と
推
定
出
来
る
し
、
雨
名
は
漢
書
の
「
古
今
人
物
年
表
」
に

も
戴
る
ゆ
え
、
逸
篇
は
賓
在
し
た
と
信
ず
べ
き
で
あ
る
。
君
陳
を

引
用
す
る
朧
記
坊
記
に
鄭
玄
が
、

君
陳
蓋
周
公
之
子
、
伯
禽
弟
也

と
注
す
る
。
こ
れ
は
重
大
な
指
摘
で
、
書
序
と
合
せ
て
考
え
る
と
、

周
公
の
子
が
成
周
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
非
常

に
正
確
な
猿
想
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
言
う
の
に
、
中
原
の
櫂
力
構

造
を
見
抜
い
た
考
え
方
で
あ
る
か
ら
だ
。
映
西
の
宗
周
か
ら
ど
れ

程
廣
大
な
東
方
地
域
を
支
配
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
し
得
る

か
を
考
え
る
と
、
見
通
し
が
よ
い
成
周
洛
邑
の
政
治
的
重
要
性
は

理
解
せ
ら
れ
る
。
更
に
東
方
の
殷
系
と
周
系
諸
侯
と
の
監
視
の
基

地
と
し
て
、
成
周
を
高
度
の
政
治
的
性
格
を
お
び
て
い
た
も
の
と

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
金
文
に
あ
ら
わ
れ
る
成
周
の
軍
団
は
「
殷

の
六
師
」
「
股
の
七
師
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
裏
書
き
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鄭
玄
は
そ
の
意
味
を
知
っ
て
い
た
模
様

で
あ
る
。
言
わ
ぼ
西
周
と
い
う
櫂
力
機
構
が
績
く
限
り
成
周
の
重

要
性
は
績
く
の
で
あ
り
、
西
周
期
金
文
が
ほ
ぼ
全
時
期
に
わ
た
っ

て
成
周
が
出
る
の
も
こ
の
事
質
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
西

漢
と
東
漠
に
長
安
、
洛
陽
が
そ
れ
ぞ
れ
都
と
さ
れ
、
唐
代
に
長
安
、

洛
陽
の
雨
都
制
に
な
る
が
、
そ
れ
は
中
原
の
歴
史
地
理
的
條
件
が

し
か
ら
し
め
た
わ
け
で
、
こ
の
意
味
で
は
歴
史
は
確
か
に
繰
り
返

す。
さ
て
こ
の
三
篇
の
表
わ
す
性
格
が
、
共
通
の
政
治
性
を
お
び
て

い
る
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
「
畢
命
」
の
冊
畢
の
畢
公
は
、

召
伯
、
毛
公
と
共
に
康
王
の
郎
位
に
参
加
し
た
重
要
な
諸
侯
で
あ

る
が
、
先
の
左
他
の
富
辰
の
言
葉
で
は
「
文
之
昭
」
と
呼
ば
れ
る

姫
姓
で
あ
り
、
そ
の
本
領
は
今
の
映
西
咸
陽
縣
に
比
定
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
前
に
引
用
し
た
偽
古
文
「
周
官
」
に
あ
る
通
り
、

成
周
に
葬
れ
と
い
う
周
公
の
言
葉
に
反
し
て
成
王
は
周
公
を
畢
に

葬
っ
た
と
偲
え
る
よ
う
に
、
周
公
及
び
成
周
と
闊
係
が
深
い
。
更

に
映
西
の
本
領
が
、
中
原
の
喉
も
と
に
近
い
。
そ
の
本
貫
と
成
周

と
を
畢
公
は
往
復
し
て
い
る
わ
け
で
、
さ
す
れ
ば
「
畢
命
」
は
、

宗
周
と
成
周
を
結
ぶ
西
周
の
政
治
機
構
と
明
ら
か
に
結
び
つ
い
て

い
る
。次

に
君
牙
の
君
が
君
陳
の
君
と
な
ぜ
比
定
さ
れ
る
の
か
。
雀
述

， 
ノ‘



「
豊
鏑
考
信
録
」
で
こ
の
問
題
を
研
究
し
て
お
り
、
臣
下
に

し
て
な
ぜ
君
と
穆
王
は
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
疑
っ
て
い

る
。
確
か
に
春
秋
に
「
君
氏
」
「
君
夫
人
」
な
ど
と
い
う
、
君
主

側
の
呼
稲
で
あ
り
、
君
陳
、
君
牙
の
よ
う
に
臣
下
を
指
し
て
い
る

例
は
絶
無
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
雀
述
の
疑
義
も
尤
も
で
あ
る

が
、
金
文
に
「
君
夫
段
」
な
る
も
の
が
あ
り
、
次
の
表
現
を
見

る。

唯
正
月
初
吉
乙
亥
王
在
唐
宮
大
室
、
王
命
君
夫
曰
、
「
債
求

求
及
友
」
君
夫
敢
敏
揚
王
休
、
用
作
文
公
丁
〇
弊
、
子
々
孫

々
其
永
用
之

こ
の
銘
文
に
封
し
て
「
大
系
」
の
郭
沫
若
氏
は
、

君
夫
嘗
帥
穆
時
王
司
徒
君
雅
、
夫
雅
古
同
魚
部

と
君
夫
を
君
牙
と
讀
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
正
し
く
、
雀
述
を
説
服

せ
し
め
る
賓
例
で
あ
る
。
し
か
し
君
靡
、
君
陳
の
君
と
は
何
を
表

す
か
は
解
か
れ
て
い
な
い
。1010|_

 

こ
れ
に
見
通
し
を
つ
け
て
臭
れ
た
の
が
白
川
静
氏
で
あ
る
。
氏

は
、
｀
尚
書
君
興
に
お
い
て
召
公
興
を
君
興
と
呼
ぶ
の
は
、
召
公
が

殷
代
の
卜
僻
に
見
え
る
召
方
の
末
裔
で
あ
り
、
殷
系
の
族
で
あ
り
、

尚
書
顧
命
に
お
け
る
康
王
即
位
の
儀
麗
で
の
召
公
の
純
吉
服
を
着

る
特
異
な
立
場
か
ら
見
て
、
召
公
が
殷
系
の
聖
職
者
の
地
位
に
あ

っ
た
と
し
、
君
興
の
君
は
、
聖
職
者
の
稲
腕
と
考
え
た
。
こ
れ
は

ま、!
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非
常
に
優
れ
た
観
察
で
あ
る
。

西
周
初
期
の
金
文
に
頻
出
す
る
殷
系
の
作
冊
者
の
位
置
な
ど
か

ら
見
て
、
周
初
に
お
け
る
殷
系
文
化
人
の
重
要
性
は
否
定
出
来
な

い
。
白
川
氏
の
議
論
は
非
常
に
堅
質
で
す
ら
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

君
陳
の
君
が
、
君
興
の
君
が
然
る
が
ご
と
く
、
聖
職
者
を
表
現
す

る
な
ら
ば
、
成
周
の
よ
う
な
、
周
王
朝
の
劉
有
夏
族
へ
の
象
徽
の

よ
う
な
都
市
の
主
護
者
と
考
え
ら
れ
る
周
公
の
子
で
あ
る
君
陳
も
、

殷
系
の
聖
職
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
お
か
し
な
論
議
に
な

る
。
白
川
氏
は
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
周
公
の
子
孫
で
成
周
に

入
っ
た
者
が
い
る
と
し
か
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、

一
歩
進
ん
で
君
陳
の
君
も
、
や
は
り
殷
系
の
聖
職
者
で
あ
っ
て
も

よ
い
と
判
断
出
来
る
根
披
を
持
つ
。
そ
の
根
披
は
二
つ
あ
る
。
そ

の
一
は
、
近
年
中
國
の
學
術
団
に
よ
っ
て
猿
掘
さ
れ
た
西
周
期
の

洛
陽
の
遺
跡
が
、
質
は
殷
系
で
あ
り
、
洛
陽
が
西
周
期
に
あ
っ
て

は
殷
系
の
都
市
で
あ
っ
た
事
賞
、
そ
の
二
は
、
西
周
期
金
文
に
現

わ
れ
る
周
氏
と
、
成
周
洛
邑
と
の
闊
係
が
密
接
で
あ
り
、
こ
の
周

氏
が
殷
系
の
岡
象
標
識
を
持
つ
が
、
こ
れ
こ
そ
君
陳
の
末
裔
だ
と

考
え
る
べ
き
こ
と
、
以
上
二
貼
で
あ
る
。

第
一
の
根
披
を
論
ず
れ
ば
、
「
考
古
學
報
」
第
九
冊
に
の
る

「
十
九
五
二
年
秋
季
洛
陽
東
郊
襲
掘
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
洛
陽
東

郊
の
周
代
の
遺
蹟
と
考
え
ら
れ
る
二
十
程
の
墓
が
疲
見
さ
れ
た
が
、

墓
制
、
版
築
、
陶
器
な
ど
す
べ
て
殷
俗
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
知
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ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
二
十
世
紀
に
な
っ
て
股
墟
は
大
い
に
披

見
さ
れ
た
が
、
郭
沫
若
氏
の
嘆
く
周
墟
の
未
襲
見
は
、
ど
う
も
股

俗
と
の
分
離
が
西
周
期
に
お
い
て
完
全
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
原

因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
こ
の
報
告
に
よ

れ
ば
、
西
周
期
の
洛
邑
が
殷
系
の
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
出

束
る
。
更
に
言
を
改
め
れ
ば
、
西
周
祉
會
が
、
そ
の
文
化
的
性
格

が
東
方
主
導
型
、
殷
系
文
化
主
導
型
で
あ
っ
た
と
推
定
出
来
る
。

第
二
の
根
披
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
殷
系
と
考
え
ら
れ

る
圏
象
標
識
を
用
い
た
金
文
に
周
氏
を
名
乗
る
も
の
が
あ
る
。
白

川
静
氏
は
、
「
金
文
通
繹
二
十
」
の
「
偲
生
殷
」
の
考
繹
に
お
い

て
、
こ
の
器
に
、

其
萬
年
子
々
孫
々
永
保
用
智

と
あ
る
に
注
目
し
て
、
群
小
金
文
か
ら
五
例
を
集
め
て
い
る
。
そ

の
―
二
を
拳
げ
れ
ば
、

盟

周

略

乍

旅

須

子

々

孫

々

永

賓

用

翌

壺
周
蛍
乍
公
己
隠
壺
、
其
用
享
子
宗
、
其
子
々
孫
々
邁

年

永

賓

用

習

'

白
川
氏
が
示
す
五
器
の
う
ち
二
器
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
す

べ
て
圏
象
標
識
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
白
川
氏
は
次
の

ご
と
く
言
う
。

「
五
器
何
れ
も
周
氏
と
稲
し
て
い
る
。
既
に
周
棘
生
の
名
が

あ
り
、
偲
生
と
同
様
の
名
披
で
あ
る
。
正
し
く
は
周
側
生
と

い
う
べ
き
人
で
あ
ろ
う
。
周
氏
と
言
っ
て
も
周
室
の
族
と
は

限
ら
ず
、
圏
象
を
用
い
、
文
公
の
廟
琥
に
己
庚
を
稲
す
る
な

ど
、
東
方
出
自
の
族
で
あ
る
。
器
も
ま
た
王
を
成
周
に
迎
え

た
と
き
に
作
ら
れ
て
い
る
」

し
か
し
我
々
は
す
で
に
周
の
東
方
性
と
い
う
貼
を
考
察
し
て
お

り
、
周
氏
が
殷
系
文
化
の
影
響
を
受
け
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と

は
少
し
鯛
れ
た
。
と
す
れ
ば
こ
の
成
周
と
開
係
す
る
周
氏
こ
そ
は
、

君
陳
の
末
裔
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
周
氏
に
殷
系
の
圏
象
標
識

が
金
文
に
お
い
て
つ
く
の
と
、
君
陳
の
君
が
殷
系
の
聖
職
者
を
表

す
事
賀
と
は
、
物
の
裏
表
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
化
を
持
た

な
か
っ
た
西
方
の
周
族
が
東
方
に
多
く
の
同
姓
封
建
を
行
っ
た
わ

け
で
、
周
族
が
殷
系
文
化
の
影
響
を
無
抵
抗
の
ま
ま
被
っ
た
次
第

で
あ
り
、
ま
た
成
周
な
る
都
市
自
臆
が
、
殷
系
の
都
市
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
周
氏
つ
ま
り
周
公
家
の
東
方
性
は
ど
う
も
否
定
出
束
な

い
よ
う
で
あ
る
。
白
川
氏
は
、
西
周
期
に
お
け
る
歴
史
的
周
公
家

を
認
め
な
い
立
場
に
あ
り
、
次
章
で
燭
れ
る
が
、
春
秋
時
代
に
入

っ
て
突
如
、
周
室
の
大
族
た
る
周
公
が
登
場
す
る
の
は
、
ど
う
考

え
て
も
納
得
の
行
く
も
の
で
は
な
い
。

尚
書
の
編
次
上
、
偉
大
な
東
方
系
都
市
、
成
周
の
存
在
意
義
が
、

偽
古
文
の
こ
の
三
篇
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
か
く
し
て
理
解

さ
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
周
書
の
一
見
無
秩
序
と
思
え
る
並
び
方

に
は
、
西
周
の
披
展
と
。
〈
ラ
レ
ル
な
歴
史
的
事
賓
が
含
ま
れ
て
い
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第
三
章

一
餞
「
周
公
家
」
「
召
公
家
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
周
公
、

召
公
が
春
秋
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
勿

論
こ
れ
は
、
周
公
旦
、
召
公
興
の
末
裔
で
あ
る
。
春
秋
期
を
通
じ

て
彼
等
は
ほ
ぼ
周
室
の
内
風
に
開
係
し
、
逃
亡
し
た
り
殺
さ
れ
た

り
し
て
い
る
。
そ
の
他
手
氏
、
毛
氏
、
畢
氏
も
春
秋
に
現
わ
れ
る

と
こ
ろ
を
見
る
と
、
詩
書
に
見
え
る
周
初
の
名
族
の
末
が
後
ま
で

存
績
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
歴
史
に
お
い
て
面
白
い
貼
は
、
過

去
の
亡
霊
が
末
孫
の
姿
を
取
っ
て
よ
み
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
後

に
晉
を
三
分
す
る
魏
の
初
代
は
、
畢
萬
で
あ
り
、
畢
公
の
後
裔
と

偲
え
ら
れ
る
し
、
陳
の
夏
姫
を
奪
い
、
呉
に
逃
れ
て
、
楚
の
強
大

化
の
阻
害
者
と
な
る
楚
旺
王
の
臣
、
申
公
巫
臣
は
、
す
で
に
楚
に

よ
り
亡
ぼ
さ
れ
て
い
た
南
方
謝
の
姜
姓
の
申
國
の
末
と
考
え
ら
れ

る
。
歴
史
に
は
、
こ
の
様
な
例
は
多
い
が
、
大
骰
は
、
歴
史
上
の

茶
番
を
演
ず
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

周
公
、
召
公
も
こ
の
例
に
屈
す
る
。
周
公
旦
の
亡
墨
で
あ
る
周

公
は
、
先
に
述
べ
た
君
陳
の
末
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
孔
子
の
頃
に

も
賓
在
し
て
い
た
。
孔
子
が
周
公
旦
を
敬
慕
し
て
い
た
こ
と
は
、

誰
も
皆
知
っ
て
い
る
が
、
論
語
の
中
の
周
公
も
、
す
べ
て
が
周
公

周
公
と
尚
書
の
展
開

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
書
末
諸
篇
へ
の
見
通
し
を
暗
示
し
て
い

る。

九

旦
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
先
進
篇
に
、

季
氏
富
於
周
公
、
而
求
也
為
之
緻
而
附
盆
之
、
子
曰
、
非
吾

徒
也
、
小
子
鳴
鼓
而
攻
之
可
也

こ
れ
は
、
周
知
の
通
り
孔
子
の
弟
子
の
再
求
が
季
氏
の
家
宰
と
な

り
、
季
氏
の
た
め
に
賦
税
を
過
酷
に
取
り
た
て
た
こ
と
に
劉
す
る

弟
子
逹
の
反
感
と
怒
り
、
更
に
孔
子
の
弟
子
へ
の
共
感
を
描
い
て

い
る
。
今
「
周
公
よ
り
富
む
」
と
い
う
周
公
と
は
誰
を
指
す
か
を

考
え
る
と
、
孔
個
と
正
義
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

孔
日
、
周
公
、
天
子
之
宰
卿
士
、

正
義
曰
、
季
氏
富
於
周
公
者
、
季
氏
魯
臣
、
周
公
、
天
子
之

宰
卿
士
、
魯
其
後
也
、
孔
子
之
時
季
氏
専
執
魯
政
、
霊
征
其

民
、
其
君
露
食
深
官
、
賦
税
皆
非
己
有
、
故
季
氏
富
於
周
公

也
孔
安
園
は
、
必
ず
し
も
周
公
旦
だ
と
し
な
い
の
を
、
邪
局
の
正

義
は
、
周
公
と
周
公
旦
と
を
同
一
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た

朱
子
の
「
論
語
集
註
」
も
、
安
易
に
周
公
旦
と
取
っ
て
い
る
が
、

輩
に
歴
史
的
な
周
公
旦
で
あ
れ
ば
、
季
氏
の
現
賓
の
富
力
と
の
比

較
の
到
象
に
な
る
の
は
、
不
適
嘗
で
あ
る
よ
う
だ
。
孔
子
の
時
代

か
ら
敷
百
年
離
れ
た
経
學
的
人
物
と
、
現
質
の
季
氏
の
ふ
て
ぶ
て

し
い
富
力
と
は
釣
合
い
は
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
章
で
は
、
現
賓

の
季
氏
の
富
と
、
現
賓
の
生
き
た
周
公
ー
I

即
ち
衰
え
た
周
室
の

宰
卿
士
た
る
周
公
の
末
裔
ー
の
富
と
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
比
較



周
公
と
尚
書
の
展
開

に
現
賓
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
天
子
た
る
周
王
の
卿
た
る
周
公
は
、

例
え
東
遷
以
後
の
衰
退
の
中
で
も
、
諸
侯
で
あ
る
魯
公
の
卿
た
る

季
氏
よ
り
も
富
裕
の
度
が
嘗
然
大
き
く
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

現
質
的
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
闘
心
か
ら
出
痰
し
て
い

る
。
こ
の
正
義
が
破
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
孔
子
集
団
の
義
憤
が

あ
っ
た
。
清
儒
、
渚
維
城
の
「
論
語
古
注
集
箋
」
が
こ
の
考
え
を

裏
づ
け
て
い
る
。

季
氏
富
於
周
公
、
論
語
埃
質
云
、
左
個
桓
十
八
年
有
周
公
黒

肩
嘗
荘
王
時
、
旺
十
六
年
有
周
公
忌
父
常
周
旺
王
時
出
奔

琥
、
恵
王
立
而
復
之
、
又
儘
九
年
有
宰
周
公
、
孔
皆
云
周
文

公
之
子
孫
、
世
食
采
子
周
者
、
此
周
公
又
其
後
也
、
富
謂
采

地
所
入
多
也
、
諸
侯
之
卿
不
得
伴
於
天
子
之
卿
、
乃
季
氏
四

分
魯
図
、
有
其
二
、
采
地
多
於
王
朝
卿
士
、
故
日
富
於
周

公
、
稲
天
子
之
卿
相
形
、
明
其
鍮
俊
無
度
爾
、
非
封
於
魯
之

周
公
也

こ
れ
は
鋭
く
問
題
の
所
在
を
見
き
わ
め
て
い
る
。
久
し
く
見
逃

さ
れ
て
き
た
問
題
を
丁
寧
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
清
儒

に
共
通
に
注
目
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
劉
賓
楠
の
「
論
語
正
義
」

も
、
周
公
を
、
「
周
公
の
制
せ
し
賦
法
」
と
は
し
て
い
る
が
、
周

公
自
臆
は
、
春
秋
時
代
の
周
公
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
春
秋
時
代
の
周
公
に
は
、
周
公
黒
肩
（
隠
六
、
桓
五
、
八

年
）
周
公
忌
父
（
荘
十
六
）
宰
周
公
（
儘
五
、
九
年
）
周
公
閲
（
文
十

四
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
周
公
は
、
穂
べ
て
春
秋
な
る
新

し
い
時
代
の
新
鮮
な
歴
史
的
質
力
と
は
無
闊
係
で
、
例
え
ぼ
周
公

墨
肩
は
、
新
興
の
鄭
の
討
伐
軍
に
参
加
し
、
後
に
は
周
室
の
家
督

争
い
で
殺
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
周
公
は
、
何
虞
に
領
地
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
左
個
の
杜

預
注
は
、
周
公
が
春
秋
に
登
場
す
る
た
び
に
、
扶
風
癖
縣
の
東
北

に
周
城
あ
り
と
注
し
、
狭
西
に
そ
の
地
を
求
め
る
の
が
常
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
春
秋
紐
の
成
公
十
二
年
に

春
、
周
公
出
奔
晉

と
あ
り
、
公
羊
偲
は
「
そ
の
私
土
か
ら
出
た
」
と
評
し
て
い
る
。

こ
れ
に
尉
し
て
陳
立
の
「
公
羊
義
疏
」
は
極
め
て
鋭
利
な
観
察
を

加
え
て
い
る
。

杜
注
在
側
云
、
周
、
采
地
、
扶
風
薙
縣
東
北
有
周
城
、
按
周

自
平
王
東
遷
、
西
都
久
為
秦
所
有
、
周
之
采
地
不
應
偲
存
、

嘗
亦
在
東
折
突
、
魯
世
家
索
隠
云
、
周
公
次
子
、
留
相
王

室
、
世
為
周
公
、
汲
郡
古
文
云
、
成
王
十
一
年
、
王
命
周
平

公
治
東
都
、
沈
約
案
周
平
公
即
君
陳
、
周
公
之
子
伯
禽
之

弟
、
坊
記
注
、
君
陳
蓋
周
公
之
子
、
然
則
此
及
儘
九
年
之
宰

周
公
、
其
皆
君
陳
後
輿
、

周
公
の
領
地
を
東
周
時
代
も
映
西
の
地
に
つ
な
い
で
い
た
薔
説

の
誤
謬
を
指
摘
し
た
こ
の
陳
立
の
判
断
は
、
正
確
で
あ
る
。
ま
た

春
秋
の
周
公
を
東
都
成
周
洛
陽
に
入
っ
た
君
陳
の
後
裔
で
あ
る
と

四
〇



す
る
の
も
正
し
い
。
と
も
か
く
春
秋
の
周
公
の
領
地
を
映
西
に
結

び
つ
け
る
誤
り
を
見
破
っ
た
功
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
春
秋

の
周
公
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

|
_
0
1
0
 

次
に
召
公
を
考
え
て
見
よ
う
。
こ
の
課
題
は
、
す
で
に
白
川
静

氏
の
雄
篇
「
召
方
考
」
に
お
い
て
語
り
盛
さ
れ
て
い
る
感
が
あ

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
氏
は
、
殷
代
の
河
南
の
雄
族
召
方
と
周
代

の
召
公
と
の
連
績
を
見
抜
い
て
學
界
の
蒙
を
啓
い
た
。

召
公
も
や
は
り
周
公
と
同
様
に
、
東
周
の
王
側
の
卿
で
、
周
初

の
召
公
興
の
子
孫
で
あ
る
。
召
公
の
左
偲
へ
の
登
場
の
仕
方
は
、

召
康
公
、
召
伯
の
型
で
召
公
興
を
意
周
し
て
現
わ
れ
る
場
合
と
、

宣
王
期
の
有
名
な
召
穆
公
を
表
す
召
公
虎
の
場
合
と
を
除
い
て
、

す
べ
て
春
秋
時
代
の
現
質
の
召
公
逹
で
あ
る
。
例
と
す
れ
ば
、
旺

公
二
十
七
年
の
召
伯
慶
偕
公
十
一
の
召
武
公
、
宣
十
五
年
の
召

戴
公
、
昭
二
十
年
、
二
十
四
年
の
召
荘
公
、
召
簡
公
な
ど
が
あ
る
。

彼
等
は
召
戴
公
と
召
荘
公
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
ご
と

く
、
大
臆
王
室
の
内
胤
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
出
奔
し
た
り
、
殺

さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
周
公
召
公
は
、
春
秋
時
代
に
お
い
て
す
る

相
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
ょ
う
。
昭
公
二
十
六
年
の
王

子
朝
の
胤
の
時
、
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

十
一
月
辛
酉
、
晉
師
克
輩
、
召
伯
盈
逐
王
子
朝
、
王
子
朝
及

召
氏
之
族
、
毛
伯
得
、
手
氏
固
、
南
宮
欝
、
奉
周
之
典
籍
以

周
公
と
尚
書
の
展
開

四

奔
楚

こ
れ
は
、
周
の
歴
史
の
回
顧
を
諸
侯
に
向
っ
て
告
げ
る
王
子
朝

の
有
名
な
布
告
の
直
前
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
毛
伯
や
手
氏

が
な
お
東
周
時
代
に
存
績
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
と
共
に
、

召
伯
と
召
氏
の
族
が
分
裂
す
る
と
い
う
奇
妙
な
喜
劇
を
演
ず
る
ほ

ど
、
召
公
は
東
周
の
櫂
力
の
中
に
入
り
こ
ん
で
い
た
こ
と
が
理
解

出
来
る
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
後
に
獨
れ
る

が
、
召
伯
が
、
河
南
に
古
く
か
ら
根
披
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

|

0

0

|

|

 

召
公
家
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
は
、
史

記
燕
世
家
に
、
召
公
闘
を
姫
姓
と
し
北
燕
の
始
祖
と
し
て
い
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
何
故
公
羊
偲
隠
公
五
年
に
見
え
る
映
の
西
に
繋
が

れ
た
り
、
毛
詩
の
よ
う
に
岐
山
の
西
に
繋
が
れ
た
り
せ
ね
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
非
常
に
込
み
入
っ

て
い
る
。
ま
ず
北
燕
と
召
公
と
の
闘
係
で
あ
る
が
、
古
く
は
内
籐

博
士
が
「
支
那
上
古
史
」
で
、
燕
世
家
が
、
初
代
の
召
公
興
以
来

十
一
世
の
名
が
鋏
け
て
い
る
貼
を
拳
げ
て
、
北
燕
と
召
公
と
の
闘

係
に
疑
い
を
は
さ
ん
だ
が
、
近
年
貝
塚
茂
樹
氏
に
よ
り
大
略
次
の

ご
と
き
解
答
が
出
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
清
朝
の
乾
隆
末
年
か
ら
道
光
年
間
に
か
け
て
、
山
東
省
の

壽
張
縣
の
梁
山
か
ら
二
次
に
渡
っ
て
多
敷
の
銅
器
が
出
土
し
た
が
、



周
公
と
尚
書
の
展
開

そ
の
中
に
太
保
召
公
興
が
東
夷
を
征
伐
し
、
此
地
方
に
封
地
を
得
、

そ
の
一
族
か
ら
賞
賜
を
受
け
て
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
銅
器
が
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
燕
の
宗
器
は
、
戦
園
時
代
に
齊
の
田

輩
が
燕
都
に
入
っ
た
際
、
戦
利
品
と
し
て
齊
地
に
遷
さ
れ
た
の
だ

と
學
者
に
考
え
ら
れ
た
が
、
同
時
出
土
の
器
に
木
器
の
如
き
殷
代

の
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
北
方
の
燕
か
ら
運
ん
だ
と
い

う
説
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
銅
器
群
の
中
に
、
太
保
召
公
興
と
考
え

ら
れ
る
太
保
束
と
い
う
者
が
お
り
、
こ
れ
は
御
正
某
、
燕
侯
旨
、

伯
富
な
ど
の
人
々
と
共
に
、
召
伯
父
辛
を
父
と
す
る
兄
弟
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
中
の
燕
侯
旨
な
る
者
が
、
召
公
興
の
東
征

の
際
、
梁
山
附
近
に
停
ま
り
、
そ
れ
が
そ
の
後
北
燕
の
地
に
移
っ

た

l

こ
れ
が
燕
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
と
貝
塚
氏
は
考
え
て
い

(10) 
る。

こ
の
説
明
で
召
公
と
北
燕
と
の
闊
係
は
つ
い
た
が
、
そ
れ
で

は
召
公
開
及
び
そ
の
子
孫
は
、
何
慮
に
領
地
を
持
ち
、
如
何
な
る

存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
白
川
氏
の
「
召
方
考
」
に
よ
れ
ば
、
殷
代

の
卜
僻
に
見
え
る
召
方
が
、
召
氏
の
出
身
に
他
な
ら
ず
、
召
氏
は

殷
周
革
命
の
際
に
周
側
に
つ
き
、
克
殷
に
功
膀
が
あ
り
、
成
王
没

後
、
康
王
即
位
の
儀
膿
を
、
「
亡
殷
を
代
表
す
る
」
型
で
主
宰
し

た
殷
系
の
聖
職
者
だ
と
さ
れ
る
。
領
地
は
、
河
南
省
の
西
部
伏
牛

山
脈
の
山
麓
に
あ
り
、
こ
の
領
地
に
西
周
時
代
以
後
久
し
く
住
み

績
け
、
こ
の
召
国
の
地
こ
そ
、
毛
詩
の
召
南
が
作
ら
れ
た
地
域
で

あ
り
、
召
南
「
甘
棠
」
の
詩
は
、
北
燕
と
は
闊
係
な
く
、
こ
の
詩

の
召
伯
も
、
召
公
興
を
意
味
せ
ず
、
歴
代
の
召
公
を
意
味
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。
か
つ
周
召
を
分
け
る
線
は
、
大
盟
現
在
の
京
漢
鐵

道
が
そ
れ
に
嘗
り
、
こ
の
ラ
イ
ン
よ
り
東
に
周
公
が
繋
け
ら
れ
て

(11) 

い
る
。右

が
白
川
説
の
大
證
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
る
と
、
こ
の
説

は
、
三
家
詩
説
の
、
周
南
を
洛
邑
、
召
南
を
南
陽
南
郡
の
間
に
す

る
説
を
、
先
に
述
べ
た
毛
詩
の
岐
山
東
西
説
と
公
羊
の
映
の
東
西

説
と
、
う
ま
く
折
衷
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
の
洛
の
東
西
に

周
召
二
公
を
繋
ぐ
説
は
、
「
豊
鏑
考
信
録
」
で
雀
述
が
す
で
に
研

究
し
て
い
る
。
敢
え
て
引
用
す
る
と
、

説
文
映
字
註
云
、
宏
農
映
也
、
以
故
説
者
以
此
映
為
今
映

州
、
按
映
州
之
名
映
、
古
無
所
考
、
既
非
都
會
之
地
、
又
無

長
山
大
川
直
亘
南
北
、
若
大
行
鴻
溝
可
辮
彊
域
者
、
於
此
分

界
、
賂
何
取
焉
、
且
自
映
州
以
東
、
青
尭
徐
揚
四
州
及
翼
豫

荊
三
州
地
、
十
之
八
九
、
映
州
以
西
、
痙
梁
二
州
地
、
十
之

―
二
、
廣
狭
亦
不
不
倫
、
偲
云
、
成
王
定
鼎
於
郊
郡
、
周
語

云
、
晉
文
公
既
定
襄
王
於
郊
、
是
洛
亦
稲
郊
也
、
洛
邑
天
下
之

中
、
嘗
於
此
分
東
西
為
均
、
映
郊
字
形
相
似
、
或
偲
寓
者
之
誤

こ
の
論
は
、
映
州
と
い
う
函
谷
闊
に
連
ら
な
る
狭
溢
な
地
域
を

な
ぜ
周
召
分
治
の
境
界
に
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問

を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
論
じ
た
映
西
の
地
ー
即
ち
映
州

四



の
西
と
い
う
意
味
で
あ
る
ー
の
特
異
性
に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
、

非
常
に
鋭
い
と
言
え
る
。
し
か
し
映
を
映
の
間
違
い
で
洛
邑
を
意

味
す
る
と
し
た
場
合
、
次
の
矛
盾
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
一
は
、
洛
の
東
方
を
分
治
す
る
周
公
と
は
果
し
て
ど
の
様
な
仕

事
を
し
た
の
か
。
そ
の
二
は
、
史
記
周
本
紀
に
共
和
時
代
は
、
周

召
統
治
と
し
て
い
る
様
に
、
西
周
時
代
に
周
公
召
公
が
、
映
西
に

存
し
た
證
披
が
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
言
う
こ
と

で
あ
る
。
握
述
は
、
こ
の
二
貼
に
闊
し
て
は
、
全
然
解
答
を
用
意

し
て
い
な
い
。
白
川
氏
の
場
合
、
第
一
の
勁
は
、
西
周
時
代
に
召

公
家
は
あ
っ
た
が
、
周
公
家
は
な
か
っ
た
と
し
、
こ
の
問
題
を
す

り
抜
け
て
い
る
。
洛
の
東
西
説
を
ほ
ぼ
奉
じ
る
白
川
氏
に
す
れ
ば
、

洛
以
東
（
京
漢
線
以
東
も
ほ
ぼ
同
じ
）
を
統
治
す
る
周
公
家
に
つ
い

て
は
、
何
か
を
語
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
の
貼
に
闊
し
て
は
、
氏

は
共
伯
和
説
を
信
じ
る
故
、
問
題
の
外
に
あ
る
。
た
だ
召
穆
公
虎

が
映
西
の
宗
周
の
地
に
い
た
記
録
が
、
國
語
周
語
及
び
大
雅
江
漠

に
あ
る
た
め
、
召
伯
の
本
貫
が
河
南
西
部
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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崖
述
の
こ
の
洛
の
東
西
分
治
説
は
、
説
自
臆
三
家
詩
説
を
装
展

さ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
周
の
東
方
性

を
、
洛
以
東
を
周
公
が
分
治
し
て
い
た
と
い
う
説
と
合
わ
せ
る

と
、
非
常
に
合
理
的
な
も
の
と
な
る
。
更
に
金
文
の
周
氏
と
洛
邑

の
偲
統
的
支
配
者
で
あ
る
君
陳
を
始
祖
と
す
る
周
公
家
と
が
同
一

周
公
と
尚
書
の
展
開

四

で
あ
る
か
、
同
族
で
あ
る
可
能
性
は
、
先
に
見
た
様
に
非
常
に
強

い
。
と
す
る
と
雀
述
の
構
想
は
こ
の
貼
に
闘
す
る
限
り
、
大
菱
確

賓
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ
周
公
召
分
公
治
説
に
お

い
て
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
周
公
召
公
が
劉
等
の
債
値
を

持
つ
、
同
格
の
賓
憫
で
は
池
し
て
な
く
、
あ
く
ま
で
、
東
方
を
支

配
す
る
周
公
優
位
の
文
脈
で
、
理
解
せ
ぬ
限
り
決
し
て
西
周
史
の

質
質
が
見
え
て
は
束
な
い
こ
と
で
あ
る
。
召
公
が
支
配
す
る
地
域

は
、
毛
詩
説
の
岐
山
の
西
の
場
合
は
、
西
周
初
期
に
お
い
て
殆
ん

ど
重
要
な
封
建
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
召
公
は
言
わ
ば
周

公
の
附
録
な
の
で
あ
る
。
重
要
性
に
お
い
て
、
雨
者
は
決
し
て
比

較
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
再
び
周
公
の
東
方
へ

の
眼
指
し
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
西
周
王
朝
の
現
質
的
な
基
礎
が
東
方
に
あ
る
こ
と
を

筒
箪
に
た
ど
っ
て
束
た
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、
文
化
的
後
進
民
族
た

る
周
族
が
東
方
殷
系
文
化
に
接
す
る
こ
と
で
次
第
に
開
化
し
て
行

く
過
程
が
、
西
周
史
で
あ
る
と
言
え
る
。
先
に
見
た
ご
と
く
周
公

家
と
考
え
ら
れ
る
金
文
の
周
氏
が
殷
系
で
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
事

質
の
中
に
も
、
周
族
の
開
化
骰
展
が
、
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
春
秋
期
の
魯
園
に
存
し
た
と
偲
え
ら
れ

る
有
名
な
殷
系
の
竃
祉
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
東
方
の
魯
國
な
ら
で

第
四
章



は
の
こ
と
で
あ
り
、
周
殷
文
化
の
二
重
構
造
を
露
呈
し
て
い
る
。

我
々
は
、
證
記
檀
弓
の
孔
子
が
殷
人
で
あ
っ
た
と
い
う
偕
承
の
ヂ

み
を
再
び
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
松
本
雅
明
氏
の
「
周
公
」
と
い
う
名
稲
へ
の
疑
問

は
、
賓
は
何
故
に
そ
の
建
図
創
業
の
元
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
國

自
臆
の
名
を
自
分
の
名
と
す
る
よ
う
な
臣
下
と
し
て
許
さ
れ
ぬ
、

(12) 

後
に
も
先
に
も
例
の
な
い
事
態
が
起
っ
た
の
か
と
要
約
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
周
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
映
西
の
岐

周
を
指
す
と
し
て
自
足
し
て
お
れ
る
間
は
、
問
題
は
な
い
の
で
あ

る
が
。
孔
子
の
論
語
陽
貨
篇
の
言
葉
、

吾
其
為
東
周
乎

こ
の
難
解
な
豫
言
め
い
た
言
葉
の
何
晏
の
解
繹
は
、
「
周
道
を
東

方
に
興
す
」
と
す
る
が
、
左
偲
の
杜
預
序
の
正
義
は
、
鄭
玄
の
注

と
し
て
こ
の
東
周
と
は
「
成
周
」
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
を
偲
え

て
い
る
（
こ
の
言
葉
は
、
費
で
畔
い
た
公
山
弗
擾
の
召
き
に
往
か
ん
と
し

た
孔
子
の
子
路
に
劉
す
る
言
葉
で
あ
る
。
事
件
自
髄
は
孔
子
世
家
に
よ
れ

ば
定
公
九
年
に
起
っ
て
お
り
、
鄭
玄
は
、
昭
公
二
十
六
年
に
王
子
朝
が
胤

を
な
し
、
王
城
を
追
わ
れ
た
敬
王
が
、
成
周
な
る
東
周
に
入
っ
た
事
宜
と

重
ね
て
考
え
、
孔
子
が
敬
王
を
支
持
し
た
言
葉
と
取
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

劉
楠
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
時
に
は
、
王
子
朝
の
胤
は
、
す
で
に
定
ま
っ

て
お
り
、
鄭
玄
の
推
理
は
常
ら
な
い
。
何
晏
の
集
解
に
到
し
て
は
、
劉
氏

は
、
孔
子
の
往
か
ん
と
し
た
費
は
周
の
東
に
あ
る
か
ら
東
周
と
し
た
と
す

る
が
、
こ
れ
は
甚
だ
浅
薄
な
意
見
で
取
る
に
足
り
な
い
）
。
こ
れ
の
妥
嘗

周
公
と
尚
書
の
展
開

終

章

な
解
繹
は
、
む
し
ろ
何
晏
の
「
周
道
を
東
方
に
興
す
」
で
あ
り
、

周
公
の
事
跡
を
追
念
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
周
初
以

束
、
成
周
を
東
方
紐
螢
の
基
地
に
し
つ
つ
、
西
周
王
朝
存
立
の
基

盤
で
あ
る
東
方
社
會
に
君
臨
し
た
周
公
及
び
周
公
の
子
孫
に
劉
す

る
想
起
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
に
取
っ
て
、
周
と

は
ほ
ぼ
東
方
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
魯
が
何
故
重
大
な
る

意
味
を
孔
子
に
取
っ
て
帯
び
た
か
は
、
魯
と
成
周
の
周
公
家
と
の

血
縁
闊
係
び
い
て
は
東
方
の
姫
姓
諸
図
と
の
闊
係
か
ら
説
明
さ
れ

る
が
、
そ
の
裏
に
は
、
歴
史
的
周
公
の
東
方
祉
會
へ
の
巨
大
な
影

が
あ
る
事
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
魯
人
で
あ
る
孟
子
は
、
膝

文
公
下
で
、

周
公
兼
夷
狭
瞬
猛
獣
、
而
百
姓
寧

と
聖
人
周
公
の
中
原
祉
會
へ
の
貢
獣
を
た
た
え
る
が
、
こ
れ
は
周

公
個
人
の
努
力
奮
闘
の
賜
物
だ
け
で
は
な
く
、
東
方
社
會
へ
の
支

配
の
政
治
學
を
裏
側
に
含
ん
で
い
る
事
を
忘
れ
れ
ば
、
誤
讀
に
薦

す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
に
考
え
て
来
る
と
、
周
書
末
の
四
篇
が
、
な
ぜ
現
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
か
一
應
の
見
通
し
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
周

公
の
開
い
た
「
中
原
」
の
虚
構
性
が
破
れ
た
こ
と
、
郎
ち
西
周
の

崩
解
が
明
ら
か
に
こ
の
四
篇
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
（
本
稿
は
、

四
四



西
周
に
お
け
る
東
方
の
重
要
性
の
み
を
強
調
し
た
が
、
召
公
の
問
題
以
外

に
も
、
、
姜
族
も
こ
の
轄
換
期
の
主
人
公
で
あ
る
）
。
こ
の
中
原
の
多
面

性
が
、
姜
族
の
闊
係
か
ら
「
呂
刑
」
が
、
平
王
東
遷
か
ら
「
文
侯

之
命
」
が
、
周
の
東
方
性
の
問
題
か
ら
「
費
誓
」
が
作
ら
れ
、
西

方
の
闊
中
と
東
方
と
の
封
抗
か
ら
「
秦
誓
」
が
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
無
論
推
理
で
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
周
公

の
開
い
た
中
原
の
支
配
と
、
そ
の
崩
解
と
皆
何
等
か
の
貼
で
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
周
及
び
周
公
と
い
う
名
稲
の
も
つ
特
異
性
、
つ
ま

り
今
ま
で
少
し
く
論
じ
た
周
の
東
方
性
と
い
う
事
質
は
、
こ
の
四

篇
が
加
上
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
重
大
な
る
成
立
背
景
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
特
に
近
年
「
召
公
家
」
に
比
し

て
、
「
周
公
」
の
造
族
の
存
在
及
び
影
響
が
、
白
川
、
松
本
雨
氏

に
お
い
て
否
定
な
い
し
軽
視
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
の
不
足
し
た

西
周
期
で
あ
る
が
、
周
王
朝
を
一
貫
し
て
認
め
る
事
の
で
き
る
周

公
旦
の
影
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
の
西

周
抹
殺
論
は
周
公
無
視
、
成
周
無
視
と
闘
係
が
あ
る
よ
う
だ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
歴
史
哲
學
講
義
」
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
歴

史
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
の
英
雄
・
青
年
ア
キ
レ
ス
の
活
躍
で
始
ま

り
、
現
質
の
英
雄
・
青
年
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
出
現
す
る
こ
と

で
幕
を
閉
じ
た
と
言
う
が
、
中
図
の
場
合
は
逆
で
、
現
質
の
立
法

者
周
公
旦
の
開
い
た
道
を
、
理
念
の
徒
の
儒
家
が
、
美
化
し
、
総

周
公
と
尚
書
の
展
開

四
五

合

し

っ

て

よ

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ

こ

に

紐

學

上

の

周
公
の
意
味
が
あ
る
。

注(

1

)

小
島
祐
馬
博
士
は
、
「
尚
書
に
見
え
た
る
五
刑
」
「
経
済
上
よ
り
観

た
る
尚
書
の
瞬
刑
」
（
支
那
學
第
一
巻
）
に
お
い
て
五
刑
と
瞬
罪

の
廊
か
ら
「
呂
刑
」
の
成
立
を
戦
國
時
代
の
斉
闊
に
求
め
て
い

る
。
し
か
し
貝
塚
茂
樹
氏
の
「
中
國
古
代
史
學
の
登
展
」
に
よ
れ

ば
、
西
周
期
の
金
文
酋
鼎
に
も
贖
罪
は
見
え
る
と
い
う
。
書
序

は
、
「
惟
呂
命
王
亭
國
百
年
」
と
あ
り
、
既
に
難
解
で
あ
る
。
白

川
静
氏
は
、
「
惟
し
呂
ノ
命
王
」
と
讀
み
、
呂
國
の
書
で
あ
る
と

讀
み
、
篇
中
に
南
方
の
他
説
が
混
入
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た

殷
周
交
代
期
の
偲
承
の
存
在
を
も
見
、
こ
の
篇
を
逆
手
に
と
っ

て
、
党
典
舜
典
の
意
味
を
つ
か
み
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

(

2

)

文
侯
之
命
は
、
古
く
か
ら
鄭
玄
の
文
侯
仇
説
と
馬
融
の
文
公
重
耳

説
と
の
射
立
が
あ
る
。
春
秋
初
期
の
大
事
件
で
あ
る
仇
と
成
師
と

に
始
ま
る
晉
室
の
分
裂
は
、
曲
沃
側
の
勝
利
に
終
る
が
、
史
記
晉

世
家
で
は
、
曲
沃
側
は
、
以
後
亡
び
た
宗
室
に
封
す
る
罪
を
意
識

し
て
い
る
。
「
金
文
通
繹
3
5
」
に
お
い
て
白
川
静
氏
は
「
晉
姜
鼎
」

を
論
じ
、
こ
の
中
に
現
わ
れ
る
「
文
侯
」
を
重
耳
で
は
な
く
、
仇

で
あ
る
と
見
て
い
る
。
卓
見
で
あ
る
。
孔
子
が
誤
っ
た
と
い
う
河

陽
の
會
に
、
周
の
襄
王
が
文
公
重
耳
に
典
え
た
の
が
、
こ
の
文
侯

之
命
だ
と
す
る
司
馬
遷
の
立
場
は
、
松
本
雅
明
氏
の
言
う
よ
う
に

誤
解
に
厠
す
る
。
孔
子
は
、
齊
桓
に
比
し
て
、
晉
文
を
嫌
っ
た
と

論
語
は
侍
え
る
が
、
そ
の
儒
家
が
戦
國
期
に
、
曲
學
が
流
行
し
た



周
公
と
尚
書
の
展
開

と
言
っ
て
も
、
文
公
重
耳
を
主
人
公
と
す
る
書
を
作
る
の
は
可
能

性
が
小
さ
い
。
松
本
氏
の
用
語
上
の
分
折
は
説
得
力
を
持
つ
が
、

氏
は
そ
の
成
立
を
春
秋
中
期
と
す
る
。
し
か
し
春
秋
中
期
に
は
、

す
で
に
曲
沃
家
が
勝
利
を
占
め
て
久
し
い
。
宗
室
側
は
壊
減
し
て

い
る
。
で
は
何
慮
で
こ
の
書
は
作
ら
れ
た
と
言
う
の
か
。
そ
の

他
、
こ
の
篇
は
、
有
名
な
毛
公
鼎
に
類
似
す
る
文
髄
を
持
ち
、
更

に
一
歩
踏
み
こ
ん
だ
研
究
が
待
た
れ
る
。
尚
書
稽
疑
は
、
こ
の
貼

は
ま
っ
た
＜
鯛
れ
て
い
な
い
。

(

3

)

宋
翔
鳳
の
尚
書
譜
の
こ
の
意
見
は
、
顧
炎
武
日
知
録
巻
二
「
秦

誓
」
で
批
判
し
て
い
る
尚
書
を
豫
言
と
見
る
考
え
方
に
厩
す
る
よ

う
だ
。
覇
者
が
出
現
す
る
異
の
背
景
あ
る
い
は
意
味
の
方
を
研
究

せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

4

)

説
儒
は
孔
子
こ
そ
詩
経
商
頌
に
あ
ら
わ
れ
る
豫
言
者
に
相
異
な
い

と
し
、
孔
子
殷
人
説
を
極
端
に
披
張
す
る
。
郭
沫
若
氏
が
激
し
く

批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
方
向
は
、
小
島
祐
馬
氏
の
「
原

商
」
に
も
源
流
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(

5

)

「
尚
書
大
詰
篇
の
作
者
に
就
い
て
」
（
羽
田
博
士
頌
壽
記
念
東
洋

史
論
叢
所
牧
）

(

6

)

「
洛
陽
雖
有
此
固
、
其
中
小
、
不
過
数
百
里
、
田
地
薄
、
四
面
受

敵
、
此
非
用
武
之
國
也
、
夫
闘
中
在
殺
函
、
右
隕
蜀
、
沃
野
千

里
、
南
有
巴
蜀
之
饒
、
北
有
胡
苑
之
利
、
阻
三
面
而
守
、
獨
以
一

面
東
制
諸
侯
、
諸
侯
安
定
、
河
渭
漕
戟
天
下
、
西
給
京
師
、
諸
侯

有
褻
、
順
流
而
下
、
足
以
委
轍
、
此
所
謂
金
城
千
里
、
天
府
之
國

也
、
劉
敬
設
是
也
」
（
史
記
留
侯
世
家
）
こ
れ
は
非
常
に
正
確
に

こ
の
闘
中
の
消
息
を
語
っ
て
い
る
。

(
7
)

洛
腸
は
、
春
秋
時
代
王
子
朝
の
胤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
周
の

王
城
と
東
周
の
成
周
と
に
分
れ
る
。
王
城
と
成
周
と
が
何
故
に
分

離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
は
問
題
が
あ
る
し
、
こ
の
貼
か

ら
西
周
史
の
存
在
を
否
定
せ
ん
と
す
る
學
者
も
い
る
が
、
今
周
初

に
お
い
て
、
洛
邑
と
洛
陽
は
同
一
の
も
の
を
表
す
と
考
え
て
論
を

進
め
た
い
。

(

8

)

「
召
方
考
」
（
甲
骨
金
文
學
論
集
所
牧
）
に
詳
し
い
。
召
公
は
、

詩
経
の
召
南
や
大
雅
に
出
現
し
、
特
に
何
彼
楔
突
が
東
周
の
詩
で

あ
る
こ
と
を
日
知
録
が
見
破
っ
て
以
来
、
詩
の
召
公
に
つ
い
て
色

々
議
論
が
多
い
。
し
か
し
三
家
詩
設
は
、
古
く
か
ら
召
國
の
存
在

を
知
っ
て
い
た
様
で
あ
り
、
今
後
検
討
を
待
っ
て
三
家
詩
説
の
歴

史
的
確
か
さ
を
浮
き
出
す
必
要
が
あ
る
。
特
に
召
穆
公
と
い
う
詩

や
國
語
に
見
え
る
宣
王
期
の
櫂
勢
家
を
示
す
と
言
わ
れ
る
召
伯
虎

殷
が
あ
る
が
、
こ
の
金
文
に
は
前
器
五
年
器
と
後
器
六
年
器
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
洛
陽
と
映
西
で
登
見
さ
れ
た
後
器
は
、
豊
が
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
も
雨
器
と
も
周
公
族
と
考
え
ら
れ
る
璃
生
が
登

場
す
る
が
、
難
解
で
充
全
な
解
繹
を
得
な
い
が
、
私
は
通
説
と
違

っ
て
、
調
生
つ
ま
り
周
公
に
封
す
る
召
穆
公
の
服
従
闘
係
を
示
す

文
献
と
見
て
い
る
。
こ
の
貼
は
後
日
に
期
し
た
い
。

(

9

)

拳
げ
な
か
っ
た
残
り
の
三
器
は
次
の
通
り
。

殷
周
棘
生
乍
猜
姐
姻
謄
殷
其
孫
々
子
々
、
永
賓
用
、
昏

由
佳
九
月
鈍
生
覇
乙
亥
、
用
乎
鋳
旅
賓
葬
、
用
享
子
文
考
庚

中
、
用
句
永
輻
、
孫
々
子
々
、
其
永
賓
用
恒

四
六



阪
昏
用
宅
乍
禁
姜
賓
謳
、
孫
々
永
賓
用

(
1
0
)

貝
塚
茂
樹
「
中
國
古
代
史
學
の
登
展
」

(
1
1
)

白
川
静
「
召
方
考
」
（
同
じ
く
甲
骨
金
文
學
論
集
所
牧
）
そ
の
他

「
立
命
館
文
學
」
の
諸
論
考
に
詳
し
い
。

白
川
氏
は
、
周
召
分
治
設
を
一
應
は
認
め
る
が
、
周
公
東
治
の
歴

史
的
顔
相
が
何
で
あ
る
か
は
語
ら
な
い
。

(

1

2

)

松
本
雅
明
「
周
公
即
位
考
」

周
公
と
尚
書
の
展
開

四
七




