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は
じ
め
に

　

河
南
省
永
城
市
酇
城
鎭
に
は
「
造
律
臺
」
と
呼
ば
れ
る
丘
が
あ
る
。
高
さ
は
約
七
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
は
五
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
三
四

メ
ー
ト
ル
あ
る
と
い
う
（
１
）。
一
九
三
六
年
に
試
掘
が
行
わ
れ
、
陶
器
・
石
器
・
骨
器
な
ど
が
出
土
し
、
新
石
器
時
代
の
遺
址
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
２
）。
そ
の
後
の
研
究
に
よ
り
、
同
種
の
文
化
は
河
南
省
東
部
、
山
東
省
西
南
部
、
安
徽
省
西
北
部
に
分
布
し
、
龍
山

文
化
の
一
地
方
類
型
と
し
て
「
造
律
臺
類
型
」
と
分
類
さ
れ
た
り
（
３
）、
あ
る
い
は
龍
山
文
化
な
ど
と
は
異
な
る
「
造
律
臺
文
化
」
と
い
う

固
有
の
文
化
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

　

以
上
の
よ
う
な
考
古
調
査
と
は
別
に
、
一
九
七
〇
年
代
以

降
に
は
永
城
市
内
で
口
頭
傳
承
の
聞
取
調
査
が
何
度
か
行
わ

れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
丘
に
つ
い
て
は
、
漢
初
の
蕭
何
と

丘
生
（
邱
生
）
に
よ
る
法
典
編
纂
に
關
す
る
傳
説
が
殘
さ
れ

て
い
る
（
５
）。
そ
も
そ
も
「
造
律
臺
」
と
い
う
名
稱
も
こ
の
傳
説

に
ち
な
む
も
の
で
、「
修
律
臺
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
傳

説
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
が
、
簡
單
に
い
え

ば
、
丘
生
と
い
う
者
が
蕭
何
の
命
を
受
け
、
造
律
臺
の
上
で

法
典
を
編
纂
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
丘
生
が
私
的
に
法
典
を

編
纂
し
、
死
後
蕭
何
が
そ
の
法
典
に
照
ら
し
て
罪
に
問
わ
れ

た
、
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
造
律
臺
は
、
考
古

學
の
上
で
は
新
石
器
時
代
の
遺
址
で
あ
る
が
、
口
頭
傳
承
で

造律臺に散らばる陶片

造律臺
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は
漢
初
に
丘
生
が
法
典
を
編
纂
し
た
場
所
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
河
南
省
商
水
縣
白
寺
鎭
に
も
永
城
市
と
ほ
ぼ
同
樣
の
、
蕭
何
と
丘
生
の
造
律
臺
傳
説
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
永
城
市
中
心
部
と
白
寺
鎭
は
直
線
距
離
に
し
て
約
一
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
永
城
市
と
商
水
縣
は
鄰

接
し
て
お
ら
ず
、
兩
者
の
間
に
は
い
く
つ
も
の
市
・
縣
が
存
在
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造
律
臺
傳
説
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

永
城
市
と
商
水
縣
に
限
ら
れ
る
。

　

後
述
す
る
通
り
、
造
律
臺
傳
説
の
内
容
は
、
と
て
も
史
實
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傳
説
は
一
體
い
つ
頃
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
永
城
と
商
水
の
造
律
臺
傳
説
は
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
問
題
に

つ
い
て
檢
討
す
る
。

第
一
節
　
造
律
臺
傳
説
の
内
容
と
類
型

一
、
永
城
の
造
律
臺
傳
説

　

二
〇
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
永
城
故
事
』
に
は
、「
造
律
臺
的
故
事
」
が
收
録
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
そ
の
概
要
を
以
下
に
示
す
。

　

前
漢
の
と
き
、
丞
相
の
蕭
何
は
高
祖
の
命
を
受
け
、
蕭
何
の
封
地
で
あ
る
酇
城
縣
で
律
の
制
定
作
業
を
行
っ
た
。
蕭
何
は
制
定

作
業
に
際
し
、
有
識
者
を
天
下
に
募
っ
た
。
酇
城
縣
の
邱
生
は
こ
れ
に
推
擧
さ
れ
、
縣
衙
で
選
拔
試
驗
を
受
け
た
。
蕭
何
は
邱
生

の
答
案
を
高
く
評
價
し
、
酇
臺
の
上
に
建
物
を
築
き
、
そ
の
中
で
邱
生
ら
に
律
の
制
定
作
業
を
行
わ
せ
た
。
邱
生
ら
は
三
年
か
け

て
『
漢
九
章
律
』
を
作
り
上
げ
た
。
高
祖
は
こ
れ
を
高
く
評
價
し
、
蕭
何
と
羣
臣
に
命
じ
て
修
訂
を
加
え
さ
せ
た
う
え
で
公
布
し

た
。
ま
た
、
高
祖
は
邱
生
及
び
律
の
制
定
に
從
事
し
た
者
へ
褒
賞
を
授
け
、
酇
臺
に
「
造
律
臺
」
と
い
う
名
稱
を
賜
與
し
た
。
邱

生
は
律
を
作
り
た
い
と
い
う
念
願
が
か
な
っ
た
の
で
、
官
職
に
就
く
こ
と
を
願
わ
な
か
っ
た
。
蕭
何
は
邱
生
に
造
律
臺
の
上
で
私
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塾
を
開
か
せ
、
學
問
を
敎
え
さ
せ
た
。
邱
生
は
九
三
歳
で
死
去
し
、
造
律
臺
の
東
に
葬
ら
れ
た
。
後
世
の
人
々
は
蕭
何
祠
を
建

て
、
邱
生
の
塑
像
を
造
り
、
蕭
何
と
と
も
に
祀
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
永
城
に
は
も
う
一
種
類
の
造
律
臺
傳
説
が
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
右
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
次
に
示
す

の
は
、
一
九
七
九
年
の
聞
取
調
査
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
造
律
臺
傳
説
の
内
容
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
（
７
）。
講
述
者
は
永
城
縣
酇
城
公
社

（
現
在
の
永
城
市
酇
城
鎭
）
の
賴
西
臣
氏
（
六
四
歳
）、
及
び
永
城
縣
の
洪
道
位
氏
（
三
二
歳
）
で
あ
る
。

　

前
漢
の
高
祖
期
、
酇
城
に
邱
生
と
い
う
者
が
い
た
。
彼
の
家
は
貧
し
か
っ
た
が
、
彼
は
小
さ
い
と
き
か
ら
詩
書
を
學
び
、
優
れ

た
文
筆
の
才
能
を
身
に
着
け
た
。
あ
る
と
き
、
彼
は
首
都
長
安
へ
行
っ
て
試
驗
を
受
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
試
驗
の
責
任
者
で
あ
る

丞
相
の
蕭
何
は
、
邱
生
の
答
案
を
見
る
や
、
そ
の
文
章
の
才
能
を
妬
み
、
答
案
を
改
竄
し
て
不
合
格
と
し
た
。
酇
城
へ
歸
っ
た
邱

生
は
、
自
分
が
不
合
格
に
な
っ
た
の
は
何
ら
か
の
妨
害
が
入
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
疑
う
と
と
も
に
、
蕭
何
が
邱
生
の
答
案
を

改
竄
し
た
と
い
う
風
聞
を
聞
き
つ
け
、
こ
の
よ
う
な
無
法
が
ま
か
り
通
る
の
は
、
國
法
が
不
明
確
な
た
め
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、

邱
生
は
門
が
な
く
て
窓
し
か
な
い
建
物
を
建
て
、
そ
の
中
に
一
人
で
籠
り
、
律
書
の
作
成
に
專
念
し
た
。

　

三
年
近
く
經
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
、
邱
生
に
と
っ
て
二
番
目
の
お
じ
の
桃
園
の
桃
を
、
邱
生
の
妻
が
勝
手
に
數
個
摘
み
と
り
、

邱
生
の
も
と
へ
屆
け
た
。
邱
生
は
桃
を
食
べ
た
後
に
初
め
て
事
情
を
知
り
、
み
ず
か
ら
が
作
成
し
た
律
書
の
規
定
に
「
民
の
妻
が

桃
を
盜
め
ば
、
離
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
に
照
ら
し
、
離
縁
状
を
書
い
て
妻
に
渡
し
た
。
妻
は
邱
生
の
本
宅
へ
歸

り
、
邱
生
の
母
に
泣
き
な
が
ら
事
情
を
訴
え
た
。
邱
生
の
母
は
邱
生
を
訪
ね
て
罵
り
、
離
縁
の
撤
回
を
求
め
た
が
、
邱
生
は
聞
き

入
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
邱
生
は
自
作
の
律
書
に
「
母
に
背
い
て
妻
を
離
縁
す
れ
ば
、
死
刑
に
あ
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
氣
づ
い
た
。
以
後
四
、
五
日
間
、
邱
生
は
何
も
飮
食
せ
ず
、
上
下
二
部
の
律
書
を
完
成
さ
せ
る
と
、
母
に
遺
言
を
殘
し
て
死

ん
だ
。
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邱
生
の
母
は
遺
言
に
從
い
、
律
書
の
下
部
を
邱
生
の
墓
に
副
葬
し
、
上
部
の
み
を
賣
り
に
長
安
へ
行
っ
た
。
母
が
相
府
の
門
前

で
律
書
を
賣
り
に
出
し
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
蕭
何
の
目
に
と
ま
っ
た
。
蕭
何
は
こ
の
律
書
を
高
く
評
價
し
、
銀
千
兩
で
買
い
と

っ
た
。
蕭
何
が
こ
れ
を
高
祖
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
高
祖
も
高
く
評
價
し
、
蕭
何
に
酇
侯
を
加
封
し
た
。
高
祖
は
下
部
が
な
い
こ
と

に
氣
づ
き
、
三
か
月
以
内
に
探
す
よ
う
蕭
何
に
命
じ
た
。
蕭
何
は
下
部
が
邱
生
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
墓
を
發

い
て
下
部
を
掘
り
出
さ
せ
た
。
こ
れ
を
高
祖
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
下
部
の
最
初
の
一
條
に
は
「
勝
手
に
民
の
墓
を
發
け
ば
、
必
ず

斬
り
、
こ
れ
を
赦
さ
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
蕭
何
は
本
條
に
よ
っ
て
處
刑
さ
れ
た
と
も
、
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

邱
生
が
作
っ
た
律
書
は
公
布
さ
れ
、
漢
の
國
法
と
な
っ
た
が
、
蕭
何
が
作
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
後
に
酇
城
に
は
高
臺
が
築
か

れ
、
廟
が
建
て
ら
れ
、「
造
律
臺
」
と
稱
さ
れ
た
。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
者
で
は
蕭
何
と
丘
生
は
協
力
關
係
に
あ
っ
た
が
、
逆
に
後
者
で
は
對
立
關
係
に
あ
る
。
本
稿
で
は
假
に
前
者

を
「
協
力
型
」、
後
者
を
「
對
立
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
以
上
の
他
、
近
年
出
版
さ
れ
た
『
永
城
縣
志
』（
一
九
九
一
年
刊
）、『
中

國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』（
二
〇
〇
一
年
刊
）、『
永
城
民
間
傳
説
』（
二
〇
〇
一
年
刊
）
に
も
永
城
の
造
律
臺
傳
説
が
收
録
さ
れ
て
い

る
が
（
８
）、
い
ず
れ
も
對
立
型
に
屬
す
る
。
た
だ
し
、
同
じ
對
立
型
で
あ
っ
て
も
、
い
く
つ
か
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
以
上
三
書
の
う

ち
、『
永
城
縣
志
』
と
『
永
城
民
間
傳
説
』
に
收
録
さ
れ
て
い
る
造
律
臺
傳
説
は
、
い
つ
聞
取
調
査
を
行
っ
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、『
中
國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』
の
造
律
臺
傳
説
に
つ
い
て
は
一
九
八
二
年
に
行
わ
れ
、
講
述
者
は
永
城
縣
卧
龍
郷
（
現
在

の
永
城
市
卧
龍
鎭
）
夏
橋
村
の
夏
夫
氏
（
五
四
歳
）
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
三
書
の
造
律
臺
傳
説
を
そ
れ
ぞ

れ
「
縣
志
版
」・「
集
成
版
」・「
傳
説
版
」
と
略
稱
す
る
も
の
と
す
る
。
前
掲
の
一
九
七
九
年
の
も
の
と
、
三
書
の
造
律
臺
傳
説
を
比
較

す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

　

①
蕭
何
が
丘
生
の
答
案
を
ど
う
處
理
し
た
か　

七
九
年
版
で
は
蕭
何
が
丘
生
の
答
案
を
改
竄
し
て
い
る
が
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は

燒
却
し
て
い
る
。
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②
丘
生
が
律
を
編
纂
し
た
動
機　

七
九
年
版
で
は
、
丘
生
が
律
書
を
編
纂
し
た
の
は
、
試
驗
で
不
合
格
と
な
っ
た
原
因
が
採
點
の
不

正
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
本
來
取
締
る
べ
き
國
法
が
不
明
確
と
考
え
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
、
丘

生
は
自
分
を
不
正
に
不
合
格
に
し
た
蕭
何
を
殺
害
す
る
た
め
、
律
の
編
纂
を
決
意
し
て
い
る
。

　

③
丘
生
が
築
い
た
建
物
と
造
律
臺
の
關
係　

七
九
年
版
で
は
、
丘
生
は
靜
か
な
場
所
を
探
し
て
建
物
を
築
き
、
そ
の
中
に
籠
っ
て
律

書
の
作
成
に
專
念
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
に
酇
城
に
高
臺
が
築
か
れ
、
造
律
臺
と
稱
さ
れ
た
と
あ
り
、
丘
生
が
築
い
た
建

物
と
造
律
臺
の
關
係
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
縣
志
版
で
は
、
丘
生
は
丘
の
上
に
小
屋
を
建
て
て
律
を
編
纂
し
、
後
世
の
人
々
が
丘

生
を
記
念
し
て
そ
の
丘
の
上
に
丘
生
廟
を
建
て
、
そ
の
丘
は
「
修
律
臺
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
、
高
臺
自
體
も
丘
生
が
人
々
の
助
力
を
え
て
、
一
年
か
け
て
築
い
た
も
の
と
す
る
。

　

④
丘
生
が
編
纂
し
た
法
典
の
名
稱　

七
九
年
版
と
集
成
版
で
は
單
に
「
律
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
『
治

漢
律
典
』
と
い
う
書
名
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　

⑤
丘
生
の
妻
の
姓　

集
成
版
の
み
「
魏
氏
」
と
す
る
。

　

⑥
丘
生
の
妻
が
摘
み
と
っ
た
桃　

七
九
年
版
で
は
丘
生
の
二
番
目
の
お
じ
が
所
有
す
る
桃
園
の
桃
で
あ
る
が
、
縣
志
版
・
集
成
版
・

傳
説
版
で
は
單
に
路
傍
の
桃
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑦
桃
を
盜
ん
だ
罪
に
對
す
る
處
罰　

七
九
年
版
で
は
律
書
の
「
民
の
妻
が
桃
を
盜
め
ば
、
離
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
集
成
版

で
は
律
書
の
「
勝
手
に
他
人
の
物
を
持
ち
去
れ
ば
、
法
律
に
照
ら
し
、
男
子
は
監
獄
に
入
れ
、
女
子
は
離
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
規
定
に
よ
り
、
妻
を
離
縁
し
て
い
る
。
一
方
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
『
治
漢
律
典
』
の
「
罪
に
あ
た
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
盜
み
を
は
た
ら
い
た
者
は
、
片
手
を
斬
り
落
す
」
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
妻
に
片
手
を
斬
り
落
さ
せ
て
い
る
。

　

⑧
妻
が
處
罰
さ
れ
た
後
の
、
丘
生
の
母
の
行
動　

七
九
年
版
で
は
、
丘
生
の
母
は
丘
生
が
妻
を
離
縁
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
怒
っ
て

す
ぐ
さ
ま
丘
生
の
も
と
へ
驅
け
つ
け
、
離
縁
の
撤
回
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
縣
志
版
・
集
成
版
・
傳
説
版
で
は
、
丘
生
の
妻
が
離

縁
さ
れ
、
あ
る
い
は
片
手
を
失
っ
た
の
で
、
丘
生
の
母
が
妻
に
代
わ
り
、
丘
生
へ
食
事
を
屆
け
て
い
る
。
中
で
も
、
縣
志
版
と
傳
説
版
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で
は
そ
の
後
半
年
に
渉
り
、
丘
生
の
母
が
食
事
を
屆
け
續
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

⑨
丘
生
の
死　

七
九
年
版
で
は
丘
生
が
律
書
に
「
母
に
背
い
て
妻
を
離
縁
す
れ
ば
、
死
刑
に
あ
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣

づ
き
、
飮
食
を
絶
っ
て
死
亡
し
た
。
し
か
し
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
、
丘
生
の
母
が
食
事
を
屆
け
に
、
丘
生
の
小
屋
の
前
へ
た
ど
り

着
い
た
と
き
、
雪
の
上
に
倒
れ
、
立
ち
上
が
れ
ず
に
跪
く
格
好
と
な
っ
た
。
丘
生
は
親
を
跪
か
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
死
に
値
す
る
と

し
、
刃
物
で
胸
を
刺
し
て
死
ん
だ
。
ま
た
、
集
成
版
で
は
丘
生
の
母
が
食
事
を
屆
け
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
丘
生
は
律
書
の
修
訂
に
夢
中

で
、
母
の
方
を
向
い
て
出
迎
え
る
こ
と
も
せ
ず
、「
食
事
は
そ
こ
に
置
い
と
い
て
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
丘
生
は
そ
れ
を
い
い
終
わ

る
と
、
自
分
で
書
い
た
律
書
に
「
父
母
を
背
を
向
け
た
ま
ま
話
を
す
る
者
は
、
死
罪
に
處
す
る
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
こ
と
に
氣
づ

き
、
そ
の
日
の
夜
に
首
つ
り
自
殺
を
し
た
。

　

⑩
丘
生
の
埋
葬　

縣
志
版
と
傳
説
版
に
よ
る
と
、
丘
生
の
遺
體
は
造
律
臺
に
葬
ら
れ
た
。

　

⑪
上
卷
と
下
卷　

七
九
年
版
・
縣
志
版
・
傳
説
版
で
は
、
丘
生
の
母
は
丘
生
の
遺
言
に
從
い
、
律
書
あ
る
い
は
『
治
漢
律
典
』
の
下

卷
を
丘
生
の
墓
に
副
葬
し
、
上
卷
を
長
安
で
賣
っ
た
。
し
か
し
、
集
成
版
で
は
逆
に
上
卷
を
副
葬
し
、
下
卷
を
高
祖
へ
獻
上
し
て
い

る
。

　

⑫
律
書
の
賣
却
金
額　

丘
生
の
母
は
丘
生
の
遺
言
に
從
い
、
集
成
版
を
除
け
ば
、
長
安
で
律
書
な
い
し
『
治
漢
律
典
』
の
下
卷
を
賣

っ
て
い
る
が
、
そ
の
賣
却
金
額
は
、
七
九
年
版
で
は
銀
千
兩
、
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
銀
五
千
兩
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
集
成
版

で
は
、
丘
生
の
母
は
下
卷
を
高
祖
に
獻
上
し
て
い
る
が
、
そ
の
褒
賞
と
し
て
銀
一
萬
兩
を
授
か
っ
た
。

　

⑬
蕭
何
は
下
卷
あ
る
い
は
上
卷
の
在
處
を
ど
う
や
っ
て
知
っ
た
か　

七
九
年
版
で
は
、
蕭
何
は
人
を
派
遣
し
て
至
る
と
こ
ろ
で
聞
き

込
み
を
さ
せ
、
律
書
下
部
の
在
處
を
突
き
止
め
て
い
る
。
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
、
蕭
何
は
『
治
漢
律
典
』
上
卷
を
買
っ
た
後
、
丘
生

の
母
と
と
も
に
丞
相
府
へ
歸
り
、
下
卷
の
在
處
を
彼
女
に
尋
ね
て
い
る
。
集
成
版
で
は
高
祖
が
丘
生
の
母
に
下
卷
の
在
處
を
尋
ね
て
い

る
。

　

⑭
蕭
何
が
罪
に
問
わ
れ
た
條
文
の
位
置　

七
九
年
版
で
は
下
部
の
最
初
の
一
條
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
縣
志
版
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と
傳
説
版
で
は
下
卷
の
最
後
の
一
條
、
集
成
版
で
は
上
卷
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

⑮
蕭
何
が
罪
に
問
わ
れ
た
條
文
の
内
容　

七
九
年
版
と
集
成
版
で
は
墓
を
發
け
ば
斬
首
に
處
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
縣
志
版

と
傳
説
版
で
は
い
ず
れ
も
「
勝
手
に
副
葬
品
を
盜
む
こ
と
は
、
朝
廷
の
風
敎
を
大
い
に
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
斬
に
あ
た
る
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

⑯
蕭
何
の
最
期　

七
九
年
版
で
は
處
刑
さ
れ
た
と
も
、
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
と
あ
る
。
し
か
し
、
縣
志
版
と
集
成
版
で
は

丘
生
の
定
め
た
條
文
の
通
り
、
處
刑
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
傳
説
版
で
は
、
高
祖
は
蕭
何
の
功
績
に
鑑
み
、
蕭
何
に
「
赤
龍
醉
」
と
い

う
碭
縣
産
の
白
酒
を
即
刻
一
瓶
全
部
飮
む
よ
う
命
じ
、
も
し
飮
め
な
け
れ
ば
斬
に
處
す
る
と
申
し
渡
し
た
。
蕭
何
は
醉
い
つ
ぶ
れ
て
死

に
そ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
一
命
を
と
り
と
め
、
そ
の
後
も
丞
相
と
し
て
漢
朝
に
仕
え
た
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。

二
、
商
水
の
造
律
臺
傳
説

　

商
水
の
造
律
臺
傳
説
に
は
對
立
型
の
他
、
協
力
型
と
對
立
型
の
双
方
の
要
素
を
持
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
假
に
こ
れ
を
「
中

間
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
一
九
九
三
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
『
商
水
文
物
』
に
は
（
９
）、
二
つ
の
造
律
臺
傳
説
が
收

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
つ
は
對
立
型）（1
（

、
も
う
一
つ
は
中
間
型
で
あ
る
が）（（
（

、
ま
ず
は
對
立
型
の
方
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
を

永
城
の
對
立
型
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

　

①
出
身
地
と
法
典
編
纂
の
地　

永
城
の
對
立
型
で
は
、
丘
生
は
酇
城
縣
の
人
で
、
法
典
も
酇
城
縣
で
編
纂
し
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し

て
、
商
水
の
對
立
型
で
は
商
水
縣
曹
河
村
の
人
で
、
法
典
を
編
纂
し
た
の
は
同
縣
内
の
白
寺
鎭
と
さ
れ
る
。

　

②
丘
生
の
姓
名　

永
城
の
對
立
型
で
は
「
丘
生
」
あ
る
い
は
「
邱
生
」
で
あ
る
が
、
商
水
で
は
「
曹
丘
生
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

③
丘
生
が
律
を
編
纂
し
た
動
機　

商
水
の
對
立
型
で
は
、
國
と
民
の
た
め
に
、
僞
君
子
で
あ
る
蕭
何
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

動
機
と
さ
れ
て
い
る
。

　

④
丘
生
が
法
典
を
編
纂
し
た
建
物
と
修
律
臺
の
關
係　

永
城
の
對
立
型
で
は
、
い
ず
れ
も
丘
生
が
建
物
を
築
き
、
そ
の
中
で
法
典
を
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編
纂
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
商
水
の
對
立
型
で
は
一
人
で
家
に
住
ん
だ
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、「
修
律
臺
」

は
高
祖
が
丘
生
の
功
績
を
讃
え
、
丘
生
の
墓
前
に
廟
と
と
も
に
建
て
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

⑤
丘
生
が
編
纂
し
た
法
典
の
名
稱　

永
城
の
縣
志
版
と
傳
説
版
で
は
『
治0

漢
律
典
』
で
あ
る
が
、
商
水
の
對
立
型
で
は
『
給0

漢
律

典
』
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑥
丘
生
の
妻
が
摘
み
と
っ
た
桃　

商
水
の
對
立
型
で
は
路
傍
の
桃
園
の
桃
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑦
桃
を
盜
ん
だ
罪
に
對
す
る
處
罰　

商
水
の
對
立
型
で
は
「
勝
手
に
他
人
の
果
物
を
摘
み
と
っ
た
者
は
、
片
手
を
斬
り
落
す
」
と
い

う
規
定
に
照
ら
し
、
丘
生
が
劍
で
妻
の
左
手
を
斬
り
落
し
て
い
る
。
永
城
の
縣
志
版
と
傳
説
版
で
も
片
手
を
斬
り
落
し
て
い
る
が
、
い

ず
れ
の
手
か
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
丘
生
が
妻
に
み
ず
か
ら
斬
り
落
さ
せ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　

⑧
丘
生
の
母
の
姓　
「
康
氏
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑨
妻
が
處
罰
さ
れ
た
後
の
、
丘
生
の
母
の
行
動　

丘
生
の
妻
が
な
か
な
か
戻
っ
て
こ
な
い
の
で
心
配
に
な
り
、
丘
生
の
も
と
へ
出
向

い
た
。
そ
し
て
、
慘
状
を
見
て
丘
生
を
罵
り
、
丘
生
に
向
か
っ
て
突
進
し
た
。

　

⑩
丘
生
の
死　

母
が
突
進
し
て
き
た
の
で
、
丘
生
は
慌
て
て
後
退
し
、
顏
を
上
げ
た
と
こ
ろ
、
康
氏
と
目
が
合
っ
た
。
丘
生
が
作
っ

た
律
で
は
、「
子
が
母
の
顏
を
見
た
場
合
、
兩
眼
を
え
ぐ
り
と
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
丘
生
は
劍
で
兩
眼
を
え
ぐ
り
と
り
、
程
な

く
し
て
死
亡
し
た
。

　

⑪
丘
生
の
遺
言　

丘
生
は
死
の
間
際
、
母
に
對
し
て
以
下
の
諸
點
を
遺
言
し
た
。
一
、『
給
漢
律
典
』
の
下
卷
を
丘
生
の
墓
に
副
葬

し
、
上
卷
を
長
安
へ
持
っ
て
行
っ
て
賣
る
こ
と
。
二
、
わ
ざ
と
丞
相
府
の
前
で
上
卷
を
賣
り
、
蕭
何
に
し
か
賣
ら
な
い
こ
と
。
三
、
蕭

何
に
代
金
を
問
わ
れ
て
も
、
一
文
も
要
求
せ
ず
、
た
だ
皇
帝
に
は
法
律
通
り
に
天
下
を
治
め
て
欲
し
い
と
言
う
こ
と
。
四
、『
給
漢
律

典
』
の
著
者
を
聞
か
れ
た
ら
、「
丘
生
」
で
は
な
く
「
春
生
」
と
答
え
る
こ
と
。
母
は
全
て
遺
言
通
り
に
實
行
し
た
。

　

⑫
蕭
何
は
下
卷
の
在
處
を
ど
う
や
っ
て
知
っ
た
か　

永
城
の
七
九
年
版
と
同
樣
、
高
祖
か
ら
下
卷
が
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
蕭
何
は
、

人
を
遣
わ
し
て
丘
生
の
母
を
探
さ
せ
、
下
卷
の
在
處
を
尋
ね
さ
せ
た
。
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⑬
蕭
何
が
罪
に
問
わ
れ
た
條
文
の
位
置　

第
八
一
條
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑭
蕭
何
が
罪
に
問
わ
れ
た
條
文
の
内
容　

永
城
の
七
九
年
版
・
集
成
版
と
同
じ
く
、「
死
人
の
墳
墓
を
發
け
ば
斬
首
に
處
す
る
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　

⑮
蕭
何
の
最
期　

永
城
の
縣
志
版
・
集
成
版
と
同
じ
く
、
斬
首
に
處
さ
れ
た
。

　

次
に
、
中
間
型
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
中
間
型
は
『
商
水
文
物
』
の
他
、『
河
南
民
間
文
學
集
成　

周
口
地
區
故
事
卷
』（
一
九
九
一

年
刊
）
及
び
前
掲
『
中
國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』
に
も
收
録
さ
れ
て
い
る）（1
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
、『
商
水
文
物
』
收
録
の
も
の
が
最

も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
ま
ず
そ
の
要
約
を
掲
げ
る
。

　

戰
國
時
代
、
陳
國
の
草
河
村
（
現
在
の
商
水
縣
姚
集
郷
草
河
村
）
に
姓
は
曹
、
名
は
丘
生
と
い
う
者
が
い
た
。
曹
丘
生
は
貴
族
の

出
身
で
、
家
は
二
百
頃
餘
り
の
農
地
を
持
っ
て
い
た
。
曹
丘
生
は
幼
少
よ
り
聰
明
で
學
問
を
好
ん
だ
。
陳
が
楚
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ

れ
た
後
、
楚
の
大
將
九
江
王
鯨

（
マ
マ
）布

（
季
布
）
は
曹
丘
生
の
名
聲
を
聞
き
つ
け
、
訪
問
し
て
友
人
と
な
り
、
楚
王
に
曹
丘
生
を
推

薦
し
、
楚
王
は
曹
丘
生
を
「
楚
之
辯
士
」
と
し
た
。
秦
が
六
國
を
統
一
す
る
と
、
曹
丘
生
の
家
は
沒
落
し
、
曹
丘
生
は
妻
子
と
老

母
を
連
れ
て
、
李
莊
村
（
現
在
の
商
水
縣
白
寺
鎭
李
莊
村
）
に
あ
る
岳
父
の
家
へ
移
住
し
た
。
秦
が
滅
亡
し
、
漢
が
天
下
を
統
一
し

た
後
、
曹
丘
生
は
國
家
再
建
の
た
め
、
秦
律
を
改
訂
し
た
。
曹
丘
生
は
そ
の
作
業
を
行
う
た
め
、
一
人
で
家
屋
に
住
み
、
妻
に
食

事
を
送
り
屆
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
あ
る
と
き
、
曹
丘
生
の
妻
が
病
で
倒
れ
た
た
め
、
曹
丘
生
の
母
が
食
事
を
屆
け
に
行
っ

た
。
曹
丘
生
は
食
事
を
屆
け
に
き
た
人
を
妻
と
誤
認
し
、
左
手
だ
け
で
食
事
を
受
け
と
っ
た
が
、
母
で
あ
る
こ
と
に
氣
づ
き
、
謝

罪
し
た
。
母
が
去
っ
た
後
、
曹
丘
生
は
み
ず
か
ら
が
修
訂
し
た
律
の
中
に
、
子
は
父
母
に
對
し
て
孝
敬
を
盡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
は
片
手
で
食
事
を
受
け
と
り
、
母
を
正
視
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
母
に
對
す
る

不
敬
・
不
孝
で
あ
る
と
し
て
、
左
目
を
え
ぐ
り
出
し
、
左
手
を
斬
り
落
し
、
み
ず
か
ら
に
對
す
る
懲
罰
と
し
た
。
蕭
何
は
こ
の
話

を
聞
く
と
、
曹
丘
生
の
も
と
を
訪
ね
、
完
成
し
た
律
を
高
祖
に
獻
上
し
た
。
高
祖
が
こ
の
律
を
實
施
し
た
と
こ
ろ
、
國
家
は
榮



（11）338　河南省永城・商水における蕭何と丘生の造律臺傳説

え
、
人
々
は
安
寧
を
え
た
。
曹
丘
生
は
苦
勞
が
祟
っ
て
死
去
し
た
。
高
祖
は
彼
の
た
め
に
廟
を
建
て
、
左
目
と
左
腕
が
な
い
曹
丘

生
の
塑
像
を
造
ら
せ
た
。

　

中
間
型
で
は
、
丘
生
が
試
驗
を
受
け
、
蕭
何
の
不
正
に
よ
り
不
合
格
に
さ
れ
た
と
い
う
話
が
な
く
、
む
し
ろ
蕭
何
は
丘
生
を
評
價

し
、
丘
生
の
も
と
を
訪
ね
、
丘
生
が
作
成
し
た
律
を
高
祖
へ
獻
上
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
丘
生
は
蕭
何
と
對
立
し
て
な
ど
お
ら
ず
、
こ

の
點
に
お
い
て
は
永
城
の
協
力
型
に
近
い
。
し
か
し
、
母
に
對
す
る
行
爲
・
態
度
が
み
ず
か
ら
制
定
し
た
律
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
に

氣
づ
き
、
丘
生
が
み
ず
か
ら
を
處
罰
す
る
と
い
う
點
は
、
永
城
・
商
水
の
對
立
型
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
『
河
南
民
間
文
學
集
成　

周
口
地
區
故
事
卷
』
收
録
の
傳
説
は
、
一
九
八
五
年
の
聞
取
調
査
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
商

水
文
物
』
收
録
の
中
間
型
と
比
較
す
る
と
、
大
き
く
異
な
る
點
が
四
つ
あ
る
。

　

①
戰
國
〜
秦
代
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

②
曹
丘
生
は
商
水
縣
曹0

河
村
の
出
身
と
さ
れ
て
い
る
。

　

③

蕭
何
が
曹
丘
生
の
も
と
を
訪
ね
た
と
き
、
曹
丘
生
は
ま
だ
律
書
の
修
訂
が
完
了
し
て
い
な
い
と
し
て
、
律
書
を
蕭
何
に
見
せ
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
蕭
何
が
も
う
一
度
曹
丘
生
を
訪
ね
る
と
、
曹
丘
生
は
そ
の
三
日
前
に
死
去
し
、
律
書
は
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い

た
。
蕭
何
は
こ
れ
を
掘
り
出
し
、
高
祖
に
獻
上
し
た
。

　

④
高
祖
は
曹
丘
生
の
た
め
に
廟
・
塑
像
の
他
、
墳
墓
と
修
律
臺
を
建
て
さ
せ
た
。

　
「
草
河
村
」
の
「
草
」
と
「
曹
河
村
」
の
「
曹
」
は
同
音
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
も
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
曹

丘
生
の
傳
説
に
ち
な
ん
で
、
曹
河
村
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
丘
生
が
み
ず
か
ら
を
處
罰
し
て
間
も

な
く
死
亡
し
た
こ
と
、
律
書
が
丘
生
の
墓
に
副
葬
さ
れ
た
こ
と
、
蕭
何
が
律
書
を
掘
り
出
し
た
こ
と
は
、
對
立
型
に
も
見
ら
れ
る
。

　
『
中
國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』
收
録
の
造
律
臺
傳
説
は
概
要
の
み
で
あ
る
が
、
内
容
は
『
河
南
民
間
文
學
集
成
』
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
た
だ
「
曹
丘
生
」
で
は
な
く
「
丘
生
」
と
さ
れ
て
い
る
點
が
異
な
る
の
み
で
あ
る）（1
（

。
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第
二
節
　
造
律
臺
傳
説
の
虚
構
性

　
『
周
口
晩
報
』
二
〇
一
〇
年
七
月
一
三
日
で
は
、
造
律
臺
傳
説
を
根
據
と
し
て
、
曹
丘
生
を
「
我
が
國
の
法
學
の
始
祖
」
や
「
我
が

國
最
古
の
古
代
法
學
家
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
造
律
臺
傳
説
は
史
實
で
は
な
い
。
戰
國
秦
漢
史
の
研
究
者

に
と
っ
て
は
自
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
一
應
こ
の
點
を
確
認
し
て
お
く
。

　

第
一
に
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
な
ど
、
漢
初
の
歴
史
に
つ
い
て
記
し
た
漢
代
の
文
獻
に
は
、「
丘
生
」
と
い
う
人
物
は
見
え
な
い
。

一
方
、「
曹
丘
生
」
は
實
在
の
人
物
で
は
あ
る
が
、
史
書
に
は
極
わ
ず
か
な
記
載
が
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
史
記
』
卷
一

〇
〇
季
布
列
傳
に
、

楚
人
曹
丘
生
、
辯
士
、
數
招
權
顧
金
錢
。
事
貴
人
趙
同
等
、
與
竇
長
君
善
。
季
布
聞
之
、
寄
書
諫
竇
長
君
曰
、
吾
聞
曹
丘
生
非
長

者
、
勿
與
通
。
及
曹
丘
生
歸
、
欲
得
書
請
季
布
。
竇
長
君
曰
、
季
將
軍
不
說
足
下
、
足
下
無
往
。
固
請
書
、
遂
行
。
使
人
先
發

書
、
季
布
果
大
怒
、
待
曹
丘
。
曹
丘
至
、
即
揖
季
布
曰
、
楚
人
諺
曰
、
得
黃
金
百
斤
、
不
如
得
季
布
一
諾
。
足
下
何
以
得
此
聲
於

梁
楚
閒
哉
。
且
僕
楚
人
、
足
下
亦
楚
人
也
。
僕
游
揚
足
下
之
名
於
天
下
、
顧
不
重
邪
。
何
足
下
距
僕
之
深
也
。
季
布
迺
大
說
、
引

入
、
留
數
月
、
爲
上
客
、
厚
送
之
。
季
布
名
所
以
益
聞
者
、
曹
丘
揚
之
也
。

と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
卷
三
七
季
布
傳
に
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
右
の
記
述
の
前
に
は
、
前
漢
の
文
帝
の
と
き
、

季
布
が
河
東
郡
守
を
務
め
て
い
た
と
き
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
右
の
記
述
も
文
帝
期
か
そ
れ
以
降
の
出
來
事
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
商
水
の
造
律
臺
傳
説
に
お
け
る
曹
丘
生
は
、
高
祖
期
に
死
去
し
て
い
る
の
で
、
史
實
の
曹
丘
生
と
は
年
代
が
異
な
る
。

　

ま
た
、
商
水
の
中
間
型
で
は
曹
丘
生
の
出
身
地
が
陳
國
の
草
河
村
と
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
記
述
で
は
「
楚
人
」
と
さ
れ
て
い
る
の

み
で
、
具
體
的
に
楚
の
ど
こ
な
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

商
水
の
中
間
型
で
は
「
楚
の
大
將
九
江
王
鯨
布
（
季
布
）」
が
曹
丘
生
の
も
と
を
訪
問
し
て
友
人
と
な
り
、
そ
の
後
秦
が
六
國
を
統
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一
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
季
布
は
戰
國
末
期
の
楚
に
仕
え
、
ま
た
曹
丘
生
と
友
人
に
な
っ
た
の
も
戰
國
末
期
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、『
史
記
』
に
よ
る
と
、
季
布
は
項
羽
の
部
將
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
明
ら
か
で
な
く
、
戰
國
楚
に
仕

え
て
い
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
し
て
や
戰
國
楚
に
お
い
て
九
江
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
史
料
は
な
く
、「
九
江
王
鯨
布
」

と
は
楚
漢
抗
爭
期
の
「
九
江
王
黥0

布
」
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
史
記
』
で
は
曹
丘
生
が
季
布
と
面
會
す
る
た
め
に
、

竇
長
君
に
紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
っ
て
お
り
、
曹
丘
生
は
前
漢
の
文
帝
期
以
降
初
め
て
季
布
と
面
識
を
え
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
商
水
の
中
間
型
に
よ
る
と
、
季
布
と
曹
丘
生
が
友
人
に
な
っ
た
の
は
、
陳
が
楚
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
陳
が
滅
亡
し
た
の
は
戰
國
末
期
よ
り
も
は
る
か
昔
の
紀
元
前
四
七
八
年
の
こ
と
で
あ
り）（1
（

、
時
代
が
合
わ
な
い
。
そ
も
そ

も
春
秋
時
代
、
商
水
の
地
は
陳
の
領
土
で
は
な
く
、
沈
の
領
土
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
沈
が
蔡
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
西
部
は

蔡
、
東
部
は
頓
の
領
地
と
な
っ
た）（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
陳
と
は
無
關
係
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
季
布
列
傳
で
は
曹
丘
生
に
つ
い
て
「
辯
士
」
と
あ
る
だ
け
で
、
法
律
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、

蕭
何
と
の
接
點
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
永
城
の
協
力
型
で
は
、
蕭
何
は
封
地
の
酇
城
で
律
の
制
定
作
業
を
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
蕭
何
は
丞

相
、
後
に
相
國
の
任
に
あ
り
、
法
律
の
制
定
以
外
に
も
政
務
全
般
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
首
都
長
安
を
離
れ
、
み
ず
か
ら
の
封
地

で
律
の
制
定
作
業
を
行
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

　

第
三
に
、
永
城
の
協
力
型
で
は
、
丘
生
ら
は
『
漢
九
章
律
』
を
作
り
上
げ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、『
漢
書
』
卷
二
三
刑
法
志

に
は
、於

是
相
國
蕭
何
攈
摭
秦
法
、
取
其
宜
於
時
者
、
作
律
九
章
。

と
あ
り
、
蕭
何
が
「
律
九
章
」
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
で
は
、『
九
章
律
』
は
前
漢
後
半
期
以
降
に
編

纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
蕭
何
が
編
纂
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
國
家
に
よ
っ
て
國
法
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た

と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る）（1
（

。
ま
た
、
永
城
の
對
立
型
で
は
『
治
漢
律
典
』、
商
水
の
對
立
型
で
は
『
給
漢
律
典
』
と
い
う
法
典
を
編
纂
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し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
名
は
文
獻
に
見
え
ず
、
法
典
そ
の
も
の
も
今
日
ま
で
傳
わ
っ
て
い
な
い
。

　

第
四
に
、
丘
生
の
妻
が
桃
を
勝
手
に
摘
み
と
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
對
立
型
と
中
間
型
で
は
丘
生
が
み
ず
か
ら
作
っ
た
法
律
に
照
ら

し
、
妻
を
處
罰
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
條
文
に
設
け
ら
れ
て
い
る
法
定
刑
は
監
獄
に
入
れ
る
、
離
縁
す
る
、
片
手
を
斬
り
落
す
な
ど

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
實
際
に
は
、
漢
初
の
法
律
で
は
竊
盜
罪
の
場
合
、
盜
ん
だ
財
物
の
價
値
に
應
じ
、「
黥
城
旦
舂
」
〜
「
罰
金

一
兩
」
の
刑
罰
に
處
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
一
九
八
三
〜
八
四
年
に
湖
北
省
荊
州
市
荊
州
區
の
張
家
山
第
二
四
七
號
墓
よ
り
漢
初

の
竹
簡
羣
が
出
土
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
文
書
「
二
年
律
令
」
は
、
呂
后
二
年
（
紀
元
前
一
八
六
年
）
の
律
令
條
文
集
で

あ
る
。
そ
の
「
盜
律
」
に）（1
（

、

盜
臧
（
贓
）
直
（
値
）
過
六
百
六
十
錢
、
黥
爲
城
旦
舂
。
六
百
六
十
到
二
百
廿
錢
、
完
爲
城
旦
舂
。
不
盈
二
百
廿
到
百
一
十
錢
、

耐
爲
隸
臣
妾
。
不
盈
百
一
十
到
廿
二
錢
、
罰
金
四
兩
。
不
盈
廿
二
錢
到
一
錢
、
罰
金
一
兩
。（
第
五
五
簡
・
五
六
簡
）

と
あ
り
、
盜
ん
だ
財
物
の
價
値
が
六
六
〇
錢
を
超
え
れ
ば
「
黥
城
旦
舂
」（
顏
面
に
刺
靑
を
施
し
、
身
分
を
城
旦
舂
へ
降
格
さ
せ
る
）、
六

六
〇
錢
以
下
・
二
二
〇
錢
以
上
な
ら
ば
「
完
城
旦
舂
」（
身
分
を
城
旦
舂
へ
降
格
さ
せ
る
）、
二
二
〇
錢
未
滿
・
一
一
〇
錢
以
上
な
ら
ば

「
耐
隸
臣
妾
」（
ひ
げ
を
剃
り
落
し
、
身
分
を
隸
臣
妾
へ
降
格
さ
せ
る
）、
一
一
〇
錢
未
滿
・
二
二
錢
以
上
な
ら
ば
「
罰
金
四
兩
」（
黄
金
四

兩
を
納
入
さ
せ
る
）、
二
二
錢
未
滿
・
一
錢
以
上
な
ら
ば
「
罰
金
一
兩
」（
黄
金
一
兩
を
納
入
さ
せ
る
）
に
そ
れ
ぞ
れ
處
す
る
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。
呂
后
二
年
と
い
え
ば
、
高
祖
の
死
去
（
漢
十
二
年
（
紀
元
前
一
九
五
年
））
か
ら
九
年
後
に
あ
た
る
が
、
竊
盜
罪
に
對
し
て
は

前
代
の
秦
の
法
律
で
も
ほ
ぼ
同
樣
の
處
罰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で）（1
（

、
秦
か
ら
呂
后
二
年
へ
至
る
ま
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
變
化
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
秦
・
漢
の
法
律
に
は
片
手
を
斬
り
落
す
、
片
目
を
え
ぐ
り
出
す
な
ど
の
刑
罰
は
設
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た）（1
（

。

　

ち
な
み
に
、
桃
が
當
時
の
錢
に
換
算
し
て
い
く
ら
に
な
る
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
假
に
數
個
の
桃
が
全
部
で
一
錢
に
滿
た
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
處
罰
の
對
象
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七
五
年
に
湖
北
省
雲
夢
縣
の
睡
虎
地
第
一
一
號
墓
よ
り
出
土
し
た
竹
簡

羣
に
は
、
戰
國
末
期
の
秦
の
法
律
關
聯
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
「
法
律
答
問
」
に）11
（

、
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或
盜
采
人
桑
葉
、
臧
（
贓
）
不
盈
一
錢
、
可
（
何
）
論
。
貲
䌛
（
徭
）
三
旬
。（
第
七
簡
）

と
あ
り
、
勝
手
に
他
人
の
桑
の
葉
を
摘
み
と
り
、
そ
の
價
値
が
一
錢
に
滿
た
な
い
場
合
、「
貲
徭
三
旬
」（
三
〇
日
間
徭
役
に
從
事
さ
せ

る
）
に
處
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
五
に
、
對
立
型
で
は
丘
生
の
母
が
丘
生
の
遺
言
に
從
い
、
律
書
な
い
し
『
治
漢
律
典
』
の
半
分
を
蕭
何
に
賣
る
か
、
高
祖
へ
獻
上

し
て
い
る
。
蕭
何
は
そ
の
代
金
と
し
て
銀
千
兩
あ
る
い
は
五
千
兩
を
支
拂
い
、
高
祖
は
褒
賞
と
し
て
銀
一
萬
兩
を
授
け
て
い
る
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も
秦
及
び
前
漢
で
は
、
商
取
引
の
貨
幣
や
褒
賞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
財
物
は
銅
錢
や
布
・
黄
金
で
あ
っ
て）1（
（

、
銀
が
用
い

ら
れ
て
い
る
例
は
見
え
な
い
。

　

第
六
に
、
對
立
型
の
中
に
は
蕭
何
が
處
刑
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
實
際
に
は
、
蕭
何
は
刑
死
し
て
な
ど
お
ら
ず
、
死
去

し
た
の
も
第
二
代
皇
帝
惠
帝
の
と
き
で
あ
っ
て
、
高
祖
期
で
は
な
い）11
（

。

第
三
節
　
造
律
臺
傳
説
の
起
源

一
、
古
文
獻
に
見
え
る
永
城
の
造
律
臺
傳
説

　

永
城
の
協
力
型
に
よ
る
と
、
造
律
臺
は
當
初
「
酇
臺
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
高
祖
が
「
造
律
臺
」
と
い
う
名
を
賜
與
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
酇
臺
と
い
う
地
名
が
最
も
古
く
現
れ
る
の
は
、
唐
代
の
李
白
の
詩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
・
殷
璠
『
河
嶽
英
靈
集
』
卷
上
李
白

「
憶
舊
游
寄
譙
郡
元
參
軍
」
に
、

渭
橋
南
頭
一
遇
君
、
酇
臺
之
北
又
離
羣
。

と
あ
る
。
こ
の
詩
は
李
白
が
友
人
の
元
演
に
送
っ
た
も
の
で
、
元
演
と
の
舊
交
を
回
顧
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
李
白
は
「
酇
臺

の
北
」
で
元
演
と
別
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
李
白
も
酇
臺
そ
の
も
の
か
、
そ
の
近
く
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
別
れ

の
場
と
し
て
詩
に
記
す
ほ
ど
、
當
時
と
し
て
も
有
名
な
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
い
う
「
酇
臺
」
に
つ
い
て
、
南
宋
の
楊
齊
賢
は
、

灌
嬰
傳
、
嬰
降
留
・
薛
・
沛
・
酇
。
師
古
曰
、
凡
六
縣
。
酇
、
才
何
切
。
此
唐
亳
州
譙
郡
酇
縣
也
。
又
漢
南
陽
郡
酇
縣
、
音
贊
、

蕭
何
所
封
。

と
述
べ
（『
李
翰
林
集
』
卷
一
三
寄
楊
齊
賢
注
）、『
漢
書
』
卷
四
一
灌
嬰
傳
に
見
え
る
「
酇
」
は
、
唐
代
の
亳
州
譙
郡
酇
縣
（
現
在
の
永
城

市
酇
城
鎭
）
を
指
す
が
、
漢
代
で
は
南
陽
郡
に
も
酇
縣
が
あ
り
、
蕭
何
が
封
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
す
る
。
後
述
す
る
通
り
、
蕭
何
が
封

じ
ら
れ
た
酇
縣
が
、
漢
代
で
い
う
沛
郡
酇
縣
（
現
在
の
永
城
市
酇
城
鎭
）
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
南
陽
郡
酇
縣
（
現
在
の
湖
北
省
老
河

口
市
）
を
指
す
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
來
よ
り
論
爭
が
あ
る
。
楊
齊
賢
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
酇
臺
」
の
「
酇
」
は
亳
州

譙
郡
酇
縣
を
指
す
が
、
ち
な
み
に
漢
の
南
陽
郡
に
も
酇
縣
が
あ
り
、
蕭
何
が
封
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
單

に
兩
説
を
竝
記
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
清
の
王
琦
は
、
こ
こ
で
い
う
酇
臺
は
譙
郡
に
屬

す
る
と
明
言
し
て
い
る）11
（

。
詩
の
題
目
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
詩
は
當
時
譙
郡
參
軍
を
務
め
て
い
た
元
演
へ
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
酇
臺
は
譙
郡
の
そ
れ
を
指
す
と
解
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
酇
臺
」
に
言
及
し
て
い
る
史
料
は
極
め
て
少
な
い
が）11
（

、
そ
れ
ら
の
う
ち
李
白
の
詩
に
次
い
で
古
い
の
は
「
孔
氏
先
塋
碑
記
」
で
あ

ろ
う
。
碑
文
の
中
に
、

按
姓
譜
、
湯
殷
之
後
、
至
宋
孔
嘉
父
遭
華
父
叔
之
難
、
其
子
奔
魯
、
故
孔
子
生
於
魯
、
望
曰
魯
國
第
四
院
。
下
七
十
三
代
賢
孫
、

本
貫
酇
臺
、
近
西
稍
北
龍
堽
原
有
塋
、
出
祖
遷
於
下
邑
北
還
郷
里
。（
中
略
）
於
歳
辛
卯
、
大
小
諸
靈
奉
遷
於
此
。
有
祖
曰
二
翁
、

受
到
大
金
國
勑
劄
、
充
鹿
邑
縣
尹
、
年
高
而
終
。

と
あ
り
（『
嘉
慶
夏
邑
縣
志
』
卷
八
藝
文
碑
刻
金
）、
金
の
と
き
、
孔
子
の
第
七
三
代
目
の
子
孫
は
そ
れ
ま
で
酇
臺
を
本
貫
と
し
、
そ
の
近

く
の
龍
堽
（
現
在
の
永
城
市
龍
崗
鎭
。
酇
城
鎭
の
西
に
位
置
す
る
）
に
先
祖
の
墓
地
が
あ
っ
た
が
、
夏
邑
縣
北
の
還
郷
里
（
現
在
の
河
南
省

夏
邑
縣
劉
店
郷
王
公
樓
村
）
へ
墓
地
を
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る）11
（

。
夏
邑
縣
は
永
城
縣
の
北
鄰
に
位
置
す
る
。
こ
の
碑
文
に
は
立
碑
の

年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
嘉
靖
夏
邑
縣
志
』
で
は
、
本
碑
は
金
代
の
碑
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
薛
瑞
兆
氏
は
碑
文
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中
に
元
代
の
官
職
名
や
出
來
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
代
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る）11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
本
碑
は
元
代
以
降
の
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
嘉
靖
夏
邑
縣
志
』
卷
一
地
理
塚
墓
金
に
、

塋
一
、
曰
孔
氏
先
塋
、
有
記
。
縣
北
還
郷
里
、
自
酇
臺
龍
堽
遷
於
此
。
墓
平
碑
斷
、
有
塋
碑
記
。

と
あ
り
、
夏
邑
縣
還
郷
里
の
孔
氏
先
塋
に
は
塋
碑
記
が
殘
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
碑
年
代
は
元
〜
明
の
嘉
靖
年

間
で
、
そ
の
時
代
の
碑
文
に
も
酇
臺
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
酇
臺
と
い
う
地
名
は
唐
代
以
降
の
文
獻
に
見
え
る
が
、
造
律
臺
傳
説
と
の
關
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

　

次
に
、「
修
律
臺
」
と
い
う
名
稱
は
古
文
獻
に
見
え
な
い
が
、「
造
律
臺
」
は
明
代
以
降
の
文
獻
に
現
れ
る
。
造
律
臺
に
言
及
し
た
最

も
古
い
文
獻
は
、
景
泰
七
年
（
一
四
五
六
年
）
序
の
『
寰
宇
通
志
』
で
、
そ
の
卷
八
三
開
封
府
上
に
、

造
律
臺　

在
永
城
縣
北
三
里
、
上
有
漢
酇
侯
蕭
何
廟
、
故
云
。

と
あ
り
、
わ
ず
か
な
が
ら
永
城
の
造
律
臺
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、『
寰
宇
通
志
』
を
改
編
し
て
成
っ
た
『
大
明
一
統
志
』（
天

順
五
年
（
一
四
六
一
年
）
刊
）
に
も
、
卷
二
六
開
封
府
上
宮
室
に
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
見
え
る）11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
丘

を
造
律
臺
と
す
る
認
識
は
、
遲
く
と
も
明
代
初
期
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
で
は
、
造
律
臺
の
上
に
蕭

何
廟
が
あ
る
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
蕭
何
と
造
律
臺
が
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
か
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
丘
生
に
關
す
る
記
述
も

見
え
な
い
。

　

次
に
古
い
の
は
、
嘉
靖
二
十
三
年
（
一
五
四
四
年
）
序
の
『
嘉
靖
永
城
縣
志
』
卷
一
地
理
志
古
蹟
に
、

造
律
臺　

在
縣
西
南
酇
縣
郷
。
昔
蕭
何
封
邑
於
酇
、
築
臺
造
律
。
今
臺
之
址
及
侯
之
廟
猶
存
。

酇
縣
城　

在
酇
縣
郷
。
漢
置
縣
、
屬
沛
郡
。
舊
志
以
此
爲
漢
高
封
蕭
何
之
食
邑
。
城
東
有
蕭
何
廟
與
墓
及
造
律
臺
、
尚
存
。
又
其

東
有
巨
塚
、
世
傳
謂
丘
生
墓
、
昔
與
何
同
定
律
令
者
。

と
あ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
造
律
臺
は
蕭
何
が
酇
侯
に
封
じ
ら
れ
た
後
、
臺
を
築
き
、
丘
生
と
と
も
に
律
令
を
作
成
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
清
代
の
地
理
書
や
地
方
志
に
も
造
律
臺
と
蕭
何
・
丘
生
の
話
が
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
『
嘉
靖
永
城
縣
志
』
の
内
容
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を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　

明
清
期
の
文
獻
に
見
え
る
造
律
臺
傳
説
で
は
、
い
ず
れ
も
蕭
何
と
丘
生
が
共
同
で
律
を
作
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

點
に
お
い
て
は
協
力
型
と
共
通
し
て
い
る
。
一
方
、
對
立
型
は
七
九
年
版
が
最
も
古
く
、
そ
れ
以
前
の
文
獻
に
は
見
え
な
い
。
清
末
の

光
緒
二
十
九
年
（
一
九
〇
三
年
）
刊
の
『
光
緒
永
城
縣
志
』
に
お
い
て
も
、
卷
一
四
古
蹟
志
に
、

酇
縣
城　

在
酇
縣
郷
。
漢
置
縣
、
屬
沛
郡
。
城
東
有
蕭
何
廟
與
墓
及
造
律
臺
、
爲
何
造
律
處
。
今
臺
基
・
廟
・
墓
猶
存
。

邱
生
墓　

在
酇
縣
城
。
與
蕭
何
同
定
律
令
者
。

と
あ
り
、
蕭
何
が
丘
生
と
造
律
臺
で
律
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

二
、
古
文
獻
に
見
え
る
商
水
の
造
律
臺
傳
説

　

永
城
の
場
合
と
異
な
り
、『
寰
宇
通
志
』
と
『
大
明
一
統
志
』
に
は
、
商
水
の
造
律
臺
傳
説
に
關
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。
ま
た
、

商
水
縣
の
地
方
志
は
、
明
代
で
は
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
記
録
さ
え
な
い
。
明
代
で
は
、
商
水
縣
は
河
南
布
政
使
司
開
封
府
陳
州
に
所
屬

し
、
河
南
に
つ
い
て
は
『
成
化
河
南
總
志
』
と
『
嘉
靖
河
南
通
志
』、
開
封
に
つ
い
て
は
『
萬
暦
開
封
府
志
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
商
水
の
造
律
臺
傳
説
に
關
す
る
記
載
は
な
い
。

　

清
に
入
る
と
、『
順
治
商
水
縣
志
』
の
他
、『
河
南
通
志
』
が
順
治
・
康
煕
・
雍
正
・
乾
隆
年
間
、『
開
封
府
志
』
が
順
治
・
康
煕
年

間
に
そ
れ
ぞ
れ
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
は
商
水
の
造
律
臺
傳
説
に
つ
い
て
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
商
水
の
造
律
臺

傳
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
、
現
存
す
る
文
獻
の
中
で
は
乾
隆
十
二
年
（
一
七
四
七
年
）
の
『
乾
隆
商
水
縣
志
』
卷
二
建
置
志

廟
寺
觀
閣
、
及
び
同
年
の
『
乾
隆
陳
州
府
志
』
卷
一
〇
古
蹟
廟
寺
商
水
縣
が
最
も
古
い
。
兩
者
の
記
述
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
前
者

に
は
、邱

生
廟
、
城
西
南
二
十
五
里
、
北
蔡
寺
之
西
。
相
傳
邱
生
與
蕭
何
造
律
、
廟
之
下
即
其
塚
也
。
然
前
史
不
載
、
無
可
攷
証

（
マ
マ
）。

按

前
漢
書
蔡
人
曹
邱
生
、
説
士
也
、
與
季
布
同
時
。
疑
即
其
人
也
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
北
蔡
寺
の
西
（
現
在
の
商
水
縣
白
寺
鎭
郭
小
寨
村
）
に
丘
生
廟
、
そ
の
下
に
塚
が
あ
り
、
丘
生
と

は
蕭
何
と
律
を
作
成
し
た
者
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
編
纂
者
の
考
察
に
よ
る
と
、
史
書
に
は
記
載
が
な
く
、
考
證
は

不
可
能
で
あ
る
が
、
丘
生
と
は
『
漢
書
』
で
い
う
曹
丘
生
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
編
纂
者
の
考
證
で
は
、『
漢

書
』
に
「
蔡
人
曹
邱
生
」
と
あ
る
と
す
る
が
、『
漢
書
』
で
も
曹
丘
生
は
楚
の
人
と
さ
れ
て
お
り
、
蔡
の
人
と
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。

　
『
乾
隆
商
水
縣
志
』
と
『
乾
隆
陳
州
府
志
』
の
記
述
か
ら
、
遲
く
と
も
乾
隆
十
二
年
ま
で
に
は
商
水
で
も
造
律
臺
傳
説
が
存
在
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。『
乾
隆
商
水
縣
志
』・『
乾
隆
陳
州
府
志
』
の
い
わ
ば
舊
版
で
あ
る
『
順
治
商
水
縣
志
』
及
び
『
順
治
陳
州
志
』・『
康

煕
續
修
陳
州
志
』
に
は
こ
れ
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
商
水
縣
の
造
律
臺
傳
説
は
、
あ
る
い
は
順
治
・
康
煕
の
頃
に
は
ま
だ
成

立
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
單
に
こ
れ
ら
の
編
纂
者
が
見
落
し
た
か
、
あ
る
い
は
敢
え
て
採
録
し
な
か
っ
た

と
い
う
可
能
性
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
推
測
に
留
ま
る
。

　
『
乾
隆
商
水
縣
志
』
と
『
乾
隆
陳
州
府
志
』
の
記
述
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
丘
生
が
曹
丘
生
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も

編
纂
者
の
考
察
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
國
七
年
（
一
九
一
八
年
）
刊
の
『
民
國
商
水
縣
志
』
卷
五
地

理
志
古
蹟
で
は
、

曹
邱
故
里　

在
城
南
六
里
、
汾
河
北
岸
有
地
嶐
起
。
相
傳
漢
蔡
人
曹
邱
生
故
里
。

と
あ
り
、
商
水
縣
に
は
曹
丘
生
の
故
里
が
あ
っ
た
と
い
う
言
い
傳
え
が
突
如
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
も
、『
乾
隆
商
水
縣
志
』
と
『
乾

隆
陳
州
府
志
』
の
考
察
と
同
樣
、
曹
丘
生
は
な
ぜ
か
蔡
の
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、「
造
律
臺
傳
説
」
と
い
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
古
文
獻
で
は
、
商
水
に
造
律
臺
あ
る
い
は
修
律
臺
が
あ
っ
た
と
す
る
記

述
は
見
え
な
い
。
丘
生
の
廟
と
墳
墓
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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第
四
節
　
造
律
臺
傳
説
の
形
成

　

そ
れ
で
は
、
造
律
臺
傳
説
は
い
か
な
る
過
程
を
經
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
永
城
と
商
水
の
造
律
臺
傳
説
は
い
か
な

る
關
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
二
節
で
も
述
べ
た
通
り
、『
漢
書
』
卷
二
三
刑
法
志
に
は
、
漢
初
に
蕭
何
が
「
律
九
章
」
を
定
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

近
年
の
學
界
で
は
、
蕭
何
は
律
九
章
を
編
纂
し
て
お
ら
ず
、
前
漢
後
期
に
律
學
書
と
し
て
『
九
章
律
』
が
編
纂
さ
れ
、
後
漢
に
な
る
と

そ
の
撰
者
が
蕭
何
に
假
託
さ
れ
た
と
い
う
理
解
が
有
力
で
あ
る
。
筆
者
も
基
本
的
に
は
こ
の
説
に
贊
同
す
る
が
、
漢
の
法
律
の
基
礎
を

築
く
の
に
、
蕭
何
が
何
ら
か
の
貢
獻
を
し
た
こ
と
ま
で
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。『
史
記
』
卷
五
三
蕭
相
國
世
家
に
、

漢
二
年
、
漢
王
與
諸
侯
擊
楚
。
何
守
關
中
、
侍
太
子
、
治
櫟
陽
。
爲
法
令
約
束
、
立
宗
廟
・
社
稷
・
宮
室
・
縣
邑
。

と
あ
り
、
楚
漢
抗
爭
期
の
漢
二
年
（
紀
元
前
二
〇
五
年
）、
蕭
何
は
當
時
の
首
都
櫟
陽
で
「
法
令
約
束
」
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
史
記
』
卷
五
四
曹
相
國
世
家
で
も
、

參
爲
漢
相
國
、
出
入
三
年
、
卒
、
謚
懿
侯
。
子

代
侯
。
百
姓
歌
之
曰
、
蕭
何
爲
法
、

若
畫
一
。
曹
參
代
之
、
守
而
勿
失
。

と
あ
り
、
相
國
蕭
何
の
死
後
、
曹
參
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
相
國
に
就
任
す
る
が
、
曹
參
が
死
去
し
た
後
、
民
は
「
蕭
何
が
法
を
作
り
、

そ
の
法
は
「
一
」
字
を
畫
く
よ
う
に
明
確
で
あ
っ
た
。
曹
參
は
こ
れ
を
遵
守
し
、
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
歌
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
蕭
何
に
よ
る
法
律
制
定
は
、
お
そ
ら
く
史
實
以
上
に
過
大
評
價
さ
れ
る
に
至
る
。
後
漢
・
王
充
『
論
衡
』
謝
短
篇
に
、

法
律
之
家
亦
爲
儒
生
。
問
曰
、
九
章
、
誰
所
作
也
。
彼
聞
皐
陶
作
獄
、
必
將
曰
、
皐
陶
也
。（
中
略
）
或
曰
、
蕭
何
也
。

と
あ
り
、
後
漢
で
は
『
九
章
律
』
の
撰
者
を
皋
陶
と
す
る
説
と
、
蕭
何
と
す
る
説
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
皋
陶
は
帝
堯
・
帝
舜
に
仕
え
、

「
李
」・「
大
理
」・「
士
」
と
し
て
治
獄
を
司
り）11
（

、
法
律
を
制
定
し）11
（

、「
獄
」（
監
獄
）
を
設
置
し
た
と
い
わ
れ
る）11
（

。
も
ち
ろ
ん
傳
説
上
の

人
物
で
あ
る
が
、
後
漢
で
は
獄
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
に
至
る
。『
後
漢
書
』
卷
六
七
黨
錮
列
傳
に
、
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後
牢
脩
誣
言
鉤
黨
、
滂
坐
繫
黃
門
北
寺
獄
。
獄
吏
謂
曰
、
凡
坐
繫
皆
祭
皐
陶
。

と
あ
り
、
後
漢
後
期
、
范
滂
が
逮
捕
さ
れ
て
黃
門
北
寺
獄
に
勾
留
さ
れ
た
と
き
、
獄
吏
は
范
滂
に
對
し
、
一
般
に
勾
留
さ
れ
た
者
は
み

な
皋
陶
を
祀
っ
て
い
る
、
と
語
っ
て
い
る
。
後
漢
に
お
い
て
『
九
章
律
』
の
撰
者
が
皋
陶
か
蕭
何
か
と
い
う
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
當

時
蕭
何
は
、
獄
神
皋
陶
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
地
位
を
あ
る
意
味
で
は
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
南
宋
・
洪
邁
『
夷
堅
志
』

支
乙
卷
九
宜
黄
靑
蟇
條
に
、

宜
黄
縣
獄
有
廟
、
相
傳
奉
事
蕭
相
國
、
不
知
所
起
如
何
也
。

と
あ
り
、
遲
く
と
も
南
宋
ま
で
に
は
、
蕭
何
自
身
も
獄
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
遲
く
と
も
西
晉
ま
で
に
は
、
蕭
何
は
律
令
制
定
の
功
績
が
評
價
さ
れ
て
列
侯
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
認
識
さ
え
現
れ
る
。

『
晉
書
』
卷
三
〇
刑
法
志
に
、

武
帝
詔
曰
、
昔
蕭
何
以
定
律
令
受
封
。

同
書
卷
四
〇
賈
充
列
傳
に
、

詔
曰
（
中
略
）
昔
蕭
何
以
定
律
受
封
。

と
あ
り
、
西
晉
の
武
帝
が
詔
の
中
で
、
蕭
何
は
律
令
を
定
め
た
功
績
に
よ
り
封
侯
の
賞
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。『
晉
書
』
卷
一
二

八
慕
容
超
載
記
に
も
、

超
議
復
肉
刑
・
九
等
之
選
、
乃
下
書
於
境
內
曰
（
中
略
）
是
以
蕭
何
定
法
令
而
受
封
、
叔
孫
通
以
制
儀
爲
奉
常
。

と
あ
り
、
南
燕
の
慕
容
超
も
同
樣
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
に
、

高
祖
以
蕭
何
功
最
盛
、
封
爲
酇
侯
、
所
食
邑
多
。
功
臣
皆
曰
（
中
略
）
今
蕭
何
未
嘗
有
汗
馬
之
勞
、
徒
持
文
墨
議
論
、
不
戰
、
顧

反
居
臣
等
上
、
何
也
。（
中
略
）
高
帝
曰
、
夫
獵
、
追
殺
獸
兔
者
狗
也
、
而
發
蹤
指
示
獸
處
者
人
也
。
今
諸
君
徒
能
得
走
獸
耳
、

功
狗
也
。
至
如
蕭
何
、
發
蹤
指
示
、
功
人
也
。
且
諸
君
獨
以
身
隨
我
、
多
者
兩
三
人
。
今
蕭
何
擧
宗
數
十
人
皆
隨
我
、
功
不
可
忘

也
。
羣
臣
皆
莫
敢
言
。
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と
あ
り
、『
史
記
』
に
よ
る
と
、
漢
の
天
下
統
一
に
至
る
ま
で
、
高
祖
の
も
と
で
功
績
を
立
て
た
者
の
う
ち
、
蕭
何
の
功
績
が
最
も
高

く
評
價
さ
れ
、
酇
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
他
の
功
臣
た
ち
は
、
蕭
何
自
身
は
た
だ
文
筆
を
持
し
て
議
論
し
て
い
た
だ
け

で
、
戰
鬭
に
は
參
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
滿
を
漏
ら
し
た
。
高
祖
は
蕭
何
が
他
の
者
た
ち
へ
指
示
を
與
え
る
役
割
を
果
し
た
こ
と
、

及
び
宗
族
數
十
人
を
引
き
連
れ
て
高
祖
に
附
き
從
っ
た
こ
と
を
評
價
の
理
由
と
し
て
擧
げ
て
い
る
。「
持
文
墨
」
は
法
律
を
制
定
し
た

こ
と
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
高
祖
は
そ
れ
だ
け
を
評
價
の
對
象
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
蕭
相
國
世
家

で
は
前
掲
の
記
述
に
續
い
て
、

列
侯
畢
已
受
封
、
及
奏
位
次
、
皆
曰
、
平
陽
侯
曹
參
身
被
七
十
創
、
攻
城
略
地
、
功
最
多
、
宜
第
一
。（
中
略
）
關
內
侯
鄂
君
進

曰
（
中
略
）
夫
上
與
楚
相
距
五
歲
、
常
失
軍
亡
衆
、
逃
身
遁
者
數
矣
。
然
蕭
何
常
從
關
中
遣
軍
補
其
處
、
非
上
所
詔
令
召
、
而
數

萬
衆
會
上
之
乏
絕
者
數
矣
。
夫
漢
與
楚
相
守
滎
陽
數
年
、
軍
無
見
糧
、
蕭
何
轉
漕
關
中
、
給
食
不
乏
。
陛
下
雖
數
亡
山
東
、
蕭
何

常
全
關
中
以
待
陛
下
、
此
萬
世
之
功
也
。

と
あ
り
、
列
侯
の
序
列
を
決
め
る
と
き
、
列
侯
は
み
な
曹
參
を
第
一
位
に
す
べ
き
と
い
っ
た
が
、
鄂
君
は
次
の
三
つ
の
理
由
か
ら
、
蕭

何
の
序
列
を
第
一
位
に
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
高
祖
は
項
羽
と
の
戰
い
で
た
び
た
び
軍
勢
を
失
っ
て
逃
亡
し
た

が
、
蕭
何
は
い
つ
も
關
中
よ
り
軍
を
派
遣
し
、
兵
員
を
補
充
し
た
。
②
高
祖
が
項
羽
と
滎
陽
で
數
年
間
對
峙
し
た
と
き
、
蕭
何
が
關
中

よ
り
兵
糧
を
輸
送
し
た
た
め
、
兵
糧
が
欠
乏
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
③
高
祖
は
し
ば
し
ば
山
東
の
地
を
失
っ
た
が
、
蕭
何
は
常
に

關
中
を
保
っ
て
い
た
。
以
上
①
〜
③
の
中
に
、
蕭
何
が
法
律
を
制
定
し
た
こ
と
は
一
切
見
え
な
い
。
蕭
何
は
、
史
實
で
は
む
し
ろ
法
律

制
定
以
外
の
面
が
評
價
さ
れ
て
酇
侯
に
封
じ
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　

蕭
何
が
封
じ
ら
れ
た
酇
が
具
體
的
に
ど
こ
の
地
を
指
す
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
古
來
よ
り
論
爭
が
あ
る
。
①
蕭
何
本
人
は
沛
郡
酇
縣
に

封
じ
ら
れ
た
が
、
死
後
に
そ
の
後
繼
者
が
南
陽
郡
酇
縣
へ
轉
封
さ
れ
た
と
す
る
説
、
②
蕭
何
も
當
初
か
ら
南
陽
郡
酇
縣
に
封
じ
ら
れ
た

と
す
る
説
が
あ
る）1（
（

。
沛
郡
酇
縣
は
現
在
で
い
う
永
城
市
酇
城
鎭
、
南
陽
郡
酇
縣
は
湖
北
省
老
河
口
市
に
位
置
す
る
。『
通
典
』
卷
一
七

七
州
郡
七
注
が
引
く
後
漢
・
班
固
「
泗
水
亭
高
祖
碑
」
に
、
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文
昌
四
友
、
漢
有
蕭
何
、
序
功
第
一
、
受
封
於
䣜
。

と
あ
り
、
蕭
何
は
「

」
に
封
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
説
文
解
字
』
で
は
邑
部
に
、

、
沛
國
縣
。

と
あ
り
、

は
沛
國
の
縣
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
清
の
段
玉
裁
は
、

は
酇
の
古
字
と
す
る
（『
段
氏
説
文
解
字
注
』
第
六
篇

下
）。
と
い
う
こ
と
は
、
①
と
②
の
い
ず
れ
の
説
が
正
し
い
か
は
と
も
か
く
、
遲
く
と
も
後
漢
で
は
、
蕭
何
が
封
じ
ら
れ
た
酇
は
沛
郡

酇
縣
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
寰
宇
通
志
』
の
記
述
か
ら
、
明
代
初
期
ま
で
に
は
、
酇
城
の
造
律
臺
に
蕭
何
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
地
に

蕭
何
廟
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
當
地
が
か
つ
て
蕭
何
の
封
地
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
酇
城
鎭
の

中
に
は
蕭
竹
園
・
南
蕭
莊
・
蕭
樓
・
蕭
黑
樓
・
蕭
何
涯
な
ど
、「
蕭
」
が
附
さ
れ
た
集
落
が
い
く
つ
か
あ
り
、
蕭
姓
の
人
々
が
居
住
し

て
い
る
が
、
彼
ら
は
蕭
何
の
後
裔
と
傳
え
ら
れ
、
か
つ
て
は
造
律
臺
上
の
蕭
何
廟
を
蕭
氏
宗
祠
と
し
て
祀
っ
て
い
た
と
い
う）11
（

。
さ
ら

に
、
李
景
聃
氏
に
よ
る
と
、
一
九
三
六
年
に
造
律
臺
で
試
掘
を
行
っ
た
と
き
、
蕭
姓
の
者
が
先
祖
の
舊
跡
が
破
壞
さ
れ
る
と
し
て
、
試

掘
に
反
對
し
た
と
い
う）11
（

。
彼
ら
が
實
際
に
蕭
何
の
子
孫
か
否
か
は
と
も
か
く
、
蕭
姓
の
者
が
古
く
か
ら
み
ず
か
ら
を
蕭
何
の
子
孫
と
自

認
し
、
蕭
何
廟
を
建
て
て
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
寰
宇
通
志
』
に
は
造
律
臺
が
具
體
的
に
い
か
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た

の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
蕭
何
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
「
造
律
臺
」
と
い
う
名
稱
か
ら
す
る
と
、
遲
く
と
も
明
代
初

期
ま
で
に
は
、
蕭
何
が
こ
の
地
で
漢
律
を
編
纂
し
た
と
い
う
傳
説
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
明
代
中
期
ま
で
に
は
、
造
律
臺
と
蕭
何
の
結
び
つ
き
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
く
。『
寰
宇
通
志
』
に
よ
る
と
、
造
律
臺
に

は
蕭
何
廟
が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
前
掲
『
嘉
靖
永
城
縣
志
』
に
「
城
東
有
蕭
何
廟
與
墓
及
造
律
臺
、
尚
存
」
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、

造
律
臺
の
近
く
に
は
蕭
何
の
墓
も
あ
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
明
代
初
期
か
ら
中
期
へ
至
る
ま
で
の
間
に
、
造
律
臺
周
邊
の
古
墓
か

自
然
の
丘
陵
が
蕭
何
の
墓
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う）11
（

。

　

ま
た
、
同
じ
く
明
代
中
期
ま
で
に
は
、
丘
生
が
造
律
臺
に
お
い
て
蕭
何
と
と
も
に
律
令
を
制
定
し
た
と
い
う
傳
説
が
新
た
に
加
わ
る
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（『
嘉
靖
永
城
縣
志
』）。
な
ぜ
丘
生
と
い
う
人
物
が
こ
の
傳
説
に
加
え
ら
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、「
丘
」
と
い
う
姓
か
ら
す
る
と
、

造
律
臺
が
丘
陵
の
形
を
呈
し
て
い
る
こ
と
と
關
聯
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
當
時
の
酇
城
の
人
々
は
、
造
律
臺
に
發
想
を
え
て

「
丘
生
」
と
い
う
人
物
を
生
み
出
し
、
彼
が
蕭
何
の
律
の
作
成
を
助
け
た
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、『
嘉
靖

永
城
縣
志
』
に
よ
る
と
、
造
律
臺
の
東
に
は
「
巨
塚
」
が
あ
り
、
丘
生
の
墓
と
傳
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
い
は
當
時
の

人
々
は
、
造
律
臺
と
巨
塚
と
い
う
二
つ
の
丘
陵
が
聳
え
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
ま
る
で
巨
塚
が
造
律
臺
を
補
佐
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
感
じ
と
り
、
そ
こ
で
巨
塚
に
發
想
を
え
て
丘
生
と
い
う
人
物
を
生
み
出
し
、
巨
塚
自
體
も
丘
生
の
墓
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
丘
生
の
「
生
」
は
お
そ
ら
く
名
で
は
な
く
、
學
識
の
あ
る
者
に
對
す
る
敬
稱
で
、「
先
生
」
程
度
の
位
で
あ
ろ
う）11
（

。

丘
陵
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
人
物
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
特
に
名
ま
で
は
創
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
丘
生
墓
も
蕭
何

墓
と
同
樣
、
實
際
に
は
何
者
か
を
埋
葬
し
た
古
墓
か
、
あ
る
い
は
自
然
の
丘
陵
で
あ
ろ
う）11
（

。

　

一
方
、
商
水
で
は
、
遲
く
と
も
乾
隆
年
間
ま
で
に
は
造
律
臺
傳
説
が
形
成
さ
れ
た
。
永
城
と
商
水
の
造
律
臺
傳
説
の
關
係
に
つ
い
て

は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
傳
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
が
そ
う
考
え
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。

　

第
一
に
、
永
城
の
造
律
臺
傳
説
は
明
代
初
期
の
文
獻
に
現
れ
る
。
一
方
、
商
水
の
そ
れ
は
清
の
乾
隆
年
間
以
降
の
文
獻
に
現
れ
、
そ

れ
よ
り
前
の
縣
志
・
府
志
・
省
志
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
單
純
に
考
え
れ
ば
、
永
城
の
傳
説
の
方
が
古
く
、
そ
れ
が
乾
隆
年
間

ま
で
に
商
水
へ
傳
わ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
永
城
で
あ
る
と
商
水
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
少
な
く
と
も
清
末
ま
で
の
文
獻
に
見
え
る
丘
生
は
、
蕭
何
と
と
も
に
法
律
を

作
成
し
た
者
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
丘
生
の
傳
説
は
、
蕭
何
な
し
に
は
發
生
し
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
酇
縣
は
古
來
よ
り
蕭
何

の
封
地
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
蕭
何
に
ち
な
む
傳
説
が
發
生
す
る
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
商
水
は
本
來
蕭
何
と
い
か
な
る

關
係
も
な
い
。
現
に
、
商
水
で
は
酇
城
と
異
な
り
、
蕭
何
の
廟
・
墓
と
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
蕭
何
と
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
商
水
で
、

丘
生
の
傳
説
が
自
然
發
生
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

乾
隆
年
間
ま
で
に
は
造
律
臺
傳
説
が
商
水
へ
傳
わ
り
、
白
寺
鎭
郭
小
寨
村
に
あ
る
何
者
か
の
古
墓
が）11
（

、
丘
生
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
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あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
丘
生
と
は
曹
丘
生
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
現
れ
た
（『
乾
隆
商
水
縣
志
』、『
乾
隆
陳
州
府
志
』）。
地

元
で
は
い
つ
し
か
そ
れ
が
事
實
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
遲
く
と
も
民
國
初
期
ま
で
に
は
、
商
水
縣
に
曹
丘
生
の
故
里
が
あ
っ
た
こ
と

に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（『
民
國
商
水
縣
志
』）。
曹
丘
生
墓
と
さ
れ
る
墳
墓
は
今
も
な
お
殘
っ
て
い
る
。
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
、
面
積
は
約

八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で）11
（

、
民
國
期
ま
で
は
廟
も
建
て
ら
れ
て
い
た
。
廟
は
そ
の
後
破
壞
さ
れ
た
が）11
（

、
近
年
そ
の
跡
地
に
祠
と
曹
丘
生
の

像
が
建
て
ら
れ
た
。

第
五
節
　
口
頭
傳
承
の
形
成
・
傳
播
と
時
期

一
、
口
頭
傳
承
の
形
成
と
傳
播

　
『
嘉
靖
永
城
縣
志
』
以
降
の
地
方
志
で
は
、
永
城
で
あ
る
と
商
水
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
丘
生
は
蕭
何
と
と
も
に
律
令
を
作
成
し
た

者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
聞
取
調
査
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
口
頭
傳
承
と
比
較
す
る
と
、
協
力
型
と
の

み
一
致
す
る
。
協
力
型
で
は
、
蕭
何
は
酇
城
縣
で
律
を
作
成
し
、
丘
生
ら
に
そ
の
作
業
を
行
わ
せ
、
羣
臣
と
と
も
に
修
訂
を
加
え
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
協
力
型
に
お
け
る
丘
生
は
、
確
か
に
「
蕭
何
と
と
も
に
律
令
を
作
成
し
た
者
」
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
對
立
型
と
中

間
型
で
は
、
律
を
作
成
し
た
の
は
丘
生
で
あ
っ
て
、
蕭
何
は
た
だ
丘
生
が
作
成
し
た
律
を
高
祖
へ
獻
上
し
た
に
過
ぎ
ず
、
丘
生
は
「
蕭

何
と
と
も
に
律
令
を
作
成
し
た
者
」
と
は
い
え
な
い
。

　

前
節
で
述
べ
た
通
り
、
酇
城
に
お
い
て
は
、
蕭
何
が
造
律
臺
で
律
を
作
成
し
た
と
い
う
傳
説
が
明
代
初
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
が
最
も
古
い
造
律
臺
傳
説
の
形
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
代
中
期
ま
で
に
は
、
丘
生
が
蕭
何
と
と
も
に
律

令
を
作
成
し
た
と
い
う
傳
説
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
口
頭
傳
承
の
協
力
型
は
こ
れ
と
基
本
的
に
一
致
す
る
の
で
、
協
力
型
・
對
立
型
・

中
間
型
の
中
で
は
最
も
早
く
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
協
力
型
が
今
日
の
形
へ
發
展
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
後
世
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
明
代
中
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
造
律
臺
傳
説
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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古
文
獻
に
對
す
る
檢
討
結
果
に
よ
る
と
、
造
律
臺
傳
説
は
乾
隆
年
間
ま
で
に
永
城
か
ら
商
水
へ
傳
え
ら
れ
た
。
商
水
の
地
方
志
で

も
、
丘
生
は
蕭
何
と
と
も
に
律
を
作
成
し
た
者
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
協
力
型
も
傳
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
對
立
型
は
永
城
・
商
水
と
も
見
え
る
。
造
律
臺
傳
説
が
永
城
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
對
立
型
も
永
城
か
ら
商

水
へ
傳
え
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
逆
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
商
水
へ
傳
わ
っ
た
造
律
臺
傳
説
が

獨
自
に
發
展
し
て
對
立
型
が
形
成
さ
れ
、
永
城
へ
い
わ
ば
逆
輸
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
假
に
對
立
型
が
商
水

か
ら
永
城
へ
傳
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
傳
説
の
主
人
公
が
曹
丘
生
か
ら
丘
生
へ
變
更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
曹
丘
生
は
實
在
の
人
物
で

あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
主
人
公
を
實
在
の
人
物
か
ら
架
空
の
人
物
へ
變
更
す
る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
や
は
り
對
立

型
も
永
城
で
形
成
さ
れ
、
商
水
へ
傳
え
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
一
節
で
は
永
城
と
商
水
の
對
立
型
の
違
い
を
逐
一
示
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
對
立
型
が
商
水
へ
傳
わ
っ
た
後
、
獨
自
に
發
展

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
お
そ
ら
く
永
城
で
も
對
立
型
は
徐
々
に
變
化
し
、
現
在
の
形
へ
と
發
展
し
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
で
檢
討
し
た
通
り
、
同
じ
永
城
の
對
立
型
で
も
違
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、
永
城
の
中
で
も
傳
説
に
は
地
域
差
と

時
代
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
永
城
か
ら
商
水
へ
傳
え
ら
れ
た
と
き
の
對
立
型
も
、
現
在
の
も
の
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
か

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

中
間
型
は
永
城
に
見
ら
れ
ず
、
商
水
の
み
見
ら
れ
る
の
で
、
造
律
臺
傳
説
が
商
水
へ
傳
わ
っ
て
以
降
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
對

立
型
が
永
城
か
ら
商
水
へ
傳
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
中
間
型
が
發
展
し
て
對
立
型
へ
變
化
し
た
の
で
は
な
く
、
協
力
型
と
對
立

型
が
折
衷
さ
れ
、
中
間
型
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
間
型
は
永
城
の
對
立
型
よ
り
も
商
水
の
對
立
型
と
共
通
す
る
部
分
が
多

い
の
で
、
對
立
型
が
商
水
で
獨
自
の
發
展
を
あ
る
程
度
遂
げ
て
以
降
、
中
間
型
が
形
成
さ
れ
、
現
在
の
形
へ
發
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
形
成
と
傳
播
の
時
期

　

以
上
は
推
測
に
よ
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
私
は
大
過
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
協
力
型
・
對
立
型
・
中
間
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型
、
中
で
も
對
立
型
・
中
間
型
が
形
成
・
傳
播
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
乾
隆
年
間
ま
で
に
協
力
型
・
對
立
型
が
永
城
で
形
成
さ
れ
、
乾
隆
年
間
ま
で
に
商
水
へ
傳
播
し
た
と
い
う
可
能
性
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
對
立
型
と
一
致
す
る
記
載
は
、
地
方
志
も
含

め
、
古
文
獻
に
は
一
切
見
え
な
い
。
對
立
型
で
は
、
蕭
何
は
丘
生
の
文
才
を
妬
み
、
丘
生
を
不
正
に
不
合
格
と
し
た
人
物
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
が
、
清
初
の
李
胤
嵒
が
造
律
臺
に
つ
い
て
詠
ん
だ
詩
で
は
、
蕭
何
は
む
し
ろ
贊
美
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
順
治
河
南

通
志
』
卷
三
八
藝
文
四
詩
皇
清
「
李
胤
嵒
酇
侯
律
臺
」
で
は
、

荒
城
遺
址
自
崔
嵬
、
傳
是
蕭
公
造
律
臺
。
尚
見
六
朝
興
兩
姓
、
自
應
一
代
位
三
台

（
マ
マ
）。

頺
垣
寂
歴
來
狐
兎
、
野
水
蒼
茫
半
草
萊
。

莫
話
當
年
秦
法
苦
、
應
知
漢
網
本
恢
恢
。

と
あ
り
、
蕭
何
は
敬
意
を
込
め
て
「
蕭
公
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
蕭
何
が
わ
ず
か
一
代
で
三
公
の
地
位
へ
昇
り
つ
め
、
そ
の
子
孫
が
六
朝

の
と
き
に
二
つ
の
王
朝
（
齊
と
梁
）
を
建
國
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
民
國
期
の
魏
廣
卿
「
造
律
臺
」
で
も）11
（

、

輔
漢
立
基
顯
傑
才
、
猶
留
造
律
一
荒
臺
。
蕭
侯
理
盡
文
章
老
、
食
邑
受
封
酇
縣
來
。

と
あ
り
、
蕭
何
が
傑
出
し
た
才
能
を
發
揮
し
、
漢
王
朝
の
基
礎
を
築
く
の
を
助
け
た
こ
と
、
及
び
蕭
何
の
書
く
文
章
が
老
成
し
て
い
た

こ
と
を
贊
美
し
て
い
る
。「
蕭
侯
」
も
敬
意
を
込
め
た
呼
稱
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
他
に
も
、『
光
緒
永
城
縣
志
』
卷
三
六
詞
章
志
詩
「
呂
永
輝
酇
臺
曉
晴
」
に
、

高
臺
零
亂
對
荒
城
、
幾
度
登
臨
感
慨
生
。
三
面
荷
花
紅
粉
綻
、
四
圍
楊
柳
緑
陰
横
。
我
來
避
暑
乘
新
霽
、
儒
者
讀
書
享
大
名
。
莫

謂
邱
生
同
造
律
、
方
輿
地
志
辨
宜
清
。

と
あ
り
、
清
末
に
呂
永
輝
が
詠
ん
だ
詩
で
も
、
丘
生
が
蕭
何
と
律
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
對
立
型
と
は
一
致
し
な
い
。
呂
永
輝
と

魏
廣
卿
は
と
も
に
永
城
の
人
で
あ
る
か
ら）1（
（

、
對
立
型
が
當
時
既
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
當
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
ら
の
詩
の
内
容
は
對
立
型
と
一
致
し
て
い
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
文
獻
に
は
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
獻
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
當
時
存
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在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
文
獻
や
詩
を
書
き
殘
し
た
の
は
、
常
に
知
識
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
か
ら
す
る
と
、
少

な
く
と
も
對
立
型
は
蕭
何
が
刑
死
す
る
な
ど
、
史
書
の
内
容
と
著
し
く
矛
盾
し
た
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
映
り
、
地
方
志
や
詩
の
中

に
採
り
上
げ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
酇
城
は
蕭
何
の
封
地
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
造
律
臺
の
上
に
は
蕭
何
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
蕭

姓
の
者
が
蕭
何
を
祖
と
仰
い
で
こ
れ
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
民
國
期
よ
り
前
で
は
、
蕭
何
を
い
わ
ば
惡

役
に
す
る
よ
う
な
傳
説
が
酇
城
と
そ
の
近
邊
で
生
ま
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

　

第
二
に
、
丘
生
が
蕭
何
と
と
も
に
律
令
を
作
成
し
た
と
い
う
傳
説
は
、
乾
隆
年
間
ま
で
に
商
水
へ
傳
え
ら
れ
た
が
、
民
國
期
以
降
に

永
城
で
對
立
型
が
形
成
さ
れ
、
商
水
へ
再
度
傳
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
民
國
期
ま

で
の
文
獻
や
詩
に
對
立
型
の
要
素
が
見
出
せ
な
い
こ
と
に
説
明
が
つ
く
。
こ
の
場
合
、
對
立
型
と
中
間
型
は
近
現
代
に
至
っ
て
形
成
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
歴
史
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

假
に
近
現
代
に
至
っ
て
對
立
型
が
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
景
は
、
あ
る
い
は
近
現
代
史
の
過
程
の
中
で
、
蕭
何
及
び
蕭
姓

の
傳
統
的
な
權
威
が
揺
ら
い
だ
こ
と
に
關
聯
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
呂
永
輝
酇
臺
曉
晴
」
の
「
儒
者
讀
書
享
大
名
」
に
對
す
る

注
に
、蕭

氏
・
胡
氏
讀
書
臺
上
、
皆
中
科
名
。

と
あ
り
、
蕭
氏
と
胡
氏
は
造
律
臺
の
上
で
書
を
讀
み
、
進
士
に
及
第
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
蕭
氏
と
は
お
そ
ら
く
蕭
譜
元
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
蕭
譜
元
は
酇
城
の
人
で
、
明
の
崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
年
）
に
進
士
と
な
り
、
大
理
寺
丞
な
ど
の
官
職
を
歴
任
し
た
人
物

で
あ
る）11
（

。
こ
の
よ
う
に
進
士
を
輩
出
す
る
ほ
ど
、
蕭
姓
は
特
に
民
國
よ
り
前
の
酇
城
に
お
い
て
、
權
勢
を
誇
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
民
國
以
降
、
そ
の
權
勢
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
徐
々
に
失
墜
し
て
い
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
蕭
何
を
貶
め
る
よ
う
な
對

立
型
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
權
勢
失
墜
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
民
國
期
以
降
、
永
城
で
は
他
の
地
域
と
同
樣
、
神

像
の
破
壞
、
農
民
の
暴
動
、
學
校
敎
育
の
近
代
化
、
キ
リ
ス
ト
敎
の
傳
道
、
抗
日
戰
爭
、
國
共
内
戰
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
會
的
混
亂
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が
起
こ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
國
共
内
戰
中
の
一
九
四
七
年
以
降
、
永
城
は
中
國
共
産
黨
軍
の
勢
力
下
に
入
り
、
土
地
改
革
の
中
で
地

主
が
土
地
を
沒
收
さ
れ
、
地
主
や
富
農
は
處
罰
あ
る
い
は
處
刑
さ
れ
た
り
、
羣
眾
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
り
し
た）11
（

。
中
華
人
民
共
和
國

成
立
以
降
も
、
反
右
派
鬭
爭
、
大
躍
進
政
策
、
文
化
大
革
命
な
ど
、
既
存
の
社
會
的
秩
序
を
徹
底
的
に
破
壞
す
る
政
策
・
運
動
が
行
わ

れ
た
。
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
中
に
、
蕭
何
及
び
蕭
姓
の
權
威
を
失
墜
さ
せ
た
事
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
い
ず
れ
の
可
能
性
が
眞
實
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
對
立
型
・
中
間
型
は
古
文
獻
に
見
え
ず
、
一
九
七
〇
年
代
以
降

の
聞
取
調
査
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
民
國
期
よ
り
前
に
お
い
て
、
蕭
何
を
貶
め
る
傳
説
が
永
城
で
形
成
さ

れ
た
と
は
考
え
が
た
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
第
二
の
可
能
性
が
高
そ
う
に
思
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
斷
定
す

る
ほ
ど
の
證
據
が
な
い
こ
と
も
事
實
で
あ
り
、
對
立
型
・
中
間
型
の
形
成
・
傳
播
の
時
期
は
、
殘
念
な
が
ら
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。結

　
語

　

最
後
に
殘
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
な
ぜ
造
律
臺
傳
説
は
商
水
の
み
に
傳
わ
り
、
他
の
地
域
に
は
傳
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

永
城
と
商
水
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
市
や
縣
が
あ
り
、
ま
た
商
水
は
特
に
蕭
何
と
の
ゆ
か
り
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
一
つ
注
目
さ
れ
る
點
が
あ
る
。
永
城
市
芒
山
鎭
雨
亭
村
魯
莊
の
西
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
は
、
か
つ
て

「
漢
高
斷
蛇
之
處
」
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
碑
文
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
漢
の
高
祖
が
秦
末
に
こ
の
地
で
大
蛇
を
斬
っ
た
こ
と
を
記
念

し
て）11
（

、
明
の
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
年
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る）11
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
『
順
治
商
水
縣
志
』
卷
二
輿
地
誌
古
蹟
に
は
、

白
帝
臺
、
縣
西
北
三
十
里
、
相
傳
即
漢
高
祖
斬
白
蛇
處
。

と
あ
り
、
商
水
縣
の
西
北
三
〇
里
に
は
「
白
帝
臺
」
が
あ
り
、
漢
の
高
祖
が
白
蛇
を
斬
っ
た
場
所
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
造
律
臺
傳
説
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と
同
樣
、
他
の
地
域
に
は
高
祖
が
蛇
を
斬
っ
た
場
所
と
傳
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
永
城
と
商
水
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
は
永
城
と
商

水
の
間
に
何
ら
か
の
緊
密
な
關
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
兩
者
の
間
に
い
か
な
る
關
係
が
あ
っ
た
の
か
は
未

詳
で
あ
る
が
、
例
え
ば
多
數
の
者
が
永
城
か
ら
商
水
へ
移
住
し
た
と
か
、
永
城
と
商
水
の
間
で
盛
ん
に
交
易
が
行
わ
れ
た
、
な
ど
が
可

能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。

〔
注
〕

（
１
）
永
城
縣
地
方
史
志
編
纂
委
員
會
編
『
永
城
縣
志
』（
新
華
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
四
八
九
頁
參
照
。
た
だ
し
、
一
九
三
六
年
に
調
査
を

行
っ
た
李
景
聃
氏
に
よ
る
と
、
東
西
約
四
六
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
七
五
メ
ー
ト
ル
、
周
圍
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
と
い
う
。「
豫
東
商

邱
永
城
調
査
及
造
律
臺
黑
孤
堆
曹
橋
三
處
小
發
掘
」（『
中
國
考
古
學
報
』
第
二
册
、
一
九
四
七
年
）
參
照
。『
永
城
縣
志
』
の
い
う
「
長
さ
」

と
「
幅
」
が
東
西
・
南
北
の
い
ず
れ
の
長
さ
を
指
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
假
に
「
長
さ
」
が
南
北
、「
幅
」
が
東
西
を
指
し
て
い

る
と
す
る
と
、『
永
城
縣
志
』
所
載
の
寸
法
の
方
が
短
い
こ
と
に
な
る
。
李
氏
が
記
録
し
て
い
る
寸
法
は
一
九
三
六
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
後
の
開
發
や
自
然
の
風
化
な
ど
に
伴
い
、
小
さ
く
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
單
に
計
測
地
點
・
方
法
の
違
い
、
あ

る
い
は
い
ず
れ
か
の
誤
り
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

（
２
）
李
景
聃
「
豫
東
商
邱
永
城
調
査
及
造
律
臺
黑
孤
堆
曹
橋
三
處
小
發
掘
」
參
照
。

（
３
）
嚴
文
明
「
龍
山
文
化
和
龍
山
時
代
」（『
文
物
』
一
九
八
一
年
第
六
期
）
な
ど
參
照
。

（
４
）
李
伯
謙
「
論
造
律
臺
類
型
」（『
文
物
』
一
九
八
三
年
第
四
期
）
な
ど
參
照
。

（
５
）
周
知
の
通
り
、
清
で
は
雍
正
三
年
（
一
七
二
五
年
）
以
降
、
孔
子
の
諱
を
避
け
、
原
則
と
し
て
「
丘
」
字
の
代
わ
り
に
「
邱
」
を
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
。
聞
取
調
査
記
録
や
古
文
獻
に
見
え
る
「
丘
生
」
の
「
丘
」
も
、「
邱
」
字
を
用
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は

そ
れ
ら
の
調
査
聞
取
記
録
の
要
約
を
示
し
た
り
、
古
文
獻
を
引
用
す
る
際
の
み
「
邱
」
字
を
用
い
、
他
で
は
全
て
「
丘
」
字
に
統
一
す
る
。

（
６
）
江
華
「
造
律
臺
的
故
事
」（
王
獻
嶺
編
『
永
城
故
事
』
上
册
、
河
南
文
藝
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
參
照
。
本
書
の
序
文
に
よ
る
と
、
本

書
は
永
城
第
二
小
學
の
敎
員
が
敎
材
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
收
録
さ
れ
て
い
る
傳
説
は
、
お
そ
ら
く
各
執
筆
者
が
傳
え
聞
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い
て
い
る
永
城
の
傳
説
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
各
執
筆
者
が
み
ず
か
ら
に
對
し
て
聞
取
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
記

録
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
聞
取
調
査
の
記
録
の
一
つ
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

（
７
）
任
騁
捜
集
整
理
「
造
律
臺
」（『
民
間
文
學
』
一
九
八
〇
年
第
六
期
）
參
照
。
中
國
民
間
文
藝
研
究
會
河
南
分
會
・
河
南
大
學
中
文
系
編

『
河
南
民
間
故
事
集
』（
中
國
民
間
文
藝
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
に
も
「
邱
生
造
律
」
と
い
う
傳
説
が
收
録
さ
れ
て
い
る
が
、
捜
集
整
理

者
・
講
述
者
と
も
に
『
民
間
文
學
』
收
録
の
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
文
章
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

（
８
）
永
城
縣
地
方
史
志
編
纂
委
員
會
編
『
永
城
縣
志
』（
新
華
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
四
七
七
〜
四
七
九
頁
、『
中
國
民
間
故
事
集
成
』
全

國
編
輯
委
員
會
・『
中
國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』
編
輯
委
員
會
編
『
中
國
民
間
故
事
集
成
・
河
南
卷
』（
中
國
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
中
心
、
二
〇
〇

一
年
）
二
五
〇
・
二
五
一
頁
、
李
志
芹
・
李
愛
啓
編
『
永
城
民
間
傳
説
』（
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
一
年
）
九
六
〜
一
〇
一
頁
參
照
。
以
上
の

他
、
閻
根
齊
「
蕭
何
與
造
律
臺
」（
許
登
文
編
『
歴
史
文
化
名
城
商
丘
覽
勝
』
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
で
も
造
律
臺
傳
説
の
要

旨
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
お
お
む
ね
七
九
年
版
と
同
じ
で
あ
る
が
、
①
丘
生
が
試
驗
を
受
け
、
蕭
何
が
そ
れ
を
不
合
格
に
す
る
場
面

が
な
い
。
②
丘
生
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
律
書
の
名
稱
が
『
治
漢
律
典
』
と
さ
れ
て
い
る
。
③
丘
生
が
み
ず
か
ら
定
め
、
死
亡
す
る
原
因
と

な
っ
た
法
規
は
、「
妻
を
離
縁
す
る
の
に
、
父
母
の
許
可
を
經
ず
、
勝
手
に
自
分
で
行
っ
た
者
は
、
死
刑
に
あ
た
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
①
に
よ
る
と
、
同
書
の
造
律
臺
傳
説
を
對
立
型
に
分
類
し
て
よ
い
か
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
要

旨
な
の
で
、
①
は
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

（
９
）
劉
敬
峰
・
蘇
兆
連
編
『
商
水
文
物
』（
商
水
縣
文
物
管
理
所
）
參
照
。
本
書
に
は
出
版
時
期
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
冒
頭
部
分
に
「
一

九
九
三
年
三
月
」
の
揮
毫
が
二
頁
あ
る
の
で
、
本
書
は
こ
れ
よ
り
間
も
な
い
時
期
に
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）『
商
水
文
物
』
九
四
〜
九
八
頁
參
照
。

（
11
）『
商
水
文
物
』
三
一
〜
三
三
頁
參
照
。

（
12
）
陳
連
忠
『
河
南
民
間
文
學
集
成　

周
口
地
區
故
事
卷
』（
中
原
農
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
一
五
二
〜
一
五
四
頁
、『
中
國
民
間
故
事

集
成
・
河
南
卷
』
二
五
一
頁
參
照
。

（
13
）
以
上
の
他
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
五
日
に
も
、
商
水
縣
文
廣
旅
局
が
商
水
縣
白
寺
鎭
郭
小
寨
村
（
曹
丘
生
墓
の
所
在
地
）
で
曹
丘
生
の

傳
説
・
故
事
の
聞
取
調
査
を
行
っ
て
い
る
。『
周
口
日
報
』
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
一
日
參
照
。

（
14
）『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公
十
七
年
に
「
秋
七
月
己
卯
、
楚
公
孫
朝
帥
師
滅
陳
」
と
あ
る
。
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（
15
）
商
水
縣
地
方
志
編
纂
委
員
會
編
『
商
水
縣
志
』（
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
四
九
頁
參
照
。

（
16
）
陶
安
あ
ん
ど
「
法
典
編
纂
史
再
考

─
漢
篇
：
再
び
文
獻
史
料
を
中
心
に
据
え
て

─
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
四
〇
册
、

二
〇
〇
〇
年
）、
滋
賀
秀
三
『
中
國
法
制
史
論
集　

法
典
と
刑
罰
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
一
〜
三
九
頁
、
廣
瀬
薫
雄
「『
晉
書
』
刑

法
志
に
見
え
る
法
典
編
纂
說
話
に
つ
い
て
」、「
九
章
律
佚
文
考
」（
同
氏
『
秦
漢
律
令
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
參
照
。

（
17
）
張
家
山
漢
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
陳
偉
・
彭
浩
・
工
藤
元
男
編
『
二
年
律
令
與
奏
讞
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
っ

た
。

（
18
）
拙
著
『
秦
漢
刑
法
研
究
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
八
〜
一
八
五
頁
（
二
〇
〇
二
年
原
載
）
參
照
。

（
19
）
漢
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
律
・
漢
律
の
刑
罰
制
度
」（『
秦
漢
刑
法
研
究
』）
參
照
。

（
20
）
睡
虎
地
秦
簡
の
簡
番
號
・
釋
文
は
陳
偉
編
『
秦
簡
牘
合
集　

釋
文
注
釋
修
訂
本
（
壹
）』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
っ

た
。

（
21
）
柿
沼
陽
平
「
戰
國
秦
漢
時
代
に
お
け
る
物
價
制
度
と
貨
幣
經
濟
の
基
本
的
構
造
」（
二
〇
〇
六
年
原
載
）、「
戰
國
秦
漢
時
代
に
お
け
る
錢

と
黄
金
の
機
能
的
差
異
」（
二
〇
〇
七
年
原
載
）、「
戰
國
秦
漢
時
代
に
お
け
る
布
帛
の
流
通
と
生
産
」（
二
〇
〇
八
年
原
載
）（
以
上
同
氏

『
中
國
古
代
貨
幣
經
濟
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
參
照
。

（
22
）『
史
記
』
卷
五
三
蕭
相
國
世
家
に
「
孝
惠
二
年
、
相
國
何
卒
」
と
あ
る
。

　
　

な
お
、
永
城
の
傳
説
版
で
は
蕭
何
が
白
酒
を
飮
ま
さ
れ
て
い
る
。
白
酒
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
唐
代
か
ら
元
代
ま
で
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、
近
年
で
は
江
西
省
南
昌
市
の
前
漢
の
海
昏
侯
劉
賀
墓
か
ら
蒸
溜
器
が
出
土
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
前
漢
あ
る
い
は
そ
れ
以
前

か
ら
白
酒
が
作
ら
れ
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
來
安
貴
・
趙
德
義
・
曹
建
全
・
周
利
祥
・
王
海
平
「
海
昏
侯
墓
出
土
蒸
餾
器
與
中
國
白
酒

的
起
源
」（『
釀
酒
』
二
〇
一
八
年
第
一
期
）
參
照
。

（
23
）
王
琦
『
李
太
白
詩
集
注
』
卷
一
三
に
「
此
所
云
酇
臺
者
、
屬
於
譙
郡
」
と
あ
る
。

（
24
）
唐
・
高
適
『
高
常
侍
集
』
卷
一
詩
宋
中
十
首
に
「
梁
王
昔
全
盛
、
賓
客
復
多
才
、
悠
悠
一
千
年
、
陳
跡
惟
高
臺
、
寂
寞
向
秋
草
、
悲
風

千
里
來
」
と
あ
り
、
張
志
清
氏
は
こ
の
詩
を
造
律
臺
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
。
張
志
清
「
造
律
臺
與
造
律
臺
遺
址
」（
閻
根

齊
・
米
景
周
・
劉
兆
云
編
『
商
丘
名
人
名
勝
』
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
參
照
。
そ
の
根
據
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
南
宋
・
蔡

夢
弼
會
箋
『
杜
工
部
草
堂
詩
箋
』
外
集
で
は
「
高
臺
」
に
つ
い
て
「
前
注
」
と
あ
る
。
同
書
で
は
そ
の
少
し
前
に
李
白
の
「
梁
園
醉
歌
」
が
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擧
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
訪
古
始
及
平
臺
間
」
と
あ
る
の
に
つ
い
て
注
に
「
漢
梁
孝
王
好
治
宮
室
、
爲
復
道
、
自
宮
連
屬
至
平
臺
三

十
里
、
招
延
賢
士
。
平
臺
即
吹
臺
也
。
陳
留
風
俗
傳
、
開
封
縣
有
倉
頡
・
師
曠
城
、
城
上
有
列
仙
吹
臺
、
梁
孝
王
亦
增
築
焉
。
宋
〈
朱
〉
梁

開
平
二
年
、
改
爲
講
武
臺
。
後
有
繁
民
〈
氏
〉
居
其
側
、
里
人
呼
爲
繁
臺
」
と
あ
り
、「
前
注
」
と
は
こ
れ
を
指
す
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、「
梁
園
醉
歌
」
の
「
平
臺
」
と
は
、
開
封
縣
の
「
吹
臺
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
漢
梁
孝
王
〜
招
延
賢
士
」
は
『
史
記
』
卷

五
八
梁
孝
王
世
家
及
び
『
漢
書
』
卷
四
七
文
三
王
傳
に
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
見
え
る
が
、
平
臺
に
つ
い
て
『
史
記
集
解
』
に
「
徐
廣
曰
、
睢
陽

有
平
臺
里
」、『
史
記
索
隱
』
に
「
如
淳
云
在
梁
東
北
、
離
宮
所
在
者
、
按
今
城
東
二
十
里
臨
新
河
、
有
故
臺
址
、
不
甚
高
、
俗
云
平
臺
、
又

一
名
脩
竹
苑
」、『
漢
書
』
の
如
淳
注
に
「
平
臺
在
大
梁
東
北
、
離
宮
所
在
也
」、
晉
灼
注
に
「
或
說
在
城
中
東
北
角
」、
顏
師
古
注
に
「
今
其

城
東
二
十
里
所
有
故
臺
基
、
其
處
寬
博
、
土
俗
云
平
臺
也
」
と
あ
る
。
睢
陽
（
大
梁
）
は
現
在
で
い
う
商
丘
市
の
南
に
位
置
す
る
。
一
方
、

『
陳
留
風
俗
傳
』
に
よ
る
と
、
吹
臺
は
開
封
縣
に
あ
り
、
平
臺
と
は
位
置
が
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
平
臺
と
吹
臺
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
臺
の
ご

と
く
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
前
漢
の
梁
の
孝
王
と
關
聯
が
あ
る
。
高
適
の
詩
は
孝
王
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
、「
高
臺
」
が

平
臺
と
吹
臺
の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
永
城
の
造
律
臺
と
は
い
か
な
る
關
係
も
見
出
せ
な
い
。

（
25
）「
孔
氏
先
塋
碑
記
」
で
は
「
下
邑
」
に
作
る
が
、「
下
」
は
「
夏
」
の
通
假
字
で
あ
ろ
う
。
高
亨
纂
著
・
董
治
安
整
理
『
古
字
通
假
會
典
』

（
齊
魯
書
社
、
一
九
八
九
年
）
八
四
九
頁
參
照
。

（
26
）
薛
瑞
兆
「『
金
文
最
』
校
札

─
署
名
問
題
及
其
他
」（『
江
蘇
大
學
學
報
』
社
會
科
學
版
二
〇
一
一
年
第
一
期
）
參
照
。

（
27
）
周
知
の
通
り
、『
大
明
一
統
志
』
は
天
順
五
年
（
一
四
六
一
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
以
降
、
明
末
へ
至
る
ま
で
何
度
か
改
訂
さ
れ
て
い
る
。

造
律
臺
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
内
府
本
（
天
順
五
年
（
一
四
六
一
年
）
刊
）・
愼
獨
齋
本
（
弘
治
十
八
年
（
一
五
〇
五
年
）
刊
）・
歸
仁
齋
本

（
嘉
靖
三
十
八
年
（
一
五
五
九
年
）
本
）
の
『
大
明
一
統
志
』
で
は
卷
二
六
開
封
府
上
宮
室
に
見
え
る
が
、
明
末
の
萬
壽
堂
本
で
は
卷
二
七

歸
德
府
宮
室
に
見
え
る
。
こ
れ
は
當
地
一
帶
が
嘉
靖
二
十
四
年
（
一
五
四
五
年
）
ま
で
「
歸
德
州
」
と
し
て
開
封
府
に
所
屬
し
て
い
た
が
、

同
年
に
「
歸
德
府
」
へ
昇
格
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
嘉
靖
三
十
八
年
の
歸
仁
齋
本
で
も
卷
二
七
に
「
歸
德
府
」
の
章
は
設
け
ら

れ
て
い
な
い
が
、
わ
ず
か
十
四
年
前
の
改
革
な
の
で
、
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
内
府
本
・
愼
獨
齋
本
・
歸
仁
齋
本

で
は
『
寰
宇
通
志
』
と
同
じ
く
「
在
永
城
縣
北0

三
里
」
に
作
る
が
、
萬
壽
堂
本
で
は
「
在
永
城
縣
西
南

0

0

三
里
」
に
作
り
、
永
城
縣
か
ら
の
方

位
が
異
な
っ
て
い
る
。「
西
南
」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。

（
28
）
前
漢
・
劉
向
『
説
苑
』
君
道
篇
に
「
當
堯
之
時
（
中
略
）
皋
陶
爲
大
理
」、『
初
學
記
』
卷
一
二
職
官
部
下
大
理
卿
が
引
く
『
春
秋
元
命
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包
』
に
「
堯
爲
天
子
、
夢
馬
啄
子
、
得
臯
陶
、
聘
爲
大
理
」、『
管
子
』
法
法
篇
に
「
舜
之
有
天
下
也
（
中
略
）
皋
陶
爲
李
」、『
孟
子
』
告
子

下
篇
に
「
桃
應
問
曰
、
舜
爲
天
子
、
皋
陶
爲
士
」
と
あ
る
。「
李
」
に
つ
い
て
は
『
管
子
』
大
匡
篇
の
尹
知
章
注
に
「
李
、
獄
官
也
」、「
大

理
」
に
つ
い
て
は
『
禮
記
』
月
令
の
鄭
玄
注
に
「
理
、
治
獄
官
也
。
有
虞
氏
曰
士
、
夏
曰
大
理
、
周
曰
大
司
寇
」、「
士
」
に
つ
い
て
は
『
周

禮
』
秋
官
司
寇
の
鄭
玄
注
に
「
士
、
察
也
。
主
察
獄
訟
之
事
者
」、『
史
記
』
卷
一
五
帝
本
紀
の
裴
駰
『
集
解
』
が
引
く
馬
融
注
に
「
獄
官
之

長
」
と
あ
る
。

（
29
）『
竹
書
紀
年
』（
今
本
）
帝
舜
有
虞
氏
に
「
三
年
、
命
咎
陶
作
刑
」、『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覽
君
守
篇
に
「
皋
陶
作
刑
」、『
後
漢
書
』
卷
四

四
張
敏
列
傳
に
「
敏
復
上
疏
曰
（
中
略
）
臣
伏
見
孔
子
垂
經
典
、
臯
陶
造
法
律
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
十
四
年
に
は

「
叔
向
曰
（
中
略
）
夏
書
曰
、
昏
・
墨
・
賊
、
殺
。
皋
陶
之
刑
也
」
と
あ
り
、
皋
陶
が
定
め
た
と
さ
れ
る
法
律
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）『
急
就
篇
』
卷
四
に
「
皋
陶
造
獄
、
法
律
存
」
と
あ
る
。

（
31
）
朱
紹
侯
「
酇
侯
蕭
何
封
地
考
」（
張
本
義
編
『
大
連
圖
書
館
百
年
紀
念
學
術
論
文
集
』
萬
卷
出
版
公
司
、
二
〇
〇
七
年
）
參
照
。

（
32
）
張
志
清
「
造
律
臺
與
造
律
臺
遺
址
」
參
照
。

（
33
）
李
景
聃
「
豫
東
商
邱
永
城
調
査
及
造
律
臺
黑
孤
堆
曹
橋
三
處
小
發
掘
」
參
照
。

（
34
）
蕭
何
の
墓
と
傳
え
ら
れ
る
も
の
は
、
中
國
各
地
に
複
數
存
在
す
る
が
、『
史
記
』
蕭
相
國
世
家
の
『
集
解
』
が
引
く
『
東
觀
漢
記
』
に

「
蕭
何
墓
在
長
陵
東
司
馬
門
道
北
百
歩
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
蕭
何
の
墓
の
所
在
を
傳
え
る
最
も
古
い
記
載
で
あ
る
。「
長
陵
」
と
は
漢
の
高
祖

の
陵
墓
で
、
現
在
で
い
う
陝
西
省
咸
陽
市
渭
城
區
窯
店
鎭
三
義
村
に
位
置
す
る
。『
東
觀
漢
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
蕭
何
墓
は
要
す
る
に

長
陵
の
東
北
に
位
置
す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
國
家
文
物
局
編
『
中
國
文
物
地
圖
集　

陝
西

分
册
』（
西
安
地
圖
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
下
册
三
五
二
頁
に
よ
る
と
、
蕭
何
墓
は
渭
城
區
韓
家
灣
郷
徐
家
寨
村
に
あ
る
と
い
う
。
徐
家

寨
村
は
ち
ょ
う
ど
長
陵
の
東
北
に
位
置
す
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
墓
前
に
は
清
の
畢
沅
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
墓
碑
が
あ
る
と
い
う
。
と
こ

ろ
が
、
畢
沅
の
墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
蕭
何
墓
は
、
實
際
に
は
渭
城
區
底
張
鎭
瓦
劉
村
に
位
置
す
る
。
筆
者
は
二
〇
一
七
年
八
月
一
七
日

に
現
地
を
訪
れ
、
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
蕭
何
墓
は
長
陵
の
西
北
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
長
陵
の
東
北
に
位
置
す
る
と

い
う
『
東
觀
漢
記
』
の
記
載
に
合
わ
ず
、
距
離
も
離
れ
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
35
）『
史
記
』
卷
一
二
一
儒
林
列
傳
に
「
言
尚
書
自
濟
南
伏
生
、
言
禮
自
魯
高
堂
生
」
と
あ
り
、『
索
隱
』
に
「
云
生
者
、
自
漢
已
來
儒
者
皆

號
生
、
亦
先
生
省
字
呼
之
耳
」
と
あ
る
。
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（
36
）
現
在
、
酇
城
の
蕭
何
墓
・
丘
生
墓
は
い
ず
れ
も
殘
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
い
つ
ま
で
殘
っ
て
い
た
の
か
も
定
か
で
な
い
。『
光
緒
永
城
縣

志
』
古
蹟
志
に
は
「
酇
縣
城
（
中
略
）
城
東
有
蕭
何
廟
與
墓
及
造
律
臺
、
爲
何
造
律
處
。
今
臺
基
・
廟
・
墓
猶
存
。（
中
略
）
邱
生
墓　

在

酇
縣
城
。
與
蕭
何
同
定
律
令
者
」
と
あ
り
、
蕭
何
墓
と
丘
生
墓
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
消
滅
し
た
の
は
清
末
以
降
の
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

ま
た
、『
寰
宇
通
志
』
か
ら
『
光
緒
永
城
縣
志
』
へ
至
る
ま
で
、
酇
城
の
造
律
臺
の
上
に
は
蕭
何
廟
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
解
放

後
し
ば
ら
く
し
て
破
壞
さ
れ
た
。
張
志
清
「
造
律
臺
與
造
律
臺
遺
址
」
參
照
。
現
在
、
造
律
臺
の
麓
に
は
蕭
何
祠
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
蕭
氏

宗
親
會
の
寄
付
に
よ
り
近
年
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
俊
杰
「
造
律
臺
」（『
商
丘
師
範
學
院
學
報
』
二
〇
一
四
年
第
四
期
）
參
照
。

（
37
）『
中
國
文
物
地
圖
集　

河
南
分
册
』
四
二
六
頁
に
よ
る
と
、
商
水
の
丘
生
墓
は
漢
代
の
墓
で
、
商
水
縣
文
物
保
護
單
位
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。
文
物
保
護
單
位
に
指
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
商
水
の
丘
生
墓
は
自
然
の
丘
陵
で
は
な
く
、
人
工
の
墳
墓
と
考
え
ら
れ
る
が
、

年
代
を
漢
代
と
判
じ
た
根
據
は
も
っ
ぱ
ら
造
律
臺
傳
説
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
考
古
學
的
な
見
地
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
明
ら
か
で
な

い
。
ち
な
み
に
、『
周
口
晩
報
』
二
〇
一
〇
年
七
月
一
三
日
に
よ
る
と
、
丘
生
墓
の
周
圍
に
は
戰
國
〜
漢
初
の
板
瓦
・
筒
瓦
の
破
片
が
散
ら

ば
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
丘
生
墓
と
い
か
な
る
關
係
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

（
38
）『
中
國
文
物
地
圖
集　

河
南
分
册
』
四
二
六
頁
參
照
。
た
だ
し
、『
周
口
晩
報
』
二
〇
一
〇
年
七
月
一
三
日
に
よ
る
と
、
高
さ
四
メ
ー
ト

ル
、
直
径
二
三
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）『
中
國
文
物
地
圖
集　

河
南
分
册
』
四
二
六
頁
參
照
。

（
40
）
こ
こ
で
は
閻
樹
梅
『
永
城
史
話
』（
河
南
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
九
頁
及
び
二
三
一
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用
し

た
。
原
典
は
未
詳
で
あ
る
。

（
41
）
呂
永
輝
（
一
八
三
九
〜
一
九
二
一
年
）
は
永
城
縣
城
關
鎭
（
現
在
の
永
城
市
城
關
鎭
）
の
人
、
魏
廣
卿
（
一
八
八
〇
〜
一
九
四
六
年
）

は
永
城
縣
高
莊
魏
莊
（
現
在
の
永
城
市
高
莊
鎭
魏
莊
）
の
人
で
あ
る
。『
永
城
縣
志
』（
一
九
九
一
年
）
五
八
四
頁
、
閻
樹
梅
『
永
城
史
話
』

二
三
一
頁
參
照
。
中
で
も
、
呂
永
輝
は
『
光
緒
永
城
縣
志
』
の
編
纂
者
の
一
人
で
、
永
城
全
般
に
つ
い
て
詳
し
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

（
42
）『
順
治
河
南
通
志
』
卷
一
七
選
擧
明
崇
禎
甲
戌
科
劉
理
順
榜
、『
康
煕
永
城
縣
志
』
卷
六
人
物
明
な
ど
參
照
。

（
43
）
以
上
、
民
國
期
の
永
城
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
閻
樹
梅
『
永
城
史
話
』
一
二
八
頁
以
降
參
照
。
酇
城
に
限
っ
て
い
え
ば
、
一
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九
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
の
牧
師
が
永
城
で
キ
リ
ス
ト
敎
浸
禮
會
を
結
成
し
、
そ
の
後
酇
城
に
も
福
音
堂
や
福
音
小
學
を
設
立
し
た
こ
と
（
一

三
〇
頁
）、
一
九
二
八
年
に
大
小
の
地
主
が
匪
賊
か
ら
逃
れ
、
永
城
縣
城
あ
る
い
は
酇
城
へ
逃
げ
込
ん
だ
こ
と
（
一
四
四
頁
）、
一
九
三
八
年

に
日
本
軍
の
航
空
機
二
機
が
酇
城
を
空
爆
し
、
百
人
餘
り
が
死
傷
し
た
こ
と
（
一
八
一
頁
）
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）『
史
記
』
卷
八
高
祖
本
紀
に
「
高
祖
被
酒
、
夜
徑
澤
中
、
令
一
人
行
前
。
行
前
者
還
報
曰
、
前
有
大
蛇
當
徑
、
願
還
。
高
祖
醉
曰
、
壯
士

行
、
何
畏
。
乃
前
、
拔
劍
擊
斬
蛇
」
と
あ
る
。

（
45
）『
永
城
縣
志
』（
一
九
九
一
年
）
四
九
五
頁
、『
中
國
文
物
地
圖
集　

河
南
分
册
』
四
〇
八
頁
參
照
。
前
者
に
よ
る
と
、
一
九
八
四
年
に
同

碑
は
保
存
の
た
め
芒
山
文
化
分
館
内
へ
移
さ
れ
、
元
の
場
所
に
は
複
製
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

〔
附
記
〕
二
〇
一
六
年
八
月
二
一
日
、
筆
者
は
永
城
の
造
律
臺
を
實
際
に
訪
れ
た
。
本
稿
掲
載
の
寫
眞
は
全
て
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。


