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は
じ
め
に

　

孔
子
の
整
理
・
編
纂
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
経
書
は
、
孔
子
の
没
後
、
儒
家
の
人
々

に
よ
っ
て
不
断
に
伝
承
が
続
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
伝
や
記
と
い
っ
た
解
説
の
類
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
経
書
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
『
春
秋
』
は
、
孔
子
の
祖
国
、
魯
国
の

年
代
記
に
、
孔
子
自
身
が
筆
削
を
加
え
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
す
る

後
世
の
解
説
と
し
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』『
春
秋
公
羊
伝
』そ
し
て『
春
秋
穀
梁
伝
』（
以
下『
穀

梁
伝
』
と
略
称
）
の
、
い
わ
ゆ
る
春
秋
三
伝
が
形
成
さ
れ
て
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
春
秋
三

伝
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
『
春
秋
』
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
や
体
裁

に
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
三
伝
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
め
ぐ
っ
て
は
、
歴
代
多
く

の
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
三
伝
相
互
の
比
較
で
は
な
い
。
三
伝

の
一
つ
『
穀
梁
伝
』
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
で
議
論
さ
れ
て
き
た
点
に
、
改
め
て
目
を
向

け
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
『
穀
梁
伝
』
の
特
徴
を
め
ぐ
っ
て

は
、
道
徳
よ
り
も
法
を
重
視
す
る
、
法
家
的
な
性
格
を
備
え
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方

で
、
そ
う
し
た
説
は
必
ず
し
も
成
立
し
が
た
く
、『
穀
梁
伝
』
は
あ
く
ま
で
も
儒
家
的
な
基

盤
に
立
つ
も
の
だ
、
と
す
る
反
論
も
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研

究
に
お
け
る
論
点
を
整
理
す
る
と
、
そ
れ
は
『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
に
出
現
す
る
「
正
」
な
る

概
念
の
定
義
に
関
わ
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
整
理

し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
『
穀
梁
伝
』
中
の
正
の
定
義
を
、
そ
の
周
辺
概

念
で
あ
る
「
礼
」
と
の
対
比
に
よ
り
再
検
討
し
た
い
。
具
体
的
な
手
段
と
し
て
は
、
正
と
礼

と
が
並
列
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
伝
文
に
注
目
し
、
こ
れ
に
関
す
る
清
代
の
学
者
、
胡
元

直
（
一
八
五
三
〜
一
八
九
三
）
と
廖
平
（
一
八
五
二
〜
一
九
三
二
）
の
説
を
参
照
す
る
。
そ

の
う
え
で
、
両
者
の
説
を
手
が
か
り
に
、『
穀
梁
伝
』
の
正
（
あ
る
い
は
非
正
、
礼
と
非
礼
）

の
定
義
に
関
し
て
、
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
一
、『
穀
梁
伝
』
の
特
徴
を
め
ぐ
る
議
論

　

従
来
、『
穀
梁
伝
』
を
め
ぐ
っ
て
は
、道
徳
的
規
範
よ
り
も
法
的
規
範
を
重
視
す
る
と
し
て
、

法
治
主
義
的
性
格
を
持
つ
書
だ
と
す
る
説
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
１
）。
そ
の
主
た

る
根
拠
は
、『
穀
梁
伝
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
、
魯
の
隠
公
の
即
位
に
関
す
る
次
の
よ
う
な

議
論
で
あ
る
。

　

魯
の
隠
公
の
先
代
恵
公
は
、
当
初
、
隠
公
の
異
母
弟
に
位
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た

が
、
結
局
は
、
天
倫
た
る
兄
弟
の
順
序
に
従
っ
て
隠
公
に
位
を
継
が
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
隠

公
は
即
位
後
、
先
君
の
遺
志
を
成
就
さ
せ
る
べ
く
、
異
母
弟
へ
の
譲
位
を
実
行
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
譲
位
が
実
行
さ
れ
る
以
前
に
、
異
母
弟
は
隠
公
を
弑
殺
し
て
自
ら
位
に

就
い
た
。こ
れ
が
隠
公
の
次
の
魯
君
、桓
公
で
あ
る
。こ
の
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
、『
穀
梁
伝
』

で
は
、桓
公
は
「
悪
」、隠
公
は
「
善
」
と
評
し
た
う
え
で
、隠
公
の
譲
位
に
つ
い
て
は
「
不
正
」

で
あ
る
と
糾
弾
す
る
。
つ
ま
り
、
隠
公
は
「
善
で
あ
り
な
が
ら
不
正
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
道
徳
的
な
善
悪
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
正
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
隠
公
は
不
正
の
語
を
以
て
糾
弾
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、『
穀
梁
伝
』
は
道
徳
的
規
範
―
―
善
・
悪
―
―
よ
り
も
、

国
家
規
範
―
―
正
・
不
正
―
―
を
優
先
す
る
と
の
見
解
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、『
穀
梁
伝
』

に
い
う
正
と
は
、
国
家
規
範
と
し
て
の
法
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
、
適
法
性
を
評
価
す
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る
語
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
の
背
後
に
あ
る
の
は
、『
穀
梁
伝
』
を
顕
彰
し
た
前
漢
の
宣
帝
と
の
関
わ
り
か

ら
、『
穀
梁
伝
』
の
特
徴
を
探
ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
宣
帝
は
、
従
来
の
漢
王
室
が
規

範
と
し
た
儒
家
的
な
王
道
政
治
ば
か
り
で
な
く
、
法
家
的
な
覇
道
政
治
を
も
重
視
し
た
皇
帝

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
右
の
見
解
は
、
そ
う
し
た
歴
史
事
実
と
の
関
連
で
『
穀
梁
伝
』

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
的
に
説
得
力
を
持
つ
も
の
と
言

え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、後
に
は
こ
れ
に
対
す
る
反
論
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
穀
梁
伝
』

に
法
治
主
義
的
性
格
を
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
伝
文
中
の
正
も
、
あ
く
ま
で
も
儒
家
の

倫
理
秩
序
に
基
づ
く
評
語
だ
と
言
う
（
３
）。
こ
の
反
論
は
、
宣
帝
の
政
治
思
想
が
必
ず
し
も

法
家
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
儒
家
的
な
礼
教
を
こ
そ
重
視
し

た
と
の
指
摘
が
主
た
る
根
拠
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
ま
た
、
先
の
隠
公
元
年
の
伝
文
の
み
な

ら
ず
、『
穀
梁
伝
』
全
体
に
わ
た
る
正
の
字
の
用
例
を
丹
念
に
検
討
し
た
結
果
で
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、『
穀
梁
伝
』
に
は
、
一
度
他
国
に
嫁
い
だ
諸
侯
の
婦
人
が
再
び
国
境
を
越
え
る
こ

と
を
、
あ
る
箇
所
で
は
「
非
正
」
と
断
じ
、
あ
る
箇
所
で
は
「
非
礼
」
と
断
ず
る
例
が
見
ら

れ
る
（
４
）。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
、
伝
文
に
お
い
て
正
と
礼
と
が
同
一
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
に
正
が
礼
と
言
い
替
え
ら
れ
る
以
上
は
、

そ
れ
を
適
法
・
合
法
の
観
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
こ
う
し

た
指
摘
も
ま
た
、
実
証
的
な
用
例
の
帰
納
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
納
得
さ
せ
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
前
提
で
伝
文
中
の
礼
と
正
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
や
や
不

自
然
に
思
わ
れ
る
箇
所
が
、『
穀
梁
伝
』
の
荘
公
二
十
四
年
に
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
、
同

一
の
伝
文
中
に
「
非
礼
」
と
「
非
正
」
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
両

者
の
間
に
は
何
ら
か
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。そ
れ
で
は
、

当
該
伝
文
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
『
穀
梁
伝
』
全
体
の

正
の
定
義
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
か
。
以
下
、問
題
の
伝
文
を
取
り
上
げ
て
、

『
穀
梁
伝
』
の
特
徴
に
関
し
て
研
究
史
上
、
焦
点
と
な
っ
て
い
た
、
正
に
対
す
る
解
釈
を
改

め
て
検
討
し
直
し
て
み
た
い
。

　
二
、『
穀
梁
伝
』
中
の
非
礼
と
非
正

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
『
穀
梁
伝
』
荘
公
二
十
四
年
の
伝
文
だ
が
、
当
該
伝
文
は
前
年

か
ら
ひ
と
続
き
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
荘
公
二
十
三
年
の
箇
所
か
ら
確
認
し
て
お
き

た
い
。

　

荘
公
二
十
三
年
の
『
春
秋
』
経
文
に
、

秋
、
桓
宮
の
楹は
し
らに

丹
ぬ
る
。

（
秋
、
丹
桓
宮
楹
。）

と
あ
り
、
桓
公
の
宗
廟
の
楹
を
丹
色
に
装
飾
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

礼
に
、
天
子
・
諸
侯
は
黝い
う

堊あ
く

、
大
夫
は
倉さ
う

、
士
は
黈と
う

。
楹
に
丹
ぬ
る
は
、
非
礼
な
り
。

（
礼
、
天
子
・
諸
侯
黝
堊
、
大
夫
倉
、
士
黈
。
丹
楹
、
非
礼
也
。）

天
子
か
ら
士
に
至
る
各
身
分
の
楹
が
い
か
な
る
色
に
装
飾
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
礼
制
を

述
べ
た
う
え
で
、
楹
を
丹
色
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
礼
の
規
定
に
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
「
非

礼
」
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
、
翌
年
の
荘
公
二
十
四
年
の
『
春
秋
』
経
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。二

十
有
四
年
、
春
、
王
の
三
月
、
桓
宮
の
桷た
る
きに

刻
む
。

（
二
十
有
四
年
、
春
、
王
三
月
、
刻
桓
宮
桷
。）

こ
こ
で
も
、
前
年
と
同
じ
く
桓
公
の
宗
廟
に
関
す
る
こ
と
が
ら
が
記
さ
れ
る
。
今
度
は
、
そ

の
桷
に
彫
刻
を
施
し
た
と
の
記
録
で
あ
る
。行
為
自
体
は
前
年
の
楹
の
場
合
と
類
似
す
る
が
、

こ
れ
に
対
す
る
『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
は
、
前
年
の
場
合
と
は
異
な
る
評
語
を
以
て
こ
の
行
為

を
断
罪
す
る
。

礼
に
、
天
子
の
桷
は
、
之
を
斫け
づ

り
之
を
礱み
が

き
、
密
石
を
加
ふ
。
諸
侯
の
桷
は
、
之
を
斫

り
之
を
礱
く
。
大
夫
は
之
を
斫
る
。
士
は
本
を
斫
る
。
桷
に
刻
む
は
、
非
正
な
り
。
夫

人
は
、
宗
廟
を
崇
ぶ
所
以
な
り
。
非
礼
と
非
正
と
を
取
り
て
之
を
宗
廟
に
加
へ
、
以
て

夫
人
に
飾
る
は
、
非
正
な
り
。

（
礼
、天
子
之
桷
、斫
之
礱
之
、加
密
石
焉
。
諸
侯
之
桷
、斫
之
礱
之
。
大
夫
斫
之
。
士
斫
本
。

刻
桷
、
非
正
也
。
夫
人
、
所
以
崇
宗
廟
也
。
取
非
礼
与
非
正
而
加
之
於
宗
廟
、
以
飾
夫

人
、
非
正
也
。）

　

は
じ
め
に
桷
に
関
す
る
礼
制
を
述
べ
る
こ
と
は
、
や
は
り
前
年
の
楹
の
場
合
と
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
の
礼
の
規
定
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
が
、
楹

の
場
合
に
は
「
非
礼
」
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
箇
所
で
は
「
非
正
」
と
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
同
じ
く
礼
制
に
違
背
す
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
非
礼
」
と
言
い
、
一

方
で
は
「
非
正
」
と
言
う
。
さ
ら
に
は
、「
非
礼
と
非
正
と
を
取
り
て
之
を
宗
廟
に
加
ふ
」
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『春秋穀梁伝』の「非礼」と「非正」

と
し
て
両
者
を
並
列
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
非
礼
と
非
正
と
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
な
お
、
右
の
引
用
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
宗
廟
へ
の
装
飾
は
、
荘
公
が
新

た
に
夫
人
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
準
備
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

言
う
。

　

こ
の
こ
と
に
対
し
て
、『
穀
梁
伝
』
の
正
統
的
注
釈
と
も
言
う
べ
き
、
東
晋
の
范
甯
の
注

は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
非
礼
」
は
讎
女
を
娶
る
を
謂
ひ
、「
非
正
」
は
桷
に
刻
み
・
楹
に
丹
ぬ
る
を
謂
ふ
な
り
。

本
よ
り
宗
廟
の
宜
し
き
に
非
ず
。
故
に
加
ふ
と
曰
ふ
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
将
に
親
迎
せ

ん
と
し
て
夫
人
の
為
に
飾
ら
ん
と
欲
す
。
又
た
非
正
な
り
。

（
非
礼
謂
娶
讎
女
、
非
正
謂
刻
桷
・
丹
楹
也
。
本
非
宗
廟
之
宜
。
故
曰
加
。
言
将
親
迎
欲

為
夫
人
飾
。
又
非
正
也
。）

　

范
甯
は
、
荘
公
が
娶
ろ
う
と
す
る
夫
人
は
、
そ
の
先
君
の
桓
公
を
殺
害
し
た
仇
敵
の
国
、

斉
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
伝
文
に
言
う
非
礼
に
当
た
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て

非
正
と
は
、
桷
に
刻
み
、
楹
に
丹
ぬ
る
こ
と
の
両
者
を
ま
と
め
て
言
っ
た
も
の
だ
と
す
る
。

こ
の
范
甯
の
説
は
、
先
に
見
た
伝
文
と
対
応
さ
せ
て
見
る
と
不
審
な
点
が
の
こ
る
。
荘
公

二
十
三
年
伝
文
で
は
丹
楹
を
非
礼
と
言
い
、
二
十
四
年
伝
文
で
は
刻
桷
を
非
正
と
言
っ
て
区

別
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
范
甯
注
で
は
こ
の
区
別
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
点
で
不
可
解
さ
も
あ
る
が
、
結
局
は
伝
文
の
非
礼
と
非
正
と
を
言
い
換
え
可
能
な

も
の
と
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
范
甯
は
ま
さ
に
、
礼
と
正
と
を
同
一
の
も
の
と

し
て
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
范
甯
の
注
に
対
す
る
再
注
釈
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
唐
の
楊
士
勛
の
疏
に
は
、
こ

れ
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

釈
し
て
曰
は
く
、
讎
女
を
娶
り
、
桷
に
刻
む
は
、
両
事
俱
に
非
な
り
。
故
に
又
た
と
曰

ふ
な
り
。
或
い
は
以
為
へ
ら
く
、
又
と
は
、
并
び
に
夫
人
に
崇
飾
す
る
を
謂
ふ
。
理
、

亦
た
通
ず
る
な
り
。
直
だ
非
礼
と
の
み
言
は
ず
し
て
、
又
た
非
正
と
云
ふ
所
以
は
、
荘

に
二
種
の
悪
有
る
を
見し
め

す
。
故
に
非
礼
・
非
正
、
両
つ
な
が
ら
之
を
挙
ぐ
る
な
り
。

（
釈
曰
、
娶
讎
女
、
刻
桷
両
事
俱
非
。
故
曰
又
也
。
或
以
為
、
又
者
、
并
謂
崇
飾
夫
人
。

理
亦
通
也
。
所
以
不
直
言
非
礼
、
云
又
非
正
者
、
見
荘
有
二
種
之
悪
。
故
非
礼
・
非
正
、

両
挙
之
也
。）

　

楊
士
勛
も
、
こ
こ
に
非
礼
と
非
正
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
荘
公
が
二
種
類
の
悪
事

を
背
負
う
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
、
非
礼
と
非
正
と
の
間

に
、
や
は
り
本
質
的
な
差
異
は
な
く
、
伝
文
で
そ
れ
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
レ

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
修
辞
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
説
も
、
非
礼
と
非
正
と
が
併
記
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
一
応
は
納
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
范
甯
の
説
に
は
、
伝
文
と
の
整
合
性
の
点
で
釈
然
と
し
な
い

と
こ
ろ
が
あ
り
、
楊
士
勛
の
説
も
、「
非
正
」
な
る
語
を
用
い
る
必
然
性
の
説
明
と
し
て
は

不
十
分
で
あ
ろ
う
。
二
種
類
の
悪
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、な
に
も
「
非
正
」
に
限
ら
ず
、

例
え
ば
「
非
善
」
な
り
「
非
道
」
な
り
と
い
っ
た
、
別
の
表
現
も
許
容
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
范
甯
や
楊
士
勛
の
説
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
非
礼
と
非
正
と

が
異
な
る
と
仮
定
し
た
と
こ
ろ
で
、両
者
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
非
正
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
評
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
当

た
っ
て
注
目
す
べ
き
文
章
が
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
清
末
を
生
き
た
胡
元
直
と
廖
平
に
よ
っ
て

書
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
彼
ら
の
所
説
を
参
照
し
な
が
ら
、『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
に
お
け
る

非
礼
と
非
正
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

た
だ
し
、
行
論
の
便
宜
上
、
ま
ず
は
両
者
が
共
に
言
及
す
る
『
穀
梁
伝
』
当
該
伝
文
の
異

同
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
三
、
伝
文
の
異
同

　

荘
公
二
十
三
年
の
伝
文
に
つ
い
て
、王
引
之
（
一
七
六
六
〜
一
八
三
四
）
の
『
経
義
述
聞
』

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
（
５
）。

二
十
三
年
「
秋
、
桓
宮
の
楹
に
丹
ぬ
る
。」
伝
に
曰
は
く
「
礼
に
、
天
子
・
諸
侯
は
黝
堊
、

大
夫
は
倉
、
士
は
黈
。
楹
に
丹
ぬ
る
は
、
非
礼
な
り
。」
或
ひ
と
曰
は
く
、『
太
平
御
覧
』

巻
一
百
八
十
七
に
『
穀
梁
伝
』
を
引
き
て
「
天
子
は
丹
、
諸
侯
は
黝
堊
」
に
作
る
（
６
）。

伝
の
意
は
、
魯
、
天
子
の
礼
を
僭
用
す
る
を
言
ふ
。
故
に
下
に
云
ふ
「
楹
を
丹
に
す
る

は
、
非
礼
な
り
」
と
。
若
し
天
子
・
諸
侯
、
同
じ
く
黝
堊
な
れ
ば
、
伝
は
何
ぞ
此
の
礼

を
述
ぶ
る
を
用
ひ
ん
。『
御
覧
』
引
く
所
の
本
、
是ぜ

な
り
。

（
二
十
三
年
「
秋
、丹
桓
宮
楹
。」
伝
曰
「
礼
、天
子
・
諸
侯
黝
堊
、大
夫
倉
、士
黈
。
丹
楹
、

非
礼
也
。」
或
曰
、『
太
平
御
覧
』
巻
一
百
八
十
七
引
『
穀
梁
伝
』
作
「
天
子
丹
、
諸
侯

黝
堊
。」
伝
意
言
魯
僭
用
天
子
之
礼
。
故
下
云
「
丹
楹
、
非
礼
也
。」
若
天
子
・
諸
侯
同

黝
堊
、
伝
何
用
述
此
礼
。『
御
覧
』
所
引
本
是
。）

　

こ
こ
に
「
或
ひ
と
曰
は
く
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
太
平
御
覧
』
巻

一
百
八
十
七
に
引
用
す
る
伝
文
で
は
、
天
子
の
楹
は
丹
色
だ
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
穀

梁
伝
』
が
「
楹
に
丹
ぬ
る
」
こ
と
を
非
礼
と
す
る
の
は
、
魯
の
荘
公
が
諸
侯
の
身
分
で
あ
り

な
が
ら
、
天
子
の
礼
制
を
用
い
た
た
め
だ
と
す
る
。
し
か
し
王
引
之
自
身
は
、
こ
れ
に
続
く

箇
所
で
こ
の
説
を
退
け
る
。
な
お
、以
下
の
引
用
中
に
お
け
る
﹇　

﹈
内
は
王
引
之
の
自
注
。

引
之
、
謹
ん
で
案
ず
る
に
、
此
の
説
、
非
な
り
。
伝
の
意
は
、
黝
堊
・
倉
・
黈
は
皆
、

礼
の
有
る
所
な
る
も
、
而
れ
ど
も
楹
に
丹
ぬ
る
は
則
ち
礼
の
無
き
所
を
以
て
す
。
故
に

非
礼
と
云
ふ
。
其
の
天
子
の
礼
を
僭
用
す
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
下
文
の
「
桓
宮
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の
桷
に
刻
す
」
の
伝
に
曰
は
く
「
礼
に
、
天
子
の
桷
は
、
之
を
斲け
づ

り
之
を
礱
き
、
密
石

を
加
ふ
。
諸
侯
の
桷
は
、之
を
斲
り
之
を
礱
く
。
大
夫
は
之
を
斲
る
。
士
は
本
を
斲
る
。

桷
に
刻
む
は
、
非
正
な
り
。」
亦
た
桷
に
刻
む
は
礼
の
有
る
所
に
非
ざ
る
を
以
て
す
。

故
に
非
正
と
云
ふ
。
其
の
天
子
を
僭
す
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
﹇『
左
氏
』『
公
羊
』

皆
云
ふ
「
非
礼
な
り
。」
孔
穎
達
曰
は
く
「
正
礼
に
、
楹
は
丹
ぬ
ら
ず
、
桷
は
刻
ま
ず
。

故
に
非
礼
と
云
ふ
。」﹈。
諸
侯
の
礼
に
、固
よ
り
天
子
と
同
じ
き
者
有
り
。
礼
器
の
「
天

子
・
諸
侯
は
台
門
あ
り
」「
天
子
・
諸
侯
の
尊
は
禁
を
廃
す
」
の
属
、
是
れ
な
り
。
唐

石
経
及
び
各
本
「
天
子
・
諸
侯
は
黝
堊
」
に
作
る
は
皆
、
誤
ら
ず
。『
御
覧
』
居
処
部

十
五
、
引
き
て
「
天
子
は
丹
、
諸
侯
は
黝
堊
」
に
作
る
も
、
丹
の
字
は
乃
ち
上
下
の
文

の
「
楹
に
丹
ぬ
る
」
に
渉
り
て
衍
す
。『
左
伝
正
義
』『
北
堂
書
鈔
』
礼
部
八
・『
白
帖
』

六
十
七
引
く
所
は
並
び
に
今
本
と
同
じ
。
又
た
『
広
雅
』
釈
宮
に
云
ふ
「
天
子
・
諸
侯

の
廟
は
黝
堊
、
卿
大
夫
は
蒼
、
士
は
黈
。」
即
ち
此
の
伝
の
文
を
用
ふ
。
故
に
今
本
の

誤
る
に
非
ざ
る
を
知
る
。

（
引
之
謹
案
、
此
説
非
也
。
伝
意
以
黝
堊
・
倉
・
黈
皆
礼
之
所
有
而
丹
楹
則
礼
之
所
無
。

故
云
非
礼
。
非
謂
其
僭
用
天
子
之
礼
也
。
下
文
「
刻
桓
宮
桷
」
伝
曰
「
礼
、天
子
之
桷
、

斲
之
礱
之
、
加
密
石
焉
。
諸
侯
之
桷
、
斲
之
礱
之
。
大
夫
斲
之
。
士
斲
本
。
刻
桷
、
非

正
也
。」
亦
以
刻
桷
非
礼
之
所
有
。
故
云
非
正
。
非
謂
其
僭
天
子
也
﹇『
左
氏
』『
公
羊
』

皆
云
「
非
礼
也
。」
孔
穎
達
曰
「
正
礼
、
楹
不
丹
、
桷
不
刻
。
故
云
非
礼
也
。」﹈。
諸

侯
之
礼
、
固
有
与
天
子
同
者
。
若
礼
器
「
天
子
・
諸
侯
台
門
」「
天
子
・
諸
侯
之
尊
廃

禁
」
之
属
是
也
。
唐
石
経
及
各
本
作
「
天
子
・
諸
侯
黝
堊
」
皆
不
誤
。『
御
覧
』
居
処

部
十
五
引
作
「
天
子
丹
、
諸
侯
黝
堊
」、
丹
字
乃
渉
上
下
文
「
丹
楹
」
而
衍
。『
左
伝
正

義
』『
北
堂
書
鈔
』
礼
部
八
・『
白
帖
』
六
十
七
所
引
並
与
今
本
同
。
又
『
広
雅
』
釈
宮

云
「
天
子
・
諸
侯
廟
黝
堊
、卿
大
夫
蒼
、士
黈
。」
即
用
此
伝
之
文
。
故
知
今
本
之
非
誤
。）

　

王
引
之
は
、
楹
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
天
子
と
諸
侯
と
に
区
別
が
あ
る
こ
と
を

想
定
し
な
く
と
も
よ
い
と
し
て
、『
礼
記
』
礼
器
篇
か
ら
天
子
と
諸
侯
と
が
同
じ
礼
を
共
有

す
る
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
先
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
楹
に
丹
ぬ
る
こ
と
と
、

桷
に
刻
む
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
も
そ
も
礼
の
規
定
に
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
礼
な
り

非
正
な
り
と
し
て
退
け
ら
れ
る
の
だ
と
述
べ
る
。

　

こ
の
箇
所
の
『
経
義
述
聞
』
は
、
伝
文
の
異
同
を
確
定
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
か
ら
、

今
本
が
誤
り
で
な
い
こ
と
を
述
べ
る
に
止
ま
り
、
非
礼
と
非
正
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
言
及

し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
読
む
限
り
で
は
、
王
引
之
も
や
は
り
、
非
礼
と
非
正
と
の
区
別

に
つ
い
て
、特
に
明
確
な
区
別
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
次
節
か
ら
は
、

こ
の
異
文
に
注
目
し
つ
つ
非
礼
と
非
正
と
の
区
別
を
主
張
し
た
胡
元
直
と
廖
平
、
二
人
の
説

を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
よ
う
。

　
四
、
胡
元
直
説
の
検
討

　

胡
元
直
は
、清
末
の
湖
南
湘
潭
の
人
で
、自
ら
介
堂
と
号
し
た
。光
緒
十
一
年
の
抜
貢
生
で
、

教
諭
と
し
て
四
川
万
県
の
白
巌
書
院
で
教
育
に
従
事
し
た
。
そ
の
著
作
は
、
死
後
、
弟
の
胡

元
玉
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、『
端
敏
遺
書
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、こ
こ
に
言
う
端
敏
と
は
、

彼
の
死
後
、
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
た
私
諡
で
あ
る
と
言
う
（
７
）。

　

こ
の
『
端
敏
遺
書
』
は
「
癸
甲
試
賦
」「
介
堂
経
解
」「
介
堂
詩
詞
」「
介
堂
文
筆
」
の
四

巻
か
ら
成
り
、
本
稿
の
主
題
に
関
わ
る
「
丹
楹
非
礼
刻
桷
非
正
解
」
な
る
文
章
は
、
そ
の
介

堂
経
解
中
に
見
ら
れ
る
（
８
）。
胡
元
直
は
該
文
に
お
い
て
、
先
に
見
た
『
太
平
御
覧
』
の
異

文
に
着
目
し
つ
つ
、『
穀
梁
伝
』
中
の
礼
と
正
と
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
や

や
長
文
に
わ
た
る
の
で
、
適
宜
区
切
り
な
が
ら
見
て
い
こ
う
。

『
穀
梁
』、
桓
宮
の
楹
に
丹
ぬ
る
の
伝
に
云
ふ
「
礼
に
、
天
子
・
諸
侯
は
黝
堊
、
大
夫
は
倉
、

士
は
黈
。
楹
に
丹
ぬ
る
は
、
非
礼
な
り
。」
桓
宮
の
桷
に
刻
す
る
の
伝
に
云
ふ
「
礼
に
、

天
子
の
桷
は
、
之
を
斲
り
之
を
礱
き
、
密
石
を
加
ふ
。
諸
侯
の
桷
は
、
之
を
斲
り
之
を

礱
く
。
大
夫
は
之
を
斲
る
。
士
は
本
を
斲
る
。
桷
に
刻
す
る
は
、
非
正
な
り
。」
一
は

非
礼
と
言
ひ
、
一
は
非
正
と
言
ひ
、『
左
氏
』『
公
羊
』
の
皆
以
て
非
礼
と
為
す
者
と
同

じ
か
ら
ず
。穀
梁
子
は
最
も
礼
制
に
精
し
。其
の
文
を
変
ず
る
や
、必
ず
故
無
き
に
非
ず
。

按
ず
る
に
『
太
平
御
覧
』
巻
一
百
八
十
七
に
、
此
の
伝
を
引
き
て
「
天
子
は
丹
、
諸
侯

は
黝
」
に
作
り
、
堊
の
字
無
く
、
今
本
と
同
じ
か
ら
ず
（
９
）。
古
人
の
等
威
の
辨
を
攷

ふ
る
に
、
最
も
其
の
礼
の
以
て
逓
殺
す
る
者
に
厳
に
し
て
、
其
の
制
も
亦
た
判
然
と
し

て
各
〻
異
な
る
。
惟
だ
尊
卑
迥
か
に
隔
た
り
て
、乃
ち
同
じ
き
者
有
り
。
喪
大
記
の「
君

は
粱
に
沐
し
、
大
夫
は
稷
に
沐
し
、
士
は
粱
に
沐
す
」、
玉
藻
の
「
韠
は
、
天
子
は
直
、

諸
侯
は
前
後
方
、
大
夫
は
前
は
方
に
し
て
後
は
角
を
挫
き
、
士
は
前
後
正
」
の
如
き
是

れ
な
り
。
其
の
尊
卑
迥
か
に
隔
た
る
に
非
ず
し
て
同
じ
き
者
は
、
必
ず
其
の
制
、
逓
殺

す
る
に
非
ざ
る
者
な
り
。
礼
器
の
「
天
子
・
諸
侯
は
台
門
あ
り
」「
天
子
・
諸
侯
の
尊

は
禁
を
廃
し
、
大
夫
・
士
は
、
棜
・
禁
あ
り
」
の
如
き
是
れ
な
り
。
今
、
楹
の
制
は
既

に
逓
殺
に
し
て
、
諸
侯
は
又
た
僅
か
に
天
子
を
下
る
こ
と
一
等
な
れ
ば
、
断
じ
て
同
じ

く
黝
堊
を
用
ふ
る
の
理
無
し
。
且
つ
証
す
る
に
下
文
の
桷
の
制
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち

今
本
に
丹
の
字
無
き
は
、
必
ず
脱
去
す
る
こ
と
疑
ひ
無
し
。

（『
穀
梁
』
丹
桓
宮
楹
伝
云
「
礼
、
天
子
・
諸
侯
黝
堊
、
大
夫
倉
、
士
黈
。
丹
楹
、
非
礼
也
。」

刻
桓
宮
桷
伝
云
「
礼
、
天
子
之
桷
、
斲
之
礱
之
、
加
密
石
焉
。
諸
侯
之
桷
、
斲
之
礱
之
。

大
夫
斲
之
。
士
斲
本
。
刻
桷
、非
正
也
。」
一
言
非
礼
、一
言
非
正
、与
『
左
氏
』『
公
羊
』

皆
以
為
非
礼
者
不
同
。
穀
梁
子
最
精
礼
制
。
其
変
文
也
、必
非
無
故
。
按
『
太
平
御
覧
』

巻
一
百
八
十
七
、
引
此
伝
作
「
天
子
丹
、
諸
侯
黝
」、
無
堊
字
、
与
今
本
不
同
。
攷
古

人
等
威
之
辨
、
最
厳
其
礼
以
逓
殺
者
、
其
制
亦
判
然
各
異
。
惟
尊
卑
迥
隔
、
乃
有
同
者
。
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如
喪
大
記
「
君
沐
粱
、
大
夫
沐
稷
、
士
沐
粱
」、
玉
藻
「
韠
、
天
子
直
、
諸
侯
前
後
方
、

大
夫
前
方
後
挫
角
、
士
前
後
正
」
是
也
。
其
非
尊
卑
迥
隔
而
同
者
、
必
其
制
非
逓
殺
者

也
。
如
礼
器
「
天
子
・
諸
侯
台
門
」「
天
子
・
諸
侯
之
尊
廃
禁
、
大
夫
・
士
、
棜
・
禁
」

是
也
。
今
楹
制
既
逓
殺
、
諸
侯
又
僅
下
天
子
一
等
、
断
無
同
用
黝
堊
之
理
。
且
証
以
下

文
桷
制
、
則
今
本
無
丹
字
、
必
脱
去
無
疑
。）

　

胡
元
直
は
、『
太
平
御
覧
』
の
異
文
を
引
い
た
う
え
で
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

天
子
と
諸
侯
と
で
は
楹
の
色
が
必
ず
異
な
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。
ま
ず
、
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
と
、
身
分
ご
と
に
制
度
の
等
級
を
定
め
る
場
合
、

天
子
と
士
の
よ
う
な
、
身
分
が
か
け
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
同
じ
制
度
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
天
子
と
諸
侯
の
よ
う
に
、
隣
り
合
う
身
分
の
場
合
は
同
じ
制
度
を
共
有
す
る
こ

と
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
次
に
、天
子
と
諸
侯
と
が
同
じ
制
度
を
共
有
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
身
分
ご
と
に
等
級
を
設
け
な
い
場
合
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
楹
の
制
を
述
べ

て
、
天
子
か
ら
士
に
至
る
ま
で
の
等
級
を
設
け
て
い
る
以
上
、
天
子
と
諸
侯
と
が
同
じ
楹
制

を
共
有
す
る
は
ず
は
な
い
と
し
て
、
両
者
の
楹
制
を
区
別
し
て
記
す
『
太
平
御
覧
』
の
異
文

が
正
し
く
、
今
本
『
穀
梁
伝
』
は
丹
の
字
が
誤
っ
て
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
。

　

胡
元
直
は
こ
れ
に
続
け
て
、
黝
堊
の
堊
の
字
も
衍
字
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
い
『
太
平
御
覧
』

の
異
文
こ
そ
が
正
し
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

然
れ
ど
も
『
釈
文
』
は
即
ち
堊
の
字
の
為
に
音
を
作
し
、
唐
石
経
は
即
ち
今
本
と
異
な

る
無
け
れ
ば
、則
ち
其
の
衍
脱
は
当
に
隋
唐
以
前
に
在
る
べ
し
。『
御
覧
』の
引
く
所
は
、

必
ず
宋
の
時
、
僅
か
に
存
す
る
の
古
本
な
り
。
張
揖
、
誤
り
て
此
の
伝
の
楹
制
を
以
て

廟
制
を
説
く
。
故
に
『
広
雅
』
釈
宮
も
亦
た
此
の
文
有
り
。
然
れ
ど
も
衍
脱
す
る
こ
と

亦
た
今
本
『
穀
梁
』
と
同
じ
。
此
れ
必
ず
校
す
る
者
の
改
む
る
所
に
し
て
、
断
じ
て
稚

譲
の
旧
に
非
ず
。
拠
り
て
以
て
『
御
覧
』
を
疑
ふ
を
得
ざ
る
な
り
。

（
然
『
釈
文
』
即
為
堊
字
作
音
、唐
石
経
即
与
今
本
無
異
、則
其
衍
脱
当
在
隋
唐
以
前
。『
御

覧
』
所
引
、
必
宋
時
僅
存
之
古
本
。
張
揖
誤
以
此
伝
楹
制
説
廟
制
。
故
『
広
雅
』
釈
宮

亦
有
此
文
。
然
衍
脱
亦
与
今
本
『
穀
梁
』
同
。
此
必
校
者
所
改
、
断
非
稚
譲
之
旧
。
不

得
拠
以
疑
『
御
覧
』
也
。）

　

実
は
、
胡
元
直
自
身
も
こ
こ
で
認
め
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
先
の
『
経
義
述
聞
』
に
お
い

て
王
引
之
も
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
伝
文
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
『
太
平
御
覧
』
の
よ
う

に
作
る
こ
と
が
特
殊
で
あ
り
、
他
の
多
く
の
反
証
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
今
本
の
『
穀
梁
伝
』

伝
文
と
同
じ
に
作
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
胡
元
直
は
、
な
お
も
『
太
平
御
覧
』

の
異
文
を
正
し
い
も
の
と
す
る
。
そ
れ
は
、
非
礼
と
非
正
と
の
使
い
分
け
に
対
す
る
自
身
の

考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
。『
太
平
御
覧
』
所
引
の
伝
文
を
前
提
と
し
て
、
胡
元
直
は
次
の

よ
う
な
結
論
を
下
す
。

荘
は
丹
を
以
て
桓
の
楹
を
飾
り
、
天
子
の
礼
を
僭
す
。
故
に
非
礼
と
曰
ふ
。『
穀
梁
』

の
引
く
所
の
礼
の
文
に
拠
れ
ば
、
天
子
・
諸
侯
は
本
よ
り
桷
に
刻
む
の
制
無
し
。
唯
だ

明
堂
位
に
云
ふ
「
節
を
山
に
し
梲
を
藻
す
る
は
、
天
子
の
廟
飾
な
り
」
と
。
是
れ
魯
は

本
よ
り
節
を
山
に
し
梲
を
藻
す
る
の
飾
を
用
ふ
る
を
得
。
今
、
蓋
し
節
に
刻
む
の
制
に

依
倣
し
、
桓
の
桷
に
施
す
。
楹
に
丹
ぬ
る
を
僭
す
る
と
間
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
節

を
山
に
し
梲
を
藻
す
る
は
、
命
を
周
に
受
く
れ
ば
、
制
の
正
し
き
を
得
る
者
な
り
。
天

子
の
節
飾
を
桷
に
施
せ
ば
、則
ち
礼
制
の
正
を
失
ふ
。
故
に
文
を
変
じ
て
非
正
と
云
ふ
。

若
し
今
本
の
如
く
丹
の
字
を
脱
去
す
れ
ば
、
則
ち
二
事
は
皆
、
礼
制
の
無
き
所
に
し
て
、

伝
文
は
宜
し
く
同
じ
か
る
べ
し
。
何
を
以
て
か
必
ず
両
つ
な
が
ら
其
の
辞
を
異
に
せ
ん

や
。

（
荘
以
丹
飾
桓
楹
、
僭
天
子
之
礼
。
故
曰
非
礼
。
拠
『
穀
梁
』
所
引
礼
文
、
天
子
・
諸
侯

本
無
刻
桷
之
制
。
唯
明
堂
位
云
「
山
節
藻
梲
、
天
子
之
廟
飾
也
。」
是
魯
本
得
用
山
節

藻
梲
之
飾
。
今
蓋
依
倣
刻
節
之
制
、
施
於
桓
桷
。
雖
与
僭
丹
楹
有
間
、
然
山
節
藻
梲
、

受
命
於
周
、
得
制
之
正
者
也
。
施
天
子
之
節
飾
於
桷
、
則
失
礼
制
之
正
矣
。
故
変
文
云

非
正
。若
如
今
本
脱
去
丹
字
、則
二
事
皆
礼
制
所
無
、伝
文
宜
同
。何
以
必
両
異
其
辞
耶
。）

　

丹
楹
の
伝
文
に
非
礼
と
言
う
の
は
、
そ
れ
が
天
子
の
楹
制
を
侵
犯
し
た
も
の
だ
か
ら
と
す

る
。
つ
ま
り
、
非
礼
と
は
、
身
分
を
越
え
た
礼
制
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

刻
桷
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
僭
越
と
し
て
の
非
礼
と
は
異
な
る
と
言
う
。『
礼
記
』

明
堂
位
篇
に
よ
れ
ば
、
魯
で
は
天
子
の
廟
の
装
飾
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
節
を
山
に
し
梲
を
藻

す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
宗
廟
の
柱
の
「
ま
す
が
た
」
や
「
う
だ
つ
」
に
彫
刻
を
施
す
こ

と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
装
飾
を
用
い
る
こ
と
自
体
は
僭
越

で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
装
飾
を
施
し
た
箇
所
が
、
礼
の
規
定
に
は
な
い
桷
で
あ
り
、
こ

れ
も
や
は
り
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
言
う
。
こ
れ
は
、
先
の
僭
越
と
は
性
格
が
異
な
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
対
し
て
は
、『
穀
梁
伝
』
で
は
こ
れ
を
非
礼
と
言
わ
ず
非
正

と
言
っ
た
の
だ
と
言
う
。

　

胡
元
直
の
説
は
、
礼
制
上
の
身
分
を
超
え
た
行
為
を
非
礼
と
す
る
一
方
で
、
身
分
上
は
許

さ
れ
る
も
の
の
、
礼
制
上
許
可
さ
れ
た
対
象
以
外
へ
の
行
為
を
非
正
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
非
礼
と
非
正
と
の
相
違
を
明
確
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と

言
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
説
の
前
提
と
な
る
『
太
平
御
覧
』
の
異
文
に
つ
い
て
は
、
胡
元
直

自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
反
証
と
な
り
得
る
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。
胡
元
直
の
説
が
成

立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
反
証
を
否
定
す
る
た
め
の
特
殊
な
仮
定

を
い
く
つ
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に
承
認
す
る

こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
胡
元
直
と
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
こ

の
問
題
を
取
り
上
げ
た
、
廖
平
の
説
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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五
、
廖
平
説
の
検
討

　

廖
平
は
、『
穀
梁
伝
』
に
対
す
る
注
釈
書
、『
春
秋
穀
梁
経
伝
古
義
疏
』（
以
下
『
古
義
疏
』

と
略
称
）
な
ど
、『
穀
梁
伝
』
に
関
す
る
専
著
も
あ
る
経
学
者
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
彼

の
見
解
も
、
や
は
り
そ
の
『
古
義
疏
』
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
古
義
疏
』
を
ひ
も
と
い
て
当
該
箇
所
の
経
伝
を
確
認
す
る
と
、伝
文
自
体
が
す
で
に
『
太

平
御
覧
』
の
異
文
に
従
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く（

10
）。
加
え
て
、「
非
礼
は
、

天
子
を
僭
す
る
を
謂
ふ
」
と
あ
り
、楹
に
丹
ぬ
る
こ
と
が
天
子
の
礼
を
僭
し
た
も
の
で
あ
り
、

伝
文
で
非
礼
と
言
う
の
は
、
礼
制
上
の
身
分
を
超
え
た
行
為
に
対
す
る
批
判
だ
と
述
べ
る
点

も
、
や
は
り
胡
元
直
と
同
じ
で
あ
る
。

　

廖
平
が
胡
元
直
と
異
な
る
の
は
非
正
に
対
す
る
解
釈
で
、『
古
義
疏
』
荘
公
二
十
四
年
に

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

刻
む
は
礼
に
近
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
斉
女
の
入
る
を
以
て
し
て
刻
す
る
は
、
正
を
失

ひ
、道
に
合
せ
ず
と
為
す
。
礼
に
合
す
と
雖
も
、権
に
達
せ
ざ
る
者
は
非
正
と
為
し
、『
春

秋
』
は
正
を
以
て
之
を
待
た
ず
。

（
刻
雖
近
礼
、
然
以
斉
女
入
而
刻
、
為
失
正
、
不
合
于
道
。
雖
合
礼
、
不
達
権
者
為
非
正
、

『
春
秋
』
不
以
正
待
之
。）

さ
ら
に
、
こ
の
注
を
自
身
の
疏
で
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

伝
は
礼
を
失
す
る
者
を
以
て
非
礼
と
為
し
、
礼
に
合
す
と
雖
も
、
事
、
当
に
行
な
ふ
べ

か
ら
ざ
る
を
非
正
と
為
す
。
礼
と
正
と
別
有
り
、
正
を
失
ふ
は
礼
を
失
ふ
に
較
べ
て
尤

も
重
し
。

（
伝
以
失
礼
者
為
非
礼
、
雖
合
于
礼
、
事
不
当
行
為
非
正
。
礼
与
正
有
別
、
失
正
較
失
礼

尤
重
。）

　

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
刻
桷
」
に
対
す
る
廖
平
の
解

釈
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
王
引
之
や
胡
元
直
の
解
釈
で
は
、「
刻
」
を
伝
文
に
記
さ
れ
た
礼

制
以
外
の
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
彫
刻
に
よ
り
文
様
を
施
す
こ
と
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

廖
平
は
、「
刻
」
と
は
伝
文
中
の
「
斲
（
斫
）」
と
同
じ
と
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
に
「
刻
む
は

礼
に
近
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
ま
さ
に
「
刻
」
字
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
礼
制
に
合
致
す
る
行
為
で
あ
る
刻
桷
が
、
伝
文
に
お
い
て
非
正
と
さ
れ
る
の

は
な
ぜ
か
。
廖
平
は
、
そ
れ
が
「
当
に
行
な
ふ
ベ
か
ら
ざ
る
」
事
だ
か
ら
と
言
う
。
荘
公
の

父
で
あ
る
桓
公
は
、
隣
国
の
斉
で
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
荘
公
に
と
っ
て
斉
は

仇
敵
と
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
荘
公
は
斉
か
ら
夫
人
を
娶
り
、

そ
の
夫
人
を
迎
え
る
時
に
当
た
っ
て
桷
を
削
っ
た
。
桷
を
削
る
こ
と
自
体
は
礼
制
上
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
れ
が
時
宜
に
適
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
伝
文
で
は
こ
れ
を
非
礼
と
区

別
し
て
、
非
正
と
す
る
の
だ
と
言
う
。

　

こ
の
廖
平
の
説
も
、非
正
の
語
を
礼
制
上
容
認
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
批
判
と
見
る
こ
と
、

胡
元
直
の
説
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
行
な
う
べ
き
時
か
否
か
、
と
い
う
観
点
を

取
り
入
れ
る
点
は
、廖
平
説
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
。『
古
義
疏
』
で
は
、こ
の
こ
と
を
ま
た
「
権

に
達
せ
ず
」
と
し
て
「
権
」
な
る
用
語
で
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
言
う
権
と
は
、『
孟
子
』
あ
る
い
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
に
言
う
と
こ
ろ
の
権
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
権
宜
な
る
意
味
だ
と
予
想
さ
れ
る
が
、『
古
義
疏
』
の
記
述
だ
け
で
は
な
お
も
意

を
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
非
礼
と
非
正
の
区
別
に
つ
い
て
、
廖
平

自
身
が
詳
し
く
述
べ
た
文
章
が
、彼
の
『
経
話
』
な
る
筆
記
中
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
古

義
疏
』
の
説
に
対
す
る
廖
平
自
身
の
説
明
と
も
読
め
る
の
で
、
続
い
て
こ
ち
ら
を
参
照
し
な

が
ら
、
廖
平
の
説
を
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

　

廖
平
の
『
経
話
』
甲
編
巻
一
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

『
穀
梁
』
は
正
を
言
ひ
礼
を
言
ふ
も
、『
公
羊
』
は
礼
を
言
ひ
て
正
を
言
は
ず
。『
穀
梁
』、

「
楹
に
丹
ぬ
る
」「
桷
に
刻
む
」
に
伝
す
る
に
、
一
は
「
非
礼
」
と
い
ひ
、
一
は
「
非
正
」

と
い
ふ
。
初
め
正
と
礼
と
の
分
を
知
ら
ず
。
嘗
て
通
じ
て
伝
例
を
考
ふ
る
こ
と
一
過
な

ら
ん
と
欲
す
る
に
、
一
日
偶
〻
悟
る
、
正
は
即
ち
中
な
り
。
天
下
に
一
定
の
中
無
く
、

『
春
秋
』
に
達
例
無
し
。
即
ち
人
に
示
す
に
事
に
縁
り
て
中
を
求
む
る
の
意
を
以
て
す
。

中
は
中
間
の
中
に
非
ず
、
中
は
射
て
中
る
を
謂
ふ
な
り
。
正
は
乃
ち
正
鵠
に
し
て
、
亦

た
射
て
中
る
な
り
。
程
朱
、
中
を
言
ふ
に
、
凡
そ
物
の
中
は
、
虚
渺
に
し
て
拠
る
無
し

と
謂
ふ
。
今
、
以
へ
ら
く
、
事
は
射
侯
の
如
く
、
事
に
処
す
る
は
射
る
者
の
中
を
求
む

る
が
如
し
。
侯
に
尊
卑
大
小
有
り
、
又
た
東
西
遠
近
、
転
徙
し
て
方
無
し
。
射
る
者
は

必
ず
先
づ
熟
審
し
、
然
る
後
に
之
を
射
て
、
乃
ち
的
に
中
る
を
得
。
孔
子
の
所
謂
中
は
、

即
ち
此
の
意
な
り
。
皆
、
実
事
に
就
き
て
象
を
取
り
、
侯
を
標
識
と
為
す
。
其
の
意
を

取
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
…
…
「
礼
」
は
旧
典
た
り
て
、
一
定
の
形
有
り
。「
正
」
は

射
て
中
る
が
如
く
、
機
に
随
ふ
の
巧
有
り
。
本
と
一
侯
な
り
。
其
の
東
西
南
北
・
高
下

倚
側
す
る
に
因
り
て
後
に
我
が
矢
を
用
ふ
る
の
道
を
定
む
。
射
は
侯
よ
り
生
じ
、
自
ら

定
む
る
能
は
ず
。
故
に
礼
に
合
し
て
正
な
る
者
有
り
、礼
に
合
し
て
非
正
な
る
者
有
り
、

礼
に
違
ひ
て
不
正
な
る
者
有
り
、
礼
に
違
ひ
て
正
を
得
る
者
有
り
。
…
…
『
穀
梁
』
は

権
を
言
は
ざ
る
も
、
正
は
即
ち
権
な
り
。
正
に
定
無
く
、
権
も
亦
た
定
無
し
。
一
は
射

を
借
り
て
喩
へ
と
為
し
、一
は
衡
を
借
り
て
喩
へ
と
為
す
。此
の
一
解
を
得
て
、乃
ち『
春

秋
』
に
権
を
言
ひ
中
を
言
ふ
の
義
は
、
皆
「
正
」
字
に
在
る
を
知
る
な
り
。
願
は
く
は

義
理
に
深
き
者
と
共
に
之
を
明
ら
か
に
せ
ん
。

（『
穀
梁
』
言
正
言
礼
、『
公
羊
』
言
礼
而
不
言
正
。『
穀
梁
』
伝
「
丹
楹
」「
刻
桷
」、一
「
非

礼
」、一「
非
正
」。
初
不
知
正
与
礼
之
分
。
嘗
欲
通
考
伝
例
一
過
、一
日
偶
悟
正
即
中
也
。

天
下
無
一
定
之
中
、『
春
秋
』
無
達
例
。
即
示
人
以
縁
事
求
中
之
意
。
中
非
中
間
之
中
、
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中
謂
射
中
也
。
正
乃
正
鵠
、
亦
射
中
也
。
程
朱
言
中
、
謂
凡
物
之
中
、
虚
渺
無
拠
。
今

以
事
如
射
侯
、
処
事
如
射
者
之
求
中
。
侯
有
尊
卑
大
小
、
又
東
西
遠
近
転
徙
無
方
。
射

者
必
先
熟
審
、
然
後
射
之
、
乃
得
中
的
。
孔
子
所
謂
中
、
即
此
意
也
。
皆
就
実
事
取
象
、

侯
為
標
識
。
取
其
意
明
。
…
…
「
礼
」
為
旧
典
、
有
一
定
之
形
。「
正
」
如
射
中
、
有

随
機
之
巧
。
本
一
侯
也
。
因
其
東
西
南
北
・
高
下
倚
側
而
後
定
我
用
矢
之
道
。
射
由
侯

生
、
不
能
自
定
。
故
有
合
礼
而
正
者
、
有
合
礼
而
非
正
者
、
有
違
礼
而
不
正
者
、
有
違

礼
而
得
正
者
。
…
…
『
穀
梁
』
不
言
権
、
正
即
権
也
。
正
無
定
、
権
亦
無
定
。
一
借
射

為
喩
、
一
借
衡
為
喩
。
得
此
一
解
、
乃
知
『
春
秋
』
言
権
言
中
之
義
、
皆
在
「
正
」
字

也
。
願
与
深
於
義
理
者
共
明
之
。）

　

廖
平
は
こ
こ
で
、『
穀
梁
伝
』
に
言
う
「
正
」
と
は
「
中
」
の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
中
と
い
う
の
も
、
侯ま
と

に
的
中
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
「
あ
た
る
」
こ
と
だ
と

言
う（

11
）。
続
け
て
、
こ
う
し
た
発
想
は
程
朱
の
説
か
ら
着
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
が
、
廖
平
が
依
據
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
『
孟
子
』
尽
心
上
篇
の
次
の
箇
所
に
対

す
る
朱
子
の
『
集
注
』
で
あ
ろ
う
。『
孟
子
』
に
、
楊
子
・
墨
子
・
子
莫
を
論
じ
て
次
の
よ

う
に
あ
る
。

孟
子
曰
は
く
、
楊
子
は
我
が
為
に
す
る
を
取
る
。
一
毛
を
抜
き
て
天
下
を
利
す
る
も
、

為
さ
ざ
る
な
り
。
墨
子
は
兼
愛
す
。
頂
を
摩
し
て
踵
に
放い
た

る
も
、
天
下
を
利
す
る
は
、

之
を
為
す
。
子
莫
は
中
を
執
る
。
中
を
執
る
は
之
に
近
し
と
為
す
も
、
中
を
執
り
て
権

無
け
れ
ば
、
猶
ほ
一
を
執
る
な
り
。
一
を
執
る
を
悪
む
所
の
者
は
、
其
の
道
を
賊
ふ
が

為
な
り
。
一
を
挙
げ
て
百
を
廃
す
れ
ば
な
り
。

（
孟
子
曰
、楊
子
取
為
我
。抜
一
毛
而
利
天
下
、不
為
也
。墨
子
兼
愛
。摩
頂
放
踵
、利
天
下
、

為
之
。
子
莫
執
中
。
執
中
為
近
之
、
執
中
無
権
、
猶
執
一
也
。
所
悪
執
一
者
、
為
其
賊

道
也
。
挙
一
而
廃
百
也
。）

　

右
の
文
中
、
子
莫
以
下
に
対
し
て
、
朱
子
の
『
集
注
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

子
莫
は
、
魯
の
賢
人
な
り
。
楊
・
墨
の
中
を
失
す
る
を
知
る
な
り
。
故
に
二
者
の
間
を

度は
か

り
て
其
の
中
を
執
る
。
近
は
、
道
に
近
き
な
り
。
権
は
、
称
錘
な
り
。
物
の
軽
重
を

称は
か

り
て
中
を
取
る
所
以
な
り
。
中
を
執
り
て
権
無
け
れ
ば
、
則
ち
一
定
の
中
に
膠
し
て

変
ず
る
を
知
ら
ず
。
是
れ
亦
た
一
を
執
る
の
み
。
程
子
曰
は
く
、
中
の
字
は
最
も
識し

り

難
し
。
須
ら
く
是
れ
黙
識
心
通
す
べ
し
。
且
つ
試
み
に
一
庁
を
言
へ
ば
、
則
ち
中
央
を

中
と
為
す
。
一
家
な
れ
ば
、則
ち
庁
は
中
に
非
ず
し
て
堂
を
中
と
為
す
。
一
国
な
れ
ば
、

則
ち
堂
は
中
に
非
ず
し
て
国
の
中
を
中
と
為
す
。
此
の
類
を
推
し
て
見
る
べ
し
。

（
子
莫
、
魯
之
賢
人
也
。
知
楊
・
墨
之
失
中
也
。
故
度
於
二
者
之
間
而
執
其
中
。
近
、
近

道
也
。
権
、
称
錘
也
。
所
以
称
物
之
軽
重
而
取
中
也
。
執
中
而
無
権
、
則
膠
於
一
定
之

中
而
不
知
変
。
是
亦
執
一
而
已
矣
。
程
子
曰
、
中
字
最
難
識
。
須
是
黙
識
心
通
。
且
試

言
一
庁
、
則
中
央
為
中
。
一
家
、
則
庁
非
中
而
堂
為
中
。
一
国
、
則
堂
非
中
而
国
之
中

為
中
。
推
此
類
可
見
矣
。）

　

孟
子
に
よ
れ
ば
、
子
莫
が
楊
子
と
墨
子
の
中
間
を
執
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
評

価
で
き
る
。
し
か
し
、中
間
に
ば
か
り
固
執
し
て
、そ
の
時
々
の
時
宜
―
―
こ
れ
こ
そ
が「
権
」

に
他
な
ら
な
い
―
―
を
失
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
一
端
に
偏
る
楊
墨
と
何

ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
う
。
朱
子
の
『
集
注
』
で
は
、
程
子
の
言
を
引
い
て
、「
中
」

が
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
と
は
一
定
不
変
の
も
の
で

は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

廖
平
は
、『
穀
梁
伝
』
の
正
に
も
、
こ
の
よ
う
な
中
の
意
味
が
当
て
は
ま
る
と
言
う
。
い

ま
一
度
、
こ
う
し
た
正
の
定
義
を
確
認
し
た
う
え
で
、
荘
公
二
十
四
年
の
『
古
義
疏
』
を
見

て
み
よ
う
。
廖
平
は
桷
に
刻
む
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、

刻
む
は
礼
に
近
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
斉
女
の
入
る
を
以
て
し
て
刻
す
る
は
、
正
を
失

ひ
、道
に
合
せ
ず
と
為
す
。
礼
に
合
す
と
雖
も
、権
に
達
せ
ざ
る
者
は
非
正
と
為
し
、『
春

秋
』
は
正
を
以
て
之
を
待
た
ず
。

と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
侯
を
射
る
こ
と
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
侯
自
体
は
一
定
の

も
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
礼
の
規
定
で
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の
侯
に
的
中
さ
せ
る
に
は
、
状
況

に
合
わ
せ
た
調
整
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
的
中
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
正
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
廖
平
の
説
に
よ
れ
ば
、『
穀
梁
伝
』
の
正
と
は
、
時
宜
に
適
う
か
否
か
と
い
う
観
点

か
ら
の
評
語
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
経
話
』
の
引
用
部
分
後
半
に
も
あ
る
よ
う
に
、
廖
平
の
説
は
、
正
と
礼
と
を
独
立
し
た

基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、正
の
定
義
を
こ
の
よ
う
に
定
め
る
こ
と
で
、『
穀
梁
伝
』

の
伝
文
で
非
礼
と
非
正
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
。

　

た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
正
を
時
宜
に
合
し
た
も
の
と
定
義
し
た
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
に

お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
伝
文
中
に
お
け
る
礼
と
正
と
が
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る

箇
所
の
存
在
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
や
は
り
廖
平
説

に
一
定
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
穀
梁
伝
』
に
特
徴
的
な
「
変
之
正
」
と
い
う

語
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
整
合
性
を
説
明
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
「
変
之
正
」

と
の
関
係
か
ら
、
廖
平
説
の
意
義
を
確
認
し
た
い
。

　

六
、
『
穀
梁
伝
』
の
「
変
之
正
」

　

春
秋
三
伝
の
う
ち
『
穀
梁
伝
』
に
特
有
の
用
語
と
し
て
「
変
之
正
」
な
る
も
の
が
あ
り
、「
正

式
な
礼
で
は
な
い
が
、
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
る（

12
）。
例
え
ば
、
僖

公
五
年
の
『
春
秋
』
経
文
「
秋
八
月
、
諸
侯
、
首
戴
に
盟ち
か

ふ
」
は
、
春
秋
の
五
覇
と
し
て
知

ら
れ
る
斉
の
桓
公
が
、
周
王
室
へ
の
忠
誠
を
、
諸
侯
と
と
も
に
首
戴
の
地
で
誓
っ
た
こ
と
の

記
録
だ
が
、
こ
の
時
、
そ
の
誓
い
を
受
け
た
の
は
周
王
本
人
で
は
な
く
、
そ
の
子
で
あ
る
王
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の
世
子
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
『
穀
梁
伝
』
の
伝
文
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

桓
は
、諸
侯
な
り
。
天
子
に
朝
す
る
能
は
ず
。
是
れ
臣
た
ら
ざ
る
な
り
。
王
の
世
子
は
、

子
な
り
。
塊
然
と
し
て
諸
侯
の
己
を
尊
ぶ
を
受
け
て
其
の
位
に
立
つ
。
是
れ
子
た
ら
ざ

る
な
り
。
桓
は
臣
た
ら
ず
、
王
の
世
子
は
子
た
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
善
と
す
る
所
は

何
ぞ
や
。
是
れ
則
ち
変
の
正
な
り
。
天
子
、
微
に
し
て
、
諸
侯
、
享
覲
せ
ず
。
桓
は
大

国
を
控
え
、
小
国
を
扶
け
、
諸
侯
を
統
ぶ
。
以
て
天
子
に
朝
す
る
能
は
ざ
る
も
、
亦
た

敢
へ
て
天
王
を
致
さ
ず
。
王
の
世
子
を
首
戴
に
尊
ぶ
は
、
乃
ち
天
王
の
命
を
尊
ぶ
所
以

な
り
。

（
桓
、
諸
侯
也
。
不
能
朝
天
子
。
是
不
臣
也
。
王
世
子
、
子
也
。
塊
然
受
諸
侯
之
尊
己
而

立
乎
其
位
。
是
不
子
也
。
桓
不
臣
、
王
世
子
不
子
、
則
其
所
善
焉
何
也
。
是
則
変
之
正

也
。
天
子
微
、
諸
侯
不
享
覲
。
桓
控
大
国
、
扶
小
国
、
統
諸
侯
。
不
能
以
朝
天
子
、
亦

不
敢
致
天
王
。
尊
王
世
子
於
首
戴
、
乃
所
以
尊
天
王
之
命
也
。）

　

斉
の
桓
公
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
臣
下
と
し
て
天
子
た
る
周
王
に
直
接
ま
み
え
る
べ
き
で

あ
る
が
、
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
天
子
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
は
不
遜
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
子

の
代
わ
り
に
世
子
と
誓
い
、
周
王
室
を
尊
ぶ
意
志
を
示
し
た
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

首
戴
の
盟
は
、原
則
か
ら
は
外
れ
る
が
、次
善
の
措
置
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
穀

梁
伝
』
は
こ
の
こ
と
を
「
変
之
正
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
正
は
、
ま
さ
に

先
に
見
た
廖
平
説
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
時
宜
と
い
う
観
点

か
ら
は
、
次
の
箇
所
の
伝
文
も
あ
わ
せ
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

襄
公
二
十
九
年
の
『
春
秋
』
経
文
に
、

仲
孫
羯
、
晋
の
荀
盈
・
斉
の
高
止
・
宋
の
華
定
・
衛
の
世
叔
儀
・
鄭
の
公
孫
段
・
曹
人
・

莒
人
・
邾
人
・
滕
人
・
薛
人
・
小
邾
人
に
会
し
、
杞
に
城き
づ

く
。

（
仲
孫
羯
会
晋
荀
盈
・
斉
高
止
・
宋
華
定
・
衛
世
叔
儀
・
鄭
公
孫
段
・
曹
人
・
莒
人
・
邾

人
・
滕
人
・
薛
人
・
小
邾
人
、
城
杞
。）

と
あ
り
、
魯
の
大
夫
で
あ
る
仲
孫
羯
が
、
他
国
の
大
夫
ら
と
と
も
に
杞
の
地
に
築
城
し
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
穀
梁
伝
』
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古い
に

者し
へ

、
天
子
、
諸
侯
を
封
ず
る
に
、
其
の
地
は
以
て
其
の
民
を
容
る
る
に
足
り
、
其
の

民
は
以
て
城
を
満
た
し
、
以
て
自
ら
守
る
に
足
る
な
り
。
杞
、
危
く
し
て
自
ら
守
る
能

は
ず
。
故
に
諸
侯
の
大
夫
、
相
ひ
帥
ゐ
て
以
て
之
に
城
く
。
此
れ
変
の
正
な
り
。

（
古
者
、
天
子
封
諸
侯
、
其
地
足
以
容
其
民
、
其
民
足
以
満
城
、
以
自
守
也
。
杞
危
而
不

能
自
守
。
故
諸
侯
之
大
夫
相
帥
以
城
之
。
此
変
之
正
也
。）

　

こ
こ
で
も
、
仲
孫
羯
ら
の
行
為
を
「
変
之
正
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
が
、
范
甯
の
注
で

は
、
こ
れ
を
「
諸
侯
微
弱
に
し
て
、
政
は
大
夫
に
由
る
。
大
夫
、
能
く
同
じ
く
災
危
を
恤
れ

む
。
故
に
変
の
正
と
曰
ふ
」
と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、礼
楽
征
伐
が
天
子
か
ら
諸
侯
へ
、

諸
侯
か
ら
大
夫
へ
と
移
っ
た
春
秋
時
代
に
あ
っ
て
は
、
本
来
、
天
子
が
行
な
う
べ
き
こ
と
を

諸
侯
が
行
な
っ
た
り
、
諸
侯
が
行
な
う
べ
き
こ
と
を
大
夫
が
行
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
権

宜
の
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
時
勢
に
よ
っ
て
正
な
る
も
の
が
変
化
す

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
廖
平
説
と
一
致
す
る
も
の
と
言
え
る
。

『
穀
梁
伝
』
の
「
変
之
正
」
が
そ
う
し
た
内
容
を
含
む
以
上
は
、
廖
平
の
正
に
対
す
る
定
義

に
も
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

13
）。
そ
し
て
、
正
を
廖
平
説
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
で
、荘
公
二
十
四
年
の
伝
文
「
非
礼
と
非
正
と
を
取
り
て
之
を
宗
廟
に
加
ふ
」

も
、
よ
り
自
然
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
穀
梁
伝
』
の
特
徴
を
め
ぐ
っ
て
、従
来
、議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
「
正
」

な
る
概
念
に
注
目
し
、荘
公
二
十
四
年
の
伝
文
を
手
が
か
り
と
し
て
改
め
て
考
察
を
加
え
た
。

そ
の
際
、
胡
元
直
と
廖
平
の
二
人
の
説
を
参
照
し
た
が
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、「
非
礼
」

を
礼
制
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
と
す
る
一
方
、「
非
正
」
を
礼
制
上
は
容
認
さ
れ
る
行
為
と
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
、
廖
平
に
よ
れ
ば
、『
穀
梁
伝
』
中
の
正
と
は
、
時
宜
を
得
て
い

る
か
否
か
に
対
す
る
評
語
で
あ
り
、『
公
羊
伝
』
や
『
孟
子
』
に
言
う
権
と
同
一
の
意
味
を

表
わ
す
も
の
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
廖
平
説
は
、『
穀
梁
伝
』
に
特
有
の
「
変
之
正
」
と

の
関
連
か
ら
考
え
て
も
、
妥
当
性
が
あ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ

の
説
は
『
穀
梁
伝
』
の
正
の
定
義
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
一
定
の
参
照
価
値
を
有
す
る
と

言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
正
の
内
容
を
廖
平
説
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
伝
文
中
に
礼
と
正
と
が
言
い
替

え
可
能
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
検
討
を

通
じ
て
、
少
な
く
と
も
、
正
を
適
法
の
観
念
を
表
わ
す
語
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
な
い
こ
と

は
、
改
め
て
確
認
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
注

（
１
）
本
田
成
之
「
経
学
史
上
に
於
け
る
穀
梁
家
の
地
位
」（『
内
藤
博
士
還
暦
祝
賀
支
那
学

論
叢
』、
弘
文
堂
、
一
九
二
六
）、
重
沢
俊
郎
「
穀
梁
伝
の
思
想
と
漢
の
社
会
」（『
支
那

学
』
第
十
巻
第
二
号
、一
九
四
〇
）、日
原
利
国
「
白
虎
観
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
」

（
同
氏
『
漢
代
思
想
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
）
所
収
、
初
出
は
『
漢
魏
文
化
』

第
六
号
、
一
九
六
七
）
な
ど
。

（
２
）『
漢
書
』
元
帝
紀
に
、
太
子
時
代
の
元
帝
に
対
し
て
、
父
で
あ
る
宣
帝
が
「
宣
帝
、
色

を
作
し
て
曰
は
く
、
漢
家
、
自
ら
制
度
有
り
。
本
よ
り
霸
・
王
道
を
以
て
之
を
雑
ふ
。

奈
何
ぞ
純
ら
徳
教
に
任
じ
て
周
政
を
用
ひ
ん
や
」と
言
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
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ま
た
『
漢
書
』
宣
帝
紀
の
賛
に
も
「
孝
宣
の
治
、
信
賞
必
罰
、
名
実
を
綜
核
し
、
政
事
・

文
学
・
法
理
の
士
、
咸
、
其
の
能
を
精
に
す
」
と
あ
る
。

（
３
）
辺
土
名
朝
邦
「
石
渠
閣
論
議
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
―
―
穀
梁
学
お
よ
び
礼
議
奏
残

片
を
通
じ
て
―
―
」（『
哲
学
年
報
』
第
三
十
六
輯
、
九
州
大
学
文
学
部
、
一
九
七
七
）。

ま
た
、
野
間
文
史
『
春
秋
学
―
―
公
羊
伝
と
穀
梁
伝
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
）
第

六
章
「
穀
梁
伝
の
思
想
」
の
「
正
也
・
非
正
也
と
礼
也
・
非
礼
也
」
の
項
も
、
正
に
適

法
・
合
法
の
観
念
は
見
出
し
得
ず
、『
穀
梁
伝
』
に
法
家
的
性
格
を
認
め
る
こ
と
は
困

難
だ
と
す
る
。

（
４
）
こ
の
こ
と
は
、
注
（
３
）
所
掲
の
野
間
書
に
、
伝
文
の
該
当
箇
所
も
含
め
て
詳
細
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
春
秋
穀
梁
伝
の
う
ち
「
天
子
諸
侯
黝
堊
」
の
条
。
引
用
は
『
皇

清
経
解
続
編
』
本
に
よ
る
。

（
６
）
実
際
に
は
、『
太
平
御
覧
』
が
引
く
『
穀
梁
伝
』
に
は
「
堊
」
の
字
は
無
い
。『
太
平
御
覧
』

巻
一
百
八
十
七
居
処
部
十
五
・
柱
に
は
「『
穀
梁
伝
』
曰
、
丹
桓
宮
楹
。
礼
、
天
子
丹
、

諸
侯
黝
、
大
夫
蒼
、
士
黈
」
と
あ
る
。

（
７
）
胡
元
直
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
端
敏
遺
書
』
所
載
の
墓
誌
銘
、
及
び
同
書
の
胡
元
玉

の
跋
文
に
よ
る
。『
端
敏
遺
書
』
は
、
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
吉
川
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

（
８
）
こ
の
文
章
の
所
在
に
つ
い
て
は
、『
清
代
文
集
篇
目
分
類
索
引
』（
台
聯
国
風
出
版
社
、

一
九
七
九
）
の
経
類
・
春
秋
三
伝
・
経
文
の
荘
公
二
十
三
年
の
項
に
記
載
が
あ
る
。

（
９
）
こ
こ
に
胡
元
直
が
『
太
平
御
覧
』
の
文
を
引
用
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
堊
の
字
無
し
」

と
記
す
こ
と
か
ら
も
予
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
胡
元
直
の
文
章
は
、
王
引
之
『
経
義
述
聞
』

を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
該
文
中
に
お
い
て
、
王
引
之
と
同
じ
く
『
礼
記
』

の
礼
器
篇
を
引
用
す
る
こ
と
、『
広
雅
』
の
一
篇
「
釈
室
」
を
「
釈
宮
」
に
改
め
て
い

る
こ
と
も
、
そ
の
傍
証
と
な
り
得
よ
う
。
王
引
之
の
父
、
王
念
孫
の
『
広
雅
疏
証
』
で

は
、
伝
世
の
『
広
雅
』
の
篇
名
「
釈
室
」
を
誤
り
と
し
て
、「
釈
宮
」
に
改
め
て
い
る
。

（
10
）
本
稿
に
お
け
る
廖
平
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
舒
大
剛
・
楊
世
文
主
編
『
廖
平
全
集
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
）
に
よ
る
。

（
11
）『
経
話
』
に
は
こ
の
他
に
も
、「
宋
儒
、「
中
」
の
字
を
言
ふ
に
、
凡
そ
事
は
中
を
求
む

と
謂
ふ
。
義
、
惝
恍
に
近
く
、
切
実
な
ら
ず
。
其
の
実
、
経
学
の
奥
妙
、
聖
人
の
精
微

は
、
総
じ
て
之
を
言
へ
ば
、
一
の
「
中
」
の
字
に
過
ぎ
ず
。
所
謂
「
中
」
と
は
、
的
に

中
る
な
り
。
…
…
百
変
の
中
、一
定
の
準
有
り
。
先
づ
征
鵠
有
り
て
以
て
標
準
と
為
す
。

其
の
事
、
甚
だ
明
ら
か
な
り
」
と
あ
る
。

（
12
）注（
３
）所
掲
の
野
間
書
・
第
六
章
の
う
ち「
変
の
正
に
つ
い
て
」の
項
に
よ
る
。
ま
た
、

吉
田
篤
志
「『
穀
梁
伝
』
に
み
る
「
変
之
正
」
―
―
変
則
的
行
為
の
是
認
―
―
」（『
大

東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
第
三
十
二
号
、
一
九
九
三
）
を
参
照
。

（
13
）
ち
な
み
に
、
廖
平
は
僖
公
五
年
伝
文
の
「
変
之
正
」
に
対
し
て
、『
古
義
疏
』
の
中
で

「
礼
の
正
に
非
ず
と
雖
も
、
是
れ
当
時
の
宜
に
合
す
」
と
注
し
て
い
る
。

  




