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皇
帝
が
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
禅
譲
に
よ
っ
て
証
明
す
る
一
方
、
述
而
篇

の
皇
疏
に
「
聖
人
作
れ
ば
則
ち
賢
人
佐た
す

く
」
と
あ
り
、
皇
侃
は
聖
人
の
補

佐
と
し
て
賢
人
を
措
定
し
た
。
聖
人
が
皇
帝
で
あ
る
な
ら
ば
、
賢
人
は
臣

下
で
あ
る
。

　

聖
人
・
賢
人
相
互
の
関
係
・
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
聖
人

を
賢
人
が
補
佐
し
た
実
例
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
聖
人
孔
子
と
亜
聖
顔

回
で
あ
る
。
（
４
）

皇
侃
は
聖
人
と
賢
人
の
別
を
、「
性
九
品
説
」
に
よ
っ
て
説

明
す
る
。師

の
説
に
云
ふ
、
人
の
品
識
に
就
き
て
大
判
三
有
り
、
上
中
下
と

一
、
は
じ
め
に

　

後
漢
か
ら
魏
へ
の
禅
譲
以
来
、
六
朝
の
歴
代
王
朝
は
禅
譲
に
よ
っ
て
王

朝
交
代
を
遂
げ
た（
１
）。

王
朝
交
代
を
禅
譲
に
頼
っ
た
の
は
、
王
朝
の
正
統
性

を
、
儒
教
的
に
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
梁
朝
に
礼
学
者

と
し
て
仕
え
た
皇
侃
も
、『
論
語
義
疏
』
（
２
）

に
お
い
て
、
禅
譲
と
は
聖
人
へ

皇
位
を
譲
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
禅
譲
を
受
け
た
皇
帝
は
必
ず
聖

人
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
魏
か
ら
梁
ま
で
の
初
代
皇
帝
は
、
み
な
聖

人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
３
）　

聖
・
賢
の
境
界

―
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
お
け
る
顔
回
―

今
井
裕
一
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謂
ふ
な
り
。
細
し
て
之
を
分
か
て
ば
則
ち
九
有
り
。（
中
略
）
上
上

は
則
ち
是
れ
聖
人
、
聖
人
は
教
を
須
た
ざ
る
な
り
。
下
下
は
則
ち
是

れ
愚
人
、
愚
人
は
移
ら
ず
、
亦
た
教
を
須
た
ざ
る
な
り
。
而
し
て
教

ふ
べ
き
者
は
、
上
中
以
下
、
下
中
以
上
の
凡
そ
七
品
の
人
を
謂
ふ
な

り
。（
中
略
）
夫
れ
教
の
法
た
る
や
、
恒
に
分
前
に
導
引
す
る
な
り
。

聖
人
は
教
を
待
た
ず
。
故
に
聖
人
の
道
を
以
て
、
以
て
顔
に
教
ふ
べ

く
、
顔
の
道
を
以
て
、
以
て
閔
に
教
ふ
べ
し
。（『
論
語
義
疏
』
雍
也

篇
・
皇
疏
）

　

皇
侃
の
性
説
で
は
、
人
の
性
を
九
段
階
に
分
け
、
上
上
で
あ
る
聖
人
と

下
下
で
あ
る
愚
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
教
化
に
よ
る
変
化
が
生
じ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
生
ま
れ
持
っ
た
性
が
上
上
で
あ
れ
ば
聖
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
教
化
に
よ
っ
て
性
を
向
上
で
き
る
中
間
七
段
階
に
位
置
す
る
人
々
（
＝

中
人
）
は
、
現
時
点
よ
り
一
段
階
上
位
の
教
え
に
よ
っ
て
、
段
階
的
に
善

に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
顔
回
が
登
場
す
る
。「
夫
れ
教
の
法
た
る
や
、
恒
に
分
前
に
導

引
す
る
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
教
化
の
方
法
を
述
べ
て
い
る
。
教
化
の
対

象
と
な
る
人
物
が
属
す
る
段
階
の
一
段
上
の
教
え
に
よ
っ
て
導
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
例
と
し
て
「
故
に
聖
人
の
道
を
以
て
、
以
て
顔

に
教
ふ
べ
く
、
顔
の
道
を
以
て
、
以
て
閔
に
教
ふ
べ
し
」
と
あ
る
か
ら
、

上
上
の
聖
人
の
道
で
、
上
中
の
顔
回
を
導
き
、
上
中
の
顔
回
の
道
で
閔
子

騫
を
導
く
の
で
あ
る
。
す
る
と
閔
子
騫
は
顔
回
よ
り
も
一
段
階
下
の
賢
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
古
今
人
表
で
は
、
顔
回
と
閔
子

騫
は
と
も
に
上
中
で
あ
る
。『
論
語
』
先
進
篇
に
も
「
徳
行
は
顔
淵
・
閔

子
騫
・
冉
伯
牛
・
仲
弓
」
と
あ
り
、
や
は
り
並
列
で
あ
る
。
公
冶
長
篇
の

皇
疏
に
「
湯
武（
５
）の
聖
徳
、
伊
呂（
６
）の
賢
才
は
、
聖
徳
は
則
ち
孔
子
と
殊
な
ら

ず
、
賢
才
は
顔
・
閔
と
豈
に
殊
な
ら
ん
や
。」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
顔

淵
・
閔
子
騫
は
同
列
で
あ
る
。
徳
行
に
秀
で
た
四
者
の
中
で
、
冉
伯
牛
・

仲
弓
を
伊
尹
・
呂
尚
と
対
照
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
顔
回
・

閔
子
騫
の
二
人
は
、
孔
子
の
弟
子
の
中
で
も
別
格
の
賢
人
で
あ
る
と
い
え

る
。
と
こ
ろ
が
皇
侃
は
、
両
者
に
優
劣
を
つ
け
た
。
顔
回
は
聖
人
の
教
え

を
受
け
る
一
方
、
閔
子
騫
の
教
導
者
で
も
あ
る
。
皇
侃
の
性
説
は
一
般
的

に
「
性
九
品
説
」
と
い
わ
れ
る
が
、
同
じ
上
中
の
顔
回
・
閔
子
騫
を
さ
ら

に
上
位
下
位
に
分
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
九
段
階
で
は
な

く
、
同
じ
上
中
の
中
に
も
濃
淡
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
中
の
中
で
も

最
上
位
の
性
を
持
っ
た
賢
人
こ
そ
顔
回
な
の
で
あ
る
。

　

皇
侃
に
よ
れ
ば
、
聖
人
と
賢
人
は
生
ま
れ
つ
い
た
性
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
。
し
か
し
後
世
で
は
「
聖
人
可
学
論
」
と
し
て
、
す
べ
て
の
者
に
聖

人
と
な
る
道
が
開
か
れ
る
。
実
は
皇
侃
に
お
い
て
も
、
聖
人
と
賢
人
の
境

界
が
曖
昧
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
孔
子
の
弟
子
の
中
で
も
特
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別
な
存
在
と
さ
れ
、
中
人
に
対
す
る
教
化
の
最
終
到
達
点
と
目
さ
れ
る
顔

回
に
つ
い
て
検
討
し
、
顔
回
と
聖
人
孔
子
と
の
境
界
線
を
探
る
。

二
、
顔
回
の
才
徳

　

顔
回
は
、
徳
行
に
お
い
て
孔
門
子
弟
中
最
も
優
れ
た
者
で
あ
る
。
先
進

篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
経
〉
徳
行
は
、
顔
淵
・
閔
子
騫
・
冉
伯
牛
・
仲
弓
。

〈
皇
疏
〉
孔
子
の
門
徒
三
千
、
而
れ
ど
も
唯
だ
此
れ
以
下
の
十
人

の
名
を
四
科
と
為
す
こ
と
有
る
の
み
。
四
科
と
は
、
徳
行
な
り
、
言

語
な
り
、
政
事
な
り
、
文
学
な
り
。
徳
行
は
人
生
の
本
た
り
。
故
に

第
一
と
為
し
て
以
て
初
め
に
冠
す
る
な
り
。
而
し
て
顔
・
閔
と
二
冉

と
其
の
名
を
合
す
。
王
弼
云
ふ
、「
此
の
四
科
は
、
各
お
の
其
の
才

長た
け

き
を
挙
ぐ
る
な
り
。
顔
淵
は
徳
行
の
俊
、
尤
も
之
を
兼
ぬ
」
と
。

范
寧
云
ふ
、「
徳
行
は
百
行
の
美
を
謂
ふ
な
り
。
四
子
は
倶
に
徳
行

の
目
に
在
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
顔
子
を
其
の
冠
と
為
す
な
り
」

と
。（『
論
語
義
疏
』
先
進
篇
・
皇
疏
）

　

徳
行
で
挙
げ
ら
れ
た
顔
淵
・
閔
子
騫
・
冉
伯
牛
・
仲
弓
（
冉
雍
）
に
つ

い
て
、
王
弼
は
顔
淵
の
み
を
最
も
優
れ
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
。
徳
行
・

言
語
・
政
事
・
文
学
の
科
目
に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
弟
子
は
、
各
特
性
に
応

じ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
徳
行
の
筆
頭
で
あ
る
顔
回
だ
け
は
、
当
然
他

の
三
科
に
つ
い
て
も
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
范
寧
は
、
徳
行

の
四
者
の
中
で
、
特
に
優
れ
た
顔
回
を
冒
頭
に
挙
げ
て
い
る
の
だ
と
す

る
。

　

で
は
、
他
の
孔
門
子
弟
と
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
次
の
皇

疏
で
は
子
貢
が
顔
回
と
の
能
力
差
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

〈
経
〉
子
、
子
貢
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
と
回
と
孰
れ
か
愈
れ
る

か
」
と
。
対
へ
て
曰
は
く
、「
賜
や
、
何
ぞ
敢
て
回
を
望
ま
ん
。
回

や
一
を
聞
き
て
以
て
十
を
知
る
。
賜
や
一
を
聞
き
て
以
て
二
を
知
る

な
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
王
弼
曰
は
く
、「
数
を
仮
り
て
以
て
優
劣
の
分
を
明
ら
か

に
す
。
己
と
顔
淵
と
十
と
裁わ
ず
か

に
二
に
及
ぶ
と
言
ふ
は
、
相
去
る
こ

と
懸
遠
な
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
」
と
。
張
封
渓
曰
は
く
、「
一

と
は
数
の
始
め
、
十
と
は
数
の
終
り
、
顔
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

体
に
識
厚
を
有た
も

つ
。
故
に
始
を
聞
け
ば
則
ち
終
を
知
り
、
子
貢
の
識

劣
る
が
故
に
始
を
聞
く
も
裁わ
ず

か
に
二
に
至
る
の
み
な
り
」
と
。（『
論

語
義
疏
』
公
冶
長
篇
・
皇
疏
）
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子
貢
が
数
を
具
体
的
に
挙
げ
て
顔
回
と
自
分
と
の
能
力
差
を
説
明
し
た

こ
と
を
、
王
弼
は
十
と
二
と
を
対
比
さ
せ
て
歴
然
た
る
差
を
示
す
た
め
で

あ
る
と
す
る
。
ま
た
張
封
渓
は
、
生
来
鋭
敏
で
あ
る
顔
回
は
、
一は
じ
め

を
聞

け
ば
最
後
ま
で
す
べ
て
見
通
し
て
し
ま
う
と
す
る
。

　

子
貢
は
孔
門
十
哲
の
一
人
、
言
語
の
第
一
で
あ
る
。
そ
の
子
貢
が
顔
回

に
は
全
く
及
ば
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
孔
子
は
次
の

よ
う
に
い
う
。

〈
経
〉
子
曰
は
く
、「
如
か
ざ
る
な
り
。
吾
と
汝
と
如
か
ざ
る
な

り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
而
れ
ど
も
顧
歓
、
苞
注（
７
）に

申
べ
て
曰
は
く
、「
回
は
徳
行

の
俊
た
り
、
賜
は
言
語
の
冠
た
り
。
浅
深
殊
な
る
と
雖
も
、
而
れ
ど

も
品
裁
未
だ
弁
れ
ず
。
故
に
名
実
を
し
て
濫
無
か
ら
し
む
る
が
故

に
、
仮
に
孰
れ
か
愈
れ
る
と
問
ふ
。
子
貢
既
に
回
・
賜
の
際
を
審
ら

か
に
し
、
又
発
問
の
旨
を
得
た
り
。
故
に
十
と
二
と
を
挙
げ
て
以
て

懸
殊（
８
）・
愚
智
の
異
を
明
ら
か
に
す
」
と
。（『
論
語
義
疏
』
公
冶
長

篇
・
皇
疏
）

　

顧
歓
は
、
顔
回
は
徳
行
、
子
貢
は
言
語
の
首
席
で
あ
り
、
そ
の
違
い
を

明
確
に
は
分
け
得
な
い
と
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
孔
子
と
子
貢
の
や
り
と
り

は
仮
の
も
の
で
あ
り
、
子
貢
は
孔
子
の
期
待
に
応
え
、
顔
回
・
子
貢
の
名

を
借
り
て
愚
者
と
智
者
が
い
か
に
異
な
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る
。

三
、
顔
回
の
本
分

　

孔
子
自
身
は
顔
回
の
資
質
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
述
而
篇

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
経
〉
子
、
顔
淵
を
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
之
を
用
ふ
れ
ば
則
ち
行

ひ
、
之
を
舎す

つ
れ
ば
則
ち
蔵か
く

る
。
唯
だ
我
と
爾
と
の
み
是
れ
有
る
か

な
」
と
。

〈
皇
疏
〉
此
れ
顔
・
孔
の
事
ふ
る
に
於
い
て
行
・
蔵
を
等
し
く
す

る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
用
と
は
、
時
世
の
宜
し
く
行
ふ
べ
き
の

事
を
謂
ふ
な
り
。
蔵
と
は
、
時
世
の
宜
し
く
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
事

を
謂
ふ
。
爾
は
、
汝
な
り
。
幾（
９
）を
降
し
て
よ
り
以
下
、
賢
人
は
能
く

得む
さ
ぼ

る）
（（
（

。
故
に
用
に
行
ふ
べ
き
は
、
則
ち
顔
・
孔
の
同
じ
く
す
る
所

な
る
が
故
に
「
用
ひ
ら
る
れ
ば
行
ひ
、
捨
て
ら
る
れ
ば
蔵
る
は
、
唯

だ
我
と
爾
と
の
み
是
れ
有
る
か
」
と
云
ふ
。
孫
綽
曰
は
く
、「
聖
人
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は
徳
を
天
地
と
合
し
、
用
を
天
地
に
契
れ
ば
、
自
ら
盛
明
に
昏く
ら

か
ら

ず
、
独
り
幽
夜
に
曜か
が
や

か
ず
。
顔
は
其
の
度）

（（
（

を
斉ひ
と

し
く
し
、
故
に
動

止
違
ふ
無
く
、
影
の
日
月
の
游
場
に
絶
塵
す
る
に
附
く
所
以
な
り
」

と
。
一
に
云
ふ
、「
与
は
、
許
す
な
り
。
唯
だ
我
の
汝
を
許
す
こ
と

此
く
の
如
き
の
み
な
り
」
と
。
故
に
江
煕
曰
は
く
、「
聖
人
作お
こ

れ
ば

則
ち
賢
人
佐た
す

け
、
天
地
閉
づ
れ
ば
則
ち
賢
人
隠
る
、
用
ひ
ら
る
れ
ば

則
ち
行
ひ
、
捨
て
ら
る
れ
ば
則
ち
蔵
る
る
な
り
。
唯
だ
我　

汝
に
是

の
分
有
る
を
許
す
の
み
な
る
は
、
聖
に
非
ざ
れ
ば
以
て
賢
を
尽
く
す

無
け
れ
ば
な
り
」
と
。（『
論
語
義
疏
』
述
而
篇
・
皇
疏
）

　

こ
の
述
而
篇
の
皇
疏
で
は
、
孔
子
と
顔
回
と
は
そ
の
行
動
に
お
い
て
同

じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
為
政
者
か
ら
用
い
ら
れ
て
活
躍
の
機
会
が

与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
大
い
に
力
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
用
い
ら
れ
る
機

会
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
力
を
隠
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
力
を
発
揮

す
べ
き
時
と
そ
う
で
な
い
時
を
弁
別
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
孔
子
と
顔
回
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
並
の
賢
人
は
、
能
力
を
何

か
に
役
立
て
た
い
と
い
う
欲
が
抑
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
聖
人
と
の

違
い
で
あ
る
。
聖
人
は
天
地
と
一
体
化
し
て
お
り
、
明
る
い
と
こ
ろ
で
は

明
る
く
、
暗
い
所
で
は
暗
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
顔
回
は
そ
の
規
準
を

孔
子
と
一
致
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
動
静
に
従
う
様
は
、
太
陽
や
月
が
ど
れ

ほ
ど
速
く
動
こ
う
と
も
、
影
が
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
い
く
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
別
解
で
は
「
与
」
を
「
ゆ
る
す
」
と
解
し
、
聖
人
が
現
れ
た
ら

賢
人
は
聖
人
を
補
佐
す
る
が
、
聖
人
が
現
れ
な
い
と
き
は
賢
人
は
隠
れ
て

も
よ
い
と
の
解
釈
も
見
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
力
の
使
い
ど
こ
ろ
を
弁

え
て
い
る
こ
と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。

　

聖
人
と
賢
人
の
間
で
性
に
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
顔
回
の
よ
う
な
最
上

級
の
賢
人
で
あ
れ
ば
、
行
動
面
に
お
い
て
聖
人
の
み
が
可
能
と
さ
れ
る
範

囲
に
踏
み
込
み
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
別
解
に
よ
れ
ば
、
賢
人
は
聖
人
の

補
佐
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
孔
子
が
既
に
現
れ
て
い
る
た
め
、
顔
回
は

孔
子
の
た
め
に
力
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
聖
人
が
居
ら

ず
天
地
の
命
運
が
尽
き
て
い
れ
ば
、
賢
人
は
隠
れ
て
も
良
い
。
聖
人
で
な

け
れ
ば
賢
を
尽
く
し
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
聖
人
を
賢
人
が
補
佐
す
る
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い
っ
た
こ

と
な
の
か
。
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
次
の
皇
疏
に
あ
る
。

〈
経
〉
子
曰
は
く
、「
回
や
我
を
助
く
る
者
に
非
ざ
る
な
り
、
吾
が

言
に
於
い
て
悦
ば
ざ
る
所
無
き
な
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
聖
人
教
を
為
す
は
、
賢
の
啓
発
を
須
つ
。
参
の
徒
に
於

い
て
は
、
言
を
聞
き
て
輙す
な
わ

ち
問
ふ
、
是
れ
我
を
助
益
し
て
以
て
道

を
増
暁
す
。
顔
淵
は
黙
し
て
識
る
。
言
を
聞
き
て
悦
び
て
解
し
、
嘗
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て
口
に
我
に
諮
ら
ず
、
教
化
す
る
も
益
無
し
。（『
論
語
義
疏
』
先
進

篇
・
皇
疏
）

　

聖
人
が
教
化
を
行
う
に
あ
た
り
、
賢
人
は
そ
の
教
化
を
啓
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
曾
参
の
弟
子
は
、
教
え
を
聞
け
ば
す
ぐ
に
質
問
す
る
。
こ

れ
が
助
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
顔
回
は
黙
っ
て
い
る
だ
け

で
理
解
し
て
し
ま
う
の
で
、
孔
子
の
教
え
を
さ
ら
に
引
き
出
す
契
機
を
作

ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
教
化
し
て
も
無
益
な
の
で
あ
る
。

　

顔
回
で
な
く
と
も
、
聖
人
の
補
佐
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
聖
人
の

役
割
は
、
そ
の
教
化
を
広
く
行
き
渡
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
問
い
が

な
け
れ
ば
教
え
は
深
ま
ら
な
い
。
曾
参
は
孔
子
の
教
え
を
す
ぐ
に
は
理
解

で
き
ず
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
孔
子
の
さ
ら
な
る
教
え
を
引
き
出
す
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
顔
回
は
そ
う
い
っ
た
形
の
補
佐
を
し
な
い
。
で
は
、
顔
回

は
聖
人
を
ど
う
助
け
る
の
か
。

〈
皇
疏
〉
孫
綽
云
ふ
、「
毎
に
吾
が
言
を
悦
ぶ
所
以
は
、
理
の
自
ら

玄
同
す
る
の
み
。
我
を
助
く
と
為
す
に
非
ざ
る
は
、
此
れ
欲
す
る
に

衆
を
暁さ
と

し
且
つ
理
を
明
ら
か
に
す
る
を
以
て
す
る
を
言
ふ
な
り
」

と
。（『
論
語
義
疏
』
先
進
篇
・
皇
疏　

前
文
の
続
き
）

　

顔
回
は
、
孔
子
の
教
化
を
素
直
に
受
け
入
れ
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
な

い
。
そ
の
教
え
を
さ
ら
に
多
く
の
者
に
ひ
ろ
め
、
道
理
を
説
く
こ
と
こ
そ

が
顔
回
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
雍
也
篇
の
皇
疏
「
故
に
聖
人
の
道

を
以
て
、
以
て
顔
に
教
ふ
べ
く
、
顔
の
道
を
以
て
、
以
て
閔
に
教
ふ
べ

し
」
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
教
え
を
完
璧
に
理
解
し
う
る
の
は
顔
回
だ
け
で

あ
る
。
孔
子
が
直
接
閔
子
騫
に
教
化
を
施
す
と
し
て
も
、
閔
子
騫
は
完
全

に
は
理
解
で
き
な
い
。
孔
子
の
教
え
を
中
人
に
広
め
る
た
め
に
は
、
顔
回

の
仲
介
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
顔
回
が
夭
折
し
た
際
に
孔
子

が
「
天
、
予
を
喪
ぼ
せ
り
」
と
歎
く
の
で
あ
る
。

〈
経
〉
顔
淵
死
す
。
子
曰
は
く
、「
噫
、
天
予わ
れ

を
喪ほ
ろ
ぼ

せ
り
、
天
予

を
喪
せ
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
夫
れ
聖
人
の
世
に
出
づ
る
や
、
必
ず
賢
の
輔
を
須
つ
、

天
の
将
に
雨
を
降
ら
せ
ん
と
し
て
必
ず
先
に
山
沢
に
雲
を
出
だ
す
が

ご
と
し
。
淵
未
だ
死
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
孔
道
は
猶
ほ
縦
ひ
君
た
ら
ざ

る
も
、
則
ち
亦
た
共
に
教
化
を
為
す
を
得
る
を
冀
ふ
べ
し
。
今
淵
既

に
死
し
、
是
れ
孔
道
も
亦
た
亡
ぶ
。
故
に
天
我
を
喪
ぼ
せ
り
と
云
ふ

な
り
。
劉
歆
云
ふ
、「
顔
は
是
れ
亜
、
聖
人
の
偶）

（（
（

な
り
。
然
ら
ば
則

ち
顔
・
孔
は
自
然
の
対
物
、
一
気
の
別
る
る
形
。
玄
妙
の
蔵
寄
す
る

所
以
、
道
旨
の
由
る
所
讚あ

き明
ら
か
な
り
。
顔
淵
死
す
れ
ば
則
ち
夫
子
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の
体
欠
く
る
を
叙
ぶ
」
と
。（『
論
語
義
疏
』
先
進
篇
・
皇
疏
）

　

賢
人
は
聖
人
が
現
れ
れ
ば
必
ず
そ
れ
を
補
佐
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も

天
が
雨
を
降
ら
せ
る
前
に
、
山
に
雲
が
出
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
顔
回

が
死
な
な
け
れ
ば
、
仮
に
孔
子
が
君
主
に
な
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
顔

回
と
と
も
に
中
人
に
教
化
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
顔
回
が

死
ん
で
し
ま
っ
た
今
、
孔
子
の
道
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

皇
侃
は
さ
ら
に
劉
歆
の
言
を
引
き
、
顔
回
と
孔
子
が
も
と
は
一
体
で
あ

る
こ
と
を
説
く
。
顔
回
と
孔
子
は
一
つ
の
気
が
別
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
根
底
に
は
共
通
す
る
箇
所
が
あ
る
。
対
偶
と
し
て
孔
子
と
と
も
に
活
躍

す
べ
き
顔
回
が
死
ん
だ
今
、
孔
子
の
半
身
は
欠
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

孔
子
と
顔
回
と
の
強
い
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
先
進
篇
に
も
次
の
よ

う
に
あ
る
。

〈
経
〉
子
、
匡
に
畏
る
。
顔
淵
後
れ
た
り
。
子
曰
は
く
、「
吾
汝
を

以
て
死
せ
り
と
為
す
」
と
。
曰
は
く
、「
子
在い
ま

す
、
回
何
ぞ
敢
て
死

せ
ん
や
」
と
。

〈
皇
疏
〉
時
に
顔
淵
と
孔
子
と
倶
に
匡
の
囲
と
為
る
。
孔
子
先
に

出
づ
る
を
得
て
還
り
家
に
至
る
。
而
れ
ど
も
顔
淵
後
れ
て
乃
ち
出
づ

る
を
得
て
還
り
至
る
な
り
。
顔
淵
の
答
ふ
る
や
、
其
れ
以ゆ
え

有
る
な

り
。
夫
れ
聖
・
賢
の
影
響
す
る
は
、
天
の
時
雨
を
降
ら
す
に
山
沢
必

ず
先
に
為
に
雲
を
出
だ
す
が
ご
と
し
。
孔
子
既
に
世
に
在
れ
ば
、
則

ち
顔
回
は
理
と
し
て
死
す
る
を
得
ず
。
死
す
れ
ば
則
ち
孔
道
便
ち
絶

た
る
。
故
に
淵
死
し
て
孔
は
天
予
を
喪
ぼ
せ
り
と
云
ふ
な
り
。
庾
翼

云
ふ
、「
顔
子
は
未
だ
能
く
理
を
窮
む
る
の
妙
を
尽
く
さ
ず
、
妙
に

尽
く
さ
ざ
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
以
て
険
津
を
渉
る
べ
か
ら
ず
。
理

に
未
だ
窮
め
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
以
て
屯）

（（
（

路
を
冒
す
べ
か
ら

ず
。
故
に
賢
の
聖
に
遭
は
ざ
る
は
、
運
否
な
れ
ば
則
ち
必
ず
隠
る
。

聖
の
賢
に
値
は
ざ
る
は
、
言
を
微
に
し
て
顕
ら
か
に
せ
ず
。
是
を
以

て
夫
子
匡
を
畏
る
に
因
り
て
問
を
発
す
、
顔
子
其
の
致
を
体
し
て
仰

酬
す
。
入
室
を
称
し
て
指
南
と
為
し
、
門
徒
を
啓
く
に
出
処
を
以
て

す
。
豈
に
聖
賢
の
誠
に
互
に
相
与
に
予
を
起
こ
す
を
為
す
者
と
言
ふ

に
非
ざ
ら
ん
や
」
と
。（『
論
語
義
疏
』
先
進
篇
・
皇
疏
）

　

聖
人
・
賢
人
は
互
い
に
影
響
し
あ
う
。
実
体
に
付
き
従
う
影
の
よ
う

に
、
孔
子
が
在
世
す
る
限
り
、
本
来
は
顔
回
が
死
ぬ
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
顔
回
が
死
ぬ
と
孔
子
の
道
が
絶
た
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か

ら
顔
回
が
死
ん
だ
と
き
、
孔
子
は
「
天
予
を
喪
ぼ
せ
り
」
と
言
っ
た
の
で
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あ
る
。
庾
翼
に
よ
れ
ば
、
顔
回
は
ま
だ
理
の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で
を
極
め

尽
く
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
賢
人
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
だ
か
ら
賢
人
は
、
聖
人
に
遇
う
こ
と
が
叶
わ
な
け
れ
ば
、
隠
れ
て
し

ま
う
。
一
方
聖
人
が
賢
人
に
め
ぐ
り
会
わ
な
い
時
は
、
そ
の
教
化
の
言
葉

を
微
妙
な
も
の
に
と
ど
め
る
。
聖
人
と
賢
人
は
、
互
い
に
相
手
の
力
を
引

き
立
て
合
う
の
で
あ
る
。

　

聖
人
と
賢
人
に
は
、
歴
然
と
し
た
差
が
あ
る
。
し
か
し
聖
人
が
単
体
で

完
結
す
る
存
在
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
賢
人
の
補
佐
が
な
け
れ

ば
そ
の
力
を
充
分
に
発
揮
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
顔
回
は
賢
人
の
最

た
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
人
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か

え
っ
て
中
人
へ
の
直
接
教
化
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
侃
が
唱
え

る
、
一
段
階
上
の
性
に
属
す
る
教
え
で
牽
引
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
従

え
ば
、
孔
子
の
教
化
を
ほ
と
ん
ど
の
中
人
は
理
解
で
き
な
い
。
必
ず
、
賢

人
た
る
弟
子
、
と
り
わ
け
顔
回
を
通
じ
て
教
化
を
行
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
聖
人
と
賢
人
の
差
異
、
す
な
わ
ち
上
上
と
上
中
と
の
差
異

は
、
い
か
な
る
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
、
聖
人
と
賢
人
と
の
境
界
線

を
探
り
た
い
。

四
、
聖
・
賢
の
境
界

　

聖
人
と
賢
人
と
の
違
い
は
、
為
政
篇
に
見
え
る
。

〈
経
〉
子
曰
は
く
、「
吾
れ
回
と
言
ふ
、
終
日
違
は
ず
、
愚
な
る
が

如
し
。

〈
皇
疏
〉
形
器
よ
り
以
上
、
之
に
名
づ
け
て
無
と
為
し
、
聖
人
の

体
す
る
所
な
り
。
形
器
よ
り
以
還
、
之
に
名
づ
け
て
有
と
為
し
、
賢

人
の
体
す
る
所
な
り
。）

（（
（

今
孔
子
終
日
言
ふ
所
は
、
即
ち
形
器
に
入

る
。
故
に
顔
子
聞
き
て
即
ち
解
し
、
諮
問
す
る
所
無
し
。
故
に
我
が

道
を
起
発
せ
ず
。（
中
略
）
故
に
繆
播
曰
は
く
、「
将
に
形
器
を
言
は

ん
と
す
。
形
器
は
顔
の
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
体
す
る
所
、
心
に
逆

ら
ふ
莫
し
。
故
に
愚
な
る
が
若
き
な
り
」
と
。（『
論
語
義
疏
』
為
政

篇
・
皇
疏
）

　
「
形
器
」
を
超
え
た
も
の
を
「
無
」
と
い
い
、
聖
人
は
こ
れ
を
体
得
し

て
い
る
。「
形
器
」
未
満
を
「
有
」
と
い
い
、
賢
人
は
こ
ち
ら
が
体
得
で

き
る
限
界
で
あ
る
。
孔
子
が
こ
こ
で
「
言
」
っ
て
い
る
内
容
は
、「
形
器
」

の
段
階
で
あ
る
。
だ
か
ら
顔
回
は
す
ぐ
に
理
解
し
、
わ
ざ
わ
ざ
問
い
直
さ
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な
い
。
孔
子
の
よ
り
深
い
教
え
を
引
き
出
す
き
っ
か
け
が
生
じ
な
い
の
で

あ
る
。

　

す
る
と
顔
回
は
た
だ
孔
子
の
教
え
を
う
け
と
め
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
前
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
経
〉
退
き
て
其
の
私
を
省
み
れ
ば
、
亦
た
以
て
発
す
る
に
足
る
。

回
や
愚
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
言
ふ
こ
こ
ろ
は
回
、
人
衆
に
就
き
て
講
説
し
、
回
の
問

は
ざ
る
を
見
れ
ば
、
愚
人
の
如ご

と似
き
も
、
今い
ま

回
の
退
き
て
私
房
に
還

り
て
諸
子
と
前
義
を
覆
述
す
る
を
観
れ
ば
、
亦
た
義
理
の
大
体
を
発

明
す
る
に
足
る
。
故
に
方
に
回
の
愚
な
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。
熊
埋

曰
は
く
、「
退
き
て
二
三
子
と
私
か
に
論
ず
る
を
察
す
る
に
、
亦
た

聖
奥
を
発
明
す
る
を
以
て
、
風
訓
を
振
ひ
起
こ
す
に
足
る
な
り
」

と
。（『
論
語
義
疏
』
為
政
篇
・
皇
疏　

前
文
の
続
き
）

　

顔
回
が
孔
子
の
講
義
を
聴
き
終
え
、
自
室
に
戻
っ
て
友
人
た
ち
と
語
り

合
う
姿
を
み
れ
ば
、
友
人
間
に
風
訓
を
引
き
起
こ
す
の
に
充
分
で
あ
る
ほ

ど
、
孔
子
の
教
え
を
深
く
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
皇
侃
に
お
い
て
は
段
階
的
に
教
授
者
・
学
習
者
が
そ
の

役
割
を
入
れ
替
え
る
。
こ
の
為
政
篇
の
皇
疏
で
は
、
孔
子
か
ら
受
け
た
教

え
を
す
ぐ
に
友
人
と
語
り
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
顔
回
だ
け
に
向
け
た

聖
人
の
教
え
で
は
な
く
、
顔
回
よ
り
下
位
の
段
階
に
も
理
解
で
き
る
内
容

で
あ
る
。
そ
こ
で
顔
回
は
即
座
に
理
解
し
、
そ
の
下
の
段
階
の
友
人
に
語

り
聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
経
〉
哀
公
問
ひ
て
曰
は
く
、「
弟
子
孰
れ
か
学
を
好
む
と
為
す
」）

（（
（

と
。
孔
子
対
へ
て
曰
は
く
、「
顔
回
と
い
ふ
者
有
り
、
学
を
好
み
、

怒
り
を
遷
さ
ず
。

〈
皇
疏
〉
此
れ
顔
淵
学
を
好
む
の
分
を
挙
げ
て
得
る
所
の
功
を
満

た
す
な
り
。
凡
夫
は
識
昧く
ら

し
、
瞋
る
所
有
る
も
怒
れ
ば
道
理
に
当
た

ら
ず
。
唯
だ
顔
回
の
み
学
び
て
庶
幾
に
至
り
て
、
行
・
蔵
を
孔
子
と

同
じ
く
す
。
故
に
識
照
す
る
に
道
を
以
て
し
、
怒
る
も
中
に
乖
か

ず
。
故
に
遷
さ
ず
と
云
ふ
。
遷
は
猶
ほ
移
の
ご
と
き
な
り
。
怒
る
も

必
ず
是
れ
理
と
し
て
遷
移
せ
ざ
る
な
り
。（『
論
語
義
疏
』
雍
也
篇
・

皇
疏
）

　

哀
公
が
「
ど
の
弟
子
が
学
問
を
好
む
者
で
あ
る
か
」
と
問
う
と
、
孔
子

が
顔
回
の
好
学
の
さ
ま
を
答
え
た
。
顔
回
は
そ
の
好
学
に
よ
り
聖
人
に
ほ

ぼ
並
ぶ
「
庶
幾
」
の
段
階
に
到
達
し
、
力
を
発
揮
す
る
と
き
、
隠
す
と
き

を
孔
子
と
一
致
さ
せ
る
境
地
に
至
っ
た
。
だ
か
ら
何
事
も
道
に
よ
っ
て
判
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断
し
、
怒
り
を
懐
い
た
と
し
て
も
適
切
な
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
。

　

顔
回
が
好
ん
だ
学
問
と
は
、
道
で
あ
る
。
雍
也
篇
本
文
に
は
「
子
曰
は

く
、『
賢
な
る
か
な
、
回
や
。
一
箪
の
食
、
一
瓢
の
飲
、
陋
巷
に
在
り
。

人
其
の
憂
ひ
に
堪
へ
ず
、
回
や
其
の
楽
し
み
を
改
め
ず
。
賢
な
る
か
な
回

や
』
と
」
と
あ
り
、
そ
の
皇
疏
に
「
其
の
道
を
楽
し
み
情
篤
き
を
美
む
る

が
故
に
嘆
じ
て
始
末
に
賢
を
言
ふ
な
り
。
楽
し
む
所
は
則
ち
道
を
謂
ふ
な

り
」
と
あ
る
。
顔
回
は
、
ど
れ
ほ
ど
困
窮
し
よ
う
と
も
、
道
を
楽
し
む
態

度
を
改
め
な
か
っ
た
。
好
学
と
は
、
道
を
学
び
体
得
す
る
こ
と
を
好
ん
だ

の
で
あ
る
。
し
か
し
聖
人
で
あ
る
孔
子
と
異
な
り
、
顔
回
は
過
ち
を
犯
す

こ
と
も
あ
る
。
雍
也
篇
に
は
前
引
の
後
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
経
〉
過
ち
を
弐
び
せ
ず
。
不
幸
短
命
に
し
て
死
す
。

〈
皇
疏
〉
但
だ
機
を
照
ら
す
能
は
ず
、
機
は
已
の
得
る
所
に
非
ず
。

故
に
己
に
於
い
て
過
ち
を
成
し
、
凡
そ
情
と
し
て
過
有
ら
ば
必
ず
文か
ざ

る
こ
と
あ
り
、
是
を
過
ち
を
再
び
す
と
為
す
。
而
れ
ど
も
回
は
機
時

に
当
た
り
て
己
乃
ち
過
有
る
を
見
ず
、
機
の
後
即
ち
知
り
、
知
れ
ば

則
ち
復
た
文
飾
せ
ず
し
て
以
て
之
を
行
ふ
。
是
れ
弐
び
せ
ざ
る
な

り
。
故
に
易
に
云
ふ
、「
顔
氏
の
子
、
其
れ
殆
ど
庶
幾
き
か
。
不
善

有
る
も
未
だ
嘗
て
知
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
之
れ
を
知
れ
ば
未
だ
曽
て

復
た
行
は
ず
」）

（（
（

は
是
れ
な
り
。
然
れ
ど
も
学
び
て
庶
幾
に
至
り
、
其

の
一
に
非
ざ
る
を
美
む
。
今
、
独
だ
怒
・
過
の
二
条
を
挙
ぐ
る
の
み

な
る
者
は
、
蓋
し
当
時
の
哀
公
濫
り
に
怒
り
過
ち
を
弐
び
す
る
を
以

為
ひ
、
答
え
に
因
り
て
箴
い
ま
し
め

を
寄
せ
ん
と
欲
す
る
者こ
と

有
れ
ば
な
り
。

（『
論
語
義
疏
』
雍
也
篇
・
皇
疏　

前
文
の
続
き
）

　

過
ち
を
犯
す
と
普
通
は
そ
れ
を
取
り
繕
う
。
こ
れ
が
過
ち
を
重
ね
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
顔
回
は
、
物
事
を
完
遂
し
う
る
が
、
賢
人
の
能
力
に

限
界
が
あ
る
た
め
状
況
を
把
握
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
と
が
終

わ
っ
て
か
ら
過
ち
に
気
づ
く
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
飾
り
立

て
て
ご
ま
か
す
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
、
顔
回
の
「
過
ち
を
再
び
せ
ず
」

で
あ
る
。
だ
か
ら
『
易
』
の
繋
辞
伝
に
「
顔
氏
の
子
は
、
ほ
と
ん
ど
完
成

形
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
不
善
が
あ
れ
ば
必
ず
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
し
、
そ
れ
を
知
れ
ば
二
度
と
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
が
な
い
」
と
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
怒
・
過
の
二
つ
を
挙
げ
た
の
は
、
哀
公
を
戒
め
る
意

図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
顔
回
は
当
然
他
の
要
素
に
つ
い
て
も
充
分
な

力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

〈
経
〉
今
や
則
ち
亡
し
。

〈
皇
疏
〉
言
ふ
こ
こ
ろ
は
顔
淵
既す

で已
に
死
す
れ
ば
、
則
ち
復
た
学
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を
好
む
者
無
き
な
り
。
然
れ
ど
も
游
・
夏
は
文
学
四
科
に
著
ら
か
な

る
も
、
之
を
称
せ
ら
れ
ず
便
ち
無
し
と
謂
へ
る
は
、
何
ぞ
や
。
游
・

夏
は
之
を
体
す
る
人
に
非
ず
、
庶ち

幾か

き
こ
と
能
は
ず
、
尚
ほ
遷
す
こ

と
有
り
弐
び
す
る
こ
と
有
り
、
関
に
非
ず
し
て
予
を
喪
ふ
。
唯
だ
顔

の
み
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
亜
に
鄰と
な
り

す
、
故
に
無
と
曰
ふ
な
り
。

（『
論
語
義
疏
』
雍
也
篇
・
皇
疏　

前
文
の
続
き
）

　

こ
こ
で
「
今
や
則
ち
亡
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
顔
回
が
亡
く
な
っ

た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
学
問
を
好
む
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
子
游
・
子
夏
は
文
学
に
お
い
て
名
を
著
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
二
人
を
好
学
と
し
て
挙
げ
な
い
の
は
、
孔
子
の
学
問
を
体
得
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
庶
幾
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
怒
り
を
遷
す
こ
と

も
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
顔
回
だ
け
が
生
ま
れ
つ
き

亜
聖
に
隣
接
し
た
性
を
受
け
て
お
り
、
聖
人
の
道
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

子
游
・
子
夏
で
あ
っ
て
も
、
顔
回
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
。
顔
回
は

生
ま
れ
つ
き
上
中
の
性
を
受
け
、
孔
子
の
教
化
を
受
け
、
上
上
の
聖
人
ま

で
あ
と
一
歩
と
い
う
亜
聖
と
な
っ
た
。
生
来
の
亜
聖
で
は
な
く
、
学
ん
で

性
を
向
上
し
た
こ
と
で
亜
聖
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

〈
経
〉
未
だ
学
を
好
む
者
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
好
学
・
庶
幾
は
曠
世
唯
一
、
此
の
士
重
ね
て
は
得
難
し
。

故
に
未
だ
聞
か
ず
と
曰
ふ
な
り
。
過
は
猶
ほ
失
の
ご
と
き
な
り
。
顔

子
の
道
は
行
・
捨
を
同
じ
く
し
、
自
ら
己
に
任
せ
ず
。
故
に
道
に
任

す
と
曰
ふ
な
り
。
道
を
以
て
物
を
照
ら
せ
ば
、
物
と
し
て
豈
に
形
を

逃
れ
ん
や
。
応
に
怒
る
べ
き
者
は
皆
其
の
実
を
得
。
故
に
分
を
失
ふ

こ
と
無
き
な
り
。（『
論
語
義
疏
』
雍
也
篇
・
皇
疏　

前
文
の
続
き
）

　

孔
子
に
と
っ
て
顔
回
は
、「
好
学
」・「
庶
幾
」
に
お
い
て
こ
の
地
上
唯

一
の
存
在
で
あ
り
、
二
度
と
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
逸
材
で
あ
る
。
顔
回

の
道
は
、
用
い
ら
れ
れ
ば
行
う
・
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
隠
れ
る
を
同
等
に

み
て
い
る
た
め
、
進
ん
で
自
分
の
能
力
を
発
揮
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
だ

か
ら
道
に
任
せ
る
の
で
あ
る
。
道
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
判
断
す
れ

ば
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
形
の
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
顔

回
は
形
を
完
全
に
体
得
し
て
い
る
の
で
、
怒
る
べ
き
と
き
は
必
ず
適
切
な

と
こ
ろ
を
と
ら
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
顔
回
は
聖
人
に
最
も
近
い
存
在
だ
が
、
先
進
篇
で
は
さ
ら

に
聖
人
の
領
域
へ
肉
薄
す
る
。

〈
経
〉
子
曰
は
く
、「
回
や
其
れ
庶
き
か
、
屡
し
ば
空
し
。
賜
や
命
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を
受
け
ず
し
て
、
貨
殖
す
。
憶
れ
ば
則
ち
屡
中
る
」
と
。

〈
皇
疏
〉
此
の
義
を
解
す
る
者
凡
そ
二
通
有
り
。
一
に
云
ふ
庶
は

庶
幾
な
り
。
屡
は
毎
な
り
。
空
は
窮き
ゅ
う
き匱

な
り
。
顔
子
は
庶
こ
ひ
ね
が

ひ
て
幾

を
慕
ふ
。
故
に
財
利
に
匱き
こ
つ忽
し）

（（
（

、
家
毎
に
空
貧
に
し
て
簟
瓢
陋
巷
の

所
以
な
り
。
故
に
王
弼
云
ふ
、「
幾
を
庶
ひ
聖
を
慕
ひ
、
忽
と
し
て

財
業
を
忘
れ
て
、
屡
し
ば
空
匱
す
る
な
り
」
と
。
又
一
通
に
云
ふ
、

空
は
猶
ほ
虚
の
ご
と
き
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
聖
人
の
体
は
寂
に
し

て
、
心
は
恒
に
虚
ろ
に
累）

（（
（

せ
ら
る
る
こ
と
無
し
。
故
に
幾
動
け
ば
即

ち
見
る
。
而
れ
ど
も
賢
人
は
無
を
体
す
る
能
は
ず
。
故
に
幾
を
見

ず
、
但
だ
幾
を
庶
ひ
聖
を
慕
ひ
て
、
心
或
い
は
時
と
し
て
虚
ろ
な

り
。
故
に
屡
し
ば
空
な
り
と
曰
ふ
。
其
の
虚
な
る
こ
と
一
た
び
に
非

ず
、
故
に
屡
名
生
ず
。
故
に
顔
特
進
云
ふ
、「
空
は
回
の
体
す
る
所

に
非
ず
、
故
に
庶
こ
い
ね
が

ひ
て
数
し
ば
得
た
り
」
と
。
故
に
顧
歓
云
ふ
、

「
夫
れ
無
欲
を
欲
す
る
者こ
と

無
き
は
、
聖
人
の
常
な
り
。
無
欲
を
欲
す

る
者こ
と

有
る
は
、
賢
人
の
分
な
り
。
二
つ
な
が
ら
同
じ
く
無
を
欲
す
。

故
に
空
を
全
く
し
て
以
て
聖
を
目
し
、
一
は
有
一
は
無
。
故
に
毎
に

虚
に
し
て
以
て
賢
を
称
す
。
賢
人
有
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
有
欲

を
欲
す
る
無
し
。
無
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
無
欲
を
欲
す
る
有

り
、
虚
な
る
も
未
だ
尽
く
さ
ず
、
屡
に
非
ざ
る
こ
と
如
何
」
と
。
大

史
叔
明
之
に
申
し
て
云
ふ
、「
顔
子
は
上
賢
、
体
具
は
り
て
敬
め
ば

則
ち
精
な
り
。
故
に
進
退
の
事
無
し
。
義
の
上
に
就
き
て
以
て

「
屡
」
名
を
立
つ
る
は
、
按
ず
る
に
其
の
仁
義
を
遺わ
す

れ
、
礼
楽
を
忘

れ
、
支
体
を
隳や
ぶ

り
、
聡
明
を
黜す

て
、
坐
忘
大
通
し
、
此
れ
有
亡
き
の

義
な
り
。
有
を
忘
れ
頓に
わ
か

に
尽
く
る
は
、
空
に
非
ざ
る
こ
と
如
何
。

若
し
聖
人
を
以
て
之
を
験し
ら

ぶ
れ
ば
、
聖
人
は
忘
を
忘
れ
、
大
賢
は
忘

を
忘
る
能
は
ず
。
忘
を
忘
る
能
は
ざ
る
は
、
心
に
復
た
未
だ
尽
く
さ

ざ
る
と
為
す
、
一
は
未
・
一
は
空
。
故
に
屡
の
名
生
ず
る
な
り
」

と
。（『
論
語
義
疏
』
先
進
篇
・
皇
疏
）

　

こ
の
「
回
や
其
れ
庶
き
か
、
屡
し
ば
空
し
」
の
解
釈
と
し
て
皇
侃
は
二

説
を
挙
げ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
空
」
を
空
虚
と
し
て
解
す
る
後
者
で

あ
る
。
聖
人
は
ひ
っ
そ
り
と
し
た
た
た
ず
ま
い
で
、
心
は
毎
に
空
虚
で
何

か
に
囚
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
、
時
機
が
動
け
ば
そ
れ
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
賢
人
は
無
を
体
得
し
て

い
な
い
た
め
、
時
機
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
顔
回
だ
け

は
、
用
い
ら
れ
る
機
会
の
到
来
を
願
い
、
聖
人
の
道
を
慕
っ
て
、
心
は
時

と
し
て
空
虚
に
な
る
。
だ
か
ら
し
ば
し
ば
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
一
度
な
ら
ず
空
虚
に
な
る
た
め
、「
屡
し
ば
し
ば

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
顔

特
進
は
、「
空
」
は
聖
人
が
体
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
顔
回
が
な

し
得
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
顔
回
が
道
に
近
づ
こ
う
と
熱
心
に
学
び
、
た
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び
た
び
「
空
」
と
な
る
す
べ
を
会
得
し
た
と
す
る
。

　

一
方
顧
歓
は
、
聖
人
と
賢
人
と
の
違
い
を
「
欲
」
に
注
目
し
、
賢
人
顔

回
が
し
ば
し
ば
「
空
」
に
な
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
聖
人
は
そ
も
そ
も
無

を
体
得
し
て
い
る
か
ら
、
重
ね
て
無
欲
を
追
求
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
賢

人
は
無
を
体
得
し
て
い
な
い
が
、
無
欲
に
な
ろ
う
と
す
る
欲
が
あ
り
、
常

に
虚
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
賢
人
が
有
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
有
欲
で
あ
ろ

う
と
す
る
は
ず
は
な
い
。
無
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
無
欲
で
あ
る
こ
と
を

欲
し
て
し
ま
う
。
結
局
、
虚
に
な
ろ
う
と
す
る
も
虚
に
な
る
こ
と
は
な

い
。
だ
か
ら
、
屡
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
顧
歓
の
批
判
に
対
し
、
大
史
叔
明
は
、
顔
回
は
や
は
り
た
び
た
び

「
空
」
に
な
る
の
だ
と
す
る
。
顔
回
は
上
賢
で
あ
り
、
体
得
す
べ
き
も
の

は
す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
慎
重
に
磨
き
上
げ
れ
ば
、
よ
り
一
層

精
細
な
段
階
に
進
む
。
だ
か
ら
進
退
す
る
こ
と
は
な
く
進
む
だ
け
で
あ

る
。「
屡
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
は
、
仁
義
を
忘
れ
、
礼
楽
を
忘
れ
、

四
肢
を
超
越
し
、
聡
明
を
捨
て
、
大
い
な
る
坐
忘
の
境
地
に
達
し
、
有
が

な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
有
を
忘
れ
て
即
座
に
有
が
な
く
な
っ

て
し
ま
え
ば
、「
空
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
聖
人
で
あ
れ
ば
、
聖
人
は
忘

れ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
賢
人
で
あ
っ
て
も

忘
れ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
ま
だ
完
全
と
は
な

り
え
な
い
。
あ
る
面
で
は
不
十
分
、
し
か
し
一
時
的
に
は
「
空
」
に
な

る
。
だ
か
ら
「
屡
し
ば
し
ば

」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
教
え
を
直
接
的
に
完
全
に
理
解
で
き
る
の
は
顔
回
だ
け
で
あ

る
。
聖
人
の
み
が
体
得
す
る
空
を
、
顔
回
だ
け
は
学
ぶ
こ
と
で
身
に
つ
け

た
。
学
問
に
よ
っ
て
、
聖
人
の
能
力
を
一
部
な
り
と
も
体
得
し
た
の
で
あ

る
。

五
、
聖
人
の
位
置

　

皇
侃
に
お
い
て
、
顔
回
は
聖
人
孔
子
ま
で
紙
一
重
と
い
う
段
階
を
超

え
、
聖
人
の
み
が
体
得
す
る
領
域
ま
で
踏
み
込
ん
だ
。
こ
れ
は
、
完
全
に

聖
人
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
聖
人
の
み
に
許
さ
れ
る
領
域
に
、
い
わ

ば
風
穴
が
空
い
た
の
で
あ
る
。
諌
言
す
れ
ば
、
聖
人
が
賢
人
の
手
の
届
く

範
囲
に
な
り
、
聖
人
の
聖
性
が
千
年
に
一
人
と
い
う
よ
う
な
特
別
な
も
の

で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
聖
人
の
希
少
性
が
喪
失
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
的

背
景
が
あ
る
。『
漢
書
』「
古
今
人
表
」
に
お
い
て
は
、
孔
子
以
来
聖
人
不

在
で
あ
る
。
し
か
し
漢
か
ら
魏
へ
の
禅
譲
以
来
、
皇
帝
は
聖
人
と
な
っ

た
。
孔
子
よ
り
後
世
に
聖
人
が
存
在
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、『
荘
子
』

大
宗
師
篇
に
、
南
伯
子
葵
が
女
偊
に
聖
人
の
道
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
と
質
問
し
た
際
、
女
偊
の
返
答
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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夫
れ
卜
梁
倚
は
聖
人
の
才
有
る
も
聖
人
の
道
無
し
。
我
聖
人
の
道

有
る
も
聖
人
の
才
無
し
。
吾
れ
以
て
之
に
教
え
ん
と
欲
す
。
其
の
果

た
し
て
聖
人
た
ら
ん
か
と
庶こ
ひ
ね
が幾
へ
ば
な
り
。
然
ら
ざ
る
も
、
聖
人
の

道
を
以
て
聖
人
の
才
に
告
ぐ
る
は
亦
た
易
し
。
吾
れ
猶
ほ
守
り
て
之

に
告
ぐ
れ
ば
、
参
日
に
し
て
而
る
後
能
く
天
下
を
外わ
す

る
。（『
荘
子
』

大
宗
師
篇
）

　

卜
梁
倚
は
聖
人
の
才
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
聖
人
の
道
を
知
ら
な
い
。

女
偊
は
、
聖
人
の
道
を
知
っ
て
い
る
が
、
聖
人
の
才
能
を
持
っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
女
偊
は
卜
梁
倚
に
聖
人
の
道
を
教
え
た
と
こ
ろ
、
三
日
で
こ

の
世
界
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
聖
人
を
形
づ
く
る
「
道
」
と
「
才
」
と
が
分
割
可
能
な
も
の

で
あ
り
、
聖
人
の
「
才
」
だ
け
で
は
聖
人
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
聖
人
の
「
才
」
に
つ
い
て
は
元
々

備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
が
、
聖
人
の
「
道
」
は
教
授

可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
梁
の
沈
約
「
辯
聖
論
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

聖
人
と
は
、
蓋
し
人
中
の
明
徳
を
含
み
、
尽
く
精
粋
を
照
ら
し
玄

を
凝
ら
す
者
な
り
。
或
い
は
三
聖
時
に
並
び
、
或
い
は
千
載
寂
蔑）

（（
（

な

り
。
聖
人
は
情
を
遺わ
す

れ
己
を
忘
れ
、
常
に
兼
済
を
以
て
念
ひ
と
為
す

も
、
九
五
の
位）

（（
（

に
登
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
其
の
道
行
は
れ
ざ
る
も
、
黄

屋）
（（
（

の
玉
璽
を
以
て
尊
貴
と
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
孔
子
は

無
録
の
運
に
当
た
り
、
自
晦
の
時
に
値
ふ
。
而
し
て
「
河
、
図
を
出

だ
さ
ず
、
洛
、
書
を
出
だ
さ
ず
、
吾
れ
已
ん
ぬ
る
か
な
」
と
云
ふ

は
、
聖
徳
を
以
て
天
下
に
示
し
、
来
世
に
垂
れ
ん
と
欲
す
れ
ば
な

り
。
仲
尼
在
世
の
時
に
当
た
り
、
世
人
聖
人
た
り
と
言
は
ざ
る
な

り
。（
中
略
）
則
ち
当
世
、
安
く
ん
ぞ
其
の
聖
人
な
る
を
知
ら
ん
や
。

（『
藝
文
類
聚
』
巻
二
十
・
人
部
四
・
聖
に
引
く
、
沈
約
「
辯
聖
論
」）

　

聖
人
と
は
、
人
の
中
で
も
と
り
わ
け
優
れ
た
徳
を
持
ち
、
隅
々
ま
で
優

れ
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
道
も
奥
深
く
ま
で
極
め
た
者
で
あ
る
。
あ
る

と
き
は
堯
・
舜
・
禹
の
よ
う
に
三
人
も
の
聖
人
が
同
時
代
に
現
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
一
方
で
は
千
年
間
皆
無
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
聖
人
は
情
や

己
を
忘
れ
、
常
に
人
民
を
よ
り
よ
く
向
上
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
、

王
位
に
な
く
て
は
そ
の
道
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
王
位
を
最
も
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
孔
子
は

不
運
な
時
代
に
生
ま
れ
、
自
分
の
才
能
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
天
下
に
自
分
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
ら
の
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運
命
を
歎
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
孔
子
の
生
前
、
世
の
人
々
は
孔
子

が
聖
人
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
の
梁
朝

に
あ
っ
て
も
、
ど
う
し
て
聖
人
で
あ
る
人
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
聖
人
か
ど
う
か
な
ど
知
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

沈
約
は
、
孔
子
で
す
ら
周
囲
に
聖
人
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
述
べ
、
同
時
代
人
が
聖
人
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

す
る
。
も
し
世
に
知
ら
れ
ぬ
聖
人
が
い
つ
の
時
代
に
も
い
た
と
し
た
ら
、

聖
人
は
け
っ
し
て
珍
し
い
存
在
で
は
な
い
。
沈
約
に
お
け
る
聖
人
は
、
千

年
間
不
在
と
い
う
極
め
て
ま
れ
な
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
才
能
を
持
つ
人

物
は
い
る
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
者

も
想
定
す
る
。

　

孔
子
は
、
時
代
・
王
位
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。『
荘
子
』・
沈
約
を
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、
聖
人
が
活
躍
す
る
た
め
に
は
四
つ
の
条
件
「
才
」「
道
」

「
時
」「
位
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
う
ち
、「
道
」
が
教
授
可
能
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
才
」
を
持
つ
者
が
「
道
」
を
学
び
、「
時
」
を
得
て
「
王

位
」
に
登
れ
ば
、
聖
人
と
し
て
の
条
件
を
満
た
す
。
禅
譲
と
は
、
聖
人
と

し
て
の
才
徳
を
持
つ
者
に
王
位
を
譲
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
と
は

「
道
」
の
証
明
さ
え
す
れ
ば
、
聖
人
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

「
道
」
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

皇
侃
に
お
い
て
も
、「
忘
」
れ
る
、「
空
」
で
あ
る
こ
と
が
聖
人
の
特
質

と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
聖
人
を
希
少
な
存
在
と
見
做
さ
な
い
『
荘
子
』・

沈
約
の
聖
人
観
を
援
用
し
、
短
期
間
に
次
々
と
聖
人
皇
帝
が
現
れ
る
こ
と

を
正
当
化
し
た
。
六
朝
時
代
の
王
朝
交
代
期
に
は
必
ず
聖
人
が
皇
帝
と
し

て
現
れ
る
。
こ
う
し
て
聖
人
の
希
少
性
が
喪
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

皇
侃
は
聖
人
皇
帝
を
支
え
る
臣
下
に
、
顔
回
が
学
ん
で
「
庶
幾
」
や
聖

人
の
み
が
到
達
す
る
「
空
」
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
し
、
孔
子
の
道
を
追
究

し
性
を
向
上
す
る
こ
と
で
顔
回
の
段
階
ま
で
自
ら
を
引
き
上
げ
う
る
可
能

性
を
暗
示
し
た
。
し
か
も
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
瞬
で
は
あ
る
も
の

の
、
聖
人
の
領
域
で
あ
る
「
空
」
に
踏
み
込
み
う
る
の
で
あ
る
。

　

孔
子
の
道
を
学
ぶ
こ
と
は
、
性
の
向
上
を
目
指
す
だ
け
で
な
く
、
聖
人

の
み
が
体
得
す
る
能
力
を
一
時
的
に
発
揮
す
る
段
階
に
ま
で
到
達
で
き

る
。
皇
侃
の
性
説
は
、
孔
子
に
な
れ
な
い
こ
と
を
説
い
た
の
で
は
な
く
、

顔
回
ま
で
は
至
れ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
。『
漢
書
』
古
今
人
表
は
、

聖
性
を
重
視
し
、
孔
子
以
来
聖
人
不
在
と
す
る
こ
と
で
、
聖
人
の
希
少
性

を
協
調
し
た
。
一
方
、『
荘
子
』・
沈
約
に
お
い
て
は
、
聖
人
自
体
は
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
沈
約
は
聖
人
と
し
て
認
知
さ
れ
る

機
会
の
有
無
に
注
目
し
た
。
す
る
と
、
中
人
と
知
ら
れ
る
人
物
が
聖
人
で
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あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
皇
侃
は
国
子
助
教
を
務
め
る

ほ
ど
の
儒
学
者
だ
が
、
王
弼
ら
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
玄
学
の
系

統
に
列
な
っ
て
い
る
。『
荘
子
』
に
お
い
て
聖
人
と
な
る
に
は
「
才
」
と

「
道
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
聖
人
の
「
道
」
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
賢

人
顔
回
は
、
聖
人
の
「
道
」
を
好
ん
で
学
ぶ
こ
と
で
賢
人
の
限
界
を
破

り
、
聖
人
の
領
域
に
た
び
た
び
足
を
踏
み
入
れ
る
。
そ
れ
は
皇
侃
の
性
説

に
従
え
ば
余
人
が
到
達
不
可
能
な
領
域
で
は
な
く
、
学
問
に
よ
っ
て
到
達

可
能
な
射
程
で
あ
る
。
さ
ら
に
沈
約
は
そ
も
そ
も
隠
れ
た
聖
人
が
梁
代
に

お
い
て
も
存
在
す
る
可
能
性
を
示
し
た
。

　

皇
侃
は
、
聖
人
・
賢
人
間
の
境
界
を
崩
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
も

そ
も
聖
人
を
希
少
な
存
在
と
は
考
え
な
い
六
朝
儒
学
の
気
風
が
反
映
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

注（１
） 

各
王
朝
の
禅
譲
に
つ
い
て
は
、『
三
国
志
』
巻
二
魏
志
文
帝
、『
晋
書
』
巻
三
武

帝
、『
宋
書
』
巻
二
武
帝
中
、『
南
斉
書
』
巻
一
高
帝
上
、『
梁
書
』
巻
一
武
帝
上
、

『
陳
書
』
巻
一
高
祖
上
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。

（
２
） 

底
本
は
、『
儒
蔵
（
精
華
編
一
〇
四
）』（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
所

収
の
『
論
語
義
疏
』
を
用
い
た
。
本
稿
中
の
引
用
文
で
は
『
論
語
』
本
文
を

〈
経
〉
と
し
、
皇
侃
の
疏
文
を
表
す
際
に
は
、〈
皇
疏
〉
と
称
す
る
。

（
３
） 

拙
稿
「
王
朝
の
正
統
性
―
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
の
禅
譲
観
―
」（『
研
究
紀
要
』
第

九
号
・
長
野
県
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
４
） 

な
お
、『
論
語
義
疏
』
で
は
、
成
王
・
周
公
旦
の
関
係
を
、
賢
人
で
あ
る
君
主
を

聖
人
が
一
時
的
に
補
佐
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
孔
子
・
周
公
旦
は
、
聖
性
を

持
ち
な
が
ら
君
主
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
は
、
聖
人
と
し
て
の
教
え
を

広
め
る
た
め
、
臣
下
と
し
て
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。

（
５
） 「
湯
」
は
殷
の
湯
王
、「
武
」
は
周
の
武
王
の
こ
と
。
と
も
に
『
漢
書
』
古
今
人
表

に
お
い
て
上
上
と
さ
れ
る
聖
人
。

（
６
） 「
伊
」
は
殷
の
湯
王
に
仕
え
た
伊
尹
。「
呂
」
は
周
の
文
王
武
王
に
仕
え
た
呂
尚

（
別
名
、
師
尚
父
）。『
漢
書
』
古
今
人
表
で
は
、
と
も
に
「
上
中
」
の
賢
人
と
さ

れ
る
。

（
７
） 

集
解
に
、「
苞
氏
曰
は
く
、
既
然
と
し
て
子
貢
如
か
ず
、
復
た
吾
と
爾
と
倶
に
如

か
ず
と
云
へ
る
は
、
蓋
し
以
て
子
貢
の
心
を
慰
め
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
、
と
」
と

あ
る
。

（
８
） 

懸
殊
は
、
か
け
は
な
れ
、
こ
と
な
る
こ
と
。

（
９
） 「
幾
」
は
「
庶
幾
」、
顔
回
の
こ
と
と
し
て
解
し
た
。
こ
の
箇
所
の
白
文
は
「
自
降

幾
以
下
而
賢
人
能
得
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
『
論
語
義
疏
』
校
勘
記
に
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
自
降
」
よ
り
「
故
可
」
に
至
る
ま
で
、
根
本
本
、「
幾
」
を
「
聖
」
に
作
る
。

有
不
為
齋
本
、「
降
」
の
下
に
「
合
」
の
字
有
り
、「
故
」
の
下
の
「
可
」
の
上
に

「
凡
」
の
字
有
り
、
並
び
に
朱
書
き
。
按
ず
る
に
、「
自
降
」
以
下
の
十
字
の
義
未

詳
。

（
10
） 

季
氏
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
経
〉
孔
子
曰
は
く
、
君
子
に
三
戒
有
り
。（
中
略
）
其
の
老
な
る
に
及
ぶ
や
、

血
気
既
に
衰
へ
、
之
を
戒
む
る
こ
と
得
に
在
り
。

〈
皇
疏
〉
老
は
、
年
五
十
以
上
を
謂
ふ
な
り
。
年
五
十
に
し
て
始
め
て
衰
へ
、

復
た
闘
争
す
る
の
勢
無
く
し
て
、
之
を
戒
む
る
こ
と
得
に
在
る
な
り
。
得
は
、
貪

り
得
る
な
り
。
老
人
貪
を
好
む
が
故
に
之
を
戒
む
る
な
り
。
老
人
の
貪
を
好
む
所
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以
の
者
は
、
其
れ
年
少
き
は
春
夏
に
象に

た
り
、
春
夏
は
陽
た
り
、
陽
法
は
施
す
を

主
と
す
。
故
に
少
年
は
明
る
く
怡た
の
し

む
な
り
。
年
老
ゆ
る
は
秋
冬
に
象に

た
り
、
秋

冬
は
陰
た
り
、
陰
体
は
蔵か
く

れ
ん
こ
と
を
歛ね
が

ふ
。
故
に
老
い
て
耆し
こ
う好
し
て
聚
む
る
を

歛ね
が

ふ
は
、
多
く
貪
る
な
り
。

 

こ
の
皇
疏
に
よ
れ
ば
、「
得
」
に
は
「
貪
る
」
の
意
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
顔
回
を

除
く
賢
人
は
『
欲
』
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
と
し
て
解
し
た
。

（
11
） 「
度
」
は
、
も
の
さ
し
。
規
準
。
孔
子
と
同
じ
尺
度
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

（
12
） 「
偶
」
は
、
人
形
。
聖
人
を
か
た
ど
っ
た
対
と
な
る
存
在
。

（
13
） 

屯
は
、
ゆ
き
づ
ま
る
こ
と
。

（
14
） 『
周
易
』
繋
辞
上
伝
に
「
是
の
故
に
形
而
上
は
之
を
道
と
謂
ひ
、
形
而
下
は
之
を

器
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。

（
15
） 『
論
語
』
先
進
篇
で
、
季
康
子
が
同
様
の
発
問
を
し
て
い
る
。

〈
経
〉
季
康
子
問
ふ
、「
弟
子
孰
れ
学
を
好
む
と
為
す
か
」
と
。
孔
子
対
へ
て
曰

は
く
、「
顔
回
と
い
ふ
者
有
り
、
不
幸
短
命
に
し
て
死
す
。
今
や
則
ち
亡
し
。
未

だ
学
を
好
む
者
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
。

〈
皇
疏
〉
孫
綽
云
ふ
、「
応
に
生
く
べ
か
ら
ず
し
て
生
く
る
を
幸
と
為
し
、
応
に

死
す
べ
か
ら
ず
し
て
死
す
る
を
不
幸
と
曰
ふ
」
と
。
侃
謂
へ
ら
く
此
れ
哀
公
の
問

ひ
と
同
じ
き
も
、
答
の
異
な
る
者
は
、
旧も
と

三
通
有
り
。
一
に
云
ふ
、「
哀
公
の
怒

り
を
遷
す
・
過
ち
を
弐
び
す
る
の
事
有
る
に
縁
る
が
故
に
、
孔
子
因
り
て
答
へ
て

以
て
之
を
箴
む
る
な
り
。
康
子
は
此
の
事
無
し
、
故
に
煩
く
言
は
ざ
る
な
り
」

と
。
又
一
に
云
ふ
、「
哀
公
は
是
れ
君
の
尊
、
故
に
須
ら
く
具
さ
に
答
ふ
べ
し
。

而
る
に
康
子
は
是
れ
臣
の
卑
た
り
、
故
に
略
し
て
以
て
相あ
い

酬む
く

ゆ
る
な
り
」
と
。
故

に
江
熙
云
ふ
、
此
れ
哀
公
の
問
と
同
じ
。
哀
公
は
以
て
賞
す
る
無
き
と
雖
も
、
要も
と

め
て
極
を
以
て
対こ
た

へ
、
康
子
に
至
れ
ば
則
ち
其
の
及
ぶ
所
を
量
り
て
答
ふ
べ
き
な

り
。

 

孔
子
は
、
君
主
で
あ
る
哀
公
に
は
「
怒
り
を
遷
さ
ず
」「
過
ち
を
弐
び
せ
ず
」
を

答
え
て
い
る
が
、
臣
下
で
あ
る
季
康
子
に
は
差
を
つ
け
て
「
不
幸
短
命
に
し
て
死

す
」
だ
け
を
答
え
た
の
で
あ
る
。

（
16
） 『
周
易
』
繫
辞
下
伝
に
「
子
曰
顔
氏
之
子
、
其
殆
庶
幾
乎
。
有
不
善
未
嘗
不
知
、

知
之
未
嘗
復
行
也
」
と
あ
る
。

（
17
） 

匱
は
、
と
ぼ
し
い
。
忽
は
、
む
な
し
い
。

（
18
） 

累
は
、
し
ば
ら
れ
る
こ
と
。
と
ら
わ
れ
る
こ
と
。

（
19
） 

蔑
と
は
「
無
」
に
同
じ
。

（
20
） 

九
五
と
は
、
王
位
の
こ
と
。

（
21
） 

黄
屋
は
、
王
が
乗
る
車
。


