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城
地
孝
氏
の
疑
問
に
答
え
る

―
拙
著
『
華
と
夷
の
間
＝
明
代
儒
教
化
と
宗
族
』
の
書
評
を
読
ん
で
―井　

上　
　
　

徹

は
じ
め
に

 

拙
著
『
華
と
夷
の
間
＝
明
代
儒
教
化
と
宗
族
』（
研
文
出
版
、

二
〇
一
九
年
）
の
書
評
と
し
て
、
城
地
孝
「（
批
評
と
紹
介
）　

井
上
徹

『
華
と
夷
の
間
＝
明
代
儒
教
化
と
宗
族
』」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究

報
告
』
第
四
十
五
号
、
二
〇
二
一
年
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
拙
文

は
、
城
地
氏
が
こ
の
書
評
で
提
示
さ
れ
た
若
干
の
疑
問
に
答
え
る
べ
く

執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。

拙
著
は
、
二
十
二
年
前
に
刊
行
し
た
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制

―
宗
法
主
義
の
視
点
か
ら
の
分
析
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、

以
下
、
前
著
と
言
う
）
の
続
編
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
た
め
、
城
地

氏
は
評
論
に
際
し
て
拙
著
だ
け
で
な
く
前
著
に
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。 

最
初
に
、
氏
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
拙
著
を
批
評
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
、
明
代
中
期
以
降
の
珠
江
デ

ル
タ
を
対
象
と
し
た
拙
著
の
内
容
を
章
ご
と
に
要
約
し
た
あ
と
、
地
方

志
、
文
集
・
族
譜
、
判
牘
な
ど
多
様
な
史
料
を
駆
使
し
て
、
漢
族
の
非

漢
族
地
域
へ
の
進
出
と
そ
れ
に
と
も
な
う
軋
轢
、
禁
絶
と
開
放
と
の
間

で
揺
れ
動
く
海
外
貿
易
の
展
開
と
そ
の
影
響
、
儒
教
文
化
の
浸
透
や
宗

族
形
成
、
都
市
に
お
け
る
郷
紳
層
の
勢
力
拡
大
な
ど
、
諸
事
例
の
具
体

的
な
展
開
を
個
別
に
取
り
上
げ
る
だ
け
で
な
し
に
、
そ
れ
ら
が
相
互
に

関
連
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
当
該
時
代
・
地
域
の
全
体
像

を
提
示
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
直
接
に
は
広
東
あ
る
い
は
珠
江
デ
ル
タ

と
い
う
地
域
の
具
体
像
を
描
き
つ
つ
も
、
多
様
な
諸
地
域
が
「
中
国
」

な
る
も
の
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
お
よ
び
そ
こ
で
動
員
さ
れ
る
理

念
や
仕
組
み
に
対
す
る
関
心
も
読
み
取
れ
る
こ
と
を
評
価
す
べ
き
点
と

批
評
と
紹
介

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告　

四
十
六
号　

二
〇
二
二
年
三
月
発
行
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し
て
掲
げ
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
う
し
た
「
国
家
統
合
」
へ
の
問
題
関

心
が
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
は
理
解
で
き
る
が
、

「
具
体
的
な
分
析
・
考
察
に
際
し
て
の
著
者
の
認
識
や
視
座
に
つ
い
て

は
、
遺
憾
な
が
ら
評
者
に
は
十
分
に
理
解
し
え
な
い
部
分
が
少
な
く
な

か
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
拙
著
に
対
し
て
一
定
の
評
価
は
示
し

つ
つ
も
、
拙
著
で
示
し
た
分
析
・
考
察
に
関
す
る
視
座
等
に
関
し
て
理

解
で
き
な
い
点
が
も
ろ
も
ろ
あ
る
と
す
る
。
氏
が
と
り
わ
け
取
り
上
げ

る
の
は
、「
儒
教
化
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。 「
儒
教
化
」
に
つ
い

て
、
井
上
は
「
科
挙
官
僚
制
に
く
み
こ
ま
れ
る
な
か
で
、
地
域
社
会
に

宗
族
な
ど
の
儒
教
文
化
が
浸
透
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
指
す
も

の
」
で
あ
り
、「
儒
教
化
の
核
心
を
な
す
の
は
科
挙
官
僚
制
」
で
あ
る

と
定
義
し
、
漢
族
の
拡
大
（
ま
た
「
明
朝
支
配
の
浸
透
」
と
も
い
う
）・

宗
族
形
成
（
ま
た
は
「
宗
族
の
形
成
と
発
展
」
と
も
い
う
）・
郷
紳
の

台
頭
と
い
う
、
必
ず
し
も
同
次
元
に
な
い
諸
事
象
を
概
括
す
る
も
の
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
拙
著
の
軸
と
な
る
三
者
を
な
ぜ

「
儒
教
化
」
と
一
括
し
よ
う
と
す
る
の
か
が
「
い
さ
さ
か
不
可
解
と
の

感
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、
以
下
、「
儒
教
化
」
を
め
ぐ
る
疑

問
を
提
示
し
て
い
る
。
城
地
氏
の
論
旨
に
沿
っ
て
疑
問
に
お
答
え
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

一第
一
に
掲
げ
ら
れ
る
疑
問
は
、
筆
者
の
研
究
手
法
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。「
た
と
え
ば
」
と
し
て
、「
科
挙
官
僚
制
を
軸
と
す
る
漢
族
の
単

一
的
な
儒
教
文
化
」
の
浸
透
と
い
う
点
で
後
発
と
位
置
づ
け
る
珠
江
デ

ル
タ
が
、
宋
代
以
降
、
明
代
に
至
る
ま
で
「
中
国
の
最
先
進
地
域
で
あ

り
、
最
も
儒
教
文
化
の
水
準
が
高
い
長
江
下
流
デ
ル
タ
地
域
（
江
南
）」

の
「
水
準
に
追
い
つ
く
と
い
う
構
図
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
」。「
そ
れ
ゆ
え
本
書
の
議
論
も
、
宗
族
形
成
に
せ
よ
郷
紳
の
台
頭

に
せ
よ
、
江
南
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
諸
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
を
指

標
と
し
、
そ
れ
を
珠
江
デ
ル
タ
に
あ
て
は
め
る
と
い
う
形
で
組
み
立
て

ら
れ
て
い
る
よ
う
に 

見
え
る
」
と
す
る 

（
七
八
頁
上
段
）。
す
な
わ
ち
、

儒
教
文
化
の
水
準
が
高
い
江
南
に
「
追
い
つ
く
と
い
う
構
図
」
が
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
、
宗
族
形
成
・
郷
紳
の
台
頭
と
い
う
珠
江
デ
ル

タ
の
諸
事
象
は
、
江
南
の
「
諸
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
」
を
指
標
と
し

て
珠
江
デ
ル
タ
に
「
あ
て
は
め
る
」
手
法
を
筆
者
が
と
っ
た
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
城
地
氏
の
評
語
に
関
し
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

筆
者
の
研
究
の
手
順
で
あ
る
。「
序
章
」
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
筆
者



－ 107 －

が
宗
族
形
成
に
着
眼
し
た
の
は
、
一
九
八
六
年
に
発
表
し
た
論
考
に
お

い
て
で
あ
る
。
広
東
珠
江
デ
ル
タ
の
黄
佐
と
い
う
知
識
人
は
、「
修
身
・

斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」
と
い
う
宋
代
以
降
の
士
大
夫
の
共
通
の
政
治

理
念
を
踏
ま
え
て
、「
修
身
・
斉
家
」
に
続
く
「
化
郷
」
と
い
う
構
想

を
示
し
た
が
、
そ
の
際
、
周
代
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
宗
法
に
基
づ
い

て
、
同
祖
の
族
人
を
集
合
し
、
宗
族
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
斉
家
」
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
筆
者
は
こ
こ
で
提
示
さ
れ

た
宗
法
の
考
え
方
に
注
目
し
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

一
九
八
七
年
、
范
氏
義
荘
を
典
型
と
す
る
宋
代
以
降
の
宗
族
（
族
田
を

経
済
基
盤
と
す
る
父
系
の
血
縁
集
団
）
の
歴
史
的
特
質
を
再
検
討
し
、

「
斉
家
」
達
成
の
手
段
と
さ
れ
た
宗
法
の
考
え
方
が
、
宋
代
の
儒
者

（
蘇
軾
、
程
頤
、
張
載
ら
）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
宗
法
主
義
（
宗
法

復
活
論
と
も
い
う
）
に
起
源
す
る
こ
と
、
著
名
な
官
僚
・
范
仲
淹
が
蘇

州
で
創
始
し
た
義
荘
は
宗
法
の
も
と
で
の
親
族
集
合
（
宗
族
形
成
）
を

実
現
す
る
う
え
で
最
も
整
っ
た
機
能
を
も
つ
宗
族
の
形
態
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
。
一
九
八
九
年
に
は
、
宋
代
に
遡
及
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を

踏
ま
え
て
、
再
び
珠
江
デ
ル
タ
に
戻
り
、
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
の

宗
族
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
、
当
該
地
域
の
宗
族
も
、
北
宋
以

来
の
宗
法
主
義
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
前
著
で

は
、
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
宗
法
主
義
の
継
承
、
明
朝
の
対
応
、
明
代

中
期
以
降
に
お
け
る
士
大
夫
（
郷
紳
）
を
中
心
と
し
た
蘇
州
の
宗
族
形

成
の
実
践
と
普
及
、
清
朝
と
宗
法
主
義
と
の
関
係
な
ど
を
検
証
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
第
九
章
と
し
て
、
一
九
八
九
年
の
論
文
を
収
録
し
た

際
、
こ
れ
に
加
筆
し
て
、
中
国
東
南
部
（
広
東
、
福
建
等
）
に
お
け
る

リ
ニ
ー
ジ
（
宗
族
）
を
め
ぐ
っ
て
提
示
さ
れ
た
フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
や
瀬

川
昌
久
氏
等 

の
人
類
学
者
の
学
説
を
整
理
し
、
宗
族
の
普
及
に
関
す
る

次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
た
。「
宗
族
形
成
に
は
あ
ら
か
じ
め
形
成
の

主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
士
大
夫
階
層
が
各
地
方
に
析
出
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
蘇
州
を
始
め
と
す
る
江
南
す
な
わ
ち

当
時
の
中
国
社
会
の
最
先
進
地
域
の
み
で
な
く
、
そ
の
他
の
地
域
に
お

い
て
も
、
士
大
夫
階
層
が
成
長
す
る
環
境
が
整
い
始
め
て
い
る
」。

「
十
六
世
紀
以
降
は
、
移
住
・
開
発
の
前
線
の
南
進
及
び
西
進
に
よ
る

漢
族
の
領
域
の
拡
大
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
辺
境
地
帯
に
お
け
る
都
市

化
が
進
捗
し
、
ま
た
各
地
域
を
結
ぶ
遠
隔
地
商
業
、
更
に
海
外
貿
易
も

急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
中
国
史
上
の
画
期
を
な
す
時
代
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
都
市
化
・
商
業
化
は
、
各
地
域
に
お
け
る
士
大
夫
階
層

の
成
長
と
彼
ら
を
中
心
と
し
た
宗
族
の
普
及
を
創
出
し
て
い
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
各
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
宗
族
の
実
状
に
は
相
違
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
総
括
的
に
言
え
ば
、
明
代
中
期
以
降
に
お
け
る
全
国

的
な
商
品
生
産
の
展
開
の
な
か
で
出
現
し
た
遠
隔
地
交
易
、
海
外
貿
易
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の
要
衝
、
な
い
し
流
通
過
程
か
ら
利
益
を
抽
出
す
る
商
人
グ
ル
ー
プ
の

郷
里
、
こ
う
し
た
地
域
に
お
い
て
、
科
挙
に
よ
る
任
官
を
目
指
し
た
士

大
夫
が
成
長
し
、
彼
ら
が
こ
ぞ
っ
て
宗
族
形
成
を
目
指
し
て
い
っ
た
こ

と
が
、
宗
族
の
広
域
的
普
及
に
つ
な
が
っ
た
」
と
。
こ
の
仮
説
に
適
合

す
る
地
域
の
一
つ
が
広
東
珠
江
デ
ル
タ
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
拙
著

「
序
章
」
で
も
引
用
し
て
い
る
（
七
〜
八
頁
）。

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
、
宗
族
の
起
源
と
特
質
を
見
極
め
る
た
め

に
、
宗
法
を
理
想
と
し
た
宗
族
形
成
の
歴
史
と
十
六
世
紀
以
降
に
お
け

る
宗
族
の
普
及
が
追
跡
可
能
な
江
南
を
対
象
と
し
て
考
察
し
た
が
、
そ

こ
に
珠
江
デ
ル
タ
か
ら
見
て
「
追
い
つ
く
と
い
う
構
図
」
を
描
い
た
わ

け
で
は
な
い
し
、
江
南
の
「
諸
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
」
を
指
標
と
し

て
単
純
に
珠
江
デ
ル
タ
に
「
あ
て
は
め
」
た
わ
け
で
も
な
い
。
商
業

化
・
都
市
化
を
背
景
と
し
て
士
大
夫
（
郷
紳
）
が
析
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
環
境
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
る
宗
族
形
成
の
事
業
へ
の

参
加
が
広
域
的
な
宗
族
形
成
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
仮
説
は
、
江
南

と
珠
江
デ
ル
タ
の
諸
事
象
を
整
理
す
る
な
か
で
導
き
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
「
諸
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
」
の
内
容
は
、
と
も
に
珠
江
デ

ル
タ
の
同
時
代
史
料
及
び
同
時
代
人
の
認
識
を
論
拠
と
す
る
。
城
地
氏

が
述
べ
た
よ
う
な
「
あ
て
は
め
る
」
手
法
を
用
い
て
は
い
な
い
。

氏
は
、「
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
」
と
し
て
、

第
一
に
、「
ひ
と
つ
に
は
、
江
南
地
域
の
特
徴
と
い
う
の
は
著
者
が
考

え
る
ほ
ど
に
普
遍
的
な
要
素
と
し
て
見
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑
問
が

ま
ず
浮
か
ぶ
」
と
述
べ
（
七
八
頁
）、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
註
（
1
）
に

お
い
て
、「（
濱
島
敦
俊
氏
は
）
明
代
後
期
に
お
け
る
江
南
デ
ル
タ
社
会

に
お
い
て
、
宗
族
が
普
遍
的
存
在
で
な
く
、
構
造
論
理
と
し
て
も
組
み

込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
第
二

に
、「
そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
以
前
に
、
珠
江
デ

ル
タ
の
事
例
か
ら
当
該
地
域
特
有
の
生
成
パ
タ
ー
ン
の
抽
出
を
必
ず
し

も
目
指
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
著
者
が
「
儒
教
化
」
の
指
標
と
し
た

個
々
の
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
じ
た
い
は
、
江
南
を
主
た
る
対
象
地
域

と
す
る
先
行
研
究
で
す
で
に
実
証
さ
れ
、
現
に
本
書
が
そ
う
し
た
よ
う

に
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
議
論
が
で
き
る
ほ
ど
に
熟
し
た
理
解
と
し
て
共

有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」、
第
三
に
、「
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ

ろ
「
儒
教
化
」
な
る
視
座
に
よ
っ
て
何
が
新
た
に
見
え
て
く
る
の
か
が

明
確
に
つ
か
め
ず
、
そ
う
し
た
視
座
を
設
定
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解

す
る
こ
と
に
も
評
者
は
困
難
を
お
ぼ
え
た
」
と
い
う
（
七
八
頁
）。
こ

の
三
つ
の
段
落
に
区
分
け
し
た
論
法
は
そ
れ
ぞ
れ
が
仮
定
の
言
葉
で
結

ば
れ
て
い
る
。
氏
は
第
三
の
段
落
つ
ま
り
「
儒
教
化
」
と
い
う
概
念
を

設
定
す
る
意
義
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
第
一

と
第
二
の
段
落
を
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
段
落
の
仮
定
の
前
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な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
現
を
変
え
れ
ば
、
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
構
造
に
、

「
宗
族
」
は
普
遍
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
（build in

さ
れ
）

て
は
い
な
い
」「
構
造
論
理
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た）

1
（

」。

こ
の
濱
島
氏
の
叙
述
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
族
が
「
普
遍
的
存

在
」、「
構
造
論
理
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
見
解

の
起
点
と
な
る
事
実
認
識
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
に
基
づ
い
て
氏
が
断

定
し
た 

「
同
族
組
織
の
不
在
」
で
あ
る
。「
同
族
組
織
」
と
は
、
族
譜
・

祠
堂
・
族
産
を
物
質
的
表
徴
と
す
る
宗
族
を
指
す
が
、
こ
う
し
た
宗
族

は
江
南
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
氏
の
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
江
南
に
お
け
る
宗
族
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
宗
族
の
な
か

で
も
優
れ
た
物
的
基
礎
（
義
田
）
を
も
つ
義
荘
等
を
対
象
と
し
た
牧
野

巽
、
清
水
盛
光
、
仁
井
田
陞
、
近
藤
秀
樹
等
の
先
学
の
研
究
が
宗
族
の

存
在
を
検
証
し
て
い
る）

2
（

。
筆
者
が
前
著
で
検
討
し
て
得
た
結
果
、
つ
ま

り
十
六
世
紀
以
降
、
蘇
州
の
都
市
（
府
城
、
県
城
）
を
中
心
と
し
て
郷

紳
が
宗
族
を
形
成
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
事
象 

（
宗
族
の

普
及
）
も
こ
れ
ら
の
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。「
同
族

組
織
の
不
在
」
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
成
果
か
ら
す
れ
ば
思
い
も
か

け
な
い
見
解
で
あ
る
。 

こ
の
場
で
議
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、「 

同
族

組
織
の
不
在
」
論
に
つ
い
て
は
す
で
に
中
国
の
研
究
者
か
ら
も
少
な
か

ら
ず
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る）

3
（

。
城
地
氏
は
前
著
の
該
当
箇
所
も
濱
島

提
が
崩
れ
れ
ば
、
第
三
の
見
解
も
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、
第
一
と
第
二
の
段
落
を
以
下
に
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
の
段
落
で
は
、
濱
島
敦
俊
氏
の
見
解
を
根
拠
と
し
て
、
江
南
に

お
け
る
宗
族
形
成
に
関
す
る
筆
者
の
考
察
を
「
普
遍
的
な
要
素
」
と
み

な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は

十
六
世
紀
以
降
に
お
け
る
江
南
デ
ル
タ
の
宗
族
形
成
運
動
の
拡
大
に
つ

き
、「
普
及
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
も
、「
普
遍
的
」
な
も
の
と
し
て

は
表
現
し
て
い
な
い 

（
前
著
）。

城
地
氏
は
な
ぜ
「
普
遍
的
」
な
も
の
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
か
。

お
そ
ら
く
江
南
で
は
宗
族
は
「
普
遍
的
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

濱
島
氏
の
見
解
を
念
頭
に
置
い
て
、
筆
者
の
見
解
を
対
比
さ
せ
た
た
め

に
、「
普
及
」
で
は
な
く
、「
普
遍
的
」
な
も
の
と
い
う
表
現
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
二
つ
の
用
語
の
間
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

宗
族
は
「
普
遍
的
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
濱
島
氏
の
見
解
に

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

該
当
箇
所
に
関
す
る
氏
の
文
章
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。「
明
代
後
期
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
同
族
組
織
の

不
在
を
確
認
す
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
の
有
無
と
言
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
留

ま
ら
ず
、
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
の
構
造
を
解
析
し
、
そ
の
特
質
を
理
解

す
る
に
際
し
て
、
宗
族
結
合
や
組
織
が
不
可
缺
の
要
素
と
は
な
っ
て
い
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氏
の
論
文
も
閲
読
さ
れ
て
い
る
の
に
加
え
、
濱
島
氏
自
身
が
中
国
の
研

究
者
の
批
判
に
言
及
し
て
い
る
。 

城
池
氏
は
こ
の
「
同
族
組
織
の
不

在
」
論
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
濱
島
氏
が
敷
衍
さ
せ
た
推
論
、
つ
ま

り
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
構
造
に
宗
族
が
「
普
遍
的
存
在
」、「
構
造
的
論

理
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て 「
論
証
」

し
た
と
評
価
し
て
い
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、
宗
族
（「
同
族
組
織
」）
が

存
在
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
宗
族
が
「
普
遍
的
存
在
」
で
あ
る
か
ど
う

か
、
江
南
社
会
に
「
構
造
的
論
理
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ど

う
か
を
あ
え
て
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
濱
島
氏
の
見
解
は

あ
く
ま
で
推
論
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ

る
の
か
は
ま
っ
た
く
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
城
池

氏
が
な
ぜ
「
論
証
」
し
た
と
判
断
で
き
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ

ろ
で
あ
る
。 「
論
証
」
し
た
と
判
断
さ
れ
る
前
に
、
宗
族
研
究
の
分
野

で
は
ほ
ぼ
常
識
に
属
す
見
解
に
も
目
を
向
け
て
、
濱
島
氏
が
提
起
し
た

「
同
族
組
織
の
不
在
」
論
が
妥
当
か
ど
う
か
慎
重
に
判
断
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

第
二
の
段
落
で
は
、「
珠
江
デ
ル
タ
の
事
例
か
ら
当
該
地
域
特
有
の

生
成
パ
タ
ー
ン
の
抽
出
を
必
ず
し
も
目
指
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
」
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
筆
者
が
珠
江
デ
ル
タ
特
有
の
生
成
パ
タ
ー
ン
を
目

指
さ
な
い
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
郷
紳
の

台
頭
・
宗
族
形
成
と
い
っ
た
事
象
は
珠
江
デ
ル
タ
の
社
会
を
多
様
な
観

点
か
ら
分
析
し
た
結
果
と
し
て
得
た
結
果
で
あ
り
、
城
地
氏
の
指
摘
は

当
た
ら
な
い
。
氏
は
上
記
の
仮
定
の
文
章
に
続
け
て
、「
著
者
が
「
儒

教
化
」
の
指
標
と
し
た
個
々
の
事
象
の
生
成
パ
タ
ー
ン
じ
た
い
は
、
江

南
を
主
た
る
対
象
地
域
と
す
る
先
行
研
究
で
す
で
に
実
証
さ
れ
、
現
に

本
書
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
依
拠
し
た
議
論
が
で
き
る
ほ
ど
に

熟
し
た
理
解
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
こ

こ
で
述
べ
ら
れ
る
「「
儒
教
化
」
の
指
標
と
し
た
個
々
の
事
象
」
と
は
、

郷
紳
の
台
頭
・
宗
族
形
成 

の
二
つ
の
事
象
、
つ
ま
り
郷
紳
に
よ
る
宗
族

形
成
の
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
第
三
段
落
は
、
郷
紳
に
よ
る
宗
族

形
成
の
パ
タ
ー
ン
が
す
で
に
江
南
を
対
象
と
し
た
考
察
に
お
い
て
実
証

さ
れ
、
共
有
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
生
成
パ
タ
ー
ン
が
珠
江
デ
ル
タ
で
も

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
儒
教
化
」
と
い
う
視
座
を
設

定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

こ
こ
で
気
が
つ
か
れ
る
よ
う
に
、
第
二
段
落
、
第
三
段
落
で
述
べ
る

「
儒
教
化
」
の
指
標
は
、
城
地
氏
自
身
が
拙
著
の
軸
と
し
て
掲
げ
た
も

の
と
同
じ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
儒
教
化
」
に
つ
い
て
、
漢
族
の
拡

大
・
郷
紳
の
台
頭
・
宗
族
形
成
を
拙
著
を
構
成
す
る
三
つ
の
軸
と
理
解

し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
議
論
の
な
か
で
は
漢
族
の
拡
大
と

い
う
軸
を
外
す
こ
と
に
よ
り
、「
珠
江
デ
ル
タ
の
事
例
か
ら
当
該
地
域
特
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有
の
生
成
パ
タ
ー
ン
の
抽
出
を
目
指
さ
な
い
」
と
推
測
し
、
ま
た
、

「「
儒
教
化
」
な
る
視
座
に
よ
っ
て
何
が
新
た
に
見
え
て
く
る
の
か
が
明

確
に
つ
か
め
ず
、
そ
う
し
た
視
座
を
設
定
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
す

る
こ
と
に
も
評
者
は
困
難
を
お
ぼ
え
た
」
と
い
う
感
想
を
導
き
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
族
の
拡
大
と
い
う
当
時
辺
境
と
み
な
さ

れ
た
珠
江
デ
ル
タ
の
構
造
的
な
変
質
を
招
く
環
境
の
変
化
の
な
か
で
捉

え
て
い
る
こ
と
に
目
配
り
す
れ
ば
、「
儒
教
化
」
な
る
視
座
を
設
定
す
る

こ
と
の
意
義
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
民
族
反
乱
の
展
開
と
鎮
圧
、
新
州

県
の
設
立
、
漢
族
へ
の
同
化
（
漢
化
）
と
教
化
・
教
育
、
商
業
化
・
都

市
化
な
ど
一
連
の
事
態
が
進
捗
し
、
科
挙
官
僚
制
に
組
み
込
ま
れ
る
過

程
で
郷
紳
が
登
場
し
、
彼
ら
が
主
体
と
な
っ
て
宗
族
を
形
成
し
て
い
く

事
象
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
が
科
挙
官
僚
制
に
組
み
込
ま
れ
、

宋
代
以
来
の
儒
教
文
化
を
共
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

郷
紳
の
台
頭
・
宗
族
形
成
と
い
う
他
の
地
域
と
同
質
的
な
「
生
成
パ

タ
ー
ン
」
が
辺
境
の
地
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
、
珠
江
デ
ル
タ
が
漢
族
の

領
域
に
参
入
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

城
地
氏
は
地
域
固
有
の
「
生
成
パ
タ
ー
ン
」
に
拘
っ
て
い
る
が
、
珠

江
デ
ル
タ
の
よ
う
に
中
央
集
権
国
家
の
辺
境
に
位
置
し
た
地
域
に
お
け

る
秩
序
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
む
し
ろ
同
質
性
が
重
要
で
あ
る
。

な
ぜ
か
。
郷
紳
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
郷
紳
は
本

来
、
儒
教
的
教
養
を
習
得
し
て
科
挙
に
及
第
し
、
官
僚
身
分
を
獲
得
し

た
者
を
指
し
、
研
究
上
は
科
挙
及
第
者
も
含
め
て
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
科
挙
官
僚
制
が
生
み
出
し
た
存
在
で
あ
り
、
地

域
が
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
地
域
社
会
の
事
情
を
鑑
み
て
科

挙
官
僚
制
度
が
改
変
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
郷
紳

は
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
そ
の
影
響
力
の
行
使
、
資
産
増
殖
の
方
法
な

ど
お
の
ず
と
異
な
る
も
の
の
、
科
挙
官
僚
制
の
原
理
と
そ
れ
が
彼
ら
に

背
負
わ
せ
る
宿
命
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
を
待
た
な
い
。
ま

た
、
宗
族
に
つ
い
て
は
、
宗
法
の
復
活
、
祠
堂
制
度
、
族
譜
、
義
田

（
族
田
）
な
ど
は
と
も
に
宋
代
の
士
大
夫
（
宋
儒
）
が
創
出
し
、
明
清

時
代
の
士
大
夫
が
そ
の
考
え
方
を
継
承
し
、
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
。

江
南
地
域
の
郷
紳
が
ま
ず
は
実
践
し
、
広
東
等
の
他
の
地
域
の
郷
紳
が

そ
れ
ら
を
模
範
と
し
て
各
地
域
の
実
状
に
あ
わ
せ
て
実
践
し
た
と
い
う

場
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
事
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
儒
教

の
礼
制
に
お
い
て
位
置
を
占
め
て
お
り
、
古
礼
や
宋
儒
の
思
想
を
学
ん

だ
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
が
実
践
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
万
民
に
開
か
れ
た
構
想
と
い
え
る
が
、
実
際
に
は
郷
紳
等
の
エ

リ
ー
ト
が
主
体
と
な
っ
て
推
進
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
郷
紳
が
宋
儒
の

考
案
に
係
る
一
連
の
装
置
を
導
入
し
、
宗
法
を
理
想
と
し
て
宗
族
を
構

築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
官
僚
層
等
の
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
の
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目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
点
に
お
い
て
は
地
域
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
多
民
族
多
文
化
の
社
会
が
国
家
の
科
挙
官

僚
制
に
組
み
込
ま
れ
、
儒
教
文
化
へ
の
一
元
化
が
進
捗
す
る
プ
ロ
セ
ス

の
な
か
で
、
父
系
親
族
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
地
域
の
習
俗
な
ど
を

踏
ま
え
て
実
践
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
こ
そ
、
地
域
の
特
性
が
表
面
化

し
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、 

江
南
に
比
べ
て
特
徴
的
で
あ

る
官
僚
輩
出
の
宗
族
（
宦
族
）
と
弱
小
の
宗
族
・
家
族
（
小
姓
単
家
）

の
構
造
的
格
差
の
定
着
は
ど
の
よ
う
に
出
現
し
た
の
か
、
儒
教
化
の
潮

流
の
な
か
で
民
間
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、 

非
漢

族
の
同
化
過
程
で
い
か
な
る
社
会
組
織
の
変
質
が
生
じ
た
の
か
、
と

い
っ
た
話
題 

が
そ
こ
で
は
問
題
に
な
る
。

珠
江
デ
ル
タ
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
各
地
域
が
郷
紳
や
宗
族
を
受
容

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
実
に
漢
族
の
圏
域
は
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
か
り
に
地
域
を
越
え
た
同
質
性
と
い
っ
た
要
素
が
な
け
れ

ば
、
珠
江
デ
ル
タ
で
は
漢
族
の
文
明
に
同
化
さ
れ
な
い
民
族
や
文
化
の

自
立
性
が
保
た
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
事
態
は
、
清
朝
の
時
代

に
入
っ
て
も
王
朝
支
配
に
抵
抗
し
た
一
部
の
民
族
（
広
東
北
部
の

族
、
海
南
島
の
黎
族
）、
沿
海
部
の
海
賊
、
山
間
部
の
山
賊
な
ど
を
除

け
ば
、
想
定
し
に
く
い
し
、
こ
れ
ら
の
「
化
外
の
民
」
に
お
い
て
も
、

社
会
的
経
済
的
に
上
昇
す
れ
ば
、
科
挙
官
僚
制
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
「
儒
教
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
（
こ
の
点
は
後
述
）
か
ら
逃
れ
ら

れ
た
か
ど
う
か
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

二次
に
城
地
氏
が
疑
問
点
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、「
儒
教
化
」
の

概
念
自
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
「
地
域
社
会
論
」
の
提
起

以
降
、
特
に
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、

秩
序
の
あ
り
方
を
考
え
る
、
な
い
し
そ
れ
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
化
す
る
際
、

ひ
と
び
と
の
具
体
的
な
行
動
―
そ
う
し
た
行
動
の
裏
に
あ
る
意
識
も
ふ

く
め
て
―
か
ら
秩
序
は
作
ら
れ
る
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
、
人
々
の
具
体
的
な
行
動
か
ら
秩
序
は
作
ら

れ
る
も
の
と
い
う
視
点
を
導
き
出
し
た
う
え
で
、「「
儒
教
化
」
と
聞
い

て
、
儒
教
こ
そ
が
ひ
と
び
と
の
行
動
を
左
右
す
る
主
た
る
要
因
で
あ
っ

た
と
の
意
に
解
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
右
の
よ
う
な
視
座
に
照
ら

し
て
無
理
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
考
え
に
立
つ

と
、
著
者
が
「
儒
教
化
」
と
性
格
づ
け
た
ひ
と
び
と
の
行
動
・
営
為
の

直
接
的
な
動
機
と
し
て
、
果
た
し
て
儒
教
が
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め

て
い
た
の
か
と
い
う
点
も
疑
問
に
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
（
七
八
頁
下

段
〜
七
九
頁
上
段
）。 
す
な
わ
ち
、
地
域
社
会
の
秩
序
形
成
を
考
え
る
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に
際
し
て
基
本
と
な
る
の
は
人
々
の
具
体
的
な
行
動
・
営
為
か
ら
秩
序

は
作
ら
れ
る
と
い
う
視
座
で
あ
り
、「
儒
教
化
」
と
い
う
局
面
で
生
産
・

生
活
を
営
む
人
々
の
行
動
・
営
為
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
儒
教
の
み

を
設
定
す
る
の
は
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
、
氏
が
抱
い
た
疑
問
は
、
拙
著
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
は
や

や
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
「
儒
教
化
」
と
い
う
概
念
で
意

図
し
た
の
は
、
漢
族
の
拡
大
・
郷
紳
の
台
頭
・
宗
族
形
成
と
い
う
諸
事

象
が
進
捗
す
る
な
か
で
、
国
家
、
社
会
に
関
わ
る
漢
族
の
シ
ス
テ
ム
が

在
来
の
多
元
的
な
構
造
を
変
質
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
全
体
で
あ
る
。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
人
々
の
行
動
や
思
想
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て

儒
教
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
広
東
提
学
副
使
と
し
て
赴
任
し
た
魏
校
は
、
珠
江
デ
ル
タ
の
中
心

都
市
・
広
州
城
を
始
め
と
し
て
、
仏
教
系
・
道
教
系
の
祠
廟
（
淫
祠
）

が
人
々
の
生
活
の
な
か
に
浸
透
し
て
い
る
現
状
を
目
撃
し
、
大
規
模
な

淫
祠
破
壊
を
行
っ
て
、
社
学
・
書
院
を
設
立
し
、
儒
教
的
社
会
規
範

（
礼
）
に
よ
っ
て
人
々
を
教
化
し
よ
う
と
し
た
。
黄
佐
の
秩
序
構
想

（
郷
礼
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
元
の
士
大
夫
（
郷
紳
）
に
も
そ
う

し
た
教
化
の
事
業
は
受
け
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
儒
教
的
社
会
規
範
を

浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
官
僚
層
の
試
み
は
、
現
実
に
は
か
な
ら
ず
し
も

成
功
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
社
学
や
書
院
は
科
挙
受
験
の
準
備
の
場
に

変
質
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
拙
著
第
六
章
）。
こ
の
こ
と
が
物
語
る

ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、「
儒
教
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
経
済
的

社
会
的
に
上
昇
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
儒
教
的
教
養
を
習
得
し
、
科
挙

に
及
第
し
て
官
僚
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
が
至
高
の
目
標
と
な
り
、
上

昇
を
目
指
す
人
々
に
と
っ
て
儒
教
は
そ
の
行
動
や
思
想
を
左
右
す
る
大

き
な
要
因
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
彼
ら
の
行
動
に
道
教
や
仏
教
な
ど
の
信
仰
が
影
響
を
与
え
な

か
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、「
儒
教
化
」
の
上
昇
の
経
路
か
ら
外
れ
た
圧
倒
的
多
数

を
占
め
た
庶
民
に
と
っ
て
、
儒
教
文
化
は
必
ず
し
も
身
近
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
間
で
は
、
儒
教
よ
り
も
道
教
・
仏

教
の
民
間
信
仰
が
力
を
持
ち
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
で
は
、
こ
う
し
た
庶
民
が
科
挙
官
僚
制
と
関
係
な
か
っ
た
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
科
挙
に
よ
る
任
官
を
至
高
の
目
標
と
す
る
上

昇
の
経
路
が
軸
と
な
る
社
会
の
構
造
へ
の
転
換
は
、
民
間
信
仰
の
世
界

や
非
漢
族
の
世
界
で
生
産
と
生
活
を
営
む
人
々
で
あ
っ
て
も
、
チ
ャ
ン

ス
が
あ
れ
ば
、
上
昇
の
経
路
へ
と
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
経
済
的
社
会
的
文
化
的
な
上
昇
を
希
求
す
る

と
き
、
最
終
目
標
は
科
挙
に
よ
る
任
官
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る 

と
考

え
る
。
儒
教
化
と
は
そ
う
し
た
側
面
を
含
み
込
む
プ
ロ
セ
ス
で
な
け
れ



－ 114 －

ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
筆
者
と
同
じ
く
魏
校
の
淫
祠
破
壊
に
注
目
し
た
デ
ビ
ッ

ト
・
フ
ォ
ー
ル
（
中
国
名
は
科
大
衛
）
氏
は
、
農
村
の
民
間
宗
教

（village religion
）
は
深
く
日
常
生
活
の
習
俗
に
根
を
は
っ
て
お
り
、

い
く
ら
法
律
の
禁
令
が
公
布
さ
れ
て
も
そ
れ
ら
の
宗
教
を
根
絶
す
る
こ

と
は
難
し
い
こ
と
と
と
も
に
、
科
挙
制
度
下
の
知
識
人
だ
け
が
、
正
当

な
儀
礼
を
鼓
吹
し
た
わ
け
で
な
く
、
農
村
の
民
間
信
仰
の
伝
道
者
も
ま

た
儒
教
の
正
統
な
教
義
を
彼
ら
の
信
条
の
な
か
に
統
合
し
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る）

4
（

。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
民
衆
の
宗
教
世
界
に
儒
教
が

取
り
込
ま
れ
る
事
態
が
生
じ
て
き
て
い
る 
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

城
地
氏
は
ま
た
、
如
上
の
「
そ
う
し
た
考
え
に
立
つ
と
、
著
者
が

「
儒
教
化
」
と
性
格
づ
け
た
ひ
と
び
と
の
行
動
・
営
為
の
直
接
的
な
動

機
と
し
て
、
果
た
し
て
儒
教
が
ど
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か

と
い
う
点
も
疑
問
に
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
一
文
に
続
け
て
、
次
の
よ

う
な
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。（
a
）「
端
的
に
言
っ
て
、
十
六
世
紀
の
人

口
急
増
・
商
業
化
の
波
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
非
漢
族
地
域
に
拡
大
し
、

土
地
集
積
を
進
め
、
つ
い
に
は
非
漢
族
の
反
乱
に
対
し
て
血
腥
い
軍
事

制
圧
作
戦
を
敢
行
し
た
漢
族
あ
る
い
は
明
朝
の
動
向
は
、
儒
教
の
浸
透

を
直
接
の
目
的
と
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。」（
b
）

「
た
し
か
に
明
朝
の
科
挙
・
学
校
制
度
は
朱
子
学
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
は
い
た
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
宗
族
の
形
成
・
維
持
も
ふ
く
め
、

科
挙
官
僚
を
安
定
的
・
継
続
的
に
輩
出
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
の
戦

略
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
営
為
は
、
儒
教
を
主
目
的
と
し
た
も
の
と
性
格

づ
け
る
こ
と
が
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
戦
略
や 

そ
れ

に
も
と
づ
く
営
為
の
主
た
る
目
的
は
、
下
は
激
し
い
競
争
社
会
に
お
け

る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
確
保
か
ら
上
は
各
種
の
利
権
拡
大
に
至
る
ま

で
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
実
利
の
面
に
お
か
れ
て
い
た
こ

と
、
著
者
が
郷
紳
の
台
頭
を
示
す
例
と
し
て
提
示
し
た
ひ
と
び
と
の
行

動
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。

 

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、（
a
）
と
（
b
）
と
で
は
対
象
と

す
る
地
域
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。（
a
）
に
言
う
非
漢
族
地
帯
に
お

け
る
漢
族
の
勢
力
の
拡
大
と
土
地
集
積
、
明
朝
の
軍
事
制
圧
作
戦
が
主

に
展
開
し
た
の
は

族
反
乱
の
一
大
拠
点
と
な
っ
た
広
東
広
西
省
境
地

帯
（
羅
旁
地
方
）
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
進
出
し
た
漢
族
地
主
の
直
接

の
目
的
は

族
を
佃
農
化
し
て
農
業
収
益
を
上
げ
る
こ
と
に
あ
り
、
も

ち
ろ
ん
直
接
に
は
儒
教
の
浸
透
が
目
的
で
は
な
い
。
明
朝
の
場
合
に
は

事
情
が
異
な
る
。
漢
族
地
主
の
進
出
が
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た

族
等
の
反
乱
を
鎮
圧
し
、
羅
旁
地
方
を
確
実
に
王
朝
の
支
配
下
に
置

く
こ
と
が
迫
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
軍
事
制
圧
が
行
わ
れ
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た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
軍
事
的
制
圧
の
み
で
は
長
期
的
に
こ
の
地
域

を
安
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
「
化
外
の
民
」
を
漢
族
と
し

て
同
化
し
（
良
民
と
し
て
の
戸
籍
登
録
、

田
の
民
田
化
、
習
俗
の
漢

化
）、
さ
ら
に
義
学
で
儒
教
教
育
を
施
し
、
科
挙
に
応
試
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
彼
ら
は
王
朝
支
配
を
支
え
る
良
民
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
（
拙
著
第
二
章
、
第
三
章
）。「
儒
教
の
浸
透
」
と
い
う
よ
り
は
、
筆

者
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
儒
教
化
」
の
一
局
面
で
あ
る
。

次
の
段
落
（
b
）
は
羅
旁
等
の
辺
境
で
は
な
く
、
珠
江
デ
ル
タ
で
最

も
商
業
化
・
都
市
化
が
進
捗
し
て
い
た
先
進
地
域
（
広
州
府
）
の
事
象

で
あ
る
。
城
池
氏
は
、「
科
挙
官
僚
を
安
定
的
・
継
続
的
に
輩
出
し
よ

う
と
す
る
ひ
と
び
と
の
戦
略
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
営
為
」
は
、「
儒
教

を
主
目
的
と
し
た
も
の
」
と
い
う
よ
り
は
、
郷
紳
の
台
頭
を
示
す
事
例

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
実
利
の
面
」

に
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
郷
紳
の
実
利
を
追
求
す
る

活
動
は
、
郷
紳
霍
韜
の
家
族
に
典
型
的
で
あ
り
、
小
作
地
、
製
鉄
業
、

陶
磁
器
業
、
林
業
な
ど
の
経
営
、
沙
田
獲
得
競
争
、
市
場
経
営
、
鉱
山

経
営
、
塩
の
密
売
へ
の
参
入
な
ど
デ
ル
タ
地
帯
で
の
あ
ら
ゆ
る
利
権
の

獲
得
に
奔
走
し
た
が
、
こ
の
霍
氏
に
見
ら
れ
る
利
権
の
争
奪
は
明
末
の

デ
ル
タ
地
帯
の
郷
紳
に
共
通
す
る
活
動
で
も
あ
っ
た
（
拙
著
第
七
章
、

第
十
章
、
第
十
一
章
）。「
実
利
」
を
得
る
た
め
に
「
ひ
と
び
と
」
は
科

挙
官
僚
を
輩
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
は
、
明
代

後
期
に
お
い
て
科
挙
及
第
、
任
官
こ
そ
が
身
分
や
富
を
手
に
入
れ
る
最

大
の
方
策
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
真
実
で
あ
る
が
、
当
事
者
で
あ
る
郷

紳
た
ち
が
抱
え
た
問
題
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
実
利
」
を
得

る
活
動
こ
そ
が
「
科
挙
官
僚
を
安
定
的
・
持
続
的
に
輩
出
し
よ
う
と
す

る
戦
略
・
営
為
」
の
主
目
的
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
霍
韜
の
認

識
が
よ
く
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
霍
韜
は
か
か
る
「
実
利
」
を

追
求
す
る
家
族
の
行
動
が
政
争
に
利
用
さ
れ
、
自
己
の
失
脚
、
ひ
い
て

は
家
の
破
滅
へ
と
帰
結
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
て

い
た
。
彼
は
私
益
追
求
を
正
す
た
め
に
、
家
族
・
親
族
に
教
化
・
教
育

を
施
し
て
士
大
夫
の
家
系
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
を
養
成
し
、
官
界
へ
と

人
材
を
送
り
出
し
、
さ
ら
に
、
宗
法
の
導
入
、
大
宗
祠
設
立
、
大
家
族

制
度
な
ど
を
実
践
し
、
科
挙
を
媒
介
と
し
て
国
家
と
の
連
携
を
保
ち
、

名
門
の
家
系
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
。
デ
ル
タ
の
郷
紳
が
す
べ
て
霍
氏

の
よ
う
な
戦
略
を
と
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
実
利
」

の
追
求
で
は
、
科
挙
官
僚
の
輩
出
に
よ
る
名
門
の
家
系
の
樹
立
を
達
成

で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
家
の
破
滅
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
危
機

感
が
そ
こ
に
は
あ
る
（
拙
著
第
七
章
、
第
九
章
）。
そ
の
危
機
感
を
突

き
詰
め
れ
ば
、
宋
代
以
来
の
官
僚
層
（
士
大
夫
）
に
共
通
す
る
宿
命
つ

ま
り
科
挙
官
僚
制
と
家
産
均
分
の
慣
行
の
も
と
で
は
身
分
も
富
も
一
回
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黄
佐
の
郷
礼
構
想
な
ど
が
該
当
す
る
が
、
そ
う
し
た
試
み
が
必
ず
し
も

成
功
を
収
め
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

三城
地
氏
は
ま
た
自
身
の
問
題
関
心
に
引
き
つ
け
て
、
拙
著
で
は
、

「
儒
教
化
」
を
掲
げ
な
が
ら
、「
明
代
に
お
け
る
儒
教
の
展
開
そ
れ
じ
た

い
、
な
い
し
そ
れ
に
関
連
づ
け
た
叙
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
と

指
摘
し
、
明
代
の
思
想
史
の
分
野
に
お
い
て
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る

陽
明
学
の
成
立
と
展
開
に
目
を
向
け
、
拙
著
で
論
じ
た
諸
課
題
に
対
し

て
当
時
の
士
大
夫
が
ど
の
よ
う
な
実
践
を
展
開
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な
思
想
的
裏
づ
け
が
見
出
せ
る
の
か
に
つ
い
て
も
よ
り
突
っ
込
ん
だ
議

論
を
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
陽
明
学
が
広
東

の
儒
学
や
王
朝
支
配
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
は
重
要
な
問

題
と
な
り
得
る
こ
と
だ
と
思
う
が
、
黄
佐
の
礼
論
、
霍
韜
の
宗
法
観
念

や
実
践
、
朱
熹
の
『
家
礼
』・
蘇
軾
の
小
宗
譜
・
歐
陽
修
の
大
宗
譜
な

ど
宋
代
の
儒
学
に
淵
源
を
も
つ
各
種
礼
制
な
ど
を
検
討
す
る
限
り
で

は
、
陽
明
学
の
側
が
独
自
の
地
域
社
会
秩
序
に
関
わ
る
構
想
を
打
ち
出

し
た
り
、 
従
前
の
祠
堂
制
度
、
族
譜
の
根
幹
を
改
変
し
た
と
い
う
痕
跡

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
個
人
的
な
感
想
と
し
て
は
、
陽
明

性
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
宿
命
、
を
霍
氏

も
背
負
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
官
僚
一
代
で
い
く
ら
「
実

利
」
を
追
求
し
て
も
、
子
孫
が
身
分
や
富
を
保
つ
た
め
の
営
為
を
し
な

け
れ
ば
没
落
す
る
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
宗

族
を
形
成
し
、
持
続
的
に
儒
教
的
教
養
を
習
得
し
た
有
為
の
人
材
を
官

界
に
送
り
出
す
こ
と
が
名
門
の
家
系
樹
立
の
有
力
な
方
策
と
な
る
（
前

著
）。
霍
氏
は
そ
う
し
た
近
世
士
大
夫
の
伝
統
的
な
考
え
方
を
受
け
継

い
だ
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
事
例
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方
の
合
理
性
ゆ
え

に
デ
ル
タ
の
郷
紳
の
家
の
間
に
普
及
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
要

す
る
に
、
科
挙
官
僚
の
輩
出
と
い
う
戦
略
・
営
為
の
目
的
は
政
治
的
・

経
済
的
・
社
会
的
な
「
実
利
」
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
、「
実
利
」
を
追
求
す
る
の
み
で
は
家
の
破
滅
を
回
避
で
き
な
い
と

い
う
郷
紳
の
危
機
感
が
宗
族
形
成
に
よ
っ
て
家
系
を
存
続
さ
せ
る
事
業

に
向
か
わ
せ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
郷
紳
は
「
儒
教
の

浸
透
」
を
主
目
的
と
し
て
宗
族
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
儒
教
的
教
養
の
習
得
に
よ
っ
て
科
挙
を
通
じ
た
任
官
を
実
現
し
、

そ
う
し
て
得
た
身
分
と
富
を
子
孫
に
受
け
渡
す
た
め
に
宗
族
を
形
成
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
儒
教
は
身
分
と
富
を
獲
得
す
る
た

め
に
必
要
な
手
立
て
に
他
な
ら
な
い
。「
ひ
と
び
と
」
へ
の
「
儒
教
の

浸
透
」
と
い
う
点
で
は
、
魏
校
の
淫
祠
破
壊
、
社
学
・
書
院
の
設
立
、



－ 117 －

学
の
影
響
も
さ
り
な
が
ら
、
魏
校
や
地
元
の
士
大
夫
に
よ
る
教
化
策
が

 

か
な
ら
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
点
を
念
頭
に
置
く
と
、

仏
教
・
道
教
系
の
民
間
信
仰
が
儒
教
に
与
え
た
影
響
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教
合
一
思
想
の
流

れ
が
影
響
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
、
城
地
氏
は
、
同
時
期
の
遼
東
で
、
商
業
化
の
影
響
を
受
け
て

毛
皮
な
ど
の
奢
侈
品
に
対
す
る
中
国
国
内
で
の
需
要
が
高
ま
り
、
そ
の

こ
と
が
ジ
ェ
シ
ェ
ン
社
会
の
階
層
分
化
を
も
た
ら
し
た
ほ
か
、
明
と
の

経
済
・
軍
事
関
係
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
事
例
を
掲
げ
て
、
ヤ
オ

（

）
族
が
住
む
山
地
の
産
品
に
対
す
る
需
要
の
有
無
や
変
化
、
そ
の

こ
と
が
彼
ら
の
社
会
あ
る
い
は
彼
ら
と
漢
人
と
の
関
係
に
い
か
な
る
変

化
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
で
双
方
の
間
に
ど
の
よ
う
な
介
在

者
が
存
在
し
た
か
、
と
い
っ
た
切
り
口
か
ら
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
は
複
雑
に
錯
綜
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
思
し
き
「
商
業
化
」

時
代
の
「
華
と
夷
の
間
」
の
実
態
解
明
に
不
可
欠
な
知
見
を
少
な
か
ら

ず
見
出
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
と
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
指
摘
自
体
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
拙
著
第
一
部
で
は
、
百
数
十

年
に
及
ぶ
明
朝
・
漢
族
と

族
等
と
の
対
立
関
係
の
な
か
で
、

族

は
、 

危
険
を
冒
し
て
明
朝
支
配
が
及
ば
な
い
反
乱
地
域
（
羅
旁
）
に

入
っ
た 

漢
族
の
冒
険
商
人
と
の
非
合
法
の
交
易
、
客
商
の
船
舶
の
略
奪

な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た
る
反
乱
活
動
を
可
能
に
し
て
い
た

こ
と
を
検
証
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
関
連
す
る
史
料
は
遼
東
と
異
な

り
、
圧
倒
的
に
少
な
く
、
氏
の
要
求
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
な
議
論
は
で

き
な
か
っ
た
。
筆
者
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
も
今

後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
、
城
地
氏
は
拙
著
の
編
集
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
指
摘

を
行
っ
て
い
る
。
後
日
、
拙
著
を
改
訂
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
氏
の
指

摘
を
生
か
し
た
い
と
思
う
。

城
地
氏
が
抱
か
れ
た
諸
々
の
疑
問
や
ご
指
摘
に
は
独
特
の
強
い
言
葉

遣
い
や
論
理
の
組
み
立
て
が
あ
り
、
筆
者
に
は
理
解
し
ず
ら
か
っ
た
と

こ
ろ
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
解
く
と
い
う
作

業
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
や
や
長
文
の
回
答
書
に
な
っ
た
。
十
分
な

も
の
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
の
能
力
は
ご
く
限
ら
れ

て
い
る
の
で
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。
ま
た
、
氏
が
書
評
の
中
心
的
な
論

点
と
さ
れ
た
「
儒
教
化
」
が
ど
の
よ
う
に
珠
江
デ
ル
タ
の
社
会
に
定
着

し
た
の
か
は
、
拙
著
で
対
象
と
し
た
明
代
だ
け
で
な
く
、
次
の
清
代
も

視
野
に
入
れ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
氏
の
論
評
を
活
か
し
て 

研
究
を

さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。



－ 118 －

注
（
1
）
濱
島
敦
俊
「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
会
」
な
り
し
や
」（
山
本
英
史
編

著
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
四

年
）、
一
一
五
〜
一
一
六
頁
。

（
2
）
先
学
の
研
究
を
始
め
と
す
る
義
荘
に
関
す
る
研
究
動
向
は
前
著
「
序
章
」

及
び
第
一
章
「
宗
族
の
歴
史
的
特
質
に
関
す
る
再
考
察
」、
第
五
章
「
宗

族
形
成
の
再
開
―
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方
を
対
象
と
し
て
―
」
で
論

及
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
井
上
徹
・
遠
藤
隆
俊

編
『
宋
―
明
宗
族
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
の
「
総
論
」

（
拙
著
に
再
録
）
で
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
3
）
濱
島
敦
俊
氏
は
、
二
〇
一
一
年
、
復
旦
大
学
歴
史
系
が
開
催
し
た
討
論

会
に
お
い
て
「
江
南
無
〝
宗
族
〞」
と
題
す
る
中
国
語
に
よ
る
報
告
を
行

い
、
報
告
論
文
は
鄒
振
環
・
黄
敬
斌
主
編
『
明
清
以
来
江
南
城
市
発
展
与

文
化
交
流
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
上
海
、
二
〇
一
一
年
）
に
収
録
さ
れ

た
。
ま
た
こ
の
論
文
の
末
尾
に
は
、
濱
島
報
告
に
寄
せ
ら
れ
た
范
金
民
、

呉
建
華
、
巫
仁
恕
諸
氏
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
徐
茂
明
氏

は
「
江
南
無
〝
宗
族
〞
与
江
南
有
〝
宗
族
〞」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
一
三

年
第
二
期
）
に
お
い
て
、濱
島
氏
の
報
告
論
文
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
管
見
の
限
り
で
は
、「
江
南
無
〝
宗
族
〞」
に
関
す
る
最
も
詳

し
い
論
評
で
あ
る
。
濱
島
氏
の
前
掲
論
文
は
、
報
告
論
文
「
江
南
無
〝
宗

族
〞」
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
氏
自
身
、「
骨
格
を
改
め
る
必

要
は
無
い
」
と
述
べ
、
見
解
の
基
本
を
堅
持
し
て
い
る
。

（
4
）David Faure, E

m
peror and ancestor: state and lineage in South 

China, Stanford: Stanford U
niversity Press, 2007, 103.

（
い
の
う
え　

と
お
る　

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）


