
東

洋

学

報

第
九
十
六
巻
第
四
号

平
成
二
十
七
年
三
月

論

説

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て

深

川

真

樹

は

じ

め

に

董
仲
舒
は
前
漢
の
武
帝
が
実
施
し
た
策
試
に
賢
良
と
し
て
参
加
し
、
そ
の
策
問
に
奉
答
し
た
。
こ
の
こ
と
は

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
に

記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
武
帝
の
三
篇
の
制
策
と
、
そ
れ
に
対
す
る
董
仲
舒
の
三
篇
の
文
章

所
謂

｢

賢
良
対
策｣

が
収
め
ら

れ
て
い
る

(

１)

。
し
か
し

『

史
記』

に
は
董
仲
舒
の
対
策

(

２)

に
つ
い
て
の
記
載
が
な
く
、
そ
の
年
代
に
関
わ
る

『

漢
書』

の
記
載
に
は
矛
盾
や

混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
董
仲
舒
が
対
策
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
所
見
が
存
在
す
る
。
本
稿
が
ま
ず
目

指
す
の
は
、
そ
う
し
た
先
人
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
問
題
を
改
め
て
検
討
し
、
よ
り
整
合

的
な
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
問
題
は
、
よ
り
大
き
な
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。｢

対
策｣

全
体
か
ら
は
、
儒
家
思
想
と
国
家
、
と
り
わ
け
国
家
の
中
心
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で
あ
る
君
主
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
思
想
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

(

３)

。
し
か
も
そ
れ
は
儒
家
が
皇
帝
支
配
体
制
に
呼
応
し

て
完
成
さ
せ
た
最
初
の
思
想
体
系
で
、
そ
れ
以
後
の
漢
代
の
儒
家
思
想
に
絶
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ゆ
え
に
そ
れ
が

｢

儒
教
国
教
化｣

と
も
呼
ば
れ
る
、
武
帝
期
に
本
格
的
に
始
ま
る
儒
家
思
想
と
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
に
影
響
し
た
の
か
、
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
影

響
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
漢
代
の
儒
教
を
考
え
る
場
合
に
無
視
で
き
な
い
意
義
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
が
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
年

代
は
こ
の
問
題
と
相
連
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
を
考
究
し
た
上
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
及

し
た
い
。

一
、｢

制
策｣

と

｢
対
策｣

の
順
序

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
所
載
の

｢

制
策｣
三
篇
と

｢

対
策｣

三
篇
は
、
同
伝
で
の
配
置
順
に
も
と
づ
き
第
一
次
・
第
二
次
・
第
三
次
と

い
っ
た
語
を
つ
け
る
こ
と
で
区
別
さ
れ
て
お
り
、
長
く
そ
の
順
序
で
発
出
・
呈
上
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

『

漢

書』

董
仲
舒
伝
の

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

の
順
序
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
平
井
正
士
氏
は
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が

｢

そ
の
孰

れ
も
が
第
一
次
・
第
三
次
の
制
・
対
策
と
連
絡
の
な
い
孤
立
游
離
し
た
も
の
で
あ
る
事｣

、
第
一
次

｢

制
策｣

に
対
し
て
第
一
次

｢

対

策｣

が
呈
上
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
下
さ
れ
た
第
三
次

｢

制
策｣
に
対
し
て
第
三
次

｢

対
策｣

が
呈
上
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(

４)

。

こ
の
指
摘
は
的
確
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
前
提
に
考
察
を
進
め
る
。

第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

の
位
置
と
性
質
は
董
仲
舒
の
対
策
し
た
年
代
に
関
わ
っ
て
い
る
。
第
二
次

｢

制
策｣

は
第
一
次
・
第
三

次

｢

制
策｣

の
間
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
か
も

｢

特
起
の
士
に
対
す
る
一
般
的
制
策｣

だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
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る
。
そ
れ
ゆ
え
佐
川
修
氏
・
冨
谷
至
氏
・
浅
野
裕
一
氏
な
ど
が
考
え
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
が
第
二
次

｢

制
策｣

に
答
え
て

｢

擧
首｣

と

な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
第
一
次

｢

制
策｣

が
下
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る

(

５)

。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
董
仲
舒
が
対
策
し

た
の
を
元
光
元
年

(

前
一
三
四)

五
月
と
す
る
有
力
な
一
説
を
否
定
す
る
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
最
も
重
要
な
論
拠
は
董

仲
舒
が
同
年
同
月
の
策
試
に
よ
っ
て
出
仕
し
た
と
す
る

『

漢
書』

武
帝
紀
の
記
載
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
え
る
多
く
の
賢
良
へ
の
制
策

と
第
二
次

｢

制
策｣
の
内
容
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る

(

６)

。

た
だ
第
二
次

｢

制
策｣
に
答
え
て

｢

擧
首｣

と
な
っ
た
董
仲
舒
に
対
し
て
第
一
次

｢

制
策｣

が
下
さ
れ
た
と
す
る
佐
川
氏
と
冨
谷
氏

の
推
論
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
両
氏
が
そ
う
考
え
る
の
は
第
二
次

｢

制
策｣

が

｢

特
起
の
士
に
対
す
る
一
般
的
制
策｣

で
あ
り
、
第
一
次

｢

制
策｣

が

｢
擧
首｣

と
な
っ
た
董
仲
舒
へ
の

｢

親
策｣

だ
か
ら
で
あ
る

(

７)

。
し
か
し
こ
う
し
た
事
実
が
存
在
す
る
だ

け
で
は
そ
れ
ら
の
間
に
関
係
が
あ
っ
た
証
拠
に
は
な
ら
ず
、
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
第
一
次
・
第
三
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

へ

と
連
接
す
る
も
の
だ
と
判
断
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

ま
た
平
井
氏
も
佐
川
氏
ら
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
が
、
第
一
次
・
第
三
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

を
元
光
元
年
の
も
の
と
す
る
立
場
か
ら
、｢

若
し
さ
う
な
ら
武
紀
の
元
光
元
年
の
条
の
制
策
に
対
へ
た
事
に
な
る
が
、
第
二
次
制
策
は

之
と
全
く
異
る
。
又
対
策
中
の
言
辞
も
こ
の
際
の
も
の
と
考
へ
難
い
。｣

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
こ
の
可
能
性
を
退
け
、
第
二
次

｢

制

策｣

・｢

対
策｣

の
年
代
を
元
光
五
年

(

前
一
三
〇)

だ
と
推
定
す
る

(
８)

。
し
か
し
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

は
第
一
次
・
第
三
次

｢

制

策｣

・｢

対
策｣

へ
と
連
接
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
元
光
元
年
五
月
説
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
す
れ
ば
董
仲
舒
が
対
策
し
た
年
代
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
第
一
次

｢

制
策｣

・｢

対

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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策｣

へ
と
連
接
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
吟
味
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
一
次
・
第
三
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

に
続
く
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
、
第
二
次

｢

制
策｣
が
第
一
次

｢

制
策｣

に
先
だ
つ
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
れ
ば
よ
い

(

９)

。
と
い
う
の
は

｢

制
策｣

と

｢

対
策｣

の
内
容
は
対
応

し
て
い
る
の
で
、｢
制
策｣

が
連
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

｢

対
策｣

が
連
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

第
二
次

｢

制
策｣
が
第
一
次

｢

制
策｣

に
先
だ
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
ら
及
び
現
存
す
る
そ
の
他
の
武
帝
の
制
策

(�)

の
内

容
を
吟
味
す
れ
ば
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
う
だ
と
判
断
す
る
に
は
以
下
の
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。

一
つ
は
、
第
一
次

｢

制
策｣
と
第
二
次

｢

制
策｣

の
中
に
明
ら
か
に
共
通
あ
る
い
は
対
応
す
る
内
容
、
及
び
後
者
が
前
者
に
先
だ
つ
こ

と
を
示
す
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
ら
以
外
の
武
帝
の
制
策
に
は
そ
う
し
た
内
容
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
二
つ
の

｢

制
策｣
の
以
下
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。

��
ａ��
至�
休�
を
獲
承
し
、
之
を
窮
ま
り
亡
き
に
傳
へ
て
、
之
を
極
ま
り
罔
き
に
施
す
。
任
大
に
し
て
守
り
重
く
、
是
を
以
て
夙

夜
康�
に
皇
あ
ら
ず
。
ｂ�
永ふ
か

く
萬
事
の
統
を
惟
へ
ど
も
、�
ほ
闕
有
る
を
懼
る
。
故
に
廣
く
四
方
の
豪
俊
を
延ま
ね

く
。
ｃ�
郡
國�
侯

を
し
て
賢
良
修���
の
士
を
公�
せ
し
め
、
大�
の�
・
至
論
の
極
を
聞
か
ん
と
欲
す
。
ｄ�
今
子
大
夫�
然
と
し
て
擧
首
と
爲

る
。�
甚
だ
之
を
嘉
す
。
子
大
夫
其
れ
心
を�
に
し
思
を
致
せ
。�
垂
聽
し
て
問
は
ん

(�)
。(

第
一
次

｢

制
策｣)

��
(��)
烏�
、�
夙
に
寤さ

め
晨
に
興
き
、
前
帝
王
の�
を
惟
ひ
、
永
く
至�
を
奉
じ
、
洪
業
を
章
ら
か
に
す
る�
以
を
思
ふ
に
、
皆
本

に
力
め
賢
に
任
ず
る
に
在
り
。
今�
親
し
く
藉
田
を
耕
し
て
以
て
農
の
先
と
爲
り
、
孝
弟
を
勸
め
、
有�
を
崇
ぶ
。
使�
冠
蓋
相

望
み
、�
勞
に
問
ひ
、
孤
獨
を
恤
む
。
(��)
思
を
盡
く
し�
を
極
め
る
も
、
功
烈
休�
未
だ
始
め
て
獲
る
云あ

ら
ざ
る
な
り
。
今
陰
陽
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錯
繆
し
、
氛
氣
充
塞
す
。
羣
生�
ぐ
る
寡
く
、
黎
民
未
だ
濟
は
れ
ず
。�
恥
貿
亂
し
、
賢
不�
渾
淆
し
、
未
だ
其
の
眞
を
得
ず
。

故
に
詳
あ
ま
ね
く
特
起
の
士
を
延
く
。
意
庶ち

幾か

か
ら
ん
か
。
(��)
今
子
大
夫
待
詔
百
有
餘
人
、
…
…

(�)
(

第
二
次

｢

制
策｣)

��
と��
に
は
共
通
ま
た
は
対
応
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ａ�
で

｢

夙
夜
康�
に
皇
あ
ら
ず
。｣

と
自
己
の
努
力
が
強
調
さ
れ

て
い
る
が
、
(��)
で
も

｢

今�
親
し
く
藉
田
を
耕
し
て
…
…｣

以
下
で
自
己
の
努
力
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
内
容
は
共
通
し
て
い

る
。
ま
た
、
ｂ�
に

｢
永
く
萬
事
の
統
を
惟
へ
ど
も
、�
ほ
闕
有
る
を
懼
る
。｣

が
ゆ
え
に
董
仲
舒
が

｢

擧
首｣

と
な
っ
た
前
回
の
策
試

で

｢

廣
く
四
方
の
豪
俊
を
延｣

い
た
と
あ
り
、
(��)
で
は

｢

思
を
盡
く
し�
を
極
め
る
も
、
功
烈
休�
未
だ
始
め
て
獲
る
云
ら
ざ
る｣

が

ゆ
え
に
今
回
の
策
試
で

｢

詳
く
特
起
の
士
を
延
く
。｣

と
さ
れ
て
い
て
、
両
者
の
内
容
は
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ｃ�
に
前
回
の
策

試
で

｢

賢
良
修���
の
士｣

に

｢
大�
の�
・
至
論
の
極
を
聞
か
ん
と
欲｣

し
た
と
あ
る
が
、
第
二
次

｢

制
策｣

の
策
問
は
以
下
の

よ
う
に

｢

帝
王
の�｣
に
関
す
る
も
の
で
、
や
は
り
両
者
の
内
容
は
対
応
し
て
い
る
。

蓋
し
聞
く
、��
の
時
、
巖�
の
上
に
游
び
、
垂
拱
し
爲
す
無
く
し
て
、
天
下
太�
な
り
。�
の
文
王
は
日
昃
に
至
る
も
食
ら
ふ

に
暇
あ
ら
ず
し
て
、
宇�
亦
治
ま
る
と
。
夫
れ
帝
王
の�
、
豈
條
を
同
じ
く
し
貫
を
共
に
せ
ざ
る
や
。
何
ぞ�
勞
の
殊
な
る
や
。

蓋
し
儉
な
る�
は
玄�
の
旌
旗
の�
り
を�
ら
ず
。�
室
に
至
る
に
及
び
、
兩
觀
を
設
け
、
大
路
に
乘
り
、
朱
干
玉
戚
、
八�
庭

に
陳つ
ら

ね
、
頌
聲
興
る
。
夫
れ
帝
王
の�
、
豈
指
を
異
に
す
る
や
。
…
…

(�)
(

第
二
次

｢

制
策｣)

こ
う
し
た
事
実
は
第
一
次

｢

制
策｣

が
第
二
次

｢

制
策｣

に
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ａ�
・
(��)
と
共
通
す

る
内
容
は
元
光
元
年
五
月
の
制
策
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
ｂ�
・
(��)
に
対
応
す
る
内
容
は
他
の
制
策
に
な
く
、
ｃ�
に
対
応
す
る
策
問
も

そ
れ
ら
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
存
す
る
武
帝
の
制
策
に
も
と
づ
く
限
り
、
ｃ�
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
前
回
の
策
試

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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の
主
眼
に
対
応
す
る
よ
う
な
策
問
は
第
二
次

｢

制
策｣

に
の
み
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
だ
け
前
回
の
策
試
を
実
施
し
た
理
由
を

述
べ
る
ｂ�
に
対
応
す
る
内
容
が
存
在
し
て
い
る
。��
と��
に
は
明
ら
か
に
共
通
・
対
応
す
る
内
容
と
、��
が��
に
先
だ
つ
こ
と
を
示
唆

す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
共
通
・
対
応
す
る
内
容
は
す
べ
て��
の
ほ
う
が
詳
細
で
あ
り
、��
は
第
一
次

｢

制
策｣

の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ａ�
・
ｂ�
・
ｃ�
は

｢

擧
首｣

と
な
っ
た
董
仲
舒
に
改
め
て
策
問
す
る
に
当
た
っ
て
、
前
回

の
制
策
で
あ
る
第
二
次

｢

制
策｣

を
総
括
し
た
も
の
だ
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
よ
り
、｢

制
策｣
と

｢
対
策｣

は
第
二
次
・
第
一
次
・
第
三
次
の
順
序
で
、
連
接
し
て
発
出
・
呈
上
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
ａ�
・
ｂ�
・
ｃ�
が
第
二
次

｢
制
策｣

の
総
括
で
あ
る
な
ら
、
ｄ�
と
(��)
の
内
容
は
、
董
仲
舒
が

｢

百
有
餘
人｣

の

｢

特
起
の
士｣

に

向
け
ら
れ
た
第
二
次

｢

制
策｣

に
奉
答
し
て

｢

擧
首｣

と
な
っ
た
結
果
、
武
帝
が
董
仲
舒
に
対
し
て

｢

親
策｣

で
あ
る
第
一
次

｢

制
策｣

を
下
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
。
な
お
連
接
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
三
次
に
わ
た
る

｢

制
策｣

と

｢

対
策｣

の
や
り
と
り
は
短

い
期
間
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

二
、
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
を
め
ぐ
る
諸
説
と
そ
の
検
討

董
仲
舒
が
対
策
し
た
年
代
に
つ
い
て
は
、
建
元
元
年
説
・
建
元
五
年
説
・
建
元
六
年
六
月
―
九
月
説
・
元
光
元
年
二
月
説
・
元
光
元

年
五
月
説
・
元
光
二
年
―
四
年
説
・
元
光
五
年
説
・
元
朔
五
年
説
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
を
検
討
す

る
の
に
先
だ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
整
理
・
検
討
し
て
お
く
。

建
元
元
年

(

前
一
四
〇)

説
は
司
馬
光

『

資
治
通
鑑』

巻
十
七
・
同

『

資
治
通
鑑
考
異』

巻
一
で
提
起
さ
れ
た
。
司
馬
光
は
以
下
の
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�
と�
か
ら
、
以
下
の�
を
誤
り
と
見
な
し
、｢

元
光
元
年
以
前
、
唯
だ
今こ

の
年
賢
良
を
擧
ぐ
る
こ
と
紀
に
見
ゆ

(�)

。｣
(『

考
異』

巻
一)

と
い
う
事
情
に
も
と
づ
い
て
、
董
仲
舒
の
対
策
を
建
元
元
年
十
月
の
こ
と
だ
と
し
た
。

�
仲
舒
の
對
册
す
る
に
及
び
、
孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑
黜
す
。
學
校
の
官
を
立
て
、
州
郡
茂
材
・
孝�
を
擧
ぐ
る
は
、
皆
仲
舒

自
り
之
を
發
す

(�)
。(『

漢
書』

董
仲
舒
伝)

�
元
光
元
年�
十
一
月
、
初
め
て
郡
國
に
令
し
て
孝�
各
お
の
一
人
を
擧
げ
し
む

(�)

。(『

漢
書』

武
帝
紀)

�(
元
光
元
年)

五
月
、
賢
良
に
詔
し
て
曰
く
、
…
…
是
に
於
て
董
仲
舒
・
公
孫
弘
等
出
づ

(�)

。(『

漢
書』

武
帝
紀)

�
で
は
孝
廉
の
察
挙
の
契
機
が
董
仲
舒
の
対
策
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
董
仲
舒
が
元
光
元
年
五
月
に
対
策
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ

れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、�
に
よ
れ
ば
、
孝
廉
の
察
挙
は
元
光
元
年
五
月
以
前
の
同
年
十
一
月
に
す
で
に
開
始

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し�
は
事
実
か
ど
う
か
か
な
り
疑
わ
し
く

(�)
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
根
拠
に�
を
否
定
す
る
司
馬
光
の
立

論
は
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。

建
元
元
年
説
は
王
楙

『

野
客
叢
書』

巻
二
十
一
・
馬
端
臨

『

文
献
通
考』

巻
三
十
三
・
沈
欽
韓

『

漢
書
疏
證』

巻
二
・
沈
家
本

『

漢

書
瑣
言』

巻
七
・
蘇
輿

『

春
秋
繁
露
義
證』

董
子
年
表
、
近
代
以
降
で
も
史
念
海
氏
・
張
大
可
氏
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る

(�)

。

た
だ
司
馬
光
か
ら
蘇
輿
に
至
る
建
元
元
年
説
を
支
持
す
る
論
拠
は
さ
ま
ざ
ま
に
批
判
さ
れ
て
お
り

(�)
、
史
氏
と
張
氏
の
論
考
に
も
説
得
力

の
あ
る
論
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。

建
元
五
年

(

前
一
三
六)

説
は
斉
召
南

『

前
漢
書
考
證』

巻
五
十
六
で
提
起
さ
れ
、
近
代
以
降
で
は
狩
野
直
喜
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
て
い
る

(�)

。
斉
召
南
は
以
下
の
二
つ
の
記
載
に
も
と
づ
き
、
董
仲
舒
の
対
策
を
建
元
五
年
の
こ
と
だ
と
論
じ
た
。

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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�
今
政
に
臨
み
て
治
を
願
ふ
こ
と
七
十
餘�
、�
き
て
更
化
す
る
に
如
か
ず

(�)

。(

第
一
次

｢

対
策｣)

�(
建
元)

五
年
春
、
…
…
五
經�
士
を
置
く

(�)
。(『

漢
書』

武
帝
紀)

斉
召
南
は�
の

｢

七
十
餘�｣
は
漢
が
興
っ
て
か
ら
の
年
数
で
あ
り
、
漢
が
興
っ
て
か
ら
数
え
る
と
建
元
三
年

(

前
一
三
八)

で
七

十
年

(

実
際
は
同
年
で
六
十
九
年)

な
の
で
、｢

七
十
餘�｣
の
語
を
含
む

｢

対
策｣

は
そ
れ
以
降
に
著
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
。
そ
し
て�
の

｢

五
經�
士
を
置
く
。｣

を�
で

｢

仲
舒
自
り
之
を
發｣

し
た
と
さ
れ
る

｢

孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑

黜｣

し
た
こ
と
、｢

學
校
の
官
を
立
て｣

た
こ
と
だ
と
見
て
、
董
仲
舒
が
建
元
五
年
に
対
策
し
た
と
す
る
。

し
か
し
五
経
博
士
の
設
置
を
、｢
孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑
黜｣

し
た
こ
と
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、

董
仲
舒
は
第
三
次

｢

対
策｣

の
末
尾
で
｢

孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑
黜
す｣

る
よ
う
献
策
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
博
士
官
を
儒
者
に

限
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
漢
朝
の
官
僚
を
全
て
儒
者
に
す
べ
き
こ
と
を
言
う
も
の
で
、
五
経
博
士
の
設
置
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
施
之
勉
氏
の
言
う
よ
う
に
、
博
士
は
元
朔
五
年
の
博
士
弟
子
制
度
の
開
始
に
よ
っ
て

｢

學
校
の
官｣

と
な
っ
た
の
で
あ

り
、｢

學
校
の
官
を
立
て｣

る
こ
と
と
五
経
博
士
の
設
置
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(�)
。
ゆ
え
に
五
経
博
士
の
設
置
を

｢

學
校

の
官
を
立
て｣

た
こ
と
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ま
た
論
拠
は
異
な
る
が
、
福
井
氏
も
董
仲
舒
の
対
策
を
建
元
五
年
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る

(�)
。
福
井
氏
も�
を
主
な
論
拠
と
し
て
建
元

元
年
説
を
退
け
る
が
、
建
元
五
年
の
五
経
博
士
設
置
を
事
実
で
な
い
と
見
る
福
井
氏
の
主
張
は
、�
で
は
な
く
以
下
の
記
載
に
も
と
づ

く
。�

今
上
位
に�
き
、
江�
の
相
と
爲
る
。
…
…
中
ご
ろ
廢
せ
ら
れ
、
中
大
夫
と
爲
る
。
舍
に
居
り
、
災
異
の
記
を�
す
。
是
の
時
、
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�
東
の
高
廟
災
す
。
主
父
偃
之
を
疾
み
、
其
の
書
を
取
り
て
之
を
天
子
に
奏
す
。
天
子�
生
を
召
し
て
其
の
書
を
示
す
。
刺
譏
す

る
有
り
。
董
仲
舒
の
弟
子
呂�
舒
、
其
の
師
の
書
な
る
を
知
ら
ず
、
以
爲
ら
く
下
愚
と
。
是
に
於
て
董
仲
舒
を
吏
に
下
し
、
死
に

當
た
る
。
詔
し
て
之
を
赦
す
。
是
に
於
て
董
仲
舒
竟
に
敢
へ
て
復
た
災
異
を
言
は
ず

(�)

。(『

史
記』

儒
林
列
伝)

福
井
氏
の
推
定
は
こ
こ
に
見
え
る
筆
禍
事
件
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
な
っ
た
遼
東
の
高
廟
の
火
災
は
建
元
六
年

(

前
一
三
五)

に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
井
氏
は
筆
禍
事
件
も
こ
の
年
の
こ
と
だ
と
し
、
董
仲
舒
が

｢

対
策｣

で
災
異
を
論
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
元
光
元
年
五
月
説
を
否
定
し
て
建
元
五
年
説
を
支
持
す
る
。
た
だ
沈
欽
韓
や
蘇
輿
な
ど
建
元
元
年
説
を
支
持
す
る
学
者

も
同
じ
理
由
で
元
光
元
年
五
月
説
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
平
井
氏
が
的
確
な
批
判
を
し
て
お
り

(�)

、
そ
の
批
判
は
そ
の
ま
ま
福

井
氏
の
主
張
へ
の
批
判
と
も
な
る
。

建
元
六
年
六
月
―
九
月
説
は
戸
田
豊
三
郎
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

(�)
。
戸
田
氏
は
建
元
元
年
説
と
建
元
五
年
説
を
退
け
た
後
、
以
下

の
記
載
を
根
拠
に
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
を
建
元
六
年
六
月
以
後
の
年
内
だ
と
推
定
す
る
。

�
武
帝
位
に�
く
に
至
り
、
英
雋
を�
め
用
ひ
、
明
堂
を
立
て
、
禮
服
を
制
し
、
以
て
太�
を
興
さ
ん
こ
と
を
議
す
。
會た
ま

た
ま
竇
太

后�
老
の
言
を
好
み
、
儒
術
を�
ば
ず
、
其
の
事
又
廢
す
。
後
に
董
仲
舒
對
策
し
て
言
ふ
、
…
…

(�)
(『

漢
書』

礼
楽
志)

�
竇
太
后
崩
ず
る
に
及
び
、
武
安
侯
田�分
丞
相
と
爲
り
、�
老
刑
名
百
家
の
言
を�
け
て
、
文
學
儒�
數
百
人
を
延
く

(�)

。(『

史
記』

儒
林
列
伝)

戸
田
氏
は�
で
言
わ
れ
る
田�分
の
措
置
を
、
董
仲
舒
の

｢

孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑
黜
す｣

る
献
策
を
実
施
し
た
も
の
で
、
元
光

元
年
五
月
の
賢
良
へ
の
策
試
も
そ
の
一
環
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
儒
家
を
嫌
っ
た
竇
太
后
の
崩
御
が
建
元
六
年
五
月
で
あ
る
こ

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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と
と
を
併
せ
、
董
仲
舒
の
対
策
を
そ
の
翌
月
以
後
、
年
内
の
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
だ
と
す
る
と
、�
と
以
下
の
記
載

と
が
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
見
え
る
。

�
武
帝
位
に�
き
、
賢
良
・
文
學
の
士
を
擧
ぐ
る
こ
と
前
後
百
數
に
し
て
、
仲
舒
賢
良
を
以
て
對
策
す
。
…
…
對�
に
畢
り
、
天
子

仲
舒
を
以
て
江�
の
相
と
爲
し
、
易
王
に
事
へ
し
む

(�)
。(『

漢
書』

董
仲
舒
伝)

�
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
は
江
都
の
相
を
免
ぜ
ら
れ
た
あ
と
中
大
夫
に
就
任
し
て
い
る
。�
を
素
直
に
読
む
限
り
、
遼
東
の
高
廟
の
火

災
の
時

建
元
六
年
六
月
以
前
に
中
大
夫
で
あ
っ
た
。
し
か
し�
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
は
対
策
し
て
江
都
の
相
に
任
命
さ
れ
た
。
ゆ

え
に
董
仲
舒
が
建
元
六
年
六
月
以
後
に
対
策
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
中
大
夫
と
な
っ
た
の
は
そ
れ
以
後
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
董
仲
舒
の
対
策
を
建
元
六
年
六
月
以
降
の
こ
と
だ
と
考
え
る
と
、�
と�
と
の
間
に
年
代
的
な
不
整
合
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
建
元
六
年
六
月
―
九
月
説
だ
け
で
な
く
、
董
仲
舒
の
対
策
し
た
年
代
を
建
元
六
年
六
月
以
降
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
見
解
に
共
通

す
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
問
題
は�
で
は
な
く
以
下
の
記
載
に
従
う
と
解
消
で
き
る
。

�
中
ご
ろ
廢
せ
ら
れ
、
中
大
夫
と
爲
る
。
是
よ
り
先
、�
東
の
高
廟
・
長
陵
の
高
園
殿
災
す
。
…
…
仲
舒�
に
敢
へ
て
復
た
災
異
を

言
は
ず

(�)
。(『

漢
書』

董
仲
舒
伝)

中
略
し
た
が
、
こ
の
記
載
は�
に
も
と
づ
い
て
所
々
に
書
き
か
え
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

是
の
時｣

が

｢

是
よ
り
先｣

と
な
っ

て
い
る
の
が
、
内
容
か
ら
見
て
最
も
重
大
な
変
更
で
あ
る
。｢

是
時｣

と

｢
先
是｣

の
一
般
的
な
意
味
で
理
解
す
れ
ば
、
遼
東
の
高
廟

の
火
災
が
発
生
し
た
の
は
、�
で
は
董
仲
舒
が
中
大
夫
の
時
、�
で
は
中
大
夫
と
な
っ
た
時
か
ら
遡
っ
た
あ
る
時
だ
と
い
う
こ
と
に
な
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る
。
そ
れ
ゆ
え�
で
は
な
く�
に
従
え
ば
、�
と
の
不
整
合
は
な
く
な
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、�
で
は
な
く�
に
従
う
べ
き

で
あ
る
。

元
光
元
年
二
月
説
は
王
益
之

『

西
漢
年
紀』

巻
十
一
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
王
益
之
は
班
固
が�
と�
で
誤
っ
て
元
光
元
年
当
時
の

歴
の
年
月
で
は
な
く
、
太
初
暦
の
年
月
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
漢
初
の
暦
は
十
月
が
年
首
で
あ
る
か
ら
、
太
初
暦
の

十
一
月
と
五
月

十
一
番
目
の
月
と
五
番
目
の
月
は
、
漢
初
の
暦
で
は
そ
れ
ぞ
れ
八
月
と
二
月
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
董
仲
舒
の

対
策
は
元
光
元
年
二
月
、
孝
廉
の
察
挙
は
同
年
八
月
の
こ
と
だ
っ
た
と
見
て
、�
・�
・�
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
疑
わ
し
い�
に
も
と
づ
き
、
根
拠
も
な
く
班
固
が
太
初
暦
の
年
月
を
用
い
て
い
る
と
想
定
し
て�
と�
の
文
字
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
王
益
之
の
立
論
は
不
適
切
で
あ
る
。
ま
た
劉
国
民
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
班
固
が
こ
こ
で
太
初
暦
の
年
月
を
用
い
て
い
る

と
す
る
な
ら
、『

漢
書』

の
あ
ら
ゆ
る
年
月
が
誤
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
な
る

(�)

。
王
益
之
の
主
張
は

『

漢
書』

の
ご
く
一
部

の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
、
関
係
な
い
部
分
の
年
月
ま
で
全
て
疑
わ
し
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
。

元
光
元
年
五
月
説
は�
を
最
大
の
根
拠
と
し
、
荀
悦

『
漢
紀』

巻
十
一
・
杜
佑

『

通
典』

巻
十
三
・�
樵

『

通
志』

巻
五
下
・
洪
邁

『

容
斎
続
筆』

巻
六
・
周
寿
昌

『

漢
書
注
校
補』

巻
三
十
九
・
王
先
謙

『

漢
書
補
注』

巻
五
十
六
、
近
代
以
降
で
は
平
井
正
士
氏
・
施

之
勉
氏
・
施
丁
氏
・
岳
慶
平
氏
・
周
桂
鈿
氏
・
斎
木
哲
郎
氏
・
馮
樹
勳
氏
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る

(�)
。
こ
の
説
を
支
持
す
る
洪

邁
以
降
の
学
者
は
、
総
じ
て
建
元
元
年
説
を
は
じ
め
と
す
る
他
説
を
否
定
し
た
上
で
、�
に
も
と
づ
い
て
董
仲
舒
が
元
光
元
年
五
月
に

対
策
し
た
と
見
な
す

(�)

。

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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し
か
し�
の
省
略
部
分
に
見
え
る
元
光
元
年
五
月
の
制
策
と
、
董
仲
舒
が
最
初
に
奉
答
し
た
と
見
ら
れ
る

｢

特
起
の
士
に
対
す
る
一

般
的
制
策｣

第
二
次

｢

制
策｣

の
内
容
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
元
光
五
年
五
月
の
制
策
と

｢

制
策｣

の
内
容
の
相
違
に
関
し
て
、

華
友
根
氏
は
元
光
元
年
五
月
の
制
策
が

『

漢
書』

公
孫
弘
卜
式
児
寛
伝
に
見
え
る
公
孫
弘
の
奉
答
し
た
元
光
五
年
の
制
策
と
符
合
す
る

と
し
、
こ
れ
を
元
光
五
年
の
も
の
と
見
な
し
て
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
を
元
光
元
年
だ
と
す
る

(�)

。
し
か
し
た
と
え
元
光
元
年
五
月
の

制
策
と
元
光
五
年
の
制
策
が
符
合
す
る
と
し
て
も
、
公
孫
弘
の
対
策
し
た
年
代
に
も
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
元
光
五
年
だ
と
は
断
定
で

き
な
い

(�)
。
こ
の
他
、
以
下
の
記
載
も
問
題
と
な
る
。

�
臣
愚
以
爲
ら
く
、�
列
侯
・
郡
守
・
二
千
石
を
し
て
各
お
の
其
の
吏
民
の
賢
な
る�
を
擇
び
、�
ご
と
に
各
お
の
二
人
を
貢
し
て

以
て
宿
衞
に
給
せ
し
め
、
且
つ
以
て
大
臣
の
能
を
觀
ん
。
賢
を
貢
す�
の�
に
賞
有
り
、
不�
を
貢
す�
の�
に
罰
有
り
。
夫
れ

是
の
如
く
す
れ
ば
、�
侯
・
吏
二
千
石
皆
心
を
賢
を
求
む
る
に
盡
く
し
、
天
下
の
士
得
て
官
使
す
可
き
な
り

(�)

。(

第
二
次

｢

対
策｣)

福
井
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

｢

孝
廉
に
酷
似
し
た
人
材
察
挙
の
実
施
を
進
言
し
た
文
言｣

で
あ
る
。
孝
廉
の
察
挙
は�
で
明
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
元
光
元
年
十
一
月
に
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
董
仲
舒
が
そ
れ
以
前
に
対
策
し
た
の
で
な
け
れ
ば
こ
の
献
策
に
は
意
味
が

な
く
、
元
光
元
年
五
月
説
は

｢

根
本
的
に
成
立
し
が
た
い
謬
論｣

と
な
っ
て
し
ま
う

(�)
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
全
て
の
説
に
も

当
て
は
ま
る
。

元
光
二
年
―
四
年

(

前
一
三
三
―
前
一
三
一)

説
は
戴
君
仁
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

(�)
。
戴
氏
は
建
元
元
年
説
と
建
元
五
年
説
を
否
定

し
、
以
下
の
記
載
に
注
目
し
て
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
論
じ
る
。

�
夜�
・
康
居
は
、
殊
方
萬
里
な
れ
ど
も
、�
を�
び
て
誼
に
歸
す

(�)
。(

第
二
次

｢

対
策｣)
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こ
れ
が
言
わ
れ
得
た
の
を
漢
と
夜
郎
の
通
好
が
始
ま
っ
て
か
ら
だ
と
考
え
る
戴
氏
は
、
そ
の
年
代
を
検
討
し
て
元
光
二
年
と
見
な
し

て
元
光
元
年
五
月
説
を
退
け
る
。
そ
し
て
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
を
元
光
五
年
で
も
元
光
五
年
よ
り
あ
と
で
も
な
い
と
し
、
元
光
二
年

か
ら
元
光
四
年
ま
で
の
間
の
ど
こ
か
だ
と
見
る
。
た
だ
戴
氏
は
康
居
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
お
り
、
ま
た
夜
郎
や
康
居
が

｢

誼
に
歸｣

し
た
事
実
が
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
が
漢
に
知
ら
れ
て
さ
え
い
れ
ば�
は
言
わ
れ
得
た
こ
と
で
あ
る

(�)

。

元
光
五
年
説
は
劉
国
民
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る

(�)
。
劉
氏
は
自
ら
元
光
五
年
説
の
問
題
に
触
れ
、
そ
れ
を
董
仲
舒
が
江
都
の
相

に
任
命
さ
れ
た
時
期
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
元
光
五
年
説
の
問
題
は
、
董
仲
舒
が
対
策
後
ど
の
よ
う
な
官
職
に
任
命

さ
れ
た
の
か
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
策
試
は
官
吏
登
用
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
成
績
優
秀
者
は
何
ら
か
の
官
職
に
任
命
さ
れ

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
董
仲
舒
が
対
策
し
て
任
命
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
江
都
の
相
と
中
大
夫
で
あ
る
が
、
対
策
し
た
の
が
元
光

五
年
だ
っ
た
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
に
任
命
さ
れ
た
に
せ
よ
、
董
仲
舒
が
武
帝
の
即
位
初
期
に
江
都
の
相
に
な
っ
た
こ
と
、
及
び
建
元
六

年
に
中
大
夫
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す�
の
内
容
と
整
合
し
な
い
。

元
朔
五
年

(

前
一
二
四)

説
は
蘇
誠
鑒
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
王
葆�玄
氏
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る

(�)

。
し
か
し
岳
氏
や
周
氏
か
ら

厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る

(�)
よ
う
に
、
蘇
氏
の
論
考
に
は
問
題
が
多
い
。
王
氏
の
見
解
も
そ
う
で
、
例
え
ば
康
居
は
元
朔
三
年
以
前
に
漢

朝
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
論
拠
に
含
ま
れ
、
董
仲
舒
が
江
都
の
相
に
な
っ
た
の
は
一
回
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
憶
測
が
さ
れ
て
い
る
。

董
仲
舒
の
対
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の
年
代
に
つ
い
て
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三
、
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
年
代
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
説
は
ど
れ
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
董
仲
舒
が
い
つ
対
策
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
つ
つ
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
で
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『

漢
書』

の
編
纂
者
が
董
仲
舒
の
対
策
し
た
年
代
を
元
光
元
年
五
月
だ
と
考
え
て
い
た
の
は
疑

い
な
い
が
、
董
仲
舒
が
そ
の
時
に
対
策
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
上
述
し
た
よ
う
に
、『

漢
書』

武
帝
紀
所
載
の
元
光

元
年
五
月
の
制
策
と
、
董
仲
舒
が
最
初
に
奉
答
し
た
第
二
次

｢

制
策｣

は
、
内
容
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『

漢
書』

の

編
纂
が
始
ま
っ
た
時
に
は
す
で
に
、
董
仲
舒
が
い
つ
対
策
し
た
の
か
不
明
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
強
く
疑
わ
れ
る

(�)

。

ゆ
え
に
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
は�
を
除
外
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。�
を
除
外
し
た
関
連
す
る
記
載
の
中
で
、
董
仲

舒
の
対
策
し
た
年
代
に
直
接
か
か
わ
る
の
は
右
に
引
用
し
た�
・�
・�
・�
・�
、
及
び�
へ
と
連
な
る
以
下
の
記
載
で
あ
る
。

１��
武
帝
初
め
て
立
ち
て
自
り
、
魏
其
・
武
安
侯
相
と
爲
り
て
儒
を�た
ふ
と

ぶ
。
仲
舒
の
對
册
す
る
に
及
び
、
孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑

黜
す
。
…
…

(�)
(『

漢
書』

董
仲
舒
伝)

�
は
董
仲
舒
の
対
策
が
竇
太
后
の
意
向
で
儒
家
思
想
に
も
と
づ
く
施
策
が
取
り
止
め
に
な
っ
た
建
元
二
年
以
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。�
に
よ
れ
ば
、
第
一
次

｢

対
策｣

が
呈
上
さ
れ
た
の
は
漢
が
興
っ
て
七
十
一
年
目
か
ら
七
十
九
年
目
ま
で
の
間
と
な
る
。
七

十
一
年
目
は
建
元
五
年
な
の
で
、
董
仲
舒
は
そ
の
年
か
ら
元
朔
元
年
ま
で
の
間
に
対
策
し
た
こ
と
に
な
る
。
１��
は
董
仲
舒
の
対
策
が
田

�分
が
丞
相
と
な
っ
た
建
元
六
年
六
月
以
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。�
の
内
容
も
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に�
は
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夜
郎
や
康
居
が
漢
朝
に
知
ら
れ
て
さ
え
い
れ
ば
言
わ
れ
得
た
こ
と
で
、
夜
郎
は
も
ち
ろ
ん
康
居
も
建
元
六
年
に
は
知
ら
れ
て
い
た

(�)

。
つ

ま
り�
・�
・�
・
１��
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
は
建
元
六
年
六
月
以
後
だ
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
当
時
の
状
況
と
も
よ
く
適
合
す
る
。
儒
者
を
排
斥
し
た
竇
太
后
が
存
命
中
に

｢�
も
ろ
の
六
藝
の
科
・
孔
子
の
術
に
在

ら
ざ
る�
は
、
皆
其
の�
を�
ち
、
竝
び�
ま
し
む
る
勿
か
れ

(�)

。｣
(

第
三
次

｢

対
策｣)

と
い
う
献
策
が
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
竇

太
后
の
崩
御
か
ら
田�分
の
丞
相
就
任
ま
で
の
六
日
間

(�)
で
郡
国
に
人
材
を
推
挙
さ
せ
る
策
試
が
完
了
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
上
述
し
た
よ
う
に
、�
の
献
言
は�
に
見
え
る
元
光
元
年
十
月
の
孝
廉
の
察
挙
よ
り
前
に
な
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が

な
い
の
で
、�
・�
・�
・�
・�
・
１��
に
も
と
づ
く
限
り
、
董
仲
舒
の
対
策
の
時
期
は
建
元
六
年
六
月
か
ら
元
光
元
年
十
月
ま
で
の

間
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。｢

武
帝�
位
以
來
、
凡
そ
兩
ふ
た
た

び
賢
良
の
科
を
開
く
。
一
は
建
元
元
年
に
在
り
、
一
は
元
光
元
年
に
在
り

(�)

。｣

(『

野
客
叢
書』

巻
二
十
一)

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
帝
が
策
試
を
実
施
し
た
の
は
建
元
元
年
と
元
光
元
年
の
二
回
だ
け
だ
と
考
え

ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
武
帝
は
頻
繁
に
策
試
を
実
施
し
て
賢
良
を
登
用
し
た
と
見
て
よ
い

(�)

。
そ
れ
ゆ
え
董
仲
舒
が
以
上
の

時
期
に
対
策
し
た
の
だ
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。

た
だ
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
が
こ
の
時
期
だ
っ
た
と
す
る
と
、
上
述
し
た
よ
う
に�
と�
の
間
の
年
代
的
な
不
整
合
が
問
題
と
な
る
。

�
の

｢

是
の
時｣

を

｢

是
よ
り
先｣

に
書
き
か
え
た�
に
従
え
ば
こ
の
不
整
合
は
な
く
な
る
が
、�
で
は
な
く�
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

『

漢
書』

の
編
纂
者
は
、
董
仲
舒
が
元
光
元
年
五
月
に
対
策
し
て
江
都
の
相
に
就
任
し
た
あ
と
中
大
夫
と
な
り
、
そ
れ
以
前
に
発
生
し

た
遼
東
の
高
廟
の
火
災
の
災
異
解
釈
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
を
前
提
と
し
て
、｢

是
の
時｣

を

｢

是
よ
り
先｣

に
書
き
改
め
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
上
述
の
よ
う
に
、
董
仲
舒
が
元
光
元
年
五
月
に
対
策
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
前
提
と
す
る�
に

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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は
、
従
う
べ
き
で
は
な
い
。

�
に
従
っ
た
場
合
、�
と�
の
年
代
的
な
不
整
合
の
原
因
は�
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、『

漢
書』

は
董
仲

舒
の
対
策
の
年
代
が
不
明
と
な
っ
た
あ
と
編
纂
さ
れ
た
と
強
く
疑
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
年
代
に
関
わ
る

『

史
記』

と

『

漢
書』

の

記
載
に
矛
盾
が
あ
る
場
合
は
、『

史
記』

の
記
載
の
ほ
う
が
相
対
的
に
信
頼
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
董
仲
舒
が
対
策
後
に

江
都
の
相
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う�
の
内
容
に
問
題
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
が
不
明
だ
っ
た
と
す

れ
ば
、
董
仲
舒
が
そ
れ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
官
職
も
不
明
だ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

董
仲
舒
が
対
策
し
て
就
任
し
た
の
は
江
都
の
相
で
は
な
い
。
福
井
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
が
江
都
の
相
に
任
命
さ
れ
た
の
は

建
元
初
年
か
つ
建
元
四
年
以
前
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い

(�)
。
建
元
四
年
は
漢
が
興
っ
て
七
十
年
目
で
、
董
仲
舒
が
そ
れ
以
前
に
江
都
の
相

に
任
命
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は�
に
よ
っ
て
対
策
以
前
の
こ
と
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
、
博
士
で
あ
っ
た
董
仲
舒

が
対
策
す
る
こ
と
な
く
江
都
の
相
に
任
命
さ
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
い
う
の
は
福
井
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に

｢

当
時
、

博
士
官
は
郡
国
の
長
官
に
転
進
す
る
の
が
、
一
般
的
な
官
途
で
あ
っ
た
よ
う｣

で
あ
り
、
多
く
の
博
士
が
策
試
に
参
加
す
る
こ
と
な
く

地
方
長
官
に
就
任
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(�)
。

董
仲
舒
が
対
策
し
て
任
命
さ
れ
た
の
は
、
江
都
の
相
で
な
け
れ
ば
中
大
夫
で
あ
る
。『

史
記』

儒
林
列
伝
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
は
博

士
・
江
都
の
相
・
中
大
夫
・
膠
西
の
相
と
い
う
四
つ
の
官
職
を
歴
任
し
た

(�)
。
同
伝
の
記
載
か
ら
博
士
に
は
景
帝
期
に
就
任
し
、
膠
西
の

相
に
は
元
朔
三
年

(

前
一
二
六)

か
ら
元
狩
二
年

(

前
一
二
一)

ま
で
の
間
に
任
命
さ
れ
た
の
が
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
董
仲
舒
が
対

策
後
に
任
命
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
江
都
の
相
と
中
大
夫
だ
け
で
あ
る
。
官
吏
登
用
を
目
的
と
す
る
策
試
の
成
績
優
秀
者
は
何
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ら
か
の
官
職
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
建
元
四
年
以
前
に
江
都
の
相
に
就
任
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
董
仲
舒
が
対
策
し

｢

擧
首｣

と
な
っ

て
任
命
さ
れ
た
の
は
中
大
夫
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

董
仲
舒
は
江
都
の
相
を

｢

中
ご
ろ
廃
せ
ら
れ｣

た
あ
と
対
策
し
て
中
大
夫
に
任
命
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
董
仲
舒
が
江
都
の
相
か
ら

賢
良
に
推
挙
さ
れ
対
策
し
た
可
能
性
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
諸
侯
の
相
は
察
挙
す
る
資
格
を
も
つ
地
位
で
あ
り
、
察
挙
さ
れ
る
対
象

で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

(�)
。�
の
内
容
か
ら
董
仲
舒
は
建
元
六
年
に
中
大
夫
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
中
大
夫
に
就
任
し
た
の
が
対

策
の
結
果
だ
と
す
る
と
、
江
都
の
相
を
免
官
さ
れ
て
し
ば
ら
く
無
官
で
あ
っ
た
董
仲
舒
が
賢
良
に
推
挙
さ
れ
て
対
策
し
た
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
も
十
分
に
あ
り
得
た
こ
と
で
あ
る
。
福
井
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、｢

退
官
後
も
し
く
は
免
官
後
に
、
あ
ら
た
め
て
賢
良
・
方

正
な
ど
に
指
名
さ
れ
た
と
い
う
例
も
少
な
く
な
い
。｣

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(�)

。

た
だ
董
仲
舒
が
建
元
六
年
六
月
か
ら
翌
年
十
月
ま
で
の
間
に
対
策
し
中
大
夫
と
な
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、『

漢
書』

の
武
帝
紀
と
五

行
志
上
に
見
え
る
遼
東
の
高
廟
の
火
災
の
記
載
と
、�
の

｢

是
の
時
、�
東
の
高
廟
災
す
。｣

と
い
う
記
載
は
、
整
合
し
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
遼
東
の
高
廟
の
火
災
は
遅
く
と
も
建
元
六
年
六
月
丁
酉
で
、
竇
太
后
が
崩
御
し
て
わ
ず
か
十
日
後
で
あ
る
。
こ
の
短
期
間
で

高
官
や
郡
国
に
賢
良
を
推
挙
さ
せ
て
策
試
を
実
施
し
、
さ
ら
に
董
仲
舒
が
三
篇
の

｢

対
策｣

を
呈
上
し
て
中
大
夫
に
任
命
さ
れ
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し

『

史
記』

の
中
で
、｢

是
の
時｣

と
い
う
語
は
必
ず
し
も�
正
に
こ
の
時�
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
例
え
ば
以
下
の
記
載
の
よ
う
に
、
あ
る
時
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
過
去
を
指
し
て
い
る
場
合
も
あ
る

(�)
。

項
王
淮
陰
侯
已
に
河
北
を
擧
げ
、
齊
・
趙
を
破
り
、
且
つ
楚
を�
た
ん
と
欲
せ
る
を
聞
き
、
乃
ち
龍
且
を
し
て
往
き
て
之
を�
た

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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し
む
。
淮
陰
侯
與
に
戰
ふ
。
騎
將
灌
嬰
之
を�
ち
て
、
大
い
に
楚
軍
を
破
り
、
龍
且
を�
す
。
韓
信
因
り
て
自
ら
立
ち
て
齊
王
と

爲
る
。
項
王
龍
且
の
軍
破
れ
し
こ
と
を
聞
き
、
則
ち
恐
る
。�
臺
の
人
武�
を
し
て
往
き
て
淮
陰
侯
に�
か
し
む
。
淮
陰
侯
聽
か

ず
。
是
の
時
、
彭
越
復
た
反
き
、
梁
の
地
を
下
し
、
楚
の
糧
を�
つ

(�)

。(『

史
記』

項
羽
本
紀)

三
月
、�
王
臨
晉
從
り
渡
る
。
魏
王
豹
兵
を
將
ゐ
て
從
ふ
。
河�
を
下
し
、
殷
王
を�
へ
、
河�
郡
を
置
く
。
…
…
是
の
時
、
項

王
北
の
か
た
齊
を�
つ
。
田
榮
與
に
城
陽
に
戰
ふ
。
田
榮
敗
れ
て�
原
に
走
り
、�
原
の
民
之
を�
す
。
…
…
田
榮
の
弟�
、
榮

の
子
廣
を
立
て
て
齊
王
と
爲
す

(�)
。(『

史
記』

高
祖
本
紀)

｢

項
羽
本
紀｣

に
韓
信
が
楚
軍
を
破
り
龍
且
を
殺
し
て
斉
王
と
な
り
、｢

是
の
時｣

彭
越
が
反
逆
し
た
と
あ
る
が
、｢

秦
楚
之
際
月
表｣

に
よ
れ
ば
、
前
者
は
漢
の
四
年
二
月
、
後
者
は
漢
の
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

｢

高
祖
本
紀｣

に
劉
邦
が
殷
王
を
捕
ら
え
て
河
内
郡

を
設
置
し
、｢

是
の
時｣

項
羽
が
斉
を
攻
撃
し
て
敗
れ
た
田
栄
が
平
原
の
民
に
殺
害
さ
れ
た
と
あ
る
が
、｢

秦
楚
之
際
月
表｣

に
よ
れ
ば
、

前
者
は
漢
の
二
年
三
月
、
後
者
は
同
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら�
の

｢

是
の
時｣

も
、
董
仲
舒
が
中
大
夫
と
な
っ
た
時
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
過
去
の
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま

り
董
仲
舒
は
建
元
六
年
六
月
か
ら
翌
年
十
月
ご
ろ
ま
で
の
間
に
対
策
し
て
中
大
夫
と
な
り

｢

災
異
の
記｣

を
著
し
た
が
、
そ
の
中
で
中

大
夫
に
任
命
さ
れ
る
数
か
月
前
に
発
生
し
た
火
災
の
災
異
解
釈
を
し
た
の
だ
と
見
な
せ
る
。

以
上
よ
り
、
三
次
に
わ
た
る

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
連
接
し
て
発
出
・
呈
上
さ
れ
た
の
は
建
元
六
年
六
月
か
ら
翌
元
光
元
年
十
月
ま

で
の
間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
な
お
董
仲
舒
が
対
策
し
て
任
命
さ
れ
た
の
は
、
一
般
に
は
江
都
の
相
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
中
大
夫
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

儒
家
思
想
と
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
と
董
仲
舒
の
思
想

最
後
に
以
上
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
、
結
語
と
し
て
は
や
や
長
く
な
る
が
、
儒
家
思
想
と
朝
廷
の
結
び
つ
き
と
、
董
仲
舒
の
思
想
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

上
述
の
よ
う
に
、
斉
召
南
が
董
仲
舒
の
対
策
年
代
を
建
元
五
年
と
し
た
根
拠
の
一
つ
は
、
董
仲
舒
の
対
策
に
よ
っ
て
五
経
博
士
が
設

置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
五
経
博
士
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
近
代
的
な
中
国
哲
学
・
思
想
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
も
受
け
継
が
れ
た

(�)
。
し
か
し
前
節
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
は
建
元
六
年
六
月
以
降
で
あ
り
、
そ

う
だ
と
す
る
と
、
董
仲
舒
の
対
策
に
よ
る
五
経
博
士
の
設
置
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
な
事
実
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
だ
元
光
元
年
十
一
月
に
開
始
さ
れ
た
孝
廉
の
察
挙
は
、｢

仲
舒
自
り
之
を
發｣

し
た
蓋
然
性
が
高
い
。
上
述
し
た
福
井
氏
の
指
摘

の
よ
う
に
、
第
二
次

｢

対
策｣

に
見
え
る
官
吏
登
用
制
度
案
は
孝
廉
の
察
挙
に
酷
似
し
て
お
り
、
董
仲
舒
が
対
策
し
た
の
は
孝
廉
の
察

挙
が
開
始
さ
れ
る
以
前
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
董
仲
舒
の
対
策
か
ら
孝
廉
の
察
挙
の
開
始
ま
で
、
最
長
で
も
半
年
に

満
た
な
い
期
間
し
か
隔
た
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
孝
廉
の
察
挙
の
開
始
に
非
常
に
近
接
し
た
時
期
に
、
策
試
と
い
う
正
式

な
場
面
に
お
い
て
、
し
か
も

｢

擧
首｣

に
選
ば
れ
た
奉
答
の
中
で
、
孝
廉
の
察
挙
に
酷
似
し
た
官
吏
登
用
制
度
案
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
以
上
、
董
仲
舒
の
対
策
と
孝
廉
の
察
挙
と
の
間
に
少
し
の
関
係
も
存
在
し
な
い
と
は
、
極
め
て
考
え
に
く
い
。

人
事
に
関
わ
る
孝
廉
の
察
挙
は
、
も
と
に
な
る
献
策
が
武
帝
に
採
用
さ
れ
て
群
臣
に
示
さ
れ
、
公
卿
議
で
の
協
議
結
果
が
武
帝
に
裁
可

さ
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
は
ず
で
あ
る

(�)
。｢

対
策｣

に
見
え
る
官
吏
登
用
制
度
案
の
内
容
と
提
起
さ
れ
た
時
期
、
孝
廉
の
察
挙
の
特
徴

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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と
開
始
さ
れ
た
時
期
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
武
帝
が
集
議
に
か
け
た
の
は
董
仲
舒
案
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
孝
廉
の
察
挙
は
、
董
仲
舒
が

｢

対
策｣

で
提
起
し
た
官
吏
登
用
制
度
案
を
も
と
と
し
て
制
定
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
の
だ
と
推
定
で
き

る
。こ

れ
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
董
仲
舒
は
対
策
後

に
地
方
の
官
僚
で
あ
る
江
都
の
相
に
で
は
な
く
、
そ
の
制
定
に
関
与
で
き
る
中
央
の
官
僚
に
任
命
さ
れ
た
は
ず
だ
と
い
う
反
論
で
あ
る
。

し
か
し
前
節
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
は
対
策
後

｢

中
央
政
府
の
政
策
に�
容
喙�
す
る
こ
と
な
ど
は
、
事
実
上
、
不
可
能｣

な

江
都
の
相

(�)
に
で
は
な
く
、
中
大
夫
と
い
う

｢

実
質
的
な
権
能
を
発
揮
し
得
る
中
央
の
官
僚

(�)｣

に
任
命
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

中
大
夫
は
公
卿
議
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
る
中
央
の
上
級
官
僚
だ
っ
た
の
で
、
董
仲
舒
は
孝
廉
の
察
挙
の
制
定
に
十
分
に
関
与
す
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

董
仲
舒
は
現
実
の
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
儒
家
的
な
教
化
論
に
も
と
づ
い
て
官
吏
登
用
制
度
を
考
案
し
、
対
策
の
機
会
に
武
帝
に

進
言
し
た
。
す
な
わ
ち
、｢�
王｣

は

｢�
祿
を
以
て
其
の�
を
養
ひ
、
刑
罰
を
以
て
其
の
惡
を
威｣

し
て

｢

天
下
を
治｣

め
た
の
で

｢

民｣

は

｢

禮
誼
に
曉さ
と

り
て
其
の
上
を
犯
す
を
恥｣

じ
た
。
し
か
し

｢

民
の
師
帥
に
し
て
、
流
を
承
け
て
化
を
宣
べ
し
む
る�｣
で
あ

る

｢

今
の
郡
守
・
縣
令｣

は
、｢�
に
下
を�
訓
す
る
亡
く
、
或
い
は
主
上
の
法
を
承
用｣

し
て
い
な
い

(�)
。
ゆ
え
に

｢�
列
侯
・
郡
守
・

二
千
石
を
し
て
各
お
の
其
の
吏
民
の
賢
な
る�
を
擇
び
、�
ご
と
に
各
お
の
二
人
を
貢
し
て
以
て
宿
衞
に
給
せ
し｣

め
る
制
度
を
実
施

し
、｢�
祿
を
以
て
其
の�
を
養｣

う
こ
と
で
、｢

民｣

を

｢

禮
誼
に
曉｣
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

鷲
尾
祐
子
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
孝
廉
の
察
挙
は

｢

既
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
任
官
登
用
と
徳
教
を
め
ぐ
る
思
惟
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
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り
、
現
実
課
題
に
対
す
る
解
決
策
を
得
よ
う
と
し
た
も
の｣

で
、｢

郷
里
と
い
っ
た
基
層
単
位
か
ら
の
教
化
を
、
制
度
の
目
的
と
し
て

掲
げ｣
て
い
た

(�)
。
そ
し
て
永
田
英
正
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
董
仲
舒
は

｢

求
賢
・
任
賢
と
い
う
当
時
の
切
実
な
事
情｣

を
的
確
に
把
握

し
、｢

上
代
の
貢
士
の
伝
統
を
ひ
く｣

、｢

地
方
長
官
に
よ
る
賢
者
の
推
挙｣

と
い
う

｢

新
し
い
選
挙｣

を
提
起
し
た
が

(�)

、
そ
れ
は
儒
家

の
教
化
論
を
思
想
的
な
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
孝
廉
の
察
挙
は
、
規
定
が
董
仲
舒
の
官
吏
登
用
制
度
案
と
酷
似
し

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
目
的
も
そ
の
思
想
的
な
基
礎
と
相
通
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
孝
廉
の
察
挙
の
開
始
は
、
董
仲
舒
の
進
言
し
た
官
吏
登
用
制
度
案
が
そ
の
思
想
基
盤
ご
と
武
帝
に
採
用
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
十
年
後
の
元
朔
五
年
に
は
、
孝
廉
の
察
挙
と
同
じ
く
教
化
を
目
的
と
し
た
博
士
弟
子
制
度

太
学
の
設
立

が
武
帝
か
ら
発
議
さ
れ
、
公
孫
弘
の

｢
功
令｣

が
裁
可
さ
れ
て
い
る

(�)
。
た
だ
武
帝
は
儒
家
思
想
を
唯
一
の
指
導
原
理
と
し
て
統
治
を
行

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
武
帝
は
董
仲
舒
が
言
う
教
化
の
、
あ
る
い
は
制
度
の
効
用
に
魅
力
を
感
じ
た
だ
け
で
、
儒
家
思
想
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
表
面
的
に
受
け
入
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
信
奉
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
武
帝
が
董
仲
舒
の
教
化
論
を
思
想
的

な
基
礎
と
す
る
制
度
を
採
用
し
施
行
し
た
こ
と
が
、
儒
家
思
想
と
朝
廷
が
結
び
つ
い
て
い
く
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
間
違
い
な

い
。儒

家
は
刑
罰
よ
り
も
道
徳
的
な
教
化
の
ほ
う
が
優
れ
た
統
治
の
方
法
だ
と
主
張
し
て
き
た
が
、
董
仲
舒
は
経
文
解
釈
と
陰
陽
思
想
を

駆
使
し
て
、
こ
の
主
張
を
宗
教
的
な
天
に
根
拠
づ
け
た
。
董
仲
舒
は

『
春
秋』

の
経
文
を
解
釈
し
て
王
者
は
天
意
に
従
う
存
在
で
あ
る

と
し
、
黄
老
思
想
に
も
見
ら
れ
る
陰
陽
刑
徳
論
か
ら

｢��｣
に
よ
る
統
治
が
天
意
で
あ
る
こ
と
を
導
き
出
し
た
。
董
仲
舒
の
思
想
体

系
で
は
、
天
命
を
受
け
た
王
者
は

｢��｣
に
よ
っ
て
統
治
す
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
王
者
が
そ
れ
を
実
行
す
る
が
ど
う
か
が
災
異
や

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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祥
瑞
の
出
現
、
そ
し
て
天
命
の
行
方
、
す
な
わ
ち
国
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
と
さ
れ
る
。
董
仲
舒
は
こ
の
よ
う
な
、
経
学
と
宇
宙
論
的

な
理
論
と
宗
教
的
な
権
威
と
で
構
築
さ
れ
た
天
人
相
関
論
に
よ
っ
て
、
君
主
を

｢��｣

に
よ
る
統
治
へ
と
方
向
づ
け
よ
う
と
し
た

(�)

。

董
仲
舒
の
思
想
を
背
景
と
し
た
制
度
が
武
帝
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
機
能
し
始
め
る
と
、
儒
家
的
な
教
養
を
も
つ
者
が
毎
年
一
定
の

人
数
、
必
ず
官
吏
に
任
用
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
、
董
仲
舒
の
思
想
を
含
む
儒
家
思
想
が
直
接
間
接
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。

儒
家
思
想
は
徐
々
に
漢
代
の
社
会
に
浸
透
し
て
い
き
、
や
が
て
朝
廷
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
董
仲
舒
に

よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
天
意
に
従
い

｢��｣
に
よ
っ
て
統
治
す
る
と
い
う
王
者
の
モ
デ
ル
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
儒
家
思
想
を
唯

一
の
指
導
原
理
と
し
た
統
治
を
志
向
す
る
皇
帝

元
帝
が
登
場
す
る
に
至
っ
た
。
元
帝
以
後
、
宗
廟
制
・
官
僚
制
・
郊
祀
制
な
ど
が

儒
家
思
想
に
も
と
づ
い
て
改
革
さ
れ
始
め
、
そ
の
結
果
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
言
え
る
と
す
れ
ば
、
前
漢
の
皇
帝
は
儒
家
思
想
を
利
用
し
た
武
帝
を
経
由
し
元
帝
に
至
っ
て
、
董
仲
舒
が
構
築
し
た

宇
宙
の
枠
組
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ

｢��｣
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
以
後
の
儒
家
思
想
に
も
と
づ
く

諸
改
革
の
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
。
董
仲
舒
の
思
想
は
武
帝
の
儒
家
優
遇
措
置
や
元
帝
の
登
場
に
大
き
く
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は

儒
家
思
想
と
朝
廷
と
が
結
び
つ
い
て
い
く
過
程
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
董
仲
舒
と
い
う
一
思
想
家
の
思
想
は
後
学
に
受

け
継
が
れ
て
そ
の
死
後
も
発
展
を
続
け
た
が

(�)
、
そ
の
学
派
の
思
想
を
伝
え
る
と
見
ら
れ
る

『

春
秋
繁
露』

の
郊
祀
が
王
莽
の
定
め
た
郊

祀
と
類
似
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り

(�)
、
董
仲
舒
学
派
の
思
想
が
元
帝
以
後
の
儒
家
思
想
と
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
に
関
係
し
た
可

能
性
も
あ
る
。

武
帝
と
董
仲
舒
に
よ
る

｢

儒
教
国
教
化｣

と
い
う
定
説
が
福
井
重
雅
氏
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
、｢

儒
教
国
教
化｣
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に
関
す
る
議
論
の
中
で
董
仲
舒
は
ほ
と
ん
ど
積
極
的
な
意
義
を
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
董
仲
舒
が

｢

孔
氏
を
推
明
し
、
百

家
を
抑
黜
す｣

る
よ
う
進
言
し
た
の
が
武
帝
に
嘉
納
さ
れ
た
と
い
う
の
は
歴
史
的
な
事
実
で
な
く
、
董
仲
舒
が
官
僚
と
し
て
成
功
し
な

か
っ
た
の
も
間
違
い
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
思
想
が
儒
家
思
想
と
朝
廷
と
が
結
び
つ
い
て
い
く
過
程
で
大
き
く
作
用
し
た
の
は
確
か
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
所
謂

｢

儒
教
国
教
化｣

を
考
え
る
の
に
董
仲
舒
は
や
は
り
重
要
で
あ
り
、
董
仲
舒
及
び
そ
の
思
想
と
朝
廷

と
の
関
わ
り
を
無
視
し
て
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

董
仲
舒
の
対
策
の
年
代
に
つ
い
て
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註

(

１)

以
下

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
所
載
の
武
帝
の
制
策
を

｢

制
策｣

、

董
仲
舒
の

｢

賢
良
対
策｣

を

｢

対
策｣
と
表
記
す
る
。
な
お

｢

対
策｣

は
董
仲
舒
本
人
の
も
の
で
な
い
文
章
を
含
む
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
董
仲
舒
本
人
の
述
作
だ
と
し
て
よ
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
深
川
真
樹

｢

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣
の
信
頼
性

に
つ
い
て｣

(『

東
洋
学
報』

第
九
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三)

、
一

〜
三
二
頁
参
照
。

(

２)

以
下
か
ぎ
括
弧
を
つ
け
ず
に
対
策
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
、

福
井
重
雅
氏
が

｢

対
策
と
は
策
問
に
対
し
て
応
答
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た｣

と
し
て
い
る
の
に
従
う
。
福
井
重
雅

｢

察
挙
に
お
け
る

対
策｣
(『

漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究』

第
二
章
第
四
節
、
創
文
社
、

一
九
八
八)

、
二
二
〇
頁
参
照
。

(

３)
｢

対
策｣

の
中
核
的
な
思
想
は
天
人
相
関
論
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
天
の
権
威
に
よ
っ
て
、
君
主
の
行
為
を
天
意
の
内
容
で
あ
る
儒
家

の
立
場
、
す
な
わ
ち
道
徳
や
教
化
の
重
視
へ
と
方
向
づ
け
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
深
川
真
樹

｢

董
仲
舒
の
天

人
相
関
論
に
関
す
る
一
考
察

天
と
君
主
の
相
互
関
係
の
特
性
に

つ
い
て

｣
(『

東
洋
文
化
研
究』

第
一
六
号
、
二
〇
一
四)

、
五

九
〜
八
五
頁
参
照
。

(

４)

平
井
正
士

｢

董
仲
舒
の
賢
良
対
策
の
年
次
に
就
い
て｣

(『

史
潮』

第
一
一
年
第
二
号
、
一
九
四
一)

、
九
七
〜
一
〇
二
頁
参
照
。

(

５)

佐
川
修

｢

武
帝
の
五
経
博
士
と
董
仲
舒
の
天
人
三
策
に
つ
い
て

福
井
重
雅
氏

｢

儒
教
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題｣

に
対
す
る
疑

義
｣
(『

集
刊
東
洋
学』

第
一
七
号
、
一
九
六
七)

、
六
六
頁
、

冨
谷
至

｢｢

儒
教
の
国
教
化｣

と

｢

儒
学
の
官
学
化｣｣

(『

東
洋
史
研
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究』

第
三
七
巻
第
四
号
、
一
九
七
九)

、
一
三
五
頁
、
浅
野
裕
一

｢
董
仲
舒
・
天
人
対
策
の
再
検
討

儒
学
の
国
教
化
を
め
ぐ
っ
て

｣
(

同
『

黄
老
道
の
成
立
と
展
開』

第
三
部
第
十
章
、
創
文
社
、

一
九
九
二)
、
六
六
九
頁
参
照
。

(

６)

元
光
元
年
五
月
の
制
策
と

｢

制
策｣

が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
平
井
氏
や
狩
野
直
喜
氏
、
史
念
海
氏
な
ど
に
よ
っ
て
早
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
一
〇
五
頁
、
狩

野
直
喜

｢

董
仲
舒
対
策
の
年
に
つ
い
て｣

(

同

『

両
漢
学
術
考』

七
、

筑
摩
書
房
、
一
九
六
四)

、
四
九
〜
五
〇
頁
、
史
念
海

｢

董
仲
舒
天

人
三
策
不
作
於
武
帝
元
光
元
年
弁｣

(『
天
津
民
国
日
報』

史
与
地
第

三
三
期
、
一
九
四
七
年
九
月
一
日)

参
照
。

(

７)

註

(

５)

佐
川
前
掲
論
文
、
六
六
頁
、
冨
谷
前
掲
論
文
、
一
三

五
頁
参
照
。

(

８)

註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
一
〇
二
〜
一
〇
六
頁
参
照
。

(

９)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
三
篇
の

｢

制
策｣

す
べ
て
で

｢
武
帝
の

関
心
が
先
王
の
治
道
の
相
違
に
集
中
し
て
い
る｣

と
い
う
浅
野
氏
の

指
摘
か
ら
示
唆
を
得
た
。
註

(

５)

浅
野
前
掲
書
第
三
部
第
十
章
、

六
六
八
頁
参
照
。

(

10)

武
帝
の
制
策
で

｢

制
策｣

以
外
に
現
存
す
る
の
は
、『

漢
書』

武
帝
紀
所
載
の
元
光
元
年
五
月
の
制
策
と

『

漢
書』

公
孫
弘
卜
式
児

寛
伝
所
載
の
元
光
五
年
の
制
策
で
あ
る
。

(

11)�
獲
承
至�
休�
、
傳
之
亡
窮
、
而
施
之
罔
極
。
任
大
而
守
重
、

是
以
夙
夜
不
皇
康�
。
永
惟
萬
事
之
統
、�
懼
有
闕
。
故
廣
延
四
方

之
豪
俊
。
郡
國�
侯
公�
賢
良
修���
之
士
、
欲
聞
大�
之�
・

至
論
之
極
。
今
子
大
夫�
然
爲
擧
首
、�
甚
嘉
之
。
子
大
夫
其�
心

致
思
、�
垂
聽
而
問
焉
。

(

12)

烏�
、�
夙
寤
晨
興
、
惟
前
帝
王
之�
、
永
思�
以
奉
至�
、

章
洪
業
、
皆
在
力
本
任
賢
。
今�
親
耕
藉
田
以
爲
農
先
、
勸
孝
弟
、

崇
有�
。
使�
冠
蓋
相
望
、
問�
勞
、
恤
孤
獨
。
盡
思
極�
、
功
烈

休�
未
始
云
獲
也
。
今
陰
陽
錯
繆
、
氛
氣
充
塞
。
羣
生
寡�
、
黎
民

未
濟
。�
恥
貿
亂
、
賢
不�
渾
淆
、
未
得
其
眞
。
故
詳
延
特
起
之
士
。

意
庶
幾
乎
。
今
子
大
夫
待
詔
百
有
餘
人
、
…
…

(

13)

蓋
聞
、��
之
時
、
游
於
巖�
之
上
、
垂
拱
無
爲
、
而
天
下
太

�
。�
文
王
至
於
日
昃
不
暇
食
、
而
宇�
亦
治
。
夫
帝
王
之�
、
豈

不
同
條
共
貫
與
。
何�
勞
之
殊
也
。
蓋
儉�
不�
玄�
旌
旗
之�
。

及
至�
室
、
設
兩
觀
、
乘
大
路
、
朱
干
玉
戚
、
八�
陳
於
庭
、
而
頌

聲
興
。
夫
帝
王
之�
豈
異
指
哉
。
…
…

(

14)

元
光
元
年
以
前
、
唯
今
年
擧
賢
良
見
於
紀
。

(

15)

及
仲
舒
對
册
、
推
明
孔
氏
、
抑
黜
百
家
。
立
學
校
之
官
、
州
郡

擧
茂
材
孝�
、
皆
自
仲
舒
發
之
。

(
16)

元
光
元
年�
十
一
月
、
初
令
郡
國
擧
孝�
各
一
人
。

(

17)
五
月
、
詔
賢
良
曰
、
…
…
於
是
董
仲
舒
・
公
孫
弘
等
出
焉
。
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三
六
一

(
18)

こ
の
こ
と
は
福
井
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
福
井
重
雅

｢

董

仲
舒
の
虚
像
と
実
像｣

(

同

『

漢
代
儒
教
の
史
的
研
究

儒
教
の

官
学
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討

』

第
二
篇
第
一
章
、
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
五)

、
二
九
七
〜
三
〇
〇
頁
参
照
。

(

19)

註

(

６)
史
前
掲
論
文
、
張
大
可

｢

董
仲
舒
天
人
三
策
応
作
于

建
元
元
年｣

(『
蘭
州
大
学
学
報

(

社
会
科
学
版)』

一
九
八
七
年
第

四
期
、
一
九
八
七)

、
三
九
〜
四
五
頁
参
照
。

(

20)

中
で
も
平
井
氏
の
批
判
が
と
り
わ
け
周
到
で
詳
細
で
あ
る
。
註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
八
一
〜
九
五
頁
参
照
。

(

21)

註

(

６)

狩
野
前
掲
書
七
、
四
三
〜
五
〇
頁
参
照
。

(

22)

今
臨
政
而
願
治
七
十
餘�
矣
、
不
如�
而
更
化
。

(

23)

五
年
春
、
…
…
置
五
經�
士
。

(

24)

施
之
勉

｢

董
仲
舒
対
策
在
元
光
元
年
考｣

(
同

『

漢
史
弁
疑』

、

中
央
文
物
供
応
社
、
一
九
五
四)

、
一
八
〜
一
九
頁
参
照
。

(

25)

福
井
重
雅

｢

儒
教
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題

五
経
博
士
の

設
置
と
董
仲
舒
の
事
蹟
に
関
す
る
疑
義

｣
(『

史
学
雑
誌』
第
七

六
編
第
一
号
、
一
九
六
七)

、
一
三
〜
一
八
頁
参
照
。

(

26)

今
上�
位
、
爲
江�
相
。
…
…
中
廢
、
爲
中
大
夫
。
居
舍
、�

災
異
之
記
。
是
時
、�
東
高
廟
災
。
主
父
偃
疾
之
、
取
其
書
奏
之
天

子
。
天
子
召�
生
示
其
書
。
有
刺
譏
。
董
仲
舒
弟
子
呂�
舒
、
不
知

其
師
書
、
以
爲
下
愚
。
於
是
下
董
仲
舒
吏
、
當
死
。
詔
赦
之
。
於
是

董
仲
舒
竟
不
敢
復
言
災
異
。

(

27)

註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
九
一
〜
九
二
頁
参
照
。

(

28)

戸
田
豊
三
郎

｢

董
仲
舒
対
策
の
年
次
に
つ
い
て｣

(『

中
京
大
学

文
学
部
紀
要』

第
四
巻
第
二
号
、
一
九
六
九)

、
二
九
〜
三
六
頁
参

照
。

(

29)

至
武
帝�
位
、�
用
英
雋
、
議
立
明
堂
、
制
禮
服
、
以
興
太�
。

會
竇
太
后
好�
老
言
、
不�
儒
術
、
其
事
又
廢
。
後
董
仲
舒
對
策
言
、

…
…

(

30)

及
竇
太
后
崩
、
武
安
侯
田�分
爲
丞
相
、��
老
刑
名
百
家
之
言
、

延
文
學
儒�
數
百
人
。

(

31)

武
帝�
位
、
擧
賢
良
・
文
學
之
士
前
後
百
數
、
而
仲
舒
以
賢
良

對
策
焉
。
…
…
對�
畢
、
天
子
以
仲
舒
爲
江�
相
、
事
易
王
。

(

32)

中
廢
爲
中
大
夫
。
先
是
、�
東
高
廟
・
長
陵
高
園
殿
災
。
…
…

仲
舒�
不
敢
復
言
災
異
。

(

33)

劉
国
民

｢

董
仲
舒
対
策
之
年
考
弁｣

(

同

『

董
仲
舒
的
経
学
詮

釈
及
天
的
哲
学』

第
一
章
第
四
節
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇

〇
七)

、
六
九
頁
参
照
。

(

34)

註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
七
九
〜
九
七
頁
、
註

(

24)

施
之

勉
前
掲
論
文
、
一
二
〜
二
〇
頁
、
施
丁

｢

董
仲
舒
天
人
三
策
作
于
元

光
元
年
弁

兼
談
董
仲
舒
不
是�
罷
黜
百
家
、
独
尊
儒
術�
的
創

始
人｣

(『

社
会
科
学
輯
刊』

一
九
八
〇
年
第
三
期
、
一
九
八
〇)

、
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三
六
二

九
〇
〜
九
九
頁
、
岳
慶
平

｢

董
仲
舒
対
策
年
代
弁｣

(『

北
京
大
学
学

報
(

哲
学
社
会
科
学
版)』

一
九
八
六
年
第
三
期
、
一
九
八
六)

、
一

一
四
〜
一
二
〇
頁
、
周
桂
鈿

｢

対
策
之
年｣

(

同

『

董
学
探
微』

第

一
章
三
、
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九)

、
九
〜
一
九
頁
、

斎
木
哲
郎

｢
董
仲
舒
の
生
涯
・
対
策
の
年
次
、
及
び
儒
教
国
教
化
の

実
際
に
つ
い
て｣

(『
東
洋
文
化』

復
刊
第
七
七
号
、
一
九
九
六)

、

四
〇
〜
四
四
頁
、
馮
樹
勳

｢

董
仲
舒
対
策
考｣

(

同

『

陰
陽
五
行
的

階
位
秩
序

董
仲
舒
的
儒
学
思
想』

第
壱
章
三
、
国
立
清
華
大
学

出
版
社
、
二
〇
一
一)

、
三
六
〜
四
七
頁
参
照
。

(

35)

董
仲
舒
が
元
光
元
年
五
月
に
対
策
し
た
と
す
る
論
考
の
中
に
は
、

『

春
秋
繁
露』

止
雨
の

｢

二
十
一
年
八
月
甲
申
朔
、
丙
午
、
江�
相

仲
舒
告�
史
中
尉
、
陰
雨
太
久
、
恐
傷
五�
、
趣
止
雨
。｣

と
い
う

記
載
を
論
拠
の
一
つ
と
す
る
も
の
が
あ
る
。｢
二
十
一
年｣

を
元
光

二
年
に
当
た
る
江
都
易
王
の
二
十
一
年
と
見
な
し
、
董
仲
舒
が
こ
の

時
に
江
都
の
相
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
年
を
対
策
の
年
代
の
下
限

と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

『

春
秋
繁
露』

は
し
ば
し
ば
董
仲
舒
本

人
の
著
作
か
ど
う
か
疑
わ
れ
て
き
た
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
対
策

の
年
代
の
検
討
は

『

史
記』

や

『

漢
書』

を
優
先
的
に
用
い
て
行
う

べ
き
で
あ
る
。

(

36)

華
友
根

｢

董
仲
舒
年
表
中
有
関
年
代
考
釈｣

(

同

『

董
仲
舒
思

想
研
究』

附
録
二
、
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
九
二)

、
二

〇
一
頁
参
照
。
な
お
華
氏
は
董
仲
舒
の
対
策
し
た
年
代
を
元
光
元
年

五
月
で
は
な
く
、
同
年
十
月
だ
と
し
て
い
る
。

(

37)

久
村
因
氏
や
劉
国
民
氏
は
公
孫
弘
が
元
光
元
年
五
月
に
対
策
し

た
と
し
て
い
る
。
久
村
因

｢

公
孫
弘
の
対
策
の
年
に
つ
い
て

｢�
為
郡
開
置
の
年
代
に
つ
い
て｣

の
予
備
的
考
察｣

(『

名
古
屋
大

学
教
養
部
紀
要
Ａ』

一
一
輯
、
一
九
六
七)

、
一
〜
二
九
頁
、
註

(

33)

劉
前
掲
書
第
一
章
第
四
節
、
七
二
〜
七
六
頁
参
照
。

(

38)

臣
愚
以
爲
、
使�
列
侯
・
郡
守
・
二
千
石
各
擇
其
吏
民
之
賢�
、

�
貢
各
二
人
以
給
宿
衞
、
且
以
觀
大
臣
之
能
。�
貢
賢�
有
賞
、�

貢
不��
有
罰
。
夫
如
是
、�
侯
・
吏
二
千
石
皆
盡
心
於
求
賢
、
天

下
之
士
可
得
而
官
使
也
。

(

39)

福
井
重
雅

｢

董
仲
舒
の
対
策
の
再
検
討｣

、
註

(

18)

福
井
前

掲
書
第
二
篇
第
三
章
、
三
五
五
〜
三
五
六
頁
参
照
。

(

40)

戴
君
仁

｢

漢
武
帝
抑
黜
百
家
非
発
自
董
仲
舒
考｣

(『

孔
孟
学
報』

第
一
六
期
、
一
九
六
八)

、
一
七
一
〜
一
七
四
頁
参
照
。

(

41)

夜�
・
康
居
、
殊
方
萬
里
、��
歸
誼
。

(

42)

註

(

１)

深
川
前
掲
論
文
、
三
一
頁
参
照
。

(

43)

註

(

33)

劉
前
掲
書
第
一
章
第
四
節
、
六
五
〜
八
〇
頁
参
照
。

(
44)

蘇
誠
鑒

｢

董
仲
舒
対
策
在
元
朔
五
年
議｣

(『

中
国
史
研
究』

一

九
八
四
年
第
三
期
、
一
九
八
四)

、
八
七
〜
九
二
頁
、
王
葆�玄｢
天

人
三
策
与
西
漢
中
葉
的
官
方
学
術

再
論�
罷
黜
百
家
、
独
尊
儒
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三
六
三

術�
的
時
間
問
題｣

(『

哲
学
研
究』

一
九
九
〇
年
第
六
期
、
一
九
九

〇)
、
九
八
〜
一
〇
二
頁
参
照
。

(

45)
註

(

34)

岳
前
掲
論
文
、
一
一
四
〜
一
一
六
頁
、
周
前
掲
書
第

一
章
三
、
一
五
〜
一
六
頁
参
照
。

(

46)

平
井
氏
や
福
井
氏
も
班
固
が
董
仲
舒
に
関
係
す
る
年
次
を
知
ら

ず
に

『

漢
書』
董
仲
舒
伝
を
著
し
た
と
考
え
て
い
る
。
註

(

４)

平

井
前
掲
論
文
、
九
〇
〜
九
一
頁
、
註

(

25)

福
井
前
掲
論
文
、
一
七

頁
参
照
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
一
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

へ
と
連

接
す
る
第
二
次

｢

制
策｣

・｢
対
策｣

が
同
伝
で
二
番
目
に
配
置
さ
れ

て
い
る
の
は
、
親
策
を
最
初
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
第
二
次

｢

制
策｣

と
元
光
元
年
五
月
の
制
策
が
同
じ
も
の
で
な
い
こ
と
の
つ
じ
つ
ま
を

合
わ
せ
る
た
め
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(

47)

自
武
帝
初
立
、
魏
其
・
武
安
侯
爲
相
而�
儒
矣
。
及
仲
舒
對
册
、

推
明
孔
氏
、
抑
黜
百
家
。
…
…

(

48)

註

(

１)

深
川
前
掲
論
文
、
二
一
〜
二
三
頁
参
照
。

(

49)�
不
在
六
藝
之
科
・
孔
子
之
術�
、
皆�
其�
、
勿
使
竝�
。

(

50)
『

漢
書』

武
帝
紀
に
よ
れ
ば
竇
太
后
の
崩
御
は
建
元
六
年
五
月

丁
亥
、『

史
記』

漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
に
よ
れ
ば
田�分
の
丞
相

就
任
は
同
年
六
月
癸
巳
で
あ
る
。

(

51)

武
帝�
位
以
來
、
凡
兩
開
賢
良
之
科
。
一
在
建
元
元
年
、
一
在

元
光
元
年
。

(

52)

平
井
氏
の
考
証
に
よ
る
。
註

(

４)

平
井
前
掲
論
文
、
九
五
〜

九
七
頁
参
照
。

(

53)

福
井
重
雅

｢

課
題
と
展
望｣

、
註

(

18)

福
井
前
掲
書
第
二
篇

終
章
、
三
九
四
頁
参
照
。

(

54)

註

(

18)

福
井
前
掲
書
第
二
篇
第
一
章
、
二
八
三
頁
参
照
。

(

55)
『

漢
書』

楚
元
王
伝
に
見
え
る
劉
向
の
上
奏
文
に
董
仲
舒
が
筆

禍
事
件
の
あ
と
太
中
大
夫
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
福
井
氏
に
よ
れ
ば

太
中
大
夫
は
誤
り
で
、
中
大
夫
が
正
し
い
。
註

(

18)

福
井
前
掲
書

第
二
篇
終
章
、
三
九
五
〜
三
九
六
頁
参
照
。

(

56)

福
井
重
雅

｢

察
挙
の
有
資
格
者
と
被
察
挙
者｣

、
註

(

２)

福

井
前
掲
書
第
二
章
第
二
節
、
一
七
七
〜
一
八
〇
頁
参
照
。

(

57)

註

(

２)

福
井
前
掲
書
第
二
章
第
二
節
、
一
八
九
〜
一
九
三
頁

参
照
。

(

58)

岳
氏
は

『

史
記』

の
用
例
を
示
し
て�
の

｢

是
時｣

を

｢

先
是｣

と
同
じ
意
味
だ
と
し
て
い
る
が
、
岳
氏
が
示
し
て
い
る
の
は

｢

當
是

之
時｣

・｢

當
是
時｣

の
用
例
で
あ
り
、｢

是
時｣

と
完
全
に
同
じ
意

味
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
註

(

34)

岳
前
掲
論
文
、
一
一
九
頁
参
照
。

(
59)

項
王
聞
淮
陰
侯
已
擧
河
北
、
破
齊
・
趙
、
且
欲�
楚
、
乃
使
龍

且
往�
之
。
淮
陰
侯
與
戰
。
騎
將
灌
嬰�
之
、
大
破
楚
軍
、�
龍
且
。

韓
信
因
自
立
爲
齊
王
。
項
王
聞
龍
且
軍
破
、
則
恐
。
使�
臺
人
武�
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三
六
四

往�
淮
陰
侯
。
淮
陰
侯
弗
聽
。
是
時
、
彭
越
復
反
、
下
梁
地
、�
楚

糧
。

(

60)
三
月
、�
王
從
臨
晉
渡
。
魏
王
豹
將
兵
從
。
下
河�
、�
殷
王
、

置
河�
郡
。
…
…
是
時
、
項
王
北�
齊
。
田
榮
與
戰
城
陽
。
田
榮
敗

走�
原
、�
原
民�
之
。
…
…
田
榮
弟�
、
立
榮
子
廣
爲
齊
王
。

(

61)

例
え
ば
、
遠
藤
隆
吉

『

支
那
思
想
発
達
史』

(

冨
山
房
、
一
九

〇
四)

、
二
八
二
頁
、
武
内
義
雄

『

支
那
思
想
史』

(

岩
波
書
店
、
一

九
三
六)

、
一
四
五
〜
一
四
八
頁
、
狩
野
直
喜

『

中
国
哲
学
史』

(

岩

波
書
店
、
一
九
五
三)

、
二
六
二
頁
な
ど
参
照
。

(

62)

永
田
英
正

｢

漢
代
の
集
議
に
つ
い
て｣

(『

東
方
学
報

(

京
都)』

第
四
三
冊
、
一
九
七
二)

、
九
八
〜
一
一
六
頁
、
渡
辺
信
一
郎

『

天

空
の
玉
座

中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼』

(

柏
書
房
、
一
九

九
六)

、
三
二
〜
三
三
頁
参
照
。

(

63)

註

(

18)

福
井
前
掲
書
第
二
篇
第
一
章
、
二
八
五
頁
参
照
。

(

64)

註

(

18)

福
井
前
掲
書
第
二
篇
第
一
章
、
二
八
七
頁
参
照
。

(

65)

第
二
次

｢

対
策｣

に

｢

臣
聞�
王
之
治
天
下
也
、
少
則�
之
學
、

長
則
材�
位
、�
祿
以
養
其�
、
刑
罰
以
威
其
惡
、
故
民
曉
於
禮
誼

而
恥
犯
其
上
。｣

、｢

今
之
郡
守
・
縣
令
、
民
之
師
帥
、�
使
承
流
而

宣
化
也
。
故
師
帥
不
賢
、
則
主�
不
宣
、
恩
澤
不
流
。
今
吏�
亡�

訓
於
下
、
或
不
承
用
主
上
之
法
、
暴�
百
姓
、
與
姦
爲
市
、
貧
窮
孤

�
、
冤
苦
失
職
、
甚
不
稱
陛
下
之
意
。｣

と
あ
る
。

(

66)

鷲
尾
祐
子

｢

前
漢
の
任
官
登
用
と
社
会
秩
序

孝
廉
と
博
士

弟
子

｣
(

立
命
館
東
洋
史
学
会
中
国
古
代
史
論
叢
編
集
委
員
会

編

『

中
国
古
代
史
論
叢』

第
五
集
、
立
命
館
東
洋
史
学
会
、
二
〇
〇

八)

、
三
二
〜
三
八
頁
参
照
。

(

67)

永
田
正
英｢

漢
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級｣

(『

東
方
学
報(

京
都)』

第
四
一
冊
、
一
九
七
〇)

、
一
五
八
〜
一
六
五
頁
参
照
。

(

68)

博
士
弟
子
制
度
が
教
化
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
註

(

66)

鷲
尾
前
掲
論
文
、
三
二
〜
三
八
頁
参
照
。
董
仲
舒
は
対
策
し
て
太
学

の
設
立
を
献
策
し
た
が
、
武
帝
が
博
士
弟
子
制
度
の
設
立
を
発
議
し

た
の
は
そ
の
十
年
後
で
あ
り
、
そ
の
発
議
が
董
仲
舒
の
献
策
を
直
接

採
用
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
孝
廉
の
察
挙

と
同
じ
よ
う
に
、
博
士
弟
子
制
度
の
思
想
的
な
基
礎
も
董
仲
舒
の
思

想
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
個

に
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

69)

註

(

３)

深
川
前
掲
論
文
、
五
九
〜
八
五
頁
参
照
。

(

70)

教
化
を
天
に
根
拠
づ
け
る
董
仲
舒
の
思
想
が
当
時
の
知
識
人
に

広
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
昭
帝
の
始
元
六
年

(

前
八
一)

に
行
わ
れ

た
塩
鉄
会
議
の
記
録
に
も
と
づ
き
、
宣
帝
期
に
桓
寛
が
編
纂
し
た

『

塩
鉄
論』

の

｢

論�｣
篇
・｢

詔
聖｣

篇
な
ど
に
見
え
る
文
学
の
発

言
か
ら
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

71)
福
井
氏
は
前
漢
後
期
に
董
仲
舒
学
派
が
存
在
し
、｢

董
仲
舒
書｣
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仲
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三
六
五

を
整
理
纂
輯
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
註

(

18)

福
井
前
掲
書
第
二
篇

第
三
章
、
三
七
一
〜
三
七
八
頁
参
照
。

(

72)
岩
野
忠
昭

｢

前
漢
郊
祭
考

『

春
秋
繁
露』

を
中
心
と
し
て｣

(『

東
洋
文
化』

復
刊
第
七
八
号
、
一
九
九
七)

、
二
〜
一
五
頁
参
照
。

(

臺
灣
輔
仁
大
學
哲
學
系
博
士
候
選
人)


