
｢
法
學
盛
衰
說
﹂
譯
�

周

袈

忠

�

〔
解

題
︺

｢
法
學
盛
衰
說
﹂
は
沈
家
本

(
一
八
四
〇
～
一
九
一
三
)
が
著
し
た
書
物
で
︑
﹃
寄
簃
�
存
﹄
中
に
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
︒
本
書
は
中
國
に
お

け
る
法
學
の
盛
衰
に
つ
い
て
︑
歷


�
に
そ
の
理
由
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
︒

沈
家
本
は
歸
安

(
浙
江
省
湖
州
市
)
の
人
で
字
は
子
惇
︑
號
は
寄
簃
ま
た
は
枕
碧
樓
︑
諱
は
家
本
で
あ
る
︒
一
八
八
三

(
光
緖
九
)
年
に


士
に
擧
げ
ら
れ
︑
天
津
府
知
府
︑
保
定
府
知
府
︑
𠛬
部
左
侍
郞
︑
大
理
院
正
卿
︑
法
部
右
侍
郞
︑
�
政
院
副
總
裁
等
の
職
を
歷
任
す
る
︒

中
國
で
は
�
律
以
來
淸
律
に
至
る
ま
で
︑
法
典
が
大
幅
に
變
�
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
歐
洲
列
强
の
擡
頭
が
こ
れ
に
水
を
差
す
こ
と

に
な
っ
た
︒
對
外
戰
爭
で
の
敗
北
が
相
�
ぎ
︑
そ
の
結
果
閲
結
さ
せ
ら
れ
た
不
�
等
條
�
を
改
定
す
る
た
め
︑
歐
洲
�
�
代
法
典
の
整
備
が

求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
一
九
〇
一

(
光
緖
二
十
七
)
年
︑
怨
政
の
詔
が
發
布
さ
れ
て
淸
�
が
改
革
に
乘
出
す
と
︑
沈
家
本
は
一
九
〇
四
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(
光
緖
三
十
)
年
に
淸
�
が
怨
政
政
策
の
一
�
と
し
て
設
立
し
た
修
訂
法
律
館
に
於
い
て
︑
中
國
の
固
�
法
に
西
洋
法
槪
念
を
取
入
れ
よ
う

と
し
て
法
律
修
訂
の
任
に
あ
た
り
︑
一
九
〇
七

(
光
緖
三
十
三
)
年
に
は
修
訂
法
律
大
臣
と
な
っ
て
﹁
大
淸
𠛬
律
草
案
﹂
︑
﹁
大
淸
現
行
𠛬

律
﹂
︑
﹁
大
淸
商
律
草
案
﹂
︑
﹁
大
淸
𠛬
事
訴
訟
律
﹂
�
び
﹁
大
淸
民
事
訴
訟
律
﹂
等
の
�
纂
に
寄
與
し
た
︒

｢
沈
氏
の
法
律
修
訂
の
目
標
は
︑
 
面
�
な
現
代
�
法
治
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
が
(
1
)
︑
元
來
︑
中
國
は
歷


�
に
獨
自
の
法
律

槪
念
を
�
し
て
を
り
︑
﹁
現
代
�
法
治
﹂
卽
ち
歐
洲
の
�
代
�
な
法
律
�
纂
に
反
對
す
る
空
氣
も
根
强
か
っ
た
︒
傳
瓜
�
な
中
國
法
は
︑
𠛬

事
法

(
律
)
と
行
政
法

(
令
)
の
公
法
に
限
定
さ
れ
て
を
り
︑
民
法
や
商
法
な
ど
の
私
法
の
分
野
は
存
在
し
な
い
︒
ま
た
規
範
槪
念
も
歐
洲

の
も
の
と
大
き
く
衣
な
っ
て
ゐ
た
︒
中
國
に
は
禮
規
範
と
法
規
範
と
い
ふ
二
つ
の
規
範
が
倂
存
し
て
ゐ
た
︒
禮
と
は
︑
古
來
︑
長
い
年
#
を

か
け
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
︑
禮
儀
や
慣
$
の
こ
と
で
あ
る
︒
後
に
こ
の
禮
儀
や
慣
$
は
︑
孔
子
を
中
心
と
す
る
儒
家
に
よ
っ
て
�
�
�
さ
れ
︑

外
か
ら
人
閒
を
拘
束
す
る
禮
と
し
て
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
儒
敎
が
國
敎
�
さ
れ
た
漢
代
以
影
は
︑
儒
家
と
法
家
の
思
想
を
折
衷
し
た

形
︑
す
な
は
ち
禮
と
法
が
共
存
す
る
形
で
︑
社
會
秩
序
の
安
定
が
は
か
ら
れ
て
い
っ
た
︒
こ
の
や
う
な
獨
自
の
法
律
槪
念
を
�
し
て
ゐ
た
中

國
で
歐
洲
�
�
代
法
典
の
)
入
を
圖
ら
う
と
し
た
の
で
︑
怨
た
な
法
典
を
め
ぐ
る
論
爭
が
卷
*
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
歐
洲
の
�
代
�
な
法

典
�
纂
を

め
よ
う
と
す
る
改
革
+
に
對
し
て
︑
禮
を
,
ぶ
保
守
+
は
︑
怨
た
な
法
典
�
纂
が
傳
瓜
�
な
家
族
制
度
や
皇
-
權
力
の
あ
り
方

に
影
.
を
與
へ
か
ね
な
い
と
し
て
︑
法
律
の
�
代
�
に
强
硬
に
反
對
し
た
の
で
あ
る
︒
か
う
し
た
困
難
な
狀
況
の
下
で
︑
沈
家
本
は
傳
瓜
�

な
中
國
の
法
律
槪
念
を
歷


�
に
考
察
し
︑
そ
の
1
點
を
探
ら
う
と
し
た
︒
そ
の
試
み
が
︑
こ
の
﹁
法
學
盛
衰
說
﹂
で
あ
る
︒
沈
家
本
は
法

と
禮
︑
儒
敎
思
想
と
法
家
思
想
の
關
係
を
歷


�
に
考
察
し
つ
つ
︑
儒
家
が
法
學
を
學
ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
問
題
の
根
源
を
見
い
だ
す

の
で
あ
る
︒
當
時
の
權
力
者
3
が
法
律
を
議
論
す
る
こ
と
を
忌
4
す
る
現
狀
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
い
ふ
今
日
�
5
義
を
理
解
し
た
上
で
︑
沈

家
本
が
本
6
を
執
筆
し
た
こ
と
が
分
る
︒

ま
た
︑
沈
家
本
は
漢
律
の
收
集
硏
究
と
し
て
﹃
漢
律
摭
9
﹄
を
著
し
て
ゐ
る
︒
そ
も
そ
も
中
國
で
は
︑
�
律
が
傳
瓜
�
に
法
律
の
基
準
と
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さ
れ
て
き
た
︒
�
律
は
﹁
中
國
な
い
し
東
亞
法
制


の
か
な
め

・

・

・

﹂
と
さ
れ
(
2
)
︑
時
代
が
下
っ
て
か
ら
も
︑
時
代
々
々
の
法
典
�
纂
に
影
.
を
與

へ
續
け
た
︒
滋
賀
秀
三
氏
は
い
ふ
︒
﹁
�
律
は
︑
南
宋
の
世
を
;
る
ま
で
廢
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
常
に
基
本
法
た
る
效
力
を
�
し
て
い
た

の
で
あ
り
︑
元
�
に
お
い
て
は
︑
現
行
法
た
る
性
格
を
こ
そ
失
っ
た
が
︑
か
え
っ
て
︑
實
定
法
の
不
備
に
乘
じ
て
法
實
務
の
絕
好
の
指
南
書

と
し
て
︑
空
=
の
液
布
を
見
た
の
で
あ
る
﹂
と
(
3
)
︒
ま
た
�
代
に
�
纂
さ
れ
た
�
律
も
﹁
い
わ
ば
�
律
の
改
訂
版
﹂
で
あ
っ
た
た
め
(
4
)
︑
�
律
を

基
礎
と
し
て
制
定
さ
れ
た
淸
律
ま
で
︑
絕
え
ず
�
律
は
影
.
を
與
へ
續
け
て
き
た
と
い
へ
る
︒
さ
う
し
た
中
で
沈
家
本
は
︑
漢
律
に
着
目
し

て
﹃
漢
律
摭
9
﹄
を
著
し
た
︒
そ
の
自
序
で
︑
沈
家
本
は
�
の
や
う
に
い
ふ
︒

商
鞅

法
を
變
じ
て
秦
の
孝
公
に

相
し
ょ
う

た
り
て
自よ

り
︑
秦
以
つ
て
强
し
︒
秦
人
世
々
其
の
法
を
守
る
︒
是
れ
秦
の
先
世
の
用
ゐ
る
B
の
者

は
︑
商
鞅
の
法
な
り
︒
(
中
略
)
始
皇
の
用
ゐ
る
B
の
者
も
︑
亦
た
商
鞅
の
法
な
り
︒
鞅
の
法
︑
之
れ
を
李
悝
に
C
く
︒
(
自
商
鞅
變
法

相
秦
孝
公
︑
而
秦
以
强
︒
秦
人
世
守
其
法
︒
是
秦
先
世
B
用
者
︑
商
鞅
之
法
也
︒
(
中
略
)
始
皇
之
B
用
者
︑
亦
商
鞅
之
法
也
︒
鞅
之

法
︑
C
之
李
悝
︒
)

沈
家
本
は
秦
�
が
强
大
な
國
家
を
保
持
し
得
た
理
由
を
︑
商
鞅
が
行
っ
た
變
法
に
求
め
る
(
5
)
︒
ま
た
︑
始
皇
-
が
用
ゐ
た
法
律
も
商
鞅
の
法

が
原
型
で
あ
る
が
︑
商
鞅
の
法
の
元
を
X
れ
ば
戰
國
の
魏
の
李
悝
の
�
し
た
﹃
法
經
﹄
六
6
で
あ
る
と
い
ふ
(
6
)
︒
さ
ら
に
︑

漢
法
は
亦
た
李
悝
に
本
づ
き
て
︑
之
れ
を
參
ず
る
に
︑
秦
法
を
以
つ
て
す
︒
秦
法
を
取
り
て
之
れ
を
 
襲
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
︒

(
漢
法
亦
本
于
李
悝
︑
而
參
之
以
秦
法
︒
非
取
秦
法
而
 
襲
之
也
︒
)

｢法學盛衰說」譯�
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と
し
て
︑
漢
律
が
﹃
法
經
﹄
六
6
に
基
づ
い
て
ゐ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
�
の
や
う
に
言
ふ
︒

�
律
の
漢
律
を
用
ゐ
承
る
も
の
は
︑
枚
擧
す
べ
か
ら
ず
︒
(
中
略
)
�
律
の
根
源
を
求
む
れ
ば
︑
D
に
夫か

の
漢
律
を
硏
究
せ
ざ
る
べ
か

ら
ず
︒
(
�
律
之
承
用
漢
律
者
︑
不
可
枚
擧
︒
(
中
略
)
求
�
律
之
根
源
︑
D
不
可
不
硏
究
夫
漢
律
矣
︒
)

�
律
の
中
に
は
漢
律
に
基
づ
く
部
分
が
非
常
に
多
い
︒
つ
ま
り
︑
沈
家
本
は
中
國
法
に
影
.
を
與
へ
續
け
た
�
律
の
淵
源
を
漢
律
と
﹃
法

經
﹄
六
6
に
求
め
て
ゐ
た
と
知
れ
よ
う
︒
そ
し
て
現
存
し
な
い
﹃
法
經
﹄
六
6
を
閒
接
�
に
硏
究
す
る
た
め
︑
﹃
法
經
﹄
六
6
が
影
.
を
與

へ
た
物
と
し
て
當
時
と
し
て
は
手
に
入
る
�
古
の
法
典
で
あ
る
漢
律
の
硏
究
の
必
F
性
を
說
い
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
や
う
に
︑

沈
家
本
は
他
の
法
律
學
者
に
は
見
ら
れ
な
い
視
點
を
持
ち
︑
法
律
の
硏
究
を
續
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒

沈
家
本
は
﹁
淸
末
第
一
液
の
法
學
者
﹂
と
H
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
碩
學
で
あ
り
(
7
)
︑
多
く
の
著
作
を
殘
し
た
︒
特
に
本
6
を
載
せ
て
ゐ
る
﹃
寄

簃
�
存
﹄
は
︑
沈
家
本
の
立
法
關
係
の
奏
議
︑
歷
代
法
典
に
つ
い
て
の
序
跋
�
び
論
說
や
考
釋
な
ど
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

本
譯
�
の
底
本
は
︑
鄧
經
元
・
騈
宇
騫
點
校
﹃
歷
代
𠛬
法
考

附

寄
簃
�
存
﹄
第
四
卷

(
中
華
書
局

一
九
八
七
年
)
B
收
の
﹃
寄
簃

�
存
﹄
を
用
ゐ
た
︒

な
ほ
︑
字
體
に
つ
い
て
は
︑
原
則
と
し
て
正
漢
字
を
用
ゐ
た
︒
ま
た
︑
假
名
L
は
歷


�
假
名
L
に
瓜
一
し
た
が
︑
字
M
假
名
L
の
N
用

は
4
け
た
︒
O
宜
︑
�
中
に
は
句
讀
點
や
﹁
﹂
な
ど
の
記
號
を
補
ひ
︑
內
容
や
讀
み
や
す
さ
に
應
じ
て
︑
怨
た
に
段
落
分
け
を
行
っ
た
部
分

も
あ
る
︒

24(536)



【
�
︼

(
1
)

李
貴
連
﹃
沈
家
本
年
�
長
�
﹄
一
二
頁
︑
山
東
人
民
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︒

(
2
)

滋
賀
秀
三
著
︑
律
令
硏
究
會
�
﹃
譯
�
日
本
律
令
﹄
五

(
�
律
駅
議
�
6
一
)
三
四
三
頁
︑
東
京
堂
出
版
︑
昭
和
五
四
年
︒

(
3
)

滋
賀

=
揭
書
︑
三
四
二
頁
︒
滋
賀
氏
の
言
は
︑
仁
井
田
陞
氏
と
牧
野
巽
氏
の
硏
究
を
踏
ま
へ
た
も
の
で
あ
る
︒
仁
井
田
陞
︑

牧
野
巽
﹁
故
�
律
駅
議
製
作
年
代
考

(
下
)
﹂
(﹃
東
方
學
報

東
京
﹄
二
册
︑
東
方
�
�
學
院
東
京
硏
究
B
︑
昭
和
六
年
)
︒

(
4
)

滋
賀

=
揭
書
︑
三
四
二
頁
︒

(
5
)

商
鞅

(
？
～
紀
元
=
三
三
八
)
と
は
︑
戰
國
時
代
の
衞
出
身
の
政
治
家
︒
名
は
鞅
︑
姓
は
公
孫
氏
と
い
ふ
︒
秦
の
孝
公
の
信
任

を
得
て
變
法
の
令
を
定
め
て
諸
制
の
改
革
や
富
國
强
兵
に
努
め
た
︒

(
6
)

李
悝

(
紀
元
=
四
五
五
頃
～
紀
元
=
三
九
五
頃
)
と
は
︑
戰
國
時
代
の
政
治
家
︒
孔
子
の
弟
子
の
子
夏
に
學
ん
で
︑
魏
の
�
侯

に
仕
へ
た
︒
﹃
法
經
﹄
六
6
を
作
り
︑
こ
れ
を
商
鞅
が
繼
承
し
て
秦
の
𠛬
法
典
と
な
る
︒
さ
ら
に
漢
代
に
丞
相
の
䔥
何
が
取
V

し
て
三
6
を
加
へ
﹁
九
違
律
﹂
を
作
っ
た
と
言
は
れ
る
︒

(
7
)

島
田
正
郞
﹃
淸
末
に
お
け
る
�
代
�
法
典
の
�
纂
﹄
二
八
一
頁
︑
創
�
社
︑
昭
和
五
五
年
︒

法
學
盛
衰
說

孔
子
言
�
政
齊
𠛬
︑
而
必
�
之
以
德
禮
︒
是
制
治
之
原
︒
不
�
重
乎
法
︒
然
亦
不
能
廢
法
而
不
用
︒
�
廷
尙


皋
陶
︒
周
室
尙


蘇
公
︒

此
古
之
法
家
︑
竝
是
專
門
之
學
︒
故
法
學
重
焉
︒
自
商
鞅
以
刻
�
之

行
其
法
︑
寡
恩
積
怨
而
人
心
以
離
︑
李
斯
行
督
責
之
令
而
二
世
以
�
︑

人
或
�
法
學
爲
不
足
尙
︒
然
此
用
法
之
�
︒
而
豈
法
之
�
哉
︒
漢
改
秦
苛
法
︑
蕭
何
修
律
︒
雖
以
李
悝
之
法
爲
本
︑
而
秦
法
亦
采
之
︒
然
惠

｢法學盛衰說」譯�

25 (537)



�
除
夷
族
之
法
︒
�
�
除
�
謗
妖
言
之
法
︑
除
肉
𠛬
︒
景
�
減
笞
法
︒
其
時
︑
人
民
安
樂
�
致
𠛬
措
︒
用
法
而
行
之
以
仁
恕
之
心
︒
法
何
嘗



�
︒
嘗
考
法
學
之
盛
衰
︑
而
推
求
其
故
矣
︒

【
訓
讀
︼

孔
子
政
を

W
み
ち
び

き
𠛬
を

齊
と
と
の

ふ
る
を
言
ひ
て
︑
必
ず
之
れ
を

む
る
に
德
と
禮
と
を
以
つ
て
す
(
1
)
︒
是
れ
制
治
の
原
な
り
︒
法
を
^か
た

よ

り
重
ん
ぜ
ず
︒
然
れ
ど
も
亦
た
法
を
廢
し
て
用
ゐ
ざ
る
能
は
ず
︒
`
廷
に
尙な

ほ
皋こ
う

陶よ
う

�
り
(
2
)
︒
周
室
に
尙
ほ
蘇
公
�
り
(
3
)
︒
此
れ
古
の
法
家
に
し

て
︑
竝と

も

に
是
れ
專
門
の
學
な
り
︒
故
に
法
學
は
重
ん
ぜ
ら
る
︒
商
鞅
は
刻
e
の
�
を
以
つ
て
其
の
法
を
行
ひ
︑
恩
寡
く
怨
を
積
み
て
人
心
以

つ
て
離
れ
︑
李
斯

り

し

は
督
責
の
令
を
行
ひ
て
二
世
以
つ
て
g
び
し
自よ

り
(
4
)
︑
人
或
い
は
法
學
を
eか
ろ

ん
じ
て

尙
た
っ
と

ぶ
に
足
ら
ず
と
爲
す
︒
然
る
に
此

れ
法
を
用
ゐ
る
の
j
ち
な
り
︒
豈
に
法
の
j
ち
な
ら
ん
や
︒
漢
は
秦
の
苛
法
を
改
め
︑

蕭
し
ょ
う

何か

は
律
を
修
す
(
5
)
︒
李り

悝か
い

の
法
を
以
つ
て
本
と
爲

す
と
雖
も
(
6
)
︑
秦
法
も
亦
た
之
れ
を
采と

る
︒
然
れ
ど
も
惠
-
は
族
を
夷
す
る
の
法
を
除
く
(
7
)
︒
�
-
は
l
謗
妖
言
の
法
を
除
き
て
(
8
)
︑
肉
𠛬
を
除
く
(
9
)
︒

景
-
は
︑
笞
法
を
減
ず
(
10
)
︒
其
の
時
︑
人
民
は
安
樂
に
し
て

m
ほ
と
ん

ど
𠛬
措
を
致
す
︒
法
を
用
ゐ
て
之
れ
を
行
ふ
に
仁
恕
の
心
を
以
つ
て
す
︒
法

は
何
ぞ
嘗
て
p
�
ら
ん
や
︒

嘗
こ
こ
ろ

み
に
法
學
の
盛
衰
を
考
へ
︑
其
の
故わ
け

を
推
し
求
む
︒

【
譯
︼

孔
子
が
政
治
に
つ
い
て
說
き
︑
𠛬
罰
を
整
へ
る
こ
と
を
云
っ
た
際
︑
必
ず
德
と
禮
を
基
礎
と
す
る
と
考
へ
た
︒
德
や
禮
は
政
治

の
源
で
あ
り
︑
法
律
に
ば
か
り
^
っ
て
,
重
し
な
い
の
で
あ
る
︒
倂
し
︑
法
律
を
廢
止
し
て
用
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
舜

の
�
廷
に
︑
皋
陶
が
ゐ
た
︒
周
の
王
室
に
︑
蘇
公
が
ゐ
た
︒
彼
ら
は
︑
昔
の
法
家
で
あ
り
︑
ま
た

(
法
は
)
專
門
の
學
で
あ
っ
た
︒
だ

か
ら
法
學
は
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
︒
(
戰
國
時
代
︑
衞
國
の
)
商
鞅
が
︑
e
s
な
�
質
で
も
っ
て
法
律
を
實
行
し
て
︑
人
民
に
恩

は
少
な
く
怨
み
を
か
っ
た
結
果
︑
民
心
は
離
れ
て
し
ま
ひ
︑
ま
た
李
斯
が
形
名
參
同
の
命
令
を
行
っ
て
︑
秦
の
二
世
皇
-
が
g
ん
で
以

影
︑
人
は
法
學
を
輕
ん
じ
て
,
ぶ
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し
た
︒
け
れ
ど
も
こ
れ
は
︑
法
の
t
用
上
の
j
失
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
法
自
體
の
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j
失
で
あ
ら
う
か
︑
い
や
法
の
j
失
で
は
な
い
︒
漢
は
秦
の
嚴
し
い
法
律
を
改
め
て
︑
蕭
何
は
﹁
九
違
律
﹂
を
作
っ
た
︒
彼
は
李
悝
が

作
っ
た
法
律
を
手
本
と
し
た
と
は
云
へ
︑
秦
法
も
u
用
し
て
ゐ
る
︒
倂
し
︑
(
漢
の
)
惠
-
は
夷
族
の
法
を
除
い
て
︑
�
-
は
l
謗
妖

言
の
法
を
除
き
︑
肉
𠛬
を
除
い
た
︒
景
-
は
︑
笞
法
を
輕
減
し
た
︒
其
の
時
︑
人
民
は
安
樂
で
あ
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど
𠛬
法
は
あ
っ
て
も

用
ゐ
な
い
狀
況
と
な
っ
た
︒
法
律
を
用
ゐ
て
實
行
す
る
の
に
︑
思
ひ
や
り
の
心
で
行
ふ
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
法
に
p
v
が
�
っ
た
り

し
よ
う
か
︑
い
や
�
っ
た
り
は
し
な
い
︒
今
︑
法
學
の
盛
衰
を
考
へ
︑
理
由
を
考
察
し
て
み
よ
う
︒

【
�
︼

(
1
)

『
論
語
﹄
爲
政
6
︒

(
2
)

皋
陶
と
は
︑
堯
舜
時
代
の
傳
說
上
の
賢
人
︒
舜
の
時
に
獄
官
の
長
と
な
り
︑
五
𠛬

(
入
墨
︑
y
そ
ぎ
︑
足
き
り
︑
宮
𠛬
︑
死

𠛬
)
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
︒

(
3
)

『
尙
書
﹄
立
政
6
︒
蘇
公
と
は
︑
蘇
忿
生

(
生
沒
年
不
�
)
の
こ
と
︒
武
王
の
時
︑
司
寇
と
な
り
︑
獄
事
を
掌
っ
た
︒
蘇
に
封

ぜ
ら
れ
た
︒

(
4
)

李
斯

(
？
～
紀
元
=
二
〇
八
)
と
は
︑
秦
代
の
政
治
家
︒
幼
少
z
か
ら
荀
況
に
つ
い
て
學
び
︑
法
治
{
義
者
と
な
っ
た
︒
始
皇

-
の
時
丞
相
と
な
り
︑
郡
縣
制
の
實
施
や
禁
書
の
令
に
よ
る
思
想
の
瓜
一
な
ど
︑
彼
の
円
議
に
よ
る
政
策
が
多
く
行
は
れ
た
︒

督
責
の
令
と
は
︑
自
分
の
ポ
ス
ト
に
應
じ
た
仕
事
を
せ
よ
と
い
ふ
命
令
︒
𠛬
(
中
身
)
と
名
(
仕
事
)
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
︒

(
5
)

｢
律
﹂
は
九
違
律
の
こ
と
︒
﹃
法
經
﹄
六
6
に
興
律
・
	
律
・
戶
律
の
三
6
を
加
へ
て
︑
九
違
と
し
た
と
い
は
れ
る
︒

(
6
)

『
法
經
﹄
六
6
の
こ
と
︒
盜
法
・
}
法
・
囚
法
・
捕
法
・
雜
法
・
具
法
の
六
6
か
ら
な
っ
て
ゐ
た
と
い
は
れ
る
︒

(
7
)

三
族
を
殺
す
と
い
ふ
法
︒
漢
代
に
は
︑
三
族
は
父
母
・
妻
子
・
同
產
の
こ
と
を
表
し
て
ゐ
た
と
い
ふ

(
內
田
智
雄
﹃
譯
�

中

｢法學盛衰說」譯�
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國
歷
代
𠛬
法
志
﹄
四
二
頁
)
︒

(
8
)

『
漢
書
﹄
高
-
紀
︒
l
謗
妖
言
の
法
と
は
︑
天
子
を
そ
し
っ
た
り
︑
あ
ら
ぬ
こ
と
を
言
ひ
ふ
ら
し
て
︑
人
心
を
惑
し
た
り
す
る

者
に
對
し
て
漢
初
は
そ
の
舌
を
斷
っ
て
ゐ
た
(﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
)
︒

(
9
)

『
漢
書
﹄
�
-
紀
︒
肉
𠛬
と
は
︑
肉
體
を
傷
つ
け
た
り
︑
身
體
の
一
部
を
切
取
っ
た
り
す
る
𠛬
︒
漢
代
に
は
三
種
の
肉
𠛬

(
黥

い
れ
ず
み

・

劓
は
な
き
り

・

刖
あ
し
き
り

)
が
あ
り
︑
漢
初
に
は
宮
𠛬
も
行
は
れ
て
ゐ
た

(﹃
漢
書
﹄
景
-
紀
)
︒
肉
𠛬
は
︑
�
-
が
廢
止
し
た
後

も
︑
實
際
に
は
時
に
行
は
れ
て
ゐ
た
が
︑
そ
れ
は
正
𠛬
と
し
て
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
私
𠛬
の
一
種
と
し
て
行
は
れ
た
︒

(
10
)

『
漢
書
﹄
𠛬
法
志
︒
笞
法
と
は
︑
む
ち
で
う
つ
𠛬
罰
を
定
め
る
法
︒
�
-
は
怨
た
に
︑
む
ち
う
つ
囘
數
を
五
百
ま
た
は
三
百
と

し
た
が
︑
囘
數
が
餘
に
多
す
ぎ
︑
C
𠛬
者
は
結
局
︑
死
g
す
る
か
ま
た
は
廢
人
と
な
る
結
果
と
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
紀
元
=
一

五
六

(
景
-
元
)
年
︑
笞
五
百
を
三
百
に
︑
笞
三
百
を
二
百
に
減
ら
し
︑
さ
ら
に
紀
元
=
一
四
四

(
中
元
六
)
年
︑
笞
三
百
を

二
百
に
︑
笞
二
百
を
百
に
減
ら
し
︑
ま
た
笞
の
樣
式
︑
笞
を
加
ふ
る
箇
B
や
笞
を
加
へ
る
人
な
ど
を
規
定
す
る
箠
令
を
︑
怨
た

に
定
め
る
に
至
っ
た
︒

按
法
家
者
液
出
于
理
官
︒
自
李
悝
著
法
經
︑
其
後
則


商
鞅
︑
申
不
�
︑
處
子
︑
愼
到
︑
韓
非
︑
游
棣
子
諸
人
︒
竝


著
作
列
在
﹃
漢

志
﹄
法
家
︒
是
戰
國
之
時
︑
此
學
�
盛
︒
迨
李
斯
相
秦
︑
議
�
�
官
非
﹃
秦
記
﹄
皆
燒
之
︑
非
�
士
官
�
職
天
下
敢


藏
﹃
詩
﹄
︑
﹃
書
﹄
︑

百
家
語
者
︑
悉
詣
守
尉
雜
燒
之
︒
若
欲
學
法
令
者
︑
以
�
爲
師
︒
自
是
︑
法
令
之
書
藏
于
官
府
︑
天
下
之
士
︑
阨
于
聞
見
︒
斯
時
︑
�
廷
之

上
︑
方
以
法
爲
尙
︑
而
四
海
之
內
︑
必


不
�
以
�
爲
師
者
︒
而
此
學
亦
!
衰
︒

【
訓
讀
︼

按
ず
る
に
法
家
者
液
は
理り

官か
ん

よ
り
出
づ
(
1
)
︒
李
悝

法
經
を
著
せ
し
自
り
︑
其
の
後
︑
則
ち
商
鞅
︑
申し
ん

不ふ

vが
い
(
2
)︑
處し
ょ

子し

(
3
)︑
愼
到

し
ん
と
う
(
4
)︑
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韓か
ん

非ぴ

(
5
)︑
游ゆ
う

棣て
い

子し

の
諸
人
�
り
(
6
)
︒
竝み

な
著
作
�
り
て
︑
﹃
漢
志
﹄
の
法
家
に
列
せ
ら
る
︒
是
れ
戰
國
の
時
︑
此
の
學
�
も
盛
ん
な
れ
ば
な
り
︒

李
斯
の
秦
に
相
た
る
に
迨お

よ

び
て
︑
議
し
て
�
ふ
︑


官
︑
﹃
秦
記
﹄
に
非
ざ
れ
ば
皆
之
れ
を
燒
き
(
7
)
︑
�
士
の
官
と
し
て
職
と
す
る
B
に
非
ず

し
て
天
下
に
敢
へ
て
﹃
詩
﹄
︑
﹃
書
﹄
︑
百
家
の
語
を
藏
す
る
者
�
れ
ば
︑

悉
こ
と
ご
と

く
守
尉
に
詣い
た

り
て
雜ま
じ

へ
て
之
を
燒
か
し
め
ん
(
8
)
︒
若
し
法
令
を

學
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
�
を
以
つ
て
師
と
す
べ
き
こ
と
を
(
9
)
︒
是こ

れ
自
り
︑
法
令
の
書

官
府
に
藏
せ
ら
れ
て
︑
天
下
の
士

聞
見
す
る
に

阨く
る
し

む
︒
斯こ

の
時
︑
�
廷
の
上
︑
方ま
さ

に
法
を
以
つ
て
尙
ぶ
と
爲
す
も
︑
四
海
の
內
は
︑
必
ず
�
を
以
つ
て
師
と
爲
す
を

J
い
さ
ぎ
よ

し
と
せ
ざ
る
者

�
り
︒
此
の
學
亦
た
�
に
衰
ふ
︒

【
譯
︼

思
ふ
に
︑
法
家
の
液
れ
は
理
官
か
ら
出
て
ゐ
る
︒
李
悝
が
﹃
法
經
﹄
を
著
し
て
か
ら
︑
其
の
後
は
商
鞅
︑
申
不
v
︑
處
子
︑
愼

到
︑
韓
非
子
︑
游
棣
子
の
人
々
が
ゐ
た
︒
彼
ら
に
は
 
て
著
作
が
�
り
︑
﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
の
法
家
の
項
に
列
せ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
戰
國

の
頃
︑
法
學
は
�
も
盛
ん
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
李
斯
が
秦
の
大
臣
に
な
っ
て
か
ら
︑
議
論
し
て
︑


官
に
﹃
秦
記
﹄
で
な
い
も
の

は
皆
な
燒
き
︑
�
士
が
官
と
し
て
す
る
職
務
で
は
な
い
の
に
︑
世
の
中
に
敢
へ
て
﹃
詩
經
﹄
や
﹃
書
經
﹄
︑
諸
子
百
家
の
書
物
を
B
藏

す
る
者
が
ゐ
れ
ば
︑
守
尉
へ
行
っ
て
一
ま
と
め
に
し
て
︑
此
れ
を
燒
く
︒
法
律
を
學
ば
う
と
す
れ
ば
︑
�
を
先
生
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
︑
願
ひ
出
た
︒
こ
の
時
か
ら
︑
法
律
の
書
は
官
廳
に
於
い
て
B
藏
さ
れ
た
︒
天
下
の
知
識
人
は
︑
知
識
を
得
る
の
に
苦
し
ん
だ
︒

こ
の
時
︑
�
廷
で
は
丁
度
法
律
を
重
視
し
て
ゐ
て
も
︑
世
界
で
必
ず
�
を
先
生
と
す
る
こ
と
を
快
く
思
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
︒
法
學
は
�

に
衰
へ
た
︒

【
�
︼

(
1
)

『
漢
書
﹄
藝
�
志
︒
理
官
と
は
︑
罪
を
�
べ
て
𠛬
を
決
め
る
官
︒

｢法學盛衰說」譯�

29 (541)



(
2
)

申
不
v

(
？
～
紀
元
=
三
三
七
)
と
は
︑
戰
國
時
代
の
法
家
に
屬
す
る
學
者
︒
韓
の
昭
侯
の
宰
相
と
し
て
︑
富
國
强
兵
に
つ
と

め
た
︒
彼
の
思
想
を
�
治
{
義
と
云
ひ
︑
韓
非
は
後
に
申
不
v
の
�
治
と
商
鞅
の
法
治
︑
愼
到
の
勢
治
を
總
合
し
て
︑
法
家
の

學
を
確
立
し
た
︒

(
3
)

處
子

(
生
沒
年
不
詳
)
と
は
︑
周
代
の
趙
の
人
︒
﹃
九
6
﹄
を
著
し
た
︒

(
4
)

愼
到
(
生
沒
年
不
詳
)
と
は
︑
戰
國
時
代
の
法
家
︒
彼
の
思
想
は
人
閒
を
社
會
機
�
上
の
存
在
で
あ
る
と
み
て
︑
{
體
�
な
智
慮

を
V
て
︑
法
の
定
ま
っ
た
分
限
に
從
ひ
︑
客
觀
�
な
必
然
性
に
順
應
す
べ
き
こ
と
を
{
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

(
5
)

韓
非

(
紀
元
=
二
八
〇
頃
～
紀
元
=
二
三
三
頃
)
と
は
︑
戰
國
時
代
末
z
の
法
治
{
義
者
︒
韓
非
は
𠛬
名
法
�
を
好
み
︑
李
斯

と
共
に
荀
況
に
學
ん
だ
が
︑
儒
家
の
思
想
や
學
問
を
�
v
無
益
と
し
て
排
斥
し
た
︒
韓
非
は
法
が
W
德
に
對
し
て
絕
對
�
な
優

位
に
立
つ
と
說
く
︒
ま
た
法
を
t
用
す
る
技
�
で
あ
る
法
�
の
必
F
性
か
ら
︑
形

(
𠛬
)
名
參
同
︑
卽
ち
名
實
が
一
致
し
て
ゐ

る
か
ど
う
か
を
檢
討
す
る
や
う
說
い
た
︒

(
6
)

游
棣
子
と
は
︑
法
家
の
學
者
︒
﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
に
︑
著
作
が
B
藏
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒

(
7
)

『
秦
記
﹄
と
は
︑
秦
の
年
代
記
︒
司
馬

は
こ
の
書
に
據
っ
て
﹃


記
﹄
の
六
國
年
表
を
作
成
し
た
︒

(
8
)

『


記
﹄
始
皇
本
紀
︒
守
尉
と
は
︑
郡
守
と
都
尉
の
こ
と
︒
秦
漢
の
頃
︑
各
郡
に
あ
っ
た
役
人
︒
守
は
郡
を
治
め
る
こ
と
を
掌

り
︑
尉
は
守
を
助
け
て
軍
人
・
兵
士
を
掌
っ
た
︒

(
9
)

『


記
﹄
李
斯
傳
︒

漢
興
︑
雖
弛
秦
厲
禁
︑
而
積
#
已
久
︑
未
能
!
改
︒
外
郡
之
學
律
令
者
︑
必
詣
京
師
︑
印
必
於
丞
相
府
︒
�
$
傳
﹁
乃
%
郡
縣
小
�
開
敏



材
者
︑
張
叔
等
十
餘
人
︑
親
自
飭
厲
︑
&
詣
京
師
︑
'
業
�
士
︑
或
學
律
令
﹂
︒
嚴
(
年
傳
﹁
(
年
少
學
法
律
丞
相
府
︑
歸
爲
郡
�
﹂
︒
此

30(542)



其
證
也
︒
叔
孫
)
秦
時
以
�
學
*
爲
�
士
︒
而
在
漢
時
益
律
�
不
,
︒
﹃
傍
違
﹄
十
八
-
︒
于
定
國
︑
學
法
于
父
︒
可
以
見
漢
人
不
皆
以
�

爲
師
︒
È
崇
傳
﹁
爲
高
蜜
大
族
︒
父
賓
︑
/
法
令
爲
御
�
﹂
︒
亦
必
非
師
于
�
者
︒
丙
吉
治
律
令
︑
黃
霸
少
學
律
令
︑
莫
能
詳
其
�
從
學
︒

然
當
時
此
學
之
未
盡
歇
絕
︑
2


李
悝
之
液
風
餘
韻
也
︒
其
後
叔
孫
宣
︑
郭
令
卿
︑
馬
融
︑
È
玄
諸
儒
︑
違
句
十


餘
家
︑
家
數
十
萬
言
︑

合
二
萬
六
千
二
百
七
十
二
條
︑
七
百
七
十
三
萬
二
千
二
百
餘
言
︒
È
氏
﹁
括
嚢
大
典
網
羅
衆
家
﹂
︑
2
爲
此
學
︒
尤
可
見
此
學
爲
當
時
�
重
︒

故
弟
子
之
傳
此
學
者
︑
亦
實
繁


徒
︒
法
學
之
興
於
斯
爲
盛
︒

【
訓
讀
︼

漢
興
り
て
︑
秦
の
厲
禁
を
弛ゆ

る

く
す
と
雖
も
︑
積
$
已す
で

に
久
し
け
れ
ば
︑
未
だ
�つ
い

に
改
む
る
こ
と
能
は
ず
︒
外
郡
の
律
令
を
學
ぶ
者

は
︑
必
ず
京
師
に
詣い

た

り
︑
印
た
必
ず
丞
相
府
に
於
い
て
す
︒
�
¢
傳
に
︑
﹁
乃
ち
郡
縣
小
�
の
開
敏
に
し
て
材
�
る
者
︑
張
叔
等
十
餘
人
を

£
び
て
︑
親
し
く
自
ら

飭
つ
つ
し

み
て
厲は
げ

み
︑
京
師
に
詣
ら
し
め
︑
業
を
�
士
に
C
け
︑
或
い
は
律
令
を
學
ば
し
む
(
1
)
︒
﹂
嚴
¥
年
傳
に
︑
﹁
¥
年
少わ
か

く
し
て
法
律
を
丞
相
府
に
學
び
︑
歸
り
て
郡
�
と
爲
る
(
2
)
﹂
と
あ
り
︒
此
れ
其
の
證
な
り
︒

叔
し
ゅ
く

孫そ
ん

¨と
ほ
(
3
)︑
秦
の
時
︑
�
學
を
以
つ
て
©
せ
ら
れ

て
�
士
と
爲
る
︒
而
し
て
︑
漢
の
時
に
在
り
て
︑
律
の
�
ば
ざ
る
B
を
益
す
︒
﹃
傍
違
﹄
十
八
6
な
り
(
4
)
︒
于
定
國
︑
法
を
父
に
學
ぶ
︒
以
つ

て
漢
人
は
皆
は
�
を
以
つ
て
師
と
爲
さ
ざ
る
を
見
る
べ
し
︒
�
崇
傳
に
︑
﹁
高こ

う

蜜み
つ

の
大
族
爲
り
(
5
)
︒
父
の
賓
は
︑
法
令
に
�
か
に
し
て
御


と

爲
る
﹂
と
あ
り
(
6
)
︒
亦
た
必
ず
�
を
師
と
す
る
に
非
ざ
ら
ん
︒
丙
吉
は
律
令
を
治
め
︑
黃
霸
は
少わ
か

き
と
き
︑
律
令
を
學
ぶ
も
︑
其
の
從
り
て
學

ぶ
B
を
詳
に
す
る
能
は
ず
︒
然
れ
ど
も
當
時

此
の
學
の
未
だ
盡
く
は
歇
絕
せ
ず
し
て
¬
ほ
李
悝
の
液
風
の
餘
韻
�
る
が
ご
と
し
︒
其
の
後
︑

叔
孫
宣
︑
郭
令
卿
︑
馬
融
(
7
)
︑
�
玄
の
諸
儒
(
8
)
︑
違
句
す
る
も
の
十
�
餘
家
︑
家
ご
と
に
十
萬
言
︑
合
し
て
二
萬
六
千
二
百
七
十
二
條
︑
七
百
七

十
三
萬
二
千
二
百
餘
言
あ
り
(
9
)
︒
�
氏
は
﹁
大
典
を
括
嚢
し
て
衆
家
を
網
羅
す
る
も
(
10
)
﹂
︑
¬
ほ
此
の
學
を
爲お
さ

む
︒
尤
も
此
の
學
の
當
時
の
重
ん

ず
る
B
と
爲
る
を
見
る
べ
し
︒
故
に
弟
子
の
此
の
學
を
傳
ふ
る
者
︑
亦
た
實
に
繁
く
し
て

徒
と
も
が
ら

あ
り
︒
法
學
の
興
は
斯
に
於
い
て
盛
ん
爲た

り
︒

｢法學盛衰說」譯�
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【
譯
︼

漢
に
な
っ
て
︑
秦
の
嚴
し
い
法
が
¯
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
︑
慣
$
の
積
重
な
る
こ
と
が
長
z
に
渡
っ
て
ゐ
た
の
で
︑
改
め
る
こ

と
が
出
來
な
か
っ
た
︒
地
方
の
律
令
を
學
ぶ
人
は
︑
必
ず
都
へ
行
き
︑
必
ず
丞
相
府
に
於
い
て
學
ん
だ
︒
�
¢
傳
に
は
﹁
卽
ち
郡
縣
の

小
役
人
で
︑
心
が
廣
く
︑
さ
と
く
︑
�
能
な
人
で
あ
る
張
叔
ら
十
餘
人
を
£
ん
で
︑
自
ら
謹
ん
で
勉
學
に
勵
ま
せ
︑
都
に
L
は
し
︑
�

士
の
學
問
を
C
け
さ
せ
︑
或
い
は
律
令
を
學
ば
せ
た
﹂
と
あ
り
︑
嚴
¥
年
傳
に
は
︑
﹁
¥
年
は
︑
若
く
し
て
法
律
を
丞
相
府
に
於
い
て

學
ん
で
︑
歸
っ
て
郡
�
と
な
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
そ
の
證
で
あ
る
︒
(
儒
家
の
)
叔
孫
¨
は
秦
の
時
︑
�
學
で
©
用
さ
れ
て
�
士

と
な
っ
た
︒
そ
し
て
漢
の
時
代
に
な
っ
て
︑
律
が
�
ば
な
い
B
を
增
や
し
た
︒
﹃
傍
違
﹄
十
八
6
で
あ
る
︒
于
定
國
は
父
に
法
律
を
學

ん
だ
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
漢
人
は
 
員
が
役
人
を
先
生
に
し
た
譯
で
は
な
い
こ
と
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
︒
�
崇
傳
に
は
︑
﹁
高
蜜
の

豪
族
で
あ
る
︒
父
親
の
賓
は
︑
法
律
に
�
る
く
︑
御


と
な
っ
た
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
必
ず
役
人
を
先
生
に
し
た
譯
で
は
な
い
の
で
あ

る
︒
丙
吉
は
律
令
を
修
め
︑
黃
³
は
幼
い
時
︑
律
令
を
學
ん
だ
が
︑
彼
ら
が
誰
に
つ
い
て
學
ん
だ
か
は
詳
し
く
は
分
ら
な
い
︒
´
し
當

時
︑
法
學
は
ま
だ
 
て
が
絕
え
た
譯
で
は
な
く
︑
李
悝
の
風
の
餘
韻
が
殘
っ
て
ゐ
た
や
う
だ
︒
そ
の
後
︑
叔
孫
宣
︑
郭
令
卿
︑
馬
融
︑

�
玄
な
ど
の
諸
々
の
儒
者
の
內
︑
違
句
し
た
者
は
十
餘
家
で
︑
各
家
每
に
十
萬
言
も
あ
り
︑
合
せ
て
二
萬
六
千
二
百
七
十
二
條
︑
七
百

七
十
三
萬
二
千
二
百
餘
言
あ
っ
た
︒
�
玄
は
﹁
重
F
な
典
籍
を
一
ま
と
め
に
し
て
諸
々
の
家
を
網
羅
し
﹂
た
が
︑
そ
れ
で
も
法
學
を
を

さ
め
た
︒
當
時
︑
法
學
が
甚
だ
重
ん
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
︒
だ
か
ら
弟
子
で
法
學
を
傳
へ
る
者
は
︑

實
に
多
く

(
專
攻
す
る
)
學
徒
が
ゐ
た
︒
法
學
は
こ
の
頃
︑
興
隆
し
た
の
で
あ
る
︒

【
�
︼

(
1
)

『
漢
書
﹄
�
¢
傳
︒

(
2
)

『
漢
書
﹄
嚴
¥
年
傳
︒
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(
3
)

叔
孫
¨

(
生
沒
年
不
詳
)
と
は
︑
秦
の
�
士
︒
儒
者
︒
漢
の
諸
儀
法
を
整
備
し
て
︑
風
俗
や
政
治
に
秩
序
と
規
律
を
與
へ
︑
學

者
を
,
重
し
て
儒
敎
國
敎
�
の
基
礎
を
作
っ
た
︒

(
4
)

『
晉
書
﹄
𠛬
法
志
︒
た
だ
し
﹃


記
﹄
︑
﹃
漢
書
﹄
叔
孫
¨
傳
に
︑
こ
の
記
営
は
無
い
︒

(
5
)

高
密
と
は
︑
現
在
の
山
東
省
高
密
市
︒

(
6
)

『
漢
書
﹄
�
崇
傳
︒

(
7
)

馬
融

(
七
九
～
一
六
六
)
と
は
︑
後
漢
の
儒
者
︒
ひ
ろ
く
經
學
に
¨
じ
て
盧
·
・
�
玄
な
ど
︑
千
人
以
上
の
弟
子
を
養
成
し
た
︒

多
く
の
書
物
に
�
釋
し
た
が
︑
現
在
は
斷
片
し
か
傳
は
ら
な
い
︒

(
8
)

�
玄

(
一
二
七
～
二
〇
〇
)
と
は
︑
後
漢
の
儒
者
︒
幼
少
z
か
ら
張
恭
祖
︑
馬
融
な
ど
に
學
ぶ
︒
今
�
學
と
古
�
學
の
い
づ
れ

に
も
¨
じ
て
を
り
︑
一
方
だ
け
を
固
執
す
る
こ
と
は
な
っ
た
が
︑
若
干
古
�
學
へ
傾
倒
し
て
ゐ
た
︒
著
書
は
﹃
周
易
﹄
﹃
尙
書
﹄

﹃
毛
詩
﹄
﹃
周
禮
﹄
﹃
儀
禮
﹄
﹃
禮
記
﹄
﹃
論
語
﹄
﹃
孝
經
﹄
﹃
尙
書
中
候
﹄
﹃
易
雲
﹄
な
ど
の
�
釋
が
あ
っ
た
︒
特
に
﹃
周
禮
﹄
﹃
儀

禮
﹄
﹃
禮
記
﹄
に
對
す
る
�
は
︑
絕
對
�
な
權
威
を
�
し
て
ゐ
た
︒

(
9
)

『
晉
書
﹄
𠛬
法
志
︒

(
10
)

『
後
漢
書
﹄
�
玄
傳
︒

其
後
晉
之
杜
預
︑
與
賈
閏
等
定
律
令
︒
預
爲
之
5
解
︒
其
奏
語
謂
﹁
�
5
皆
網
羅
法
6
﹂
︒
是
其
參
取
漢
代
諸
家
違
句
︑
而
印
不
專
7
一

家
︒
故
能
擷
其
精
:
︒
同
時
張
斐
亦
爲
之
5
︒
其
表
之
�
列
︑
胥
律
義
之
:
旨
︒
自
是
︑
杜
︑
張
二
家
律
5
!
行
于
世
︒
下
︑
;
宋
︑
梁
︑

陳
︑
南
�
言
法
律
者
︑
王
<
︑
蔡
法
度
之
徒
︑
咸
=
守
之
︒
北
�
法
學
源
液
︑
莫
考
︒

觀
于
北
齊
怨
令
>
用
魏
晉
故
事
︑
則
亦
源
于
魏
晉
︒
北
齊
河
淸
中
︑
法
令
/
審
科
條
鯵
:
︒
印
敕
仕
門
之
子
弟
常
@
#
之
︒
故
齊
人
多
曉

｢法學盛衰說」譯�
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法
律
︒
隋
開
皇
律
︑
不
承
用
周
而
參
取
齊
︒
A
律
本
諸
開
皇
︒
世
咸
以
爲
得
中
︒
後
之
治
律
者
︑
咸
宗
之
︒
溯
自
魏
晉
以
下
︑
液
B
遞
衍
︑

至
是
而
集
其
成
︒
此
法
學
之
�
以
盛
也
︒

【
訓
讀
︼

其
の
後
︑
晉
の
杜
預

ど

よ

は
(
1
)
︑
賈か

閏
じ
ゅ
う

等
と
と
も
に
(
2
)
︑
律
令
を
定
む
︒
預
︑
之
れ
が
�
解
を
爲
す
︒
其
の
奏
す
る
の
語
に
﹁
�
す
る
B

は
皆
法
5
を
網
羅
す
﹂
と
謂
ふ
(
3
)
︒
是
れ
其
れ
漢
代
の
諸
家
の
違
句
を
參
取
し
︑
印
た
專
ら
に
は
一
家
を
{
と
せ
ず
︒
故
に
能
く
其
の
精
F
を

擷つ
か

む
︒
時
を
同
じ
う
し
て
︑
張
斐
亦
た
之
れ
が
�
を
爲
す
(
4
)
︒
其
の
表
の
列
す
る
B
は
︑
胥み

な
律
義
の
F
旨
な
り
︒
是
れ
自
り
︑
杜
︑
張
の
二

家
の
律
�
︑
�
に
世
に
行
は
る
︒
下
り
て
︑
宋
︑
梁
︑
陳
に
¼お

よ

び
て
︑
南
�
の
法
律
を
言
ふ
者
に
︑
王お
う

·
し
ゅ
く

((
5
)之
)
︑
蔡さ
い

法ほ
う

度ど

の
徒
あ
り
て
(
6
)
︑

咸み

な
之
れ
を
½
守
す
︒
北
�
法
學
の
源
液
は
︑
考
す
る
莫な

し
︒

北
齊
の
怨
令
の
︑
魏
晉
の
故
事
を
u
用
す
る
を
觀
れ
ば
︑
則
ち
亦
た
魏
晉
に

源
み
な
も
と

す
︒
北
齊
の
河
淸
中
︑
法
令
は
�
審
に
し
て
科
條
は
鯵

F
な
り
(
7
)
︒
印
た
敕
し
て
仕
門
の
子
弟
に
常
に
之
れ
を
¾
$
せ
し
む
︒
故
に
齊
人
多
く
法
律
を
曉し

る
(
8
)
︒
隋
の
開
皇
律
は
︑
周
を
承
用
せ
ず
し
て

齊
を
參
取
す
︒
�
律
は
開
皇
に

本
も
と
づ

く
(
9
)
︒
世
咸
な
以
つ
て
中
を
得
た
り
と
爲
す
︒
後
の
律
を
治
む
る
者
は
︑
咸
な
之
れ
を
宗
と
す
︒
魏
晉
自

り
以
下
に
溯
れ
ば
︑
液
+
は
遞た

が

ひ
に
衍え
ん

し
︑
是こ
こ

に
至
り
て
其
の
成
を
集な

す
︒
此
れ
法
學
の
盛
な
る
B
以
な
り
︒

【
譯
︼

そ
の
後
︑
晉
の
杜
預
は
︑
賈
閏
た
ち
と
一
緖
に
律
令
を
定
め
た
︒
杜
預
は
�
釋
を
し
た
が
︑
彼
の
上
奏
し
た
言
葉
の
中
に

﹁
(
律
令
に
附
け
た
)
�
は
︑
 
て
法
の
眞
5
を
網
羅
し
て
ゐ
た
﹂
と
謂
は
れ
る
︒
此
れ
は
︑
漢
代
の
色
々
な
學
+
の
�
違
を
取
集
め
て
︑

一
つ
の
學
+
の
み
を
重
ん
じ
た
譯
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
等
の
重
F
部
分
を
つ
か
み
u
る
こ
と
が
出
來

た
︒
同
じ
こ
ろ
に
張
斐
は
ま
た
︑
晉
律
の
�
を
施
し
︑
そ
の
奉
っ
た
表
に
竝
ん
で
ゐ
る
も
の
は
︑
 
て
律
令
の
5
義
の
F
旨
で
あ
る
︒

此
の
時
か
ら
︑
杜
と
張
の
二
家
の
�
は
︑
つ
ひ
に
世
の
中
で
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
︒
時
代
が
下
り
︑
宋
︑
梁
︑
陳
に
�
ん
で
︑
南
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�
の
法
律
を
語
る
學
者
に
︑
王
·
之
や
蔡
法
度
が
を
り
︑
彼
ら
は
皆
こ
れ
を
½
守
し
た
︒
北
�
で
は
︑
法
學
の
源
液
は
︑
考
證
で
き
な

い
︒
北
齊
の
怨
し
い
法
令
が
︑
魏
・
晉
の
古
い
事
柄
を
u
用
し
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
︑
魏
・
晉
に
於
い
て
源
を
發
し
た
の
だ
︒
北
齊
の

河
淸

(
五
六
二
～
五
六
五
)
年
閒
︑
法
令
は
�
る
く
は
っ
き
り
し
て
ゐ
て
︑
條
目
は
鯵
Á
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
敕
令
を
下
し
︑
仕
官
の

子
弟
に
常
に
法
律
を
學
$
さ
せ
た
︒
だ
か
ら
︑
齊
の
人
の
多
く
は
法
律
を
知
っ
て
ゐ
た
︒
隋
の
開
皇
律
は
︑
北
周
の
法
を
承
繼
が
ず
︑

北
齊
の
法
を
u
っ
た
︒
�
律
は
開
皇
律
に
基
附
い
て
ゐ
る
︒
世
閒
で
は
皆
︑
�
律
は
中
庸
で
あ
る
と
し
て
ゐ
た
︒
後
に
律
を
作
る
者
は
︑

皆
︑
�
律
を
基
に
し
た
︒
魏
︑
晉
か
ら
後
に
︑
液
+
は
�
第
に
增
へ
廣
が
っ
て
︑
こ
こ

(
�
)
に
至
っ
て
完
 
な
も
の
と
な
っ
た
︒
此

れ
が
法
學
が
盛
ん
で
あ
っ
た
理
由
で
あ
る
︒

【
�
︼

(
1
)

杜
預

(
二
二
二
～
二
八
四
)
と
は
︑
晉
�
武
-
の
と
き
の
名
臣
︒
字
は
元
凱
︒
二
六
四
年
に
司
馬
昭
の
命
令
を
C
け
て
︑
賈
閏

ら
と
共
に
晉
律
令
の
�
纂
に
從
事
し
︑
二
六
七
年
に
完
成
さ
せ
る
︒
ま
た
儒
家
と
し
て
﹃
春
秋
左
氏
經
傳
集
解
﹄
を
著
し
た
︒

(
2
)

賈
閏

(
二
一
七
～
二
八
二
)
と
は
︑
晉
の
武
-
時
代
の
權
臣
︒
司
馬
炎
が
魏
-
か
ら
禪
讓
さ
れ
て
武
-
と
し
て
卽
位
す
る
と
︑

車
騎
將
軍
尙
書
僕
射
と
な
り
︑
杜
預
ら
と
﹃
晉
律
令
﹄
を
�
纂
し
て
施
行
し
た
︒

(
3
)

『
晉
書
﹄
杜
預
傳
︒

(
4
)

張
斐

(
裴
)
(
生
沒
年
不
詳
)
は
︑
魏
末
・
晉
初
の
法
學
家
︒
晉
の
�
法
掾
と
し
て
︑
晉
律
に
�
を
爲
し
た
︒

(
5
)

原
�
に
あ
る
王
·
は
︑
王
·
之
の
Â
り
︒
﹃
隋
書
﹄
𠛬
法
志
に
よ
れ
ば
︑
王
·
之
が
正
し
い
︒
王
·
之
は
齊
の
武
-
の
時
︑
盈

定
郞
と
し
て
張
杜
の
舊
律
に
�
し
た
︒
一
五
三
〇
條
も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
g
ん
で
︑
蔡
法
度
が
王
·
之
の
舊
本
に

基
附
き
︑
梁
律
を
作
っ
た
︒
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(
6
)

蔡
法
度

(
生
沒
年
不
詳
)
と
は
︑
南
北
�
時
代
の
梁
の
人
︒
﹃
梁
律
﹄
を
�
纂
し
た
︒

(
7
)

法
令
と
は
︑
法
律
と
命
令
の
こ
と
︒

(
8
)

『
隋
書
﹄
𠛬
法
志
︒

(
9
)

『
開
皇
律
﹄
は
︑
五
八
一

(
開
皇
元
)
年
に
高
熲け

い

に
よ
っ
て
Ý
定
さ
れ
︑
五
八
三
年
︑
蘇
威
・
牛
弘
ら
に
よ
っ
て
修
定
さ
れ
た
︒

な
ほ
︑
開
皇
律
は
現
存
せ
ず
︑
�
律
に
若
干
の
名
殘
を
と
ど
め
る
の
み
で
あ
る
︒

宋
承
A
律
︑
)
法
學
者
代


其
人
︒
蓋
自
魏
置
律
�
士
一
官
︑
下
,
A
宋
︑
或
隸
大
理
︑
或
隸
國
學
︒
雖
員
額
多
寡
不
同
︑
而
國
家
既
設

此
一
E
︑
士
之
@
求
法
律
者
︑
亦
視
爲
當
學
之
務
︒
傳
G
不
絕
於
世
︒

迨
元
廢
此
官
︑
而
法
學
自
此
衰
矣
︒
/
設
@
讀
律
令
之
律
︑
硏
究
法
學
之
書
︒
世
�
知
者
I
數
十
家
︑
或
傳
或
不
傳
︒
蓋
無
人
重
視
之
故

也
︒

【
訓
讀
︼

宋
は
�
律
を
承う

け
︑
法
學
に
¨
ず
る
者
は
代
々
其
の
人
�
り
︒
蓋
し
魏
の
律
�
士
の
一
官
を
置
き
し
自よ

り
︑
下
つ
か
た
︑
�
宋
に

�
ぶ
ま
で
︑
或
い
は
大
理
に
隸
し
(
1
)
︑
或
い
は
國
學
に
隸
す
(
2
)
︒
員
額
の
多
寡
同
じ
か
ら
ず
と
雖
も
︑
國
家
は
既
に
此
の
一
Ä
を
設
く
れ
ば
︑
士

の
法
律
を
¾
求
す
る
者
は
︑
亦
た
視
て
當
に
學
ぶ
べ
き
の
務
と
爲
す
︒
傳
Å
世
に
絕
え
ず
︒

元
の
此
の
官
を
廢
す
る
に
迨お

よ

び
て
︑
法
學
此
れ
自
り
衰
ふ
︒
�
︑
律
令
を
¾
讀

こ
う
ど
く

す
る
の
律
を
設
け
(
3
)
︑
法
學
の
書
を
硏
究
す
︒
世
々
知
ら
る

る
者
は

�
お
よ
そ

數
十
家
︑
或
い
は
傳
は
り
︑
或
い
は
傳
は
ら
ず
︒
蓋
し
人
の
之
れ
を
重
視
す
る
無
き
が
故
な
り
︒

【
譯
︼

宋
は
︑
�
律
を
C
繼
い
で
︑
法
學
に
精
¨
す
る
人
は
︑
代
々
ゐ
た
︒
思
ふ
に
︑
魏
が
律
�
士
の
官
職
を
置
い
て
か
ら
後
︑
�
︑
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宋
に
至
る
ま
で
︑
大
理
に
B
屬
し
︑
或
い
は
國
學
に
B
屬
し
て
ゐ
た
︒
役
人
の
定
員
人
數
の
多
い
少
な
い
は
Æ
ふ
と
は
い
へ
︑
國
家
は

既
に
法
學
の
W
を
設
け
た
の
で
︑
士
太
夫
で
法
律
を
學
ば
ん
と
す
る
人
は
︑
ま
た

(
法
律
を
)
學
ぶ
べ
き
學
問
と
見
た
の
だ
︒
(
法
學

の
)
傳
Å
す
る
こ
と
は
︑
絕
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

元
が
此
の
官
職
を
廢
止
し
て
か
ら
︑
法
學
は
衰
へ
た
︒
�
は
︑
律
令
を
¾
讀
す
る
律
を
設
け
て
︑
法
學
の
書
物
を
硏
究
す
る
や
う
に

し
︑
代
々
世
の
中
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
︑
だ
い
た
い
數
十
家
が
ゐ
た
が
︑
傳
は
っ
た
り
傳
は
ら
な
か
っ
た
り
し
た
︒
思
ふ
に
法
學

を
重
視
す
る
人
が
ゐ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

【
�
︼

(
1
)

大
理
と
は
︑
𠛬
獄
を
司
る
役
B
︒
も
と
は
法
を
掌
る
官
を
士
と
い
っ
た
が
︑
周
代
に
は
﹁
司
寇
﹂
と
稱
さ
れ
︑
秦
代
に
は
﹁
廷

尉
﹂
と
稱
さ
れ
た
︒
漢
代
に
は
︑
初
め
﹁
廷
尉
﹂
と
稱
さ
れ
た
が
︑
後
に
﹁
大
理
﹂
と
稱
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
︒

(
2
)

國
學
と
は
︑
天
子
・
諸
侯
・
貴
族
の
子
弟
�
び
國
中
の
俊
才
を
敎
育
す
る
た
め
に
國
都
に
設
け
た
學
校
︒

(
3
)

¾
讀
と
は
︑
官
�
が
律
令
の
本
5
を
よ
く
知
る
た
め
に
學
ぶ
こ
と
︒
�
律
に
そ
の
規
定
が
あ
っ
て
︑
律
の
5
味
が
よ
く
分
っ
て

ゐ
な
い
と
罰
が
與
へ
ら
れ
た
︒

本
�
@
究
此
學
而
爲
世
�
推
重
者
︑
不
�
數
人
︒
國
無
專
科
︑
羣
相
鄙
棄
︒
紀
�
J
K
纂
﹃
四
庫
L
書
﹄
︒
政
書
類
法
令
之
屬
:
收
二
部
︑

存
目
:
收
五
部
︒
其
按
語
謂
﹁
𠛬
爲
盛
世
�
不
能
廢
︑
而
亦
盛
世
�
不
尙
︒
�
錄
略
存
�
槪
︑
不
求
備
也
﹂
︒
夫
﹃
四
庫
目
錄
﹄
︑
乃
奉
命
E

営
之
書
︑
天
下
趨
向
之
�
屬
︒
今
創
此
論
於
上
︑
下
之
人
﹁
從
風
而
靡
﹂
︒
此
法
學
之
�
以
日
衰
也
︒

｢法學盛衰說」譯�
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【
訓
讀
︼

本
�
︑
此
の
學
を
¾
究
し
て
世
の
推
し
重
ん
ず
る
B
と
爲
る
者
は
︑
數
人
に
j
ぎ
ず
︒
國
に
專
科
無
く
︑
羣
相
ひ
鄙
棄
す
︒
紀
�

3
は
(
1
)
︑
﹃
四し

庫こ

 ぜ
ん

書し
ょ

﹄
を
�
纂
す
(
2
)
︒
政
書
類
法
令
の
屬
は
︑
î
に
二
部
を
收
め
︑
存
目
は
î
に
五
部
を
收
む
る
の
み
(
3
)
︒
其
の
按
語
に
謂
ふ
︑

﹁
𠛬
は
盛
世
の
廢
す
る
能
は
ざ
る
B
と
爲
り
て
︑
亦
た
盛
世
の
尙
ば
ざ
る
B
と
爲
る
︒
錄
す
る
B
は
︑
略ほ

ぼ
�
槪
を
存
す
る
の
み
に
し
て
︑

備
は
る
を
求
め
ざ
る
な
り
﹂
と
(
4
)
︒
夫
れ
﹃
四
庫
目
錄
﹄
は
︑
乃
ち
命
を
奉
じ
て
Ý
営
す
る
の
書
に
し
て
︑
天
下
の
趨
向
の
屬
す
る
B
な
り
︒

今
此
の
論
を
上
に
創は

じ

む
れ
ば
︑
下
の
人
﹁
風
に
從
ひ
て
靡
く
(
5
)
﹂
︒
此
れ
法
學
の
日
ご
と
に
衰
ふ
る
B
以
な
り
︒

【
譯
︼

淸
�
で
︑
法
學
を
硏
究
し
て
世
の
中
で
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
人
は
︑
數
人
に
j
ぎ
な
い
︒
政
府
と
し
て

(
法
律
の
)
專
門
の
ポ

ス
ト
が
な
く
︑
社
會
�
に
輕
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒
紀
�
3
は
﹃
四
庫
 
書
﹄
を
�
纂
し
た
︒
(
法
學
の
書
は
)
﹃
四
庫
 
書
﹄

の
政
書
類
法
令
屬
の
B
に
︑
わ
づ
か
に
二
部
を
收
め
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
り
︑
そ
の
﹃
存
目
﹄
に
は
︑
わ
づ
か
五
部
を
收
め
て
ゐ
る
に
す

ぎ
な
い
︒
そ
の
按
語
に
は
︑
以
下
の
や
う
に
書
か
れ
て
ゐ
る
︒
﹁
𠛬
は
︑
�
和
な
世
の
中
で
廢
止
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
︑
ま
た

�
和
な
世
の
中
で
,
ば
れ
な
い
物
に
も
な
っ
た
︒
記
錄
は
︑
お
よ
そ
の
槪
略
を
殘
す
だ
け
と
し
︑
完
備
す
る
こ
と
を
求
め
な
い
﹂
と
︒

﹃
四
庫
 
書
總
目
﹄
は
敕
命
を
C
け
て
︑
著
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
︒
天
下
の
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
現
在
︑
か
う
し
た

考
へ
方
を
お
上
が
始
め
た
の
で
︑
下
々
の
人
は
︑
﹁
風
の
液
れ
に
從
っ
て
靡
い
て
ゐ
る
﹂
(
法
學
を
輕
視
し
て
ゐ
る
)
わ
け
で
︑
此
れ
が
︑

法
學
が
日
に
日
に
衰
へ
て
い
く
理
由
で
あ
る
︒

【
�
︼

(
1
)

紀
�
3

(
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
)
本
名

昀
︒
諡
を
�
3
と
い
ふ
︒
淸
の
學
者
︑
詩
人
︑
�
學
者
︒
乾
隆
-
の
敕
命
に
よ
る

﹃
四
庫
 
書
﹄
の
�
纂
に
=
後
�
二
十
年
に
わ
た
り
總
責
任
者
と
し
て
參
加
し
た
︒
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(
2
)

『
四
庫
 
書
﹄
と
は
︑
淸
の
乾
隆
-
が
當
時
集
め
ら
れ
る
だ
け
の
重
F
な
書
物
を
︑
經
・


・
子
・
集
の
四
部
に
分
類
し
て
�

纂
し
た
も
の
︒
一
七
八
一

(
乾
隆
四
十
六
)
年
︑
三
千
四
百
五
十
八
種
七
萬
九
千
五
百
八
十
二
卷
を
淸
書
し
︑
ま
た
各
書
に
著

者
の
來
歷
︑
內
容
︑
批
H
を
附
し
た
﹁
提
F
﹂
を
冠
し
た
︒
提
F
は
﹃
四
庫
 
書
總
目
提
F
﹄
二
百
卷
に
ま
と
め
ら
れ
︑
經
・



・
子
・
集
を
四
十
類
に
分
け
︑
さ
ら
に
子
目
を
分
け
て
時
代
別
に
�
列
し
た
︒
中
國
目
錄
學
の
集
大
成
と
さ
れ
る
︒

(
3
)

二
部
と
は
︑
﹃
�
律
駅
義
﹄
三
十
卷
と
﹃
大
淸
律
例
﹄
四
十
七
卷
︒
五
部
と
は
︑
﹃
永
ü
法
經
﹄
三
十
卷
︑
﹃
至
正
條
格
﹄
二
十

三
卷
︑
﹃
金
玉
怨
書
﹄
二
十
七
卷
︑
﹃
官
民
準
用
﹄
七
卷
︑
﹃
�
律
﹄
三
十
卷
︒

(
4
)

『
四
部
政
書
類
﹄
二

按
語
︒

(
5
)

『
論
語
﹄
顏
淵
6
︒

夫
盛
衰
之
故
︑
非
偶
然
矣
︒
淸
/
之
世
︑
其
法
多
P
︒
陵
夷
之
世
︑
其
法
多
頗
︒
則
法
學
之
盛
衰
︑
與
政
之
治
忽
實
息
息
相
)
︒
然
當
學

之
盛
也
︑
不
能
必
政
之
皆
盛
︒
而
當
學
之
衰
也
︑
可
決
其
政
之
必
衰
︒
試
觀
七
國
之
時
︑
法
學
初
盛
之
時
也
︒
乃
I
縱
連
橫
︑
兵
連
禍
結
︑

而
倂
于
秦
︒
漢
末
之
時
︑
法
學
再
盛
之
時
也
︒
桓
︑
靈
不
德
︒
奄
寺
肆
T
︑
而
簒
于
魏
︒
北
齊
之
時
︑
法
學
亦
盛
︑
而
齊
祚
不
永
︒
�
疑
法

學
之
無
裨
于
世
︒
然
而
秦
尙
督
責
︑
法
敝
秦
�
︒
隋
U
e
威
︑
法
壞
隋
滅
︒
世
之
自
喪
其
法
者
︑
其
成
效
印
如
是
︒
然
則


極
善
之
法
︑
仍

在
乎
學
之
行
不
行
而
已
︒
學
之
行
也
︑
蕭
何
V
律
而


�
︑
景
之
𠛬
措
︒
武
德
修
律
︑
而


貞
觀
之
治
︒
,
其
不
行
也
︑
馬
︑
È
之
學
盛
于

下
︑
而
黨
錮
之
禍
作
于
上
︒
泰
始
之
制
頒
于
上
︑
而
八
王
之
難
作
于
下
︒


法
而
不
守
︒


學
而
不
用
︑
則
法
爲
虛
器
︑
而
學
亦
等
于
卮
言
︒

此
固
曠
觀
百
世
︑
默
驗
治
亂
之
原
︑


足
令
人
太
息
痛
哭
者
矣
︒

【
訓
讀
︼

夫
れ
盛
衰
の
故
は
︑
偶
然
に
は
非
ず
︒
淸
�
の
世
は
︑
其
の
法
︑
�
な
る
も
の
多
し
︒
陵
夷
の
世
は
︑
其
の
法
︑

頗
か
た
よ

れ
る
も
の

｢法學盛衰說」譯�
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多
し
︒
則
ち
法
學
の
盛
衰
は
︑
政
の
治
忽
と
實
に
息
々
と
し
て
相
ひ
¨
ず
︒
然
る
に
當
學
の
盛
ん
な
る
や
︑
政
の
皆
盛
ん
な
る
こ
と
を
必
す

る
能
は
ず
︒
而
る
に
當
學
の
衰
ふ
る
や
︑
其
の
政
の
必
ず
衰
ふ
る
に
決
す
べ
し
︒
試
み
に
七
國
の
時
を
觀
る
に
︑
法
學
の
初
め
て
盛
ん
な
る

時
な
り
︒
乃
ち
縱
に
�
し
橫
に
連
な
る
︒
兵
連
な
り
禍
ひ
結
ば
れ
て
︑
秦
に
倂
さ
る
︒
漢
末
の
時
は
︑
法
學
の
再
び
盛
ん
な
る
の
時
な
り
︒

桓
︑
靈
は
︑
德
あ
ら
ず
︒
奄
寺

肆
ほ
し
い

ま
ま
に
Í
し
て
︑
魏
に
簒う
ば

は
る
︒
北
齊
の
時
は
︑
法
學

亦
た
盛
ん
な
り
︒
而
し
て
齊
の
祚そ

永
か
ら

ず
︒
mほ

と

ん
ど
法
學
の
︑
世
に

裨
お
ぎ
な

ふ
こ
と
無
き
か
と
疑
ふ
︒
然
り
而
し
て
秦

督
責
を
尙
び
︑
法
敝や
ぶ

れ
て
秦
g
ぶ
︒
隋

�
威
を

Ñ
ほ
し
い

ま
ま
に

し
︑
法
壞
れ
て
隋
滅
ぶ
︒
世
の
自
ら
其
の
法
を

喪
う
し
な

ふ
者
は
︑
其
の
成
效
印
た
是か
く

の
如
し
︒
然
ら
ば
則
ち
極
善
の
法
�
る
は
︑
仍な

ほ
學
の
行

は
る
る
と
行
は
れ
ざ
る
と
に
在
る
の
み
︒
學
の
行
は
る
る
や
︑
蕭
何

律
を
Ò
り
て
︑
�
︑
景
の
𠛬
措
�
り
︒
武
德
に
律
を
修
め
て
︑
貞
觀

の
治
�
り
(
1
)
︒
其
の
行
は
れ
ざ
る
に
�
ぶ
や
︑
馬
︑
�
の
學

下
に
盛
ん
に
し
て
︑
黨
錮
の
禍

上
に
作お
こ

る
(
2
)
︒
泰
始
の
制

上
に
頒
せ
ら
れ
て
︑

八
王
の
難

下
に
作
る
(
3
)
︒
法
�
り
て
守
ら
れ
ず
︒
學
�
り
て
用
ゐ
ら
れ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
法
は
虛
器
と
爲
り
て
︑
學
も
亦
た
卮し

言げ
ん

に
等
し
(
4
)
︒
此

れ
固
よ
り
百
世
を
曠
觀
し
︑
治
亂
の
原
を
默
驗
し
て
︑
人
を
し
て
太
息
痛
哭
せ
し
む
る
に
足
る
者
�
り
︒

【
譯
︼

法
學
が
盛
衰
す
る
理
由
は
︑
偶
然
で
は
な
い
︒
淸
く
澄
ん
だ
世
の
中
で
は
︑
法
律
の
公
�
で
あ
る
も
の
が
多
い
が
︑
だ
ん
だ
ん

衰
へ
て
い
く
世
の
中
で
は
︑
法
律
の
公
�
で
な
い
も
の
が
多
い
︒
つ
ま
り
︑
法
學
の
盛
衰
は
︑
政
治
が
治
ま
っ
て
ゐ
る
か
︑
い
い
加
減

か
と
い
ふ
こ
と
と
︑
實
に
密
接
に
關
聯
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
倂
し
︑
法
學
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
政
治
が
 
て
盛
ん
で
あ
る

と
い
ふ
必
然
性
は
な
い
が
︑
法
學
の
衰
へ
は
︑
政
治
が
必
ず
衰
へ
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
る
の
だ
︒
試
し
に
七
國
の
時
を
見
る
と
︑

當
時
は
法
學
が
初
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
時
で
あ
っ
た
︒
い
ろ
い
ろ
に
同
Õ
關
係
を
結
ん
で
︑
戰
禍
が
し
き
り
に
*
る
亂
世
で
あ
っ
た
が
︑

秦
に
倂
合
さ
れ
た
︒
漢
代
の
末
は
︑
法
學
が
再
び
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
後
漢
の
桓
-
︑
靈
-
は
德
が
無
く
︑
宦
官
が
暴
Í
な
こ
と
を
し
た

の
で
︑
漢
は
魏
に
奪
れ
た
︒
北
齊
の
頃
︑
法
學
が
ま
た
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
倂
し
︑
北
齊
の
國
t
は
長
く
な
か
っ
た
︒
ほ
と
ん
ど
︑
法
學
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が
世
の
中
で
役
立
つ
こ
と
が
な
い
か
と
疑
は
し
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
秦
は
嚴
し
い
法
を
,
ん
だ
の
で
︑
法
は
壞
れ
て
秦
は
g
ん
だ
︒

隋
は
權
力
を
Ñ
ま
ま
に
し
た
の
で
︑
法
は
壞
れ
て
隋
は
滅
ん
だ
︒
世
の
中
で
︑
自
ら
法
を
滅
ぼ
す
場
合
︑
そ
の
結
果
は
︑
以
上
の
や
う

で
あ
る
︒
さ
う
で
あ
れ
ば
︑
非
常
に
良
い
法
が
�
る
と
い
ふ
の
は
︑
や
は
り
法
學
の
行
は
れ
る
か
︑
行
は
れ
な
い
か
に
關
係
が
あ
る
の

で
あ
る
︒
法
學
が
行
は
れ
る
場
合
だ
と
︑
�
の
や
う
で
あ
る
︒
蕭
何
は
律
を
作
っ
て
�
-
・
景
-
の
頃
︑
𠛬
は
あ
っ
て
も
そ
の
必
F
が

な
い
の
で
︑
用
ゐ
な
く
て
よ
い
と
い
ふ
良
い
狀
態
が
生
れ
た
︒
�
の
武
德

(
六
一
八
～
六
二
六
)
年
閒
に
律
が
作
ら
れ
︑
貞
觀

(
六
二

七
～
六
四
九
)
の
治
が
あ
っ
た
︒
法
學
が
行
は
れ
な
か
っ
た
場
合
だ
と
︑
馬
融
と
�
玄
の
學
問
が
民
閒
で
盛
ん
で
あ
っ
た
が
︑
黨
錮
の

禍

(
一
六
六
年
�
び
一
六
九
年
)
が
お
上
で
*
き
た
︒
泰
始
年
閒

(
二
六
五
～
二
七
四
)
の
制
度
は
︑
お
上
に
頒
布
さ
れ
︑
八
王
の
難

(
二
九
〇
～
三
〇
六
)
が
民
閒
で
*
き
た
︒
法
は
�
っ
た
が
︑
守
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
︒
法
學
が
�
っ
て
も
法
が
用
ゐ
ら
れ
な
け
れ

ば
︑
法
は
空
虛
に
な
り
︑
學
問
も
ま
た
融
¨
無
碍
と
な
る
︒
か
う
い
っ
た
こ
と
は
︑
歷


を
廣
く
觀
︑
治
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
と
︑
亂
れ

て
ゐ
る
こ
と
を
默
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ゐ
る
と
︑
人
に
た
め
息
を
つ
か
せ
嘆
か
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
︒

【
�
︼

(
1
)

『
舊
�
書
﹄
𠛬
法
志
︒

(
2
)

黨
錮
の
禍
と
は
︑
後
漢
末
z
に
*
っ
た
︑
政
府
を
批
×
す
る
Ø
黨
を
彈
壓
し
た
事
件
︒

(
3
)

八
王
の
難
と
は
︑
晉
代
の
內
亂
︒
外
戚
の
楊
・
賈
兩
氏
の
政
權
爭
奪
に
端
を
發
し
て
︑
汝
南
王
#
馬
亮
︑
楚
王
司
馬
瑋
︑
長
沙

王
司
馬
乂
︑
成
都
王
司
馬
穎
︑
河
閒
王
司
馬
禺
︑
東
海
王
司
馬
越
ら
︑
宗
室
八
王
が
相
抗
爭
し
た
︒

(
4
)

卮
言
と
は
︑
酒
杯
に
盛
ら
れ
た
言
葉
の
5
味
︒
卮
と
い
ふ
酒
杯
は
酒
が
滿
ち
る
と
傾
き
︑
空
に
な
る
と
仰
向
く
の
で
︑
狀
況
に

應
じ
て
ど
う
に
で
も
な
る
こ
と
の
比
喩
︒

｢法學盛衰說」譯�
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吾
獨
不
解
︒
骪
法
之
人
︑
Z
Z
卽
爲
定
法
之
人
︒
梁
武
詔
定
律
令
︑
\
權
貴
而
]
黎
庶
︒
隋
�
詔
除
慘
𠛬
︑
而
猜
忌
任
智
︑
至
於
殿
庭
殺

人
︒
稽
諸
�
册
不
_
枚
擧
︒
法
立
而
不
守
︑
而
輒
曰
︑
法
之
不
足
尙
︒
此
固
古
今
之
大
病
也
︒
自
來
勢
:
寡
識
之
人
︑
大
抵
不
知
法
學
爲
何

事
︒
欲
其
守
法
︑
或
反
破
壞
之
︒
此
法
之
�
以
難
行
︑
而
學
之
�
以
衰
也
︒
是
在
提
唱
宗
風
︑
俾
法
學
由
衰
而
盛
︒
庶
�
天
下
之
士
︑
羣
知

討
論
︑
將
人
人


法
學
之
思
想
︑
一
法
立
而
天
下
共
守
之
︑
而
世
局
亦
隨
法
學
爲
轉
移
︒
法
學
之
盛
︑
馨
香
祝
之
矣
︒

【
訓
讀
︼

吾
獨ひ

と

り
解
せ
ず
︒
法
を
骪ま

ぐ
る
の
人
︑
Û
々
に
し
て
卽
ち
法
を
定
む
る
の
人
と
爲
る
を
︒
梁
の
武
は
詔
し
て
律
令
を
定
め
︑
權
貴

を
¯
く
し
て
黎
庶
に
Ü
た
り
(
1
)
︒
隋
の
�
は
︑
詔
し
て
慘
𠛬
を
除
き
︑
而
し
て
任
智
を
猜
忌
し
︑
殿
庭
に
人
を
殺
す
に
至
る
(
2
)
︒
諸こ
れ

を


册
に
稽か
ぞ

ふ
る
に
枚
擧
に
Þた

へ
ず
︒
法
立
ち
て
守
ら
れ
ず
︒
而
し
て
輒つ
ね

に
曰
く
︑
法
は
こ
れ
尙
ぶ
に
足
ら
ず
と
︒
此
れ
固
よ
り
古
今
の
大
病
な
り
︒
自

來

勢
F
な
る
も
寡
識
の
人
は
︑
大
抵
法
學
の
何
事
爲た

る
か
を
知
ら
ず
︒
其
の
法
を
守
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
︑
或
い
は
反
つ
て
之
れ
を
破
壞

す
︒
此
れ
法
の
行
ひ
難
き
B
以
に
し
て
︑
學
の
衰
ふ
る
B
以
な
り
︒
是
れ
在ま

さ

に
宗
風
を
提
唱
し
︑
法
學
を
し
て
衰
由よ

り
盛
ん
な
ら
し
め
ん
︒

庶
m

こ
ひ
ね
が
は

く
ん
ば
︑
天
下
の
士
︑
羣
知
討
論
し
て
︑
將
に
人
人

に
ん
に
ん

法
學
の
思
想
�
り
︑
一
法
立
ち
て
天
下
共
に
之
れ
を
守
り
て
︑
世
局

亦
た
法

學
に
隨
ひ
て
轉
移
を
爲
さ
ん
こ
と
を
︒
法
學
の
盛
︑
馨
香

之
れ
を
祝
す
︒

【
譯
︼

私
に
は
解
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
法
を
曲
げ
る
人
が
︑
Û
々
に
し
て
法
を
定
め
る
人
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒

梁
の
武
-
は
詔
し
て
律
令
を
定
め
た
の
に
︑
權
貴
の
者
に
は
¯ゆ

る

く
し
て
︑
人
民
に
は
嚴
し
か
っ
た
︒
隋
の
�
-
は
︑
詔
を
し
て
殘
Í
な

𠛬
を
除
い
た
の
に
︑
仁
智
の
あ
る
人
を
_
ひ
︑
御
殿
の
庭
で
人
を
殺
す
ま
で
に
な
っ
た
︒
か
う
し
た
こ
と
を
歷


書
に
©
す
る
と
︑
數

へ
き
れ
な
い
ほ
ど
だ
︒
法
が
で
き
て
も
守
ら
れ
な
い
と
︑
常
に
法
は
,
ぶ
に
足
ら
な
い
か
ら
だ
と
い
ふ
︒
こ
れ
こ
そ
元
來
︑
昔
か
ら
の

大
病
で
あ
る
︒
そ
れ
以
來
︑
權
力
は
あ
る
が
見
識
の
な
い
人
は
︑
大
抵
︑
法
學
が
ど
う
い
ふ
も
の
か
を
知
ら
な
い
の
で
︑
そ
の
法
律
を
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守
ら
う
と
し
て
︑
反
っ
て
法
律
を
壞
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
が
法
律
を
實
行
す
る
こ
と
が
難
し
い
理
由
で
あ
っ
て
︑

法
學
が
衰
へ
る
理
由
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
︑
法
學
重
視
の
風
潮
を
提
唱
し
︑
衰
â
し
た
法
學
を
盛
ん
に
す
る
し
か
な
い
だ
ら
う
︒
天
下

の
知
識
人
が
︑
皆
な

(
法
學
の
こ
と
を
)
い
ろ
い
ろ
を
知
っ
て
討
論
し
︑
一
人
一
人
が
法
學
の
思
想
を
持
つ
や
う
に
な
り
︑
一
つ
の
法

律
が
立
て
ら
れ
る
と
︑
天
下
の
人
々
が
皆
な
此
れ
を
守
っ
て
︑
時
局
も
ま
た
法
學
に
從
っ
て
︑
移
っ
て
い
く
や
う
に
な
る
こ
と
を
願
ふ

ば
か
り
で
あ
る
︒
德
�
が
廣
く
行
渡
り
︑
法
學
が
盛
ん
に
な
ら
ん
こ
と
を
︒

【
�
︼

(
1
)

『
隋
書
﹄
𠛬
法
志
︒

(
2
)

『
隋
書
﹄
𠛬
法
志
︒

｢法學盛衰說」譯�
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