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!
l鄭
玄
以
前
の
周
公
避
居
説
!
i
i

は
し
が
き

鄭
玄
は
『
尚
堂
一
回
』
の
一
篇
、
「
金
燦
」
解
釈
に
周
公
避
居
説
を
構

想
し
た
。
た
だ
鄭
玄
よ
り
以
前
に
、
周
公
の
避
居
を
つ
づ
る
文
献
、

ま
た
「
金
繰
」
解
釈
に
そ
れ
を
装
置
す
る
学
説
・
解
釈
者
も
存
在
し

て
い
た
。
か
く
て
従
来
、
そ
の
よ
う
な
避
居
説
の
延
長
線
上
に
鄭
玄

(
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の
そ
れ
は
位
置
づ
け
う
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
し
か

し
こ
う
し
た
認
識
は
、
じ
つ
は
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
鄭

玄
の
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
避
居
説
と
は
一
線
を
函
す
解
釈
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

小
稿
は
、
鄭
玄
以
前
の
避
居
説
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が
あ
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
鄭
玄
の

そ
の
特
異
性
を
あ
ぶ
り
だ
し
う
る
の
で
あ
る
。

間

時鳥

閣内
、
叫

J
1

鄭
玄
の
避
居
説

ま
ず
鄭
玄
の
避
居
説
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
小
稿
の
自
的
が
右
の

よ
う
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
そ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
あ
ら
ま
し

は
、
つ
、
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

武
王
の
三
年
の
喪
期
を
お
え
た
と
き
、
周
公
は
十
三
歳
の
成
王
の

摂
政
に
就
こ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
周
公
を
管
叔
・
茶
叔
な
ど
(
以

下
、
管
禁
と
よ
ぶ
〉
は
、
「
流
言
」
に
よ
る
議
言
を
す
る
。
成
王
に
疑

誘
の
念
を
向
け
ら
れ
た
周
公
は
、
成
玉
を
避
け
て
京
師
か
ら
東
都
に

居
住
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
避
居
の
二
年
め
、
周
公
の
属
党
は
無
実

の
罪
で
逮
捕
さ
れ
る
。
周
公
は
属
党
を
傷
み
、
ま
た
成
王
の
過
酷
な

仕
打
ち
に
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
「
鴎
鵠
」
一
篇
を

成
王
に
お
く
る
。
し
か
し
そ
れ
は
成
王
の
疑
誘
の
念
を
い
っ
そ
う
つ

の
ら
せ
る
。
遊
居
し
て
三
年
め
、
天
は
疾
風
雷
電
の
異
変
を
く
だ
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す
。
こ
れ
を
契
機
に
成
王
は
、
「
金
駿
の
書
」
を
開
封
す
る
。
武
王

の
病
に
際
し
て
の
田
川
公
に
よ
る
，
穆
ト
の
書
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
成
王
は
、
さ
き
の
異
変
を
天
が
京
師
不
在
の
周
公
の
徳
を
顕

彰
し
た
も
の
と
認
め
る
。
疑
誘
の
念
を
あ
ら
た
め
て
周
公
を
京
師
に

迎
え
る
こ
と
を
天
は
命
じ
た
、
と
成
玉
は
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
か

く
て
そ
う
し
た
天
命
を
体
し
た
こ
と
を
天
に
告
げ
る
郊
祭
を
お
こ
な

う
。
す
る
と
天
は
嘉
祥
を
く
だ
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
遊
居
三
年
、

京
師
に
帰
還
し
た
周
公
は
摂
政
に
就
く
。
そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
管
茶
ら

を
諒
伐
す
る
東
征
に
で
か
け
る
。
避
居
三
年
は
居
摂
一
万
年
で
あ
る
と

と
も
に
、
ま
る
三
年
に
及
ぶ
東
征
の
一
年
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
周
公
の
い
わ
ば
受
難
と
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
鄭
玄
が
構
想
す
る
府
公
避
居
説
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
た

だ
小
稿
で
と
り
あ
げ
る
諸
説
は
、
必
ず
し
も
諌
言
・
避
居
・
「
鵠
鵠
」

制
作
・
天
の
異
変
・
「
金
膝
の
書
」
開
封
・
郊
祭
・
天
の
嘉
J

伴
、
そ

し
て
成
王
に
よ
る
府
公
迎
候
と
、
田
川
公
の
帰
還
・
摂
政
就
任
・
東
征

と
い
う
鄭
玄
の
遊
居
説
の
す
べ
て
の
構
成
要
件
を
備
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
順
序
も
郷
玄
と
著
し
く
異
な
る
ば
あ
い
も
あ

る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
一
点
は
、
議
一
吉
に
よ
る
屑
公
の
避
居
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
小
稿
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
諸
説
を
避
居
説
と
し

て
論
ず
る
の
で
あ
る
。

『
墨
子
』
『
史
記
』
の
避
居
説

『
墨
子
』
「
耕
柱
篇
」
に
い
う
「
古
者
周
公
日
一
非
関
叔
、
辞
三
公
、

東
処
於
商
蓋
」
が
、
文
献
に
お
い
て
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
早
い
遊

居
説
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
こ
の
な
か
の
人
名
・
地
名
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
。
「
関

叔
」
は
管
叔
で
あ
る
。
「
商
蓋
」
は
商
奄
に
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。

奄
と
単
称
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
る
そ
れ
は
、
成
周
の
東
に
あ
る
魯
を

〈

3
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じ
っ
さ
い
は
指
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
公
は
管
叔
に
謹
一
一
目
さ

れ
、
一
ニ
公
の
職
を
辞
し
て
商
奄
(
以
下
、
奄
と
よ
ぶ
)
に
遊
居
し
た
と

い
う
の
が
、
『
墨
子
』
の
避
居
説
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
所
説
に
お
い
て
、
局
公
の
遊
居
は
管
叔
の
議
言
を
契

機
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
だ
が
そ
の
地
は
鄭
玄
が
設
定
す
る
東

都
で
は
な
く
奄
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
、
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。

田
川
公
が
三
公
の
な
か
で
、
太
子
(
の
ち
の
成
玉
)
の
守
り
役
に
あ
た

る
太
停
に
就
い
た
の
は
、
武
王
に
要
請
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
に
は
、
議
言
の
ま
え
に
武
王
の
崩
御
が

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
周
公
は
築
位
の
野
心
あ
り
と
い
う
の

が
議
言
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
議
言
・
遊
居
は
、
武
王
の
崩
御
の
の
ち
の
こ
と
と
認
め
う
る
の
で

あ
る
0
6

た
だ
そ
れ
ら
と
、
翌
年
の
成
王
の
即
位
と
の
前
後
関
係
は
よ

え
わ
か
ら
な
い
。

『
遺
子
』
の
避
居
説
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
最

も
注
自
す
べ
き
は
、
周
公
の
摂
政
就
任
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
が
説
か
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
翠
子
』
に
お
い
て
は
、
周
公
の
摂
政
就

任
と
管
奈
の
議
一
一
一
一
口
と
は
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

き
て
つ
ぎ
に
府
公
の
避
居
を
装
置
す
る
の
は
、
『
史
記
』

η
「
魯

周
公
世
家
」
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
ま
え
に
司
馬
遼
は
、
武
王
の
病
に

際
し
て
、
周
公
が
そ
の
穆
ト
の
書
i
「
金
燃
の
蓄
」
を
著
し
た
こ
と
、

武
王
の
崩
後
に
摂
政
に
就
い
た
周
公
が
管
茶
の
「
流
言
」
に
遭
い
、

か
く
て
そ
れ
ら
を
訣
伐
す
る
た
め
に
東
征
し
た
こ
と
、
居
摂
が
七
年

に
及
ん
だ
こ
と
な
ど
の
経
緯
を
つ
づ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
の
『
義

子
』
を
想
起
し
よ
う
。
そ
の
所
説
と
兵
に
し
て
、
こ
こ
で
は
周
公
の

摂
政
就
任
と
管
法
郊
の
誕
一
一
一
一
口
、
さ
ら
に
は
東
征
と
が
一
連
の
事
件
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
苛
馬
遷
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
今
文
『
尚

書
』
の
「
金
総
」
「
大
詰
」
な
ど
の
諸
篇
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、

管
茶
の
謙
一
一
一
同
を
め
ぐ
る
く
だ
り
に
は
周
公
の
避
居
を
装
置
し
な
か
っ

た
の
ず
あ
る
。
し
か
し
司
馬
遼
は
、
避
、
居
の
事
実
を
否
定
は
し
な
か

っ
た
。
U

そ
れ
に
は
別
な
る
契
機
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
魯
一
府
公
世
家
」
に
は
右
の
叙
述
の
あ
と
、
つ
初
・
」
!
こ
れ
よ
り
さ
き

と
こ
と
わ
っ
た
う
え
で
、
そ
の
契
機
と
な
る
以
下
の
よ
う
な
成
王
の

病
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
示
す
の
で
あ
る
。

幼
い
成
王
が
病
と
な
っ
た
と
き
、
周
公
は
自
分
の
爪
を
切
り
黄
河

に
沈
め
て
神
に
祈
願
し
、
そ
の
祈
祷
文
を
府
庫
に
納
め
た
。
か
く
て

全
快
し
た
成
王
は
政
治
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
あ
と
に
、

可
馬
遼
は
「
人
或
讃
周
公
、
周
公
奔
楚
o
成
王
発
府
、
見
周
公
一
瞬
書
、

乃
泣
、
反
田
川
公
」
と
つ
づ
け
る
。
あ
る
人
の
議
一
一
一
一
向
を
う
け
た
用
公
は

楚
に
避
居
す
る
。
そ
の
の
ち
局
公
の
祈
祷
文
を
み
つ
け
た
成
王
は
一
次

な
が
ら
周
公
を
迎
え
た
、
と
の
ベ
て
避
居
を
装
置
す
る
の
で
あ
る
ρ

お
な
じ
『
史
記
』
の
「
蒙
倍
伝
」
に
も
一
訴
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
遊

居
説
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

司
馬
遷
は
『
史
記
』
を
著
述
す
る
に
あ
た
り
、
「
問
問
羅
天
下
放
失

間
関
」
(
自
序
)
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
避
居
説
は

司
馬
遼
の
創
作
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ま
は
つ
ま
び
ら
か
に
し

え
な
い
、
原
拠
資
料
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
作
成

さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
左
の
二
点
に
注
目
す
る
と
あ
き
ら
か
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。
命
乞
い
の
祈
祷
文
を
府
庫
に
お
い
て
発
見
し
、
，

か
ソ
¥
て
周
公
の
真
意
を
悟
る
と
い

5
設
定
は
あ
き
・
ら
か
に
汁
金
膝
」

の
借
用
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
よ
う
。
そ
し
て
も
う
一

点
は
、
そ
の
時
期
の
叙
述
で
あ
る
。
成
王
が
幼
い
と
き
と
あ
っ
た
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「
魯
周
公
世
家
」
の
そ
れ
は
、
「
家
活
伝
」
で
は
「
昔
周
成
王
初
立
、

未
離
視
線
、
府
公
旦
負
王
以
朝
、
卒
定
天
下
」
と
く
わ
し
く
つ
づ
ら

れ
て
い
る
。
周
公
は
摂
政
と
し
て
で
は
な
く
、
一
二
公
の
太
停
と
し
て

龍
一
一
一
一
口
を
う
け
た
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
こ
れ

は
、
『
義
子
』
の
避
居
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
二
点
か
ら
ま
ず
、
司
馬
遼
の
原
拠
資
料
に
は
、
周
公
の
事

跡
に
お
い
て
そ
の
避
居
を
不
可
欠
と
す
る
考
え
が
強
く
あ
っ
た
と
い

え
る
。
た
だ
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
「
金
燦
」
一
篇
の
確
立
、

そ
し
て
司
馬
遷
が
示
す
よ
う
な
そ
の
解
釈
の
定
着
に
よ
っ
て
、
管
叔

の
「
流
一
一
一
一
回
」
を
契
機
と
す
る
避
居
は
成
立
し
え
ず
、
ま
た
摂
政
就
任

を
め
ぐ
る
そ
れ
も
成
立
の
余
地
が
な
か
っ
た
。
か
く
で
き
い
ど
一
ニ
公

在
任
中
の
避
居
と
し
、
「
金
燦
」
の
設
定
を
成
玉
の
病
の
ば
あ
い
に

お
き
か
え
て
、
避
居
説
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
、

避
居
の
地
と
し
て
『
墨
子
』
の
奄
を
そ
の
ま
ま
と
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
『
尚
室
田
』
解
釈
に
お
い
て
、
奄
は
管
茶
に
反
乱
を
教
唆
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
周
公
に
よ
る
東
征
の
一
一
回
と
も
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ハ
4
〉

る
。
楚
を
そ
れ
と
し
た
の
は
、
僻
地
の
楚
が
避
居
の
地
と
し
て
ふ
さ

わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
こ
の
よ
う
な
遊
居
説

は
控
造
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
議
一
一
一
目
し
た
張
本
人
を
特
定
し
て

い
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

司
馬
遼
は
、
右
の
よ
う
な
遊
底
説
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
と
き
を
媛
味
に
し
な
が
ら
も
護
言
を
契
機
と
す
る
周
公
の

遊
居
を
つ
づ
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
は
、
前
漢
に
お
い
て
周
公
の
そ
れ
は
否
定
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
支
持
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
う
し
た
こ
と
が
後
漢
に
継
承
さ
れ
て
、
避
居
を
装
置
す
る
あ

ら
た
な
「
金
膝
」
解
釈
を
生
む
の
で
あ
る
。

古
文
学
説
の
避
居
説

さ
て
後
漢
に
お
け
る
そ
れ
は
ま
ず
、
苫
同
室
田
』
の
古
文
学
説
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
後
漢
に
な
る
と
、
経
伝
に
も
と
づ
き
な
が
ら
展

開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
出
現
し
た
。
『
尚
室
田
』
の
ば
あ
い
、

今
文
・
古
文
の
荷
テ
キ
ス
ト
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

の
学
説
に
も
ふ
た
つ
の
そ
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
周
公
の
避
居
は

古
文
学
説
に
の
み
装
置
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
は
二
種

の
避
居
説
が
あ
っ
た
。

第
一
の
遊
居
説
は
、
「
古
文
家
」
の
学
説
で
あ
る
。
『
論
衡
』
「
感

類
篇
ー
一
に
引
か
れ
る
「
古
文
家
以
、
武
王
山
朋
、
周
公
居
摂
。
管
茶
流

一一一回、玉音
ω
狐
疑
周
公
、
周
公
奔
楚
。
故
天
雷
雨
、
以
悟
成
王
」
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
前
漢
の
避
居
説
と
異
に
し
て
、
周
公
の
摂
政
就
任
・

避
居
が
管
茶
の
「
流
言
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
金
燦
」
に
お
い
て
管
茶
の
「
流
ニ
一
一
己
の
ま
え
に
つ
づ
ら
れ
る
「
武

( 4 ) 



王
既
喪
」
を
武
王
の
崩
御
と
解
す
る
こ
と
、
「
流
言
」
の
あ
と
に
つ

づ
く
「
我
之
弗
僻
」
と
い
う
周
公
の
こ
と
ば
の
「
僻
」
を
つ
遊
」
と

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
学
説
は
成
立
し
う
る
。

と
す
る
と
つ
づ
く
「
居
東
二
年
」
は
東
に
避
居
し
て
二
年
め
と
解
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
南
の
楚
に
遊
居
し
た
と
い

う
。
「
居
東
」
は
避
居
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
あ
と
に
「
罪
人
斯
得
」
と
い
う
経
文
が
あ
る
た
め
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
「
罪
人
」
に
つ
い
て
は
管
茶
以
外
の
も
の
を
想
定
し

え
ず
、
し
た
が
っ
て
連
続
す
る
「
居
東
二
年
」
「
罪
人
斯
得
」
は
東

征
と
認
め
る
べ
き
経
文
で
あ
っ
た
の

T
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
と

「
古
文
家
」
が
考
え
る
避
居
の
と
き
は
、
「
流
ニ
一
一
己
か
ら
そ
の
東
征
ま

で
の
あ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
設
定

し
う
る
だ
け
の
時
間
的
余
裕
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
古
文
家
」
の
意

図
は
、
た
と
え
経
文
の
文
脈
と
蹴
離
を
き
た
し
て
も
、
避
居
を
装
置

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
が
ま
た
、
そ
の

前
例
で
あ
っ
た
奄
・
楚
か
ら
選
ば
れ
る
避
居
の
地
の
想
定
に
も
適
用

さ
れ
た
。
い
ま
か
り
に
そ
れ
を
奄
と
し
て
み
よ
う
。
そ
の
地
は
東
に

あ
っ
た
。
「
居
東
」
は
そ
こ
へ
の
避
居
と
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
れ
に
な
に
よ
り
も
、
奄
は
周
公
が
東
征
し
た
一
一
回
で
あ
っ
た
こ
と

〈

5
〉

は
『
詩
』
「
毛
伝
」
が
明
示
し
て
お
り
、
遊
居
の
地
と
認
め
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
古
文
家
」
は
、
経
文
に
徴
し
え
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
の
こ
っ
た
前
例
の
楚
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

じ
つ
を
い
う
と
奄
以
外
の
地
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ

る。
さ
ら
に
「
古
文
家
」
の
学
説
を
論
、
ず
る
た
め
に
は
、
『
史
記
』
や

前
漢
の
解
釈
、
そ
し
て
後
漢
の
今
文
学
説
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
周
公
に
よ
る
「
鴎
鵠
」
制
作
の
あ
と
に
つ
づ
く
、

天
が
く
だ
す
雷
電
疾
風
の
異
変
を
い
う
「
秋
、
大
熟
、
未
穫
。
天
大

〈

6
〉

雷
電
(
雨
〉
以
風
、
禾
尽
健
、
大
木
斯
抜
」
以
下
の
「
金
膝
」
の
経

文
を
田
川
公
の
卒
後
の
こ
と
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「
古
文
家
」
の
学
説
で
は
、
そ
の
異
変
に
よ
っ
て
天
は
「
流
言
」
が

全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
を
成
王
に
悟
ら
せ
た
と
あ
っ
た
。
と
す
る
と

「
金
駿
の
書
」
開
封
・
周
公
迎
侯
と
い
う
成
王
の
行
為
も
ま
た
、
周

公
の
生
存
中
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
、
そ
の
学
説
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
そ
れ
ら
が
、
東
征
と
ど
の
よ
う
な
関
係
と
な
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
一
点
を
お
く
と
、
鄭
玄
は
基

本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
学
説
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
鄭
玄

も
ま
た
、
雷
電
疾
風
の
異
変
以
後
の
経
文
を
周
公
の
生
存
中
の
こ
と

と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
雷
電
疾
風
の
異
変
に
対
す
る
両
者
の
解
釈
に
は
、
お
お
き
な

解
釈
の
違
い
が
存
在
す
る
。
「
古
文
家
」
の
そ
れ
は
畢
覚
、
周
公
に

は
築
位
の
野
心
が
な
い
こ
と
を
成
王
に
告
知
す
る
異
変
で
あ
っ
た
。

( 5 ) 



こ
れ
に
対
し
て
制
御
玄
の
そ
れ
は
、
京
都
不
在
の
周
公
の
徳
を
あ
ぎ
ら

一
か
に
し
、
ま
た
成
王
に
周
公
迎
侯
を
命
令
す
る
天
意
と
解
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
い
ま
、
確
認
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

E

さ
て
古
文
学
説
に
お
け
る
第
二
の
避
居
説
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
人

君
の
冠
礼
を
説
く
に
あ
た
り
、
成
王
の
ぼ
あ
い
を
例
と
す
る
、
許
慎

『
五
経
異
議
』
に
引
か
れ
る
「
古
尚
書
説
」
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す

る
の
で
あ
る
。
「
武
王
山
崩
持
、
成
王
年
十
一
一
一
。
後
一
年
管
菜
作
乱
、

周
公
東
野
之
、
王
与
大
夫
尽
弁
、
以
間
金
勝
之
書
。
時
成
王
年
十
四
。

言
弁
、
拐
知
己
冠
余
」
(
公
羊
伝
罷
公
元
年
疏
引
〉
と
あ
る
の
が
そ
れ
で

あ
る
が
、
そ
の
叙
述
が
ま
た
諜
周
『
五
経
然
否
論
』
で
は
「
武
王
山
朗
、

後
管
茶
作
乱
、
周
公
出
居
東
。
是
歳
大
風
、
王
与
大
夫
冠
弁
、
関
金

勝
之
書
。
成
王
十
四
、
是
喪
短
也
」
(
通
典
巻
五
六
引
)
と
つ
づ
ら
れ

て
い
る
ご
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
王
を
め
ぐ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
荷
者
に
よ
っ
て
補
完
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
人
君
は
年
十
ご
に
し
て
冠
す
る
と
い
う
た
ち
ば
に
立
ち
、
「
金

膝
の
蓄
」
を
開
封
し
た
十
四
歳
の
成
王
は
喪
冠
の
弁
を
つ
け
て
い
た

と
認
め
て
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ

る
。
成
主
十
三
歳
の
と
き
武
王
が
崩
じ
、
十
四
歳
の
と
き
管
奈
の
議

一
一
一
同
が
あ
っ
て
、
周
公
は
「
東
野
之
」
「
出
居
東
」
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
そ
の
の
ち
成
主
は
、
「
金
糠
の
書
」
を
開
封
し
た
、
と
。

わ
れ
わ
れ
除
、
右
り
傍
点
の
表
記
に
注
目
し
よ
う
。
「
金
擦
」
の

「
我
之
弗
野
」
の
「
辞
」
に
「
居
東
」
の
「
東
」
を
く
わ
え
、
そ
の

「
居
東
」
に
は
「
出
」
を
く
わ
え
る
と
い
う
操
作
が
ほ
ど
こ
さ
れ
℃

い
る
の
で
あ
る
。
周
公
は
「
東
」
へ
「
出
」
、
そ
こ
に
「
居
」
し
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
文
の
「
辞
」
は
「
出
」
と
解
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
そ
れ
ら
を
東
征
と
と
ら
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
に
も
注
目
し
よ
う
。
東
征
は
管
茶
の
恐
怖
伐
に

か
ぎ
る
も
の
で
は
な
く
、
肢
の
武
庚
・
奄
な
ど
の
壊
滅
も
包
括
す
る

軍
事
行
動
で
あ
っ
た
。
一
年
に
も
満
た
な
い
期
間
で
は
、
そ
れ
ら
は

な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
古
尚
書
説
」
は
、
避
居
を
装
置
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
さ
き
に
み
た
、
お
な
じ
古
文
学

説
の
「
古
文
家
」
が
遊
居
を
装
置
し
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
想
起
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
管
茶
の
「
流
一
一
一
己
は
田
川
公
の
摂
政

就
任
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
「
古
尚

書
説
」
は
お
な
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
0
4

そ
う
す
る
と
そ
の
避
居
説
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
武
王
崩
御
の
と
き
成
玉
は
十
三
歳
、
去

の
翌
年
の
十
四
歳
の
と
き
即
位
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
周
公
は
摂
政

に
就
く
。
か
く
て
管
奈
の
議
言
を
う
け
、
「
東
い
に
避
居
す
る
。
そ

し
て
成
王
は
弁
を
つ
け
「
金
際
の
書
」
を
開
封
す
る
。
こ
う
し
た
避

活
説
に
は
、
局
公
の
真
意
を
告
知
し
、
成
主
を
「
金
燦
の
室
田
」
開
封

ヘ
と
う
な
が
す
雷
電
疾
風
の
異
変
、
用
問
封
後
の
成
王
に
よ
る
周
公
迎
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侯
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
賛
言
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
一
連
の
出
来
事
は
、
成
王
十
四
歳
の
一
年
の
あ
い
だ
の
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
古
尚
書
説
」
の
避
居
説
は
、
さ
き
の
「
古
文
家
」

の
そ
れ
と
お
な
じ
く
雷
電
疾
風
の
異
変
以
下
の
「
金
縁
」
の
経
文
を

周
公
生
存
中
の
こ
と
と
す
る
が
、
避
居
の
地
に
つ
い
て
は
異
に
す

る
。
「
古
尚
書
説
」
は
畢
覚
、
「
居
東
」
を
避
居
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
鄭
玄
の
避
居
説
に
つ
な
が
る
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、

そ
の
「
居
東
」
の
「
二
年
」
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
を
避
居
の
年
数
と
す
る
と
、
つ
づ
く
「
罪
人
斯
得
」
の
解

釈
が
や
は
り
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
J

-

避
居
を
装
置
す
る
た
め
に

は
、
そ
う
し
た
経
文
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
あ
と
に
さ
ら
に
つ
づ
く

周
公
に
よ
る
「
鴎
鵠
」
制
作
を
め
ぐ
る
経
文
も
無
視
せ
ざ
る
を
え
a

な

く
な
る
。
そ
の
経
文
は
「
罪
人
斯
得
」
の
解
釈
と
ふ
か
く
関
わ
っ
て

解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

四

馬
融
の
避
居
説

さ
て
つ
ぎ
に
、
馬
散
の
『
尚
書
注
』
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は

今
日
、
散
佼
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
断
片
か
ら
馬
散
の
遊
居

説
は
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
断
片
と
じ
て
輯
佼
警
が
一
致
じ
て
と
る
の
は
、

『
経
典
釈
文
』
の
「
潟
(
融
)
鄭
〈
玄
〉
音
避
、
謂
避
居
東
都
」
(
巻
四
)

と
い
う
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
金
燦
」
の
「
我
之
弗
僻
」
の
「
辞
」

を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
「
避
」
と
い
う
訓
誌
を
あ
た
え
る
と
と
も
に
、

「
居
東
二
年
」
も
視
野
に
い
れ
て
い
る
解
釈
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う

し
た
馬
融
・
鄭
玄
の
解
釈
を
あ
わ
せ
る
叙
述
に
注
目
し
て
、
鄭
玄
の

避
居
説
は
と
く
に
馬
融
の
『
尚
宝
亘
解
釈
に
し
た
が
う
も
の
と
指
摘

(
8〉

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
毛
う
し
た
指
摘
は
馬
一
融

の
避
居
説
が
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
か
く
て
、
馬
融
の
そ
れ
を
あ
ぶ
り
だ
す
わ
け
だ
が
、
そ
の
ま
え

に
四
点
ほ
ど
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
点
は
、
馬
融
が
文
王
の
崩
御
を
周
の
受
命
九
年
と
認
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
劉
款
が
「
一
ニ
統
歴
」
に
示
し

て
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
漢
貌
、
そ
し
て
晋
の
お
お
か
た
が
支
持
じ

〈

9
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て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
後
漢
に
お
い

て
は
鄭
玄
の
み
が
そ
の
崩
御
を
受
命
七
年
と
認
め
て
い
た
の
で
あ

る。

( 7 ) 

第
二
点
は
、
『
礼
記
』
「
文
王
世
子
」
に
「
文
王
九
十
七
乃
終
、
武

王
九
十
三
荷
終
」
と
あ
る
こ
と
、
『
大
戴
礼
』
「
文
玉
世
子
」
に
「
文

王
十
三
生
伯
邑
考
、
十
五
生
武
王
」
(
詩
蹴
譜
疏
引
〉
と
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
示
さ
れ
る
文
王
・
武
王
の
年
齢
設
定
は
、
漢
貌
に

お
い
て
等
し
く
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
馬
融
・
鄭
玄
も
そ



の
例
外
で
は
な
い
。
と
す
る
と
鄭
玄
を
の
ぞ
く
お
お
く
の
も
の
た
ち

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
文
王
が
受

命
九
年
に
九
十
七
歳
で
崩
じ
た
と
き
、
武
王
は
八
十
三
歳
、
そ
し
て

そ
の
武
王
が
九
十
三
歳
で
崩
じ
た
と
き
は
受
命
十
九
年
で
あ
る
、

と。
第
三
点
は
、
成
王
が
生
ま
れ
た
年
で
あ
る
。
馬
融
自
身
に
よ
る
見

解
は
の
こ
っ
て
い
な
い
が
、
「
古
尚
書
説
」
に
「
武
王
山
朋
持
、
成
王

十
一
ニ
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
年
齢
設
定
は
、
貌
の

(
日
)

王
粛
が
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
王
粛
は
ま
た
、
文
王
の
受
命
九
年

(

ロ

〉

山
崩
御
説
を
主
張
す
る
o
e
と
す
る
と
馬
散
も
、
「
古
尚
書
説
」
に
し
た

が
っ
て
い
た
と
認
め
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
成

玉
は
武
王
八
十
歳
の
と
き
生
ま
れ
、
文
王
崩
御
の
と
き
は
三
歳
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
点
は
、
周
公
の
摂
政
就
任
の
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
馬
融
自
身
に
よ
る
見
解
は
の
こ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
そ
の
と
き
を

「
金
繰
」
の
「
武
王
既
喪
」
に
対
す
る
解
釈
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

る
と
、
馬
融
の
見
解
は
推
測
で
き
る
。
「
古
文
家
」
が
そ
れ
を
武
王

の
崩
御
と
解
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
ま
た
王
粛
の
解
釈
に

も
注
目
し
よ
う
。
「
九
十
三
荷
崩
、
以
冬
十
二
月
。
其
明
年
称
元
年
、

周
公
摂
政
、
選
流
ヰ
一
一
同
」
(
詩
磁
譜
疏
引
尚
書
注
)
と
あ
り
、
武
王
が
崩

じ
た
翌
年
に
周
公
は
摂
政
に
就
き
、
「
流
午
一
一
回
」
に
遭
っ
た
と
指
摘
す

〈

日

〉

る
。
王
粛
は
遊
居
説
を
否
定
す
る
た
ち
ば
に
立
つ
が
、
「
武
王
既
喪
」

の
解
釈
に
つ
い
て
は
「
古
文
家
」
の
そ
れ
と
お
な
じ
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
の
『
史
記
』
「
魯
周
公
世
家
」

も
想
起
し
よ
う
。
武
玉
の
崩
後
に
摂
政
に
就
い
た
周
公
は
「
流
一
一
一
口
」

に
遭
っ
た
と
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
え
た
本
文
は
、
「
武
玉
既
崩
、
成
王

少
、
:
;
:
周
公
乃
践
件
、
代
成
王
摂
行
政
当
呂
、
管
叔
及
其
翠
弟
流

一
一
一
一
口
於
国
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
武
王
既
喪
」
が
「
武
王
既
崩
」

に
い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
避
居
の
有
無
の
い

か
ん
を
関
わ
ず
、
田
川
公
の
摂
政
就
任
は
武
王
の
崩
後
で
あ
る
こ
と
は

共
通
し
て
お
り
、
ま
た
「
流
一
一
一
一
口
」
は
そ
の
就
任
を
契
機
と
す
る
こ
と

も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
貌
に
お
い
て
以
上
が
大
勢
を
占
め

て
い
た
と
す
る
と
、
鄭
玄
の
解
釈
は
す
ぐ
れ
て
特
異
で
あ
っ
た
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鄭
玄
は
「
武
王
既
喪
」
を
、
武
王
の
た
め
の
三

年
の
喪
期
が
あ
け
た
と
き
、
周
公
は
摂
政
に
就
こ
う
と
し
た
と
解
し

て
い
た
。
「
既
喪
」
を
「
終
喪
」
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
し
馬
融

が
鄭
玄
と
お
な
じ
解
釈
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
異

性
の
ゆ
え
に
『
経
典
釈
文
』
が
示
す
「
辞
」
の
訓
話
の
ば
あ
い
の
よ

う
に
、
馬
一
拙
の
解
釈
は
察
玄
の
そ
れ
と
併
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
は
ず
の
孔
穎
達
『
尚
書
正

義
』
(
金
燦
疏
〉
『
毛
詩
正
義
』
(
閥
詩
・
園
風
疏
)
は
鄭
玄
の
解
釈
を
示

す
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
馬
融
も
「
古
文
家
」

( 8 ) 



王
粛
な
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
た
と
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
四
点
に
、
周
公
の
東
征
は
ま
る
三
年
、
そ
の
居
摂
は
七
年

と
す
る
定
説
を
く
わ
え
て
、
成
王
の
生
誕
か
ら
居
摂
七
年
ま
で
の
年

譜
を
作
成
し
よ
う
。
た
だ
そ
の
際
、
馬
散
の
遊
活
説
が
鄭
玄
の
そ
れ

の
大
本
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
に
あ
え
て
し
た
が
う
こ
と
と
す
る
。
す

な
わ
ち
鄭
玄
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
避
居
三
年
を
東
征
一
年
と
し
、
そ

の
東
征
を
遊
居
に
連
続
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

受
命
六
年

受
命
九
年

受
命
十
九
年

受
命
二
十
年

受
命
二
一
年

受
命
ニ
ニ
年

受
命
一
三
年

受
命
二
四
年

受
命
二
五
年

受
命
二
六
年

文
王
九
回
武
王
八
十

文
王
九
七
崩
御
武
王
八
三

武
王
九
一
ニ
崩
御

居
摂
元
年
避
居
一
年

居
摂
二
年
避
居
二
年

居
摂
三
年
避
居
三
年

居
摂
四
年

居
摂
五
年

居
摂
六
年

居
摂
七
年

致
政

東
征
一
年

東
征
二
年

東
征
三
年

成
王
生

成
玉
三

成
王
十
三

成
王
十
四

成
王
十
五

成
王
十
六

成
王
十
七

成
王
十
人

成
王
十
九

成
王
二
十

と
い
っ
た
年
譜
を
作
成
し
う
る
。
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

七
年
の
居
摂
の
あ
い
だ
の
周
公
の
事
跡
を
組
み
い
れ
る
こ
と
は
、
こ

の
年
譜
で
は
不
可
能
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
異
説
が
な
い

三
年
の
新
都
洛
邑
の
造
営
の
着
手
、
六
年
の
「
制
礼
作
楽
」
の
完
成

な
ど
は
東
征
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鄭
玄
の

避
居
説
が
そ
れ
ら
を
組
み
い
れ
、
ま
た
武
玉
の
た
め
の
三
年
の
喪
期

も
設
定
し
え
た
の
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
文
王
の
崩
御
を
受

〈

M
〉

命
七
年
と
認
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
馬
融
の
避

居
説
は
、
避
居
の
あ
と
に
東
征
を
つ
や
つ
け
る
鄭
玄
と
お
な
じ
文
脈
に

は
お
き
え
な
い
異
質
な
遊
居
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
馬

融
の
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
避
居
と
東
征
と
を
重
ね
て
い
た
と
認

め
る
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
金
駿
」
の
「
辞
」
を
「
遊
」
と
読
み
、
そ
の
経
文
を
周
公
の
避

居
の
決
意
表
明
と
し
、
そ
の
地
を
「
居
東
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
東
都

と
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
へ
の
避
居
と
同
時
に
東
征
は
お
こ
な
わ
れ
た

と
馬
散
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
意
を
と
ら
え
て
こ
そ
、
馬
一
織

も
「
罪
人
斯
得
」
の
「
罪
人
」
を
管
茶
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
避

居
の
あ
と
に
東
征
を
つ
づ
け
、
両
者
に
別
な
る
時
間
を
想
定
す
る

と
、
「
罪
人
斯
得
」
の
解
釈
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
馬
融
が
構
想
す
る
受
命
十
九
年
以
後
の
年
譜
は
、

( 9 ) 

受
命
十
九
年

受
命
二
十
年

受
命
二
一
年

武
王
九
三
崩
御

居
摂
元
年
避
居
一
年

居
摂
二
年
避
居
二
年

成
王
十
三

成
王
十
四

成
王
十
五

東
征
一
年

東
征
二
年

管
察
訣
伐

東

征

三

年

成

王

十

六

洛
邑
造
営
着
手

受
命
二
二
年

居
摂
三
年

遊
居
三
年

京
師
帰
還



受
命
二
五
年

受
命
二
六
年

居
摂
六
年

活
祭
七
年

制
礼
作
楽
完
成

致
政

成成
王玉
二十
十九

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
年
譜
か
ら
遊
居
の
装
壁
を
と
り

は
ず
そ
う
。
さ
き
の
四
点
の
指
摘
か
ら
容
易
に
知
れ
る
よ
う
に
、
そ

〈
お
〉

の
年
譜
は
玉
粛
の
構
想
と
ま
さ
に
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
馬
融
の
避
居
説
を
鄭
玄
の
そ
れ
と
同
列
に
あ
っ
か
う
こ
と

な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

む

す

び

ハ
珂
)

先
秦
か
ら
後
漢
に
い
た
る
遊
居
説
は
、
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
鄭

玄
の
避
居
説
と
共
通
す
る
要
素
を
有
し
て
い
た
の
は
、
後
漢
の
そ
れ

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
金
際
」
の
「
我
之
弗
辞
」
の

「
辞
」
を
「
遊
」
と
読
み
、
管
奈
の
「
流
一
一
一
一
口
」
を
避
居
の
契
機
と
し

て
、
周
公
の
摂
政
就
任
を
め
ぐ
っ
て
避
居
説
を
構
想
す
る
こ
と
、
成

主
に
よ
る
「
金
膝
の
曹
三
開
封
以
下
の
経
文
を
周
公
の
生
存
中
の
出

来
事
と
す
る
こ
と
に
か
ぎ
っ
て
、
両
者
は
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
鄭

玄
は
後
漢
の
そ
れ
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
お
そ
っ
て
い

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
後
漢
の
避
居
説
を
ふ
り
か
え
っ

て
み
よ
う
。

古
文
学
説
に
ふ
七
つ
の
遊
居
説
が
存
在
し
た
の
球
、
避
居
を
装
置

す
る
こ
と
と
、
「
居
東
二
年
」
「
罪
人
斯
得
」
の
解
釈
と
が
荷
立
し
な

い
か
ら
で
あ
っ
た
。
馬
一
般
の
遊
居
説
は
畢
覚
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を

解
消
し
た
解
釈
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
居
東
」
を
東
都
へ
の
避
居

と
解
す
る
一
方
で
、
「
罪
人
斯
得
」
を
管
茶
諒
伐
と
し
、
「
二
年
」
を

そ
の
訣
伐
の
年
i

東
征
二
年
と
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
文
学

説
を
整
理
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
古
文
学
説
が
そ
の
解
釈

を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
周
公
に
よ
る
「
島
鵠
ー
一
制
作
も
馬

融
の
そ
れ
は
解
釈
の
射
程
に
入
る
も
の
と
な
っ
た
。
「
鵠
鵠
」
は
、

管
茶
諒
伐
の
周
公
の
意
図
を
あ
き
ら
か
に
す
る
詩
篇
と
と
ら
え
う
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
漢
貌
に
お
い
て
、
等
し
く
支
持
さ
れ
て
い
た

「
鵠
鵠
」
解
釈
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
「
金
燦
」
に

お
い
て
「
居
東
二
年
、
刻
罪
人
斯
得
」
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
両
者
に

別
な
る
解
釈
を
あ
た
え
た
こ
と
は
や
は
り
、
不
自
然
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
「
金
燦
」
に
避
居
を
装
置
し
て
組
離
を
き
た
さ
な
い
解
釈

を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
作
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
金
膝
」
解
釈
と
し
て
の
鄭
玄
の
避
居
説
は
整

合
性
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
、
す
ぐ
れ
て
特

異
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
必
要
が
あ
っ
た
。
小
稿
で
言
及
し
た
そ
れ
を

確
認
す
る
と
、
文
王
の
崩
御
を
周
の
受
命
七
年
と
す
る
こ
と
、
「
罪

人
」
を
周
公
の
属
党
と
し
、
成
王
に
よ
る
そ
の
逮
捕
に
対
す
る
異
議

申
し
立
て
を
周
公
の
「
鵠
鵠
」
制
作
の
意
図
と
す
る
こ
と
、
し
た
が
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っ
て
管
茶
放
伐
を
は
じ
め
と
す
る
東
征
を
「
金
際
」
解
釈
に
設
定
し

な
い
こ
と
、
そ
し
て
雷
電
疾
風
の
異
変
に
対
す
る
解
釈
な
ど
が
、
そ

れ
で
あ
る
o
a

以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
鄭
玄
の
避
居
説
は
古
文
学
説
・
馬
融
と

は
全
十
く
異
な
っ
た
次
元
に
立
つ
そ
れ
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
活
摂
六
年

の
「
制
礼
作
楽
」
は
周
公
に
な
る
「
太
平
」
国
家
の

0

フ
ラ
ン
に
ほ
か

な
ら
な
く
、
東
征
を
お
え
た
居
摂
三
年
の
翌
年

i
居
摂
四
年
こ
そ
が

そ
の
「
太
平
」
到
来
の
と
き
で
あ
る
。
鄭
玄
は
こ
う
し
た
想
定
に
も

と
づ
き
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
避
居
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
避

居
説
は
単
な
る
「
金
燦
」
解
釈
で
は
な
く
、
か
れ
独
自
の
「
太
平
」

思
想
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注(

1

)

た
と
え
ば
孫
星
術
『
尚
書
今
古
文
法
疏
』
(
巻
十
一
ニ
)
に
、

う
な
認
識
を
う
か
が
い
う
る
。

(
2
〉
以
下
の
郷
玄
が
構
想
す
る
周
公
避
居
説
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
流
一
一
一
一
日
と

避
居

i
周
公
の
受
難

i
鄭
玄
の
『
尚
書
』
「
金
繰
」
解
釈

i
」
(
日
本
中

国
学
会
創
立
五
十
年
記
念
論
文
集
一
九
九
八
年
十
月
〉
参
君
。

ハ
3
)

孫
詰
譲
『
墨
子
関
詰
』
(
巻
十
一
)
参
君
。
ま
た
馬
瑞
辰
『
毛
詩
伝

築
通
釈
』
〈
巻
十
六
)
に
も
問
様
な
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
「
東
処
於
高
蓋
」

に
つ
い
て
、
孫
諮
譲
は
避
居
と
は
解
せ
ず
、
周
公
が
東
征
し
て
奄
を
訣
伐

し
、
そ
の
地
に
居
た
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
と
す
る
と
管
叔
の
議
言
を
装

そ
の
よ

置
し
な
が
ら
、
そ
の
管
叔
設
伐
を
明
示
せ
ず
に
、
一
連
の
軍
事
行
動
で
あ

る
東
征
に
お
い
て
最
後
の
決
戦
で
あ
る
は
ず
の
奄
訣
伐
と
認
め
る
の
は
不

自
然
で
あ
ろ
う
。
孫
詰
譲
は
避
居
説
を
否
定
す
る
あ
ま
り
、
の
ち
の
酌
『
山
間

書
』
解
釈
の
な
か
で
成
立
す
る
東
征
に
強
引
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

在
中
「
周
公
居
東
謹
」
(
述
学
所
収
)
や
前
掲
孫
星
術
書
な
ど
も
、
そ
れ

を
避
居
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

4

)

た
と
え
ば
『
尚
番
大
伝
』
は
、
居
摂
七
年
間
に
お
け
る
事
跡
を
指
摘

し
て
「
局
公
摂
政
、
一
年
救
乱
、
二
年
克
段
、
三
年
践
奄
」
(
情
書
李
徳

林
伝
等
引
)
一
広
々
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
に
は
「
武
王
殺
約
、
市
継
公
子

禄
父

0

・
:
:
・
武
王
死
、
成
王
幼
、
周
公
盛
、
養
成
王
。
:
:
:
周
公
身
居

位
、
聴
天
下
為
政
。
管
叔
疑
周
公
、
流
一
一
一
一
口
於
間
。
:
・
:
・
奄
君
簿
姑
謂
禄
父

日
、
武
王
己
死
突
。
成
王
幼
、
周
公
見
疑
会
。
此
世
之
時
也
。
請
挙
事
。

然
後
禄
父
三
監
叛
。
周
公
以
成
玉
之
命
殺
禄
父
、
遂
践
奄
」
(
太
平
御
覧

巻
六
回
七
・
詩
破
斧
疏
等
引
〉
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
管
禁
ら
の
反

乱
は
奄
君
が
教
唆
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
周
公
以
成
王
之
命

殺
禄
父
、
遂
践
奄
」
は
、
さ
き
の
「
二
年
克
段
、
一
ニ
年
践
奄
」
に
相
当
す

る
の
で
あ
る
。
な
お
『
尚
書
大
伝
』
の
引
用
は
、
陳
寿
棋
『
尚
晶
一
一
国
大
伝
韓

校
』
を
参
着
し
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

(

5

)

『
詩
』
「
園
風
・
政
斧
」
の
「
周
公
東
征
、
四
国
是
皇
」
に
対
し
て
、

「
毛
伝
」
は
「
西
国
、
管
・
菜
・
商
(
段
)
・
奄
也
。
皇
、
正
也
」
と
注
す

る
。
『
白
虎
通
』
「
巡
狩
第
」
な
ど
が
瓢
捗
と
解
す
る
の
と
異
に
し
て
、

「
四
国
」
討
伐
、
す
な
わ
ち
小
稿
で
い
う
東
笹
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

6

)

小
稿
が
雷
電
疾
風
の
異
変
と
い
う
経
文
の
表
一
認
は
、
古
文
で
は
「
雷

電
以
風
」
に
つ
く
る
拡
対
し
て
、
今
文
で
は
「
雷
雨
以
風
」
に
つ
く
る
。

( 11 ) 



ハ
7
〉
前
漢
の
解
釈
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
尚
番
大
伝
』
に
い
う
「
周
公

疾
。
回
、
吾
死
必
葬
於
成
局
、
示
天
下
直
於
成
王
也
。
局
公
死
、
天
乃
雷

雨
以
風
、
禾
尽
傷
、
大
木
斯
抜
、
国
恐
。
王
与
大
夫
箆
金
繰
之
書
、
執
害

以
泣
。
日
、
毘
公
勤
労
王
家
、
予
幼
、
人
弗
及
知
。
乃
不
葬
於
成
席
、
市

葬
之
於
華
、
一
部
天
下
不
敢
医
」
〈
漢
番
梅
一
福
伝
注
等
引
〉
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
後
漢
の
今
文
学
説
は
、
『
論
衡
』
「
感
類
第
」
に
「
金
膝
回
、

秋
大
熱
、
来
穫
、
天
大
雷
雨
以
風
、
禾
尽
健
、
大
木
斯
抜
、
恩
人
大
恐
。

当
此
之
時
、
周
公
死
。
儒
者
説
之
、
以
為
成
玉
狐
疑
於
葬
周
公
。
欲
以
天

子
礼
葬
公
、
公
、
人
直
也
。
欲
以
人
臣
礼
葬
公
、
公
有
玉
功
。
狐
疑
於
葬

周
公
之
館
、
天
大
雷
雨
、
動
怒
示
変
、
以
彰
聖
功
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で

あ
る
。
な
お
『
論
衡
』
の
引
用
は
、
資
跨
『
論
衡
校
釈
』
を
参
着
し
た
こ

と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

〈
8
〉
た
と
え
ば
覧
熔
『
毛
詩
鰯
婆
平
議
』
は
、
「
鄭
必
分
為
二
事
(
居
東

・
東
征
)
者
、
以
金
膝
一
試
我
之
弗
防
府
、
依
馬
融
読
僻
為
避
。
故
解
為
遊
居

東
都
」
ハ
巻
四
〉
と
指
摘
す
る
。

(
9
〉
コ
一
宮
「
大
雄
・
文
王
」
序
疏
に
「
尚
書
武
成
篇
問
、
:
:
:
権
九
年
、

大
統
未
集
。
孔
~
安
鼠
去
、
言
諸
侯
帰
之
、
九
年
前
卒
。
故
大
業
未
就
。
劉

歌
作
一
一
一
統
歴
、
考
上
世
帝
王
、
以
為
文
王
受
命
九
年
市
山
問
。
班
間
作
漢
書

律
股
芯
、
載
其
説
。
於
是
賀
遼
・
罵
融
・
正
競
・
意
昭
・
皐
甫
謡
皆
悉
向

之
、
刷
毛
窓
或
当
然
失
」
と
あ
る
。
「
偽
孔
伝
」
で
は
な
く
、
劉
歎
以
来

の
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

(
ぬ
〉
斜
文
の
「
金
燦
」
注
に
「
文
玉
、
:
:
:
九
十
七
部
経
0

・
:
:
・
於
文
王

受
命
為
七
年
」
(
詩
磁
譜
疏
引
〉
と
あ
る
。

ハロ〉

i

詑
〈
お
)
を
み
よ
。

〈
立
〉
王
粛
は
「
金
擦
」
に
注
し
て
、
「
文
王
十
五
百
生
武
玉
、
九
十
七
市

族
、
時
受
命
九
年
」
(
詩
趨
譜
疏
引
尚
室
田
詮
)
と
い
う
。

〈
お
〉
右
の
本
文
に
引
い
た
「
金
駿
」
注
は
、
「
作
大
詰
而
東
征
、
二
年
克

段
、
殺
管
察
、
一
ニ
年
十
郎
婦
、
制
礼
作
楽
、
出
入
四
年
、
歪
六
年
商
成
。
七

年
営
洛
邑
、
作
康
器
・
召
話
・
溶
語
、
致
政
成
王
。
然
則
文
王
山
朋
之
時
、

成
王
己
三
歳
、
武
王
入
十
雨
後
有
成
王
。
武
王
崩
持
、
成
王
己
十
一
ニ
、
周

公
摂
政
七
年
致
政
、
成
王
年
二
十
」
(
向
上
〉
と
つ
づ
く
。
周
公
の
遊
底

は
装
置
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
王
粛
『
毛
詩
註
』
に
も
注
目
し

よ
う
。
そ
こ
で
は
「
金
繰
」
の
「
罪
人
斯
得
」
を
周
公
の
属
党
と
す
る
、

鄭
玄
の
「
議
議
」
解
釈
を
王
粛
は
激
し
く
論
駁
す
る
(
詩
溺
譜
疏
引
)
。

こ
れ
は
鄭
玄
の
遊
居
説
を
批
判
の
組
上
に
の
せ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

(

M

)

こ
の
よ
う
に
設
定
す
る
と
、
成
王
の
生
年
は
受
命
八
年
、
武
王
八
十

四
歳
の
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
詩
儲
譜
疏
引
尚
書
注
)
。
こ
れ
も
古

文
学
説
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

(
日
〉
本
文
・
注
で
示
し
た
玉
粛
「
金
際
」
注
に
よ
っ
て
年
譜
を
作
成
す
る

シー
受
命
六
年

受
命
九
年

受
命
十
九
年

受
命
一
一
十
年

受
命
二
一
年

文
王
九
四
武
王
八
十

文
王
九
七
崩
後
武
玉
八
一
ニ

武
主
九
一
ニ
崩
御

居
襟
元
年
流
言
大
詰
鋭
作

東
征
一
年

東
征
二
年

年

克
設

管
禁
設
伐

( 12 ) 

成
主
生

成
玉
三

成
王
十

成
主
十
四

成
玉
十
五



受
命
二
ニ
年

居
摂
=
一
年
東
征
三
年

制

札

作

楽

着

手

成

主

十

六

居

摂

六

年

制

礼

作

楽

完

成

成

王

十

九

居
摂
七
年
営
洛
完
成
康
話
召
詰
洛
話
制
作

致

政

成

王

二

十

と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
年
譜
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
と
な
る
一
点

が
あ
る
。
雷
電
疾
風
の
異
変
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
王
粛
『
毛
詩
注
』
に
も
、
そ
れ
を
視
野
に
入
れ
る
解
釈
は
な
い
。
さ
ら

に
王
粛
が
依
拠
し
た
と
認
め
う
る
『
毛
詩
話
訓
伝
』
、
す
な
わ
ち
「
樹
風
」

七
篇
に
対
す
る
「
毛
伝
」
に
も
そ
れ
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、
孫
星
桁
前
掲
蓄
の
見
解
は
額
聴
す
る
に
値
し

よ
う
。
「
金
総
」
の
「
秋
大
熟
」
以
下
、
第
末
ま
で
は
、
周
公
の
死
後
の

こ
と
が
つ
づ
ら
れ
て
い
た
「
事
姑
」
一
篇
の
侠
文
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
王
粛
の
解
釈
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
論
じ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ハ
ザ
即
〉
後
後
漢
に
お
け
る
避
居
説
は
以
上
の
ほ
か
に
、
哀
康
司
越
絶
書
』
の

「
越
絶
呉
内
伝
」
、
奈
笛
『
琴
操
』
の
扶
文
ハ
太
平
御
覧
巻
八
回
)
に
も
う

か
が
い
う
る
。
ま
ず
後
者
の
そ
れ
は
、
管
奈
訣
伐
の
の
ち
に
摂
政
に
就
任

し
た
周
公
は
あ
る
も
の
の
議
一
一
=
口
を
う
け
、
魯
に
避
居
し
て
そ
こ
で
卒
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
雷
電
疾
風
の
異
変
は
周
公
卒
後
の
こ
と
と

し
、
今
文
学
説
に
し
た
が
う
。
前
者
の
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は
古
文
学
説

の
枠
組
み
に
沿
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
管
奈
の
謹
一
一
一
口
の

契
機
と
さ
れ
て
い
る
、
摂
政
就
任
時
の
周
公
の
政
治
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
太
平
」
の
政
治
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
鄭
玄
が
構
想
す
る
周
公
の
政

京
師
嬬
還

受
命
二
五
年

受
命
二
六
年

治
と
の
共
通
性
を
認
め
う
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、
後
者
は
小
稿
で
は

深
入
り
す
る
必
要
は
な
く
、
前
者
に
つ
い
て
も
や
が
て
と
り
あ
げ
る
鄭
玄

の
「
太
平
」
思
想
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
こ
そ
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
呑
川
大
学
〉
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