
【
要
旨
】

　

五
經
の
一
つ
で
あ
る
﹃
尚
書
﹄
を
︐
秦
の
焚
書
坑
儒
に
よ
る
亡
佚
の
危
機
か
ら
救
っ
た
の
が
︐
も
と
の
秦
の
博
士
で
あ
る
伏
生
で
あ
る
︒
そ
の
伏
生
の
墓

が
︐
山
東
省
鄒
平
市
の
韓
店
鎭
と
魏
橋
鎭
の
二
箇
所
に
殘
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は
︐
昨
夏
そ
の
二
箇
所
の
伏
生
の
墓
を
訪
問
す
る
機
會
を
得
た
︒
そ
の
際
に
︐

韓
店
鎭
と
魏
橋
鎭
の
二
箇
所
の
伏
生
墓
の
現
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
︒
韓
店
鎭
と
魏
橋
鎭
は
そ
れ
ぞ
れ
︐
舊
鄒
平
縣
と
舊
齊
東
縣
に
屬
し
て
お
り
︐
訪

問
調
査
の
結
果
と
合
わ
せ
て
︐
歴
代
の
﹃
鄒
平
縣
志
﹄
お
よ
び
﹃
齊
東
縣
志
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
伏
生
墓
に
關
す
る
記
述
を
確
認
す
る
と
︐
舊
鄒
平
縣
で

あ
る
韓
店
鎭
の
伏
生
墓
は
元
代
ま
で
︐
舊
齊
東
縣
に
屬
す
る
魏
橋
鎭
の
伏
生
墓
は
淸
代
ま
で
そ
の
存
在
を
確
實
に
遡
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
︐
ほ
ん
と
う
の
伏

生
墓
が
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

　

そ
こ
で
︐
傳
世
文
獻
に
記
載
さ
れ
る
兩
墓
に
つ
い
て
の
議
論
の
跡
を
た
ど
り
︐
歴
代
の
學
者
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
考
證
が
行
わ
れ
︐
そ
れ
に
基
づ

き
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
︐
そ
の
論
點
に
つ
い
て
整
理
を
行
な
っ
た
︒
そ
の
整
理
の
結
果
︐﹃
水
經
注
﹄﹃
太
平
寰
宇
記
﹄﹃
齊
乘
﹄

な
ど
の
諸
書
に
記
述
さ
れ
る
伏
生
墓
と
河
川
と
の
位
置
關
係
が
︐
鄒
平
伏
生
墓
︵
韓
店
鎭
︶
と
河
川
と
の
位
置
關
係
と
異
な
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
︒

つ
ま
り
諸
書
に
記
さ
れ
る
︐
漯
水
が
東
朝
陽
縣
の
南
か
ら
東
に
向
か
い
伏
生
墓
の
南
を
流
れ
︐
さ
ら
に
東
に
流
れ
て
鄒
平
縣
の
北
を
流
れ
る
場
所
に
位
置
す

る
と
い
う
こ
と
を
︐鄒
平
伏
生
墓
︵
韓
店
鎭
︶
が
滿
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
論
點
で
あ
っ
た
︒
一
方
︐齊
東
伏
生
墓
︵
魏
橋
鎭
︶
に
つ
い
て
は
︐

位
置
關
係
に
つ
い
て
は
齟
齬
が
な
い
が
︐
そ
の
發
見
の
過
程
に
お
い
て
︐
證
據
と
な
る
碑
が
古
い
も
の
で
は
な
く
僞
造
で
あ
る
と
の
疑
い
の
存
す
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
︒
そ
の
碑
は
現
在
所
在
が
わ
か
ら
な
い
が
︐
そ
の
記
述
さ
れ
る
特
徴
か
ら
い
わ
ゆ
る
北
碑
の
流
れ
に
屬
す
る
碑
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︐
ど
ち
ら
か
を
眞
墓
と
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
︐
齊
東
伏
生
墓
︵
魏
橋
鎭
︶
の
ほ
う
が
有
力
で
あ
り
︐

鄒
平
伏
生
墓
︵
韓
店
鎭
︶
は
伏
生
の
故
鄕
に
作
ら
れ
た
衣
冠
墓
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
穩
當
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︐
ど
ち
ら
も
秦
火
か
ら
﹃
尚
書
﹄
を
救

い
後
世
に
傳
え
た
大
人
物
で
あ
る
伏
生
の
功
業
を
傳
え
る
も
の
で
あ
り
︐
文
化
的
價
値
は
全
く
變
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒

鄒
平
伏
生
墓
に
つ
い
て
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は
じ
め
に
，

　

周
知
の
通
り
︐
五
經
の
一
つ
で
あ
る
﹃
尚
書
﹄
は
︐
焚
書
坑
儒

に
際
し
て
一
度
亡
び
か
け
て
い
る
︒
そ
の
﹃
尚
書
﹄
が
亡
び
る
危

機
か
ら
救
っ
た
の
が
も
と
の
秦
の
博
士
の
伏
生
で
あ
る
︒伏
生
は
︐

焚
書
坑
儒
に
あ
た
り
﹃
尚
書
﹄
を
壁
藏
し
︐
楚
漢
戰
爭
を
經
て
︐

漢
代
に
入
っ
て
か
ら
隱
し
て
い
た
﹃
尚
書
﹄
を
取
り
出
し
︐
齊
魯

の
閒
で
敎
授
し
た
︒一

　

こ
の
よ
う
な
功
績
は
﹁
考
尚
書
出
於
伏
生
壁
藏
︐又
口
授
其
義
︐

始
有
今
文
二
十
八
篇
顯
於
世
︒
及
孔
壁
得
古
文
書
︐
孔
安
國
以
今

文
讀
之
︐其
無
今
文
可
證
者
凡
十
六
篇
︐竟
不
能
讀
︐又
無
能
注
者
︐

謂
之
逸
書
︐
存
於
故
府
︒
︙
︙
是
漢
無
伏
生
則
尚
書
不
傳
︐
傳
而

無
伏
生
亦
不
明
其
義
︒︵
考
ふ
る
に
尚
書 

伏
生
の
壁
藏
よ
り
出
で
︐

又
た
其
の
義
を
口
授
し
︐
始
め
て
今
文
二
十
八
篇
の
世
に
顯
は
る

る
有
り
︒
孔
壁
に
古
文
の
書
を
得
る
に
及
び
︐
孔
安
國 

今
文
を

以
っ
て
之
れ
を
讀
み
︐
其
の
今
文
も
て
證
す
可
き
無
き
者
凡
そ
十

六
篇
︐
竟
ひ
に
讀
む
こ
と
能
は
ず
︐
又
た
能
く
注
す
る
者
無
し
︐

之
れ
を
逸
書
と
謂
ひ
︐
故
府
に
存
す
︒
︙
︙
是
れ
漢
に
伏
生
無
か

り
せ
ば
則
は
ち
尚
書
傳
は
ら
ず
︐
傳
へ
て
伏
生
無
か
り
せ
ば
亦
た

其
の
義
を
明
ら
か
に
せ
ず
︒︶二
﹂
と
後
世
に
稱
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
︒

　

そ
の
伏
生
の
墓
所
と
傳
え
ら
れ
る
も
の
が
︐
現
在
の
山
東
省
鄒

平
市
の
二
か
所
に
殘
さ
れ
て
お
り
︐﹃
鄒
平
縣
志
﹄
に
は
一
方
を

伏
生
祠
︐
一
方
を
伏
生
墓
と
記
述
す
る
三

︒
筆
者
は
昨
夏
そ
の
伏

生
の
墓
を
訪
れ
る
機
會
を
得
た
︒
本
稿
で
は
そ
の
伏
生
墓
に
つ
い

て
︐
は
じ
め
に
現
状
と
沿
革
を
確
認
し
︐
次
に
兩
墓
に
對
す
る
議

論
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
︐
そ
れ
に
基
づ
い
て
簡
潔
に
考
察
を
行

い
た
い
︒

一
，
鄒
平
市
韓
店
鎭
・
伏
生
祠
墓
の
現
況

　

現
在
の
山
東
省
鄒
平
市
韓
店
鎭
蘇
家
村
の
西
・
東
言
禮
村
の
東

に
位
置
す
る
︒
韓
店
鎭
は
も
と
の
鄒
平
縣
に
あ
り
︐
以
下
鄒
平
伏

生
墓
と
稱
す
る
こ
と
と
す
る
︒

鄒
平
伏
生
墓
に
つ
い
て
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永
ら
く
人
の
手
が
入
っ
て
お
ら
ず
荒
廢
し
た
状
態
で
あ
っ
た

が
︐
二
〇
二
三
年
四
月
下
旬
か
ら
六
月
十
四
日
に
か
け
て
重
修
さ

れ
た
︒
山
東
省
の
文
物
に
指
定
さ
れ
て
お
り
︐
今
回
新
た
に
建
て

替
え
た
わ
け
で
は
な
く
︐現
状
を
殘
し
た
ま
ま
補
修
さ
れ
て
い
る
︒

　

現
在
︐重
修
さ
れ
た
祠
堂
は
大
殿
︵
殘
︶・
夾
室
︵
殘
︶・
西
配
殿
・

東
配
殿
︵
殘
︶・
東
側
門
の
ほ
か
に
︐
墓
土
・
贔
屓
の
跡
が
殘
さ

れ
て
い
る
︒
殿
内
に
は
︐
四
つ
の
殘
碑
︵
附
圖
①
②
③
④
︶
が
殘

さ
れ
て
い
る
︒こ
れ
ら
の
殘
碑
は
全
て
異
な
る
碑
の
殘
碑
で
あ
る
︒

こ
の
殘
碑
四
石
は
︐
今
回
の
重
修
に
關
わ
っ
た
韓
本
秀
氏
に
よ
れ

ば
︐
前
世
紀
の
閒
に
民
閒
に
流
れ
て
︐
家
屋
の
基
礎
な
ど
に
轉
用

さ
れ
た
も
の
を
︐
今
回
の
重
修
に
當
た
っ
て
な
ん
と
か
探
し
出
し

た
も
の
だ
と
い
う
︒

　

①
の
碑
に
は
︐
甲
子
と
い
う
紀
年
が
あ
り
︐
④
の
碑
に
は
寄
付

者
と
寄
付
金
額
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︐
そ
の
な
か
に
﹁
山
東
督
辦

張
宗
昌
捐
洋
壹
千
元
﹂
と
の
文
字
が
見
え
る
︒
張
宗
昌
が
山
東
督

辦
に
あ
っ
た
の
は
一
九
二
五
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
一
九
二
八
年

四
月
三
十
日
の
期
閒
四

で
あ
り
︐
そ
の
閒
に
寄
付
が
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
は
こ
の
寄
附
は
張
宗
昌
の
儒
學
振
興
の
一

端
と
し
て
伏
生
祠
に
對
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒た
だ
し
︐

①
の
碑
の
﹁
甲
子
﹂
は
張
宗
昌
が
山
東
督
辦
と
な
る
前
年
の
一
九

二
四
年
を
指
し
て
お
り
︐
張
宗
昌
の
着
任
以
前
に
始
ま
っ
た
重
修

が
︐
張
宗
昌
の
在
任
中
に
そ
の
寄
付
を
得
て
︐
重
修
が
な
っ
た
と

す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︐
今
回
の
重
修
は
す
く
な
く

と
も
九
十
五
年
ぶ
り
の
修
補
と
な
る
︒

伏生墓・伏生祠　位置関係

黄　
河

二
三



①

②

二
四



③

④

二
五



二
，
鄒
平
市
韓
店
鎮
・
伏
生
祠
墓
の
沿
革

　

二
〇
二
三
年
に
行
わ
れ
た
重
修
と
現
状
に
つ
い
て
簡
單
に
確
認

し
て
き
た
が
︐こ
の
韓
店
鎭
の
鄒
平
伏
生
祠
墓
の
沿
革
に
つ
い
て
︐

順
治
お
よ
び
民
國
﹃
鄒
平
縣
志
﹄
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
き
た
い
︒

　

伏
生
祠
は
元
の
至
順
二
年
︵1331

︶
に
重
修
さ
れ
た
と
記
さ

れ
る
︒﹃︵
順
治
︶
鄒
平
縣
志
﹄
に
載
せ
る
︐
張
起
巖
の
記
に
は
次

の
よ
う
に
記
す
︒

　
　

 

惟
鄒
平
以
其
郷
︐
獲
私
展
其
敬
︐
既
列
祠
縣
學
︐
又
即
墓
建

祠
︐
其
趨
向
可
知
也
︒
今
曹
尹
復
能
崇
墓
葺
祠
︐
俾
邑
人
益

知
︐
有
以
景
行
前
哲
而
進
于
學
︐
于
以
化
民
成
俗
︐
是
真
能

舉
其
職
矣
︒

　
　

 

惟
れ
鄒
平 

其
の
郷
た
る
を
以
て
︐
私
に
其
の
敬
を
展
す
る

を
獲
︐
既
に
縣
學
に
列
祠
し
︐
又
た
墓
に
即
き
て
祠
を
建
つ

る
は
︐
其
の
趨
向
知
る
可
き
な
り
︒
今 

曹
尹
復
た
能
く
墓

を
崇
び
祠
を
葺
し
︐
邑
人
を
し
て
益
ま
す
知
ら
し
め
︐
以
て

前
哲
を
景
行
し
て
學
を
進
め
︐
于
こ
に
以
て
民
を
化
し
俗
を

成
す
有
り
︐
是
れ
真
に
能
く
其
の
職
を
舉
ぐ
︒

つ
ま
り
︐
少
な
く
と
も
至
順
二
年
以
前
に
は
す
で
に
建
て
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
後
︐
至
正
十
五
年
︵1355

︶
に
伏

生
書
院
を
伏
生
祠
に
附
し
た
五

︒

　

明
代
に
は
い
る
と
︐正
統
十
四
年︵1449

︶・
嘉
靖
二
年︵1523

︶︐

九
年
︵1530

︶
に
重
修
さ
れ
た
︒
萬
暦
年
閒
に
天
下
の
書
院
を

廢
し
た
際
に
︐
伏
生
書
院
を
廢
し
た
六

︒
す
な
わ
ち
二
百
二
十
五

年
閒
で
廢
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
︒
ま
た
崇
禎
年
閒
に
張
延
登
が
彫

ら
せ
た
伏
生
授
經
圖
碑
が
あ
り
︐
呉
道
子
の
繪
を
模
刻
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
七

︒

　

淸
代
に
は
︐順
治
十
五
年
︵1658

︶︐康
熙
三
十
五
年
︵1696

︶︐

嘉
慶
二
十
二
年
︵1817

︶
に
重
修
さ
れ
て
い
る
︒八

　

こ
の
伏
生
祠
の
殿
内
の
樣
子
に
つ
い
て
︐
順
治
十
四
年
に
訪
れ

た
施
閏
章
は
﹁
重
修
伏
生
祠
記
﹂︵﹃
學
餘
堂
文
集
﹄
卷
十
一
︶
に

次
の
よ
う
に
記
す
︒

　
　

 

余
至
見
其
像
︐
修
眉
豐
額
︐
垂
旒
秉
圭
︐
如
古
侯
王
︒
幼
女

及
鼂
錯
皆
侍
側
︒
壁
上
畫
當
日
授
書
︐
狀
如
平
生
︒

　
　

 

余
至
り
て
其
の
像
を
見
る
に
︐
修
眉
豐
額
︐
旒
を
垂
ら
し
圭

を
秉
り
︐
古
へ
の
侯
王
の
如
し
︒
幼
女
及
び
鼂
錯
皆
な
側
に

侍
す
︒
壁
上
に
當
日
の
書
を
授
く
を
畫
き
︐
狀
は
平
生
の
如

し
︒

　

近
代
の
外
國
人
の
記
録
の
韓
店
鎭
の
鄒
平
伏
生
墓
へ
の
訪
問
紀

錄
に
は
︐
田
中
逸
平
氏
の
﹁
伏
生
墓
を
弔
ふ
﹂
と
い
う
一
文
が
あ

る
九

︒
大
正
十
年
に
も
の
さ
れ
た
も
の
で
︐
大
正
十
年
十
月
一
日

に
鄒
平
の
伏
生
墓
を
訪
れ
た
紀
錄
で
あ
り
︐
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
︒

　
　

 

墓
は
墳
塚
高
一
三
尺
許
︑
圓
錐
形
の
底
邊
周
五
丈
餘
︑
南
面

一
碑
を
立
つ
︑
康
熈
初
年
の
者
︑
伏
夫
子
墓
と
刻
す
︒
左
右

二
六



各
三
碑
を
立
つ
︑
元
至
正
以
前
の
者
な
し
︒
祠
廟
は
墓
の
南

に
あ
り
︑
大
門
伏
夫
子
祠
の
額
を
掲
ぐ
︑
享
殿
荒
廢
今
重
修

中
な
り
︑
經
學
淵
源
の
額
及
明
人
の
題
詠
を
存
す
︒
正
殿
改

修
新
に
成
り
︑
内
に
伏
夫
子
塑
像
丈
餘
の
者
を
安
じ
︑
先
賢

伏
夫
子
神
位
の
木
主
を
置
く
︒
右
側
に
小
女
の
立
像
あ
り
︑

即
ち
伏
老
の
女
に
し
て
︑
鼂
錯
の
爲
め
に
通
譯
し
た
る
人
︑

功
鉅
傳
經
の
四
大
字
を
掲
げ
︑﹁
天
遺
一
老
作
功
臣
︑
道
備

六
經
宏
聖
統
﹂
な
る
明
人
の
對
聯
を
掛
く
︒
門
扉
に
﹁
開
經

學
之
先
乘
氏
崇
封
儀
表
千
秋
光
廡
序
︒
爲
濟
南
交
獻
之
首
世

家
新
立
恩
綸
萬
古
煥
梁
鄒
﹂
の
聯
を
觀
る
︒
正
殿
の
左
側
別

に
小
祠
を
設
く
︑
鼂
太
常
祠
と
爲
す
︑
内
に
錯
の
塑
像
及
神

位
を
安
置
す
︒
案
ず
る
に
伏
生
の
祠
堂
の
制
あ
る
は
宋
以
後

に
あ
る
が
如
し
︒
東
廂
は
即
ち
學
堂
︑
主
人
慶
紳
君
講
學
待

客
之
處
︑
几
上
古
書
推
積
︑
明
版
經
書
類
多
き
を
看
る
︒

大
正
十
年
に
﹁
正
殿
改
修
新
に
成
り
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
︐
一
九

二
二
年
に
は
正
殿
に
つ
い
て
は
重
修
が
成
っ
て
い
た
こ
と
と
な

る
︒
張
宗
昌
の
寄
付
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︐
そ
の
餘
の
殿
宇
の

重
修
が
張
宗
昌
の
時
に
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

祠
内
の
様
子
に
つ
い
て
も
変
化
が
あ
り
︐
施
閏
章
が
訪
れ
た
と

き
に
は
︐
伏
生
の
塑
像
の
ほ
か
に
﹁
幼
女
﹂
と
晁
錯
の
塑
像
が
置

か
れ
て
お
り
︐壁
上
に
は
伏
生
の
傳
業
の
樣
子
が
描
か
れ
て
い
た
︒

田
中
氏
が
訪
れ
た
と
き
に
は
﹁
正
殿
の
左
側
別
に
小
祠
を
設
く
︑

韓店鎮・伏生墓

二
七



鼂
太
常
祠
と
爲
す
︑
内
に
錯
の
塑
像
及
神
位
を
安
置
す
︒﹂
と
あ

る
よ
う
に
︐
夾
室
に
移
さ
れ
獨
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︐﹃
山
東
古
蹟
名
勝
大
觀
﹄
鄒
平
に
は
﹁
漢
伏
生
故
里
碑
﹂

が
寫
眞
と
と
も
に
記
述
さ
れ
る
︒
そ
の
文
に﹁
縣
城
東
北
十
八
里
︐

有
伏
生
祠
︐
其
墓
在
焉
︒
蓋
伏
生
故
里
也
︒﹂
と
す
る
一
〇

︒
ま
た
︐

王
兆
曾
の
描
い
た
﹁
梁
鄒
三
十
二
景
圖
﹂
伏
墓
林
煙
に
淸
末
の
伏

生
墓
の
樣
子
が
描
か
れ
︐
樣
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

三
，
鄒
平
市
魏
橋
鎭
・
伏
生
墓
の
現
況
と
沿
革

　

現
在
の
山
東
省
鄒
平
市
魏
橋
鎭
塚
子
村
袁
家
塚
子
の
西
側
に
位

置
す
る
︒
魏
橋
鎭
は
も
と
の
齊
東
縣
に
あ
り
︐
以
下
齊
東
伏
生
墓

と
稱
す
る
こ
と
と
す
る
︒

　

現
在
は
︐
碑
が
二
つ
︵
⑤
⑥
︶
殘
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒

注
意
し
て
見
る
と
︐
碑
の
周
圍
が
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
が
︐
注

意
し
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
程
度
し
か
殘
っ
て
い
な
い
︒

　

殘
さ
れ
た
兩
碑
に
は
︐
そ
れ
ぞ
れ
宮
耀
月
と
柳
文
洙
の
碑
文
が

殘
さ
れ
て
い
る
︒そ
れ
ぞ
れ﹃︵
民
國
︶齊
東
縣
志
﹄に
ど
ち
ら
も﹁
重

修
伏
徵
君
墓
碑
﹂
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
⑥
の
宮
耀
月
の
碑
文
か
ら
︐
齊
東
縣
の
伏
生
墓
は
︐
も
と

も
と
寄
駕
冢
と
い
う
名
で
︐
唐
王
が
東
征
の
際
に
こ
こ
に
立
ち

寄
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
あ
り
︐
そ
こ
に
は
泰
山
行
宮
が
建
て

ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︐
宮
耀
月
が
村
人
に
そ
の
由
來
を
た
づ
ね

た
と
こ
ろ
︐
村
人
は
伏
生
の
墓
で
あ
る
と
答
え
た
こ
と
に
よ
り
︐

泰
山
行
宮
を
移
し
た
う
え
で
︐
伏
生
祠
を
修
建
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

　

ま
た
︐
⑤
の
柳
文
洙
の
碑
文
に
よ
れ
ば
︐
咸
寧
か
ら
同
治
の
閒

に
︐
明
人
の
建
て
た
碧
霞
元
君
祠
を
重
修
す
る
際
に
︐
墓
の
あ
な

か
ら
古
器
と
﹁
漢
徵
君
伏
生
墓
﹂
等
の
字
が
書
か
れ
た
斷
碑
が
出

現
し
︐
伏
生
墓
を
修
復
し
よ
う
と
し
た
が
︐
資
金
繰
り
に
問
題
が

あ
り
取
り
や
め
と
な
っ
た
︒し
か
し
宮
耀
月
が
こ
の
地
を
訪
問
し
︐

請
願
を
受
け
て
碧
霞
元
君
祠
を
遷
し
︐
伏
生
祠
を
修
建
し
た
︐
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
兩
碑
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
齊
東
伏
生
墓
の
發
見
の
流
れ

は
︐
寄
駕
冢
に
は
泰
山
行
宮
も
し
く
は
碧
霞
元
君
祠
一
一

を
重
修
す

る
際
に
︐
斷
碑
が
出
現
し
︐
寄
駕
冢
が
伏
生
墓
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
︐
そ
の
こ
と
を
宮
耀
月
が
聞
い
た
こ
と
に
よ
り
伏
生
祠
を

修
建
し
た
︐
と
い
う
流
れ
で
あ
る
︒

　

こ
の
伏
生
墓
か
ら
の
斷
碑
の
發
見
に
つ
い
て
は
﹃︵
宣
統
︶
山

東
通
志
﹄
疆
域
志
・
山
川
・
濟
南
府
・
齊
東
縣
に
も
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
る
︒

　
　

 
伏
生
墓
即
縣
西
南
之
寄
駕
冢
︒
同
治
間
河
決
︐
沖
出
漢
徵
君

伏
生
冢
石
刻
︐
字
類
六
朝
人
書
亦
可
證
也
︒

　
　

 

伏
生
墓
即
は
ち
縣
西
南
の
寄
駕
冢
な
り
︒同
治
の
間
河
決
し
︐

漢
徵
君
伏
生
冢
の
石
刻
を
沖
出
し
︐
字
は
六
朝
人
の
書
に
類

二
八



⑤
碑
陽

二
九



⑤
碑
陰

三
〇



﹇
齊
東
縣
西
南
三
十
里
有
朝
陽
古
城
俗
﹈
名
魏
王
城
城
東
五
里
有
甜
水
莊
古
名
皇
辛
莊
漢
伏
生
墓
在
焉
地
於
趙
宋
屬
鄒
平
宋
咸
平
時
封
﹇
伏
﹈

﹇
生
為
乘
氏
伯
建
祠
於
今
鄒
平
縣
治
東
﹈
北
十
八
里
距
墓
尚
遠
至
元
析
鄒
平
地
置
齊
東
祠
墓
遂
分
屬
兩
縣
後
人
不
攷
沿
革
既
誤
求
伏
墓
﹇
於
﹈

﹇
宋
以
後
之
鄒
平
又
狃
於
祠
在
是
墓
必
﹈
在
是
輾
轉
傳
偽
均
謂
墓
在
鄒
平
而
齊
東
之
邱
壠
見
於
水
經
注
寰
宇
記
諸
書
轉
無
人
核
其
實
而
﹇
為
﹈

﹇
之
表
章
者
明
人
建
碧
霞
元
君
祠
於
﹈
墓
上
遂
使
異
神
逼
處
每
當
春
秋
報
賽
醵
資
演
劇
婦
孺
沓
至
勢
極
喧
囂
往
迹
沈
霾
厯
有
年
所
邑
人
﹇
云
﹈

﹇
道
光
初
太
倉
時
君
銘
為
齊
東
令
擬
﹈
遷
廟
修
塚
未
及
舉
事
而
已
受
代
去
又
云
咸
同
間
重
修
元
君
祠
墓
基
有
陷
者
見
其
中
有
瓦
甎
器
皿
﹇
皆
﹈

﹇
固
制
斷
碣
殘
蝕
猶
可
辨
為
漢
徵
﹈
君
伏
生
墓
等
字
邑
人
診
騐
得
實
鳩
衆
修
復
無
資
而
止
光
緒
丙
申
山
右
宮
君
耀
月
來
蒞
此
邑
下
車
訪
﹇
求
﹈

﹇
古
蹟
邑
人
以
是
請
遂
即
購
地
遷
﹈
廟
擇
吉
興
辦
莫
不
樂
從
是
役
焉
遷
廟
之
後
又
復
多
方
籌
畫
凑
集
鉅
資
於
墓
四
面
築
土
台
砌
花
牆
以
﹇
護
﹈

﹇
之
復
添
建
饗
堂
祠
宇
圍
植
柏
﹈
柳
二
百
餘
株
景
物
迴
環
氣
象
一
新
所
以
妥
神
靈
而
昭
勝
蹟
也
嘉
慶
初
鄒
平
成
篛
園
先
生
據
酈
注
樂
記
﹇
求
﹈

﹇
伏
生
墓
之
所
在
復
親
歷
漯
水
﹈
道
定
魏
王
城
東
奇
駕
塚
為
徴
君
墓
臚
舉
五
證
載
於
所
著
日
札
中
先
生
好
古
敏
求
所
攷
核
既
極
精
詳
且
﹇
以
﹈

﹇
以
鄒
平
人
而
力
辨
鄒
伏
墓
之
﹈
失
實
其
立
言
為
不
誣
也
先
生
訪
墓
之
時
距
今
數
百
年
矣
殷
殷
然
以
表
章
古
迹
望
後
之
君
子
而
齊
東
賢
﹇
士
﹈

﹇
大
夫
竟
能
相
於
有
成
亦
可
見
﹈
先
儒
之
道
範
晦
而
必
顯
其
所
感
召
者
自
有
真
也
豈
非
千
古
之
盛
事
哉
余
故
樂
為
之
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

銜
分
省
補
用
道
濟
南
柳
文
洙
撰　
　
　
　

己
丑
恩
貢
候
選
教
諭
趙
家
鱗
書
丹

缺
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
︐
﹃
︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
・
柳
文
洙
﹁
重
修
伏
徵
君
墓
碑
﹂
に
よ
っ
て
補
っ
た
︒

五　

年　
　
桂　

月
　

中
　

旬

穀

三
一



⑥
碑
陽

伏
生
墓
序

嘗
攷
帝
典
王
謨
載
於
尚
書
當
秦
焚
之
後
猶
能
断
而
復
續
得
以
至
今
存
者
則
伏
生
之
功
大
矣
伏
生
已
往
吾
不
能
見
古
﹇
人
竊
嘗
遐
稽
﹈

往
蹟
博
採
傳
言
以
為
鄒
平
縣
有
伏
生
塚
攷
之
各
書
均
有
未
合
或
曰
此
疑
塚
也
吾
将
安
往
而
識
其
真
也
丙
申
春
服
官
﹇
來
齊
因
公
赴
﹈

郷
路
經
寄
駕
塚
偶
憇
焉
徘
徊
瞻
望
見
一
塚
上
有
廟
問
之
郷
人
一
人
拱
立
而
言
曰
泰
山
行
宮
問
其
塚
曰
寄
駕
塚
何
謂
﹇
寄
駕
曰
俗
傳
﹈

唐
王
征
東
寄
駕
於
此
故
以
寄
駕
名
自
寄
駕
之
名
出
人
遂
不
復
問
其
塚
之
所
由
来
問
何
謂
也
曰
此
先
儒
漢
徵
君
伏
生
﹇
墓
也
余
聞
之
﹈

余
心
焉
異
之
曰
伏
生
墓
乃
在
斯
乎
及
返
而
考
諸
水
經
注
廣
輿
記
寰
宇
記
大
清
一
統
志
諸
書
厯
厯
稽
之
不
爽
焉
噫
向
﹇
之
往
復
於
中
﹈

懐
者
今
何
幸
而
竟
獲
一
見
也
然
泰
山
行
宮
之
設
未
知
創
於
何
年
始
於
何
人
為
泰
山
行
宮
計
誠
至
矣
尊
矣
其
如
伏
生
﹇
將
何
以
堪
也
﹈

尚
書
遇
秦
火
道
之
厄
伏
生
續
尚
書
墓
為
泰
山
行
宮
所
壓
亦
道
之
厄
也
凡
在
吾
徒
念
及
此
曾
不
能
以
寢
食
安
是
以
邑
﹇
紳
前
已
屢
請
﹈

遷
建
各
前
縣
甚
然
其
言
而
卒
以
無
欵
遂
輟
余
也
忝
任
斯
邑
是
即
余
之
責
也
適
貢
生
劉
紳
恩
瀛
以
是
稟
遂
邀
各
紳
董
﹇
集
議
興
工
惟
﹈

籌
欵
維
艱
必
待
欵
備
知
在
何
年
輾
轉
思
維
惟
有
先
其
所
急
而
後
積
漸
以
成
之
遂
乃
悉
心
籌
計
僅
得
庫
存
文
廟
枯
樹
﹇
□
□
□
□
□
﹈

十
有
奇
寥
寥
何
補
適
有
孫
生
玉
蘭
者
家
非
富
厚
慨
然
引
為
己
任
遂
出
家
資
数
百
尅
日
興
工
自
来
盛
事
之
成
有
開
必
﹇
先
其
孫
生
玉
﹈

蘭
之
謂
乎
斯
時
也
士
民
歡
騰
相
與
趨
事
赴
功
謹
將
泰
山
行
宮
別
擇
地
於
墓
之
東
南
而
遷
建
焉
既
遷
之
後
邱
壟
殘
缺
﹇
重
加
修
葺
至
﹈

是
而
先
儒
之
芳
徽
得
以
昭
著
於
人
間
而
偉
然
獨
尊
殆
不
啻
千
百
年
道
中
之
劫
一
旦
而
脫
然
矣
所
謂
先
其
所
急
也
然
﹇
圍
著
土
台
上
﹈

砌
花
墻
添
建
饗
堂
祠
宇
皆
宜
次
第
以
圖
也
計
其
欵
幾
經
籌
畫
已
有
成
数
復
經
衆
紳
董
不
殫
勞
瘁
分
勸
各
郷
量
力
捐
﹇
助
而
在
工
各
﹈

紳
復
能
和
衷
共
濟
一
鼓
作
氣
欵
不
虛
糜
工
鮮
草
率
不
数
旬
而
告
厥
成
功
焉
迴
憶
初
心
尚
不
料
事
之
竟
成
如
此
也
殆
﹇
有
莫
之
為
而
﹈

為
者
而
氣
象
之
維
新
巍
然
與
日
星
河
獄
而
並
著
是
盖
千
秋
道
範
之
晦
顯
一
轉
機
也
是
為
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

翰
林
院
庶
吉
士
知
齊
東
縣
事
宮
耀
月
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廩
生
馬
惠
鋒
書

缺
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
︐﹃︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
・
宮
耀
月
﹁
重
修
伏
徵
君
墓
碑
﹂
に
よ
っ
て
補
っ
た
︒

武　
生
路
肇
河

附　
生
郭
書
堂

廩
貢
生
劉
恩
瀛

附　
生
魏
鐸
清

　
　
　
孫
玉
蘭

武　
生
馬
廣
枉

郷
飲
介
賓
石
允
貴

增　
生
王
駿
聲

廩
貢
生
張
樹
桂

武　
生
張
允
魁

　
　
　
劉
□
巽

監
修

光

緒

二

十

三

年

荷

月

芳 流 古 萬

三
二



伏
生
墓
序

嘗
攷
帝
典
王
謨
載
於
尚
書
當
秦
焚
之
後
猶
能
断
而
復
續
得
以
至
今
存
者
則
伏
生
之
功
大
矣
伏
生
已
往
吾
不
能
見
古
﹇
人
竊
嘗
遐
稽
﹈

往
蹟
博
採
傳
言
以
為
鄒
平
縣
有
伏
生
塚
攷
之
各
書
均
有
未
合
或
曰
此
疑
塚
也
吾
将
安
往
而
識
其
真
也
丙
申
春
服
官
﹇
來
齊
因
公
赴
﹈

郷
路
經
寄
駕
塚
偶
憇
焉
徘
徊
瞻
望
見
一
塚
上
有
廟
問
之
郷
人
一
人
拱
立
而
言
曰
泰
山
行
宮
問
其
塚
曰
寄
駕
塚
何
謂
﹇
寄
駕
曰
俗
傳
﹈

唐
王
征
東
寄
駕
於
此
故
以
寄
駕
名
自
寄
駕
之
名
出
人
遂
不
復
問
其
塚
之
所
由
来
問
何
謂
也
曰
此
先
儒
漢
徵
君
伏
生
﹇
墓
也
余
聞
之
﹈

余
心
焉
異
之
曰
伏
生
墓
乃
在
斯
乎
及
返
而
考
諸
水
經
注
廣
輿
記
寰
宇
記
大
清
一
統
志
諸
書
厯
厯
稽
之
不
爽
焉
噫
向
﹇
之
往
復
於
中
﹈

懐
者
今
何
幸
而
竟
獲
一
見
也
然
泰
山
行
宮
之
設
未
知
創
於
何
年
始
於
何
人
為
泰
山
行
宮
計
誠
至
矣
尊
矣
其
如
伏
生
﹇
將
何
以
堪
也
﹈

尚
書
遇
秦
火
道
之
厄
伏
生
續
尚
書
墓
為
泰
山
行
宮
所
壓
亦
道
之
厄
也
凡
在
吾
徒
念
及
此
曾
不
能
以
寢
食
安
是
以
邑
﹇
紳
前
已
屢
請
﹈

遷
建
各
前
縣
甚
然
其
言
而
卒
以
無
欵
遂
輟
余
也
忝
任
斯
邑
是
即
余
之
責
也
適
貢
生
劉
紳
恩
瀛
以
是
稟
遂
邀
各
紳
董
﹇
集
議
興
工
惟
﹈

籌
欵
維
艱
必
待
欵
備
知
在
何
年
輾
轉
思
維
惟
有
先
其
所
急
而
後
積
漸
以
成
之
遂
乃
悉
心
籌
計
僅
得
庫
存
文
廟
枯
樹
﹇
□
□
□
□
□
﹈

十
有
奇
寥
寥
何
補
適
有
孫
生
玉
蘭
者
家
非
富
厚
慨
然
引
為
己
任
遂
出
家
資
数
百
尅
日
興
工
自
来
盛
事
之
成
有
開
必
﹇
先
其
孫
生
玉
﹈

蘭
之
謂
乎
斯
時
也
士
民
歡
騰
相
與
趨
事
赴
功
謹
將
泰
山
行
宮
別
擇
地
於
墓
之
東
南
而
遷
建
焉
既
遷
之
後
邱
壟
殘
缺
﹇
重
加
修
葺
至
﹈

是
而
先
儒
之
芳
徽
得
以
昭
著
於
人
間
而
偉
然
獨
尊
殆
不
啻
千
百
年
道
中
之
劫
一
旦
而
脫
然
矣
所
謂
先
其
所
急
也
然
﹇
圍
著
土
台
上
﹈

砌
花
墻
添
建
饗
堂
祠
宇
皆
宜
次
第
以
圖
也
計
其
欵
幾
經
籌
畫
已
有
成
数
復
經
衆
紳
董
不
殫
勞
瘁
分
勸
各
郷
量
力
捐
﹇
助
而
在
工
各
﹈

紳
復
能
和
衷
共
濟
一
鼓
作
氣
欵
不
虛
糜
工
鮮
草
率
不
数
旬
而
告
厥
成
功
焉
迴
憶
初
心
尚
不
料
事
之
竟
成
如
此
也
殆
﹇
有
莫
之
為
而
﹈

為
者
而
氣
象
之
維
新
巍
然
與
日
星
河
獄
而
並
著
是
盖
千
秋
道
範
之
晦
顯
一
轉
機
也
是
為
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

翰
林
院
庶
吉
士
知
齊
東
縣
事
宮
耀
月
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廩
生
馬
惠
鋒
書

缺
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
︐﹃︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
・
宮
耀
月
﹁
重
修
伏
徵
君
墓
碑
﹂
に
よ
っ
て
補
っ
た
︒

武　
生
路
肇
河

附　
生
郭
書
堂

廩
貢
生
劉
恩
瀛

附　
生
魏
鐸
清

　
　
　
孫
玉
蘭

武　
生
馬
廣
枉

郷
飲
介
賓
石
允
貴

增　
生
王
駿
聲

廩
貢
生
張
樹
桂

武　
生
張
允
魁

　
　
　
劉
□
巽

監
修

光

緒

二

十

三

年

荷

月

芳 流 古 萬

三
三



⑥
碑
陰

三
四



前
邑
侯
時　

銘
字
香
雪
江
蘇
大
倉
州
嘉
定
人
嘉
慶
年
間
進
士
初
到

任
即
□
天
文
志
漢
書
一
統
志
皇
輿
考
山
海
經
水
經
注
廣
輿
記
太
平

寰
宇
記
大
清
一
統
志
元
和
郡
縣
志
考
核
詳
明
寄
駕
塚
原
係
漢
伏
生

真
墓
後
梁
武
帝
為
君
十
四
載
帝
崩
因
之
在
此
會
仙
郷
窪
内
葬
東
至

由
此
寄
駕
始
名
寄
駕
塚
漢
制
伏
徴
君
塚
内
有
四
門
亦
有
四
至
侯
意

欲
修
整
建
立
義
學
乃
未
及
舉
旋
已
撤
任
臨
行
痛
哭
為
伏
生
墓
流
連

數
日
有
詩
為
證

黄
花
泛
酒
照
深
厄
折
栁
筵
前
有
所
思
此
去
休
拋

臨
別
涙
他
年
或
有

再
来
時
登
城
莫
辨
朝
陽
市
適
墓
誰
修
伏
生
祠
知
否
為
君
無
賴
甚
夕

陽
影
裏
颺
鞭
絲

　
　

謁
伏
生
墓
詩

壟
頭
何
處
禁
樵
薪
欲
莫
椒
酒
迹
已
湮
舊
塚
尚
然
今
異
古
遺
經
那
不

偽
淆
真
千
年
水
道
滄
桑
變
前
代
黄
冠
俎
豆
新
莫
怪
臨
歧
還
躑
躅
下

官
原
是
受
書
人

　
　

又
詩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
皋
居
士

偉
哉
伏
夫
子
髙
風
緬
漢
初
艱
危
兵
火
際
獨
抱
前
王
書
漢
皇
初
向
學

古
策
久
闕
如
皇
皇
天
子
使
受
業
来
茅
廬
有
女
雖
非
男
乃
能
傳
典
謨

身
隨
大
化
盡
道
與
天
壤
□
松
柏
晩
蕭
蕭
曠
代
歎
鴻
儒
由
来
多
古
意

再
拜
漫
踟
蹰

朽 不 垂 永

方
定
墳
地

南
北
可
六
十
八
岔
東
西
可
六
十
六
岔
八
分
計
地
大
畝
六
畝
三
分
零
八

墳
前
東
西
地
大
畝
一
畝
一
分
九
釐
三
毫
長
可
五
十
三
岔
七
分
横
可
十

墳
西
南
東
西
地
大
畝
二
畝
一
分
四
釐
五
毫
一
系
長
可
八
十
二
岔
三
分

二
分
六
釐
二
毫
五
系
西
横
可
二
十
岔
零
二
分
七
釐
二
毫
五
系
東
至
頂

至
張
克
公
北
至
劉　

珅

墳
西
南
南
北
地
大
畝
一
畝
零
五
釐
長
可
二
百
二
十
岔
北
横
可
三
岔
二

三
岔
五
分
六
釐
零
八
系
東
至
趙
振
珏
西
至
王
清
嶺
南
至
横
頭
北
至
大

凡
各
莊
所
捐
錢
文
城
内
考
棚
簿
施

名
錢
數
因
此
處
與
考
棚
共
用
亦
於

名
下
總
記
其
數
其
有
紳
士
所
捐
銀

棚
碑
碣
者
專
歸
伏
生
墓
用

三
官
廟
圍
寺
六
莊
捐
磚
三
千

三
五



す
る
も
亦
た
證
す
べ
き
な
り
︒

つ
ま
り
︐
伏
生
墓
は
じ
つ
は
齊
東
縣
の
寄
駕
冢
が
そ
れ
で
あ
り
︐

同
治
年
閒
に
黄
河
が
決
壞
し
六
朝
の
も
の
と
お
ぼ
し
き
漢
徵
君
伏

生
冢
と
い
う
石
刻
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
石
刻
に

つ
い
て
は
﹃︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
・
叢
談
・
伏
塚
疑
碑

に
詳
し
い
記
述
が
あ
り
︐
あ
わ
せ
て
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒
そ

の
疑
義
に
つ
い
て
は
後
で
見
る
こ
と
と
し
て
︐
こ
こ
で
は
そ
の
詳

細
を
見
て
お
き
た
い
︒

　
　

 

査
山
東
通
志
載
有
伏
生
冢
碑
︒
於
同
治
十
三
年
齊
東
縣
西
南

郷
二
十
五
里
寄
駕
塚
碧
霞
元
君
祠
下
︐
出
土
有
正
書
字
徵
君

伏
生
冢
六
字
共
一
行
︐
字
字
經
三
寸
弱
︐
徵
君
五
字
經
四
五

寸
不
等
︒
邑
人
孟
茂
才
拓
文
︐
呈
前
撫
丁
文
誠
︐
擬
求
移
祠

修
墓
︒
値
文
誠
移
撰
川
督
事
︐
不
果
行
︐
碑
亦
旋
失
︒

　
　

 

山
東
通
志
を
査
ぶ
る
に
載
せ
て
伏
生
冢
碑
有
り
︒
同
治
十
三

年
齊
東
縣
西
南
郷
二
十
五
里
寄
駕
塚
碧
霞
元
君
祠
下
に
於
い

て
︐
出
土
し
て
正
書
字
徵
君
伏
生
冢
六
字
共
一
行
有
り
︐
字

字
經
三
寸
弱
︐
徵
君
五
字
經
四
五
寸
等
し
か
ら
ず
︒
邑
人
孟

茂
才
文
を
拓
し
︐
前
撫
丁
文
誠
に
呈
し
︐
擬
し
て
祠
を
移
し

墓
を
修
す
る
を
求
む
︒
文
誠
の
川
督
事
に
移
撰
す
る
に
値
り

て
︐
果
た
し
行
は
れ
ず
︐
碑
も
亦
た
旋
ま
ち
失
は
る
︒

つ
ま
り
︐寄
駕
塚
の
碧
霞
元
君
祠
の
下
か
ら
同
治
十
三
年
︵1874

︶

に
碑
が
出
土
し
︐
そ
こ
に
は
﹁
字
徵
君
伏
生
冢
﹂
の
六
字
が
一
行

魏橋鎮・伏生墓

三
六



で
書
か
れ
て
お
り
︐
孟
繼
和
が
拓
本
を
當
時
の
山
東
巡
撫
丁
寶
楨

に
獻
上
し
︐
墓
を
修
建
し
よ
う
と
し
た
が
︐
丁
寶
楨
が
四
川
へ
と

移
っ
た
た
め
に
果
た
さ
れ
ず
に
原
碑
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒

　

碧
霞
元
君
の
廟
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
︐
じ
っ
さ

い
︐
伏
生
祠
の
遺
物
に
太
極
八
卦
圖
を
象
っ
た
煉
瓦
が
あ
り
一
二

︐

同
治
年
閒
に
宮
耀
月
が
伏
生
祠
を
修
築
し
た
際
に
︐
碧
霞
元
君
の

廟
を
改
裝
す
る
か
た
ち
で
使
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
さ

れ
る
︒

　
﹃
山
東
古
蹟
名
勝
大
觀
﹄
齊
東
に
は
︐
漢
伏
生
墓
が
寫
眞
と
と

も
に
記
録
さ
れ
︐﹁
墓
在
縣
何
處
︐
原
片
未
經
註
明
︒
鄒
平
伏
生

故
里
言
祠
與
墓
咸
在
︒
古
人
遺
蹟
往
往
互
見
數
縣
︒
如
此
墓
者
︐

鄒
平
齊
東
均
有
︐
現
已
無
從
徵
其
真
僞
矣
︒﹂一
三

と
い
う
︒
齊
東
の

伏
生
墓
に
つ
い
て
は
︐
鄒
平
の
伏
生
墓
と
異
な
り
︐
現
在
遺
蹟
が

完
全
に
殘
っ
て
お
ら
ず
︐
こ
の
寫
眞
が
唯
一
の
齊
東
伏
生
墓
の
姿

を
傳
え
る
も
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
魏
橋
鎭
の
伏
生
墓
に
は
墓
守
り
が
存
在
す
る
︒
墓
守
り
を

受
け
繼
い
だ
范
廷
德
氏
に
よ
れ
ば
︐
民
國
以
降
も
魏
橋
鎭
の
伏
生

墓
は
潘
氏
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
︐
范
廷
德
氏
の
姑お

じ父
に
あ

た
る
四
代
目
の
潘
秀
昌
氏
の
と
き
に
動
亂
期
を
迎
え
た
︒
解
放
前

に
は
︐
潘
秀
昌
氏
は
解
放
軍
に
參
加
し
た
が
︐
文
革
期
に
造
反
派

に
よ
り
反
革
命
の
地
主
と
見
做
さ
れ
︐
墓
と
祠
は
全
て
の
建
築
物

が
壞
さ
れ
︐
墳
丘
は
な
ら
さ
れ
平
地
と
な
り
︐
樹
木
も
綺
麗
さ
っ

ぱ
り
と
切
り
た
お
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒

四
，
鄒
平
伏
生
墓
へ
の
疑
念

　

上
述
の
通
り
︐
淸
代
に
あ
ら
た
に
齊
東
の
伏
生
墓
が
﹁
發
見
﹂

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︐
鄒
平
と
齊
東
二
か
所
の
伏
生
墓
の
ど
ち
ら

が
眞
の
伏
生
墓
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
と
な
る
︒し
か
し
そ
の
實
︐

鄒
平
の
伏
生
墓
に
つ
い
て
は
︐
齊
東
の
伏
生
墓
の
同
治
年
閒
の
發

見
以
前
に
疑
念
が
持
た
れ
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ

て
き
た
か
を
整
理
し
て
み
た
い
︒

　

ま
ず
は
議
論
と
な
る
以
前
の
伏
生
墓
に
關
す
る
記
述
を
確
認
し

て
お
き
た
い
︒

　
﹃
水
經
注
﹄
河
水
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

　
　

 

漯
水
東
南
︐
逕
東
朝
陽
縣
故
城
南
︒
︙
︙
漯
水
又
東
逕
漢
徵

君
伏
生
墓
南
︐
碑
碣
尚
存
︐
以
明
經
爲
秦
博
士
︒
秦
坑
儒
士
︐

伏
生
隱
焉
︒
漢
興
︐
敎
于
齊
魯
之
間
︐
撰
五
經
尚
書
大
傳
︐

文
帝
安
車
徵
之
︒
年
老
不
行
︐
乃
使
掌
故
朝
錯
受
尚
書
于
徵

君
︐
號
曰
伏
生
者
也
︒
漯
水
又
東
逕
鄒
平
縣
故
城
北
︐
古
鄒

侯
國
︐
舜
後
︐
姚
姓
也
︒
又
東
北
逕
東
鄒
城
北
︒

　
　

 
漯
水
東
南
し
て
︐
東
朝
陽
縣
故
城
の
南
を
逕
︒
︙
︙
漯
水
又

た
東
の
か
た
漢
徵
君
伏
生
墓
の
南
を
逕
︐
碑
碣
尚
ほ
存
す
︐

明
經
を
以
て
秦
の
博
士
と
爲
る
︒
秦 

儒
士
を
坑
す
る
に
︐

三
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伏
生
隱
る
︒
漢
興
る
に
︐
齊
魯
の
間
に
敎
へ
︐
五
經
尚
書
大

傳
を
撰
す
︐文
帝
安
車
も
て
之
れ
徵
す
︒
年
老
い
て
行
か
ず
︐

乃
は
ち
掌
故
朝
錯
を
し
て
尚
書
を
徵
君
に
受
け
し
め
︐
號
し

て
伏
生
と
曰
ふ
者
な
り
︒
漯
水
又
た
東
の
か
た
鄒
平
縣
故
城

の
北
を
逕
︐
古
鄒
侯
國
に
し
て
︐
舜
の
後
︐
姚
姓
な
り
︒
又

た
東
北
の
か
た
東
鄒
城
の
北
を
逕
︒

　
﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
齊
州
・
臨
濟
縣
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

伏
生
冢
︐
在
縣
朝
陽
故
城
東
五
里
︒
按
尚
書
傳
濟
南
伏
生
︐

按
地
理
志
濟
南
郡
︐
是
此
也
︒

　
　

 

伏
生
冢
︐
縣
の
朝
陽
故
城
東
五
里
に
在
り
︒
尚
書
傳
を
按
ず

る
に
濟
南
伏
生
と
︐
地
理
志
を
按
ず
る
に
濟
南
郡
と
︐
是
れ

此
れ
な
り
︒

　

ま
た
﹃
齊
乘
﹄
卷
之
六
・
人
物
・
漢
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

伏
生
︐名
勝
︒○
濟
南
人
︒墓
在
朝
陽
故
城
東
五
里
︒見
水
經
︒

　
　

 

伏
生
︐
名
は
勝
︒
○
濟
南
の
人
︒
墓
は
朝
陽
故
城
東
五
里
に

在
り
︒
水
經
に
見
ゆ
︒

　

今
引
い
た
︐﹃
水
經
注
﹄﹃
太
平
寰
宇
記
﹄﹃
齊
乘
﹄
の
伏
生
墓

に
つ
い
て
の
記
述
を
巡
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
︐

ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
︐
そ
の
痕
を
追
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
論
據
を
整
理
し
て
み
た
い
︒

　

管
見
の
及
ぶ
限
り
︐
最
初
に
鄒
平
の
伏
生
墓
に
疑
問
を
呈
し
た

の
は
周
嘉
猷
で
あ
る
︒
周
嘉
猷
の
も
の
し
た
﹃
齊
乘
﹄
の
考
證
に

次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

此
據
寰
宇
記
︒
鄒
平
志
云
伏
生
墓
在
縣
東
北
十
八
里
︒
按
︐

水
經
注
漯
水
又
東
北
逕
東
朝
陽
縣
故
城
南
︐
又
東
逕
漢
徵
君

伏
生
墓
南
︐
又
東
逕
鄒
平
縣
故
城
北
︐
又
東
北
逕
東
鄒
城
北
︐

是
伏
生
墓
在
朝
陽
城
東
・
鄒
平
城
西
︒
漢
東
朝
陽
故
城
在
今

章
邱
縣
北
︐
而
鄒
平
城
元
和
志
・
寰
宇
記
諸
書
皆
不
言
所
在
︒

齊
乘
第
四
卷
鄒
平
故
城
在
今
縣
西
南
︐
乃
唐
初
置
縣
之
地
︐

本
寰
宇
記
︐
非
漢
縣
城
也
︒
今
考
鄒
平
縣
志
︐
漢
梁
鄒
城
在

縣
北
四
十
里
孫
家
鎮
︐
接
齊
東
縣
界
︒
又
濟
南
府
志
齊
東
縣

東
南
有
梁
鄒
郷
︐
漢
梁
鄒
城
地
︐
蓋
即
鄒
平
之
誤
耳
︒
後
魏

書
地
形
志
東
平
原
郡
臨
濟
下
有
鄒
平
城
・
建
信
城
︐
建
信
亦

水
經
注
漯
水
所
逕
︐
廢
縣
在
高
苑
故
狄
城
西
北
五
十
里
︒
而

東
鄒
在
今
青
城
縣
界
︐
則
鄒
平
城
在
齊
東
縣
境
無
疑
︒
伏
生

墓
酈
注
敘
于
鄒
平
故
城
西
︐
而
今
墓
處
其
東
南
︐
非
古
漯
水

所
逕
矣
︒
原
其
致
誤
之
由
︐
蓋
以
伏
生
濟
南
人
︐
今
墓
西
隋

開
皇
中
嘗
置
濟
南
縣
︐
因
附
會
徵
君
邱
壟
︐
不
知
其
與
水
經

注
違
異
也
︒
當
以
寰
宇
記
在
朝
陽
城
東
五
里
者
爲
是
︒

　
　

 

此
れ
寰
宇
記
に
據
る
︒
鄒
平
志
に
云
ふ
伏
生
墓 

縣
東
北
十

八
里
に
在
り
︐
と
︒
按
ず
る
に
︐
水
經
注
に
漯
水
又
た
東
北

の
か
た
東
朝
陽
縣
故
城
の
南
を
逕
︐
又
た
東
の
か
た
漢
徵
君

伏
生
墓
の
南
を
逕
︐又
た
東
の
か
た
鄒
平
縣
故
城
の
北
を
逕
︐

又
た
東
北
の
か
た
東
鄒
城
の
北
を
逕
︐
是
れ
伏
生
墓 

朝
陽

三
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城
の
東
・
鄒
平
城
の
西
に
在
り
︒
漢
の
東
朝
陽
故
城 

今
の

章
邱
縣
の
北
に
在
る
も
︐
鄒
平
城 

元
和
志
・
寰
宇
記
諸
書

皆
な
在
る
所
を
言
わ
ず
︒
齊
乘
第
四
卷
鄒
平
故
城 

今
縣
の

西
南
に
在
り
︐
乃
は
ち
唐
初
縣
を
置
く
の
地
︐
寰
宇
記
に
本

づ
く
︐
漢
の
縣
城
に
非
ざ
る
な
り
︒
今 

鄒
平
縣
志
を
考
ふ

る
に
︐
漢
の
梁
鄒
城 

縣
北
四
十
里
孫
家
鎮
に
在
り
︐
齊
東

縣
界
に
接
す
︒又
た
濟
南
府
志
齊
東
縣
東
南
に
梁
鄒
郷
有
り
︐

漢
の
梁
鄒
城
地
︐
蓋
し
即
は
ち
鄒
平
の
誤
り
な
る
の
み
︒
後

魏
書
地
形
志
東
平
原
郡
臨
濟
下
に
鄒
平
城
・
建
信
城
有
り
︐

建
信
も
亦
た
水
經
注
漯
水
の
逕
る
所
︐
廢
縣 

高
苑
故
狄
城

の
西
北
五
十
里
に
在
り
︒
而
る
に
東
鄒 

今
青
城
縣
界
に
在

り
︐
則
は
ち
鄒
平
城
の
齊
東
縣
境
に
在
る
は
疑
ひ
無
し
︒
伏

生
墓
酈
注
鄒
平
故
城
西
に
敘
し
︐
而
か
る
に
今
墓 

其
の
東

南
に
處
る
︐
古
漯
水
の
逕
る
所
に
非
ず
︒
其
の
誤
を
致
す
の

由
を
原
ぬ
る
に
︐
蓋
し
伏
生
濟
南
人
た
り
︐
今
墓
西
に
隋
開

皇
中
嘗
て
濟
南
縣
を
置
く
を
以
っ
て
︐
因
り
て
徵
君
邱
壟
を

附
會
し
︐
其
の
水
經
注
と
違
異
す
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
當

さ
に
寰
宇
記
の
朝
陽
城
東
五
里
に
在
り
な
る
者
を
以
て
是
と

爲
す
べ
し
︒

要
す
れ
ば
︐
歷
代
の
鄒
平
城
の
記
述
を
整
理
す
る
と
︐
漢
代
の
鄒

平
城
の
位
置
は
淸
代
の
齊
東
縣
と
鄒
平
縣
の
境
の
孫
家
鎭
に
位
置

し
て
お
り
︐
鄒
平
伏
生
墓
は
そ
こ
か
ら
東
南
に
位
置
し
て
お
り
︐

﹃
水
經
注
﹄
に
言
及
す
る
も
の
と
は
異
な
る
と
周
嘉
猷
は
す
る
︒

　
﹃︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
に
引
く
成
啓
洸
﹁
伏
徵
君
疑
塚

辨
﹂
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

宋
紹
聖
中
縣
尉
李
澣
嘗
爲
作
龕
記
︐
由
來
舊
矣
︒
自
漢
迄
元

初
︐
若
水
經
寰
宇
記
齊
乘
諸
書
言
伏
生
墓
者
非
一
︐
顧
未
聞

其
在
祠
旁
也
︒
元
末
張
起
巖
作
修
祠
記
︐
忽
云
有
墓
︒
明
正

統
十
四
年
︐
知
縣
石
璞
率
爾
修
築
︒
國
朝
康
熙
三
十
四
年
知

縣
程
素
期
父
子
︐
兩
求
其
墓
︐
皆
不
獲
︐
第
即
祠
北
斷
壟
︐

崇
其
□
□
︐
以
木
大
書
︐
深
刻
以
表
之
︒
由
是
通
志
縣
志
皆

踵
其
訛
︐
以
其
地
爲
伏
生
真
墓
矣
︒
竊
嘗
以
古
書
考
之
︐
伏

生
墓
當
在
漯
水
之
北
︐
東
朝
陽
城
東
︐
漢
鄒
平
城
西
︐
而
今

所
云
伏
生
墓
︐
乃
在
漢
鄒
平
城
東
南
三
十
里
濟
水
之
南
︐
是

疑
塚
也
︒
︙
︙
元
至
正
時
碑
云
︐
旁
有
道
士
墓
︐
縣
尉
王
君

命
徙
之
︒
元
時
伏
子
祠
實
爲
道
流
棲
息
之
所
︐
則
道
士
墓
定

亦
非
一
︒
石
君
之
所
築
︐
程
君
之
所
表
︐
安
知
非
仍
一
黄
冠

墓
耶
︒

　
　

 

宋
紹
聖
中
縣
尉
李
澣
嘗
て
爲
め
に
龕
記
を
作
る
︐由
來
舊
し
︒

漢
自
り
元
初
に
迄
る
ま
で
︐
若
へ
ば
水
經
寰
宇
記
齊
乘
の
諸

書
の
伏
生
墓
を
言
ふ
者
一
に
非
ず
︐
顧
っ
て
未
だ
其
の
祠
旁

に
在
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
︒元
末
張
起
巖
修
祠
記
を
作
る
に
︐

忽
ち
墓
有
り
と
云
ふ
︒
明
正
統
十
四
年
︐
知
縣
石
璞
率
爾
と

し
て
修
築
す
︒
國
朝
康
熙
三
十
四
年
知
縣
程
素
期
父
子
︐
兩
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た
び
其
の
墓
を
求
め
︐
皆
な
獲
ず
︐
第
だ
祠
北
に
即
き
て
斷

壟
し
︐
其
の
□
□
を
崇
び
︐
木
を
以
て
大
書
し
︐
深
く
刻
み

て
以
て
之
れ
を
表
す
る
の
み
︒
是
れ
に
由
り
て
通
志
縣
志
皆

な
其
の
訛
を
踵
ぎ
︐
其
の
地
を
以
て
伏
生
真
墓
と
爲
す
︒
竊

か
に
嘗
て
古
書
を
以
て
之
れ
を
考
ふ
る
に
︐
伏
生
墓
當
さ
に

漯
水
の
北
︐
東
朝
陽
城
の
東
︐
漢
鄒
平
城
の
西
に
在
る
べ
し
︒

而
る
に
今
云
ふ
所
の
伏
生
墓
︐
乃
は
ち
漢
鄒
平
城
東
南
三
十

里
濟
水
の
南
に
在
り
︐
是
れ
疑
塚
な
り
︒
︙
︙
元
至
正
の
時

の
碑
に
云
ふ
︐
旁
に
道
士
の
墓
有
り
︐
縣
尉
王
君
命
じ
て
之

れ
を
徙
す
︒
元
時
伏
子
祠
實
は
道
流
棲
息
の
所
爲
れ
ば
︐
則

は
ち
道
士
の
墓
定
め
て
亦
た
一
に
非
ず
︒
石
君
の
築
く
所
︐

程
君
の
表
す
る
所
︐
安
ん
ぞ
仍
ほ
一
黄
冠
墓
に
非
ざ
る
を
知

ら
ん
や
︒

成
啓
洸
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
︐
鄒
平
の
伏
生
墓
は
﹃
水
經
注
﹄

﹃
太
平
寰
宇
記
﹄﹃
齊
乘
﹄
な
ど
に
記
述
さ
れ
る
川
や
城
の
位
置
關

係
が
お
か
し
く
︐
も
と
も
と
道
士
の
墓
で
あ
っ
た
の
を
伏
生
の
墓

と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
り
︐
鄒
平
の
伏
生
祠
の
墓
は
僞
塚
で
あ
る

と
す
る
一
四

︒

　

ま
た
﹃︵
民
國
︶
齊
東
縣
志
﹄
藝
文
志
に
も
﹁
伏
生
墓
考
﹂
と

し
て
引
か
れ
る
成
瓘
﹃
篛
園
日
札
﹄﹁
伏
徵
君
墓
攷
﹂
に
は
︐﹁
反

復
求
之
︐
悟
鄒
平
東
北
者
乃
祠
也
︐
非
墓
也
︒
宋
眞
宗
咸
平
時
︐

封
伏
生
爲
乘
氏
伯
︒
旣
封
之
則
亦
必
有
秩
祀
︒
據
祠
中
元
人
碑
言

宋
紹
聖
五
年
︐
縣
尉
李
澣
龕
記
尚
在
︒
知
宋
時
此
地
之
有
祠
非
訛

矣
︒
︙
︙
則
封
乘
氏
伯
時
︐
斷
未
有
不
知
其
墓
在
何
處
者
︒
知
此

地
之
無
墓
︐
亦
非
訛
矣
︒
紹
聖
以
後
︐
徽
欽
繼
世
︐
汴
社
爲
墟
︒

鄒
平
伏
徵
君
祠
亦
廢
爲
道
觀
︒
元
人
始
據
李
澣
之
記
︐又
改
爲
祠
︐

既
復
其
祠
︐
因
傳
有
墓
︒︵
反
復
し
て
之
れ
を
求
む
る
に
︐
鄒
平

東
北
な
る
者
は
乃
は
ち
祠
な
り
︐
墓
に
非
ざ
る
を
悟
る
な
り
︒
宋

眞
宗
咸
平
の
時
︐
伏
生
を
封
じ
て
乘
氏
伯
と
爲
す
︒
旣
に
之
れ
を

封
ず
れ
ば
則
は
ち
亦
た
必
ら
ず
秩
祀
有
り
︒
祠
中
の
元
人
の
碑
に

宋
紹
聖
五
年
と
言
ふ
に
據
れ
ば
︐
縣
尉
李
澣
の
龕
記
尚
ほ
在
り
︒

宋
時
此
の
地
の
祠
有
る
は
訛
に
非
ざ
る
を
知
る
︒
︙
︙
則
は
ち
乘

氏
伯
に
封
ぜ
ら
れ
し
時
︐
斷
じ
て
未
だ
其
の
墓
の
何
れ
の
處
に
か

在
る
を
知
ら
ざ
る
者
有
ら
ず
︒
此
の
地
の
墓
無
き
を
知
る
も
︐
亦

た
訛
に
非
ず
︒
紹
聖
以
後
︐
徽
欽
世
を
繼
ぎ
︐
汴
社 

墟
と
爲
る
︒

鄒
平
伏
徵
君
祠
も
亦
た
廢
れ
て
道
觀
と
爲
る
︒
元
人
始
め
て
李
澣

の
記
に
據
り
︐
又
た
改
め
て
祠
と
爲
し
︐
既
に
其
の
祠
を
復
し
︐

傳
に
因
り
て
墓
有
り
︒︶﹂
と
︐
も
と
も
と
祠
が
あ
り
︐
靖
康
の
變

に
よ
っ
て
北
宋
が
滅
ぶ
と
伏
生
祠
も
廢
れ
て
︐道
觀
と
な
っ
た
が
︐

元
代
に
祠
に
も
ど
し
︐
そ
の
際
に
傳
承
に
よ
っ
て
墓
が
定
め
ら
れ

た
と
し
︐
齊
東
縣
を
父
の
成
啓
瀹
・
叔
父
・
成
啓
洸
・
弟
の
成
琅

と
四
人
で
訪
れ
︐
寄
駕
塚
に
伏
生
の
墓
を
得
た
と
し
て
一
五

︐
次
の

よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

塚
北
廣
南
狹
︐
實
古
馬
鬣
封
︒
附
塚
東
南
有
小
阜
如
臺
︐
廣

四
〇



可
十
餘
畝
︒疑
是
其
饗
堂
故
基
︒地
多
敗
瓦
零
甎
︐黑
堅
如
石
︐

亦
決
非
近
代
物
︒
徵
君
在
漢
尊
爲
先
師
︐
墓
制
饗
堂
制
︒
定

仿
曲
阜
之
制
而
爲
之
︒
可
信
爲
徵
君
墓
者
一
也
︒
小
阜
平
頂
︐

不
科
賦
税
︒
問
其
由
來
︐
沿
之
自
古
︒
疑
自
封
乘
氏
伯
時
官

爲
料
理
︐
續
有
所
興
修
︒
故
田
無
額
征
︐
地
有
積
礫
︒
可
信

爲
徵
君
墓
者
二
也
︒
魏
王
城
旣
是
東
朝
陽
︐自
城
東
而
微
北
︐

不
贏
不
絀
︐
適
符
五
里
︐
與
寰
宇
記
所
言
毫
無
牴
牾
︒
可
信

爲
徵
君
墓
者
三
也
︒
魏
王
城
南
之
千
秋
嶺
︐
旣
爲
漯
水
之
隄

岸
︐
今
登
壟
望
之
︐
千
秋
嶺
從
西
來
︐
東
西
橫
亘
如
襟
帶
然
︐

北
抵
墓
約
半
里
許
︒與
水
經
注
漯
水
又
東
逕
伏
徵
君
墓
南
者
︐

毫
無
牴
牾
︒
可
信
爲
徵
君
墓
者
四
也
︒
魏
王
城
東
門
之
甜
水

莊
︐
古
亦
名
皇
辛
莊
︐
似
是
皇
親
莊
之
訛
︒
伏
氏
在
漢
世
受

侯
爵
爲
顯
官
︒
男
尙
公
主
︐
女
爲
貴
人
︐
爲
皇
后
︒
雖
後
徙

東
武
︐
而
徵
君
墓
在
此
︒
豈
無
居
而
守
墓
者
︒
則
皇
親
莊
之

流
傳
︐
安
知
不
有
所
自
︒
如
赫
胥
氏
流
傳
爲
天
子
墓
之
類
也

乎
︒
可
信
爲
徵
君
之
墓
者
五
也
︒

　
　

 

塚
北
廣
く
し
て
南
狹
し
︐
實
に
古
へ
の
馬
鬣
封
な
り
︒
塚
の

東
南
に
附
し
て
小
阜
の
臺
の
如
き
有
り
︐
廣 

十
餘
畝
可
か

り
︒
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
其
の
饗
堂
の
故
基
な
り
︒
地
に
敗
瓦

零
甎
多
く
︐
黑
堅
な
る
こ
と
石
の
如
し
︐
亦
た
決
し
て
近
代

の
物
に
非
ず
︒
徵
君 

漢
に
在
り
て
は
尊
び
て
先
師
と
爲
す
︐

墓
制
す
れ
ば
饗
堂
制
す
︒
定
め
て
曲
阜
の
制
に
仿
ひ
て
之
れ

を
爲
す
︒
徵
君
墓
爲
る
を
信
ず
べ
き
者
の
一
な
り
︒
小
阜
の

平
頂
︐
賦
税
を
科
せ
ず
︒
其
の
由
來
を
問
ふ
に
︐
之
れ
を
沿

す
る
こ
と
古
へ
自
り
す
︒
疑
ふ
ら
く
は
乘
氏
伯
に
封
ず
る
の

時
自
り
官 

料
理
を
爲
し
︐
續
け
て
興
修
す
る
所
有
り
︒
故

に
田
に
額
征
無
く
︐
地
に
積
礫
有
り
︒
徵
君
墓
爲
る
を
信
ず

べ
き
者
の
二
な
り
︒
魏
王
城
旣
に
是
れ
東
朝
陽
な
れ
ば
︐
城

自
り
東
に
し
て
微
か
に
北
︐
不
贏
不
絀
︐
適
に
五
里
に
符
し
︐

寰
宇
記
の
言
ふ
所
と
毫
と
し
て
牴
牾
爲
し
︒
徵
君
墓
爲
る
を

信
ず
べ
き
者
の
三
な
り
︒
魏
王
城
南
の
千
秋
嶺
︐
旣
に
漯
水

の
隄
岸
爲
る
に
︐
今 

壟
に
登
り
て
之
れ
を
望
め
ば
︐
千
秋

嶺
西
從
り
來
た
り
︐
東
西
に
橫
亘
す
る
こ
と
襟
帶
の
如
く
然

り
︐
北
の
か
た
墓
に
抵
た
る
こ
と
約
半
里
許
り
︒
水
經
注
漯

水
又
た
東
の
か
た
伏
徵
君
墓
南
を
逕
な
る
者
と
︐
毫
と
し
て

牴
牾
無
し
︒
徵
君
墓
爲
る
を
信
ず
べ
き
者
の
四
な
り
︒
魏
王

城
東
門
の
甜
水
莊
︐
古
へ
亦
た
皇
辛
莊
と
名
い
ふ
︐
是
れ
皇

親
莊
の
訛
の
似
し
︒
伏
氏 

漢
世
に
在
り
て
は
侯
爵
を
受
け

て
顯
官
爲
り
︒
男
は
公
主
を
尙
り
︐
女
は
貴
人
と
爲
り
︐
皇

后
と
爲
る
︒
後
ち
東
武
に
徙
る
と
雖
も
︐
而
か
も
徵
君
墓
此

こ
に
在
り
︒
豈
に
居
り
て
墓
を
守
る
者
無
か
ら
ん
や
︒
則
は

ち
皇
親
莊
の
流
傳
︐
安
に
か
知
る 

自
る
所
有
ら
ざ
る
を
︒

赫
胥
氏
流
傳
し
て
天
子
墓
と
爲
る
の
類
の
如
き
な
る
か
︒
徵

君
墓
爲
る
を
信
ず
べ
き
者
の
五
な
り
︒

四
一



　

成
瓘
は
文
獻
上
の
記
述
と
位
置
關
係
が
ず
れ
る
こ
と
か
ら
︐
鄒

平
の
伏
生
墓
を
疑
い
︐
齊
東
縣
の
寄
駕
塚
を
實
際
に
訪
問
し
︐
い

に
し
え
の
饗
堂
の
跡
ら
し
き
お
か
が
東
南
に
あ
る
こ
と
︐
そ
こ
に

は
賦
税
が
い
に
し
え
よ
り
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
︐
魏
王
城
す

な
わ
ち
東
朝
陽
か
ら
︵
や
や
北
寄
り
の
︶
東
に
ち
ょ
う
ど
五
里
の

場
所
に
位
置
し
て
お
り
﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
の
記
述
と
合
致
す
る
こ

と
︐
い
に
し
え
の
漯
水
の
堤
が
南
五
里
の
と
こ
ろ
を
東
西
に
走
っ

て
お
り
﹃
水
經
注
﹄
の
記
述
と
合
致
す
る
こ
と
︐
魏
王
城
東
門
の

甜
水
莊
と
言
う
地
名
が
皇
親
莊
の
轉
訛
で
あ
り
﹁
皇
親
﹂
と
は
伏

生
の
漢
代
の
後
裔
の
こ
と
を
指
す
こ
と
︐
と
い
う
五
つ
の
理
由
を

擧
げ
て
︐寄
駕
塚
こ
そ
が
伏
生
の
ほ
ん
と
う
の
墓
で
あ
る
と
す
る
︒

　

洪
頤
煊
﹃
筠
軒
文
鈔
﹄
に
載
せ
る
﹁
鄒
平
伏
生
墓
辨
﹂
で
は
次

の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

漢
伏
生
墓
在
今
鄒
平
縣
東
北
十
八
里
︒
自
水
經
注
以
迄
唐
宋

元
明
皆
無
異
説
︒
近
人
撰
伏
徵
君
墓
考
︐
謂
漢
鄒
平
故
城
在

今
治
西
北
四
十
里
之
孫
家
鎮
︐
鎮
西
有
寄
駕
塚
︐
即
伏
生
墓
︒

其
説
非
是
︒
︙
︙
學
者
欲
明
伏
墓
︐
必
先
知
朝
陽
・
鄒
平
兩

故
城
所
在
︐方
可
定
其
道
里
︒
︙
︙
今
鄒
平
縣
東
北
之
伏
墓
︐

即
太
平
寰
宇
記
所
稱
朝
陽
故
城
東
之
伏
墓
︐
特
以
縣
治
有
遷

改
︐
各
附
相
近
言
之
︐
故
所
稱
地
名
有
不
同
耳
︒
若
以
今
鄒

平
縣
西
北
四
十
里
之
孫
家
鎮
當
鄒
平
故
城
︐
以
鎮
西
之
寄
駕

塚
當
伏
墓
︐︵
挾
注
:
前
人
俱
無
明
文
︐
臆
定
不
可
爲
據
︒︶

則
伏
墓
在
朝
陽
城
之
西
︐
其
差
舛
不
可
通
矣
︒

　
　

 

漢
伏
生
墓 

今
鄒
平
縣
の
東
北
十
八
里
に
在
り
︒
水
經
注
自

り
以
て
唐
宋
元
明
に
迄
る
ま
で
皆
な
異
説
無
し
︒
近
人 

伏

徵
君
墓
考
を
撰
し
て
︐
漢
鄒
平
故
城 

今
治
西
北
四
十
里
の

孫
家
鎮
に
在
り
︐
鎮
西
に
寄
駕
塚
有
り
︐
即
は
ち
伏
生
墓
な

り
と
謂
ふ
︒
其
の
説
是
に
非
ず
︒
︙
︙
學
者
伏
墓
を
明
ら
か

に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︐
必
ず
先
に
朝
陽
・
鄒
平
兩
故
城
の
在

る
所
を
知
り
て
︐
方
め
て
其
の
道
里
を
定
む
べ
し
︒
︙
︙
今

鄒
平
縣
東
北
の
伏
墓
︐
即
は
ち
太
平
寰
宇
記
に
稱
す
る
所
の

朝
陽
故
城
東
の
伏
墓
︐
特
だ
縣
治
に
遷
改
有
る
を
以
て
︐
各

お
の
相
ひ
近
き
に
附
し
て
之
れ
を
言
ふ
︐
故
に
稱
す
る
所
の

地
名
に
同
じ
か
ら
ざ
る
有
る
の
み
︒
若
し
今
鄒
平
縣
西
北
四

十
里
の
孫
家
鎮
を
以
て
鄒
平
故
城
に
當
て
︐
鎮
西
の
寄
駕
塚

を
以
て
伏
墓
に
當
つ
れ
ば
︐︵
挾
注
:
前
人
俱
も
に
明
文
無
く
︐

臆
定
し
て
據
と
爲
す
べ
か
ら
ず
︒︶
則
は
ち
伏
墓 

朝
陽
城
の

西
に
在
り
︐
其
の
差
舛
通
ず
べ
か
ら
ず
︒

こ
こ
で
は
諸
文
獻
の
鄒
平
の
位
置
關
係
に
つ
い
て
考
證
を
進
め
て

お
り
︐
鄒
平
伏
生
墓
は
縣
城
の
遷
移
に
よ
っ
て
各
文
獻
に
基
準
と

な
る
地
名
が
異
な
る
だ
け
で
︐
實
際
は
﹃
水
經
注
﹄
な
ど
の
記
述

と
違
わ
な
い
と
す
る
︒
さ
ら
に
︐
次
の
よ
う
に
續
け
る
︒

　
　

 

近
人
又
謂
今
伏
墓
在
小
清
河
南
︐
是
在
濟
水
南
︐
非
漯
水
北
︐

與
水
經
注
不
合
︐
其
説
亦
誤
︒
︙
︙
此
皆
唐
宋
時
濟
水
在
鄒

四
二



平
縣
南
之
確
證
︒
今
從
小
清
河
宋
元
後
之
改
流
︐
反
疑
伏
墓

在
濟
水
南
︐
豈
非
誤
乎
︒
余
懼
後
人
以
僞
亂
真
︐
不
辨
伏
墓

所
在
︐
因
作
此
以
正
之
︒

　
　

 
近
人
又
た
今
伏
墓 

小
清
河
の
南
に
在
り
︐
是
れ
濟
水
の
南

に
在
り
︐
漯
水
の
北
に
非
ず
︐
水
經
注
と
合
は
ず
と
謂
ふ
︐

其
の
説
も
亦
た
誤
る
︒
︙
︙
此
れ
皆
な
唐
宋
の
時
濟
水 

鄒

平
縣
の
南
に
在
る
の
確
證
な
り
︒
今 

小
清
河
宋
元
後
の
改

流
に
從
ふ
に
︐
反
っ
て
伏
墓 

濟
水
の
南
に
在
る
を
疑
ふ
︐

豈
に
誤
に
非
ざ
る
か
︒
余 
後
人 

僞
を
以
て
真
を
亂
し
︐
伏

墓
の
在
る
所
を
辨
ぜ
ざ
る
を
懼
る
︐
因
り
て
此
れ
を
作
り
て

以
て
之
れ
を
正
す
︒

こ
こ
で
は
﹃
水
經
注
﹄
の
伏
生
墓
と
漯
水
・
濟
水
の
位
置
關
係
に

つ
い
て
も
︐
川
の
流
れ
が
變
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る

と
し
︐
城
・
川
ど
ち
ら
の
位
置
關
係
か
ら
し
て
も
︐
鄒
平
の
伏
生

墓
が
ほ
ん
と
う
の
墓
で
あ
る
と
す
る
︒

　

な
お
︐
こ
の
洪
頤
煊
﹁
鄒
平
伏
生
墓
辨
﹂
は
︐
孫
星
衍
﹁
建
立

伏
博
士
始
末
﹂
に
﹁
伏
生
墓
考
證
﹂
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
お
り
︐

孫
星
衍
説
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

　

そ
れ
に
對
し
て
兪
正
燮
は
﹃
癸
巳
類
稿
﹄
に
載
せ
る
﹁
書
建
立

伏
博
士
始
末
後
﹂
に
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

求
伏
生
墓
者
︐
當
於
魏
時
漯
故
渠
北
︐
有
漢
鄒
平
故
城
在
其

東
︐
有
東
朝
陽
故
城
在
其
西
︐
三
證
合
而
後
可
定
也
︒
由
今

鄒
平
城
北
行
︐
越
濟
水
故
渠
︐
至
千
秋
嶺
︐
得
故
漯
渠
︒
循

故
渠
︐
或
決
或
涸
︐
或
納
别
流
︐
其
形
相
屬
︐
上
至
今
朝
城
︐

爲
水
經
東
武
陽
︐
下
至
今
蒲
臺
︐
爲
水
經
馬
常
坑
︒
千
秋
嶺

西
北
土
城
鎮
︐
其
北
濱
河
︐
爲
水
經
崔
氏
城
︒
又
東
南
循
渠
︐

得
渠
北
魏
王
城
︒
水
經
注
魏
泰
常
七
年
︐安
平
王
所
增
築
者
︒

中
有
天
子
墓
︐
則
太
平
寰
宇
記
所
云
東
朝
陽
城
有
赫
胥
氏
陵

者
也
︒
既
得
東
朝
陽
城
確
驗
︐
又
循
渠
東
行
五
里
︐
於
渠
北

得
大
冢
︐
元
人
立
泰
山
神
女
祠
於
上
︐
遂
名
其
冢
曰
寄
駕
冢
︐

則
水
經
所
云
漯
水
自
東
朝
陽
東
逕
伏
生
墓
南
︐
寰
宇
記
所
云

東
朝
陽
城
東
五
里
有
伏
生
墓
︐
齊
乘
所
云
伏
生
墓
在
東
朝
陽

城
東
五
里
者
也
︒
又
循
渠
東
行
︐
於
渠
南
得
孫
家
鎮
︐
爲
漢

鄒
平
故
城
︒
案
之
地
里
︐
三
證
皆
合
︐
元
于
欽
以
前
︐
皆
同

此
説
︒
乃
今
者
越
漯
故
渠
而
南
︐
得
濟
故
渠
︐
又
越
濟
故
渠

而
南
︐
得
古
城
曰
舊
口
︐
南
望
山
色
蒼
然
︐
坡
陀
屬
於
足
下
︒

舊
口
者
︐
所
謂
漢
梁
鄒
故
城
也
︒
其
城
東
一
里
︐
有
元
時
伏

生
祠
︐
旁
有
獺
水
才
出
長
白
山
猶
在
翠
微
之
間
︒
祠
後
有
小

冢
︐
元
末
張
起
巖
修
祠
碑
︐
以
爲
伏
生
墓
︐
蓋
妄
説
也
︒
其

地
與
漢
墓
中
隔
濟
漯
二
渠
︐
不
可
强
合
︒
漢
碑
已
没
︐
而
古

書
具
在
︒
作
志
乘
者
牽
於
元
墓
︐
則
移
古
時
漯
渠
北
之
城
於

濟
渠
之
南
︐
與
故
在
濟
渠
南
之
城
相
閒
雜
︐
濟
漯
二
渠
之
所

在
則
以
爲
姑
勿
深
考
︐而
歷
城
濼
水
東
北
二
三
百
里
之
古
蹟
︐

不
可
復
識
矣
︒
鄒
平
成
君
瓘
著
篛
園
日
札
︐
詳
考
水
經
漯
濟

四
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二
渠
︐
因
以
得
伏
生
舊
冢
︐
冀
伏
生
子
孫
復
見
先
人
墳
墓
︐

不
致
歲
時
叩
頭
他
人
墓
下
︐
盛
德
事
也
︒

　
　

 
伏
生
墓
を
求
む
る
者
︐
魏
時
に
當
た
り
て
漯
故
渠
の
北
に
し

て
︐
漢
鄒
平
故
城
の
其
の
東
に
在
る
有
り
︐
東
朝
陽
故
城
の

其
の
西
に
在
る
有
り
︐
三
證
合
し
て
後
ち
定
む
べ
き
な
り
︒

今
鄒
平
城
由
り
北
行
し
︐
濟
水
故
渠
を
越
え
て
︐
千
秋
嶺
に

至
り
て
︐
故
漯
渠
を
得
︒
故
渠
に
循
ひ
て
︐
或
い
は
決
し
或

い
は
涸
れ
︐
或
い
は
别
流
を
納
れ
︐
其
の
形
相
ひ
屬
き
︐
上

は
今
朝
城
に
至
る
︐
水
經
の
東
武
陽
爲
り
︐
下
は
今
蒲
臺
に

至
る
︐
水
經
の
馬
常
坑
爲
り
︒
千
秋
嶺
西
北
土
城
鎮
︐
其
の

北 

河
に
濱
す
︐
水
經
の
崔
氏
城
爲
り
︒
又
た
東
南 

渠
に
循

ひ
︐
渠
北
に
魏
王
城
を
得
︒
水
經
注
の
魏
泰
常
七
年
︐
安
平

王
の
增
築
す
る
所
の
者
な
り
︒
中
に
天
子
墓
有
り
︐
則
は
ち

太
平
寰
宇
記
の
云
ふ
所
の
東
朝
陽
城
に
赫
胥
氏
陵
有
り
な
る

者
な
り
︒
既
に
東
朝
陽
城
の
確
驗
を
得
て
︐
又
た
渠
に
循
ひ

て
東
行
す
る
こ
と
五
里
︐
渠
北
に
於
い
て
大
冢
を
得
︐
元

人 

泰
山
神
女
祠
を
上
に
立
て
て
︐
遂
に
其
の
冢
に
名
づ
け

て
寄
駕
冢
と
曰
ふ
︐
則
は
ち
水
經
に
云
ふ
所
の
漯
水 

東
朝

陽
自
り
東
の
か
た
伏
生
墓
南
を
逕
︐
寰
宇
記
に
云
ふ
所
の
東

朝
陽
城
東
五
里
に
伏
生
墓
有
り
︐
齊
乘
に
云
ふ
所
の
伏
生
墓

東
朝
陽
城
東
五
里
に
在
り
な
る
者
な
り
︒
又
た
渠
に
循
ひ
て

東
行
し
︐
渠
南
に
於
い
て
孫
家
鎮
を
得
︐
漢
鄒
平
故
城
爲
り
︒

之
れ
を
地
里
に
案
ず
る
に
︐
三
證
皆
な
合
す
︐
元
于
欽
以
前
︐

皆
な
此
の
説
に
同
じ
︒
乃
は
ち
今
者 

漯
故
渠
を
越
え
て
南

し
て
︐
濟
故
渠
を
得
︐
又
た
濟
故
渠
を
越
え
て
南
す
る
に
︐

古
城
を
得
て
舊
口
と
曰
ふ
︐
南
望
す
る
に
山
色
蒼
然
た
り
︐

坡
陀
足
下
に
屬
く
︒
舊
口
な
る
者
は
︐
所
謂
漢
梁
鄒
故
城
な

り
︒
其
の
城
東
一
里
︐
元
時
の
伏
生
祠
有
り
︐
旁
に
獺
水
の

才
め
て
長
白
山
に
出
で
て
猶
ほ
翠
微
の
間
に
在
る
有
り
︒
祠

後
に
小
冢
有
り
︐
元
末
張
起
巖
修
祠
碑
︐
以
て
伏
生
墓
と
爲

す
は
︐
蓋
し
妄
説
な
り
︒
其
の
地 

漢
墓
と
中
に
濟
漯
二
渠

を
隔
つ
︐
强
ひ
て
合
す
べ
か
ら
ず
︒
漢
碑
已
に
没
す
る
も
︐

古
書
具
に
在
り
︒
志
乘
を
作
る
者
元
墓
に
牽
す
れ
ば
︐
則
は

ち
古
時
漯
渠
北
の
城
を
濟
渠
の
南
に
移
し
︐
故
よ
り
濟
渠
南

に
在
る
の
城
と
相
ひ
閒
雜
す
︐
濟
漯
二
渠
の
在
る
所 

則
は

ち
以
爲
へ
ら
く
姑
ら
く
深
く
考
ふ
る
勿
き
も
︐
而
か
も
歷
城

濼
水
東
北
二
三
百
里
の
古
蹟
︐
復
た
識
る
べ
か
ら
ず
︒
鄒
平

成
君
瓘 

篛
園
日
札
を
著
し
︐
詳
ら
か
に
水
經
の
漯
濟
二
渠

を
考
へ
︐
因
り
て
以
て
伏
生
舊
冢
を
得
︐
冀
は
く
は
伏
生
子

孫
復
た
先
人
の
墳
墓
に
見
え
ん
こ
と
を
︐
歲
時
に
他
人
の
墓

下
に
叩
頭
を
致
さ
ざ
る
は
︐
盛
德
の
事
な
り
︒

兪
正
燮
は
上
に
引
く
成
瓘
の
﹁
伏
生
墓
考
﹂
を
承
け
て
︐
齊
東
の

寄
駕
塚
こ
そ
が
﹃
水
經
注
﹄﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
の
記
述
を
全
て
滿

た
す
場
所
で
あ
り
︐
鄒
平
の
伏
生
墓
は
他
の
だ
れ
か
の
墓
で
あ
る

四
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と
す
る
︒

　

上
記
の
よ
う
に
︐
同
治
年
閒
の
伏
生
墓
の
發
見
以
前
か
ら
︐
鄒

平
・
齊
東
の
伏
生
墓
の
眞
僞
を
め
ぐ
っ
て
論
爭
は
展
開
し
て
い
く
︒

上
記
の
議
論
の
お
も
な
論
點
は
︐﹃
水
經
注
﹄
に
お
い
て
︐
東
朝

陽
縣
の
東
か
ら
伏
生
墓
の
南
を
漯
水
が
流
れ
︐
さ
ら
に
東
に
流
れ

て
鄒
平
の
北
を
流
れ
る
︐
と
記
述
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
つ
ま

り
︐
伏
生
墓
が
漯
水
の
北
に
あ
り
︐
鄒
平
の
西
と
記
述
さ
れ
て
い

る
と
い
う
點
が
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
︒

五
，
齊
東
伏
生
墓
發
見
以
後
の
展
開

　

上
に
齊
東
伏
生
墓
發
見
以
前
の
議
論
に
つ
い
て
確
認
し
て
き

た
︒
齊
東
伏
生
墓
へ
は
︐﹃︵
民
國
︶齊
東
縣
志
﹄藝
文
志
・
叢
談
・﹁
伏

塚
疑
碑
﹂
に
疑
念
が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
︒
發
見

後
の
議
論
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
︐
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て

み
た
い
︒

　
　

 

此
碑
字
體
是
唐
五
代
閒
︐
效
二
王
書
者
之
餘
習
︐
魄
力
不
及

唐
人
︒
可
斷
爲
五
代
時
立
也
云
云
︒
按
此
石
現
存
民
衆
敎
育

館
︐斷
爲
兩
截
︐合
兩
截
共
高
三
尺
餘
︐一
截
有
徵
君
二
大
字
︐

徵
君
上
側
書
字
形
不
可
辨
︒
一
截
有
伏
生
冢
三
大
字
︐
其
字

均
係
楷
書
不
工
︐
其
石
粗
劣
凹
凸
參
差
︐
並
未
加
以
磨
礱
︒

伏
生
名
人
︐
無
論
何
時
立
碑
不
應
草
草
︒
至
此
相
傳
︐
同
治

閒
邑
人
孟
繼
和
︐
負
笈
省
垣
︐
爲
伏
生
募
捐
修
祠
︐
僞
造
伏

生
碑
文
︐
以
圖
證
實
︒
通
志
所
謂
孟
茂
才
拓
文
呈
丁
撫
者
︐

當
即
係
此
僞
造
之
物
︒
獨
怪
丁
撫
爲
何
不
飭
縣
査
驗
︐
修
通

志
者
何
至
漫
無
鑒
別
︒
或
通
志
所
據
拓
本
︐
碑
已
久
佚
︐
而

現
存
之
石
︐
非
真
跡
歟
︒
姑
志
之
以
俟
知
者
︒

　
　

 

此
の
碑
の
字
體
是
れ
唐
五
代
の
閒
︐
二
王
の
書
に
效
ふ
者
の

餘
習
に
し
て
︐
魄
力 

唐
人
に
及
ば
ず
︒
斷
じ
て
五
代
の
時

に
立
つ
と
爲
す
べ
き
な
り
云
云
︒
按
ず
る
に
此
の
石 

民
衆

敎
育
館
に
現
存
し
︐
斷
ち
て
兩
截
と
爲
る
︐
兩
截
を
合
は
す

る
に
共
に
高
さ
三
尺
餘
︐
一
截
に
徵
君
二
大
字
有
り
︐
徵
君

の
上
側
に
字
を
書
す
も
形 

辨
ず
べ
か
ら
ず
︒
一
截
に
伏
生

冢
三
大
字
有
り
︐其
の
字
均
し
く
楷
書
に
係
り
て
工
な
ら
ず
︐

其
の
石
粗
劣
に
し
て
凹
凸
參
差
あ
り
︐
並
び
に
未
だ
に
加
ふ

る
に
磨
礱
を
以
て
せ
ず
︒
伏
生
は
名
人
な
れ
ば
︐
何
時
碑
を

立
つ
る
か
を
論
ぜ
ず
應
さ
に
草
草
に
す
べ
か
ら
ず
︒
此
に
至

り
て
相
ひ
傳
ふ
る
に
︐
同
治
閒
の
邑
人
孟
繼
和
︐
笈
を
省
垣

に
負
ひ
︐
伏
生
の
爲
に
募
捐
し
て
祠
を
修
せ
ん
と
し
︐
伏
生

碑
文
を
僞
造
し
︐
圖
を
以
て
實
を
證
す
︒
通
志
の
所
謂
孟
茂

才
拓
文
も
て
丁
撫
に
呈
す
な
る
者
は
︐
當
さ
に
即
は
ち
此
の

僞
造
の
物
に
係
る
べ
し
︒
獨
だ
丁
撫
爲
何
れ
ぞ
縣
に
飭
し
て

査
驗
せ
ず
︐
通
志
を
修
す
る
者
何
ぞ
漫
と
し
て
鑒
別
す
る
無

き
に
至
る
や
を
怪
し
む
︒
或
い
は
通
志
の
據
る
所
の
拓
本
︐

碑
已
で
に
久
し
く
佚
し
て
︐
而
か
も
現
存
の
石
︐
真
跡
に
非
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ざ
る
か
︒
姑
ら
く
之
れ
を
志
し
て
以
て
知
者
を
俟
た
ん
︒

こ
こ
で
疑
念
を
持
た
れ
て
い
る
點
は
二
點
で
あ
る
︒

　

一
つ
は
︐
出
土
し
た
と
さ
れ
る
文
字
の
字
形
が
︐
唐
か
ら
五
代

の
閒
の
字
體
の
よ
う
で
あ
り
︐
ま
た
碑
石
そ
の
も
の
も
磨
か
れ
て

お
ら
ず
︐
こ
の
碑
が
い
つ
建
て
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
も
︐
伏
生
の

よ
う
な
大
人
物
に
こ
の
よ
う
な
粗
末
な
碑
が
立
つ
は
ず
が
な
い
こ

と
︒
も
う
一
つ
は
︐
同
治
年
閒
の
邑
人
の
孟
繼
和
が
伏
生
墓
の
修

繕
の
た
め
に
碑
を
僞
造
し
た
と
い
う
傳
間
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
は
必
ず
し
も
伏
生
墓
そ
の
も
の
に
對
し
て
疑
念
を
持
た

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︐
い
ち
ば
ん
の
物
的
根
據
と
な
る
碑

が
僞
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
點
︐
輕
ん
じ
難
い
指
摘
と
な
ろ
う
︒

　

つ
づ
い
て
︐
孫
葆
田
﹃
校
經
室
文
集
﹄
に
載
せ
る
﹁
伏
生
墓

攷
﹂
を
見
て
み
る
︒﹁
伏
生
墓
攷
﹂
に
は
﹁
咸
豐
五
年
︐
黄
河
東

決
︐
冢
被
沖
︒
光
緒
二
年
︐
土
人
得
斷
碣
︐
有
文
曰
徵
君
伏
生
冢
︒

於
是
以
其
事
聞
於
宮
保
丁
公
︐
公
命
尚
志
堂
博
學
士
張
昭
潛
往
驗

得
實
︒︵
咸
豐
五
年
︐
黄
河
東
決
し
︐
冢
沖
せ
ら
る
︒
光
緒
二
年
︐

土
人 

斷
碣
を
得
︐
文
有
り
て
曰
く
徵
君
伏
生
冢
と
︒
是
に
於
い

て
其
の
事
を
以
て
宮
保
丁
公
に
聞
こ
え
︐
公 

尚
志
堂
博
學
士
張

昭
に
命
じ
て
潛
か
に
往
き
て
驗
し
て
實
を
得
さ
し
む
︒︶﹂と
あ
り
︐

ま
た﹁
今
年
夏
︐邑
人
復
以
立
祠
事
請
諸
學
使
裕
公
︐公
以
詢
葆
田
︐

葆
田
徵
諸
張
君
︐
乃
得
其
詳
如
此
︒︵
今
年
夏
︐
邑
人
復
た
祠
を

立
つ
る
の
事
を
以
て
諸
を
學
使
裕
公
に
請
ふ
︐
公
以
て
葆
田
に
詢

る
に
︐
葆
田
諸
れ
を
張
君
に
徵
し
て
︐
乃
は
ち
其
の
詳
を
得
る
こ

と
此
の
如
し
︒︶﹂
と
︐
孫
葆
田
は
山
東
提
學
使
の
裕
公
一
六

に
伏
生

祠
を
建
立
す
る
こ
と
を
諮
問
さ
れ
︐
丁
寶
楨
に
命
じ
ら
れ
て
齊
東

伏
生
墓
の
實
査
を
し
た
張
昭
に
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
︒
ま
ず

は
そ
の
張
昭
の
言
葉
を
確
認
し
た
い
︒

　
　

 

乃
爲
説
曰
︐
︙
︙
然
則
俗
所
謂
寄
駕
冢
者
︐
其
爲
伏
生
冢
無

疑
︒
冢
高
一
丈
八
尺
︐
闊
倍
之
︒
正
南
有
平
沙
︐
土
人
掘
之
︐

往
往
得
螺
殻
︒
水
經
注
所
謂
漯
水
逕
墓
南
者
︐此
其
故
道
矣
︒

︙
︙
又
曰
︐
嘉
慶
閒
︐
嘉
定
時
銘
來
爲
邑
宰
︒
銘
故
淹
雅
士
︐

下
車
後
︐
周
閲
境
内
︐
即
知
寄
駕
冢
爲
伏
生
冢
︐
欲
爲
立
祠
︐

不
果
︒
今
墓
碑
徵
君
上
尚
有
餘
字
︐
字
形
莫
辨
︒
其
他
古
碣

尚
多
︒
初
︐
冢
旁
多
汙
田
︐
郷
人
墾
之
︐
有
不
起
科
者
︐
及

古
碣
出
︐
則
相
詫
曰
︐
吾
田
伏
生
祭
田
也
︒
伏
生
子
孫
而
在
︐

且
奪
我
田
︒
於
是
毀
諸
碣
殆
盡
︒
其
徵
君
伏
生
冢
石
已
斷
爲

二
︐
爲
廩
生
孟
繼
和
所
得
云
云
︒
︙
︙
聞
孟
繼
和
以
此
事
思

聚
斂
得
財
︐
爲
邑
人
所
惡
︐
故
當
日
立
祠
事
卒
不
果
︒

　
　

 

乃
は
ち
︵
張
昭
︶
説
を
爲
し
て
曰
く
︐
︙
︙
然
ら
ば
則
は
ち

俗
に
所
謂
寄
駕
冢
な
る
者
は
︐
其
の
伏
生
冢
爲
る
は
疑
ひ
無

し
︒
冢
高
一
丈
八
尺
︐
闊
之
れ
に
倍
す
︒
正
南
に
平
沙
有

り
︐
土
人
之
れ
を
掘
る
に
︐
往
往
に
し
て
螺
殻
を
得
︒
水
經

注
の
所
謂
漯
水 

墓
南
を
逕
な
る
者
は
︐
此
れ
其
の
故
道
な

り
︒
︙
︙
又
た
曰
く
︐
嘉
慶
閒
︐
嘉
定
の
時
銘
來
た
り
て
邑

四
六



宰
と
爲
る
︒
銘
故
よ
り
淹
雅
の
士
︐
下
車
の
後
︐
境
内
を
周

閲
し
︐
即
は
ち
寄
駕
冢
の
伏
生
冢
爲
る
を
知
り
︐
爲
め
に
祠

を
立
て
ん
と
欲
す
る
も
︐
果
た
さ
ず
︒
今
墓
碑
徵
君
の
上
尚

ほ
餘
字
有
り
︐
字
形
辨
ず
る
莫
し
︒
其
の
他
の
古
碣
尚
ほ
多

し
︒
初
め
︐
冢
旁 

汙
田
多
く
︐
郷
人
之
れ
を
墾
し
て
︐
起

科
せ
ざ
る
者
有
り
︐
古
碣
出
づ
る
に
及
び
︐
則
は
ち
相
ひ
詫

げ
て
曰
く
︐
吾
が
田 

伏
生
の
祭
田
な
り
︒
伏
生
子
孫
に
し

て
在
り
︐
且
さ
に
我
が
田
を
奪
は
ん
と
す
︒
是
に
於
い
て
諸

碣
を
毀
ち
て
殆
ん
ど
盡
く
︒
其
の
徵
君
伏
生
冢
石
已
に
斷
じ

て
二
と
爲
り
︐
廩
生
孟
繼
和
の
得
る
所
と
爲
る
云
云
︒
︙
︙

聞
く
な
ら
く
孟
繼
和 

此
の
事
を
以
て
聚
斂
し
て
財
を
得
ん

と
思
ひ
︐
邑
人
の
惡
む
所
と
爲
る
︐
故
に
當
日
立
祠
の
事
卒

ひ
に
果
た
さ
ず
︒

張
昭
の
言
葉
に
よ
れ
ば
︐
齊
東
伏
生
墓
の
南
に
は
砂
原
が
あ
り
︐

そ
こ
を
掘
る
と
タ
ニ
シ
の
殼
が
出
て
き
︐
ま
た
古
碑
が
出
現
し
た

こ
と
に
よ
り
︐
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
土
地
を
伏
生
の
祭
田
と

相
い
告
げ
た
こ
と
︐
廩
生
の
孟
繼
和
が
斷
碑
を
得
た
こ
と
︐
ま
た

孟
繼
和
は
伏
生
の
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
蓄
財
を
し
よ
う
と
し
邑
人

に
嫌
わ
れ
た
た
め
︐
當
時
伏
生
祠
を
建
立
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
︐
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

こ
の
張
昭
の
言
葉
を
承
け
て
︐
孫
葆
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒

　
　

 

孫
葆
田
曰
︐
伏
生
墓
之
爲
寄
駕
冢
︐
不
知
始
於
何
時
︒
或
者

因
華
寄
食
封
朝
陽
︐
故
以
訛
傳
訛
與
︒
又
或
即
棘
下
二
字
之

轉
音
與
︒
予
攷
一
統
志
︐
於
伏
生
墓
引
寰
宇
記
︐
謂
在
章
丘

縣
朝
陽
故
城
東
五
里
︐
又
云
鄒
平
東
北
十
八
里
亦
有
墓
︐
獨

未
據
水
經
注
漯
水
逕
漢
徵
君
伏
生
墓
南
以
正
之
︒
今
得
張
君

目
驗
乃
明
︒
又
案
水
經
注
於
此
文
下
︐
又
言
漯
水
又
東
逕
鄒

平
縣
故
城
北
︐
一
統
志
謂
鄒
平
故
城
在
今
鄒
平
縣
北
︐
又
引

舊
志
謂
故
城
在
今
縣
北
孫
家
鎮
︐
去
齊
東
縣
東
南
四
十
里
︐

則
漯
水
之
先
逕
伏
生
墓
南
︐
後
逕
鄒
平
故
城
可
知
︐
安
得
以

今
鄒
平
東
後
人
所
立
土
冢
爲
伏
生
墓
乎
︒
張
君
又
記
冢
旁
所

得
石
碣
︐
多
門
人
誄
詞
︐
有
博
士
伏
夫
子
詩
石
・
傳
經
伏
夫

子
詩
石
各
一
︒
又
一
石
云
︐
悲
哉
伏
夫
子
︐
保
我
漢
家
邦
︐

石
灰
拭
兩
目
︐
千
秋
痛
斷
腸
︒
張
君
謂
︐
石
灰
拭
目
︐
可
補

史
傳
之
缺
︒
予
謂
詞
近
鄙
俚
︐
殆
出
後
人
所
爲
︐
使
果
爲
伏

生
門
人
誄
詞
︐
則
是
蘇
李
以
前
︐
已
有
此
五
言
矣
︒
是
皆
可

以
不
辨
︒
︙
︙
今
伏
生
墓
出
於
齊
東
︐
有
碑
碣
可
徵
︒
又
案

之
水
經
注
・
元
和
郡
縣
志
・
太
平
寰
宇
記
與
欽
定
一
統
志
︐

無
不
一
一
相
符
︒
而
考
證
乃
第
據
山
東
通
志
謂
鄒
平
故
城
在

今
鄒
平
縣
東
北
境
︐
遂
以
鄒
平
縣
東
北
之
伏
墓
爲
即
太
平
寰

宇
記
所
稱
朝
陽
故
城
東
之
伏
墓
︐
斯
真
可
謂
臆
説
難
據
︐
獨

惜
不
能
起
前
賢
於
九
原
而
正
之
耳
︒

　
　

 

孫
葆
田
曰
く
︐
伏
生
墓
の
寄
駕
冢
と
爲
る
は
︐
何
時
に
始
ま

る
や
を
知
ら
ず
︒
或
者
い
は 

華
寄 

朝
陽
を
食
封
と
す
る
に
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因
る
の
︐
故
に
訛
を
以
て
訛
を
傳
ふ
る
か
︒
又
た
或
い
は
即

は
ち
棘
下
二
字
の
轉
音
か
︒
予 

一
統
志
を
攷
ふ
る
に
︐
伏

生
墓
に
於
い
て
寰
宇
記
を
引
き
て
︐
章
丘
縣
朝
陽
故
城
東
五

里
に
在
り
と
謂
ひ
︐
又
た
鄒
平
東
北
十
八
里
も
亦
た
墓
有
り

と
云
ひ
︐
獨
だ
未
だ
水
經
注 

漯
水 

漢
徵
君
伏
生
墓
の
南
を

逕
に
據
り
て
以
て
之
れ
を
正
さ
ず
︒
今 

張
君
の
目
驗
す
る

を
得
て
乃
は
ち
明
ら
か
な
り
︒
又
た
案
ず
る
に
水
經
注 

此

の
文
の
下
に
於
い
て
︐
又
た
漯
水
又
た
東
の
か
た
鄒
平
縣
故

城
の
北
を
逕
と
言
ひ
︐
一
統
志
に
鄒
平
故
城 

今
鄒
平
縣
の

北
に
在
り
と
謂
ひ
︐
又
た
舊
志
を
引
き
て
故
城 

今
縣
北
孫

家
鎮
に
在
り
︐齊
東
縣
を
去
る
こ
と
東
南
四
十
里
と
謂
へ
ば
︐

則
は
ち
漯
水
の
先
に
伏
生
墓
の
南
を
逕
︐
後
に
鄒
平
故
城
を

逕
る
は
知
る
べ
し
︐
安
ん
ぞ
今
鄒
平
の
東
の
後
人
立
つ
る
所

の
土
冢
を
以
て
伏
生
墓
と
爲
す
を
得
る
か
︒
張
君
又
た
記
す

に
冢
旁
に
得
る
所
の
石
碣
は
︐
門
人
の
誄
詞
多
く
︐
博
士
伏

夫
子
詩
石
・
傳
經
伏
夫
子
詩
石
各
お
の
一
有
り
︒
又
た
一
石

に
云
ふ
︐
悲
し
き
哉
伏
夫
子
︐
我
が
漢
家
の
邦
を
保
ち
︐
石

灰
も
て
兩
目
を
拭
ふ
︐
千
秋
痛
く
斷
腸
︐
と
︒
張
君
謂
ふ
︐

石
灰
も
て
目
を
拭
ふ
︐
史
傳
の
缺
を
補
ふ
べ
し
︐
と
︒
予
謂

へ
ら
く
詞
は
鄙
俚
に
近
く
︐殆
ん
ど
後
人
の
爲
す
所
に
出
づ
︐

使
し
果
た
し
て
伏
生
門
人
の
誄
詞
爲
れ
ば
︐
則
は
ち
是
れ
蘇

李
以
前
に
︐
已
に
此
の
五
言
有
り
︒
是
れ
皆
な
以
て
辨
ぜ
ざ

る
べ
し
︒
︙
︙
今
伏
生
墓 

齊
東
に
出
で
︐
碑
碣
の
徵
す
べ

き
有
り
︒
又
た
之
れ
を
水
經
注
・
元
和
郡
縣
志
・
太
平
寰
宇

記
と
欽
定
一
統
志
と
に
案
ず
る
に
︐
一
一
と
し
て
相
ひ
符
せ

ざ
る
無
し
︒
而
し
て
考
證
乃
は
ち
第
だ
山
東
通
志
に
據
り
て

鄒
平
故
城
は
今
鄒
平
縣
東
北
の
境
に
在
り
と
謂
ひ
︐
遂
に
鄒

平
縣
東
北
の
伏
墓
を
以
て
太
平
寰
宇
記
に
稱
す
る
所
の
朝
陽

故
城
の
東
の
伏
墓
に
即
く
と
爲
す
︐
斯
れ
真
に
臆
説
に
し
て

據
り
難
し
と
謂
ふ
べ
し
︐
獨
り
前
賢
を
九
原
に
起
こ
し
て
之

れ
を
正
す
こ
と
能
は
ざ
る
を
惜
し
む
の
み
︒

孫
葆
田
は
︐
張
昭
の
言
葉
と
︐
碑
と
い
う
物
證
︐
ま
た
上
で
も
見

て
き
た
城
と
川
と
の
位
置
關
係
の
議
論
に
基
づ
き
︐
齊
東
伏
生
墓

を
眞
墓
と
し
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︐話
題
の
中
心
で
も
あ
る
﹃
水
經
注
﹄
に
つ
い
て
は
︐

淸
末
民
國
初
に
﹃
水
經
注
疏
﹄
が
も
の
さ
れ
て
い
る
︒
伏
生
墓
に

つ
い
て
︐﹃
水
經
注
疏
﹄
で
は
熊
會
貞
は
次
の
よ
う
に
説
く
︒

　
　

 

會
貞
按
寰
宇
記
︐
伏
生
塚
在
臨
濟
縣
朝
陽
故
城
東
五
里
︒
齊

乘
同
︐
即
此
注
所
指
也
︒
當
在
今
章
丘
縣
之
東
北
︐
鄒
平
縣

之
西
北
︒
孫
星
衍
作
伏
生
墓
考
︐主
鄒
平
東
北
十
八
里
之
說
︐

未
核
︒

　
　

 
會
貞
按
ず
る
に
寰
宇
記
︐
伏
生
塚 

臨
濟
縣
朝
陽
故
城
東
五

里
に
在
り
︒
齊
乘
同
じ
︐
即
は
ち
此
の
注
の
指
す
所
な
り
︒

當
さ
に
今
の
章
丘
縣
の
東
北
︐鄒
平
縣
の
西
北
に
在
る
べ
し
︒
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孫
星
衍 

伏
生
墓
考
を
作
り
︐
鄒
平
東
北
十
八
里
の
說
を
主

と
す
︐
未
だ
核
た
ら
ず
︒

　

熊
會
貞
は
鄒
平
伏
生
墓
を
正
し
く
な
い
と
す
る
︒
ま
た
︐
楊
守

敬
﹃
水
經
注
圖
﹄
で
は
︐圖
の
よ
う
に
伏
生
墓
を
記
述
し
て
お
り
︐

齊
東
伏
生
墓
を
主
と
す
る
︒

六
，
鄒
平
齊
東
兩
伏
生
墓
の
疑
念

　

上
の
よ
う
に
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
か
を
見
て
き

た
が
︐
鄒
平
伏
生
墓
は
由
緖
古
い
が
位
置
關
係
に
お
い
て
根
據
が

怪
し
く
︐
ま
た
齊
東
伏
生
墓
は
位
置
關
係
に
お
い
て
は
良
さ
そ
う

で
あ
る
が
發
見
さ
れ
た
の
が
近
代
で
あ
り
︐
そ
の
發
見
の
經
緯
に

も
疑
念
が
あ
る
︐
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
の
伏
生
墓
に
も

一
定
の
根
據
が
あ
り
︐一
定
の
疑
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︐

眞
僞
を
容
易
に
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

　

最
後
に
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︐
鄒
平
の
兩
伏
生
墓
に

つ
い
て
簡
單
に
考
察
を
加
え
た
い
︒

　

ま
ず
は
︐
そ
の
位
置
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
︒
鄒
平
・
齊

東
の
伏
生
墓
の
ど
ち
ら
か
が
ほ
ん
と
う
の
伏
生
墓
で
あ
る
と
し
た

場
合
︐
や
は
り
齊
東
の
伏
生
墓
に
長
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒
し
か

し
鄒
平
の
伏
生
墓
は
﹁
伏
生
故
里
﹂
と
し
て
そ
の
由
來
は
古
く
︐

明
代
に
は
そ
の
一
帶
を
伏
生
鄕
と
言
っ
て
い
た
一
七

︒
と
こ
ろ
で
︐

﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
を
確
認
し
て
み
る
と
︐
伏
生
に
關
す
る
地
名
が
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山
東
に
は
他
に
も
見
受
け
ら
れ
︐
須
城
縣
に
は
﹁
伏
生
城
﹂︐
陽

穀
縣
に
は﹁
故
伏
城
﹂と
あ
り
一
八

︐同
じ
く
山
東
で
あ
る
と
は
い
え
︐

鄒
平
・
齊
東
以
外
に
も
そ
の
足
跡
が
見
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︐
そ
の

名
前
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
ゆ
か
り
︵
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︶
の

地
が
あ
る
︒鄒
平
伏
生
墓
は
他
の
鄒
平
の
ゆ
か
り
の
地
と
同
じ
か
︐

そ
れ
以
上
に
︐
伏
生
と
ゆ
か
り
の
あ
る
地
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ

く
も
な
か
ろ
う
︒

　

つ
ぎ
に
︐齊
東
の
伏
生
墓
碑
の
疑
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

孟
繼
和
の
惡
名
に
つ
い
て
は
考
え
る
べ
く
も
な
い
が
︐
そ
の
碑
に

つ
い
て
は
い
さ
さ
か
考
察
が
可
能
で
あ
る
︒﹁
伏
塚
疑
碑
﹂
に
は
︐

字
形
が
稚
拙
な
楷
書
で
あ
り
︐
碑
石
が
磨
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が

僞
碑
で
あ
る
理
由
と
さ
れ
て
い
た
が
︐
こ
れ
は
民
國
の
價
値
觀
に

よ
る
判
斷
と
言
え
る
︒
ま
た
碑
石
の
年
代
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う

こ
と
は
︐︵
斷
碑
と
は
い
え
︶
そ
の
碑
を
建
て
た
年
月
や
書
冩
者

の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︐
繆
荃
孫
﹃
藝
風
堂
金
石
文
字
目
﹄一
九

東
魏
に
﹁
漢

伏
生
冢
題
字
︵
正
書
︶﹂
と
記
さ
れ
る
︒
繆
荃
孫
が
東
魏
と
判
斷

し
た
﹁
漢
伏
生
冢
題
字
﹂
で
あ
る
が
︐
鄒
平
の
伏
生
祠
の
最
も
古

い
碑
は
宋
の
李
澣
の
龕
記
で
あ
り
︐
東
魏
に
ま
で
遡
る
も
の
は
な

い
︒
そ
も
そ
も
繆
荃
孫
が
東
魏
と
判
斷
し
た
根
據
は
︐
お
そ
ら
く

は
﹃
水
經
注
﹄
が
東
魏
に
著
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
︐
た

だ
そ
れ
の
み
で
目
睹
し
た
は
ず
の
拓
本
を
︐
東
魏
と
判
斷
し
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
︒
や
は
り
そ
の
拓
本
が
東
魏
の
風
格
を

示
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒

　

そ
の
東
魏
の
風
格
と
い
う
の
は
︐
い
わ
ゆ
る
﹁
北
碑
﹂
の
系
譜

を
繼
ぐ
も
の
で
あ
り
︐阮
元
が﹃
揅
經
室
集
﹄﹁
南
北
書
派
論
﹂に﹁
北

朝
族
望
質
樸
︐
不
尚
風
流
︐
拘
守
舊
法
︐
罕
肯
通
變
︐
惟
是
遭
時

離
亂
︐
體
格
猥
拙
︐
然
其
筆
法
勁
正
遒
秀
︐
往
往
畫
右
出
鋒
︐
猶

如
漢
隸
︒
其
書
碑
誌
︐
不
署
書
者
之
名
︒
卽
此
一
端
︐
亦
守
漢
法
︒

︵
北
朝
の
族
望 

質
樸
に
し
て
︐
風
流
を
尚
ば
ず
︐
舊
法
を
拘
守
し
︐

肯
へ
て
通
變
す
る
こ
と
罕
な
り
︐
惟
だ
是
れ
時
の
離
亂
に
遭
ひ
︐

體
格
猥
拙
な
る
も
︐
然
れ
ど
も
其
の
筆
法
勁
正
に
し
て
遒
秀
︐
往

往
に
し
て
畫
右 

鋒
を
出
だ
し
︐
猶
ほ
漢
隸
の
如
し
︒
其
の
碑
誌

を
書
す
に
︐
書
す
る
者
の
名
を
署
さ
ず
︒
即
は
ち
此
の
一
端
も
︐

亦
た
漢
法
を
守
る
︒︶﹂
と
説
く
よ
う
に
︐
必
ず
し
も
近
代
的
書
法

か
ら
す
れ
ば
巧
み
な
も
の
と
は
い
え
ず
︐
ま
た
北
碑
の
拓
本
や
原

石
を
み
て
知
れ
る
よ
う
に
︐
そ
の
碑
石
は
必
ず
し
も
そ
の
碑
面
を

き
れ
い
に
磨
き
上
げ
た
も
の
で
は
な
く
︐
す
く
な
か
ら
ぬ
凹
凸
が

殘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
碑
石
に
紀
年
も
書
冩
者
の
名
が
な
く
︐
こ

れ
は
︐﹁
伏
塚
疑
碑
﹂
に
示
さ
れ
た
︐
特
徴
と
一
致
す
る
︒

　

つ
ま
り
︐繆
荃
孫
が
東
魏
と
判
斷
し
た
﹁
漢
伏
生
冢
題
字
﹂
は
︐

東
魏
の
風
格
を
備
え
て
い
た
も
の
で
あ
り
︐
お
そ
ら
く
は
齊
東
伏

生
墓
か
ら
出
現
し
た
石
碑
の
拓
本
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

あ
る
︒

五
〇



お
わ
り
に
，

　

以
上
の
こ
と
か
ら
︐
鄒
平
・
齊
東
の
兩
伏
生
墓
の
ど
ち
ら
か
が

眞
の
伏
生
墓
で
あ
る
︐
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
兩
者
の
關
係
を
考

え
る
と
︐
や
は
り
齊
東
の
伏
生
墓
が
眞
墓
で
あ
り
︐
鄒
平
の
伏
生

祠
墓
は
伏
生
の
故
鄕
に
作
ら
れ
た
伏
生
の
祠
と
そ
れ
に
付
隨
す
る

衣
冠
墓
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
穩
當
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

た
だ
し
︐
そ
れ
は
鄒
平
伏
生
墓
に
價
値
が
な
い
と
い
う
の
と
は

異
な
る
︒
例
え
ば
三
國
呉
の
魯
肅
の
墓
が
現
在
で
は
丹
陽
・
鎭
江
・

武
漢
・
岳
陽
の
四
ヶ
所
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
︐
そ
の
功
業
を

傳
え
る
地
に
は
︐
衣
冠
墓
が
作
ら
れ
る
︒
そ
れ
と
同
樣
に
︐
儒
學

上
の
大
人
物
で
あ
る
伏
生
の
功
業
を
鄒
平
伏
生
祠
墓
は
傳
え
て
き

た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
兩
者
の
伏
生
祠
墓
は
﹃
尚
書
﹄
を
傳
え
た
伏
生
の
功
業
を
︐

そ
の
墓
所
と
故
郷
と
で
︐
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
受
け
繼
が
れ
て

き
た
か
を
︐
今
に
傳
え
る
よ
す
が
と
な
っ
て
お
り
︐
ど
ち
ら
の
文

化
的
價
値
も
劣
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
︐擱
筆
し
た
い
︒

附
記
:

　

二
〇
二
三
年
八
月
十
~
十
二
日
︐
山
東
省
鄒
平
市
に
お
い
て
︐

第
六
屆
國
際
︽
尚
書
︾
學
學
術
研
討
會
が
行
わ
れ
た
︒

　

韓
店
鎭
の
鄒
平
伏
生
祠
・
伏
生
墓
は
︐
八
月
十
二
日
に
第
六
屆

國
際
︽
尚
書
︾
學
學
術
研
討
會
の
文
化
考
察
に
お
い
て
︐
訪
問
が

伏生祭祀の場面

か
な
っ
た
︒
伏
生
祠
で
は
︐
揚
州
大
學
錢
宗
武
氏
を
祭
主
と
し
て

伏
生
を
祀
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
︒

　

ま
た
︐
魏
橋
鎭
の
齊
東
伏
生
墓
に
つ
い
て
は
︐
八
月
十
二
日
に

揚
州
大
學
朱
岩
氏
の
按
配
に
よ
り
︐
揚
州
大
學
劉
田
田
氏
お
よ
び

そ
の
父
劉
金
民
氏
に
案
内
い
た
だ
い
た
︒
ま
た
︐本
草
堂
醫
藥(

清

河
五
路
店)

を
営
み
な
が
ら
齊
東
伏
生
墓
を
管
理
さ
れ
て
お
ら
れ

る
范
廷
德
氏
に
は
突
然
の
訪
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
︐
快
く
伏
生
墓

に
關
す
る
説
明
を
し
て
く
だ
さ
り
︐
資
料
の
撮
影
も
快
諾
い
た
だ

い
た
︒
茲
に
特
に
記
し
て
御
禮
申
し
上
げ
る
︒

　

ま
た
︐
張
宗
昌
に
つ
い
て
は
本
學
准
敎
授
滝
野
正
二
郎
氏
に
ご

敎
授
い
た
だ
き
︐
碑
文
の
入
力
に
つ
い
て
は
本
學
學
部
生
橫
井
碧

五
一



氏
及
び
山
本
夏
穗
氏
の
協
力
を
得
た
︒
又
た
茲
に
御
禮
申
し
上
げ

る
︒

二　

孫
星
衍
﹃
岱
南
閣
集
﹄
卷
一
﹁
咨
請
會
奏
置
立
伏
鄭
博
士
稿
﹂︒

三　
﹃
鄒
平
縣
志
﹄︵
山
東
省
鄒
平
縣
地
方
史
志
編
纂
委
員
会
編
︐
中

華
書
局
︐
一
九
九
二
年
︶
巻
二
十
二
文
化
・
第
一
節
文
物
・
古
建

築
と
し
て
﹁
伏
徵
君
墓　

秦
朝
博
士
伏
生
之
墓
︒
位
於
魏
橋
鎮
寄

駕
塚
村
西
南
︐
爲
漢
代
墓
葬
︒
相
傳
唐
太
宗
東
徵
高
麗
︐
曾
寄
駕

於
此
︐
又
易
名
寄
駕
塚
︒
墓
葬
幾
經
破
壞
︐
面
目
全
非
︐
現
墓
封

土
直
徑
45
米
︐
殘
高
２
米
︐
有
﹁
徵
君
伏
生
墓
﹂︑﹁
伏
生
墓
序
﹂

石
碑
兩
通
︒1980

年
定
爲
縣
級
重
點
文
物
保
護
單
位
︒﹂
と
︐
ま

た
﹁
伏
生
祠　

座
落
於
韓
店
郷
蘇
家
莊
西
︐
後
人
爲
紀
念
秦
朝
博

士
伏
勝
︑
伏
勝
女
及
晁
錯
而
建
︒
祠
堂
３
間
︐
雕
梁
畫
棟
︐
磚
牆

瓦
頂
︒
塑
像
有
三
︐
正
中
伏
勝
︐
左
晁
錯
︐
右
伏
勝
女
︒
壁
畫
爲

晁
錯
授
書
圖
︒
祠
旁
有
書
院
︐
祠
前
有
碑
數
通
︐
其
中
有
晁
錯
親

書
小
篆
漢
碑
︒
該
祠
始
建
無
考
︒1331

年
︵
元
至
順
二
年
︶
重

修
︐明
︑清
多
次
修
葺
︐至
建
國
時
保
存
尚
完
整
︒﹁
文
化
大
革
命
﹂

時
期
︐
祠
堂
被
毀
︐
伏
生
後
殿
辟
爲
宅
院
︒﹂
と
記
述
す
る
︒

四　

全
國
政
協
︐
山
東
省
政
協
文
史
資
料
委
員
会
編
﹃
土
匪
軍
閥
張

宗
昌
﹄
中
国
文
史
出
版
社
︐
一
九
九
一
年
︐
一
六
〇
頁
︒

五　
﹃︵
民
國
︶
鄒
平
縣
志
﹄
建
置
攷
・
學
校
に
﹁
伏
生
書
院
在
縣
北

十
八
里
伏
生
祠
內
︒元
至
正
十
五
年
縣
尹
陳
埜
仙
人
建
︒﹂と
あ
る
︒

六

﹃︵
民
國
︶
鄒
平
縣
志
﹄
古
蹟
攷
・
墳
墓
・
伏
生
墓
に
﹁
謹
案

︙
︙
︐
其
書
院
則
剏
自
元
︐
至
明
萬
曆
時
︐
朝
議
撒
天
下
書
院
︐

因
之
而
毀
︒﹂
と
あ
り
︐
天
下
の
書
院
を
廢
止
し
た
こ
と
に
つ
い

范廷德氏（左）と劉田田氏（右）

注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　
﹃
史
記
﹄
儒
林
伝
﹁
伏
生
者
︐
濟
南
人
也
︒
故
爲
秦
博
士
︒
孝

文
帝
時
︐
欲
求
能
治
尚
書
者
︐
天
下
無
有
︐
乃
聞 

伏
生 

能
治
︐

欲
召
之
︒
是
時
伏
生
年
九
十
餘
︐
老
︐
不
能
行
︐
於
是
乃
詔
太
常

使
掌
故
朝
錯
往
受
之
︒
秦
時
焚
書
︐伏
生
壁
藏
之
︒
其
後
兵
大
起
︐

流
亡
︐
漢
定
︐
伏
生
求
其
書
︐
亡
數
十
篇
︐
獨
得
二
十
九
篇
︐
即

以
敎
于
齊
魯
之
閒
︒
學
者
由
是
頗
能
言
尚
書
︐
諸
山
東
大
師
無
不

涉
尚
書
以
敎
矣
︒﹂

五
二



て
は
︐﹃
明
史
﹄
神
宗
紀
に
﹁︵
萬
暦
︶
七
年
春
正
月
戊
辰
︐
詔
毀

天
下
書
院
︒﹂
と
あ
り
﹃
明
神
宗
實
錄
﹄
萬
曆
七
年
正
月
戊
辰
︵
二

十
二
日
︶﹁
命
毀
天
下
書
院
︒﹂
と
あ
る
︒

七

﹃︵
民
國
︶
鄒
平
縣
志
﹄
藝
文
攷
・
金
石
・
伏
生
授
經
圖
碑
に
﹁
橫

碑
︐高
七
寸
寬
二
尺
︒
明
崇
禎
中
邑
尚
書
張
延
登
倩
人
摹
勒
入
石
︒

︙
︙
後
署
晉
人
魏
汝
清
臨
吳
道
子
筆
︒﹂
と
あ
る
︒

八 

﹃︵
民
國
︶
鄒
平
縣
志
﹄
建
置
攷
・
壇
廟
・
伏
生
祠
に
﹁
元
至
順

二
年
縣
尹
曹
叔
明
重
修
︒﹂﹁
明
正
統
十
四
年
知
縣
石
璞
重
修
︒﹂

﹁
嘉
靖
九
年
知
縣
葉
林
修
并
記
︒﹂﹁
国
朝
順
治
十
五
年
知
縣
徐
政

重
修
︒﹂﹁
順
治
十
七
年
知
縣
徐
政
改
祠
額
曰
伏
夫
子
祠
︒﹂﹁
康
熙

三
十
四
年
知
縣
程
素
期
改
建
并
記
︒﹂
と
あ
り
︐
古
蹟
攷
・
墳
墓
・

伏
生
祠
に
﹁
嘉
慶
二
十
二
年
丁
丑
鄒
平
知
縣
李
文
耕
重
修
伏
子

祠
︒﹂
と
あ
る
︒

九 

田
中
逸
平
﹁
伏
生
墓
を
弔
ふ
﹂︐﹃
斯
文
﹄
三
号
六
巻
︐
一
九
二

一
年
十
二
月 

︐
六
二
~
六
四
頁
︒

一
〇　

山
東
省
政
府
秘
書
處
編
﹃
山
東
古
蹟
名
勝
大
觀
﹄︐
一
九
三
三

年
︐
山
東
省
政
府
︐
一
八
頁
︒

一
一　

明
代
以
降
︐
泰
山
信
仰
の
中
心
が
明
代
に
泰
山
府
君
か
ら
碧

霞
元
君
に
移
っ
て
お
り
︐
こ
こ
で
泰
山
行
宮
・
碧
霞
元
君
祠
と
出

て
く
る
も
の
は
同
一
の
祠
で
あ
る
︒
石
野
一
晴
﹁
泰
山
娘
娘
の
登

場
:
碧
霞
元
君
信
仰
の
源
流
と
明
代
に
お
け
る
展
開
﹂︵﹃
史
林
﹄

九
三
卷
四
號
︐
史
學
研
究
會
︐
五
〇
六
~
五
四
〇
頁
︶
參
照
︒

一
二　

袁
家
塚
子
の
西
に
粗
大
ゴ
ミ
置
き
場
が
あ
り
︐
現
在
は
そ
こ

に
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
︒

一
三　

山
東
省
政
府
秘
書
處
編
﹃
山
東
古
蹟
名
勝
大
觀
﹄︐
一
九
三
三

年
︐
山
東
省
政
府
︐
四
〇
頁
︒

一
四　

な
お
︐﹃︵
康
熙
︶
鄒
平
縣
志
﹄
に
引
く
程
素
期
の
文
に
は
﹁
戊

辰
歲
春
下
車
閱
月
吏
白
祀
事
所
詣
乃
伏
夫
子
墓
︐
至
則
一
堂
遺
範

巋
然
︐
所
謂
墓
則
弗
見
也
︒
祀
畢
詢
之
︐
諸
生
云
︐
墓
在
祠
後
︐

繚
垣
隔
絕
︒
乃
出
祠
外
︐
轉
就
視
之
︐
孤
阜
半
掩
荒
荊
︐
殘
碑
荒

橫
寒
隴
虛
曠
寥
落
四
接
空
烟
︐
如
祠
棄
墓
︐
絕
不
相
屬
︐
人
不
問

墓
︐
悉
皆
就
祠
︒
余
竊
慨
之
︐
因
思
祠
緣
墓
建
︐
今
不
見
墓
︐
情

終
未
安
︒
懷
之
八
年
︐
吏
事
蹉
跎
︐
未
得
一
洒
此
意
︒
舊
秋
兒
輩

謁
伏
祠
︐
還
亦
言
︐
尋
墓
得
之
墻
外
︒﹂
と
あ
り
︐
祠
か
ら
墓
ま

で
壁
に
阻
ま
れ
て
見
え
な
い
と
し
て
お
り
︐
墓
を
見
つ
け
ら
れ
な

か
っ
た
譯
で
は
な
い
︒

一
五　

成
瓘
﹃
篛
園
日
札
﹄﹁
伏
徵
君
墓
攷
﹂
に
﹁
旣
得
朝
陽
城
︐
向

東
訪
之
︐
當
卽
得
徵
君
墓
矣
︒
由
天
子
墓
東
行
不
遠
︐
得
一
村
曰

甜
水
莊
︐
古
名
皇
辛
莊
︒
問
其
地
︐
則
曰
魏
王
城
東
門
外
也
︒
自

甜
水
莊
東
北
行
︐
得
一
塚
曰
寄
駕
塚
︐
其
塚
甚
巨
︒
明
人
築
碧
霞

元
君
祠
於
其
上
︒
寄
駕
之
名
不
知
所
取
︒
碑
則
明
人
所
刻
︐
謂
此

地
屬
鄒
平
︐
知
其
割
屬
齊
東
爲
時
未
遠
矣
︒
其
時
訪
求
者
︐
爲
父

叔
瓘
琅
四
人
︒
快
聚
樹
下
︐
議
其
有
五
可
信
︒﹂
と
す
る
︒

一
六　

光
緖
十
五
年
よ
り
學
政
の
任
に
あ
っ
た
裕
德
の
こ
と
か
︒

五
三



一
七　
﹃
大
明
一
統
志
﹄
山
東
布
政
司
・
濟
南
府
・
祠
廟
に
﹁
伏
生
祠
︒

在
鄒
平
縣
東
北
一
十
八
里
伏
生
郷
︒
祀
秦
博
士
伏
勝
︒﹂
と
あ
る
︒

一
八　
﹃
太
平
寰
宇
記
﹄
河
南
道
・
鄆
州
に
は
︐
須
城
縣
に
﹁
伏
生
城
︒

伏
生
所
居
︐
傳
尚
書
于
太
常
掌
故
晁
錯
︐
因
號
之
︒﹂︐
陽
穀
縣
に

﹁
故
伏
城
︒
在
縣
東
南
三
里
︐
蓋
伏
生
所
居
︐
因
號
之
︒﹂
と
あ
り
︐

ま
た
さ
ら
に
遡
る
と
﹃
元
和
郡
縣
圖
志
﹄
河
南
道
・
鄆
州
・
陽
穀

縣
に
も
﹁
故
伏
城
︐
在
縣
東
南
二
里
︒
蓋
伏
生
所
居
︐
因
名
之
︒﹂

と
あ
る
︒

一
九　
﹃
藝
風
堂
金
石
文
字
目
﹄
前
言
﹁
是
冬
︐
薄
游
吴
門
︐
遇
南
匯

沈
均
初
︵
樹
鏞
︶
家
拓
本
三
千
餘
種
︐
皆
劉
燕
庭
方
伯
故
物
︐
以

重
値
收
之
︒
乃
發
篋
衍
︐
登
簿
籍
︐
去
其
重
複
者
・
破
損
者
・
模

糊
者
・
造
象
墓
誌
之
僞
造
者
・
摹
刻
者
・
無
年
月
亦
無
官
銜
地
名

可
考
者
︐
按
代
編
目
︐
共
得
一
萬
有
八
百
餘
種
︐
分
爲
十
八
卷
︐

而
磚
與
瓦
不
預
焉
︒﹂︒

五
四


