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は
じ
め
に

――
称
賛
と
哀
惜
を
込
め
た
物
語
が
始
ま
る

も
し
も
夢
の
中
で
、
時
空
を
超
え
て
朝
鮮
半
島
の
歴
史
的
な
人
物
に
会
え
る
と
し
た
ら
、
ぜ
ひ
と
も
端

宗
（
タ
ン
ジ
ョ
ン
）
の
姿
を
見
て
み
た
い
。
彼
の
底
知
れ
な
い
無
念
さ
を
少
し
で
も
理
解
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

話
は
１
４
５
０
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。

﹁
史
上
最
高
の
名
君
﹂
と
称
賛
さ
れ
た
朝
鮮
王
朝
４
代
王
の
世
宗
（
セ
ジ
ョ
ン
）
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
国

王
を
引
き
継
い
だ
の
は
長
男
の
文
宗
（
ム
ン
ジ
ョ
ン
）
だ
っ
た
。

彼
は
父
親
と
よ
く
似
て
い
て
と
て
も
聡
明
だ
っ
た
の
で
、
長
く
国
王
を
務
め
た
ら
名
君
に
な
る
の
は
間

違
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
病
弱
だ
っ
た
た
め
に
、
即
位
か
ら
わ
ず
か
２
年
あ
ま
り
で
世
を
去
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
が
悲
劇
の
端
緒
と
な
っ
て
い
っ
た
。

文
宗
の
長
男
で
あ
っ
た
端
宗
が
６
代
王
と
し
て
即
位
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
11
歳
だ
っ
た
。
あ
ま
り
に

年
齢
が
幼
す
ぎ
た
。
さ
ら
に
不
運
だ
っ
た
の
は
祖
母
と
母
が
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
か
っ
た
こ
と
。
も
し
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も
王
族
女
性
の
長
老
が
存
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
成
人
に
達
し
て
い
な
い
国
王
の
た
め
に
摂
政
を
任
せ
る

こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
代
理
政
治
を
行
っ
た
上
で
成
人
す
れ
ば
、
端
宗
も
無
事
に
国

王
と
し
て
親
政
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
王
族
女
性
の
長
老
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
端
宗
の
後
見
人
と
し
て
指
名
さ
れ
た
の
が
高
官
の

金
宗
瑞
（
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ソ
）
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
の
彼
は
﹁
虎
﹂
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
勇
猛
果
敢
な
忠
臣
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
隠
居
間
近
の
高
齢

と
な
っ
て
い
て
、
端
宗
を
守
り
切
る
に
は
不
安
が
あ
っ
た
。
そ
こ
を
ズ
バ
リ
と
突
い
て
き
た
の
が
、
世
宗

の
二
男
で
あ
っ
た
首
陽
大
君
（
ス
ヤ
ン
デ
グ
ン
）
だ
。
彼
は
文
宗
の
弟
。
つ
ま
り
、
端
宗
の
叔
父
な
の
で
あ

る
。
非
常
に
野
心
的
な
男
で
あ
り
、
本
来
な
ら
王
位
を
継
げ
な
い
傍
流
の
身
分
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
王
に
な
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
た
。

こ
の
首
陽
大
君
は
用
意
周
到
に
反
乱
の
準
備
を
し
た
あ
げ
く
、
１
４
５
３
年
に
金
宗
瑞
を
殺
し
て
一
気

に
実
権
を
掌
握
し
た
。

さ
ら
に
金
宗
瑞
の
同
志
を
こ
と
ご
と
く
殺
害
し
た
首
陽
大
君
は
、
１
４
５
５
年
に
は
端
宗
を
露
骨
に
脅

し
て
王
位
を
奪
い
、
す
か
さ
ず
７
代
王
・
世
祖
（
セ
ジ
ョ
）
と
し
て
即
位
し
た
。

抵
抗
で
き
な
か
っ
た
甥
の
端
宗
は
上
王
と
し
て
遇
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
形
だ
け
だ
っ
た
。
彼
は
さ
ん
ざ
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ん
卑
下
さ
れ
た
上
に
、
最
後
に
は
魯
山
君
（
ノ
サ
ン
グ
ン
）
と
い
う
格
下
の
扱
い
と
な
っ
て
位
階
を
下
げ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
寧
越
（
ヨ
ン
ウ
ォ
ル
）
と
い
う
僻
地
に
配
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
場
所
は
元
の
国
王
が
住
む
に
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
し
か
も
、
提
供
さ
れ
る
食
事

も
粗
末
だ
。
そ
れ
だ
け
で
も
悲
惨
な
の
に
、
非
道
な
世
祖
は
端
宗
に
対
し
て
死
罪
を
命
じ
た
。
そ
れ
は
１

４
５
７
年
の
こ
と
で
、
端
宗
は
16
歳
に
な
っ
て
い
た
。

世
祖
の
命
令
で
使
者
は
毒
薬
を
持
っ
て
き
た
の
だ
が
、
申
し
訳
な
い
気
持
ち
が
強
す
ぎ
て
渡
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

か
つ
て
の
国
王
の
前
で
ず
っ
と
頭こ

う
べを

垂
れ
て
い
る
だ
け
。
や
む
を
え
ず
、
端
宗
が
自
分
の
首
に
紐
を
巻

き
、
窓
の
外
に
控
え
て
い
た
侍
者
に
そ
れ
を
引
っ
張
れ
と
命
じ
た
。

侍
者
は
固
辞
し
た
の
だ
が
、
端
宗
に
強
く
要
請
さ
れ
て
仕
方
な
く
言
わ
れ
た
と
お
り
に
紐
を
引
っ
張
っ

た
。
結
局
、
端
宗
は
世
祖
が
送
っ
て
き
た
毒
薬
を
拒
否
し
、
自
ら
死
を
選
ん
で
抵
抗
の
意
思
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
端
宗
の
最
期
は
後
世
の
語
り
草
に
な
る
ほ
ど
堂
々
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
遺
体
は
い
っ
た
ん
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
世
祖
の
怒
り
に
触
れ
る
こ
と
が
怖
く
て
、

誰
も
端
宗
の
遺
体
を
納
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
同
じ
く
反
逆
者
に
さ
れ
る
こ
と
を
み
ん
な
避
け
た
か
っ

た
の
だ
。
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端宗の陵墓

端宗が流罪となった辺境の寧越は地形がとても複雑だ
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そ
れ
で
も
、
志
が
強
か
っ
た
義
士
の
厳
興
道
（
オ
ム
・
フ
ン
ド
）
が
、
端
宗
の
残
さ
れ
た
遺
体
を
丁
重
に

埋
葬
し
た
。
周
囲
の
人
は
、
遺
体
に
触
れ
る
の
は
危
険
す
ぎ
る
と
止
め
た
の
だ
が
、
厳
興
道
は
ひ
る
ま
ず

敢
然
と
断
言
し
た
。

﹁
正
し
い
こ
と
を
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
な
ら
本
望
で
あ
る
﹂

こ
う
し
た
人
が
い
た
こ
と
に
救
わ
れ
る
。
死
を
賭
し
て
﹁
本
望
﹂
に
生
き
る
人
た
ち
が
恥
ず
か
し
く
な

い
歴
史
を
作
っ
て
き
た
と
思
え
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、﹁
恥
ず
か
し
く
な
い
歴
史
﹂
と
い
う
も
の
が
、
２
０
０
０
年
の
間
に
ど
れ
ほ
ど

繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
の
か
。
む
し
ろ
、﹁
不
誠
実
な
歴
史
﹂
が
は
び
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歴
史
は
人
間
が
記
録
す
る
も
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
逸
話
が
あ
れ
ば
、
耐
え
が
た
い
悲

劇
も
あ
る
。
そ
ん
な
﹁
あ
り
の
ま
ま
の
歴
史
﹂
を
称
賛
と
哀
惜
を
込
め
て
物
語
の
よ
う
に
披
露
し
て
い
こ

う
。
そ
の
中
で
、
端
宗
の
よ
う
な
国
王
が
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
れ
た
ら
本
望
で
あ
る
。

  

康 
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１	
本
貫　
個
人
の
血
統
を
如
実
に
表
す
先
祖
の
出
身
地
！

こ
れ
を
知
ら
な
い
と
韓
国
人
の
正
体
が
絶
対
に
わ
か
ら
な
い
と
言
え
る
の
が
﹁
本
貫
（
ポ
ン
グ
ァ
ン
）﹂

で
あ
る
。
個
人
を
特
定
す
る
と
き
に
﹁
姓
名
﹂
が
真
っ
先
に
表
に
出
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
本
人
の

出
自
が
ま
だ
正
確
で
は
な
い
。
本
当
に
知
り
た
け
れ
ば
、
絶
対
に
本
貫
を
聞
き
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
。
そ
れ
を
知
っ
て
こ
そ
、﹁
あ
あ
、
こ
の
人
は
そ
う
い
う
出
身
な
ん
だ
﹂
と
納
得
で
き
る
。
そ
の
重
要

性
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
ト
ッ
プ
で
本
貫
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
貫
と
は
、
そ
の
一
族
の
姓
氏
が
誕
生
し
た
土
地
の
こ
と
だ
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
一
族

の
始
祖
の
出
身
地
で
あ
る
。

普
通
、
韓
国
人
は
自
分
の
姓
氏
を
詳
し
く
言
う
と
き
に
は
本
貫
を
つ
け
て
、﹁
私
は
○
○
金
氏
で
す
﹂﹁
僕

は
○
○
李
氏
で
す
﹂
と
言
う
。
こ
の
○
○
に
本
貫
が
入
る
。

た
と
え
ば
、
同
じ
金
氏
と
い
っ
て
も
そ
の
一
族
の
始
祖
が
家
門
を
立
て
た
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。
金

氏
だ
け
で
も
金
海
（
キ
メ
）、
慶
州
（
キ
ョ
ン
ジ
ュ
）、
江
陵
（
カ
ン
ヌ
ン
）、
光
州
（
ク
ァ
ン
ジ
ュ
）、
安
東

（
ア
ン
ド
ン
）
な
ど
数
多
い
本
貫
が
あ
る
。
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実
務
的
な
調
査
に
よ
る
と
、
韓
国
人
の
姓
氏
は
２
９
０
あ
ま
り
だ
が
、
本
貫
は
４
３
０
０
余
も
あ
る
と

い
う
。
正
確
に
言
う
と
、
４
３
０
０
余
の
姓
氏
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
姓
氏
が
同
じ
で
も
本
貫
が
違
え
ば
同
族
で
は
な
い
。
必
ず
姓
氏
と
本
貫
が
一
緒
の
人
だ
け
が

同
族
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
２
０
０
５
年
の
法
律
の
改
正
前
ま
で
は
、
同
姓
同
本
（
同
じ
姓
氏
で
同
じ

本
貫
）
同
士
の
男
女
は
法
的
に
結
婚
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
ま
で
本
貫
は
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、﹁
本
貫
＋
姓
氏
﹂
に
よ
っ
て
常
に
自
ら
の
血
統
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
韓
国
人
。
父
系
を

中
心
と
し
て
続
く
血
統
の
定
義
を
重
ん
じ
て
き
た
の
で
、
結
婚
し
て
も
女
性
の
姓
氏
は
変
わ
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
そ
の
女
性
の
血
統
が
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
血
統
を
表
す
た
め
に
厳

格
な
姓
氏
制
度
を
守
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
韓
国
で
は
今
で
も
誰
も
が
自
分
の
本
貫
を
知
っ
て
お
り
、
同
じ
姓
氏
に
会
う
と
本
貫
が
ど

こ
な
の
か
を
聞
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
相
手
が
ど
ん
な
血
統
を
持
っ
て
い
る
の
か
…
…
す
な
わ
ち
、
ど
ん

な
家
柄
の
出
身
な
の
か
が
わ
か
る
の
だ
。

し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
貫
の
存
在
は
父
系
の
血
統
の
重
視
に
他
な
ら
な
い
。
時
代
が
大
き

く
変
わ
っ
て
き
た
現
代
で
、
本
貫
は
ど
こ
ま
で
個
人
の
特
定
に
関
わ
っ
て
い
け
る
の
か
。
本
貫
に
と
ら
わ

れ
な
い
発
想
も
今
後
は
増
え
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
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２	
族
譜　
一
族
の
初
代
か
ら
延
々
と
記
録
さ
れ
て
き
た
家
系
書

族
譜
（
チ
ョ
ッ
ポ
）
と
は
、
一
族
の
詳
細
な
家
系
を
記
し
た
書
物
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
大
同
譜
﹂
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
多
い
。

私
は
信
川
（
シ
ン
チ
ョ
ン
）
康
氏
（
カ
ン
シ
）〔
信
川
を
本
貫
と
す
る
康
と
い
う
姓
の
一
族
〕
の
出
身
で
、

我
が
家
の
保
有
す
る
族
譜
は
、
精
緻
な
内
容
の
１
０
０
０
ペ
ー
ジ
の
本
が
４
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
持

つ
だ
け
で
も
重
い
こ
の
書
を
手
に
取
る
と
、
私
と
い
う
28
代
目
か
ら
草
創
の
初
代
ま
で
、
家
系
を
正
確
に

遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
族
譜
を
開
く
度
に
、
こ
の
記
録
を
続
け
て
き
た
人
々
の
不
断
の
努
力

と
継
続
性
に
深
く
感
銘
を
受
け
る
。
な
に
し
ろ
、
族
譜
の
中
身
は
一
族
の
人
々
の
出
生
年
、
父
親
と
の
続

柄
、
肩
書
、
経
歴
、
墓
の
位
置
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
保
存
性
は
驚
嘆
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
、
多
く
の
一
族
は
一
定
の
周
期
（
30
年
や
40
年
）
で
、
族
譜
を
更
新
し
続
け
て
き
た
。
各
一
族
に

は
、﹁
宗
親
会
﹂
と
称
さ
れ
る
組
織
が
存
在
し
、
そ
の
組
織
が
族
譜
の
編
纂
を
担
っ
て
い
る
。

だ
が
、
誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い
。
私
の
一
族
が
特
別
に
族
譜
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
韓
国

の
あ
ら
ゆ
る
一
族
が
族
譜
を
持
ち
、
そ
の
記
録
は
子
孫
た
ち
に
今
も
大
切
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
に

18



族譜には各人の出生年、父親との続柄、肩書、経歴、墓の
位置などが記されている

先祖に捧げる祭祀の御膳はこのように並べる
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お
い
て
、
族
譜
を
持
た
な
い
一
族
な
ど
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
数
世
紀
に
わ
た
る
家
系
図
を
有
す
る
家
は
、
比
較
的
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、

韓
国
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
30
代
目
で
あ
れ
、
40
代
目
で
あ
れ
、
先
祖
を
遡
り
初
代
ま
で
辿
り
着
く
こ
と

が
で
き
る
。

そ
う
し
た
先
祖
を
敬
う
気
持
ち
が
祭
祀
に
も
表
れ
て
い
る
。
両
親
、
祖
父
母
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
先
祖

に
感
謝
す
る
儀
式
が
韓
国
に
は
多
い
。
そ
の
気
持
ち
が
族
譜
の
重
要
性
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

す
べ
て
、
何
世
紀
も
の
間
、
族
譜
を
持
続
的
に
編
纂
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
尽
力
と
時

間
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
を
考
え
る
と
感
慨
深
い
。
そ
れ
ら
の
努
力
を
他
の
こ
と
に
向
け
た
ら
、

ど
れ
だ
け
の
成
果
が
得
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
経
済
的
困
難
が
訪
れ
よ
う
と
、
先
人
た

ち
は
族
譜
を
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
次
世
代
に
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

３	

韓
国
人
の
姓　
５
大
姓
だ
け
で
韓
国
全
体
の
半
分
を
超
え
て
し
ま
う

日
本
人
の
姓
は
29
万
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
の
人
々
の
姓
は
、
漢
字
の
一
文
字
が
基
本
で

あ
り
、
そ
の
種
類
は
わ
ず
か
３
０
０
足
ら
ず
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
圧
倒
的
に
多
い
姓
が
﹁
金
（
キ

20



ム
）﹂
で
あ
る
。
韓
国
の
人
口
に
占
め
る
﹁
金
﹂
の
割
合
は
21
・
６
％
に
も
上
り
、
５
人
の
グ
ル
ー
プ
が
い

れ
ば
、
統
計
的
に
１
人
以
上
は
﹁
金
﹂
と
い
う
姓
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
姓
だ
け
で
人
を
呼

ぶ
と
多
く
の
人
が
振
り
向
く
こ
と
と
な
り
、
韓
国
で
は
フ
ル
ネ
ー
ム
で
の
呼
称
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
の

だ
。
友
人
同
士
で
は
、
姓
で
は
な
く
名
前
で
呼
び
合
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

２
位
の
﹁
李
（
イ
）﹂
は
14
・
８
％
、
３
位
の
﹁
朴
（
パ
ク
）﹂
は
８
・
５
％
と
続
く
。
こ
れ
ら
３
大
姓
だ

け
で
韓
国
全
体
の
44
・
９
％
を
占
め
る
と
い
う
、
驚
愕
の
占
有
率
で
あ
る
。
４
番
目
に
多
い
の
が
﹁
崔
（
チ

ェ
）﹂
の
４
・
７
％
、
５
番
目
の
﹁
鄭
（
チ
ョ
ン
）﹂
が
４
・
４
％
で
あ
る
。
こ
れ
ら
５
大
姓
を
合
わ
せ
る
と
、

な
ん
と
54
・
０
％
に
も
上
る
。
わ
ず
か
５
つ
の
姓
で
半
数
を
超
え
る
と
い
う
の
は
、
韓
国
人
の
姓
が
い
か
に

少
数
に
偏
っ
て
い
る
か
を
示
す
証
左
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
よ
く
見
か
け
る
﹁
著
姓
﹂
に
は
、﹁
姜
（
カ
ン
）﹂、﹁
徐
（
ソ
）﹂、﹁
安
（
ア
ン
）﹂、﹁
高

（
コ
）﹂、﹁
裵
（
ペ
）﹂、﹁
河
（
ハ
）﹂、﹁
具
（
ク
）﹂、﹁
趙
（
チ
ョ
）﹂、﹁
韓
（
ハ
ン
）﹂、﹁
権
（
ク
ォ
ン
）﹂、

﹁
柳
（
ユ
）﹂、﹁
孫
（
ソ
ン
）﹂、﹁
尹
（
ユ
ン
）﹂、﹁
洪
（
ホ
ン
）﹂、﹁
成
（
ソ
ン
）﹂、﹁
張
（
チ
ャ
ン
）﹂、﹁
申

（
シ
ン
）﹂、﹁
宋
（
ソ
ン
）﹂、﹁
全
（
チ
ョ
ン
）﹂
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、﹁
南
宮
（
ナ
ム
グ
ン
）﹂、﹁
皇
甫
（
フ

ァ
ン
ボ
）﹂、﹁
西
門
（
ソ
ム
ン
）﹂
な
ど
の
２
文
字
の
漢
字
姓
も
存
在
す
る
。

名
前
の
付
け
方
に
関
し
て
、
韓
国
で
は
一
族
の
決
ま
り
や
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く
命
名
が
一
般
的
で
、
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日
本
の
よ
う
に
親
の
名
前
か
ら
一
字
を
取
る
習
慣
は
な
い
。
韓
国
の
男
性
名
で
は
﹁
土
﹂﹁
水
﹂﹁
金
﹂﹁
木
﹂

﹁
火
﹂
の
部
首
を
持
つ
漢
字
が
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
も
陰
陽
五
行
説
に
由
来
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
姓
に
関
す
る
特
有
の
伝
統
は
、
そ
の
歴
史
や
社
会
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
鍵

と
な
っ
て
い
る
。

４	
儒
教　
現
在
で
も
生
活
規
範
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

５
１
８
年
間
も
続
い
た
朝
鮮
（
チ
ョ
ソ
ン
）
王
朝
の
国
教
は
儒
教
で
あ
っ
た
。

特
に
、
儒
教
の
中
で
も
名
分
を
重
ん
じ
る
朱
子
学
（
中
国
の
南
宋
の
時
期
に
朱
熹
〔
１
１
３
０
〜
１
２
０
０

年
〕
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
儒
教
の
学
問
体
系
）
こ
そ
が
朝
鮮
王
朝
が
取
り
い
れ
た
儒
教
の
根
幹
と
な
っ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
建
国
当
時
の
朝
鮮
王
朝
は
、
滅
ぼ
し
た
高
麗
（
コ
リ
ョ
）
王
朝
（
仏
教
を
国
教
に
し
て
い
た
）
を

否
定
す
る
た
め
に
儒
教
を
大
い
に
活
用
し
た
。
仏
教
寺
院
に
支
配
さ
れ
て
い
た
土
地
や
奴
婢
を
没
収
す
る

手
段
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

さ
ら
に
、
朝
鮮
王
朝
で
は
官
僚
登
用
の
手
段
と
し
て
、
朝
鮮
王
朝
以
前
か
ら
制
度
と
し
て
あ
っ
た
科
挙

を
さ
ら
に
強
化
し
た
。
試
験
で
は
儒
教
の
教
義
を
問
う
質
問
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
儒
教
的
な
道
徳
と
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１	
朱
蒙　
神
話
と
伝
説
に
彩
ら
れ
た
「
高
句
麗
の
始
祖
」

韓
国
の
人
た
ち
は
﹁
高
句
麗
（
コ
グ
リ
ョ
）﹂
と
い
う
国
家
に
特
別
な
自
尊
心
を
持
っ
て
い
る
。
民
族
に

と
っ
て
最
大
の
版
図
を
築
き
上
げ
た
と
い
う
偉
業
は
、
た
と
え
空
想
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
代
の
浪
漫

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
そ
の
高
句
麗
の
初
代
王
と
い
う
存
在
感
は
、
民
族
が
続
く
か
ぎ
り
永

遠
の
輝
き
に
満
ち
て
い
る
。

し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
朱
蒙
（
チ
ュ
モ
ン
／
紀
元
前
58
〜
紀
元
前
19
年
）
が
と
て
つ
も
な
い
英
雄
で
あ

る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
の
人
物
像
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
は
神
話
の
中
で
、﹁
柳
花
（
ユ
フ
ァ
）﹂
と
い
う
女
性
に
よ
っ
て
卵
か
ら
生
ま
れ
た
、
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
古
代
に
お
い
て
、
卵
か
ら
生
ま
れ
る
英
雄
の
伝
説
は
ア
ジ
ア
各
地
で
数
多
く
語
ら

れ
て
お
り
、
彼
の
偉
大
な
る
業
績
に
華
を
添
え
る
た
め
に
﹁
卵
か
ら
誕
生
﹂
と
い
う
神
話
が
創
ら
れ
た
と

言
え
る
。

古
代
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
と
き
に
ア
テ
に
で
き
る
﹃
三
国
史
記
﹄
に
よ
る
と
、
肥
沃
な
卒
本
（
チ
ョ
ル
ボ

ン
）
に
や
っ
て
き
た
彼
が
、
現
地
の
国
王
と
親
し
く
な
っ
た
と
い
う
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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﹁
国
王
に
は
３
人
の
娘
が
い
た
が
、
息
子
は
い
な
か
っ
た
。
国
王
は
朱
蒙
の
非
凡
な
才
能
を
見
抜
き
、
次

女
を
彼
に
嫁
が
せ
た
。
こ
の
結
婚
を
通
じ
て
、
朱
蒙
は
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
﹂

国
王
と
な
っ
た
彼
は
、
領
土
を
拡
張
す
る
野
望
を
胸
に
、
隣
接
す
る
沸
流
国
の
松
譲
王
（
ソ
ン
ヤ
ン
ワ

ン
）
の
も
と
へ
と
赴
き
、
直
接
交
渉
の
場
を
持
っ
た
。

﹁
私
は
天
帝
の
子
で
あ
る
。
あ
な
た
は
私
に
従
う
べ
き
だ
﹂

朱
蒙
は
力
強
く
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
唯
我
独
尊
す
ぎ
る
発
言
だ
。
松
譲
王
が
不
機
嫌
に
な

る
の
も
無
理
は
な
い
。

﹁
こ
の
土
地
に
国
王
は
私
だ
け
で
い
い
。
君
こ
そ
、
私
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
か
﹂

憤
慨
し
た
朱
蒙
は
﹁
勝
負
に
よ
っ
て
決
め
よ
う
！
﹂
と
迫
っ
た
。

弓
の
腕
前
を
競
う
勝
負
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
朱
蒙
の
勝
利
で
幕
を
閉
じ
た
。
松
譲
王
は
降
伏
し
、
朱
蒙

の
配
下
と
な
っ
た
。

朱
蒙
は
そ
の
後
も
勢
力
を
拡
大
し
、
周
辺
国
を
支
配
下
に
置
い
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
高
句
麗
の
初
代

王
と
し
て
自
ら
の
名
を
歴
史
に
刻
み
つ
け
た
。

紀
元
前
19
年
、
39
歳
で
彼
は
こ
の
世
を
去
っ
た
が
、
そ
の
後
も
﹁
古
代
最
強
の
男
﹂
と
し
て
称
え
ら
れ

続
け
て
い
る
。
諡

お
く
り
なは

東
明
（
ト
ン
ミ
ョ
ン
）。
歴
史
的
に
は
﹁
東
明
聖
王
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
。
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た
だ
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
歴
史
が
明
確
な
事
実
と
さ
れ
る
の
は
３
世
紀
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

に
活
躍
し
た
朱
蒙
に
関
し
て
は
神
話
と
現
実
が
入
り
交
じ
り
、
真
実
は
依
然
と
し
て
霧
の
中
に
隠
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

２	
近
肖
古
王　
百
済
を
強
国
に
導
い
た
勇
猛
な
統
治
者

百
済
の
13
代
王
・
近
肖
古
王
（
ク
ン
チ
ョ
ゴ
ワ
ン
／
？
〜
３
７
５
年
）
の
存
在
は
日
本
の
古
代
史
に
と
っ

て
も
重
要
で
あ
る
。
彼
が
３
７
２
年
に
使
者
を
日
本
に
派
遣
し
て
七し

ち

支し

刀と
う

を
贈
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

刀
身
が
７
つ
の
枝
に
分
か
れ
て
い
る
七
支
刀
に
は
、﹁
刀
を
帯
び
る
者
は
百
の
兵
を
撃
退
し
て
、
王
に
な

る
ほ
ど
の
霊
力
を
得
ら
れ
る
﹂
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
刀
が
日
本
に
寄
贈
さ
れ
た
３
７
２
年
と
い
う
の
は
、
百
済
に
と
っ
て
ど
ん
な
時
期
な
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
３
７
１
年
に
百
済
は
高
句
麗
に
対
し
て
軍
事
的
な
成
功
を
収
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
近
肖
古
王

は
中
国
大
陸
の
東
晋
に
使
者
を
派
遣
し
て
、
高
句
麗
へ
の
勝
利
を
報
告
し
て
国
家
と
し
て
の
承
認
を
受
け

て
い
る
。

さ
ら
に
、
日
本
に
使
者
を
送
っ
て
、﹁
高
句
麗
よ
り
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
東
晋
か
ら
承
認
さ
れ
た
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事
実
﹂
を
伝
え
た
。
そ
の
際
の
贈
り
物
が
七
支
刀
だ
っ
た
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
の
刀
は
奈
良
県
天
理
市

の
石い

そ
の

上か
み

神
宮
の
社
宝
と
な
っ
て
い
る
。

中
国
や
日
本
に
対
し
て
も
百
済
の
存
在
感
を
誇
示
し
た
近
肖
古
王
。
彼
は
古
代
の
戦
国
時
代
に
強
烈
な

カ
リ
ス
マ
を
発
揮
し
た
統
治
者
で
あ
っ
た
。

国
土
を
豊
か
に
し
て
兵
力
を
増
強
す
る
政
策
を
巧
み
に
採
用
し
、
兵
士
た
ち
に
は
厳
し
い
訓
練
を
命
じ

続
け
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
百
済
は
建
国
以
来
の
最
大
領
土
を
誇
る
強
国
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
句
麗
は
決
し
て
百
済
を
安
寧
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
な
く
、
た
び
た
び
侵
攻

し
て
き
た
。

そ
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
近
肖
古
王
は
新
羅
と
の
堅
固
な
友
好
関
係
を
築
き
上
げ
、
強
敵
の
高
句
麗

に
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
。

３
７
１
年
に
は
、
高
句
麗
の
激
し
い
攻
撃
を
勇
猛
に
撃
退
し
、
敵
軍
を
執
拗
に
追
い
詰
め
た
。
百
済
の

軍
勢
３
万
人
は
力
強
く
平
壌
（
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
）
へ
と
進
撃
し
、
こ
の
要
塞
都
市
を
包
囲
し
た
。
高
句
麗
は
必

死
の
防
戦
を
繰
り
広
げ
た
。

そ
の
よ
う
な
戦
乱
の
中
で
、
高
句
麗
の
内
部
情
報
を
掌
握
し
て
い
る
者
か
ら
重
要
な
報
告
が
届
い
た
。

﹁
高
句
麗
の
兵
は
大
部
分
が
名
ば
か
り
の
兵
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
真
に
恐
れ
る
べ
き
は
赤
い
旗
の
部
隊
の
み
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で
す
。
こ
の
部
隊
を
打
ち
破
れ
ば
、
他
の
兵
た
ち
は
自
然
と
退
散
す
る
で
し
ょ
う
﹂

貴
重
な
情
報
を
手
に
し
た
百
済
軍
は
、
迅
速
に
赤
い
旗
の
部
隊
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
攻
撃
を
仕
掛
け
た
。

矢
の
雨
が
降
り
注
ぐ
中
、
戦
闘
の
最
前
線
で
高
句
麗
の
故
国
原
王
（
コ
グ
グ
ォ
ン
ワ
ン
）
は
命
を
落
と
し
た
。

国
王
の
死
に
よ
り
、
高
句
麗
の
兵
た
ち
は
士
気
を
喪
失
し
た
。

し
か
し
、
百
済
軍
の
総
司
令
官
で
あ
り
近
肖
古
王
の
息
子
で
あ
る
須
（
ス
）
は
、
さ
ら
な
る
追
撃
を
望

ん
で
い
た
。
だ
が
、
冷
静
か
つ
叡
智
に
満
ち
た
莫
古
解
（
マ
ク
コ
ヘ
）
将
軍
が
彼
を
制
止
し
、﹁
こ
れ
以
上

の
欲
張
り
は
賢
明
で
は
な
い
﹂
と
諭
し
た
。
こ
の
言
葉
に
須
も
納
得
し
、
百
済
軍
は
故
郷
へ
と
凱
旋
し
た
。

近
肖
古
王
の
も
と
で
百
済
軍
は
、
結
束
の
強
さ
を
示
し
た
。
戦
場
だ
け
で
な
く
、
経
済
や
文
化
の
面
で

も
彼
は
卓
越
し
た
才
能
を
発
揮
し
、
中
国
と
の
交
流
を
一
層
深
め
、
先
進
文
化
を
巧
み
に
導
入
し
た
。
結

果
と
し
て
、
百
済
は
漢
字
や
仏
教
を
早
い
時
期
か
ら
取
り
い
れ
る
こ
と
に
成
功
し
、
文
化
的
に
も
豊
か
な

国
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
肖
古
王
の
治
世
は
、
戦
国
の
混
乱
を
乗
り
越
え
て
百
済
を
最
大
の
繁
栄
へ
と
導
い
た
、

彼
の
力
強
い
統
治
と
卓
越
し
た
戦
術
は
、
後
世
に
お
い
て
も
長
く
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ

は
百
済
の
黄
金
期
を
築
い
た
栄
光
に
満
ち
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
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３	
広
開
土
大
王　
歴
史
上
の
最
大
領
土
を
築
い
た
唯
一
無
二
の
大
王

韓
国
は
狭
い
国
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
国
の
歴
史
で
史
上
最
大
の
領
土
を
確
保
し
た
広
開
土
大
王
（
ク
ァ

ン
ゲ
ト
デ
ワ
ン
／
３
７
４
〜
４
１
３
年
）
は
と
て
も
人
気
が
あ
る
。
彼
の
本
名
は
﹁
談
徳
（
タ
ム
ド
ク
）﹂
と

い
う
。
幼
い
頃
か
ら
志
が
高
か
っ
た
。

あ
る
日
、
彼
は
能
力
抜
群
で
野
性
味
あ
ふ
れ
る
馬
を
贈
ら
れ
た
。
談
徳
は
乗
馬
の
技
術
に
長た

け
て
は
い

た
が
、
こ
の
特
別
な
馬
だ
け
は
な
か
な
か
手
な
ず
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
気
配
り
上

手
な
側
近
が
他
の
扱
い
や
す
い
馬
と
交
換
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
談
徳
の
心
に
は
全
く

響
か
な
か
っ
た
。

﹁
１
頭
の
馬
に
手
を
焼
い
て
い
て
、
ど
う
し
て
大
軍
を
指
揮
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
﹂

彼
は
家
臣
を
き
つ
く
𠮟
責
し
、
再
び
そ
の
野
生
馬
に
立
ち
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
何
度
挑
戦
し
て
も
結

果
は
落
馬
の
連
続
だ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
談
徳
を
振
り
落
と
し
た
馬
は
遠
く
へ
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
。

憤
怒
に
燃
え
る
談
徳
は
、
そ
の
馬
に
向
か
っ
て
弓
を
引
い
た
。
彼
の
内
心
は
怒
り
に
満
ち
て
い
た
が
、

最
終
的
に
は
弓
矢
を
放
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
自
ら
の
未
熟
さ
を
深
く
恥
じ
入
っ
た
の
だ
。
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談
徳
が
城
門
の
前
に
着
い
た
と
き
、
後
ろ
か
ら
馬
蹄
の
音
が
近
づ
い
て
く
る
の
が
聞
こ
え
た
。
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
逃
げ
て
い
た
は
ず
の
馬
が
戻
っ
て
き
て
い
た
。

そ
れ
で
も
彼
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
城
の
中
へ
入
ろ
う
と
し
た
が
、
馬
は
談
徳
の
前
で
ピ
タ
リ
と
立
ち
止

ま
っ
た
。

そ
の
馬
に
談
徳
が
再
び
ま
た
が
る
と
、
彼
の
意
の
ま
ま
に
動
い
た
。
少
年
時
代
の
談
徳
に
と
っ
て
、
野

生
馬
を
手
な
ず
け
る
経
験
は
非
常
に
大
き
な
自
信
と
な
っ
た
。

３
９
１
年
、
彼
は
17
歳
で
高
句
麗
の
19
代
王
と
し
て
即
位
し
た
。
談
徳
の
最
初
の
目
標
は
百
済
の
打
倒

で
あ
っ
た
。

当
時
、
高
句
麗
と
百
済
は
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰
り
広
げ
て
い
た
が
、
談
徳
に
は
祖
父
の
16
代
王
・
故

国
原
王
（
コ
グ
グ
ォ
ン
ワ
ン
）
が
３
７
１
年
に
百
済
と
の
戦
闘
で
命
を
落
と
し
た
仇
を
討
つ
と
い
う
使
命
が

あ
っ
た
。

彼
は
百
済
に
対
し
て
執
拗
な
ま
で
の
攻
撃
を
仕
掛
け
、
遂
に
は
完
全
に
屈
服
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
野
望

は
中
国
東
北
部
へ
と
広
が
り
、
そ
こ
へ
大
軍
を
送
り
込
み
、
領
土
拡
張
を
図
っ
た
。
そ
こ
は
、
も
と
も
と

高
句
麗
の
領
土
で
あ
っ
た
。
失
わ
れ
て
い
た
土
地
の
奪
回
に
情
熱
を
燃
や
し
た
の
だ
。

談
徳
は
王
宮
で
の
安
寧
な
生
活
を
捨
て
、
毎
日
を
馬
上
で
過
ご
し
、
城
を
落
と
す
こ
と
に
か
け
て
は
天
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才
的
な
才
能
を
発
揮
し
た
。

ま
た
、
外
交
戦
術
に
お
い
て
も
巧
み
に
周
辺
国
と
の
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
で
敵
を
孤
立
さ
せ
た
。
そ
の
成

果
で
、
談
徳
は
朝
鮮
半
島
の
歴
史
上
最
大
と
言
え
る
広
大
な
領
土
を
確
保
し
た
。

彼
は
た
だ
の
無
骨
な
国
王
で
は
な
く
、
仏
教
の
布
教
や
文
化
の
発
展
に
も
力
を
注
い
だ
。
こ
れ
ほ
ど
の

名
君
で
あ
っ
た
が
、
寿
命
に
は
恵
ま
れ
ず
、
４
１
３
年
に
38
歳
で
世
を
去
っ
た
。

息
子
の
長
寿
王
（
チ
ャ
ン
ス
ワ
ン
）
は
、
４
１
４
年
に
﹃
広
開
土
大
王
碑
﹄
を
建
て
て
、
後
世
の
人
々
に

父
の
功
績
を
伝
え
た
。
談
徳
の
諡
は
﹁
広
開
土
大
王
﹂
で
あ
り
、﹁
広
く
土
地
を
開
い
た
国
王
﹂
と
い
う
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

広
開
土
大
王
は
、
た
だ
領
土
拡
大
を
望
む
だ
け
で
は
な
く
、
学
問
や
文
化
に
対
し
て
も
情
熱
を
傾
け
、

そ
の
治
世
を
通
じ
て
国
を
強
固
に
し
、
民
を
豊
か
に
し
た
。

彼
の
死
後
、
数
多
く
の
国
王
が
彼
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
努
め
た
が
、
広
開
土
大
王
の
よ
う
な
国
王
は
二

度
と
現
れ
な
か
っ
た
。
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４	
武
寧
王　
民
衆
か
ら
慕
わ
れ
た
百
済
の
名
君

強
い
百
済
は
遠
い
過
去
だ
っ
た
。

近
肖
古
王
が
去
っ
て
か
ら
、
百
済
は
厳
し
い
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
寒
冷
な
地
域
を
領
土
と
し
て

い
る
高
句
麗
は
、
温
暖
な
土
地
を
求
め
て
南
下
政
策
を
と
る
こ
と
が
国
是
に
な
っ
て
お
り
、
高
句
麗
は
４

７
５
年
に
大
軍
を
動
か
し
て
百
済
に
攻
め
込
ん
だ
。
壮
絶
な
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
、
百
済
は
徐
々
に

劣
勢
と
な
り
、
21
代
王
・
蓋
鹵
王
（
ケ
ロ
ワ
ン
）
は
避
難
途
中
、
高
句
麗
の
軍
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
る

と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
。

百
済
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
危
機
的
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
都
を
南
に
位
置
す
る
熊
津
（
ウ
ン
ジ
ン
）
へ

と
遷
都
し
、
高
句
麗
の
攻
撃
か
ら
よ
う
や
く
逃
れ
た
。
こ
の
地
は
、
現
在
で
は
公
州
（
コ
ン
ジ
ュ
）
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
遷
都
に
よ
っ
て
、
百
済
は
何
と
か
し
て
劣
勢
を
挽
回
し
た
。

５
０
１
年
、
25
代
王
と
し
て
武
寧
王
（
ム
リ
ョ
ン
ワ
ン
／
４
６
１
〜
５
２
３
年
）
が
即
位
し
た
。
彼
は
24

代
王
・
東
城
王
（
ト
ン
ソ
ン
ワ
ン
）
の
血
を
引
く
息
子
で
あ
り
、﹃
三
国
史
書
﹄
に
お
い
て
﹁
情
の
深
い
寛

大
な
人
﹂
と
評
さ
れ
て
お
り
、
民
衆
た
ち
か
ら
も
非
常
に
慕
わ
れ
て
い
た
。
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彼
の
容
姿
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
と
い
う
。
人
気
は
絶
大
で
、
武
寧
王
に
は
名
君
と
し
て
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
５
０
６
年
に
百
済
全
土
が
疫
病
の
蔓
延
と
雨
不
足
に
見
舞
わ
れ
、
民
衆
は
飢
餓
に
苦
し
む

事
態
と
な
っ
た
が
、
武
寧
王
は
穀
物
を
配
布
し
、
飢
え
た
民
衆
を
救
済
し
た
。
５
１
０
年
に
は
、
堤
防
を

築
き
水
害
を
阻
止
し
、
避
難
し
て
い
た
人
々
を
農
村
へ
と
送
り
返
し
て
耕
作
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
施
策

も
実
施
し
た
。

ま
た
、
武
寧
王
は
高
句
麗
と
の
争
い
に
お
い
て
も
堅
固
な
防
衛
力
を
持
ち
、
負
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
武
寧
王
は
５
２
３
年
ま
で
百
済
の
国
力
を
向
上
さ
せ
る
善
政
を
行
い
、
華
麗
な
る
王
朝
文
化

も
作
り
だ
し
た
。

彼
の
治
世
に
お
け
る
輝
か
し
い
業
績
は
、
百
済
の
黄
金
期
を
彩
る
栄
光
の
１
ペ
ー
ジ
だ
っ
た
。

﹁
こ
れ
ほ
ど
の
大
王
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
た
当
時
の
人
々
は
、
ど
ん
な
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
﹂

そ
ん
な
ふ
う
に
素
直
に
思
え
る
。

し
か
し
、
歴
史
は
残
酷
だ
。﹁
名
君
の
治
世
は
短
く
、
凡
庸
な
国
王
の
時
代
は
長
い
﹂
と
い
う
の
が
歴
史

の
常
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
讃
え
る
べ
き
も
の
は
大
い
に
讃
え
よ
う
。
武
寧
王
の
治
世
は
、
そ
の
後

の
悠
久
の
歴
史
の
中
で
語
り
尽
く
さ
れ
る
こ
と
で
現
代
に
も
﹁
理
想
郷
﹂
の
響
き
を
持
っ
て
い
る
。
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５	
ピ
ョ
ン
ガ
ン
王
女
と
温
達　
永
遠
に
語
り
継
が
れ
る
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド

「
泣い
て
ば
か
りい
た
ら
、

良
家
に
嫁
ぐ
こ
と
も
で
き
ない
。

仕
方
が
ないの
で
、

馬
鹿
の
温
達
（
オ
ン
ダル
）に

嫁
が
せ
よ
」

高
句
麗
の

平
岡
（
ピョン
ガ
ン
）
王
の

娘
と
し
て

生
ま
れ
た
王
女
は
、

と
て
も
泣
き
虫
で
あ
っ
た
。

温
達
は
心
が
優
し
い
男
だ
っ
た
が
、

目
が
不
自
由
な
母
と
共
に

貧
し
く
暮
ら
し
て
い
た
。

身
な
り
は
汚
れ
、

近
所
の
人
か
ら
は

い
つ
も
馬
鹿
に

さ
れ
て
い
た
。
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「
いつ
も
『
温
達
の
妻
に
な
れ
』
と

言
わ
れ
続
け
た
か
ら
、

そ
の
通
り
に
し
ま
す
。

王
が
言
葉
を

ひ
る
が
え
し
て
はい
け
ま
せ
ん
」

「
と
う
てい
現
実
と

は
思
え
ま
せ
ん
。

も
し
や
妖
怪
が

化
け
てい
る
の
か
も
？
」

王
女
が
16
歳
の
と
き
、

王
は
彼
女
を
立
派
な
家
柄
に

嫁
が
せ
た
い
と
思
っ
た
が
、

王
女
は
と
て
も

反
抗
的
だ
っ
た
。

王
は
大
い
に
怒
っ
た
が
、

王
女
は
王
宮
を
飛
び
出
し
、

粗
末
な
家
で
暮
ら
す

温
達
を
訪
ね
た
。

温
達
は

ビッ
ク
リ
し
て

し
ま
っ
た
。
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王
女
は
追
い
返
さ
れ
た
が
、

温
達
と
母
親
を
熱
心
に
説
得
し
た
。

結
果
と
し
て
、

王
女
は
自
分
の
金
の
腕
輪
を
売
り
払
って
、

彼
ら
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
た
。

王
女
の

献
身
的
な
世
話
で

痩
せ
た
馬
が

立
派
に
な
り
、

温
達
は
そ
の
馬
に
乗
って

王
の
狩
猟
に
参
加
し
て

多
く
の
獲
物
を

獲
得
し
た
。

「
馬
を
買って
く
だ
さい
。

で
も
、
高
価
で
は
な
く

貧
弱
な
馬
を

選
べ
ばいい
で
す
」
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戦
争
に
な
って

温
達
が
戦
功
を
あ
げ
て
、

王
は
彼
に
高
位
を
授
け
た
。

名
声
が
と
ど
ろ
き
、

「
馬
鹿
の
温
達
」
と
い
う
言
葉
は

完
全
に
消
え
去
っ
た
。

す
べて
は
王
女
の

力
強
い
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

５
９
０
年
に

平
岡
王
が
亡
く
な
り
、

次
の
嬰
陽
王
（
ヨン
ヤ
ン
ワ
ン
）
が
即
位
し
た
。

温
達
は
新
し
い
王
に
向
か
って

懇
願
し
た
。

「
あ
の『
馬
鹿
の
温
達
』
が

こ
れ
ほ
ど
の

勇
者
だった
と
は
？

彼
こ
そ
、

余
の
立
派
な
婿
で
あ
る
」

「
新
羅
（
シ
ル
ラ
）に
土
地
を
奪
わ
れ
、

民
が
困ってい
ま
す
。

私
が
土
地
を

取
り
戻
し
て
き
ま
す
！
」
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激
戦
が
続
い
て

温
達
が
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。

彼
の
遺
体
を
お
さ
め
た

棺
が
用
意
さ
れ
た
が
、

棺
を
載
せ
た
台
車
は

ま
っ
た
く
動
か
な
か
っ
た
。

王
女
が
慰
め
の
言
葉
を

棺
に
向
か
って
語
る
と
、

台
車
が
よ
う
や
く
動
き
始
め
た
。

国
の
人
々
は
彼
の
死
を

心
か
ら
悼
ん
だ
。

「
安
ら
か
に

お
眠
り
く
だ
さい
」
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ピ
ョ
ン
ガ
ン
王
女
と
馬
鹿
の
温
達
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
韓
国
の
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
国

民
的
な
逸
話
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
実
話
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、﹃
三
国
史
記
﹄
に
詳
し
く
２
人
の
行
跡
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の

逸
話
に
出
て
く
る
平
岡
王
と
い
う
の
は
、
史
実
で
は
高
句
麗
の
25
代
王
・
平
原
王
（
ピ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
ワ
ン
／

在
位
は
５
５
９
〜
５
９
０
年
）
の
こ
と
だ
。
彼
の
娘
が
ど
う
い
う
わ
け
か
身
分
が
釣
り
合
わ
な
い
男
と
結
婚

し
た
。
そ
れ
が
、
周
囲
か
ら
馬
鹿
と
言
わ
れ
て
い
た
温
達
だ
っ
た
。
彼
は
い
く
つ
か
の
戦
い
で
め
ざ
ま
し

い
活
躍
を
し
て
、
立
派
な
将
軍
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
５
９
０
年
に
新
羅
と
の
戦
争
で
戦
死
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
王
女
の
悲
し
み
は
現
代
に
至
る
ま
で
朝
鮮
半
島
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

６	

真
興
王　
花
郎
を
作
っ
た
新
羅
の
戦
略
的
な
国
王

新
羅
（
シ
ル
ラ
）
の
華
々
し
い
時
代
を
築
い
た
の
が
、
24
代
王
と
し
て
即
位
し
た
真
興
王
（
チ
ヌ
ン
ワ
ン
）

で
あ
っ
た
。

彼
は
５
３
４
年
に
生
ま
れ
た
。
当
時
、
新
羅
は
高
句
麗
と
百
済
と
い
う
強
大
な
隣
国
に
圧
迫
さ
れ
、
厳

し
い
領
土
争
い
の
渦
中
に
身
を
置
い
て
い
た
。

115 第３章　　英 雄 た ち が 躍 動 し た  「三 国 時 代 の 人 物」



君は、
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