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「『
漢
書
』
の
構
造
と
董
仲
舒
」 

概
要 

 

小
林
春
樹 

 

日
本
の
中
国
史
学
史
研
究
に
お
け
る
『
漢
書
』
理
解
の
通
説
、
さ
ら
に
い
え
ば
定
説
に
準

じ
る
理
解
は
、
同
書
を
、
高
祖
劉
邦
（
以
下
、
高
祖
と
記
す
）
に
よ
る
前
漢
の
建
国
を
上
限

と
し
、
そ
の
前
漢
を
簒
奪
し
た
王
莽
と
彼
の
「
新
」
王
朝
の
滅
亡
を
下
限
と
す
る
「
断
代
史
」

と
見
な
し
た
う
え
で
、
前
漢
王
朝
と
そ
の
諸
帝
を
、
上
古
の
聖
帝
と
さ
れ
る
堯
の
後
裔
と
し

て
と
も
ど
も
神
聖
化
す
る
こ
と
を
叙
述
目
的
と
し
た
著
作
、
す
な
わ
ち
「
前
漢
王
朝
へ
の
頌
歌

オ

ー

ド

」

と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
従
来
の
『
漢
書
』
理
解
に
対
し
て
、
筆
者
は
本
論
文
の
『
漢
書
』
篇
に
お
い

て
、『
漢
書
』
と
は
下
記
の
【
三
点
】
を
証
明
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
「
後
漢
王
朝
へ
の
頌
歌
」

で
あ
る
、
と
す
る
、
従
来
の
『
漢
書
』
理
解
を
事
実
上
否
定
す
る
、
新
た
な
『
漢
書
』
理
解

を
提
示
し
た
。 

 

【
第
一
】「
亡
国
の
君
」
と
も
い
う
べ
き
第
九
代
の
成
帝
の
言
行
や
施
政
に
よ
っ
て
外
戚
王
氏

が
台
頭
し
、
最
終
的
に
王
莽
の
簒
奪
に
よ
っ
て
前
漢
が
「
滅
亡
」
し
た
こ
と
が
不

可
避
か
つ
必
然
的
の
事
実
で
あ
る
こ
と
。 

【
第
二
】
王
莽
と
彼
の
「
新
」
王
朝
が
閏
位
の
帝
王
と
王
朝
で
あ
る
こ
と
。 

【
第
三
】
両
者
を
承
け
て
登
場
し
成
立
し
た
光
武
帝
劉
秀
と
後
漢
王
朝
こ
そ
「
真
」
の
神
聖

な
る
帝
王
と
王
朝
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

ち
な
み
に
、
本
論
文
『
漢
書
』
篇
の
各
章
に
お
け
る
議
論
の
概
要
は
下
記
の
と
お
り
で
あ

る
。 

  

第
一
章 

『
漢
書
』
帝
紀
の
検
討 

 

「
高
帝
紀
」
か
ら
「
成
帝
紀
」
に
至
る
『
漢
書
』
の
諸
帝
紀
を
個
別
具
体
的
に
検

討
し
、
第
一
に
、『
漢
書
』
の
帝
紀
が
「
堯
後
火
徳
の
神
聖
な
る
帝
王
」
と
し
て
神

聖
視
し
て
称
揚
翼
賛
し
て
い
る
の
は
、「
受
命
の
君
」
に
し
て
漢
王
朝
の
「
建
国
の

祖
」
で
あ
る
高
祖
の
み
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
古
来
名
君
の
誉
れ
の
高
い
文

帝
や
武
帝
を
含
む
恵
帝
以
後
の
諸
帝
に
つ
い
て
は
彼
ら
を
、
高
祖
と
の
血
縁
関
係

を
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
そ
の
あ
と
を
襲
っ
た
「
継
体
の
君
」
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
天
」
か
ら
瑞
祥
や
災
異
を
降
さ
れ
る
べ
き
「『
人
』
君
」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
、
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さ
ら
に
第
三
と
し
て
は
、
就
中
、
成
帝
に
関
し
て
は
、
寵
姫
と
そ
の
一
族
で
あ
る

趙
氏
や
外
戚
王
氏
の
優
遇
策
に
代
表
さ
れ
る
失
政
と
、
そ
の
よ
う
な
成
帝
へ
の
「
天

戒
」
や
、
よ
り
深
刻
な
「
天
譴
」
と
し
て
出
来
し
た
と
さ
れ
る
種
々
の
災
異
へ
の

不
適
切
な
対
応
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
を
「
亡
国
の
君
」
と
位
置
づ
け

る
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
帝
を
元
凶
と
す
る
前
漢
の
「
滅
亡
」
が
不
可
避
か

つ
必
然
の
史
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

  

第
二
章 

『
漢
書
』
「
外
戚
伝
」
の
検
討 

趙
飛
燕
姉
妹
を
寵
愛
し
、
別
の
女
性
が
生
ん
だ
待
望
の
嗣
子
を
「
抹
殺
」
し
た
だ

け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
生
母
で
あ
る
元
后
の
実
家
の
一
族
、
す
な
わ
ち
外
戚
王

氏
へ
の
優
遇
策
に
よ
っ
て
、
王
莽
の
簒
奪
に
対
し
て
「
露
払
い
」
を
行
な
っ
た
成

帝
の
「
亡
国
の
君
」
と
し
て
の
実
態
が
具
体
的
か
つ
詳
細
に
、
さ
ら
に
は
「
露
悪

的
」
な
ま
で
に
如
実
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
王
莽
に
つ
い
て
も
「
漢

兵
」、
す
な
わ
ち
更
始
帝
劉
玄
等
の
軍
勢
に
よ
っ
て
「
誅
」
さ
れ
て
、
自
ら
の
娘
で

あ
る
平
帝
の
皇
后
と
も
ど
も
滅
亡
す
る
運
命
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

第
三
章 

『
漢
書
』「
元
后
伝
」
の
検
討 

「
元
后
伝
」
が
、
そ
の
前
半
に
お
い
て
は
、
王
氏
の
台
頭
を
「
天
命
」
に
準
じ
た
、

半
ば
必
然
の
史
実
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
半
に
お

い
て
は
、
王
莽
の
台
頭
と
即
位
、
お
よ
び
「
新
」
王
朝
の
成
立
、
そ
れ
と
表
裏
す

る
関
係
に
あ
る
前
漢
の
「
滅
亡
」、
さ
ら
に
は
王
莽
と
「
新
」
の
「
滅
亡
」
な
ど
が
、

不
可
避
に
し
て
必
然
の
史
実
で
あ
る
こ
と
を
、
「
述
べ
て
作
ら
ざ
る
実
録
的
筆
法
」

に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
四
章 

『
漢
書
』「
王
莽
伝
」
の
検
討 

量
的
に
も
質
的
に
も
一
種
の｢

雄
篇｣

で
あ
る
と
と
も
に
、『
漢
書
』
全
篇
を
総
括
す

る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
王
莽
伝
」
を
対
象
と
し
て
検
討
と
考
察
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を
試
み
、
同
列
伝
が
、
王
莽
が
援
用
し
た
符
命
の
欺
瞞
性
等
と
、「
天
譴
」
と
し
て

の
種
々
の
災
異
の
頻
発
と
を
根
拠
と
し
て
、
第
一
に
、
王
莽
と
「
新
」
王
朝
の
「
閏

位
性
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
第
二
に
は
、
そ
れ

ら
を
「
駆
除
」
し
て
登
場
し
成
立
し
た
世
祖
、
す
な
わ
ち
光
武
帝
劉
秀
（
以
下
、

光
武
帝
劉
秀
と
記
す
）
と
「
後
漢
」
王
朝
の
「
正
統
性
」
の
証
明
を
試
み
て
い
る

こ
と
を
闡
明
し
た
。 

 

第
五
章 

『
漢
書
』
「
谷
永
伝
」
の
検
討 

『
漢
書
』
の
帝
紀
や
外
戚
を
中
心
と
し
た
諸
列
伝
を
対
象
と
し
た
第
四
章
ま
で
の

検
討
と
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
『
漢
書
』
の
帝
王
観
・
皇
帝
観
、
お
よ
び
漢

王
朝
観
や
歴
史
観
の
特
色
、
さ
ら
に
は
『
漢
書
』
の
述
作
目
的
に
関
す
る
理
解
が

妥
当
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
そ
れ
ら
の
深
化
を
期
し
て
、
一
般
人
士
の
代
表
と
し

て
、
谷
永
と
い
う
災
異
学
者
の
列
伝
（
以
下
、
本
伝
と
記
す
）
に
注
目
し
て
、『
漢

書
』
の
本
伝
と
同
書
「
五
行
志
」（
以
下
「
五
行
志
」
と
記
す
）
に
記
録
さ
れ
た
彼

の
災
異
解
釈
を
中
心
に
検
討
し
、
下
掲
の
第
一
か
ら
第
三
に
い
た
る
諸
事
実
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、『
漢
書
』
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に
留
意
す
る
べ
き
同

書
の
叙
述
態
度
に
関
す
る
興
味
深
い
知
見
を
得
た
。 

《
第
一
》
災
異
解
釈
を
通
じ
て
自
ら
の
主
張
や
思
想
を
開
陳
し
た
災
異
学
者
と
し

て
の
谷
永
を
対
象
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
本
伝
と
「
五

行
志
」
の
［
谷
永
像
］
は
共
通
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

《
第
二
》
し
か
し
な
が
ら
前
者
が
、
外
戚
王
氏
の
意
向
に
沿
っ
て
災
異
を
恣
意
的

に
解
釈
し
た
「
王
氏
の
阿
附
者
」
と
し
て
の
［
谷
永
像
］
を
提
示
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
前
漢
の
存
亡
に
関
わ
る
「
天
譴
」
と
し

て
の
災
異
を
解
釈
し
た
正
統
的
災
異
学
者
と
し
て
の
［
谷
永
像
］
を
提

示
し
て
い
る
こ
と
。 

《
第
三
》
こ
れ
ら
の
事
実
は
、『
漢
書
』
と
い
う
著
作
が
、
或
る
人
物
の
「
真
の
姿
」

の
探
求
と
記
録
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
書
が

証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
漢
王
朝
観
・
帝
王
観
・
皇
帝
観
、
そ
し
て
歴

史
観
の
妥
当
性
を
す
る
こ
と
を
主
目
的
に
し
た
叙
述
を
お
こ
な
っ
て
い

る
こ
と
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
個
々

の
人
物
に
「
役
割
」
を
与
え
て
そ
れ
を
「
演
じ
さ
せ
て
い
る
」
可
能
性
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が
有
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
『
漢
書
』
を
史
料

と
す
る
者
は
つ
ね
に
そ
の
「
事
実
」
に
留
意
し
、『
漢
書
』
に
描
か
れ
た

人
物
像
を
過
信
す
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
。 

  

以
上
で
あ
る
。 

  

第
六
章 

班
彪
と
班
固
の
漢
王
朝
観
と
そ
の
諸
帝
観
・
皇
帝
観
の
検
討 

 

同
書
の
編
者
で
あ
る
班
彪
・
班
固
父
子
が
著
し
た
広
義
の
文
学
作
品
で
あ
る
「
王

命
論
」、「
典
引
篇
」、「
両
都
賦
」
を
対
象
と
し
た
検
討
を
行
な
い
、
彼
ら
が
抱
懐

し
て
い
る
歴
史
観
や
漢
王
朝
観
、
そ
し
て
帝
王
観
や
皇
帝
観
と
が
、
以
下
の
《
第

一
》
か
ら
《
第
四
》
の
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え

で
、
そ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、《
第
五
》
の
よ
う
な
『
漢
書
』
理
解
、
さ
ら
に
は
『
漢

書
』
観
を
導
出
し
た
。 

 

《
第
一
》
高
祖
を
堯
後
火
徳
の
「
聖
帝
」
に
し
て
、
漢
王
朝
の
「
受
命
の
君
」
と
見

な
し
て
神
聖
化
し
称
揚
す
る
。 

《
第
二
》
た
だ
し
「
前
漢
」
王
朝
の
「
滅
亡
」
は
そ
れ
を
史
実
と
し
て
承
認
す
る
。 

《
第
三
》
そ
の
一
方
に
お
い
て
、「
前
漢
」
の
「
滅
亡
」
の
の
ち
、
あ
ら
た
め
て
「
天

命
」
を
う
け
て
、
す
な
わ
ち
所
謂
「
再
受
命
」
に
よ
っ
て
「
後
漢
」
王
朝

を
建
て
た
光
武
帝
劉
秀
を
も
堯
後
火
徳
の
「
聖
皇
」
と
見
な
し
、
高
祖
と

と
も
に
「（
高
光
）
二
聖
」
と
し
て
神
聖
化
し
称
揚
す
る
。 

《
第
四
》
そ
の
よ
う
な
帝
王
観
・
皇
帝
観
を
前
提
と
し
て
、
高
祖
と
い
う
堯
後
火

徳
の
「
聖
帝
」
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
の
ち
、
「
前
漢
」
の
「
滅
亡
」
を

経
て
、
光
武
帝
劉
秀
と
い
う
、
や
は
り
堯
後
火
徳
の
「
聖
皇
」
に
よ
っ
て

再
興
さ
れ
た
漢
王
朝
、
す
な
わ
ち
「
高
光
二
聖
」
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
再

興
さ
れ
た
「
後
漢
」
王
朝
こ
そ
、
「
真
」
の
正
統
か
つ
神
聖
王
朝
で
あ
る

と
見
な
す
。 

《
第
五
》
要
す
る
に
、
班
彪
・
班
固
父
子
の
歴
史
観
や
漢
王
朝
観
、
そ
し
て
帝
王

観
や
皇
帝
観
は
、
「
後
漢
王
朝
と
そ
の
諸
帝
、
と
く
に
光
武
帝
劉
秀
を
称

揚
、
翼
賛
す
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
論
文
の

『
漢
書
』
篇
に
お
い
て
筆
者
が
提
示
し
た
『
漢
書
』
観
と
整
合
的
関
係
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

上
記
の
よ
う
に
、
本
論
文
の
前
半
を
構
成
す
る
『
漢
書
』
篇
は
、『
漢
書
』
と
い
う
著
作
が
、

第
一
に
、「
前
漢
」
王
朝
の
必
滅
性
を
論
証
す
る
（
第
一
章
～
第
六
章
）
一
方
に
お
い
て
、「
前

漢
」
王
朝
を
簒
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
し
成
立
し
た
王
莽
と
「
新
」
王
朝
を
も
、
非
正
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統
に
し
て
閏
位
の
「
帝
王
」
と
「
王
朝
」
と
し
て
そ
れ
ら
を
否
定
、
否
認
（
第
二
章
～
第
五

章
）
し
た
う
え
で
、
第
二
に
は
、
必
滅
の
王
朝
で
あ
る
「
前
漢
」
王
朝
を
簒
奪
し
た
王
莽
と

「
新
」
王
朝
を
「
駆
除
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
し
た
光
武
帝
劉
秀
と
彼
の
「
後
漢
」
王

朝
こ
そ
が
、「
堯
後
火
徳
の
聖
帝
た
る
高
祖
」
の
正
統
を
継
ぐ
真
の
「
聖
帝
」
と
「
神
聖
王
朝
」

で
あ
る
こ
と
を
闡
明
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
称
揚
す
る
「『
後
』
漢
王
朝
頌
歌
」
の
書
で
あ
る

（
第
四
～
六
章
）
こ
と
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

 

そ
の
う
え
で 

董
仲
舒
篇
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
「
聚
訟
の
府
」
の
観
を
呈
し
て
い
る
、

『
漢
書
』
に
示
さ
れ
た
［
董
仲
舒
像
］
の
実
態
を
考
察
し
、
そ
れ
が
本
論
文
の
『
漢
書
』
篇

に
お
い
て
提
示
し
た
筆
者
の
『
漢
書
』
理
解
と
整
合
的
関
係
を
切
り
結
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
、
筆
者
の
『
漢
書
』
理
解
の
妥
当
性
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
『
漢
書
』
篇

に
お
け
る
『
漢
書
』
の
特
色
を
め
ぐ
る
考
察
が
、『
漢
書
』
を
基
本
史
料
と
す
る
実
際
の
漢
代

史
研
究
に
お
い
て
有
す
る
具
体
的
「
効
用
」
の
事
例
の
一
つ
と
し
た
。 

  

な
お
、『
漢
書
』
篇
と
同
様
に
、
董
仲
舒
篇
の
各
章
に
お
け
る
議
論
の
概
要
を
示
せ
ば
下
記

の
と
お
り
で
あ
る
。 

  

第
一
章 

『
漢
書
』
に
お
け
る
［
董
仲
舒
像
］
と
そ
の
意
義
、
及
び
役
割
―
『
漢
書
』「
董
仲

舒
伝
」
所
引
「
天
人
三
策
」
を
中
心
と
し
て
― 

  

『
漢
書
』
列
伝
二
六
「
董
仲
舒
伝
」（
以
下
、
本
伝
と
記
す
）
に
引
用
さ
れ
た
所

謂
「
天
人
三
策
」
に
つ
い
て
、
三
次
に
わ
た
る
制
策
と
、
お
な
じ
く
三
次
に
わ

た
る
対
策
の
具
体
的
内
容
と
特
色
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
当
該
史
料
に

お
け
る
董
仲
舒
の
姿
」
、
す
な
わ
ち
［
天
人
三
策
に
お
け
る
董
仲
舒
像
］
の
抽
出

を
試
み
た
。 

そ
の
結
果
、「
天
人
三
策
」
が
内
包
し
て
い
る
［
董
仲
舒
像
］
が
、
「
三
段
階

論
的
災
異
説
」
と
筆
者
が
命
名
し
た
災
異
説
を
提
唱
し
た
『
春
秋
』
災
異
学
者

で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び 

 

「
徳
治
」
の
実
施
→
「
災
異
」
の
消
伏
と
「
瑞
祥
」
の
招
来
→
「
王
道
」

の
実
現 

 と
し
て
要
約
さ
れ
る
「
政
治
プ
ラ
ン
」
に
も
と
づ
い
て
国
家
、
社
会
、
民
生
の

安
定
の
実
現
を
目
指
し
た
学
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
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ま
た
、
そ
れ
ら
と
関
連
し
て
、
従
来
は
「
董
仲
舒
に
よ
る
儒
教
の
官
学
化
」
の

指
標
と
さ
れ
て
い
た
「
太
学
」
の
設
置
や
「（
『
孝
廉
』
に
準
じ
る
）
人
材
登
用

制
度
」
の
実
施
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
も
上
掲
の
「
プ
ラ
ン
」
に
お
け
る
「
徳
治
」

の
一
環
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、「
災
異
」
を
消
伏
し
「
瑞
祥
」
を
招
来
す
る
た

め
の
「
手
段
」
と
し
て
提
案
さ
れ
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、

「
天
人
三
策
」
の
文
末
に
置
か
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
儒
教
の
官
学
化
」
を
実
現

し
た
大
立
者
と
し
て
の
従
来
の
［
董
仲
舒
像
］
を
不
動
の
も
の
と
し
て
き
た
「
諸

学
の
禁
絶
と
儒
教
一
尊
」
の
要
請
と
見
ら
れ
る
一
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
信
憑

性
な
ど
の
再
考
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章 

『
漢
書
』
に
お
け
る
［
董
仲
舒
像
］（
そ
の
二
）
―
「
五
行
志
」
所
引
「
高
廟
園
災
対
」

を
中
心
と
し
て
― 

 

董
仲
舒
が
死
罪
に
問
わ
れ
た
筆
禍
事
件
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
以
後
、
「
仲
舒
遂
不

敢
復
言
災
異
」
（
仲
舒
遂
に
敢
へ
て
復
た
災
異
を
言
わ
ず
）
と
明
記
さ
れ
る
ほ
ど

に
『
春
秋
』
災
異
学
者
と
し
て
の
董
仲
舒
自
身
と
彼
の
『
春
秋
』
災
異
学
と
の
名

誉
を
毀
損
し
た
と
考
え
ら
れ
る
筆
禍
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
元
凶
と
な
っ
た
と
さ

れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
高
廟
園
災
対
」
と
、
そ
の
後
日
譚
を
中
心
と
し
た
検
討
を
お

こ
な
い
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
ま
ず
確
認
し
た
。 

 

一
．
高
廟
園
災
対
は
、
『
春
秋
』
災
異
学
を
基
本
理
念
と
し
て
、
諸
侯
王
や
大
臣

勢
力
の
抑
制
と
排
除
と
い
う
「
強
幹
弱
枝
策
」
の
実
現
を
求
め
た
上
奏
文
の

草
稿
で
あ
っ
た
こ
と
。 

二
．
淮
南
王
謀
反
事
件
を
経
験
し
た
武
帝
に
よ
っ
て
そ
れ
が
再
評
価
さ
れ
、
董
仲

舒
の
弟
子
の
呂
歩
舒
が
、
当
該
の
謀
反
事
件
の
断
獄
を
一
任
さ
れ
、
か
つ
、

そ
の
結
果
に
武
帝
が
満
足
し
た
こ
と
。 

三
．
と
り
わ
け
上
掲
の
二
．
の
事
実
は
、
高
廟
園
災
対
に
起
因
す
る
筆
禍
事
件
に

よ
っ
て
毀
損
さ
れ
た
董
仲
舒
と
彼
の
『
春
秋
』
災
異
学
の
名
誉
が
実
質
的
に

「
回
復
」
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
。  

 

そ
の
う
え
で
、
た
と
え
本
伝
の
末
尾
に
、
高
廟
園
災
対
に
起
因
す
る
筆
禍
事
件
の

結
果
に
関
連
し
て
、「
仲
舒
遂
に
敢
へ
て
復
た
災
異
を
言
わ
ず
」（
仲
舒
遂
不
敢
復

言
災
異
）
と
い
う
一
文
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、『
漢
書
』
全
体
が
抱
懐
す
る
［
董

仲
舒
像
］
に
は
、『
史
記
』
に
胚
胎
す
る
と
と
も
に
、
本
論
文 

董
仲
舒
篇
、
第
一

章
に
お
い
て
筆
者
（
小
林
）
が
天
人
三
策
か
ら
導
出
し
た
、
『
春
秋
』
災
異
学
者

と
し
て
の
性
格
が
継
承
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
下
掲
の
劉
向
の
文
言
を
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史
料
的
拠
り
所
と
し
つ
つ
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

董
仲
舒
、
私
か
に
災
異
の
書
を
為
る
に
坐
し
、
主
父
偃
、
取
り
て
之
れ
を

奏
し
吏
に
下
さ
れ
、
罪
は
不
道
坐
す
。
幸
い
不
誅
を
蒙
り
、
復
た
太
中
大

夫
、
膠
西
相
と
為
り
、
老
病
を
以
て
免
帰
す
る
も
漢
に
興
さ
ん
と
欲
す
る

所
有
れ
ば
、
常
に
詔
問
有
り
。
仲
舒
は
世
の
儒
宗
と
為
り
、
議
を
定
め
て

天
下
に
益
す
る
有
り
。 

（『
漢
書
』
列
伝
六
、「
楚
元
王
伝
」
劉
向
の
条
） 

  

第
三
章 

『
漢
書
』「
五
行
志
」
に
お
け
る
董
仲
舒
の
災
異
学
と
災
異
解
釈
の
役
割 

 

「
五
行
志
」
に
記
録
さ
れ
た
、
三
段
階
論
的
災
異
説
に
も
と
づ
く
董
仲
舒
の
具
体

的
災
異
解
釈
の
検
討
を
中
心
と
し
て
、「
五
行
志
」
に
お
け
る
彼
の
三
段
階
論
的

災
異
説
と
災
異
解
釈
、
さ
ら
に
は
董
仲
舒
自
身
の
役
割
と
そ
の
意
義
の
闡
明
を
試

み
、
董
仲
舒
の
災
異
説
と
災
異
解
釈
、
お
よ
び
彼
自
身
と
、
『
漢
書
』
自
体
と
の

関
係
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
知
見
を
得
た
。 

 

第
一
：
董
仲
舒
の
三
段
階
論
的
災
異
説
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
具
体
的
災
異
解
釈
、

さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
解
釈
に
内
包
さ
れ
て
い
る
［
個
々
の
君
主
に
対
す
る

董
仲
舒
の
評
価
］
、
と
く
に
［
或
る
君
主
を
「
亡
国
の
君
」
と
見
な
す
か

否
か
の
董
仲
舒
の
判
断
］
が
、「
五
行
志
」
自
体
の
［
君
主
評
価
］
の
「
基

準
」
と
し
て
一
定
の
「
権
威
」
を
承
認
さ
れ
、
か
つ
実
際
に
機
能
し
て
い

た
こ
と
。 

第
二
：
董
仲
舒
の
［
君
主
評
価
］
が
、
谷
永
の
よ
う
な
後
継
者
を
「
媒
介
」
と
し

て
、
成
帝
を
前
漢
「
滅
亡
」
の
元
凶
と
み
な
す
「
成
帝
観
」
、
さ
ら
に
は

そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
、
前
漢
「
滅
亡
」
を
不
可
避
か
つ
必
然
と

見
な
す
「
前
漢
王
朝
観
」
と
し
て
継
承
、
発
展
、
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

第
三
：
さ
ら
に
は
、
［
董
仲
舒
の
三
段
階
論
的
災
異
説
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
具

体
的
災
異
解
釈
］
と
、［「
五
行
志
」
自
体
］、
さ
ら
に
は
［『
漢
書
』
自
体
］

と
の
あ
い
だ
に
は
、
事
実
と
し
て
「
整
合
的
」
関
係
が
見
い
だ
し
得
る
こ

と
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
の
董
仲
舒
篇
の
諸
章
に
お
け
る
考
察
と
そ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

『
漢
書
』
の
［
董
仲
舒
像
］、
具
体
的
に
は
、［『
漢
書
』
に
記
録
さ
れ
た
董
仲
舒
の
事
績
や
彼
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の
災
異
解
釈
］
が
、「
五
行
志
」
の
災
異
解
釈
や
、
諸
王
や
諸
帝
評
価
な
ど
に
「
基
準
」
を
付

与
す
る
存
在
と
し
て
一
定
の
「
権
威
」
を
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
事

実
を
紐
帯
と
し
て
、
成
帝
を
「
亡
国
の
君
」
、
「
前
漢
」
を
必
滅
の
王
朝
と
見
な
す
『
漢
書
』

自
体
と
も
［「
整
合
的
」
関
係
］
を
定
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、「『
儒
教

の
官
学
化
』
を
実
現
し
た
大
儒
」
と
し
て
通
説
化
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
定
説
化
」
し
て
い
る

従
来
の
［
董
仲
舒
像
］
自
体
に
つ
い
て
も
、『
春
秋
』
災
異
学
者
、
と
り
わ
け
「
三
段
階
論
的

災
異
説
」
の
提
唱
者
と
し
て
の
事
績
に
重
点
を
お
い
た
も
の
に
転
換
、
修
正
さ
れ
る
余
地
が

生
じ
る
も
の
と
考
え
る
。 

  

上
記
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
そ
の
『
漢
書
』
篇
に
お
い
て
、『
漢
書
』
が
「
前
漢
王
朝
へ
頌

歌
」
で
は
な
く
「
後
漢
王
朝
へ
の
頌
歌
」
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
董
仲
舒
篇

に
お
い
て
は
、
『
漢
書
』
篇
に
お
い
て
導
出
し
た
『
漢
書
』
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
新
た
な

［
董
仲
舒
像
］
を
定
立
す
る
と
と
も
に
、『
漢
書
』
と
［
董
仲
舒
像
］
と
の
間
に
「
整
合
的
関

係
」
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
漢
書
』

を
史
料
と
す
る
漢
代
史
研
究
全
般
に
新
た
な
基
本
的
視
座
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。 


