
曲

阜

地

域

の
元

代

石

刻

群

を

め

ぐ

っ
て

森

田

虫思

司

は
じ
め
に

元
朝
史
研
究
と
石
刻

ア

石
刻
資
料
を
め
ぐ
る
現
況
に
つ
い
て

イ

元
朝
史
研
究
の
現
状
と

「聖
賢
の
家
」

ウ

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
の
資
料
的
位
置
付
け

曲
阜
地
区
元
朝
石
刻
目
録
稿

は
じ
め
に

二
〇
〇

一
年
に
斉
魯
書
社
か
ら
、
酪
承
烈
編

『石
頭
上
的
儒
家
文

献
ー
曲
阜
碑
文
録
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
は
、
孔
廟
、
孔
林
、
顔

廟
な
ど
の
曲
阜
地
区
の
史
蹟
に
残
さ
れ
た
石
刻
に
つ
き
、
漢
代
か
ら

民
国
期
に
至
る
ま
で
の
全
部
で

一
一
二
五
点
を
録
文
し
、
句
読
を
施

し
て
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
各
石
刻
に
つ
い
て
、
年
代
、
寸
法
、
撰

者
、
書
者
、
立
碑
者
、
所
在
地
、
関
連
資
料

な
ど
の
基
礎
的
な
デ
ー

タ
を
注
記
し
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
曲
阜
に
現
存
す
る
少
な

く
と
も
元
朝
期

の
石
刻
に
つ
い
て
は
網
羅
的

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
元

朝
時
代
の
石
刻
資
料
を
基
礎
に
し
て
、
そ
れ
に
補
正
を
加
え
る
と
と

も
に
、
他
の
文
献
所
収
の
碑
記
の
類

(多
く
は
現
存
し
な
い
の
で
あ

ろ
う
が
)
を
含
め
た
曲
阜
地
域
の
元
朝
期
の
石
刻
目
録
を
作
成
す
る

こ
と
と
し
た
。
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た

の
に
は
、

一
つ
に
は
、

元
朝
史
研
究
に
お
い
て
は
、
石
刻
資
料
の
利
用
に
熱
心
な
研
究
者
が

他
の
時
代
に
比
し
て
多
い
こ
と
、
も
う

一
つ
に
は
最
近
の
元
朝
の
漢

民
族
支
配
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
の
中
で
、
曲
阜
の
術
聖
公
家
を
41

心
と
し
た

「聖
賢
の
家
」
研
究
に
進
展
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
二
つ
の
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理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
石
刻
資
料
の
利

用
と
元
朝
史
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
概
述
し
て
、
『石
頭
上
的
儒
家

文
献
』
出
版
の
持

つ
意
味
と
本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
曲
阜
石
刻
資

料
群
の
資

料
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
、

つ
い
で
石
刻
資
料
目
録
に
進

み
た

い
と
考
え
る
。

元
朝
史
研
究
と
石
刻

ア

石
刻
資
料
を
め
ぐ
る
現
況
に
つ
い
て

石
刻
資

料
を
歴
史
研
究

の
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
古
く

さ
か

の
ぼ
れ
ば
北
宋
時
代

の
欧
陽
脩
や
司
馬
光
に
ま
で
た
ど
り
着
く

が
、
今
日

の
石
刻
資
料

の
史
料
と
し
て
の
利
用
に
直
接

つ
な
が
る
も

の
と
し
て
は
、
清
朝
に
お
け
る
学
術
の

一
分
野
と
し
て
の
金
石
学
の

発
展
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
台
湾

の
新
文
曲豆
出
版
公
司

か
ら
出
版
さ
れ
た
、
『石
刻
史
料
新
編
』
(
.
九
七
七
)
、
『石
刻
史
料

新
編
第
二
輯
』
(
一
九
七
九
)
、
『石
刻
史
料
新
編
第
三
輯
』

(
一
九
八

六
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
石
刻
書
群
は
、
清
朝
か
ら
民
国
に

か
け
て
、
多
大
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
こ
の
学
問
分
野
に
注
が
れ
て
い
た

こ
と
を
我

々
に
伝
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
近
代

の
東
洋
史
学
に
お
い

て
も
、
少
な
か
ら
ざ
る
先
学
が
石
刻
資
料
の
史
料
的
価
値
に
注
目
し
、

石
刻
書
を
利
用
し
て
の
研
究
と
と
も
に
、
多

く
の
石
刻
資
料
が
拓
本

ら
ヨ

　

の
形
で
招
来
さ
れ
も
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
十
数
年
の
問
に
、
石
刻
資

料
及
び
そ
の
利
用
を
取

巻
く
環
境
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
き
た
。

一
つ
に
は
、
大
部
の
資

料
集
の
刊
行
が
あ
る
。
ま
ず
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
上
記
の

『石

刻
資
料
新
編
』

一
ー
三
輯
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
多
数
の
石
刻

書
が
研
究
者
の
座
右

で
の
利
用
が
可
能
に
な

っ
た
。
あ
る
い
は
何
種

類
か
の
地
方
志
影
印
叢
書
の
刊
行
に
よ

っ
て
、
石
刻
書
以
外
で
は
最

大
の
石
刻
資
料

の
来
源
で
あ
る
地
方
志

の
利
用
が
容
易
に
な

っ
た
。

さ
ら
に
は
、
『
四
庫
全
書
』
、
『四
庫
全
書
存

目
叢
書
』
の
影
印
刊
行

も
、
石
刻
資
料
も
し
く
は
関
連
資
料
の
利
用

に
と

っ
て
大
き
な
助
け

に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
の
以
下
の
叙
述
を
そ
の
例
と
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
『北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匿
編
』
全

]
○

○
巻

(北
京
図
書
館
金
石
組
編

中
州
古
籍
出
版
社

.
九
九
〇
)

や
、
『大
理
叢
書

金
石
編
』
全

一
〇
巻

(張
樹
芳
編

社
会
科
学

出
版
社

一
九
九
三
)
な
ど
を
は
じ
め
と
す

る
、
石
刻
資
料
の
拓
本

の
影
印
を
主
体
と
し
た
資
料
集
の
刊
行
に
よ

っ
て
、
我
々
は
多
数
の

石
刻
資
料

の
拓
本
を
手
元
に
お
い
て
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。
従
来
の
拓
本
影
印
が
書
道
史
的
視
点
か
ら
の
、
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「名
品
」

中
心
の
も
の
が
多

い
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
近
代

に
ま
で
対
象
を
拡
げ
た
資
料
的
側
面

の
強

い
編
集
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
石
刻
資
料
の
録
文
集

の
刊
行
も
増
加
し
て
お
り
、
元
代
石
刻

に
話
を
限
定
す
れ
ば
、
北
京
大
学
図
書
館
所
蔵

の
拓
本
資
料
を
フ
ル

に
活
用
し
た
、
陳
智
超
編

『道
家
金
石
略
』

(文
物
出
版
社

.
九

八
八
、
『
陳
援
庵
先
生
全
集
』
[新
文
曲豆
出
版
公
司
」
第
四
-
八
巻
所

収
、
森
田

89
参
照
)
は
、
元
朝
史
研
究
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
。
こ

の
論
文
で
取
り
挙
げ
る

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
も
、
録
文
集
で
あ

る
が
、
以
F
に
述
べ
る
よ
う
に
元
朝
史
料
と
し
て
の
価
値
は
大
き

い
。

さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
は
経
済
開
発
の
副
産
物
が
多
く
を
占
め
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
新
出
石
刻

の
紹
介
も
少
な
く
な

い
。
と
く
に
、
地
ド
に

埋
蔵
さ
れ

る
の
が

一
般
で
あ
る
故
に
墓
誌
の
出
土
が
多
く
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
各
種
の
墓
誌
資
料
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
あ
る

い
は
、

改
革
開
放

の
結
果
と
し
て
、
地
方
レ
ベ
ル
で
の
発
掘
情
報
が
日
本
で

読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
石
刻
資
料
研
究
を
取
巻
く
環
境

の
最
大
の
変
化
は
、
中

国
の
改
革
開
放
政
策
に
よ
る
国
内
旅
行
の
自
由
化
に
よ

っ
て
、
石
刻

の
実
物
に
触
れ
る
機
会
や
、
各
図
書
館
が
所
蔵
す
る
拓
本
な
ど
の
資

料
の
調
査

の
機
会
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
国
各
地
を
旅
行

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
石
刻
史
料

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
研
究
上
に
利
用

す
る
こ
と
す
ら
実
現
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
う
し
た
研
究
成
果
の

代
表
的
な
も
の
が
、
中
村

・
松
川
93
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
新
資
料
の
出
現
だ
け

に
止
ま
る
の
で
は
な
い
。

上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
前
か
ら
我
が
国
に
は
石
刻
史
料
の
拓
本

が
招
来
さ
れ
、
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
き
て

い
る
が
、
物
と
し
て
の

拓
本
の
特
殊
性
か
ら
必
ず
し
も
十
分
な
利
用

が
図
ら
れ
ず

(こ
の
あ

た
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
H
A
N
S
E
N
87
参
照
)
、
石
刻
書
所

載
の
録
文
を
用

い
て
の
研
究
が
主
流
で
あ

っ
た
。
石
刻
書
の
中
に
も
、

『金
石
苑
』
(清

・
劉
喜
海
)
や

『江
蘇
金
石
志
』
の
よ
う
に
、
原
碑

の
形
態
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
た
録
文
方
式
を
採
用
し
て
い

る
も
の
も
な

い
わ
け
で
は
な

い
が
、
大
部
分

の
石
刻
書
は
、
た
ん
に

録
文
を
提
供
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、
原
碑

(あ
る
い
は
そ

の
写
真
)
で
あ
れ
、
拓
本

(あ
る
い
は
そ

の
影
印
)
で
あ
れ
、
「実

物
」
を
利
用
し
て
の
研
究
が
可
能
に
な

っ
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
従
来
の
石
刻
書
に
お
け
る
録
文
の
再
検
討
が
可
能

に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
元
朝
の
石
刻
を
こ
う
し
た

「
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
」
材
料
で
検
討
し
つ
づ
け
て
き
て
い
る
筆
者
ら
の
経
験
で
は
、
録

文
に
関
し
て
は
、

一
字
の
訂
正
、
再
検
討
の
必
要
の
な

い
録
文
は
皆

無
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
刊
の
資
料
集
に
つ
い
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て
も
同
様

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
論
文

の
中
で
の

『石
頭
上
的
儒
家

文
献
』
に

つ
い
て
の
検
討
で
ご
理
解
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
研
究
上
重
要
な
こ
と
は
、
原
碑

の
形
態
そ

の
も
の
で
石
刻
資
料
を
読
め
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
も
た
ら
す
意
義
と
し
て
は
、

一
つ
に
は
、
こ
れ
ま

で
の
石
刻
書
に
お
け
る
録
文
に
お

い
て
省
略
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
部

分
が
利
用

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
立
碑
関
係
者
の
題

名
や
宗
派
図
の
類
が
そ
の
例
で
あ
り
、
と
く
に
そ
れ
が
碑
陰
所
刻
の

場
合
に
は
、
石
刻
書

の
録
文
で
は
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
。
ま
た
、
刻
石
者
名
な
ど
も
省
略
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
と
く

に
、
前
者
は
地
域
社
会
や
制
度
史
の
研
究
史
料
と
し
て
意
味
が
大
き

い
の
で
あ

る
が
、
文
章
と
し
て
石
刻
を

「
読
む
」
際
に
は
不
要
な
も

の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
も
う

一
つ
が
、
原
碑
に
お

け
る
字
配
り
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
原
碑

の
各
行
の
字
詰
め
だ

け
で
は
な
く
、
改
行
、
拾
頭
、
空
格
な
ど
を
再
現
し
て
い
る
石
刻
書

は
多
く
は
な

い
。
中
国
史
研
究
に
お

い
て
石
刻
史
料
が
重
視
さ
れ
る

一
つ
の
理
由
が
、
公
私
を
問
わ
ず
古
文
書

の
現
存
が
極
度
に
少
な

い

中
国
に
お

い
て
、
石
刻

の
中
に
は
、
公
文
書
を
中
心
に
そ
の
原
形
を

留
め
て
い
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
し
た
視
点
か
ら
石
刻
史
料
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
拓
本
や

石
刻
の
写
真
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
の
で

き
る
情
報
は
少
な
く
な
い

(も
ち
ろ
ん
石
に
刻
す
る
際
に
原
文
書
の

形
を
留
め
る
こ
と
が
、
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
は

残
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
事
例
と

し
て
は
森
田
93
参
照
)
。

イ

元
朝
史
研
究
の
現
状
と

「聖
賢
の
家
」

次
に
、
元
朝
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
史
研
究
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
と
の
関
連
か
ら
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

日
本
に
お
け
る
元
朝
時
代
史
研
究
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
漢
民
族

支
配
が

い
か
に
お
こ
な
わ
れ
た
か
、
の
視
点
か
ら
時
代
の
枠
組
み
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
最
近
に
な

っ
て
、
杉
山
正

明
氏
の

一
連
の
論
著
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
朝
の
中
国
支
配
を

]
方
的
、
圧
政
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
見

て
い
こ
う
と
す
る
研
究

へ
ら

　

の
流
れ
が
顕
著
に
な

っ
て
き

て
い
る
。

筆
者
は
、
従
来
か
ら
、
元
朝
支
配
下
の
中
国
社
会
、
そ
の
中
で
も

漢
人
知
識
人
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
中
華
の
文
化
に
つ
い
て
の
認
識

の
な

い
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
に
よ
る
伝
統
的
文
明
、
価
値
の
衰
退
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
個
別
の
歴
史
的
事
実

の
集
成
、
再
検
討
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、

一
部
の
漢
民
族
知
識
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人
の
反
モ
ン
ゴ
ル
的
発
言
、
そ
の
代
表
的
な
例
が
鄭
思
肖
、
謝
栃
得

な
ど
に
よ

る

「
九
儒
十
巧
」
で
あ
る
が
、
に
よ

っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
時
代
感
が
形
成
さ
れ
て
い
る
点
が
多

い
の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑
問
を
提
示
し
、
元
朝
時
代
の
漢
人
知
識
人

の
処
遇
と

そ
れ
に
か
か
わ
る
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
を
お
こ
な

っ
て
き
た

(
こ

う
し
た
問
題
を
概
括
的
に
述
べ
た
筆
者
の
文
章
と
し
て
は
、
森
田
90
、

森
田
01
が
あ
る
)
。
そ
し
て
、
言
わ
ば
中
華

の
伝
統
的
価
他
の
目
パ体

的
な
例
と

し
て
、
科
挙
と
と
も
に
、
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子

へ
の
尊

崇
と
、
孔

子
の
直
系
の
・r
孫
で
あ
る
街
聖
公
家
や
そ
の
他

の
弟
子
た

ち

の
子
孫

(以
下
、
「
聖
賢
の
家
」
と
総
称
す
る
)

へ
の
処
遇

へ
の

研
究

の
必
要
を
指
摘
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
成
果
と
し
て
、
陳
86
、
薫
92
が

あ
り
、
筆
者
も
そ
れ
を
踏
ま
え

て
、
こ
の
時
代
の
術
聖
公
家
を
概
観

し
た
こ
と

が
あ
り

(森
田
91
)
、
モ
ン
ゴ
ル
の
華
北
支
配
の
初
期
の

丁
酉
年

(
一
二
三
七
)
に
お
け
る
聖
賢
の
家

へ
の
モ
ン
ゴ
ル
の
政
策

の
形
成
と

そ
の
背
景

に
つ
い
て
、
「大
朝
褒
崇
祖
廟
之
記
」
を
材
料

に
論
じ
た
こ
と
も
あ
る

(森
田
93
)
。
最
近
で
は
、
宮
紀
子
氏
に
よ

る
、
大
徳

一
一
年
の
孔
子
加
封
詔
碑
に
つ
い
て
の
研
究
も
発
表
さ
れ

た

(宮
99
)
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
時
代
の
孔

子
や
街
聖
公
家
を
と
り
ま
く
状
況
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
い
く

一

方
、
元
朝
が
華
北
を
支
配
下
に
置
い
た
早

い
段
階
か
ら
こ
う
し
た

「聖
賢
の
家
」

へ
の
待
遇
を
開
始
し
、
南
宋
征
服
後
の
術
聖
公
南
宗
、

張
天
師
な
ど

へ
の
厚
遇
と
も
あ
わ
せ
て
、
中
華
の
伝
統
的
価
値
の
尊

重

の

一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど

が
、
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究

に
お
い
て
、
そ
の
中
心
的
な
史
料
は
石
刻
資

料
で
あ

っ
た
。

ウ

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
の
資
料

的
位
置
付
け

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
資
料
お
よ
び
研
究
の
状
況
の
中
に
お

い
て
、

今
回
出
版
さ
れ
た

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
、
ど
の
よ
う
な
価
値
を
有
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
資
料
集

は
、
伝
統
的
価
値
観
の
総
本
山
と
も
言
え
る
孔
子
の
聖
地
で
あ
る
曲

阜
地
区
に
お
け
る
石
刻
資
料
を
集
成
し
た
も

の
で
あ
り
、
イ
で
述
べ

た
よ
う
な
研
究
状
況
と
も
関
連
深
く
、
元
朝
政
権
の
漢
人
知
識
人
政

策
を
考
え
る
上
で

一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

長
い
歴
史
の
問
に
ほ
と
ん
ど
の
石
刻
が
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
た

と
い
っ
て
も
、
今
日
に
残
る
石
刻
の
数
は
膨
大
な
も
の
が
あ
る
。
し

か
し
、
特
定
の
地
域
、
史
蹟
に
関
係
す
る
石
刻
が
ま
と
ま

っ
て
現
存

す
る
点
で
は
、
孔
廟
、
孔
府
を
を
中
心
と
す

る
曲
阜
地
区
に
勝
る
も
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の
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
は
、
各
地
に
碑
林
が
設
け
ら
れ
、
石

刻
の
保
存

が
図
ら
れ
て
い
る
と
は

い
う
も

の
の
、
そ
れ
は
、
例
え
ば

西
安
の
碑
林
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
周
辺
各
地
か
ら
府
県
学
な
ど
に

石
刻
が
集

め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
場
所
に
は
じ
め
か
ら
属
す
る
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
曲
阜
地
区
の
石
刻
群
は
、
お

そ
ら
く
史

上
最
大
の
石
刻

へ
の
災
厄
で
あ
ろ
う
文
化
大
革
命
を
も
く

ぐ
り
ぬ
け

、
建
碑
の
現
地
で
今
日
に
至

っ
て
い
る
点
で
、
特
筆
す
べ

き
も

の
で
あ
る
。
『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
に
よ
れ
ば
、
曲
阜
地
区

全
体
に
現
存
す
る
石
刻
の
数
は
、
約
五
千
と
い
う
。
孔
林
の
墓
碑
を

含
む
数
と

い
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
膨
大
さ
は
驚
く
に
足
る
。

今
回
の
目
録
の
参
照
文
献
表
に
も
列
記
す
る
ご
と
く
、
曲
阜
と
い

う
場
所
や
術
聖
公
そ
の
他
の
聖
賢

の
家
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

多
く
の
書
物
が
編
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
歴
代
の
詔
勅
や
碑

記
が
収
録

さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
収
録
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
れ
ら
の
石
刻
の
う
ち
、
著
名
な
、
あ
る
い
は
代
表
的
な

も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
全
体
像
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
の
特
徴
と
す
べ
き
点
は
、
ま
ず
こ
こ

に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
書
冒
頭
の

「編
纂
説
明
」
の

「甲
」
に

お

い
て
は
、
不
収
録
の
対
象

(近
年

の
模
刻
や
法
帖
な
ど
)
を
列
挙

し
て
お
り
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
外
の
石
刻
は
網
羅
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
朝
時
代
の
石
刻
に
つ
い
て
網
羅
性

を
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
『孔

顔
孟
三
氏
志
』
を
除
く

閾
里
関
係

の
書
籍
に
所
収
の
元
朝
石
刻
の
ほ
と
ん
ど
が
本
書
に
収
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
現
存
の
石
刻
に
つ
い
て
ほ
ぼ
網
羅

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
特
長
の
第

一
は
、

ハ
　

　

そ
の
網
羅
性
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

も
う

一
つ
の
特
長
と
す
べ
き
点
は
、
前
代

の
文
献
に
す
で
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
他
書
の
移
録
の
転
載
で
は
な
く
、

一
律
に
原
碑
に
よ
る
採
録
に
努
め
た
と
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る

(編

纂
説
明
丙
-

一
)。
上
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
文
献
で
は
、

石
刻
を
移
録
す
る
に
あ
た

っ
て
、
と
も
す
れ
ば
本
文

(場
合
に
よ
つ

て
は
、
そ
の
主
要
部
分
)
の
み
に
限
る
こ
と

が
少
な
く
な
く
、
史
料

と
し
て
の
価
値
を
減
じ
て
い
た
。
本
書
が
、

こ
の
よ
う
な
方
針
で
編

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
利
用
価
値
を
高

め
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
個
々
の
録
文
を
見
て
い
く
と
、
碑
陰

の
省
略
が
あ
る
他
、
立

石
の
日
付
や
、
立
碑
者
名
が
録
文
に
は
無

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
記

に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

っ
て
、
移
録

の
際
に
な
に
か
が
省

略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と

い
う
疑
問
が
残
る
石
刻
が
あ

る
。な

お
、
こ
の
論
文
で
は
、
個
々
の
石
刻

の
録
文
や
句
読
に
つ
い
て
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の
検
討
は
、
拓
影
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
推
測
に
よ
る
録
文

の
補
正
を

お
こ
な
う
こ
と
は
、
か
え

っ
て
混
乱
を
生
じ
る
と
考
え
る

の
で
お
こ
な

っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
補
正
の
必
要
な
箇
所
が
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
の
も
事
実
で
、
筆
者
が
機
会
を
得
て
拓
本
に
基
づ

い
て
地
方

志
所
収
録
文
を
再
検
討
し
、
そ
れ
を
発
表
し
た

「大
朝
崇

褒
祖
廟
之
記
」

(録
文
は
森
田
94
に
掲
載
)
に
つ
い
て
、
本
書
の
録

文
を
検
討

し
た
が
、
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な

い
箇
所
が
存
在
す
る
。

も

っ
と
も

、
こ
れ
は

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
に
限

っ
た
こ
と
で
は

な

い
。
あ

る
い
は
、
「編
纂
説
明
」

で
は
、
拾
頭
、
改
行
は
反
映
し

な

い
と
し
て
い
る
が

(乙
-
三
)
、
場
所
に
よ

っ
て
は
反
映
さ
れ
て

い
た
り
も
す
る
。

こ
れ
ま

で
書
い
て
き
た
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
と
し
て
も
、
曲
阜

所
在

の
石
刻
の
お
そ
ら
く
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
の
録

文
が
と
に
も
か
く
に
も
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
元
朝
の
中
国
支
配
研

究
の

一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
孔
子
や
聖
賢
の
家
と
元
朝
と
の
関
係
の

研
究
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
仮
に
曲
阜
に
住
み
つ
い
た

と
し
て
も
、
よ
ほ
ど
の
条
件
に
恵
ま
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
だ
け
の
石
刻

の
調
査
は

で
き
な

い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
謁
廟
碑

の
類
が
ま
と
ま

つ

て
紹
介
、
録
文
さ
れ
る
の
は
、
本
書
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
か
と
思

う
。
個
別

の
石
刻
に
関
す
る
デ
ー
タ
や
録
文
に
誤
り
、
あ
る
い
は
疑

問
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
同
書
は
評
価
に
値

す
る
資
料
集
で
あ
る
。
今
回
、
本
書
記
載

の
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
て
、

他

の
文
献
を
も
利
用
し
て
の
曲
阜
所
在
の
元
朝
石
刻
目
録
を
作
成
し

た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

注-

対
象
と
さ
れ

て
い
る
史
蹟

の
う

ち
、
尼
山
孔
廟
は
文
献

に
よ

っ
て
は
郷

県

と
さ

れ
て

い
る
。
詳

し

い
経
緯

は
確
認

で
き

て

い
な

い
が
、

『曲
阜

市

志

』

(斉
魯

書
社

一
九
九
三

)
に
よ
る
と

、
建
国
後

に
行
政
区
画

の
再

編

が
あ

っ
て
、
曲
阜
県

(市

)

の
範
囲
が
広
が

っ
た
よ
う

で
、
そ

の
た
め

に
本
書
の
対
象

と
な

っ
て

い
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

2

史
部
金
石
類

に
分
類

さ
れ
る
も

の
を
中
心
と

し
た

石
刻
資
料

に
か
か
わ

る
文
献

の
類
、

そ
の
代
表
的

な
例
が

『
石
刻
史
料
新
編
』

に
所

収
さ
れ

て

い
る
文
献

で
あ
る
が
、
を

、
以

下
、
「
石
刻
書
」
と
総
称
す

る
。

3

こ
の
点
を
元
朝
史

研
究

に
即
し

て
物
語

的
に
記
述

し
た
も

の
と

し
て
、

杉
山
97
が
あ
る
。

4

こ
う
し
た
新

出
石
刻
資

料
に

つ
い
て
は
、
気
賀
澤
保
規

氏
の
資

料
目
録

が
長
期

に
わ
た

っ
て
継
続

さ
れ
、
研
究
者
を
益

し
て

い
る
。
ま
た
、
中
国

に
お
け
る
新
出
墓
誌
資
料

の
出
版
状
況

に

つ
い
て
は
、
二
〇
〇

一
年

一
一

月

四
日

に
開
か
れ

た
、

「
中
国

中
世
史

研
究

フ

ォ
ー

ラ
ム
」

に
お

い
て
、

中
国
社
会
科
学
院
文
物

研
究
所

の
王
素
氏

に
よ
る

「近
年

以
来
魏
晋
至
階

唐
墓
誌
資
料
的
整
理
与
研
究
」
と
題
す
る
報
告

が
あ

っ
た
。

5

最
近

の
モ

ン
ゴ

ル
時
代

史
研

究

の
動
向

を
反

映

し
た
も

の
と
し

て
、
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『
し

に
か
』

二

〇
〇

一
年

=

月
号

の
特
集

「
モ

ン
ゴ

ル

の
衝
撃

」
が
あ

る
。

6

『孔
顔

孟
三
氏
志
』

に

つ
い
て
こ
の
論

文
で
は
具
体
的

に
言
及
す

る
場

が
な

い
が
、
石
刻
以
外

の
資

料

に
関

し
て
も

、
こ

の
書
物

は
独
自

の
内
容

を
多
く
有

し

て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
、
術

聖
公
家
そ

の
他

に
残
さ
れ

て

い

た
文
書
な

ど
を
利
用

し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
宮

99

が
示
唆

し
て

い
る
が
、
筆
者

も
同
意
見

で
あ
る
。

こ
れ
ま

で
利
用
さ

れ
る

こ
と

の
ほ
と

ん
ど
な

い
文
献

で
あ

っ
た
が
、
近
年

、

『
北
京
図
書

館
古
籍

珍
本
叢
書

』
、
『
四
庫
全
書
存

目
叢
書
』

に
影
印

本
が
収
録

さ
れ
、
利
用

が

容
易

に
な

っ
た

(底
本

は

い
ず
れ
も
北
京
図
書
館
所
蔵
明
成
化

刊
本

)
。

二

曲
阜
地
区
元
朝
石
刻
目
録
稿

凡

例

以
下
、

こ
の
目
録
製
作
に
当
た

っ
て
用
い
た
方
針
を
項
目
ご
と
に

述
べ
て
お
く
。

記
事

の
内

容

こ

の
目

録

で

は

、

碑

名

、

年

代

、
撰

者

、

所

在

地

、

掲

載

文

献

の

順

に
並

べ

る

。

ま

た

、

と

く

に

説

明

、

注

記

の
必

要

な

場

合

は

、

文
献
の
後
に
、
*
を
付
し
て
注
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
基

本
文
献
と
し
た

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
の
表
記
に
問
題
が
あ
る
、

あ
る
い
は
録
文
な
ど

に
よ

っ
て
確
認
で
き
な

い
も
の
に

つ
い
て

は
、
[

」
を
付
し
て
引
用
す
る
。

年
代
比
定
と
排
列

石
刻
の
排
列
は
、
年
代
順
と
す
る
。
石
刻
が
他
の
資
料
と
は
異
な

っ
て
同
時
代
資
料
と
し
て
の
面
を
有
す
る

こ
と
が
、
そ
の
資
料
価

値
を
高
め
て
い
る
以
上
、
各
石
刻
の
成
立
年
代
の
確
定
に
は
、
慎

重
な
態
度
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
元
朝
石
刻
の
年
代
比
定
に

関
し
て
は
、

一
つ
に
は
、
元
朝
が
年
号
を
採
用
し
た
の
は
世
祖
即

位
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
石
刻
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
干
支
の
み
の
表
示
し
か
な
く
、
そ
れ
以
後
の
も
の
に
つ
い
て
も

干
支

の
み
の
場
合
が
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
、
「至
元
」
と
い
う
年

号
が
二
度
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

(前
の
至
元
は
、

一
二
六
四
～

一
二
九
四
の
三

一
年
間
、
後
の
至
元
は
、

一
三
三
五
～

一
三
四
〇

の
六
年
間
)
、
な
ど
の
独
特

の
問
題
が
あ
り
、
年
代
比
定

に
は
困

難
さ
が
と
も
な
う
。
今
回
の
目
録
稿
に
お

い
て
も
、
誤
り
、
あ
る

い
は
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
と
思
う
。
ぜ
ひ
、
ご

教
示
を
た
ま
わ
り
た
い
。
石
刻
に
立
石
な
ど
の
年
代
の
明
記
が
な
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い
場
合

、
文
中
の
日
付
を
仮
に
用

い
た
。
元
朝
の
石
刻
の
特
徴

の

一
つ
で
あ
る
、
公
騰
を
刻
し
た
石
刻

の
場
合
、
文
書
発
給
の
日
付

が
立
石

の
日
付
と
は
限
ら
な

い
し
、
近
給
の
公
憤
を
前
代
の
も

の

と
併
せ
て
刻
す
る
例
も
多

い
。
さ
ら
に
、
曲
阜
に
多

い
謁
廟
題
名

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
、
謁
廟
の
日
付
が
石
刻

の
日
付
に

重
な
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
排
列
の
都
合
上
、
こ
の
よ
う
に

し
た
。
ま
た
、
厳
密
さ
を
期
す
た
め
、
石
刻
中
に
干
支
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
場
合
は
、
干
支

(元
号
表
記
/
西
暦
)
と
い
う
書
き

方
に
し
た
。

例

至
元
丁
亥

(
一
四
/

一
二
七
七
)

な
お
、
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
に
お

い
て
は
、
石
刻
の
年
代
に

関
連
し

て
、
立
石
の
日
付
が
録
文
に
は
無

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
本

書
の
注
記
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り

(立
碑
者
名
に
つ

い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
)
、
移
録
が
完
全
な
移
録
で
は
な
く
、

な
に
か

が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ

さ
せ
る

こ
と
は
上
述
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
「根
拠
不

明
」
と
注
記
し
た
。

石
刻
名

石
刻
名
は
、
な
る
べ
く
そ
の
碑
自
身
の
首
題
、
額
題
を
尊
重
し
、

名
前
を
見
出
せ
な
い
も
の
は
、
『
石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
、
『山
左

金
石
志
』
な
ど
を
参
考
と
し
て
命
名
し
た
。
謁
廟
記
の
類
に
つ
い

て
は
、
謁
廟
し
た
人
物

の
名
前
を
用
い
た
。

撰

者石

刻

中

の

、

「
記
」
、

「
誌

」
、

「
撰

」

で
統

一
し
た

。

「識
」
な
ど

の
用
法
に
か
か
わ
ら
ず

参
照
文
献

各
碑
の
本
文
が
移
録
さ
れ
て
い
る
文
献
を
注
記
し
た
。
た
ん
な
る

著
録

の
場
合
は
省
略
し
た
。
た
だ
し
、

『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』

に
つ
い
て
は
、
同
書
が
付
し
た
番
号
、
掲
載
頁
を
掲
載
し
た
。
ま

た
、
『北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編
』
に
つ
い
て
も
、

拓
影
参
照
の
便
の
た
め
に
頁
を
付
し
た
。

『山
左
金
石
志
』
は
、
著
録
の
み
の
場
合
も
掲
げ
た
。
山
東
地

域
の
石
刻
に
つ
い
て
の
基
本
文
献
で
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
の
他

の

『潜
研
堂
金
石
文
践
尾
』
な
ど
の
石
刻
書
に
つ
い
て
は
、
考
証

な
ど
の
記
事
が
あ
る
場
合
の
み
掲
げ
た
。
そ
の
際
、
次
の
よ
う
な

用
語
を
用

い
た
。
「移
録
」
の
場
合
は
、
と
く
に
注
記
し
て
い
な

い
。
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著
録

考
釈

本
文
は
移
録
さ
れ
て
い
な

い
が
、
名
前
、
撰
者
、
立
碑

年
代
な
ど
の
デ
ー
タ
が
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合

た
ん
な
る
著
録
で
は
な
く
、
年
代
、
撰
者
、
内
容
な
ど

に
つ
い
て
の
考
証
が
附
さ
れ
て
い
る
場
合

注
記
採
録
書
目
お
よ
び
略
号

石
頭

石
頭
上
的
儒
家
文
献

(酪
承
烈
編

斉
魯
書
社

二
〇
〇

一
)

三
氏

孔
顔
孟
三
氏
志

(明

・
劉
溶
撰

北
京
図
書
館
古
籍
珍
本

叢
刊
影
成
化

]
八
年
張
泰
刻
本
)

閾
里

閾
里
誌

(明

・
陳
鏑
撰
孔
弘
幹
続

北
京
図
書
館
古
籍
珍

本
叢
刊
影
嘉
靖
三

一
年
孔
承
業
刻
本
)

文
献

閾
里
文
献
考

(清

・
孔
継
沿
撰

中
国
文
献
叢
書
影
乾
隆

二
七
年
刊
本
)

随
巷

随
巷
志

(四
庫
存
目
叢
書
影
万
暦
二
九
年
刊
康
煕
増
修

本

)

乾
隆

乾
隆
曲
阜
県
志

(清

・
濡
相
纂
修

台
湾
学
生
書
局
新
修

方

志
叢
刊
影
乾
隆
三
九
年
刊
本
)

続
修

続
修
曲
阜
県
志

(李
経
野
等
纂
修

成
文
出
版
社
中
国
方

志
叢
書
影
民
国
二
一二
年
排
印
本
)

郡
県

新
修
克
州
府
郡
県
地
理
志

(明

・
戴
光
等
纂
修

東
洋
文

庫
蔵
嘉
靖
四
年
刊
本
景
照
本
)

山
左

山
左
金
石
志

(清

・
院
元
編

石
刻
史
料
新
編
影
印
本
)

観
妙

観
妙
斎
蔵
金
石
文
孜
略

(清

・
李
光
暎
撰

雍
正
七
年
李

氏
刊
本
)

未
刻

金
石
葦
編
未
刻
稿

(清

・
⊥
爬
撰

石
刻
史
料
新
編
影
印

本
)

潜
研

潜
研
堂
金
石
文
践
尾

(清

・
銭
大
所
撰

石
刻
史
料
新
編

影
印
本
)

北
拓

北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編

(北
京
図
書
館

金
石
組
編

中
州
古
籍
出
版
社

一
九
九
〇
)

白
話

元
代
白
話
碑
集
録

(察
美
彪
著

科
学
出
版
社

.
九
五

五
)

彙
編

八
思
巴
字
与
元
代
漢
語

[資
料

彙
編
]
(羅
常
培

・
察
美

彪
編

科
学
出
版
社

一
九
五
九
)

*
こ
れ
ら
の
文
献
の
う
ち
、
『閾
里
誌
』

に
は
、
『四
庫
全
書
存
目

叢
書
』
や

『孔
子
文
化
大
全
』
に
影
印

さ
れ
、
比
較
的
広
く
普

及
し
て
い
る
雍
正
年
間
増
修
本

(孔
胤
植
重
修
)
が
あ
り
、
元

ま
で
の
碑
記
を
巻

一
八
に
収
め
て
い
る
が
、
「
重
修
宣
聖
廟
題
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名
記
」
の
途
中
が

「
田
宅
記
」
の
途
中
に
つ
な
が

っ
て
し
ま

っ

て
い
る

(巻

一
八

・
六
五
葉
)
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
嘉
靖
本
の

一
葉

(巻
九

・
五

]
葉
)
を
飛
ば
し
て
し
ま

っ
た
た
め
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
巻
二
四

・
神
道
碑
で
も
省
略
さ
れ
て
い
る
石
刻

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
こ
こ
で
は
嘉
靖
本
を
用

い

た
。そ

の
他
の
閾
里
関
係
の
明
代
の
文
献
と
し
て
は
、
孔
貞
叢
編

『
閾
里
志
』

(寛
文
九
年
和
刻
本
)
、
『万
暦
党
州
府
志
』
(斉
魯

書
社
影
印
万
暦
四
二
年
刊
本
)
、
『崇
禎
曲
阜
県
志
』
(東
洋
文

庫
蔵
崇
禎
修
康
煕
補
刊
本
)
、
『郷
誌
』

(内
閣
文
庫
蔵
万
暦
刊

本
)
が
あ
り
、
ま
た
、
清
の
文
献
で
は
、
宋
際
他
撰

『閾
里
広

誌
』

(四
庫
全
書
存
目
叢
書
影
清
康
煕

一
三
年
刊
本
)
、
『乾

隆
克
州
府
志
』
な
ど
が
あ
る
が
、
元
朝
石
刻
に
関
し
て
は
、
い

ず
れ
も
少
数

の
著
名
な
碑
記
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
り
、
『
閾

里
誌
』
所
収
以
外

の
も

の
は
見
出
せ
な

い
の
で
、
省
略
し
た
。

ま
た
、
『石
頭
上
的
儒
家
文
献
』
は
、
『簑
宇
訪
碑
録
』
を
多

く
引
用
す
る
が
、
同
書
は
著
録
に
止
ま
る
の
で
、
こ
こ
で
は
注

記
に
は
用

い
な
い
こ
と
と
し
た
。

目

録

顔
孟
免
差
役
賦
税
碑

丁
酉

(
一
二
三
七
)

郡
県
孟
廟

石
頭
三
二

・
二
]二
七

[曲
阜
文
廟
免
差
役
賦
税
碑
」
、
白
話

*
こ
の
石
刻
は
、
延
祐
二
年
の

「免
差
役
賦
税
碑
」

(石
頭
六
七
)

と
上
下
二
段
の
形
で
、
至
順
二
年

(
一
三
三

こ

に
刻
さ
れ
た

も
の
、
石
頭
は
、
「白
話
」
よ
り
転
載

し
、
文
中

の
丁
酉
を
元

貞
三
年

(
一
二
九
七
)
に
比
定
し
て
、
「此
碑
至
今
未
発
現
」

と
す
る
。
入
矢
56
、
森
田
94
参
照

大
朝
褒
崇
祖
廟
之
記

太
宗

一
一
年

(
一
二
四
〇
)
三
月

李
世
弼

撰

孔
廟

石
頭

(金
)
七
三

二

九
〇

[褒
崇
祖
廟
記
碑

大
定

一
九
L

続
修
八

(元
と
す
る
)
、
山
左
二

一
考
釈

(元
太
宗
朝
と
す
る
)

*
薫
92
、
森
田
94
参
照

宣
聖
墓
碑

甲
辰

(太
宗

一
五
/

一
二
四
四
)
二
月

孔
林

石
頭

一
・
二
〇
九

[甲
寅
]

顔
子
廟
碑

甲
辰

(太
宗

一
五
/

一
二
四
四
)
二
月

顔
廟

石
頭
二

∴

二

〇

斉
国
公
墓
碑

甲
辰

(太
宗

一
五
/

一
二
四
四
)
二
月

梁
公
林

石
頭
三

・
二

一
一

*
楊
奥

「東
遊
記
」
(『還
山
遺
稿
』
巻
上
、
憲
宗
二
年
四
月
)
に
、
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こ
の
碑

へ
の
言
及
あ
り

重
修
発
国
復
聖
公
廟
記
碑

年
次
不
明

顔
廟

石
頭
四

・
二

二

*
碑
陰

に
世
系

(録
文
な
し
)。
石
頭
は

「
孔
元
措
立
」
と
す
る

が
根
拠
不
明

張
徳
輝
謁
林
廟
題
名

至
元
元
年

(
一
二
六
四
)
九
月

孔
林

石
頭
⊥
ハ
・
二

一
一二

楊
奥
等
謁
廟
題
名

至
元
元
年

(
一
二
六
四
)
十
月

孔
廟

石
頭
五

∴

一
一
二

[王
元
慶
等
謁
廟
題
名
硯
]

三
氏

一

*
王
元
慶

の
謁
廟
碑
で
は
な
く
、
壬
子

(憲
宗
二
)
楊
奥
、
癸
丑

(憲
宗
三
)
王
鴇
、
至
元
元
年
張
徳
輝
の
謁
廟
記
を
列
刻
し
た

も
の

趙
椿
齢
拝
祠
題
名

至
元
六
年

(
一
二
六
九
)
四
月

孔
廟

石
頭

一
〇

・
二

一
六

陳
枯
賛
孔

題
名

至
元
六
年

(
一
二
六
九
)
五
月

孔
廟

石
頭

一
二

・
二

一
七

海
美
石
謁
廟
題
名

至
元
己
巳

(六
/

一
二
六
九
)
十
月

孔
廟

石
頭

一
一
・
二

一
七

〔海
美
石
用
と
す
る
〕

常
若
納
等
拝
林
廟
題
名

至
元
六
年

(
一
二
六
九
)

一
一
月

李
世

英
撰

孔
廟

石
頭

一
三

・
二

一
八

[李
世
英
題
名
硯
]

孫
公
亮
謁
祠
題
名

至
元
甲
戌

(
一
一
/

一
二
七
四
)

石
頭

一
五

・
二

一
九

郭
守
敬
謁
林
廟
題
名

至
元

一
二
年

(
一
二
七
五
)

孔
廟

石
頭

一
六

・
二

一
九

李
道
可
謁
林
廟
題
名

至
元

一
三
年

(
一
二
七
六
)
閏
月

石
頭

一
七

・
二
二
〇

王
綱
謁
聖
祠
題
名

至
元

一
五
年

(
]
二
七
八
)

一
一
月

石
頭

一
九

・
二
二

一

奥
魯
馬
公
謁
林
廟
記

至
元

一
六
年

(
一
二
七
九
)

孔
廟

石
頭
二
〇

・
二
二

一
、
三
氏

一

窪
天
祥
等
謁
林
廟
題
名

至
元
庚
辰

(
一
七
/

一

窪
天
祥
撰

孔
廟

石
頭
八
三

・
三
〇
三

[後
至
元
六
」

*

「孔
治
立
」
と
あ
る
の
で
前
至
元

重
修
閾
里
廟
垣
記

至
元

一
九
年

(
一
二
八

二
)

一

孔
廟

石
頭
二

一
・
二
二
二
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、

六
、
山
左
二

一
著
録

正
月

孔
廟

孔
廟

孔
廟

二
月

孔
治
撰

二
八
〇
)
十
月

二
月

楊
垣
撰

文
献
三
四
、
乾
隆
二
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楊
文
郁
謁
林
廟
題
名

至
元
二
〇
年

(
一
二
八
三
)
九
月

孔
廟

石
頭

一
一
〇

∴
二
二
九

[至
正

一
三
」

*
文
中

の
癸
未
は
至
元
二
〇
年
、
孔
治
の
名
が
あ
り
、
石
頭
は
文

中
の

「至
元

一
三
年
」
を
、
「至
正

一
三
年
」
と
誤
る
か

趙
時
献
謁
林
廟
題
名

至
元
丁
亥

(二
四
/

一
二
八
七
)
十
月

孔

廟石
頭

]
八

・
二
二
〇

[碑
名
を
至
元

一
四
年
と
誤
植
]

*
隆
慶
庚
子
の
重
修

主
簿
畢
公
墓
碑

至
元
二
六
年

(
一
二
八
九
)
三
月

李
裡
撰

城

北
畢
家
村

石
頭
二
二

・
二
二
四

陳
英
謁
林
廟
題
名

至
元
辛
卯

(
二
八
/

一
二
九

]
)
四
月

孔
廟

石
頭
二
三

・
二
二
五

劉
漢
卿
等

謁
魯
記

至
元
二
九
年

(
一
二
九
二
)
?

孔
思
誠
撰

孔
廟

石
頭

一
〇
九

∴
二
二
八

[至
正

一
三
」

*
石
頭
が
至
正

一
三
年
と
し
た
根
拠
不
明
、
文
中
の
記
事
か
ら
考

え
て
、
至
元
二
九
年
頃
か

鮒
馬
郡
王
致
祭
記

至
元
三
〇
年

(
=

一九
三
)
十
月

孔
思
誠
撰

三
氏

一

勢
都
児
拝
祠
記

至
元
三

一
年

(
一
二
九
四
)
正
月

孔
廟

石
頭
二
六

・
二
二
八

崇
奉
孔
子
詔
石
刻

至
元
三

一
年

(
一
二
九

四
)
七
月

孔
廟

石
頭
二
四

∴

一二
六

[蒙
文
崇
奉
頒
詔
碑
」
、
山
左
二
二
考
釈
、

彙
編

閾
里
廟
祭
器
記

至
元
三

一
年

(
一
二
九
四
)
八
月

李
澄
撰

孔

廟石
頭
二
五

・
二
二
六

[閾
里
祭
器
碑
]
、
続
修
八
、
山
左
二
二
考

釈
尼
山
孔
子
像
記
碑

至
元
三

一
年

(
]
二
九
四
)

一
一
月

司
居
敬

撰

尼
山
書
院

石
頭
二
九

・
二
三
二

[撰
者
な
し
]

閾
里
九
、
文
献
三
四
、
乾
隆
五
二
、
郡
県

二
、
山
左
二
二
著
録

学
田
地
畝
碑

至
元
三

一
年

(
一
二
九
四
)

孔
廟

石
頭
二
七

・
二
二
八
、
閾
里

一
八
、
山
左

二
二
考
釈

*
至
元
三

一
年
の
聖
旨
を
引
用
す
る
が
紀
年
な
し
、
山
左
は
年
代

不
明
と
す
る

術
聖
公
給
俸
牒
碑

至
元
三

一
年

(
一
二
九

四
)

孔
廟

石
頭
二
八

・
二
三
〇
、
三
氏
二
、
山
左
二
二

*
文
中
に
三

一
年
と
あ
る
、
三
氏

「大
徳

四
年
孔
廟
石
刻
」
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章
弁
文
謁
廟
題
名

元
貞
元
年

(
一
二
九
五
)

孔
廟

石
頭
三
〇

・
二
三
五

孟
母
墓
碑

元
貞
二
年

(
一
二
九
六
)
二
月

張
頷
撰

郡
県
孟
母

林石
頭
三

一
・
二
一二
五

(欠
字
多
し
)
、
三
氏

(欠
字
な
し
)、
郡
県

三
、
山
左
二
二
著
録

(張
頷
撰
)

拝
璽
宣

聖
林
墓

大
徳

二
年

(
一
二
九

八

根
拠
不
明
)
正
月

王
揮
撰

孔
廟

石
頭
三
四

・
二
三
九

[謁
閾
里
砺
」
、
三
氏
三
、
閾
里

一
]
、
文

献
四

一

孔
顔
孟
三
氏
免
糧
碑

大
徳
二
年

(
一
二
九
八
)
六
月

孔
廟

石
頭
三
三

・
一
一一二
八

(欠
字
多
し
)
、
三
氏

一

(欠
字
な
し
)、
山

左
二
二
考
釈

処
士
王
先

生
墓
志
銘

大
徳
三
年

(
一
二
九
九
)
四
月

楊
垣
撰

漢
魏
碑
刻
博
物
館

石
頭
三
六

・
二
四
二

閾
里
廟
学
口
記

大
徳
三
年

(
一
二
九
九
)
八
月

張
頷
撰

孔
府

石
頭
三

五

・
二
四
〇

[撰
者
不
明
」
、
文
献
三
四

(張
頷
撰
)、
乾

隆
二
六

(張
頷
撰
、
元
貞
元
年
)

五
十
三
代
術
聖
公

(孔
治
)
墓
碑

大
徳
三
年

(
一
二
九
九
)

趙

孟
頓
書

漢
魏
碑
刻
博
物
館

石
頭
三
七

・
二
四
四
、
北
拓
四
九

・
九
六

(至
治
四
年
)

術
聖
公
給
俸
牒
碑

大
徳
四
年

(
=
二
〇
〇
)
閏
八
月

〔根
拠
不
明
〕

孔
廟

石
頭
三
八

∴

一四
五

[紀
年
根
拠
不
明
]
、
三
氏

一

*
石
頭
は

「
四
年
閏
八
月
立
」
と
注
記
す
る
も
、
大
徳
四
年
九
月

の
牒
を
載
せ
る

大
元
重
建
至
聖
文
宣
王
廟
之
碑

大
徳
五
年

(
=
二
〇

一
)

閻
復

撰

孔
廟

石
頭
三
九

・
二
四
七
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
文
献
三
三
、
乾
隆
二

六
、
山
左
著
録
、
潜
研
堂

一
八
考
釈
、
北
拓
四
八

・
一
六
三

故
権
襲
封
主
祀
事
孔
府
君
墓
記

(孔
鼎
)

大
徳
五
年

(
一
三
〇

こ

馬
験
撰

三
氏
三

加
封
制
詰
碑

大
徳

二

年

(
一
三
〇
七
)
九
月

孔
廟

石
頭
四
〇

・
二
五
〇
、
三
氏

一

(漢
文
)
、
山
左
二
二
著
録
、
北

拓
四
八

・
一
九
二
、
彙
編

閾
里
宅
廟
落
成
記

大
徳

=

(
=
二
〇
七
)
十
月

李
謙
撰

孔

廟石
頭
四

一
・
二
五

一
、
三
氏
四

(落
成
後
碑
)
、
閾
里
九
、
文
献

一61一



三
三
、
山
左
二
二
考
釈

(落
成
後
碑
)

保
護
顔
廟
聖
旨
禁
約
碑

大
徳

一
一
年

(
一
三
〇
七
)
十
月

顔
廟

石
頭
四

二

・
二
五
二
、
随
巷
五
、
北
拓
四
八

・
一
九
三

*
石
頭
四
九
と
表
裏

加
封
孔
子

及
致
祭
顔
孟
祝
文
碑

至
大
元
年

(
一
三
〇
八
)
七
月

孔
廟

石
頭
四
三

・
二
五
三
、
三
氏

一
、
閾
里
六

(冒
頭
の

一
行
分
が
違

う
)
、
続
修
八
、
山
左
二
二
著
録
、
白
話

*
三
氏

三
に
祝
文

諮
旨
釈
葵
祝
文

至
大
元
年

(
二
二
〇
八
)
九
月

孔
廟

石
頭
四
四

・
二
五
五
、
続
修
八
、
山
左
二
二
著
録

*
石
頭

四
五
と
表
裏

皇
妹
大
長
公
主
祭
孔
廟
碑

至
大
元
年

(
一
三
〇
八
)
九
月

許
国

撰

孔
廟

石
頭
四
五

∴

一五
六
、
三
氏

一
、
四

(重
出
)
、
続
修
八
、
山
左

二
二
考
釈

(皇
妹
大
長
公
主
魯
王
祭
孔
廟
碑
)

*
石
頭
四
四
と
表
裏

保
護
顔
廟
聖
旨
禁
約
碑

至
大

四
年

(
一
三

一
一

根
拠
不
明
)

顔
廟

石
頭
四
七

・
二
五
八

[紀
年
根
拠
不
明
」
、
三
氏
五

(至
大
四
年

九
月
)
、
随
巷
五

*
石
頭
四
八
と
表
裏

祭
告
宣
聖
廟
碑

至
大
四
年

(
一
三

一
一
)
十
月

孔
廟

石
頭
四
六

・
二
五
七
、
続
修
八
、
山
左
二
二
考
釈

*
三
氏
三
に
祝
文

顔
廟
暁
諭
諸
人
通
知
碑

皇
慶
元
年

(
一
三

一
二
)
八
月

顔
廟

石
頭
四
九

∴

一六
〇
、
北
拓
四
九

・
二
一二

*
石
頭
四
こ
と
表
裏

随
巷
故
趾
之
碑

皇
慶
元
年

(
一
三

一
二
)

顔
廟

石
頭
四
八

・
二
五
九

*
石
頭
四
七
と
表
裏

也
先
不
花
拝
林
廟
題
名

皇
慶
二
年

(
ご
二
一
三
)
六
月

〔
一
一
月
〕

孔
廟

石
頭
五
〇

・
二
六

]

[王
信
拝
林
廟
題
名
硯
]

*
王
信
の
名
は
文
中
に
な
し
、
石
頭
が

一
一
月
と
す
る
根
拠
不
明

劉
朝
列
謁
廟
題
名

延
祐
三
年

(
一
三

一
六
)
二
月

孔
廟

石
頭
五
二

・
二
六
三

孔
思
晦
襲
封
術
聖
公
碑

延
祐
三
年

(
二
二
一
六
)
九
月

孔
廟

石
頭
五
三

・
二
六
四

[劉
天
恵
授
爵
祀
孔
碑
]
、
山
左
二
三
著
録

*
劉
天
恵
は
使
者
の
名
前
、
授
爵
は
思
晦

ほ
か
ゆ
え
、
山
左

の
命
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名
が
妥
当

奉
議
大
夫
謁
林
廟
題
名

延
祐
三
年

(
=
二
一
六
)
十
月

孔
廟

石
頭
五
四

∴

一六
五

劉
文
謹
致
祭
記

延
祐
六
年

(
一
三

一
九
)
六
月

三
氏
三

大
元
祭
孔

子
碑

延
祐
七
年

(
一
三
二
〇
)
七
月

曹
元
用
撰

孔

廟石
頭
五
五

∴

一六
五

[祭
曲
阜
孔
子
廟
碑
]、
三
氏
四
、
閾
里
九
、

続
修
八
、
山
左
二
三
考
釈

*
三
氏

三
に
祝
文

王
慶
謁
林
廟
題
名

至
治
元
年

(
一
三
二

一
)
七
月

孔
廟

石
頭
五
六

・
二
六
七

木
八
刺
吉
謁
林
廟
記

至
治
三
年

(
一
三
二
三
)
七
月

孔
廟

石
頭
五
七

・
二
六
八

皇
姉
大
長

公
主
致
金
博
山
碑
銘

泰
定
元
年

(
一
三
二
四
)
三
月

劉
泰
撰

三
氏
四

段
輔
謁
林
廟
題
名

泰
定
元
年

(
一
三
二
四
)
九
月

孔
廟

石
頭
五
八

・
二
六
八

察
文
淵
謁
廟
詩

泰
定
丙
寅

(三
/

一
三
二
六
)
四
月

孔
廟

石
頭
五
九

・
二
六
九
、
三
氏
三

(詩

の
み
)

何
約
謁
林
廟
記

泰
定
三
年

(
一
三
二
六
)
六
月

趙
本
立
撰

孔

廟石
頭
六
〇

・
二
六
九

皇
姉
大
長
公
主
降
香
碑

泰
定
四
年

(
一
三

二
七
)
三
月

張
潮
撰

孔
廟

石
頭
六

一
・
二
七
〇
、
三
氏
四
、
山
左
二
三
考
釈
、
北
拓
四
九

・

一
一
六

*
以
下
、
石
頭
は
張
潮
を
す
べ
て
張
翰
に

つ
く
る

口
口
謁
孔
廟
記

泰
定
年
間

(
一
三
、
一四
-

二
七
)

孔
廟

石
頭
六
二

・
二
七

一

[張
灘
謁
孔
廟
記
砺
、
年
次
比
定
根
拠
不

明
]

*
欠
字
で
確
認
で
き
な
い
が
、
張
翰
で
は
な
い

曹
元
用
代
祀
閾
里
孔
子
廟
碑

天
暦
二
年

(
一
三
二
九
)
四
月

曹

元
用
撰

孔
廟

石
頭
六
三

∴

一七
二
、
三
氏
四
、
闘
里
九
、
続
修
八

重
修
文
憲
王
廟
之
記

天
暦
二
年

(
一
三
二
九
)

周
公
廟
察
文
淵

撰

〔根
拠
不
明
〕

石
頭
六
四

・
二
七
四

[重
修
文
憲
王
周
公
廟
碑
]

孔
之
厚
墓
碑

天
暦
三
年

(
一
三
三
〇
)
三
月

孔
林
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石
頭
六
五

∴

一七
五
、
山
左
二
三
著
録

孔
涜
墓
碑

天
暦
三
年

(
一
三
三
〇
)
一、一月

孔
林

石
頭
六
六

・
二
七
六
、
山
左
二
三
著
録

*
山
左

二
三
に
は
、
天
暦
三
年
に
、
年
月
不
明
の
孔
若
愚
、
孔
端

立
、
孔
琉
の
墓
碑
を
著
録

郷
国
公
家
免
差
役
賦
税
碑

至
順
二
年

(
一
三
三

こ

十
月

郷
県

子皿廟
石
頭
六
七

∴

一七
六

[曲
阜
文
廟
免
差
役
賦
税
碑
]、
白
話

*
石
頭

は

「白
話
」

の
転
載
、
「
原
碑
未
見
」
と
す
る
も
、
郷
県

孟
廟

に
あ
り

*
延
祐
元
年

(
]
三

一
四
)
の
文
書
、
孟
子
の
子
孫

へ
の
免
役
碑

で
、
石
頭
の
碑
名
は
不
適
当

*
石
頭

三
二
の

「顔
孟
免
差
役
賦
税
碑
」

(丁
酉
年
)
と
同
刻
、

森
田

94
参
照

沙
班
謁
林
廟
題
名

至
順
二
年

(
.
三
二
二

)

孔
廟

石
頭
六
八

・
二
七
七

宣
聖
林
神
門
記

至
順
三
年

(
一
三
一二
二
)
三
月

撰
者
不
明

(孔

思
凱
か
)

孔
林

石
頭
七

一
・
二
八

一

[重
修
孔
林
神
門
碑
」

馬
氏
先
埜
之
記

至
順
三
年

(
一
三
三
、
一)
四
月

張
灘
撰

孔
廟

石
頭
七
二

・
二
八
二

大
元
重
修
宣
聖
廟
題
名
記

至
順
三
年

(
コ
ニ
三
二
)
五
月

張
潮

撰

孔
廟

石
頭
七
〇

・
二
八
〇
、
三
氏
四
、
闘
里
九
、
山
左
二
三
著
録

皇
太
后
祀
魯
閾
里
聖
廟
之
碑

元
統
乙
亥

(二
/

一
三
三
四
)
二

月
?

張
起
巖
撰

孔
廟

石
頭
七
三

・
二
八
四

[臭
太
后
謁
廟
碑

欠
字
多
し
」
、
三
氏
四

(欠
字
な
し
)
、
山
左
二
三
著
録

(文
宗
皇
后
祠
宣
聖
廟
碑

元
貞

三
)

大
元
加
封
顔
子
父
母
制
詞
碑

元
統
二
年

(
一
三
三
四
)
五
月

顔

廟石
頭
七
五

・
二
八
七
、
北
拓
四
九

・
一
五
四
、
随
巷
志
五

大
元
勅
賜
曲
阜
孔
廟
田
宅
之
記

元
統
二
年

(
一
三
三
四
)

一
二
月

欧
陽
玄
撰

孔
廟

石
頭
七
四

∴

一八
五
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
乾
隆
二
七
、
文
献
三

四
、
山
左
二
三
著
録
、
未
刻
、
北
拓
四
九

・
一
五
九

追
封
党
国
復
聖
公
及
其
夫
人
制
碑

元
統
三
年

(
一
三
三
五
)

顔

廟大
元
加
封
克
国
復
聖
公
制
詞

三
氏
五

(至
順
二
)
、
未
刻

(加

封
顔
曽
思
孟
勅
旨
)
、
彙
編
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大
元
追
封
寛
国
夫
人
制
詞

元
統
三

三
氏
五
、
彙
編

碑
陰

は
元
統
二
年
父
母
妻
加
封
聖
旨

(白
話
)

彙
編

(父
母

の
み
)

石
頭

六
九

・
二
七
八

[制
を
製
に
誤
る
]
、
随
巷
志
五

代
祀
閾
里
孔
子
廟
碑

後
至
元
元
年

(
一
三
三
五
)
閏

一
二
月

王

思
誠
撰

孔
廟

石
頭
七
六

・
二
八
八
、
三
氏
四

(欠
字
無
し
)
、
閾
里
九
、
乾
隆

二
七
、
山
左
二
四
考
釈

*
三
氏

に
は

「王
思
誠
文
、
周
伯
碕
撰
」
と
あ
る

修
理
曲
阜
啓
聖
林
廟
碑

後
至
元
二
年

(
=
二
三
六
)
三
月

梁
公

林石
頭
八

・
二

一
四

[世
祖
至
元
二
]

*
文
中

に
至
順
の
記
事
あ
り
、
(孔
)克
堅
口
志
と
あ
る

朶
児
ロ
バ謁
廟
題
名

至
元
丙
子

(後
至
元
四
?
/

一
三
三
八
)
八
月

孔
廟

石
頭
七
七

・
二
八
九

*
丙
子
は
、
至
元

一
三
年
と
後
至
元
四
年
に
あ
り
、
い
ず
れ
が
妥

当
か
不
明

*
石
頭

の
注
記
に
は

「此
石
立
於
世
祖
至
元
二
年

(
一
三
六
六
)
」

と
あ
り
、
意
味
不
明

靱
建
沫
洒
書
院
之
記

後
至
元
四
年

(
=
三
二
八
)

宋
元
隆
撰

沫
洒
書
院

閾
里
九
、
乾
隆
五
二
著
録
、
山
左
二
四
考
釈

(無
年
月
)

*
石
頭
九
四
の
至
正
四
年
碑
と
は
別
か

御
賜
尚
酷
釈
璽
之
記

後
至
元
五
年

(
一
三
三
九
)
二
月

梁
宜
撰

孔
廟

石
頭
七
八

・
二
九
〇
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
続
修
八
、
山
左
二
四

考
釈
、
未
刻

尼
山
書
院
碑

後
至
元
己
卯

(五
/

一
三
三
九
)
五
月

陳
繹
曽
撰

尼
山
孔
廟

石
頭
八

一
・
二
九
六
、
三
氏
四

(至
正
五
)
、
閾
里
九
、
郡
県
二

(至
正
五
)、
山
左
二
四
著
録

大
元
勅
修
曲
阜
宣
聖
廟
碑

後
至
元
五
年

(
一
三
三
九
)

一
一
月

欧
陽
玄
撰

孔
廟

石
頭
七
九

二

一九

]
、
閾
里
九
、
乾
隆

二
七
、
山
左
二
四
著
録
、

潜
研
二
〇
考
釈
、
観
妙

一
五
考
釈
、
未
刻

、
北
拓
四
九

・
一
九
七

*
三
氏
三
に
祝
文

孔
思
立
祭
孔
碑

後
至
元
五
年

(
一
三
三
九

)

孔
廟

石
頭
八
〇

・
二
九
五

祝
文

謝
端
撰

三
氏
三
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大
元
祀
曲
阜
宣
聖
廟
記

王
守
誠
撰

三
氏
四
、
閾
里
九

追
封
啓
聖
王
墓
碑

後
至
元
六
年

(
一
三
三
六
)
二
月

梁
公
林

石
頭
七

・
二

一
四

[世
祖
至
元
二
]

*
啓
聖
王
追
封
は
至
順
二
年
、
ま
た
文
中
に

「大
成
至
聖
文
宣
王
」

の
語
あ
り
、
録
文
の

「至
元
六
年
」
は
、
「
至
元
二
年
」

の
誤

り
か

孔
治
神
道
碑

後
至
元
六
年

(
一
三
四
〇
)
七
月

察
文
淵
撰

孔

林三
氏
三
、
山
左
二
四
著
録

大
元
釈
璽
宣
聖
廟
碑
記

後
至
元
六
年

(
一
三
四
〇
)
八
月

周

伯
碕
撰

孔
廟

石
頭
八

二

・
三
〇
〇

[釈
貧
宣
聖
廟
碑
]
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、

文
献
三
四
、
乾
隆
二
七
、
山
左
二
四
著
録

趙
文
燗
謁
廟
記

後
至
元
六
年

(
一
三
四
〇
)
九
月

孔
廟

石
頭

一
四

・
二

一
八

[中
台
御
史
謁
廟
記
、
世
祖
至
元
八
、
根
拠

不
明
]

*

「宣
聖
五
十
五
代
孫

(略
)
術
聖
公
立
石
」
と
あ
る
か
ら
、
後

至
元

の
碑
、
文
中
に
は

「至
元
六
年
」

の
み

禿
魯
題
名
記

後
至
元
六
年

(
一
三
四
〇
)
一
二
月

藥
祐
撰

孔
廟

石
頭
八
五

・
三
〇
五

[察
祐
題
名
記
碑
」

張
起
巖
周
伯
碕
拝
孔
林
詩

後
至
元
六
年

(
=
二
四
〇
)

孔
廟

石
頭
八
四

∴
二
〇
三
、
三
氏
三
、
閾
里

一
一
、
文
献
四

一

張
は
至
元
五
年
、
周
は
至
元
六
年

也
先
不
花
祀
林
廟
題
名

至
正
元
年

(
一
三

四

一
)
三
月

孔
廟

石
頭
八
七

∴
二
〇
七

圧
澤
民
謁
林
廟
詩

至
正
元
年

(
一
三
四

一
)
五
月

江
澤
民
撰

孔
廟

石
頭
八
六

・
三
〇
六
、
三
氏
三
、
闘
里

一
一

(詩
の
み
)

贈
平
原
侯
東
野
氏
二
代
神
道
碑

至
正
元
年

(
一
一
一四

一
)

一
〇
月

劉
煕
撰

石
頭

一
二
八

・
三
四
三

(『東
野
志
』
二
か
ら
の
引
用
)

創
建
尼
山
書
院
之
記

至
正
二
年

(
一
三
四
二
)
正
月

虞
集
撰

尼
山
孔
廟

石
頭
九

一
∴
二
一
〇
、
三
氏
四
、
閾
里
九

、
文
献
三
四
、
郷
県
二
、

山
左
二
四
著
録

劉
承
祖
謁
林
廟
記

至
正
二
年

(
一
三
四
二
)
三
月

劉
琳
撰

孔

廟石
頭
八
九

二
二
〇
九
、
続
修
八

宋
彦
謁
林
廟
題
名

至
正
二
年

(
一
三
四
二
)
三
月

孔
廟

石
頭
九
〇

・
三

一
〇
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皇
帝
致
璽
曲
阜
孔
子
廟
碑

至
正
二
年

(
=
二
四
二
)

一
二
月

郭

孝
基
撰

孔
廟

石
頭
八
八

・
三
〇
七
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
文
献
三
三
、
山
左
二

四
著
録

*
三
氏

三
に
祝
文

完
者
禿
謁
林
廟
題
名

至
正
三
年

(
一
三
四
三
)
三
月

孔
廟

石
頭
九
三

・
三

=
二

訥
楊
三
謁

林
廟
記

至
正
三
年

(
=
二
四
三
)
六
月

孔
克
欽
撰

孔
廟

石
頭
九

二

・
三

一
三

[楊
訥
三
謁
林
廟
記
砺
」
、
続
修
八

咬
住
伯
堅
謁
林
廟
記

至
正
三
年

(
一
三
四
五
)
六
月

孔
廟

石
頭
九
五

・
三

一
四

[至
正
五
年

根
拠
不
明
]

沫
洒
書
院
碑

至
正
四
年

(
=
二
四
四
)

沫
洒
書
院

石
頭
九
四

・
三

一
四

(撰
者
名
な
し
、
紀
年
根
拠
不
明
)

許
庸
詠
孔
碑

(至
正
)
五
年

(
二
二
四
五
)
十
月

藥
瀧
撰

孔
廟

石
頭
九

・
二

一
五

[世
祖
至
元
五
年
]

*
録
文

に

「至
元
五
年
乙
酉
立
石
」
と
あ
る
の
は
、
「至
正
」

の

誤
り

復
聖
廟
石
銘

至
正
乙
酉

(五
/

=
二
四
五
)

一
一
月

顔
廟

山
左
二
四
著
録

買
閻
謁
廟
記

至
正
丙
戌

(六
/

=
二
四
六
)
二
月

王
偉
撰

孔

廟石
頭
九
八

・
三

一
六

[王
偉
謁
廟
記
硯
」

孔
思
凱
墓
碑

至
正
六
年

(
二
二
四
六
)
三
月

孔
林

石
頭
九
九

・
三

一
七

謁
林
廟
記

(仮
名
)

至
正
六
年

(
一
三

四
六
)
七
月

王
偉
撰

孔
廟

石
頭
九
七

・
三

一
六

[棊
克
等
謁
林
廟
記
砺
」

(主
人
公
は
欠
字

で
不
明
)

王
茂
材
謁
廟
題
名

至
正
丙
戌

(六
/

二
二
四
六
)

=

]月

孔
廟

石
頭
九
六

∴
二
一
五

唐
兀
氏
大
都
子
敬
謁
林
廟
題
名

至
正
七
年

(
一
三
四
七
)
六
月

孔
廟

石
頭

一
〇
〇

・
三

一
八

張
如
石
賀
術
聖
公
加
官
爵
詩
碑

至
正
七
年

(
一
三
四
七
)

孔
廟

石
頭

一
〇

一
・
三

一
八

*
文
中
に
は

「済
南
口
口
口
石
再
拝
」
と
あ
る
の
み
、
張
如
石
と

す
る
根
拠
不
明

商
企
翁
題
名

至
正
八
年

(
一
三
四
八
)
二
月

孔
廟

石
頭

一
〇
四

・
三
二

一
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顔
朝
列
謁
林
廟
記

至
正
八
年

(
]
三
四
八
)
六
月

孔
廟

石
頭

一
〇
三

・
三
二
〇

*
石
頭

の
録
文
で
は
、
文
中
に
は
至
正
戊
子

(八
年
)
と
あ
る
が
、

碑
末
は

「至
正
六
年
六
月

日

(略
)

立
石
」
と
あ
り
、
誤

植
か

朶
児
ロ
バ右
丞
相
等
代
祀
記

至
正
八
年

(
一
三
四
八
)
八
月

董
立

撰

孔
廟

石
頭

一
〇
二

∴
二
一
九
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
乾
隆
五
二
著
録
、

山
左
二
四
著
録

(曲
阜
県
孔
廟
至
正
代
祀
記
)

*
石
頭
は
碑
名
を

「左
丞
相
」
と
誤
る

買
来
的
謁
廟
記

至
正
九
年

(
一
三
四
九
)
三
月

孔
廟

石
頭

一
〇
五

・
三
一
一
一

[劉
忠
敬
経
曲
阜
謁
廟
記
硯
]

大
元
勅
賜
先
師
菟
国
復
聖
公
新
廟
碑

至
正
九
年

(
=
二
四
九

根

拠
不
明
)

一
一
月

欧
陽
玄
撰

顔
廟

石
頭

一
〇
六

・
三
二
二
、
山
左
二
四
著
録
、
随
巷
六

勅
建
端
本
堂
記

至
正

一
〇
年

(
一
三
五
〇
)
三
月

彰
廷
堅
撰

漢
魏
碑
刻
博
物
館

(城
南
白
村
か
ら
移
動
)

石
頭

一
〇
七

・
三
二
四

曲
阜
歴
代
沿
革
志

至
正

一
〇
年

(
一
三
五
〇
)
四
月

石
晋
撰

漢
魏
碑
刻
博
物
館

石
頭

一
〇
八

∴
二
二
五
、
乾
隆
五
二
著
録
、
山
左
二
四
著
録

(石

普
撰
)

*
曲
阜
県
歴
代
沿
革
碑
、
曲
阜
県
志
遷
徒
略
よ
り
な
る

*
旧
城
東
門
外
か
ら
移
動
、
『曲
阜
市
志
』
は
、
孔
廟
弘
道
門
下

に
在
り
と
す
る
、
筆
者
も
そ
の
場
所
で
見
て
い
る

重
修
景
霊
宮
碑

至
正

=

年

一
二
月

周
伯
埼
撰

乾
隆
五
二
考
釈
、
山
左
二
四
著
録

尼
山
大
成
殿
増
塑
四
公
配
享
之
碑

至
正

一
四
年

(
]
二
五
四
)
三

月

危
素
撰

尼
山
孔
廟

石
頭

=

一
・
三
三
〇
、
三
氏
四
、
閾
里
九
、
乾
隆
二
七
、
郷
県

二
、
山
左
二
四
著
録

王
徳
脩
拝
孔
庭
詩

至
正
甲
午

(
一
四
/

一
二
五
四
)
四
月

王
徳

脩
詩
、
孔
克
堅
記

孔
廟

石
頭

一
一
二

・
三
三
二

加
封
啓
聖
王
碑

呂
思
誠
撰

至
正

一
四
年

(
一
二
五
四
)
四
月

三
氏
四
、
閾
里
九
、
山
左
二
一二
著
録

(至
正
八
、
曲
阜
県
孔
廟
加

封
啓
聖
王
制
詞
碑
)、
観
妙

*
詔
勅
は
至
順
二
年

(三
氏

こ

孔
思
晦
墓
碑

至
正

一
五
年

(
一
二
五
五
)
二
月

孔
思
立
撰

孔
林

石
頭

一
一
三

∴
二
三
一二
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*
危
素
撰
の
神
道
碑
は
、
三
氏
三
に
移
録

(洪
武
丁
丑
/
三
〇
年

立
石
)

復
手
植
檜
銘
碑

元
貞
丙
申

(二
/

一
二
九
六
)
孔
治
立
、
至
正
丁

酉

(
一
七
/

一
三
五
七
)
孔
希
学
重
立

張
頷
撰
銘

孔
廟

石
頭

一
一
四

.
三
三
四
、
山
左
二
四
著
録
、
三
氏
三

(
一
部
文
に

違

い
)
、
閾
里
九

中
書
平
章

祀
宣
聖
廟
記

至
正
二

一
年

(
一
二
六

一
)

孫
者
羽撰

孔
廟

石
頭

一

一
五

∴
二
一二
五
、
三
氏
四
、
閾
里
九

(至
元
に
誤
る
)
、

続
修
八
、
山
左
二
四
考
釈

(平
章
中
丞
祀
曲
阜
宣
聖
廟
記
)

察
牢
帖
木
児
祭
廟
碑

至
正
二

一
年

(
一
二
六

一
)
九
月

石
頭

一
二
九

∴
二
四
七
、
続
修
八
、
山
左
二
四
考
釈
、
潜
研
堂
二

〇
考
釈

孔
廟

*
三
氏
三
に
祝
文

*
石
頭
は

「巳
不
存
」
と
す
る
、
孔
廟
に
あ

っ
た
?

陳
資
善
謁
廟
記

(仮
題
)

至
正
二
三
年
七
月

保
宝
撰

三
氏

一

拡
廓
帖
木
児
代
祀
閾
里
記

至
正
二
五
年

(
一
二
六
五
)
二
月

魏

元
礼
撰

石
頭

一

一
六

.
三
三
六

[魏
元
礼
代
祀
閾
里
記
碑
]
、
三
氏
四

(欠
字
な
し
)
、
閾
里
九
、
山
左
二
四
著
録

帖
適
赤
仲
文
謁
林
廟
記

至
正
二
六
年

(
一
二
六
六
)

石
頭

一
一
七

・
三
三
七

謁
林
廟
記

至
正
二
七
年

(
=

一六
七
)

李
国
麟
撰

石
頭

一
一
八

・
三
三
八

[李
国
麟
謁
林
廟
記
砺
」

減
武
子
故
台
碑

至
正
年
間

孔
廟

石
頭

一
一
九

・
三
三
八

楊
恵
謁
廟
及
游
蓬
泉
詩
碑

孔
廟

石
頭

一
二
〇

∴
壬
二
九

*
文
中
の

「
寄
術
聖
公
環
夫
」

至
正
年
間
か

五
十
世
孔
捻
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二

一
二
二
四
〇

五
十
世
孔
済
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二
二

・
三
四
〇

五
十
世
孔
稀
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二
三

∴
二
四

一

五
十

一
世
孔
元
用
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二
四

・
三
四

一

五
十
四
世
孔
思
誠
墓
碑

孔
林

孔
廟

孔
廟

 

の
環
夫

は
孔
克
堅
の
字
ゆ
え
、

〔人
名
根
拠
不
明
〕
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石
頭

一
二
五

・
三
四
二

五
十
四
世
孔
思
迫
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二
六

・
三
四
二

五
十
五
世
孔
克
欽
墓
碑

孔
林

石
頭

一
二
七

∴
二
四
三

文

献

目

録

入

矢

義

高

藥

美

彪

氏

編

「
元

代

白

話

碑

集

録

」

を

読

む

(
『
東

方

学

報

』

京

都

二
六

一
九

五

六

)

陳

高

華

金

元

二
代

之

術

聖

公

(
『
文

史

』

二
七

一
九

八

六

)

=
>
Z
。。
団
7

<
.
一蕊
。
暑

二
8

。・
"
震

Q・
8
腎

巴

。。
8

§

。・
ま
二
冨

。。
。
茜

暑

藤

紛

討

寒

鳥
切
ミ

鴨
§

ミ

鶏
ミ

O

《
§

≧

吻
ミ
寒

=

P

一
〇
Q◎
刈

森
田
憲
司

書
評

・
陳
垣
編

『
道
家
金
石
略
』

(『奈
良
史
学
』
七

一
九
八
九
)

森
田
憲
司

元
代
漢
人
士
大
夫
研
究
の
課
題
二
、
三

(『中
国
-
社

会
と
文
化
』
五

一
九
九
〇
)

森
田
憲
司

孔
子
の
子
孫
に
見
る
知
識
人
支
配
の
実
態

元
朝
治
世

下
の
彷
聖
公

(『歴
史
群
像
』
二
五

「ジ
ン
ギ
ス

・
カ

ン
下
」

一
九
九

一
)

薫

啓
慶

大
蒙
古
国
時
代
行
聖
公
復
爵
考
実

(『大
陸
雑
誌
』
八

五
i
六

一
九
九
二
)

森
田
憲
司

至
元
三

一
年
崇
奉
儒
学
聖
旨
碑
-
石
刻

・

『廟
学
典

礼
』

・

『元
典
章
』

(梅
原
郁
編

『中
国
近
世
の
法
制

と
社
会
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

一
九
九
三
)

森
田
憲
司

「大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記
」
再
考
-
丁
酉
年

に
お
け
る

「聖
人
の
家
」

へ
の
優
免

(『奈
良
史
学
』

一
一
一

一
九

九
四
)

中
村
淳

・
松
川
節

新
発
現
の
蒙
漢
合
壁
少
林
寺
聖
旨
碑

(
『内
陸

ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
八

一
九
九
三
)

杉
山
正
明

碑
は
た
ち
あ
が
り
歴
史
は
蘇
え
る

(『
世
界
の
歴
史
』

九

「大
モ
ン
ゴ
ル
の
時
代
」

一
九
九
七
)

宮

紀
子

大
徳
十

一
年

「
加
封
孔
子
制
詰
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

(『中
国
-
社
会
と
文
化
』

一
四

一
九
九
九
)

森
田
憲
司

中
華
の
伝
統
文
化
と
モ
ン
ゴ
ル

(『し
に
か
』
二
〇
〇

一
年

一
一
月
号

二
〇
〇

こ

こ
の
論
文
は
、
平
成

一
〇
1

一
三
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

C

「
石
刻
資
料
に
よ
る
元
代
漢
人
知
識
人
社
会
の
研
究
」
の
成
果

の

一
部
で
あ
る
。
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