
歴
史

割
ら
れ
て
い
た
孔
子
廟
碑

二
千
五
百
年
ほ
ど
前
、
中
国
の
春
秋
時
代
の
末
期
に
、
魯ろ

と
い
う
小
国
の
曲
阜

き
ょ
く
ふ

と
い
う
邑む

ら

に
孔こ

う

丘
き
ゅ
う

と
い
う
人
物
が
生
ま
れ
た
。
世
に
云
う
、
世
界
の
四
大
聖
人

の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
孔
子
」
で
あ
る
。
孔
子
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ

り
、
ま
た
、
こ
こ
で
は
詳
細
を
述
べ
る
場
面
で
も
な
い
と
思
う
が
、
中
国
に
「
文

化
大
革
命
」
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
数
年
後
、
私
は
そ
の
曲
阜
を
訪
ね
た
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
は
、
孔
子
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
興
味
、
曲
阜

の
雰
囲
気
、
最
も
見
た
か
っ
た
も
の
は
孔
子
廟
の
碑
で
あ
っ
た
。

中
国
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
の
思
想
や
政
治
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
信
仰
の
対

象
に
さ
え
な
っ
た
そ
の
廟
碑
が
、
驚
い
た
こ
と
に
二
つ
に
割
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
孔
子
の
生
家
も
迫
害
を
受
け
た
と
い
う
が
、
孔
子
か
ら
七
十
四
代
目
の

子
孫
は
台
湾
に
避
難
し
て
い
て
無
事
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
始
祖
何
代
目
云
々

は
わ
が
国
に
も
よ
く
あ
る
逸
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
論
す
る
材
料
が
無
い
限

り
す
べ
て
信
用
す
る
し
か
な
い
。

孔
子
廟
を
割
っ
た
の
は
、
不
特
定
多
数
の
都
会
か
ら
来
た
若
者
た
ち
だ
っ
た

と
い
う
。
文
化
大
革
命
は
、
大
衆
を
直
接
に
指
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
元

「
毛
沢
東
主
席
」
が
「
劉
少
奇
」
等
を
、
右
傾
の
反
革
命
者
と
し
て
隔
離
し
、



持
論
の
社
会
主
義
を
改
め
て
唱
導
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
極
左
的
思
想
が
、

鬱
積
し
た
不
満
と
無
知
を
巻
き
込
ん
で
潮
流
と
な
り
、
中
国
全
土
を
荒
れ
狂
い
、

不
毛
の
革
命
に
暴
徒
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
間
も
な
く
毛
主
席
は
亡
く
な
り
、

四
人
組
が
失
脚
、
そ
の
後
「
鄧
小
平
」
の
改
革
・
開
放
政
策
に
よ
っ
て
急
速
な

経
済
発
展
を
遂
げ
、
世
界
を
驚
か
せ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
変
化
は
文
化
大
革
命
の
反
省
と
反
作
用
で
も
あ
り
、
こ
の
形
態
は
共
産
党

一
党
独
裁
を
部
分
的
に
修
正
し
た
資
本
主
義
の
導
入
で
も
あ
っ
た
。
情
報
社
会

は
す
で
に
世
界
を
ネ
ッ
ト
で
繋
い
で
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

文
物
は
、「
古
典
」
と
い
う
だ
け
で
価
値
が
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

真
価
は
、
中
味
の
重
さ
が
理
解
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
評
価
に
耐
え
得
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
長
い
間
、
価
値
と
は
人
間
が
共
有
で
き
る
基
準

の
一
部
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
価
値
が
い
と
も
安
易
に
変

わ
っ
て
し
ま
い
、
一
方
的
に
破
棄
さ
れ
る
と
、
常
識
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぎ
方
向

が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

生

噛

な
ま
か
じ
り

の
中
国
の
近
々
代
史
を
私
が
述
べ
て
も
始
ま
ら
な
い
が
、
一
つ
だ
け
、

毛
主
席
の
一
声
で
中
国
が
失
っ
た
も
の
を
指
摘
し
た
い
。
二
千
年
以
上
に
わ
た

っ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
始
皇
帝
が
制
定
し
た
漢
字(

秦
の
始
皇
帝
在
位
Ｂ
・
Ｃ
二

四
七
～
Ｂ
・
Ｃ
二
二
一
年)

を
略
字
体
に
改
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。(

漢
文



の
初
学
者
は
清
の
聖
祖
「
康
熙
辞
典
」
に
あ
た
る)

略
字
体
は
便
利
か
も
知
れ
な

か
っ
た
が
、
中
国
史
は
四
千
年
と
も
い
わ
れ
る
歴
史
の
す
べ
て
が
漢
字
で
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
五
年
後
、
再
度
北
京
を
訪
れ
た
時
、
す
で
に
一
部
の

学
者
を
除
い
て
、
古
文
書
が
読
め
な
い
若
者
が
多
く
な
っ
た
と
の
嘆
き
を
耳
に

し
た
。(

話
し
言
葉
は
北
京
語
と
上
海
語
で
は
な
か
な
か
通
じ
な
い
。
沿
岸
部
と

内
陸
部
の
少
数
民
族
と
の
会
話
に
は
通
訳
が
要
る
。
現
代
で
は
テ
レ
ビ
や
パ
ソ

コ
ン
等
の
普
及
に
よ
っ
て
私
が
見
知
っ
た
世
界
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
が
・
・
・)

と
こ
ろ
で
、
文
字
に
限
ら
ず
孔
子
の
思
想
も
、
す
べ
て
の
時
代
に
万
能
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
に
は
焚
書
坑
儒
の
迫
害
を
受
け
、

思
想
そ
の
も
の
が
こ
の
世
か
ら
消
え
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。「
儒
教
」
は
官
僚

組
織
を
骨
格
と
し
て
前
世
代
の
習
慣
を
守
り
、
当
時
の
乱
世
を
正
そ
う
と
し
た

こ
と
か
ら
始
ま
る
。
時
代
が
変
化
し
て
王
権
の
独
裁
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
為
政
者
に
と
っ
て
は
旧
い
習
慣
は
邪
魔
な
陋

習

ろ
う
し
ゅ
う

で
し
か
な
く
な
る
。
つ

ま
り
、
論
語
は
薬
に
も
毒
に
も
な
る
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

論
語
と
い
う
書
物
を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
み
た
。
全
編
は
「
仁
」
と
い

う
思
い
や
り
の
思
想
に
貫
か
れ
て
お
り
、
基
本
軸
に
「
礼
」
が
据
え
ら
れ
て
い

る
。
孔
子
の
い
う
「
礼
」
は
、
「
人
の
道
」
を
形
に
し
た
も
の
で
、
「
礼
」
は
そ



の
規
範
の
揺
れ
を
防
ぐ
為
の
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
そ
れ
は
「
仁
」
と
し
て

完
成
し
、
誰
も
が
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
定
着
す
る
。「
論

語
」
に
残
さ
れ
た
文
言

も
ん
ご
ん

は
、
実
に
人
間
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
孔
子
は
「
神
」

に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
神
」
と
崇あ

が

め
ら
れ
た
人
は
書
物
を

残
し
て
い
な
い
。
釈
尊
、
キ
リ
ス
ト
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
然
り
で
あ
る
。
孔
子
の
「
論

語
」
は
孫
弟
子
た
ち
の
伝
聞
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
回
目
の
訪
中
の
時
、
北
京
博
物
館
に
行
っ
た
。
新
た
に
発
見
さ
れ
た
と
い

う
「
論
語
」
の
竹
簡

ち
く
か
ん

が
宝
物
の
よ
う
に
ガ
ラ
ス
箱
に
収
め
ら
れ
展
示
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
あ
り
さ
ま
を
見
て
、
こ
の
国
の
歴
史
は
幾
度
か
異
民
族
に
よ
っ
て
中

断
し
て
い
る
の
で
、
価
値
観
の
変
化
に
も
慣
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
思

っ
た
が
、
孔
子
の
評
価
が
十
五
年
間
で
か
く
も
変
わ
る
も
の
か
と
驚
く
ば
か
り

で
あ
つ
た
。
原
初
の
「
論
語
」
は
、
心
あ
る
人
の
手
に
よ
っ
て
始
皇
帝
の
時
代

に
壁
土

か
べ
つ
ち

に
塗
り
込
め
ら
れ
、
今
日
に
残
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

唐
突
だ
が
、
あ
る
テ
レ
ビ
局
で
放
送
記
者
が
「
日
本
に
今
、
外
国
人
が
攻
め

て
来
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
採と

り
ま
す
か
」
の
質
問
に
、
若
い

女
性
の
「
逃
げ
る
！
」
は
論
外
と
し
て
も
、
あ
る
男
性
の
「
こ
ん
な
国
、
護
る

価
値
が
あ
り
ま
す
か
ね
？
」
の
答
え
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
明
ら
か
に
、
私
の
価

値
と
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
価
値
観
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
こ
と
は
認



め
る
と
し
て
も
、
明
治
維
新
か
ら
百
四
十
年
、
時
代
の
激
変
と
は
云
え
、
明
治

の
元
勲
に
は
耳
に
入
れ
た
く
な
い
言
葉
で
は
あ
る
。
一
方
孔
子
は
自
分
の
理
想

が
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
時
に
も
、
国
を
捨
て
よ
う
と
は
せ
ず
、
理
想
を
後
世
に

託
し
教
育
者
と
し
て
生
き
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
国
で
生
ま
れ
こ
の
国
に
生
き
て
い
る
か
ら
日
本
人
な
の
で

は
な
い
。
遠
い
昔
か
ら
日
本
文
化
と
繋
が
っ
て
生
き
て
き
た
か
ら
日
本
人
な
の

で
あ
る
。
「
こ
ん
な
国
、
護
る
価
値
が
あ
り
ま
す
か
ね
？
」
と
応
え
た
彼
に
は
、

文
化
の
意
味
を
も
う
一
度
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
文
化
は
民
度
と
比
例
す
る
。

つ
ま
り
、
文
化
と
は
そ
の
国
の
風
土
が
永
い
時
間
を
か
け
て
練
り
上
げ
て
き
た

知
恵
の
結
実
な
の
で
あ
る
。

私
は
割
ら
れ
て
い
た
孔
子
廟
を
思
い
出
す
た
び
に
、
孔
子
の
生
き
方
と
そ
の

後
の
評
価
の
揺
れ
を
深
く
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
如
何
な
る
英

雄
も
偉
人
も
す
べ
て
の
時
代
を
超
越
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
古
人
の

箴
言
を
心
の
裡
で
繰
り
返
し
た
。


