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著
者
は
さ
き
に
「
六
朝
史
研
究
」
(
政
治
枇
曾
篇
、
昭
和
三
一
年
)
を
公
け

に
し
、
そ
の
第
二
部
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
ま
た
著
者
に
は

「
六
朝
宗
教
史
」
(
弘
文
堂
、
昭
和
二
三
年
)
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
は
補
注
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
書
に
は
そ
の
貼
を

整
備
し
、
附
加
訂
正
が
な
さ
れ
て
、
前
者
に
数
倍
す
る
充
質
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
谷
頭
に
塚
本
善
隆
博
士
の
序
文
が
の
っ
て
い
る
。
著
者
は
か
つ
て
東

方
文
化
研
究
所
(
京
大
人
文
科
事
研
究
所
)
宗
教
研
究
室
に
お
い
て
、
中
園
宗

数
史
の
基
礎
資
料
を
整
備
す
る
事
業
を
捲
嘗
し
た
。
著
者
が
そ
こ
で
抄
出
し
た

六
朝
正
史
を
中
心
と
す
る
宗
教
資
料
は
落
大
な
量
に
達
し
た
が
、
そ
の
原
稿
は

大
戦
の
さ
中
で
空
襲
に
あ
い
、
つ
い
に
出
版
不
能
に
陥
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と

き
あ
つ
め
ら
れ
た
資
料
が
、
本
書
に
攻
め
ら
れ
た
数
十
篇
の
論
文
の
血
肉
に
な

っ
て
い
る
と
序
文
に
見
え
て
い
る
。

は
じ
め
に
「
中
園
宗
教
史
の
展
望
」
が
あ
る
。
著
者
は
自
ら
の
歴
史
研
究
の

態
度
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
、
|
|
あ
る
重
要
な
時
代
を
選
び
、
そ
れ
を

で
き
る
限
り
多
く
の
面
か
ら
綜
合
的
に
考
察
し
て
、
そ
の
歴
史
像
を
浮
か
び
上

ら
せ
、
そ
れ
を
現
代
と
組
み
合
せ
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
如
何
に
生
き
る
か
と

著

い
う
問
題
を
、
永
遠
と
か
紹
封
と
い
う
こ
と
は
意
圃
し
な
い
が
、
比
較
的
長
期

に
解
決
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
|
|
と
。
こ
の
展
望
で
著
者
は
、
梯
数
侍
来
の

過
程
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
仰
数
は
な
ぜ
中
闘
で
盛
ん
に
な
っ
た
か
と
い
う
聞

い
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
と
く
に
六
朝
時
代
、
な
ぜ
中
国
文
化
が
儒
数
一
舎
で

な
く
、
三
数
並
立
の
欣
態
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
論
題
と
す
る
。
そ
の
た

め
に
は
胡
族
の
中
原
占
接
の
事
情
と
、
中
世
貴
族
祉
舎
の
特
性
を
明
ら
か
に
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
未
開
吐
曾
や
原
始
・
古
代
一
位
曾
で
は
、
宗
教
・
呪
術
性

が
文
化
全
慢
に
惨
透
し
、
国
家
機
力
に
も
事
問
整
術
に
も
深
く
作
用
し
て
い
る

か
ら
、
宗
教
を
手
掛
り
と
し
て
歴
史
全
健
を
把
握
す
る
以
外
に
は
な
い
。
そ
れ

が
近
代
に
な
る
と
、
宗
教
と
文
化
と
が
希
離
し
、
現
代
世
界
の
不
調
和
と
な
っ

て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
宗
教
的
因
子
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る

か
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
古
代
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
近
世
の
よ
う
な

時
代
に
灘
、
っ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
中
世
の
研
究
が
重
要
と
な

る
。
ア
ジ
ア
の
中
世
は
、
同
時
に
ア
ジ
ア
文
化
交
流
の
時
代
で
も
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
著
者
は
、
中
闘
中
世
(
六
朝
・
惰
唐
)
の
前
牢
を
取
り
あ
げ
た

の
で
あ
る
と
。
著
者
は
中
間
宗
教
史
の
時
代
匿
分
を
試
み
、
次
の
よ
う
に
規
定

し
て
い
る
。
古
代

(
B
C
一
七
O
O
l
A
D
二
二
O
)
園
家
的
宗
教
と
し
て
の

儒
数
成
立
の
時
代
。
中
世
(
二
一
二
九
五
九
〉
三
教
の
相
互
関
係
の
時
代
。

近
世
ハ
九
六
O
|
一
九
一
一
)
儒
数
復
興
と
一
一
柳
数
(
回
・
基
)
の
自
主
侍
道

。
現
代
(
一
九
一
二
l
)
儒
数
的
紳
政
園
家
の
消
滅
に
よ
り
憲
法
制
度
に
よ
る

信
教
自
由
の
原
則
が
と
も
か
く
認
め
ら
れ
た
時
代
と
し
て
い
る
。
右
の
展
望
の

中
に
は
、
簡
軍
な
が
ら
著
者
の
歴
史
哲
撃
が
の
べ
ら
れ
て
い
て
興
味
が
あ
る
。

人
は
と
か
く
永
遠
と
か
紹
封
と
い
う
こ
と
を
、
す
ぐ
口
に
し
た
が
る
。
特
に
こ

こ
で
は
宗
教
史
の
研
究
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
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し
か
し
、
氷
遼
と
か
絶
封
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
を
問
題
に
し
て
も
抽
象
に

す
ぎ
な
い
。
歴
史
的
現
貨
を
ふ
ま
え
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
生
き
て
く

る
。
こ
こ
に
お
い
て
歴
史
研
究
の
必
要
が
起
っ
て
く
る
。
し
か
し
て
著
者
は
、

現
代
に
お
け
る
宗
教
と
文
化
と
の
需
離
に
著
目
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
究
明
す

る
た
め
に
中
世
の
研
究
に
思
い
つ
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
歴
史
家
と
し
て

の
用
意
が
見
ら
れ
る
。

第
二
章
以
下
第
七
章
に
い
た
る
ま
で
は
、
主
と
し
て
道
教
関
係
の
論
文
が
か

か
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
第
七
章
「
六
朝
時
代
の
道
教
護
逮
史
」
は
未
設

表
の
も
の
で
、
が
ん
ら
い
著
者
が
「
中
園
道
教
史
論
考
」
と
穏
す
る
大
き
な
計

査
の
一
部
と
し
て
起
稿
さ
れ
、
過
去
の
研
究
を
集
大
成
す
る
と
共
に
、
著
者
最

近
の
見
解
も
お
り
こ
ま
れ
て
お
り
、

一
大
論
陣
を
張
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
の

第
七
意
か
ら
紹
介
し
て
ゆ
こ
う
。
そ
の
第
一
節
は
「
三
張
の
道
教
と
そ
の
系
統
」

で
あ
る
。
著
者
は
い
う
。
中
関
祉
曾
の
、
宗
教

・
慈
術
・
哲
事

・
恩
怨
の
分
野

に
お
い
て
は
、
士
と
庶
と
の
中
間
に
あ
る
階
級
の
動
き
が
、
後
勤
を
お
こ
す
も

と
に
な
る
。
道
教
は
庶
民
の
宗
教
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
六
朝
時
代
に
道
教
を
宣

教
し
た
も
の
は
、
寒
門
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
。
こ
の
こ
と
は
著
者
の
六
朝
政

治
世
曾
の
研
究
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
傾
聴
に
値
い
す
る
。
寒
門
に
つ
い

て
は
著
者
の
す
ぐ
れ
た
研
究

「
貌
畜
及
び
南
朝
の
寒
門
・

家
人
」
(
六
朝
史
研

究
、
政
治
祉
禽
篇
)
が
あ
り
、
こ
の
浮
動
す
る
中
間
層
を
寒
門
と
い
う
概
念
で

と
ら
え
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
家
門
と
い
う
諾
は
、
六
朝

食
族
制
枇
舎
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
時
に
よ
る
と
特
定
の
階
級
に
限
ら
れ
る
う

ら
み
が
あ
る
。
道
数
が
寧
に
庶
民
の
宗
教
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
中
植
に
あ
っ
て
こ
の
運
動
を
ひ
き
い
た
人
は
つ
ね
に
知
識
人
で
あ
っ

た
。
ま
た
間
竿
問
整
術
の
分
野
に
お
い
て
も
、
官
人
と
庶
民
と
の
中
間
に
あ
る
階

級
が
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
彼
等
は
隠
逸
的
な
生
活

態
度
を
と
っ

て
い
る
こ
と
が
少
く
な
い
。

こ
れ
ら
第
三
の
浮
動
す
る
中
間
屈

は
、
懇
門
と
稽
す
る
に
は
あ
ま
り
に
複
雑
な
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
こ
と
は
中
闘
史
研
究
の
盲
貼
で
あ
り
、
ま
た
興
味
あ
る
問
題
で
も

あ
る
か
ら
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ぎ
に
著
者
は
三
数

に
つ
い
て
、
張
陵
の
道
教
が
も
っ
と
も
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、病
気
の
原
因
は

外
部
の
精
霊
の
仕
業
だ
と
考
え
て
い
た
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
的
見
解
に
封
し
、
そ
の

原
因
を
内
心
の
道
徳
的
惑
に
お
く
数
説
を
な
し
た
こ
と
が
、
人
心
の
弱
貼
を
と

ら
え
信
仰
を
強
く
す
る
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
首
過
の
起

原
に
つ
い
て
い
う
。
内
官
や
女
官
に
は
庶
民
出
身
の
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
宮

中
に
民
間
信
仰
を
導
入
し
や
す
い
。
し
か
し
後
漢
の
賢
徳
あ
る
皇
后
は
恋
脱
を

信
じ
な
か
っ

た
。
そ
の
例
と
し
て
和
燕
都
皇
后
が
病
危
い
と
き
、
左
右
の
も
の

が
身
代
り
を
祷
請
し
た
の
を
責
め
、
た
だ
謝
過
新
一
隅
せ
し
め
た
こ
と
な
ど
を
接

げ
て
い
る
。
著
者
は
な
お
、
張
角
と
張
陵
と
の
間
に
は
、
罪
過
告
白
に
よ
る
病

気
治
癒
と
い
う
こ
と
が
類
似
黙
に
な
っ
て
い
る
が
、
問
者
は
手
段
も
地
域
も
異

な
り
、
一
方
か
ら
他
方
へ
影
響
し
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
る
雨
者
は
共
通
の

源
か
ら
愛
し
た
も
の
で
、
従
前
か
ら
行
な
わ
れ
た
罪
過
と
疾
病
と
の
悶
果
関
係

の
自
覚
が
、
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
的
方
法
に
代
っ
て
撞
頭
す
る
機
運
に
向
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
著
者
は
陳
寅
絡
の

「天
師
道
興
演
海
地
滅
的

閥
係
」
(
集
刊
三

・
四
)
を
引
き
つ
つ
、
東
膏
末
の
孫
思

・
庇
循、

北
貌
の
健

治
、
東
奮
の
許
巡
ら
が
姻
戚
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
図
示
し
、
天
師

道
の
流
布
過
程
を
示
し
て
い
る
の
は
有
症
で
あ
る
。

第
二
節
は
「
道
教
史
に
お
け
る
葛
洪
の
地
位
L

で
、諸
設
を
参
照
し
な
が
ら
次

の
よ
う
に
設
い
て
い
る
。
三
張
の
道
教
は
華
北
に
お
い
て
冠
謙
之
に
影
響
し
、
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彼
に
よ
っ
て
改
革
が
と
げ
ら
れ
て
幽
家
的
宗
教
と
な
っ
た
。
同
様
に
一
二
張
の
道

数
は
南
方
で
も
改
革
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
揚

・
許
二
人
を
中
心
と
し
東
沼
田
以

後
盛
ん
に
な
っ
た
茅
山
汲
で
あ
っ
て
、
そ
の
改
革
に
契
機
を
輿
え
た
も
の
が
こ

葛
の
道
教
で
あ
る
。
天
師
道
が
燕
湾
方
士
の
流
に
淵
源
す
る
な
ら
ば
、
二
葛
は

昆
術
系
統
の
一川
仙
術
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
と
。
ま
た
幻
術
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
い
う
。
が
ん
ら
い
倦
人
は
長
生
不
死
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
幻
術
を
行
な
う
の
も
倦
人
の
特
質
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、西
域
南
海
と
の

交
通
の
結
果
、
西
方
か
ら
奇
術
が
体
わ
り
、
漢
人
の
耳
目
を
笠
動
さ
せ
た
た
め

で
あ
ろ
う
と
。
つ
ま
り
二
首
相
の
道
教
に
は
西
方
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
鮎
は
、私
も
同
感
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
も
、「
高
信
仰
の
紳
異

に
つ
い
て
」
(
東
方
宗
教
一
七
)
に
お
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
西
方
の
影

響
が
ど
の
よ
う
に
し
て
中
闘
に
入
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
か
っ

複
雑
な
問
題
で
、
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に

「抱
朴

子
」
は
道
数
研
究
の
指
針
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
疑
義
の
存
す
る
黙
は
徹

底
的
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
官
制
批
い
の
生
卒
年
に
つ
い
て
も
諸
説
の
分

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
陳
閥
符
の
「
泊
施
源
流
考
」
を
参
照
し
て
、

そ
の
生
年
を
太
康
三
年
(
二
八
一
一
一
)
と
し
、
卒
年
は
哀
宏
の
羅
浮
山
記
に
、
六

十
一
と
す
る
の
に
嬢
り
、
建
元
元
年

(三
四一
ニ〉

と
し
て
い
る
。
ま
た
「
抱
朴

子
自
序
」
に
「
洪
年
二
十
徐
、
乃
計
作
細
砕
小
文
、
妨
棄
功
日
、
未
若
立

一
家

之
言
、
乃
草
創
子
書
、
舎
過
兵
飢
、
流
削
播
越
、
有
所
亡
失
、
連
在
道
路
、
不

復
投
筆
十
飴
年
、
至
建
武
中
乃
定
、
凡
者
内
篤
二
十
省
、
外
篇
五
十
谷
、
:

叉
撰
俗
所
不
列
者
震
紳
倦
侍
十
省
」
と
あ
る
中
の
「
至
建
武
中
乃
定
」
を
建
武

中
(
元
年
、
三
一
七
)
に
定
稲
が
出
来
た
と
解
す
る
設
が
多
い
。
し
か
し

「
凡

著
」
と
あ
る
以
下
の
業
践
は
自
序
を
書
く
と
き
に
は
出
来
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

自
序
に
は
「
今
よ
わ
い
不
惑
に
近
し
」
と
あ
る
が
、
建
武
元
年
に
お
け
る
葛
洪

の
年
齢
は
三
十
五
歳
で
あ
る
。
種
々
の
貼
か
ら
、
自
序
が
内
外
篇
と
同
時
に
で

き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
建
武
中
に
子
書
の
著
述
が
一
路
で
き
た
こ
と
は
認
め

る
が
、
{
疋
稿
が
完
成
し
た
と
見
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
建
武
中
に
子
宝
田
が
出
来

た
と
し
て
も
、
そ
の
後
改
補
が
な
さ
れ
、
後
で
自
序
が
作
ら
れ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
、
と
の
べ
て
い
る
。
因
み
に
改
修
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
陳
閥
符
も
み
と

め
て
お
り
、
ま
た
重
津
俊
郎
氏
の
「
抱
朴
子
に
於
け
る
統
一
の
理
念
」
で
は
、

こ
の
著
作
を
羅
浮
山
に
入
つ
て
の
ち
、
よ
わ
い
五
十
裁
を
こ
え
て
か
ら
と
説
い

て
い
る
。
次
に
葛
洪
は
祖
父
の
玄
と
あ
わ
せ
て
二
葛
と
稽
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は

北
湾
の
古
同
組
が
陸
修
静
の
行
業
を
稽
し
て
コ
一
一
張
を
祖
述
し
二
蔦
を
弘
前
す
」

と
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
著
者
の
よ
れ
ば
、
首
相
氏
の
壊
と
揚
許
の
茅

山
道
と

は
、
江
南
の
道
教
と
い
う
貼
で
は
共
通
の
立
場
に
あ
る
が
、
こ
の
二
波
は
必
ず

し
も
提
携
し
協
力
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
他
に
抱
朴
子
の
い
う
李
家
道

と
い
う
一
波
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
節
「
楊
許
の
道
数
改
革
と
茅
山
波
道
数
」
の
許
遮
に
つ
い
て
は
、
許
長

史
の
質
兄
で
あ
り
、
初
め
は
飽
視
に
師
事
し
た
か
ら
葛
洪
と
同
門
の
わ
け
で
あ

る
が
、
茅
山
仮
と
は
閥
係
が
な
く
飽
観
も
茅
山
波
で
は
貴
ば
れ
な
い
。
そ
し
て

茅
山
波
で
は
不
死
を
も
問
題
と
せ
ず
、
価
他
人
と
は
生
死
を
超
越
し
た
究
者
で
あ

り
、
こ
こ
に
陶
弘
景
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
仙
悌
一
致
の
道
教
醐
閥
系
の
片
鱗
が
出

て
い
る
と
な
す
。
著
者
は
陶
弘
景
を
、
濁
創
的
な
深
遠
な
思
索
家
で
は
な
く
、

諸
皐
の
形
式
的
な
綜
合
家
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
者
「
登
異
隠
訣
」
に

衆
員
が
授
け
た
秘
訣
と
し
て
、
拭
目

・
啄
歯
の
法
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
の
他
道
数
の
中
に
保
健
衛
生
の
法
が
お
び
た
だ
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
き
、
人
種
と
闘
家
枇
曾
と
自
然
と
を
比
論
す
る
の
が
道
教
的
思
考
の

110-
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著
し
い
特
徴
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
た
め
に
太
卒
御
覧
七
二

O
方

術
部
に
引
く
「
老
子
養
生
要
訣
」
を
引
い
て
説
明
し
、
精
紳
を
君
主
に
、
血
を

臣
下
に
、
気
を
民
に
比
す
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ

と
同
じ
記
載
が
「
抱
朴
子
地
異
篇
」
に
も
出
て
い
る
の
で
、
合
せ
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
節
「
北
朝
の
道
数
」
で
は
、
冠
謙
之
が
悌
数
お
よ

び
併
教
徒
に
謝
し
て
、
崖
浩
と
ち
が
っ
て
寛
容
の
態
度
を
持
し
て
い
た
こ
と
を

「
稽
老
志
」
に
よ
っ
て
の
べ
、
彼
が
道
教
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
、
帥
抑
教
を
利

用
し
た
こ
と
は
、
南
朝
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
最
後
の

「
唐
室

の
創
業
と
茅
山
波
道
数
」
に
お
い
て
は
、
李
淵
と
闘
係
の
深
い
王
遠
知
の
こ
と
を

の
べ
て
い
る
の
が
興
味
を
ひ
く
。
王
遠
知
は
陶
弘
景
の
高
弟
で
、
師
よ
り
三
洞

の
法
を
受
け
、
上
清
十
一
代
宗
師
と
な
り
、
陳
の
宮
廷
で
講
経
し
た
。
陳
が
亡

ん
で
か
ら
中
岳
嵩
山
で
修
業
し
、
南
北
道
教
の
奥
義
を
き
わ
め
た
人
で
あ
る
。

彼
は
陪
.
の
場
帝
に
も
召
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
李
淵
が
場
帝
の
下
に
レ
る
と

き
、
彼
は
李
淵
を
場
帝
に
代
る
べ
き
人
と
見
ぬ
き
、
ひ
そ
か
に
図
録
を
上
っ
た

の
で
あ
る
。
以
上
が
第
七
章
の
概
要
で
あ
る
。

道
教
閥
係
の
論
文
と
し
て
は
、
こ
の
外
に
第
二
章
「
六
朝
時
代
の
祉
舎
と
宗

教
」
、
第
三
章
「
道
教
研
究
の
立
場
」
、
第
四
章
「
道
数
の
概
念
」
、
第
五
掌
「
道

教
成
立
前
史
」
、
第
六
章
「
道
教
教
図
の
源
流
」
が
あ
る
。
何
れ
も
雄
篇
を
な

し
て
い
る
が
、
は
じ
め
に
の
ベ
た
如
く
第
七
章
が
総
括
的
な
論
文
の
趨
を
な
し

て
い
る
の
で
、
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
第
七
章
の
紹
介
を
以
て
そ
れ
ら
に
代
え

る
こ
と
に
す
る
。

第
八
章
「
中
関
古
代
末
期
の
悌
数
と
道
教
」
に
お
い
て
、
初
め
に
中
園
史
の

時
代
直
分
を
か
か
げ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
時
代
医
分
は
賞
設
の
成
果
の

み
を
も
っ
て
は
定
め
ら
れ
ず
、
中
国
史
に
お
い
て
は
中
園
人
自
身
の
時
代
意
識

を
探
る
必
要
が
あ
る
。
西
洋
史
の
三
時
代
医
分
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
文
撃

者
が
彼
ら
の
時
代
を
古
代
の
復
活
だ
と
し
、
近
代
に
よ
っ
て
克
服
さ
る
べ
き
中

世
と
い
う
時
代
が
、
歴
史
的
反
省
の
結
果
設
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
と
封

比
す
べ
き
思
想
を
中
園
に
求
め
る
な
ら
、
新
儒
教
の
代
表
者
で
あ
る
緯
愈
の

「
原
道
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
園
人
が
例
数
を
知
ら
な
い
以

前
は
、
士
農
工
商
の
四
民
の
秩
序
で
祉
曾
経
済
が
う
ま
く
運
営
さ
れ
て
い
た
の

に
、
悌
・
道
と
い
う
寄
生
的
存
在
の
侵
入
に
よ
り
、
農
工
商
の
負
掘
は
重
く
な

り
、
数
も
三
に
分
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
繁
則
の
堕
落
し
た
中
世
に
封
し
、
現

欣
を
ふ
り
き
っ
て
古
代
に
復
腕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
著
者
は
さ
ら
に
、
韓

愈
の
志
を
つ
い
だ
蘇
拭
の
こ
と
に
言
及
し
、
宋
人
の
意
識
の
中
に
ル
ネ
サ
ン
ス

に
卒
行
す
る
よ
う
な
考
が
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
宋
代
の
文
化
が
東
洋
的

近
世
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
初
め
が
唐
代
に
現
わ
れ
て
い

る
こ
と
(
史
撃
思
想
と
し
て
は
さ
ら
に
六
朝
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
こ
と
)
は
、

内
藤
博
士
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
さ
ら
に
宮
崎
博
士
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ま
著
者
が
宗
教
史
の
面
か
ら
こ
の
説
に
賛
同
し
て
論
じ
て
い
る
所
に
新

し
い
意
味
が
あ
る
。

第
九
章
「
耳
目
代
貴
族
枇
合
同
と
併
数
」
は
非
常
に
興
味
深
く
、
ま
た
分
り
や
す

く
書
か
れ
て
い
る
が
、
別
に
湯
用
彫
氏
の
「
漢
貌
雨
替
南
北
朝
俳
数
史
」
が
あ

る
の
で
、
あ
ま
り
新
味
を
究
え
な
い
。
た
だ
嘗
時
貴
族
と
沙
門
と
の
接
近
に
、

翌
日
査
が
媒
介
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
う
ち
書
の
方

面
は
正
史
や
小
説
類
に
案
外
資
料
が
多
く
あ
る
の
に
、
未
だ
充
分
研
究
さ
れ
て

い
な
い
。
著
者
が
多
少
と
も
こ
の
方
面
に
注
意
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
有
難
い

と
思
う
。
次
に
附
論
一
と
し
て
「
菅
代
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
鹿
山
」
と
題
し
、

鹿
山
の
宗
教
・
文
化
を
歴
史
的
に
の
べ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
最
近
木
村
英

一
唱
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「
中
圏
中
世
思
惣
史
上
に
於
け
る
腕
山
」
(
慈
逮
研
究
・
研
究
篇
)
が
山
て
い

る
の
で
、
封
照
し
て
よ
む
と
面
白
い
。
そ
の
中
で
著
者
は
、
わ
れ
わ
れ
は
併
数
の

中
岡
化
だ
け
で
な
く
、
中
閣
の
俳
教
化
を
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ

て
い

る
。
著
者
の
い
う
中
国
の
俳
教
化
と
は
、
も
っ
と
成
い
面
で
、
中
世
に
お
い
て

中
闘
が
幾
分
世
界
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
非
常
に

興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
鹿
山
の
祭
速
が
例
数
を
中
闘
化
し
た
こ
と

も
事
貨
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
題
は
別
に
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
十
章

は
「
五
胡
十
六
閥
と
泰
山
の
竺
俗
朗
数
困
」
で
あ
る
。
鹿
山
の
慈
遼
と
な
ら
ん

で
北
方
に
竺
倫
朗
の
存
在
が
大
き
な
宗
教
勢
力
と
な

っ
て
い
た

こ
と
は
、
は

や
く
常
盤
博
士
が
仰
蹟
を
踏
査
し
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(
「
支
那
例

数
の
研
究
」
参
照
)
。
著
者
は
竺
借
朗
を
膝
史
的
制
鮎
か
ら
論
じ
て
い
る
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
憎
朗
と
胡
族
君
主
と
の
閥
係
を

政
治

・
経
済

・
宗
教
の
面
か
ら
と
ら
え
、
特
に
泰
山
と
の
閥
係
を
く
わ
し
く
説
い
て
い
る
。

ま
た
民
衆
に
劃
す
る
佐
一
償
朗
の
態
度
を
の
べ
、
彼
が
例
理
に
援
す
る
と
共
に
、

師
の
側
聞
滋
か
ら
交
け
た
感
化
に
よ
り
、
一脚
秘
的
な
質
修
を
も
な
し
た
こ
と
を

の
べ
、
そ
の
非
科
感
性
を
も
っ
て
埋
却
す
べ
き
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ

の
貼
は
私
も
同
感
で
、
中
世
の
歴
史
を
研
究
す
る
場
合
、
胡
族
に
か
ぎ
ら
ず
中

閣
の
知
識
人
で
も
、
知
在
を
紳
秘
的
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た

こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
附
論
二
「
山
岳
例
数
の
成
立
」
で
は
、

俳
教

が
中
閣
の
山
に
入
る
前
の
、
中
関
人
の
山
岳
慨
を
の
ベ

、
つ
ぎ
に
沙
門
た
ち
が

山
岳
に
入
る
に
い
た
っ
た
動
機
を
考
え
、

山
中
で
沙
門

・
逸
民

・
道
土
が
波
在

し
、
た
が
い
に
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
ま
た
六
朝
時
代
に
山
岳

が
人
文
と
筏
接
な
閥
係
を
も
ち
、
登
山
と
い
う
こ
と
が
異
例
で
な
く
な
っ
た
原

因
を
、
貴
族
の
山
滋
占
取
に
求
め
て
い
る
。
滋
時
士
大
夫
の
間
に
登
山
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
は
色
々
文
献
に
見
え
て
お
り
、
こ

の
方
面
の
研
究
は
も
っ
と
立
入

っ
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
「
枇
説
新
語
」
楼
逃
篇
に
も
、
許
絢
は
山
河

の
自
然
に
遊
ぶ
こ
と
が
好
き
で
、
健
つ
き
が
登
山
に
適
し
て
い
た
か
ら
、
「
許

は
す
ぐ
れ
た
情
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
質
に
名
勝
を
駿
渉
す
る
道
具
を
も
っ

て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
許
拘
よ
り
少
し
後
の
宗

期
も
有
名
な
登
山
家
で
、
あ
ら
ゆ
る
名
山
を
駿
渉
し
て
、
そ
れ
を
自
ら
家
の
箆

蛮
に
描
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
宗
柄
に
は
「
登
山
水
序
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の

「一
川
不
滅
論
L

と
閥
連
し
て
宗
教
的
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
彼
が
極
端
に
山
水
自
然
の
美
の
愛
好
者
で
あ
っ
た

こ
と
も
考
慮
に
入
れ

る
必
要
が
あ
る
。
第
十
一
ι
早
「
六
朝
時
代
士
大
夫
の
俳
教
信
仰
」
で
は
、
中
園

例
数
史
の
流
れ
が
、
憎
伽
中
心
か
ら
一
層
的
凶
い
在
俗
信
者
中
心
へ
と
移
り
ゆ
く

傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
六
朝
時
代
に
も
在
俗
信
者
、か多
く
出

て
、
そ
れ
が
一
面
に
は
例
数
の
世
俗
化
を
き
た
し
、
排
俳
論
の
動
機
と
も
な
っ

た
が
、

他
の
一
部
に
は
熱
心
な
居
土
が

い
て
悌
教
を
鰐
護
し、

三
数
の
優
劣
に

つ
い
て
の
議
論
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
都
超
の
こ
と
を
の

べ
、
父
の
悩
が
天
師
道
に
熱
心
で
あ
っ
た
の
に
、
起
は
仰
を
車中、し
施
輿
を
磁
ん

に
し
た
。
超
は
将
軍
桓
温
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
謀
逆
に参一
興
し
た
。
桓
瓶
が

彼
に
自
を
つ
け
た
の
は
、
彼
が
祖
父
い
ら
い
養

っ
て
き
た
一徐
究
二
州
の
劾
停
な

北
府
の
兵
を
握
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
超
は
父
に

先
立
っ

て
死
ん

だ
。
そ
の
と
き
彼
は
門
生
に
遺
言
し
、
彼
が
縄
と
や
り
と
り
し
た
謀
巡
の
密
書

を
父
に
示
さ
せ
た
。
恰
も
超
の
湿
前
に
突
し
て
い
た
父
の
悩
は
、
怒
り
か
つ
驚

い
て
、
突
す
る
こ
と
を
中
止
し
た
。
こ
の
こ
と
は
「
音
書
」
容
六
七
の
郡
超
停

に
見
え
る
史
質
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
史
賞
に
も
と
づ
き
、
「
超
の
奉
悌
は
明

ら
か
に
家
門
を
盛
ん
に
な
し
え
な
い
父
親
に
封
す
る
反
抗
心
に
因
る
も
の
で
あ
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る
と
結
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
話
は
「
世
話
新
語
」
傷
逝
篇
、
お
よ
び
ー注
引

績
菅
陽
秋
に
も
見
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
音
書
」
の
停
と
同
様
、
密
書
云
々

の
こ
と
が
超
の
孝
心
に
出
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
超
が
謀
逆
の
密

書
を
父
に
示
し
た
こ
と
は
、
自
分
が
父
に
先
立
っ
て
死
ぬ
る
こ
と
が
、
省
然
ひ

き
お
こ
す
で
あ
ろ
う
父
の
傷
心
に
封
し
、
そ
れ
を
い
く
ら
か
で
も
軽
減
さ
す
た

め
に
と
っ
た
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
著
者
が
そ
れ
ら
を
反
抗

心
と
見
て
い
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
十
二
章
「
六
朝
時
代
女
性

の
宗
教
生
活
」
で
は
、
主
と
し
て
稗
資
唱
の
「
比
丘
尼
侍
」
に
よ
り
、
膏
代
お

よ
び
南
朝
・
北
朝
の
女
性
の
俳
教
信
仰
に
つ
い
て
、
そ
の
入
信
の
動
機
や
宗
教

的
行
事
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
膏
代
の
諸
尼
は
、
支
妙
音
尼

が
東
膏
末
の
政
局
に
関
係
し
て
傍
教
の
だ
ら
く
の
因
と
な
っ
た
の
を
除
け
ば
、

い
ず
れ
も
確
志
あ
り
、
宗
教
的
民
理
を
求
め
る
た
め
に
、
儒
数
の
下
の
家
族
制

度
に
抵
抗
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
北
朝
で
は
后
妃
の
出
家
が
少
く
な

い
が
、
お
お
か
た
は
政
治
的
廃
置
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
て
、
北
貌
の
鐙
太
后

の
信
仰
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
一
般
貴
族
の
女
子
の
入
信
は
、
未
亡
人
が
貞

節
を
保
つ
た
め
に
尼
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
最
後
に
女
性
の
道
教
信
仰

に
つ
い
て
、
形
成
期
の
道
教
に
お
い
て
は
、
女
子
の
地
位
は
例
数
・
儒
教
よ
り

も
高
く
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

本
書
の
最
後
の
三
章
は
、
亙
俗
・
洞
腐
の
研
究
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
十

三
章
「
六
朝
時
代
の
亙
俗
」
に
お
い
て
は
、
例
数
・
道
数
と
い
う
文
明
宗
教
の

基
底
に
強
く
残
存
し
、
こ
れ
ら
か
ら
養
分
を
吸
い
と
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
時
代

ま
で
生
き
の
び
た
墨
俗
(
亙
術
・
シ
ャ
マ
一
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
、
諸
家
の
準
設

を
紹
介
し
つ
つ
、
宗
教
事
的
立
場
か
ら
検
討
し
、
さ
ら
に
歴
史
的
に
支
配
者
層

と
の
関
係
に
設
き
及
ん
で
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
併
教
は
中
国
の
み
で
な
く

各
地
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
に
交
替
し
て
、
そ
の
上
に
位
置
し
よ
う
と
企
て
た
。
沙

門
が
呪
願
や
紳
呪
を
行
な
い
、
鐙
験
を
示
し
た
こ
と
は
数
A
侍
え
ら
れ
て
い
る

が
、
外
国
沙
門
が
大
亙
で
あ
り
得
た
の
は
、
主
と
し
て
併
教
の
も
た
ら
し
た
科

撃
に
よ
る
と
て
、
子
法
聞
が
醤
術
に
よ
り
難
産
の
婦
人
を
助
け
た
例
な
ど
を
あ

げ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
傍
教
は
、
亙
俗
を
も
道
教
を
も
草
除
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
の
み
か
悌
教
が
閉
め
俗
に
敗
北
し
た
例
も
あ
る
と

て
、
符
竪
が
殺
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
亙
俗
と
儒
教
・
悌

数
と
の
関
係
を
説
き
、
北
貌
孝
文
帝
の
代
に
は
、
孔
子
廟
で
さ
え
亙
が
い
た
と

い
う
。
か
く
て
忍
俗
と
傍
・
道
・
儒
と
の
相
互
交
渉
は
複
雑
で
あ
り
、
宗
教
混

合
の
緩
相
は
六
朝
時
代
に
開
始
さ
れ
て
い
る
と
結
ん
で
い
る
。
な
お
こ
の
章
で

著
者
は
、
温
が
宮
中
に
入
っ
て
政
治
的
陰
謀
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
の
べ
、
西

奮
の
賀
后
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
卸
ち
買
后
の
航
行
と
と
も
に
淫
紐

-
g

俗
が
盛
行
し
た
が
、
賀
后
一
一
際
の
勢
力
を
除
い
た
越
玉
倫
も
、
そ
の
腹
心
で
小

役
人
出
身
の
孫
秀
と
共
に
ま
た
亙
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
の
ベ
、
そ
の
最
後
に

「
賀
后
も
孫
秀
も
民
間
の
卑
し
い
生
れ
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
民
間
の
亙
者

が
こ
う
し
た
成
上
り
の
野
心
家
に
迎
合
し
、
朝
刊
振
り
を
利
か
せ
た
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
・孫
秀
が
小
役
人
出
身
で
あ
る
こ
と
は
「
著
書
」
容
五

九
越
王
倫
停
に
も
見
え
て
い
る
。
し
か
し
賀
后
は
西
否
の
楢
臣
貿
充
の
女
で
あ

り
、
名
門
の
出
で
あ
る
。
そ
れ
を
孫
秀
と
並
べ
て
民
間
の
卑
し
い
生
れ
と
い
う

の
は
、
何
か
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

第
十
四
章
「
水
経
注
に
見
え
た
調
繭
」
に
お
い
て
、
著
者
は
洞
廟
の
信
仰

が
、
梁
啓
超
の
い
う
如
き
崇
徳
報
功
の
倫
理
的
感
情
の
み
に
止
ま
る
も
の
で
な

く
、
極
め
て
現
質
的
呪
術
的
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
宗
教
と
し
て
の
理
念
を
も

つ
こ
と
を
の
ベ
、
「
水
経
注
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
設
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
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内
容
は
自
然
崇
奔
と
死
鐙
崇
奔
と
に
分
け
、
特
に
中
園
農
民
の
経
済
生
活
に
閥

係
深
い
祈
雨
儀
趨
に
つ
い
て
詳
述
し
、
西
門
豹
洞
に
及
ん
で
い
る
。
最
後
に
洞

廟
と
仙
・
道
・
併
と
の
捌
係
を
の
ベ
、
こ
の
種
自
然
崇
奔
の
震
地
に
は
、
漢
代

よ
り
す
で
に
逸
民
・
道
士
・
仙
人
・
方
士
ら
が
居
て
、
さ
ら
に
沙
門
が
登
場
し

て
く
る
。
著
者
は
こ
の
沙
門
が
祈
雨
の
儀
抽
胞
を
行
な
う
こ
と
を
特
に
重
視
し
、

が
ん
ら
い
悌
教
の
本
質
で
な
い
と
こ
ろ
の
新
雨
と
か
清
談
と
い
っ
た
も
の
が
、

中
園
仰
教
を
興
隆
せ
し
め
る
機
縁
と
な
っ
た
こ
と
が
、
中
関
悌
数
の
設
展
を
限

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
俳
教
は
一
方
で
は
煩
瑛
哲
拳
と
な

り
、
他
方
で
は
民
衆
の
固
有
信
仰
と
混
和
し
、
宗
教
の
純
一
性
は
雨
方
面
か
ら

壕
た
れ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
例
数
頚
落
の
近
世
的
現
象
を
示
す
に
至
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し
近
世
に
お
け
る
悌
数
類
落
の
理
由
を
、
右
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
は
、
却
っ
て
歴
史
的
思
考
に
遠
ざ
か
る
恐
れ
が
あ
る
。
清
談
は

清
談
と
し
て
知
識
人
が
例
数
を
理
解
す
る
た
め
の
媒
介
と
な
っ
た
も
の
で
あ

り
、
一
肋
雨
は
新
雨
と
し
て
悌
教
の
民
衆
数
化
に
大
い
に
役
立

っ
た
。

そ
れ
ら
に

助
け
ら
れ
て
興
隆
し
た
悌
教
は
、
中
闘
に
お
い
て
充
分
成
熟
し
、
長
い
歴
史
に
わ

た
っ
て
繁
栄
し
た
。
唐
末
よ
り
宋
元
に
盛
行
し
た
制
の
如
き
は
、
宗
教
と
し
て

最
も
純
一
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
居
士
例
数
と
し
て
は
本
質
的
な
も
の
が

残
っ
て
い
ν
る
。
決
し
て
煩
漬
哲
撃
の
み
が
悌
数
の
成
果
で
は
な
か
っ
た
。
宋
以

後
の
哲
撃
や
襲
術
の
中
に
、
併
数
が
姿
を
愛
え
て
生
き
て
い
る
こ
と
も
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
併
数
は
中
闘
に
お
い
て
、
そ
の
課
せ
ら
れ
た
歴
史
的
役
割
を

一果
た
し
て
衰
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
宗
数
が
近
世
に
お
い
て
衰
え
て
ゆ

く
こ
と
は
世
界
史
的
な
現
象
で
あ
り
、
現
質
的
に
し
て
内
在
的
な
も
の
に
異
理

を
認
め
る
中
闘
も
、
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
十
五
章
は
「
項
弱
紳
の
研
究
L

で
あ
る
。
洞
廟
研
究
の
具
髄
的
な
も
の
と

し
て
著
者
が
と
り
上
げ
た
の
が
、
項
羽
伺
一
脚
で
あ
る
。
項
羽
刊
一
柳
が
太
湖
に
面
す
る

奥
輿
に
お
い
て
、
南
朝
以
来
著
名
な
神
格
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
歴
史
的

地
理
的
に
叙
述
す
る
。
著
者
は
項
弱
紳
信
仰
の
特
色
を
原
初
形
態
に
お
い
て
と

ら
え
付
神
性
が
憤
怒

・
怨
恨
で
あ
る
こ
と
、
同
一
柿
政
で
あ
り
、
廟
一
脚
が
郡
の
聴

事
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
項
羽
伺
紳
信
仰
の
勃
興
し

た
理
由
に
つ
い
て
は
、
呉
興
の
百
姓
を
悩
ま
せ
た
数
次
の
戟
飢
、
機
鐙
、
朝
廷

の
失
政
、
江
南
土
着
寒
人
に
封
し
上
流
貴
族
の
歴
迫
が
あ
っ
た
こ
と
、
近
く
は

孫
恩
の
凱
に
よ
り
地
方
の
荒
媛
、
人
民
の
宗
教
的
欲
求
が
縛
路
を
求
め
た
こ
と

な
ど
が
誘
因
を
な
し
て
い
る
と
い
う
。
即
ち
抑
座
さ
れ
た
吏
民
の
憤
制
服
が
憤
怒

相
の
項
弱
紳
に
劃
す
る
畏
怖
崇
敬
の
情
に
通
じ
た
た
め
で
あ
る
。
か
く
項
羽
一
柳

信
仰
が
原
初
の
姿
に
お
い
て
著
し
く
政
治
的
色
彩
を
お
び
て
い
た
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
さ
ら
に
悌
教
と
の
関
係
を
論
じ
、
項
羽
剖
一
脚
が
併
教
に
習
合
さ
れ
紳

格
の
属
性
に
重
要
な
幾
化
を
生
じ
て
楚
王
紳
(
項
羽
よ
り
奉
併
者
劉
英
に
移
る

過
程
を
綜
合
し
た
名
稽
)
と
な
り
、
そ
こ
で
も
な
お
楚
王
英
が
謀
反
し
自
刃
し

た
と
い
う
憤
怒
怨
恨
の
精
一酬
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
項
羽
一
仰
は

陳
街
先
の
信
仰
を
得
て
軍
一
脚
と
な
り
、
唐
に
入
り
で
は
園
家
守
護
の
紳
と
し
て

復
興
し
、
宋
に
及
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
史
上
の
人
物
項
弱
か
ら
抽
出
さ
れ
る

限
り
の
紳
格
の
属
性
は
抽
出
さ
れ
、
こ
こ
に
項
初
制
と
し
て
の
宗
教
的
成
長
は

完
結
し
、
道
教
の
一
柳
、
特
に
閥
羽
に
取
っ
て
替
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う

0

・本

論
は
著
者
に
と
っ
て
は
早
期
の
も
の
で
あ
る
が
な
か
な
か
の
力
作
で
あ
る
。

以
上
の
ベ
て
き
た
如
く
、
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
文
は
、
い
ず
れ
も
非
常
に

よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
長
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
め
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
著
者
が
東
洋
史
研
究
出
獲
に
あ
た
り
、
ま
ず
資
料
を
丹
念
に
抄
出
さ
れ
た

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
塚
本
博
士
の
序
文
に
も
あ
る
如
く
、
宗
教
を
ぬ
き
に
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、し
て
は
拳
び
得
な
い
六
朝
と
い
う
時
代
の
、
政
治
・
経
済

・
女
化
を
研
究
し
理

解
す
る
上
の
、
よ
き
指
導
書
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
(
村
上
嘉
賞
)

イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ

l
ン
の

「
歴
史
序
説
L

上
巻

回

村

編

賓

造

昭
和
三
十
九
年
三
月
ア
ジ
ア
経
務

研
究
所

A
5
剣
a

五
七
二
頁

351 

4
3フ
ン

・
ハ
ル
ド
ゥ

l
ン
の
名
は
、
す
で
に
我
が
園
で
も
か
な
り
親
し
い
。

ーし
か
し
そ
の
「
歴
史
序
説
」
を
通
殺
し
た
も
の
が
、
果
た
し
て
何
人
あ
る
で
あ

ろ
う
か
。
原
文
は
十
四
世
紀
の
北
ア
フ
リ
カ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
記
さ
れ
、
あ
る

程
度
古
典
ア
ラ
ビ
ア
語
や
現
代
ア
ラ
ビ
ア
語
を
翠
ん
だ
も
の
に
と
っ
て
も
、
こ

れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
相
嘗
の
困
難
が
伴
う
は
ず
で
あ
る
。
す
で

に
古
典
と
な
っ
た
ド
ゥ
・
ス
ラ
l
ヌ
の
フ
ラ
ン
ス
語
謬
は
、
現
在
入
手
の
望
み

な
く
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
ロ

l
ゼ
ン
タ

l
ル
の
英
謬
は
、

非
常
な
労
作
で
は
あ

る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
通
讃
に
容
易
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
l
ム
へ
の
関
心
が
高

ま
り
、
人
び
と
が
軍
な
る
概
説
や
解
説
書
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
直
接

的
で
正
確
な
知
識
を
求
め
て
い
る
今
日
の
日
本
で
、
い
ま
「
歴
史
序
説
」
の
忠

賞
な
翻
課
の
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
を
え
た
企
重
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
は
京
都
大
撃
の
田
村
賞
造
教
授
を

代
表
責
任
者
と
す

る
、
羽
田
明
、
藤
本
勝
次
、
清
水
誠
、
佐
藤
圭
四
郎
、
岡
崎
正
孝
の
諸
氏
の
ア

ジ
ア
経
済
研
究
所
の
委
托
研
究
の
成
果
で
、
こ
こ
に
刊
行
さ
れ
た
上
容
に
は
、

田
村
・
沼
田
両
氏
の
執
筆
に
か
か
わ
る

「イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ

l
ン
の
縛
記
と

著
作
」
と
い
う
解
題
記
事
に
綴
き
、
藤
本

・清
水
雨
氏
に
よ
る
寸
歴
史
序
説
」

の
序
章
か
ら
第
一一一章
ま
で
の
翻
誇
が
枚
め
ら
れ
て
い
る
。

解
題
に
も
記
さ
れ
た
通
り
、
イ
プ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ

1
γ

の
大
著
「

4
パ
ル
の

書
」
は
第
一
部
が
こ
の
「
歴
史
序
説
(
ム
カ
ッ
デ
ィ
マ
〉
」
、
第
二
部
が
ア
ラ
ブ

を
中
心
と
し
た
十
四
世
紀
ま
で
の
世
界
史
、
第
三
部
が
ア
ラ
ブ
の
征
服
か
ら
十

四
世
紀
に
至
る
ま
で
の
北
ア
フ
リ
カ
史
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第

一
部

の
「
歴
史
序
説
」
は
、
第
二
部
お
よ
び
第
三
部
と
較
べ
て
非
常
に
短
く
、
著
者

の
後
見
し
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
法
則
を
含
む
、
歴
史
を
構
成
す
る
政
治

・
祉

曾

・
経
済
的
要
素
の
綿
密
な
分
析
が
、
ぞ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
こ

れ
ら
の
歴
史
の
法
則
を
義
見
し
た
の
は
、
第
二
部
お
よ
び
第
三
部
に
記
さ
れ
た

歴
史
の
具
種
的
研
究
を
通
じ
て
で
あ
る
が
、
第
二
部
お
よ
び
第
三
部
の
内
容

一

は
、
著
者
の
非
難
し
た
停
統
的
な
ム
ス
リ
ム
の
年
代
記
と
、
ほ
と
ん
ど
獲
る
と

、お

こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
歴
史
序
説
」
を
「
イ
パ
ル
の
書
」
の
他
の
部
分
ペ

か
ら
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
は
、
内
容
上
か
ら
も
本
書
全
趨
の
構
成
上

か
ら
も
十
分
の
理
由
が
あ
り
、
ま
た
事
賞
、
恵
谷
俊
之
氏
作
製
の
参
考
文
献
目

録
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
イ
ブ
ン

・
ハ
ル
ド
ゥ

l
ン
研
究
と
言
え

ば
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
「
歴
史
序
説
」
の
研
究
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
歴
史
序
説
」
の
胃
頭
に
は
、
「
イ
・
ハ
ル
の
豊
富
」
全
健
の
序
説
で
あ
る
「
ま

え
が
き
」
と
序
論
「
歴
史
撃
の
良
債
」
が
牧
め
ら
れ
、
こ
こ
で
イ
ブ
ン
・
ハ
ル

ド
ゥ

l
ン
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
新
皐
問
と
し
て
の
歴
史
の
意
義
と
研
究
法
と
を

述
べ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。

「
表
面
的
に
は
、
歴
史
は
政
治
的
事
件
、
諸
園

家
、
速
い
過
去
の
出
来
事
な
ど
の
報
告
で
、
し
か
も
優
雅
に
語
ら
れ
、
諺
で
趣

を
添
え
ら
れ
た
報
告
以
上
の
も
の
で
は
な
い
:
;
:
他
方
、
内
面
的
に
は
、
歴
史

は
英
理
を
得
ょ
う
と
試
み
る
こ
と
と
思
索
す
る
こ
と
、
存
在
物
の
成
立
や
起
源




