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本
書
の
著
者
竺
沙
雅
章
氏
は
、
周
知
の
ご
と
く
宋
代
史
に
つ
い
て
、
多
く
の

論
文
を
護
表
さ
れ
、
そ
の
業
績
は
、
特
に
俳
教
に
限
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
今

回
氏
は
、
二
十
数
か
年
に
わ
た
り
各
皐
術
誌
に
護
表
し
て
こ
ら
れ
た
中
園
側
数

史
関
係
の
論
文
を
五
八

O
頁
徐
の
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
内
容
は
、
前
編
・

後
編
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
正
文

・
参
考
論
文
に
大
別
さ
れ
る
。
各
論
文

は
、
全
般
的
に
そ
れ
ぞ
れ
関
連
を
保
ち
、
宋
代
の
例
数
社
舎
史
と
し
て
の
ま
と

ま
り
を
も
っ
て
い
る
。
前
篇
で
は
、
宗
数
と
く
に
併
数
数
幽
と
祉
舎
と
の
関
係

が
論
ぜ
ら
れ
、
中
園
宋
代
粧
品
開
史
に
占
め
る
仰
数
の
地
位
と
役
割
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
参
考
論
文
は
、
地
域
的
に
は
敦
燈
に
限
定
さ
れ
る

が
、
宋
代
の
併
数
史
理
解
の
有
力
な
支
え
と
な
る
論
考
で
、
正
編
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
充
貸
し
た
精
級
な
諸
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
警

は、

『宋
代
俳
敬
社
舎
史
研
究
』
と
題
し
て
、
京
都
大
拳
に
皐
位
請
求
論
文
と

し
て
提
出
さ
れ
た
。

、著

そ者
れは
を、
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期
で
あ
る
戦
後
は
、
そ
の
研
究
は
む
し
ろ
退
潮
の
傾
向
に
あ
り
、
中
園
史
研
究

者
か
ら
の
傍
敬
社
曾
史
へ
の
積
極
的
な
参
加
が
み
ら
れ
ず
、
例
数
史
を
専
攻
す

る
も
の
が
、
歴
史
撃
の
潮
流
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
、
例
数
社
曾
史
の
側
か

ら
、
一
般
史
を
啓
援
す
る
気
慨
を
喪
失
し
た
、
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
設

展
し
た
部
分
と
し
て
敦
煙
文
献
の
研
究
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
正
に

そ
の
設
展
に
寄
興
し
た
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
後
策
に
掲
載
さ
れ
る

一

連
の
敦
燈
傍
数
史
に
関
す
る
論
文
が
そ
の
こ
と
を
如
貨
に
示
し
て
い
る
。

可
能

な
限
り
の
資
料
を
駆
使
し
、
強
然
と
し
た
論
鐙
に
よ
っ
て
、
新
し
い
史
貨
が
掘

り
起
さ
れ
た
部
分
が
多
い
。

き
て
、
本
書
-V-
貫
ぬ
い
て
い
る
著
者
の
基
本
的
見
通
し
と
研
究
の
意
義
に
つ

い
て
は
、
ま
ず
序
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
宋
代
は
、

併
教
の
衰
退
し
た
時
代
で
は
な
く
、
中
固
化
し
た
鵡
宗
と
浄
土
教
が
盛
行
し
、

例
数
は
、
庶
民
の
閉
に
も
、
都
市

・
農
村
の
区
別
な
く
浸
透
し
て
お
り
、
士
大

夫
官
僚
も
葬
迭
に
は
、
僧
尼
に
よ
る
法
舎
を
管
ま
ざ
る
を
得
な
い
程
で
、
傍
教

と
政
治

・
祉
舎
と
の
関
係
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
っ
た
と
す
る
。
宋
代
史
の
側
か

ら
み
て
も
例
数
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
の
に
、
従
来
こ
の
こ
と
は
、
併
数

史
・
祉
舎
史
の
隻
方
に
明
確
に
認
識
さ
れ
て
お
ら
な
か
っ
た
と
し
、
そ
の
紋
を

補
う
こ
と
を
目
指
じ
た
、
と
さ
れ
る
。
な
お
著
者
の
基
本
的
見
解
と
し
て
、
宋

朝
の
宗
教
政
策
を
通
し
て
、
こ
の
時
代
の
併
数
に
近
世
的
特
質
を
み
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
特
に
指
摘
で
き
よ
う
。

以
下
各
章
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
章
別
構
成
を
目
次
に
従
っ
て
示
す

と
、
本
書
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

序

言
前
編
宋
代
俳
数
史
研
究

第

一
章
宋
代
貰
牒
考
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第
二
章
寺
観
の
賜
額
に
つ
い
て

第
三
章
宋
代
墳
寺
考

第
四
章
一
隅
建
の
寺
院
と
杜
禽

第
五
章
喫
茶
事
魔
に
つ
い
て

第
六
章
方
放
の
鋭
と
喫
茶
事
施

第
七
章
掘
削
西
の
道
民
に
つ
い
て

第
八
章
元
朝
の
江
南
支
配
と
白
雲
宗

唾
編
敦
煙
例
数
数
回
の
研
究

第
一
章
敦
爆
の
僧
官
制
度

第
二
章
敦
煙
の
寺
戸
に
つ
い
て

第
三
章
敦
爆
出
土
「
祉
」
文
書
の
研
究

あ
と
が
き

索
引

第
一
章
で
は
、
先
ず
貰
牒
の
由
来
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
を
唐
に
求
め
る
奮

設
に
到
し
て
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
の
は
、
進
納
度
備
で
あ
っ
て
、
空
名
度
牒
の

出
寅
で
は
な
く
、
頁
牒
の
起
源
は
、
宋
初
の
度
牒
密
資
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を

論
謹
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
王
安
石
ら
新
法
汲
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
い
う

賀
牒
開
始
の
事
情
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宋
代
以

後
、
至
徳
二
年
の
施
策
を
も
っ
て
貰
牒
の
始
ま
り
と
す
る
設
が
行
わ
れ
、
現
代

ま
で
及
ん
で
い
る
が
、
志
磐
も
ま
た
荷
津
神
曾
俸
に
基
づ
い
て
「
賓
牒
此
に
始

ま
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妄
断
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
至
徳
二

年
の
政
策
は
、
納
銭
度
俗
で
あ
り
、
滋
度
で
あ
っ
て
、
空
名
度
牒
の
務
費
で
な

か
っ
た
と
す
る
。

さ
ら
に
納
銭
度
憎
か
ら
頁
牒
の
経
過
を
、
各
地
の
節
度
使
や
地
方
の
権
力
者

の
施
策
か
ら
あ
と
づ
け
、
出
家
・
剃
度
・
剃
髪
つ
ま
り
出
家
と
得
度
が
一
緒
に

な
っ
て
、
童
行
・
行
者
の
段
階
を
ふ
ま
な
い
で
信
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
寅
例

を
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
従
来
「
照
準
以
前
に
度
信
あ
る
も
驚
借
な
く
、
照
寧
以

後
は
駕
借
あ
る
も
度
僧
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
、
模
糊
と
し
た

表
現
が
多
く
、
そ
の
質
種
が
把
揮
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
著
者
の
論
考
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
度
牒
周
迭
の
疑
問
黙
が
氷
解
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
著
者

は
、
度
際
護
費
の
年
次
は
、
照
寧
年
聞
に
入
る
前
年
の
治
卒
四
年
〈
一

O
六

八
)
で
あ
っ
て
、
宋
初
以
来
度
牒
の
密
資
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た

度
牒
寅
買
の
慣
行
に
目
を
つ
け
、
政
府
が
公
然
と
度
牒
を
出
寅
し
、
北
宋
後
期

に
は
地
方
財
政
の
財
源
に
充
賞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
貧
例
を
示
し
な
が
ら
、
上

述
の
度
牒
愛
買
の
過
程
を
論
鐙
さ
れ
て
い
く
。
護
費
開
始
の
翌
年
で
あ
る
照
寧

元
年
に
な
る
と
、
か
な
り
度
牒
設
給
が
大
量
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
み

る
と
、
王
安
石
の
封
宗
数
政
策
の
基
本
政
策
に
か
か
わ
る
問
題
-
か
あ
る
よ
う
に

み
え
る
。
す
な
わ
ち
廟
を
寅
却
す
る
こ
と
に
謝
す
る
沓
法
黛
の
反
封
・
信
道
完

了
銭
の
賦
課
等
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
な

お
従
来
の
研
究
で
は
、
度
牒
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
寅
り
さ
ば
い
た
か
に
つ
い

て
の
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
商
人
の
役
割
を
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
・
次
に
度
牒
債
格
を
考
設
さ
れ
、
米
僚
を
算
定
し
て
こ
れ
と
並
行
し
て
年

代
毎
の
債
格
を
決
定
さ
れ
た
。

次
に
高
宗
の
度
牒
住
貰
策
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
先
ず
南
宋

の
は
じ
め
の
度
牒
の
設
費
数
や
償
格
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
高
宗
の
寅
牒
停

止
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
、
過
去
の
晴
雄
併
策
は
数
果
な
く
、
新
た
に
崎
国
道
を
つ
く

ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
有
数
で
あ
り
、
漸
進
的
な
現
賛
政
策
を
寅
施
し
た
こ

と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
政
策
は
、
総
領
所
設
置
に
よ
る
財

政
機
構
改
革
で
あ
っ
た
が
故
に
賀
行
可
能
で
あ
っ
て
、
推
進
者
は
、
秦
檎
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
註
さ
れ
る
。
度
牒
愛
給
停
止
の
関
に
得
度
し
た
者
が
あ
っ
た
か
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ど
う
か
の
検
設
は
見
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
措
置
の
数
果
が
、
莫
大
な
一
踊
建

寺
院
財
産
の
一
部
を
複
官
す
る
経
済
上
の
数
果
に
設
き
及
ん
で

い
く
。
度
牒
の

設
給
停
止
は
、
有
髪
未
得
度
の
宗
教
者
を
増
大
さ
せ
、
既
存
数
幽
に
頼
ら
な
い

中
十
倍
牢
俗
の
宗
教
幽
・
道
氏
を
現
存
伶
道
の
二
、
三
倍
に
し
た
と
す
る
指
摘

は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
度
牒
一
道
の
債
格
を
算
定
さ
れ
、
各
年
代
に
お
け
る
公
定
償
格
や
、

そ
の
寅
際
の
債
格
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
本
章
を
し
め
く
く
ら
れ
て
い

る。
第
二
章
で
は
特
に
仁
宗
晩
年
の
嘉
一
臓
の
賜
額
の
内
容
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
、

嘉
茄
以
来
連
績
し
て
行
わ
れ
た
大
量
の
賜
額
は
、
照
寧
三
、
四
年
で
一
段
落

し
、
こ
の
こ
ろ
寺
院
数
は
、
宋
代
最
高
に

な
っ
た
事
情
に
つ

い
て
言
及
さ
れ

る
。
大
量
の
賜
額
と
寅
牒
と
が
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
大
量
の
寺
観

を
公
認
し
て
管
理
下
に
置
い
た
の
で
、
賀
牒
と
い
う
僧
道
の
増
加
を
も
た
ら
す

政
策
を
始
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
し
て
、
爾
者
の
関
係
を
は
じ
め
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
無
名
額
寺
翻
に
射
す
る
賜
額
は
、
南
宋
に
な
る
と
少
な
く
な
り
、
そ

れ
に
代
っ
て
駿
寺
の
名
額
を
移
し
て
、
創
建
の
寺
院
に
掲
げ
る
と
い
う
、
新
し

い
傾
向
が
存
在
し
た
事
費
に
つ
い
て
論
註
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
創
建
に
際
し

て
、
他
府
州
か
ら
も
移
額
さ
れ
る
と
い
う
興
味
あ
る
事
寅
も
紹
介
さ
れ
る
。
著

者
は
、
ま
た
こ
こ
で
寺
院
の
創
建
は
お
さ
え
ら
れ
た
こ
と
、
時
四
紹
の
寺
院
が
多

か
っ
た
事
貧
を
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
廃
寺
は
、

度
牒
設
給
停
止
と
か
か
わ
る
も
の
と
し
た
。

次
に
賜
額
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
、
多
く
の
具
般
的
な
資
料
を
も
と
に
詳
細

に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
特
に
賜
額
の
最
も
重
要
な
篠
件
と
し
て
、
長
字
関
数
一一一

十
開
以
上
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
賜
額
の
詔
が
渡
せ
ら

れ
て
、
州
軍
と
下
っ
て
寅
際
に
各
燃
の
豚
尉
に
よ
っ
て
ど
う
措
置
さ
れ
た
か
な

ど
、
細
部
に
わ
た
り
検
索
さ
れ
て
い
る
。
教
額
が
三
十
閲
と
い
う
小
議
院
ま
で

下
賜
さ
れ
た
の
は
、
敷
額
の
濫
授
で
も
な
け
れ
ば
、
誤
っ
た
寺
院
政
策
で
も
な

く
、
僧
尼
に
お
け
る
度
牒
に
等
し
い
役
割
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
論
讃
さ
れ

た
。
そ
し
て
園
家
の
統
制
が
あ
ら
ゆ
る
寺
翻
に
及
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
と
し

て
、
救
額
の
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
の
論
考
に
つ
い
て
つ
け
加
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
寺
院
の
主
首
す
な
わ
ち
住
持
借
に
到
す
る
園
家
管
理
が
徹
底

し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
一
般
信
の
遊
行
等
の
責
任
を
も
負
わ
さ
れ

た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

第
三
章
は
、
墳
寺
制
が
何
故
に
宋
代
に
限
っ
て
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
論

詮
さ
れ
て
い
る
。
儒
数
を
奉
ず
る
嘗
代
の
士
大
夫
が
穆
げ
て
墳
墓
の
看
守
を
寺

院
に
委
ね
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
に
つ
い
て
今
ま
で
ど
の
論
考
も
及
ん
で
い
な

か
っ
た
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
先
ず
墳
寺
制
の
起
源
に
つ

い
て
の
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
墳
稽
及
び
道
教
の
墳
寺
に
設
き
及
び
、
墳
寺
墳
落
普

及
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
先
ず
官
僚
が
中
央
と
地
方
を
梼
々
と
す
る

浮
草
的
生
活
で
あ
る
こ
と
(
廻
避
の
制
の
確
立
)
。
官
仕
し
て
先
祖
の
墓
に
詣

で
ら
れ
ぬ
彼
ら
は
、
墳
墓
の
管
理
を
郷
居
す
る
族
人
に
委
ね
た
と
す
る
。
こ
の

族
人
に
つ
い
て
は
、
人
の
世
の
盛
衰
は
抽
思
想
し
が
た
い
上
に
、
毎
日
の
生
活
に

追
い
ま
く
ら
れ
て
、
そ
の
家
運
は
、
元
の
ま
ま
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
待
寺

の
方
が
永
績
き
す
る
の
に
目
を
つ
け
て
、
墳
墓
の
看
守
を
借
寺
に
託
し
て
永
存

を
願
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
「
北
宋
の
士
大
夫
の
徒
居
と
買
困
」
と
い
う
著

者
の
先
の
論
考
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
新
し
い
事
寅
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
著
者
が
借
寺
永
績
を
示
す
史
料
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
元
の
『
金
華
貰
先
生

文
集
』
一

一一一
の
浄
勝
院
の
記
事
に
つ
い
て
、
附
言
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
南

宋
で
は
、
「
十
方
住
持
制
」
は
、
寺
院
の
維
持
上
、
弊
害
が
多
く
で
て
き
て
、
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「
甲
乙
住
持
制
」
の
方
が
良
い
と
い
う
考
え
が
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

か
ら
、
寺
院
も
永
績
の
黙
で
ま
た
問
題
な
し
と
し
な
い
。
本
史
料
の
中
に
で
て

く
る

「
甲
乙
云
々
」
と
い
う
の
も
甲
乙
住
持
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
意
で
著
者
は
、
宋
代
位
曾
史
の
中
で
墳
寺
を
は
じ
め
て
正
し
く
位
置
づ
け

ら
れ
、
そ
の
寅
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
以
上
の
墳
寺
と
は
逆

の
関
係
に
な
る
家
廟
制
度
に
ふ
れ
ら
れ
、
唐
宋
の
獲
化
と
合
せ
て
、
明
の
慕
荘

に
ま
で
読
き
及
ぶ
。

第
四
章
で
は
、
『
淳
県
三
山
士
山
』
を
主
な
史
料
と
し
て
、
一
服
建
の
寺
院
と
祉

舎
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
二
幅
州
の
寺
院
教
は
、
北
宋
中
期
が
最
も

多
く
、
南
宋
に
入
る
と
減
少
す
る
、
と
あ
る
の
は
、
第

一
章
で
の
べ
ら
れ
た
こ

と
が
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
て
興
味
深
い
。
衣
に
寺
田
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
全

墾
田
中
に
占
め
る
割
合
を
算
定
し
、
ま
た
一
踊
建
濁
特
の
産
銭
の
考
察
か
ら
、
+
一
寸

産
の
相
封
評
債
を
定
め
て
、
宋
代
一
服
建
寺
院
の
枇
曾
経
済
上
の
地
位
を
論
ぜ
ら

れ
る
。
信
寺
の
一
繭
建
の
財
政
に
占
め
る
地
位
に
つ
い
て
、
賦
課
の
割
合
が
高
率

で
、
民
の
保
障
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
貨
封
」
の
寅
健
に
つ
い
て

も
究
明
さ
れ
、
住
持
決
定
の
入
札
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
南
宋
朝
に
よ
る
趨
勝
銭

の
徴
収
や
、
地
方
官
に
よ
る
土
木
・
一
幅
一
献
事
業
の
信
徒
と
寺
院
に
劃
す
る
委
副
閣

の
事
業
に
つ
い
て
も
、
次
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
激
闘
使
役
の

意
園
は
、
土
寸
産
の
豊
か
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
官
場
の
阻
風
-
R
円
吏
の
不
正

と
非
能
率
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
指
摘
で
あ
ろ
う
。
著

者
は
こ
の
章
の
結
論
の
一
部
で
、
宋
代
に
一服建
地
方
が
「
俳
図
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
の
は
、
数
風
や
澗
風
の
隆
盛
と
い
う
よ
り
は
、
各
地
に
林
立
す
る
寺
院
の

お
び
た
だ
し
さ
と
、
盟
か
な
寺
産
に
よ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

は
、
関
備
は
多
く
行
脚
せ
ず
、
割
り
の
良
い
住
持
職
の
地
位
の
た
め
に
、
官
迭

に
コ
ネ
ク

シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
ね
と
い
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
傍
誼

さ
れ
る
。

第
五
章
は
、
「
喫
茶
事
魔
」
は
、
従
来
の
研
究
が
マ
ニ
教
徒
で
あ
る
と
い
う

前
提
に
立
っ
て
論
を
す
す
め
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑

問
か
ら
出
愛
さ
れ
る
。
五
代
か
ら
明
ま
で
の
諸
史
料
を
た
ど
り
、
一
一施
建
・
泉

州
・

温
州

・
台
州
へ
の
流
聴
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
元
代
の
、
明
州
慈
総
燃
の

摩
尼
の
香
火
を
奉
じ
て
き
た
道
院
と
、
摩
尼
併
を
具
鐙
的
に
一
亦
さ
れ
た
骨
局
員
は

興
味
深
い

0

・
次
に
宣
和
三
年
(
一
一
一
一
一
)
制
定
の
「
事
魔
の
係
法
」
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
の
取
締
り
と
影
響
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
こ
の
禁
令
の
故
に
、
す
な

わ
ち
「
喫
茶
」
し
て
肉
食
せ
ず
精
進
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
傑
項
が
加
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
妖
数
検
奉
の
も
っ
と
も
重
要
な
根
擦
と
な
っ
た
こ
と
を
論

置
さ
れ
る
。
魔
敬
愛
生
の
地
は
、
高
山
東
や
江
東
の
山
開
地
帯
で
、
肉
食
で
き
ず

疏
奈
を
喫
す
る
の
み
で
、
魔
数
と
関
係
の
な
い
民
衆
を
拘
繋
す
る
場
合
も
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
白
雲
宗
や
白
蓮
宗
と
の
関
係
な
ど
か
ら
喫

茶
事
魔
と
い
う
の
は
、
邪
敬
一
般
を
包
含
し
、
誹
誘
の
語
で
あ
っ
て
、
邪
教
の

摘
設
に
あ
た
る
官
憲
側
が
用
い
た
稽
呼
で
、
必
ず
し
も
秘
密
宗
教
の
み
を
指
す

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
本
章
は
、
次
章
の
内
容
と
も

深
く
関
係
す
る
。

第
六
章
は
、
著
者
が
本
論
の
末
尾
の
「
補
」
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
方
臓

は
、
マ
ニ
山
教
徒
な
り
と
す
る
設
が
中
園
で
も
日
本
で
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
に
劃
し
て
、
既
出
史
料
を
見
直
す
べ
き
こ
と
、
関
連
史
料
の

笈
掘
に
努
力
す
べ
き
こ
と
の
必
要
を
提
唱
す
る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
中
で
著
者
は
、
方
臓
の
飢
の
基
本
史
料
で
あ
る
「
育
渓
冠
軌
」

に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
根
本
的
疑
義
を
提
起
さ
れ
た
。
著
者
は
、
「
育
渓
冠
軌
」

は
、
方
勾
の
『
泊
宅
編
』
、
鉄
名
の
『
容
粛
趨
史
』
、
在
縛
の
『
鶏
肋
編
』
の
中

か
ら
、
方
験
関
係
を
録
出
し
た
も
の
で
、

『
泊
宅
編
』

に
は
、
三
各
本
と
十
巻
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本
が
あ
り
、
三
巻
本
は
、
後
人
の
臆
改
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
十
巻
本
に
従
う

べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
一
一
各
本
は
、
方
揃酬
を
喫
茶
事

M
と
み
な
し
、
方
臓
が

マ
ユ
教
徒
で
あ
っ
た
と
す
る
詮
綾
に
な
る
が
、
十
単位
本
は
断
定
し
て
い
な
い
、

と
す
る
。
方
脳
の
ア
ピ
ー
ル
が
記
載
さ
れ
て
い
る
『
容
粛
逸
史
』
の
こ
の
部
分

は、

後
代
の
人
が
野
史
に
基
づ
い
て
新
た
に
選
逃
し
た
も
の
と
考
註
さ
れ
て
い

る
。
方
臓
の
飢
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
マ
ユ
敬
を
こ
れ
に
嘗
て
る
設

が
い
わ
ば
通
説
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
著
者
は
、
疑
問
を
提

出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
資
料
に
は
方
胤
自
身
が
事
施
の
徒
で
あ
っ
た
と
は
述
べ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
飢
に
呼
態
し
て
事
施
の
徒
が
各
地
で
蜂
起
し
た
こ
と
を

し
る
す
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。
著
者
の
醤
稿
に
つ
い
て
、
丹
喬
二
氏
の
反

論
が
あ
っ
て
、
「
佐
一
沙
氏
の
主
張
と
は
逆
に
、
喫
楽
事
施
も
方
臓
の
乱
も
マ
一

敬
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
が
、
信
一沙
氏
は
、
喫
茶
事
胞
の

一
部
に
つ
い
て
、
ま
た
方
臓
の
周
迭
に
つ
い
て
マ
ニ
教
を
否
定
し
て
お
ら
れ

る
謬
で
は
な
く
、
む
し
ろ
氏
は
、
部
分
か
ら
逆
に
全
慢
の
結
論
を
引
き
出
す

こ
と
の
誤
り
に
つ
い
て
論
じ
、
方
臓
の
飢
の
性
格
を
究
明
さ
れ
て
い
る
と
恩

〉
勺
ノ
。

次
に
方
臓
の
部
勝
洪
械
の
一
除
が
つ
け
た
鉢
各
の
上
の
鏡
は
、
マ
ニ
数
徒
で

あ
る
こ
と
を
謹
明
す
る
も
の
で
な
く
、
「
業
鋭
」
で
あ
る
と
し
て
、
例
数
と
の

閥
係
を
考
託
さ
れ
る
。
さ
ら
に
宋
の
太
宗
の
帝
位
縫
承
(
一
種
の
小
革
命
〉
に

関
連
す
る
「
賓
誌
識
記
」
に
つ
い
て
、
方
臓
が
蜂
起
す
る
と
き
に
掲
げ
た
こ
と

か
ら
、
方
噛
臓
の
革
命
的
要
素
は
、
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
は

じ
め
て
の
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
こ
の
飢
の
祉
禽
的
背
景
に
つ

い
て
論
ぜ
ら
れ
、
陸
州
(
般
州
)
は
、
無
産
税
戸
の
比
率
が
臼
%
で
群
を
抜
い

て
高
く
、
雇
傭
労
働
者
が
茶
園

・
漆
国

・
農
耕
・
養
強
等
で
細
々
と
生
計
を
立

て
て
お
り
、
方
胤
自
身
が
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
中
園
に
新
史
料
の
紹
介
が
あ
り
、
著
者
の
指
摘
に
そ

っ
て
、
再
考
す
る
必
要
性
が
で
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
著
者
の
意
図
し
た

方
向
の
論
文
が
続
々
と
渡
表
さ
れ
、
本
掌
の
研
究
史
上
の
位
置
が
明
ら
か
に
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
著
者
の
蛍
初
の
論
考
の
目
的
が
こ
こ
に
遂
せ
ら
れ
た
と

み
ら
れ
よ
う
。

第
七
章
で
は
、
主
と
し
て
『
呉
輿
金
石
記
』
の
道
民
に
関
す
る
資
料
に
よ
っ

て
、
十
問
宋
か
ら
元
に
及
ぶ
湖
西
地
方
の
「
道
民
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
道

民
は
、
康
範
な
組
織
を
も
ち
寄
居
形
勢
戸
に
庇
護
さ
れ
た
重
賓
な
技
術
集
闘
で

あ
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
は
祈
西
の
ク
リ
ー
ク
地
帯
に
石
造
り
の
橋
が
架
設
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
活
躍
す
る
場
が
生
じ
た
と
い
う
。

第
一
章
で
著
者
が
の
べ
ら
れ
る
ご
と
く
、
度
牒
と
の
関
係
で
僧
尼
に
な
る
の

は
、
全
く
狭
き
円
で
あ
っ
た
。
道
民
と
い
う
の
は
、
度
牒
を
買
得
し
た
借
で
も

係
帳
の
童
行
・
行
者
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
一
般
の
俗
人
と
も
異
な
る
い
わ
ゆ

る
白
衣
道
者
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
道
民
は
、
喫
茶
事
胤
の
熔
印
を

押
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
白
雲
宗
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
誼
さ

れ
る
。
こ
の
時
代
に
員
に
信
仰
に
生
き
、
社
舎
に
貢
献
し
た
の
は
こ
の
人
々
で

な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
る
著
者
の
こ
と
ば
は
、
宋
代
宗
教
史
上
極
め
て
重
み
を

も
つ
こ
と
ば
と
恩
わ
れ
る
。
今
後
の
宋
代
宗
教
史
研
究
の
方
向
に
大
き
な
示
唆

を
輿
え
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
い
。

第
八
章
は
、
従
来
の
白
雲
宗
の
研
究
に
な
い
異
民
族
の
元
朝
支
配
と
い
う
政

治
的

・
祉
曾
的
背
景
の
も
と
に
追
求
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
先
ず
木
章
で
は
、

征
服
王
朝
で
あ
る
元
が
、
ま
だ
江
南
の
事
情
に
う
と
い
う
ち
に
、
白
雲
宗
は
公

認
の
敬
幽
と
な
っ
て
数
線
が
機
大
さ
れ
て
い
き
、

一
方
、
調
宗
が
フ
ピ
ラ
イ
の

江
南
悌
数
統
御
の
標
的
と
な
っ
て
苦
備
す
る
よ
う
す
が
、
鮮
か
に
ク

ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
、
論
述
さ
れ
て
い
く
。
白
雲
宗
は
、
湖
州
路
・
嘉
輿
路
(
幅
削
西
地
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方
〉
の
豪
民
そ
の
も
の
の
数
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
借
入
が
雨
税
を

沼
地
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
大
地
主
た
ち
は
、
白
雲
宗
の
借
と
な
る
こ
と
で
菟
税

を
は
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
以
上
の
論
詮
は
、
従
来
の
見
解
、
た
と
え
ば
小
川

貫
弐
氏
の
「
農
民
に
支
持
さ
れ
た
数
鴎
」
と
す
る
見
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も

の
を
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
こ
ん
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

白
雲
宗
の
四
期
慶
が
、
大
徳
年
閲
に
行
わ
れ
た
背
景
を
、
世
-
温
か
ら
成
宗
へ
の

江
南
傍
数
政
策
の
鱒
換
に
関
連
づ
け
、
同
じ
時
期
に
起
っ
た
海
賊
朱
清
・
張
墳

の
籍
波
事
件
は
、
寅
は
白
雲
宗
弾
墜
と
同
じ
大
富
豪
集
圏
の
同
時
摘
愛
で
あ
っ

て
、
同
根
の
も
の
と
推
論
さ
れ
る
。
白
雲
宗
は
、
度
重
な
る
頚
墜
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
激
闘
そ
の
も
の
は
解
鐙
せ
ず
、
元
末
ま
で
連
綿
と
し
て
存
績
し
た
が
、

明
初
以
来
ま
っ
た
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
洪
武
帝
に
よ
る
掘
削
西
富
民

抑
慶
策
、
就
中
鳳
陽
等
へ
の
徒
民
政
策
に
よ
る
と
さ
れ
た
。
白
雲
宗
が
白
蓮
宗

等
と
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
を
解
明
し
た
注
目
す
べ
き
論
考
と
い
え
よ
う
。

後
編
第

一
章
は
、
敦
爆
二
百
年
の
崎
市
官
制
度
の
努
遜
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
な
お
後
編
全
慢
の
論
考
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ス

タ
イ
ン
蒐
集
文
献
、
ベ
リ
オ
本
、
北
京
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
資
料

を
使
わ
れ
、
ま
た
渡
英
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
て
原
資
料
を
見
ら
れ
る
な
ど
の
可

能
な
限
り
の
詳
細
な
調
査
を
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

先
ず
洪
香
(
輯
包
以
下
館
義
軍
時
代
(
八
五
一

J
九
六

O
)
の
都
信
統
に
つ

い
て
、
一
人
一
人
を
精
密
に
検
討
し
、
『
腸
義
軍
歴
代
都
副
借
統
表
』
を
作
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
信
統
・
副
借
統
の
借
名
と
俗
名
、
在

位
順
序
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
な
お
敦
煙
都
副
借
統
の
性
格
か
ら
、
敦
抽
居
激
闘

の
安
定
し
た
状
況
と
長
安
併
敬
の
も
っ
て
い
た
鎮
護
園
家
的
性
格
が
、
こ
こ
に

は
じ
め
て
我
々
に
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
教
授
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
都
教
授
は
都
信
統
に
充
嘗
で
き
、
吐

蕃
時
代
の
み
に
あ
っ
た
稽
放
で
、
信
界
の
代
表
者
で
あ
っ
た
と
み
る
。
こ
の
こ

と
と
関
連
し
て
、
朔
方
管
内
数
授
大
徳
は
、
臨
壇
大
徳
に
類
す
る
法
位
で
、
敦

爆
の
数
授
に
近
い
と
い
う
、
従
来
の
研
究
と
異
な
る
新
し
い
見
方
を
と
ら
れ

る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
連
主

gahv。
の
考
謹
に
よ
っ
て
、
数
授
の
チ
ベ
ッ
ト
起
源

を
も
探
索
さ
れ
て
い
る
。
「
都
僧
録
」
に
つ
い
て
は
、
借
統
の
次
官
と
い
う
中

園
に
は
見
ら
れ
な
い
特
殊
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
信
政
」

と
「
法
律
」
の
階
級
や
職
掌
に
つ
い
て
も
分
析
さ
れ
る
。
結
局
、
法
律
↓
信
政

↓
都
信
政
↓
都
信
銀
↓
副
油
田
統
↓
都
信
統
と
な
る
こ
と
を
論
査
さ
れ
た
。
従
来

の
信
宮
研
究
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
剣
官
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
、
宋

代
の
借
剣
官
の
源
流
と
想
定
さ
れ
た
。
な
お
敦
埋
濁
自
の
「
寺
卿
」
に
つ
い

て
、
彼
ら
は
全
く
の
俗
人
で
寺
の
経
営
や
寺
戸
の
監
督
に
嘗
っ
て
い
る
こ
と
を

示
さ
れ
た
。

最
後
に
僧
官
制
度
を
四
期
に
区
分
し
、
吐
蕃
占
領
前
期
、
同
後
期
、
錦
義
軍

張
氏
時
期
、
同
曹
氏
時
期
に
分
け
、
塚
本
善
隆
博
士
の
所
論
に
よ
り
つ
つ
敦
建

二
百
年
の
悌
数
の
勤
務
を
の
べ
ら
れ
、
四
期
を
盛
唐
長
安
例
数
持
績
期
、
チ
ベ

ッ
ト
傍
激
受
容
期
、
晩
唐
併
敬
受
容
期
、
守
成
期
に
全
類
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
論
考
で
、
特
に
敦
爆
文
書
に
頻
繁
に
で
て
く
る
質
権
を
伴
わ
ぬ
濫
設

さ
れ
た
職
種
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
、
寺
職
と
繁
ら
な
い
も
の
と
従
来
規
定
さ
れ

て
い
た
僧
官
を
、
敦
煙
数
園
の
統
制
機
関
を
構
成
す
る
僧
官
で
あ
る
こ
と
を
は

じ
め
て
見
出
し
た
意
義
は
大
き
い
。

第
二
章
で
は
、
先
ず
敦
煙
文
書
ベ
リ
オ
本
自
宅
の
資
料
を
「
敦
煙
寺
院
常

住
擁
護
宣
言
」
と
す
る
仁
井
田
陸
氏
の
設
を
安
嘗
と
し
、
何
故
こ
の
時
か
か
る

宣
言
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
に
つ
い
て
、
吐
蕃
期
の
敦
慢
の
寺

戸
を
中
心
に
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
探
究
さ
れ
る
。
寺
院
と
寺
戸
の
貧
態
を
示

す
資
料
と
し
て
、
ス
タ
イ
ン
文
書

g
b〈
「
諸
寺
丁
枇
車
牛
役
簿
」
二
百
行
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の
全
一
文
を
紹
介
し
、
内
容
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
寺
戸
の
統
属
関

係
に
つ
い
て
、

¥
車
頭
寺
戸
/

都
数
授
|
寺
職
|
寺
卿
i
闘
頭
寺
戸
!
寺
戸
(
十
数
戸
)

と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
な
お
寺
戸
は
良
民
と
の
接
綱
を
禁
ぜ
ら

れ
、
一
寺
院
内
の
寺
戸
で
あ
る
と
し
た
。
同
じ
く
同
文
書
を
中
心
に
、
寺
戸
の

品
目
役
の
種
類
を
い
く
つ
か
に
類
別
し
、
内
容
を
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
諸
勢
役

が
日
数
・
年
齢
等
の
あ
る
規
定
を
も
っ
た
「
役
」
で
あ
る
こ
と
と
を
推
論
し
、

農
奴
に
お
け
る
主
家
へ
の
賦
役
に
類
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
結
婚
の
自
由
も
奪

わ
れ
、
移
輔
の
自
由
も
な
か
っ
た
黙
に
つ
い
て
も
論
ぜ
ら
れ
る
。
寺
戸
は
、
寺

ご
と
に
組
織
づ
け
ら
れ
、
教
闘
あ
る
い
は
数
幽
を
通
し
て
官
府
の
努
役
を
課
せ

ら
れ
て
お
り
、
濁
立
し
た
戸
を
営
み
な
が
ら
も
、
身
分
的
に
は
良
民
と
区
別
さ

れ
、
こ
れ
こ
そ
農
奴
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

-
次
に
吐
蕃
時
代
の
寺
戸
制
度
の
獲
遂
と
節
義
軍
時
期
に
お
け
る
寺
戸
制
度
の

獲
化
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
張
議
潮
は
、
吐
蕃
の
支
配
に
よ
っ
て
う
け
た
歪

み
を
是
正
し
、
敦
煙
の
諸
制
度
を
唐
制
に
復
そ
う
と
し
た
の
で
、
財
産
調
査

・

機
構
改
革
が
行
わ
れ
、
寺
戸
の
解
放
が
あ
っ
た
。
吐
蕃
期
に
寺
院
に
到
す
る
莫

大
な
施
入
、
寺
の
創
建
、
篤
経
、
数
幽
の
膨
脹
、
僧
尼
の
激
培
、
富
の
集
中
が

あ
っ
た
の
で
、
張
議
潮
の
施
策
に
射
す
る
常
住
擁
護
の
主
張
に
な
っ
た
こ
と
を

立
歪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
著
者
は
、
敦
煙
出
土
の
「
祉
」
文
書
を
全
面
的
に
整
理
分
類
し

て
、
九

・
十
世
紀
の
敦
煙
祉
舎
の
解
明
を
す
す
め
ら
れ
た
。
先
ず
ス
タ
イ
ン
本

の
「
社
司
鶴
帖
L

の
潟
県
版
を
掲
げ
、
誇
文
を
添
え
る
。
「
杜
司
穂
帖
」
は
、

社
人
に
通
達
す
る
廻
献
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
を
加
え

ら
れ
て
い
る
。
吐
蕃
期
に
は
篤
経
生
が
祉
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
月
直
が
い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
廻
欣
が
ま
わ
っ
て
、
あ
わ
た
だ
し
い
三
日
開

の
よ
う
す
な
ど
、
祉
に
お
け
る
事
案
庭
理
の
手
績
き
を
具
鐙
的
に
紹
介
さ
れ

る
。
祉
の
規
約
は
、
「
祉
脇
陣
」
と
い
い
、
結
社
の
意
図

・
目
的

・
組
織
・
事
業

・

罰
則
を
載
せ
る
。
こ
の
社
僚
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
祉
の
賃
設
に
迫
る
。
春
秋

二
祉
の
宴
曾

・
三
長
驚
・
印
沙
併
合
な
ど
が
次
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
社
僚

の
文
範
が
、
現
質
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
女
入
社
等
の

場
合
を
示
さ
れ
て
究
明
さ
れ
て
い
る
。
費
用
の
祉
僚
の
考
察
か
ら
、
葬
儀
の
援

助
と
罰
則
を
要
す
る
宴
舎
が
祉
の
行
う
事
業
の
基
幹
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
春
秋
二
祉
に
関
す
る
規
定
は
、
中
圏
内
地
の
祉
の
貧
鐙
を
掌

匿
す
る
上
で
、
特
に
示
唆
に
富
む
。

ス
タ
イ
ン
本
の
N
o
t
「
儒
風
坊
西
巷
村
邦
杜
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
書

の
書
官
時
順
序
を
明
ら
か
に
し
、
は
じ
め
の
文
書
と
最
後
の
文
書
の
書
篤
の
聞

に
、
数
十
年
聞
の
隔
り
が
あ
る
こ
と
を
設
見
さ
れ
、
さ
ら
に
作
成
過
程
を
も
解

明
す
る
こ
と
に
成
功
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
志
田
不
動
麿
氏
の
述
録
に

も
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
著
者
も
そ
の
こ
と
を
註
記
さ
れ
て
い
る
が
、
農
村
の
自

治
組
織
を
示
す
祉
の
例
で
、
皇
祉
な
い
し
村
祉
の
系
列
に
入
る
も
の
と
恩
わ
れ

る
。
著
者
が
こ
の
章
で
論
及
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ク
ル
的
な
祉
か
ら
み
る
と
、
異

質
の
祉
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
敦
煙
で
は
い
ず
れ
の
社
も
併
教
信
仰
と
密
接
な
関
連
を
も

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
恒
例
の
併
数
行
事
と
し
て

ω三
長
月

ω燃
燈
曾

ω印
沙

併
舎
川
刊
行
像
舎
を
あ
げ
ら
れ
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
祉
の
共
済
制
度

・
三
官
・
月
直
・
虞
候
等
の
職
種
に
つ
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
、
社
人
の
階
層
に
設
き
及
ぶ
。
嗣
師
義
軍
期
に
は
官
職
を
帯
び
た
社
人

が
多
か
っ
た
こ
と
、
節
度
使
の
一
族
が
加
入
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
、
祉
の
組
織
活
動
が
最
上
層
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
論
誼
さ
れ
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た
。
最
後
に
特
異
な
資
料
と
し
て
、
願
徳
五
年
二
月
園
保
文
書

(
大
谷
文
書
二

八
三
八
鋭
)
を
あ
げ
ら
れ
る
。
一
佐
官
が
豚
醐
闘
に
呼
び
出
さ
れ
、
懲
罰
を
う
け
て

い
る
等
、
他
の
多
く
の
祉
と
は
性
格
を
全
く
異
に
す
る
と
さ
れ
、
今
後
の
検
討

に
資
す
る
と
し
て
結
ば
れ
る
。

著
者
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
敦
爆
の
祉
は
、
サ
ー
ク
ル
的
な
祉
で
あ
る
と
と
も

に
、
街
区
に
あ
っ
た
祉
と
し
て
の
地
縁
的
性
格
を
一
部
も
っ
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
よ
り
郊
外
で
は
、
す
な
わ
ち
村
落
に
は
、
全
く
の
地
縁
的
な
引
肢
が
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
に
関
係
す
る
文
書
が
混
在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
本
章
で
著
者
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
祉
の
内
容
は
、
従
来
知
ら
れ
た
断
片

的
な
知
識
に
く
ら
べ
て
、
最
も
詳
し
い
座
倒
的
な
量
と
、
生
々
し
い
寅
慢
を
は

じ
め
て
我
々
に
知
ら
し
め
て
く
れ
た
劃
期
的
論
考
で
あ
る
。
中
圏
内
地
の
祉
の

研
究
に
稗
盆
す
る
と
こ
ろ
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
書
は
全
て
厳
密
な
考
設
と
既
述
の
ご
と
く
整
然
た
る
論
詮
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
浅
皐
に
よ
っ
て
曲
解
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
を

倶
れ
る
。
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
、
部
分
的
な
紹
介
に
終
っ
た
と
こ
ろ
も
か
な

り
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
精
微
な
論
詮
の
筋
道
を
的
確
に
紹
介
で
き
ず
、
結

論
の
み
記
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
の
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ

る
。
各
論
考
に
関
連
す
る
他
論
文
、
そ
の
他
論
文
執
筆
時
の
批
-
評
に
射
し
、
懇

切
な
行
き
と
ど
い
た
紹
介
と
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
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『新
編
分
門
標
題
皇
朝
築
要
綱
目
』
巻
五
十
六
。

『
史
林
』
副
作
|
2
0

『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
λ
十
九
。

ω
同
右
、
各
百
八
。

ω
丹
脅
二
「
北
宋
の
方
般
の
鋭
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
、

『研
究
紀
要
』

日
本
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
。

一
九
八
二
年
二
月

京
都

同

朋

舎

A
5
版
五
八
六
頁

錯

穆
著

朱

子

新

事

案

~ 

刀z

木

見

悟

著
者
三
八
九
五
年
生
)
は
、

『先
秦
諸
子
繋
年
』
『
中
園
近
三
百
年
率
術

史
』
等
の
名
著
に
よ
り
、
そ
の
皐
識
を
高
く
評
債
さ
れ
て
い
る
碩
皐
で
あ
る

が
、
朱
子
へ
の
関
心
は
三
十
歳
未
満
の
頃
よ
り
芽
生
え
た
と
い
い
、
現
在
、

『
中
園
曲
学
術
思
想
史
論
叢
』
伺

(
喜一
湾
、
東
大
図
書
有
限
公
司
刊
)
に
お
さ
め

ら
れ
て
い
る
「
朱
子
心
皐
略
L

「
朱
子
拳
術
述
許
」
の
雨
論
文
は
、
本
書
よ
り

も
二
十
徐
年
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
宋
元
築
案
』
を
絞
関
し
た
の

は
、
そ
れ
よ
り
更
に
二
十
年
を
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
(
右
論
叢
序
)。

と
こ
ろ
で
右
の
爾
論
文
に
お
い
て
、
著
者
が
強
調
し
よ
う
と
し
た
一
黙
は
、

「
朱
子
の
心
築
に
、
通
じ
な
け
れ
ば
、
朱
子
息
ナ
の
全
貌
は
分
ら
な
い
し
、
ま
た
朱

陸
異
同
の
貧
態
も
分
ら
な
い
」
(
一
一
-
一
一
ペ
ー
ジ
〉
の
語
に
端
的
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
朱
子
皐
を
心
拳
と
規
定
し
、
而
も
そ
れ
は
最
も
優
秀
な
心
皐
で

あ
る
と
断
定
す
る
に
あ
る
。
そ
の
根
援
は
、
「
朱
子
は
心
を
外
に
し
て
、
性
を
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