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著
者
チ
ェ
フ
ィ

l
氏
は
、
一
九
人

0
年
代
宇
ば
、
一

O
O種
以
上
の
地
方

志
か
ら
抽
出

・
分
類
し
た
正
奏
名
合
格
者
三
高
人
弱
の
リ
ス
ト
を
主
材
料
に
、

宋
代
科
奉
研
究
に
新
生
面
を
拓
い
た
叫
JZ
同
ピ
ヨ
祉
の
白
な
ミ
ト
E
3
3
h
3

h
u
s
h

。r
gを
公
刊
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
氏
は
、
そ
の
後
、
十
数
年

に
わ
た
り
宋
代
宗
室
の
研
究
に
従
事
し
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
ま
と
め
た
の
が

本
書
で
あ
る
。
今
回
も
著
者
の
研
究
姿
勢
は
、
前
著
と
同
じ
く
徹
底
的
な

「
事
賓
網
羅
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
鳥
鰍
的
観
察
を
可
能
に
す
る

資
料
情
報
の
蓄
積
を
第
一
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
さ
ま
ざ

ま
な
観
黙
か
ら
分
析
し
、
宋
代
宗
室
の
金
程
像
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
従

っ
て
記
述
は、

宗
室
の
制
度
か
ら
各
個
人
の
具
健
的
活
動
ま
で
多
岐
に
わ
た

り
、
最
終
的
に
は
他
の
王
朝
と
異
な
る
そ
の
制
度
上
の
特
質
と
、
恐
ら
く
そ

れ
が
故
に
現
在
で
も
牽
湾
や
米
圏
在
住
者
、
さ
ら
に
は
近
年
の
泉
州
に
お
い

て
も
活
援
な
宗
族
活
動
を
展
開
す
る
、
ほ
か
の
皇
族
末
現
同
に
比
べ
る
と
か
な

り
特
異
な
そ
の
姿
に
ま
で
説
き
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

具
程
的
に
そ
の
研
究
手
法
を
み
よ
う
。
ま
ず
列
傍

・
行
紋
や
墓
誌
銘
な
ど

の
形
で
現
存
す
る
宗
室
個
人
の
侍
記
資
料
を
遍
く
収
集
、
六
四

O
名
齢
り
を

得
て
、
そ
れ
ら
を
系
譜

・
世
代
ご
と
に
分
類
整
理
し
、
基
本
史
料
群
を
構
築

す
る
。
南
宋
滅
亡
ま
で
百
年
弱
を
残
す
淳
照
八
年
(
一
一
人

こ

の

段
階
で

す
ら
二
高

一
千
人
以
上
と
さ
れ
る
宗
室
の
累
計
(
こ
れ
で
も
少
な
い
と
い
わ

れ
る
)
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
人
数
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

を
膨
大
な
史
料
か
ら
収
集
・
分
類
す
る
傍
力
は
詑
み
大
抵
で
は
な
く
、
そ
の

努
力
に
は
敬
意
を
表
さ
、
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
停
存
す
る
後
世
の
越
氏
族
譜

二

O
数
穫
を
捜
し
出
し
、
さ
ら
に
北
京
圏
書
館
所
裁
の
宗
務
慶
系
銀
、

仙

(
蓬
)
源
類
譜
の
残
本
、
加
え
て
自
ら
が
後
掘
し
た
仙
源
類
譜
残
鉄
を
第
二

の
資
料
群
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
情
報
を
、
編
年
史
料
や
雑
著
類
な

ど
の
基
本
的
文
献
史
料
と
つ
き
合
わ
せ
つ
つ
、

時
間
軸
に
沿
い
な
が
ら
北
宋

初
め
か
ら
南
宋
末
に
至
る
ま
で
、
各
時
期
が
直
面
し
た
主
要
な
課
題
を
設
定

し
て
絞
述
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
全
十
章
か
ら
な
る
本
書
の
構
成
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。
各
章
は
さ
ら
に
三
か
ら
人
節
に
分
か
れ
る
が
、
ま
ず
章
題
を
内
容

に
卸
し
て
意
誇
し
、
節
の
小
項
目
は
章
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
き
に
お
の
ず

か
ら
絹
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
省
略
す
る
。

一

序

論

二

皇

族

の

起

源

と

定

義

三

宗
室
制
度
、
数
育
と
生
活

四
宗
室
再
編
五
敦
宗
院
の
創
立

六

北
宋
の
滅
亡
と
宗
室
の
投

致

七

定
住
と
特
権
八
政
治
と
檎
カ
の
制
限
九
成
熟
と
敗
北

一
O
結
論

|

|
中
園
史
上
の
宋
代
宗
室
附
録
A
停
記
資
料
の
あ
る
宗
室
人
名
表

B

玉
牒
所
に
つ
い
て

以
下
、
各
章
の
内
容
を
順
次
紹
介
す
る
が
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
す
べ
て
に
絹

れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
評
者
の
関
心
に
偏
っ
た
論
評
と
な
る
こ
と
を
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お
許
し
願
い
た
い
。

一
章
序
論
は
、
二
つ
の
逸
話
の
提
示
で
始
ま
る
。
一

つ
は
釣
西
夏
戟
の
危

機
に
際
し
、
自
ら
兵
を
率
い
て
前
線
に
赴
く
こ
と
を
願
い
出
た
越
従
式
ら
七

名
の
宗
室
諸
王
に
釘
し
、
仁
宗
は
そ
の
意
園
を
嘉
し
な
が
ら
も
許
可
し
な
か

っ
た
こ
と
。
第
二
は
、
そ
の
二
百
年
後
、
沿
海
制
置
使
知
慶
元
府
組
以
夫
ら

四
人
の
宗
室
官
僚
が
、
慶
元
府
の
兵
乱
に
際
し
て
演
じ
た
役
割
に

つ
い
て
で

あ
る
。
こ
れ
ら
北
宋
と
南
宋
の
宗
室
が
一示
す
現
賓
の
政
治
・
軍
事
に
釘
す
る

隔
離
と
開
輿
と
い
う
釘
照
的
な
姿
が
、
宋
代
宗
室
の
特
色
と
そ
の
愛
蓬
を
象

徴
的
に
表
す
と
著
者
は
考
え
る
。
極
論
す
れ
ば
、
本
書
は
こ
れ
ら
二
つ

の
逸

話
の
背
景
と
歴
史
的
意
味
合
い
を
解
き
明
か
す
書
と
も
言
え
よ
う
。
次
に、

漢
と
唐
の
皇
族
制
度
を
繊
細
慨
し
、
と
く
に
宋
制
の
前
提
と
な
る
唐
で
は
、
五

服
内
の
親
族
を
皇
族
と
し
た
こ
と
と
、
そ
こ
に
は
姻
戚
も
含
ま
れ
て
い
た
貼

に
注
目
す
る
。
以
下
、
使
用
す
る
文
献
と
史
料
に
つ
い
て
解
説
し
、

二
章
か

ら
九
章
が
北
宋
と
南
宋
の
四
章
ず
つ
に
分
か
れ
る
と
し
て
各
章
の
主
題
を
簡

単
に
述
べ
る
。
讃
者
は
、
目
次
と
こ
の
箇
所
を
譲
む
こ
と
で
あ
ら
か
じ
め
本

書
の
概
観
を
ほ
ぼ
把
握
で
き
る
と
い
え
る
。

二
章
で
は
、
越
匡
胤
の
か
ろ
う
じ
て
由
来
が
分
か
る
四
代
前
か
ら
の
家
系

を
追
っ
た
後
、
太
組
作
成
と
す
る

(
宰
相
越
曲
目
が
執
筆
。
但
し
現
存
の
も
の

は
後
人
の
手
が
入

っ
て
い
る
)
玉
牒
大
訓
に
み
え
る
記
述
を
根
擦
に
、

宗
室

が
太
組
自
身
に
よ
り
本
人
・
太
宗

・
貌
王
(
秦
王
)
二
一
兄
弟
の
子
孫
と
定
義

さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
太
粗
か
ら
太
宗
へ
の
兄
弟
相
績
が
引
き
起

こ
し
た
一
族
内
の
帝
位
を
め
ぐ
る
確
執
と
悲
劇
、
要
す
る
に
越
氏
内
で
の
皇

帝
権
確
立
の
過
程
が
、
以
降
の
宗
室
を
現
賓
政
治
か
ら
隔
離
す
る
基
本
方
針

に
時
着
し
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
ま
た
著
者
は
、
宋
代
に
お
け
る
君
主

猫
裁
制
の
成
立
と
い
う
向
晶
子
設
に
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
文
字
通
り
に
解
調
停
す

る
よ
う
な
意
味
で
の
説
に
は
批
判
的
で
あ
る
。

宋
代
の
君
主
濁
裁
権
力
は
、

皇
帝
自
身
と
い
う
よ
り
、
科
拳
制
度
が
再
生
産
す
る
士
大
夫
官
僚

白
色
D
-
R
a
O
ロ
5
主
的
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
皇
帝
権
力
執
行
機
関
が
享
受

し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
皇
帝
'
官
僚
制
が
機
能
す
る
こ
と
で
宋
朝

は
{
臣
官
と
外
戚
の
力
を
封
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
。
著
者
の
言
を
後
展

さ
せ
る
な
ら、

同
様
に
皇
帝
'
官
僚
制
は
、
藩
鮮
と
し
て
の
宗
室
の
存
在
を

必
要
と
せ
ず
、

こ
れ
が
宗
室
を
祖
先
祭
紀
と
宮
廷
儀
穫
の
枠
内
に
閉
じ
込
め

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
背
景
の

一
つ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

績
く
第
三
章
は
、
創
業
の
時
代
が
終
わ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
皇
子

で
あ
っ
た
最
初
の
皇
帝
で
あ
る
員
宗
と
次
の
仁
宗
朝
下
の
宗
室
を
扱
う
。
著

者
は
こ
の
時
期
を
、
皇
帝
が
す
べ
て
の
構
成
員
を
知
り
、
そ
の
保
護
の
下
、

宗
室
が
賛
浮
で
文
化
的
な
生
活
を
迭

っ
た
黄
金
時
代
と
表
現
す
る
。
も
っ
と

も
仁
宗
後
半
期
に
は
第
四
世
代
の

一
O
七
八
人
が
新
た
に
加
わ
り
、

そ
の
晩

年
に
な
る
と
宗
室
は
男
女
四
千
人
以
上
と
い
わ
れ
、
皇
帝
が
全
員
の
顔
を
知

る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
次
章
の
宗
室
制
度
改
艇
長
に
つ
な
が

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、

太
宗
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
宗
室
の
あ
り

方
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
展
開
し
、

宋
代
宗
室
の
特
色
が
明
確
に
現
れ
た

時
期
と
い
え
よ
う
。
三
章
の
章
題
原
文
は
、
。
E
F
E
S
曲目門目

。。ロ
{5
2
H
H
g円

(監
禁
、
束
縛
)
で
あ
る
。
監
禁
一
の
意
味
は
、
宗
室
が
現
賓
の
政
治
・
軍
事

か
ら
逮
さ
け
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
南
北
宅
、
陸
親
宅
、
廃
親
宅
な
ど
家
系

こ
と
に
閉
鎖
的
な
集
園
居
佐
杢
聞
が
指
定
さ
れ
、
そ
こ
で
の
出
入
り
は
巌
し

く
検
閲
さ
れ
、
宗
室
が
一
般
の
生
活
現
賓
か
ら
も
厳
重
に
隔
離
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
す
。
し
か
し
皇
帝
は
、
こ
う
し
て
隔
離
さ
れ
た
宗
室
を
度
身
訪
れ
、
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あ
る
い
は
宴
に
招
い
た
り
し
て
親
密
な
交
流
の
機
舎
を
も
っ
た
。
ほ
か
に
著

者
の
指
摘
す
る
宋
代
宗
室
の
特
色
を
列
参
す
る
と
、
唐
制
を
受
け
継
い
だ
宗

正
寺
と
は
別
に
、
個
々
の
宗
室
の
管
理
機
関
で
あ
る
大
宗
正
司
を
創
設
し
、

長
官
の
大
宗
正
事
に
は
宗
室
の
長
老
を
嘗
て
た
こ
と
。
宗
室
男
子
は
五
歳

(
著
者
は
「
嘉
祐
六
年
、
十
五
歳
に
改
め
ら
れ
た
」
と
強
調
す
る
が
、
根
擦

と
す
る

『宋
曾
要
』
帝
系
四
1

二

一
は
「
計
年
穂
官
」
を
認
め
る
年
齢
を
述

べ
る
に
過
ぎ
ず
、
誤
解
で
あ
る
)
に
な
る
と
、
幼
名
で
あ
る
乳
名
か
ら
家
系

別
の
世
代
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
る
一
字
を
用
い
た
訓
名
に
改
め
、
同
時
に

官
を
授
け
ら
れ
た
(
賜
名
授
官
)
こ
と
。
そ
の
官
は
武
階
で
あ
り
、
や
が
て

環
衛
官
(
南
班
官
)
と
し
て
宮
廷
の
儀
式
に
参
列
す
る
義
務
が
生
じ
る
な
ど
、

皐
な
る
名
目
的
な
肩
書
き
で
は
な
く
、
省
初
は
な
か
っ
た
昇
進
の
規
定
も
整

備
さ
れ
た
こ
と
。
そ
の
際
、
初
任
官
は
太
粗
・
太
宗
系
と
貌
王
系
で
は
差
が

あ
っ
た
こ
と
。
と
い
う
の
は
、
異
宗
の
天
稽
元
年
(
一

O
一
七
)
そ
れ
ぞ
れ

の
孫
は
諸
街
将
軍
、
曾
孫
は
右
侍
禁
、
玄
孫
は
右
班
殿
直
と
決
め
ら
れ
た
が
、

=
一
家
系
の
租
は
宣
組
・
太
祖
・
太
宗
と
さ
れ
、
末
弟
の
貌
王
廷
美
の
み
父
の

官
一
組
孔
段
か
ら
始
ま
る
の
で
、
同
世
代
で
あ
っ
て
も
太
組
・
太
宗
系
よ
り
一

段
下
の
官
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
様
に
皇
帝
を
中
心
と
す
る
親
疎

の
直
別
も
一
世
代
分
だ
け
疎
と
な
り
、
こ
の
格
差
は
以
後
も
績
い
た
。
そ
の

他
、
宗
室
の
俸
給
ゃ
、
無
篤
を
か
こ
つ
若
者
針
策
と
し
て
の
撃
問
の
奨
働
と

そ
の
た
め
の
数
育
方
法
に
つ
い
て
も
詳
し
く
個
別
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
著
者
の
記
述
の
う
ち
制
度
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
詳

細
で
は
あ
る
が
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
大
き
く
改
め
た
箇
所
は

絵
り
な
い
と
の
印
象
を
受
け
た
。
逆
に
精
彩
に
富
む
部
分
は
、
各
種
制
度
の

な
か
で
営
ま
れ
た
宗
室
個
人
の
生
活
の
記
事
で
あ
る
。
と
く
に
宗
室
の
婚
姻

や
女
子
を
め
ぐ
る
紋
述
は
、
具
程
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
讃
む
者
に
喚
起
さ
せ
る
。

宗
室
男
子
で
賜
名
の
な
い
者
の
比
率
は
七
二
%
、
女
子
で
封
の
な
い
者
は
六

九
%
に
も
及
び
、
こ
の
時
代
、
最
も
富
裕
な
階
層
で
す
ら
幼
児
の
死
亡
率
は

こ
の
よ
う
に
高
か

っ
た
と
述
べ
る
あ
た
り
は
、
著
者
の
蓄
積
し
た
デ
ー
タ
が

あ
っ
て
初
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

紳
宗
・
折
口
宗
時
代
を
扱
う
第
四
章
は
、
本
書
の
な
か
で
最
も
多
い
八
節
か

ら
成
る
。
新
法
改
革
政
治
の
お
こ
な
わ
れ
た
紳
宗
朝
は
、
宗
室
制
度
に
と
っ

て
も
大
き
な
選
擦
の
時
代
で
あ
っ
た
。
宗
室
の
増
加
は
既
に
以
前
か
ら
問
題

と
な

っ
て
い
た
が
、
治
平
四
年

(一

O
六
七
)
の
議
論
に
、

一
箇
月
の
官
僚

へ
の
俸
給
支
梯
い
四
高
賞
、
在
京
禁
箪
経
費
十
一
寓
貫
に
釣
し
宗
室
は

一
般

の
経
常
経
費
だ
け
で
七
寓
貫
が
必
要
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
財
政
問
題
と
し

て
浮
上
す
る
。
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
は
、
一
紳
宗
朝
に
な
り
宗
室
の

第
五
、
六
世
代
、
す
な
わ
ち
五
服
外
の
祖
莞
親
、
非
祖
莞
親
が
本
格
的
に
登

場
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
服
外
の
親
族
を
傍
統
的
な
櫨
制
に
従

い
宗
室
か
ら
除
く
か
否
か
、
財
政
問
題
と
も
関
連
し
て
、
即
位
早
々
の
神
宗

は
困
難
な
課
題
に
直
面
し
た
。

一
連
の
経
過
は
複
雑
で
あ
る
が
、
改
革
の
要

黙
は
、
非
祖
完
親
へ

の
賜
名
授
官
を
廃
止
し
、

か
わ
り
に
科
奉
臨
応
募
へ
の
遁

を
開
く
決
定
に
あ
る
。

し
か
し
、

非
祖
克
親
の
生
浅
は
、
従
来
通
り
玉
牒
所

に
報
告
さ
せ
て
宗
籍
に
登
録
し
、
孤
児
な
ど
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
者
に

は
援
助
を
輿
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
意
味
で
非
担
克
親
も
、
朝
廷
か
ら
の

特
典
、
に
大
き
な
差
は
あ
る
が
五
服
内
親
族
と
同
じ
く
宗
{
歪
で
あ
り
績
け
た
の

で
あ
る
。
天
族
(
切
S
R
7
2
0同
国

E
Z乙
で

あ
る
が
故
に、

三
家
系
の

子
孫
は
五
服
外
で
あ
ろ
う
と
も
{
示
室
と
し
て
認
定
す
る
。
こ
れ
が
宋
代
宗
室

の
最
大
の
特
色
と
な
る
と
の
指
摘
は
、

そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
土
地
・
建
物

の
購
入
が
許
さ
れ
、
い
わ
ば
自
立
が
期
待
さ
れ
た
非
祖
完
親
宗
室
は
、
事
賓

上
、
出
仕
以
外
に
経
済
的
基
盤
を
確
保
す
る
手
段
は
な
い
。
そ
こ
で
恩
蔭
に
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よ
っ
て
官
位
を
取
得
す
る
ほ
か
、
「
宗
子
試
法
」

と
い
う

一
般
と
は
別
枠
の

科
奉
の
規
定
が
定
め
ら
れ
、
初
自
の
ル
l
ト
で
よ
り
容
易
に
官
位
を
得
る
仕

組
み
が
出
現
す
る
。
著
者
は
、
主
に
張
希
消

「宋
代
宗
室
謄
禁
制
度
述
論
」

(
『
第
二
届
宋
史
事
術
研
討
曾
論
文
集
』
一

九
九
六
)
に
も
と
づ
き
宗
室
と

科
暴
の
問
題
を
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
章
で
よ
り
詳
し
く
検
討
さ
れ

る
の
で
紹
介
は
そ
ち
ら
で
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宗

室
は
、
一
紳
宗
朝
に
お
い
て
正
式
に
科
暴
へ
の
懸
世
帯
が
認
め
ら
れ
、
官
僚
と
し

て
も
嘗
初
は
監
省
官
、
や
が
て
知
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
現
賓
政
治
に
か
か
わ

る
者
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
時
代
の
最
も
重
要
な
繁
化

で
あ
っ
た
。

著
者
は
、
乏
し
い
史
料
の
中
か
ら
政
府
が
経
済
援
助
し
た
非
祖
兎
親
の
事

例
を
引
用
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
親
淡
を
宗
室
と
し
た
こ
と
の
財
政
上
、
あ
る

い
は
制
度
そ
の
も
の
へ
の
影
響
に
つ
い
て
鯛
れ
、
さ
ら
に
宗
室
の
結
婚
と
離

婚
の
規
定
を
考
察
す
る
。
そ
の
規
定
は
時
期
に
よ
り
内
容
を
多
少
繁
動
さ
せ

る
が
、
線
麻
以
内
、
祖
克
、
非
祖
克
の
三
つ

に
分
け
て
結
婚
相
手
の
針
象
に

制
限
を
加
え
た
こ
と
は
共
通
す
る
。
ま
た
非
祖
兎
の
婚
姻
は
庶
姓
に
同
じ
と

さ
れ
た
が
、
{一示
室
女
性
の
持
参
金
が
第
八
世
代
に
も
輿
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
注
意
す
る
な
ど
、
前
章
で
述
べ
た
日
常
生
活
へ
の
著
者
の
目
は
、
こ
こ
で

も
行
き
届
い
て
い
る
。
宗
室
の
増
加
は
、
日
常
生
活
を
管
理
す
る
機
構
に
も

釣
懸
を
迫
っ
た
。
仁
宗
朝
に
置
か
れ
た
大
宗
正
司
の
記
録
が
現
れ
る
の
は
こ

の
時
期
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
職
務
分
搬
を
明
確
に
し
た
組
織
化
の
進
展
、

長
で
あ
る
大
宗
正
事
が
太
宗
系
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明

ら
か
に
す
る
。

本
章
は
太
組
系
第
四
世
代
越
世
居
謀
反
の
告
後
と
そ
の
引
き
金
に
な

っ
た

李
逢
事
件
に

一
節
を
創
き
、
こ
の
顕
末
を
み
る
こ
と
で
榊
宗

・
哲
宗
時
代
の

宗
室
が
置
か
れ
た
も
う

一
つ
の
紋
況
を
述
べ

る
。
そ
れ
は
宗
室
隔
離
政
策
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
異
志
を
抱
く
よ
う
な
人
物
の
出
入
り
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と

は
で
き
ず
、

宗
室
は
や
は
り
帝
位
に
と

っ
て
潜
在
的
な
危
険
を
苧
む
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
著
者
は
最
後
に
「
漂
う
宗
室
」
と
い
う
一

節
を
あ
て
、
省
時
の
政
治
・
文
化
を
主
導
す
る
士
大
夫
が
{
示
室
の
墓
誌
銘
を

ほ
と
ん
ど
奮
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
枇
舎
と
の
隔
離
政
策
は
こ
の
黙
で
は

機
能
し
て
お
り
、
ま
た
仁
宗
朝
下
の
よ
う
に
皇
帝
と
宗
室
の
家
族
的
な
交
流

は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
増
加
し
た
宗
室
を
、

宋
代
の
政
治
・
祉
舎
の
中
に
ど

の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
が
、
次
の
徽
宗
朝
に
持
ち
越
さ
れ
た
課
題
で
あ
る

と
す
る
。

五
章
は
北
宋
最
後
の
徽
宗

・
欽
宗
靭
を
扱
う
。
こ
の
時
期
の
最
大
の
課
題

は
、
敦
宗
院
の
創
設
で
あ
り
・
そ
れ
に
深
く
か
か
わ

っ
た
察
京
の
施
策
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
、
宋
代
宗
室
史
に
位
置
付
け
る
か
で
あ
ろ
う
。

開
封
の
居

住
空
間
か
ら
渡
れ
出
し
た
宗
室
に
封
し
、
薬
京
は
西
京
河
南
府

(洛
陽
)
と

南
京
感
天
府

(宋
州
)
に
敦
宗
院
を
創
立
し
、
非
担
莞
親
を
収
容
す
る
案
を

提
出
、
賓
現
さ
せ
た
。
通
常
は
南
宋
の
史
料
に
よ
り
西
外
宗
正
司
が
管
轄
す

る
西
京
に
は
貌
王
系
、
南
外
宗
正
司
の
南
京
に
は
太
組
系
が
移
住
し
た
と
理

解
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
と
く
に
特
定
は
し
な
い
。
む
し
ろ
最
初
に
移
住

さ
せ
ら
れ
た
の
は
経
済
的
に
困
難
な
獄
況
に
あ
る
非
祖
兎
親
で
あ
り
、
手
首

て
が
支
給
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
開
封
へ
の
蹄
還
を
望
ん
だ
者
も
い
た
と

す
る
。
敦
宗
院
は
、
奈
京
の
宰
相
任
克
と
連
動
し
て
興
駿
し
た
が
、
記
録
に

時
四
る
最
大
規
模
は
、
荷
数
宗
院
あ
わ
せ
て
(
『
宋
曾
要
』
職
官
二

O
t
三
六

に
は

「南
」
と
だ
け
あ
る
が
、
「
西
南
」

で
あ
ろ
う
)
所
有
田
四
寓
四
千
頃、

房
廊
二
高
三
千
六
百
絵
問
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
最
大
男
女
一

高
人

が
居
住
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
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次
に
六
部
局
に
分
け
ら
れ
た
大
宗
正
司
の
機
構
を
解
説
し
た
後
、

著
者
は

宗
室
の
数
育
の
問
題
に
皿
刷
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
察
京
は
、
こ
の
時
期
、
科

奉
に
代
え
て
印
字
校
経
由
に
よ
る
官
僚
登
用
制
度

(
天
下
三
舎
法
)
を
構
想
・

貧
施
し
て
い
た
。
前
著
で
、
著
者
も
そ
の
内
容
を
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宗
室
の
敬
育
は
宋
初
か
ら
議
論
さ
れ
個
々
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
た
が
、

宗
室
の
間
学
校
が
健
系
的
に
整
備
さ
れ
る
の
は
、

賓
は
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。

嘗
然
、
宗
室
の
出
仕
と
天
下
三
舎
法
と
の
閥
係
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、

関
連
史
料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
賓
態
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の
課
題
で
今
の
と
こ
ろ
最
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る

『宋
史
選
奉
志
誇
注

(二
)』
宗
息
子
の
項

(石
田
肇
氏
擁
省
一
九
九
五
)
と
の
異
同
に

つ
い
て

筋
れ
て
お
く
。
諸
史
料
は
、
こ
の
と
き
宗
室
関
連
の
事
校
と
し
て
宗
撃
が
設

置
さ
れ
た
と
記
す
。
宗
撃
は
、
元
一
而
年
聞
に

一
旦
創
建
さ
れ
た
が
機
能
す
る

前
に
罷
め
ら
れ
、
建
中
靖
園
元
年

(一

一
O
二
、
復
置
の
詔
が
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
『誇
注
」
は
こ
の
宗
祭
を
、
復
置
の
詔
の
翌
崇
寧
元
年
に
大

・

小
島
ナ
教
授
を
置
い
た
宗
室
各
家
系
の
諸
宅
の
副学
校
(
察
京
の
提
言
中
で
は
宮

撃
と
表
現
)
に
同
じ
と
解
稗
し
、
三
舎
法
が
導
入
さ
れ
、
宗
祭
か
ら
の
稽
褐

が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
封
し
チ
エ
フ
ィ

1
氏
は
、

復
置
の
詔

に
も
か
か
わ
ら
ず
徽
宗
靭
の
ど
の
時
期
に
も

一
つ
の
濁
立
し
た
宗
象
は
設
置

さ
れ
な
か
っ
た
と
し
、
諸
宅
の
諸
宮
撃
が
大
事

・
小
撃
に
分
か
れ
て
置
か
れ

た
こ
と
の
み
を
述
べ
る
。
氏
が
考
え
る
宗
撃
は
、
太
撃
に
釘
陪
聴
す
る
諸
宮
撃

の
上
に
あ
る
拳
校
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
存
在
し
な
い
。
し
か
し

大

・
小
撃
数
授
は
、
や
が
て
某
王
宮
宗
子
博
士
と
名
穏
を
蟹
え
、
こ
の
こ
と

を
記
す
記
事
に
「
靖
康
の
乱
、
宗
拳
遂
に
慶
さ
る
」
と
あ
り
、
或
い
は
成
績

優
秀
な
拳
生
が
就
く
皐
守
口
を
宗
子
息
ナ
{
呂

(宗
拳
官
)
と
呼
ぶ
な
ど
、
察
京
の

い
う
{呂
撃
が
宗
子
撃
の
意
味
で
宗
撃
と
も
稽
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

徽
宗
朝
は
、
前
章
で
述
べ
ら
れ
た
賓
職
を
も
っ
宗
室
有
官
者
が
多
数
出
現

し
た
時
代
で
あ
る
。

そ
れ
は
恩
蔭
、
宗
子
挙
、
あ
る
い
は
科
奉
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
経
路
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
著
者
は
、

宗
室
が
敬
育
や

科
暴
に
本
格
的
な
努
力
を
傾
注
し
た
最
初
の
時
代
と
も
許
債
し
、
徽
宗
の
第

三
子
郵
王
稽
が
政
和
八
年
の
廷
策
第

一
の
進
士
と
な
っ
た
こ
と
に
象
徴
的
意

味
を
見
出
す
。
し
か
し
金
箪
南
下
の
前
に
北
宋
は
あ
っ
け
な
く
崩
壊
し
、
開

封
の
宗
室
は
徽
宗

・
欽
宗
と
も
ど
も
ほ
ぼ
全
員
が
北
方
に
投
致
さ
れ
た
。
そ

れ
に
釣
し
攻
撃
の
直
接
の
主
要
釘
象
で
な
か
っ
た
西

・
南
外
宗
室
は
南
に
、逃

げ
、
南
宋
の
宗
室
は
、
結
果
的
に
か
れ
ら
非
祖
克
親
に
よ

っ
て
継
承
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
察
京
の
敦
宗
院
創
設
は
、
宗
室
の
歴
史
を
自
身
の
意
固
と
は

別
の
方
向
に
導
い
た
と
す
る
。

第
六
章
以
下
は
、

南
宋
部
分
で
あ
る。

著
者
は
、
{
示
室
の
動
向
に
留
意
し

な
が
ら
北
宋
滅
亡
の
過
程
を
追
い
、

ま
た
金
に
よ

っ
て
北
方
に
投
致
さ
れ
て

行
く
宗
室
の
具
程
的
な
様
子
に
も
筆
は
及
ぶ。

即
位
し
た
高
宗
は
、
開
封
、

西
京
、
南
京
居
住
の
宗
室
に
針
し
、

そ
れ
ぞ
れ
江
寧
府
、

揚
州
、
鎮
江
府
へ

の
集
合
を
命
じ
た。

し
か
し
開
封
の
宗
室
は
北
に
連
行
さ
れ
て
お
り
、

ま
た

金
軍
南
下
に
よ
っ
て
集
合
先
は
戟
場
と
化
し
、
古
同
宗
自
身
が
金
の
追
撃
か
ら

逃
れ
る
の
に
精

一
杯
で
、
宗
室
の
混
乱
と
逃
避
行
は
さ
ら
に
績
い
た。

結
局
、

西
外
宗
室

(西
京
洛
陽
)
は
途
中
分
散
し
な
が
ら
も
高
郵
軍
、
泰
州
を

へ
て

最
終
的
に
一漏
州
に
、
南
外
宗
室
(
南
京
)
は
多
く
が
船
で
泉
州
へ
、
大
宗
正

司
は
一
時
遠
く
慶
州
に
移
動
し
た
が
、
他
の
環
衛
官
宗
室
と
と
も
に
最
後
は

杭
州
臨
安
府
に
落
ち
着
く。

こ
の
ほ
か
離
散
し
た
宗
室
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ

る
州
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
り
、
各
地
に
臨
時
の
外
宗
正
司
が
置
か
れ
た
。
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こ
れ
は
流
寓
{
示
室
の
経
済
的
支
援
を
す
る
た
め
で
あ
り
、
居
住
先
各
州
が
経

費
を
負
婚
す
る
と
い
う
指
摘
も
、
南
宋
{
一
示
室
制
度
の
特
色
の

一
つ
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
一

時
、
西
外
と
南
外
宗
正
司
の
統
合
が
論
じ
ら
れ
た
が
、

置
か

れ
る
州
が
経
済
的
負
携
に
耐
え
切
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
賓
現
し
な
か
っ
た

こ
と
は
、
こ
の
方
針
の
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
。

紹
興
元
年

(
一
一
二
一

二
の
段
階
で
年
に
南
外
六
高
貫
、
西
外
三
蔦
貫
の
経
費
と
い
う
記
録
を
奉

げ
、
北
宋
の
敦
{
一
ホ
院
に
比
べ
れ
ば
非
常
に
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
州
の
財
政

負
抱
と
し
て
は
巨
額
で
あ

っ
た
と
す
る
。

北
宋
末
か
ら
州
や
際
の
賓
職
に
就
き
始
め
た
宗
室
官
僚
は
、
抗
金
活
動
を

通
し
て
南
宋
再
興
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
著
者
は
、
本
章
で
多
く
の
具

健
例
を
奉
げ
な
が
ら、

か
れ
ら
の
動
向
を
追
跡
す
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
情

勢
に
よ

っ
て
は
自
立
も
視
野
に
入
れ
る
諸
王
の
動
き
も
あ
る
が
、
政
治
・
軍

事
の
最
前
線
で
活
躍
す
る
宗
室
の
姿
は
、
箸
者
が
述
べ
る
も
う

一
つ
の
南
宋

宗
室
の
特
色
で
あ
る
。
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
め
に
か
け
て
州
際
官
と
し
て
活

動
し
た
宗
室
官
僚
の
線
数
を
検
討
し
た
著
者
は
、
一
二
三

0
年
代
に
推
移
の

ピ
l
ク
が
あ
る
と
す
る
。
戦
乱
に
よ
る
文
官
有
資
格
者
の
激
減
の
危
機
を
{一示

室
官
僚
が
救
い
、
こ
の
こ
と
が
南
宋
に
お
け
る
宗
室
宮
僚
の
特
色
の

一
つ
で

あ
る
政
治
現
場
で
の
多
様
な
活
動
の
下
地
を
作
っ
た
と
も
考
え
て
い
る
。
ま

た
戦
飢
に
よ
る
宗
籍
の
散
逸
と
消
滅
は
、
大
量
の
傷
宗
室
の
出
来
を
招
い
た
。

政
府
は
、
紹
興
九
年
に
開
封
を
一
時
回
復
し
た
と
き
に
入
手
し
た
宗
務
慶
緒

録
な
ど
十
五
品
川
版
木
約
二
千
絵
枚
の
宗
籍
を
も
と
に
撮
る
べ
き
宗
譜
を
復
元

作
成
し
、
こ
れ
以
後
、
傷
宗
室
の
出
現
は
減
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。

本
章
は
、
そ
の
ほ
か
明
受
の
飢
で
の
宗
室
の
動
き
と
役
割
、
少
数
の
秦
檎
輿

黛
と
多
数
の
批
判
者
な
ど
を
述
べ
た
後
に
、
ま
と
め
と
し
て
、
北
宋
で
行
わ

れ
た
宗
室
と
一
般
官
僚
と
の
通
行
禁
止
は
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、

宗
室
官
僚

は
中
央
で
は
侍
従
ど
ま
り
と
さ
れ
た
こ
と
な
と
、
活
動
へ
の
暗
歎
の
規
制
が

は
た
ら
い
て
い
た
と
し
、
{一示
室
官
僚
が
、
士
大
夫
官
僚
化
す
る
と
と
も
に
、

そ
の

一
般
官
僚
及
び
皇
帝
雨
者
と
の
緊
張
関
係
が
増
大
し
た
こ
と
を
奉
げ
て

い
る
。

七
章
か
ら
九
章
は
、
歴
史
経
過
を
追
う
よ
り
、
宗
室
が
王
座
と

一
般
士
大

夫
に
封
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
、
枇
舎
的
現
賓
に
在
っ
た
の
か
を
探
る
と
す

る
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
時
期
の
史
料
上
の
特
徴
を
述
べ

る
。
十
三
世
紀
初
期

ま
で
公
的
記
録
は
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
極
端
に
少
な
く
な
り
、
逆

に
北
宋
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
士
大
夫
に
よ
る
宗
室
墓
誌
銘
が
豊
富
に
な
る
。

こ
れ
は
個
人
の
詳
し
い
情
報
が
残
る
反
面
、
そ
れ
は
少
数
の
成
功
者
に
限
ら

れ
、
し
か
も
臨
安
、
一
硝
州
、

泉
州
居
住
が
中
心
で
あ
り
、
全
閣
に
散
居
す
る

大
多
数
の
宗
室
に
つ
い
て
は
殆
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

と
い
う
。
七
章
で
は
雨
瓶
、
福
建
に
移
住
し
た
宗
室
が
、

一
方
で
在
地
有
力

者
と
し
て

一
族
を
糾
合
す
る
動
き
と
、
し
か
し
朝
廷
は
「
天
族
」
と
し
て
一

般
枇
曾
か
ら
分
離
さ
せ
よ
う
と
す
る
二
つ
の
方
向
の
中
に
あ
っ
た
と
し
、
地

方
の
敦
宗
院
設
立
の
提
案
は
貧
現
が
確
認
で
き
な
い
が
、
世
代
数
に
閥
係
な

く
財
政
的
支
援
は
賓
行
さ
れ
た
と
、
そ
の
意
味
を
大
き
く
許
償
し
て
い
る
。

日
常
経
費
の
み
な
ら
ず
宗
室
女
性
の
結
婚
持
参
金
や
そ
の
夫
へ
の
特
典
な
ど

恩
恵
は
大
き
か

っ
た
。

臨
安
の
宗
室
は
、

開
封
に
比
べ
る
と
人
数
を
は
じ
め
大
宗
正
司
な
ど
の
役

所
を
含
め
目
立
た
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
最
大
の
理
由
は
、

南
班
宗
室
の
数

の
少
な
き
で
あ
る
が
、
一
崎
州
・

泉
州
雨
外
宗
正
司
に
属
す
る
宗
室
の
規
模
が

大
き
か

っ
た
こ
と
、

そ
れ
以
上
に
宗
室
官
僚
が
南
班
官
出
身
の
み
な
ら
ず
各

地
に
分
散
す
る
宗
室
か
ら
入
仕
可
能
と
な
っ

た
こ
と
に
も
求
め
る
。
著
者
は、

こ
う
し
た
新
た
な
現
賓
に
封
し
事
例
を
積
み
重
ね
て
丹
念
に
位
概
述
し
て
い
る
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が
、
宗
室
の
婚
姻
を
含
め
こ
こ
で
の
紹
介
は
省
略
す
る
。
た
だ
無
服
の
{
示
室

の
出
現
と
と
も
に
、
無
官
の
者
の
息
子
を
結
婚
相
手
に
選
ぶ
ケ
l
ス
が
増
え、

同
時
に
武
官
の
息
子
と
の
縁
組
が
減
少
し
、

文
官
の
息
子
の
数
が
そ
れ
を
凌

駕
す
る
事
態
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
一
方
で
墓
誌
銘
が
示
す
文
官
志
向
に
相

反
す
る
数
字
が
仙
源
類
譜
に
み
ら
れ
、
そ
こ
で
は
相
嬰
わ
ら
ず
武
官
が
優
位

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
士
大
夫
に
墓
誌
銘
を
依
頼
す
る
宗
室
は
、
宗

正
司
に
属
さ
ず
濁
立
し
て
士
大
夫
枇
曾
内
で
名
望
家
の
地
位
を
得
た
者
が
多

く
、
逆
に
武
官
と
婚
姻
関
係
を
も
っ
宗
室
は
、
宗
正
司
に
属
し
北
宋
以
来
の

惇
統
の
枠
内
に
あ
る
、
と
推
測
し
て
い
る
。

七
章
の
残
り
は
宗
室
の
拳
校
、
教
育
及
び
科
奉
と
の
開
係
に
充
て
ら
れ
る
。

南
宋
に
な
り
宗
室
官
僚
の
活
動
が
一
般
化
し
た
こ
と
は
本
書
の
各
慮
で
強
調

さ
れ
る
事
態
で
あ
る
が
、
宗
室
が
官
僚
と
な
る
経
路
に
つ
い
て
が
こ
こ
で
の

問
題
で
あ
る
。
著
者
は
、

北
宋
で
存
在
を
否
定
し
た
宗
事
、
臨
{女
の
各
宅
や

西

・
南
外
宗
正
司
に
も
設
置
さ
れ
た
宮
内
壁
て

さ
ら
に
は
家
塾
、
各
地
の
書
院

で
の
子
弟
の
数
育
を
官
位
取
得
の
前
段
階
と
し
て
述
べ
た
後
、
宗
室
の
出
仕

制
度
(
宗
子
試
法
)
を
壮
概
述
し
て
い
る
。
た
だ
し
著
者
の
理
解
に
は
多
少
の

混
乱
が
み
ら
れ
る
。
前
掲
の
石
田

『誇
注
』
、
張

「宗
室
感
奉
」
は
、
い
く

つ
か
の
勲
で
雨
者
が
解
掴
揮
を
異
に
す
る
場
面
は
あ
る
も
の
の
、
制
度
の
大
枠

で
の
共
通
理
解
は
で
き
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
ま
ず
評
者
な
り
に
そ
れ
ら

を
整
理
し
、

次
に
本
書
の
記
述
を
検
討
し
た
い
。
宗
室
と
科
奉
が
問
題
と
な

る
の
は
、
翫
速
の
よ
う
に
賜
名
授
官
が
廃
止
さ
れ
た
非
祖
莞
親
の
出
現
す
る

一
洞
宗
朝
で
あ
り
、
こ
こ
で
決
め
ら
れ
た
出
仕
の
枠
組
み
が
制
度
の
出
愛
黙
と

な
る
。
そ
れ
は
大
き
く
祖
莞
親
の
鎖
磨
試

(
有
官
鎖
聴
)
と
非
祖
莞
親
の
無

官
嬢
拳
に
分
け
ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
祖
莞
親
は
原
則
と
し
て
武
階
保

有
者
で
あ
る
か
ら
鎖
膳
試
と
な
り
、
合
格
す
れ
ば
文
官
に
移
る
。
問
題
は
無

官
の
非
祖
兎
親
で
あ
る
。

一
般
の
進
士
科
は
激
烈
な
競
争
で
あ
る
か
ら
、

特

に
か
れ
ら
の
た
め
に
宗
子
別
枠
を
設
け
、
少
な
い
受
験
科
目
で
五
十
名
を
限

度
に
五
割
を
合
格
さ
せ
優
遇
し
、

さ
ら
に
不
合
格
者
に
針
し
で
も

一
定
の
傑

件
で
官
位
を
輿
え
た
。
ま
た
徽
宗
の
崇
寧
元
年
か
ら
二
年、

察
京
の
設
案
で

臨
時
の
措
置
と
し
て
二
十
五
歳
以
上
の
非
祖
莞
親
に
穫
部
で
の
筒
皐
な
試
験

に
よ
り
武
階
を
、
不
合
格
者
に
は
律
を
讃
ま
せ
て
さ
ら
に
下
の
武
階
を
輿
え

た
。
こ
れ
を
史
料
に
よ

っ
て
は
量
試
と
記
す
e

次
に
問
題
と
な
る
の
が
、

天

下
三
舎
法
が
廃
さ
れ
た
後
、
宣
和
六
年
に
改
定
さ
れ
た
宗
子
試
法
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
そ
れ
ら
は
有
官
鎖
廃

(正
奏
名

文

官

授
奥
)
、
無
官
懸
拳

(正
奏

名

文

官

授
奥
)
、
無
官
取
麿

(特
奏
名

扱

い

武

官
授
奥
)
の
一一
一

種
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
一
般
人
と
は
別
枠
で
試
験
さ
れ
優
遇
さ
れ
る。

こ
の
う
ち
無
官
取
謄
は
、
先
の
察
京
の
量
試
を
常
例
化
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
張

「宗
室
懸
奉
」

は
、
こ
の
無
官
取
感
を
史
料
の
記
す
通

り
祖
克
親
無
官
取
麿
と
す
る
が
、
石
田

『誇
注
』
が
指
摘
し
、

チ
エ
フ
イ
1

氏
も
言
う
よ
う
に
賓
際
は
非
祖
克
親
の
受
験
が
大
部
分
で
あ
る
。
厄
介
な
の

は
、
こ
の
試
法
を
纏
承
し
た
南
宋
が
、

別
に
登
極
恩
な
ど
と
し
て
臨
時
に
宗

子
量
試
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。自
室
試
は

一
般
に
簡
輩
な
試
験
と
い
う
意
味

で
使
用
さ
れ、

宗
子
量
試
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い

(
石
田

『謬
注
』)
が、

宗
室
は
こ
の
宗
子
量
試
に
よ

っ
て
大
量
入
官
を
貧
現
し
て
い
る
(
合
格

・
通

過
者
に
は
無
官
取
感
よ
り

一
等
下
の
武
官
が
授
輿
さ
れ
る)。

著
者
は
、
張
「
宗
室
感
参
」

を
参
照
し
て
い
る
の
で
、
以
上
の
要
約
は
共

有
で
き
る
と
思
う
の
だ
が
、

一
七
二
l

一
七
五
頁
に
か
け
て
の
量
試
に
つ

い

て
の
記
述
は
、
無
官
取
臨
ほ
と
宗
子
園亙
試
を
混
同
し
て
い
る
た
め
分
か
り
に
く

い
の
み
な
ら
ず
誤
り
が
多
い
。
二
貼
だ
け
指
摘
す
る
と
、

ま
ず
著
者
が
量
試

合
格
者
と
し
て
議
論
す
る
隆
輿
元
年

(
一一

六
一二
)
か
ら
乾
遁
八
年

(一

一
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七
二
)
ま
で
の
宗
子
合
格
者
五

O
名
、
三
九
名
、

コ一八
名
、
四

一
名
は
三
年

毎
の
科
暴
に
賓
施
さ
れ
た
無
官
取
懸
の
合
格
者
数
で
あ
る
。
孝
宗
登
極
赦
の

量
試
は
、
隆
飽
ハ
元
年
二
月
十
一
日
の
穫
部
貢
院
の
言
(
『宋
曾
要
』
選
奉
一

八

二
二
)
に
あ
る
「
終
場
の
人
数
七
百
絵
人
、
文
理
通
ず
る
者
約
三
分
の

一
、
そ
の
内
、
雑
犯
の
者
多
し
」
で
あ
り
、

三
分
の

一
を
合
格
と
し
、
雑
犯

も
出
官
を
二
年
延
長
す
る
と
し
て
合
絡
を
認
め
た
。
こ
の
と
き
は
さ
ら
に
優

遇
が
あ
り
、
不
合
格
者
の
四
十
歳
以
上
の
者
は
無
保
件
で
補
官
さ
れ
、
他
の

不
合
格
者
は
次
回
の
省
試
時
に
再
度
の
量
試
が
許
さ
れ
た
。
そ
こ
で
次
の
乾

遁
二
年
に
一

二

六
名
、

雑
犯
五
名
が
合
格
し
、
五
年
に
も
特
例
で
八
名
が
合

格
し
て
い
る
。
五

O
名
以
下
と
一
二
六
名
以
下
と
は
匡
別
し
て
論
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
著
者
が
、
乾
遁
二
年
の
一

二

六
名
は
七
百
除
名
の
三

分
の

一
に
近
い
の
で
、
こ
の
記
事
は
峰
輿
元
年
に
繋
年
す
べ
き
と
す
る
主
張

は
、
上
述
の
よ
う
に
こ
の
時
の
赦
思
の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

導
か
れ
た
誤
り
で
あ
る
。
著
者
は
、
孝
{
示
が
登
極
赦
量
試
に
よ
っ
て
大
量
補

官
を
行
っ
た
背
景
に
、
か
れ
が
皇
子
で
は
な
い
太
組
系
の
宗
室
疎
岡
崎
出
身
者

で
あ
る
が
故
の
、
宗
室
へ
の
配
慮
を
象
げ
る
。
こ
れ
は
他
の
皇
帝
の
即
位
時

に
行
わ
れ
た
最
試
の
合
格
者
数
が
分
か
ら
な
い
の
で
是
非
の
剣
断
は
で
き
な

い
が
、
後
の
理
宗
の
例
も
あ
り
、
南
宋
皇
帝
に
と
り
疎
岡
崎
宗
室
が
特
別
の
意

味
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

八
章
で
は
高
宗
末
か
ら
孝
宗
、
光
宗
、

g
T{示、

理
宗
朝
と
い
う
南
宋
の
大

部
分
を
占
め
る
時
期
の
宗
室
の
役
割
を
検
討
す
る
。
著
者
が
収
集
し
た
豊
富

な
傍
記
資
料
を
縦
横
に
駆
使
し
て
論
を
展
開
す
る
本
章
と
次
章
は
、
本
書
の

特
色
を
十
分
後
悔
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
本
章
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

著
者
自
ら
が
要
約
し
た
最
終
節
「
宗
室
と
南
宋
政
治
」
に
依
れ
ば
、
中
央
政

府
に
お
け
る
儀
櫨
の
場
と
大
宗
正
司
を
例
外
と
し
て
一
切
の
政
治
活
動
を
原

則
禁
止
さ
れ
て
い
た
宗
室
が
、
文
武
を
問
わ
ず
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
進

出
し
活
躍
し
た
こ
と
が
、
十
二
世
紀
宇
ば
か
ら
十
三
世
紀
中
十
ぱ
に
か
け
て
の

最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
州
係
官
や
軍

事
を
含
め
た
路
官
は
一言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
中
央
の
執
政
や
と
く
に
巌
し
く
制

限
さ
れ
て
い
た
科
奉
の
試
験
官
、
外
園
使
節
、
軍
事
司
令
官
に
も
南
宋
中
期

に
な
る
と
任
命
さ
れ
る
宗
室
が
現
れ
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
動
向
の
推
移
を

占
う
問
題
と
し
て、

い
わ
ば
建
図
以
来
の
禁
忌
と
も
い
う
べ
き
宗
室
の
宰
相

就
任
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

{
示
室
出
身
の
孝
宗
は
、
制
限
や
削
減
を
加
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の

基
本
は
宗
室
官
僚
の
採
用
を
媛
大
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
方
針

が
一
般
官
僚
の
反
設
に
遭
う
こ
と
は
稀
で
な
く
、
と
く
に
皇
帝
の
側
近
と
し

て
中
央
の
要
職
に
優
秀
な
宗
室
官
僚
を
招
く
人
事
は
強
い
抵
抗
に
遭
っ
た
。

孝
宗
が
強
く
希
望
し
、
結
局
断
念
さ
せ
ら
れ
た
越
善
悉
の
場
合
は
そ
の
典
型

例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
最
後
の
禁
忌
も
、

光
宗
に
よ
る
越
汝
愚
の
宰
相

任
命
で
破
ら
れ
る
。
し
か
し
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
か
れ
は
韓
佐
胃

一
汲
の

策
謀
で
失
脚
し
、
こ
れ
以
降
、
宗
室
宰
相
が
現
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
い

わ
ば
趨
汝
愚
を
例
外
と
す
る
宰
相
人
事
以
外
、
一
般
官
僚
の
抵
抗
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
職
が
宗
室
官
僚
の
活
動
す
る
場
と
な

っ
た
こ
と
に
南
宋

期
の
特
色
を
み
る
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
か
れ
ら
要
職
に
つ
い
た
宗
室

官
僚
は
、
宋
朝
に
強
い
婦
属
意
識
と
王
朝
へ
の
思
い
入
れ
、

皇
帝
と
の
一
穂

感
故
に
、
大
腸
か
っ
率
直
な
後
言
を
す
る
と
い
う
。
南
宋
期
の
特
徴
で
あ
る

導
権
宰
相
の
秦
檎
、
韓
佐
曹
、
史
禰
遠
ら
に
多
く
が
批
剣
的
で
、
そ
の
矛
先

は
皇
帝
に
釘
し
で
も
向
け
ら
れ
る
。
泰
げ
ら
れ
た
多
く
の
事
例
の
な
か
で
も、

標
黙
本
の

『宋
史
』
列
傍
(
巻
四

二
二
)
で
僅
か
二
頁
し
か
な
い
趨
善
湘
の

描
鶏
は
、

望
調
な
列
停
の
内
容
を
関
連
記
事
に
よ
っ
て
躍
動
さ
せ
る
こ
と
に
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成
功
し
た
部
分
で
あ
る
(
二

O
九

l
一
一
一
一
頁
)
。
も
っ
と
も
李
全
の
飢
の

卒
定
な
ど
軍
の
重
職
を
こ
な
し
た
宗
室
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
息
子
が
史
嫡

遠
の
婿
で
あ
る
な
ど
、
か
れ
自
身
は
必
ず
し
も
専
権
宰
相
に
針
立
し
た
人
物

で
は
な
か
っ
た
。

理
宗
が
即
位
し
た
と
き
、
次
期
皇
帝
の
本
来
の
候
補
者
で
あ
っ
た
越
紘
が

反
乱
に
関
わ
っ
た
。
皇
子
に
よ
る
唯
一
の
本
格
的
な
反
乱
開
奥
で
あ
っ
た
が

事
態
は
簡
単
に
絡
息
し
た
。
著
者
は
、
こ
こ
に
も
逆
に
皇
帝
と
宗
室
の
安
定

し
た
閥
係
を
み
る
。
ま
た
南
宋
歴
代
皇
帝
は
奇
妙
な
こ
と
に
成
人
し
た
嗣
子

が
極
端
に
少
な
い
。
高
宗

O
人
、
孝
宗
三
人
、
光
宗
一
人
、
寧
宗

O
人
、
理

宗

O
人
で
あ
り
、
先
述
の
如
く
潜
在
的
皇
帝
候
補
者
を
擁
す
る
こ
と
に
な
る

宗
室
が
、
結
果
的
に
そ
の
存
在
感
を
高
め
た
と
も
遮
べ
る
。

南
宋
の
地
に
根
附
い
た
宗
室
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
九
章
は
、

本
書
の
特
色
が
最
も
現
れ
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
全
園
に
散
在
す
る
宗
室
は
、

そ
の
人
口
の
増
加
に
と
も
な
い
多
く
の
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ

れ
は
年
金
の
支
給
や
財
政
支
援
の
滞
り
と
不
公
卒
、
宗
籍
登
録
の
不
徹
底
、

宗
室
内
の
多
数
の
貧
者
と
少
数
の
官
園
者
へ
の
分
極
化
な
ど
で
あ
り
、
地
崎
明
枇

舎
に
浸
透
し
た
宗
室
の
不
法
行
筋
と
悪
評
も
常
態
と
な
っ
た
。
地
主
・
士
大

夫
の
生
活
様
式
を
取
り
入
れ
た
宗
室
は
越
氏
リ
ニ
l
ジ
を
形
成
し
、
後
世
の

越
氏
{
一
市
族
は
始
祖
を
か
れ
ら
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
銀
、
江
府
大
港
越
氏
を

始
め
と
す
る
著
者
が
精
査
し
た
現
存
族
譜
は
、
こ
の
場
面
で
大
い
に
活
用
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
諸
地
域
に
展
開
し
た
宗
室
に
封
し
、
宗
正
司
が
管
轄
す
る

臨
安
、
紹
興
、
一
碕
州
に
つ
い
て
は
史
料
が
乏
し
い
と
し
て
、
唯
一
、
比
較
的

情
報
量
の
多
い
泉
州
を
取
り
上
げ
、
一
節
を
割
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

泉
州
お
よ
び
そ
の
宗
室
に
つ
い
て
議
論
の
前
提
と
な
る
著
者
の
地
域
イ
メ
ー

ジ
を
拳
げ
る
と
、
事
貧
上
最
大
の
{
示
室
様
結
、
海
外
貿
易
で
繁
栄
し
、
同
学
術

や
科
暴
合
格
者
の
数
で
宋
代
に
重
き
を
な
す
一
帽
建
の
主
要
都
市
の

一
つ
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
紹
興
元
年
、

三
三
九
人
で
始
ま
っ
た
泉
州
宗
室
は
百
年

後、

二
三

O
O人
以
上
と
な
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
、

泉
州
の
人
口
を

一
一一

五
高
人
と
考
え
、
こ
の
宗
室
数
は
少
な
過
ぎ
、
周
透
居
住
者
を
含
め
さ
ら
に

多
い
と
す
る
。
論
黙
は
、
宗
室
人
口
の
推
移
、

陸
宗
院
の
建
設
、
知
州
際
官
、

市
舶
使
へ
の
就
任
、
最
大
時
に
泉
州
科
拳
合
格
者
の
約
四
割
を
宗
室
が
占
め

た
事
貧
な
ど
に
わ
た
り
、
{
示
室
と
海
外
貿
易
の
開
係
も
検
討
し
て
い
る
。
{示

室
の
海
外
貿
易
は
法
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
投
資
は
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
と
し
、

一
九
七
三
年
に
引
き
揚
げ
ら
れ
た
貿
易
船
は
宗
室
所
有
で
あ
っ

た

と
の
説
を
紹
介
し
て
、
そ
れ
は
蒲
奪
庚
の
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
座
礁
し

た
、
と
の
仮
設
を
述
べ
る
。
後
学
は
か
な
り
の
頁
を
釣
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
と
宗

室
、
南
宋
の
滅
亡
、
宋
元
移
行
期
お
よ
び
元
朝
治
下
で
の
越
氏
に
つ
い
て
の

記
述
に
嘗
て
る
が
、
残
念
な
が
ら
要
約
す
る
徐
裕
が
な
い
。
子
供
の
と
き
蒲

毒
庚
に
よ
る
泉
州
宗
室
の
大
量
虐
殺
に
遭
遇
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
り
、
孫

氏
の
養
子
と
し
て
成
長
し
た
越
由
叡
が
、

後
年
、
泉
州
に
戻
り
廟
を
建
設
、

後
牲
者
を
追
悼
す
る
儀
式
で
過
去
を
回
想
す
る
場
面
の
描
窮
は
印
象
的
で
あ

る
。
南
外
天
源
越
氏
族
譜
か
ら
引
い
た
こ
の
回
想
は
、
本
書
本
文
の
締
め
括

り
と
し
て
ま
こ
と
に
柑
嬉
し
い
。

最
終
章
の
十
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
、
ま
た
本
文
で
絵
り
取

り
扱
わ
な
か

っ
た
宋
室
と
拳
術

・
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
節
を
附
け
加

え
る
。
大
多
数
の
宗
室
の
文
化
程
度
は
低
か

っ
た
と
し
な
が
ら
も
、

士
大
夫

階
層
と
交
流
の
あ
っ

た
上
層
部
に
は
傑
出
し
た
人
物
が
多
い
と
し
て、

か
れ

ら
の
具
健
的
な
活
動
を
記
述
す
る
。
最
後
に
宋
代
宗
室
の
あ
り
方
が
、
元

-

明

・
清
に
輿
え
た
影
響
に
つ

い
て
論
じ
、
陰
謀
や
帝
位
繕
承
を
め
ぐ
る
混
靴、

そ
し
て
反
乱
の
少
な
さ
は
、
や
は
り
宋
と
い
う
時
代
の
特
色
で
あ
る
こ
と
を
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確
認
し
て
本
書
を
終
え
る
。

四

雨
宋
三
百
年
の
宋
代
{
示
室
の
全
鰻
品
怖
を
叙
述
し
き
る
と
い
う
雄
大
な
構
想

の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
本
書
は
、
期
待
に
時
同
か
ぬ
豊
富
な
内
容
に
満
ち
て
い

る
。
し
か
し
本
舎
の
最
大
の
問
題
は、

史
料
解
得
、
と
い
う
よ
り
史
料
讃
解

に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
太
組
が
幼
い
孫
の
惟
士
口
に
つ
い
て

「黄
門

に
命
じ
擁
抱
し
、
出
入
常
に
従
わ
し
む
」
を

「太
覗
は
、
黄
色
い
門
か
ら
自

由
に
出
入
り
さ
せ
た
」
(
三
四
頁
、
原
文

『宋
史
」
二
四
四
)
と
誇
し、

あ

る
い
は
大
宗
正
司
の
六
案
を
「
土
案
係
、
戸
案
係
、
:
:
・」
(一

O
三
頁
)
、

南
宋
初
め
臨
時
に
各
地
に
置
か
れ
た
大
宗
正
司
を
「
置
司
所
」

(
一
一
九
頁
)

と
表
記
す
る
が
、
「
係
」
「
所
」
は
職
掌
を
説
明
す
る
「
:
:
:
に
係
わ
る
」

「
:
:
:
す
る
所
」
と
下
文
に
擦
が
る
字
で
あ
る
な
ど
初
歩
的
な
誤
設
、
ま
た
、

徽
宗
の
即
位
に
年
齢
順
を
主
張
し
て
支
持
し
た
の
は
陳
太
后

(九
六
頁
)
で

は
な
く
向
太
后
な
と
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
が
か
な
り
あ
る
。
こ
れ
ら
は
讃
む
者
が

す
ぐ
気
附
き
、
行
論
に
も
そ
れ
ほ
ど
影
響
し
な
い
の
で
殊
さ
ら
問
題
に
す
る

必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

著
者
の
立
論
そ
の
も
の
を
左
右
し

か
ね
な
い
と
思
わ
れ
る
誤
讃
の
箇
所
も、

二
讃
す
る
と
一
、
二
に
と
ど
ま
ら

な
い
よ
う
に
み
え
た
。
評
者
は
、
そ
れ
ら
が
本
書
の
致
命
傷
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
恐
れ
、
書
許
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
に
慎
重
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
未
だ
十
分
な
検
討
は
終
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
の
所
、
制

度
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
、
本
書
を
破
綻
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
誤
讃

は
な
い
と
の
判
断
に
至
っ

て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
問
題
黙
に
つ
き
、
幾

っ
か
罰
則
者
な
り
の
疑
問
と
考
え
を
述
べ
た
い
。

第
四
章
の
宗
主
の
増
加
を
論
ず
る
箇
所
で
、
著
者
は
第
五
、
第
六
世
代
の

急
激
な
人
口
増
に
関
連
さ
せ
て
、
曾
撃
の

『元
幽
豆
類
藁
』
一
一
一
一
「
再
議
経

費
」
を
引
き

「宗
室
の
籍
に
新
た
に
加
わ
る
人
数
を
、

一
O
七
五

(照
寧

八
)
年
四
八
七
人、

一
O
七
六
年
五
四
四
人
、

一
O
七
七
年
六
九
O
人、

一

方
、
死
亡
は
年
に
二
O
O
人
前
後
に
過
ぎ
な
い
、
と
報
告
し
て
い
る」

と
述

べ
、
増
加
の
テ
ン
ポ
の
具
程
的
敏
字
と
し
た

(六
七
1
八
頁
)。

こ
れ
は
月

間
島

2
2
丘
一
教
授
の
論
に
綴
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
判
三
班

院
で
あ

っ
た
曾
輩
の
上
奏
を
讃
め
ば
、
こ
の
人
数
が
宗
室
の
増
加
分
で
は
な

く
三
班
に
新
た
に
任
命
さ
れ
た
人
数
を
言
う
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
確
か
に
宗
室
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
直
前
に

「今

(元
豊

初
)
に
至
る
に
、

(三
班
)
総
数
は

一
高

一
六
九

O
、
宗
室
は
又
た
八
七

O
」

と
い
う
よ
う
に
、
全
憶
に
占
め
る
割
合
は
そ
れ
程
大
き
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

従

っ
て
宗
室
増
大
の
傍
諮
史
料
と
し
て
こ
の
記
事
を
象
げ
る
の
は
不
適
嘗
で

あ
る
。
但
し
こ
の
時
期
、
宗
室
が
第
四
世
代
の
一

O
七
八
人
か
ら
第
五
世
代

三
四
八
八
人
と
急
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
の
言
う
通
り
で
あ
る。

第
七
章
、

宗
室
の
女
性
に
釣
す
る
特
典
や
恩
典
を
論
ず
る
な
か
で
、
結
婚

し
た
宗
室
女
性
の
夫
と
息
子
た
ち

へ
の
官
位
の
授
輿
、
す
な
わ
ち
恩
蔭
に
つ

い
て
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
「
最
後
に
、
朝
廷
は

一一

六
六

(
乾
遁
二
)
年
、
{
一
示
室
の
女
性
の
た
め
に
更
な
る
も
う

一
つ
の
特
典
を
設
け

た
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
夫
や
そ
の
親
族
が
恩
蔭
を
遇
し
て
何
人
も
の
息
子
を

任
命
す
る
資
格
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
息
子
を
官
位
に
推

薦
す
る
権
利
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
室
の
女
性
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
る

息
子
の
数
を

一
人
に
制
限
す
る
と
い
う
、

二
一

O
一
(
嘉
泰
元
)
年
こ
ろ
制

定
さ
れ
た
削
減
記
事
の
な
か
に
こ
の
数
を
み
る
の
で
、
そ
の
言
外
の
意
味
は
、

し
ば
し
ば

一
人
以
上
が
任
命
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(一

四
八
頁
、

八
章

一
八
二
頁
で
も
言
及
す
る
)
と
い
う
。
少
々
分
か
り
に
く
い
書
き
方
で
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あ
る
が
、
記
述
の
根
嫁
と
し
て
奉
げ
る
史
料
は

『朝
野
雑
記
』
甲
集
六
「
嘉

泰
減
奏
薦
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
嘉
泰
初
め
、
一
盲
者
、
官
冗
恩
濫
な
る
を

以
っ
て
、
凡
そ
宗
女
を
安
り
授
官
せ
ら
る
る
者
は
、
奮
法
に
の
り
終
身
止
だ

一
子
を
任
ぜ
ん
こ
と
を
請
う
〈
乾
遁
二
年
六
月
、
集
議
し
、
止
だ

一
子
を
任

ず
る
の
み
。
九
年
、
改
め
て
非
泥
と
作
さ
ず
〉
・:・
以
下
略
」
と
あ
る
。
こ

こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
恩
蔭
の
釘
象
は
宗
室
の
女
性
を
妥
っ
た
夫
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
宗
室
の
女
性
に
輿
え
ら
れ
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
問

題
は
な
い
。
問
題
は
史
料
中
の
「
耳
目
法
」
と
か
割
注
の
「
(
乾
遁
)
九
年
、

改
め
て
非
迂
と
作
さ
ず
」
に
著
者
が
ま
っ
た
く
絹
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
賓

は
、
こ
こ
の
乾
這
二
年
、
九
年
の
記
事
に
閲
す
る
史
料
は
同
じ
『
朝
野
雑

記
」
の
乙
集
一
四

「乾
遁
淳
黒
裁
損
任
子
法
」
や

『宋
舎
要
』
職
官
七
七

致
仕
乾
遁
二
年
六
月
十
二
日
な
ど
に
み
え
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
、
著

者
の
考
え
と
は
違

っ
た
文
脈
で
の
議
論
や
措
置
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
考
設
は
煩
雑
に
な
る
の
で
結
論
の
み
述
べ
る
と
、
乾
遁
二
年
の
特
典
は
、

特
典
で
は
な
く
一
名
に
削
減
す
る
と
い
う
減
額
措
置
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

官
冗
恩
濫
の
弊
害
に
悩
ん
で
い
た
政
府
は
そ
の
制
限
方
法
の
一
つ
と
し
て
、

一
般
で
は
な
い
(
涯
に
非
ざ
る
、
特
別
な
恩
典
に
よ
る
)
官
僚
へ
の
恩
蔭
資

格
を
厳
し
く
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
と
く
に
恩
蔭
に
よ
っ
て
官
を
得
た
者
が
、

昇
進
し
て
今
度
は
自
分
が
恩
蔭
の
推
薦
権
を
得
る
よ
う
な
悪
循
環
を
断
ち
切

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

一つ

の
釣
象
が
恩
蔭
に
よ
り
官
に
補
さ
れ
た

宗
室
女
性
の
夫
で
あ
っ
た
。
ま
た
恩
蔭
と
い
っ
て
も
そ
の
機
舎
は
多
々
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
致
仕
の
と
き
の
一
回
一
人
に
限
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
の

措
置
で
あ
る
。
嘗
然
、
宗
室
は
抵
抗
す
る
。
そ
れ
が
九
年
の
一
般
官
僚
待
遇

に
戻
す
「
非
泥
と
作
さ
ず
」
に
結
果
し
、
し
か
し
反
撃
し
た
政
府
は
再
度
奮

法
に
よ
る
一
名
に
制
限
し
た
と
い
う
記
事
が
、
著
者
の
引
く

『朝
野
雑
記
』

の
嘉
泰
元
年
で
あ
る
。
{
示
室
女
性
の
恩
典
に
つ
い
て
の
大
き
な
推
移
は
、
本

書
の
絞
迷
で
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
こ
の
部
分
で
は
む
し
ろ
政
府
と
宗
室

の
特
典
授
奥
を
め
ぐ
る
攻
防
を
み
る
べ
き
で
あ
り
、
著
者
の
論
の
引
用
史
料

と
し
て
は
不
適
切
な
上
、
讃
解
に
も
問
題
が
あ
る
。
な
お
こ
の
詳
し
い
経
緯

に
つ
い
て
は

『宋
史
選
拳
志
誇
注

(三)』

補
蔭
八

O
O
l
八
O
七
僚
を
参

照
さ
れ
た
い
。

同
じ
七
章
の
、
先
に
問
題
黙
を
指
摘
し
た
孝
宗
登
纏
赦
宗
子
量
試
の
法
に

つ
い
て
も
う
一
黙
附
け
加
え
る
。
著
者
は
そ
の
試
験
科
目
を

「
一
一
六
二

(
紹
興
三
二
)
年
の
規
定
に
従
え
ば
、

量
試
を
受
け
る
宗
室
は、

一
つ

の
古

典
、
詩
と
賦
、
政
治
あ
る
い
は
哲
撃
の
論
を
試
験
さ
れ
た
。
こ
れ
は
北
宋
よ

り
多
い
要
求
で
あ
る
。
北
宋
で
は
古
典
な
い
し
律
が
謀
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、

一
般
に
進
士
科
の
試
験
で
最
も
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
策
は

謀
せ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
記
す

(一

七
二
頁
)
。
し
か
し
、
典
擦
と
す
る

『宋
曾
要
」
選
奉
宗
室
贈
奉
紹
興
三
十
二
年
八
月
十
三
日
の
原
文
に
は

「
:
・
・
経
義
量
試
に
試
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
は
本
経
義
二
遁
、
詩
賦
に
試

せ
ら
る
る
は
各

一
首
、
論
に
試
せ
ら
る
る
人
は
論
一
首
の

一
場
と
作
す
。

:
・
」
と
あ
り
、
経
義
、
詩
賦
、
論
は
選
揮
科
目
で
あ
る
。
確
か
に
律
試
は

な
く
、
北
宋
の
ど
の
試
験
と
比
較
し
て
か
著
者
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
察

京
の
崇
寧
初
め
の
規
定
に
比
べ
と
く
に
科
目
数
が
多
い
わ
け
で
は
な
く
、
北

宋
よ
り
難
し
い
と
す
る
の
は
、

全
科
B
を
受
験
す
る
と
考
え
た
こ
と
か
ら
く

る
誤
解
で
あ
る
。

- 73 

五

最
後
に
、
書
評
範
囲
か
ら
逸
脱
す
る
が
、
本
書
を
讃
み
な
が
ら
あ
ら
た
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
日
本
の
宋
代
史
研
究
に
つ
い
て
些
か
述
べ
た
い
。
欧
米
、
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と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
中
園
史
研
究
の
特
色
の

一
つ
は
、
一
枇
曾
全
鰭
あ
る
い
は

賞
該
の
歴
史
世
界
全
慢
を
ま
る
ご
と
把
握
し
よ
う
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に

あ
ろ
う
。
本
書
で
も
そ
れ
を
強
く
感
じ
た
。
大
袈
裟
に
言
え
ば
そ
れ
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
拳
』
以
来
の
西
欧
に
連
綿
と
繍
く
準
的
傍

統
で
あ
り
、
ウ
ェ

1
パ
1

『支
配
の
一
祉
曾
拳
』
な
ど
は
そ
の
系
譜
の
白
眉
で

あ
る
と
思
う
。
冒
頭
で
「
事
賓
網
羅
主
義
」
と
書
い
た
の
は
そ
う
い
う
意
味

で
あ
っ
た
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
宋
代
史
研
究
で
強
い
印
象
を
受
け
た
書
物

を
思
い
起
こ
す
と
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
扱
っ
て
い
て
も
全
憶
の
構
造
を
問

う
基
本
姿
勢
に
お
い
て
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
向
学
的
停
統
、
加
え
て
ま

っ
た

く
の
異
文
化
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
欲
求
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

観
っ
て
日
本
を
考
え
る
と
、
勿
論
、
研
究
が
封
象
枇
曾
全
穏
の
構
造
を
問
わ

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、

や
は
り
史
料
自
慢
に
即
し
て
考
え
、
そ
れ
を
精
綴
に
譲
み
込
む
こ
と
で
後
言

し
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
本
書
は、

あ
ら
か
じ
め
自
ら
設
定
し
た
枠
組
み
の
な
か
に
、
そ
れ
に
適
合
す
る
史
料
を

嘗
て
は
め
て
ゆ
く
よ
う
な
粗
雑
な
研
究
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
し
か
し
、
一

つ
の
史
料
に
こ
だ
わ
り
徹
底
的
に
譲
み
ぬ
く
と
い
う
姿
勢
が
貫
徹
し
て
い
る

か
と
い
え
ば
そ
れ
に
は
疑
問
な
箇
所
も
あ
る
。
第
一
そ
れ
を
し
て
い
た
ら、

こ
の
よ
う
な
浩
識
な
蓄
は
い
つ
に
な

っ
て
も
完
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

史
料
を
し
て
自
ず
か
ら
語
ら
し
め
る
方
法
だ
け
で
は
、
中
園
史
撃
に
要
求

さ
れ
る
現
代
の
諸
謀
題
に
懸
え
き
れ
な
い

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
研
究

の
図
際
化
が
こ
れ
だ
け
進
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撃
的
停
統
を
ふ
ま
え
て
の
挙
術

交
流
、
切
瑳
琢
磨
が
要
求
さ
れ
て
い
る
現
在
、
日
本
の
宋
代
史
研
究
が
先
拳

た
ち
の
築
い

て
き
た
精
密
な
史
料
讃
解
の
撃
的
傍
統
を
繕
承
す
る
こ
と
な
く
、

い
く
ら
「
宋
代
史
の
新
研
究
」
を
唱
え
て
も
そ
れ
は
世
界
の
宋
代
史
筆
に
貢

献
し
な
い
し
、
欧
米
の
豆
流
に
終
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
深
く
自
戒
し
た
い
。

。
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B
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C
己

〈

2
印

HQ
〉
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同
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E
Z『

】

市

xwue
M吋
印

+

目

白
血
司
自
u

(補
註
)

最

近
、
著
者
自
身
に
よ
る
本
書
の
要
約
と
も
い
え
る
講
演
内

容
が
公
刊
さ
れ
た
「
宋
代
宗
室

(-
B
B
H互
の
一山口
)
の
政
治
的
枇

曾
的
繁
容
」
(
『東
方
撃
」
一

O
三

平
成
十
四
年

一
月
)
。
本
書
評

で
は
簡
軍
に
し
か
個
別
れ
得
な
か
っ
た
南
宋
に
つ
い
て
詳
し
く
、
ま
た

新
見
解
も
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
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