
書

評

安
田
二
郎
著

六
朝
政
治
史
の
研
究

直

介

森

健
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本
書
の
著
者
安
田
二
郎
氏
が
か
つ
て
祭
ん
だ
名
古
屋
大
準
東
洋
史
挙
研
究

室
に
は
氏
の
「
掌
編
三
絶
」
の
故
事
が
傍
え
ら
れ
て
い
る
。
傍
え
聞
く
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
氏
は
修
士
論
文
を
書
く
に
嘗
た
っ
て
『
宋
書
」
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に

な
る
ま
で
譲
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
故
事
は
論
文
を
書
く
に
嘗
た
っ
て
は
徹
底

的
に
史
料
を
讃
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
教
訓
と
し
て
後
生
に
語
り
繕

が
れ
て
き
た
。
思
う
に
近
年
安
田
氏
ほ
ど
六
朝
史
の
史
料
を
讃
み
込
ん
だ
研

究
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

六
朝
史
の
史
料
、
特
に
『
耳
白
書
」
は
唐
代
に
従
来
の
史
書
を
ま
と
め
直
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

『南
史
』
が
で
き
た
後
に
は
『
宋
書
』
な
ど
南

朝
の
正
史
が
議
ま
れ
な
く
な
り
、
一
部
が
失
わ
れ
、
後
世
に
再
編
集
さ
れ
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
史
料
批
剣
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
内
容
的
に
も
そ
の
記

述
に
偏
り
が
あ
り
、
記
載
内
容
の
信
恵
性
に
つ
い
て
、
著
者
の
作
篤
を
含
め

再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
こ
う
し
た
六
朝
史
料
の
特
徴
を
ふ

ま
え
、
こ
れ
を
徹
底
し
て
譲
み
抜
い
た
安
田
氏
に
し
て
は
じ
め
て
な
し
え
た

研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。

氏
は
本
書
あ
と
が
き
で
「
牧
銭
に
際
し
て
は
、
不
注
意
な
誤
記
や
誤
植
を

訂
す
と
と
も
に
、
文
章
に
も
手
直
し
を
ほ
ど
こ
し
、
補
筆
や
削
除
を
加
え
た

と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
、
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
に
関
わ
る

改
筆
、
す
な
わ
ち
、
首
一
文
の
後
表
以
降
に
斯
撃
が
新
た
に
獲
得
し
後
見
す

る
こ
と
と
な
っ
た
知
見
や
問
題
を
先
ど
り
す
る
こ
と
は
、
厳
に
慎
ん
だ
つ
も

り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
自
慢
は
元
の
論
文
を
ほ
と

ん
ど
も
と
の
ま
ま
の
形
で
収
録
さ
れ
た

「論
文
集
」
と
い
う
短
裁
に
近
い
。

た
だ
、
氏
自
身
が
各
論
文
を
要
約
し
た
序
と
研
究
の
軌
跡
を
振
り
返

っ
た
あ

と
が
き
が
つ
い
て
お
り
、
各
論
文
の
閥
係
を
知
る
上
で
の
手
が
か
り
と
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構
成
を
示
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
後
の
議
論
の

関
係
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
の
渡
表
年
を
附
記
し
て

お
く
。
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序第

I
編
耳
目
代
の
政
治
史

第
一
章
西
耳
目
朝
初
期
政
治
史
試
論

第
二
章
酋
耳
目
武
帝
好
色
孜

第
三
章
八
王
の
乱
と
東
耳
目
の
外
戚

第
四
章
東
耳
目
の
母
后
臨
朝
と
謝
安
政
権

第

E
編
南
朝
の
政
治
史

第
五
章
元
嘉
時
代
政
治
史
試
論

・
・
・
・

一
九
七
三

第
六
章
耳
目
安
王
劉
子
動
の
反
乱
と
豪
族
・
土
豪
層

・
・
・・

一
九
六
七

第
七
章
南
斉
高
帝
の
革
命
軍
固
と
准
北
四
州
の
豪
族

・
・・

一
九
七

O

第
八
章
梁
武
帝
の
革
命
と
南
朝
門
閥
貴
族
健
制

・
・
・

・
一
九
七

O

一
九
九
五

一
九
九
六

一
九
七
六

一
九
九
一
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第
聞
編
南
朝
の
政
治
史
と
僑
民

第
九
章
耳
目
宋
革
命
と
薙
州
の
僑
民

第
十
章
王
玄
諜
の
大
明
土
断
に
つ
い
て

第
十
一
章
僑
州
郡
豚
制
と
土
断

第

W
編
南
朝
の
政
治
史
と
貴
族
の
自
己
革
新

第
十
二
章
王
僧
慶
「
誠
子
書
」
孜

・
・
・
・
一
九
八
一

第
十
三
章
南
朝
貴
族
制
枇
舎
の
繁
革
と
遁
徳

・
倫
理

・
・
・
一
九
八
五

あ
と
が
き

九九九
)¥ Ji、j¥、

七六 三

舎
一
計
の
通
例
に
従
う
な
ら
ば
順
を
追
い
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
紹

介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
序
に
お
い
て
氏
は
自
ら
各
章
の
内
容
を
的

確
に
要
約
し
譲
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
同
じ
作
業
は
省
き
、
こ
こ
で
は
各

編
の
テ
l
マ
の
み
を
ま
と
め
、
各
章
の
論
旨
は
以
下
の
考
察
の
中
で
逐
次
紹

介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
書
は
西
育
成
立
期
か
ら
南
朝
末
期
に
至
る
政

治
・
枇
曾
の
問
題
が
時
代
順
に
四
つ
の
テ
1

マ
に
分
け
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第
I
編
で
は
商
耳
目
・
東
耳
目
に
お
け
る
政
治
史
が
皇
帝
と
有
力
姓

族
や
籾
臣
と
の
関
係
で
、
第
E
編
で
は
南
朝
の
政
治
史
が
政
権
の
交
代
を
目

指
し
翠
兵
し
た
諸
王
・
州
銀
の
長
官
及
び
こ
れ
を
取
り
巻
く
勢
力
と
の
閥
係

で
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
編
で
は
華
北
か
ら
流
入
し
て
き
た
流

民
を
把
握
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
僑
郡
燃
と
こ
れ
を
整
理
す
る
た
め
に
貧
施

さ
れ
た
土
断
の
意
図
や
内
容
、
及
び
質
施
状
況
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
第
W
編
で
は
第

E
編
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
混
乱
に
危
機

感
を
抱
い
た
貴
族
暦
が
自
己
革
新
を
目
指
し
て
い
る
様
を
王
借
度
の
「
誠
子

書
」
や
宋
務
革
命
に
嘗
た
り
針
照
的
な
生
き
方
を
し
た
二
人
の
貴
族
、
緒
淵

と
表
祭
に
封
す
る
同
時
代
の
評
債
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
西
耳
目
か
ら
南
朝
へ
と
時
代
を
下
る
形
と
な

っ
て

い
る
が
、

評
者
が
附
記
し
た
各
章
の
研
究
の
後
表
年
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
と
は

一
致

し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
第

E
編
の
研
究
か
ら
出
愛
し
、
第
W
編

・
第
皿

編
の
研
究
を
経
て
、
第
I
編
の
研
究
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
政
治
史
を
扱
う
に
し
て
も
、

第

E
編
の
各
集
園
の
背
景
に
あ
る
豪
族
と

民
衆
の
関
係
か
ら
第
I
編
の
皇
帝
権
力
と
有
力
姓
族
と
の
関
係
に
閥
心
が
移

っ
て
い
る
。
更
に
、
研
究
手
法
に
つ
い
て
も
、
第
E
編
の
研
究
で
は
資
料
に

記
載
す
る
事
件
に
封
す
る
分
析
に
力
結
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
封
し
、
第

w

編

・
第

I
編
第
二
章
で
は
史
料
に
お
け
る
著
者

・
編
者
の
意
識
に
針
す
る
分

析
に
力
結
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
愛
化
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
安
田
氏

の
研
究
に
注
目
し
て
き
た
者
の
共
通
の
関
心
で
あ
っ
た
。
本
書
の
出
版
に
笛

た
っ
て
氏
自
身
が
そ
れ
を
ど
う
説
明
す
る
か
に
興
味
を
持
っ
て
讃
ん
だ
人
達

も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
本
書
で
も
こ
の
駄
に
つ
い
て
十
分
納

得
し
う
る
説
明
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
様
に
思
う
。

た
だ
、
本
舎
の
出
版
に
先
立
ち
、
安
田
氏
の
研
究
業
績
を
時
代
を
追
っ
て

紹
介

・
分
析
す
る
と
い
う
作
業
が
直
接
氏
の
薫
陶
を
受
け
た
川
合
安
氏
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
。
川
合
氏
は
第
E
編
の
四
論
文
を
南
朝
に
も
陪
唐
帝
園
へ
と

逮
捕
制
す
る
慢
制
獲
革
の
流
れ
が
確
か
に
存
在
す
る
と
い
う
注
意
を
喚
起
し
、

南
朝
の
歴
史
に
積
極
的
意
味
を
付
輿
し
た
初
期
の
研
究
、
第

w編
の
二
論
文

を
東
北
大
撃
の
中
園
撃
の
傍
統
を
見
事
に
活
用
し
、
貴
族
居
の
自
己
目安
革
の

姿
勢
を
描
い
た
研
究
、
第
E
編
の
三
論
文
を
圏
家
権
力
側
の
意
志
を
過
度
に

讃
み
と
ろ
う
と
し
た
従
来
の
制
度
史
研
究
の
鉄
黙
を
克
服
し
、
僑
民
集
闘
に

釘
す
る
政
機
側
の
針
態
と
集
園
の
意
向
を
譲
み
と
ろ
う
と
す
る
新
た
な
テ
ー

マ
を
開
拓
し
た
研
究
、
第
I
編
の
第
三
章
を
除
く
三
論
文
を
正
史
の
徹
底
的

な
史
料
批
判
に
基
づ
く
新
た
な
政
治
史
研
究
方
法
に
よ
り
、
東
耳
目
代
の
謝
安
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に
よ
る
外
戚
政
治
、
西
耳
目
代
の
国
家
権
力
の
賓
態
を
分
析
し
、
こ
の
時
代
の

特
徴
を
「
封
建
制
」
な
る
範
鴫
で
位
置
附
け
得
る
方
向
性
を
示
唆
し
た
研
究

と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る
。
川
合
氏
に
よ
る
安
田
氏
の
研
究
の
愛
遜

と
各
時
期
の
研
究
の
特
徴
に
つ
い
て
の
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
様
に
思
う
。

た
だ
、
本
書
の
出
版
に
よ
り
氏
の
研
究
を
全
程
的
に
眺
め
る
機
舎
を
得
た
。

そ
こ
で
以
下
安
田
氏
の
研
究
に
つ
い
て
第

E
編
の
諸
論
文
を
初
期
、
第
皿

編

・
第

W
編
を
中
期
、
第
I
編
の
第
三
章
以
外
の
論
文
を
後
期
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
の
問
題
開
心
と
研
究
手
法
の
特
徴
、
研
究
テ
l
マ
の
相
互
の
閥

達
、
及
び
そ
の
研
究
史
的
位
置
附
け
に
つ
い
て
評
者
な
り
の
覗
黙
か
ら
も
う

一
度
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。
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第
E
編
に
枚
め
ら
れ
る
初
期
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
宋
の
文

帝
と
弟
劉
義
康
の
針
立
と
駿
瓢
、
息
子
劉
劫
に
よ
る
文
帝
紋
殺
、
耳
目
安
王
劉

子
動
の
飢
と
明
帝
に
よ
る
卒
定
、
事
刷
遁
成
に
よ
る
宋
斉
革
命
、
粛
街
に
よ
る

斉
梁
革
命
と
い
う
い
わ
ば
政
権
の
奪
取
と
確
立
を
め
ぐ
る
権
力
抗
争
で
あ
る
。

し
か
し
、
氏
は
そ
れ
を
権
力
の
頂
勃
に
立
つ
も
の
同
士
の
個
人
的
な
問
題
や

力
関
係
と
し
て
は
見
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
文
帝
・
明
帝

・
劉
義

康

・
劉
助

・
劉
子
勤
・
粛
遁
成
・
粛
ん
併
を
取
り
巻
く
集
圏
の
構
成
員
に
注
目

し
、
そ
の
構
成
員
が
そ
こ
に
集
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
動
機
、
彼
等
の
出
自
と

嘗
時
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
・
枇
曾
的
な
立
場
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
集
固
に
参
加
し
て
い
っ
た
人
物
に
共
通
す
る
嘗

時
の
門
閥
主
義
に
針
す
る
不
満
と
上
昇
へ
の
意
識
を
抽
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、

表
面
的
に
は
帝
位
を
め
ぐ
る
権
力
抗
争
と
思
え
る
動
き
の
中
に
、
門
関
貴
族

制
を
打
破
し
、
新
し
い
時
代
を
作
ろ
う
と
す
る
流
れ
を
見
い
だ
し
、
そ
の
社

曾
的
背
景
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
に
初
期
の
研
究
の
特
徴
が
あ
る
。
集
圏
に
集

ま
っ
た
の
は
江
南
土
着
の
豪
族
、

寒
門
の
武
将
、
遅
れ
て
移
住
し
て
き
た
華

北
の
名
族
等
い
ず
れ
も
南
朝
門
閥
貴
族
健
制
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ

た
。
江
南
の
豪
族
土
豪
で
は
劉
勧
の
文
帝
獄
殺
に
関
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
呉

興
の
聞
人
氏
、
耳
目
安
王
子
勤
の
飢
に
荷
揚
し
た
孔
叡
等
、
更
に
薪
街
と
共
に

粛
子
良
の
サ
ロ
ン
の
仲
間
と
な
っ
た
沈
約

・
陸
優
等
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

ま
た
喜
胃
腸
で
「
土
豪
郷
望
」
と
呼
ば
れ
、
耳
目安
王
子
助
の
「
反
乱
」
側
に
つ

い
た
京
兆
を
本
籍
と
す
る
杜
叔
賓
、
そ
の
反
釘
に
宋
明
帝
側
に

つ
き
、
宋
斉

革
命
で
は
粛
道
成
に
呼
懸
し
た
「
青
州
の
彊
姓
」
「
望
族
」
の
平
原
の
劉
氏

一
族
等
の
華
北
と
江
南
の
政
権
を
行
き
来
し
た
滋
北
の
豪
族
に
注
目
し
た
。

更
に
斉
梁
革
命
の
際
で
も
、
羅
州
に
移
住
し
て
き
た
京
兆
「
著
姓
」
の
孝

氏

・
同
じ
く
「
奮
姓
」
の
社
氏
・
柳
氏
等
、
及
び
剤
州
に
い
た
「
西
楚
の
望

族
」
劉
氏

・
宗
氏

・
築
氏
等
と
の
結
び
つ
き
を
鷲
街
が
重
視
し
て
い
た
と
述

べ
る
。
彼
等
の
様
な
華
北
か
ら
東
耳
目
・
南
朝
の
政
権
に
遅
れ
て
参
加
し
た
名

族
に
も
「
郷
里
粧
舎
の
指
導
者
・
保
護
者
と
し
て
機
能
」
せ
ん
と
す
る
行
策

が
見
い
だ
さ
れ
る
。
氏
は
こ
の
姿
勢
を

「
望
族
的
あ
り
方
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ

ら
軍
事
集
圏
に
そ
う
し
た
門
閥
穏
制
に
不
満
を
持
ち
、
「
望
族
的
あ
り
方
」

を
し
た
勢
力
が
参
加
し
、
政
治
を
動
か
し
て
い
っ
た
こ
と
に
、
南
朝
の
歴
史

的
意
義
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
研
究
の
手
法
や
視
角
は
安
田
氏
猫
自
の
も
の
で
は
・な
い
。

こ
の
手
法

・
視
角
は
谷
川
蓮
雄
氏
の
北
貌
末
の
郷
兵
集
圏
の
研
究
、
川
勝
義

雄
氏
の
後
漢
末
の
清
流
波
、
逸
民
的
人
士
の
共
同
短
時
典
求
運
動
に
つ
い
て
の

研
究
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
あ
と
が
き
に
書
か

れ
て
い
る
如
く
、
初
期
の
安
田
氏
の
研
究
は
北
朝

・
後
漢
末
の
研
究
の
成
果

で
あ
る
「
『共
同
健
論
』
の
根
幹
の
人
間
認
識
」
を
骨
格
と
し
て
出
後
し
、
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「
望
族
的
あ
り
方
」
に
よ
っ
て
蓄
積
・
結
集
し
た
勢
力
を
ハ

y
ク
と
し
た
門

間
貴
族
制
の
閉
鎖
性
を
打
破
す
る
動
き
を
取
り
出
し
、
省
時
の
図
家
存
立
の

正
賞
性
を
問
、
っ
内
容
へ
と
進
ん
で
い

っ
た
。
こ
う
し
た
氏
の
研
究
に
よ

っ
て

南
朝
政
治
史
に
妊
胎
す
る
新
時
代
へ
の
動
き
が
は
じ
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
初
期
の
研
究
に
お
い
て
す
で
に
、
中
期
の
第
四
編
・
第
W

編
の
研
究
の
テ
l
マ
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
氏
の
鹿
女
論
文
で
あ
る
第
六
章

で
は
、
王
借
度
の
「
誠
子
書
」
を
耳
目
安
王
子
助
の
飢
に
よ
る
混
乱
を
受
け
た

「
個
人
的
才
能
主
義
的
あ
り
方
」
へ
の
鱒
換
の
要
請
の
結
果
と
位
置
附
け
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

E
編
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
状
況
を
ふ
ま
え
、
第
町
山

編
の
門
地
一
遜
倒
の
門
閥
貴
族
制
か
ら
才
夢
中
心
の
あ
り
方
へ
と
自
己
革
新

し
よ
う
と
す
る
門
間
貴
族
自
身
の
自
錐
の
内
容
に
開
わ
る
研
究
が
展
開
さ
れ

て
い

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
第

E
編
で
は
門
間
健
制
の
枠
を
突
き
破
ろ

う
と
し
た
勢
力
と
し
て
華
北
か
ら
移
住
し
て
き
た
「
著
性
」
「
望
族
」
を
あ

げ
る
。
そ
の
う
ち
杜
叔
貧
や
卒
原
の
劉
氏

一
族
に
つ
い
て
は
そ
の
地
域
の
枇

舎
と
の
開
係
が
確
認
さ
れ
る
の
に
針
し
、
務
州
に
移
り
住
ん
だ
章
氏

・
杜

氏
・

柳
氏
等
が
ど
の
様
に
そ
の
地
域
の
枇
曾
と
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
、
あ

ま
り
は
っ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
。
彼
等
が
「
望
族
的
あ
り
方
」
を
し
て
い

た
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
基
盤
と
な
る
枇
舎
の
貧
態
に
封
す
る
検
誼
が
不
可
放

で
あ
ろ
う
。
氏
の
第
E
編
に
牧
め
ら
れ
る
諸
研
究
も
こ
う
し
た
初
期
の
問
題

関
心
か
ら
出
愛
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
期
に
嘗
た
る
第

W
編
、
第
皿
編
の
研
究
は
初
期
の
第

H
編
の
研
究
と
は

議
後
に
受
け
る
印
象
が
か
な
り
異
な
る
。
第

W
編
の
第
十
二
掌
は
王
信
慶
の

『誠
子
書
』
の
注
調
押
と
成
立
年
代
と
そ
れ
が
書
か
れ
た
背
景
を
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
本
文
を
譲
む
と
す
ぐ
に
そ
の
約
半
分
が
校
勤
、
億
裁
の
検
討
、

試
誇
と
い

っ
た
文
章
自
慢
の
考
察
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
氏

は
特
に
難
解
と
さ
れ
る
冒
頭
の
部
分
を
讃
み
解
く
過
程
で
、
こ
れ
が
子
供
か

ら
の
手
紙
の
返
書
で
あ
る
と
鐙
明
す
る
た
め
に
、
賞
時
の
書
簡
の
緩
ん
吋
な
様

式
を
比
較
検
討
し
、
返
書
と
い
う
形
式
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
難
解

部
分
の
解
讃
を
行
っ
た
。
そ
う
し
た
検
置
を
経
て
「
誠
子
書
」
に
登
場
す
る

人
物
、
成
立
年
代
の
考
察
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
誠
子
書
」
が
「
新
貴

族
主
義
」
と
関
わ
る
の
は
そ
の
内
容
に

一
貫
す
る
「
個
人
の
資
質
や
努
力
に

関
わ
る
与
問
に
基
づ
く
あ
り
方
へ
の
鱒
換
の
必
要
性
の
自
覚
」
で
あ
り
、
そ

れ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
な
ら
も
っ
と
簡
便
な
方
法
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
、
全
文
の
内
容
を
確
定
し
て
は
じ
め
て

「誠
子
書
」
に
こ
め
ら
れ
た
王

信
慶
の
思
い
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
本
章
を
譲
め
ば
自
ず

と
悟
ら
さ
れ
る
様
に
思
う
。
そ
こ
に
本
章
の
凄
み
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
第
十
三
章
に
も
い
え
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
宋

湾
革
命
の
際
に
宋
朝
に
殉
じ
た
蓑
祭
と
、
顧
命
を
受
け
な
が
ら
南
斉
の
成
立

に
協
力
し
た
緒
淵
の
二
人
の
名
流
貴
族
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
二
人
自

身
の
行
動
そ
の
も
の
を
直
接
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
等

に
釘
す
る
同
時
代
人
及
び
史
書
の
許
債
に
つ
い
て
、
二
人
を
評
論
し
た
各
人

の
立
場
や
境
遇
、
そ
の
時
の
政
治
的
・
社
曾
的
状
況
ま
で
含
め
て
詳
細
に
分

析
し
、
そ
の
後
言
の
意
園
を
探
り
、

評
債
者
自
身
の
遁
徳

・
倫
理
観
を
探
ろ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
察
の
結
論
と
し
て
、
裳
祭
稽
揚
・
格

淵
批
剣
の
論
調
は
君
臣
聞
の
忠
義
観
念
と
い
う
よ
り
「
釘
人
閥
係
の

一
般
的

モ
ラ
ル
た
る

『信
義
』
を
基
準
」
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
逆
に
蒙
祭
批

判
・
緒
淵
縛
護
の
議
論
は

「
庇
民
の
遁
」
や
「
民
望
」
と
し
て
の
枇
舎
的
責
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任
論
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時

代
の
状
況
、
衰
祭

・
格
淵
と
い
う
封
照
的
な
あ
り
方
を
眼
前
に
し
て
自
ら
の

あ
り
方
を
も
う
一
度
直
視
し
、
改
め
て
問
い
直
す
と
い
う
貴
族
暦
の
遁
徳
・

倫
理
意
識
の
高
ま
り
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
件
そ
の
も
の
で

な
く
、
周
透
資
料
か
ら
そ
れ
を
許
債
す
る
人
々
の
意
識
を
別
出
し
、
そ
こ
に

時
代
の
動
き
を
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
本
章
の
特
長
が
見
ら
れ
る
。

第

w編
の
研
究
の
特
徴
は
、
史
料
に
こ
め
ら
れ
た
執
筆
者
・
批
評
者
の
意

識
を
通
じ
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
精
紳
に
迫
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
つ
ま
り
楕
淵
と
裳
祭
に
つ
い
て
の
評
債
と
は
そ
れ
を
論
じ
る
者
が
彼

等
自
身
の
現
賓
存
在
そ
の
も
の
を
二
人
に
俵
託
し
投
影
し
表
白
し
て
き
た
結

果
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
一
九
七
二
年
の
波
多
野
善
大
氏
の
退
休
記
念
文

集
に
載
せ
ら
れ
た
「
愛
祭
と
矯
淵
」
に
お
い
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
川

合
氏
は
そ
う
し
た
初
期
の
関
心
を
「
東
北
大
与
の
中
園
撃
の
侍
統
を
見
事
に

〈

4
}

活
用
」
し
完
成
さ
せ
た
も
の
が
第
十
三
章
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
著

者
自
身
の
あ
と
が
き
か
ら
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
た
だ
、
勝
手
な
憶
測
か
も

知
れ
な
い
が
、
評
者
は
こ
う
し
た
展
開
を
促
す
上
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
う

一
つ
の
研
究
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
歴
史
を

(
5
)
 

「
新
し
い
人
間
性
の
展
開
」
と
述
べ
、

『世
説
新
語
』
や

『顔
氏
家
訓
』
等

の
著
作
に
お
い
て
「
記
述
さ
れ
た
事
賓
か
ら
隠
さ
れ
た
事
賓
」
を
掘
り
下
げ
、

(6
)
 

そ
こ
に
現
れ
た
省
時
の
人
々
の
精
神
性
を
見
事
に
描
き
出
し
た
安
田
氏
の
恩

師
字
都
宮
清
吉
氏
の
研
究
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
十
二
章
を
譲
ん
だ
時
、
{
子

{
7
)
 

都
宮
氏
の
「
憧
約
研
究
」
を
想
起
す
る
の
は
評
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
確

か
に
個
別
の
論
誼
の
手
績
き
や
描
き
出
す
時
代
性
に
は
遣
い
が
あ
る
も
の
の
、

記
録
そ
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
記
録
に
こ
め
ら
れ
た
意
識

・
精
神
に
時
代
性

を
見
る
宇
都
宮
氏
の
研
究
と
中
期
の
第
W
編
や
後
期
の
第

I
編
の
研
究
に
は
、

歴
史
へ
の
ス
タ
ン
ス
の
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
研
究
を
受
け
縫
い
だ
中
期
の
も
う
一
つ
の
研
究
と
し
て
、
第
田
編

の
僑
郡
際
と
土
断
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
出
後
黙
と
な
る
第
九

章
の
「
は
じ
め
に
」
で
は
、

宋
の
孝
武
帝

・
梁
の
武
帝
の
集
圏
に
参
加
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
門
閥
貴
族
屠
の
自
己
革
新
を
喚
起
し
た
羅
州
裏
陽
地
方
の

「
晩
渡
北
人
」
が
、
江
南
へ
僑
住
し
た
嘗
初
に
置
か
れ
た
立
場
が
ど
の
様
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
意
圏
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
初
期
の
僑
郡
燃
が
軍
政
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
た

め
僑
潅
州
に
移
住
し
た
名
族
は
官
界
で
の
出
後
黙
で
あ
る
州
職
へ
の
就
官
の

機
舎
が
奪
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
こ
う
し
た
不
遇
状
態
か
ら
脱
却
を
求
め
る
僑

民
屠
の
力
が
劉
宋
の
成
立
を
機
と
す
る
軍
政
支
配
か
ら
民
政
支
配
へ
の
移
換

を
{
貫
現
さ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
更
に
第
十
章
で
は
劉
宋
後
宇
期
に

薙
州
刺
史
王
玄
諜
が
中
心
に
行
っ
た
土
断
を
分
析
し
、
そ
れ
が
現
地
の
戸
籍

に
つ
け
る
「
現
土
土
断
」
か
ら
、
僑
郡
懸
に
一
定
領
域
を
付
興
す
る

「貧
土

化
土
断
」
へ
と
後
退
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
こ
に
も

「現
土
土

断
」
を
望
ま
な
い
僑
民
暦
の
意
向
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
落
州
地
域
の
土
断
の
賓
施
背
景
に
僑
民
暦
の
力
量
を

見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
以
上
の
様
に
い
と
も
簡
皐
に
要
約
し
て
し
ま

っ
た
が
、

そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
に
は
大
安
で
困
難
な
論
讃
の
手
績
き
が
伴
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
僑
郡
豚
が
軍
政
・
民
政
い
ず
れ
の
統
治
制
度
下
に
あ
っ
た

か
、
賓
土
で
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
土
断
に
よ
っ
て
現
土
化
し
た
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
が
史
料
に
直
接
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
氏
は
そ

れ
を
僑
郡
懸
に
属
し
た
人
物
の
官
歴
、
僑
郡
豚
の
統
廃
関
係
の
嬰
化
を
丹
念

に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
検
設

を
徹
底
的
に
行
い
、
東
高
田
王
朝
下
の
僑
民
の
位
置
附
け
や
土
断
の
具
程
的
イ

- 133ー
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メ
l
ジ
化
を
試
み
た
の
が
第
十
一
章
で
あ
る
。
氏
は
僑
郡
燃
の
戸
籍
に
つ
け

ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
々
の
役
に
つ
い

て
の
記
述
を
網
羅
的
に
拾
い
上

げ
、
東
耳
国
代
僑
民

一
般
が
役
に
加
え
征
役
も
負
婚
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
ま
た
、
劉
宋
成
立
に
先
立
ち
行
わ
れ
た
義
照
土
断
で
「
断
例
外
」

と
さ
れ
た
揚
州
耳
目
陵
郡
域
上
僑
住
の
徐

・
一免
・

車門
三
州
と
江
北
の
蹟
陵
郡
の

存
綴

・
併
省

・
新
立
等
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
比
較
す
る
こ
と
で
そ
の
義
照
土

断
の
貧
施
状
況
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
個
#
の
僑
郡
豚
に
よ

っ
て
貧
施

の
仕
方
に
か
な
り
の
幅
が
あ

っ
た
こ
と
、
耳
目
陵
郡
に
僑
立
さ
れ
た
僑
郡
牒
は

現
士
、
貧
土
化
二
方
式
に
よ
る
土
断
は
賓
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
三
四
三
年
に
行
な
わ
れ
た
土
断
を

「白
籍

土
断
」
と
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
無
貧
土
僑
郡
懸
か
ら
は
本
来
の
黄

籍
上
に
、
現
住
地
に
お
い
て
は
白
籍
上
に
登
籍
さ
れ
る
と
い
う
二
重
岡
崎
籍
制

を
と
る
土
断
で
あ
り
、
こ
れ
が
酋
時
の
僑
郡
勝
民
の
役
負
檎
の
問
題
と
も
閥

わ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
丹
念
か
つ
廃
大
な
作
業
の
結

果
、
従
来
暖
味
な
ま
ま
で
あ
っ
た
僑
郡
勝
民
の
役
負
婚
の
問
題
、
土
断
と
は

何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
輿
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し

か
し
、
中
期
の
僑
郡
牒
・
土
断
研
究
の
出
後
時
鈷
の
問
題
関
心
で
あ
っ
た
僑

郡
豚
に
お
け
る
僑
民
の
置
か
れ
た
立
場
、
特
に
そ
の
地
の
「
望
族
」
と
の
開

係
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
望
族
暦
と
郷
里
の
民
衆
の
閥

係
に
注
目
し
た
初
期
の
研
究
の
特
色
は
薄
れ
、
貴
族
暦
と
皇
帝
と
の
関
係
に

軸
足
を
置
く
後
期
の
督
代
政
治
史
の
研
究
へ
と
移
っ
て
い
く
。

四

第

I
編
は

一
九
七
六
年
に
書
か
れ
た
初
期
の
論
文
の
第
三
章
と
近
年
書
か

れ
た
後
期
の
第
一
・
二
・
四
章
か
ら
な
る
。
第
三
章
は
各
時
代
の
精
神
・
人

間
性
の
展
開
に
注
目
し
て
き
た
恩
師
の
字
都
宮
氏
の
古
稀
を
記
念
す
る
特
集

競
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
古
代

(秦
漠
)
と
中
世

(
六
朝
陪
唐
)
に
お
け

る
人
間
存
在
の
質
の
展
開
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
形
而

上
の
議
論
で
な
く
、
西
嵐
日
諸
王
の
権
力
闘
争
で
あ
る
八
王
の
乱
に
関
わ

っ
た

人
々
、
西
耳
目
末
の
混
乱
の
中
で
東
耳
目
へ
の
過
渡
的
役
割
を
果
た
し
た
地
方
長

官
劉
弘

・
鳩
主
庚
亥

・
行
主
租
進
、
東
耳
目
の
外
戚
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
氏
は
古
代
の
共
同
健
の
解
憶
に
よ

っ
て
析
出
さ
れ
た

人
間
存
在
の
二
類
型
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
代
に
獲
得
す
る
こ
と
と
な

っ
た
自

我
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
他
者
と
の
共
感
と
連
帯
の
う
ち
に
生
き
よ
う
と
す
る

「公
H
個
人
」
、
自
我
と
利
欲
性
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
そ
の
後
現
を
排
他

的
に
追
求
す
る

「私
H
個
人
」
の
姿
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
後
者
を
八
王

の
権
力
集
固
に
加
わ
っ
た
人
々

に
、
前
者
を
こ
の
混
乱
を
克
服
し
よ
う
と
し

た
酋
耳
目
末
の
劉
弘

・
庚
衰

・
組
勉
、
こ
れ
を
受
け
た
東
耳
目
の
外
戚
に
見
い
だ

そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
で
は
八
王
の
飢
後
の
東
耳
目
初
期
に

お
け
る
人
間
の

「私
H
個
人
」
か
ら
「
八
ム
H
個
人
」
へ
の
縛
換
が
古
代
的
な

性
格
の
外
戚
政
治
を
歴
史
の
主
舞
蓋
か
ら
後
景
へ
と
引
き
下
が
ら
せ
た
と
指

摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
示
し
た
事
貧
は
漠
か
ら
六
朝
へ

の
過
渡
期
に
出
現
し
た
外
戚
政
治
の
克
服
の
過
程
が
複
雑
な
も
の
だ

っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
お
り
、
第
四
章
と
の
関
係
も
か
い
ま
見
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
第
三
章
が
「
い
さ
さ
か
園
式
的
す
ぎ
た
」
と
の
反
省
に
よ
り
、

東
奮
の
母
后
臨
朝
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
庚
太
后
・
裕
太
后
と
績
く
太

后
臨
朝
の
方
便
的
性
格
に
む
し
ろ
東
耳
目
政
治
の
特
徴
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て

い
る
。
特
に

『耳
白
書
』
を
表
面
的
に
讃
む
限
り
「
時
望
」
で
い
か
に
も
貴
族

的
、
か
つ
名
宰
相
と
し
て
王
導
と
も
並
び
甜
刑
さ
れ
る
謝
安
の
政
権
が

「
六
朝

期
江
南
政
権
下
に
お
け
る
最
後
の
外
戚
政
治
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
黙
に
は
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驚
き
を
禁
じ
え
な
い
。
氏
は
そ
の
貧
誼
過
程
で
謝
安
が
桓
温
死
後
の
桓
氏
抑

制
策
を
進
め
る
と
共
に
自
己
の
政
治
的
立
場
を
強
化
す
る
た
め
、
裕
太
后
の

従
男
と
し
て
の
立
場
を
利
用
し
た
こ
と
、
ま
た
将
来
を
見
込
む
王
恭
を
外
戚

と
す
る
べ
く
そ
の
妹
を
孝
武
帝
の
皇
后
に
納
れ
た
こ
と
等
を
あ
げ
、
謝
安
が

外
戚
政
治
を
方
便
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
東
耳
目
期

に
貴
族
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
謝
氏
の
政
界
進
出
に
は
裕
氏
と
の
姻
戚

関
係
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
を
周
透
史
料
か
ら
賓
諾
し
て
ゆ
く
。
こ
の
部
分
に

お
け
る
氏
の
周
透
の
設
擦
か
ら
結
論
を
固
め
て
ゆ
く
推
理
小
説
の
よ
う
な
謎

解
き
的
手
法
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
は
、
第
皿
-

W
編
の
研
究
で
獲
得
さ
れ
た
周
透
の
史
料
を
固
め
つ
つ
史
賓
に
迫
ろ
う
と
す

る
手
法
に
あ
る
。
こ
の
様
に
第
四
章
は
第
三
章
で
芽
生
え
た
問
題
関
心
を
中

期
の
研
究
で
培
っ
た
手
法
で
再
検
討
し
た
成
果
と
い
え
よ
う
。

第
一

・
二
章
で
も
周
透
史
料
を
駆
使
し
、
史
書
が
た
た
き
こ
む
通
説
的
理

解
か
ら
編
者
の
バ
イ
ア
ス
を
取
り
去
り
、
事
賓
に
迫
ろ
う
と
す
る
手
法
が
い

か
ん
な
く
後
揮
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
倭
倖
の
臣
貰
充
、
武
帝
司
馬
炎

に
疎
ま
れ
る
賢
弟
司
馬
依
と
い
っ
た

『E
白
書
』
の
表
面
的
な
文
脈
を
徹
底
的

に
検
置
し
て
そ
の
作
矯
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
武
帝
を
同
輩
中
の
第
一

人
者
1

プ
リ
ム
ス
・
イ
ン
テ
ル
・
パ
l
レ
ス
に
位
置
せ
し
め
自
己
の
意
向
を

十
全
に
類
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
貰
充
等
靭
臣
の
意
向
と
、
そ
の
針
極
で
皇
帝

の
立
場
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
武
帝
と
の
駆
け
引
き
を
、
西
膏
前
中
ナ
期
政
治

史
を
貫
く
武
帝
司
馬
炎
と
斉
王
依
と
の
閥
係
、
伐
呉
問
題
を
絡
ま
せ
て
描
き

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
司
馬
昭
が
依
へ
の
傍
位
を
周
透
に
漏
ら
し
て
い
た
の

は
年
少
の
依
を
ダ
ミ
ー
と
し
て
炎
を
後
継
者
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、

周
囲
が
こ
れ
を
ま
と
も
に
受
け
た
こ
と
に
よ
り
炎

・
依
の
釘
立
が
深
刻
化
し

て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
封
し
、
買
充
は
司
馬
昭
の
意
園

を
見
抜
き
、
こ
れ
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
武
帝
炎
を
プ
リ
ム
ス
・
イ
ン
テ

ル
・
パ

l
レ
ス
の
位
置
に
押
し
と
ど
め
て
お
こ
う
と
し
た
こ
と
、

責
充
が
勝

利
が
時
帰
想
さ
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
臭
へ
の
征
服
戦
争
に
反
針
し
た
の
は

彼
の
頑
迷
さ
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
ラ
イ
バ
ル
斉
王
依
の
服
喪
中
に
武
帝
が

三
園
の
統
一
と
い
う
功
を
濁
占
し
、
自
己
の
立
場
を
強
く
す
る
こ
と
を
阻
ん

だ
も
の
と
指
摘
す
る
。
ま
た
第
二
章
で
は
歪
白
書
』
で
好
色
ぶ
り
が
記
さ
れ

る
司
馬
炎
に
つ
い
て
、
そ
の
子
供
達
の
生
年
を
推
定
し
て
、
父
司
馬
昭
・
母

王
氏
に
釣
す
る
服
喪
期
間
中
は
子
供
を
作
る
た
め
の
行
篤
は
恨
ん
で
い
た
と

恩
わ
れ
る
こ
と、

好
色
を
印
象
づ
け
る
史
料
を
検
詮
し
た
結
果
、
そ
の
記
述

に
誇
張
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

『耳目
室田』

が
作
る
イ
メ
ー
ジ
に
疑
問
を
呈

す
る
。
そ
の
上
で
好
色
の
誼
擦
と
さ
れ
る
多
数
の
女
性
を
後
宮
に
入
れ
た
行

筋
に
つ
い
て
、
納
宮
の
針
象
が
良
家
の
子
女
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
時
期
が
皇

太
子
司
馬
哀
の
不
葱
疑
惑
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の

背
景
に
武
帝
の
政
治
的
意
圃
を
讃
み
と
る
。

す
な
わ
ち
同
時
に
大
量
に
行
わ

れ
た
司
馬
哀
の
兄
弟
の
諸
王
封
建
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
武
帝
の
好
色
と

い
う
の
は
将
来
に
不
安
を
抱
え
る
皇
太
子
哀
を
支
え
る
た
め
の
政
策
、
つ
ま

り
有
力
な
姓
族
と
の
婚
姻
に
よ
る
個
別
関
係
の
累
積
を
囲
っ
た
も
の
と
推
測

す
る
。
こ
の
様
に
、
第
一
・
二
章
で
は
『
青
書
』
が
編
纂
さ
れ
る
と
き
に
帯

び
る
こ
と
に
な
っ
た
「
唐
太
宗
期
現
代
史
」
的
バ
イ
ア
ス
を
取
り
去
り
、
そ

こ
に
現
れ
た
武
帝
や
責
充
等
の
政
治
に
封
す
る
意
識
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
中
期
以
降
の
氏
の
研
究
に
は
記
録
自
慢
で
な
く
、

記
録
を
残
し
た

者
の
意
園
を
讃
み
と
ろ
う
と
す
る
志
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
第
I
編
を
讃
む

者
は
と
も
す
る
と
安
田
氏
の
華
麗
な
賓
査
の
手
法
に
魅
入
ら
れ
、
個
別
の
賓

設
の
す
、ば
ら
し
さ
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
氏
は
賓

誼
の
た
め
の
賓
誼
を
行
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
巽
意
は
史
料
に
現
れ
た
精
神
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を
通
じ
て
時
代
を
見
ょ
う
す
る
所
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

五

安
田
氏
は
戦
後
第

一
世
代
の
六
朝
史
研
究
者
を
縫
ぐ
中
心
的
な
研
究
者
で

あ
る
。
戦
後
の
六
朝
史
研
究
は
川
勝
義
雄
・

谷
川
遁
雄
・
矢
野
主
税
・
越
智

重
明
・
堀
敏

一
氏
等
が
共
同
程
論
・
寄
生
官
僚
論
等
を
め
ぐ
り
議
論
を
闘
わ

(8
)
 

す
こ
と
に
よ

っ
て
飛
躍
的
に
後
展
し
た
。
安
田
氏
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
世
代

を
纏
ぎ
六
朝
政
治
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
。
安
田
氏
は
後
に
綴
く
私
た
ち
の

世
代
か
ら
も
常
に
意
識
さ
れ
て
き
た
研
究
者
で
も
あ
る
。
本
書
を
受
け
六
朝

史
研
究
を
更
に
後
展
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
の
様
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

氏
は
初
期
に
お
い
て
、
共
同
穏
論
の
後
想
を
南
朝
に
援
用
し
、
郷
里
祉
舎

に
お
け
る
豪
族
の
「
望
族
的
あ
り
方
」
に
注
目
し
、
南
朝
か
ら
陪
唐
へ
と
つ

な
が
る
連
縦
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
近
年
で
は
西
音
の
皇
帝
の
地

位
が
有
力
姓
族

・
朝
臣
と
の
開
係
で
プ
リ
ム

ス

・
イ
ン
テ
ル
・
パ

l
レ
ス
と

い
う
相
封
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る。

つ
ま
り
個
々
の
パ
1

レ
ス

(
天
下
有
力
感
族
良
家
)
と
の
婚
姻
に
見
ら
れ
る
様
に
、
私
的
性
格
を
強
く

待
有
す
る
直
接
的
個
別
的
な
人
的
結
合
開
係
に
基
づ
く
王
朝
秩
序
形
成
を
、

世
界
史
に
お
け
る
「
封
建
制
」
の
範
略
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
に
つ
い

て
問

題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
調
は
愛
わ
っ
て
も
六
朝
期
の
人
的

結
合
か
ら
そ
の
時
代
を
中
園
史
に
位
置
附
け
よ
う
と
す
る
態
度
が
貫
か
れ
て

い
る
。
こ
の
黙
を
忘
れ
て
は
本
舎
の
研
究
史
上
の
意
義
を
見
落
と
し
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
た
だ
、
氏
は
歴
史
を
理
論
の
枠
組
み
に
と
ど
め

よ
う
と
は
せ
ず
、

史
州
に
現
れ
た
時
代
性
か
ら
六
朝
史
を
再
構
成
し
よ
う
と

し
て
い
る
様
に
思
え
る
。

氏
の
研
究
に
よ
り
、
貴
族
制
の
概
念
で
様
々
な
事
象
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
育
代
政
治
史
に
は
再
考
の
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
川
勝

義
雄
氏
を
は
じ
め
と
し
て
西
菅
を
六
朝
貴
族
制
の
成
立
期
と
と
ら
え
る
見
方

に
は
、
後
漢
と
の
差
異
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
安
田
氏
は
む
し
ろ
外

戚
政
治
の
要
素
で
あ
る
皇
帝
と
の
血
縁

・
姻
戚
閥
係
が
耳
目
靭
に
お
い
て
も
政

治
に
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
西

耳
目
を
貴
族
制
の
成
立
期
と
簡
単
に
位
置
附
け
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
貴
族

制
と
は
何
で
あ
っ

た
か
も
改
め
て
聞
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
た

め
に
は
、

一
鰭
何
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
所
感
を

記
し
て
結
び
に
代
え
た
い
。

第
一
は

『
菅
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
の
バ
イ
ア
ス
を
ど
の
様
に
と
ら

え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
章
で

三
白
書
』
の
三
園
統
一
以
降
に
お

け
る
武
帝
の

「好
色
」
、
後
繕
者
恵
帝
司
馬
衷
の
不
恵
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

全

園
統

一
後
三
十
年
に
し
て
天
下
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な

っ
た
西
耳
目
を
後
嗣

へ
の

「
鑑
誠
」
と
し
よ
う
と
し
た
唐
太
宗
の
意
固
に
よ
る
も
の
、

す
な
わ
ち
「
唐

太
宗
期
現
代
史」

に
よ
る
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
と
氏
は
指
摘
す
る
。
一
方
で
、

第
四
章
で
は
謝
安
執
権
が
外
戚
政
治
で
あ
っ
た
こ
と
を
隠
蔽
す
る
動
き
が
遅

く
と
も
五
世
紀
後
字
頃
、
つ
ま
り
元
嘉
時
期
の
皇
帝
楼
の
強
化
に
反
発
す
る

貴
族
暦
の
動
向
と
関
わ
っ
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。
と
す
る
な
ら

ば、

『耳
目
書
』
に
か
か
る
バ
イ
ア
ス
は
多
重
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
『
耳目

書
』
を
使
、
つ
上
で
こ
の
幾
重
か
に
積
み
重
な
っ
た
バ
イ
ア
ス
を
ど
う
取
り
去

っ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る。

ち
な
み
に
、
西
耳
目
武
帝
の
好

色
に
つ
い
て
も

『筆
書
治
要
』
巻
二
十
九
に
引
く
『
耳
目
後
略
』
で
は
「
世
組

自
卒
呉
之
後
、

天
下
無
事
、
不
能
復
孜
孜
於
事
物
、
始
寵
用
后
築、

由
此
粗

湖
、
採
捧
績
媛
、
不
拘
華
門
、
:
:
:
昔
武
王
伐
材
、
障
問
傾
宮
之
女
、
助
対
篤
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慮
、
而
世
租
卒
階
、
納
呉
姫
五
千
、
是
岡
崎
之
弊
也
」
と
司
馬
炎
の
好
色
を

責
め
て
い
る
。
『
耳
目
後
略
』
が
商
E

目
末
の
萄
維
の

『E
日
後
略
記
』
な
の
か、

ま
た
史
料
内
容
に
信
懇
性
は
あ
る
の
か
に
つ
い
て
更
に
検
討
の
必
要
が
あ
ろ

う
。
た
だ

『耳
目
書
』
の
武
阜
市
好
色
の
イ
メ
ー
ジ
も
幾
重
に
も
積
み
重
な
っ
た

バ
イ
ア
ス
の
結
果
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
六

朝
史
研
究
の
前
提
と
し
て
の
史
料
論
を
も

っ
と
充
賓
さ
せ
て
い
く
べ
き
と
思

わ
れ
る
。

第
二
は
バ
イ
ア
ス
に
含
ま
れ
る
時
代
性
の
問
題
で
あ
る
。
省
時
の
史
賓
に

迫
る
上
で
は
バ
イ
ア
ス
は
邪
魔
に
な
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
氏

が
第
十
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
様
に
バ
イ
ア
ス
自
慢
に
も
そ
の
時
代
を
生
き

る
人
々
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
史
料
が
頁
充
を
否
定
的
に
描
き
、
外

戚
政
治
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
逆
の
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、

バ
イ
ア
ス
を
か
け
た
時
代
の
倫
理
性
、
つ
ま
り
は
倭
倖

・
外
戚
と
い
っ
た
皇

帝
と
の
個
人
的
つ
な
が
り
に
よ
る
権
力
形
成
を
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら

え
る
政
治
意
識
の
形
成
が
探
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
す
る
。

す
な
わ
ち
、
第

I
編
所
収
の
諸
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
様
に
、
所
謂
貴
族

制

(貴
族
政
治
)
の
形
成
が
直
線
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
見
方
に
は
再
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
従
来
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
九
品
中
正
制
度

の
確
立
へ
の
過
程
や
、
本
書
第
三
章
の
如
く
政
治
を
「
私
H
個
人
」
か
ら

「公
H
個
人
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
流
れ
、
す
な
わ
ち
貴
族
制
へ
の
志
向
も
確

賓
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
バ
イ
ア
ス
自

健
の
検
討
を
通
じ
、
こ
の
二
要
素
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
六
朝
政
治
史
を
再
構

築
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
課
題
も
ま
だ
同
泊
さ
れ
て
い
る
様
に
思
え
る
。

安
田
氏
の
研
究
で
最
も
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
の
は
周
透
の
史
料
を
つ
ぶ
さ
に

検
討
し
、
外
堀
を
埋
め
る
様
に
し
な
が
ら
、
核
心

へ
と
迫
っ
て
い
く
手
法
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料
に
は
武
帝
が
好
色
で
な
か
っ
た
と
か
謝
安
の
政
治

が
外
戚
政
治
で
あ
っ
た
と
か
い
う
直
接
の
記
述
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
周
漫
の
史
料
か
ら
結
論
さ
れ
た
推
測
を
基
に
他
の
史
料
や
史
賓
に
つ

い
て
考
察
す
る
と
様
々
な
矛
盾
が
譲
み
解
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
譲
者
は
そ

の
信
怒
性
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
成
果
を
検
謹
す
る
上
で
二
つ
の
作

業
が
必
要
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
氏
が
外
堀
を
埋
め
る
様
に
し
て
積
み
上
げ

て
い

っ
た
史
料
を
再
検
討
し
、
氏
が
示
し
た
結
論
に
よ
っ
て
他
の
事
象
の
ど

こ
ま
で
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
来
な
ら
ば
本
書
評
で
も
そ
の
様
な
作
業
を
行
う
べ
き
で
あ
っ

た
。

し
か
し
、
そ
れ
が
大
安
な
時
間
と
努
力
を
要
す
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
こ
の

様
な
作
業
で
終
わ
っ
て
し
ま

っ
た
。
安
田
氏
が
六
朝
史
料
に
立
ち
向
か
っ
た

様
に
本
書
を
徹
底
し
て
讃
み
込
め
て
い
な
い
し、

評
者
の
バ
イ
ア
ス
に
よ
る

勝
手
な
誤
讃
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
バ
イ
ア
ス
を
持
っ
た
浅
撃
が
こ

の
様
に
讃
ん
で
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
も
現
代
拳
術
史
の

一
部
と
ご
寛
恕
頂

き
た
い
。

宇
都
宮
清
士
口
先
生
が
川
勝
義
雄
先
生
の
研
究
を
氷
山
に
た
と
え
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、

川
勝
先
生
の
研
究
成
果
は
海
面
に
現
れ
た
氷
山
の
頂
上
部

分
と
同
じ
で
、
海
面
下
に
も
っ
と
大
き
な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
安
田
氏
の
研
究
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
こ

う
し
た
研
究
は
量
産
は
難
し
い
。
氏
に
つ
い
て
も
研
究
報
告
書
的
な
も
の
、

同
学
界
展
望
、

書
評
を
除
け
ば
氏
の
研
究
は
す
べ
て
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、

一
本

一
本
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
重
い。

研
究
と
は
本
来
こ
の
様
に
重

厚
な
も
の
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
研
究
を
量
で
量
ろ
う
と
す
る
最
近
の

傾
向
、
基
礎
研
究
軽
視
の
風
潮
の
中
で
氏
の
様
な
研
究
は
出
に
く
く
な
っ
て

い
る
。
本
書
は
終
来
に
お
い
て
歴
史
研
究
本
来
の
姿
を
思
い
起
こ
し
、
立
ち
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返
る
た
め
の
道
標
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註(
l
)

川
合
安

「安
田
二
郎
教
授
の
業
績
と
拳
風
」

(
「文
化
』
六
十
六
港

第
三

・四抽出、

二
O
O三
)

(
2
)

谷
川
遁
雄

『筒
唐
帝
図
形
成
史
論
」
(筑
摩
書
房
、

一
九
七

こ

川
勝
義
雄

『六
朝
貴
族
制
枇
舎
の
研
究
」
(
岩
波
書
庖
、

一
九
八
二
)

所
枚
の
諸
研
究
参
照
。
谷
川、

川
勝
爾
氏
の
貴
族
制
研
究
に
お
け
る

位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
拙
稿
「
中
園
史
に
お
け
る
貴
族
制
研
究
に
閥

す
る
錐
書
」
(
『
名
古
屋
大
祭
東
洋
史
研
究
報
告
」
七
焼
、

一
九
八

一
)
参
照
。

(
3
)

氏
の
研
究
に
刺
激
さ
れ
江
南
諸
王
朝
の
王
朝
革
命
の
研
究
が
進
ん

だ
。
複
本
あ
ゆ
ち
「
梁
末
陳
初
の
初
集
園
に
つ
い
て
」
(
『名
古
屋
大

祭
東
洋
史
研
究
報
告
」
八
焼
、

一
九
八
二)、

拙
稿
「
耳
目
宋
革
命
と

江
南
枇
曾
」
(
『史
林
」
六
一
二
巻
二
税、

一
九
八

O
)
等
参
照
。

(4
)

川
合
法
(
1
)論
文

(
5

)

{

子
都
宮
清
吉
「
東
洋
中
世
史
の
領
域
」
(
『東
光
」
二
競
、

一
九
四

七
)。『
漠
代
一
枇
舎
経
済
史
研
究
」
(
弘
文
堂
、

一
九
五
五
)
再
録
。

(6
)

安
田
氏
に
よ
る
宇
都
宮
清
吉
氏

『中
園
古
代
中
世
史
研
究
」
の
書

評
(
「
名
古
屋
大
祭
東
洋
史
研
究
報
告
』
五
競
、

一
九
七
八
)
の
理

解
を
参
照
に
し
た
。

(7
)

宇
都
宮
「
償
約
研
究
」

(
『
名
古
屋
大
印字
文
製
部
研
究
論
集
」
史
祭

二
鏡、

一
九
五
三
)
。
「
漠
代
枇
曾
経
済
史
研
究
』
(
前
掲
)
再
録
。

(8
)

拙
稿

「中
図
史
に
お
け
る
貴
族
制
研
究
に
閲
す
る
覚
書
」

(前
掲
)、

「
中
園
史
に
お
け
る

『枇
曾
」
と

『人
間
』
の
把
握
を
め
ぐ
っ
て
」

(『
中
国
|
枇
舎
と
文
化
」
七
競
、

一
九
九
二
)
参
照
。

(
9
)

第
二
章
注
七
一
で
氏
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
関
わ
る
先
行
研
究

と
し
て
川
勝
義
雄
氏
の
「
貌
耳
目
南
朝
の
門
生
放
吏
」
(『
東
方
向
学
報
』

京
都
第
二
入
所
、

一
九
五
八
、
『
六
朝
貴
族
制
枇
舎
の
研
究
』
前
掲

再
録
)
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
川
勝
氏
の
研
究
の
中
で
は
郷
論
や
共
同

穫
の
研
究

(た
と
え
ば
「
漠
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」
、
『東
洋
史

研
究
』
二
五
巻
四
税
、

一
九
六
七
)
程
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た

よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
東
耳
目
次
氏
が
そ
の
意
義
を
再
確
認
し
て
お
り
、

漠
末
か
ら
貌
菅
に
か
け
て
の
政
治

・
一枇
舎
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ

き
指
摘
と
思
わ
れ
る

(最
も
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
が
東

『ア
ジ

ア
の
歴
史
と
文
化
二

中
園
史
|
|
中
世
』
第

一章、

同
朋
舎
出
版
、

一
九
九
五
)
。

(
印
)
最
初
に
遮
べ
た
と
お
り
本
書
に
お
い
て
、
氏
自
身
が
六
朝
政
治
史

研
究
を
総
括
し
、
自
ら
本
書
を
位
置
附
け
る
と
い
う
作
業

(
た
と
え

ば
、
中
村
圭
爾
氏
の

『六
朝
貴
族
制
研
究
』
、
風
間
書
房
、
一

九
八

七
の
序
文
)
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
も
こ
こ
に
記
し
た
氏
の
研

究
姿
勢
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
従
っ
て
氏
の
研

究
を
本
書
評
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
自
慢
、
氏
の
本
意
に
反
す
る

こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
氏
自
身
か
ら
は
様
キ
な
席
で
歴

史
研
究
が
研
究
の
翁
に
す
る
研
究
で
あ
っ
て
よ
い
の
か
と

い
う
話
も

聞
い
て
き
た
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
氏
の
研
究
の
背
景
に
あ
る
考
え
方

を
探
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
曲
解
部
分
に
つ
い
て
は
是
非
糾
し

て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

(
日
)

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
拙
稿

「西耳
目
の
武
帝
司
馬
炎
の
許
債
を
め
ぐ

っ
て」

(『
書
論
』
一
二
一

競、

一
九
九
九
)
に
お
い
て
も
指
摘
し
て
い
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る
。
す
な
わ
ち
、
八
王
の
乱
、
東
E

田
中
木
の
司
馬
道
子
・
元
顛
父
子
の

専
権
、
南
朝
の
皇
親
の
役
割
等
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
皇
帝
と
の
血

縁
・
姻
戚
閥
係
が
六
朝
政
治
史
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
く
な
い
。
こ

の
説
明
が
六
朝
政
治
史
研
究
の
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

739 

(
ロ
)

川
勝
先
生
の

『六
朝
貴
族
制
枇
舎
の
研
究
』
の
刊
行
を
記
念

し
た
中
圏
中
世
史
研
究
曾

(一

九
八
三
年
)
の
席
上
に
お
け
る
講
話
。

二
O
O三
年
二
月

京

都

京

都

大

準

拳
術
出
版
舎

A
五
剣
七
三
O
頁

一
五
0
0
0園
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