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中
国
に
お
け
る
六
朝
の
時
代
を
思
想
史
の
立
場
か
ら
大
観
す
る
と

き
、
そ
こ
に
は
こ
の
時
代
に
顕
著
な
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
事
賓
が
列

翠
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
我
々
は
そ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
論
議

す
る
徐
裕
を
も
た
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の
一
つ
と
し
て
、

代
が
悌
教
と
極
め
て
密
接
な
連
闘
を
も

っ
て
い
る
事
質
上

こ
の
時

悌
教
を

無
視
し
て
は
こ
の
時
代
の
思
想
の
性
格
や
動
向
に
閲
す
る
充
分
に
歴

史
的
な
把
握
は
到
底
期
待
さ
れ
得
な
い
ほ
ど
中
園
の
思
想
界
が
併
数

と
深
く
結
ぼ
れ
て
い
る
事
買
を
翠
げ
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
異
論
の
徐

地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
僻
教
が
中
園
の
祉
舎
に
俸
来
し
た
の

は
前
漢
末
後
漢
初
期
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
俳
教
が
中
園
の
思

想
界
と
本
格
的
な
交
渉
を
も
つ
に
至
る
の
は
六
朝
の
時
代
で
あ
り

福

永

光

司

し
か
も
、
そ
の
交
渉
は
ζ

の
時
期
の
後
牢
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
知

識
人
が
悌
教
を
識
り

そ
の
数
義
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
知
識

人
と
し
て
遁
用
し
な
い
ほ
ど
の
根
強
く
大
き
な
勢
力
を
扶
植
す
る
に
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至
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
中
園
の
知
識
祉
曾
が

『
弘
明
集
』
や

『
出
三
購
記
集
』
、
『
高
僧
停
』
な
ど
の
悌
数
的
な
著
作
を
数
多
く
生

ん
だ
と
い
う
事
貫
以
上
に
、
思
想
や
文
撃
、
警
術
の
慶
汎
な
領
域
に

わ
た

っ
て
悌
数
の
何
ら
か
の
影
響
が
看
取
せ
ら
れ
、
軍
な
る
歴
史
書

の
毅
述
に
お
い
て
さ
え
悌
教
的
な
僻
句
表
現
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う

現
象
を
呈
す
る
ま
で
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
少
誇
張
し
た
云

い
方
を
す
れ
ば
、
六
朝
史
の
研
究
は
、

そ
れ
が
純
粋
に
祉
曾
経
済
史

的
な
研
究
で
あ
ろ
う
と
も
、
悌
教
に
つ
い
て
の
理
解
を
ぬ
き
に
し
、

悌
数
に
謝
す
る
覗
野
を
も
つ
こ
と
な
し
に
は
、
一
面
的
な
成
果
し
か

期
待
出
来
な
い
と
い
司
て
も
、
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。



し
か
し
、
六
朝
史
研
究
に
お
け
る
悌
教
の
こ
の
よ
う
な
重
要
性
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
六
朝
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
悌
教
と

中
園
思
想
と
の
聞
に
と
も
す
れ
ば
一
線
が
劃
さ
れ
、
ぷ
怖
数
の
こ
と

は
悌
教
事
者
に
。
、
多
中
園
悌
数
思
想
は
非
本
来
的
な
中
園
思
想
で

あ
る
。
と
い
う
の
が
、
従
来
の
事
界
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
従
っ
て
六
朝
思
想
史
の
展
開
に
悌
教
と
の
関
連
を
考
慮

し
、
六
朝
人
の
思
考
と
悌
教
思
想
と
の
内
的
連
開
性
に
注
目
し
つ
つ

六
朝
思
想
史
そ
れ
自
身
の
展
開
の
中
に
中
国
併
数
を
位
置
づ
け
る
立

場
、
も
し
く
は
、
中
国
思
想
史
の
主
題
性
に
お
い
て
悌
教
の
受
容
と

揖
取
左
問
題
と
し
て
ゆ
く
立
場
は
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
従
来
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
か
ア
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う

に
六
朝
人
の
思
索
が
悌
教
と
の
開
連
に
お
い
て
展
開
し
、
悌
教
が
六

朝
思
想
界
に
お
け
る
最
も
大
き
な
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え

る
な
ら
ば
、
六
朝
思
想
史
の
研
究
は
、
い
ま
や
寧
な
る
経
率
的
な
事

象
を
貼
緩
す
る
経
皐
史
研
究
や
箪
な
る
老
荘
率
的
論
議
を
抜
奉
す
る

老
荘
撃
史
研
究
、
も
し
く
は
後
次
的
な
中
国
傍
数
諸
宗
派
の
成
立
前

史
の
研
究
の
観
さ
え
あ
る
従
来
の
六
朝
悌
数
史
研
究
な
ど
を
止
揚
し
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的て

立中
韓国
的思
、想、

有と
機悌
前数
な開

新担、
しと
どめ
wl 内
究的
の 連
立 開
場

性
を lr

雪与
す R
Z主
要綜
が合

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
確
立
は
き
守
つ
べ
く
し
て
、
極
め
て
困
難
な
と

と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
も
そ
れ
は
六
朝
思
想
史
そ
の
も
の
の
構
造
と

本
質
に
ね
ざ
す
必
然
的
な
要
請
で
あ
り
、
思
想
を
生
き
た
全
瞳
と
し

て
捉
え
る
た
め
の
不
可
棋
の
手
績
き
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
私
が
こ
こ
で
奮
康
と
併
設
と
の
開
係
に
多
少
の
考

察
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
質
は
と
の
よ
う
な
企
圃
の
一
つ
の
初

歩
的
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
哲
康
の
思
想
の
理
解
に
悌
教

を
包
む
新
し
い
歴
史
的
な
覗
野
を
導
入
し
て
み
る
こ
と
、
ま
た
、
悌

教
と
の
闘
連
性
に
お
い
て
哲
康
の
六
朝
思
想
史
に
お
け
る
位
置
づ
け

を
新
し
い
覗
貼
か
ら
問
題
に
し
て
み
る
こ
と
、
こ
れ
が
と
の
小
論
に

お
け
る
私
の
未
熟
な
企
園
で
あ
る
。
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さ
て
、
哲
康
と
傍
教
と
の
閥
係
を
問
題
と
す
る
と
き

そ
ζ

に
は

大
ま
か
に
い

っ
て
二
つ
の
方
向
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ

は
悌
教
の
哲
康
に
謝
す
る
影
響

l
哲
康
の
思
想
な
り
生
活
な
り
の
中

に
悌
教
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
ち
、
そ
の
影
響
が
彼
の
著
作
の
中

で
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
の
か
ー
を
問
題
と
す
る
方

向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

乙
れ
と
は
逆
に
、
哲
康
の
悌
数

〔
六
朝
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悌
教
〕
に
謝
す
る
影
響
|
哲
康
の
思
想
が
六
朝
時
代
に
お
け
る
中
園

悌
数
の
受
容
と
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
も
し
く

は
ど
の
よ
う
な
思
想
的
基
盤
を
提
供
し
た
か
ー
を
問
題
と
す
る
方
向

で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
こ
の
小
論
で
は
後
者
の
芳
向
に

問
題
考
察
の
重
貼
を
お
き
、
哲
康
の
思
想
の
六
朝
併
教
の
展
開
に
封

す
る
影
響
を
重
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
前
者
の

方
向
に
封
し
て
も
出
来
る
か
ぎ
り
そ
の
可
能
性
を
検
討
吟
味
し
、
宮

康
の
思
想
の
立
つ
歴
史
的
な
基
盤
を
明
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

と
い
〉つの
は、

上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
併
数
が
中
園
に
停
来
し
た
の

は
前
漢
末
後
漢
初
期
で
あ
り
、
替
康
の
生
ま
れ
る
ま
で
に
中
園
悌
教

は
既
に
二
百
年
徐
り
の
歳
月
を
経
過
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の

期
間
の
中
園
悌
教
が
た
と
い
悌
数
経
典
の
蒐
集
と
翻
需
に
精
力
の
殆

ん
ど
を
傾
け
た
単
な
る
課
経
悌
数
で
あ
ろ
う
と
も
、

た
、
そ
れ
故
に
中
園
人
の
悌
数
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
思
想
的
に
素
朴
幼

あ
る
い
は
ま

稚
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

と
も
か
く
後
漢
書
楚
王
英
俸
や
褒
楢

停
、
あ
る
い
は
三
国
英
志
の
劉
訴
停
な
ど
に
記
載
の
見
え
る
程
度
に

は
、
悌
教
は
中
園
枇
曾
に
受
容
せ
ら
れ
、
理
解
さ
れ
て
は
い
た
の
で

あ
る
。
脅
康
の
思
想
が
こ
の
よ
う
な
中
園
側
教
の
現
買
と
直
接
的
に

ど
れ
ほ
ど
の
閥
係
を
も
つ
か
は
一
お
う
別
と
し
て
、
彼
が
こ
の
よ
う

な
併
教
の
存
在
を
知
り

こ
の
よ
う
な
中
国
傍
数
の
現
買
に
つ
い
て

あ
る
程
度
の
見
聞
を
も
っ
て
い
た
事
買
は
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
c

併
教
の
智
康
の
思
想
に
謝
す
る
影
響
が
肯
定
的
な
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
雨
者

の
閥
係
を
今
一
度
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
順
序
と
し
て
ま
ず
こ
の
問
題
か
ら
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

併
数
の
哲
康
に
封
す
る
影
響
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
富
康
の
生

涯
と
そ
の
歴
史
的
風
土
的
な
扶
況
!
彼
の
停
記
ー
が
知
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
哲
康
の
簿
記
と
し
て
は
音
書
(
巻
四
十
九
)
に
一
お

う
の
記
載
が
あ
る
が
詳
密
で
な
く
、
三
国
志
注
、
世
説
新
語
本
文
お
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よ
び
注
、
水
経
注
、
文
選
注
、
太
卒
御
覧
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
閥

い
ま
嘗
面
の
問
題
と
閥

①
 

連
す
る
範
圏
に
お
い
て
そ
れ
を
あ
ら
ま
し
試
み
て
み
よ
う。

係
資
料
か
ら
新
た
に
構
成
す
る
ほ
か
な
い
。

哲
康
の
侍
記
を
構
成
す
る
場
合
に
比
較
的
確
か
な
操
り
所
と
な
る

の
は
「
輿
山
巨
源
紹
交
書
」
の
執
筆
さ
れ
た
年
代
で
あ
る
。
こ
の
書

簡
は
吏
部
郎
の
地
位
を
哲
康
に
譲
ろ
う
と
し
た
友
人
の
山
濡
(
巨
源
)

@
 

に
謝
し
て
、
普
康
が
抗
議
と
紹
交
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
山

溝
が
吏
部
郎
と
な

っ
た
年
代
は
、
三
園
志
容
二
十
一
王
集
停
の
注
に

お
け
る
裳
松
之
の
論
述
に
よ
る
と
景
元
二
年
(
二
六
一
)
で
あ
る
か



ら、

ζ

の
書
簡
の
執
筆
さ
れ
た
時
期
も

ほ
ぼ
そ
の
頃
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
〔
ち
な
み
に
、
哲
康
の
刑
死
を
音
書
は
四
十
歳
の
時
と
記

し
、
遁
鑑
は
そ
れ
を
景
元
三
年
に
繋
け
て
い
る
が
、
遇
鑑
が
何
に
基

づ
い
て
景
元
三
年
と
し
た
の
か
、
そ
の
根
擦
が
明
か
で
な
い
。
三
園

志
(
昌
也
二
十
一
〉
は
た
だ
「
景
元
中
」
と
記
し
、
義
松
之
も
こ
れ
を

肯
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
簡
の
中
に
「
男
児
八
歳
」
と
記
さ
れ
て

い
る
哲
康
の
子
の
替
紹
が
、
哲
康
の
刑
死
の
と
き
十
歳
で
あ
っ
た
と

い
う
記
事

l
世
話
徳
行
篇
注
お
よ
び
文
選
出
位
四
十
二
注
に
引
く
王
隠

著
書
ー
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
死
は
景
元
四
年
つ
=
ハ
三
)
頃
の
ζ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
〕
。

さ
て
、
哲
康
の
紹
交
書
執
筆
が
大
僅
景
元
二
年
(
二
六
一
)
頃
で

あ
る
と
す
る
と
き
、
と
の
書
簡
の
中
に
、

「
吾
新
失
母
兄
之
歌
、
意

常
憧
切
、

女
年
十
三
、

男
年
八
歳
、

未
及
成
人
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
普
康
の
結
婚
し
た
年
齢
が
遅
く
と
も
二
十
五
、
六
歳
、
正
始
の

入
、
九
年
頃
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
と
ろ
で
世
話
徳
行
篇
注

に
引
く
文
章
鍛
錬
に
よ
れ
ば

哲
康
の
妻
は
貌
の
長
築
亭
主
で
あ

り
、
さ
ら
に
三
園
志
径
二
十
の
補
穆
王
停
に
よ
れ
ば
、
長
築
亭
主
は
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柿
穆
王
曹
林
の
子
の
緯
の
女
、
現
の
武
帝
曹
操
の
曾
孫
女
で
あ
り
、

三
園
志
容
二
十
一
鍾
曾
停
注
に
引
く
貌
末
停
な
ど
に
よ
れ
ば
、
補
穆

王
曹
林
は
金
郷
公
主
と
共
に
曹
操
と
そ
の
夫
人
の
予
氏
(
補
王
大
妃
)

と
の
聞
に
生
ま
れ
、
金
郷
公
主
は
周
知
の
ご
と
く
何
曇
の
妻
と
な
っ

①
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
替
康
は
何
憂
と
は
柿
王
曹
林
を
中
心
と
す
る

密
接
な
姻
戚
関
係
に
結
ぼ
れ
て
お
り
、

(
嘉
卒
元
年

l
二
四
九
〉
以
前
に
長
築
亭
主
と
結
婚
し
て
い
る
わ
け

し
か
も
替
康
は
何
委
の
死

で
あ
る
か
ら
、
話
康
と
何
曇
と
の
聞
に
も
何
委
の
生
前
に
お
い
て
、

な
ん
ら
か
の
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

上
に
引
い
た
三
園
志
容
=
十
の
市
穆
王
林
停
に

よ
れ
ば
、
浦
穆
王
薗
田
林
す
な
わ
ち
哲
康
の
妻
の
祖
父
は
建
安
二
十
二

年
(
一
二
七
)
か
ら
黄
初
七
年
(
二
二
六
)
に
至
る
十
年
間
を
脅
停

と
ζ

ろ
で
ま
た
、

戸、uQ
d
 

の
郷
里
諜
園
の
主
と
し
て
過
ご
し
、

そ
の
後
六
年
間
ほ
ど
を
郵
城

(
山
東
省
濃
鯨
附
近
〉

の
主
と
し
て
過
ご
し
た
の
ち
、

太
和
六
年

(
一
二
三
一
〉
以
後
は
再
び
諜
固
に
近
い
柿
園
の
王
と
な
り
、

そ
の
子

の
曹
緯
も
浦
王
の
位
そ
縫
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

ζ

の
貼

か
ら
考
え
れ
ば
、
哲
康
が
長
築
亭
主
と
結
婚
し
た
の
は
、
恐
ら
く
彼

の
郷
里
諜
固
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
、
従

っ
て
ま

た
、
哲
康
は
彼
が
結
婚
し
た
二
十
五
、
ム
ハ
歳
ご
ろ
ま
で
は
郷
里
の
諜

園
で
生
活
し
、
恐
ら
く
は
嘉
卒
元
年
(
二
四
九
〉
に
お
け
る
何
曇
ら

の
諒
死
事
件
の
前
後
に
郷
里
を
離
れ
て
河
内
の
山
陽
(
河
南
省
修
武
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鯨
)
に
寓
居
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(
ζ

の
場
合
、
話
康
の
結
婚
を

二
十
五
、
六
歳
頃
の
と
き
と
す
る
の
は
、
最
下
限
を
考
え
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
質
際
は
更
に
数
年
を
湖
る
ζ

と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
哲
康
が
結
婚
と
同
時
に
中
散
大
夫
を
奔
し
、
都
の
洛
陽
に

出
て
そ
れ
か
ら
山
陽
に
寓
居
し
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
結
婚
は
郷
里
の
諜
園
で
行
わ
れ
、

そ
れ
ま
で

は
大
韓
郷
里
で
生
活
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
)
。

彼
の
答

「
昔
曲
家
父
兄
昨
、
少
得
離
負
荷
、
因
疏
途
成
慨
、
寝
蹟

二
郭
詩
に
、

@
 

北
山
阿
」
と
自
ら
述
懐
し
、
彼
が
山
陽
寓
居
後
も
彼
の
郷
里
に
近
い

均
時
春
で
丘
〈
を
事
げ
た
罪
丘
倹
を
援
け
よ
う
と
し
て
い
る
事
貫
(
三
闘

志
谷
二
十
一
注
引
世
話
〉
、

あ
る
い
は
、
友
人
の
王
戎
が
「
奥
哲
康

(
世
説
徳
行
篇
)
と
い
い
、

同

居
二
十
年
、
未
嘗
見
其
喜
阻
之
色
」

じ
く
友
人
の
山
議
が
何
安
ら
の
諒
死
事
件
を
議
見
し
て
隠
棲
の
生
活

に
入
っ
て
い
る
事
貫
(
膏
盆
回
答
四
十
三
山
議
停
)
な
ど
が
こ
の
場
合

参
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
以
上
の
推
定
が
ほ
ぼ
大
過
の
な
い

も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
宮
康
の
生
涯
は
こ
れ
を
大
き
く

分
け
て
、
議
園
時
代
と
山
陽
寓
居
時
代
と
の
こ
つ
の
時
期
と
す
る
と

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

(A) 

議
園
時
代
の
哲
康

あ
ぎ
は

⑤

暫
康
の
父
は
哲
昭
、
字
は
子
遠
、
曹
現
に
仕
え
て
軍
糧
を
督
し
、

治
書
侍
御
史
で
あ

っ
た
と
い
う
(
三
園
志
省
二
十
一
王
築
傍
注
引
哲

氏
譜
)
。
母
は
孫
氏
(
文
選
単
位
二
十
三
幽
憤
詩
注
引
智
氏
譜
)
、
兄
の

富
喜
は
字
は
公
穆
、
司
馬
膏
に
仕
え
て
揚
州
刺
史
、
太
僕
宗
正
卿
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
租
先
は
曾
稽
の
上
虞
か
ら
怨
を
避
け
て
諜
園
姪

鯨
(
安
徽
省
宿
牒
西
南
)
に
移
住
し
、
本
姓
の
「
英
」

「
哲
」
と
し
た
と
い
う
(
三
園
志
谷
二
十
一
注
引
虞
預
著
書
お
よ
び

世
説
徳
行
篇
注
引
王
際
音
書
)
。

を
改
め
て

- 96-

侯
外
康
氏
等
は
哲
氏
の
曾
稽
移
住

設
を
否
定
す
る
が
(
『
中
園
思
想
通
史
』
第
三
容
一
二
七
頁
)
、
普
康

の
母
の
姓
が
江
南
に
多
い
孫
氏
で
あ
る
こ
と
、
替
康
が
任
侠
の
風
を

好
ん
で
曾
稽
人
的
気
質
を
初
御
さ
せ

と
く
に
晩
年
の
彼
自
身
が
仇

を
避
け
て
河
東
に
旗
行
し
(
後
述
)
、

血
の
繕
承
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
、
怨
を
避
け
て
移
住
し
た
と
い
う
哲

怨
を
避
け
た
と
い
う
租
先
の

康
の
租
先
が
、
同
じ
く
曾
稽
の
出
身
者
で
、
怨
を
避
け
て
移
住
し
た

王
充
の
祖
先
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
、
強
康
の
著
作
の
中
に
王
充
の

『
論
衡
』
と
関
連
す
る
記
事
が
二
、
三
見
え

l
例
え
ば
、
答
難
養
生

論
に
お
け
る
師
畷
吹
律
云
々
の
虚
儒
性
の
鱗
詮
、
難
宅
無
士
口
凶
揖
生



論
に
お
け
る
長
卒
の
坑
卒
の
運
命
性
に
閲
す
る
論
議
な
ど

l
、
哲
康

の
関
心
と
思
考
に
王
充
の
そ
れ
と
類
似
の
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、

こ
の
見
解
に
は
俄
か
に
賛
成
し
が
た
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
諜
園
姪
鯨
を
郷
里
と
し
て
生
ま
れ
た
替

康
は
早
く
父
と
死
別
し
、
幼
少
年
時
代
は
母
の
孫
氏
と
兄
の
哲
喜
に

育
て
ら
~
、
か
な
り
自
我
と
個
性
の
強
い
生
活
を
過
ご
し
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
時
期
の
彼
の
生
活
に
闘
し
て
は

「
幽
憤
詩
」
や
「
奥

山
巨
源
紹
交
書
」
な
ど
に
多
少
の
回
想
的
な
記
述
が
あ
る
が
、

し
台、

し
、
そ
の
詳
細
は
記
録
の
徴
す
べ
き
も
の
が
な
く
、
た
だ
二
十
歳
ど

か

い

に

し

え

ζ

い

ね

た

つ

と

ろ
の
彼
が
、
「
心
を
抗
く
し
て
古
を
希
が
い
、
そ
の
向
ぶ
と
こ
ろ

に
任
せ
て
抗
ザ
老
荘
に
託
し
、
志
は
撲
を
守
る
に
在
り
、
素
を
養
い

異
を
全
う
せ
ん
と
す
る
」
(
幽
憤
詩
)
一
個
の
求
道
者
的
情
熱
を
も
っ

哲
皐
青
年
と
し
て
成
長
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な

、ν
諜
園
時
代
の
哲
康
の
生
活
の
具
瞳
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、
我
々

は
殆
ん
ど
何
も
知
り
得
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(B) 

山
陽
寓
居
時
代
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上
述
の
よ
う
に
、
哲
康
が
河
内
の
山
陽
に
寓
居
し
た
の
は
嘉
卒
の

初
め
つ
一
四
九
年
頃
)
、

何
安
ら
が
訴
死
し
た
前
後
の
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
数
年
前
か
ら
河
内
の
従
事
を
し
て
い
た

山
薄

は
、
何
安
ら
の
詠
死
を
議
見
し
て
途
に
「
隠
身
、

不
交
世
務
」
と
い

わ
れ
る
か
ら
(
世
話
政
事
篇
注
引
虞
預
著
書
〉

和
山
康
が
山
濡
お
よ

び
濡
が
そ
れ
以
前
か
ら
交
わ
っ
て
い
た
向
秀
(
世
説
徳
行
篇
注
引
向

秀
別
停
〉

ら
と
共
に
い
わ
ゆ
る
竹
林
の
遊
び
を
行
っ
た
の
も

'-

の

噴
か
ら
で
あ
ろ
う
。

竹
林
の
遊
び
に

つ
い
て
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
省

略
す
る
が
(
拙
稿
「
哲
康
に
お
け
る
自
我
の
問
題
|
東
方
撃
報
第
三

十
二
冊

l
参
照
〉
、
こ
の
遊
び
に
加
わ

っ
た
も
の
は
必
ず
し
も
常
に

一9V一

七
人
で
は
な
く
、
随
時
陣
所
に
河
内
附
近
の
竹
林
、

山
浬
、
人
家

(
例
え
ば
山
濠
や
哲
康
な
ど
の
家
)
な
ど
を
集
い
の
場
所
と
し
て
行

わ
れ
、
飲
酒
、
弾
琴
、
談
論
、
詩
作
な
ど
が
そ
の
集
い
の
主
要
な
行

事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(
そ
の
メ
ン
バ

ー
と
し
て
は

い
わ
ゆ
る

七
賢
の
ほ
か
、
呂
安
、
組
至
、
蓑
準
、
郭
謹
周
、
郭
謹
叔
、
院
侃
、

張
遡
、
公
孫
山
田
示
、
替
喜
な
ど
も
奉
げ
う
る
で
あ
ろ
う
)
。

の
遊
び
は
、
次
の
よ
う
な
奮
康
の
晩
年
の
動
き
を
考
慮
す
る
と
き
、

そ
し
て
こ

だ
い
た
い
哲
康
の
三
十
六
、

七
歳
頃
、

甘
露
の
末
年

す
な
わ
ち
、

(
二
五
九
頃
〉
で
一
お
う
そ
の
幕
を
閉
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
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哲
康
の
晩
年
の
生
活
も
し
く
は
行
動
を
や
や
具
瞳
的
に
明
か
に
し

て
い
る
の
は
、

世
説
一
言
語
篇
注
に
引
く
哲
紹
の

「
趨
至
飯
」
と
哲
康

の
「
答
二
郭
詩
L

、
「
興
山
巨
源
紹
交
書
」
な
ど
で
あ
る
。
組
至
は
音

書忠信
九
十
二
の
本
停
に
よ
る
と
太
康
年
間
(
二
八

O
l
二
八
九
)
に

十
七
歳
で
死
ん
で
い
る
が
、
彼
は
十
四
歳
の
と
き
洛
陽
の
太
翠
観

で
石
経
の
古
文
を
骨
局
し
て
い
た
替
康
と
初
め
て
逢
い
、

十
六
歳
の
と

き
鄭
で
ま
た
奮
康
と
曾
い
、
更
に
哲
康
の
あ
と
を
追

っ
て
河
内
の
山

陽
に
ゆ
き

二
年
を
過
ご
し
て
い
る
。
趨
至
の
担
年
か
ら
計
算
す

る
と
、
こ
れ
は
替
康
の
三
十
六
、
七
歳
ご
ろ
の
ζ

と
と
な
り
、
こ
の

こ
ろ
の
哲
康
は
洛
陽
l
郭
l
山
陽
を
移
動
し
て
い
た
と
と
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
哲
康
の

「
答
二
郭
詩
」
に
、

「寡
志
自
生
究
、
屡
使
衆

質
成
、

慮
在
荷
自

顧
此
懐
恒
傷
、

寧
、
今
首
袋
町
他
域
、
巌
駕
不
得
停
、
本
闘
終
宴
腕
、
今
更
不
克
弁
」

と
歌
い
、
郭
遮
叔
の
贈
詩
に
、
「
願
各
保
還
心
、
有
線
復
来
東
」
と

三
国
志
単
位
二
十
一

王
祭
侍
注
に
引
く
貌
氏
春
秋
に
、

又
従
子
不
善
、
避
之
河
東
」
と
記
し
、
さ
ら

「前
年
従
河
東
還
、
顕
宗

〔
呂
安
〕

議
子
匿
梁
側、

意
政
費
其
形、

あ
る
ζ

と、

「康
既
有
紹
世
之
言
、

に
「
輿
山
巨
源
紹
交
書
L

に、

阿
都
〔
公
孫
崇
〕
説
足
下
議
以
吾
自
代
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考

え
れ
ば
、
こ
の
組
交
書
の
執
筆
さ
れ
た
景
元
二
年
つ
一
六

一
〉
頃
の

前
年
、
す
な
わ
ち
三
十
七
歳
頃
の
強
康
は
、
何
人
か
の
復
讐
を
避
け

て
河
内
の
山
陽
か
ら
西
の
か
た
河
東
へ
並
行
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
な
お
、
紹
交
書
の
中
に
ま
た

「
吾
新
失
母
兄
之
歌
L

と
あ

り
、
奥
院
徳
如
詩
に
、
「
含
哀
還
奮
慮
、
感
切
傷
心
肝
」

と
あ
る
の

な
ど
に
よ
れ
ば
、
替
康
が
河
東
か
与
再
び
河
内
に
還
っ
た
の
は
母
が

死
ん
だ
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
、

こ
の
母
の
死
を
契
機

と
し
て
兄
の
替
喜
も
ま
た
司
馬
晋
に
仕
え
る
た
め
に
山
陽
を
去
り
、

そ
の
離
別
を
惜
し
ん
で
作

っ
た
の
が
贈
兄
秀
才
公
穆
入
軍
詩
十
八
首

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
(
耳
目
書
径
三
十
八
、
寓
王
佐
停
を
参
照
〉
。
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か
く
て

母
を
喪
い
、
兄
と
別
れ
、
そ
の
別
離
の
悲
哀
を
か
み
し
め

な
が
ら
山
濡
に
紹
交
書
を
書
き
、
友
人
目
安
を
熊
護
し
て
迭
に
獄
に

つ
な
が
れ
、
洛
陽
の
東
市
に
斬
ら
れ
る
と
い
う
の
が
彼
の
晩
年
の
生

活
の
あ
ら
ま
し
の
経
過
で
あ
ろ
う。

哲
康
の
山
陽
寓
居
時
代
は
彼
の

刑
死
に
よ
っ
て
終
末
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
私
は
哲
康
が
傍
数
と
ど
れ
だ
け
の
具
盤
的
な
交
渉
を

も
ち
う
る
歴
史
的
風
土
的
な
環
境
の
中
に
あ
り
得
た
か
と
い
う
可
能

性
そ
確
か
め
よ
う
と
し
て
、
彼
の
停
記

l
生
活
の
経
歴
ー
を
一
お
う



考
察
し
、
そ
れ
を
諜
園
時
代
と
河
内
寓
居
時
代
と
に
分
け
て
み
た

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
な
ら
ば
ζ

の
二
つ
の
時
期
に
お
い
て
哲
康
が
梯
数

と
接
鯛
し
、
そ
れ
と
何
ら
か
の
交
渉
を
も
ち
う
る
可
能
性
は
ど
れ
だ

け
あ
り
う
る
の
か
、
次
に
ζ

の
問
題
を
少
し
く
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
先
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
話
康
の
租
先
が
(
そ
し

て
恐
ら
く
は
彼
の
母
も
ま
た
)
江
南
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

江
南
の
地
域
に
お
い
て
は
、
後
漢
の
献
帝
の
末
、
西
域
の
沙
門
、
支

謙
が
呉
の
孫
楼
の
保
護
を
受
け
て
傍
教
を
弘
め
、
呉
の
責
武
元
年
か

ら
建
輿
年
聞
に
わ
た
っ
て
維
摩
経
、
大
般
泥
一
但
経
、
法
句
経
、
瑞
膳

本
起
経
な
ど
四
十
九
種
の
傍
典
を
融
課
し
た
と
停
え
ら
れ
(
高
僧
停

容
一
支
諒
停
)
、
や
や
遅
れ
て
は
康
信
舎
も
孫
権
の
も
と
で
悌
教
を

宣
布
し
た
と
停
え
ら
れ
て
い
る
(
全
上
康
信
命
日
停
〉
。

し
か
し
嘗
時

の
江
南
地
方
に
は
併
教
が
ま
だ
一
般
的
に
は
行
わ
れ
て
い
ず
、
従
っ

て
奮
康
の
租
先
が
と
く
に
傍
教
と
交
渉
を
も
っ
と
い
う
事
情
も
殆
ん

ど
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
強
い
て
い
え
ば
、

由
来
幽
微
な

世
界
へ
の
閥
心
の
強
い
こ
の
地
方
の
精
神
的
な
風
土
が
、
耽
山
康
の
気

質
の
中
に
何
ら
か
の
遺
停
的
な
影
響
と
し
て
繕
承
さ
れ
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
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攻
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
議
園
姪
鯨
で
幼
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
哲
康
の
生
活
と
傍
教
と
の
闘
係
で
あ
る
。
諜
園
姪
豚
す
な
わ
ち
今

の
安
徽
省
宿
鯨
附
近
を
含
む
徐
州
地
域
(
那
邪

・
下
部

・
彰
城

・
贋

陵
〉
は
、
古
く
は
那
邪
の
四
時
主
の
祭
記
(
史
記
封
調
書
〉
、
近
く
は

郵
邪
の
子
士
口
、
お
よ
び
宮
崇
ら
の
太
卒
神
書
の
道
術
(
後
漢
書
容
六

十
下
褒
楢
停
)
な
ど
で
知
ら
れ
る
宗
教
的
停
統
の
強
い
土
地
で
あ
り
、

⑦
 

と
く
に
後
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
既
に
一
一
酒
井
康
順
氏
の
論
考
が
あ
る

よ
う
に
、
悌
教
と
も
密
接
な
閥
連
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
中

圏
に
お
け
る
最
初
の
在
俗
併
数
信
者
の
一
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い

る
光
武
帝
の
子
楚
王
英
が
、
「
伊
蒲
塞
〔
優
婆
塞
〕
桑
門
〔
沙
門
〕

を
集
め
て
浮
屠
の
仁
洞
を
向
ん
だ
」
の
は
彰
城
の
地
で
あ
り
(
後
漢

書
轡
七
十
二
光
武
十
王
停
。
後
漢
紀
各
十
、
明
帝
紀
)
、

漢
末
の
下
郊
の
相
、
権
融
が
、
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ま
た
、
後

大
い
に
浮
屠
の
嗣
を
起
こ
し
、
銅
を
以
て
人
と
矯
し
、
責
金
も

て
身
に
塗
り
、
衣
す
る
に
錦
采
を
以
て
し
、
銅
駒
栄
九
重
を
垂
れ
、

下
に
重
楼
閣
遣
の
三
千
徐
人
を
容
る
べ
き
在
局
り
、
悉
く
課
し
て

帥

w経
を
讃
ま
し
む
。
界
内
お
よ
び
努
郡
の
人
の
肺
仰
を
好
む
と
と
有

ゆ
る

る
者
を
し
て
遣
を
受
く
る
を
聴
さ
し
め
、
其
の
他
役
を
復
し
て
以

て
之
を
招
致
す
。
此
れ
に
由

っ
て
遠
近
の
前
後
し
て
至
る
者
は
五

む
し
ろ

千
絵
人
戸
な
り
。
浴
併
ご
と
に
多
く
酒
飯
を
設
け
、
席
を
路
に
布
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く
こ
と
数
十
里
を
経
。
民
人
の
来
り
観
る
も
の
、
お
よ
び
食
に
就

ま

さ

つ

い

え

く
も
の
は
且
に
高
人
な
ら
ん
と
し
、
費
は
巨
億
を
以
て
計
る
(
呉

志
巻
四
劉
鉱
停
)
。

と
記
さ
れ
て
い
る
盛
大
な
奉
仰
を
行
っ
た
の
も
、
話
康
の
郷
里
に
ほ

ど
近
い
下
郊
の
地
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
窄
融
の
奉
ー
悌
は
彼
が
下
郊

の
相
と
な
っ
た
の
が
後
漢
の
献
帝
の
興
卒
二
年
(
一
九
五
)

(
週
鑑

後
漢
紀
)
で
あ
る
か
ら
、
哲
康
の
生
ま
れ
る
三
十
年
ほ
ど
前
の
乙
と

で
あ
る
が
、
こ
の
嘗
時
、
彼
の
郷
里
の
近
く
で
数
世
間
人
の
道
俗
が
参

集
す
る
一
大
悌
数
行
事
の
行
わ
れ
て
い
た
事
買
は
充
分
注
目
に
慣
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
徐
州
文
化
圏
の
傍
教
信
仰
が
歳
月
の
経

過
と
共
に
ま
す
ま
す
盛
ん
に
と
そ
な
れ
、
衰
滅
の
動
き
を
見
せ
な
か

@
 

っ
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
き
、
幼
少
年
時
代
の
哲
康
が
と
の
悌
教
に

興
味
と
閥
心
を
も
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
彼
が
そ
れ

を
見
も
し
く
は
聞
い
て
い
た
事
貰
は
充
分
肯
定
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

フ
。
も
し
柏
山
康
と
例
数
と
の
聞
に
何
ら
か
の
交
渉
あ
る
い
は
影
響
開

係
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
こ
に
そ
の
最
大
の
可
能
性

を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

次
に
は
山
陽
寓
居
時
代
の
哲
康
と
悌
数
と
の
交
渉
の
可
能
性
の
問

題
で
あ
る
が
、
河
内
の
山
陽
に
近
く
、
し
か
も
彼
が
し
ば
し
ば
こ
の

地
に
足
を
運
ん
で
い
る
(
世
説
言
語
篇
注
引
哲
紹
「
趨
至
抜
」
参
照
〉

洛
陽
は
、
白
馬
寺
の
停
設
に
よ

司
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
で
最

も
早
い
時
期
に
悌
教
の
臨
時
来
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
白
馬
寺
の
建
立

が
軍
な
る
侍
読
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
出
三
職
記
集
な
ど
の
記
載

と
の
地
に
は
後
漢
末
期
か
ら
多
く
の
外
圏
内
園
の
沙
門

@
 

た
ち
が
集
ま
り
、
多
数
の
経
典
が
課
出
さ
れ
、
課
経
悌
数
は
か
な
り

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
説
書
樫
老
志
の
記
す
曹
説
の
明

に
よ
れ
ば
、

帝
の
合
利
塔
建
立
許
可
の
説
話
が
後
の
備
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ

る
程
度
の
寺
塔
の
建
立
、
悌
教
儀
植
の
・貫
施
は
、

一
般
士
人
の
注
目
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を
引
き
な
が
ら
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
、
西
菅
時
代
の
沙
門
鳥
法
租
が
河
内
の
出
身
で
あ
り
(
高
僧

停
倉

一
)
、

時
代
は
か
な
り
下
る
が
、
水
経
注
(
容
九
清
水
の
傑
〉

に
、
哲
康
の
山
陽
の
故
居
の
近
く
に
樺
借
訓
の
精
舎
が
あ
り
、
寺
に

十
徐
憎
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
記
述
の
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
多
少
の

臆
測
を
加
え
れ
ば
、
後
漢
末
に
お
け
る
洛
陽
悌
教
の
ひ
ろ
が
り
が
、

替
康
の
寓
居
時
代
に
既
に
山
陽
附
近
に
も
悌
道
修
行
者
を
住
ま
せ
る

よ
う
な
肢
況
を
貫
現
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
話
康

も
訪
ね
て
数
を
請
う
た
こ
と
の
あ
る
遁
士
の
孫
登
が
山
陽
北
部
の
共

北
山
で
神
仙
術
の
修
行
を
行
っ
て
お
り
(
前
掲
の
水
経
注
を
参
照
)
、



こ
の
嘗
時
の
悌
教
が
こ
の
よ
う
な
神
仙
術
と
抱
合
さ
れ
う
る
可
能
性

⑩
 

を
も
っ
て
い
た
事
情
な
ど
も
こ
の
場
合
参
照
さ
れ
よ
う
。
山
陽
寓
居

時
代
の
哲
康
に
お
い
て
も
ま
た
、
傍
教
は
彼
を
と
り
ま
く
生
活
環
境

の
一
つ
と
し
て
そ
の
覗
野
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
そ
れ
に

封
し
て
興
味
と
閥
心
を
も

っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て

乙
ζ

で
も
ま

た
彼
が
傍
教
を
知
っ
て
い
た
事
貰
だ
け
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

四

さ
て

以
上
は
奮
康
の
生
活
に
お
け
る
悌
数
と
の
交
渉
の
可
能
性

を
、
彼
の
停
記
と
の
閥
連
に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
が

そ
れ
な
ら
ば
、
以
上
検
討
し
た
よ
う
な
幾
つ
か
の
可
能
性
は
、
脅
康

に
お
い
て
、
具
盤
的
に
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
形
の
影
響
と
し
て
確

認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
我
々
が
現
存
す
る
哲
康
の
著
作
を

詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
き
、
我
々
は
一
お
う
そ
れ
ら
し
き
も
の
と

し
て
二
つ
の
黙
を
指
摘
出
来
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
第
一
は
、
富
康
の

「
難
宅
無
士
口
凶
揖
生
論
」
に
お
け
る

「乞

胡
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
「
乞
胡
に
従
っ
て
一
臓
を
求
め
る
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よ
り
は
養
生
の
正
度
に
合
せ
よ
」

と
い
う
表
現
で
哲
康
と
友
人
院
侃

の
掻
生
に
閲
す
る
論
字
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
胡
」
が
西
域
の
沙
門
を
意
味
し
う
る
可
能
性
を

も
つ
こ
と
は
、
三
園
志
容
四
の
土
愛
俸
に

「
出
入
鳴
鐘
磐
、
・
:
胡

人
爽
載
、
焚
焼
香
者
、
常
有
数
十
」
の
胡
人
が
、
胡
適
氏
に
よ

っ
て

沙
門
と
論
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
(
胡
遁
文
存
第
四
集
「
論
牟
子
理
惑

論〉

ま
た
、
鍾
蝶
の
詩
品
(
容
下
〉
に
、
裡
道
獣
、
樺
賓
月
の

沙
門
が
「
二
胡
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
肯
定
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
乞
胡
」
の
「
乞
」
は
乞
人
、
乞
食
の
乞
と
も
解

さ
れ
る
か
ら

「
乞
胡
」
と
は
西
域
の
乞
食
信
を
意
味
す
る
一
言
葉
で
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あ
る
と
一
お
う
解
す
る
ζ

と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
哲
康
は
西
域
渡
来

の
乞
食
沙
門
、
中
園
の
各
地
で
呪
術
的
な
新
躍
を
行
っ
て
い
た
乞
食

沙
門
を
見
聞
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
(
こ
の
場
合
、
彼
が
西
域
イ

ン
ド
か
ら
渡
来
し
た
獅
子
や
象
を
見
聞
し
て
査
に
か
い
た
と
い
う
記

録
の
唐
代
に
ま
で
停
え
ら
れ
て
い
る
事
貫

i
歴
代
名
童
記
容
五
ー
も

参
照
さ
れ
よ
う
〉
、

し
か
し

か
り
に
そ
の
よ
う
な
解
穣
を
容
れ
う

そ
れ
は
暫
康
が
乞
食
沙
門
の
存
在
l
一
種
の
悌
数
ー

を
知
っ
て
い
た
こ
と
の
一
詮
と
な
る
に
止
ま
り
、
思
想
的
影
響
の
問

る
と
し
て
も
、

題
と
は
無
関
係
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
第
二
は
、
哲
康
の
稗
私
論
に
お
け
る
次
の
叙
述
で
あ
る
。

故
に
公
私
を
論
ず
る
者
は
、
道
に
志
し
善
を
存
し
て
心
に
凶
邪

お

も

か

く

な
し
と
云
う
と
雌
も
、
懐
う
と
こ
ろ
と
し
て
匿
さ
ざ
る
な
き
者
は

ほ
乙

「
私
」

な
し
と
い
う
べ
か
ら
ず
。
欲
は
善
を
伐
り
、
情
は
遣
に
遵

う
と
雌
も
、
抱
く
と
ζ

ろ
と
し
て
顕
わ
さ
ざ
る
な
き
者
は

「
公
」

な
ら
ず
と
い
う
べ
か
ら
ず
。

そ
れ
是
と
非
と
必
ず
額
わ
る
れ
ば
、
善
あ
る
者
も
情
を
匿
す
の

不
是
な
く
、
非
あ
る
者
も
不
公
の
大
非
を
加
え
ず
。

不
是
な
け
れ

ば
善
の
得
ざ
る
な
く
、
大
非
な
け
れ
ば
其
の
非
を
過
だ
し
く
す
る

た

な
し
。
乃
ち
そ
の
非
を
救
う
所
以
な
り
。

徒
だ
に
善
を
霊
く
す
の

み
に
あ
ら
ず
、

ま
た
不
善
を
属
ま
す
所
以
な
り
。

故
に
里
売
は
盗
を
顕
わ
に
し
て
菅
文
は
憧
悌
た
り
、
勃
軽
は
罪

そ
脱
し
て
忠
は
立
ち
身
は
存
し
、
謬
賢
は
震
を
吐
き
て
言
は
納
れ

ら
れ
名
は
稿
せ
ら
れ
、
漸
離
は
誠
を
告
げ
て
一
堂
流
沸
せ
り。

か
ら
ば
、
こ
の
数
子
は
み
な
投
命
の
繭
を
以
て
不
測
の
機
に
臨
む

も
、
心
識
を
表
露
し
て
、
猶
お
以
て
安
全
た
り
。

況
ん
や
君
子
の

か
の
人
の
罪
な
く
し
て
そ
の
善
あ
る
を
や
。

こ
こ
で
哲
康
は
、
人
間
の
倫
理
的
な
貫
践
に
関
し
て
、
行
矯
(
心

情
〉
そ
の
も
の
の
善
悪
よ
り
も
、
そ
れ
が
穎
わ
に
さ
れ
た
も
の
〔
公
〕

な
の
か
、
匿
く
さ
れ
て
行
わ
れ
た
も
の

〔
私
〕
な
の
か
を
重
覗
し
、

す

ん
聞
の
心
情

(
行
矯
)
の
第
三
者
に
謝
す
る
表
露
|
私
を
裡
て
る
こ

と
|
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
東
菅

の
郁
超
(
三
一
三
ハ
|
三
七
七
〉
の
奉
法
要
|
中
国
の
士
大
夫
の
書
い

た
現
存
す
る
最
古
の
悌
数
概
論
|
の
中
に
引
用
す
る
異
出
十
二
門
経

の

「
人
有
悪
、
宜
令
彰
露
」
、

こ
れ
に
つ
い
て

の
郁
超
の

お
よ
び

解
説
、
す
な
わ
ち
、

か
の
天
理
の
罪
一
一隅
に
お
け
る
を
原
ぬ
る
に

外
に
池
ら
せ
ば
則

ち
い
よ
い
よ
軽
く
、

内
に
結
べ
ば
則
ち
い
よ
い
よ
重
し
。
:
坦
に

し
て
公
に
す
れ
ば
則
ち
事
と
と
も
に
し
て
散
ず
。
:・且

つ
人
の
情

は

あ

や

ま

そ

し

は
理
に
悌
じ
ず
し
て
物
に
悌
ず
。
億
ち
著
る
れ
ば
鼓
り
至
り
、
鼓

か
え

り
至
り
て
恥
生
ず
。
情
、
近
く
し
て
復
る
を
存
す
れ
ば
則
ち
弊
は

く
い
あ
ら
た

そ
の
彰
れ
ざ
る
を
侍
め
ば
則
ち
終
に
俊
革
む
る

-102一

積
む
に
至
ら
ず、

し

こ
と
な
し
(
弘
明
集
轡
十
三
)
。

を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
都
超
が
こ
の
解
説
の

胃
頭
に
お
い
て

そ
れ
君
子
の
心
は
適
な
く
莫
な
し
。

過
ち
て
悔
い
る
こ
と
な
く

ま
さ

ん
ば
嘗
に
自
得
せ
ざ
る
ベ
し
。
宜
し
く
そ
れ
行
臓
を
遇
う
と
と
ろ

に
任
す
ベ
し
、
室
に
隠
顕
に
有
心
な
る
べ
け
ん
や
。



と
い
い
、
哲
康
が
樺
私
論
の
胃
頭
で

そ
れ
君
子
と
稽
す
る
者
は

心
は
是
非
に
無
措
に
し
て
行
い
は

遣
に
違
わ
ざ
る
も
の
な
り
。
:
・情
を
匿
く
し
て
持
喜
な
る
は
小
人

の
至
悪
に
し
て
、
虚
心
無
措
な
る
は
君
子
の
篤
行
な
り
。・
:
そ
れ

至
人
の
心
を
用
う
る
や
固
よ
り
有
措
を
存
せ
ず
。
:・と
の
故
に
倣

然
と
し
て
賢
を
忘
れ
て
賢
は
慶
と
曾
い
、
忽
然
と
し
て
心
に
任
じ

て
心
は
善
と
遇
う

e

と
い
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
都
超
の
解
説
の
文
中
に
、

善
を
伐
り
努
を
(
人
に
〉
施
す
は
有
生
の
大
情
に
し
て
、
非
を

か

ぎ

あ

ら

匿
く
し
過
ち
を
文
る
は
品
物
の
同
じ
き
と
と
ろ
な
り
。
善
著
わ
る

あ
ら

れ
ば
則
ち
跡
彰
わ
れ
、
跡
彰
わ
る
れ
ば
則
ち
審
ま
れ
集
ま
る
。
い

や
し
く
も
情
、
担
勘
に
係
が
れ
て
審
ま
れ
外
に
集
ま
れ
ば
、
鶏
苔

の
心
は
必
ず
内
に
盈
た
ん
。
・:
し
か
の
み
な
ら
ず
、
天
畳
内
に
充

ち
て
其
の
外
に
額
わ
る
る
を
耀
る
れ
ば
則
ち
幽
慮
は
高
端
に
し
て

い
よ
い

巧
防
は
調
よ
密
な
り
。
窮
年
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
唯
だ
此
れ
を
こ

き
ざ

れ
務
む
。
天
挟
と
物
累
と
必
ず
頓
に
集
ま
ら
ん
。

蓋
し
萌
し
を
防

ぎ
始
め
を
謀
ら
ず
し
て
、
非
そ
匿
く
し
善
を
揚
ぐ
る
の
故
に
由
る

な
り
。
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の
銭
述
が
見
え
、
理
私
論
の
中
に
ま
た

怨
み
を
抱
き
情
を
匿
く
し
て
改
め
ざ
る
者
は
、
誠
に
一
珊
は
以
て

感
ず
る
と
こ
ろ
に
喪
わ
れ
、
瞳
は
以
て
常
名
に
溺
る
。

・
:
不
措

た
く
み

〔
穎
情
〕

を
以
て
拙
と
な
し
、
措
を
致
す
〔
匿
情
〕
を
以
て
工
と

な
し
、
唯
だ
隠
く
す
こ
と
の
微
な
ら
ざ
る
を
憧
れ
、
匿
く
す
乙
と

う
れ

の
密
な
ら
ざ
る
を
患
う
。

放
に
持
件
の
容
あ
り
て
以
て
常
人
を

も

と

乙

れ

観
、
矯
飾
の
言
も
て
以
て
血
管
ま
れ
を
要
め
、
永
年
の
良
規
は
蛮
ょ

う
か
が

り
肱
じ
き
は
な
し
と
謂

っ
。
終
日
思
い
を
馳
せ
て
其
の
外
冶
閥
う

な
し
。
故
に
能
く
其
の
私
の
瞳
を
成
し
て
、
そ
の
自
然
の
質
を
喪

A
J
e
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の
鍍
述
が
見
え
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
哲
康
の
樺
私
論

と
郁
超
の
十
二
門
経
の
解
説
と
の
聞
に
は
、
そ
の
思
想
と
文
章
と
に

お
い
て
極
め
て
密
接
な
開
連
|
類
似
ー
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
類
似
を
我
々
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
雨
者
が
全

く
別
個
に
成
立
し
た
思
想
と
文
章
の
全
く
偶
然
的
な
類
似
で
あ
る
と

み
る
こ
と
は
と
の
場
合
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
と
に
は
一
お
う
二

つ
の
見
解
が
成
立
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
都
超

が
哲
康
の
理
私
論
に
操

っ
て
十
二
門
経
の
所
設
を
解
説
し
た
と
み
る

見
解
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
、
哲
康
も
郡
超
も
共
に
十
二
門
経
(
も

し
く
は
そ
れ
と
類
似
の
内
容
を
含
む
漢
課
悌
奥
)
に
基
づ
い

て
彼
ら
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の
思
想
を
別
個
に
展
開
さ
せ
、
基
づ
く
も
の
の
同
一
性
が
こ
の
よ
う

な
類
似
を
結
果
し
た
と
み
る
見
解
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
後
述
す
る

よ
う
な
説
膏
悌
教
の
展
開
と
哲
康
の
思
想
と
の
閥
連
か
ら
、
こ
れ
を

前
者
の
方
向
で
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
富
康
が
十
二
門

経
(
も
し
く
は
そ
れ
と
類
似
の
内
容
を
含
む
漢
諜
俳
典
)
に
操
っ
て

彼
の
思
想
を
展
開
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
反
霊
を
寧
げ
る
こ
と
も
今

の
我
々
に
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
も
し
我
々
が
こ
の
反
謹

を
暴
げ
る
と
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
な
高
一
の
可
能
性
を

極
め
て
大
臓
に
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
宮
康
の
思
想
に
は
悌
数
の
影
響

が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
一
お
う
成
立
し
う
る
で
あ

ろ
う
。

上
述
し
た
脅
康
の
嘗
時
の
洛
陽
に
お
け
る
需
経
悌
数
の
貫

山
肌
、
お
よ
び、

乙
の
問
題
が
軍
に
哲
康
と
悌
教
と
の
闘
係
だ
け
に
止

「ま
思、ら
過3ず
し一 、

富
康
の
「
理
私
」

も
し
く
は

と
三
張
道
教
の
「
首
過
」

三
張
道
教
の

「
首
過
」

も
し
く
は

「
思
過
」

と
悌
数
の

機
悔
思
想
と
の
闘
係
と
い
う
幾
つ
か
の
解
決
困
難
な
問
題
と
も
関
連

し
て
い
る
事
買
を
考
慮
す
れ
ば
、
少
く
と
も
そ
の
程
度
の
可
能
性
は

保
留
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
替
康
に
お
け
る
悌
教
の
影
響
如
何

の
問
題
に

つ
い
て
は
、

今
の
我
々

は
そ
の
可
能
性
を
検
討
吟
味
し
、

問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
、
精
考
を
後
日
に
期
す
る
ほ
か

な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
従
来
一

般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
造

か
に
深
く
賢
い
思
想
史
的
な
問
題
性
を
含
ん
で

い
る
よ
う
に
私
に
は

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

さ
て
、
以
上
は
悌
数
の
哲
康
に
封
す
る
影
響
如
何
の
問
題
を
検
討

し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
我
々
は
哲
康
の
例
数

〔
六
朝
悌
教
〕

に
謝
す
る
影
響
如
何
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
を
考

察
す
る
た
め
に
は
哲
康
の
思
想
の
全
瞳
的
な
内
容
も
し
く
は
性
格
が

一
お
う
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
既

に
私
の
別
の
論
考
(
東
方
撃
報
第
三
十
二
冊
「
哲
康
に
お
け
る
自
我

-104一

こ
こ
で
は
嘗
面
の
問
題
の
考
察
に
必
要

な
範
圏
で
そ
の
あ
ら
ま
し
そ
述
べ

る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

の
問
題
」
〉
が
あ
る
の
で

哲
康
の
生
涯
を
通
じ
て
、
彼
の
思
索
の
根
本
的
な
闘
心
は
養
生
!

神
仙
へ

の
希
求
ー
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

と
の
問
題
に

つ
い
て
の
彼

の
思
索
と
論
議
が
著
作
と
し
て
蔑
さ
れ
て
い
る
主
要
な
も
の
は

し、

う
ま
で
も
な
く

「
養
生
論
」
、
「
答
難
養
生
論
」
お
よ
び
「
遊
仙
詩
」

を
中
心
と
す
る
幾
篇
か
の
詩
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
「
割
皆
無
哀
築
論
」

「
琴
賦」

「
難
宅
無
吉
凶
掻
生
論
」

「
答
理
難
宅
無
吉
凶
掻
生
論
」



な
ど
も
「
養
生
論
」
の
主
張
を
補
い
、
も
し
く
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る

一
連
の
著
作
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

養
生
論
に
お
い
て
替
康
が
先
ず
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
神
仙

l

永
遠
の
生
の
貫
現
者

l
が
質
在
し
う
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
が
、

彼
は
と
れ
に
つ
い
て
必
ず
貫
在
す
る
と
答
え
る
。

世
に
或
は
謂
う
あ
り
、
神
仙
は
撃
を
以
て
得
ベ
く
、
不
死
は
力

上
蕎
百
二
十
は
古
今
の

を
以
て
致
す
べ
し
と
。
あ
る
い
は
云
う
、

同
じ
き
と
こ
ろ
、

と
れ
左
過
ぎ
て
以
往
は
妖
妄
に
非
る
は
な
し

と
。
こ
れ
皆
ふ
た
つ
な
が
ら
其
の
情
を
失
え
り
。
:・そ
れ
紳
仙
は

目
も
て
見
ず
と
雌
も
、
然
れ
ど
も
記
籍
の
載
す
る
と
こ
ろ
、
前
史

の
停
う
る
と
乙
ろ
、
較
し
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
そ
の
有
る
こ
と
必

せ
り
。

し
か
し
哲
康
に
と

っ
て
そ
の
紳
仙
は
、
自
然
の
〔
先
天
的
な
〕
資
質

を
票
け
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
資
質
を
菓
け
な
い

一
般
の

人
聞
が
後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

榊
仙
は
「
特
に
異
気
を
受
け
、
之
を
自
然
に
票
く
る
に
似
た
り
。
積

撃
の
能
く
致
す
と
こ
ろ
に
非
る
な
り
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば

哲
康
に
と
っ
て
紳
仙
は
一
般
の
人
聞
に
は
全
く
無
線
な
存
在
な
の
で

457 

あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
に
封
し
て
否
と
答
え
る
。
紳
仙
そ
の
も
の
に

な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
神
仙
に
近
い
境
地
に
ま
で

到
達
す
る
と
と
は
、
努
力
の
如
何
に
よ

っ
て
は
、
す
べ
て
の
人
聞
に

可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
確
信
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
導
養
に

理
を
得
て
以
て
性
命
を
護
く
す
に
至
り
で
は
、
上
は
千
絵
歳
を
得
、

下
、
数
百
年
ば
か
り
は
之
を
有
す
べ
き
の
み
」
な
の
で
あ
る
。
一寸

而

る
に
世
の
ひ
と
は
皆
精
な
ら
ず
。
故
に
能
く
之
宕
得
る
な
し
」
と
彼

は
い
う
。
世
間
の
人
聞
は
こ
の
遭
理
を
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ず
、
そ
の

努
力
を
怠
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
貫
現
す
る
と
と
が
出
来
な
い

と
彼
は
慨
歎
す
る
の
で
あ
る
。

P
D
 

A
U
 

旬

ι

世
間
の
人
聞
は
「
一

た
び
の
怒
り
ぐ
ら
い
で
は
性
を
侵
す
に
足
ら

ず
、
一
た
び
の
哀
し
み
ぐ
ら
い
で
は
身
を
傷
う
に
足
り
な
い
」

と
考

乙

ろ

ざ

わ

め

え
て
、

「榊
は
常
に
中
に
操
き
、
形
は
常
に
外
に
喪
わ
れ
て
い
る
」
内

生
を
養
い
永
遠
の
生
を
質
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
と
の
よ
う
な
無

知
と
怠
惰
と
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
の
生
の
貰
現

i
千
徐
歳
の
長
需
を
保
つ
こ
と
l
は
常
識
的
な
思
考
の
打
破
と
超
越

的
な
異
理
へ
の
開
眼
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
日
常
的
な
生
活
へ
の

埋
授
か
ら
巌
し
く
自
己
を
支
え
、
世
俗
的
な
快
築
へ
の
耽
溺
か
ら
激

し
く
自
己
を
抑
制
す
る
強
靭
な
意
志
と
不
屈
の
努
力
に
よ

っ
て
の
み

達
成
さ
れ
る
と
哲
康
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
養
生
論
や
答
難
養
生
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論
に
お
け
る
、

こ
の
よ
う
な
強
調
の
中
に
我
々
は
宗
教
的
な
求
道
者

と
し
て
の
詰
康
の
面
影
を
容
易
に
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
工
う
な
宗
教
的
な
性
格
こ
そ
今
の
我
々
に
と

司
て
は
何
よ
り
も
注
目
さ
る
べ
き
鈷
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
哲
康
は

そ
れ
至
物
は
微
妙
に
し
て
、

理
を
以
て
知
る
べ
く
目
を
以
て
識

り
が
た
し
。
常
人
の
情
は
、
遠
け
れ
ば
大
な
り
と
雌
も
之
を
忽
が

せ
に
せ
ざ
る
は
な
く
、
近
け
れ
ば
小
な
り
と
雌
も
之
を
存
せ
ざ
る

誠
に
交
除
し
て
相
い
奪
い
、
識

見
、
情
を
異
に
す
る
を
以
て
な
り
。
・
:
智
者
は
則
ち
然
ら
ず
。
軽

は
な
し
。

そ
れ
何
の
故
ぞ
や
。

重
を
審
か
に
し
て
然
る
後
に
動
き
、
得
失
を
量
り
て
以
て
身
を
居

く
。
交
除
の
理
の
同
じ
が
故
に
遠
き
に
備
う
る
と
と
近
き
が
ご
と

く
し
、
微
を
慢
し
む
こ
と
著
れ
た
る
が
ご
と
く
す
。

と
い
っ
て
、
養
生
の
努
力
が
単
に
感
覚
知
覧
で
確
か
め
ら
れ
る
限
前

の
直
観
的
な
世
界
|
「
交
」

の
世
界
ー
だ
け
を
封
象
と
す
る
の
で
な

く
、
そ
れ
を
超
え
た
幽
微
深
遠
な
世
界

l
「
除
」
の
世
界
ー
を
も
封

ま
た
、
「
上
は
周
孔
(
の
数
)
を
以
て
閥
鍵
と

局
し
て
志
を
一
誠
に
畢
し
、
下
は
噌
欲
を
以
て
鞭
策
と
寓
し
て
罷
め

ん
と
欲
し
て
能
わ
ず
、
世
教
の
内
に
馳
回
線
し
、
巧
を
策
厚
の
聞
に
字

象
と
す
べ
き
こ
と
、

ぃ
、
多
く
同
じ
き
を
以
て
自
ら
減
じ
、
思
い
は
位
を
出
で
ず
、
奇
事

を
し
て
見
る
所
に
組
た
し
め
、
妙
理
を
し
て
常
論
に
断
た
し
め
る
」

狭
障
な
世
俗
主
義
、
固
晒
な
現
貫
主
義
か
ら
脱
却
し
て
、
宇
宙
の
限

り
な
き
慶
大
さ
に
懐
慢
し
、
人
間
存
在
の
無
限
の
可
能
性
を
肯
定
す

る
「遇
措
焚
蓬
微
」
の
境
地
に
剖
目
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
と
共
に
、

ま
た
、

是
を
以
て
君
子
は
、
形
は
紳
を
侍
み
て
以
て
立
ち
、

一珊
は
形
を

須
ち
て
以
て
存
す
る
を
知
り
、
生
理
の
失
わ
れ
易
き
を
悟
り
、
一

過
の
生
を
盟
国う
を
知
る
。
故
に
性
を
修
め
て
以
て
紳
を
保
ち
、
心
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を
安
ん
じ
て
以
て
身
を
全
う
す
。
愛
情
は
情
に
棲
ま
ず
、
憂
喜
は

乙
ζ

ろ
う
と

意
に
留
ま
ら
ず
、
泊
然
と
し
て
感
く
こ
と
な
く
、
瞳
需
は
和
卒

な
り
。
ま
た
、
呼
吸
吐
納
し
、
服
食
も
て
身
を
養
い
、
形
と
紳
と

表
一
美
を
し
て
倶
に
酒
さ
し
む
。

を
し
て
相
い
親
し
ま
し
め
、

と
い
い

あ
る
い
は
ま
た

善
く
生
を
養
う
者
は
:
・
清
虚
静
泰
、
少
私
寡
欲
、
名
位
の
徳
を
傷

ゆ
る
が
せ

つ
く
る
を
知
る
が
放
に
忽
に
し
て
勝
固
ま
ず
。
欲
し
て
の
ち
強
い

て
禁
ず
る
に
は
非
る
な
り
。
厚
味
の
性
を
害
う
を
識
る
が
故
に
棄

て
て
顧
み
ず
。
貧
り
て
の
ち
に
抑
う
る
に
は
非
る
な
り
。
外
物
は

み

だ

あ

ら

心
を
累
す
を
以
て
存
せ
ず
、
一
肺
気
は
醇
白
を
以
て
濁
り
著
わ
る
。



瞭
然
と
し
て
憂
患
な
く
、
寂
然
と
し
て
思
慮
な
し
。
ま
た
之
を
守

日
に
漕

る
に
一
を
以
て
し
、
之
を
養
う
に
和
を
以
て
す
。
和
理
、

し
か
る
後
に
蒸
す
に
璽
芝
を
以
て
し
、
潤
す

か

わ

や

す

に
酷
泉
を
以
て
し
、
稀
か
す
に
朝
陽
を
以
て
し
、
綬
ん
ず
る
に
五

り
て
大
順
に
同
ず
。

絃
を
以
て
す
。
無
矯
に
し
て
自
得
し
、
瞳
は
妙
に
心
は
玄
に
、
敵

わ
す

を
忘
れ
て
而
る
後
に
築
し
み
足
り
、
生
を
遺
れ
て
而
る
後
に
身
存

す
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
以
て
往
け
ば
、
羨
門
と
蕎
を
比
し
、
王

ち
か

喬
と
年
を
字
う
べ
き
に
庶
し
。
何
す
れ
ぞ
其
れ
有
る
と
と
な
か
ら

ん
や
。

と
い
っ
て
、
人
聞
に
お
け
る
精
神
と
肉
憧
と
の
緊
密
な
相
関
閥
係
を

前
提
と
し
つ
つ
、
養
生
の
貫
践
を
練
一
脚
と
練
形
に
分
ち
、
練
一
珊
に
お

い
て
は
老
荘
の
無
矯
自
然
の
哲
撃
と
音
楽
(
琴
〉
の
効
果
と
を
重
視

し
、
練
形
に
お
い
て
は
服
食
養
生
と
く
に
上
薬
の
服
用
と
吐
故
納
新

の
呼
吸
調
整
法
な
ど
の
貫
施
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼

の
聾
無
京
築
論
は
こ
の
よ
う
な
養
生
の
成
就
に
お
け
る
音
築
の
効
果
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と
そ
の
本
質
的
な
在
り
方
と
を
理
論
ゃ
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ

れ
、
彼
の
難
宅
無
士
口
凶
掻
生
論
は
こ
の
よ
う
な
神
仙
へ
の
希
求
に
お

け
る
人
間
の
可
能
性
と
現
貫
性
の
問
題
、
常
識
的
な
耳
目
の
世
界
と

超
越
的
な
幽
徴
の
世
界
と
の
闘
係
の
問
題
な
ど
を
論
究
し
た
も
の
と

解
さ
れ
る
が

い
ま
そ
れ
ら
の
議
論
の
詳
細
に

つ
，い
て
と
く
に
綿
密

な
検
討
を
加
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
(
上
掲
の
拙
稿
参
照
)
。
Tこ

だ、

い
ま
の
我
々
と
し
て
は
彼
の
こ
の
よ
う
な
議
論
を
支
え
て
い
る

彼
の
関
心
と
志
向
、
彼
の
思
索
と
論
理
と
が
、
ど
の
よ
う
な
問
題
性

を
含
み
、
そ
れ
が
六
朝
悌
教
の
思
想
的
な
展
開
と
ど
の
よ
う
に
関
連

し
て
い
る
の
か
に
注
目
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
哲
康
の
養
生
に
闘
す
る
議
論
!
神
仙
も
し
く
は
永
遠
の

生
の
貫
現
に
つ
い
て
の
哲
撃
的
思
索

l
は

い
か
な
る
黙
に
お
い
て

我
々
の
注
目
を
引
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
第

一
に
考
え
ら
れ
る
こ

と
は
、
哲
康
が
一
種
の
宗
教
的
な
超
越
者
!
神
仙
l
の
具
象
的
な
貫

弓

dA
U
 

1
よ

在
性
を
肯
定
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

哲
康
に
と

っ
て
、
神
仙
と
は

永
遠
の
生
の
貫
現
者
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
永
遠
の
生
と
は
、
「
大
和

を
以
て
至
築
と
な
し
、
悟
猪
を
以
て
至
味
と
な
し
、
:
・
中
に
主
あ
り

て
内
を
以
て
外
を
幾
し
み
、
:
・
天
和
を
被
り
て
以
て
自
然
、
道
徳
を

あ
じ
わ

陰
陽
の
費
化
を
翫
い
、

以
て
師
友
と
な
し
、

長
生
の
永
久
を
築
し

み
、
自
然
に
因
り
て
以
て
身
を
託
し
、
天
地
と
並
び
て
朽
ち
ざ
る
も

し
た

の
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
「
世
俗
の
祭
華
を
顧
み
ず
、
酒
色
を
欽
わ

ず
、
俗
の
築
し
む
と
こ
ろ
は
皆
翼
土
と
な
し
て
」
、

世
俗
の
生
活
を

超
え
た
世
界
、

こ
の
世
的
な
快
築
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ



460 

る
一
種
の
宗
教
的
な
超
越
の
境
地
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
苦
悩
と
悲

哀
か
ら

解
放
さ
れ
た
一

種
の
解
脱
の
境
地
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う

が、

し
か
も
哲
康
は
そ
れ
を
箪
な
る
観
念
的
な
境
地
と
し
て
求
め
ず

に
、
具
檀
的
な
人
格
、
人
間
と
閉
じ
肉
瞳
を
も

っ
た
不
死
不
滅
の
人

格
と
し
て
求
め
、

そ
の
歴
史
的
貿
在
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ

る。

我
々
は
替
康
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
神

仙

|
宗
教
的
超
越
者
|

の
中
に
六
朝
俳
教
が
追
求
し
た
樫
迦
併
も
し
く
は
「
法
身
」
の
性
格

と
共
通
す
る
も
の
を
見
る
ζ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
現
耳
田
中
園
悌

教
の
一
ピ
l
ク
と
見
ら
れ
る
盛
山
の
慧
遠
に
お
い
で
さ
え
樺
迦
悌
は

肉
身
を
も
っ
た
解
脱
者
と
し
て
憧
慢
せ
ら
れ
(
悌
影
銘
)
、
法
身
の

解
明
伸
に
お
い
て
も
そ
の
肉
髄
性
が
鳩
摩
羅
什
と
の
問
答
の
重
要
な
テ

ー
マ

の

一
つ
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
(
大
衆
大
義
章
容
上
)
。

し
て
ま
た
六
朝
悌
敬
が
イ
ン
ド
併
教
の

「
空
」

の
哲
理
に
極
め
て
高

度
な
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
人
間
の
霊
魂
を
な
お
貫
髄
的
な
も
の
と

考
え

そ
の
不
滅
性
の
鱗
謹
に

異
創
な
努
力
を

績
け
て
い
る
事
貫

も
、
超
越
的
な
る
も
の
を
具
象
的
貫
在
と
し
て
考
え
る
哲
康
の
思
考

と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
康
は
人
間
存
在
の
有
限
性
と
人
間
の
現
買
の
生
の
悲
哀
と
苦
悩

と
を
直
視
し
て

そ
れ
の
超
克
者
と
し
て
の
紳
仙
に
儀
慣
し
、
神
仙

に
つ
い

て
の
充
分
に
哲
率
的
な
思
索
を
も

っ
た

最
初
の
人
で
あ
る

が
、
彼
に
お
け
る
神
仙
は
煩
悩
か
ら
の
解
脱
者
と
し
て
の
併
と
共
通

の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
中
園
悌
教
は
そ
の
停
来

⑫
 

の
首
初
か
ら
黄
老
紳
仙
と
結
び
つ
く
運
命
を
徐
儀
な
く
さ
れ
、
漢
魂

の
中
国
人
の
意
識
に
お
い
て
悌
と
紳
仙
と
は
極
め
て
密
接
な
閥
係
に

あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
悌
教
が
課
経
時
代
を
漸
く
脱
し
て
、
数
理

の
哲
率
的
解
樺
時
代
を
迎
え
る
と
共
に
、
併
と
一
岬
仙
と
の
上
述
し
た

よ
う
な
親
近
性
の
放
に
、
哲
康
の
一
肺
仙
に
閲
す
る
哲
撃
的
な
思
索
と

論
議
が
意
識
的
無
意
識
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
吠
況
は
充
分
に

-108-

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
(
後
述
す
る
よ
う
な
普
康
の
六
朝
思
想

界
一
般
に
謝
す
る
大
き
な
影
響
力
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ

そ

つ
)。

我
々
は
そ
の

一
例
と
し
て
六
朝
悌
数
に
お
け
る
裡
迦
併
の
性

格
づ
け
、
法
身
解
理
、
霊
魂
不
滅
論
議
な
ど
を
考
え
て
み
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
哲
康
が
人
間
の
感
覚
知
魔
で

確
か
め
う
る
直
哉
的
な
世
界
、
常
識
的
な
現
象
世
界
の
ほ
か
に

そ

れ
を
超
え
、
も
し
く
は
、
そ
れ
を
包
む
幽
微
深
遠
な
世
界
、

一
種
の

超
越
的
理
法
の
世
界
を
肯
定
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

話
康
の
神
仙

は
人
間
と
同
じ
肉
身
を
も

っ
た
存
在
で
あ
り、

人
間
的
な
生
の
無
限



に
延
長
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
一
珊
仙
は
そ
の

年
寄
の
無
限
性
の
故
に
こ
の
世
的
な
る
も
の
を
超
え
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
永
遠
性
に
お
い
て
超
越
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
神
仙
は
こ
の
世
に
有
り
う
べ
か
ら
古
る
も
の
を
こ
の
世
的
な
る

も
の
と
し
て
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
世
俗
的
な
る
も
の
と
断
組
し
た

超
越
性
と
神
秘
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
哲
康
に
お
い
て

「
榊
仙
は
目
も
て
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
り

「
至
理
は
微
妙
に
し
て
理
を
以
て
知
る
べ
く
、
目
を
以
て
識
り
が
た

き
も
の
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
一
珊
仙
が
問
題
と
な
り
う
る
世
界

v'J: 

「
周
孔

(
の
教
)
を
以
て
闘
鍵
と
し
、
世
教
の
内
に
馳
駿
し

思
は
位
を
出
る
乙
と
の
出
来
な
い
も
の
」
に
と
っ
て
は
、
窺
い
知
る

と
と
の
出
来
な
い
「
奇
事
」

「
妙
理
」
の
世
界
で
あ
り

そ
こ
で
は

人
間
の

「
形
」
と

「
性
」
と
に
闘
し
て
無
限
の
可
費
性
が
期
待
さ
れ

る
と
耽
山
康
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
お
け
る
神
仙
の
超

越
性
と
神
秘
性
か
ら
導
か
れ
る
必
然
的
な
掃
結
で
あ
ろ
う
が、

一
脚
仙

の
貫
在
性
を
肯
定
す
る
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
幽
微
の
世

界
、
感
覚
知
覚
を
超
え
た
神
秘
的
な
奇
蹟
の
世
界
の
貫
在
性
を
も
同

時
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
(
な
お
、
こ
れ
と
関
連
し
て
哲
康
が
道
徳
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的
攻
元
の
世
界
と
宗
教
的
次
元
の
世
界
と
を
直
別
し
て
い
る
貼
が
注

目
さ
れ
る
が
、
今
は
詳
述
し
な
い
。
答
難
養
生
論
の
「
然
或
有
行
総

官
関
云
々
」
以
下
の
絞
述
を
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
哲
康
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
紳
仙
の
世
界
と
類
似
の
性

格
を
以
て
、
周
孔
(
の
数
)
を
開
鍵
と
し

世
教
の
内
に
馳
醸
す
る

中
国
土
大
夫
の
前
に
現
れ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
悌
教
の
三
世
輪
廻

の
幽
微
な
る
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
感
覚
知
究
に
よ
っ
て
は
確

か
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
生
前
〔
過
去
世
〕
死
後
の
世
界
〔
来
世
〕

が
貫
在
す
る
と
読
か
れ

し
か
も
そ
の
幽
微
冥
昧
な
る
世
界
を
人
間

の
霊
魂
が
輪
廻
流
轄
す
る
と
設
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
幽
微
冥
昧

-109一

な
る
世
界
の
賞
在
性
を
肯
定
さ
せ
、
三
世
輪
廻
の
数
読
を
中
園
知
識

世
舎
に
受
容
さ
せ
る
た
め
に
、
哲
康
の
幽
微
な
る
世
界
の
貫
在
性
に

闘
す
る
思
索
と
鶏
謹
が
貌
育
中
園
悌
数
の
受
容
に
好
個
の
足
場
を
輿

え
た
の
も
ま
た
嘗
然
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ

の
例
誼
を
孫
縛
の
険
遁
論
の
、

そ
れ
六
合
は
還
遡
に
し
て
庶
類
腫
い
に
充
て
り
。
千
費
首
同
化
し

て
揮
然
と
し
て
端
な
し
。
:
・
蜜
井
に
自
得
す
る
者
は
遊
漢
の
量
を

怪
し
み
、
数
伺
に
翻
嘉
す
る
者
は
沖
天
の
力
を
疑
う
。
世
教
の
内

に
纏
束
せ
ら
れ
、
周
孔
の
跡
を
偉
観
し
て
至
徳
は
莞
舜
に
窮
ま
り

微
言
は
老
易
に
壷
く
と
謂
う
も
の
は
、
鷲
ん
ぞ
復
た
か
の
方
外
の
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妙
趣
、
筆
中
の
玄
照
を
観
ん
や
。

・:

お
よ
び
、
慧
還
の
沙
門
不
敬
王
者
論
第
四
の

「
そ
れ
幽
宗
は
願
遡

に
し
て
紳
遁
は
精
微
、

理
を
以
て
尋
ぬ
べ
く
、
事
を
以
て
詰
し
が
た

し
云
々
」
、

ま
た
彼
の
弟
子
、
宗
畑
の
明
僻
論
の

世
人
ま
た
周
孔
の
書
典
を
貴
び
-t
み
な
先
習
に
牽
附
し
て
、
醸

し
く
す
る
に
玄
質
を
以
て
す
る
能
わ
ず

J

故
に
至
理
は
還
か
な
る

に
あ
ら
ざ
る
に
、
疑
い
て
以
て
自
ら
視
す。

あ
ら
ゆ
る
群
有
は
同
じ
く
冥
化
に
陶
せ
ら
る
。

何
ぞ
数
事
の
み

た
ず
な

濁
り
然
り
て
寓
化
の
輩
く
然
ら
ざ
ら
ん
や
。

:
・(
責
帝
の
〉
轡

(
舜
の
〉
龍
の
ご
と
く
潜
み
、

を
縦
い
ま
ま
に
し
て
天
に
升
り
、

ぁ

鳥
の
ご
と
く
臨
が
る
:・
を
観
る
に
、

亦
み
な
窮
一
脚
を
樺
と
な
す
に

由
る。

故
に
神
功
の
膳
ず
る
と
こ
ろ
は
伺
織
に
し
て
無
方
な
り

今
、
形
の
理
は
外
な
り
と
錐
も
其
の
感
に
随
い
て
起
滅
す
る
に
雷

り
て
は

ま
た

必
ず
人
力
の
致
す
所
に
非
ず
し
て
至
る
も
の
有

h
川
ノ
0

.

.

.
 

な
ど
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
哲
康
の
思
想
は
ζ

の
貼
に

お
い
て
も
六
朝
に
お
け
る
中
国
梯
教
の
展
開
に
一
つ
の
有
力
な
基
盤

を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
第
三
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
替
康
が
儒
教
の
聖
人
孔
子
に

謝
し
て
宗
教
哲
撃
的
な
新
し
い
性
格
づ
け
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る。

上
述
の
よ
う
に
哲
康
は
、
人
間
の
感
覚
知
究
に
よ
司
て
確
か
め

う
る
直
裁
的
な
世
界
の
ほ
か
に

そ
れ
を
超
え
、
も
し
く
は
そ
れ
を

包
む
幽
微
深
遠
な
世
界
l
彼
の
い
わ
ゆ
る
榊
祇
の
世
界
!
の
貰
在
性

を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
停
統
的
な
中
園
思
想
に
お
い

て
は
、
苦
康
の
養
生
論
に
封
す
る
批
判
者
た
ち
(
例
え
ば
、

向
秀

張
遡

・
院
侃
や
彼
の
兄
の
哲
喜
ら
)
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

乙
の

iJ、

そ
の
思
考
を
停
止
す
る

も
し
く
は
そ
れ
を

「
命
」

の
観
念
に
置
き
か
え
て

「
命
を
知
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よ
う
な
幽
微
深
遠
な

世
界
に
封
し
て
は

り」
、
「
命
に
安
ん
ず
る
」
こ
と
を
説
く
の
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ

た
。
乙
の
停
統
が
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
「
未
能
事
人
、
鷲
能
事
鬼
。
未

知
生
、
鷲
知
死
」
(
論
語
先
進
篇
)
、

あ
る
い
は

『
易
』

の

「
知
命
不

憂
」
(
繋
僻
上
)
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

こ
、

ー

ナ
~
し
，
刀

し
か
し
脅
康
は
自
己
の
批
判
者
た
ち
の
世
俗
的
現
貫
主
義

に
謝
し
て
も
運
命
決
定
論
に
封
し
て
も
断
乎
と
し
て
否
定
的
な
態
度

を
と
る
の
で
あ
る
。

替
康
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
決
し
て
超
越
的
な
世
界
の
理
法
に
封
し

て
無
智
で
あ

っ
た
の
で
も
そ
れ
を
否
定
し
た
の
で
も
な
か

っ
た
。
た

一
般
の
人
聞
に
は
そ
の
理
法
を
語

っ
て
も
理
解
出
来
な
い
か
、

だ



も
し
く
は
思
考
の
混
蹴
を
起
す
ぐ
ら
い
が
お
ち
な
の
で
、
そ
れ
を
隠

し
て
言
わ
な
か
ア
た
ま
で
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
紳
献
は
還
遠
に
し
て
、
吉
凶
は
明
ら
め
難
し
。
中
人
は
白

、

ら
掲
す
と
雄
も
そ
の
端
を
得
る
な
く
し
て
以
て
遣
に
惑
い
易
し
。

ゃ

故
に
夫
子
〔
孔
子
〕
は
答
在
来
聞
に
履
め
、
絡
に
一
脚
怪
を
慎
み
て

言
わ
ざ
り
き
。

ζ

こ
を
以
て
古
人
は
仁
を
物
に
顕
わ
し
、
用
を
身

に
離
す
。
そ
の
不
可
を
知
れ
ば
な
り
。
衆
の
共
に
非
と
す
る
と
ζ

ろ
な
る
が
故
に
之
を
隠
せ
り
。
彼
れ
明
か
に
す
る
と
ζ

ろ
に
非
れ

ば
な
り
。

と
乙
で
は
孔
子
は
哲
康
に
よ
っ
て
、
超
越
的
な
一
脚
祇
の
世
界
、
人
間

の
士
口
凶
繭
一
隅
が
そ
ζ

に
起
伏
す
る
幽
微
に
し
て
明
ら
め
が
た
い
形
而

上
的
な
世
界
の
理
法
を
僅
認
し
た
宗
教
哲
事
的
叡
智
の
所
有
者
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
ち
な
み
に
、
話
康
の
こ
の
よ
う
な

主
張
と
類
似
の
思
考
は
、
論
語
里
仁
篇
の
「
富
奥
貴
、
是
人
之
所
欲
L

に
封
す
る
解
種
、
「
蓋
し
季
世
の
貧
賎
を
悪
み
て
富
貴
を
好
み
、

す

未
だ
策
華
を
外
て
て
貧
賎
に
安
ず
る
能
わ
ざ
る
が
た
め
に
、
し
ば
ら

く
抑
え
て
そ
の
遣
に
由
ら
し
む
。
な
お
不
宇
は
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
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が
故
に
其
の
心
に
競
う
を
許
し
、
中
庸
は
得
べ

か
ら
ざ
る
が
故
に
其

〈
み

の
狂
謂
に
興
す
る
が
ご
と
し
。
此
れ
俗
の
談
の
み
」
に
も
指
摘
さ
れ

る

孫
縛
の
喰
遁
論
の

不
可
一
朝
而

「
聖
人
知
人
情
之
固
於
殺
、

息
。
故
漸
抑
以
求
厩
中
」
、
お
よ
び
慧
還
の
沙
門
祖
服
論
の
「
聖
人

因
て
釣
以
去
其
甚
」
な
ど
と
の
関
連
に
注
目
せ
よ
〉
。
そ
し
て
、
哲
康

の
ζ

の
よ
う
な
孔
子
に
封
す
る
理
解
の
仕
方
が
、

お
し

は
無
を
瞳
す
。
無
は
ま
た
訓
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
放
に
説
か
ざ

「
聖
人
〔
孔
子
〕

る
な
り
」
(
三
園
調
志
容
二
十
八
注
引
何
劫
「
王
弼
侍
」
)
と
答
え
た

王
弼
の
孔
子
に
封
す
る
哲
撃
的
な
性
格
づ
け
と
同
じ
系
列
の
上
に
立

つ
も
の
で
あ
る
ζ

と
は
勿
論
で
あ
る
が

そ
れ
は
ま
た
孔
子
が
悌
数

の
聖
人
〔
悌
〕
の
叡
智
を
寵
認
し
て
い
た
と
い
う
主
張
に
そ
の
ま
ま
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轄
用
出
来
る
論
理
で
も
あ
っ
た
。

現
に
調
音
傍
教
の
展
開
に
お
い

て
、
主
と
し
て
悌
数
側
の
宣
教
の
必
要
か
ら
儒
併
の
一
致
が
主
張
さ

そ
ζ

で
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
暫
康
の
こ
の
論
理

れ
る
と
き
、

が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

門
不
敬
王
者
論
の
「
(
聖
人
は
〉

所
に
郎
き
て
以
て
闘
鍵
と
な
し
、

我
々
は
そ
の
例
置
を
慧
遠
の
沙

み
な
其
の
身
の
耳
目
の
至
ら
ざ
る

視
聴
の
外
に
闘
せ
ざ
る
も
の
な

り
。
此
に
因
り
て
聖
人
の
意
を
求
む
れ
ば
、
内
外
の
道
、
合
し
て
明

慧
琳
の
均
善
論
の
「
是
を
以
て
周
孔
は
俗
を

か
に
す
べ
し
云
々
L

、

敦
く
し
て
覗
轄
の
外
に
闘
せ
ず
云
々
」
-

謝
盤
運
の
緋
宗
論
の
「
顔

(
回
)
を
謂
い
て
庶
幾
と
な
せ
ば
、
孔
(
子
〉
は
幾
せ
る
を
知
る
。
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:・
発
の
天
に
則
る
を
以
て
す
れ
ば
無
を
瞳
す
る
は
(
悌
に
〉
同
じ
云

」々

な
ど
に
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
六
朝
悌
教
の
儒

仰

一
致
諭
は
宮
康
に
そ
の
展
開
基
盤
を
も
っ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
第
四
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
哲
康
の
紳
仙
思
想
l
養
生
術

ー
に
見
ら
れ
る
強
い
質
践
的
な
性
格
で
あ
る。

彼
は
養
生
の
成
就
が

強
固
な
信
念
と
不
断
の
努
力
を
必
要
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

後
ま
で
自
己
の
志
を
貫
徹
す
る
人
間
の
少
な
い
こ
と
を
歎
い
て
、
衣

の
よ
』
つ
に
い
、
っ
。

(
常
人
は
)
た
と
い
養
生
の
事
宏
聞
く
も
断
ず
る
に
(
己
れ
の
〉

見
る
所
を
以
て
し
て
之
を
然
ら
ず
と
い
う
。

そ
の
次
は

狐
疑
し

て
、
少
し
く
庶
幾
す
と
雌
も
由
る
所
を
知
る
な
し
。
そ
の
衣
は
自

ら
カ
め
て
襲
を
服
す
る
も
、
半
年
一
年
に
し
て
努
し
て
ま
た
験
あ

中
路
に
し
て
復
た
躍
す
。
あ
る

a勺

い
は
之
に
盆
す
に
溝
治
を
以
て
し
て
之
を
油
ら
す
に
尾
閣
を
以
て

ら
ざ
れ
ば
、
志
は
以
て
厭
衰
し
、

し
、
坐
し
て
額
報
を
藍
ま
ん
と
欲
す
る
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
情

を
抑
え
欲
を
忍
び
、
祭
願
を
割
棄
す
る
も
、
噌
好
は
常
に
耳
目
の

前
に
在
り
て
希
う
と
乙
ろ
は
数
十
年
の
後
に
在
れ
ば
、

な
が
ら
失
わ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
内
に
猪
畿
を
慎
く
。
，(.) 

は叉
内ふ
におた
戟2つ

き
、
物
は
外
に
誘
う
。
交
除
し
て
相
傾
け
、

復
た
敗
る
る
者
あ
り
。
・:

か
く
の
ご
と
く
し
て

そ
れ
悠
々
た
る
者
は
既
に
未
だ
致
あ
ら
ざ
る
を
以
て
求
め
ず、

求
む
る
者
は
専
ら
に
せ
ざ
る
を
以
て
業
を
喪
う
。
偏
に
侍
む
者
は

粂
ね
ざ
る
を
以
て
功
な
く
、
術
を
追
う
者
は
小
選
を
以
て
自
ら
溺

る
。
・:

と
こ
で
哲
康
が
強
調
し
て

い
る
の
は
、
激
し
い
求
道
者
的
情
熱
と
そ

の
情
熱
を
現
質
化
す
る
強
靭
な
貫
践
的
意
志
で
あ
る
。
哲
康
に
お
い

て
、
養
生
の
成
就
と
は
神
仙
が
何
で
あ
る
か
を
抽
象
的
な
論
議
の
中
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で
模
索
す
る
観
念
的
な
神
仙
撃
で
は
な
く
て
、
自
ら
が
神
仙
に
な
ろ

う
と
し
、
神
仙
に
な
る
こ
と
に
向
己
の
生
活
の
す
べ
て
を
賭
け
る
一

種
の
宗
教
的
苦
行
で
あ

っ
た
。
彼
の
神
仙
思
想
は

こ
の
よ
う
な
貫

践
的
苦
行
的
性
格
に
お
い
て
従
来
の
中
園
知
識
人
の
紳
仙
思
想
と
直

別
さ
れ
る
大
き
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
友

人
で
あ
り
、
同
じ
く
竹
林
の
賢
人
と
よ
ば
れ
る
院
籍
の
紳
仙
思
想
と

も
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
院
籍
が
そ
の
奔
放
不
璃

な
放
蓬
任
誕
の
行
局
に
よ
っ
て
、
西
育
以
後
の
老
荘
的
デ
カ
ダ
ニ
ズ

ム
の
典
型
と
さ
れ
る
の
に
封
し
て
、
哲
康
は
む
し
ろ
こ
の
デ
カ
ダ
ニ

ズ
ム
に
批
判
的
な
葛
洪

・
劉
現
・
王
義
之

・
郁
超

・
戴
謹
ら
と
連
な

喝 i
ふ.，



る
一
つ
の
思
想
的
な
系
列
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
院
籍
が

世
説
任
誕
篇
に
多
く
の
逸
話
を
載
せ
ら
れ
て

い
る
の
に
封
し
て
脅
康

の
逸
話
は
そ
こ
に
全
く
見
ら
れ
ず
、
劉
現
が
老
荘
の
虚
談
を
批
判
し

て
院
籍
を
「
妄
作
」
と
き
め
つ
け
な
が
ら
、
替
康
に
は
言
及
し
て
い

な
い
事
貫
(
答
虚
謹
書
〉
な
ど
も

と
の
場
合
注
目
に
慣
す
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
貌
奮
の
悌
教
が
全
瞳
と
心
て
は
老
荘
的
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム

を
批
判
す
る
誠
買
な
人
生
探
究
の
努
力
と
し
て
、
む
し
ろ
儒
家
思
想

と
接
近
し
つ
つ
士
大
夫
吐
曾
に
着
賞
な
地
歩
を
築
い
て
い
っ
た
事
貫

ー
例
え
ば
郁
超

・
戴
達

・
沼
寧

・
王
坦
之
等
の
悌
数
信
仰
、
さ
ら
に

は
盛
山
教
圏
の
周
績
之

・
劉
遺
民

・
宗
嫡
ら
の
悌
教
信
仰
を
参
照
ー

を
考
慮
す
れ
ば
、
智
康
の
神
仙
に
劃
す
る
求
道
者
的
情
熱
と
苦
行
的

貫
践
の
強
調
と
は
、

ζ

れ
を
精
神
史
的
に
見
る
場
合
、
六
朝
傍
教
の

受
容
と
展
開
に
全
く
無
閥
係
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
康
が
神

仙
に
託
し
た
情
熱
は
、
悌
教
者
が
理
迦
併
も
心
く
は
浬
脚
滑
に
劃
す
る

そ
の
苦
行
的
貫
践
の
強

渇
仰
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
あ
り
、

調
は
、
戒
律
に
服
し
て
巌
し
い
傍
道
修
行
に
世
俗
的
快
築
を
断
減
し

よ
う
と
す
る
悌
数
沙
門
の
生
活
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
現
替
の
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傍
教
に
お
い
て
特
に
戒
律
を
重
視
し
、
悌
教
の
貰
践
的
性
格
を
巌
し

く
強
調
し
た
鹿
山
の
慧
遠
が
、
哲
康
の
著
作
を
精
讃
し
て
い
る
の
も

理
由
の
あ
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
慧
遠
文
集
課
注
|

一
九
六

O
年
創
文
吐
刊
「
慧
遠
研
究
遺
文
篇
」
所
牧
ー
を
参
照
)
。

そ
の
第
五
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
哲
康
が
嘗
時
の
知
識
一
枇
曾
の

一運
命
論
者
た
ち
l
人
間
の
吉
凶
繭
一踊
を
運
命
的
な
も
の
と
み
て
人
力

の
時
外
に
置
こ
う
と
す
る
も
の

l
に
劃
し
て
、
人
間
の
主
題
的
な
努

カ
の
効
果
を
強
調
し
、
行
局
の
善
悪
と
士
口
凶
繭
稿
と
の
聞
に
必
然
的

な
閥
係
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
い
う
、

唐
虞
の
世
は
(
民
の
寄
〉
命
、
何
ぞ
同
じ
く
延
か
り
し
ゃ
。
長

卒
の
(
坑
〉
卒
は
(
蕎
)
命
何
ぞ
同
じ
く
短
か
か
り
し
ゃ
。
此
れ

吾
の
疑
う
と
こ
ろ
な
り
。
も
し
論
ず
る
と
こ
ろ
の
如
く
ん
ば
、
慣

一113-

し
む
こ
と
曾
(
参
)
顔
(
淵
〉
の
ご
と
し
と
雄
も
踊
を
克
る
る
を

得
ず
、
悪
は
築
制
の
ご
と
き
も
故
よ
り
ま
さ
に
昌
蛾
ゆ
ベ
し
。
吉

凶
素
と
定
り
て
推
移
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
古
人
は
何
ぞ
積
善

ふ

の
家
に
必
ず
徐
慶
あ
り
、
信
を
履
み
順
を
思
え
ば
天
よ
り
之
を
描

く
と
言
い
し
ゃ
。
必
ず
善
を
積
み
て
而
る
後
に
一
一
踊
臆
じ
、
信
者
れ

て
而
る
後
に
一
耐
の
来
る
は
、
な
お
罪
の
罰
を
招
き
、
功
の
賞
を
致

す
が
ご
と
き
な
り
。
い
や
し
く
も
先
ず
積
み
て
而
る
後
に
報
を
受

く
る
こ
と
の
事
理
の
得
る
と
と
ろ
な
ら
ば
、
聞
に
自
ら
之
に
遇
う

と
震
さ
ず
。
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彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
行
震
が
報
を
受
け
る
こ
と
、
人
間
の
行
震

の
善
悪
が
一
踊
と
罰
と
を
受
け
る
こ
と
は
必
然
の
道
理
で
あ
り
、
決
し

て
偶
然
(
闇
自
遇
之
〉

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
局
の
善
悪
と
吉
凶

禍
一
臓
の
報
臨
と
の
聞
に
は
必
然
的
な
因
果
関
係
が
あ
り
、

そ
の
閥
係

は
固
法
を
犯
せ
ば
罰
を
受
け
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

か
く
て
哲
康
に

よ
れ
ば
、
吉
凶
繭
一
繭
は
人
間
の
行
矯
に
よ
っ
て
左
右
し
う
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
普
康
の
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、

(w
R
5
8
)
の
概
念
を
導
入
す
れ
ば
、

そ
こ
に

「
業
」

そ
の
ま
ま
六
朝
併
教
の
報

臆
因
果
の
論
議
と
な
る
で
あ
ろ
う
(
孫
紳
の
険
道
論
の
「
君
明
臣
公

:
・
猫
能
令
善
悪
得
所
、
曲
直
不
濫
。
況
榊
明
所
在
、
無
遠
近
幽
深
、

聴
明
正
直
、
罰
悪
耐
義
官
者
哉
。
故
事
萱
之
功
、
錨
鉢
之
銀
、
報
臨
之

期
、
不
可
得
而
差
突
」
お
よ
び
、
都
超
の
奉
法
要
、
慧
還
の
三
報
論
、

明
報
臨
論
、
宗
畑
の
明
俳
論
等
に
お
け
る
報
臆
因
果
論
を
参
照
)
。

と
の
問
題
に
関
連
し
て
我
々
の
今
一
つ
注
目
す
べ
き
貼

は
、
上
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
哲
康
が
人
間
の
行
矯
と
行
局
の
結

な
お

果
と
の
聞
に
「
交
」
|
直
哉
的
に
そ
の
結
果
の
あ
ら
わ
れ
る
も
の

l

と
「
除
」
l
一
定
の
期
聞
を
お
い
て
そ
の
結
果
の
あ
ら
わ
れ
る
も
の
|

の
二
つ
を
考
え
、
後
者
を
感
覚
知
覚
を
超
え
た
幽
微
な
世
界
と
闘
連

づ
け
て
説
明
し
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

ゆ
る

常
人
の
情
は
、
遠
け
れ
ば
大
な
り
と
雌
も
之
を
忽
が
せ
に
せ
ざ

る
は
な
く
、
近
け
れ
ば
小
な
り
と
錐
も
之
を
存
せ
ざ
る
は
な
し
。

-
:
檀
禁
〔
刑
罰
〕
は
「
交
」
な
れ
ば
小
と
難
も
犯
さ
ず
、
身
餓
〔
情

欲
〕
は
除
な
れ
ば
大
と
雌
も
棄
て
ず
。
:
・
智
者
は
則
ち
然
ら
ず
。
.

交
除
の
理
閉
じ
き
が
故
に
遠
き
に
備
う
る
ζ

と
近
き
が
ご
と
く

し
、
微
を
慎
し
む
こ
と
著
れ
た
る
が
ご
と
く
す
。

と
い
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
傍
教
に
い
わ
ゆ
る
現

報
・
生
報
・
後
報
(
慧
還
の
三
報
論
を
参
照
)
の
数
読
を
理
解
す
る

思
想
的
基
盤
と
な
やり
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
の
盛
山
数
園

(
例

-114-

え
ば
周
績
之
の
難
理
疑
論
、

宗
摘
の
明
悌
論
等
)
で
と
の
「
交
」

「
験
」

の
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
事
貫
も
、
我
々
の
注
目

を
引
く
に
充
分
で
あ
る
。
替
康
の
思
想
は
こ
の
貼
に
お
い
て
も
六
朝

悌
教
の
受
容
と
掻
取
に
一

つ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ

ろトっ。

....... 
J、

さ
て
、
以
上
私
は
哲
康
の
思
想
の
六
朝
悌
数
の
展
開
に
封
す
る
影

響
ー
替
康
の
思
想
が
六
朝
に
お
け
る
悌
教
の
受
容
と
展
開
に
封
し
て

ど
の
よ
う
な
思
想
的
基
盤
を
輿
え
て
い
る
か
の
問
題
ー
に
閲
し
て
そ



の
特
に
注
目
さ
れ
る
幾
つ
か
の
貼
を
指
摘
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
要
す
る
に
、
普
康
に
お
い
て
神
仙
と
は
一
種
の
超
越
的
な
存

そ
れ
は
日
常
的
な
る
も
の
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味

在
で
あ
り
、

に
お
い
て
、
も
し
く
は
、
世
俗
的
な
る
も
の
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

一
種
の
宗
教
的
な
性
格
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
哲
康
は
こ
の
よ
う
な
神
仙
に
な
る
こ
と
を
自
己
の
志

と
し
、
そ
の
質
現
に
求
道
者
的
情
熱
を
抱
く
と
共
に
、
強
靭
な
意
志

と
不
屈
の
努
力
に
よ
る
苦
行
的
質
践
を
企
園
し
た
の
で
あ
る
が
、
哲

康
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
榊
仙
は
、
既
に
こ
の
嘗
時
の
中
国
祉
舎
が

受
容
し
て
い
た
僻
教
に
お
け
る
理
迦
併
、
も
し
く
は
樺
迦
併
の
詮
悟

し
た
浬
紫
(
ロ
ル
ミ
吉
田
)

の
境
地
と
共
遁
の
地
卒
に
立
ち
う
る
ま
で

に
宗
数
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す

れ
ば
、
哲
康
の
紳
仙
に
閲
す
る
理
設
は
、

「
神
仙
」

を

「
悌
」
と
い

う
言
葉
に
置
き
か
え
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
首
時
の
中
国
人
の
悌
数
受
容

の
足
場
と
な
り
得
る
程
度
に
ま
で
強
い
宗
教
哲
率
的
性
格
を
も
つ
に

至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
の
苦
悩
と
悲
哀
の
凝
視
に
お
い

て
、
士
口
凶
禍
一
臓
の
起
伏
す
る
幽
微
な
る
世
界
の
貫
在
性
の
肯
定
、
積

善
吉
報
、
積
悪
凶
報
の
因
果
的
必
然
性
の
強
調
に
お
い
て
、

あ
る
い
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は
ま
た
紳
仙
と
な
る
た
め
の
貫
践
的
修
行
の
重
視
や
俗
の
世
界
〔
政

治
倫
理
の
世
界
〕
に
釘
す
る
遭
の
世
界
〔
宗
教
的
真
理
の
世
界
〕
の

優
位
の
主
張
等
に
お
い
て
、
哲
康
の
思
索
と
論
議
と
は
、

た
と
い
悌

数
の
数
説
ほ
ど
の
精
微
さ
と
深
遠
さ
は
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

と
も
か
く
彼
の
内
面
的
生
活
に
お
い
て
神
仙
が
併
と
共
通
の
宗
教
的

地
卒
に
立
ち
う
る
ま
で
に
は
深
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
事
貫

は
六
朝
に
お
け
る
傍
教
の
受
容
と
展
開
を
考
え
る
上
に
我
々
の
何
よ

り
も
先
ず
注
目
す
べ
き
貼
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
論
述
と
表
裏
を
な
す
こ
と
で
は
あ
る
が
、
哲

康
の
思
想
の
六
朝
悌
数
に
封
す
る
影
響
如
何
の
問
題
を
考
え
る
場
合

-115一

に
、
我
々
の
い
ま
一
つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

こ
の
よ

う
な
哲
康
の
思
想
そ
れ
自
身
の
内
容
も
し
く
は
性
格
と
共
に
、
稲
山
康

の
六
朝
思
想
史
金
曜
に
占
め
る
重
要
な
地
位
で
あ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
六
朝
思
想
史
は
そ
れ
が
六
朝
の
貴
族
枇
曾
を
基

盤
と
し
て
成
立
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
貴
族
の
サ

ロ
ン

(
例
外
的

に
は
山
林
も
し
く
は
寺
院
〉

を
舞
蓋
と
し
て
展
開
し
て
い
る
離
か

ら
、
こ
れ
を
幾
つ
か
の
特
徴
的
な
思
想
家
、
文
撃
者
の
グ
ル
ー
プ
を

ピ
l
ク
と
し
て
そ
の
展
開
も
し
く
は
推
移
を
迩
*
つ
け
る
と
と
が
出
来

る
と
思
う
が
、
そ
の
ピ
l
ク
と
し
て
私
が
一
お
う
考
え
る
の
は
、
西

奮
の
石
崇
の
金
谷
園
の
別
竪
を
中
心
に
し
て
集
ま

っ
た
陸
機
・
陸
雲
・
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活
岳

・
左
思

・
欧
陽
建
ら
の
金
谷
グ
ル
ー
プ

王
術
の

サ
ロ
ン

を
中

心
に
集
ま

っ
た
郭
象

・
庚
猷

・
院
贈
ら
の
グ

ル
ー
プ
、
東
奮
の
王
義

之
の
曾
稽
に
お
け
る
別
壁
を
中
心
に
集
ま
っ
た
謝
安

・
孫
綜

・
支
遁

・
郁
超
ら
の
蘭
亭
グ
ル

ー
プ
、
嵐
山
の
慧
遠
を
中
心
に
集
ま

っ
た
宗

朗
・

雷
次
宗

・
周
績
之

・
劉
遺
民
ら
の
鹿
山
グ
ル

ー
プ、

宋
の
盛
陵

王
義
国県
在
中
心
に
集
ま
っ
た
謝
盤
運

・
顔
延
之

・
慧
琳
ら
の
グ
ル

l

プ
、
南
弼
の
寛
陵
王
子
良
を
中
心
に
集
ま

っ
た
沈
約
・
謝
眺

・
任
肪

・
王
融

・
沼
縮
ら
の
西
邸
グ
ル

ー
プ、

梁
の
武
帝
の
宮
廷
を
中
心
と

す
る
徐
勉

・
粛
珠

・
王
借
捕

・
何
網

・
賀
現

・
明
山
賀
ら
の
グ

ル
l

プ
な
ど
で
あ
る
。

(
勿
論
こ
れ
ら
の
ピ

ー
ク
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ

り

こ
の
ほ
か
に
も
適
首
に
ピ
l
ク
を
立
て
得
る
こ
と
、
ま
た
、
こ

れ
ら
の
グ
ル

ー
プ
か
ら
離
れ
て
濁
自
の
立
場
を
守

っ
た
思
想
家
、
例

え
ば
葛
洪
、
陶
淵
明
ら
を
重
現
す
べ
き
こ
と
は
首
然
で
あ
る
が
、
今

の
私
と
し
て
は

一
お
う
と
れ
ら
七
つ
ほ
ど
の
ピ
l
ク
を
考
え
て
み
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
)
。

そ
し
て

こ
れ
ら
の
グ

ル
ー
プ
に
共
通
し
た
特
徴
は
、
そ
の
成
員
が
任
意
に
集
ま
り
う
る
特

定
の
場
所
を
も
ち
、
そ
の
場
所
で
特
定
の
テ

l
マ
に
閥
す
る
議
論
も

し
く
は
諭
字
を
行
い
、

し
か
も
そ
れ
が
現
質
の
政
治
や
経
慣
に
闘
す

る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
贋
く
人
間
存
在
や
天
地
自
然
の
根
源
的
な
理

法
に
閥
す
る
哲
撃
的
な
問
題
を
テ

l
マ
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ

と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
グ
ル

ー
プ
が
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
悌
数

⑬
 

と
閥
連
を
も

っ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
我
々

の
注
目

す
べ
き
貼
は
、
こ
の
よ
う
な
幾
つ
か

の
グ

ル
ー
プ

の
思
想
史
的
な
源

流
と
し
て
、
富
康
を
中
心
と
す
る
竹
林
の
遊
び
の
グ
ル

ー
プ
が
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
竹
林
の
遊
び
は
、
年
齢
性
格
を
異

⑬

ぬ

に
し
、
政
治
的
思
想
的
立
場
を
必
ず
し
も
同
じ
く
し
な
い
数
人
も
し

く
は
十
数
人
の
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

彼
ら
は

一
つ
の
グ

ル
ー
プ
を
構
成
し
て
行
動
し
、
特
定
の
場
所

(竹

po 
''A 

噌

E
A

林
山
海
、
時
に
は
個
人
の
屋
舎
)
に
集
ま

っ
て
激
し
い
論
議
を
た
た

⑮
 

か
わ
し
、
そ
の
論
字
の
テ
1
7
は、

一
肺
仙
の
有
無
、
家
宅
に士
口凶
あ

り
ゃ
な
し
ゃ
、
立目
撃
に
哀
幾
あ
り
や
否
や
、
事
聞
を
好
む
の
は
人
間

の
自
然
性
か
否
か
、
智
恵
は
勇
気
を
粂
ね
う
る
か
否
か
等
々
の
哲
率

的
形
而
上
率
的
な
問
題
に
闘
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

替
康
の
竹
林
の
遊
び
は
荘
子
の
治
遣
の
遊
び
を
竹
林
山
海
の
遊
び

と
し
て
貫
践
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り

そ
の
遊
び
に
は
人
生
と

宇
宙
の
根
源
的
な
異
理
に
闘
す
る
哲
率
的
な
論
議
や
音
楽
の
弾
奏
と

い
う

襲
術
的
な

行
矯
ま
で
包
含
さ
れ
て
い
た
が

こ
れ
ら
の
。
遊

び
。
が
軍
一
の
個
人
の
行
動
と
し
て
で
な
く
、
グ
ル

ー
プ
を
構
成
し



て
い
る
と
こ
ろ
に
劃
期
的
な
意
味
が
あ
り
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
性
と
遊

行
性
、
哲
撃
性
と
襲
術
性
と
に
お
い
て
六
朝
貴
族
の
行
動
様
式
と
内

面
的
志
向
に
適
合
す
る
最
も
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
現
に
我
々
は
石
崇
の
金
谷
の
遊
び
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ま
た

グ
ル

ー
プ
に
お

い
て、

王
義
之
の
蘭
亭
の
遊
び
に
お
い
て
、

さ
ら
に
は
ま
た
粛
子
良
の
西
邸

そ
の
集
ま
り
の
場
所
こ
そ
竹
林
と
は
異
な

れ
、
竹
林
の
遊
び
と
共
通
し
た
多
く
の
勲
、
竹
林
の
遊
び
が
そ
の
源

流
と
な
り
、
哲
康
が
彼
ら
の
憧
慣
と
な

っ
て
い
る
多
く
の
事
買
を
看

取
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う。

哲
康
の
組
交
書
に
お
け
る
「
今

時
奥
親
奮
叙
閥
、
陳
説
卒
生
、

と
王
義
之
の
輿
謝
寓
書
の

濁
酒

但
願
守
晒
巷
、
教
養
子
孫
、

一
杯
、
〆
弾
琴

一
曲
、

志
願
畢
失
」

植
桑
果
、

今
盛
敷
祭
。

B
A則
。

雄
植
徳
無
殊
遡
、

率
諸
子

抱
弱
孫
、

瀞
観
其
問
、

:・
以
娯

猫
欲
数
養
子
孫
、

-・
・
頭
養
閑
暇
、

衣
食

之
徐
、
欲
輿
親
知
、
時
共
催
議
、
雄
不
能
輿
言
高
詠
、
街
杯
引
浦
、

語
田
里
所
行
、
故
以
矯
撫
掌
之
資
:
・
L

(

陶
淵
明
の
婦
去
来
今
鮮

を
も
参
照
せ
よ
〉
、

の
連
閥
、
さ
ら
に
は
、

王
義
之
の
関
亭
詩
序
と
石
崇
の
金
谷
園
詩
序
と

る
王
導
の
愛
重
(
世
読
文
皐
篇
)
、

ま
た
枕
山
康
の
養
生
論
と
整
無
哀
築
論
に
封
す
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す
る
傾
倒

周
績
之
の
奮
康
の
高
土
停
に
封

(
宋
書
容
九
十
三
周
績
之
停
〉
、
顔
延
之
の
五
君
詠
と
沈

約
の
七
賢
論
に
お
け
る
続
出
康
の
讃
美
、
粛
子
良
が
替
康
の
酒
杯
を
珍

重
し
(
梁
書
容
五
十

一
何
貼
停
〉
、

梁
の
武
帝
が
陸
探
微
に
替
康
の

像
を
聾
か
せ
て
い
る
事
貫
(
梁
書
魯
四
十
八
伏
豊
容
侍
)
な
ど
が
そ

⑫
 

の
一
宇
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
哲
康
の
六
朝
思
想
史
の
展
開
に
お
い

も
し
く
は
そ
の
占
め
る
位
置
は
、
従
来
考
え
ら
れ

て
果
し
た
役
割
、

て
い
た
よ
り
も
遺
か
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
従
来
の
六
朝
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
王
弼

・
何
嬰
の
存

在
が
そ
の
展
開
の
基
貼
と
し
て
特
に
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
そ

勾

d
唱

i
噌

E
4

れ
と
し
て
充
分
に
理
由
の
あ
る
と
と
で
あ
る
が

し
か
し
智
康
の
六

修

朝
思
想
史
に
占
め
る
地
位
の
重
要
性
は
、
彼
が
と
く
に
聾
術
の
世
界

と
密
接
な
闘
連
を
も
っ
て
い
る
貼
に
お
い
て
、

ま
た
彼
の
哲
皐
的
思

索
と
論
議
の
す
ぐ
れ
て
撤
密
な
論
理
性
に
お

い
て
、
さ
ら
に
は
ま
た

そ
の
思
想
の
誠
買
な
宗
教
的
性
格
等
に
お
い
て
、
彼
ら
二
人
を
蓮
か

に
凌
ぐ
深
さ
と
豊
か
さ
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
小
論
の
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
六
朝
思
想
史
に
お
け
る

最
も
特
徴
的
な
事
買
の
一
つ
が
、
悌
教
と
極
め
て
密
接
な
連
闘
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
六
朝
思
想
史
の
全
檀
に
お
い
て
脅
康

の
占
め
る
地
位
が
こ
の
よ
う
に
大
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
税
山
康
の



470 

六
朝
悌
教
の
展
開
に
封
し
て
果
し
た
役

割
も
ま
た
看
過
す
る
こ
と

の

出

来
な
い
重
要
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

① 

ロ
ロ
ロ
同
E

E
C
-N
B出
口
・
戸
田
〈

5
2
一
印
刷
V

巾
口
広
巾

ι巾
出
戸
一
巧
回
口
問
(
巴
勾
)

は
、
こ
れ
ま
で

の
智
康
に
閲
す
る
仰
記
的
研
究
の
中
で
は
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
成
果
を
示
し
て
い

る
。
い
ま
と
れ
を
参
考
し
つ
つ
、
そ
の
不
備

(特
に
晩
年
の
智
康
の
生
活
)
を
補
足
し
た
。

形
式
は
絶
交
番
と
な
っ
て
い
る
が
、
賀
際
は
紹
交
を
宣
言
し
て
累
を
友

人
民
及
ぼ
す
ま
い
と
し
た
智
康
の
苦
慮
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
智
康

が
死
に
臨
ん
で
、
わ
が
死
後
は
山
総
を
父
と
頼
め
と
子
の

管
紹
を
誠

め、

山
内経
が
そ
の
期
待
に
答
え
て

い
る
の
を
参
照
(
世
設
政
事
第
。
否

書
山
地問
停
)
。

侯
外
盛
氏
等
著
「
中
園
思
想
通
史
」
第
三
谷

二

一
八
|
九
頁
参
照
。

北
山
は
水
経
注
品
也
九
清
水
位怖の
記
述
に
よ
れ
ば
共
北
山
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
三
闘
志
谷
二
十
一

注
に
は
、
「
康
、
薬
を
共
北
山
中
に
採
る
」
と

あ
る
。
ζ

の
山
氏
は
脅
威
が
か
つ
て
数
を
請
う
た
仙
者
孫
登
が
緩
ん
で

い
た
と
い
う
。
北
山
の
阿
と
は
河
内
の
山
陽
を
斥
す
。

貌
の
武
帝
前
回
操
は
省
康
と
同
じ
く
諜
の
人
で
あ
り
(
三
図
説
志
武
帝

紀
)
、
こ

の
地
を
根
接
地
と
し
て
勢
力
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
祉
団
康
の
父
の
智
昭
は
恐
ら
く
商
人
、
も
し
く
は
軍
糧
を
支
配
し
う

る
経
済
的
寅
力
者
と
し
て
創
業
期
の
曹
操
を
援
助
し
た
功
績
を
も
っ

て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
丘
倹
が
品
田
康
の
郷
里
に
近
い
蒋
春
で
兵
を
翠
げ

た
と
き
、
祉
団
康
が

乙
れ
に
呼
感
せ
ん
と
し
て
「
有
力
」
と
記
さ
れ
て
い

る
「
力
」
も
、
乙
れ
と
閥
迎
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
園
志
省
二
十

一
注
引

「
世
話
」
参
照
。

② ①①  ① 

① 

奥
山

E
源
紹
交
替
は
「
吾
新
失
母
兄
之
赦
」
と
あ
り
、
恩
親
詩
に
「
嵯

母
兄
令
永
潜
灘
、
想
形
容
令
内
催
傷
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
山
首
康
に

は
司
馬
膏
の
軍
に
入
っ
て
後
に
揚
州
刺
史
・
太
僕
宗
正
卿
と
な
っ
た
兄

魯
喜
の
ほ
か
に
、
幽
憤
詩
の
中
で

「
嵯
余
薄
結
、
少
迎
不
造
、
・・母
兄

鞠
育
、
有
慈
無
威
」
と
回
顧
し
て
い

る
も
う

一
人
の
兄
が
居
て、

脅
威

よ
り
先
に
死
亡
し
た
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
思
親
詩
や
紹
交
番
に
記

さ
れ
て
い
る
兄
も
恐
ら
く
脅
喜
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
失
敬
」
と

い
い
「
潜
燕
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
省
喜
と
の
別
離
を
永
久
の
も
の

と
み
て
|
贈
兄
入
軍
詩
に
「
徒
恨
永
雌
」
と
あ
る
の
を
参
照
母
と
の

死
別
に
合
せ
て
ζ

の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
骨
四
康
に
と

っ
て
、
首
時
の
暗
く
険
し
い
政
治
枇
曾
の
渦
中
に
身
を
投
じ
た
兄
脅
喜

と
の
別
離
は
、
死
別
に
等
し
い
も
の
と
意
識
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

福
井
康
順
氏
「
道
数
の
基
礎
的
研
究
」
第
四
章
の
う
ち
漢
末
三
園
の
併

数
の
項
を
参
照
。

中
園
例
数
の
初
期
に
お
け
る
漢
人
沙
門
、
例
え
ば
般
例
調

・
支
孝
砲
な

ど
が

乙
の
地
域
か
ら
出
、
ま
た
六
朝
時
代
の
士
大
夫
で
徐
州
刺
史
と
な

っ
た
も
少
に
隣
教
に
闘
心
を
も
っ

た
者
の
多
い
事
寅
な
ど
を
参
照
。
例

え
ば
箔
寧
、
王
坦
之
な
ど
。

例
え
ば
、
安
世
高
の
安
般
守
怠
経
そ
の
他
三
千
四
部
凡
四
十
答
。
支
曜

の
成
具
光
明
経
一
部
一
容
。
支
婁
迦
識
の
道
行
経
十
省
、
般
舟
三
味
経

一
省
、
首
梼
巌
三
味
経
二
谷
等
計
十
三
部
凡
二
十
七
容
。
安
玄
の
法
鏡

経
。
康
孟
詳
の
中
本
経
の
課
出
な
ど
。

例
え
ば
、
宗
痢
の
明
仰
論
に
は
「
劉
向
列
仙
柑
眠
、
七
十
四
人
在
例
経
」

と
あ
り
、
ま
た
、
「
康
成
之
富
田
、
至
道
之
粉
、
抑
制
釘
冥
冥
、
卸
首
拐

鍛
三
昧
突
。
得
吾
道
者
、
上
篤
皇
、
下
翁
玉
、
卸
亦
随
化
升
降
、
震
飛

一118一

⑦ ③ ① ⑬ 
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⑬ 

行
皇
帝
鞠
輪
聖
王
之
類
也
云
々
」
と
あ
る
。

例
え
ば
、
三
園
貌
志
省
入
張
魯
傍
注
に
引
く
典
略
に
「
太
卒
道
者
、
師

持
九
節
杖
、
震
符
祝
、
数
病
人
叩
頭
思
過
云
々
」
と
あ
り
、
後
漢
書
各

百
一
{呈
甫
瀦
仰
に
、
「
初
銀
鹿
張
角
、
自
務
大
賢
良
師
、
奉
事
賀
老
道
、

畜
養
子
弟
、
脆
奔
首
過
、
符
水
況
設
以
療
病
云
々
」
、
ま
た
世
説
徳
行

篇
に
、
「
道
家
上
章
、
感
首
過
」
と
あ
る
の
な
ど
を
参
照
。

注
の
⑬
を
見
よ
。

王
義
之
の
蘭
亭
グ
ル
ー
プ
以
下
が
例
数
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
乙
と
は

特
に
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
石
崇
が
傍
数
を
信
じ
て
い
た
こ

と
は
、
正
題
論
(
弘
明
集
倉
一
)
に
「
石
崇
奉
例
亦
至
、
而
不
調
見
族
株

云
々
」
と
あ
り
、
ま
た
「
雄
託
名
事
悌
而
了
無
禁
戒
云
々
」
と
あ
る
。

ま
た
、
高
僧
附
博
品世
四
支
孝
施
俸
に
よ
れ
ば
、
庚
獄
、
既
婚
は
沙
問
の
支

孝
稿
と
「
並
び
に
知
音
の
交
わ
り
を
結
ぴ
云
々
」
と
あ
る
。

例
え
ば
、
山
瀦
と
王
戎
と
は
三
十
徐
り
も
年
齢
の
差
が
あ
り
、
時
智
康
は

山
湾
よ
り
十
八
歳
若
く
、
玉
戎
よ
り
十
歳
年
長
で
あ
る
。
ま
た
、
向
秀

は
智
康
の
性
格
を
「
志
遠
而
疎
」
と
許
し
(
文
遺
品
世
十
六
思
奮
賦
序
)
、

智
康
は
自
ら
の
性
格
を
「
直
性
狭
中
」
と
し
、
山
議
の
性
格
を
「
傍

通
、
多
可
而
少
怪
」
、
既
籍
の
性
格
を
「
至
性
過
人
、
奥
物
無
傷
」
と

評
し
て
い
る
(
奥
山

E
源
紹
交
番
)
。

例
え
ば
、
智
康
は
曹
貌
の
王
室
の
姻
威
、
山
議
は
司
馬
畜
の
王
室
の
姻

戚
で

1
(

高田
舎
后
妃
侍
宜
穆
張
皇
后
の
僚
を
参
照
)
、
政
治
的
立
場
を
全

く
異
に
し
、
ま
た
、
世
田
康
と
向
秀
、
呂
安
、
院
侃
ら
の
聞
に
は
、
智
康

集
に
載
せ
る
幾
つ
か
の
論
争
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

一脚
仙
や
自

然
の
問
題
に
闘
し
て
、
ま
た
、
人
聞
の
欲
望
串
や
運
命
の
問
題
な
ど
に
関

し
て
大
き
な
見
解
の
栂
異
が
あ
っ
た
。

⑬⑫  ⑬ ⑬ 

⑬ 

曲
四
康
が
宅
無
吉
凶

am生
に
関
し
て
論
争
し
た
院
侃
に
奥
え
た
詩
に
、

「
良
時
選
吾
子
、
談
慰
臭
如
開
。
不
信
卒
永
艇
、
念
隔
侵
増
歎
、
部
人

忽
以
逝
、
匠
石
段
不
言
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
品
智
康
相指
に
載
せ
る
幾

つ
か
の
論
容
は
、
彼
ら
の
寅
際
の
論
議
を
後
に
文
章
と
し
て
ま
と
め
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

管
出
陣
の
思
想
の
六
朝
思
想
史
の
展
開
に
謝
す
る
具
圏
直
的
な
影
響
、
も
し

く
は
竹
林
グ
ル
ー
プ
と
金
谷
、
蘭
亭
、
西
邸
等
の
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

と
の
思
想
史
的
運
開
性
に
つ

い
て
は
、

世桐
を
改
め
て
詳
論
す
る
つ
も
り

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
般
の
都
合
で
、
そ
の
一
牟
を
象
徴
的
に
一
貸
す

る
に
止
め
た
。

⑫ 
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The Hsiang-ping郷兵at the Close of the Northern Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　

ＭｉｃｈｉｏＴａｎｉｚａｗａ

　　　

Ｔ＼ieｆｕ-ｐｉｎｓ府兵or provincial guards created in the middle of the

sixth century by Western Wei constitute ａ good material for studying

the nature of the Sui and Ｔ‘ang Dynasties. There are not ａ few stu-

dies on the origin of the /ｓ一ｐｉｎｇ　ｓystem.One of the theories is that

tｈｅμt-か<ing system sprang up from the provincial guards or militia

organized under the leadership of the gentry, i.＆.，ｈｓｉａｎＢ一ｐｉｎｇ，　ａｎｄ

this theory has been causing controversy. The present　author, w^ho

is inclined to support the ｈ％ｉａｎｅ一恒肴ｇorigin of the ｆｕ-ｐｉｎｓｓｙｓtem,

discusses the structure of Ｍｉａｎｅ-ｐｉｎｅbands in their historical develop-

ment. In the critical period of the Northern Wei Dynasty the gentry

of north China, who were facing ａ crisis as ａ social class, picked up

strong people　from among the fellow-provincials, and organized them

into

　

military organization. Consequently, the　relations　between　the

leader

　

and

　

the

　

soldiers were rather free as compared ■with those in

the oldeｒ　ｐｉｎｅ-ゐｓ兵戸(military household) system. The ｈｓｉａｎｇ一1，緬ｇ

■were given certain official ranks according tｏ'their capabilities as pre-

scribed by the Northen Wei Government, and this principle ■was also

applied to the lowly who were under the rule of the gentry, leading to

ａ change in ａ status-bound society where lineage predominated. The

gentry ■who came largely from the clans of noble lineage conceded the

increasing demand of the people for lifting social discrimination. This

concession on the part of the gen廿ｙ･in turn･ resulted in consolidating

their own power･and paved the ゛ａｙto the birth of the Sui and Ｔ‘ang

aristocracy･

　　　　　　　　　　　

Hsi Ｋ‘ang 岱康and Buddhism

　　

―Hsi Ｋ‘angin the History of Thought of the Six Dynasties―

　　　　　　　　　　　　　　　

MitｓｕiiFｕkｕｎａｇａ

　　

In the present article the author tries to interpret the thought of

Hsi K‘ang in the light of ａ new historical approach, including the

history of Chinese Buddhism, and to evaluate his thought in the con-
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text of the history of Buddhism and that of thought at large in the

Six Dynasties. With this in view the author analyzes the impact of

Buddhism on Hsi K‘ang on the one hand and his influence on Chinese

Buddhism on the other. With regard to the firstpoint the author makes

close examination of Hsi K‘ang'slife so far as it relates to Buddhism,

while as to the second Hsi K‘ang's Taoistic philosophy―realization of

eternal life―isｅχploredin order to ascertain what role Hsi K‘ang played

in the Siχ Dynasties in introducing and developing Buddhism.

The Decline of the Aristocracyin the Southern

　　　　　　　　　　

Dynasties Period

　　　　　　　　　　　　　　　　

ＩＴｏ＆ｈｉｏＫａｗａｈａt＆ｕ

　　　

The author approaches the problem in its economic aspects. As he

has already discussed in his article,”The Revolt of Hou Ching侯景

and the Money Economy in the Southern Dynasties Period ”（ＴｄｈｄＧａ-

ゐμゐ∂,Kydto, Vol. 32， 1962), in that period the development of the mo-

ney economy reached ａ much higher stage than has heretofore been belie-

ved. The economic basis of the aristocracy, "wrhich depended upon the

productivity of their manors, vr&s destined to decline in the face of

their need for cash money. This need forced them to sell agricultural

products

　

for money, and, consequently, the nobleman's position ■was

gradually taken over by the merchants as the　money　economy devel-

oped. Simultaneously, the ste'wards in charge of the aristo crats' manors

l
took advantage （yf their position to accumulate cash money.　In such a

situation the traditional aristocracy became more and more dependent

upon these stewards and wealthy merchants, so that by the middle of

the sixth century after the revolt of Hou Ching, ■which caused　di-

sturbances for ａ period of about twenty years, the nobles lost the basis

of their　economic　power. With the loss of their economic stability

the nobles ■were　forced to disband the large family system, thus

losing their dependents, knoｗｎ.ａｓｐｉｎｅ一加賓客，　ｍｅｎ-sMng門生, ku-H

故吏etc.

　

The decline of the nobleman's economic and social influence

led to the loss of their political power. In the Ｃｈ‘endynasty, which
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