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94 （570）

一
唐
代
地
獄
説
話
に
見
え
る
法
と
正
義
一

卜木

永

哲

門
要
約
】
従
来
、
中
国
法
制
史
の
研
究
に
於
い
て
は
概
ね
制
痩
の
外
郭
解
明
に
比
重
が
置
か
れ
て
き
た
が
、
社
会
と
人
々
の
意
識
の
次
元
か
ら
法
を
捉
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
か
か
る
問
題
意
識
よ
り
本
稿
は
主
に
太
平
広
記
所
収
の
唐
代
入
冥
謹
を
題
材
と
し
て
当
時
の
中
国
人
の
法
意

識
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
え
る
地
獄
の
裁
き
は
現
実
の
律
令
裁
判
の
模
倣
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
そ
の
裁
き
は
宗
教
的
厳
格
さ
を
失

い
世
俗
化
し
て
い
く
と
と
も
に
、
つ
い
に
は
裁
き
の
消
滅
、
地
獄
の
現
世
へ
の
従
属
を
見
る
に
至
る
。
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
不
死
の
信
仰
と
、

神
に
よ
る
正
義
の
実
現
な
る
西
洋
的
法
観
念
の
欠
如
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
そ
こ
に
は
現
世
の
人
情
を
裁
き
の
基
準
と
す
る
「
直
情
主

義
」
の
現
れ
を
も
着
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
陳
情
主
義
」
は
現
実
の
律
と
裁
判
に
於
け
る
基
本
原
則
の
～
で
あ
り
、
そ
の
地
獄
説
話
へ
の
反
映
は
当

時
の
中
国
入
の
意
識
に
お
け
る
正
義
の
所
在
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
○
巻
㎎
号
　
一
九
九
七
年
七
月

序

近
年
、
日
本
の
東
洋
史
学
界
に
お
い
て
は
法
制
史
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
古
代
・
中
世
史
に
於
い
て
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
、
律
令
・
裁

判
制
度
の
分
野
で
多
く
の
成
果
が
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
概
ね
制
度
の
外
郭
の
解
明
に
比
重
を
置
い
て
お
り
、
法
が
、
そ
れ
を

あ
ら
し
め
る
社
会
と
人
々
の
意
識
に
降
り
立
っ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
西
洋
法
史
家
ハ
ロ
ル
ド
・
バ
ー
マ
ン
氏
は
言
う
。
「
法
は
単
な
る
事
物
で
は
な
く
同
時
に
理
念
、
概
念
で
あ
り
更
に
価
値
の
基
準
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で
あ
る
。
そ
れ
は
不
可
避
的
に
知
的
・
道
徳
的
次
元
を
持
つ
。
純
粋
な
る
知
的
・
道
徳
的
基
準
と
は
異
な
り
、
法
は
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

だ
が
純
粋
に
具
体
的
な
事
柄
と
も
異
な
り
、
そ
れ
は
理
念
と
価
値
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
」

　
筆
者
も
か
か
る
見
解
に
賛
同
し
、
法
を
葛
藤
解
決
の
手
段
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
社
会
を
支
え
る
理
念
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
社

会
の
基
底
に
あ
る
理
念
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
や
儒
仰
の
深
み
に
ま
で
錘
を
下
す
こ
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
だ
、
伝
統
下
国
に
は
西
洋
的
な
「
裁
判
甘
ω
帥
一
8
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
法
と
中
国
法
と
で
は
本
質
的
な
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

違
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
は
西
洋
と
対
比
さ
れ
る
中
国
的
な
法
と
裁
判
及
び
正
義
の
あ
り
方
を
、
天
道
に
関
す
る
説
話
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

じ
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
天
を
中
国
人
の
理
想
的
控
訴
法
廷
と
見
な
し
た
。
し
か
し
古
代
中
国
に
お
い
て
天
の
裁
き
の
具
体

的
な
す
が
た
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
は
じ
め
て
豊
か
で
具
体
的
な
内
容
を
備
え
る
の
は
仏
教
の
伝
来
に
よ
り
地
獄
の
思
想
の
も
た
ら
さ
れ
た

後
で
あ
っ
た
。
中
世
中
国
は
天
の
裁
き
に
関
す
る
多
く
の
説
話
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
天
界
の
裁
き
の
描
写

に
は
現
実
の
隠
蟹
が
模
倣
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
説
話
を
通
じ
て
我
々
は
中
世
中
国
人
の
意
識
の
中
で
法
と
裁
判
が
如
何
な
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
主
に
『
太
平
広
記
』
に
数
多
く
収
め
る
罪
代
の
入
冥
謬
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
申
世
中
国
人
の
法
と
裁
判
に
対
す
る
観
念
、
そ
し

て
正
義
の
所
在
と
実
現
の
さ
れ
方
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
断
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
主
な
史
料
と
し
て
使
わ
れ
る
『
太
平
広
記
』
所
収
の
唐
代
説
話
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
小
南
一
郎
氏
の
指

摘
に
よ
れ
ば
、
兎
耳
の
仏
教
説
話
や
伝
奇
小
説
は
宮
僚
や
読
書
人
た
ち
の
物
語
り
の
場
を
基
盤
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
官
僚
の
官
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

生
活
に
お
け
る
生
活
実
感
が
反
映
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
も
と
よ
り
各
説
話
・
小
説
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
編
纂
時
期
、
編
者
と
そ
の
交
流
圏

な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
こ
と
は
無
論
で
は
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
作
業
は
あ
い
に
く
現
在
の
筆
者
に
は
手
に
余
る
。
本
稿
で
は
そ

れ
ら
が
程
度
の
差
は
あ
れ
小
南
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
当
時
の
官
僚
士
人
た
ち
の
B
常
的
な
意
識
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
話
を
進
め

た
い
。

95 （571）



　
い
ま
一
点
、
周
知
の
よ
う
に
仏
教
は
中
国
に
入
っ
た
の
ち
土
着
の
道
教
と
習
合
し
つ
つ
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ

る
地
獄
説
話
に
於
い
て
も
、
仏
教
の
地
獄
と
伝
統
的
な
道
教
の
冥
界
と
が
分
か
ち
難
く
融
合
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
れ
、
そ
こ
に
見
え
る
閻
羅
王
の
裁
き
の
あ
り
方
に
は
、
来
世
で
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
正
義
に
対
す
る
、
同
時
代
人
の
観
念
が
映
し
出
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

①
田
夙
。
嵐
｝
．
し
口
Φ
§
騨
p
ζ
起
ミ
ミ
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鼠
N
ミ
§
・
§
鴨
凄
§
ミ
§
駄
§
き
旨
・

　
町
ミ
い
§
N
ぎ
ミ
、
執
§
（
O
ゆ
ヨ
鐸
一
爵
や
匡
ゆ
。
。
ω
p
o
器
⑦
件
齢
2
頃
長
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帥
こ
¢
a
く
醇
臨
蔓

　
℃
お
。
。
ρ
一
⑩
Q
。
ω
）
も
．
誤
『
．

②
小
口
彦
太
「
伝
統
中
国
の
法
」
（
小
臼
彦
太
他
著
『
中
国
法
入
門
』
三
省
堂
、

　
～
九
九
一
、
所
収
）

③
中
国
法
と
西
洋
法
の
本
質
的
な
違
い
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
滋
賀
秀
三
「
中

　
国
法
文
化
の
考
察
－
訴
訟
の
あ
り
方
を
通
じ
て
一
」
（
法
哲
学
年
報
、
一
九
八
六

　
年
）
が
参
考
に
な
る
。

④
M
・
ウ
ェ
…
バ
…
著
・
木
全
徳
雄
訳
『
儒
教
と
道
教
」
捻
文
社
、
～
九
七
一
、

　
三
三
頁

⑤
小
南
一
郎
「
六
朝
階
唐
小
説
史
の
展
開
と
仏
教
信
仰
」
（
福
永
光
司
編
糊
中
国

　
中
世
の
宗
教
と
文
化
」
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
二
、
所
収
）
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第
一
章
地
獄
と
獄
訟

　
麿
代
の
説
話
に
は
、
地
獄
の
獄
訟
を
題
材
と
し
た
も
の
が
豊
富
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
当
時
の
現
実
の
獄
訟

の
風
景
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
地
獄
の
獄
訟
が
ど
う
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
審
理
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
特
徴
的
な
説
話
を
取
り
上
げ
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
節
　
逮
捕
の
情
景

　
霊
芝
説
話
の
中
の
地
獄
の
審
判
は
、
自
業
自
得
に
よ
っ
て
自
動
的
に
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
地
獄
に
お
け
る
獄
訟
は
お
お
よ
そ
人
の
突

然
の
死
よ
り
は
じ
ま
る
。
突
然
の
死
と
同
時
に
閾
魔
王
の
使
者
が
突
然
あ
ら
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
説
話
が
閻
魔
王
の
使
者
の
出
現
か
ら
は
じ

ま
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
声
点
は
突
然
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
話
は
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
獄
丁
の
突
然
性
は
現
実
の
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心
墨
の
性
格
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
地
獄
の
獄
訟
は
現
実
の
獄
訟
を
髪
髭
さ
せ
る
も
の
が
多
く
あ
る
が
、

者
に
対
す
る
抵
抗
に
あ
き
ら
か
に
み
え
る
。
た
と
え
ば

そ
れ
は
ま
ず
死
者
の
使

馬
素
は
、
階
の
尚
書
奉
射
頴
の
孫
で
あ
る
。
唐
竜
朔
二
年
…
…
突
然
馬
に
乗
っ
た
二
入
の
者
に
あ
っ
た
。
言
う
に
は
「
王
が
お
前
を
喚
ん
で
い
る
」
と
。

紙
は
彼
ら
と
一
緒
に
行
く
の
を
拒
み
、
彼
ら
が
幽
界
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
馬
に
む
ち
打
っ
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
、
す
ぐ
に
ま
た
追
い
つ
か

れ
捕
わ
れ
た
。
紙
の
兄
は
化
度
寺
の
僧
で
あ
っ
た
の
で
、
紙
は
寺
内
に
逃
げ
よ
う
と
し
て
寺
門
に
至
っ
た
が
、
使
者
は
遮
っ
て
入
ら
せ
な
か
っ
た
。
紙
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
こ
で
使
者
を
一
殴
り
す
る
と
、
使
者
は
怒
っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
逮
捕
し
よ
う
と
す
る
閻
魔
王
の
使
者
を
殴
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

　
　
劉
心
嚢
は
御
史
大
央
展
の
童
子
で
あ
る
…
…
至
上
元
年
…
…
突
如
二
人
の
役
人
が
現
れ
た
。
彼
ら
が
雷
う
に
は
「
太
尉
殿
の
ご
命
令
を
奉
っ
て
貴
殿
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
り
立
て
に
参
上
し
た
」
と
。
鴻
漸
は
「
太
尉
な
ど
私
は
知
ら
な
い
。
な
ぜ
そ
う
命
令
さ
れ
た
の
か
」
と
言
い
、
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
。

と
あ
る
よ
う
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
も
っ
と
積
極
的
に
地
獄
の
使
者
な
る
こ
と
を
知
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
逮
捕
と
し
て
逮
捕
に
抗
議
す
る
例
は
注
目
に
値
す
る
。

張
政
は
叩
州
の
人
で
あ
る
。
唐
の
開
成
三
年
七
月
一
五
日
突
然
亡
く
な
っ
た
。
…
…
最
初
、
四
人
の
者
が
彼
を
捉
え
に
や
っ
て
き
た
。
…
…
城
に
入
る
と
、

身
長
八
尺
ば
か
り
の
西
域
の
僧
が
お
り
、
使
者
を
罵
っ
て
言
う
、
「
ど
う
し
て
帖
に
よ
ら
ず
に
、
勝
手
に
平
人
を
捉
ま
え
て
き
た
の
か
」
と
。
使
者
た
ち

は
み
な
驚
い
て
ひ
れ
伏
し
た
。
引
き
連
れ
ら
れ
て
王
に
謁
見
す
る
と
、
僧
は
王
と
向
か
い
合
い
に
坐
っ
て
言
っ
た
、
「
張
政
は
私
の
宗
派
の
信
徒
で
ご
ざ

い
ま
す
、
み
だ
り
に
連
行
さ
れ
て
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
…
…
王
は
即
座
に
判
決
を
下
し
て
彼
を
放
免
し
た
。
途
中
彼
は
四
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

使
者
が
皆
大
き
な
足
枷
を
付
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
…
…

唐
の
李
曙
は
成
都
の
人
で
あ
る
。
大
中
九
年
四
月
十
六
日
突
如
病
気
に
な
り
、
意
識
朦
朧
と
し
た
中
で
行
病
鬼
王
と
名
乗
る
者
に
会
っ
た
…
…
使
者
に
引

き
つ
れ
ら
れ
て
五
十
里
ほ
ど
行
く
と
、
大
き
な
城
が
現
れ
た
。
門
に
入
っ
て
数
里
ば
か
り
進
む
と
、
殿
上
に
長
六
七
尺
の
僧
が
い
た
。
王
に
憂
し
て
言
う
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に
は
、
「
こ
の
人
は
日
頃
心
が
け
が
善
く
、
う
そ
を
つ
い
た
り
諮
っ
た
り
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
。
王
は
そ
こ
で
黄
杉
を
着
た
者
を
詰
責
し
た
、
「
ど
う
や

っ
て
文
帖
を
手
に
入
れ
て
平
人
を
召
喚
し
て
き
た
の
か
」
と
。
（
曙
が
）
答
え
て
い
う
、
「
山
の
ふ
も
と
で
引
っ
捕
ら
え
ら
れ
て
来
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

帖
に
よ
る
召
喚
が
あ
っ
た
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
。
王
は
そ
こ
で
「
急
い
で
彼
を
送
り
返
せ
」
と
雪
謂
っ
た
。

　
こ
の
二
つ
の
例
か
ら
地
獄
の
使
者
と
い
え
ど
も
、
帖
す
な
わ
ち
逮
捕
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
死
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
う
し
な
い
場
合
使
者
は
、
前
者
の
例
の
よ
う
に
大
嘗
を
著
せ
ら
れ
る
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
こ
こ
に
見
え
る
地
獄
の
使
者
は
絶
対
の
権
威
を
も
っ
て
被
講
者
を
召
喚
し
に
く
る
の
で
は
な
い
。
逮
捕
令
状
の
具
備
と
い
う
一
定
の

手
続
き
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
所
に
は
恐
ら
く
当
時
の
中
国
に
お
け
る
現
実
の
逮
捕
の
情
景
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
話
は
、
よ
り
濃
厚
に
当
時
の
現
実
の
逮
捕
の
情
景
を
髪
髭
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

98 （574）

醤
徳
玄
は
麟
徳
年
間
に
大
臣
と
な
り
、
揚
州
に
出
使
す
る
途
中
で
淫
水
を
渡
っ
て
い
た
。
船
が
岸
を
数
十
歩
離
れ
た
所
で
、
岸
辺
に
一
人
の
顔
色
や
つ
れ

た
者
が
い
る
の
が
見
え
た
。
…
…
徳
玄
は
「
も
う
す
ぐ
日
も
志
ま
す
し
、
も
う
渡
し
船
は
出
ま
せ
ん
よ
」
と
言
っ
て
、
男
を
船
に
載
せ
た
。
更
に
河
の
中

程
で
男
が
飢
え
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
飯
を
与
え
た
。
河
を
渡
り
終
え
、
徳
玄
が
馬
に
乗
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
そ
の
人
も
一
緒
に
つ
い
て
き
た
。

…
…
言
う
に
は
、
「
私
は
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
冥
界
の
使
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
、
揚
州
に
赴
い
て
簑
大
使
を
召
喚
す
る
所
な
の
で
す
」
と
。
徳
玄
は

驚
き
恐
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
拝
礼
し
、
「
私
こ
そ
そ
の
者
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
一
言
っ
て
泣
き
な
が
ら
に
許
し
を
乞
う
た
。
使
者
が
い
う
に
は
、
「
あ
な
た
様

の
立
派
な
風
朱
に
は
誠
に
恐
れ
入
り
ま
す
、
そ
の
上
に
食
べ
も
の
を
頂
き
ま
し
た
か
ら
に
は
、
あ
な
た
様
を
許
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
急
い
で
金

剛
経
を
～
千
圓
お
念
じ
下
さ
い
。
ま
た
や
っ
て
来
て
結
果
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
。
…
…
の
ち
果
た
し
て
、
使
者
が
再
び
や
っ
て
来
て
言
う

に
は
、
「
お
経
は
も
う
足
り
ま
し
た
、
ご
心
配
は
い
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
最
後
に
は
ま
た
私
に
つ
い
て
き
て
王
様
に
お
会
い
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
」

と
。
言
い
終
わ
る
や
、
徳
玄
は
床
に
つ
い
た
ま
ま
気
を
失
っ
た
。
…
…
一
宮
城
に
入
り
…
…
王
が
遠
く
で
話
し
て
い
る
の
が
聞
こ
え
た
、
「
お
ま
え
は
あ

の
男
と
図
っ
て
わ
し
の
機
密
を
漏
ら
し
た
な
、
杖
三
十
を
受
け
る
が
よ
い
」
と
。
使
者
は
退
出
し
て
く
る
と
肌
脱
ぎ
に
な
り
徳
玄
に
見
せ
て
「
杖
罰
を
食

ら
っ
て
き
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
徳
玄
は
使
者
に
再
三
礼
を
言
う
と
、
そ
の
ま
ま
連
れ
ら
れ
て
宮
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
一
人
の
紫
衣
の
者
が
お
り
、
徳
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玄
に
深
く
お
辞
儀
を
し
て
言
う
、
「
あ
な
た
様
は
大
い
に
功
徳
を
積
ん
で
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
ま
だ
こ
こ
に
来
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
ど
う
か
お
帰
り
下
さ

　
　
　
い
」
と
。
そ
こ
で
彼
は
出
て
く
る
と
穴
の
中
に
落
ち
、
こ
こ
に
至
っ
て
蘇
っ
た
。
使
者
も
続
い
て
や
っ
て
来
る
と
「
私
は
飢
え
て
ま
だ
何
も
食
べ
て
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
せ
ん
」
と
雷
い
、
更
に
銭
を
求
め
た
。
徳
玄
は
そ
れ
ら
を
与
え
る
と
、
彼
の
将
来
の
官
爵
を
聞
き
た
だ
し
た
。

こ
の
話
で
の
使
者
は
被
告
と
の
私
情
的
因
縁
か
ら
被
告
を
逮
捕
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
閻
魔
王
庁
か
ら
釈
放
さ
れ
る
秘
訣
ま
で
教
え
て
く

れ
て
い
る
。
被
告
が
ど
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
の
か
は
ま
っ
た
く
問
わ
れ
ず
、
使
者
と
被
告
と
の
私
的
関
係
が
地
獄
で
の
公
正
な
裁
き
の
進
行

を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
使
者
は
そ
の
た
め
に
閻
魔
王
に
よ
っ
て
杖
三
十
の
罰
を
う
け
る
有
様
で
あ
る
。
釈
放
さ
れ
た
被
告
の
と
こ
ろ
に
ま

た
姿
を
現
し
て
食
と
金
銭
を
要
求
す
る
使
者
の
様
子
か
ら
は
地
獄
使
者
と
し
て
の
恐
ろ
し
き
威
厳
は
さ
が
す
す
べ
も
な
い
。
こ
の
み
す
ば
ら
し

い
地
獄
使
者
の
様
子
は
現
実
世
界
に
お
け
る
裁
判
を
担
当
す
る
末
端
獄
吏
の
働
き
ぶ
り
の
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
地
獄
使
者
に
よ
る
閻
魔
黒
の
裁
き
の
妨
害
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
様
々
の
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
つ

ぎ
の
話
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
　
董
進
朝
は
唐
の
元
和
年
間
軍
隊
に
入
っ
た
。
城
東
の
楼
上
に
宿
直
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
突
然
東
か
ら
四
人
の
黄
色
の
服
の
者
が
や
っ
て
来

　
　
た
。
彼
ら
は
城
の
下
に
集
ま
っ
て
立
つ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
姓
名
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
様
子
は
あ
た
か
も
罪
人
の
逮
捕
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
互
い
に
語
り
合
っ

　
　
て
言
う
に
は
、
「
董
進
朝
は
日
頃
金
剛
経
を
訥
ん
じ
て
、
そ
の
功
徳
で
冥
界
の
役
人
を
庇
護
す
る
よ
う
祈
っ
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
お
陰
を
蒙
っ
て
い
る

　
　
以
上
、
ど
う
し
て
彼
を
殺
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
は
ご
命
令
に
背
い
て
で
も
彼
を
助
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
も
し
彼
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
我
々
に
は

　
　
頼
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
。
そ
の
中
の
　
人
が
言
っ
た
、
「
董
進
言
の
家
の
向
か
い
の
人
が
ち
ょ
う
ど
年
も
姓
も
同
じ
で
、
寿
命
も
同
じ
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
そ
の
人
を
代
わ
り
に
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
」
と
。

地
獄
使
者
は
自
分
ら
の
私
的
利
害
の
た
め
、
被
追
者
を
被
追
者
の
と
な
り
に
す
ん
で
い
る
同
年
、
同
姓
、
同
寿
の
人
と
す
り
か
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
が
わ
か
る
。
公
正
厳
格
の
死
後
審
判
の
世
界
で
あ
る
地
獄
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
地
獄
の
使
者
が
私
情
に
弱
い
の
み
で
な
く
、
公
権
力
に
た
い
し
て
も
弱
い
の
は
つ
ぎ
の
話
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

99 （575）



　
　
唐
の
殿
中
侍
医
孫
粗
暴
は
済
邑
の
人
で
あ
る
。
…
…
貞
観
十
七
年
、
勅
命
を
潔
り
、
十
王
佑
の
病
の
治
療
の
た
め
駅
馬
で
斉
州
に
赴
い
た
。
そ
の
帰
途
、

　
　
洛
州
東
の
孝
義
駅
に
至
っ
た
折
、
突
如
一
入
の
者
が
現
れ
た
。
環
が
問
う
と
…
…
「
私
は
幽
界
の
者
で
あ
る
。
魏
太
監
（
太
陽
都
録
太
監
）
ど
の
が
そ
な

　
　
た
を
召
喚
し
て
記
室
に
任
ぜ
ん
と
し
て
お
ら
れ
る
」
と
醤
い
、
手
紙
を
出
し
て
撲
に
見
せ
た
。
見
る
と
、
そ
れ
に
は
魏
徴
の
署
名
が
あ
っ
た
。
…
…
瑛
は

　
　
請
う
、
「
私
は
勅
命
を
奉
っ
て
使
い
に
韻
た
ま
ま
、
ま
だ
京
に
還
っ
て
お
り
ま
せ
ん
ゆ
え
、
鄭
公
（
魏
徴
）
ど
の
は
私
を
召
喚
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
都
に
還
っ
て
使
い
の
次
第
を
奏
上
し
終
え
ま
し
た
ら
ご
命
令
に
従
い
ま
し
ょ
う
。
」
と
。
幽
界
の
使
者
は
そ
れ
を
許
し
た
。

こ
の
話
の
中
の
使
者
は
、
死
ん
で
冥
府
で
太
陽
都
録
太
監
と
な
っ
て
い
る
唐
の
名
臣
魏
徴
の
署
名
の
あ
る
帖
を
も
っ
て
、
奉
勅
使
を
逮
捕
す
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
被
追
尋
の
奉
勅
使
と
し
て
の
公
務
を
す
ま
せ
て
か
ら
逮
捕
し
て
ほ
し
い
、
と
の
要
請
を
許
し
て
逮
捕
を
延
期
し
て
く
れ

て
い
る
。
地
獄
の
使
者
と
い
え
ど
も
現
実
世
界
の
国
家
権
力
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
故
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
獄
訟
の
最
初
段
階
で
あ
る
逮
捕
に
関
す
る
説
話
か
ら
、
絶
対
の
権
威
を
持
つ
べ
き
地
獄
の
使
者
も
正
規
の
帖
な
し
に
は
逮
捕
を
行
え

な
い
こ
と
、
彼
ら
は
必
ず
し
も
厳
正
な
る
法
則
に
も
と
づ
い
て
仕
事
を
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
捕
者
と
し
て
の
使
者

自
身
に
よ
る
不
正
と
、
捕
者
と
世
世
者
の
私
情
的
関
係
、
沙
門
な
ど
獄
訟
外
的
存
在
に
よ
る
干
渉
、
ま
た
世
俗
の
公
権
力
に
よ
る
影
響
な
ど
い

ろ
い
ろ
の
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
地
獄
の
獄
訟
は
世
俗
世
界
を
髪
髭
と
さ
せ
る
面
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
獄
の
世
俗

化
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
う
い
う
現
象
は
、
獄
訟
の
具
体
的
な
過
程
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
続
い
て
み
て
み
た
い
。

100 （576）

二
節
公
殺
と
私
殺

　
本
来
の
仏
教
に
お
い
て
殺
生
の
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
化
し
た
地
獄
の
獄
訟
に
於
い
て
は
殺
生
に
し
て

も
場
合
に
よ
っ
て
は
正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
公
的
な
殺
生
か
私
的
な
殺
生
か
に
よ
っ
て
殺
生
の
罪
の
有
無
が
左

右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
説
話
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
襲
撃
県
尉
の
蘇
濤
は
乾
元
年
間
に
亡
く
な
り
、
…
…
あ
る
城
に
や
っ
て
き
た
…
…
王
が
い
う
、
「
お
前
の
罪
の
何
と
多
い
こ
と
か
。
今
お
前
を
訴
え
る
者
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は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
ぞ
」
と
。
濤
は
答
え
た
、
「
以
前
聖
職
県
尉
で
あ
り
ま
し
た
が
、
成
固
県
は
天
子
様
に
鷹
狩
り
の
場
を
提
供
し
て
お
り
、

私
は
そ
の
事
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
ゆ
え
、
動
物
た
ち
を
殺
さ
な
い
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
、
多
く
の
殺
生
を
い
た
し
た
の
は
確
か
で
ご
ざ
い

ま
す
。
」
「
私
事
の
た
め
に
殺
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
」
「
ご
ざ
い
ま
す
。
」
「
公
の
た
め
と
私
事
の
た
め
と
、
ど
っ
ち
が
多
い
か
。
」
「
私
事
の
方
が
少
の
う
ご

ざ
い
ま
す
。
」
「
も
し
本
当
に
そ
う
な
ら
、
お
前
に
は
多
く
の
二
面
が
あ
る
ゆ
え
、
寿
命
は
ま
だ
つ
き
て
は
い
な
い
は
ず
だ
、
動
物
た
ち
も
お
前
を
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
ら
の
前
に
出
て
訴
え
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
う
言
っ
て
濤
を
門
か
ら
出
し
、
動
物
た
ち
に
謝
罪
さ
せ

た
。
濤
が
や
っ
て
来
る
と
、
雄
や
兎
が
ぎ
っ
し
り
と
数
量
に
渉
っ
て
詰
め
か
け
て
お
り
、
皆
飛
び
走
っ
て
濤
に
逼
り
寄
っ
て
き
た
。
濤
は
言
っ
た
、
「
天

子
様
が
鷹
狩
り
を
な
さ
れ
た
の
だ
、
私
が
自
分
で
や
っ
た
の
で
は
な
い
。
お
前
た
ち
の
様
子
で
は
砦
私
を
殺
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ど
う
し
て
な

の
か
。
も
し
幸
い
に
私
が
生
き
返
っ
た
ら
、
お
前
た
ち
の
た
め
に
写
経
し
仏
像
を
作
っ
て
、
お
前
た
ち
が
生
き
返
る
よ
う
に
し
て
や
ろ
う
で
は
な
い
か
。

ど
う
し
て
み
ん
な
で
私
…
人
の
命
を
奪
お
う
と
す
る
の
か
。
」
王
も
人
を
介
し
て
彼
ら
に
需
葉
を
伝
え
た
の
で
、
し
ば
ら
く
す
る
と
次
第
に
皆
引
き
下
が

っ
て
い
っ
た
。
濤
が
中
に
入
る
と
王
は
言
っ
た
、
「
お
前
の
命
算
は
ま
だ
つ
き
て
い
な
い
か
ら
特
に
お
前
の
た
め
に
取
り
計
ら
っ
て
や
っ
た
の
だ
。
現
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
還
っ
た
ら
功
徳
を
積
ん
で
自
ら
罪
を
瞳
う
が
よ
ろ
し
い
。
」

こ
の
説
話
の
被
隠
者
は
彼
に
殺
さ
れ
た
動
物
に
訴
え
ら
れ
て
地
獄
に
連
れ
去
れ
た
の
で
あ
る
が
、
殺
生
の
罪
に
た
い
し
て
閻
羅
王
は
そ
れ
を
公

的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
と
区
分
し
て
審
問
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
的
な
殺
生
と
は
、
以
前
に
暴
風
県
尉
と
し
て
天
子
へ
の
進
物
を
た
て
ま

つ
る
こ
と
を
司
る
さ
い
に
や
む
を
得
ず
お
こ
な
っ
た
殺
生
、
つ
ま
り
職
責
上
の
殺
生
の
こ
と
を
さ
す
。

　
こ
の
よ
う
に
爆
殺
と
私
殺
を
区
分
す
る
地
獄
の
獄
訟
は
中
国
的
に
官
僚
化
し
た
地
獄
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
等
質
議
巻
二
、
名
例

律
十
七
条
に
は
次
の
よ
う
に
公
罪
と
私
罪
を
区
別
す
る
。

諸
そ
私
罪
を
犯
し
、
官
を
以
て
徒
に
嶺
つ
る
者
（
私
罪
と
は
、
謂
う
こ
こ
ろ
私
に
自
ら
犯
し
、
及
び
制
に
対
う
る
に
詐
り
て
実
を
以
て
せ
ず
、
請
を
受
け

て
法
を
柾
ぐ
る
の
類
な
り
）
、
五
品
以
上
は
一
官
を
徒
二
年
に
当
て
、
九
品
以
上
は
一
嵩
を
徒
一
年
に
当
つ
。
若
し
心
遣
を
犯
す
者
（
郵
程
と
は
謂
う
こ

こ
ろ
公
事
に
縁
り
て
罪
を
致
す
も
私
曲
無
き
者
な
り
）
、
各
の
一
年
を
加
え
て
当
つ
。
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こ
う
い
つ
た
現
実
の
法
規
定
が
地
獄
の
獄
訟
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
、
さ
き
の
説
話
は
物
語
っ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
の
説
話
は
公
殺
と
私
殺
の
区
分
に
つ
い
て
興
味
深
い
例
を
提
供
し
て
い
る
。
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唐
の
武
徳
年
間
、
遂
州
筆
管
府
記
室
参
軍
の
黒
垂
は
急
に
病
死
し
た
。
…
…
囚
わ
れ
て
官
庁
に
至
る
と
彼
は
尋
問
さ
れ
た
。
「
な
ぜ
牛
二
頭
を
殺
し
た
の

か
。
」
「
殺
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
」
「
お
前
の
弟
が
お
前
の
殺
し
た
こ
と
を
証
言
し
て
お
る
ぞ
、
な
ぜ
承
服
し
な
い
の
だ
。
」
そ
こ
で
格
の
死
ん
で
数
年
に

な
る
弟
が
呼
ば
れ
た
。
や
っ
て
来
た
の
を
見
る
と
、
弟
は
乎
枷
足
枷
を
厳
重
に
は
め
ら
れ
て
い
た
。
官
が
問
う
、
「
お
前
の
言
っ
た
、
兄
が
牛
を
殺
害
し

た
こ
と
は
嘘
か
本
当
か
。
」
弟
が
蓄
う
、
「
兄
は
以
前
猿
賊
招
慰
の
た
め
に
使
節
と
し
て
出
向
き
ま
し
た
が
、
そ
の
折
り
私
に
命
じ
て
牛
を
屠
殺
し
て
賊
を

集
め
さ
せ
た
の
で
す
。
私
は
兄
の
命
令
を
奉
じ
た
ま
で
で
、
自
分
で
殺
し
た
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
恪
、
「
弟
に
命
じ
て
牛
を
殺
し
て
賊
を
集
め
さ
せ

た
の
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
お
国
の
た
め
の
こ
と
、
こ
の
恪
に
何
の
罪
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」
宮
、
「
お
前
は
牛
を
殺
し
て
納
豆
を
集
め
、

彼
ら
を
招
慰
し
た
こ
と
を
手
柄
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
賞
与
の
官
位
に
あ
り
つ
き
自
分
の
利
益
と
し
た
の
だ
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
お
国
の
た
め
と
言
え

よ
う
か
。
」
ま
た
弟
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、
「
お
前
は
兄
の
罪
を
証
言
す
る
必
要
の
た
め
に
長
い
間
こ
こ
に
拘
留
さ
れ
て
い
た
が
、
お
前
の
兄
が
お
前
に
命

じ
て
殺
さ
せ
た
と
な
れ
ば
も
は
や
お
前
は
無
罪
で
あ
る
。
放
免
し
て
生
き
返
る
の
を
許
し
て
や
ろ
う
。
」
…
…
窟
は
ま
た
格
に
問
う
、
「
な
ぜ
更
に
鴨
二
羽

を
殺
し
た
の
だ
。
」
「
以
前
県
令
と
な
り
ま
し
た
と
き
、
鴨
を
屠
殺
し
て
客
に
振
る
舞
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
し
て
洛
の
罪
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」

「
客
に
は
自
分
の
食
べ
物
が
あ
る
は
ず
だ
、
鴨
を
殺
し
て
客
に
出
し
た
の
は
い
い
評
判
を
得
よ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
罪
で
な
く
て
何
だ
。
」

ま
た
問
う
、
「
な
ぜ
鶏
卵
六
個
を
殺
し
た
。
」
「
私
は
普
段
は
鶏
卵
を
食
べ
ま
せ
ん
、
た
だ
記
憶
で
は
九
歳
の
時
、
寒
食
の
日
に
、
母
が
六
個
の
卵
を
下
さ

り
、
そ
こ
で
そ
れ
を
者
…
て
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」
「
で
は
お
前
は
罪
を
母
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
言
う
の
だ
な
。
」
「
滅
相
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
わ
け
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
す
。
」
「
お
前
は
他
の
生
き
物
を
殺
し
た
の
だ
、
自
ら
そ
の
罰
を
受
け
る
が
よ
い
。
」

こ
の
説
話
に
は
三
件
の
指
命
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
件
は
被
追
削
孔
恪
と
孔
恪
の
弟
の
問
で
の
紅
炉
の
罪
に
つ
い
て
で
あ
る
。
弟
は
こ
こ

で
自
身
の
意
思
に
よ
る
殺
生
で
は
な
く
、
兄
の
命
令
に
よ
る
殺
生
、
つ
ま
り
無
罪
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
平
帯
は
そ
れ
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ

は
国
事
ゆ
え
と
し
て
や
は
り
無
罪
を
主
張
す
る
。
こ
の
論
理
は
ま
え
の
「
灘
濤
説
話
」
の
無
罪
論
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
裁
判
官
は
、
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被
告
の
殺
生
の
目
的
は
利
己
的
で
あ
り
、
国
家
の
た
め
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
孔
恪
は
有
罪
と
な
る
。

　
第
二
件
の
獄
訟
は
県
尉
の
孔
恪
に
で
は
な
く
、
県
令
に
こ
そ
言
い
渡
す
べ
き
判
断
で
あ
ろ
う
が
、
第
一
件
と
同
じ
私
殺
有
罪
の
論
理
で
判
決

を
下
し
て
い
る
に
は
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
案
件
で
は
殺
生
自
体
の
罪
を
問
う
よ
り
も
、
何
が
公
銭
で
あ
り
、
何
が
私
殺
で
あ
る
か
が
議
論
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
判
断
は

裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
主
観
的
に
な
り
や
す
い
危
険
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
裁
判
官
に
の
み
帰
せ

ら
れ
る
責
任
で
は
な
く
、
む
し
ろ
律
令
的
裁
判
の
構
造
自
体
に
も
と
つ
く
も
の
と
見
ら
れ
る
。
先
に
引
い
た
名
例
律
十
七
条
の
疏
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　
　
…
…
制
に
対
え
て
詐
り
て
実
を
以
て
せ
ず
と
は
、
制
に
対
う
る
こ
と
公
事
に
縁
る
と
難
も
、
方
便
し
て
実
情
を
饗
せ
ざ
る
は
、
心
に
隠
欺
を
挟
む
、
故
に

　
　
私
罪
に
同
じ
。

　
　
…
…
勅
意
に
違
う
と
難
も
、
情
は
私
に
渉
ら
ず
、
亦
た
皆
な
公
坐
と
為
す
。

公
事
に
よ
ら
ぬ
私
的
な
事
に
か
か
わ
る
犯
罪
が
私
益
と
な
る
の
は
勿
論
、
公
事
に
か
か
わ
っ
て
も
心
に
隠
欺
を
挟
む
も
の
は
私
罪
と
な
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
公
案
と
は
私
署
と
は
逆
に
公
事
に
お
い
て
私
曲
な
き
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
罪
を
犯
そ
う
と
す
る
意
図
が
な
い
場
合

は
公
爵
と
な
る
。
よ
う
す
る
に
私
罪
と
公
罪
を
区
分
す
る
に
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
公
事
に
お
け
る
私
心
（
私
曲
）
の
有
無
に
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
春
秋
の
義
と
も
い
わ
れ
る
「
原
情
主
義
」
的
判
決
と
い
え
る
。

　
さ
き
の
地
獄
の
獄
訟
に
お
け
る
閻
羅
王
の
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
原
情
主
義
に
基
づ
き
公
殺
と
私
殺
と
を
区
分
す
る
唐
律
の
精
神
を
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
動
機
如
何
に
よ
っ
て
は
殺
生
を
認
め
る
判
決
は
、
本
来
の
殺
生
禁
止
と
い
う
神
仏
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
宗
教
的
な
命
令
か

ら
は
遠
い
距
離
に
あ
る
。

　
次
の
説
話
は
、
殺
生
の
罪
に
対
す
る
厳
し
い
死
後
審
判
を
失
っ
た
地
獄
の
あ
り
様
を
伝
え
る
。

　
　
開
元
の
末
、
震
有
毒
は
汲
県
の
尉
と
な
り
、
州
の
宮
舎
で
刺
史
の
世
話
番
に
当
た
っ
て
い
た
。
刺
史
の
段
崇
簡
は
厳
酷
な
男
で
、
州
の
属
僚
幹
部
と
の
会
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合
の
日
の
午
後
、
羊
の
腎
臓
が
欲
し
い
と
言
っ
て
き
た
。
有
郷
が
催
促
す
る
と
属
殺
者
は
あ
わ
て
て
、
ま
だ
羊
を
殺
さ
な
い
う
ち
に
肋
を
裂
い
て
腎
臓
を

取
り
出
し
た
。
そ
の
日
の
夜
、
有
爵
の
前
に
役
人
が
現
れ
て
叢
っ
た
、
「
王
様
が
そ
な
た
を
召
喚
し
て
お
ら
れ
る
。
」
有
鄭
は
役
人
に
付
き
従
っ
て
行
き
、

王
に
謁
見
し
た
。
王
は
言
う
、
「
お
前
を
こ
う
訴
え
る
者
が
お
る
、
『
私
を
殺
し
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
生
き
た
ま
ま
腎
臓
を
取
り
出
し
ま
し
た
』
と
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
」
「
こ
れ
は
段
刺
史
ど
の
が
私
に
弟
を
殺
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
も
と
よ
り
自
分
の
意
志
で
行
っ
た
の
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
」
王
は
野
島
の
食
料
揮
を
持
っ
て
こ
さ
せ
、
見
終
わ
る
と
羊
に
醤
つ
た
、
「
お
前
は
確
か
に
段
刺
史
の
食
車
に
出
さ
れ
た
の
だ
、
ど
う
し
て
み
だ

り
に
径
少
府
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」
そ
こ
で
花
鳥
を
追
い
出
し
、
さ
き
に
召
喚
に
来
た
役
人
に
送
り
帰
さ
せ
た
。
有
鄭
が
還
る
際
、
と
あ
る

役
所
の
そ
ば
を
慮
り
過
ぎ
る
と
役
人
は
立
っ
た
、
「
こ
れ
は
御
史
大
夫
の
役
所
で
あ
り
ま
す
。
」
…
…
大
匠
は
誰
か
と
聞
く
と
役
人
は
言
う
、
「
秋
仁
傑
ど

の
で
す
。
」
「
秋
公
は
私
の
亡
く
な
っ
た
義
父
で
す
、
ど
う
か
一
目
会
わ
せ
て
下
さ
い
。
」
そ
こ
で
役
人
が
門
番
に
命
じ
て
取
り
次
が
せ
る
と
、
ま
も
な
く

召
さ
れ
て
入
っ
て
い
っ
た
。
仁
傑
は
起
立
し
て
有
鄭
に
会
い
、
ひ
と
し
き
り
悲
笑
し
終
え
る
と
「
そ
な
た
は
許
さ
れ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
」
と

問
い
、
有
鄭
を
坐
に
上
ら
せ
た
。
そ
こ
へ
佑
史
が
文
書
を
持
っ
て
き
た
。
豪
傑
、
「
こ
れ
は
侮
の
文
書
だ
。
」
三
道
、
「
李
上
之
が
宰
相
を
得
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
」
「
天
曹
は
も
う
判
じ
終
え
た
の
か
。
」
「
他
の
諸
司
で
は
皆
す
で
に
終
え
て
、
五
年
の
任
期
を
与
え
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
」

仁
傑
は
そ
こ
で
紙
の
余
白
に
判
を
署
し
た
。
…
…
有
郷
は
別
れ
の
挨
拶
を
終
え
て
門
を
出
る
と
十
余
里
に
し
て
大
き
な
穴
の
所
に
や
っ
て
来
た
。
そ
こ
で

念
入
に
突
き
落
と
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
蘇
っ
た
。
…
…
単
簡
が
彼
を
見
舞
っ
た
折
り
、
以
上
の
事
を
聞
き
た
だ
す
と
、
し
ば
し
の
間
感
嘆
に
く
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

そ
れ
か
ら
一
月
あ
ま
り
、
李
適
之
は
果
た
し
て
宰
相
と
な
っ
た
。
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こ
の
説
話
に
み
え
る
獄
訟
も
公
書
と
私
殺
を
区
別
し
て
い
る
前
の
獄
訟
の
パ
タ
ー
ン
に
属
す
る
。
被
告
窪
盛
観
は
殺
生
は
刺
史
の
命
令
に
し
た

が
っ
た
ま
で
で
、
自
分
の
意
志
で
や
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
抗
弁
す
る
。
そ
し
て
閻
羅
王
は
段
刺
史
の
「
食
料
簿
」
を
し
ら
べ
て
事
実
を
確
認

し
た
う
え
で
逆
に
原
告
の
羊
を
叱
る
。
自
分
の
意
図
で
は
な
い
殺
生
の
単
な
る
執
行
者
は
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
生
き
て
い
る
生
物
の
腎
を
と
る
残
酷
な
行
為
の
責
任
は
だ
れ
に
帰
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
閻
羅
王
も
認
め
る
よ
う

に
、
そ
れ
が
原
告
の
告
訴
の
重
要
な
原
因
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
罪
に
問
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
原
告
の
「
不
待
殺
了
、
生
取
七
二
」
の
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告
訴
は
戯
画
的
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
地
獄
は
厳
粛
な
死
後
審
判
の
場
所
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
覆
有
郷
説
話
」
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
死
後
審
判
の
場
所
と
し

て
の
地
獄
に
あ
る
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
説
話
が
語
る
地
獄
の
仕
事
は
説
話
の
後
半
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
人
の
死
後
世
界
で
の
こ

と
で
は
な
く
、
生
前
世
界
で
の
現
実
的
な
こ
と
、
例
え
ば
李
蛸
壷
が
将
来
宰
稲
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
の
予
見
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
獄
は
死

後
審
判
で
は
な
く
、
生
前
世
界
に
於
け
る
運
命
の
予
告
を
主
な
機
能
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
書
に
い
え
ば
地
獄
の
世
俗
化
と
い
え
よ
う
。
地

獄
の
世
俗
化
は
二
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
獄
の
本
来
の
機
能
と
し
て
の
獄
訟
の
世
俗
化
と
空
間
と
し
て
の
地
獄
の
世
俗
化

で
あ
る
。
公
殺
と
私
殺
を
区
分
す
る
ほ
ど
獄
訟
が
世
俗
化
し
た
地
獄
は
そ
の
空
間
も
そ
れ
に
応
じ
て
世
俗
化
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
覆
有
鄭

説
話
」
の
後
半
に
み
え
る
秋
仁
傑
の
御
史
大
央
院
な
ど
の
存
在
は
地
獄
の
空
間
が
現
実
世
界
の
官
僚
組
織
の
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
を
見
せ
て

く
れ
る
。

　
以
下
に
、
獄
訟
の
機
能
、
及
び
地
獄
の
空
間
の
二
面
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
世
俗
化
の
様
相
を
見
て
み
た
い
。

①
鯛
太
平
広
記
』
～
〇
三
－
六
九
四
、
心
置
、
高
紙
、
報
罷
工
。
以
下
、
太
平
広

　
記
の
引
用
は
紙
幅
の
都
合
で
訳
文
の
み
挙
げ
、
注
に
て
出
典
を
巻
数
…
中
華
書
局

　
評
点
本
頁
数
、
見
出
し
、
原
画
害
、
の
形
で
記
す
。

②
『
太
平
広
記
一
一
〇
五
…
七
〇
九
、
報
応
、
劉
三
二
、
広
異
記

③
咽
太
平
広
記
一
一
〇
八
i
七
三
三
、
報
応
、
張
政
、
報
瀬
記

④
『
太
平
広
記
隔
一
〇
八
－
七
三
四
、
雪
下
、
李
据
、
報
応
記

＠＠＠＠＠e

第
二
章
　
地
獄
の
獄
訟
の
消
滅
”
審
判
論
か
ら
運
命
論
へ

『
太
平
広
記
』
　
～
〇
三
－
六
九
五
、
報
応
、
實
徳
玄
、
報
黒
豆

『
太
平
広
記
』
一
〇
七
－
七
二
六
、
報
応
、
飾
窓
朝
、
報
応
記

『
太
平
広
記
』
三
七
七
－
三
〇
〇
〇
、
再
生
、
孫
廻
撲
、
冥
祥
雷

門
太
平
広
記
㎞
三
八
一
1
三
〇
涌
出
、
再
生
、
蒔
田
、
広
蓋
記

遡
太
平
広
記
㎞
三
八
一
…
三
〇
三
一
、
再
生
、
二
巴
、
冥
報
記

『
太
平
広
記
淵
源
八
一
－
雲
　
〇
三
二
、
再
生
、
二
四
鄭
、
広
葉
記

　
八
世
紀
中
葉
、
開
元
時
代
以
降
の
社
会
変
革
は
地
獄
の
獄
訟
説
話
の
形
成
に
も
大
い
な
る
影
響
を
あ
た
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い

わ
ば
地
獄
に
も
大
変
化
が
起
き
た
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
そ
れ
は
地
獄
の
消
滅
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
々
は
も
は
や
地
獄
に
対
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し
て
正
義
の
裁
き
な
ど
よ
り
ほ
か
の
も
の
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
世
俗
的
で
日
常
的
な
も
の
つ
ま
り
富
と
権

力
で
あ
る
。

　
開
元
時
代
以
降
に
形
成
し
た
と
み
ら
れ
る
地
獄
説
話
に
は
、
前
章
末
で
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な
裁
き
よ
り
も
未
来
予
知
に
重
き
を

置
く
も
の
が
多
く
な
る
。
つ
ぎ
の
説
話
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
景
龍
の
末
、
毒
后
が
専
権
を
ふ
る
っ
て
い
た
頃
、
今
は
亡
き
安
州
都
督
贈
太
師
の
杜
衰
亡
は
済
源
県
の
尉
で
あ
っ
た
が
、
州
府
に
呼
び
出
さ
れ
て
洛
陽
城

　
　
に
過
ぎ
忠
心
の
整
理
に
当
た
っ
た
お
り
、
一
夜
に
し
て
突
然
亡
く
な
っ
た
。
…
…
そ
の
ま
ま
と
あ
る
広
大
で
立
派
な
建
物
の
前
に
や
っ
て
来
た
。
使
者
が

　
　
先
に
入
る
と
、
青
い
服
の
窟
吏
が
中
か
ら
出
て
来
、
鵬
挙
の
も
と
に
走
り
寄
っ
て
く
る
と
恭
し
い
態
度
で
彼
に
拝
礼
し
た
。
官
吏
が
退
く
と
彼
も
中
に
引

　
　
か
れ
て
入
っ
た
。
中
で
は
先
の
青
い
服
の
者
が
机
の
後
ろ
に
坐
っ
て
お
り
、
丸
心
に
前
に
進
む
よ
う
言
っ
た
。
傍
ら
に
一
匹
の
犬
が
い
て
入
の
言
葉
を
し

　
　
　
ゃ
べ
つ
て
言
う
、
「
同
姓
同
名
の
別
人
と
間
違
っ
た
の
だ
、
こ
の
窟
吏
じ
ゃ
な
い
。
」
と
。
そ
こ
で
使
者
を
笛
う
ち
、
符
を
書
き
改
め
て
鵬
挙
を
立
ち
去
ら

　
　
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
頭
の
馬
が
、
両
足
で
立
っ
て
飛
び
跳
ね
な
が
ら
や
っ
て
来
て
言
っ
た
、
「
私
は
以
前
杜
鵬
挙
に
殺
さ
れ
た
の
で
す
、
ど
う

　
　
か
今
そ
の
怨
み
を
は
ら
さ
せ
て
下
さ
い
。
」
と
。
鵬
挙
も
は
っ
と
そ
れ
を
思
い
だ
し
て
訴
え
た
、
「
以
奇
知
駅
だ
っ
た
と
き
、
勅
使
が
私
に
命
じ
て
馬
を
殺

　
　
さ
せ
た
の
で
す
、
も
と
よ
り
願
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。
青
い
服
の
者
が
役
人
に
命
じ
て
記
録
を
取
り
出
し
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
そ
の
通

　
　
り
だ
つ
た
の
で
、
馬
は
退
い
た
。
…
…

　
　
側
で
一
入
の
役
人
が
鵬
挙
に
手
を
振
り
目
配
せ
を
し
て
、
答
弁
の
や
り
方
を
教
え
さ
と
し
、
彼
を
か
ば
っ
て
逃
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
証

　
　
書
が
す
む
と
、
彼
は
そ
の
役
人
に
拝
礼
し
て
退
出
し
た
。
青
い
服
の
者
は
彼
に
拝
礼
し
て
門
外
に
送
っ
て
言
っ
た
、
「
私
は
生
人
で
、
安
州
の
民
で
ご
ざ

　
　
　
い
ま
す
。
あ
な
た
様
は
き
っ
と
安
州
都
督
と
な
る
は
ず
で
す
、
そ
れ
で
予
め
あ
な
た
様
に
敬
礼
を
尽
く
し
て
、
私
の
こ
と
を
お
庇
い
い
た
だ
く
よ
う
願
っ

　
　
た
の
で
す
。
」
書
い
お
わ
る
と
、
さ
き
に
教
え
さ
と
し
て
く
れ
た
役
人
が
走
り
出
て
き
て
醤
つ
た
、
「
私
は
章
鼎
と
申
し
ま
す
、
や
は
り
生
人
で
上
都
の
務

　
　
本
坊
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。
」
自
分
で
言
う
に
は
、
以
後
鵬
挙
の
た
め
に
力
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
た
め
の
祈
銭
と
し
て
十
万
銭
が
ほ
し
い
と
い
う
。

　
　
鵬
挙
は
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
て
断
っ
た
が
、
鼎
が
云
う
に
は
「
私
は
生
人
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
も
し
こ
こ
で
紙
銭
を
用
い
れ
ば
、

　
　
　
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
す
。
」
と
。
そ
こ
で
そ
れ
を
許
し
た
。
…
…
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鼎
は
ま
た
言
っ
た
、
「
こ
こ
に
来
た
か
ら
に
は
、
お
宅
の
簿
書
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
」
そ
の
ま
ま
引
き
つ
れ
ら
れ
て
と
あ
る
官
舎
へ

入
る
と
、
門
札
に
は
戸
部
と
あ
り
、
へ
や
や
廊
下
　
面
に
は
簿
帳
が
山
積
し
て
い
た
。
…
…
つ
れ
ら
れ
て
杜
氏
｝
族
の
籍
の
所
へ
や
っ
て
く
る
と
、
標
識

に
は
膜
陽
房
と
あ
る
。
紫
の
箱
が
四
つ
あ
り
、
あ
け
て
巻
物
を
開
い
て
み
る
と
、
総
覧
の
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
三
男
も
、
籍
に
も
う
名
前
が
載
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
彼
は
筆
を
求
め
、
其
の
名
を
腕
に
書
い
て
お
い
た
。
も
っ
と
見
た
い
と
言
っ
た
が
、
津
鼎
は
「
こ
こ
に
住
む
の
で
な
い
以
上
、
早
く
帰
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
う
と
そ
の
ま
ま
連
れ
だ
し
、
役
人
に
彼
を
送
り
返
さ
せ
た
。
…
…

そ
の
ま
ま
西
に
行
く
と
、
道
左
に
突
然
あ
る
新
城
が
現
れ
、
よ
い
香
り
が
数
里
先
か
ら
漂
っ
て
き
た
。
城
の
周
り
に
は
兵
士
が
居
並
ん
で
武
器
を
手
に
取

っ
て
い
た
。
鵬
挙
が
彼
ら
に
問
う
と
、
「
言
開
さ
ま
が
こ
の
城
で
天
子
の
位
に
就
か
れ
る
の
で
す
、
四
百
の
天
人
が
送
迎
の
た
め
に
集
っ
て
お
り
ま
す
。
」

と
い
う
。
鵬
挙
は
以
前
相
王
府
の
窟
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
聞
い
て
喜
ん
だ
。
塙
の
大
き
な
隙
間
か
ら
城
中
を
窺
う
と
、
そ
の
様
子
が
は
っ
き
り
見
え
た
。

…
…
ま
も
な
く
騎
士
が
彼
を
迎
え
に
来
た
。
兵
士
は
鵬
挙
を
逃
げ
さ
せ
る
と
、
そ
の
ま
ま
も
と
の
道
に
戻
っ
た
。
…
…
家
に
帰
る
と
、
自
分
の
体
が
床
の

上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
が
見
え
、
早
め
が
け
て
躍
り
入
る
と
、
そ
の
ま
ま
蘇
っ
た
。
腕
に
書
か
れ
た
字
は
朽
木
に
書
か
れ
た
書
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、

な
お
は
っ
き
り
読
め
た
。
そ
こ
で
紙
銭
十
万
を
焚
き
、
誰
鼎
に
贈
っ
た
。
後
に
容
宗
が
即
位
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
興
の

期
、
鵬
挙
は
休
暇
の
折
り
に
容
宗
に
謁
見
し
た
。
容
宗
は
握
手
を
交
わ
し
て
言
う
、
「
ど
う
し
て
そ
な
た
の
徳
を
忘
れ
よ
う
か
。
」
続
い
て
章
鼎
を
探
し
求

め
た
が
、
ち
ょ
う
ど
亡
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
容
宗
が
皇
帝
の
座
に
つ
く
と
鵬
挙
は
右
拾
遺
を
拝
し
た
。
…
…
言
挙
が
冥
界
で
見
た
こ
と
は
容
宗

即
位
に
先
ん
ず
る
こ
と
三
年
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
薦
挙
の
墓
誌
に
は
こ
う
あ
る
。
「
容
宗
の
践
酢
は
暗
黙
裏
に
予
雷
で
定
ま
っ
て
お
り
、
大
い
な
る
教
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
時
に
そ
の
治
世
を
開
か
れ
る
の
は
予
め
冥
界
で
定
め
ら
れ
た
運
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
の
ち
彼
は
果
た
し
て
安
州
都
督
と
な
っ
た
。
」

こ
の
説
話
に
み
ら
れ
る
馬
と
被
仁
者
芸
事
挙
の
獄
訟
も
公
殺
と
射
殺
の
薬
嚢
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
殺
さ
れ
た
馬
の
訴
え
に
対
し
て
杜
鵬
挙

は
そ
れ
は
公
務
上
の
殺
生
だ
と
応
対
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
女
童
挙
は
無
罪
と
な
る
が
、
こ
の
説
話
で
も
先
章
の
震
有
鄭
説
話
同
様
、
話
の
中

心
は
地
獄
が
将
来
の
こ
と
を
予
め
見
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
殺
生
に
つ
い
て
の
死
後
の
地
獄
の
裁
き
は
ま
と
も
に
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
地
獄
の

法
廷
は
裁
判
外
的
な
私
情
的
な
人
間
関
係
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
裁
判
の
過
程
で
章
鼎
と
い
う
名
前
の
藩
吏
が
杜
鵬
挙
の
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た
め
に
肩
を
入
れ
れ
ば
、
裁
判
官
も
被
書
冊
を
拝
送
し
な
が
ら
「
某
是
生
人
、
長
州
編
戸
、
少
府
当
為
管
巻
都
督
、
故
先
淋
巴
、
願
自
保
持
。
」

と
丁
寧
に
申
し
上
げ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
冥
吏
の
こ
の
よ
う
に
人
間
に
た
い
し
て
低
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
彼
ら
が
な
ん
と
現
実
の
生
人
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
被
追
者
が
将
来
安
州
都
督
と
な
っ
て
彼
ら
の
生
活
に
影
響
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
地
獄
は
死
後
審
判
を
お
こ
な
う
場
所
で
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
獄
説
話
の
核
心
は
冥
吏
の
案
内
で
馬
追
者
が
地
獄

で
将
来
を
予
知
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
誤
聞
、
彼
自
身
が
安
州
都
督
に
な
ろ
う
こ
と
が
墓
誌
に
「
定
成
命
於
幽
数
、
後
事
為
安
州
都
督
。
」
と

あ
る
如
く
、
語
数
す
な
わ
ち
冥
界
で
定
め
ら
れ
て
い
た
命
数
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
に
は
、
因
果
応
報
に
よ
っ
て
後
の
こ
と
が
定
ま
る
と
い
う
仏

教
の
原
理
と
は
正
反
対
の
観
念
が
現
れ
て
い
る
。
現
実
を
審
判
す
べ
き
地
獄
が
現
実
を
予
告
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
塗
盆
後
期
の
小
説
に
現
れ
る
地
獄
が
こ
の
よ
う
に
現
実
を
審
判
す
る
地
獄
か
ら
命
数
を
予
知
す
る
地
獄
と
し
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
仏
教
と
い
う
外
来
文
化
に
反
発
し
て
固
有
の
自
己
文
化
に
戻
ろ
う
と
す
る
、
唐
宋
変
革
と
も
よ
ば
れ

る
ル
ネ
サ
ン
ス
的
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
同
様
に
地
獄
で
未
来
を
予
見
す
る
説
話
は
枚
挙
に
蓬
な
い
が
、
な
お
二
三
の
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
次
の
説
話
は
現
実
政
権
の
正
当
化
の

手
段
と
な
り
さ
が
っ
た
地
獄
の
様
子
を
み
せ
て
く
れ
る
。

清
泰
（
後
唐
廃
帝
）
が
ま
だ
岐
陽
に
い
た
頃
、
馬
歩
判
官
の
何
某
、
年
は
八
十
を
越
え
た
男
が
い
た
が
、
あ
る
日
突
然
亡
く
な
り
、
再
び
蘇
っ
て
い
う
に

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
使
者
が
や
っ
て
来
て
彼
を
拘
束
し
連
れ
去
ら
れ
る
と
、
冥
界
で
陰
君
に
謁
見
し
た
。
言
う
に
は
、
「
お
前
は
別
に
罪
は
な
い
か

ら
、
お
前
を
許
し
て
帰
ら
せ
よ
う
。
帰
っ
た
ら
わ
し
の
た
め
に
瀦
王
に
こ
う
言
う
が
よ
い
。
『
来
年
ヨ
月
に
あ
な
た
様
は
帝
位
に
登
ら
れ
ま
す
」
と
。
早

く
帰
っ
て
わ
し
の
言
葉
を
伝
え
る
の
だ
。
」
丸
い
終
わ
る
と
引
き
出
さ
れ
、
使
者
に
送
り
帰
さ
れ
て
生
き
返
っ
た
。
そ
こ
で
雷
わ
れ
た
こ
と
を
秘
か
に
王

の
側
近
に
話
し
た
が
、
皆
で
た
ら
め
だ
と
思
っ
て
信
じ
る
考
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
こ
と
は
王
の
耳
に
達
し
な
か
っ
た
。
一
月
あ
ま
り
し
て
再

び
突
然
死
ぬ
と
冥
界
に
入
り
、
ま
た
陰
型
に
謁
見
し
た
。
陰
君
は
怒
っ
て
何
を
責
め
て
言
う
。
「
な
ぜ
わ
し
が
命
令
し
た
の
に
王
に
申
し
上
げ
ら
れ
な
い

の
か
。
」
と
。
や
や
し
て
言
っ
た
、
「
お
前
を
許
し
て
帰
ら
せ
て
や
ろ
う
、
す
ぐ
に
わ
し
の
言
葉
を
伝
え
る
の
だ
ぞ
。
そ
の
上
で
王
に
乞
う
て
わ
し
の
姿
と
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中世中国における地獄と獄訟（朴）

地
蔵
菩
薩
像
を
描
か
せ
る
の
だ
。
」
何
は
恐
縮
し
て
退
出
す
る
と
、
庭
や
廊
下
に
は
簿
書
が
散
乱
し
て
お
り
、
小
役
人
た
ち
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い

る
の
が
見
え
た
。
何
が
な
に
を
し
て
い
る
の
か
と
聞
く
と
、
使
者
は
答
え
て
言
う
。
「
朝
代
が
も
う
す
ぐ
代
わ
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
と
き
の
官

位
の
昇
降
や
去
留
、
将
来
の
官
爵
の
記
録
な
の
で
す
。
」
生
き
返
る
と
、
何
は
訴
訟
の
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
王
に
匿
通
り
を
願
い
出
、
謁
見
す
る
段
に

及
び
「
秘
密
の
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う
と
、
王
は
左
右
の
者
を
退
け
て
何
に
問
う
た
。
彼
は
見
た
所
を
つ
ぶ
さ
に
述
べ
た
が
、
王
は
ま
だ
信
じ
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
何
が
「
私
は
も
う
八
十
を
越
え
て
明
日
に
も
死
の
う
と
い
う
鷺
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
し
て
嘘
な
ど
つ
く
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ

う
。
」
と
い
う
と
王
は
黙
っ
て
彼
を
退
出
さ
せ
た
。
次
の
春
、
果
た
し
て
岐
陽
攻
撃
の
詔
命
が
下
っ
た
が
、
何
翁
だ
け
は
一
人
喜
ん
で
い
た
。
本
当
に
冥

界
で
知
ら
さ
れ
た
在
り
に
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
に
な
る
と
、
言
託
の
書
葉
は
寸
分
も
違
っ
て
い
な
か
っ
た
。
清
泰
が
即
位
す
る

と
、
何
翁
を
抜
擢
し
て
天
興
県
令
と
し
た
。
こ
う
し
て
冥
界
の
運
命
は
事
前
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
こ
と
に
知
る
の
で
あ
る
、
入
の
力
で
そ
れ
を
止

め
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
施
・

　
五
代
十
国
の
乱
世
を
背
景
と
す
る
こ
の
地
獄
説
話
に
は
裁
き
の
面
影
も
残
っ
て
い
な
い
。
被
追
而
は
獄
訟
の
た
め
で
は
な
く
、
陰
君
が
た
だ

藩
王
す
な
わ
ち
即
位
前
の
廃
帝
（
聖
帝
）
に
即
位
を
予
告
せ
し
め
る
た
め
に
、
地
獄
へ
二
度
も
追
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
飾
罫
去
、
可
主
導
吾

言
、
傍
生
直
画
面
最
盛
地
蔵
菩
薩
像
。
」
と
の
聖
君
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
陰
君
と
は
閻
羅
王
か
も
し
れ
な
い
が
、
死
後
審
判
と
は
ま
っ
た
く
無

関
係
な
地
獄
の
有
り
様
な
の
で
あ
る
。
被
追
者
が
地
獄
で
み
る
も
の
は
専
ら
未
来
の
現
実
世
界
に
お
け
る
官
爵
の
変
動
の
み
で
あ
る
。
説
話
が

語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
「
冥
数
斗
星
、
人
力
異
能
遇
之
乎
。
」
と
い
う
結
句
の
よ
う
に
、
冥
数
の
前
過
つ
ま
り
人
間
運
命
予
定
論
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
の
み
な
ら
ず
、
先
に
定
め
ら
れ
た
冥
数
も
場
合
に
よ
っ
て
は
変
わ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
冥
数
の
選
定
は
必
ず
し
も
絶
対

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唐
後
期
を
背
景
と
す
る
説
話
で
は
被
追
者
は
死
ぬ
代
わ
り
に
夢
の
中
で
地
獄
へ
赴
く
例
が
多
く
な
る
が
、
つ
ぎ
の
説
話

は
夢
の
申
で
予
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
、
人
聞
的
な
努
力
に
よ
っ
て
変
え
得
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

屍
謹
は
あ
る
時
、
昼
に
夢
の
中
で
地
続
に
召
喚
さ
れ
、
つ
い
て
い
く
と
判
官
に
会
っ
た
。
判
官
が
言
う
に
は
「
こ
の
人
は
勲
業
が
甚
だ
高
い
か
ら
、
こ
こ
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で
は
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
。
謹
は
そ
こ
で
判
官
に
向
か
っ
て
「
私
の
母
は
年
老
い
て
子
は
ま
だ
幼
く
、
（
私
が
い
な
け
れ
ば
）
家
を
切
り

盛
り
す
る
者
が
い
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
い
、
切
々
と
訴
え
る
と
、
判
官
は
案
件
を
王
の
も
と
に
回
し
た
。
続
い
て
側
近
の
者
が
王
に
話
す
の

が
聞
こ
え
た
。
「
こ
の
人
は
～
回
他
の
入
に
代
わ
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
」
「
代
わ
り
は
誰
じ
ゃ
。
」
「
創
適
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
「
渕
適
は
名

士
で
あ
る
な
、
適
任
じ
ゃ
。
」
そ
こ
で
謹
は
許
さ
れ
た
。
…
…
一
月
あ
ま
り
し
て
適
は
退
職
し
、
呉
の
積
善
里
に
家
を
建
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
突
如

使
い
走
り
が
駆
け
込
ん
で
来
る
と
拝
謁
し
て
言
っ
た
、
「
丁
仁
心
ど
の
か
ら
の
こ
伝
言
で
ご
ざ
い
ま
す
、
あ
な
た
を
郎
官
に
任
命
い
た
す
と
の
こ
と
で

す
。
」
「
丁
侍
御
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
そ
、
誰
の
こ
と
だ
。
」
「
霊
芝
ど
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
「
仙
芝
は
余
杭
県
で
亡
く
な
っ
た
は
ず
だ
、
な
ぜ
彼
が
侍

御
な
の
だ
。
」
「
地
下
の
侍
御
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
適
は
不
吉
な
こ
と
だ
と
思
い
言
っ
た
、
「
地
下
の
侍
御
が
ど
う
い
う
つ
も
り
で
生
人
に
こ
と
っ
て
す

る
の
か
。
」
「
同
時
に
あ
な
た
を
召
喚
し
に
参
っ
た
の
で
す
、
お
言
葉
を
お
伝
え
す
る
た
め
だ
け
に
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
籍
は
既
に
確
定
し
て
お

り
ま
し
て
、
書
き
換
え
る
の
は
難
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
そ
こ
で
適
は
軍
慮
御
に
伝
え
て
も
ら
う
よ
う
頼
ん
だ
、
「
私
は
ま
だ
死
ぬ
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

ど
う
か
代
わ
り
の
者
を
お
探
し
下
さ
い
」
と
。
後
日
、
使
い
は
再
び
や
っ
て
来
て
「
侍
御
ど
の
が
お
許
し
に
な
り
ま
せ
ん
。
」
と
君
う
と
、
適
に
催
促
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
。

て
急
い
で
準
備
を
さ
せ
た
。
そ
う
し
て
適
は
病
気
に
な
り
、
数
日
し
て
亡
く
な
っ
た
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早
追
者
呂
謹
は
誤
追
さ
れ
て
は
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
響
の
判
官
の
「
此
人
勲
業
甚
高
、
当
不
為
用
。
」
と
の
雪
葉
と
被
曹
長
の
「
母

老
子
幼
、
家
無
所
主
。
」
と
の
五
号
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
、
愚
臣
は
他
の
人
を
糊
す
る
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
今
度
は
代
わ
っ
て
追
さ
れ
る
剛

適
が
冥
吏
に
他
の
人
を
代
わ
り
に
追
す
る
こ
と
を
願
う
有
り
様
で
あ
る
。
醐
適
の
場
合
は
自
身
も
「
未
合
死
」
と
主
張
し
て
い
る
と
お
り
、
誤

追
に
ち
が
い
な
い
。
正
追
が
誤
追
と
な
っ
た
り
、
誤
追
が
正
追
と
な
っ
た
り
す
る
地
獄
（
地
息
）
に
従
う
べ
き
絶
対
の
権
威
は
存
在
し
な
い
。

そ
こ
で
の
決
定
は
人
情
の
介
入
に
よ
っ
て
変
え
得
る
こ
と
を
示
す
、
「
三
五
説
話
」
は
一
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
沢
田
瑞
穂
氏
は
入
冥
謬
の
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

追
を
物
語
上
の
矛
眉
を
解
決
す
る
た
め
の
虚
構
と
み
な
し
て
い
る
が
、
誤
追
と
い
う
も
の
に
は
単
な
る
物
語
上
の
虚
構
の
装
い
以
上
の
こ
と
が

潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
誤
追
は
地
獄
の
権
威
を
大
い
に
損
傷
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
獄
の
権

威
を
破
壊
ま
で
し
な
が
ら
虚
構
と
し
て
の
誤
追
を
設
定
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
死
後
世
界
及
び
そ
の
主
宰
者
と
し
て
の
閻
羅
墨
壷
を
信
じ
な



い
中
国
的
な
心
性
が
働
い
て
い
る
の
が
窺
わ
れ
る
。
中
国
人
に
あ
っ
て
来
世
は
現
実
世
界
に
対
立
、
あ
る
い
は
支
配
す
る
も
の
で
な
く
、
あ
く

ま
で
も
現
実
世
界
の
延
長
な
い
し
複
写
と
し
て
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
『
太
平
広
記
㎞
三
〇
〇
一
二
三
八
○
、
神
、
濫
漫
挙
、
処
士
瀟
時
和
作
伝

②
『
太
平
広
記
隔
＝
二
六
i
九
七
九
、
徴
応
、
届
書
、
王
氏
見
聞
録

③
『
太
平
広
記
』
二
七
七
⊥
三
〇
〇
、
夢
、
呂
護
、
広
異
記

④
沢
田
瑞
穂
『
地
獄
変
一
中
国
の
冥
界
説
一
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一

　
（
修
訂
版
）
、
七
八
頁

第
三
章
地
獄
の
世
俗
化

中世中国における地獄と獄訟（朴）

　
前
章
で
は
、
唐
後
期
の
地
獄
説
話
に
お
い
て
は
地
獄
は
裁
判
の
機
能
を
喪
失
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
人
間
の
運
命
を
予
言
す
る
申
国
風
の
死

後
世
界
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
は
お
も
に
官
爵
の
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
経
済
的

な
富
に
関
す
る
運
命
を
予
言
す
る
地
獄
の
鵡
現
で
あ
る
。
た
と
え
ば
養
和
年
間
を
背
景
と
す
る
つ
ぎ
の
説
話
を
み
て
み
よ
う
。

　
黒
和
初
進
士
科
に
落
第
し
た
李
敏
求
は
冥
吏
に
召
喚
さ
れ
て
冥
界
に
い
く
の
で
は
な
く
、
忽
然
形
魂
が
分
離
さ
れ
冥
界
の
門
前
に
あ
ら
わ
れ
、

ま
た
偶
然
自
分
の
鱈
場
で
あ
っ
た
張
岸
に
で
く
わ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
張
岸
は
や
は
り
冥
界
で
も
傭
保
と
し
て
太
山
府
君
の
判
官
な
る
柳
十

八
郎
に
仕
え
て
い
た
が
、
そ
の
判
官
柳
十
八
郎
は
ま
た
李
敏
求
の
同
学
で
あ
っ
た
。
張
の
案
内
で
李
敏
求
は
柳
判
官
に
あ
う
よ
う
に
な
る
が
、

両
人
の
対
面
の
光
景
が
お
も
し
ろ
い
。

柳
は
李
敏
求
の
顔
を
よ
く
見
る
と
大
い
に
驚
い
て
醤
つ
た
、
「
ま
だ
あ
な
た
と
お
会
い
す
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。
そ
こ
で
お
辞
儀
を
し
て
席
に

座
り
親
密
に
会
話
を
交
わ
し
た
が
、
普
段
と
異
な
る
所
は
な
か
っ
た
。
柳
は
書
う
、
「
幽
界
と
顕
界
と
は
世
を
異
に
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
今
日
あ
な
た

が
こ
こ
に
こ
う
し
て
来
ら
れ
た
の
は
多
く
意
外
な
こ
と
で
す
、
官
司
が
み
だ
り
に
あ
な
た
を
召
喚
し
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
が
幸
い
こ
こ
に

お
り
ま
す
か
ら
、
ひ
と
つ
あ
な
た
の
た
め
に
訴
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
」
「
私
が
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
ど
な
た
か
が
お
呼
び
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な

い
の
で
す
か
。
」
「
こ
こ
に
こ
う
し
て
来
る
の
に
は
、
も
と
か
ら
決
ま
っ
た
運
命
が
あ
る
の
で
す
、
（
あ
な
た
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
）
す
ぐ
に
お
帰
り
に
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な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
「
で
も
こ
の
ま
ま
生
き
返
っ
て
も
、
貧
窮
に
苦
し
む
だ
け
で
す
。
あ
な
た
は
冥
界
で
重
い
役
職
に
つ
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、

　
　
私
の
た
め
に
（
現
世
で
富
貴
を
得
ら
れ
る
よ
う
）
力
添
え
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
」
「
あ
な
た
が
現
世
で
官
職
に
つ
け
る
よ
う
私
が
手
配
し
た
り
す
れ
ば
、

　
　
そ
れ
は
公
事
を
よ
そ
に
し
て
私
欲
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
ょ
う
と
患
っ
た
だ
け
で
も
、
罪
を
逃
れ

　
　
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
あ
な
た
の
将
来
の
禄
命
を
知
り
た
い
と
い
う
だ
け
で
し
た
ら
、
す
ぐ
に
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
」
そ
う
柳
は

　
　
言
う
と
近
く
の
馬
革
を
着
た
役
人
に
命
じ
た
、
「
李
二
郎
ど
の
を
部
署
に
お
連
れ
し
、
こ
の
先
三
年
ほ
ど
の
問
の
出
処
進
退
を
少
し
ば
か
り
お
見
せ
す
る

　
　
　
　
①

　
　
が
よ
い
。
」

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
冥
界
の
判
官
が
お
ど
ろ
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
お
そ
れ
ら
る
べ
き
冥
界
・
地
獄
の
判
官
が
生
人
に
あ
っ
て
驚
く
と

い
う
こ
と
こ
そ
我
々
に
と
っ
て
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
世
俗
化
し
た
地
獄
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
地
獄
の
威
圧
的
な
イ
メ
ー

ジ
は
そ
こ
に
は
微
塵
も
な
い
。
一
方
警
吏
の
仕
事
の
内
容
の
変
化
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
柳
判
官
は
張
担
保
が
、

　
　
柳
十
八
身
様
は
い
ま
太
山
府
君
の
判
官
に
つ
い
て
お
ら
れ
、
た
い
そ
う
な
ご
身
分
で
あ
ら
れ
ま
す
。
毎
日
多
く
の
判
決
に
お
忙
し
く
て
、
ち
ょ
っ
と
の
間

　
　
も
お
会
い
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
い
う
よ
う
に
毎
日
裁
判
に
つ
と
め
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
説
話
で
は
裁
判
が
話
の
中
心
を
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
引
用
し
た

李
敏
求
と
柳
判
官
の
対
話
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
李
髪
容
は
生
活
苦
か
ら
の
救
済
を
訴
え
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
判
官
は
公
私
の
区
分
を
い
い
わ

け
に
李
敏
求
の
訴
え
を
断
り
、
た
だ
将
来
の
禄
命
く
ら
い
は
知
ら
せ
得
る
と
こ
た
え
て
い
る
。
生
人
の
禄
命
の
予
告
こ
そ
こ
の
話
の
な
か
み
で

あ
り
、
冥
吏
の
し
ご
と
で
も
あ
る
。
地
獄
を
地
獄
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
死
後
審
判
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
地
獄
か
ら
二
乗
は
疎
外
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
獄
訟
の
疎
外
に
比
例
す
る
よ
う
に
地
獄
は
ま
す
ま
す
日
常
化
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
世
俗
の
微
細
な
日

常
生
活
の
部
分
ま
で
が
地
獄
と
つ
な
が
り
あ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
李
敏
求
の
地
獄
巡
り
の
話
を
つ
づ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
慧
敏
求
は
支
払
に
導
か
れ
て
書
架
に
お
か
れ
て
い
る
自
分
の
郵
亭
簿
を
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
主
命
は
次
の
よ
う
に
こ
ま
か
く
書
か
れ

て
い
る
。

112 （588）



中世中国における地獄と獄訟（朴）

　
　
　
「
李
敏
求
は
太
和
一
　
年
に
科
挙
試
験
を
断
念
し
、
そ
の
年
五
月
に
銭
二
百
四
十
貫
を
得
る
。
」
そ
の
傍
ら
に
朱
字
で
注
が
あ
っ
た
。
「
そ
の
銭
は
伊
宰
の
別

　
　
荘
を
売
っ
た
銭
か
ら
出
る
。
ま
た
三
年
に
な
っ
て
密
を
得
、
張
平
子
の
も
と
で
禄
を
食
む
。
」

　
お
も
し
ろ
い
の
は
李
敏
求
が
地
獄
か
ら
世
俗
に
戻
っ
て
き
た
さ
い
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
敏
求
は
こ
の
時
以
来
、
も
は
や
科
挙
を
受
け
る
気
は
な
く
な
っ
た
。
後
数
月
す
る
と
、
窮
状
は
耐
え
難
い
ま
で
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
敏
求
は
数
年
前
に

　
　
伊
慎
か
ら
娘
の
婿
に
な
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
頃
は
進
士
を
目
指
し
て
い
た
の
で
断
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
な
っ
て
ま
た
そ
の
話
を
敏
求
に
持

　
　
　
っ
て
く
る
人
が
い
た
の
で
、
蓋
世
は
喜
ん
で
そ
れ
を
受
け
、
そ
れ
か
ら
十
日
も
せ
ず
に
結
婚
し
た
。
孟
母
に
は
五
人
の
娘
が
い
た
が
、
四
人
は
既
に
結
婚

　
　
し
て
お
り
、
敏
求
の
妻
は
そ
の
一
番
末
で
あ
っ
た
。
そ
の
兄
の
宰
は
そ
の
頃
ち
ょ
う
ど
町
の
南
の
｝
別
荘
を
売
っ
て
銭
一
千
貫
を
得
、
そ
れ
を
悉
く
五
人

　
　
の
妹
た
ち
に
結
納
金
と
し
て
分
け
与
え
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
敏
求
が
結
婚
す
る
と
す
ぐ
に
二
百
貫
を
も
ら
っ
た
が
、
四
人
の
姉
た
ち
は
「
あ
れ
は
　
番

　
　
宋
っ
子
だ
し
李
さ
ん
も
貧
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
十
貫
ず
つ
出
し
て
助
け
て
あ
げ
た
ら
ど
う
か
し
ら
。
」
と
言
い
、
お
か
げ
で
敏
求
は
二
百
四
十

　
　
貫
を
得
た
。
冥
界
の
記
録
と
一
銭
も
違
わ
な
か
っ
た
。

地
獄
の
宿
命
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
た
二
百
四
十
貫
の
数
字
が
地
上
で
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
か
が
具
体
的
に
日
常
生
活
、
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

結
婚
や
お
金
の
調
達
と
い
っ
た
身
近
な
生
活
の
中
か
ら
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
李
敏
求
の
入
冥
識
は
相
当
有
名
だ
っ
た
ら
し
く
、
『
太
平
広
記
』
に
は
さ
き
の
入
冥
課
と
な
ら
ん
で
も
う
一
つ
の
説
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
説
話
は
前
の
も
の
以
上
に
日
常
化
の
傾
向
を
見
せ
る
。
前
の
説
話
と
同
様
に
春
宵
求
が
同
学
の
友
達
の
冥
吏
（
馬
植
）
に
で
く
わ
す
筋
は

か
わ
ら
な
い
が
、
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
話
が
で
て
く
る
。
二
人
の
対
面
の
光
景
を
み
る
と

　
　
李
敏
求
は
突
然
亡
く
な
る
と
、
二
人
の
黄
魚
い
服
の
人
に
呼
ば
れ
て
連
れ
出
さ
れ
、
大
府
の
役
所
に
や
っ
て
き
た
。
願
い
出
て
中
を
覗
い
て
み
る
と
、
馬

　
　
植
が
そ
こ
に
い
た
。
…
…
急
い
で
駆
け
込
ん
で
い
き
「
あ
な
た
が
ど
う
し
て
こ
こ
に
い
る
の
で
す
か
。
」
と
い
う
と
、
馬
公
は
大
変
驚
き
、
ま
た
敏
求
と

　
　
会
い
た
が
ら
ず
に
顔
を
背
け
て
壁
の
方
を
向
い
た
。
敏
求
が
「
何
事
も
な
い
か
ら
大
丈
夫
で
す
よ
。
」
と
書
う
と
そ
こ
で
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
坐
り
直

　
　
　
　
④

　
　
し
た
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
前
の
柳
判
官
と
お
な
じ
く
こ
の
説
話
の
馬
判
官
も
知
り
合
い
の
被
疑
者
に
出
会
っ
て
驚
く
の
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
と
く
に
こ
の
場
合
は
被
追
者
が
対
面
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
二
人
の
対
話
も
次
の
ご
と
く
被
追
者
が
冥
吏
を
追
及

せ
ん
ば
か
り
に
す
す
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
（
李
）
「
こ
れ
は
何
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。
」
（
馬
）
「
人
の
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
直
物
で
す
。
よ
う
や
く
年
度
の
収
支
が
合
い
ま
し
た
。
」

　
　
　
「
い
ま
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
の
は
天
の
意
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
ど
う
か
私
が
こ
の
一
年
で
い
く
ら
得
ら
れ
る
か
教
え
て
下
さ
い
。
」
馬
公
は
そ
こ
で

　
　
彼
の
た
め
に
記
録
を
調
べ
た
。
…
…
敏
求
の
箇
所
に
く
る
と
、
朱
書
で
注
記
さ
れ
て
い
た
。
「
年
間
の
収
入
は
三
百
貫
で
あ
る
。
伊
宰
の
家
を
売
っ
た
銭

　
　
か
ら
鵬
る
。
」
李
は
綴
っ
た
、
「
誰
そ
れ
の
銭
簿
（
上
の
収
入
）
は
ず
い
ぶ
ん
多
い
よ
う
で
す
ね
、
こ
こ
は
一
つ
あ
な
た
様
の
お
力
で
ち
ょ
っ
と
私
に
便
宜

　
　
を
図
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
」
「
二
三
千
銭
な
ら
で
き
ま
す
が
、
多
額
は
無
理
で
す
よ
。
」
そ
し
て
筆
で
こ
う
注
記
を
加
え
た
。
「
更
に
二
一
二
千
銭
が
誰
そ
れ

　
　
等
四
入
の
銭
か
ら
出
る
。
」

　
ま
ず
目
立
つ
の
は
判
官
の
職
掌
で
あ
る
。
判
官
は
裁
判
か
ら
財
政
へ
担
当
を
か
え
て
お
り
、
こ
ん
ど
の
地
獄
で
は
獄
訟
は
ま
っ
た
く
み
え
な

い
。
そ
れ
か
ら
前
の
柳
判
官
は
公
私
を
区
分
し
て
李
敏
求
の
願
い
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
て
、
こ
ん
ど
の
馬
判
官
は
聖
母
心
地
敏

求
の
主
張
す
る
　
「
天
の
意
」
に
同
意
し
て
か
ら
か
、
李
敏
求
の
一
年
所
得
を
知
ら
せ
、
さ
ら
に
銭
簿
ま
で
変
更
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
後
述

す
る
が
天
意
と
い
う
も
の
が
い
か
に
わ
が
ま
ま
に
私
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は
注
尽
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
李
敏
求
説
話
」
に
は
も
う
一
つ
の
年
収
予
知
の
話
が
で
て
く
る
が
、
そ
の
話
の
主
人
公
は
李
敏
求
の
乳
母
で
あ
る
。
二
人
の
対
話
に
耳
を

か
た
む
け
て
み
よ
う
。

　
　
　
乳
母
は
江
濫
に
家
が
あ
っ
た
が
、
敏
求
に
会
う
と
喜
ん
で
い
う
、
「
私
は
ま
た
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
な
た
は
判
官
様
と
旧
知
で
ご
ざ
い

　
　
ま
し
ょ
う
、
ど
う
か
こ
の
婆
の
た
め
に
年
収
を
教
え
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
。
」
敏
求
は
幼
い
と
き
李
の
乳
で
養
わ
れ
た
の
で
や
む
な
く
引
き
返
し
て
中
に

　
　
　
入
り
、
そ
の
こ
と
を
馬
公
に
言
っ
た
。
馬
が
左
右
の
者
に
「
す
ぐ
に
調
べ
て
こ
い
。
」
と
命
ず
る
と
、
持
っ
て
き
た
大
き
な
帳
面
に
は
こ
う
あ
つ
た
。
「
阿

　
　
　
李
の
年
収
は
七
百
銭
。
」
敏
求
は
走
り
出
て
お
婆
さ
ん
に
会
い
、
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
彼
女
は
怨
み
嘆
い
て
涙
を
流
し
た
。
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李
敏
求
は
乳
母
と
の
私
情
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
判
官
に
た
の
ん
で
乳
母
の
年
収
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
乳
母
は
李
敏
求
と
は
ち
が

っ
て
た
だ
な
げ
き
う
ら
み
な
が
ら
な
み
だ
を
な
が
し
て
い
る
だ
け
（
嵯
怨
垂
涙
）
で
あ
る
。
身
分
の
差
か
ら
か
乳
母
に
は
年
収
の
変
造
が
不
可

能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
こ
の
入
冥
謬
の
結
宋
を
み
る
と
、
番
鳥
求
の
場
合
は
前
の
入
髪
謬
と
お
な
じ
く
救
命
簿
に
変
造
予
告
さ
れ

て
い
た
三
百
三
十
貫
の
数
字
が
や
は
り
日
常
生
活
の
世
界
か
ら
獲
得
さ
れ
る
過
程
が
こ
ま
か
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
乳
母
の
登
場
に
よ
っ
て
世
俗
化
は
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
深
ま
っ
て
い
っ
た
が
李
敏
求
と
乳
母
の
運
命
に
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
士
と
庶
の
埋
め
ら
れ
な
い
間
隙
の
反
映
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ま
た
｝
方
天
意
の
不
公
平
さ
の
反
映
で
も
あ
る
。
天
意
が
万
人
に
公
平
で
な

く
、
個
人
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
解
釈
さ
れ
る
の
は
天
意
の
世
俗
化
と
は
い
え
、
そ
れ
は
地
獄
の
権
威
の
失
墜
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
世
俗
化
し
て
権
威
の
失
墜
し
て
い
く
地
獄
の
姿
を
克
明
に
示
す
　
つ
の
例
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
現
職
の
官
吏
の
前
に
身

を
あ
ら
わ
し
て
お
な
じ
現
職
官
で
あ
る
自
分
の
む
す
こ
の
た
め
に
哀
願
す
る
冥
吏
の
話
で
あ
る
。
鄭
滑
院
、
漸
西
院
な
ど
唐
中
期
以
降
塩
の
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

売
の
事
務
監
督
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
巡
院
の
名
前
が
で
て
く
る
こ
の
話
は
や
は
り
貨
幣
経
済
の
発
達
に
よ
っ
て
世
俗
化
し
た
地
獄
の
話
で
あ

る
。　

　
唐
の
博
論
の
崔
応
は
扶
郡
県
の
令
に
赴
任
し
た
。
正
午
に
一
人
で
坐
っ
て
い
る
と
、
一
人
の
老
人
が
彼
に
謁
見
を
求
め
て
き
た
。
問
う
と
、
老
人
は
答
え

　
　
て
言
う
。
「
私
は
霊
界
の
地
神
に
通
じ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
冥
界
の
官
で
あ
ら
れ
る
毒
判
窟
ど
の
が
あ
な
た
様
に
ご
挨
拶
に
見
え
て
お
い
で
で
す
。
ど
う

　
　
か
厚
く
礼
を
尽
く
し
て
ご
接
待
願
い
ま
す
。
」
…
…
冥
吏
は
自
ら
姓
名
官
位
を
名
乗
っ
て
三
孝
と
称
し
、
挨
拶
を
し
た
。
応
も
答
え
て
挨
拶
を
し
、
再
三

　
　
お
辞
儀
を
交
わ
す
と
売
手
は
言
っ
た
。
「
私
は
冥
界
の
要
職
に
つ
い
て
お
り
ま
す
。
長
官
ど
の
の
才
器
は
当
世
に
冠
絶
し
て
お
い
で
と
伺
い
、
そ
こ
で
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
昼
の
お
休
み
の
時
を
待
っ
て
こ
う
し
て
ご
挨
拶
に
参
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
ど
う
か
お
驚
き
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
。
」

ま
ず
世
俗
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
冥
吏
が
甚
だ
低
姿
勢
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
こ
の
冥
吏
は
冥
司
の
要
職
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
崔

県
令
に
あ
う
た
め
に
、
世
俗
の
礼
儀
を
と
と
の
え
丁
重
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冥
吏
は
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
二
入
の
対
話
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
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冥
界
の
使
者
は
言
う
、
「
私
は
量
を
去
る
こ
と
数
年
に
し
て
冥
界
で
職
を
得
ま
し
た
が
、
私
が
妻
子
を
捨
て
て
か
ら
わ
が
家
は
零
落
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

愛
児
の
文
卿
は
幼
く
し
て
父
を
失
っ
た
た
め
、
粗
野
で
礼
儀
作
法
を
備
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
い
ま
鄭
滑
院
に
奉
職
し
て
お
り
十
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
が
、

職
を
引
き
継
い
だ
際
、
簿
記
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
た
め
数
万
貫
疋
の
欠
損
を
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
決
し
て
自
分
で
着
服
し
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
目
こ
ぼ
し
い
た
だ
き
、
庇
っ
て
や
っ
て
は
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
」
応
は
う
つ
む
い
て
言
う
、
「
あ
あ
、
私
は
扶
溝
県
令
で
あ
り
ま
す
、

ど
う
し
て
鄭
滑
院
の
こ
と
な
ぞ
知
り
ま
し
ょ
う
。
」
「
い
い
え
、
あ
な
た
の
材
器
と
逆
位
が
あ
れ
ば
、
一
院
で
終
わ
る
ど
こ
ろ
か
、
今
後
清
顕
の
官
を
歴
任

し
て
雄
藩
に
掌
篇
し
、
人
臣
と
し
て
の
位
を
極
め
る
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
数
月
後
に
は
鄭
滑
院
と
職
を
交
替
す
る
は
ず
で
す
。
も
し
あ
な
た
が

お
約
束
を
守
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
な
ら
、
私
も
冥
界
の
仕
事
で
あ
な
た
の
た
め
に
微
力
な
が
ら
お
力
添
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
お
上
に
申
し
上
げ
て
、
あ

な
た
お
一
人
の
栄
貴
だ
け
で
な
く
、
ご
子
孫
に
ま
で
慶
福
が
及
ぶ
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」
「
わ
た
し
は
卑
し
い
田
舎
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
決
し
て

ご
命
令
に
背
き
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
」
冥
界
の
使
者
は
感
涙
に
む
せ
び
、
そ
う
し
て
別
れ
の
言
葉
を
交
わ
す
と
去
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
古
習
と
現
職
の
官
吏
は
き
わ
め
て
世
俗
的
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
獄
の
審
判
官
と
し
て
の
古
音
の
威
厳
は
お
ろ

か
、
冥
吏
の
方
が
な
ん
と
か
の
請
願
を
し
て
い
る
場
面
な
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
此
面
に
予
知
さ
れ
た
と
お
り
島
々
は
虚
血
滑
面
事
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
崔
応
は
冥
吏
と
の
約
束
を
ま
も
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち

　
　
鄭
滑
院
に
赴
任
し
て
き
た
段
に
な
る
と
、
彼
は
以
前
の
約
束
を
破
っ
て
言
っ
た
、
「
欠
損
額
は
ず
い
ぶ
ん
に
な
る
、
ど
う
や
っ
て
弁
明
な
ど
で
き
よ
う
。

　
　
そ
れ
に
文
慶
は
自
分
で
着
服
し
て
蹴
罪
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、
何
年
も
報
告
を
怠
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
厳
し
い
刑
罰
を
適
用
し
て
怠

　
　
慢
を
懲
ら
し
め
な
い
と
い
け
な
い
。
一
旦
世
の
浮
沈
が
決
ま
っ
て
し
ま
え
ば
た
と
え
鬼
で
も
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
法
を
棄
て
て
神
に
従
う
な
ぞ
、

　
　
神
に
へ
つ
ら
っ
て
福
を
求
め
る
も
同
じ
だ
。
」
そ
こ
で
文
慶
の
身
柄
を
拘
束
し
て
使
に
申
し
上
げ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
文
慶
を
罰
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
握
応
の
「
窮
達
既
定
、
鬼
何
丈
移
。
若
棄
法
循
神
、
是
年
魚
求
福
。
」

と
の
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
平
倉
ほ
鬼
の
能
力
を
完
全
に
否
定
し
て
世
俗
世
界
の
法
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
官
吏
の
自
信
満
満
の

態
度
が
読
み
と
ら
れ
よ
う
。
結
局
文
慶
は
死
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
後
文
慶
の
父
で
あ
る
冥
吏
は
文
慶
の
前
に
あ
ら
わ
れ
、
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中世中国における地獄と獄訟（朴）

　
　
あ
あ
、
約
束
を
守
ら
な
い
人
が
お
前
の
家
族
を
陥
れ
て
し
ま
っ
た
。
わ
し
が
お
前
の
た
め
に
帝
に
訴
え
た
ら
、
帝
は
わ
し
に
男
茎
の
禄
を
奮
う
の
を
お
許

　
　
し
下
さ
っ
た
。
し
か
し
わ
し
の
一
族
も
ま
た
こ
れ
で
終
わ
り
じ
ゃ
。

と
告
げ
て
い
る
が
、
こ
の
嘆
き
の
黄
葉
も
世
俗
の
法
を
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
失
墜
し
て
し
ま
っ
た
地
獄
の
様
子
を
再
確
認
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
冥
吏
が
冥
界
の
天
帝
に
訴
え
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
は
骨
離
は
人
の
訴
え
を
処
理
す
る
位
置
に

あ
っ
た
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
冥
吏
が
人
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
現
実
世
界
を
審
判
す
べ
き
地
獄
の
逆
転
さ
れ
た
様
子
だ
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
前
章
で
挙
げ
た
「
杜
鵬
挙
説
話
」
や
「
聖
王
説
話
」
が
、
政
権
の
正
当
化
の
た
め
に
図
繊
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
地
獄
の
様
子
を
伝
え

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
李
敏
求
説
話
」
や
「
誰
判
官
説
話
」
は
貨
幣
経
済
の
威
力
に
屈
服
し
た
地
獄
の
様
子
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

政
治
や
経
済
ば
か
り
で
は
な
い
。
世
俗
の
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
が
地
獄
で
も
同
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
た
と
え
ば
地
獄
に
は
食
料
簿
が
あ
っ
て
日
常
の
飲
食
を
予
定
し
て
い
て
お
り
、
ま
た
結
婚
の
担
当
吏
も
い
る
ば
か
り
か
、
む
す
め
の
化
粧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
め
世
俗
の
娘
を
追
わ
せ
る
閻
羅
王
、
自
分
の
病
気
を
な
お
す
た
め
に
世
俗
の
医
員
を
追
わ
せ
る
閻
羅
王
、
高
水
と
粥
を
要
求
す
る
冥
吏
、
娯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

楽
の
た
め
女
心
を
充
員
せ
し
め
る
閻
羅
王
、
同
光
王
（
後
唐
荘
宗
）
の
誕
生
日
故
、
休
暇
を
も
ら
う
罪
囚
、
職
務
中
眠
っ
て
い
る
判
官
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
ら
科
挙
の
進
士
科
の
膀
を
担
当
す
る
冥
吏
、
地
獄
で
の
昇
進
の
た
め
被
訳
者
に
写
経
を
要
求
す
る
冥
吏
、
移
職
の
た
め
功
徳
を
要
求
す
る
冥

⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

吏
、
「
下
賎
之
人
、
冥
宮
不
急
」
の
た
め
九
〇
余
年
も
獄
訟
を
凝
滞
さ
せ
ら
れ
た
原
告
、
私
情
に
よ
っ
て
禄
命
を
変
更
す
る
冥
吏
、
教
育
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
人
間
世
に
遊
学
す
る
冥
吏
、
等
々
地
上
の
す
べ
て
の
日
常
事
が
地
獄
で
も
お
な
じ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
地
獄
と
世
俗

世
界
と
を
区
別
す
る
す
べ
も
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
有
り
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
地
獄
と
世
俗
世
界
と
が
不
分
明
に
連
続
す
る
に
至
る
背
景
に
は
、
中
国
人
の
伝
統
的
な
死
生
観
が
抜
き
難
く
横
た
わ
っ
て
い
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
ろ
う
。
仏
教
伝
来
以
前
の
古
代
中
国
に
お
け
る
死
後
世
界
が
現
世
の
延
長
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
伝
統
的
観
念
は
仏
教
伝
来
後
も
脈
々
と
生
き
続
け
た
。
既
に
六
朝
時
代
の
次
の
説
話
に
は
そ
の
よ
う
な
死
後
観
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
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節
は
問
う
、
「
死
は
生
と
比
べ
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
」
紹
は
言
う
、
「
異
な
る
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
死
は
虚
で
生
は
実
な
の
が
、
そ
の
違
う
所
で

す
。
」
「
死
ん
だ
ら
な
ぜ
（
魂
は
）
死
体
に
帰
ら
な
い
の
で
す
か
。
」
「
養
え
て
言
え
ば
、
あ
な
た
の
手
を
一
本
切
っ
て
地
に
棄
て
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ぐ
に
切
り
取
っ
て
し
ま
え
ば
、
あ
な
た
は
（
切
ら
れ
た
手
の
）
痛
み
を
感
じ
ま
す
か
。
死
ん
で
死
体
を
去
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
」

生
人
蘇
節
の
死
生
の
差
に
つ
い
て
の
問
い
に
、
生
人
の
従
兄
に
あ
た
る
鬼
蘇
蜜
は
、
「
無
異
。
而
死
者
虚
、
生
者
実
、
此
其
異
也
。
」
と
死
と
生

は
異
な
ら
ぬ
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
観
念
が
以
上
に
見
た
唐
代
の
地
獄
説
話
の
中
に
も
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も

は
や
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
獄
に
お
け
る
二
面
の
解
体
を
も
た
ら
し
た
も
の
、
そ
れ
は
畢
寛
死
後
の
不
在
な
る
中
国
の
伝
統
的
観
念

な
の
で
あ
っ
た
。

①
『
太
平
広
記
』
一
五
七
1
＝
二
六
、
定
数
、
李
三
二
、
河
東
記

②
吉
川
幸
次
郎
氏
が
宋
詩
と
唐
詩
の
性
質
を
対
黙
的
に
把
握
し
、
唐
詩
の
叙
情
性

　
に
対
し
宋
詩
の
叙
述
性
、
生
活
へ
の
密
着
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
本
稿
の
テ
ー

　
マ
と
か
か
わ
っ
て
示
唆
に
富
む
。
地
獄
説
話
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
日
常
生

　
活
と
の
密
着
は
す
で
に
唐
の
後
期
か
ら
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
る
。

③
馬
植
は
、
旧
麿
書
巻
一
七
六
、
新
患
書
巻
一
八
四
に
塩
鉄
転
牛
使
を
勤
め
た
人

　
物
と
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
説
話
の
中
の
馬
上
は
こ
の
人
物
を
モ
デ
ル
と
し

　
た
可
能
性
が
あ
る
。

④
『
太
平
広
記
」
一
五
七
1
＝
　
天
、
定
数
、
李
敏
求
、
逸
史

⑤
鄭
滑
院
は
代
宗
、
宝
応
二
年
（
七
六
三
）
、
上
北
に
設
置
さ
れ
た
一
三
巡
院
中

　
の
一
つ
で
あ
る
。
旧
唐
害
巻
四
九
、
新
唐
書
巻
五
四
参
照
。

⑥
『
太
平
広
記
』
＝
ご
ニ
ー
八
六
七
、
報
応
、
康
判
官
、
陰
徳
伝

⑦
咽
太
平
広
記
」
～
五
八
一
一
＝
二
八
、
定
数
、
許
生
、
玉
堂
間
話
咽
太
平
広

　
記
』
三
八
一
－
三
〇
三
二
、
再
生
、
嬢
有
榔
、
広
異
記

⑧
四
太
平
広
記
」
一
五
九
一
＝
四
二
、
定
数
、
定
婚
店
、
続
鶴
怪
禽
、
門
太
平

　
広
記
』
　
｝
⊥
ハ
O
I
～
　
～
四
九
、
｛
疋
数
、
李
三
下
、
幡
就
｛
疋
A
叩
録

＠　（｝　op　＠

門
太
平
広
記
㎞
三
三
七
－
二
六
七
二
、

『
太
平
広
記
隔
三
四
九
－
二
七
六
二
、

『
太
平
広
記
隔
三
八
○
…
三
〇
二
八
、

『
太
平
広
記
隔
三
八
六
一
三
〇
七
七
、

鬼
、
誰
礒
、
広
異
記

鬼
、
王
難
、
酉
陽
雑
学
（
続
集
巻
一
）

再
生
、
鄭
潔
、
博
異
記
、
七
難
異
記

再
生
、
謝
弘
敵
妻
、
冥
雑
記
、
又
冥
祥

　
記

⑬
『
太
平
広
記
隔
三
三
ニ
ー
二
六
三
九
、
鬼
、
玉
子
貢
、
記
聞

⑭
『
太
平
広
記
』
＝
｝
九
－
九
一
四
、
誤
記
、
張
公
瑛
妾
、
冥
報
記

⑮
『
太
平
広
記
」
三
四
一
…
二
七
〇
二
、
鬼
、
李
俊
、
続
玄
型
録

⑯
『
太
平
広
記
」
三
四
六
…
二
七
四
四
、
鬼
、
銭
方
義
、
続
玄
怪
録

⑰
『
太
平
広
記
』
三
五
〇
1
二
七
七
三
、
鬼
、
浮
泰
阜
令
、
纂
異
記

⑱
『
太
平
広
記
」
三
七
五
－
二
九
八
五
、
再
生
、
卑
課
順
調
、
通
幽
記

⑲
『
太
平
広
記
」
二
七
七
－
二
～
九
四
、
夢
、
婁
三
徳
、
宣
室
志

⑳
『
太
平
広
記
」
三
四
七
－
二
七
五
～
鬼
、
毒
安
之
、
霊
異
録

⑳
　
近
年
の
著
作
と
し
て
は
、
康
韻
梅
門
中
国
古
代
死
亡
観
之
探
求
隔
（
国
立
台
湾

　
大
学
文
史
叢
刊
、
　
一
九
九
四
）
な
ど
。

⑫
　
　
『
太
平
広
記
』
三
一
九
－
二
五
二
八
、
鬼
、
蘇
詔
、
直
隠
晋
書

118 （594）



中世中国における地獄と獄訟（朴）

結
び
に
か
え
て
1
中
国
的
正
義
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
一

　
以
上
、
太
平
広
記
所
収
の
唐
代
地
獄
説
話
に
見
え
る
獄
訟
を
見
て
き
た
結
果
、
指
摘
し
う
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

一
、
逮
捕
の
場
面
に
お
い
て
は
、
絶
対
の
権
威
を
も
つ
べ
き
地
獄
の
使
者
も
正
規
の
帖
な
し
に
は
逮
捕
を
行
い
得
ず
、
ま
た
現
世
の
私
情
や
公

　
権
力
に
抗
い
難
か
っ
た
。

二
、
殺
生
の
罪
に
対
し
て
公
殺
私
殺
の
別
が
立
て
ら
れ
た
の
も
、
本
来
の
イ
ン
ド
仏
教
の
教
え
に
あ
る
殺
生
そ
の
も
の
の
絶
対
の
禁
止
で
は
な

　
く
、
律
令
的
裁
判
の
反
映
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
厳
し
い
宗
教
的
戒
律
が
解
体
さ
れ
地
獄
の
世
俗
化
し
て
い
く
現
れ
で
も
あ
っ
た
。

三
、
特
に
岩
代
後
半
期
以
降
に
成
立
し
た
説
話
に
見
え
る
地
獄
は
、
裁
き
の
場
と
し
て
の
性
格
を
次
第
に
失
い
、
代
わ
り
に
予
言
の
場
と
し
て

　
現
世
と
の
連
続
性
を
強
め
て
い
く
。

四
、
そ
れ
に
伴
い
、
地
獄
は
世
俗
世
界
と
同
様
の
世
界
と
し
て
世
俗
化
の
色
を
濃
く
し
て
い
く
。

五
、
地
獄
は
世
俗
世
界
の
権
力
に
屈
従
す
る
に
至
る
。

　
地
獄
説
話
か
ら
の
獄
訟
の
消
滅
、
無
論
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
仏
教
と
道
教
と
の
習
合
と
い
う
周
知
の
事
実
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
か
も

知
れ
な
い
。
或
い
は
ま
た
、
小
南
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
六
朝
唐
初
の
仏
教
説
話
か
ら
唐
後
期
の
伝
奇
小
説
に
至
り
仏
教
信
者
の
手
を
離
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
意
識
的
な
虚
構
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
テ
キ
ス
ト
上
の
問
題
も
背
景
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で

あ
れ
、
当
時
の
人
間
一
般
に
来
世
で
の
公
正
な
裁
き
と
い
う
観
念
・
信
仰
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
も
描
か
れ
た
は

ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
獄
の
尊
長
の
消
滅
、
そ
れ
を
地
獄
の
道
教
化
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
、
と
書
い
換
え
る
に
せ
よ
、
そ
の
根
底
に
は
中
国

人
の
不
死
の
信
仰
、
そ
し
て
来
世
で
の
神
に
よ
る
正
義
の
実
現
な
る
観
念
の
欠
如
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
正
義
が
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
正
義
は
神
の
意
志
で
は
な
く
別
の
所
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
心
情

　
　
②

で
あ
る
。
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先
述
の
よ
う
に
、
殺
生
の
罪
に
対
し
て
公
殺
私
殺
の
別
の
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
行
為
者
の
心
情
や
当
時
の
状
況
を
推
察
し
て
公
正
な
る

処
断
を
下
さ
ん
と
す
る
「
心
情
主
義
」
が
表
れ
て
い
る
。
過
失
も
て
蹴
罪
を
犯
し
た
息
子
の
救
済
を
訴
え
る
冥
吏
の
哀
願
も
、
か
か
る
「
原
情

主
義
」
に
よ
る
正
義
の
実
現
の
場
と
し
て
の
地
獄
か
ら
の
声
で
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
現
箕
の
裁
き
に
屈
し
て
い
る
所
に
逆
転
が
あ
る

の
だ
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
「
情
」
、
人
情
を
推
察
し
て
審
理
を
進
め
る
裁
判
の
方
法
は
既
に
先
導
よ
り
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
唐
墨
に
お
い
て

も
三
惑
律
十
一
条
疏
に
「
律
は
原
情
を
貴
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
同
様
で
あ
っ
た
。
唐
律
中
裁
判
に
関
す
る
唯
一
と
い
え
る
断
獄
律
の
八
条
、
訊

囚
察
辞
理
条
も
次
の
如
く
、
情
を
最
も
優
先
し
て
い
た
。

　
　
諸
そ
応
に
訊
囚
す
べ
き
者
は
、
必
ず
や
先
に
情
を
以
て
し
、
辞
理
を
審
察
し
、
反
復
参
験
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
原
情
主
義
と
は
換
言
す
れ
ば
日
原
利
国
氏
が
指
摘
す
る
如
く
動
機
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
厳
し
い
道
徳
主
義
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
法
の
固
い
形
式
を
拒
否
す
る
人
間
主
義
で
も
あ
る
。
た
だ
原
簿
主
義
は
単
な
る
道
徳
主
義
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
も
と
も
と
成
文
法
の
ご
と
き
固
い
形
式
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
嫌
う
申
国
的
な
風
土
に
由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
原

中
主
義
と
は
人
間
の
つ
く
っ
た
法
律
の
よ
う
な
文
明
の
道
具
よ
り
、
文
明
を
つ
く
っ
た
人
間
そ
の
も
の
に
よ
り
大
き
い
信
頼
を
お
く
、
人
間
中

心
的
な
中
国
文
明
の
性
向
に
基
づ
く
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
原
簿
主
義
」
が
地
獄
説
話
の
中
に
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
中
国
な
り
の
正
義
が
そ
こ
で
は
実
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
神
の
絶
対
の
意
志
よ
り
も
人
間
の
心
情
が
第
…
に
重
ん
じ
ら
れ
る
。
故
に
神
に
よ
る
判
決
は
絶
対
で
は
な
い
。
行
為
者
の
心
情
に

よ
っ
て
誤
追
な
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
被
追
丁
は
放
免
さ
れ
得
た
し
、
別
の
者
に
代
わ
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
っ
た
。
地
獄
の
世
俗
世
界
へ

の
屈
従
は
、
現
実
の
人
間
の
心
情
が
神
の
意
志
に
も
ま
し
て
優
先
さ
れ
る
こ
と
の
、
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
終
わ
り
に
再
び
バ
ー
マ
ン
氏
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
法
は
通
常
、
事
物
の
目
に
見
え
る
側
面
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
西
洋
に
お
け

る
法
の
歴
史
一
こ
と
に
そ
の
起
源
－
を
研
究
す
る
ほ
ど
に
、
法
が
人
々
の
信
仰
と
感
情
の
最
も
深
い
所
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
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中世中国における地獄と獄訟（朴）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
な
る
。
煉
獄
へ
の
恐
怖
と
最
後
の
審
判
へ
の
希
望
ぬ
き
に
、
西
洋
の
法
の
伝
統
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」

　
法
を
人
々
の
感
情
と
密
契
の
深
み
に
お
い
て
捉
え
ん
と
す
る
氏
の
姿
勢
に
筆
者
は
全
面
の
賛
意
を
表
す
る
。
し
か
し
又
、
氏
の
指
摘
す
る
西

洋
の
法
の
根
源
は
、
中
国
の
そ
れ
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
に
お
い
て
死
後
の
最
後
の
審
判
と
い
う
観
念
は
つ

い
ぞ
定
着
し
な
か
っ
た
。
神
に
よ
る
厳
格
か
つ
絶
対
の
裁
き
、
と
は
中
国
文
明
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
中
国
の
刑
法
に
神
の
い
な
か
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
絶
対
の
終
末
の
存
在
し
な
い
世
界
に
終
末
の
絶
対
者
に
よ
る
裁
き
な
る
観
念
は
存
在
し
得
な
い
。
し

か
し
申
国
に
は
中
国
独
自
の
正
義
の
理
念
の
あ
っ
た
こ
と
、
上
述
の
通
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
説
話
の
中
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
中
国
と
西
洋
と
の
聞
に
お
け
る
正
義
の
観
念
の
相
違
は
、
両
社
会
を
支
え
る
共
同
体
の
あ
り
方
に
根
ざ
す
と
予
想
さ
れ
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
ま
た
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
唐
代
の
地
獄
説
話
を
中
心
と
し
て
同
時
代
人
の
獄
訟
観
を
探
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
が
時
代
に
つ
れ
て
ど
う
変
遷
し
て
き
た
か
検
討
す
る
こ
と
も
、
以
後
の
課
題
で
あ
る
。

①
小
南
氏
前
掲
論
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
冨
谷
鷺
『
古
代
中
国
の
刑
罰
－
腸
腰
が
語
る
も
の
一
」
中
央
公
論
社
、

②
人
情
を
中
国
法
に
お
け
る
正
義
の
基
準
と
見
る
本
稿
の
立
場
は
滋
賀
秀
三
氏
の
　
　
九
九
五
、
第
三
章

　
高
論
に
教
示
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
岡
氏
門
塾
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
　
　
④
日
原
利
国
『
春
秋
公
静
劇
の
研
究
」
誓
文
社
、
一
九
七
六
、
一
〇
〇
頁

　
（
創
文
社
、
一
九
八
四
）
特
に
「
第
四
畏
事
的
法
源
の
概
括
的
検
討
－
情
・
　
　
⑤
し
ご
㊦
自
。
戸
曇
ミ
も
．
零
。
。
．

　
理
・
法
一
」
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
冨
谷
氏
前
掲
書
、
第
四
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
師
範
大
学
講
師
　
大
韓
民
国
ω

）

121 （597）



Per・iod　were　discovered　in　Southern　Henan　Province．　Each　tomb　consisted　of　the

graves　of　senior　or§cials．　Some　controversy　exists　as　to　whether肋㎎一密肱王

子午or晩’一2ゴP6㎎蓬子1馬was　buried　in　tomb　number　two，　the　most　extensive

stmcture．　The　author　reveais　that　P’Yei－zi　Peng　is　buried　in　the　tomb　and　that　the

Chu　tombs　were　built　by　the　Xia－si．　Thereupon　the　auther　explores　the

background　of　MZei－zi　Peng，　who　was　a　member　of　the　arlstocratic　Wei－shi　i董氏

clan．　Finally，　tke　author　analyzes　We－zi　Peng’s　regime　and　the　political　reforms

he　enacted，　which　caused　power　to　shift　from　an　adiance　of　old　Chu　aristocrats　to

one　of　Z〃。㎎耀α％中原aristocrats，　thereby　enabling　Wei－zi　Peng　to　control　the

Xia－se　Xi－C’huan　regions　in　the　process．

Hell　and　Judgement　in　Medieval　Chna：　Law　and　Justice　as　seen

　　　　　　　　　　　　　through　T’ang　Tales　of　Damnation

by

PAI〈　Yonchoru

　　To　date，　legal　scholarship　has　focused　on　the　institutional　mechanisms　of

Chnese　law　and　ignored　popular　aetitudes　regarding　law　and　justice．　Justice　can

oniy　be　understood，　however，　when　laws　are　situated　in　a　social　context．　The

author　intends　to　explore　contemporary　T’ang　attitudes　regalding　law　and　justice

by　examining　T’ang　era　taies　of　damnation．　These　tales　consist　of　judgements　of

hell　wbich　were　modeled　after　worldiy　judgements．　The　absence　of　any　sense　of

divine　justice，　as　found　in　the　West，　coupled　with　a　traditional　betief　iri　immortality，

caused　these　judgements　of　hell　to　lose　their　ir｝itial　severity，　becoming　increasingly

worldly　before　disappearing　entirely．　Precisely　because　the　judgements　of　these

tales　mirrored　the　fashions　of　the　secular　world，　the　attitudes　found　iR　these　ta｝es

accurately　reflect　contemporary　T’ang　attitudes　regarding　law　and　justice．　lt　thus

becomes　evident　that　a　coltception　of　empathy　undexpinned　T’ang　law　and　justice．

（636）




