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京
都
第
七
二
倍

(
二
〇
〇
〇
)
二

五
九
1
1
七
九
京

(1)

北
親
の
忠
臣
高
允
の
併
教
思
想
に
つ
い
て

緒

言

荒

牧

典

俊

古
代
秦
漠
帝
国
が
､
再
王
権
そ
の
も
の
の
腐
敗
堕
落
か
ら
は
じ
ま
っ
て
'
濁
流

･
清
流
の
糞
学
に
よ
っ
て
混
乱
L
t
黄
巾
之
乱
に
よ
っ
て
崩

壊
し
て
し
ま
っ
て
以
後
､
貌
晋
南
北
朝
の
歴
史
過
程
の
中
で
'
い
か
な
る
社
台
構
造
の
変
動
と
思
想
文
化
の
襲
容
が
展
開
し
て
'
陪
席
の
社
禽

鮭
割
と
思
想
文
化
が
成
立
す
る
か
t
と
い
う
よ
う
に
'
社
台
経
済
史
と
思
想
文
化
史
を
バ
ラ
バ
ラ
に
で
は
な
-
'

一
つ
の
歴
史
過
程
と
し
て
理

解
し
な
-
て
ほ
な
ら
な
い
t
と
問
題
提
起
し
､
そ
の
問
題
に
答
え
る
べ
-
中
世
豪
族
共
同
髄
論
の
仮
説
を
提
言
し
'
多
-
の
精
微
な
研
究
に
よ

っ
て
質
琵
し
て
い
か
れ
た
の
が
､
い
ま
は
亡
き
川
勝
義
雄
先
生
と
い
ま
も
御
活
躍
の
谷
川
道
雄
先
生
の
御
仕
事
で
あ

っ
た
と
考
え
る
｡
わ
た
-

L
も
'
中
国
史
撃
に
は
ま
っ
た
-
の
門
外
漢
な
が
ら
'
両
先
生
の
中
世
豪
族
共
同
鰻
論
を
出
費
鮎
と
し
基
礎
と
し
て
'
中
国
係
数
思
想
史
を
理

解
し
ょ
う
と
努
力
し
て
き
て
'
目
下
の
と
こ
ろ
'
北
朝
後
半
期
儒
教
思
想
史
が
'
ど
の
よ
う
に
晴
磨
係
数
思
想
史

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
-
か
t

を
考
え
よ
う
と
し
て
模
索
し
て
い
る
｡
い
ま
'
北
朝
後
半
期
に
お
け
る
係
数
思
想
の
急
速
な
展
開
を
中
世
豪
族
共
同
鮭
論
か
ら
し
て
理
解
す
る

に
あ
た
っ
て
'
さ
し
あ
た
り
課
題
に
な
る
の
は
､
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
郎

1
な
る
歴
史
過
程
が
展
開
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
賓
讃
す
る
こ
と
で
あ
ろ
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う
｡
第

l
に
'
社
脅
経
済
史
的
な
歴
史
過
程
と
し
て
は
'
近
年
の
き
わ
め
て
根
本
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
愈
偉
超

『
中
開
古
代
公
社
組
織
的
考

察
I

論
先
秦
南
漠
的
革

･
伸

"
弾
』

一
九
八
八
年
が
'
先
秦
以
来
の
古
代
中
国
社
合
の
基
礎
に
あ
る
共
同
膿
組
織

｢
畢
｣

｢弾
｣

｢圏
｣
等

の
展
開
過
程
を
考
古
学
的
に
あ
と
づ
け
た
上
で
'
隔
唐
の
均
田

･
府
兵
制
的
社
食
鰻
制

へ
の
展
開
を
見
通
し
っ
つ
､
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢無
論
是
府
兵
制
遠
是
均
田
制
的
出
現
､
究
寛
興

八
草
)
的
残
存
形
態
或
共
演
轡
過
程
有
什
磨
関
係
'
現
在
遠
視
不
清
楚
'
-
･･･也
許
遠

是
厩
曹
徒

八
草
)
這
種
公
社
組
織
的
反
反
復
復
的
解
隆
興
復
活
的
過
程
中
'
尋
捜
其
来
源
｣

す
な
わ
ち
'
わ
た
-
し
な
り
に
解
樺
す
れ
ば
､
北
朝
後
半
期
段
階
に
お
い
て
豪
族
共
同
鰹
は
'
た
び
重
な
る
戦
乱
等
に
よ
っ
て
'
ど
ん
ど
ん

再
分
化
す
る
過
程
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
'
し
か
も
そ
こ
へ
多
-
の
異
民
族
支
配
者
の
豪
族
共
同
鰻
が
割
り
込
ん
で
き
て
､
い
わ
ゆ
る
均
田

･
府

兵
制
的
胡
漠
融
合
社
食

へ
と
展
開
し
つ
つ
あ

っ.た
こ
と
で
あ
る
.
そ
の
よ
う
な
北
地
豪
族
共
同
鰻
の
典
型
例
が
'
高
允
の
出
自
で
あ
る
樹
海
の

(2
)

高
氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
第
二
に
'
思
想
文
化
史
的
な
歴
史
過
程
と
し
て
は
'
先
秦
以
来
の
舌
代
国
家
共
同
鰻
を
共
同
鰻
と
し
て

存
綬
さ
せ
つ
づ
け
て
き
た
の
が
､
殿
周
宗
教
に
由
来
す
る
秦
漠
儒
教
で
あ

っ
た
の
で
あ

っ
て
､
そ
も
そ
も
前
漠
宋
頃
か
ら
'
い
わ
ゆ
る
豪
族
共

同
鰻
が
成
立
し
登
達
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
'
根
本
的
に
は
'
豪
族
共
同
鰻
を
共
同
鰹
と
し
て
存
綬
さ
せ
る
儒
教
的
組
先
祭
把
を
根
擾
づ
け

る
黄
老
乃
至
古
道
敦
的
宗
教
が
成
立
し
発
達
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
い
ま
北
朝
後
半
期
に
お
い
て
豪
族
共
同
鰻
が
ど
ん
ど
ん
再
分

化
し
っ
つ
あ
り
'
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
共
同
鰻
か
ら
出
家
す
る
諸
個
人
が
出
現
し
っ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
も
t
よ
り
根
本
的
に
は
､
黄
老
乃
至

古
道
敦
的
宗
教
が
'
い
ま
や
'
北
朝
後
半
期
係
数
か
ら
晴
麿
悌
敦

へ
と
展
開
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
､
北
朝
後
半
期
傍
教
思

想
史
の
根
本
課
題
は
t
か
-
再
分
化
し
っ
つ
あ
る
豪
族
共
同
鰻
や
そ
こ
か
ら
出
家
す
る
諸
個
人
を
思
想
的
文
化
的
に
統
合
す
る
統
合
原
理
と
し

て
'
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も

っ
た
係
数
思
想
が
展
開
し
つ
つ
あ
る
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
併
教
思
想
が
'
具
性
的
に
'
ど
の

よ
う
な
係
数
活
動
に
よ
っ
て
胡
漠
融
合
社
台
を
融
合
さ
せ
て
い
-
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
'
そ
の
よ
う
な
北
朝
後
半
期
傍
敦
思
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想
史
の
基
本
方
向
を
方
向
づ
け
て
い
る
の
が
'
高
允
の
儒
教
思
想
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
よ
う
な
二
郎

1
な
る
歴
史
過
程
が
展
開
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
'
歴
史
事
箕
と
し
て
貫
琵
す
る
た
め
に
は
､
ど
の
よ
う
な
方

法
を
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
証
合
経
済
史
が
'
思
想
文
化
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
の
歴
史
と
な
り
'
思
想
文
化
史
が
歴

史
の
根
幹
の
働
き
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
具
鮭
性
を
も
つ
た
め
に
は
'
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡
わ
た
-
L
は
､
そ
の
よ
う
な
歴

史
過
程
の
か
な
め
に
な
っ
て
い
る

一
箇
の
人
間
存
在
を
見
つ
け
出
し
'
そ
の
一
箇
の
人
間
存
在
が
'
社
台
経
済
史
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
て
'
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
か
を
理
解
し
､
ま
た
'
そ
の
同
じ
人
閲
存
在
が
'
ど
の
よ
う
な
思
想
文
化
を
も
っ
て
生
き
て
い
る

か
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
こ
に
二
郎

一
な
る
歴
史
過
程
が
あ
る
こ
と
を
賓
鐙
す
る
よ
り
外
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.
そ
う
い
う

意
味
で
'
こ
こ
で
は
'
魂
晋
以
来
の
豪
族
共
同
鮭
社
合
が
'
均
田

･
府
兵
制
的
胡
漠
融
合
社
食

へ
と
護
達
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
身
を
も

っ
て
経

験
し
て
い
て
､
そ
の
よ
う
な
社
合
性
制
を
貫
現
す
る
馬
の
政
策
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
提
言
し
て
い
っ
た
政
治
家
で
も
あ
り
､
か
つ
北
朝
後
半
期
係
数

思
想
の
源
流
と
な
る
係
数
者
達
を
北
数
の
都
'
平
城

へ
招
請
し
た
り
雲
岡
石
窟
の
造
営
を
積
極
的
に
推
進
し
た
り
し
た
に
ち
が
い
な
い
併
敦
者

で
も
あ
る

｢北
魂
の
忠
臣
高
允
｣
に
注
目
し
て
､

と
-
に
か
れ
が
'

ど

の
よ
う
な

｢儒
教
思
想
｣
を
も
っ
て
い
た
か
を
論
じ
て
み
よ
う
と
忠

う
｡
但
し
'
あ
ら
か
じ
め
'
二
つ
の
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
o

l
つ
は
､
こ
こ
で
提
起
し
た
よ
う
に
'
北
朝
後
半
期
の

社
台
経
済
史
と
思
想
文
化
史
の
か
な
め
の
位
置
に
あ
る
人
間
存
在
と
し
て
'

｢北
魂
の
忠
臣
高
允
｣
を
論
ず
る
に
は
'
か
な
り
の
大
き
さ
の
論

文
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

っ
て
'
こ
こ
で
は
､
ご
く
ご
-
限
定
し
て
'
か
れ
の

｢併
敦
思
想
｣
の
基
本
性
格
だ
け
を
論
ず
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と

で
あ
る
｡
つ
ぎ
に
第
二
に
､
か
く

｢北
親
の
忠
臣
高
允
の
併
敦
思
想
｣
だ
け
を
論
ず
る
と
い
っ
て
も
､
か
れ
の
併
敦
思
想
を
直
接
停
え
る
史
料

と
し
て
は
'
唯

1
'

｢虞
弘
明
集
』
奄
二
十
九

(T
T

5
2
,3
39b
Ic)
に

｢鹿
苑
賦
｣
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
'
か
れ

と
か
か
わ
り
の
あ

っ
た
係
数
者
達
か
ら
し
て
'
推
論
に
推
論
を
積
み
重
ね
て
再
構
成
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
は
な
は
だ
危
な

っ

か
し
い
議
論
を
積
み
重
ね
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､
従
来
'
そ
れ
を
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
'
北
朝
後
年
期
併
敦
思
想
史
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162

が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
t
と
い
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
了
解
い
た
だ
き
た
い
｡

第

1
節

北
観
の
忠
臣
高
允
の
併
教
思
想

は
じ
め
に
'
北
貌
前
半
期
政
治
史
に
お
け
る
忠
臣
高
允
の
歴
史
的
重
要
さ
を
確
認
す
る
た
め
に
'
北
貌
皇
帝
の
在
位
期
閲

(及
び
そ
の
と
き

の
午
齢
)
と
高
允
の
停
歴

(及
び
そ
の
と
き
の
年
齢
)
と
を
封
鷹
さ
せ
て
表
に
し
て
お
-
｡

〔皇
帝
〕

太
粗

造
武
一帝

〔拓
放
珪
〕

三
八
七
-
四
〇
九
年

(
1
七
-
三
九
歳
)

太
宗

明
元
帝

〔拓
段
嗣
〕

四
〇
九
-
四
二
三
年

(
一
五
-
三
二
歳
)

世
租

大
武
霜

〔拓
殴
講
〕

四
二
三
-
四
五
二
年

(
一
九
1
四
五
歳
)

恭
宗

景
穆
霜

〔拓
扱
晃
〕

在
位
せ
ず

(
二
四
歳
舞
)

高

宗

文
成
帝

〔拓
殴
溶
〕

四
五
二
-
四
六
五
年

(
二
二
1
二
六
歳
)

顕
租

猷
文
再

〔拓
政
弘
〕

〔高
允
〕

樹
海
郡
懲
願
高
氏
の
出
自
'

一
時
出
家

三
九
〇
-
四
〇
八
年

(
一
-

一
九
歳
)

遠
俗
し
て
以
後
の
儒
学
勉
学
時
代

四
〇
九
-
四
三
〇
年

(
二
〇
-
四

二
威
)

中
央
政
界

へ
の
進
出
と
太
子
晃
の
教
育
時
代

四
三
〇
-
四
五
〇
年

(
四

一
I
六

一
歳
)

廃
傍
と
鍵
浩
国
史
事
件
時
代

四
五
〇
-
四
五
二
年

(
六
1

-

六
三
歳
)

最
も
信
任
厚
い
政
治
顧
問
と
併
敦
復
興
時
代

四
五
二
1
四
七

一
年

(
六
三
-
八
二
歳
)

同
着



弗魂の忠臣高允の悌数思想について

四
六
五
-
四
七

一
年

(
二
二
-
一
九
歳
譲
位

-
二
三
歳
舞
)

高
租

孝
文
一帝

〔拓
殴
宏
〕

四
七

一
-
四
九
九
年

(
五
-
三
二
歳
)

最
晩
年
元
老
時
代

四
七

1
-
四
八
七
年

(
八
二
-
九
八
歳
)

右
表
を

一
党
､
た
だ
ち
に
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
'
北
貌
皇
帝
初
代
か
ら
第
二
代
に
わ
た
る
征
服
戦
争
を
継
承
し
て
'
第
三
代
世
租
太
武
商
が
'

山
西
平
城
を
都
と
し
て
､
河
北
か
ら
河
南
､
駅
西
'
涼
州
に
及
ぶ
北
方
統

1
を
完
了
し
､

｢太
平
虞
君
｣
と

し
そ
中
華
に
君
臨
す
る
た
め
の
道

教
儀
薩
を
厳
修
L
t
麿
傍
し
て
道
教
的
貴
族
制
国
家
を
建
設
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
､
突
如
'
樫
浩
国
史
事
件
を
惹
起
し
て
'
崖
浩
以
下
'

滑
河
の
崖
氏
は
も
と
よ
り
崖
氏
に
姻
戚
の
あ
る
汚
陽
の
塵
氏
'
大
原
の
郭
氏
､
河
東
の
柳
氏
な
ど
の
有
力
漢
人
豪
族
達
を
五
族
に
至
る
ま
で
夷

滅
せ
ざ
る
を
得
な
-
な
り
'
そ
の
極
度
の
精
神
錯
乱
の
中
で
肝
臣
宗
愛
の
謀
略
に
乗
せ
ら
れ
て
最
も
信
頼
し
て
い
た
太
子
晃
を
殺
し
て
し
ま
い
'

つ
い
に
自
ら
も
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
的
結
末
に
終
わ
っ
た
t

そ
の
後
で
'
文
成
再

･
献
文
再

･
孝
文
再
と
つ
づ
い
た
幼
少
に
し
て
未
成
熟

な
諸
皇
帝
の
も
と
へ
北
親
が
い
よ
い
よ
中
国
国
家
と
し
て
の
国
家
鰹
割
を
整
え
､
階
層
的
胡
漠
融
合
社
合
を
形
成
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
'
か

れ
ら
幼
少
皇
帝
及
び
嬬
太
后
を
補
佐
L
t
国
政
の
基
本
政
策
を
立
案

･
決
定
し
て
い
く
の
が
､
我
が
身
を
捨
て
き

っ
て
国
史
事
件
を
生
き
延
び

た
忠
臣
高
允
の
歴
史
的
責
任
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
こ
で
は
'
勿
論
'
北
親
の
こ
の
時
期
に
'
ど
の
よ
う
な
諸
政
策
に
よ
っ
て
'
ど
の

よ
う
に
均
田

･府
兵
制
的
胡
漠
融
合
社
台
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
か
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
そ
の
よ
う
な
胡
漠
融
合
社
合
の
基
本

単
位
を
な
す
べ
き
豪
族
共
同
鮭
の
宗
教
が
'
い
ま
'
ど
の
よ
う
な
傍
敦
思
想
と
し
て
展
開
し
っ
つ
あ
る
か
を
､

｢北
親
の
忠
臣
高
允
の
併
教
思

想
｣
と
し
て
論
じ
て
み
た
い
｡

さ
て
'

｢北
瓢
の
忠
臣
高
允
の
係
数
思
想
｣
を
論
ず
る
と
い
っ
て
も
'
か
れ
の
儒
教
思
想
は
'
か
れ
の
停
歴
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
'.
つ
ぎ

の
よ
う
な
三
つ
の
併
敦
思
想
と
の
か
か
わ
り
あ
い
か
ら
し
て
再
構
成
さ
れ
る
よ
り
外
な
い
で
あ
ろ
う
｡

一
見
､
無
関
係
に
見
え
る
'
こ
れ
ら
三

つ
の
儒
教
思
想
も
'
少
し
丁
寧
に
調
べ
て
み
る
と
th
根
本
の
と
こ
ろ
で
つ
な
が
り
あ

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
ら
三
つ
の
傍
敦
思
想
が
つ
∵
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な
が
り
あ
う
源
流
の
と
こ
ろ
に
'
あ
る

1
つ
の
儒
教
思
想
運
動

-
究
網
戒
運
動
即
ち
菩
薩
戒
を
受
戒
し
菩
薩
行
を
修
行
し
て

｢
窓
｣
を
埋
得

す
る
運
動
I

が
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
三
つ
の
儒
教
思
想
の
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
L
t
そ
れ
が
高
允
な
る

1

人
の
人
間
存
在
の
係
数
思
想
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
'
と
考
え
る
｡
三
つ
の
傍
数
思
想
と
は
t

m太
武
霜
の
北
涼
征
服
に

際
し
て
高
允
が
招
請
し
た
で
あ
ろ
う
夢
横
山

･
砲
撃

･
姑
減
に
お
け
る
玄
高
の
係
数
思
想
､

㈲願
文
霜
の
育
州

･
徐
州
統
合
に
先
立

っ
て
高
允

が
招
致
し
た
で
あ
ろ
う
彰
城
に
お
け
る
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
の
儒
教
思
想
'

囲同
じ
-
願
文
肩
の
譲
位
後
に
開
生
さ
れ
高
允
に
よ
っ
て
戯
詠
せ

ら
れ
た
平
城
北
苑
の
西
山
な
る
鹿
苑
石
窟
の
係
数
思
想
｡
は
じ
め
に
ま
ず
'
こ
れ
ら
三
つ
の
偶
数
思
想
と
高
允
と
の
か
か
わ
り
を
確
認
し
な
が

ら
'
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
敦
思
想
の
基
本
性
格
を
定
義
し
て
お
-
0

川

変
横
山

･
梅
窄

･
姑
減
に
お
け
る
玄
高
の
傍
敦
思
想

I

大
乗
経
典
を
讃
南
し
っ
つ
睦
得
す
る

｢
忍
｣
の
宗
教
盟
験

『
親
書
』
巻
四
十
八
㌧
高
允
侍
に
よ
れ
ば
'
高
允
は
'

｢年
十
飴
｣
の
と
き
'
長
男
と
し
て
の
家
督
を
弟
二
人
に
譲

っ
.て
出
家
し
た
が
'
久

し
か
ら
ず
し
て
遠
俗
し
て
儒
学
の
勉
強
に
専
念
し
た
'
と
い
う
｡
こ
の
と
き
'
ど
の
よ
う
な
儒
教
思
想
を
求
道
し
た
か
は
'
よ
-
わ
か
ら
な
い

が
'
四
十
歳
で
徴
せ
ら
れ
て
間
も
な
く
､

四
十
六
歳
の
頃

(A
･D
･
435)
'
涼
州
系

｢自
足
阿
蘇
｣
悪
始
の
侍
を
書
い
て
い
る
か
ら
'
涼
州
系

儒
教
に
関
心
を
も

っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
か
れ
は
､
徴
せ
ら
れ
て
中
央
政
界
に
出
仕
し
た
普
座
'
陽
平
王
杜
超
の
徒
事
中
部
に
な
っ
て
清

廉
潔
白
で
公
平
な
裁
判
を
行
い
厚
い
信
任
を
得
た
が
t
A
･
D
･
439
の
大
武
l帝
の
涼
州
親
征
に
際
し
て
は
'
杜
超
と
と
も
に
従
軍
し
て

｢参
謀

之
勃
｣
が
あ
-
爵
位
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢参
謀
之
動
｣
に
つ
い
て
へ
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
き
た
い
｡
涼
州
征
服
の
際
に
は
'

彼
地
に
避
難
し
て
い
た
多
数
の
儒
聾
者
が
北
親
の
都
平
城
を
中
心
と
す
る
地
域
に
招
請
さ
れ

｢魂
之
儒
風
始
め
て
振
う
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

ま
た
'

『
高
僧
俸
』
奄
十

一
､
玄
高
侍

(T
T

50･
397C)
に
よ
れ
ば
'
ま
さ
し
-
'

こ
の
際
に
､
陽
平
三
社
超
が
'
涼
州
儒
教
の
指
導
者
玄
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高
を
平
城

へ
招
請
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
か
れ
ら
儒
学
者
な
り
儒
教
者
な
り
を
招
請
す
る
だ
け
の
学
識
と
徳
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
,
高

允
の

｢参
謀
の
勃
｣
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
後
'
高
允
が
太
子
晃
を
教
育
し
た
こ
と
が
あ

っ
て
'
二
人
の
閲
に
は
'
深
い
師
弟
の
情

が
あ

っ
た
か
ら
'
太
子
晃
が
璽

己
を
受
け
て
大
武
再
に
疑
惑
さ
れ
た
と
き
'
太
子
晃
が
'
玄
高
に
師
事
し
て

｢金
光
明
斎
｣
を
修
L
t
危
難
を

免
れ
た
の
も
'
お
そ
ら
-
高
允
の
忠
告
に
よ
っ
て
だ
と
推
測
し
て
よ
い
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
明
詮
と
は
い
い
難
い
が
'
大
武
再
の
北
方
統

1
か

ら
麿
傍
ま
で
の
十
数
年
閲
の
平
城
係
数
が
'
涼
州
系
玄
高
に
指
導
さ
れ
る
併
数
で
あ

っ
た
に
つ
い
て
は
､
そ
の
間
に
内
政
を
任
さ
れ
た
太
子
晃

の
相
談
役
高
允
の
政
治
判
断
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
｡

そ
れ
で
は
涼
州
系
玄
高
の
儒
教
思
想
は
'
ど
の
よ
う
な
基
本
性
格
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
｡

『
高
僧
停
』
玄
高
侍
に
よ
る
に
､
玄
高
の

生
卒
は
､
A
･D
･4
0
2
･･4
4
4
で
あ

っ
て
'
四
十
三
歳
の
若
さ
で
'
大
武
再
の
麿
傍
に
先
だ
っ
て
へ

麿
傍
の
先
鯖
れ
と
し
て
穀
さ
れ
て
い
る
｡
と

い
う
こ
と
は
､
即
ち
か
れ
の
儒
教
思
想
こ
そ
が
'
胡
漠
融
合
を
可
能
に
す
る
思
想
と
し
て
'
ひ
ろ
く
胡
漠
の
豪
族
共
同
鮭
に
お
い
て
受
容
さ
れ

は
じ
め
て
い
た
こ
と
で
あ
り
'
麿
傍
の
主
謀
者
'
裡
浩
は
そ
れ
に
危
機
感
を
も

っ
た
の
で
あ
る
｡
わ
た
く
L
は
'
玄
高
博
に
俸
え
ら
れ
る
'
つ

ぎ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
､
や
は
り
'
玄
高
併
敦
の
基
本
性
格
を
よ
-
示
し
て
い
る
と
考
え
る
｡

｢年
'
十
五
に
至
る
や
'
己
で
に
山
僧
の
為
に
説
法
す
O
受
戒
し
て
よ
り
己
後
'
専
ら
揮
律
に
精
な
り
｡
開
中
に
浮
駄
殴
陀
辞
師
'
有

り
'
石
羊
寺
に
在
り
て
法
を
弘
む
へ
と
聞
き
'
高
は
'
往
き
て
之
を
師
と
す
｡
旬
日
の
中
に
'
辞
法
に
妙
通
す
｡
殴
陀
'
嘆
じ
て
白
-
'

な

善
哉
'
傍
子
よ
'
乃
ん
じ
､
能
-
潔
-
悟
る
こ
と
'
此
の
如
し
'
と
｡
是
こ
に
お
い
て
顔
を
卑
-
し
て
師
薩
を
受
け
ず
｣

か
れ
'
及
び
か
れ
の
門
弟
達
は
'
戒
律
を
厳
守
し
､

｢
六
門
｣
の
数
息
観
に
熟
達
し
て
辞
法
に
妙
通
し
て
い
た
が
'
さ
ら
に
そ
の
上
で
'
大

乗
経
典
を
讃
覇
し
っ
づ
け
て
三
昧
に
入
り

｢忍
｣
の
宗
教
鰻
験
を
鰻
得
す
る
t
と
い
う
修
行
を
修
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
上
引
の
侍
に

｢浮
駄
殴
陀
禅
師
云
々
｣
と
い
う
の
は
､
こ
れ
ま
で
の
先
学
達
の
疑
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

や
は
り

『
高
僧
俸
』
奄
二

(T
T

5
0
.
334b
)
悌

駄
既
陀
羅
博
に
停
え
ら
れ
る
覚
賢
禅
師
に
同
定
す
べ
き
で
あ
る
t
と
考
え
る
｡
か
れ
党
費
は
'
東
晋
末
か
ら
宋
初
に
か
け
て

『
華
厳
経
』
六
十
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雀
を
諾
出
し
た

A
.D
.4
2
1

以
後
t
A
.D
.4
2

9
に
七
十

二
威
で
卒
す
る
ま
で
の
矧
の
い
つ
か
に
長
安
に
来
て
い
て
'
玄
高
に
秤
法
を
停
授
し
､

さ
ら
に

『
華
厳
経
』
を
も
侍
え
た
の
だ
と
考
え
た
い
｡
玄
高
は
'
あ
た
か
も
二
十
歳
乃
至
二
十
八
歳
で
あ

っ
て
､
こ
の
閲
に

『
華
厳
経
』
を
は

じ
め
と
す
る
大
乗
経
典
を
讃
南
し
っ
つ

｢
忍
』
を
鰹
得
す
る
こ
と
を
求
道
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
｡
上
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
'
玄
高
が
太
子

晃
に
忠
言
し
て

｢金
光
明
蘭
を
作
し
て
七
日
に
わ
た
っ
て
懇
懐
せ
し
め
た
｣
と
い
う
の
も
､

『
金
光
明
経
』
を
讃
詞
し
っ
つ
､
三
昧
に
入
っ
て

｢忍
｣
を
鮭
得
す
る
修
行
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
｡
玄
高
侍
の
末
尾
に
附
せ
ら
れ
た
僧
正
法
達
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
､
こ
の
よ
う
な
玄
高
教
圏
の

儒
教
思
想
を
よ
-
俸
え
て
い
る
｡
僧
正
法
達
は
､
か
ね
て
よ
り
玄
高
を
尊
崇
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
い
ま
だ

｢受
業
｣
し
な
い
閲
に
'

玄
高
が
遷
化
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
法
達
は
､
果
し
て
'
食
事
も
と
ら
ず
に
呼
ば
わ
り
つ
づ
け
た
､

｢高
上
よ
'
聖
人
は
自
在

で
あ
り
ま
し
ょ
う
に
'
ど
う
し
て
姿
を
現
し
て
下
さ
ら
ぬ
か
｣
と
｡
そ
う
す
る
と
音
聾
が
轟
い
て
'
玄
高
が
現
れ
て

｢方
等
に
よ
っ
て
苦
悔
せ

よ
｣
と
数
え
た
｡
さ
ら
に

｢法
師
は
､
何
地
に
階

っ
て
お
ら
れ
る
か
｣
と
問
う
と
'

｢弟
子
達
に
聞
け
｣
と
の
答
え
で
'
門
弟
達
に
聞
い
て
み

る
と
､
誰
も
が

｢得
忍
菩
薩
だ
｣
と
答
え
た
t
と
い
う
｡
玄
高
教
園
の
係
数
者
達
が
'
禅
定
も
し
-
は
三
昧
の
修
行
を
し
て
'

｢無
生
法
忍
｣

を
鰹
得
L
t
七
地
も
し
く
は
八
地
菩
薩
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
琵
明
す
る
｡
玄
高
こ
そ
'
中
国
文
化
の
博
銃
の
中
で
'
最
初
の
本
格
的

な
弾
着
で
あ
り
'
大
乗
係
数
の
根
本
の
宗
教
膿
験

｢無
生
法
忍
｣
の
さ
と
り
を
さ
と
っ
て
い
た
t
と
い
っ
て
よ
い
｡
北
親
の
忠
臣
高
允
は
､
そ

の
よ
う
な
玄
高
の
禅
定
修
行
と

｢無
生
法
忍
｣
の
さ
と
り
こ
そ
が
､
あ
ら
ゆ
る
胡
漠
の
人
々
に
傍
に
な
る
可
能
性
を
ひ
ら
い
て
い
て
'
胡
漠
融

合
社
台
を
文
化
的
に
統
合
す
る
原
理
で
あ
り
得
る
こ
と
を
観
取
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
｡

因
み
に
'
大
乗
儒
教
の
根
本
の
宗
教
醍
験

｢無
生
法
忍
｣
の

｢忍
｣
と
は
'
こ
れ
ま
で
'
あ
ま
り
正
確
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
如
く
で

あ
る
が
'

二
言
に
し
て
言
え
ば
､
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
が
'
大
乗
経
典
と
-
に

『
般
若
経
』
を
讃
滴
し
っ
づ
け
て
い
っ
て
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ

ー
に
入
定
し
て

｢無
生
法
｣
-

｢空
｣

｢法
性
｣

｢法
界
｣

の
根
本
異
理
-

を
さ
と
る
と
き
'

人
閲
存
在
の
根
本
韓
回
が
起
こ
っ
て
'

｢無
生
法
｣/
が
､
そ
ち
ら
か
ら
し
て
'
わ
れ
わ
れ
人
間
存
在
に
は
た
ら
き
か
け
て
き
て
讃
明
し
犬
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
宗
教
鰹
験
で
あ
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北森の忠臣高允の沸教思想について

る
｡
道
元
揮
師
の
い
わ
ゆ
る

｢寓
法
す
す
み
て
自
己
を
讃
す
る
は
'
さ
と
り
な
り
｣
と
い
う
さ
と
り
の
宗
教
鮭
験
で
あ
る
､
と
い
っ
て
よ
い
と

思
う
｡

㈲

彰
城
に
お
け
る
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
の
係
数
思
想

-

『成
算
論
』
に
も
と
づ
-
止
執
行
に
よ
っ
て
鰻
得
す
る

『
忍
』
の
宗
教
鰹
駿

河
北
南
部
の
勘
海
郡
倦
厭
の
豪
族
共
同
鰻
の
出
自
か
ら
し
て
､
高
允
は
､
常
時
'
南
朝
側
に
属
し
て
い
た
山
東
や
徐
州
彰
城
の
誇
豪
族
共
同

睦
の
動
向
に
つ
い
て
'
関
心
と
知
識
を
も

っ
て
い
た
t
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
北
朝
側
の
軍
事
攻
略
が
河
南
か
ら
山
東

へ
と
迫

っ
て
い
っ

て
'
や
が
て
徐
州
彰
城
を
奪
取
す
る
に
先
立
っ
て
'
文
成
肩
か
ら
献
文
商
の
復
傍
の
際
に
彰
城
の
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
等
を
北
魂
の
都
平
城

へ

招
請
し
厚
遇
し
た
の
も
'
高
允
の
政
治
判
断
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
献
文
再
が
建
立
し
た
鹿
苑
石
窟
寺
で
'
慧
紀
が

『
成
賓
論
』
を
講
義
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

(
『康
弘
明
展
』
撃

l十
四
t
T
T
52
･
2
7

3a)
し
､
さ
ら
に
次
の
孝
文
再
は
'
倫
州

へ
行
幸
し
た
と
き
に

｢朕
は

毎
に
成
算
論
を
翫
ぶ
'
以
て
人
の
深
情
を
樺
-
べ
し
｣
と
い
う
言
葉
を
遣
し
て
い
る

(親
書
､
樺
老
志
)
｡

か
-
復
傍
期
の
譜
皇
帝
が
'
平
城

及
び
鹿
苑
石
窟
寺
な
ど
に
お
い
て

『
成
案
論
』
を
論
議
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
､
こ
れ
ら
の
幼
少
の
諸
皇
帝
及
び
嘱
太
后
を
指
導
し
た
高
允
の
政

治
判
断
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
t

と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
'
高
允
の
異
民
族
系
の
同
族
で
あ
る
高
蓮
が
'
孝
文
肩
に
き
び
し
-

｢貧

酷
｣
を
答
め
ら
れ
た
と
き
に
､
帝
の
師
倍
で
あ
る
道
登
に
と
り
な
し
を
求
め
た
t
と
い
う
高
氏
と
道
登
と
の
人
脈
を
推
測
さ
せ
る
事
件
も
あ

っ

た
.

い
ず
れ
も
'

明
澄
と
は
言
い
難
い
が
'
高
允
は
､

磨
傍
に
つ
づ
-
玄
高
亡
き
後
の
復
興
係
数
の
主
流
た
る
べ
き
が
'
彰
城
系
の

『
成
賓

論
』
の
悌
数
思
想
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
t
と
思
う
｡

そ
れ
で
は
'
廃
傍
で
荒
廃
L
t

l
時
的
に
も
せ
よ
'
混
乱
し
た
北
親
閲
家
の
秩
序
を
回
復
し
'
新
し
い
国
家
鰻
制
を
つ
く
る
べ
-
係
数
を
復

興
L
t
係
数
に
よ
る
胡
漠
融
合
社
台
を
構
想
し
た
や
あ
ろ
う
高
允
は
'
ど
う
し
て
彰
城
系
の

｢成
賛
論
』
の
傍
敦
思
想
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
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の
で
あ
ろ
う
か
｡

『
成
算
論
』
の
よ
う
な
多
分
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
な
哲
学
思
想
の
'
ど
こ
が
'
そ
の
よ
う
な
畢
新
思
想
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

わ
た
-
L
は
､
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
ほ
ど
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
t
と
思
う
｡
第

一
に
は
'
原
始
併
敦
以
来
の
傍

敦
者
達
の
修
行
の
根
本
構
造
は
'
い
つ
で
も
､
ど
こ
で
も
'
念
と
定
と
悪
で
あ

っ
て
､
そ
れ
が
'
ガ
ソ
ダ
ー
ラ
の
瑞
伽
行
者
達
に
よ
っ
て
止
親

行
の
修
行
道
醍
系

へ
と
展
開
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡
最
初
期
中
国
係
数
者
達
は
､
そ
の
止
親
行
の
修
行
道
膿
系
を
受
容
し
て
'
儒
教
者
と
し

て
の
修
行
を
は
じ
め
た
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
る
に
樺
遷
安
以
来
の
中
国
係
数
者
達
の
根
本
の
問
い
は
'
そ
の
よ
う
な
原
始
儒
教
的
な
止
親
行
の

修
行
に
よ
っ
て
､
は
た
し
て
'
般
若
経
な
ど
の
大
乗
経
典
の
根
本
虞
理

｢空
｣

｢法
性
｣

｢法
界
｣
を
鮭
得
し

｢
無
生
法
忍
｣
の
さ
と
り
を
さ

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
t
と
い
-
こ
と
で
あ

っ
た
｡

『
成
賓
論
』
こ
そ
は
'
原
始
儒
教
以
来
の
止
親
行
の
修
行
に
よ
っ
て
'
龍
樹
の

『
中
論
』
な
ど
に
説
か
れ
た
根
本
虞
理

｢
空
｣

｢
法
性
｣

｢法
界
｣
を
鮭
得
す
る
為
の
修
行
道
鰻
系
を
構
築
し
は
じ
め
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡

鳩
摩
羅
什
及
び
羅
什
門
下
の
俊
秀
達
は
､
か
れ
ら
の
年
来
の
問
題
に
答
え
る
哲
学
と
し
て

『
成
賓
論
』
を
受
容
L
t
そ
こ
に
説
か
れ
た
止
執
行

に
よ
っ
て

｢
空
｣

｢
法
性
｣

｢
法
界
｣
の
根
本
虞
理
を
鮭
得
し
よ
う
と
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡

第
二
に
は
'
次
下
に
論
ず
る
よ
う
に
'
羅
什
没
し
桃
興
捜
し
た
後
の
長
安
の
戦
乱
を
避
け
て
'
道
融
な
ど
多
数
の
羅
什
門
下
達
が
'
西
秦
乞

伏
氏
あ
る
い
は
北
涼
阻
渠
氏
の
も
と
へ
避
難
し
た
故
に
､
そ
の
地
に
お
い
て
､
か
れ
ら
の
も
た
ら
し
た

『成
算
論
』
の
止
親
行
と
玄
高
の
大
乗

経
典
を
護
詞
し
っ
つ
膿
得
す
る

｢忍
｣
の
宗
教
経
験
と
が
結
合
し
て
'

『
仁
王
般
若
経
』

『
究
網
経
』
な
ど
の
中
国
撰
述
経
典
が
成
立
し
'
新

し
い
止
執
行
に
よ
っ
て
鰻
得
す
る

｢忍
｣
の
宗
教
醍
験
が
展
開
し
っ
つ
あ

っ
た
t

と
考
え
ら
れ
る

(
こ
の
鮎
第
二
節
で
論
ず
る
)
｡
北
親
の
忠

臣
高
允
は
､
そ
の
道
融
が
'
後
に
影
城

へ
蹄
還
し
て
'
新
し
い
彰
城
系
の
三
論

･
成
算
撃
を
展
開
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
て
い
て
､
そ

の
門
流
達
を
復
興
沸
教
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
招
請
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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何

卒
城
北
苑
の
西
山
な
る
鹿
苑
石
窟
の
係
数
思
想

-

鷹
合
那
傍

･
千
傍
に
ま
見
え
る
三
昧
鰻
験

高
允
の
著
作
の
中
で
唯

一
完
全
な
形
で
博
え
ら
れ
て
い
る
の
が
'

『
庚
弘
明
集
』

奄
二
十
九

(T
T

5
2
.
339a･b)
｢鹿
苑
賦
｣
で
あ
る
こ

と
は
'

よ
-
知
ら
れ
て
い
る
が
､

は
な
は
だ
蔑
念
な
こ
と
に
､

こ
の
北
朝
最
高
の
文
学
作
品
の
一
つ
が
'

技
巧
を
凝
ら
し
て
う
た
い
上
げ
る

｢鹿
苑
石
窟
寺
｣
な
る
も
の
が
､
ど
こ
に
あ

っ
た
か
t
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
.
近
年
､
中
国
考
古
学
者
達
の
懸
命
の
努
力
に
よ

っ
て
茸
見
さ

れ
た
平
城
西
方
の
石
窟
寺
院
が
'
そ
れ
に
あ
た
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
あ
ま
り
に
も
小
規
模

(全
長
三
十
三
メ
ー
ト
ル
｡
主
食

の
高
さ
二

･
六
メ
ー
ト
ル
で
'
小
さ
い
十

一
の
群
足
窟
が
あ
る
)
で
あ

っ
て
､
献
文
再
の
上
皇
と
し
て
の
徳
を
頭
め
う
た
う
瓶
の
内
容
に
そ
ぐ

わ
な
い
｡

わ
た
く
L
は
'
や
は
り
'
亘
大
な
雲
岡
石
窟
の
中
の
第
七
'
第
八
双
窟
が
'
そ
こ
に
う
た
わ
れ
た
禅
定
修
行
の
た
め
の

｢仙
窟
｣
で

(3
)

あ
る
と
解
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
､
と
思
う
｡
い
わ
ゆ
る
曇
曜
五
膏
が
北
貌
五
代
の
帝
王
を
鰻
揮
す
る
宗
廟
の
意
味
を
も

っ
た

石
膏
寺
院
で
あ
る
の
に
封
し
て
'

い
ま
や
'

あ
ら
た
に
少
し
離
れ
て
つ

よ
り
平
城
の
都
に
近
い
位
置
に
開
整
さ
れ
た
石
窟
寺
院
が
'

｢鹿
苑

寺
｣
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
高
允

｢鹿
苑
戯
｣
を
'
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
､
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
｡

さ
ノて

｢鹿
苑
賦
｣
は
'
押
韻
の
襲
わ
り
日
ご
と
に
国
切

っ
て
い
っ
て
'
七
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
O
第

1
段
落
は
'
北
貌
王
朝

が
朔
北
の
蒙
古
平
原
に
開
基
し
て
以
来
の
歴
史
を
ふ
り
か
え

っ
て
'
武
力
に
よ
る
北
方
統

一
が
完
了
し
'
い
ま
や
'
中
華
の
文
化
園
家
と
し
て

興
隆
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
う
た
う
｡
周
の
文
王
の
故
事
に
よ
っ
て
つ
-
ら
れ
て
い
た

｢鹿
苑
｣
も
､
わ
が
献
文
帝
の
世
に
至

っ
て
'
樺
迦
の
初

韓
法
輪
に
因
む

｢鹿
野
苑
｣

へ
と
つ
-
り
か
え
ら
れ
た
｡
か
-
し
て
係
数
の
根
本
虞
理
が
'
あ
ら
ゆ
る
胡
漠
宗
族
に
共
通
す
る
共
同
の
根
本
虞

理

｢幽
宗
｣
と
し
て
現
成
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
こ
こ
に
お
い
て
工
匠
を
選
り
す
ぐ

っ
て

｢
西
嶺
｣
に
デ
ザ
イ
ソ
を
凝
ら
し
彫
刻
し
て
'
傍
の

｢虞
容
｣
が
金
色
に
燦
然
と
輝
く
よ
う
に
し
た
｡
そ
の

｢塵
崖
｣
に
建
て
か
け
て
高
層
の
係
数
寺
院
を
建
築
し
た
｡.
あ
ま
り
に
高
い
の
で
'
梁
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は
飛
ん
で
い
､る
如
-
で
あ
り
'
桂
は
浮
い
て
い
る
如
-
だ
｡
天
井
に
は
'
蓮
華
と
天
女
達
が
美
し
く
葺
か
れ
て
い
る
｡
砥
園
精
舎
を
ま
の
あ
た

り
に
す
る
如
-
で
あ
り
､
菩
提
道
場
も
'
も
は
や
昔
の
こ
と
で
は
な
い
-

こ
れ
は
'
曇
曜
五
窟
の
巨
大
な
五
大
傍

･
千
傍
及
び
そ
れ
ら
の
誇

大
傍
を
安
置
す
る
高
層
の
悌
敦
建
築
を
う
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

(曇
曜
五
窟
の
開
墾
は
､
す
で
に
前
代
の
文
成
育
の
世
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'

長
鹿
家
に
よ
っ
て
願
文
帝
の
初
年
に
な
っ
て
'
や
っ
と
完
成
し
た
と
す
れ
ば
'
文
成
･
厭
文
二
代
に
わ
た
る
係
数
事
業
を
'
こ
の
よ
う
に
戯
文
帝
の
そ
れ
と
し
て
う
た

う
こ
と
も
､
で
き
る
の
で
は
な
い
か
)
0

第
二
段
落
｡
ま
っ
た
-
､
す
ぼ
ら
し
い
出
来
柴
え
で
､
古
今
に
冠
稚
し
て
い
る
｡
天
地
山
川
の
神
々
も
協
賛
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
'
吉

祥
を
占

っ
て
'
さ
ら
に

｢仙
窟
｣
を
整

っ
て
禅
定
修
行
し
得
る
よ
う
に
し
た
｡
幾
重
も
の
階
段
を
積
み
重
ね
て
､
紳
通
の
采
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
し
た
｡
高
軒
で
坐
辞
し
て
澄
気
す
れ
ば
'
王
宮
の
上
に
も
流
芳
が
つ
も

っ
て
い
-
｡
華
樹
は
き
そ
い
咲
き
へ
醒
泉
は
と
う
と
う
と
流
れ
て
行

-
｡
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
､.
雨
乞
い
を
す
れ
ば
'
雨
が
降
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
｡

第
三
段
落
｡
か
-
し
て
'
あ
ま
た
の
併
道
修
行
者
達
が
'
錫
杖
を
つ
い
て
あ
っ
ま
っ
て
き
て
'
癒
虞
の
重
禁
を
厳
守
L
t
三
痕
の
経
典
を
味

読
L
t
あ
る
い
は
経
行
L
t
あ
る
い
は
坐
禅
し
て
'
衆
善
を
あ
つ
め
'
五
難
を
免
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
'
願
文
帝
の
道
は
'
い
よ
い
よ
彰
わ
れ
'

名
聾
は
'

い
よ
い
よ
額
わ
れ
る
-

以
上
'
第
二
㌧
第
三
段
落
は
'
曇
曜
五
窟
の
五
大
悌

･
千
傍
が
完
成
し
た
後
に
'
戯
文
霜
が
'
さ
ら
に

｢仙
窟
を
整

っ
て
｣
'
縛
定
修
行
の
道
場

｢鹿
苑
韓
国
｣
を
造
営
し
た
こ
と
を
う
た
う
｡

わ
た
-
L
は
､

こ
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る

｢鹿
苑
浮

圏
｣
と
は
'
曇
曜
五
窟
に
つ
づ
い
て
開
整
さ
れ
た
第
七

･
第
八
双
窟
で
あ
る
と
解
樺
し
得
る
の
で
は
な
い
か
t
と
思
う
｡
こ
の
第
七

･
第
八
双

膏
の
壁
童
が
'
樺
迦
併
侍
で
あ
る
こ
と
も
'
明
り
窓
の
入
口
の
両
脇
に
揮
定
借
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
､
は
な
は
だ
特
徴
的
で
あ
る
｡

さ
ら
に
つ
づ
い
て
既
は
'
猷
文
霜
が
'
こ
の
よ
う
な

｢離
宮
｣
に
お
い
て
悌
道
修
行
に
専
心
す
る
た
め
に
'
よ
-
嬬
太
后
と
孝
文
霜
の

｢
二

乾
重
蔭
｣

｢明
離
之
並
焔
｣
を
理
解
し
て
'
譲
位
し
上
皇
と
な

っ
た
こ
と
を
讃
え
'
こ
の
治
世
に
生
ま
れ
あ
わ
せ
た
高
允
の
幸
せ
を
う
た
う
が
'

こ
こ
で
は
省
略
す
る
｡

170



北魂の忠臣高允の沸教思想について

か
く
曇
曜
五
窟
の
巨
大
な
鷹
合
郡
悌

･
千
傍
に
つ
づ
い
て
開
巻
さ
れ
た
第
七

･
第
八
双
窟
が
'

｢鹿
苑
浮
困
｣
で
あ
り
'
禅
定
修
行
の
た
め

の

｢仙
窟
｣
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
よ
う
な
雲
岡
石
窟
の
開
型
を
指
導
し
讃
仰
す
る
高
允
の
併
数
思
想
は
'
鷹
合
郡
併

･
千
傍
の
い
ま

す
と
こ
ろ
で
菩
薩
戒
を
受
戒
L
t
観
想
し
っ
つ
諸
傍
の

｢
好
相
｣
を
見
る
観
併
三
昧
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
北
魂
前
半
史
の
三
大
モ
メ
ソ
ト
と
も
い
っ
て
よ
い
北
涼
征
服
'
育
徐
統
合
､
雲
岡
石
窟
造
皆
の
慶
び
毎
に
'
高
允
が
か
か
わ
っ
た
､

と
い
う
よ
り
'
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
歴
史
的
事
件
の
根
本
動
機
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
三
つ
の
悌
敦
思
想
I

涼
州
系
玄
高
の

｢大
乗
経
典

を
議
論
し
っ
つ
鰹
得
す
る
忍
の
宗
教
鮭
験
｣
､
彰
城
系
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
の

｢止
親
行
し
っ
つ
鮭
得
す
る
忍
の
宗
教
膿
験
｣
､
雲
岡
石
窟
の

｢度
合
部
傍

･
千
傍
に
ま
見
え
る
観
傍
三
昧
｣

-

は
'
ば
ら
ば
ら
な
併
敦
思
想
で
あ

っ
て
'
高
允
は
'
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
､
行
き
嘗
た

り
ば

っ
た
り
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
教
思
想
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
た
く
し
は
'
そ
う
で
は
な
い
'
高
允
の
清
廉
で
'
虞

っ
直
ぐ

な
人
柄
か
ら
し
て
'
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
と
思
う
｡
そ
う
で
は
な
-
し
て
'
そ
れ
ら
三
つ
の
係
数
思
想
は
'
本
来
､

一
つ
の
傍
敦

思
想
で
あ

っ
て
､
そ
れ
こ
そ
が
､
北
朝
後
学
期
か
ら
晴
唐
に
か
け
て
の
根
本
の
思
想
運
動
も
し
-
は
歴
史
運
動
で
あ

っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
｡

そ
れ
で
は
'
三
つ
の
併
数
思
想
の
根
本
に
あ
る

1
つ
係
数
思
想
運
動
と
は
'
ど
の
よ
う
に
定
義
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
.
そ
れ
ら
の
共
通
の

源
流
は
､
ど
こ
に
あ

っ
て
'
ど
の
よ
う
に
三
つ
の
係
数
思
想

へ
と
分
流
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
'
わ
た
-
は
'

1
九

五
〇
年
代
の
考
古
学
的
調
査
に
ょ
っ
て
最
古
の
紀
年
を
も
つ
石
窟
寺
院
と
し
て
襲
見
さ
れ
て
以
来
､
注
目
を
集
め
て
き
た
柄
憂
寺

l
六
九
窟
に

み
ら
れ
る
究
網
戒
運
動
即
ち
菩
薩
戒
を
受
戒
し
菩
薩
行
を
修
行
し
て

｢
忍
｣
を
鮭
得
し
ょ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
t

と
思
う

(わ
た
く
L
は
'
柄
塞
寺
〓
ハ
九
居
の
重
要
さ
の
指
摘
を
'
か
っ
て
本
研
所
の
同
僚
で
あ
り
'
現
在
'
奈
良
国
立
博
物
館
畢
響
貝
の
宿
本
泰
生
民
に
負
う
)0
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第
二
節

柄
憂
寺

1
六
九
窟
の
沸
教
思
想

172

は
じ
め
に
､
北
貌
平
城
係
数
の
三
つ
の
傍
敦
思
想
が
∵
そ
れ
ぞ
れ
'
ど
の
よ
う
に
柄
藍
寺

〓
ハ
九
者
の
併
敦
思
想

へ
と
遡
及
さ
れ
る
か
t
を

簡
単
に
説
明
し
て
お
く
.

Ⅲ

柄
塵
寺
′〓
ハ
九
窟
ほ
'

こ
れ
ま
で
の
研
究
者
に
よ
っ
て
.『
水
経
注
』
奄
二
な
ど
に
見
ら
れ
る

｢唐
連
山
｣
､

さ
ら
に
は

『
高
僧
侍
』
奄
十

一
玄
高
侍
に
か
れ
の
弟
子
玄
拓
が
晩
年
を
過
ご
し
た
と
い
う

｢堂
術
山
｣
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
'
同
じ
-
玄
高
侍
に
､
玄
高
が
譲
吉
を
受
け

て
避
難
し
た
と
い
う

｢河
北
林
陽
堂
山
｣
も
､
必
ず
し
も
'
別
の
場
所
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
'
と
思
う
｡
そ
の

｢唐
術
｣
も
し
く
は

｢堂
術
山
｣
に
比
足
さ
れ
る
現
柄
盛
寺
も
'

｢河
北
｣
に
あ
る
鮎
は
同
じ
で
あ
る
L
t
い
ず
れ
も

｢両
人
｣
も
し
-
は

｢郡
仙
｣
が
い
た
と
い

ぅ
停
承
を
共
有
す
る
.
そ
の
同
じ
柄
要
寺

一
六
九
窟
及
び
そ
の
周
連
が
'
何
ら
か
の
国
別
に
よ
っ
て
二
通
り
に
呼
ば
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
o

と
も
か
-
'
こ
れ
ら
玄
高
の
弟
子
も
L
y
は
玄
高
自
身
に
ま
つ
わ
る
史
書
の
記
録
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
､
次
下
に
も
論
及
す
る
よ
う
に
玄
高
に

ゆ
か
り
の

｢外
国
大
禅
師
曇
摩
周
之
像
｣
と
か

｢比
丘
遥
融
之
像
｣
と
か
の
銘
文
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'

〔玄
高
自
身
の
名
が
見
ら
れ

な
い
こ
と
は
残
念
で
あ
る
に
し
て
も
､〕
柄
塞
寺

一
六
九
清
が
'
玄
高
係
数
の
本
接
地
の
1
つ
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
疑
い
得
な
い
｡

し
た
が

っ

て
'
北
貌
平
城

へ
も
た
ら
さ
れ
た
玄
高
偶
数
の
源
流
が
'
こ
こ
柄
藍
寺

一
六
九
窟
の
塑
像
群

･
壁
葺
に
記
録
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
t
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
｡

印

柄
墓
守

一
六
九
窟
の
東
壁
二
十
四
競
壁
査

｢
千
傍
像
｣

中
央
下
部
に

｢比
丘
慧
妙
-
･･･道
融
-
･･･共
造
此
千
傍

〔像
〕｣
と
い
う
墨
書
銘

が
あ

っ
て
道
融
の
名
が
記
さ
れ
'

さ
ら
に
北
壁
六
貌
無
量
等
併
轟
の
脇
転
有
名
な
T

建
弘
元
年

(A
･
D
･
420)｣
年
紀
を
含
む
長
大
な
銘
文
が

あ

っ
て
'
そ
の
下
の
供
養
者
像
の
第

一
像
に

｢
〔

〕
圃
大
禅
師
曇
摩
艮
之
像
｣
'
第
二
像
に

｢比
丘
道
融
之
像
｣
と
墨
書
銘
が
あ

っ
て
､
こ
こ
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に
も
道
融
の
名
が
見
ら
れ
る
｡

(な
お
'
こ
の
｢建
弘
元
年
｣
年
紀
に
つ
い
て
は
'
東
方
拳
骨
で
蓑
表
し
た
際
の
秋
山
光
和
先
生
の
御
教
示
に
よ
り
二
伯
山
敏
男

｢柄
蛋
寺
石
窟
の
西
春
造
像
銘
｣'
著
作
集
第
六
巻
所
収
､
に
｢玄
拐
｣
年
親
に
あ
わ
せ
て
｢建
弘
五
年
｣
と
讃
む
説
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
O
こ
こ
に
論
じ
て
い
る

よ
う
に
玄
高
の
俸
歴
か
ら
す
れ
ば
'

｢
五
年
｣
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
以
下
'
｢建
弘
五
年
｣
A

I

D
.424
と
し
て
論
を
進
め
る
)
わ
た
く
L
は
'
す
で
に
中
国

の
畢
者
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
､
こ
の
道
融
は
'

『
高
僧
侍
』
巻
六
に
立
博
さ
れ
る
羅
什
門
下
の
賢
哲
道
融
に
比
定
す
べ
き
で
あ
る
t
と
考

え
る
｡
道
融
は
'
侍
に

｢
立
年
｣
の
頃
に
'
羅
什
が
関
中
に
来
た
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
数
え
を
受
け
た
'
と
あ
る
か
ら
t
か
り
に
か
れ

の

｢
立
年
｣
が

A
･
D
.
400
で
あ

っ
た
と
す
る
と
'
生
年
は

A
.
D
.
37
1
く
ら
い
で
あ
り
'

｢春
秋
七
十
四
｣
と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
'
卒
年

は

A
･
D
,4
4
4
-
ら
い
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
は
､
侍
に
よ
れ
ば
'
羅
什
が

『
中
論
』
を
詳
し
た

A
.D
.4
0
9

以
後
も
長
安
に
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
､
お
そ
ら
-

『
成
賓
論
』
を
課
し
た

A
･
D
･
41)
に
も
曇
影
と
と
も
に
長
安
に
い
た
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
れ
よ
り
以
後
'
羅
秤

没
L
t
眺
興
没
し
た
(
A

.

D
.4
)5
)
後
の
長
安
の
混
乱
期
に
'

ど
う
し
て
い
た
か
､

が
知
ら
れ
な
い
.

む
し
ろ
玄
高
侍
に
'

玄
高
が
二
十
歳

(A
･D
･4
2
)
)

の
頃
'
変
横
山
に

｢隠
居
｣
し
て
い
た
と
き
'

｢
時
に
長
虞
沙
門
樺
曇
弘

･
秦
地
の
高
僧
の
障
れ
て
比
の
山
に
在
る
有
り
'
高

と
同
業
を
以
て
友
善
す
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
玄
高
と
と
も
に
変
横
山
に
い
た
可
能
性
が
高
い
｡
そ
の
後
も
'
玄
高
が
へ
西
秦
の
乞
伏
愉
楽
の
も

と
に
い
た

｢外
国
押
師
曇
無
塵
｣
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
出
か
け
て
師
事
し
て
揮
法
を
受
け
た
と
き
に
も
､
多
数
の
同
門
と
と
も
に
同
道
し
て
い

て
'
さ
ら
に
玄
高
が
'
そ
こ
か
ら
追
放
さ
れ
て
､
こ
の
柄
塞
寺

1
六
九
窟

へ
避
難
し
た
と
き
に
も
､
む
し
ろ
先
輩
格
と
し
て

一
緒
に
い
た
の
で

あ
ろ
う
Q
か
く
什
門
の
道
融
が
'
玄
高
と
と
も
に
柄
虚
血寺

1
六
九
窟
に
い
た
t
と
い
う
こ
と
は
'
係
数
思
想
史
的
に
､
き
わ
め
て
重
要
な
意
味

を
も
つ
｡
ま
ず
'
第

一
に
は
'
道
融
が
､
曇
無
俄
詳

『
金
光
明
経
』
の
義
疏
を
つ
く

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
こ
の
地
に
い
た
か
ら
こ

そ
'
こ
の
よ
う
に
早
い
段
階
で
'
道
融
は
曇
無
俄
併
敦
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ
る
o
つ
ぎ
に
第
二
に
t
よ
り
根
本
的
な
こ
と
上
し
て
'
道
融
が
'

羅
什
か
ら
中
国
撰
述
経
典

『
焚
網
経
』
の
俸
投
を
受
け
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
'

『
究
網
経
』
な
る
経
典
が

成
立
す
る
思
想
情
況
に
は
'
ま
さ
し
-
道
融
が
什
門
の

『
成
算
論
』

『
卓
論
』
に
よ
る
止
親
行
を
停
え
'
玄
高
が
覚
資
の

『
華
厳
経
』
に
は
る
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三
昧
鰹
験
を
俸
え
て
い
る
と
こ
ろ

へ
'
曇
無
儀
が

A
.
D
.
4)8
頃
に
諾
し
た

『
菩
薩
地
持
経
』
に
よ
る
菩
薩
戎

･
菩
薩
行
思
想
が
博
来
し
'
そ

れ
ら
を

一
つ
に
融
合
し
て
菩
薩
戒
を
受
戒
し
菩
薩
行
を
箕
蹟
す
る
運
動
を
は
じ
め
た
の
だ
'
と
で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
こ
れ
よ
り
以

後
の
係
数
思
想
史
の
根
幹
の
思
想
運
動
と
も
い
う
べ
き

｢究
網
戎
｣
運
動
の
濫
解
が
'
乞
伏
蛾
輿
治
下
の
道
融

･
玄
高
併
敦
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
｡
こ
の
鮎
は
､
も
う

一
度
､
結
論
に
お
い
て
論
及
し
た
い
｡

さ
ら
に
第
三
に
は
'

こ
の
道
融
が
､
お
そ
ら
-
北
親
の
涼
州
征
服

(A
･D
･

4

3
9
)
頃
か
'
あ
る
い
は
む
し
ろ
'
そ
れ
よ
り
以
前
に

｢後
に
彰
城
に
還

っ
て
｣
へ
そ
の
地
に
新
し
い
菩
薩
戎

･
菩
薩
行
運
動
を
博
え
'
そ
れ
が

彰
城
系

｢成
賓
畢
｣
と
融
合
し
て
茸
達
し
っ
つ
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
'
北
魂
の
忠
臣
高
允
は
､
玄
高
亡
き
後
の
平
城
係
数
を
復

興
す
る
べ
く
'
彰
城
か
ら
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
を
招
請
し
た
の
で
あ
ろ
う

(但
し
'

『高
伶
停
』
奄
八
梓
伶
淵
侍
に
お
い
て
も
､

『親
書
』
揮
老
志
'
大

和
十
九
年
候
に
お
い
て
も
'
か
れ
ら
曇
度

･
慧
紀

･
造
登
の
師
侍
は
､
羅
什
-
伶
崇
1
倍
淵
で
あ
っ
て
'
道
融
に
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
｡
そ
れ
が
彰
城
の
土
地
に
お

け
る
停
承
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
わ
た
く
L
は
'
と
く
に
曇
度
即
ち
法
度
の
儒
教
思
想
の
性
格
を
考
え
る
と
き
'
か
れ
ら
に
は
'
そ
の
節
停
以

外
に
'
後
の
三
論
撃
沈
に
つ
な
が
る
曇
影

･
道
融
系
の
師
侍
も
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
｡
お
そ
ら
-
倫
崇
が
同
じ
-
羅
什
門
下
で
あ
る
曇
影

･
道
融
の
新
思
想
を

受
容
し
て
､
僧
淵
以
下
に
俸
え
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
'
こ
こ
に
は
'
い
ま
だ
即
断
す
る
を
許
さ
な
い
未
解
決
の
問
題
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
)
｡

い
ず
れ
に
し

て
も
'
彰
城
系

｢成
算
畢
｣
も

｢道
融
｣
名
の
銘
文
の
存
在
に
よ

っ
て
柄
褒
寺

一
六
九
窟

へ
と
遡
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
-
｡

囲

柄
塞
寺

1
六
九
窟
は
'
周
知
の
よ
う
に
東
行
し
て
き
た
黄
河
が
大
き
-
曲
が

っ
て
北
行
す
る
角
の
通
り
の
西
岸
に
あ

っ
て
'
水
面
か
ら
高

さ
六
十
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
柁
壁
の
上
に
出
来
た
自
然
の
大
洞
窟

(幅
二
六

･
七
五
メ
ー
ト
ル
､

奥
行

1
九
メ
ー
ト
ル
'

高
さ
約

1
五
メ
ー
ト

ル
)

の
中
に
造
ら
れ
て
い
る
｡
洞
窟
の
口
は
､
東
に
向
か
っ
て
開
い
て
い
て
'
開
口
上
部
内
側
の
東
壁
に
壁
墓
が
洩
り
'
南
壁
及
び
西
壁
で
は
'

床
面
が
崩
落
し
て
し
ま

っ
て
い
る
馬
に
'
雁
壁
に
へ
ば
-
つ
-
よ
う
に
塑
像
群
が
洩
-
､
北
壁
に
の
み
床
面
が
あ

っ
て
大
き
な
壁
芸
と
多
数
の

塑
像
群
が
凍

っ
て
い
る
｡
い
ま
'

｢道
融
｣
名
の
銘
文
の
在
り
場
所
を
手
が
か
り
に
､
道
融

･
玄
高
段
階
の
壁
毒
と
塑
像
群
を
想
定
し
て
み
る

と
'
ま
ず
第

一
に
'
東
壁
内
側
の
二
十
四
競
壁
蓋
の
千
傍
像
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
'
確
貫
で
あ
る
｡
つ
ぎ
に
第
二
に
､
北
壁
六
親
の
無
量
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寺
傍
轟
の
脇
の
長
大
な
銘
文
は
'
あ
き
ら
か
に
無
量
等
併
轟
に
封
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
銘
文
の
上
部
に
あ
る
北
壁
四
琉
塑
像
か
ら

西
壁
十
八
親
塑
像
群

へ
と
つ
な
が
る
多
傍
轟
に
た
い
す
る
銘
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
'
そ
れ
ら
の
多
併
轟
の
諸
傍
像
が
､
中
国
の
研
究
者

達
に
よ

っ
て
も
'
こ
こ
に
お
け
る
最
古
の
様
式
の
諸
傍
像
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
そ
れ
ら
も
'
道
融

･
玄
高
段
階
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
と
す
る
と
､
お
そ
ら
-
道
融

･
玄
高
段
階
で
は
､
西
壁
か
ら
北
壁
に
か
け
て
中
央
の
大
き
い
立
悌
轟
を
中
心
と
し
て
多

傍
轟
が
配
さ
れ
て
い
て
'
そ
れ
に
封
面
す
る
東
壁
壁
蓋
の
千
悌
像
と
相
封
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
.
し
か
ら
ば
'
こ
れ
こ
そ
､

『
究
網
経
』
の
説

法
の
場
面
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま
ず
'
過
去

･
未
来

･
現
在
の
多
傍
を
背
景
に
､
中
央
に
鷹
合
邪
傍
が
出
現
し
て
説
法
し
て
い
る
の
は
､
ガ
ン

ダ
ー
ラ
以
来
の
大
乗
的
併
表
現
の
停
銃
に
し
た
が

っ
て
､
鷹
合
郡
傍
を
造
形
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
'
過
去

･
未
来

･
現
在
の
多
価
が

『
究
網

経
』
そ
の
も
の
に
説
か
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
｡

(な
お
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
大
乗
的
仏
表
現
の
停
銃
に
つ
い
て
は
'
近
年
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
傍
像
研
究
の

董
期
的
成
果
で
あ
る

J
u
･h
y
u
n
g

R
h
i.
G
a
n
d
h
a
ra
n

Im
ages
of
the
"5
ra
vasti
M
ira
c
le"
:A
n

Zconographic
R
easse
ssm

ent〉P
h
D

T
hesis.

U
niversi
t

y
of
C
a
tif.
rnia
at
Be
r
k

etey,1991
を
参
照
さ
れ
た
い
)｡

そ
の
度
合
那
傍
が
､

説
法
す
る
に
あ
た
っ
て
は
'
蓮
華
重
蔵
世
界
海
に
浮

か
ぶ
千
葉
の
蓮
華
上
に
千
傍
を
他
作
し

､か
れ
ら
千
傍
に
対
し
て

『
究
網
経
』
を
説
法
し
て
い
-
O

ま
た
､
わ
れ
わ
れ
人
間
が
'
『
楚
網
経
』

に
も
と
づ
い
て
菩
薩
戒
を
自
警
受
戒
す
る
に
あ
た
っ
て
も
､
傍
菩
薩
の
形
像
の
前
で
七
日
聞
俄
悔
し
て
'
傍
の

｢好
相
｣
を
見
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
､
受
戒
す
る
の
だ
､
と
い
う
｡
傍
の

｢好
相
｣
を
見
る
と
は
'

一
傍
の

｢好
相
｣
を
見
る
こ
と
と

一
つ
に
'

｢
千
傍
｣
の

｢好
相
｣
を
見

る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
｡
犯
戒
し
て
'
滅
罪
す
る
場
合
も
'
同
様
に
す
る
｡
か
-
菩
薩
戒
を
受
持
し
て
い
け
ば
､

｢
千
傍
｣
に
ま
見
え
て
菩

薩
行
を
修
行
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
菩
薩
戒
は

｢
千
傍
の
大
戒
｣
と
よ
ば
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
-
る
と
､
イ
ン
ド
傍
敦
に

は
無
量
無
数
の
多
価
思
想
は
あ

っ
て
も
､
そ
れ
を

｢
千
傍
｣
に
定
型
化
す
る
傾
向
は
少
な
い
か
ら
'

『
楚
網
経
』
こ
そ
が
'

｢
千
傍
｣
思
想
を

確
定
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
病
変
寺

1
六
九
窟
こ
そ
が
､
鷹
合
郡
傍
と
千
傍
の
い
ま
す
と
こ
ろ
で
菩
薩
戒
を
受
戒
し
受
持
し
て
菩
薩
行

し
､
鷹
合
那
併

･
千
傍
に
ま
見
え
る
観
傍
三
昧
を
鮭
得
す
る
博
銃
の
原
鮎
と
な
る
道
場
で
は
な
か
っ
た
か
｡
か
-
し
て
変
積
山

･
梅
竿
か
ら
柄
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褒
寺

一
六
九
着
に
お
い
て
は
じ
ま
っ
た
道
融

･
玄
高
教
国
の

｢究
網
戎
｣
運
動
は
､
つ
づ
い
て
玄
高
の
移
住
と
と
も
に
'
お
そ
ら
-
曇
無
儀
亡

き
後
の
涼
州
姑
減

へ
と
逆
輸
入
さ
れ
'
さ
ら
に
北
貌
平
城
傍
敦

へ
と
東
停
す
る
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が

っ
て
雲
岡
初
期
の
曇
曜
五
窟
す
べ
て
に
み

ら
れ
る
鷹
合
郡
傍

･
千
傍
思
想
も
'
そ
れ
よ
り
以
後
の
第
七
第
八
双
窟
に
は
じ
ま
る
千
傍
の
な
か
へ
多
数
の
傍
轟
を
は
め
込
ん
で
い
-
思
想
も
'

そ
れ
ら
の
賓
損
的
根
按
と
な
る

｢焚
網
戎
｣
運
動
と
と
も
に
'
柄
塵
寺

一
六
九
窟
の
鷹
合
都
債

･
千
悌
思
想
に
淵
源
す
る
､
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
､
は
な
は
だ
強
引
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
'
北
観
の
忠
臣
高
允
が
'
い
ま
や
歴
史
的
必
然
と
な
り
つ
つ
あ
る
胡
漠
融
合
社
合
を
茸
現
す

る
た
め
の
融
合
原
理
も
し
-
ほ
統
合
原
理
と
し
て
'
積
極
的
に
導
入
し
ょ
う
と
し
た
三
つ
の
係
数
思
想
-

涼
州
系
の
玄
高
の
係
数
思
想
と
彰

城
系
の
曇
度

･
慧
紀

･
道
登
の
傍
致
思
想
と
平
城
北
苑
の
西
山
な
る
鹿
苑
石
窟
の
儒
教
思
思
-

は
'
い
ず
れ
も
'
ひ
と
ま
ず
は
'
柄
盛
寺

一

六
九
窟
の
塑
像
群

･
壁
毒
に
表
現
さ
れ
る

｢究
網
戎
｣
運
動
即
ち
菩
薩
戒
を
受
戒
し
菩
薩
行
を
修
行
し

｢
忍
｣
を
鰻
得
し
ょ
う
と
す
る
運
動

へ

と
遡
源
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
き
た
｡
最
後
に
結
論
と
し
て
､
か
-
穿
横
山

･
砲
撃

･
柄
塞
寺

一
六
九
窟
に
お
け
る
道
融

･
玄
高
教
圏
か

ら
は
じ
ま
っ
た

｢究
網
戒
｣
運
動
が
'
た
し
か
に
北
貌
平
城
係
数
の
麿
悌
以
前
か
ら
以
後

へ
と

一
貫
す
る
思
想
運
動
で
あ
り
､
雲
岡
石
窟
を
造

営
す
る
思
想
運
動
で
あ

っ
た
と
し
た
場
合
'
か
か
る
北
貌
前
年
の
歴
史
運
動
そ
の
も
の
と
も
い
う
べ
き

｢北
魂
の
忠
臣
高
允
の
係
数
思
想
｣
は
､

こ
れ
よ
り
以
後
'
ど
の
よ
う
に
北
貌
後
半
期
傍
数
か
ら
北
斉

･
北
周
係
数

へ
､
さ
ら
に
隔
麿
儒
教

へ
と
展
開
し
て
い
-
か
､
と
い
う
こ
と
を
'

ご
く
ご
く
大
雑
把
に
見
通
し
て
お
き
た
い
｡
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結

語

い
う
ま
で
も
な
く
'
南
北
朝
後
年
期
か
ら
障
麿
期

へ
か
け
て
の
悌
敦
思
想
史
の
少
な
-
と
も

1
つ
の
重
要
な
思
想
運
動
と
し
て

｢焚
網
戒
｣



北魂の忠臣高允の係数思想について

運
動
が
あ
る
こ
と
は
'
つ
と
に
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
-
'
久
野
芳
隆

･
望
月
信
亨

･
大
野
法
道
な
ど
の
誇
先
学
に
よ
っ
て
'
そ
の

『
究
網

経
』
が
中
国
撰
述
経
典
で
あ
る
こ
と
'
そ
の
成
立
年
代
が
五
世
紀
前
半
に
収
ま
る
こ
と
な
ど
が
'
論
琵
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ら
を

ふ
ま
え
て
で
は
あ
る
が
'
わ
た
-
L
は
､
大
膿
に
も
t
と
い
う
よ
り
は
無
謀
に
も
t
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
'
｢
『
究
網
経
』
は
道
融
に
よ

っ
て
俸
来
さ
れ
た
｣
と
い
う

『
出
三
蔵
記
集
』
な
ど
の
記
録
に
依
接
し
て
'
そ
こ
か
ら

1
馨
に
柄
憂
寺

1
六
九
窟
の
建
弘
五
年

(A
.D
.424)

紀
年
を
も

っ
た

｢
道
融
｣
銘

へ
と
遡
及
し
､
か
く
し
て
は
じ
め
て

『
究
網
経
』
思
想
の
成
立
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
こ
の
鮎
は
､

こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
)
L
t
の
み
な
ら
ず
､
北
魂
の
忠
臣
高
允
が
か
か
わ
っ
た
三
つ
の
悌
敦
思
想

も
'
結
局
は

｢焚
網
戎
｣
運
動

へ
節

1
す
る
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
て
き
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
で
は
､
か
-
賓
横
山

･
砲
撃

･
柄
憂
寺

一

六
九
窟
に
お
け
る
道
融

･
玄
高
教
圏
か
ら
は
じ
ま
っ
た

｢究
網
戎
｣
運
動
が
'
北
貌
平
城
沸
教
の
根
本
の
思
想
運
動
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
へ
そ

れ
こ
そ
が
雲
岡
石
窟
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
開
墾
さ
せ
て
い
っ
た
原
動
力
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は
､
こ
れ
よ
り
以
後
'
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
-
で
あ
ろ
う
か
｡
ご
-
ご
く
大
雄
把
に
い
っ
て
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
側
面
を
も

っ
て
い
た
t
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
ま
ず
第

一
に
'
か
く
し
て
は
じ
ま
っ
た
石
窟
寺
院
の
造
像
活
動
の
側
面
｡
皇
帝
こ
そ
が
胡
漠
融
合
社
台
を
統
合
す
る
と
い
う
文
化
的
統
合
原
理
が
'
雲

岡
の
曇
曜
五
着
の
度
合
那
併

･
千
併
像
に
表
現
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
に
封
L
t
胡

･
漠
の
大
小
豪
族
乃
至
諸
個
人
が
'
そ
れ
ぞ
れ
'
菩
薩
戒
を
受

戒
し
菩
薩
行
を
修
行
し
傍
に
ま
見
え
傍
に
な
ろ
う
と
す
る
文
化
創
造
の
活
動
が
'
千
傍
像
の
中
に
お
い
て
'
ど
ん
ど
ん
多
数
の
併
轟
が
出
現
L
t

そ
こ
に
造
像
銘
が
刻
銘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
-
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
か
｡
そ
れ
は
'
平
地
の
係
数
寺
院
に
お
い
て
､

い

よ
い
よ
多
数
の
石
塔
や
石
唾
が
道
立
さ
れ
造
像
銘
が
刻
銘
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
現
象
に
封
慮
す
る
｡
か
-
し
て
皇
帝
を
中
心
に
は
じ
ま
っ
た
文

化
創
造
活
動
に
'
い
よ
い
よ
多
数
の
胡

･
漠
の
豪
族

･
貴
族
達
が
'
個
人
と
し
て
参
興
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

つ
ぎ
に
第
二
に
､
思
想
史
的
側
面
｡
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

｢
楚
網
戎
｣
運
動
が
'

『
仁

王
般
若
経
』
か
ら
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『
焚
網
経
』
を
経
て

『
菩
薩
頓
堵
本
業
経
』
へ

と
い
う
よ
う
に
発
達
す
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
菩
薩
戒
を
受
戒
し
菩
薩
行
を
修
行
し
て
上

へ
上

へ
と

｢
忍
｣
の
宗
教
箆
験
を
き
わ
め

て

｢
無
生
法
忍
｣
を
膿
得
し
ょ
う
と
す
る
菩
薩
行
鰻
系
が
､
ど
ん
ど
ん

『
華
厳
経
』
の
十
信

･
十
位

･
十
行

･
十
回
向

･
十
地
の
鰹
系
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
究
極
的
に
は

｢
一
郎

1
切
｣

｢
1
切
即

一
｣
の
華
厳
哲
学

へ
と
き
わ
ま
っ
て
い
-
｡
も
と
よ
り
､
北
貌
洛
陽
傍

敦
か
ら
北
奔
鄭
係
数

へ
か
け
て
の
多
数
の
係
数
者
達
の
多
種
多
様
な
思
惟
を
へ
て
､
そ
こ
へ
と
究
極
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
､
と
も
か
く
､
ひ

と
り
ひ
と
-
の
諸
個
人
が

｢
一
郎

一
切
｣

｢
一
切
郎

こ

の

｢理
｣
に
よ
っ
て
傍
に
な
ろ
う
と
す
る
方
向

へ
宗
教
鰻
験
が
深
ま
っ
て
い
く
｡
か

-
し
て
隔
唐
皇
帝
の
統
合
の
も
と
に
胡

･
漠
の
豪
族

･
貴
族
達
が
個
人
と
し
て
自
由
に
文
化
創
造
す
る
均
田

･
府
兵
制
的
胡
漠
融
合
社
合

へ
と

展
開
さ
せ
る
べ
-
歴
史
の
創
造
の
歯
車
を
'
最
初
の
段
階
で
大
き
-
韓
回
さ
せ
た
の
が
'

｢北
魂
の
忠
臣
高
允
の
傍
敦
思
想
｣
で
あ
り
'
そ
れ

は
具
膿
的
に
は
柄
褒
寺

〓
ハ
九
窟
に
淵
源
す
る

｢究
網
戒
｣
運
動
で
あ

っ
た
､
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
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注(
1
)

本
稿
は
､
1
九
九
五
年
度
の
東
方
畢
合
に
お
い
て
口
頭
章
表
し
た
も
の
で
あ
る
O

本
文
中
に
も
記
し
た
よ
う
に
､
そ
の
際
､
東
京
大
草
名
督
教
授
秋
山
光
和
先
生
か

ら
貴
重
な
御
示
教
を
い
た
だ
い
た
｡
は
じ
め
に
託
し
て
感
謝
の
意
を
表
さ
せ
て
い

た
だ
-
0

(
2
)

本
稿
で
は
､
潮
海
郡
宿
願
の
高
氏
共
同
性
の
歴
史
を
解
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

し
､
高
允
自
身
の
俸
記
を
論
述
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
､
た
ま
た
ま
西
晋
末
の

永
嘉
之
乱
の
時
期
に
お
け
る
潮
海
高
氏
共
同
性
の
史
料
を
見
つ
け
た
の
で
附
記
し

て
お
く
｡

『青
書
』
巻

7
〇
八
､
高
踏
俸

｢高
謄
字
子
前
'
働
海
宿
人
也
､
少
而

英
爽
有
俊
才
'
身
長
八
尺

二
寸
'
光
頗

(
三
〇
六
)
中
調
､
補
街
吾
郎
､
属
永
嘉

之
乱
､
還
郷
里
'
乃
輿
父
老
議
日
'
今
皇
綱

不
振
､
兵
草
雲
擾
､
此
郡
沃
虞
'
潰

固
河
海
､
若
兵
荒
歳
検
､
必
薦
遠
庭
､
非
謂
囲
宏
之
所
､
王
影
租

(漢
)
先
在
幽

蔚
'
壕
燕
代
之
資
'
兵
彊
国
富
'
可
以
託
也
､
諸
君
以
蔑
何
如
､
衆
成
然
之
､
及

輿
叔
父
隈
､
率
数
千
家
'
北
徒
幽
州
､
匪
而
以
三
波
政
令
無
位
､
乃
俊
彦
盟
､
障

盤
如
遼
東
､
題
之
輿
三
国
､
謀
伐

(慕
容
)
魔
也
､
暗
固
諌
以
為
不
可
､
盟
不

徒
､
及
盟
奔
放
､
謄
随
衆
降
千
度
､
魔
署
薦
婿
軍
､
謄
構
疾
不
起
､
原
敬
英
姿

器
､
教
臨
候
之
､
撫
其
心
日
､
君
之
疾
在
此
､
不
在
鉄
也
､
今
天
子
播
越
､
四
海

分
崩
'
蒼
生
紛
擾
､
英
知
所
係
､
孤
恩
典
諸
君
､
匡
復
穿
室
-
-
君
中
州
大
旗
､

冠
鼻
之
飴
'
宜
痛
心
疾
'
首
枕
或
待
､
且
奈
何
以
華
英
之
異
､
有
慎
介
然
､
且
大

南
出
干
売
'
文
王
生
干
東
夷
､
但
問
志
略
何
如
耳
､
豊
以
殊
俗
､
不
可
降
心
乎
､

暗
偽
鮮
疾
篤
'
魔
深
不
卒
之
-
-
｣
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
永
嘉
之
乱
に
際
し
て
潮
海

郡
宿
願
の
高
氏
共
同
睦
が
､
王
渡
を
頼
っ
て
幽
州
に
移
任
し
､
つ
づ
い
て
壌
感
を
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頼

っ
て
遼
東
へ
移
任
し
､
さ
ら
に
慕
容
燕
治
下
の
異
民
族
の
閲
を
韓
々
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
｡
お
そ
ら
く
､
そ
の
よ
う
な
情
況
下

で
漢
人
高
氏
の
女
性
が
､
鮮
卑
系
是
棲
氏
に
妖
t
･よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
､
後
者

も
､
高
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な

い
か
'
と
考
え
ら
れ
る

(眺
琴
冗

『北
朝
胡
姓
考
』
内
篇
第
三
高
氏
儀
参
照
)
｡

な
お
左
に
'
高
允
自
身
の
系
譜
と
直
接
に
関
係
す
る
鮮
卑
系
高
氏
の
系
譜
を
復

元
し
て
お
く
｡

潮海郡藤蘇高氏系譜囲

〔鮮卑系高氏〕

ー済
-佐ー:･/-認

-女

.

畿
h

㌍

h

…

-
租
抜
-
猛
虎

-

建

I
虞
-

仁

-
甥
(

I
g@
h

門
紺

柄

(丸で囲んだ人物は,
正史に侍がある)

(3)従来までの研究において､高允｢鹿苑拭｣にうたわれた｢鹿苑石窟寺｣が､最も蓋然性の高い雲岡石窟のどれか､例えば本稿に提案する
第七第八双窟であると同定することを樟賭させてきた最大の理由は､

親書揮老志の中の次の記事であった､と考えられる｡

｢高組蹟位､顔租移御北苑崇光官､覚習玄籍､建鹿野傍囲於苑

中之西山去崇光右十里､巌房滞堂'鰐櫓居其中蔦｣

即ち｢北苑の崇光官を去ること右十里｣の｢苑中の西山｣という位置が､卒城の西方約十五キロメートルに位置する雲岡石窟に一致しないことであった｡しかしあたくしは､本稿で論ずるように｢鹿苑賦｣の内容が､雲岡石窟以外には考えられない(例えば､すでに｢虞容之芳賀｣｢金曜之換柄｣が完成し'そこに｢塞崖に即して｣建てかけられた高層の寺院建築も完成していた後で､つづいてさらに､この鹿苑
寺の｢仙窟｣を整って醒堂を建築していること'あるいは雲岡では､

しばしば雨乞いが行われていることなどを考えられよ)故に､この樺老志の記事には､何らかの誤りがあると考えたいO例えば､｢於苑中之西山去崇光三十里｣とでも訂正すれば'章際の雲岡の位置に相常するであろう｡北苑の西山が'山掃きで雲岡のところまで蓮していると

考えられるのではないか｡




