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応
劫
の
処
世
観
と

『
風
俗
通
義
』

窮
通
篇

星

春

夫

野

は
じ
め
に

後
漢
末
期
と
い
え
ば
、
外
戚
と
｛
臣
官
に
相
次
い
で
政
権
を
纂
奪
き
れ
、

弾
圧
と
抵
抗
・
反
乱
と
鎮
圧
と
い
う
構
図
の
中
で
、

人
心
が
加
速

度
的
に
蝕
ま
れ
て
い
っ
た
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
後
漢
王
朝
に
忠
誠
を
誓
い
な
が
ら
も
、
統
治
国
家
と
し
て
の
形
態
が
瓦
解
し
て
ゆ
く
現
実
に
苦
悩
し
続
け
た
博
学
の
文
人
・

応
助
に
焦
点
を
据
え
、
彼
の
手
に
な
る
「
風
俗
通
義
』
、
特
に
巻
第
七
・
窮
通
篇
の
検
討
を
通
じ
て
、

そ
の
独
自
の
処
世
観
を
追
究
し
て
み
た

い
と
思
う
。

応
助
の
事
蹟
は
、
『
後
漢
書
』
巻
四
十
八
・
応
奉
伝
に
付
さ
れ
る
形
で
補
続
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
若
い
頃
よ
り
篤
学
の
誉
れ
が

高
か
っ
た
彼
は
、

父
・
応
奉
と
と
も
に
諸
官
府
の
郡
国
に
下
り
、
見
識
を
広
め
て
回
っ
た
が
、
霊
帝
の
と
き
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
、

次
い
で
そ



の
中
平
六
年
（
一
八
九
年
）
、
泰
山
（
山
東
省
泰
安
県
）
の
太
守
を
拝
し
、
初
平
二
年
（
一
九
一
年
）
に
黄
巾
の
賊
軍
を
う
ち
破
る
功
を
立
て

予－
o

J

－f

．、

f

f

カ

そ
の
後
、
徐
州
（
江
蘇
・
山
東
・
安
徽
の
三
省
に
跨
っ
た
地
）

の
牧
の
陶
謙
が
曹
嵩
と
曹
徳
を
殺
害
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
嵩

の
子
の
曹
操
に
怨
恨
を
抱
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
応
助
は
、

訴
罰
が
自
分
に
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
、
曹
操
と
敵
対
す
る
哀
紹
の
軍
に
奔
り
、
建

安
二
年
（
一
九
七
年
）

に
は
軍
謀
校
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
同
七
年
に
哀
紹
が
没
す
る
と
、
間
も
な
く
鄭
（
河
南
省
臨
津
県
の
西
）

の
地
で

死
去
し
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
が
史
書
か
ら
知
り
得
る
応
劫
に
関
わ
る
事
蹟
の
概
略
で
あ
る
が
、
彼
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判

然
と
し
な
い
。

た
だ
、
卒
年
に
つ
い
て
は
、
『
三
国
志
』
親
書
・
武
紀
の
注
（
『
世
語
』
を
引
く
と
あ
る
）

に
、
「
助
榊
隠
れ
、
官
を
棄
て
て
哀
紹

に
赴
く
。
後
、
太
祖
糞
州
を
定
め
る
に
、
助
時
に
巳
に
死
せ
り
」
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
、
苗
日
操
が
郭
を
掌
握
し
た
の
が
「
建
安
九
年
（
二

と
こ
ろ
で
、
応
氏
一
族
は
後
漢
成
立
以
来
引
き
続
い
て
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
た
家
系
と
し
て
、
出
身
地
の
汝
南
（
河
南
省
、
汝
南
県
の
南

-2-

O
四
年
）
秋
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
察
す
れ
ば
、
彼
の
没
年
も
こ
の
年
の
う
ち
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

西
）
ば
か
り
で
な
く
、
全
国
に
も
名
を
馳
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
貌
に
仕
え
て
「
建
安
の
七
子
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ

た
応
場
は
彼
の
甥
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
彼
自
身
の
著
作
も
当
然
な
が
ら
『
風
俗
通
義
」
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
後
漢
書
』

の
本
伝
に
は
、
具
体
的
な
作
品
と
し
て
こ
れ
以
外
に
、
霊
帝
の
頃
の
作
と
思
わ
れ
る
『
駁
議
」
三
十
篇
、
建
安
元
年
（
一
九

年

に
奏
上
さ
れ
た
『
漢
儀
』
、

同
二
年
の
『
漢
官
礼
儀
故
事
』
、

さ
ら
に
『
状
人
記
』
・
「
中
漢
輯
序
』
及
び
『
漢
書
集
解
』
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
全
著
作
数
は
「
百
三
十
六
篇
」
に
上
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
作
品
が
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
散
逸
の
憂

き
目
に
遭
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
無
論
「
風
俗
通
義
』
は
そ
の
数
少
な
い
現
存
す
る
書
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

下

、ー．，．

れ
と
て
も
成
立
当
時
に
比
べ
る
と
、

か
な
り
の
欠
落
部
分
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
陪
主
目
』
経
籍
志
で
は
「
三
十
二
巻
・
録
一
巻
」
と
記



き
れ
、

『
旧
唐
書
』
経
籍
志
（
『
新
唐
書
』
芸
文
志
）

で
は
「
三
十
巻
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
現
行
本
は
皇
覇
・
正
失
・
む
礼
・
過

誉
・
十
反
・
声
音
・
窮
通
・
妃
典
・
怪
神
・
山
沢
と
い
う
十
巻
に
過
、
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
百
二
十
・
子
部
に
よ

れ
ば
、
「
宋
の
寧
宗
の
時
の
本
は
己
に
今
本
に
同
じ
」
と
あ
り
、
清
の
朱
笥
も
『
風
俗
通
補
逸
』

の
題
識
中
で
、
「
宋
時
に
在
り
て
巳
に
完
本

に
非
ず
」
と
断
じ
て
い
る
。

そ
の
侠
文
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
『
太
平
御
覧
』
や
『
意
林
』
と
い
っ
た
類
書
な
ど
に
散
見
し
て
お
り
、
姓
氏
篇

を
始
め
と
す
る
侠
文
を
集
め
て
一
冊
本
に
し
た
も
の
と
し
て
直
文
招
の

『
風
俗
通
義
校
正
侠
文
』
が
あ
げ
ら
れ
る
が

こ
れ
に
よ
っ
て
も
そ

の
全
容
は
明
ら
か
に
し
難
い
と
い
え
る
（
た
だ

こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
窮
通
篇
に
つ
い
て
い
え
ば
、
供
文
と
さ
れ
る
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、

一
応
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
と
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
）
。

次
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
応
助
の
自
序
に
、
つ
一
一
日
は
流
俗
の
過
謬
に
通
じ
、
事
は
之
れ
を
義
理
に
該
ぬ
」
と
あ
り
、

る
も
の

（
皇
覇
篇
・
過
誉
篇
・
十
反
篇
・
窮
通
篇
）
、
札
制
や
祭
妃
な
ど
典
礼
の
類
い

む
礼
篇
・
声
音
篇
・
紀
典
篇
）

さ
ら
に
神
秘
的
な
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「
後
漢
書
』

の
本
伝
に
も

「
以
て
物
類
の
名
号
を
弁
じ
、
時
俗
の
嫌
疑
を
釈
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、

王
統
か
ら
人
物
批
評
ま
で
人
事
に
関
す

俗
説
（
正
失
篇
・
怪
神
篇
）

や
地
理
的
事
項
（
山
沢
篇
）

と
い
っ
た
幅
広
い
題
材
に
つ
い
て
、

経
書
や
史
書
に
基
づ
く
解
説
を
行
い
、
誤
謬

を
鋭
く
指
摘
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
い
わ
ば
彼
の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
て
を
結
集
さ
せ
た
意
欲
作
で
あ
る
ら
し
く
、
『
後

漢
書
」

で
も
、
「
文
は
典
な
ら
ず
と
難
も
」
と
い
う
前
置
き
は
あ
る
も
の
の
、
「
後
世
、

宜
ハ
の
沿
聞
に
服
す
」
と
述
べ
て
、
彼
の
博
覧
多
識
な

学
才
に
賛
辞
を
呈
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

で
は
、

『
風
俗
通
義
』
は
一
体
い
つ
頃
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
管
見
に
よ
れ
ば
、

こ
の
書
の
成
立
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
の
で
き

る
記
載
に
つ
い
て
も
見
当
た
ら
な
い
。
強
い
て
推
定
す
る
な
ら
ば
、
過
誉
篇
に
「
時
に
党
事
有
り
」
と
あ
る
こ
と
や
、

十
反
篇
に
「
霊
帝
の

末
に
近
く
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
察
し
て
、

そ
れ
は
恐
ら
く
黄
巾
の
乱
以
降
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

さ
ら
に
、



こ
れ
を
傍
証
す
る
意
味
で
こ
の
書
に
注
を
施
し
た
王
利
器
の
説
を
援
用
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、

正
失
篇
の
「
封
泰
山
禅
梁
父
」
と
い
う
条
に
、

「
予
空
偽
を
以
て
東
巌
に
乏
し
き
を
承
け
、
恭
素
す
る
こ
と
六
載
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
が
、
彼
は
こ
の
時
期
を
応
助
が
中
平
六
年
に
泰
山

太
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
興
平
元
年
に
衰
紹
の
軍
に
奔
る
ま
で
の
前
後
六
年
間
に
当
た
る
も
の
と
断
定
し
て
お
り
（
l

）、

い
ま
こ
れ
に
従
え
ば
、
こ

の
書
の
成
立
を
応
劫
が
衰
紹
の
幕
下
に
入
っ
て
か
ら
の
晩
年
と
い
う
時
期
に
設
定
し
て
お
く
の
が
、
穏
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

応
助
は

『
風
俗
通
義
』

の
各
篇
に
短
い
序
文
を
置
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
篇
名
が
付
け
ら
れ
た
事
由
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
窮
通
篇
で

も
先
ず
日
月
が
曇
っ
て
も
再
び
明
る
く
な
り
、

江
漢
が
滞
っ
て
も
ま
た
通
じ
る
と
い
う
事
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
聖
人
か
ら
君
子
に
至
る
人

一－4一一

事
全
般
に
つ
い
て
も

聖
人
不
失
其
徳
、
故
廃
而
復
興
。
非
唯
聖
人
、
伴
爾
亘
厚
、
夫
有
恒
者
、
亦
允
壊
。
是
故
君
子
厄
窮
而
不
問
、
労
辱
而
不
有
、
楽
天
知
命
、

無
怨
尤
罵
。
故
録
先
否
後
喜
、

日
窮
通
也
。

と
説
い
て
、
物
が
極
ま
れ
ば
必
ず
復
る
と
す
る
普
遍
的
な
「
理
法
」
と
も
呼
べ
る
法
則
を
提
示
し
て
見
せ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
皇
覇
篇
の

五
伯
の
条
に
あ
る
、
「
至
道
は
遠
か
ら
ず
、

三
王
復
た
反
る
」
と
い
う
文
章
や
、
「
蓋
し
物
盛
ん
な
れ
ば
、
則
ち
衰
ふ
。
自
然
の
道
な
り
。

天

宜
ハ
れ
或
い
は
本
に
反
さ
ん
と
欲
す
る
か
」
と
い
う
妃
典
篇
の
表
現
、

さ
ら
に
自
序
中
の
「
当
今
を
推
す
る
に
、
以
て
太
古
を
覧
る
」
と
い
う

こ
と
ば
と
も
符
合
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
勿
論
こ
の
考
え
方
は
元
来
彼
の
独
創
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
易
経
』
を
始
め
と
す
る
従
来
の
思
想
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

E
。
殊
に
「
易
経
」
か
ら
の
影
響
は
大
き
い
よ
う
で
、

そ
の
証
左
と
い
え
る
の
が
、
否
卦
の
美
辞
に
あ



る
、
「
上
九
は
否
を
傾
く
。
先
き
に
は
否
に
し
て
、
後
に
は
喜
ぶ
」
や
、

そ
の
象
伝
中
の
、
「
否
終
は
れ
ば
傾
く
。
何
ぞ
長
か
る
べ
け
ん
や
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
恐
ら
く
歴
史
に
一
定
の
法
則
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
「
否
」
は
必
ず
「
喜
」
に
変
じ
る
と
い
う
哲
学
的
真
理
を
知
得

す
る
に
至
っ
た
応
助
は

こ
の
無
限
回
帰
と
も
い
え
る
循
環
の
法
則
を
個
々
の
事
象
、
す
な
わ
ち
一
個
の
人
間
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
そ
の
も

の
に
変
換
・
応
用
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

一
方

『
風
俗
通
義
』
中
の
副
題
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
序
文
に
い
う
「
否
喜
」
に
も
相
当
す
る
「
窮
通
」
と
い
う
対
表
現
の
意
味
に
つ
い
て

も

こ
こ
で
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
『
孟
子
』
に
頻
出
す
る
「
窮
達
」
と
ほ
ぼ
同
義
語
で
あ
り
、
戦
国
中
後
期

を
境
に
し
て

『
荘
子
』
や
『
萄
子
』
な
ど
の
書
物
に
度
々
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
熟
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
荘
子
』
外
・
雑
篇
で
は
、

儒
家
批
判
を
展
開
す
る
中
で
、
す
べ
て
の
存
在
の
本
源
た
る
「
道
」
に
通
達
す
る
の
を
「
通
」
、
「
道
」
に
行
き
づ
ま
る
の
を
「
窮
」
と
す
る

い
か
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
と
い
え
る
。

だ
が
、

元
来
こ
れ
を
「
通
」
と
い
う
一
語
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
す
で
に
「
論

5-

道
家
独
自
の
捉
え
方
が
披
涯
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
萄
子
』
を
始
め
そ
れ
以
後
の
書
物
で
は
、
単
に
「
政
治
的
な
高
位
に
就
け
る
か
就
け
な

語
』
中
の
孔
子
の
言
辞
や
『
春
秋
左
氏
伝
」
中
に
そ
の
原
型
た
る
「
達
」
と
い
う
語
で
現
れ
て
お
り
、

孔
孟
の
時
代
に
あ
っ
て
は
概
ね
「
天

か
ら
認
め
ら
れ
た
実
力
を
も
っ
て
、

世
に
志
を
得
る
こ
と
」
と
解
さ
れ
、
「
道
徳
の
体
現
」
と
「
政
治
的
な
栄
顕
」
と
い
う
両
義
性
を
内
包
し

た
こ
と
ば
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

E
。

で
は
、
応
劫
に
と
っ
て
の
「
窮
通
」
あ
る
い
は
「
否
喜
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
有
す
る
語
で
あ
っ
た
の
か
。
実
は
こ
こ
で
も

『
易
経
』
中
に
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
否
卦
の
卦
辞
に
、
「
君
子
の
貞
に
利
あ
ら
ず
。
大
往
き
て
小
来
た
る
」
と
あ
り
、

そ

の
象
辞
に
も
、
「
内
陰
に
し
て
、
外
陽
な
り
。
内
柔
に
し
て
、
外
剛
な
り
。
内
小
人
に
し
て
、
外
君
子
な
り
」
と
あ
っ
て
、

つ
ま
ら
ぬ
人
聞
が

朝
廷
内
に
い
て
、

君
子
が
外
に
駆
逐
さ
れ
て
い
る
状
態
を
「
否
」
と
見
な
す
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
し
て
、
彼
の
場
合
も
官
僚



世
界
で
の
遇
不
遇
が
「
窮
通
」
概
念
の
根
幹
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
彼
が
「
窮
通
」
と
い
う
語
を
た
だ
政
治
的
側
面
か
ら
の
み
把
捉
し
よ
う
と
す
る
『
萄
子
」
以
後
の
一
般
的
解
釈
を
無
批
判
に
受

容
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
勿
諭
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
窮
通
篇
の
序
文
中
に
あ
る
、
「
夫
れ
恒
有
る
者
も
、
亦
允
に
擦
る
」

と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
応
助
が
政
治
的
栄
顕
の
前
提
と
し
て
道
義
に
基
づ
く
自
己
修
養
の
必
要
性
を
掲
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
も
恐
ら
く
は

『
論
語
」
述
而
篇
に
あ
る
、
「
子
日
く
、

『
善
人
は
吾
れ
得
て
之
れ
を
見
ず
。
恒
有
る
者
を
見
る
を
得
ば
、
斯
れ
可
な
り
』

と
」
や
、

『
易
経
』

の
家
人
卦
の
象
辞
に
あ
る
、
「
風
火
よ
り
出
づ
る
は
家
人
な
り
。
君
子
は
以
て
言
に
物
有
り
て
、
行
ひ
に
恒
有
り
」
と
い

フ
文
章
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
が

こ
の
場
合
の
「
恒
」
と
は
、
「
常
」
ま
た
は
「
格
」
と
同
じ
く
「
法
則
」
あ
る
い
は
「
準
則
」
と
い
っ
た

意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
「
恒
有
る
者
」
と
は
、
朱
子
が
『
論
語
集
注
」
の
中
で
「
其
の
心
に
武
か
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
行
動
に
一
定
の
基

た
め
に
不
可
欠
な
絶
対
条
件
と
し
て
、
「
行
動
に
確
固
た
る
基
準
を
も
っ
て
い
る
」
（
有
恒
）
点
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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準
の
あ
る
人
物
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
応
助
は
立
派
な
人
物
が
「
政
治
的
栄
顕
を
取
り
戻
す
」
（
先
否
後
喜
）

そ
れ
で
は
、

そ
の
「
基
準
」
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
を
指
す
の
か
。

い
ま
そ
れ
を
先
行
す
る
書
籍
中
に
求
め
る
と
す
れ
ば

君
子

と
は
ど
ん
な
人
物
を
指
す
の
か
と
司
馬
牛
に
尋
ね
ら
れ
た
孔
子
が
述
べ
た
、
「
内
に
省
み
て
荻
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
夫
れ
何
ぞ
憂
へ
ん
、
何
ぞ
擢

れ
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
（
『
論
語
』
顔
淵
篇
）
や
、

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
の
、
「
自
ら
反
り
み
て
縮
け
れ
ば
、

，
．
，
千
万
人
と
雄
も
吾
れ
往
か

ん
」
と
い
う
孟
刺
の
こ
と
ば
な
ど
に
端
的
に
一
不
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
畢
克
そ
れ
は
道
義
に
の
っ
と
っ
た
「
正
直
き
」
、
す
な
わ
ち
清

廉
潔
白
な
志
操
を
決
し
て
失
わ
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

そ
し
て
以
上
を
要
す
る
に
、
応
助
は
「
窮
通
」
を
政
治
的
な
遇
不
遇
を
一
不
す
概
念
と
捉
え
な
が
ら
も
、
素
土
た
る
者
が
栄
達
す
る
た
め
の

絶
対
条
件
と
し
て
、
孔
孟
流
の
「
道
徳
の
体
現
」
に
も
通
底
す
る
、
道
義
に
根
差
し
た
「
正
直
き
」
の
貫
徹
と
い
う
意
義
を
前
面
に
掲
げ
て



い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

〆戸『、、

一一、、＿，

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
論
の
検
討
に
入
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
が
（
士
、
始
め
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
窮
通
篇
の
内
容

が
載
然
と
過
去
に
属
す
る
も
の
と
当
代
の
も
の
と
の
こ
つ
に
峻
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
半
は
前
漢
以
前
の
孔
子
・

孟
軒
・
孫
況
・
虞
卿
・
孟
嘗
君
・
韓
信
・
韓
安
国
及
び
李
広
と
い
う
八
人
の
事
蹟
を
紹
介
し
、
次
い
で
後
半
で
は
、
後
漢
の
劉
矩
・
祝
悟
・

韓
演
・
陳
蕃
の
四
人
の
挿
話
を
取
り
上
げ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
は
前
半
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
、
彼

が
用
い
た
資
料
の
大
半
は
明
ら
か
に
史
書
に
負
っ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
別
段
目
新
し
い
逸
話
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
話
は
彼
が
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実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
既
成
の
書
籍
を
渉
猟
し
て
得
ら
れ
た
資
料
を
、
彼
な
り
の
時
代
考
証
に
よ
り
繋
ぎ
合
わ
せ
、
再
構
築
を

試
み
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
の
主
た
る
参
考
文
献
と
推
さ
れ
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
孔
子
に
つ
い
て
は
『
荘
子
』
譲
王
篇
や

『
史
記
」
孔
子
世
家
、

孟
刺
は
「
孟
子
』
膝
文
公
篇
他
と
『
史
記
」
孟
子
伝
、
孫
況
は
『
史
記
』
萄
卿
伝
・
『
戦
国
策
』
楚
策
と
劉
向
の
『
序

録
』
、
虞
卿
の
場
合
は
『
史
記
』

の
虞
卿
伝
と
氾
雄
伝
、

孟
嘗
君
は
『
戦
国
策
』
斉
策
、
韓
信
は
『
史
記
』
准
陰
侯
伝
、
韓
安
国
は
『
史
記
』

韓
長
時
伝
、
最
後
に
李
広
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
李
広
伝
と
「
漢
書
』
李
将
軍
伝
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

さ
て
、

応
助
が
選
び
抜
い
た
前
半
の
八
人
の
取
材
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
当
然
な
が
ら
彼
が
ま
と
め
上

げ
た
事
蹟
は
彼
の
課
し
た
、
常
に
道
義
に
の
っ
と
っ
た
清
廉
潔
白
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
と
い
う
絶
対
条
件
に
見
合
っ
て
い
た
。
例
え
ば
そ
の

事
実
を
本
文
中
に
求
め
る
と
、
孔
子
が
「
詩
・
書
を
剛
し
、
礼
・
楽
を
定
め
、
春
秋
の
義
を
制
し
」
て
、
「
素
王
の
法
」
を
顕
示
し
た
こ
と
、

孟
軒
と
孫
況
が
と
も
に
著
作
や
議
論
を
通
し
て
邪
説
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
同
じ
く
秦
の
昭
王
に
追
わ
れ
る
貌
斉
を
逃
が
す
た
め
、



上
卿
の
位
を
捨
て
て
貌
に
亡
命
し
た
虞
卿
が
、
自
ら
の
思
潮
を
著
書
の
中
に
凝
縮
す
べ
く
「
虞
氏
春
秋
』
を
著
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
、
斉
か
ら
追
わ
れ
て
い
た
孟
嘗
君
が
再
入
国
し
た
と
き
、

諸
子
の
助
二
一
日
を
受
け
、
自
分
を
譲
二
一
目
し
た
大
夫
た
ち
の
罪
を
「
寛
弘
の

君
」
た
る
性
格
を
も
っ
て
許
し
た
こ
と
、
放
浪
時
代
の
韓
信
が
「
漂
母
」
に
飯
を
恵
ん
で
も
ら
っ
た
旧
恩
と
南
日
日
の
亭
長
か
ら
受
け
た
冷
遇

や
所
謂
「
股
く
ぐ
り
」
事
件
に
対
す
る
怨
恨
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
、
将
来
の
出
世
へ
の
励
み
に
し
た
こ
と
、
梁
の
中
大
夫
と
な
っ
た
韓
安

国
が
法
に
触
れ
て
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、

獄
吏
の
田
甲
な
る
者
に
侮
辱
き
れ
た
が
、
後
に
内
史
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、

逃
げ
よ
、
っ

と
す
る
田
甲
を
笑
っ
て
寛
恕
し
、

こ
せ
こ
せ
し
な
い
度
量
の
広
き
を
示
し
た
こ
と
、

そ
し
て
雲
中
の
太
守
に
落
と
さ
れ
て
い
た
李
広
が
、

も

と
の
将
軍
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
夜
間
の
外
出
を
叱
責
し
た
覇
陵
の
尉
に
対
し
、
「
直
を
以
て
怨
に
報
い
る
」
（
「
論
語
』
憲
問
篇
）
態
度
を
も
っ

て
尉
を
斬
り
、

将
軍
の
威
厳
を
世
に
再
認
識
さ
せ
た
こ
と
な
ど
も
、
す
べ
て
そ
れ
を
裏
付
け
る
事
実
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
窮
通
篇
の
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最
後
に
載
せ
ら
れ
た
論
賛
的
性
格
の
批
評
で
も
、
彼
は
こ
の
点
に
触
れ
て
、

韓
信
寵
秩
出
跨
下
之
人
、
斯
難
能
也
。
安
国
不
念
旧
悪
、
合
札
中
平
。
李
広
因
威
、
帰
念
非
義
之
理
。

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、

孟
嘗
君
が
怨
恨
を
諒
恕
し
た
の
に
対
し
、
李
広
は
私
憤
を
公
憤
に
止
揚
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
応
劫

の
設
け
た
「
規
準
」
は
か
な
り
多
様
性
に
富
ん
だ
許
容
範
囲
の
広
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
。

そ
し
て

こ
の
必
須
条
件
を
満
た
し
た
八
人
は
、
孔
子
が
定
公
の
宰
相
に
返
り
咲
き
、
斉
公
と
の
会
見
に
尽
力
し
、

孟
軒
が
梁
の
恵
王
の

上
卿
と
し
て
再
び
招
鴨
さ
れ
、
孫
況
が
楚
の
宰
相
の
春
申
君
に
よ
っ
て
蘭
陵
の
令
に
再
任
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
一
京
さ
れ
る
通
り
、
彼
が
編
み

出
し
た
変
換
装
置
を
用
い
る
こ
と
で
、
概
ね
幸
運
な
晩
年
を
迎
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
記
事
を
細
か
く

比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
幾
つ
か
の
疑
問
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
応
助
の
人
物
選
択
や
時
代
考
証
が
か
な
り
恋
意
的
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、



応
助
が
綴
っ
た
八
人
の
記
録
を
彼
が
取
材
し
た
文
献
の
内
容
と
照
合
す
る
と
き
、
両
者
間
に
大
き
な
食
い
違
い
の
あ
る
点
が
は
っ
き
り
す
る
。

す
な
わ
ち
窮
通
篇
の
冒
頭
を
飾
る
孔
子
の
事
蹟
に
つ
い
て
い
え
ば
、
何
よ
り
も
そ
の
逸
話
を
対
立
す
る
道
家
の
書
で
あ
る
『
荘
子
」
か
ら
引

く
こ
と
自
体
が
、

な
ん
と
も
不
自
然
で
あ
る
。
孔
子
一
行
が
陳
奈
の
間
で
困
し
め
ら
れ
た
事
実
を
、
彼
が
ど
こ
の
国
に
も
容
れ
ら
れ
な
い
と

い
う
現
実
に
立
っ
て
、

困
窮
し
た
状
態
と
解
す
の
は
納
得
で
き
る
が
、

元
々
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
窮
通
論
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
道

家
流
の
そ
れ
の
は
ず
で
あ
り
、
「
無
窮
の
道
」
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
超
現
実
的
な
内
容
で
あ
る
。
し
か
も
、
儒
教
的
札
教
主

義
の
偽
善
を
自
ら
の
手
で
暴
か
ん
と
す
る
孔
子
は
、
す
で
に
荘
周
及
び
荘
子
学
派
の
よ
き
代
弁
者
に
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
方

孔
子
の
編
年
に
つ
い
て
も
、

『
春
秋
」

の
三
伝
・
「
史
記
』
・
「
孔
子
家
語
』
及
び
山
佐
東
壁
の

「
沫
澗
考
信
録
」
な
ど
の
記
述
を
総
合
し
て
み
る

と
、
孔
子
が
「
陳
禁
の
厄
」
を
蒙
っ
た
の
は
六
十
三
歳
（
哀
公
の
五
年
）
頃
で
あ
り
、
衛
か
ら
魯
に
帰
っ
た
の
は
六
十
九
歳
（
哀
公
の
十
一

年
）
頃
で
あ
る
が

こ
れ
に
対
し
て
こ
の
条
の
最
後
に
記
さ
れ
る
定
公
の
宰
相
と
し
て
爽
谷
で
斉
と
会
し
た
と
い
う
記
事
は
、
逆
に
五
十
三

9 

歳
（
定
公
の
十
年
）
頃
に
湖
る
出
来
事
と
考
え
ら
れ
、
応
助
の
配
列
の
順
は
歴
史
的
事
実
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
孟
刺
に
つ
い
て
も
、

『
孟
子
』
の
ほ
か
『
史
記
」
の
本
伝
及
び
超
岐
の
「
題
辞
」
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
年
譜
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

孟
刺
が
梁
の
恵
王
に
謁
見
し
た
の
は
紀
元
前
三
二

O
年
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
恵
王
が
崩
じ
た
の
は

そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

孟
刺
が
再
度
会
見
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

三
二

O
年
の
う
ち
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

孟
刺
が
大
望

を
実
現
で
き
ず
に
郷
里
へ
も
ど
り
、
教
育
や
著
述
に
専
念
す
る
の
が
人
生
の
最
晩
年
に
当
た
る
と
い
う
の
も
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
る

に
、
応
助
は
二
度
に
わ
た
る
謁
見
の
間
に
弟
子
と
述
作
に
専
心
す
る
記
事
を
挿
入
し
て
お
り
、

こ
こ
で
も
年
代
の
混
同
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
応
劫
自
身
の
考
証
に
よ
る
結
果
か
、

そ
れ
と
も
単
な
る
記
憶
違
い
に
よ
る
も
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
孫
況
が
初
め
て
遊
学
し
た

の
を
『
史
記
』
が
「
年
五
十
」
と
す
る
の
に
対
し
て

こ
こ
で
は
「
年
十
五
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

孟
嘗
君
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
『
史
記
』



の
本
伝
で
は
対
語
の
主
が
「
諸
子
」
で
は
な
く
、
「
渇
躍
」
で
あ
り
、

孟
嘗
君
が
怨
み
を
報
ぜ
ん
と
し
た
相
手
も
「
大
夫
」
で
は
な
く
、
自
分

の
も
と
を
逃
げ
出
し
た
「
食
客
」
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
内
容
の
錯
綜
が
歴
然
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
よ
う
な
題
材
等
の
組
み
替
え
と
は
梢
か
様
相
を
異
に
す
る
恋
意
的
な
記
述
方
法
が
、
韓
安
国
と
李
広
の
両
者
に
関
わ
る

逸
話
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
応
劫
は
李
広
の
記
事
の
中
で
、
「
旬
奴
、
遼
西
に
入
り
て
、
大
い
に
辺
害
を
為
す
。
是
に
が
て

孝
武
皇
帝
乃
ち
広
を
百
し
て
、
北
平
太
守
と
為
す
」
と
記
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

『
史
記
」
韓
長
嬬
伝
に
は
、

旬
奴
大
入
辺
、
殺
遼
西
太
守
。
：
：
：
車
騎
将
軍
衛
青
撃
之
、
出
雁
門
。
衛
尉
安
国
為
材
官
将
軍
、
屯
於
漁
陽
。
安
国
捕
生
虜
、

言
旬
奴

遠
去
。

：
：
：
罷
軍
屯
月
余
、
旬
奴
大
入
上
谷
漁
陽
。
安
国
壁
乃
有
七
百
余
人
、
出
与
戦
、
不
勝
、
復
入
壁
。

l
l
；
天
子
開
之
、
怒
、
使
使
責

譲
安
国
、
徒
安
国
益
東
屯
右
北
平
。
－
a
a

－
－
目
安
国
既
疏
遠

黙
黙
也
。

と
あ
り
、
旬
奴
が
遼
西
の
太
守
を
殺
害
し
て
、
将
軍
の
韓
安
国
を
も
諭
計
を
も
っ
て
う
ち
破
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

」
の
部
分
は
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応
助
に
よ
っ
て
意
図
的
に
削
除
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
応
助
の
記
載
に
あ
る
ご
と
く
、
韓
安
国
が
「
中

大
夫
」
を
経
て
「
内
史
」
に
任
用
さ
れ
た
の
は
景
帝
の
治
世
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
が
「
材
官
将
軍
」
を
拝
し
な
が
ら
旬
奴
に
敗
れ
た

の
は
明
ら
か
に
一
代
後
の
武
帝
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
韓
安
国
の
事
蹟
を
李
広
の
記
事
の
直
前
に
据
え
、
結
末
を
政
治
的

に
栄
達
す
る
状
態
で
終
わ
ら
せ
た
応
劫
に
と
っ
て

こ
の
事
実
は
か
な
り
不
都
合
な
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

い
宇
品

こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
推
測
す
る
に
、
応
的
は
何
等
か
の
意
図
を
も
っ
て
「
先
否
後
喜
」
と
い
う
理
念
の
正
当
性
を
例
証
す

る
試
み
を
企
て
た
に
相
違
な
い
が
、
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
過
度
の
思
い
入
れ
が
「
述
べ
て
作
ら
ず
」
と
い
う
孔
子
や
司
馬
選
以
来
貫
か
れ
て

き
た
歴
史
記
述
の
基
本
態
度
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
戦
乱
の
世
の
常
で
あ
る
「
旧
章
埋
没
し
、
書
記

竿
に
存
」
（
「
後
漢
書
」
本
伝
）
す
る
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
か
ら
才
識
明
断
で
知
ら
れ



た
応
助
が
こ
れ
ほ
ど
の
記
憶
違
い
を
犯
し
た
と
は
、

ど
う
も
考
え
に
く
い
。

そ
れ
で
は
、
彼
は
何
故
に
時
代
の
意
図
的
な
組
み
替
え
や
記
事
そ
の
も
の
の
省
略
と
い
う
冒
険
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
し

か
し
な
が
ら

こ
の
点
に
関
し
て
は
彼
の
処
世
観
と
連
関
さ
せ
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
も
う
一
つ
大
き
な
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
虞
卿
以
外
の
七
人
は
先
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
曲
が
り
な

り
に
も
政
治
的
栄
顕
を
遂
げ
て
お
り
、
結
局
は
各
人
が
「
通
」

の
状
態
で
終
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
虞
卿

の
場
合
は
と
い
え
ば
、
困
窮
し
て
意
を
得
ら
れ
ず
に
「
虞
氏
春
秋
』
を
著
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
恒
有
る
者
」
と
い
う
絶
対
条
件
に

適
つ
て
は
い
る
が
、
所
謂
「
通
者
」
と
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

い
ま
は
仮
説
と
し
て
提
出
す
る
に

と
ど
め
る
が
、

こ
れ
は
応
助
が
「
先
否
後
喜
」
と
い
う
歴
史
循
環
の
法
則
性
を
信
じ
な
が
ら
も
、

そ
の
法
則
か
ら
の
逸
脱
を
許
容
す
る
一
定

状
態
と
し
て
の
名
分
を
も
つ
も
の
と
把
捉
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
、

こ
の
件
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
言
及
す
る
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の
余
地
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
彼
が
「
著
述
」
を
官
位
の
昇
叙
と
対
等
に
「
通
」
な
る

こ
と
に
し
よ
う
。

四

き
て
、

右
に
あ
げ
た
八
人
が
皆
前
漢
以
前
の
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
次
の
四
人
は
い
ず
れ
も
応
助
と
同
じ
後
漢
後
期
の
人
物
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
記
事
は
党
鋼
の
獄
前
後
の
王
朝
最
末
期
の
出
来
事
を
専
ら
に
し
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
に
は
、
劉
矩

（
巻
七
十
六
・
循
吏
列

伝
）
と
陳
蕃
（
巻
六
十
六
・
陳
王
列
伝
）

に
つ
い
て
伝
が
あ
り
、
祝
悟
と
韓
演
に
関
す
る
記
述
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
応
劫
が
選
ん
だ

同
時
代
史
の
範
時
に
属
す
る
歴
史
的
事
実
は
、

そ
こ
に
は
未
載
か
、
あ
る
い
は
触
れ
ら
れ
て
い
て
も
簡
略
に
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も



あ
り
、
す
べ
て
彼
自
身
の
見
聞
し
た
資
料
に
基
づ
く
挿
話
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
い
ま
、

そ
れ
ら
を
前
半
の
記
事
と
比
較
し
て
み
る
と
、
相
互
に
類
似
し
た
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
と
も
に
、
前
半
で
は
行

聞
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
著
者
応
劫
自
身
の
処
世
観
が
鮮
明
に
浮
か
び
出
て
く
る
。

先
ず
そ
の
類
似
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
一
に
後
半
の
四
人
も
す
べ
て
政
治
的
に
見
て
然
る
べ
き
地
位
に
返
り
咲
い
て
い
る
事
実
が
あ

げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
劉
矩
は
尚
書
令
の
地
位
に
再
度
就
き
、
祝
悟
は
大
病
の
後
に
尚
書
省
の
次
官
な
ど
を
歴
任
し
、
司
隷
に
推
挙
さ
れ
た
。

ま
た
、
韓
演
は
浦
相
を
経
て
、
中
台
（
司
徒
）

に
上
り
、
陳
蕃
も
大
尉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
総
て
の
事
象
に
哲
学
的
真
理
を
適
用
し
よ
う

と
す
る
「
易
経
』
的
解
釈
に
彼
の
歴
史
観
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
孔
子
の
時
代
か
ら
当
代
ま
で
古
今
を
通
貫
す

る
法
則
を
彼
が
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、

よ
り
明
瞭
に
な
ろ
、
フ
。
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さ
ら
に
第
二
の
類
似
点
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
四
人
の
行
動
も
前
半
の
八
人
と
同
じ
く
判
で
押
し
た
よ
う
に
応
劫

が
課
し
た
絶
対
条
件
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
将
軍
梁
品
異
か
ら
疎
ん
ぜ
ら
れ
た
後
も
、
劉
矩
が
衆
人
の

同
情
を
惹
く
べ
き
「
直
亮
」
さ
を
堅
持
し
た
こ
と
、

母
の
喪
中
の
祝
悟
が
司
隷
に
拝
さ
れ
よ
う
と
し
た
際
、
以
前
彼
が
旅
先
き
で
熱
病
に
冒

さ
れ
た
と
き
に
義
に
感
じ
て
手
厚
く
看
病
し
て
く
れ
た
応
融
を
自
分
の
代
わ
り
に
推
薦
し
、
孝
心
を
守
り
通
し
た
こ
と
、
従
兄
の
間
諜
行
為

に
連
座
し
て
「
臓
豊
」
の
疑
い
で
捕
え
ら
れ
た
韓
演
が
、
事
件
に
関
与
し
て
い
な
い
身
の
潔
白
を
確
信
す
る
が
故
に
、
「
従
容
」
と
し
て
廉
直

な
態
度
を
保
ち
続
け
た
こ
と
、

ま
た
光
禄
勲
を
退
い
た
陳
蕃
が
、

地
方
の
亭
長
や
令
か
ら
被
っ
た
無
礼
な
対
遇
を
発
奮
材
料
に
し
て
、
復
権

へ
の
足
掛
か
り
に
し
た
こ
と
な
ど
を
示
し
て
い
る
が
、
行
動
様
式
は
雑
多
な
も
の
の
、
各
々
が
自
分
な
り
の
定
見
に
根
差
し
た
潔
い
行
動
を

選
ん
で
い
る
こ
と
は
、
前
記
八
人
の
事
蹟
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

だ
が
一
方
、
こ
の
よ
う
な
共
通
点
と
は
異
な
り
、
後
半
の
記
事
に
だ
け
窺
わ
れ
る
別
の
思
潮
に
つ
い
て
も
、
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。



そ
れ
は
時
代
の
要
請
な
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
応
劫
が
濁
流
派
（
5
1
特
に
｛
臣
官
政
権
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
と
い
う
事
実

を
指
す
。

そ
し
て
そ
れ
を
直
接
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
は
、
先
ず
｛
臣
官
一
派
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
へ
の
憐
倒
の
情
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
陳
蕃

の
記
事
が
窮
通
篇
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
後
漢
書
』
の
本
伝
に
よ
る
と
、
陳
蕃
は
「
選
挙
を
典
り
て
、
権
官
田

に
偏
る
」
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
劉
矩
に
し
て
も
、
「
性
亮
直
、
貴
軌
に
譜
附
す
る
こ
と
能
は
ず
」
（
本
伝
）

と
い
う
人
物
で
あ
り
、
事
実
、

党
銅
の
際
に
司
隷
校
尉
の
李
暦
が
死
刑
に
処
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
当
時
大
尉
の
陳
蕃
と
司
徒
の
劉
矩
は
、
桓
帝
に
上
書
し
て
死
刑
の
即

時
中
止
を
懇
願
し
て
い
る

（
同
書
・
巻
三
十
九
）
。

き
ら
に
、
祝
悟
に
つ
い
て
の
記
述
は
彼
が
官
官
の
政
権
奪
取
の
翌
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る

た
め
か
見
当
た
ら
な
い
が
、
韓
演
に
つ
い
て
は
、

同
書
・
巻
七
十
八
の
富
者
伝
に
、
「
明
年
、

司
隷
校
尉
韓
演
、

左
）
惜
の
罪
悪
を
奏
す
る

に
因
り
て
、

：
惜
・
称
背
自
殺
す
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
よ
う
に
、
官
官
に
真
っ
向
か
ら
戦
い
を
挑
む
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
「
風
俗
通
義
』

「
屈
体
」
ぶ
り
を
称
賛
し
、
韓
演
が
極
端
に
走
っ
た
こ
と
を
非
と
し
な
が
ら
も
、

人
を
推
挙
す
る
と
き
の
私
心
の
な
い
潔
癖
き
を
強
調
し
、
陳
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十
反
篇
で
も
、
応
助
は
、
高
間
あ
り
な
が
ら
自
分
の

（叔）

父
が
相
応
の
位
に
就
け
る
ま
で
仕
官
を
志
さ
な
か
っ
た
劉
矩
の
孝
心
を
忘
れ
ぬ

蕃
に
つ
い
て
も
、
「
霊
帝
践
砕
し
、
太
后
朝
に
臨
ん
で
、
陳
（
蕃
）
・
貰
（
武
）
忠
を
以
て
害
せ
ら
る
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
信
念
を
貫
き
、
時
の
権
力
者
を
さ
え
指
弾
の
的
に
し
て
偉
ら
な
か
っ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て

こ
の
よ
う
な
一
連
の
人
々
を
こ
と
さ
ら
彼
が
抜
擢
し
た
と
い
う
事
実
は
、
当
然
彼
が
｛
臣
官
を
中
心
と
し
た
「
濁
流
」
批
判
を
念
頭
に
置

い
て
窮
通
篇
を
書
き
綴
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
左
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
根
拠
と
し
て
は
一
因
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、

彼
の
父
の
応
奉
が
陳
蕃
ら
と
時
を
同
じ
く
し
て
李
暦
弁
護
の
諌
言
を
行
な
っ
て
い
る
記
述
が

「
後
漢
書
』
本
伝
に
残
さ
れ
て
い
る
点
を
あ
げ

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
彼
自
身
が
「
其
の
俗
急
疾
に
し
て
気
決
有
り
」
（
過
誉
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
穎
川
や
陳
留
に
似
て
古
来
急

進
的
な
風
土
を
も
っ
た
、
汝
南
の
出
身
で
あ
る
応
助
が
、
｛
臣
官
政
権
へ
の
反
発
の
裏
返
し
と
し
て
、
清
流
人
士
も
し
く
は
廉
潔
な
人
物
に
傾
倒



す
る
気
慨
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
点
も
、

そ
の
遠
因
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

前
章
の
始
め
に
窮
通
篇
は
年
代
的
に
二
分
さ
れ
る
と
説
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
後
半
の
四
人
の
記
事
が
前
半
に
比
し
て
か
な
り
思

い
入
れ
の
強
い
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
見
て
取
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

五

と
こ
ろ
で
、

い
ま
翻
っ
て
考
え
る
に
、
応
劫
が
｛
臣
官
を
中
心
と
し
た
「
濁
流
」
批
判
を
こ
と
さ
ら
遠
回
し
に
行
な
う
の
は
、

い
か
に
も
不

自
然
で
は
な
い
か
。
察
す
る
に
、
あ
る
い
は
こ
の
種
の
批
判
は
応
助
が
こ
の
篇
を
綴
っ
て
ゆ
く
中
で
生
ま
れ
た
副
産
物
で
あ
り
、
彼
自
身
に

と
っ
て
何
か
も
っ
と
重
要
な
意
味
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
官
位
の
昇
叙
を
尊
ぴ
、

行
動
に
確
固
た
る
規
準
を
置
く
と
い
う
姿
勢
は
、
取
り
も
直
き
ず
筆
者
・
応
助
が
宿
願
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。

そ
の
実
、
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彼
が
『
風
俗
通
義
」
の
中
で
見
せ
る
、
上
は
天
神
地
紙
や
典
礼
か
ら
下
は
世
俗
の
迷
信
ま
で
不
合
理
な
も
の
を
別
扶
し
よ
う
と
す
る
態
度
や
、

「
漢
官
儀
」
・
「
漢
官
注
』
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
示
し
た
位
階
の
よ
う
な
分
類
や
体
系
化
の
可
能
な
事
柄
に
拘
泥
す
る
態
度
の
基
底
に
は
、
彼

一
流
の
合
理
主
義
的
な
思
潮
が
淀
み
な
く
流
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

ち
な
み
に
、

「
後
漢
書
』
巻
三
十
五
の
鄭
玄
伝
に
あ
る
、

時
汝
南
応
助
亦
帰
於
紹
。
因
自
賛
日
、
故
太
山
太
守
応
中
遠
、
北
面
称
弟
子
如
何
。
玄
笑
日
、
仲
尼
之
門
考
以
四
科
、
同
賜
之
徒
不
称

官
閥
。
劫
有
意
色
。

と
い
う
文
章
は
、

な
る
ほ
ど
応
劫
に
と
っ
て
は
自
ら
の
不
遜
き
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
不
名
誉
な
内
容
に
違
い
な
い
が
、
彼
が
政
治
的
な
栄

顕
に
因
循
と
し
て
執
着
し
て
い
る
現
実
を
明
確
に
一
不
す
好
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
彼
は
地
方
の
太
守
や
軍
謀
校
尉
の
職
を
拝
し
た
程
度
で
あ
り
、
中
央
レ
ベ
ル
で
は
さ
ほ
ど



の
高
位
と
は
考
え
に
く
い
。

と
な
れ
ば
、

混
沌
と
し
た
世
の
中
に
あ
っ
て
、
準
則
あ
る
行
動
で
身
を
起
こ
し
、
重
ね
て
世
に
志
を
得
た
先
人

た
ち
の
事
蹟
を
自
分
自
身
が
思
い
描
く
姿
に
擬
え
な
が
ら
、
記
述
を
進
め
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
可
能
と
は
い
え
ま
い
。

先
き
に
筆
者
は
、
応
劫
が
孔
孟
ら
前
半
の
人
物
の
記
載
に
つ
い
て
錯
綜
さ
せ
た
り
省
略
し
て
綴
っ
て
い
る
点
に
言
及
し
て
、
疑
問
を
投
げ

か
け
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
飽
く
ま
で
も
「
先
否
後
喜
」
に
拘
わ
っ
た
理
由
は
、

ど
う
も
こ
の
辺
り
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
要

す
る
に
筆
者
は
、
彼
が
自
ら
推
鞭
し
た
当
代
の
有
為
の
人
物
た
る
四
人
の
事
蹟
を
公
正
な
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
孔
孟
か
ら
李

広
に
至
る
旧
時
代
に
属
し
た
人
々
の
行
動
の
軌
跡
を
こ
と
さ
ら
改
変
ま
で
し
て
応
用
す
る
こ
と
で
、
古
今
を
貫
く
法
則
が
厳
然
と
存
在
す
る

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
当
時
の
応
助
は
黄
巾
の
賊
軍
を
破
る
功
績
を
う
ち
立
て
、

意
気
益
々
軒
目
布
で
あ
っ
た
反
面
、

み
す
み
す
官
位
を
捨
て
て
逃
走
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
置
か
れ
て
い
る
境
遇
を
「
窮
」
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と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
将
来
の
通
達
を
思
い
、
さ
ら
に
自
ら
の
希
求
す
る
人
物
像
と
も
重
な
り
合
う
先
人
た
ち
の
行
動
を
称
揚
す
る
こ
と
で
、

政
治
に
お
け
る
捲
土
重
来
の
可
能
性
を
信
じ
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
無
論
の
こ
と
、
定
見
を
も
っ
た
廉

直
な
る
行
動
を
と
る
こ
と
で
官
途
に
就
け
る
と
す
る
善
因
善
果
の
考
え
な
ど
、
楽
観
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

だ
が
、
応
助
は
と
も

か
く
そ
れ
を
信
じ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
否
、

た
と
い
一
一
穫
の
望
み
で
は
あ
れ
、
信
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
窮
通
篇
に
は
彼
の
晩
年
に
お
け
る
政
治
へ
の
積
極
的
な
参
加
の
意
志
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
必
要
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
投
誉
褒
反
や
位
階
に
対
す
る
執
着
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
考
察
す
る
こ
と
を
や
め
、
試
み
に
人
間
相
互
の
関
係
と
い
う
個
人
の

人
間
性
に
根
差
す
も
の
に
視
点
を
据
え
て
全
内
容
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、

同
じ
窮
通
篇
中
に
上
記
の
姿
勢
と
は
異
質
の
論
が
並
行
し
て
展

関
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
換
言
す
れ
ば

い
ま
ま
で
は
前
後
合
わ
せ
て
十
二
人
の
主
人
公
た
ち
の
言
行
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
い
わ
ば
脇
役
た
ち
の
動
き
に
注
目
し
て
み
る
と
、
窮
通
篇
の
様
相
も
が
ら
り
と
一
変
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
直
接
に
は
、
孔
子
を
始
め
と
し
た
十
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
臣
や
友
人
を
含
め
た
凡
庸
な
輩
か
ら
妨
害
を
受
け
る
こ
と
で
、

「
窮
」
の
状
態
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
精
神
的
屈
辱
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
す
。
孔
子
と
虞
卿
の
場
合
は
国
家
的
レ
べ

ル
に
お
い
て
辛
酸
を
嘗
め
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

一
種
の
例
外
と
い
え
よ
う
が
、
他
の
人
々
は
す
べ
て
個
人
的
に
攻
撃
を
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加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

孟
軒
・
孫
況
・
孟
嘗
君
が
昏
々
た
る
伝
臣
や
嬰
人
の
中
傷
を
蒙
り
、
韓
信
・
韓
安
国
・
李
広
・
韓
演
・
陳

蕃
の
五
人
は
凡
俗
な
る
人
間
に
侮
辱
さ
れ
て
い
る
し
、

さ
ら
に
友
人
か
ら
裏
切
ら
れ
た
者
に
は
劉
矩
と
祝
侶
が
い
る
。

で
は

こ
れ
ら
の
現
実
は
一
体
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
き
に
い
え
ば
、
混
迷
の
政
治
の
結
末
を
予
見
で
き
る

立
場
に
あ
っ
た
応
助
が
、
位
階
秩
序
な
ど
の
乱
れ
は
勿
論
、

ち
ょ
っ
と
し
た
人
間
的
な
触
れ
合
い
ま
で
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
況
に
陥
っ

て
い
る
こ
と
を
知
悉
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
彼
自
身
も
、
儒
教
的
教
養
に
基
づ
く
一
貫
し
た
思
想
を
固
守
し
（
6
1
「
先
否
後
喜
」
と

い
う
普
遍
の
理
念
を
信
じ
つ
つ
も
、
自
ら
を
取
り
巻
く
周
囲
の
泥
沼
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
札
蝶
に
翻
弄
さ
れ
、
屡
々
人
生
の
不
条
理
に
苦

悶
し
た
に
相
違
な
い
。
確
か
な
足
取
り
で
背
後
に
迫
り
来
る
老
い
も
、
彼
の
慢
悩
を
助
長
き
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
彼
は

窮
通
篇
の
最
後
に
付
し
た
批
評
の
中
で
、

『
尚
書
」
の
「
人
惟
旧
き
を
求
む
」
や
「
詩
経
』
の
「
兄
弟
有
り
と
難
も
、
友
生
に
如
か
ず
」
と
い
っ



た
文
を
持
ち
出
し
、
飽
叔
と
管
仲
・
陳
余
と
張
耳
な
ど
の
例
を
挙
げ
た
後
に
、
翠
公
の
二
一
日
を
引
い
て
、

一
死
一
生
、

乃
知
交
情
。

一
貴
一
賎
、
交
情
乃
見
。
自
古
患
罵
、
非
直
今
也

と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に

こ
の
悲
観
主
義
的
な
言
辞
は
「
窮
通
論
」
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
「
友
情
論
」
乃

至
は
「
人
間
関
係
論
」

の
総
括
と
い
っ
て
も
大
過
な
い
内
容
で
あ
り
、
先
き
に
窮
通
篇
の
本
文
か
ら
読
み
取
っ
た
彼
の
政
治
的
栄
達
重
視
の

楽
観
主
義
的
側
面
と
は
、

ま
っ
た
く
対
照
的
な
性
格
の
文
章
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
自
分
の
眼
前
に
人
倫
秩
序
の
維
持
と
い
う

政

治
的
栄
達
な
ど
遥
か
に
及
ば
ぬ
重
要
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
彼
が
大
悟
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
確
か
に
、
彼
の
内
部
に
秘
め

ら
れ
た
緊
張
対
立
す
る
二
面
性
は
自
己
撞
着
の
徴
候
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

理
想
と
現
実
の
狭
間
で
岬
吟
す
る
寒
素
の
士
た
る
典
型
的

な
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

を
概
観
す
る
と
、
各
々
の
項
目
ご
と
に
「
謹
ん
で
按
ず
る
に
」

で
始
ま
る
解
説
や
寸
評
が
付
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
篇
だ
け
は
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い
ま
重
視
す
べ
き
は
、
彼
が
こ
の
文
章
を
敢
え
て
窮
通
篇
の
最
後
に
置
く
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
他
の
諸
篇

全
十
二
人
の
事
蹟
に
対
し
て
唯
一
つ
の
批
評
が
あ
る
に
過
ぎ
ず
、

し
か
も
序
文
と
批
評
の
内
容
に
極
端
な
論
理
の
飛
躍
の
見
ら
れ
る
の
が
こ

こ
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
窮
通
篇
に
は
応
助
の
昂
揚
し
た
思
念
が
確
実
に
息
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

鉦小一一一醐、

彼
が
ど
の
時
点
を
境
に
し
て
諮
然
と
政
治
に
対
す
る
人
倫
優
先
の
視
座
に
転
じ
て
い
っ
た
の
か
は
、
定
か
で
な
い
。

だ
が
、
自
分

の
周
囲
を
眺
め
る
と
き
、
蟻
が
甘
き
に
つ
く
よ
う
に
娼
ぴ
諸
う
こ
と
で
地
位
を
得
た
り
、
莫
逆
の
友
す
ら
簡
単
に
裏
切
る
愚
盲
の
輩
が
無
数

に
存
在
す
る
と
い
う
実
態
や
、
権
力
が
忌
む
べ
き
対
象
で
あ
る
官
官
を
始
め
と
し
て
常
に
一
握
り
の
特
権
階
級
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
理
不
尽

さ
は
、
伺
僚
を
も
っ
て
認
じ
る
彼
の
心
を
痛
く
傷
つ
け
た
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
道
義
的
な
必
然
と
歴
史
的
事
実
と
の
合
致
は

知
干
な
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識
に
否
応
な
く
辿
り
着
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。



き
て
、
筆
者
は
虞
卿
だ
け
が
「
先
否
後
喜
」
の
法
則
に
適
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
触
れ
、
「
著
述
」
が
応
助
に
と
っ
て
「
通
」
と
し
て
の

大
義
名
分
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
す
る
卑
見
を
述
べ
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
虞
卿
こ
そ
ま
さ
し
く
応
劫
の
処
世
観
に
大
き
な
変
動
の

あ
っ
た
こ
と
を
、

正
当
に
弁
護
し
て
く
れ
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
本
心
は
前
記
の
批
評
の
結
び
部
分
に
到
達

す
る
前
に
、
す
で
に
牢
固
た
る
現
実
の
呪
縛
か
ら
放
た
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
『
風
俗
通
義
』
に
託
し
て
人
の
踏
み
行
な
う
べ
き
道
を
述
懐
し
、

後
世
に
統
を
垂
れ
る
こ
と
が
自
分
に
残
さ
れ
た
最
大
の
責
務
で
あ
る
と
す
る
、

一
種
の
諦
観
の
よ
う
な
も
の
が
腔
胎
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
判
断
し
た
い
の
で
あ
る
。

唯
虞
卿
逼
於
彊
秦
、

独
善
其
身
、
績
述
篇
籍
、
垂
訓
後
見
。
昔
、

子
夏
心
戦
則
一
煙
、
道
勝
如
肥
。
何
必
高
位
豊
爵
以
為
融
誌
也
。

こ
れ
は
、
応
助
が
窮
通
篇
を
締
め
括
る
に
あ
た
っ
て
批
評
の
末
尾
に
置
い
た
確
信
に
近
い
問
い
か
け
で
あ
る
が
、

」
の
内
容
が
端
な
く
も

『
風
俗
通
義
」

の
完
成
に
全
霊
を
注
ぐ
彼
の
晩
年
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
後
漢
書
」

の
本
伝
に
お
い
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て
も
、
彼
は
す
で
に
「
夫
れ
国
の
大
事
は
載
籍
よ
り
尚
き
は
莫
し
」
と
述
べ
、
「
著
述
」
に
積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

下

、ー・・、，
、『・・

に
至
っ
て

「
史
記
」
虞
卿
伝
の
論
賛
に
あ
る
、
「
虞
卿
、
窮
愁
に
非
ざ
れ
ば
、
亦
書
を
著
し
、
以
て
自
ら
後
世
に
見
は
る
る
こ
と
能
は
ぎ
ら

ん
」
と
い
、
フ
こ
と
は
が

い
よ
い
よ
説
得
力
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

察
す
る
に
、
窮
通
篇
の
序
文
に
「
恒
有
る
者
も
亦
允
に
操
る
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
応
助
は
飽
く
ま
で
も
自
分
の
身
を
廉
直
に
保
持
し
た

い
と
願
い
、

同
時
に
後
世
に
修
名
を
残
す
こ
と
を
誉
れ
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
官
位
の
獲
得
が
不
可
能
と
な
り
、

「
何
ぞ
必
ず
し
も
高
位
豊
爵
を
以
て
融
誌
と
為
さ
ん
や
」
と
い
う
居
直
り
に
も
似
た
心
境
を
も
つ
に
至
っ
た
時
点
で
、

こ
の
両
者
を
と
も
に
満

足
さ
せ
る
た
め
に
は
、
述
作
を
通
じ
て
後
の
世
に
期
待
を
繋
ぐ
以
外
に
は
な
い
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
に
相
違
な
い
。
郎
壁
金
は
題
辞

の
中
で
、
「
応
助
i

j
位
大
い
に
は
顕
れ
ず
。

乃
ち
古
義
を
明
ら
か
に
し
、
風
俗
通
を
作
る
」
と
い
っ
た
が
、

ま
さ
し
く
そ
れ
は
正
鵠
を
射
た



捉
え
方
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
応
劫
の
処
世
観
を
追
究
す
べ
く
、

『
風
俗
通
義
』
窮
通
篇
の
内
容
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
裁
然
と
分
か

つ
べ
き
二
つ
の
思
潮
が
時
に
は
表
面
流
と
な
り
、

ま
た
時
に
は
底
層
流
と
な
り
な
が
ら
、
交
差
す
る
よ
う
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
判
然
と
し

た
。
す
な
わ
ち
、
行
動
に
一
定
の
規
準
が
あ
る
と
い
う
必
須
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

現
在
は
た
と
い
困
窮
し
て
い
て
も
、
将
来
は
必
ず

政
治
的
栄
達
を
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
、
孔
孟
以
来
の
伝
統
的
な
儒
家
の
理
念
に
も
通
じ
る
「
出
仕
至
上
主
義
」
と
、
官
位
へ
の
固
執
が
他

者
と
の
聞
に
隔
離
感
を
招
来
し
、
総
じ
て
好
ま
し
い
人
間
関
係
を
損
な
う
要
因
に
な
る
の
だ
と
す
る
「
人
倫
第
一
主
義
」
と
が
、
黄
髪
の
暮

れ
を
迎
え
た
彼
の
心
の
内
奥
で
銅
貨
の
表
裏
の
ご
と
く
対
峠
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
論
賛
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
が
最
後
に
選

択
し
た
の
は
後
者
で
あ
り
、

世
俗
的
な
段
誉
褒
庇
の
観
念
を
捨
て
去
り
難
く
思
い
つ
つ
も
、

『
風
俗
通
義
』
の
完
成
を
通
じ
て
本
来
の
道
義
を
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千
載
に
語
り
伝
え
る
こ
と
に
専
心
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

お
よ
そ
応
劫
が
生
き
た
時
代
は
、
外
戚
と
｛
臣
官
の
専
権
や
党
鋼
の
禁
・
黄
巾
の
乱
、

そ
し
て
新
興
豪
族
の
権
力
闘
争
と
い
っ
た
事
柄
に
代

表
き
れ
る
よ
う
に
、
常
に
戦
乱
と
殺
裁
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
ん
な
状
況
の
中
で
、
彼
も
屡
々
戦
役
に
馳
り
出
き
れ
、
時
と
し
て
武

勲
を
手
中
に
し
た
。
結
果
か
ら
見
れ
ば

こ
う
い
う
歴
史
的
環
境
が
人
生
に
お
け
る
彼
の
理
想
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
最

後
に
仕
え
た
主
君
で
あ
る
哀
紹
の
没
後
、
間
も
な
く
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
彼
の
悲
し
い
末
路
は
、
生
命
の
灯

が
尽
き
る
ま
で
心
の
隅
に
「
高
位
豊
爵
」
を
夢
想
し
て
や
ま
な
い
凋
河
の
ご
と
き
幡
り
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
風
俗
通
義
』
窮
通
篇
は
、
他
の
諸
篇
に
見
ら
れ
る
、

文
字
通
り
時
俗
の
嫌
疑
や
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
合
理
的
な
論
の



進
め
方
と
は
大
き
く
異
な
り

一
見
す
る
と
客
観
的
な
描
き
方
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
応
助
自
身
の
相
克
葛
藤
の
跡
を
端
な
く
も
露

呈
し
て
い
る
点
で
、
彼
の
思
い
入
れ
の
強
い
、
相
当
に
主
観
的
色
彩
の
濃
い
記
述
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。

注

2 1 

『
風
俗
通
義
校
注
』
（
台
湾
・
明
文
書
局
）

P
1
1
P
2

例
え
ば
、
孟
刺
の
「
一
治
一
乱
」
の
歴
史
観
や
応
助
と
同
時
代
の
何
休
の
歴
史
進
展
に
お
け
る
三
段
階
説
か
ら
の
影
響
も
、
少
な
か
ら
ず
考

え
ら
れ
る
。

拙
論
「
『
荘
子
』
に
お
け
る
「
達
者
」
観
と
儒
家
批
判
」
（
大
修
館
・
「
漢
文
教
室
」
第
一
四
八
号
）
を
参
照
願
い
た
い
。

こ
こ
で
は
、
漢
貌
叢
主
日
本
と
四
部
叢
刊
影
印
の
一
花
・
大
徳
本
を
底
本
と
し
て
使
用
し
た
。

「
党
人
」
と
呼
ば
れ
た
李
暦
・
陳
蕃
ら
の
官
僚
や
知
識
人
を
総
称
し
て
「
清
流
派
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
外
戚
や
官
官
な
ど
は
「
濁
流
派
」

と
い
わ
れ
た
。

明
の
郎
壁
金
は
「
風
俗
通
義
』

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

6 

の
題
辞
の
中
で
、

応
助
を
「
一
時
の
名
儒
」

と
称
揚
し
て
い
る
。
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