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『
中
朝
事
實
』
は
、
山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
〜
一
六
八
五
）
の
著
書
の
一
つ
で
あ
る
。
乃
木
希
典
（
一
八
四
九
〜
一
九
一
二
）
が
の
ち

の
昭
和
天
皇
に
献
上
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
特
に
戦
前
か
ら
戦
中
に
か
け
て
は
、
素
行
の
著
書
の
中
で
も
っ
と
も
著
名
で
あ
っ
た
。『
中

朝
事
實
』
の
内
容
に
つ
い
て
、『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）
の
編
者
で
あ
る
廣
瀬
豊
が
「
そ
の
中
核
を
な
す

も
の
は
、
實
に
日
本
を
中
華
と
呼
び
、
世
界
最
高
の
君
子
國
と
し
て
萬
丈
の
氣
焰
を
吐
い
た
點
に
あ
る
」（

1
）と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
ま
で
の
中
国
崇
拝
を
脱
し
日
本
の
価
値
を
宣
揚
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、『
中
朝
事
實
』
を
論
じ
る
際
に
か
な
ら
ず
と

い
っ
て
良
い
く
ら
い
引
用
さ
れ
る
の
が
、
序
に
お
け
る
次
の
文
章
で
あ
る
。

愚
、
中
華
文
明
の
土
に
生
れ
て
、
未
だ
そ
の
美
な
る
を
知
ら
ず
、
專
ら
外
朝
の
経
典
を
嗜
み
、
嘐
嘐
と
し
て
そ
の
人
物
を
慕
ふ
。
何

ぞ
そ
の
心
を
放
に
せ
る
や
、
何
ぞ
そ
の
志
を
喪
へ
る
や
。
抑
も
奇
を
好
む
か
、
将
た
異
を
尚
ぶ
か
。
夫
れ
中
國
の
水
土
は
万
邦
に
卓

爾
と
し
て
、
人
物
は
八
紘
に
精
秀
た
り
、
故
に
神
明
の
洋
洋
た
る
、
聖
治
の
緜
緜
た
る
、
煥
乎
た
る
文
物
、
赫
乎
た
る
武
徳
、
以
て

天
壌
に
比
す
べ
き
な
り
。（『
中
朝
事
實
』
序
）（

2
）



一
二
〇

『
中
朝
事
實
』
に
お
け
る
「
中
華
」「
中
國
」
と
は
日
本
を
指
し
、「
外
朝
」
と
は
中
国
を
指
し
て
い
る（

3
）。
素
行
は
こ
の
引
用
文
に
お
い

て
、
せ
っ
か
く
文
明
の
優
れ
た
日
本
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
理
解
せ
ず
に
中
国
崇
拝
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
、
我
が
国
の

優
秀
性
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
こ
の
本
を
書
い
た
と
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
時
代
的
な
背
景
も
あ
り
、
戦
前
・
戦
中
に
は

共
感
的
に
受
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
後
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
の
反
省
も
あ
り
、『
中
朝
事
實
』
は
自
国
第
一
主
義
の
言
説
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

さ
ら
に
近
年
は
、
満
州
族
の
王
朝
で
あ
る
清
が
漢
民
族
の
明
を
滅
ぼ
し
た
、
所
謂
「
明
清
交
替
」
の
影
響
か
ら
中
国
の
下
位
に
あ
る
と
い

う
意
識
を
脱
し
て
日
本
の
優
越
性
を
主
張
す
る
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
の
典
型
例
と
し
て
『
中
朝
事
實
』
が
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

4
）。

時
代
が
進
む
に
つ
れ
よ
り
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
『
中
朝
事
實
』
が
日
本
の
優
秀
さ
を
主

張
す
る
書
だ
と
い
う
理
解
は
変
化
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
良
い
。
そ
こ
に
は
、
間
違
い
な
く
序
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
執
筆
動
機
が
大
き

く
作
用
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
実
は
、『
中
朝
事
實
』
の
本
文
中
に
も
執
筆
動
機
と
解
釈
で
き
る
記
述
が
あ
る
。
素
行
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

宜
な
る
哉
、
天
安
川
邊
の
謀
、
そ
の
道
を
得
て
、　

大
神
そ
の
初
に
復
り
た
ま
ひ
、
萬
億
世
こ
れ
そ
の
幸
ふ
こ
と
を
被
り
、
此
れ
斯

の
民
の
直
道
な
る
こ
と
や
、
一
に
思
兼
神
に
在
り
。
噫
、
深
い
哉
こ
の
謀
、
遠
い
哉
こ
の
慮
や
。
天
兒
屋
命
・
太
玉
命
の
寛
仁
な
る
、

手
力
雄
神
・
天
鈿
女
命
の
勇
略
な
る
、
そ
の
懸
く
る
と
こ
ろ
の
靈
璽
・
寶
鏡
、
そ
の
持
つ
と
こ
ろ
の
茅
纏
の
矟
、
そ
の
嚱
樂
の
悠
然

た
る
、
事
物
こ
こ
に
善
盡
き
美
盡
く
。　

神
何
ぞ
そ
の
初
に
復
り
た
ま
は
ざ
ら
ん
や
。
今
竊
に　

神
代
の
説
に
因
り
て
以
て
聖
學
の

道
を
演
ぶ
る
に
、
亦
こ
れ
に
外
な
ら
ず
。（『
中
朝
事
實
』
神
教
章
）（

5
）

素
行
は
、
思
兼
神
の
事
績
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。
思
兼
神
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
神
で
あ
り
、
素
行
は
そ
の
功
績
が

素
晴
ら
し
い
か
ら
こ
そ
、『
中
朝
事
實
』
に
お
い
て
日
本
の
神
代
を
通
し
て
た
だ
し
い
学
問
（「
聖
學
」）
を
述
べ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の

引
用
か
ら
は
、
次
の
二
点
を
読
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
思
兼
神
が
『
中
朝
事
實
』
執
筆
に
当
た
り
、
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て



山
鹿
素
行
『
中
朝
事
實
』
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
石
橋
）

一
二
一

い
る
こ
と
。
②
『
中
朝
事
實
』
は
日
本
の
神
代
に
材
を
取
っ
て
、
素
行
の
考
え
る
た
だ
し
い
学
問
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
①
の
点

は
『
中
朝
事
實
』
の
中
心
的
課
題
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
、
②
は
『
中
朝
事
實
』
と
い
う
書
物
の
志
向
や
執
筆
意
図
に
関
連
す
る
。

特
に
②
は
、『
中
朝
事
實
』
は
日
本
の
優
秀
性
を
主
張
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
と
い
う
従
来
の
解
釈
と
は
性
格
を
異
に
す
る
よ
う

に
見
え
る
の
で
、
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
先
行
研
究
で
は
序
に
示
さ
れ
た
、
中
国
崇
拝
批
判
・
日
本
第
一
主
義
の
姿
勢
へ
の
関
心

に
縛
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
思
兼
神
の
議
論
か
ら
『
中
朝
事
實
』
を
読
解
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
実
状
で
あ
る（

6
）。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
ま
ず
素
行
の
思
兼
神
に
対
す
る
解
釈
を
読
解
き
、
そ
こ
か
ら
『
中
朝
事
實
』
と
い
う
書
の
意
義
や
思
想
史
的
位
置
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
、
素
行
に
よ
る
思
兼
神
へ
の
評
価

　

素
行
の
考
え
を
読
解
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
思
兼
神
が
登
場
す
る
場
面
に
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
素
行
が

述
べ
て
い
る
「
天
安
川
邊
の
謀
」
と
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
有
名
な
天
岩
戸
の
段
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
天

岩
戸
と
は
、
弟
で
あ
る
素
戔
嗚
尊
の
悪
逆
な
振
舞
い
に
激
怒
し
た
天
照
大
御
神
が
岩
窟
の
奥
に
こ
も
っ
て
入
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
、
世

界
が
闇
に
包
ま
れ
た
事
件
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
々
は
天
照
大
御
神
に
出
て
き
て
も
ら
う
た
め
に
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
に
な
る
。

天
安
川
は
こ
の
話
合
い
が
行
わ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
思
兼
神
は
話
合
い
の
際
に
議
長
役
を
務
め
た
神
で
あ
る（

7
）。

　

素
行
は
、
こ
の
思
兼
神
の
功
績
を
最
大
限
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
素
行
は
思
兼
神
の
ど
う
い
っ
た
点
を
評
価
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
の
前
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

謹
み
て
按
ず
る
に
、
是
れ　

神
代
思
學
の
義
な
り
。
初
め　

二
神
の
共
議
す
る
あ
り
と
雖
も
、
未
だ
然
く
詳
な
る
に
及
ば
ず
。
凡
そ

學
は
思
に
成
る
。
思
ふ
こ
と
は
學
に
審
な
り
。
蓋
し
思
兼
神
は　

神
代
思
學
睿
聖
の
神
か
。
思
ふ
こ
と
兼
に
在
り
、
兼
ね
ざ
れ
ば
思

ふ
こ
と
憶
説
に
在
り
。
然
れ
ば
乃
ち
思
ふ
こ
と
は
内
そ
の
知
慮
を
致
（
き
わ
）
む
る
な
り
。
兼
ぬ
る
こ
と
は
外
そ
の
事
物
を
盡
す
な



一
二
二

り
。（『
中
朝
事
實
』
神
教
章
）（

8
）

素
行
は
、
思
兼
神
の
名
に
も
あ
る
「
思
」
と
「
兼
」
と
い
う
点
を
評
価
し
て
い
る
。「
思
」
と
は
よ
く
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
兼
」
と
は

そ
の
考
え
を
実
際
の
事
物
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
頭
の
中
で
考
え
る
だ
け
で
は
自
分
一
人
の
思
い
込
み
に
過
ぎ
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
自
己
の
外
部
に
存
在
す
る
事
物
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
偏
見
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
た
だ
し
い
学
問
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
天
安
川
の
場
面
に
即
し
て
い
え
ば
、
神
々
の
提
案
し
た
様
々
な
意
見
を

そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
そ
の
実
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
有
効
な
方
法
を
導
き
出
し
た
こ
と
が
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
素
行
が
思
兼
神
に
最
大
級
の
評
価
を
与
え
る
の
は
、
一
つ
の
意
見
に
凝
固
ま
っ
て
視
野
が
狭
く
な
る
事
態
を
回
避
で
き
て
い
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
素
行
は
こ
こ
で
思
兼
神
の
功
績
を
「
思
學
」
の
意
義
を
持
っ
た
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
思
學
」
と
は
、『
論
語
』

為
政
篇
の
「
學
ん
で
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔
し
、
思
ひ
て
學
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
」（

9
）を
指
し
て
い
る
。
素
行
は
こ
の
「
思
學
」
に
つ
い
て
、

「
思
學
せ
ず
し
て
以
て
自
ら
足
れ
り
と
為
す
と
き
は
、
猶
ほ
闇
室
に
物
を
求
む
る
が
ご
と
し
」（『
中
朝
事
實
』
神
教
章
）（

10
）と
い
う
。「
思
」

「
學
」
の
二
つ
が
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
自
分
の
考
え
を
た
だ
し
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
危
険
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
兼
神
が
こ

の
「
思
學
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
素
行
か
ら
す
る
と
思
兼
神
の
事
績
は
孔
子
の
思
想
に
適
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
素
行
は
、
こ
の
よ
う
な
思
兼
神
の
事
績
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、『
中
朝
事
實
』
に
お
い
て
神
代
を
題
材
と
し
て
「
聖
學
」
を
述
べ

る
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
聖
學
」
と
は
、
冒
頭
に
も
触
れ
た
よ
う
に
直
截
に
は
「
た
だ
し
い
学
問
」
を
意
味
し
、「
異
端
」

の
対
義
語
だ
が
、
素
行
の
場
合
は
特
に
宋
・
明
の
あ
た
ら
し
い
儒
教
で
は
な
く
、
孔
子
の
時
代
の
本
来
の
儒
教
の
こ
と
を
「
聖
學
」
あ
る

い
は
「
聖
教
」
と
呼
ぶ
。
実
際
、『
中
朝
事
實
』
以
前
か
ら
素
行
は
、
自
分
の
考
え
こ
そ
が
た
だ
し
い
の
だ
と
す
る
独
善
性
へ
の
批
判
を

繰
返
し
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
山
鹿
語
類
』
で
は
学
問
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

師
曰
く
、
學
は
博
く
通
ず
る
に
在
り
。
故
に
身
を
修
め
人
を
治
む
る
の
間
、
詳
に
問
ひ
細
に
效
（
な
ら
）
ひ
て
通
ぜ
ず
と
い
ふ
こ
と
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な
き
、
是
れ
學
な
り
。
古
今
に
亙
り
興
亡
治
亂
得
失
の
時
勢
を
觀
、
地
形
風
俗
方
言
産
物
の
粧
を
覽
、
人
品
人
情
の
長
短
を
考
ふ
、

是
れ
博
學
の
謂
な
り
。
固
陋
に
し
て
寡
聞
、
獨
坐
便
了
し
て
事
情
を
曉
る
所
な
き
底
は
、
皆
事
物
に
通
ぜ
ず
、
多
く
泥
著
し
來
る
、

豈
聖
人
の
學
な
ら
ん
や
。（『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三
十
四
）（

11
）

様
々
な
事
柄
を
学
ぶ
こ
と
で
視
野
が
狭
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
の
が
学
問
の
意
義
だ
と
い
う
。
素
行
は
、
こ
の
よ
う
な
学
問
を
「
聖
人
の
學
」

だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
素
行
の
著
作
の
中
に
は
、
お
な
じ
よ
う
に
独
善
的
に
な
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
は
数
多
い（

12
）。『
中

朝
事
實
』
に
お
け
る
、
複
数
の
意
見
を
巧
み
に
調
整
し
た
思
兼
神
へ
の
高
評
価
も
、
素
行
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
志
向
か
ら
な
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
思
兼
神
に
つ
い
て
の
議
論
に
着
目
す
る
と
、
思
兼
神
は
独
断
に
陥
る
こ
と
な
く
、
広
い
視
野
か
ら
の
考
察
が
で
き
て
お

り
、
そ
れ
は
以
前
か
ら
素
行
が
考
え
て
い
た
学
問
の
意
味
と
合
致
す
る（

13
）。
そ
こ
で
、『
中
朝
事
實
』
で
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
神
代
の

事
績
を
題
材
と
し
て
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。
思
兼
神
へ
の
評
価
だ
け
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
が
『
中
朝
事
實
』
の
執
筆
理

由
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
従
来
の
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
た
日
本
の
優
秀
性
を
主
張
す
る
と
い
う
方
向
性
は
、
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
本
節
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、『
中
朝
事
實
』
に
お
け
る
「
中
國
」

　

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
素
行
は
『
中
朝
事
實
』
に
お
い
て
日
本
の
こ
と
を
「
中
華
」「
中
國
」
と
呼
ん
で
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

一
般
的
に
「
中
華
」
や
「
中
國
」
の
語
は
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
に
歴
史
的
に
連
な
る
国
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
近
世
の
儒
者
の
多
く

も
現
在
の
中
国
の
意
味
で
「
中
華
」「
中
國
」
を
使
用
し
て
い
る
。
実
際
、
素
行
も
『
中
朝
事
實
』
以
前
は
中
国
の
こ
と
を
「
中
華
」「
中

國
」
と
呼
称
し
て
い
た（

14
）。
こ
れ
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
通
念
を
覆
し
て
、
日
本
こ
そ
が
「
中
華
」「
中
國
」
だ
と
し
た
こ
と
に
『
中
朝



一
二
四

事
實
』
の
画
期
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
「
中
華
」
や
「
中
國
」
と
は
単
に
地
名
を
指
す
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
文
化
や
政
治
に
お
け
る
周
辺
地
域
に
対
す
る
優

位
性
と
い
う
意
味
を
包
含
し
て
い
る
。
所
謂
「
華
夷
思
想
」（
あ
る
い
は
「
中
華
思
想
」）
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
素

行
が
日
本
の
こ
と
を
「
中
華
」「
中
國
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
ど
こ
が
ほ
か
の

地
域
に
優
越
し
て
い
る
と
す
る
の
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
点
を
考
え
る
に
際
し
て
、
一
旦
『
中
朝
事
實
』

を
離
れ
て
、
素
行
の
考
え
る
「
中
」
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
先
行
研
究
が
「
中
華
」
や
「
中
國
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き
に
は
、「
中
」

と
い
う
概
念
に
触
れ
る
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
こ
れ
は
『
中
朝
事
實
』
に
お
い
て
「
中
」
そ
の
も
の
へ
の
議
論
が
す
く
な
い
こ
と
に

原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、『
中
朝
事
實
』
以
外
の
書
で
は
、
素
行
は
「
中
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
い
く
つ
か
行
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
素
行
の
主
著
で
あ
る
『
山
鹿
語
類
』
で
は
「
中
は
倚
ら
ず
し
て
節
に
中
（
あ
た
）
る
の
名
な
り
」（『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三

十
六
）（

15
）と
述
べ
て
い
る
。
か
た
よ
り
が
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
「
中
」
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
で
い
う
「
中
庸
」
と
い

う
意
味
に
近
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
節
に
中
る
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
か
た
よ
る
こ
と
な
く
適
切
な
ポ
イ
ン
ト
を
突
い
て
い
る
こ

と
が
「
中
」
な
の
で
あ
る
。
単
に
真
ん
中
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
か
ら
五
ま
で
あ
っ
て
三
で
あ
れ
ば
「
中
」
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
書
で
も
素
行
は
「
中
」
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

中
の
字
、
今
案
ず
る
に
、
中
を
世
間
の
も
の
皆
も
の
の
中
分
の
こ
と
と
思
へ
り
。
こ
れ
は
半
と
云
ふ
心
な
り
。
例
へ
ば
一
尺
の
半
と

云
ふ
は
五
寸
に
て
中
と
い
ふ
、
こ
れ
半
な
り
。
半
と
云
ひ
て
は
、
堯
舜
相
受
の
中
と
云
ふ
も
の
に
は
遥
に
遠
き
な
り
。
例
へ
ば
障
子

の
中
は
と
云
ふ
時
、
障
子
の
中
程
が
中
な
り
と
云
ふ
は
形
の
半
を
云
ふ
な
り
。
ま
こ
と
の
中
に
あ
ら
ず
。
か
の
相
傳
す
る
と
こ
ろ
の

中
と
云
ふ
は
、
障
子
は
薄
か
ら
ず
厚
か
ら
ず
し
、
よ
く
風
を
避
け
又
内
を
明
る
く
す
る
と
こ
ろ
に
中
と
云
ふ
も
の
あ
る
べ
き
な
り
。

大
體
世
間
の
思
ふ
も
の
皆
中
を
半
と
心
得
る
こ
と
多
き
な
り
。
甚
だ
そ
の
理
に
當
ら
ざ
る
な
り
。（『
綴
話
』）（

16
）
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凡
そ
日
用
の
間
、
無
事
な
る
時
に
は
無
事
に
安
じ
て
汲
み
は
か
る
事
な
く
、
事
あ
る
時
は
そ
の
事
に
應
じ
て
其
の
節
に
中
る
、
是
れ

を
中
と
云
ふ
。
七
情
未
發
の
時
、
此
の
中
を
味
へ
よ
と
云
へ
る
義
に
は
あ
ら
ず
、
又
物
の
中
分
な
る
を
さ
し
て
必
ず
中
と
云
ふ
に
も

あ
ら
ず
。
唯
だ
事
物
の
道
を
盡
し
て
其
の
則
に
中
る
を
以
て
中
と
す
る
也
。（『
謫
居
童
問
』
巻
三
）（

17
）

こ
の
よ
う
に
、
素
行
は
一
貫
し
て
「
中
」
を
「
中
間
」
や
「
中
心
」
と
捉
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。「
中
」
と
は
あ
く
ま
で
、
そ
の

状
況
の
中
で
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
の
が
素
行
の
理
解
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
中
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、『
中
朝
事
實
』
に
お
け
る
「
中
華
」「
中
國
」
と
は
ど
う
い
う
意

味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

凡
そ
人
物
の
生
成
は
一
日
も
未
だ
曾
て
水
土
に
襲
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
故
に
平
易
の
土
に
生
成
す
る
者
は
、
平
易
の
氣
を
稟
け
て
性

情
自
ら
平
易
な
り
。
險
難
の
土
に
生
成
す
る
者
は
、
嶮
難
の
氣
を
稟
け
て
性
情
危
險
に
堪
ふ
。
豈
唯
だ
人
の
み
な
ら
ん
や
。
鳥
獸
草

木
も
亦
然
り
。
是
れ
五
方
の
民
皆
性
あ
り
て
そ
の
俗
を
異
に
す
る
所
以
な
り
。（
中
略
）
愚
按
ず
る
に
、
天
地
の
運
る
と
こ
ろ
、
四

時
の
交
る
と
こ
ろ
、
そ
の
中
を
得
れ
ば
、
風
雨
寒
暑
の
會
偏
な
ら
ず
。
故
に
水
土
沃
し
て
人
物
精
し
。
是
れ
乃
ち
中
國
と
稱
す
べ
し
。

萬
邦
の
衆
き
、
唯
り　

本
朝
及
び
外
朝
そ
の
中
を
得
て
、　

本
朝
の　

神
代
既
に　

天
御
中
主
尊
あ
り
、
二
神
は
國
中
の
柱
を
建
つ
。

則
ち　

本
朝
の
中
國
た
る
や
、
天
地
自
然
の
勢
な
り
。（『
中
朝
事
實
』「
中
國
章
」）（

18
）

素
行
は
日
本
が
「
中
國
」
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、「
水
土
」
が
「
中
」
を
「
得
」
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。「
水
土
」
と
は
地
理
や

自
然
環
境
を
意
味
す
る
語
で
あ
り（

19
）、
ま
た
「
中
を
得
る
」
と
は
『
易
』
に
由
来
す
る
言
葉
で（

20
）、
よ
ろ
し
き
を
得
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
天
候
な
ど
の
自
然
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
か
ら
日
本
は
「
中
國
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
こ
で

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
「
水
土
」
が
「
中
」
を
得
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
な
く
中
国
も
同
様
だ
と
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
中
國
」
の
条
件
に
該
当
す
る
の
は
日
本
と
中
国
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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無
論
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
、「
中
國
」
を
「
中
心
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
れ
ば
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る（

21
）。
だ
が
、
こ
こ

ま
で
の
素
行
の
考
え
を
見
て
き
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
特
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
素
行
に
と
っ
て
「
中
」
と
は
適
切
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
世
界
に
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
「
水
土
」
が
複
数
あ
っ
て
も
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
『
中
朝
事
實
』
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
材
を
取
っ
て
、『
中
朝
事
實
』
以
前
か
ら
あ
っ
た
素
行
の
儒

学
思
想
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
日
本
と
中
国
と
が
「
中
國
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
、『
中
朝
事
實
』
の
あ
ら
た
な
性
格
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
中
朝
事
實
』
の
本
当
の
意
図
は
日
本
人
に
儒
教
思
想

を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
儒
教
と
は
中
国
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
は
外

来
思
想
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
素
行
は
日
本
と
中
国
と
の
近
し
さ
を
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
人
々
も
儒
教
の
話
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
素
行
は
中
国
の
書
籍
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

凡
そ
外
朝
の
三
皇
五
帝
、
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
・
孔
子
の
大
聖
な
る
、
亦
中
州
往
古
の
神
聖
と
そ
の
揆
一
な
り
。
故
に
そ
の
書

を
読
む
と
き
は
、
そ
の
義
通
じ
て
間
隔
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
そ
の
趣
向
猶
ほ
符
節
を
合
せ
た
る
が
ご
と
く
、
採
悒
斟
酌
す
る
と
き
は

又
以
て
王
化
を
補
助
す
る
に
足
る
。（『
中
朝
事
実
』
神
教
章
）（

22
）

こ
こ
で
の
「
中
州
」
と
は
「
中
華
」「
中
國
」
と
お
な
じ
く
日
本
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
素
行
は
周
公
や
孔
子
な
ど
の
中
国
の
聖
人
の
教
え
、

す
な
わ
ち
儒
教
が
日
本
の
古
代
の
神
々
の
思
想
と
内
容
を
お
な
じ
く
し
て
い
る
（「
揆
一
」）
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
中
国
の
書
籍
を
読

む
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
素
行
が
儒
者
と
し
て
儒
教
を
尊
重
し
よ
う
と
い

う
姿
勢
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
前
節
で
は
、
思
兼
神
の
功
績
が
『
論
語
』
で
孔
子
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
素
行
の
言

葉
を
見
た
が
、
実
際
、『
中
朝
事
實
』
は
全
編
を
通
じ
て
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
古
代
日
本
の
神
や
天
皇
の
事
績
が
儒
教

の
考
え
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
年
の
記
事
を
引
用
し
「
是
れ　

人
皇
封

建
の
始
な
り
」（『
中
朝
事
實
』「
神
治
章
」）（

23
）と
い
い
、
お
な
じ
く
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
四
年
の
記
事
を
引
用
し
て
「
是
れ
社
稷
宗
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廟
を
祭
祀
る
の
始
な
り
」（『
中
朝
事
實
』「
祭
祀
章
」）（

24
）と
い
っ
て
い
る
。「
封
建
」
や
宗
廟
社
稷
の
祭
祀
は
中
国
儒
教
で
古
く
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り（

25
）、
素
行
は
『
中
朝
事
實
』
に
お
い
て
神
代
・
古
代
の
日
本
に
は
こ
れ
ら
の
儒
教
の
道
徳
や
価
値
観
と
一

致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
本
稿
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
素
行
は
『
中
朝
事
實
』
の
序
で
日
本
の
優
秀
性
を
主
張
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
先
行

研
究
も
た
び
た
び
そ
こ
に
言
及
し
て
き
た
。
特
に
中
国
に
対
す
る
日
本
の
優
位
を
述
べ
る
も
の
は
、『
中
朝
事
實
』
に
特
徴
的
な
姿
勢
と

し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
日
本
を
中
国
よ
り
上
位
に
置
く
言
葉
も
、
注
意
深
く
読
む
と
儒
教
の
有
効
性

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

愚
竊
に
考
へ
惟
る
に
、
四
海
の
間
、
唯
だ　

本
朝
は
外
朝
と
共
に
天
地
の
精
秀
を
得
て
、　

神
聖
そ
の
機
を
一
に
す
。
而
れ
ど
も
外

朝
も
亦　

未
だ
本
朝
の
秀
眞
な
る
に
如
か
ざ
る
な
り
。
凡
そ
外
朝
は
そ
の
封
彊
太
だ
廣
く
し
て
四
夷
に
連
續
し
、
封
域
の
要
な
し
、

故
に
藩
屛
の
屯
戍
甚
だ
多
く
し
て
、
そ
の
約
を
守
る
こ
と
を
得
ず
。
失
こ
れ
一
な
り
。
近
く
四
夷
に
迫
る
、
故
に
長
城
要
塞
の
固
、

世
世
人
民
を
勞
す
。
失
こ
れ
二
な
り
。
守
戍
の
徒
、
或
は
狄
に
通
じ
て
難
を
構
へ
、
或
は
狄
に
奔
り
て
そ
の
情
を
泄
す
。
失
こ
れ
三

な
り
。
匈
奴
・
契
丹
・
北
虜
そ
の
釁
（
す
き
）
を
窺
ふ
こ
と
易
く
し
て
、
數
々
以
て
劫
奪
せ
ら
る
。
そ
の
失
四
な
り
。
終
に
そ
の
國

を
削
り
、
そ
の
姓
を
易
へ
て
天
下
衽
を
左
に
す
。
大
失
そ
の
五
な
り
。（『
中
朝
事
實
』「
中
國
章
」）（

26
）

こ
こ
で
素
行
は
中
国
よ
り
も
日
本
の
方
が
優
れ
て
い
る
理
由
を
五
つ
挙
げ
て
い
る
が
、
す
べ
て
が
防
衛
の
観
点
か
ら
い
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
、
中
国
は
古
く
か
ら
異
民
族
の
侵
攻
に
よ
り
漢
民
族
の
王
朝
が
衰
退
し
た
り
滅
ぶ
こ
と
が

何
度
も
あ
っ
た
。
素
行
は
そ
の
こ
と
を
中
国
の
弱
点
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
他
国
に
占
領
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
日
本
の
方
が
優
れ
て
い

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
素
行
の
こ
う
い
っ
た
論
点
は
「
万
世
一
系
」
の
皇
統
や
近
世
日
本
の
「
武
威
」
の
問
題
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持

つ
が（

27
）、
一
方
で
本
稿
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
素
行
が
思
想
や
文
化
な
ど
を
取
上
げ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

中
国
が
異
民
族
か
ら
の
侵
攻
に
苦
し
ん
だ
の
は
防
衛
に
不
向
き
な
地
形
の
せ
い
で
あ
っ
て
、
中
国
の
道
徳
や
礼
儀
な
ど
に
欠
点
が
あ
っ
た



一
二
八

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
儒
教
を
学
ぶ
こ
と
は
有
効
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
見
る
と
『
中
朝
事
實
』
と
は
、
日
本
に
お
い
て
儒
教
を
擁
護
す
る
、
い
わ
ば
弁
護
士
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
書
だ
と
す
ら
見
え
る

の
で
あ
る
。

三
、『
中
朝
事
實
』
の
時
代
背
景

　

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、『
中
朝
事
實
』
の
記
述
に
即
し
、
内
在
的
な
読
み
か
ら
同
書
の
あ
ら
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

本
節
で
は
視
野
を
広
く
取
り
、
当
時
の
時
代
背
景
と
『
中
朝
事
實
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

本
稿
冒
頭
で
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
『
中
朝
事
實
』
は
所
謂
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
を
表
す
書
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
の
「
日
本
型
華
夷
思
想
」
と
は
、「
中
華
」
と
し
て
の
中
国
に
対
し
、
日
本
は
「
夷
狄
」（「
東
夷
」）
で
あ
る
と

い
う
従
来
の
中
国
中
心
の
華
夷
思
想
を
脱
却
し
、
日
本
の
独
自
性
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
日
本
の
優
位
を
主
張
す
る
考
え
方
を
指
す（

28
）。

ま
た
、
そ
こ
に
は
当
時
の
中
国
で
王
朝
が
明
か
ら
清
に
代
わ
る
、
所
謂
「
明
清
交
替
」
も
大
き
な
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
漢
民
族
の
王
朝
で
あ
る
明
が
、
夷
狄
で
あ
る
満
州
族
の
清
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
華
夷
思
想
に
お
け
る
「
中
華
」

で
あ
っ
た
漢
民
族
へ
の
認
識
に
変
化
が
起
こ
っ
た
結
果
、
華
夷
の
構
図
の
読
み
替
え
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
『
中
朝
事
實
』
は
日
本
の
こ
と
を
「
中
華
」「
中
國
」
と
呼
ん
で
お
り
、
ま
さ
し
く
中
国
中
心
の
華
夷
思
想
を
逆
転
し
た
も

の
に
見
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
日
本
こ
そ
が
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
図
式
か
ら
す
る
と
、『
中

朝
事
實
』
に
は
判
然
と
し
な
い
面
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
中
国
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
素
行
は
中
国
の

こ
と
を
日
本
と
並
ん
で
世
界
に
お
け
る
「
中
國
」
だ
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
別
の
個
所
で
は
「
本
朝
の　

中
華
た
る
は
、
こ
の
禮
に
由
り

て
な
り
」（『
中
朝
事
實
』
禮
儀
章
）（

29
）と
も
い
っ
て
い
る
。「
中
華
」
と
「
夷
狄
」
と
の
違
い
を
礼
儀
の
有
無
に
求
め
る
の
は
儒
教
の
伝

統
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
素
行
は
そ
こ
か
ら
脱
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
行
研
究
で
は
『
中
朝
事
實
』
に
つ
い
て
、
の
ち
の

国
学
な
ど
と
比
べ
て
儒
教
的
（
中
国
的
）
価
値
観
が
残
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
り（

30
）、「
日
本
型
華
夷
観
念
」
と
「
中
国
の
華
夷
観
念
」
と
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の
「
せ
め
ぎ
合
い
」
の
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
る（

31
）。
さ
ら
に
は
、
日
本
の
優
位
性
を
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
儒
教
の
概
念
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
を
「
矛
盾
」
と
端
的
に
評
す
る
向
き
も
あ
る（

32
）。

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
、
そ
も
そ
も
『
中
朝
事
實
』
の
主
眼
は
日
本
の
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
な
い
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
中
心
の
華
夷
思
想
を
脱
す
る
こ
と
が
素
行
の
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
、

前
節
ま
で
に
見
た
『
中
朝
事
實
』
の
志
向
に
あ
る
。
前
節
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
本
稿
で
は
、
序
で
見
せ
た
従
来
の
中
国
崇
拝
を
批
判
す

る
姿
勢
を
一
度
括
弧
に
入
れ
て
『
中
朝
事
實
』
を
読
む
と
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
日
本
の
神
代
・
古
代
の
事
績
を
題
材
と
し
て
、
実
際

に
は
素
行
自
身
の
儒
学
思
想
を
述
べ
る
も
の
だ
と
い
う
性
格
が
強
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
素
行
に
と
っ
て
『
中
朝
事
實
』

と
は
あ
く
ま
で
儒
教
の
書
で
あ
り
、
中
国
で
生
ま
れ
た
儒
教
の
有
効
性
を
い
う
方
に
重
点
を
置
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

素
行
は
中
国
の
「
水
土
」
が
「
中
」
を
「
得
」
た
も
の
で
あ
り
、「
中
國
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
と
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
、

中
国
が
劣
位
の
国
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
儒
教
も
さ
し
て
優
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
論
理
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
。
素
行
は
、
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
何
故
、
素
行
は
こ
の
よ
う
な
回
り
く
ど
い
方
法
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
こ
に
こ
そ
明
清
交
替
の
影
響
が
あ
る
と

考
え
る
と
筋
が
通
る
の
で
あ
る
。
素
行
の
時
代
は
明
は
完
全
に
は
滅
ん
で
お
ら
ず
、
中
国
本
土
の
明
の
旧
臣
や
台
湾
の
鄭
成
功
ら
が
抵
抗

を
続
け
て
い
た
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
清
の
優
勢
は
日
本
に
い
る
素
行
に
も
届
い
て
い
た
の
だ
ろ
う（

33
）。
こ
の
ま
ま
漢
民
族
王
朝
で
あ
る

明
が
滅
べ
ば
、
日
本
国
内
に
お
い
て
漢
民
族
へ
の
評
価
が
下
が
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
儒
教
へ
の
信
頼
度
も
低
下
す
る
。
一
方
で
、
相

対
的
に
日
本
を
評
価
す
る
言
説
が
増
加
し
て
、
日
本
中
心
主
義
を
唱
え
る
者
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
素
行
は
そ
の
よ
う
な
事
態
が
到
来

す
る
こ
と
を
予
見
し
て
、
そ
う
い
っ
た
議
論
と
妥
協
し
つ
つ
儒
教
の
有
効
性
を
訴
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
日

本
国
内
に
お
け
る
儒
教
の
地
位
へ
の
危
機
意
識
が
素
行
の
動
機
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
に
つ
い
て
、
ふ
た
た
び
「
水
土
」
論
か
ら
考
え
た
い
。
前
節
で
は
、
素
行
が
「
中
國
」
の
条
件
と
し
て
「
水
土
」

を
持
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、「
水
土
」
の
議
論
に
は
別
の
側
面
も
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。



一
三
〇

愚
謂
へ
ら
く
、　

神
聖
の
大
道
は
唯
一
に
し
て
二
な
ら
ず
、
天
地
の
體
に
法
り
て
人
物
の
情
に
本
づ
く
。
そ
の
教
の
端
を
異
に
す
る
は
、

皆
水
土
の
差
と
風
俗
の
殊
な
る
に
因
れ
り
。
五
方
の
民
、
各
々
そ
の
性
あ
り
、
以
て
同
じ
か
ら
ず
。（
中
略
）
佛
教
の
如
き
は
徹
上

徹
下
悉
く
異
教
な
り
。
凡
そ
西
域
は
外
朝
の
西
藩
な
り
。
そ
の
水
土
西
に
偏
り
、
天
地
・
寒
煖
・
燥
濕
甚
だ
殊
な
り
、
民
の
そ
の
間

に
生
ず
る
も
の
は
必
ず
偏
塞
の
俗
あ
り
。
釋
氏
は
彼
の
州
の
大
聖
た
り
、
そ
の
水
土
人
物
を
融
通
し
て
以
て
そ
の
教
を
設
く
。
そ
の

道
は
西
域
に
は
可
く
し
て
こ
れ
を　

中
國
に
施
す
べ
か
ら
ず
。（『
中
朝
事
実
』「
或
疑
」）（

34
）

こ
こ
で
は
仏
教
を
論
じ
て
イ
ン
ド
の
「
水
土
」
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
素
行
は
仏
教
の
こ
と
を
イ
ン
ド
の
「
水
土
」

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
「
水
土
」
に
は
合
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
前
節
で
見
た
中
国
の
「
水
土
」
が
日
本
と
近
似
し
て
い

る
と
い
う
言
葉
と
は
対
照
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
素
行
は
「
水
土
」
を
論
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
儒
教
は
日
本
で
も
学
ぶ
意
義
が
あ

る
が
、
仏
教
は
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
儒
教
の
生
ま
れ
た
中
国
は
日
本
と
「
水
土
」
が
近
い
の
に

対
し
、
仏
教
の
生
ま
れ
た
イ
ン
ド
の
「
水
土
」
は
日
本
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
た
め
日
本
に
は
不
適
合
だ
と
い
う
理
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ど
ち
ら
も
外
来
思
想
で
あ
る
儒
教
と
仏
教
と
の
中
で
儒
教
を
取
る
理
由
づ
け
、
そ
れ
が
素
行
の
「
水
土
」
論
の
も
う
一
つ
の
面
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
日
本
社
会
に
お
け
る
儒
教
の
地
位
へ
の
危
機
感
が
表
れ
て
い
る
。
実
際
、
素
行
は
当
時
の
日
本
の
人
々

は
仏
教
ば
か
り
を
信
じ
、
儒
教
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。

今
天
下
の
人
、
佛
を
信
じ
て
聖
人
を
知
ら
ず
。
こ
れ
世
悉
く
惑
へ
る
な
り
。
佛
法
も
亦
諸
流
あ
り
て
、
專
ら
法
華
・
浄
土
を
信
ず
。

こ
の
二
宗
は
皆
、
近
代
の
新
法
な
り
。
況
や
一
向
の
如
き
は
甚
だ
律
義
に
背
き
て
、
婚
合
肉
食
し
て
追
福
作
善
を
為
さ
ず
、
塔
婆
・

石
碣
を
設
け
ず
、
國
民
の
こ
れ
を
信
ず
る
鬼
神
の
如
し
。
而
し
て
そ
の
門
葉
、
又
法
華
・
浄
土
の
流
に
倍
す
。
已
下
殆
ど
こ
れ
に
似

た
り
。
こ
れ
を
以
て
、
天
下
の
惑
甚
だ
し
く
し
て
聖
人
の
道
、
竟
に
通
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。（『
章
數
附
』
享
）（

35
）

こ
れ
は
、『
中
朝
事
實
』
よ
り
は
後
年
（
十
二
年
後
）
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
日
本
社
会
に
対
す
る
素
行
の
認
識
は
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十
分
に
読
取
れ
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
日
本
の
人
々
は
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）・
浄
土
宗
、
さ
ら
に
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
）
の
教
え
ば
か
り
を

信
仰
し
て
、「
聖
人
」
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
儒
教
を
理
解
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
。
歴
史
的
に
も
、
日
本
は
古
く
か

ら
儒
教
を
受
容
は
し
て
い
た
が
古
代
・
中
世
は
知
識
人
を
中
心
に
教
養
と
し
て
学
ば
れ
て
お
り
、
日
本
の
道
徳
に
儒
教
が
深
く
根
づ
い
て

い
た
と
は
到
底
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
古
来
よ
り
日
本
の
人
々
が
信
奉
し
て
い
た
の
は
仏
教
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、

近
世
に
な
り
儒
教
が
存
在
感
を
大
き
く
し
よ
う
か
と
い
う
と
き
に
漢
民
族
王
朝
の
明
の
衰
亡
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
、
も
と
も
と
仏

教
が
定
着
し
て
い
る
日
本
社
会
の
中
で
儒
教
が
浸
透
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
く
な
る
。
素
行
に
は
、
こ
う
い
っ
た
危
機
感
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、「
水
土
」
を
論
じ
る
こ
と
で
日
本
と
中
国
と
の
共
通
面
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う（

36
）。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
明
清
交
替
は
日
本
に
対
し
て
、
日
本
の
独
自
性
へ
の
意
識
を
呼
起
こ
し
、
自
他
意
識
が
発
展
し
て
、
や

が
て
国
学
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
思
想
傾
向
を
生
ん
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
林
羅
山
（
一
五
八
三
〜
一
六
五
七
）
や

山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
〜
一
六
八
二
）
な
ど
の
神
道
説
、
闇
斎
の
弟
子
た
ち
や
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
〜
一
六
九
一
）
な
ど
の
日
本
と
中

国
と
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
が
読
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
検
討
し
な
く
て
な
ら
な
い
が
、

す
く
な
く
と
も
素
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
が
見
つ
け
た
の
は
儒
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
意
味
で
の
「
日
本
の
独
自
性
」
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
素
行
は
「
自
」
と
し
て
の
日
本
と
い
う
意
識
を
持
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
日
本
社
会
の
中
で
儒
教
が
「
他
」
で

あ
る
と
い
う
観
念
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
素
行
は
日
本
を
優
位
と
す
る
言
説
と
妥
協
し
つ
つ
、
そ
の
言
説
の
枠
組
み

を
利
用
す
る
か
た
ち
で
儒
教
の
有
効
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
儒
教
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
い
い
続
け
る
だ
け
で
は
、

仏
教
が
主
流
で
あ
り
中
国
へ
の
評
価
が
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
日
本
で
は
説
得
力
を
持
た
な
い
と
感
じ
た
の
だ
ろ
う（

37
）。

　

果
た
し
て
『
中
朝
事
實
』
が
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
書
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
儒

教
と
古
代
日
本
と
の
共
通
点
へ
の
言
及
が
多
す
ぎ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
れ
で
は
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
た
「
矛
盾
」
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
素
行
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
特
に
、『
中
朝
事
實
』
は
全
編
を
漢

文
で
書
か
れ
て
い
る
。
無
論
、
当
時
の
日
本
に
は
す
べ
て
の
述
作
を
漢
文
で
行
う
者
も
い
る
の
で
、
そ
れ
自
体
に
は
深
い
意
味
は
な
い
と

い
う
見
方
も
成
立
つ
。
だ
が
、
素
行
の
同
時
期
の
著
作
で
あ
る
『
謫
居
童
問
』
は
仮
名
交
じ
り
で
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
中
朝
事
實
』



一
三
二

よ
り
前
の
『
山
鹿
語
類
』
で
は
第
一
部
の
政
治
論
、
第
二
部
の
武
士
道
論
は
仮
名
交
じ
り
な
の
に
対
し
、
第
三
部
の
儒
教
の
議
論
（「
聖

學
篇
」）
だ
け
は
す
べ
て
が
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
素
行
に
は
仮
名
交
じ
り
で
書
く
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
中
で
、『
中
朝
事
實
』
を
漢

文
で
書
く
と
い
う
の
は
意
図
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
素
行
は
『
中
朝
事
實
』
を
儒
教
思
想
の
書
と
し
て
執
筆
し
た
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
こ
こ
ま
で
思
兼
神
へ
の
評
価
に
着
目
し
て
、『
中
朝
事
實
』
を
読
解
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、『
中
朝
事
實
』
は
『
日
本
書

紀
』
な
ど
に
見
え
る
神
代
・
古
代
日
本
の
事
績
を
題
材
と
し
て
、
素
行
が
培
っ
て
き
た
儒
教
思
想
を
述
べ
る
も
の
だ
と
い
う
側
面
が
見
え

て
き
た
。

　

本
稿
で
繰
返
し
述
べ
て
き
た
が
、『
中
朝
事
實
』
は
こ
れ
ま
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、『
中
朝
事
實
』
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
戦
前
・
戦
中
の
時
代
状
況
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
永
安
正
幸
は
「
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
」
の
『
中
朝
事
實
』
解
釈
に
つ
い
て
「
当
時
の
論
調
は
少
々
国
粋
主
義
に
過
ぎ
、
世
界
史

に
お
け
る
自
己
の
優
越
性
を
過
剰
に
意
識
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
り
、
素
行
は
そ
こ
で
偏
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」（

38
）と
述
べ
て
い
る
。
妥

当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
だ
が
お
そ
ら
く
、
戦
前
・
戦
中
の
『
中
朝
事
實
』
へ
の
視
点
は
、
戦
後
も
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
本
稿
の
よ

う
な
解
釈
が
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
を
一
度
括
弧

に
入
れ
て
、『
中
朝
事
實
』
そ
の
も
の
に
向
き
合
う
こ
と
が
よ
り
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〔
付
記
〕　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
研
究
課
題
「
近
世
儒
者
の
「
水
土
」
論
」（21J01104

）
並
び
に
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ａ
）

「
日
本
文
学
及
び
そ
の
関
連
分
野
の
デ
ー
タ
駆
動
の
た
め
の
テ
キ
ス
ト
形
成
の
総
合
研
究
」（22H

00009

、
代
表
者 

入
口
敦
志
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



山
鹿
素
行
『
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朝
事
實
』
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づ
け
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い
て
の
一
考
察
（
石
橋
）

一
三
三

注

（
1
） 
『
山
鹿
素
行
全
集　

思
想
篇
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
）
―
以
下
、『
全
集
』
と
略
記
―
第
十
三
巻
、
三
頁
。

（
2
） 
『
全
集
』
第
十
三
巻
、
七
頁
。

（
3
） 

本
稿
で
は
混
同
を
避
け
る
た
め
、
素
行
が
い
う
日
本
を
意
味
す
る
場
合
は
鍵
括
弧
を
つ
け
て
“「
中
國
」”、
現
代
の
中
華
人
民
共
和
国
及
び
そ
こ

に
歴
史
的
に
連
な
る
国
の
場
合
は
鍵
括
弧
な
し
の
“
中
国
”
と
記
述
す
る
。

（
4
） 

た
と
え
ば
、
桂
島
宣
弘
『
思
想
史
の
十
九
世
紀
―
他
者
と
し
て
の
徳
川
日
本
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
）
第
七
章
「「
華
夷
」
思
想
の
解
体
と

国
学
的
「
自
己
」
像
の
生
成
」、
郭
馳
洋
「
山
鹿
素
行
『
中
朝
事
実
』
に
見
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
態
」（『
思
想
史
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
四
）

な
ど
。
ま
た
、
前
田
勉
「
山
鹿
素
行
『
中
朝
事
実
』
に
お
け
る
華
夷
観
念
」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
五
九
、
二
〇
一
〇
）
は
、『
中
朝
事
實
』

を
「
日
本
型
華
夷
観
念
」
と
「
中
国
の
華
夷
観
念
」
と
の
「
せ
め
ぎ
合
い
」
の
テ
キ
ス
ト
と
す
る
。
な
お
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
明
清

交
替
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
伊
東
貴
之
「
明
清
交
替
と
王
権
論
―
東
ア
ジ
ア
の
視
角
か
ら
―
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
三
九
巻
第
三
号
、

二
〇
〇
八
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
の
明
清
交
替
と
日
本
思
想
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
真
壁
仁
「
徳
川
儒
学
思
想
に
お
け
る

明
清
交
替
―
江
戸
儒
学
界
に
お
け
る
正
統
の
転
位
と
そ
の
変
遷
―
」（『
北
大
法
学
論
集
』
第
六
二
巻
、
二
〇
一
二
）
参
照
。

（
5
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
五
五
〜
五
六
頁
。

（
6
） 

前
田
勉
は
思
兼
神
の
記
述
に
触
れ
て
い
る
が
（
前
田
前
掲
文
）、
こ
れ
を
『
中
朝
事
實
』
全
体
の
執
筆
動
機
と
い
う
観
点
か
ら
は
論
じ
て
い
な
い
。

（
7
） 

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
「
是
時
、
天
照
大
神
、
驚
動
、
以
梭
傷
身
、
由
此
發
慍
、
乃
入
于
天
石
窟
、
閉
磐
戸
而
幽
居
焉
。
故
六
合
之
內
常
闇
而
不

知
晝
夜
之
相
代
。
于
時
、
八
十
萬
神
、
會
於
天
安
河
邊
、
計
其
可
禱
之
方
。
故
、
思
兼
神
、
深
謀
遠
慮
、
遂
聚
常
世
之
長
鳴
鳥
使
互
長
鳴
」（『
日
本

書
紀
（
一
）』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
、
四
四
一
頁
）

（
8
） 

同
右
、
五
五
頁
。

（
9
） 

『
論
語
』
為
政
篇
第
十
五
章
「
學
而
不
思
則
罔
、
思
而
不
學
則
殆
」

（
10
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
五
六
頁
。

（
11
） 

『
全
集
』
第
九
巻
、
一
〇
六
頁
。

（
12
） 

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
葉
も
あ
る
。「
先
儒
の
理
に
於
け
る
や
、
自
ら
理
を
燭
ら
す
こ
と
惟
れ
明
な
り
と
思
ふ
。
異
端
の
己
が
説
に
於
け
る
も
、

亦
能
く
理
に
通
ず
と
思
ふ
。
是
れ
理
を
燭
ら
す
の
明
も
亦
、
其
の
極
を
詳
に
せ
ざ
れ
ば
正
し
か
ら
ざ
る
の
至
り
な
り
。
故
に
致
知
の
道
、
太
だ
難
く

し
て
其
の
入
る
所
、
多
端
あ
り
。（
中
略
）
異
端
の
教
は
唯
だ
自
ら
の
臆
説
を
以
て
其
の
知
識
を
究
む
。
故
に
公
共
底
な
ら
ず
、
全
備
底
な
ら
ず
。



一
三
四

物
と
事
と
に
及
ぼ
し
て
交
渉
せ
ず
、
竟
に
日
用
と
別
な
り
」（『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三
十
三
、『
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
頁
）

（
13
） 
中
山
広
司
『
近
世
日
本
学
の
研
究
』（
金
沢
工
業
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
）「『
山
鹿
語
類
』
と
『
中
朝
事
実
』」
も
『
中
朝
事
實
』
と
そ
れ
以
前

の
素
行
の
思
想
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
が
、
宋
・
明
の
諸
儒
へ
の
批
判
と
の
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
14
） 

『
中
朝
事
實
』
内
で
の
日
本
の
呼
称
に
つ
い
て
は
中
山
前
掲
書
「『
中
朝
事
実
』
に
於
け
る
わ
が
国
の
尊
称
と
書
名
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
参
照
。

（
15
） 

『
全
集
』
第
九
巻
、
三
四
一
頁
。
な
お
、
こ
の
「
中
」
の
定
義
は
『
中
庸
章
句
』
の
「
子
程
子
曰
く
、
偏
ら
ざ
る
之
れ
を
中
と
謂
ふ
」（「
子
程
子
曰
、

不
偏
之
謂
中
」）
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
） 

『
全
集
』
第
十
一
巻
、
五
〇
三
〜
五
〇
四
頁
。
な
お
、「
堯
舜
相
受
の
中
」
と
は
、『
書
経
』
大
禹
謨
の
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、

允
執
厥
中
」
を
指
す
。

（
17
） 

『
全
集
』
第
十
二
巻
、
一
六
五
頁
。

（
18
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
一
八
〜
一
九
頁
。

（
19
） 

な
お
、「
水
土
」
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
近
世
日
本
の
「
水
土
」
論
の
背
景
」（『
国
文
学
論
考
』
五
八
号
、
二
〇
二
二
）
参
照
。

（
20
） 

『
易
』
同
人
卦
「
柔
得
位
得
中
、
而
応
乎
乾
」

（
21
） 

実
際
、「
素
行
に
お
け
る
「
中
心
二
つ
あ
り
」
的
な
天
下
観
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
す
る
研
究
も
存
在
す
る
。（
黄
薇
姍
「『
中
朝
事
実
』
か

ら
見
た
山
鹿
素
行
の
自
他
認
識
」『
東
ア
ジ
ア
の
思
想
と
文
化
』
第
八
号
、
二
〇
一
六
、
一
二
四
頁
）

（
22
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
一
三
四
頁
。

（
23
） 

同
右
、
七
二
頁
。

（
24
） 

同
右
、
一
九
八
頁
。

（
25
） 

「
封
建
」
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
二
十
四
年
（「
昔
周
公
弔
二
叔
之
不
咸
、
故
封
建
親
戚
、
以
蕃
屏
」）
な
ど
に
あ
り
、「
社
稷
宗
廟
」
は
『
禮
記
』

檀
弓
下
篇
（「
社
稷
宗
廟
之
中
、
未
施
敬
於
民
而
民
敬
」）
な
ど
に
あ
る
。

（
26
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
一
〜
二
二
頁
。

（
27
） 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究
は
注
4
で
挙
げ
た
参
考
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
） 

日
本
型
華
夷
思
想
に
つ
い
て
は
、
特
に
桂
島
前
掲
書
参
照
。

（
29
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
、
一
二
三
頁
。

（
30
） 

桂
島
前
掲
書
。



山
鹿
素
行
『
中
朝
事
實
』
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
石
橋
）

一
三
五

（
31
） 
前
田
前
掲
文
。

（
32
） 
郭
前
掲
文
。

（
33
） 
素
行
が
明
清
交
替
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
郭
前
掲
文
三
九
頁
参
照
。

（
34
） 

『
全
集
』
第
十
三
巻
二
一
七
頁
。

（
35
） 

『
全
集
』
第
十
一
巻
、
五
六
七
頁
。

（
36
） 

素
行
自
身
の
実
体
験
と
し
て
も
、
父
の
葬
儀
に
際
し
て
、
素
行
は
儒
教
式
で
行
い
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
周
囲
か
ら
の
反
対
に
合
い
、
仏
教
式

の
葬
祭
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
山
鹿
語
類
』
末
尾
に
あ
る
「
枕
塊
記
」
と
い
う
文
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。（『
全

集
』
第
十
巻
所
収
）

（
37
） 

素
行
と
同
年
代
の
林
鵞
峯
（
一
六
一
八
〜
一
六
八
〇
）
は
清
に
対
す
る
漢
民
族
の
反
乱
で
あ
る
三
藩
の
乱
を
知
り
、
乱
の
首
謀
者
で
あ
る
呉
三
桂

ら
に
大
い
に
期
待
し
て
い
た
と
い
う
。（
永
富
靑
地
「
明
清
變
革
と
林
羅
山
・
鵞
峯
」『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
第
三
十
八
号
、
二
〇
二
一
）
あ
る
い

は
、
素
行
と
同
様
の
危
機
感
か
ら
、
漢
民
族
の
復
権
に
期
待
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
38
） 

多
田
顕
、
安
永
正
幸
『
武
士
道
の
倫
理　

山
鹿
素
行
の
場
合
』（
麗
澤
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
）
二
一
一
頁
。




