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王
学

右
派
（
帰
寂
派
）
と
い
わ
れ
る
当
時
の
陽
明
学
の
重
鎮
の
一
人
で
あ（
１
）

る
。

羅
洪
先
研
究
は
、
主
と
し
て
そ
の
心
性
修
養
論
等
が
中
国
哲
学
の
分
野
か
ら
進

め
ら
れ
て
き
た（
２
）
が
、
羅
洪
先
の
名
は
明
清
時
代
の
家
族
や
宗
族
に
関
心
の
あ
る
研

究
者
に
も
あ
る
い
は
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
羅
洪
先
に
は
「
宗
論
」
と

題
さ
れ
た
一
文
が
あ（
３
）
り
、
こ
れ
が
宗
族
史
の
文
脈
か
ら
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ（
４
）
る
。

そ
の
注
目
の
理
由
と
は
、
祖
先
祭
祀
の
主
祭
権
者
選
出
法
に
つ
い
て
新
た
な
提

案
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
祖
先
祭
祀
の
主
祭
権
者
す
な
わ
ち
宗
子
は
嫡

長
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
経
書
に
「
支
子
不
祭
」（『
礼
記
』
王
制
）

等
と
あ
る
よ
う
に
、
疑
念
を
差
し
挟
む
余
地
も
な
い
ほ
ど
本
来
的
に
は
明
白
な
事

柄
で
あ
る
。
そ
し
て
張
載
や
朱
熹
ら
の
所
謂
宋
代
道
学
に
お
い
て
も
、
宗
法
復
活

と
は
祭
祀
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
の
復
活
実
践
を
意
味
し
て
い（
５
）

た
。
し
か
し
現
実

的
に
は
、
嫡
長
子
系
統
の
人
物
が
一
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
必
ず
し
も
相
応
し
い

わ
け
で
は
な
い
。
嫡
長
子
が
一
族
内
か
ら
み
れ
ば
世
代
も
年
齢
も
社
会
的
地
位
も

下
と
い
う
こ
と
も
お
お
い
に
あ
り
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
に
よ
っ
て
宗
族

を
結
合
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
嫡
長
子
以
外
の
も
の
を
宗
子
に
た
て
る

こ
と
の
で
き
な
い
宗
法
は
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
の
一
方
、
羅
洪
先
「
宗
論
」

で
提
起
さ
れ
た
の
は
、
嫡
長
子
系
統
に
こ
だ
わ
ら
な
い
宗
子
選
出
法
の
新
基
準
だ
っ

た
。
そ
れ
は
「
尊
を
尊
と
し
」「
老
を
老
と
し
」「
賢
を
賢
と
す
る
」
と
表
現
さ
れ
、

ま
ず
は
輩
行
が
上
の
者
の
も
の
か
ら
選
び
、
そ
れ
で
適
当
な
者
が
い
な
け
れ
ば
や

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
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宗
法
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む
を
得
ず
年
齢
が
上
の
者
か
ら
選
び
、
さ
ら
に
適
当
な
者
が
い
な
け
れ
ば
や
む
を

得
ず
徳
義
が
十
分
な
者
を
選
ぶ
、
と
い
う
方
法
で
あ（
６
）
る
。
こ
の
新
方
針
を
運
用
す

れ
ば
、
一
族
の
族
長
と
し
て
真
に
適
格
な
人
物
を
宗
子
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
羅
洪
先
の
新
提
案
は
明
清
期
に
お
け
る
宗
族
組
織
の

発
達
に
対
応
し
た
宗
法
の
新
解
釈
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

宗
族
史
研
究
者
の
目
か
ら
か
ら
す
れ
ば
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
所
論
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
当
否
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
く
と
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
指

摘
し
た
い
の
は
、
羅
洪
先
「
宗
論
」
は
上
・
中
・
下
の
三
篇
か
ら
構
成
さ
れ
る
文

章
で
あ
る
が
、
先
学
が
注
目
し
た
の
は
上
述
し
た
宗
子
選
出
の
新
提
案
に
関
わ
る

下
篇
の
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
・
中
篇
を
ふ

く
め
た
文
章
の
全
体
の
内
容
、
全
体
の
文
脈
に
つ
い
て
は
関
心
が
払
わ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
・
中
・
下
篇
の
三
編
で
一
体
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
文
章
の
う
ち
の
、
ご
く

一
部
だ
け
を
注
目
し
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
誰
し
も
些
か
の
不
安
を

覚
え
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
不
安
を
い
や
増
し
に
さ
せ
る
の
は
、
冒
頭
に
記
さ
れ
た

「
宗
論
」
の
執
筆
動
機
を
一
見
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
そ
も
そ
も
「
大
宗
族
の
た
め

の
新
し
い
宗
族
理
論
の
構
築
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

宋
の
濮
議
を
読
ん
だ
が
、
経
書
の
引
用
が
人
を
惑
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
当
時
礼
を
論
じ
た
官
僚
は
み
な
賢
明
で
、
彼
ら
は
「
宗
法
」
と
「
為
後
」

の
意
味
に
つ
い
て
非
常
に
丁
寧
に
明
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
し

か
し
事
実
に
合
わ
な
い
し
、
義
と
し
て
も
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
。
彼
ら
の
所
説
を
支
持
し
つ
づ
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
無
理
だ
。

学
者
た
ち
は
か
れ
ら
の
所
説
を
「
三
礼
に
基
づ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
程
頤
の

上
奏
文
に
も
と
づ
い
て
修
正
し
、
つ
い
に
百
世
不
易
の
至
論
と
な
っ
て
い
る
」

な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
末
同
異
を
詳
考
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
も
た
ら
す
誤
り
は
、
た
だ
濮
議
の
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
、
こ
こ
に
論
を
著
し
た
。
君
子
の
ご
判
断
を

仰
ぎ
た（
７
）
い
。

こ
の
よ
う
に
、
羅
洪
先
本
人
の
記
す
執
筆
動
機
の
な
か
に
は
、
宗
族
結
合
の
必

要
性
と
宗
法
と
の
関
係
な
ど
と
い
っ
た
意
味
合
い
の
こ
と
は
全
く
登
場
し
て
い
な

い
。
こ
の
文
章
の
目
的
は
、
宋
代
濮
議
に
お
け
る
程
頤
側
の
立
場
の
人
々
、
つ
ま

り
所
謂
台
諫
派
の
所
論
に
対
す
る
批
判
と
そ
の
克
服
に
あ
る
、
と
こ
こ
に
は
明
快

に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
宗
族
に
関
わ
る
言
説
が
本
文
中
に
登
場
し

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
の
中
心
的
課
題
か
ら
派
生
し
た
周
縁
に
す
ぎ
な
い

こ
と
が
ま
ず
は
想
定
さ
れ
よ
う
。
所
論
の
周
縁
部
分
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
は
当
該
所
論
の
中
心
的
主
題
に
対
す
る
理
解
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
し

て
や
、「
宋
代
濮
議
の
台
諫
派
批
判
」
と
「
明
清
時
代
の
宗
族
結
合
」
と
い
う
取
り

合
わ
せ
は
、
い
さ
さ
か
意
外
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
本

論
文
全
体
の
文
脈
と
そ
れ
へ
の
位
置
づ
け
が
、
よ
り
問
わ
れ
る
事
態
と
い
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
論
の
目
的
は
、
羅
洪
先
「
宗
論
」
を
下
篇
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
上
中
下
篇
の

全
体
を
羅
洪
先
の
意
図
に
そ
っ
て
辿
り
直
し
、
礼
学
的
見
地
か
ら
分
析
し
、
礼
学

思
想
史
上
の
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
に
あ（
８
）
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
羅

洪
先
「
宗
論
」
で
、
従
来
、
明
清
時
代
の
宗
族
結
合
の
発
展
に
相
応
し
い
宗
法
論

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
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法
復
活
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定
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と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
評
価
さ
れ
て
き
た
部
分
を
、
羅
洪
先
自
身
の
文
脈
の
上
に

位
置
づ
け
直
す
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
濮
議
・
大
礼
議
と
宗
法

羅
洪
先
が
宋
代
濮
議
に
お
け
る
台
諫
派
の
所
論
を
批
判
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
た
め
に
宗
法
を
論
じ
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

羅
洪
先
宗
論
の
内
容
そ
の
も
の
の
検
討
に
先
立
ち
、
本
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

宋
代
に
起
こ
っ
た
濮
議
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
傍
系
か
ら
入
継
し
た
皇
帝
の

実
父
に
対
す
る
祭
祀
上
の
礼
遇
を
争
点
と
す
る
論
争
で
あ
り
、
北
宋
第
五
代
皇
帝

英
宗
の
実
父
が
濮
王
で
あ
る
こ
と
か
ら
濮
議
と
呼
ば
れ
た
。
韓
�
や
欧
陽
脩
ら
所

謂
中
書
派
は
、
子
の
実
父
に
対
す
る
情
を
重
ん
じ
、
実
父
濮
王
を
「
皇
考
」
と
呼

称
す
る
よ
う
主
張
し
た
が
、
司
馬
光
ら
所
謂
臺
諫
派
は
、
子
に
二
人
の
父
が
い
る

こ
と
に
な
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、「
皇
伯
」
と
呼
称
す
る
よ
う
主
張
し
た
。
羅

洪
先
「
宗
論
」
の
冒
頭
で
言
及
さ
れ
て
い
た
程
頤
の
上
奏
と
は
、
程
頤
が
台
諫
派

の
御
史
中
丞
彭
思
永
の
た
め
に
代
作
し
た
一
文
で
あ（
９
）

る
。
後
に
、
朱
熹
も
ま
た
皇

伯
説
に
賛
同
し
て
い
る
か（
１０
）
ら
、
程
朱
学
に
お
い
て
は
皇
伯
説
が
正
統
な
み
か
た
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
後
世
、
程
朱
学
の
正
統
化
が
進
展
す
る
に
伴
っ
て
、
皇
伯

説
が
強
い
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、
明
代
に
至
り
、
濮
議
の

際
と
同
様
に
傍
系
か
ら
皇
帝
を
迎
立
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
所
謂
大
礼
議
が

起
こ
っ
た
際
、
圧
倒
的
多
数
の
官
僚
た
ち
が
こ
の
皇
伯
説
に
立
脚
し
た
主
張
を
行

う
こ
と
に
な
る
。

世
宗
嘉
靖
帝
の
即
位
直
後
か
ら
大
礼
議
と
呼
ば
れ
る
論
争
は
は
じ
ま
っ
た
。
正

徳
十
六
年
、
武
宗
が
子
の
な
い
ま
ま
死
去
し
、
武
宗
の
い
と
こ
に
当
た
る
興
王
を

迎
立
し
て
即
位
し
た
の
が
世
宗
で
あ
る
が
、
世
宗
の
生
母
は
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た

か
ら
、
実
父
母
の
礼
遇
如
何
の
問
題
は
喫
緊
に
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

り
、
か
つ
武
宗
か
ら
み
て
世
宗
は
所
謂
昭
穆
相
当
の
後
継
者
で
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
論
争
は
一
層
紛
糾
し
た
。

世
宗
は
一
貫
し
て
実
父
母
に
対
す
る
厚
遇
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
内
閣
大
学

士
楊
廷
和
を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
内
閣
派
は
、
北
宋
濮
議
に
お
け
る
台
諫
派
の
主

張
を
踏
ま
え
、
孝
宗
弘
治
帝
を
父
と
し
、
先
代
武
宗
を
兄
と
し
、
実
父
母
で
あ
る

興
献
王
を
叔
父
母
と
す
る
等
、
入
継
先
で
の
親
族
関
係
を
重
ん
じ
、
実
父
母
関
係

を
抑
制
す
る
案
を
提
起
し
た
。
官
僚
の
大
多
数
は
皇
伯
説
を
支
持
し
た
が
、
実
の

親
族
関
係
を
重
視
す
る
礼
説
を
展
開
し
た
所
謂
世
宗
派
は
進
士
張
聰
ら
ご
く
少
数

で
あ
っ
た
。
嘉
靖
三
年
、
皇
伯
説
を
主
張
す
る
官
僚
達
は
左
順
門
に
集
結
し
て
実

父
厚
遇
の
否
を
訴
え
、
世
宗
は
廷
杖
と
い
う
強
硬
な
手
段
を
用
い
て
彼
ら
を
排
除

す
る
一
方
、
世
宗
派
人
士
を
重
用
し
、
中
央
官
僚
の
な
か
か
ら
は
大
量
の
失
職
降

格
者
と
そ
れ
に
か
わ
る
昇
進
者
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

左
順
門
事
件
に
対
す
る
世
宗
に
よ
る
力
の
行
使
を
前
に
、
論
争
は
終
熄
へ
向
か
っ

た
が
、
論
争
が
総
括
さ
れ
決
着
が
つ
く
ま
で
に
は
さ
ら
に
時
間
を
要
し
た
。
嘉
靖

七
年
に
至
っ
て
、
張
�
ら
世
宗
派
の
立
場
か
ら
論
争
を
総
括
し
た
『
明
倫
大
典
』

が
編
纂
出
版
さ
れ
、
か
つ
楊
廷
和
以
下
の
内
閣
派
の
諸
人
士
に
削
籍
等
の
最
終
的

な
処
罰
が
行
わ
れ
た
。
左
順
門
事
件
か
ら
四
年
を
経
過
し
て
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

さ
て
、
羅
洪
先
に
話
を
戻
そ
う
。
羅
洪
先
が
科
挙
に
登
第
し
た
の
は
嘉
靖
八
年

で
あ
る
。
つ
ま
り
は
大
礼
議
に
よ
る
一
大
政
変
が
総
括
さ
れ
た
翌
年
と
い
う
時
点

だ
っ
た
。
羅
洪
先
に
と
っ
て
大
礼
義
は
や
は
り
熱
い
論
題
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
し
て
、「
宗
論
」
文
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
皇
伯
説
を
主
張
し
た
濮
議
台

諫
派
へ
の
批
判
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
大
礼
議
に
よ
っ
て
俄
に
栄
達
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を
果
た
し
た
世
宗
派
の
立
場
に
た
っ
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
の
執
筆
目
的
と
し
て
、
世
宗
派
の
礼
論
に
迎
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
身
の
昇
進
を
目
指
す
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
文
章
は
上
奏
文
の
形
式
で
書
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
本
論
中
で

は
大
礼
議
に
関
わ
る
人
物
名
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
大
礼
儀
の

渦
中
で
論
争
し
た
人
々
の
文
章
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
、「
宗
論
」
が
政
治
問
題

と
関
係
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
避
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
彼
は
政
界
で
の
栄
達
を
目
指
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
状
元
合
格
者

で
あ
っ
た
か
ら
、
栄
達
は
手
に
入
っ
た
も
同
然
で
あ
っ
た
の
に
、
服
喪
そ
の
他
を

理
由
に
し
て
故
郷
に
留
ま
っ
て
学
術
活
動
に
専
念
し
て
過
ご
し
、
そ
の
生
涯
の
な

か
で
実
職
に
つ
い
た
の
は
、
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
宗
論
」
は
政
治
的
事
件
に
触
発
さ
れ
て
誕
生
し
て
は
い
る
も
の
の
、
学
術
上
の
課

題
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
文
が
「
大
礼
議

論
」
で
は
な
く
「
宗
論
」
と
銘
打
た
れ
、
宗
法
解
釈
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
論
文

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

宗
法
は
、
嘉
靖
大
礼
議
や
北
宋
濮
議
に
お
い
て
議
論
の
さ
い
の
重
要
概
念
だ
っ

た
。
宗
法
は
経
書
に
記
載
の
あ
る
唯
一
の
親
族
組
織
法
・
親
族
構
造
論
で
あ
り
、

そ
し
て
特
に
宋
代
以
降
、
宗
法
こ
そ
が
理
想
の
親
族
構
造
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
宗
法
を
引
用
し
た
場
合
、
議
論
と
し
て
有
利
に
な
る
の
は
皇
伯

説
を
主
張
す
る
側
で
あ
る
。
濮
議
や
大
礼
議
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
は
、
庶
系
か

ら
入
継
な
い
し
迎
立
さ
れ
て
大
統
を
継
い
だ
者
が
、
庶
系
に
属
す
る
実
父
母
を
ど

う
扱
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
宋
学
が
宗
法
の
根
幹
と
み
な
し
た

原
理
は
、
祭
祀
権
の
嫡
長
子
一
子
に
よ
る
タ
テ
の
継
承
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は

「
祖
先
の
祭
祀
権
を
持
つ
嫡
系
（
本
家
）」
と
「
祭
祀
権
の
な
い
庶
系
（
分
家
）」
の

確
固
と
し
た
差
別
を
基
本
と
し
て
な
り
た
つ
親
族
構
造
で
あ
る
。
皇
伯
説
は
入
継

先
で
あ
る
皇
帝
の
系
譜
を
著
し
く
重
視
す
る
一
方
、
傍
系
の
実
父
母
を
「
伯
父
母
」

と
み
な
し
て
実
父
母
た
る
こ
と
を
認
め
ず
、
傍
系
で
あ
る
こ
と
を
あ
る
種
隠
蔽
し

よ
う
と
す
る
よ
う
な
主
張
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
論
法
が
宗
法
と
き
わ
め
て
な

じ
み
が
良
い
の
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
大
礼
議
の
議
論
に
お
い
て
宗
法
を
引
用
し
、

皇
帝
の
系
譜
は
大
宗
、
実
父
興
献
王
の
系
譜
は
小
宗
と
み
な
せ
ば
、
実
父
は
格
下

で
あ
る
こ
と
が
強
調
で
き
る
。
宗
法
復
活
を
主
張
し
て
い
た
程
頤
や
朱
熹
も
濮
議

に
お
い
て
皇
伯
説
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
し
て
嘉
靖
大
礼
議
に
お
い
て
も
宗
法
は

皇
伯
説
サ
イ
ド
の
主
要
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。
南
京
礼
部
主
事
の
侯
廷
訓
は
宗

法
を
も
と
に
皇
伯
説
を
支
持
し
た
「
大
礼
辨
」
な
る
書
を
書
き
、
両
京
の
官
僚
ら

に
あ
ま
ね
く
送
っ
た
。
当
時
礼
部
尚
書
で
あ
っ
た
汪
俊
は
こ
の
書
を
得
て
喜
び
、

以
後
は
宗
法
を
論
拠
に
皇
伯
説
を
高
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い（
１１
）
う
。
そ
の
一
方
、

実
父
母
を
父
母
と
し
て
厚
く
礼
遇
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
説
得
的
に
示
し
た
い

と
考
え
る
側
に
と
っ
て
は
、
皇
伯
側
が
論
拠
と
し
て
引
用
し
て
く
る
宗
法
の
規
定

を
解
釈
し
な
お
し
て
立
論
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な（
１２
）
る
。
世
宗
派
に
と
っ
て
は
、

宗
法
の
再
解
釈
・
再
定
位
は
重
大
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
羅
洪
先
「
宗
論
」
全
体
の
構
成
で
あ
る
が
、
宗
論
・
上
中
下
に
は
そ
れ

ぞ
れ
主
テ
ー
マ
が
あ
る
。
些
か
乱
暴
に
ま
と
め
る
な
ら
、
上
は
宗
法
の
実
践
主
体

の
問
題
、
中
は
宗
法
に
よ
る
社
会
秩
序
の
性
格
、
下
は
現
今
の
世
に
お
け
る
宗
法

復
活
を
め
ぐ
る
問
題
、
が
そ
れ
ぞ
れ
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

章
を
あ
ら
た
め
て
、
ま
ず
、
上
中
篇
を
以
下
の
三
点
か
ら
そ
の
内
容
・
及
び
そ

の
位
置
づ
け
を
捉
え
る
こ
と
と
し
た
い
。「
宗
法
は
誰
の
た
め
の
礼
な
の
か
」「
宗

法
の
特
質
と
そ
の
機
能
」「
実
子
無
き
者
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
」。
章
ご
と
で
な
く
、

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
活
の
否
定
へ－
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こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
整
理
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
上
篇
と
中
篇
は
、
行
論
の
性

質
上
、
内
容
に
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

後
、
下
篇
の
復
活
実
践
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
り
た
い
。

二
章

宗
論
上
篇
・
中
篇
を
読
む

一
節

宗
法
は
誰
の
た
め
の
礼
な
の
か
？

宗
論
上
篇
で
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
を
端
的
に
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

本
来
宗
法
は
本
来
誰
の
た
め
の
礼
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
設
定
そ
れ
自
体
が
、
大
礼
議
で
の
議
論
の
深
ま
り
を

う
け
て
生
ま
れ
た
新
た
な
問
い
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
宋
学
以
来
、
宗
法
は
経
書

に
唯
一
記
載
の
あ
る
親
族
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
理
想
の
か
た
ち
と
み
な
さ
れ
、
本

来
的
に
は
す
べ
て
の
階
層
の
人
の
実
践
す
べ
き
礼
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
程

頤
が
宗
法
に
対
し
て
果
た
し
た
功
績
は
、
経
書
で
は
祖
先
祭
祀
に
身
分
的
限
制
が

定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
喪
服
制
度
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
す
べ
て
の

人
が
高
祖
以
下
の
四
代
祭
祀
が
可
能
だ
と
い
う
新
解
釈
を
提
示
し
て
、
庶
人
で
あ
っ

て
も
祖
先
祭
祀
を
も
と
に
宗
法
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
を
開
い
た
こ
と
に

あ
っ
た
。

た
だ
し
宋
学
で
は
宗
法
復
活
を
理
想
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
実
際
の
復
活
は
著

し
く
困
難
だ
と
言
及
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
宋
学
で
は
宗
法
を
祭
祀
権
の
嫡

長
子
継
承
法
と
認
識
し
て
い
た
が
、
世
に
は
嫡
長
子
の
優
位
を
さ
さ
え
得
る
社
会

的
な
実
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朱
子
学
の
正

統
教
学
化
に
伴
い
、
宗
法
は
実
践
す
べ
き
礼
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
は
確
固
と

し
た
も
の
に
な
り
、
社
会
に
嫡
長
子
優
位
の
実
体
が
な
い
な
か
で
、
実
際
に
宗
法

を
実
践
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
実

践
を
試
み
よ
う
と
す
る
と
、
年
長
者
や
官
僚
が
庶
系
で
あ
る
た
め
に
礼
的
に
下
位

に
な
る
一
方
、
年
少
者
や
布
衣
の
者
が
嫡
長
子
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
宗
子
を
務

め
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
現
実
感
覚
的
な
社
会
秩
序
と
宗
法
理
念
が

一
致
し
な
い
、
と
い
う
事
態
が
当
然
生
じ
る
。
身
分
制
が
存
在
せ
ず
社
会
階
層
間
の

流
動
性
の
高
い
伝
統
中
国
社
会
に
お
い
て
、
あ
き
ら
か
に
宗
法
は
不
適
合
だ
っ
た
。

そ
の
点
に
切
り
込
ん
で
論
じ
た
人
物
が
こ
れ
ま
で
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
胡
翰
（
一
三
〇
七
―
一
三
八
一
）
は
、
宗
法
と
は
采
邑
を
も
つ
公
族
の

卿
大
夫
の
た
め
の
礼
だ
と
断
定
し
た
う
え
で
、
身
分
の
上
昇
下
降
が
あ
っ
た
ば
あ

い
宗
法
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
等
様
々
な
疑
念
を
呈
し
た
上

で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
後
世
で
は
宗
法
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
宋
儒
が
往
々

と
し
て
小
宗
の
法
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
、
今
の
士
庶
人
の
家
で
祭
祀
に
宗
法

を
用
い
る
者
が
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
礼
に
合
し
て
い
る
の
か
。
古
の
卿
大

夫
の
礼
を
今
の
士
庶
人
が
実
践
し
よ
う
と
す
る
の
は
僭
越
で
は
な
い
の
か
」
（
１３
）。
こ
の

胡
翰
の
所
説
で
は
、
宗
法
と
は
本
来
誰
の
た
め
の
礼
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
法
を
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
礼
で
あ
る
と
み
な
し

た
宋
学
的
解
釈
の
相
対
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
明
代
当
時
、
胡
翰
の
よ
う
な
思
惟
方
式
は
お
そ
ら
く
は
特
異
で
あ
っ
た
。

宗
法
が
現
実
の
社
会
・
現
実
の
社
会
規
範
と
整
合
的
で
な
い
こ
と
は
、『
朱
子
家
礼
』

の
社
会
へ
の
普
及
の
最
大
の
功
労
者
・
丘
濬
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
丘
濬

は
『
朱
子
家
礼
』
を
実
践
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
べ
く
『
家
礼
儀
節
』
を
著
し
た
。

こ
の
『
家
礼
儀
節
』
は
非
常
に
普
及
し
、
こ
れ
こ
そ
が
『
朱
子
家
礼
』
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
誤
解
も
広
が
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
の
『
家
礼
儀
節
』

で
は
『
朱
子
家
礼
』
に
み
ら
れ
る
宗
法
す
な
わ
ち
祭
祀
権
の
嫡
長
子
継
承
の
規
定
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は
本
文
か
ら
削
除
し
ま
と
め
て
付
録
化
す
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
い（
１４
）
る
。
つ

ま
り
丘
濬
は
、
宗
法
は
実
践
不
可
能
で
あ
り
将
来
的
な
努
力
目
標
に
す
ぎ
な
い
と

し
て
、
棚
上
げ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
法
は
現
実
に
実
践
出
来
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
は
す
る
が
、
し
か
し
す
べ
て
の
人
が
踏
み
行

う
べ
き
理
念
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
自
体
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
宗

法
理
念
は
、
理
念
と
現
実
の
分
離
と
棲
み
分
け
と
い
う
思
考
様
式
を
と
る
限
り
に

お
い
て
は
安
泰
で
あ
っ
た
。

し
か
し
理
念
と
現
実
と
い
う
図
式
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
大
礼
議
に

お
け
る
所
謂
世
宗
派
の
人
士
で
あ
っ
た
。
宗
法
を
万
人
の
理
想
の
礼
で
あ
る
と
い

う
位
置
づ
け
が
あ
る
か
ぎ
り
、
大
礼
議
に
お
い
て
皇
伯
説
に
有
利
な
宗
法
理
念
が

根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
世
宗
派
と
し
て
は
、
経
書
の
記

載
を
尊
重
し
つ
つ
も
大
礼
議
に
お
い
て
宗
法
を
適
用
さ
せ
な
い
と
い
う
新
解
釈
が

必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た
視
点
が
、
そ
も
そ
も
宗
法
と
は
天
子
が
行
う

べ
き
礼
で
は
な
い
、
宗
法
の
実
践
主
体
は
一
部
の
身
分
の
人
に
限
ら
れ
て
い
た
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
世
宗
派
人
士
の
な
か
で
、
こ
の
点
に
対
し
最
も
深
い
議
論

を
残
し
て
い
る
黄
綰
の
所
論
を
み
て
み
よ
う
。

諸
侯
は
天
子
を
祖
先
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
大
夫
は
諸
侯
を
祖
先
と
す
る
こ

と
は
な
い
。（
だ
か
ら
）
天
子
に
宗
は
な
い
し
、
諸
侯
も
宗
は
な
い
。
宗
が
あ

る
と
い
う
の
は
大
夫
士
庶
人
の
事
で
あ
る
。
天
子
諸
侯
は
皆
た
だ
一
人
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
宗
を
治
め
る
た
め
で
、（
族
人
た
ち
と
）
宗
を
と
も
に
す
る
こ

と
は
な
い
。
・・・・
つ
ま
り
宗
法
を
立
て
た
の
は
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
道

具
と
し
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
祖
先
を
尊
ぶ
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ

て
、
其
の
宗
を
敬
っ
て
其
の
族
を
収
め
さ
せ
、
こ
う
し
て
統
治
は
容
易
に
な
っ

た
。
と
す
れ
ば
天
子
諸
侯
の
身
に
ど
う
し
て
大
宗
小
宗
な
ど
と
い
う
こ
と
が

あ
ろ
う
か
。（
天
子
諸
侯
を
）
大
夫
士
庶
人
と
ど
う
し
て
同
列
に
論
じ
ら
れ
る

だ
ろ
う（
１５
）
か
。

こ
の
よ
う
に
黄
綰
は
『
礼
記
』
の
別
子
の
規
定
を
根
拠
に
し
て
天
子
諸
侯
を
宗

法
実
践
主
体
か
ら
外
し
た
。
天
子
が
そ
も
そ
も
宗
法
を
行
う
べ
き
階
層
で
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
礼
議
の
論
争
の
さ
い
、
世
宗
派
に
と
っ
て
不
利
な
宗
法

概
念
を
排
除
で
き
る
。
そ
し
て
黄
綰
は
宗
法
の
機
能
・
性
格
に
つ
い
て
も
新
見
解

を
提
示
し
た
。「
宗
法
と
は
、
天
子
諸
侯
が
天
下
の
人
々
を
治
め
る
為
の
道
具
で
あ

る
」、
と
、
宗
法
を
被
支
配
者
の
親
族
組
織
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
宗
法
が
そ
も

そ
も
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
天
子
・
諸
侯
な
ど
支
配

者
側
の
個
人
が
宗
法
原
理
に
拘
束
さ
れ
る
の
は
不
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
黄
綰
の
宗
法
解
釈
は
た
し
か
に
非
常
に
斬
新
で
あ
り
、
大
礼
議
に
お
け
る

内
閣
派
へ
の
有
効
な
一
撃
と
な
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
新
解
釈
に
お
い
て
、
宗
法
こ
そ
が
理
想
の
親
族
法
だ
と
い
う
宋
学

以
来
の
宗
法
理
解
を
超
越
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
黄
綰
の
所
説
で
宗
法
実
践
対

象
か
ら
外
れ
た
の
は
天
子
と
諸
侯
だ
け
で
あ
っ
て
、
天
下
に
生
き
る
人
々
全
体
か

ら
み
れ
ば
極
め
て
少
数
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
天
下
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
に
と
っ

て
、
宗
法
は
共
有
さ
れ
実
践
さ
れ
る
べ
き
親
族
法
・
親
族
倫
理
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
黄
綰
の
宗
法
新
解
釈
を
、
さ
ら
に

一
歩
進
め
た
の
が
、
羅
洪
先
「
宗
論
」
な
の
で
あ
っ
た
。

羅
洪
先
は
「
宗
法
は
誰
の
た
め
の
礼
な
の
か
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
宗
法

と
は
い
に
し
え
の
公
族
、
す
な
わ
ち
諸
侯
の
同
族
の
卿
大
夫
の
あ
い
だ
に
の
み
行

わ
れ
た
礼
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
つ
ま
り
諸
侯
や
天
子
の
み
な
ら
ず
天

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－
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下
の
人
口
の
圧
倒
的
大
多
数
を
占
め
る
庶
人
に
つ
い
て
も
、
宗
法
の
実
践
主
体
で

は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

宗
法
は
『
礼
記
』
の
喪
服
小
記
と
大
伝
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る
。「
君
に
合
族
の
道
有
り
、
族
人
以
て
其
の
戚
を
以
て
君
に

戚
づ
く
こ
と
を
得
ず
。
位
あ
れ
ば
な
り
」。
こ
れ
は
お
も
う
に
、
諸
侯
は
宗
と

は
関
係
を
絶
ち
、
族
人
た
ち
と
同
類
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
諸
侯
以
上
に
は
宗
法
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
「
別
子
祖
と
為
す
、
別
を
継
ぐ
を
宗
と
為
す
、
禰
を
継
ぐ
を
小

宗
と
為
す
、
其
の
継
別
子
の
よ
り
て
出
づ
る
所
を
宗
と
す
る
は
、
百
世
不
遷

な
り
、
其
の
継
高
祖
者
を
宗
と
す
る
は
五
世
な
れ
ば
す
な
わ
ち
遷
る
な
り
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
法
は
公
族
の
卿
大
夫
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
と
い

う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
諸
侯
が
初
め
て
封
建
さ
れ
る
場
合
、
人
民
社

稷
が
ま
か
さ
れ
、
朝
覲
・
聘
享
・
祭
祀
・
省
助
な
ど
の
政
務
が
あ
り
、
自
然

の
な
り
ゆ
き
と
し
て
自
ら
そ
の
宗
を
ひ
き
い
て
治
め
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
公
族
は
統
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
国
内
の
人
々
を
治
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
諸
侯
は
宗
と
は
関
係
を
絶
っ
て
お
り
、
大
夫
は
（
諸
侯
を
）

祖
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
宗
法
を
設
け
て
こ
れ
を
繋
い
だ
の
で

あ
る
。「
別
子
」
と
は
始
め
て
封
じ
ら
れ
、
始
め
て
こ
こ
に
徙
っ
て
き
た
諸
侯

の
嫡
次
子
で
あ
り
、「
別
を
継
ぐ
者
」
と
は
嫡
次
子
の
世
嫡
の
こ
と
で
あ
る
。

・・・・
宗
法
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
庶
人
以
下
に
は
宗
法
が

な
い
こ
と
も
さ
ら
に
わ
か
る
で
あ
ろ（
１６
）
う
。

諸
侯
に
は
政
務
が
あ
り
自
ら
の
族
人
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
自

ら
の
族
人
た
ち
に
自
治
を
さ
せ
た
法
が
宗
法
だ
、
と
い
う
解
釈
が
こ
こ
で
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
法
が
特
定
の
階
層
に
限
定
さ
れ
た
礼
な
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
階
層
自
体
が
消
滅
し
て
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
礼
自
体
が
消
滅
す
る
の

も
当
然
だ
、
と
い
う
認
識
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
彼
は
言
う
。「
い
に

し
え
の
制
度
は
廃
れ
、
貴
賤
は
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
時
の
趨
勢
と
し

て
宗
法
は
復
活
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い（
１７
）」。

こ
の
よ
う
な
地
点
ま
で
主
張
を
先
鋭
化
で
き
た
の
は
、
宗
法
の
実
践
主
体
か
ら

天
子
諸
侯
だ
け
で
な
く
庶
人
を
外
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
黄
綰
の
議

論
か
ら
わ
ず
か
一
歩
す
す
め
た
だ
け
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
一
歩
」
に
よ
っ

て
、
宗
法
を
実
践
す
る
の
は
わ
ず
か
に
公
族
の
大
夫
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ

た
人
々
の
み
と
な
り
、
そ
の
他
の
世
の
中
の
圧
倒
的
大
多
数
の
人
々
は
、
宗
法
の

実
践
主
体
で
は
な
く
な
っ
た
。
天
下
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
共
有
さ
れ
な

い
礼
を
人
倫
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

宋
学
の
解
釈
に
馴
染
ん
だ
目
か
ら
は
、
羅
洪
先
の
所
論
は
奇
矯
に
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
羅
洪
先
は
特
に
策
を
弄
す
る
よ
う
な
奇
矯
な
解
釈
を
行
っ
て

は
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
「
別
子
」
や
「
公
子
」
に
つ
い
て
の
鄭
玄
ら
の
古
注
疏
に

忠
実
に
則
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
羅
洪
先
は
古
註
に
復
帰
す
る
こ
と
で
、
盤
石

か
に
み
え
た
宋
学
の
「
人
倫
と
し
て
の
宗
法
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
否
定
し
た
こ

と
に
な
る
。

こ
の
羅
洪
先
に
よ
る
宋
学
の
宗
法
解
釈
の
超
越
は
、
大
礼
議
に
お
け
る
礼
論
の

進
展
と
そ
の
継
承
な
く
し
て
は
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
経
書
と
漢
注

へ
の
回
帰
と
い
う
清
朝
考
証
学
に
連
な
る
姿
が
、
明
代
中
期
の
陽
明
学
者
の
礼
学

説
の
な
か
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
事
柄
で
あ

ろ
う
。
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二
節

宗
法
の
特
質
と
そ
の
機
能

前
節
で
述
べ
た
通
り
、
羅
洪
先
は
宗
法
を
公
族
つ
ま
り
諸
侯
の
同
族
に
限
定
さ

れ
た
制
度
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
宗
法
の
機
能
お
よ
び
特
質
に
つ
い
て
の
解

釈
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
族
限
定
の
制
度
と
い
う
前
提
の
も
と
で
提
起
さ

れ
て
い
る
。

宗
法
が
公
族
限
定
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
の
圧
倒
的
大
部
分
の
人

は
宗
法
を
実
践
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

古
の
世
は
理
想
的
な
秩
序
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
彼
は

い
う
。お

も
う
に
、
天
子
諸
侯
と
は
、
人
を
統
べ
る
者
で
あ
る
。「
五
宗
」
と
い
う
言

い
方
に
あ
て
は
ま
る
存
在
で
は
な
い
。
庶
人
は
人
に
統
べ
ら
れ
る
者
で
あ
る
。

「
比
閭
族
党
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。「
刑
は
大
夫
に
上
が

ら
ず
」
で
あ
る
の
で
、
の
ち
に
前
も
っ
て
礼
に
よ
っ
て
統
御
し
た
の
だ
。
だ

か
ら
「
宗
法
は
公
族
の
大
夫
の
た
め
に
設
け
た
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ（
１８
）
る
。

・・・
だ
か
ら
大
宗
が
後
を
立
て
る
の
は
、
族
を
収
め
る
た
め
で
あ
る
。
族
を
収

め
る
と
は
祖
を
尊
ぶ
た
め
で
あ
る
。
祖
を
尊
ぶ
と
は
、
先
祖
の
忘
れ
形
見
を

刑
罰
に
処
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
宗
法
を
か
か
げ
て
治
め
る
の
で
あ

（
１９
）
る
。

天
子
諸
侯
は
自
身
が
統
治
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
法
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

庶
人
は
法
や
刑
罰
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、「
比
閭
」（『
周
礼
』
地
官

大
司
徒
）「
族
党
」（『
左
伝
』
襄
公
二
十
三
年
）
と
表
現
さ
れ
る
い
さ
さ
か
の
集
団

性
を
も
つ
地
縁
血
縁
の
組
織
に
属
し
、
そ
れ
は
宗
法
組
織
に
は
属
さ
な
い
。
大
夫

に
は
法
に
よ
る
刑
罰
を
加
え
な
い
定
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
刑
罰
を
行
使
で
き

な
い
大
夫
階
層
に
あ
る
人
々
を
お
さ
め
る
た
め
に
、
宗
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
刑
不
上
大
夫
」（『
礼
記
』
曲
礼
）
が
引
用
さ
れ

る
反
面
で
、
そ
の
対
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
礼
不
下
庶
民
」（『
礼
記
』
曲
礼
）
は
引

用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
庶
人
に
宗
法
と
い
う
礼
治
で
な
く
刑
罰
で
治
め
る
と
す
る

と
い
う
そ
の
主
張
内
容
は
、
明
ら
か
に
「
礼
不
下
庶
民
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

つ
ま
り
公
族
に
お
け
る
宗
法
と
は
、
庶
人
階
層
に
お
け
る
法
・
刑
罰
に
相
当
す

る
よ
う
な
、
族
人
統
治
の
た
め
の
具
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
羅
洪
先
の

宗
法
イ
メ
ー
ジ
に
は
「
支
配
」「
統
治
」
的
な
意
味
合
い
が
非
常
に
色
濃
い
こ
と
が

理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
宗
論
」
に
は
、
宗
法
を
「
支
配
」「
統
治
」
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
付
与
す
る
た
め
の
新
解
釈
が
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

羅
洪
先
は
「
宗
子
は
君
道
あ
り
」
と
い
う
語
を
宗
法
の
根
幹
を
な
す
内
容
を
表

す
と
し
て
強
調
し
た
。
そ
し
て
そ
の
証
と
し
て
、
族
人
が
大
宗
の
宗
子
に
対
す
る

服
が
、
天
子
諸
侯
に
対
す
る
服
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
大

宗
の
宗
子
が
死
去
し
た
際
に
族
人
が
着
る
喪
服
や
服
喪
規
定
が
君
主
が
死
去
し
た

際
に
民
が
着
る
喪
服
や
服
喪
期
間
の
規
定
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
宗
子

と
そ
の
他
族
人
と
の
間
に
、
君
主
と
民
と
の
間
の
よ
う
な
支
配
―
被
支
配
の
関
係

を
看
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

礼
経
を
し
ら
べ
る
と
、「
大
宗
子
の
喪
に
服
す
る
場
合
は
、
五
服
内
の
親
族
は

邦
人
と
同
じ
よ
う
に
月
算
す
る（
２０
）

」
と
あ
る
。
月
算
と
は
服
の
月
数
の
こ
と
で

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－
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あ
る
。
邦
人
と
は
五
服
外
の
者
の
こ
と
を
い
う
。
宗
子
お
よ
び
そ
の
母
と
妻

に
対
し
て
喪
に
服
す
る
場
合
に
は
、（
一
族
の
）
丈
夫
も
婦
人
も
す
べ
て
齊
衰

三
月
で
あ
る
。
五
服
内
の
親
族
は
、
月
数
は
五
服
に
従
う
が
、
制
服
は
邦
人

に
従
う
こ
と
と
し
、
三
月
か
ら
期
に
至
る
ま
で
、
関
係
が
遠
い
者
で
も
近
い

も
の
で
も
、
み
な
齊
衰
と
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
。
大
夫
は
傍
系
親
族
に
対
し

て
は
み
な
喪
を
一
等
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
宗
子
に
対
す
る
齊
衰

三
月
と
い
う
喪
に
つ
い
て
は
降
す
こ
と
は
し
な
い
。
何
と
尊
ん
で
い
る
こ
と

か
。
庶
人
が
国
君
の
た
め
の
服
喪
、
畿
内
の
民
が
天
子
の
た
め
に
す
る
服
喪

は
、
齊
衰
三
月
で
あ
っ
て
、
邦
人
が
宗
子
の
た
め
に
服
と
同
じ
で
あ
る
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、「
宗
子
は
君
道
あ
り
」
だ
か
ら
、
こ
の
義
に
な
ら
っ
て
い
る

の（
２１
）
だ
。

さ
ら
に
、
宗
法
に
付
与
さ
れ
た
強
い
「
支
配
」「
統
治
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
統
」

と
い
う
語
に
き
わ
め
て
政
治
性
の
高
い
解
釈
が
施
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

義
と
は
何
か
。「
統
を
尊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
子
や
国
君
は
世
の
人
々

を
統
べ
る
。
世
人
は
こ
の
統
が
な
け
れ
ば
治
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
世

統
」
と
い
う
の
だ
。
世
統
と
は
、
尊
い
こ
と
こ
の
う
え
な
く
、
所
謂
「
尊
者

尊
統
於
上
」
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
子
は
宗
人
を
統
べ
、
宗
人
は
こ
の
統
で
な

け
れ
ば
治
ま
ら
な
い
、
だ
か
ら
こ
れ
を
宗
統
と
い
う
の
で
あ
る
。
宗
統
と
は

尊
い
こ
と
至
上
で
あ
り
、
所
謂
「
卑
者
尊
統
於
下
」（
原
文
マ
マ
）
の
こ
と
で

あ（
２２
）
る
。

ま
た
「
尊
者
尊
統
於
上
、
卑
者
尊
統
於
下
（
原
文
マ
マ
）、
大
宗
は
尊
の
統
、

大
宗
は
収
族
す
る
者
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
も
う
に
そ
の
言
う
こ
こ

ろ
と
は
、
尊
で
あ
っ
て
上
で
統
べ
る
の
は
君
主
で
あ
り
、
宗
子
は
収
族
し
、

下
で
統
べ
、
君
道
が
あ（
２３
）
る
。

こ
こ
に
は
羅
洪
先
の
独
特
な
解
釈
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、「
世
統
」
と
い
う
語
の
解
釈
で
あ
る
。
羅
洪
先
は
「
世
の
人
々
を
統
べ
る

こ
と
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
従
来
の
解
釈
と
比
べ
る
と
相
当
に
異
色
な
政

治
性
の
強
い
解
釈
で
あ
る
。

「
世
統
」
の
語
の
用
例
と
し
て
、『
漢
書
』
溝
洫
志
に
お
け
る
「
譜
」
字
に
対
す

る
如
淳
注
「
世
統
、
譜
諜
」
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う（
２４
）
に
、�
代
々
の
継
承
の

系
統
�
と
い
う
意
味
あ
い
が
あ
る
。「
世
」
に
代
々
、「
統
」
に
系
統
、
の
意
味
を

見
て
取
る
も
の
で
あ（
２５
）
る
。
あ
る
い
は
、「
統
」
を
統
治
の
意
で
用
い
、「
代
々
統
治
・

統
率
す
る
」
と
い
う
義
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
用
法
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、「
世
」
の
字
で
代
代
の
継
承
性
と
い
う
意
味
合
い
は
担
保
さ
れ
て
い（
２６
）
る
。
こ
う

い
っ
た
従
来
の
用
法
に
み
ら
れ
た
「
祖
先
か
ら
の
代
代
の
継
承
」
と
い
う
意
義
は

羅
洪
先
に
お
い
て
は
徹
底
し
て
排
除
さ
れ
、「
世
統
」
で
「
世
の
人
々
を
統
治
す
る
」

と
い
う
解
釈
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
語
順
的
に
も
相
当
に
無
理
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
無
理
な
解
釈
を
敢
え
て
し
た
の
は
、
社

会
全
体
の
統
治
と
い
う
側
面
を
強
調
し
、
宋
学
以
来
継
承
さ
れ
て
き
た
祖
先
か
ら
の

タ
テ
の
継
承
の
系
譜
・
系
統
と
い
う
意
味
合
い
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。

つ
ぎ
に
「
尊
者
尊
統
於
上
」「
卑
者
尊
統
於
下
」
に
も
、
非
常
に
異
色
な
解
釈
が

施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
語
句
の
正
確
な
典
拠
は
「
尊
者
尊
統
上
、
卑
者
尊
統
下
」（『
儀
礼
』
喪
服

子
夏
伝
）
で
あ
り
、「
於
」
の
字
は
羅
洪
先
が
独
自
に
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
本
来
の
典
拠
で
あ
る
「
尊
者
尊
統
上
、
卑
者
尊
統
下
」
と
い
う
経
文
に
対

し
、
古
注
や
新
注
で
は
、「
上
」「
下
」
の
語
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
遠
」「
近
」
の

意
に
解
し
て
き
た
。
古
註
を
み
て
み
よ
う
。「
天
子
諸
侯
は
四
親
廟
以
外
に
も
始
祖

ま
で
を
も
祭
っ
て
お
り
、
統
（
出
自
の
系
譜
）
を
尊
ぶ
こ
と
が
遠
い
世
代
ま
で
及

ん
で
い
る
。
大
夫
は
（
曾
祖
・
祖
父
・
父
の
）
三
廟
、
適
士
は
（
祖
父
・
父
の
）

二
廟
、
中
下
士
は
父
の
一
廟
。
こ
れ
が
身
分
の
低
い
者
は
統
（
出
自
の
系
譜
）
を

尊
ぶ
の
が
近
い
世
代
ま
で
と
い
う
こ
と（
２７
）
だ
。」
こ
の
よ
う
に
「
上
」
を
「
遠
」、「
下
」

を
「
近
」
と
す
る
解
釈
は
、
朱
熹
『
儀
礼
経
伝
通
解
』
や
陳
祥
道
『
礼
書
』
と
い
っ

た
宋
代
の
注
釈
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
、
羅
洪
先
宗
論
に
お
い
て
は
従
来
と
は
全
く
異
な
る
解
釈
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
本
来
の
経
文
に
対
し
て
「
於
」
の
字
を
つ
け
加
え
た
う
え
で
、「
於
上
」

を
上
（
の
階
層
）
に
お
い
て
、「
於
下
」
を
下
（
の
階
層
）
に
お
い
て
、
と
解
し
て

い
る
。
そ
し
て
統
の
語
は
、
出
自
の
系
譜
で
は
な
く
、
統
率
、
支
配
と
い
っ
た
意

味
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
天
子
諸
侯
は
世
の
人
々
を
治
め
、
上
で
統
治
す
る
。

天
子
諸
侯
の
下
に
い
る
公
族
卿
大
夫
は
下
で
族
人
を
治
め
、
下
で
統
治
す
る
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

羅
洪
先
は
経
書
の
文
章
を
修
正
し
て
ま
で
「
統
治
・
支
配
」
イ
メ
ー
ジ
を
奇
矯

と
も
い
え
る
ほ
ど
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
突
如
飛

び
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
こ
れ
も
大
礼
議
世
宗
派
の
議
論
の
継
承
の
上

に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

世
宗
派
の
中
心
人
物
、
張
聰
の
所
論
を
み
て
み
よ
う
。

統
と
は
、
帝
王
が
代
々
の
位
を
継
承
し
て
い
く
順
序
で
あ
っ
て
、
嗣
と
い
え

ば
必
ず
父
子
一
体
の
親
で
あ
る
。
統
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
倫
序
は
そ
の
時
々

で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
嗣
と
い
え
ば
、
天
恩
で
あ
っ
て
無
理
に
関
係
を

作
る
こ
と
は
で
き
な（
２８
）
い
。

こ
の
張
聰
の
「
統
と
嗣
は
異
な
る
」
と
い
う
主
張
は
、
新
田
氏
が
「
皇
帝
継
承

か
ら
父
子
継
承
を
切
り
離
し
た
」
と
し
て
礼
学
史
上
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ（
２９
）
る
。

統
と
嗣
の
弁
別
を
説
く
の
は
、
皇
帝
継
承
と
父
子
関
係
と
は
別
で
、
父
子
関
係
が

な
く
と
も
皇
帝
継
承
は
成
立
す
る
こ
と
を
説
く
た
め
の
革
新
的
な
議
論
だ
っ
た
。

張
聰
に
お
い
て
は
、「
統
」
か
ら
父
子
継
承
の
意
が
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

「
大
統
」
は
純
粋
に
皇
帝
権
力
の
継
承
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
り
、
よ
り
強

い
政
治
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
羅
洪
先
の
「
統
」
の
用
法
は
、
父
子

継
承
の
意
を
廃
し
た
「
政
治
権
力
の
継
承
」
と
い
う
張
聰
の
語
釈
を
う
け
つ
ぎ
つ

つ
、
さ
ら
に
「
継
承
」
と
い
う
意
ま
で
を
も
分
離
し
、「
統
」
の
語
に
政
治
的
行
為
・

政
治
的
権
力
―
支
配
と
統
率
に
純
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

羅
洪
先
は
こ
の
よ
う
に
政
治
的
意
味
を
強
固
に
持
た
せ
た
「
統
」
の
字
を
用
い
て

宗
法
を
表
現
し
て
「
宗
統
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

羅
洪
先
が
打
ち
出
し
て
い
る
宗
法
観
は
、
宗
族
の
結
合
結
集
と
そ
の
相
互
扶
助

と
い
っ
た
宗
族
史
研
究
者
が
強
調
し
て
き
た
見
方
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
羅
洪
先
が
宗
法
に
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
水
平
的
な
親
族
の
結
合
で
は
な

く
、
支
配
―
被
支
配
の
タ
テ
の
人
間
関
係
な
の
で
あ
る
。

三
節

「
実
子
な
き
者
の
継
承
」
を
め
ぐ
っ
て

本
節
で
取
り
上
げ
る
「
実
子
な
き
者
の
継
承
」
と
い
う
問
題
は
、
濮
議
・
大
礼

議
が
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
直
接
の
原
因
で
あ
る
だ
け
に
、
入
念

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
活
の
否
定
へ－

三
二



に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
即
し
、
各
階
層
の
権
力
の
そ
れ
ぞ
れ

の
特
質
も
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
。

【
宗
法
の
実
践
階
層
で
あ
る
公
族
の
大
夫
の
場
合
】

公
族
の
大
夫
で
あ
り
、
か
つ
大
宗
の
宗
子
に
実
子
が
無
い
場
合
は
「
為
後
」
の

礼
が
適
用
さ
れ
、
傍
系
か
ら
継
承
者
が
迎
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
経
文

の
規
定
上
否
定
し
え
な
い
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
羅
洪
先
は
、
後
と
な
っ
た
後
継

者
と
、
後
と
な
る
対
象
者
（
所
後
）
と
の
間
の
関
係
性
に
対
し
て
、
独
自
な
解
釈

を
行
っ
て
み
せ
る
。
立
て
ら
れ
た
継
承
者
は
、
特
定
の
個
人
の
子
と
な
っ
た
の
で

は
な
く
、
以
前
に
没
し
た
祖
先
全
員
の
た
め
の
継
承
者
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

祖
を
尊
ぶ
か
ら
こ
そ
宗
を
敬
う
。
宗
を
敬
う
か
ら
こ
そ
、
後
と
な
っ
た
者
に

対
し
て
は
、（
本
来
の
）
齊
衰
か
ら
斬
衰
へ
と
服
を
増
し
、
三
月
か
ら
三
年
と

長
く
す
る
。
尊
の
至
り
だ
。
だ
か
ら
族
人
に
支
子
が
い
れ
ば
、
そ
の
子
を
み

だ
り
に
わ
が
も
の
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。「
こ
れ
は
吾
が
先

祖
に
よ
っ
て
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
地
位
で
あ
っ
て
、
私
個
人
が
尊
重
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
」。
宗
が
あ
っ
て
こ
そ
族
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
、
宗
廟
を
荘

厳
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
吾
が
亡
父
、
祖
父
、
曾
祖
、
高
祖
は
み
な
こ
れ

に
従
っ
て
（
そ
の
地
位
を
）
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
愛
さ
れ
た
の

で
は
な
い
。
だ
か
ら
人
後
と
な
る
も
の
は
所
後
を
父
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ

る
。
・・・
後
と
な
る
の
は
た
だ
彼
（
所
後
）
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
お
も
う
に

祖
の
た
め
な
の
だ
。
祖
の
た
め
な
の
で
あ
る
か
ら
、
所
後
は
子
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。
し
か
し
自
分
も
ま
た
実
父
の
た
め
に
斬
の
喪
に
服
せ
な

い
の
は
、
至
公
の
心
、
聖
人
が
自
ら
決
定
し
た
も
の
で
あ（
３０
）
る
。

後
継
者
を
お
く
こ
と
は
す
る
が
、
後
継
と
な
っ
た
者
は
後
継
の
対
象
者
を
父
と

は
よ
ば
な
い
、
と
い
う
主
張
は
、
実
父
た
る
興
献
王
を
伯
父
と
称
呼
す
る
こ
と
を

主
張
し
た
大
礼
議
内
閣
派
へ
の
反
駁
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
羅

洪
先
に
お
い
て
は
、
宗
法
は
公
族
の
大
夫
の
み
の
礼
で
あ
る
と
し
て
、
皇
帝
の
系

譜
が
問
題
と
な
る
大
礼
議
の
議
論
か
ら
宗
法
は
除
外
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
宗
法
を
引
用
し
た
と
し
て
も
内
閣
派
の
所
論

は
誤
り
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
公
族
の
大
夫
で
あ
っ
て
も
小
宗
に
属
す
る
者
で
、
実
子
が
な
い
と
い
う
ケ
ー

ス
で
は
ど
う
か
。
羅
洪
先
は
小
宗
で
あ
れ
ば
後
が
な
く
て
も
よ
い
の
だ
と
主
張
し
、

さ
ら
に
後
が
な
い
者
の
死
後
の
祭
祀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

小
宗
で
は
後
を
た
て
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
自
然
な
な
り
ゆ
き
と
し
て
そ
う

な
の
だ
。
・・・・（
後
の
無
い
者
は
）
喪
礼
は
親
族
に
よ
っ
て
主
ら
れ
、
祭
礼
時

は
祖
に
�
祭
さ
れ
る
。
後
な
ぞ
無
い
。
大
夫
・
士
の
ば
あ
い
は
「
置
後
」
と

い
う
扱
い
に
す
る
。
置
後
と
は
、
か
り
に
大
夫
士
の
礼
を
行
う
の
で
あ
る
が
、

思
う
に
そ
の
喪
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
に
は
爵
は
な
い
。
男
は
同
姓
を
主
と
し
、

女
は
異
姓
を
主
と
し
、
み
な
親
族
で
あ
る
。
廟
は
高
祖
を
継
ぐ
者
が
絶
え
れ

ば
曽
を
継
ぐ
者
が
主
祭
す
る
。
曽
祖
を
継
ぐ
者
が
絶
え
れ
ば
祖
を
継
ぐ
者
が

主
祭
す
る
。
祖
を
継
ぐ
者
が
絶
え
れ
ば
禰
を
継
ぐ
者
が
主
祭
す
る
。
禰
を
継

ぐ
者
は
祖
に
�
祭
す
る
。
祖
を
継
ぐ
者
は
曽
祖
に
�
祭
し
、
曽
を
継
ぐ
者
は

高
祖
に
�
祭
す
る
の
で
、
皆
そ
の
祖
と
な
る
。
こ
れ
を
す
て
て
必
ず
「
為
後
」

を
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
財
産
家
屋
を
ね
ら
っ
て
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
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し
て
い
る
の
だ
。
識
者
で
あ
れ
ば
深
く
恥
じ
て
し
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
庶

子
昆
弟
な
ど
傍
親
で
頼
り
に
で
き
る
人
を
持
た
な
い
者
は
み
な
う
か
が
い
ね

ら
っ
て
そ
の
禍
を
さ
い
わ
い
な
こ
と
と
し
、
自
分
勝
手
な
利
益
追
求
の
糸
口

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
聖
人
の
必
ず
禁
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

教
訓
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
小
宗
で
後
無
き
者
は
絶
と
す
べ
き
だ
、

聖
人
の
忍
び
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
勢
と
し
て
そ
う
な
の
だ
と
い
う
の（
３１
）
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
小
宗
で
あ
る
の
に
後
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
は
財
産
狙
い
に
他

な
ら
ず
、
恥
ず
べ
き
行
為
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
�
小
宗
で
後
の
無

い
者
は
断
絶
と
す
べ
き
だ
�
と
は
相
当
に
強
硬
な
言
い
ぶ
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

後
継
が
無
け
れ
ば
死
後
の
祭
祀
が
う
け
ら
れ
な
い
た
め
に
鬼
神
が
饑
え
て
し
ま
う

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
�
祭
す
な
わ
ち
位
牌
を
他
の
祖
先
の
位
牌
の
横
に
つ

け
置
い
て
、
合
わ
せ
祭
っ
て
も
ら
う
方
法
を
と
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
の
�
祭
と
い
う
方
法
は
、
実
は
『
朱
子
家
礼
』
に
お
い
て
無
後
の

者
の
祭
祀
法
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
段
に
奇
矯
な
主
張
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
『
朱
子
家
礼
』
に
お
い
て
�
祭
の
規
定
は
明
記
さ

れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
認
識
が
一
般
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ

る
。『
朱
子
家
礼
』
は
宗
法
を
根
幹
原
理
と
し
て
お
り
、
大
宗
で
あ
ろ
う
と
小
宗
で

あ
ろ
う
と
嫡
長
子
庶
子
ふ
く
め
す
べ
て
の
人
が
子
孫
か
ら
祭
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
宗
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
礼
全
体
の
文
脈
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
無
後
で
亡

く
な
っ
た
者
と
い
う
の
は
夭
折
し
た
者
と
同
じ
よ
う
な
存
在
で
、
や
む
を
得
な
い

憐
れ
む
べ
き
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
朱
子
家
礼
』
の
な
か
で
の
�
祭
と
は
、
そ

う
い
っ
た
憐
れ
む
べ
き
無
後
の
者
に
対
し
て
若
干
の
祭
祀
を
行
う
規
定
が
作
ら
れ

た
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
来
的
に
は
後
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
無
後
者
に
対
し
て
後
を
立
て
な
い
こ
と
こ
そ
が
正
し
い
の
だ
と
い

う
認
識
は
出
て
き
に
く
い
。

そ
れ
に
対
し
、
羅
洪
先
は
小
宗
に
属
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
無
後
者
に
対
し
て
後

は
お
か
な
い
の
が
礼
だ
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
う
え
で
は
、
宗

法
実
践
主
体
で
あ
る
公
族
で
あ
っ
て
も
、
大
宗
の
宗
子
一
名
以
外
そ
の
他
す
べ
て
、

つ
ま
り
公
族
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
無
後
の
ば
あ
い
後
は
立
て
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
後
を
た
て
る
と
い
う
礼
に
つ
い
て
は
能
う
か
ぎ
り
全
否
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
宋
学
で
重
ん
じ
た
祭
祀
の
継
承
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
著
し

い
懐
疑
と
、
現
実
に
横
行
し
て
い
る
礼
に
名
を
か
り
た
骨
肉
の
財
産
争
い
と
い
う

現
状
に
対
し
、
著
し
く
批
判
的
な
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

【
天
子
諸
侯
で
後
の
無
い
場
合
】

天
子
や
諸
侯
は
、
統
治
の
重
責
を
担
っ
て
い
る
身
で
あ
る
の
で
、
通
常
に
考
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
無
後
の
場
合
後
継
の
者
を
必
ず
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
羅
洪
先
は
、
こ
こ
で
も
後
を
立
て
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
天
子
諸
侯
は
継

承
さ
れ
る
も
の
が
重
大
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
後
と
は
い
わ
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。天

子
諸
侯
に
つ
い
て
後
を
言
わ
な
い
の
は
、
さ
ら
に
重
大
だ
か
ら
で
あ
る
。

天
子
は
天
命
を
奉
じ
て
天
下
に
臨
み
、
諸
侯
は
天
子
の
命
を
う
け
て
、
こ
れ

を
国
人
に
施
行
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
天
を
継
い
で
子
と
な
る
者
を
天
子
と
い

う
。
諸
侯
は
王
を
尊
ん
で
王
の
臣
下
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
み
な
王
臣
で

あ
り
、
祖
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
・・・
周
の
郊
祀
で
は
稷
を
配
し
、
明
堂
で

は
文
王
を
配
し
て
い
る
。
祖
父
に
対
し
て
手
厚
く
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
活
の
否
定
へ－
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そ
れ
は
天
を
奉
じ
た
が
ゆ
え
に
、
尊
を
先
に
し
、
親
は
後
に
し
た
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、「
我
其
夙
夜
、
畏
天
之
威
、
于
時
保
之
」（『
詩
経
』
周
頌
、
清
廟
之

什
、
我
将
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
命
を
保
有
し
た
の
で
あ
れ
ば
先
祖
の
祭

祀
は
後
に
す
る
こ
と
で
、
ほ
ろ
び
る
こ
と
が
な
く
な
る
の
だ
。
・・・
先
君
の
祖

父
母
・
父
母
・
昆
弟
に
事
え
る
に
は
、「
子
の
よ
う
に
」
す
る
。
子
の
よ
う
に

事
え
る
と
い
う
の
は
子
を
称
す
こ
と
で
は
な
い
。
私
的
な
こ
と
で
先
君
に
な

れ
な
れ
し
く
し
た
り
は
し
な
い
。
先
君
の
義
は
父
よ
り
重
い
の（
３２
）
だ
。
・・・・・

こ
こ
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
権
力
の
継
承
と
父
子
の
あ
い
だ
の

祭
祀
の
継
承
と
を
全
く
切
り
離
し
、
か
つ
権
力
の
著
し
い
優
位
を
み
る
見
方
で
あ

り
、
明
ら
か
に
大
礼
議
世
宗
派
の
礼
論
の
基
本
的
特
徴
が
踏
襲
さ
れ
た
見
解
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
宋
学
で
重
ん
じ
た
祭
祀
の
継
承
と
い
う
観
念
は
全
く
排
除
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
、
以
上
、
三
節
に
わ
た
っ
て
羅
洪
先
宗
論
の
上
篇
お
よ
び
中
篇
の
内
容
を

検
討
し
て
き
た
。
以
上
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
羅
洪
先
宗
論
が
大
礼

議
世
宗
派
の
礼
論
を
う
け
、
宋
学
的
な
宗
法
理
解
を
否
定
し
、
新
た
な
宗
法
解
釈

を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
き
な
宋
学
と
の
相
違
点
と
し
て
は
、
宗

法
は
諸
侯
の
同
族
の
間
で
の
み
行
わ
れ
た
礼
と
し
、
人
と
し
て
の
理
想
の
親
族
法

と
い
う
位
置
づ
け
を
否
定
し
た
こ
と
、
そ
し
て
宗
法
は
宗
子
に
よ
る
族
人
統
治
の

制
度
で
あ
る
と
い
う
政
治
色
の
強
い
解
釈
を
提
示
し
、
祭
祀
権
の
父
子
継
承
と
い

う
観
念
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宗
法
理
解
の
う
え
に
立
っ
て
、
現

今
に
お
け
る
宗
法
復
活
の
可
否
等
を
論
じ
た
「
宗
論
下
」
は
展
開
さ
れ
る
。
章
を

あ
ら
た
め
て
論
じ
よ
う
。

三
章

「
宗
論
下
篇
」
を
読
む

宗
法
が
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
身
分
の
者
の
礼
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
羅
洪

先
の
立
論
上
、
現
今
に
お
い
て
宗
法
を
復
活
実
践
す
る
と
い
う
志
向
自
体
が
存
在

し
に
く
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
上
篇
に
お
い
て
「
い
に
し
え
の
制
度

は
廃
れ
、
貴
賤
は
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
勢
い
と
し
て
宗
法
は
復
活
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る
以
上
、
宗
法
復
活
の
可
否
や
方
法

に
つ
い
て
論
じ
る
下
篇
は
、
蛇
足
に
近
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
朱

子
学
が
正
統
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
明
代
知
識
人
界
で
は
、
宗
法
を
復
活
す
る

こ
と
が
正
し
い
と
い
う
認
識
こ
そ
が
常
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
今
に
お
い

て
宗
法
復
活
を
は
か
る
こ
と
自
体
が
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
だ
、
と
強
く
か
つ
詳

細
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
宋
学
の
宗
法
理
解
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
必
要
な
論
題

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
下
篇
で
は
「
宗
法
行
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
主
張
が
、
詳
細
に
全
面
展

開
さ
れ
、
下
篇
全
体
の
字
数
の
凡
そ
半
ば
が
、
宗
法
の
復
活
は
で
き
な
い
こ
と
の

分
析
・
論
証
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

羅
洪
先
の
い
う
宗
法
と
は
「
宗
子
が
君
主
の
よ
う
な
権
威
を
も
っ
て
族
人
を
治

め
る
制
度
」
で
あ
る
が
、「
現
在
宗
法
を
行
う
事
が
で
き
な
い
の
は
三
つ
の
理
由
が

あ
る
。
封
建
が
復
活
で
き
な
い
、
学
校
を
復
活
で
き
な
い
、
井
田
を
復
活
で
き
な

い
。
宗
法
が
復
活
実
践
で
き
な
い
の
は
、
時
の
趨
勢
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
一
々

の
詳
細
が
記
さ
れ
る
。

羅
洪
先
は
ま
ず
、
封
建
が
復
活
で
き
な
い
か
ら
宗
法
が
復
活
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月
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別
子
は
大
夫
の
地
位
を
代
々
継
承
し
た
。
よ
っ
て
三
廟
を
立
て
、
壇
�
を
設

け
、
�
の
祭
り
が
で
き
た
。
祭
祀
を
行
う
た
め
に
は
圭
田
が
あ
り
、
生
計
の

た
め
に
は
采
邑
が
あ
っ
た
。
家
老
が
い
て
事
を
治
め
、
下
働
き
の
者
た
ち
が

労
働
力
を
提
供
し
た
。
物
が
備
わ
っ
て
後
、
礼
は
荘
厳
に
な
り
、
礼
が
荘
厳

で
あ
っ
て
後
、
義
が
立
ち
、
義
が
立
っ
て
後
、
威
勢
が
行
わ
れ
、
威
勢
が
行

わ
れ
た
後
、
法
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
宗
子
と
名

付
け
、
族
人
は
（
宗
子
の
言
う
こ
と
を
）
聞
き
う
け
い
れ
、
期
功
以
下
の
関

係
の
族
人
は
宗
子
に
な
れ
な
れ
し
く
し
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
現
今
の
大

夫
は
庶
民
か
ら
の
成
り
上
が
り
で
、
わ
ず
か
で
も
身
分
は
持
っ
て
い
な
い
。

就
任
の
書
類
を
う
け
て
出
か
け
、
交
代
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
。
定
ま
っ
た

地
位
が
あ
っ
て
子
孫
を
統
率
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
司
に
情
勢
を
報

告
し
な
が
ら
自
ら
職
務
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
姿
形
は
族
人
た

ち
よ
り
貴
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
か
り
そ
め
の
富
貴
の
な
か
に

い
る
大
夫
の
子
弟
た
ち
の
そ
の
後
は
、
奴
隷
と
同
じ
だ
。
食
い
詰
め
れ
ば
あ

ち
こ
ち
移
住
し
流
浪
す
る
。
賄
賂
を
出
し
て
不
正
に
官
に
居
座
っ
た
り
、
さ

ら
に
み
な
悪
を
行
い
俗
に
汚
れ
、
自
ら
の
身
を
つ
つ
し
ま
な
い
の
に
他
者
に

あ
わ
れ
み
を
か
け
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
が
そ
の
「
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
い
う
第
一
の
理
由
で
あ（
３３
）
る
。

こ
こ
で
は
宗
法
を
宗
子
に
よ
る
族
人
統
治
の
制
度
と
す
る
理
解
に
基
づ
き
、
宗

法
の
復
活
の
不
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
封
建
の
世
で
は
世
襲
の
身
分
・
財
産
・

家
臣
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
宗
子
の
権
威
は
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
な
い
現
今
の
世
で
は
、
宗
子
は
族
人
と
比
べ
て
卓
越
し
た
経
済
的
政
治
的
地
位

を
得
た
り
、
そ
れ
を
子
に
継
承
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ

て
宗
法
復
活
が
で
き
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
宋
学

の
よ
う
に
祭
祀
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
を
さ
さ
え
る
社
会
的
実
態
が
な
い
こ
と
に

注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
子
の
族
人
統
治
の
権
威
を
さ
さ
え
る
社
会
的
実
態
が

な
い
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
族
人
の
な
か
か
ら
た
と
え
科
挙

に
合
格
し
た
官
僚
を
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
官
僚
に
は
宗
子
に
比
し
う
る
よ
う

な
権
威
・
権
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
ま
た
非
常
に
興
味
深
い
指
摘
で

あ
る
。
こ
れ
は
単
に
獲
得
し
た
官
僚
の
地
位
を
子
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
社
会
制
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
官
僚
と
い
っ
て
も
「
上
司
に
情
勢
を

報
告
し
な
が
ら
自
ら
職
務
を
行
っ
て
い
る
」
つ
ま
り
官
僚
と
い
え
ど
雇
わ
れ
の
身

で
、
上
司
を
戴
く
組
織
の
一
員
に
す
ぎ
ず
族
人
か
ら
み
て
貴
い
存
在
た
り
え
て
い

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
官
僚
の
子
弟
子
孫
た
ち
が
、
ま
っ
た
く
尊
敬

に
価
し
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
他
者
へ
の
慈
善
活
動
と
い
っ

た
通
常
は
評
価
さ
れ
る
行
為
で
す
ら
、
そ
の
内
面
の
不
実
が
指
摘
さ
れ
糾
弾
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
官
僚
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一
族
の
な
か

か
ら
官
僚
を
出
す
こ
と
、
あ
る
い
は
親
族
間
の
相
互
扶
助
・
慈
善
活
動
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
最
大
目
標
と
す
る
よ
う
な
認
識
や
志
向
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
位
置
に

羅
洪
先
は
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宗
子
に
よ
る
礼
治
・
徳
治
が
族
人

の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
宗
法
の
復
活
実
践
と
み
な
す
立
場
か
ら
は
、
い
か
に

族
人
を
結
集
し
相
互
扶
助
の
も
と
で
官
僚
を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
羅
洪
先
の

目
か
ら
は
宗
法
の
復
活
と
は
見
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、「
学
校
」
に
つ
い
て
。

『
尚
書
』
畢
命
に
は
「
世
祿
之
家
、
鮮
克
由
礼
」「
敝
化
奢
麗
、
萬
世
同
流
」

と
あ
る
。
そ
も
そ
も
周
王
朝
の
時
代
か
ら
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
。
し

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－
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か
し
そ
れ
が
陵
蕩
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
維
持
を
し
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
れ
で
師
氏
は
其
の
行
い
を
正
し
、
保
氏
は
其
の
文
を
授
け
、
成
均
は
そ
の

和
を
養
い
、
司
諫
は
そ
の
過
ち
を
吟
味
し
、
司
馬
は
其
の
射
を
正
し
た
。
不

幸
に
し
て
族
人
が
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
き
に
王
は
「
宥
す
の
は
三
度
」
と
い

い
、
役
人
は
「
刑
に
あ
て
る
の
は
三
度
」
と
い
い
、
つ
い
に
甸
人
（
引
用
者

注：

公
族
の
死
刑
担
当
官
）
に
お
く
ら
れ
る
。
こ
れ
は
予
め
よ
く
よ
く
言
い

聞
か
せ
て
犯
罪
を
防
い
で
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
の
教
え
は
尊
ば
れ
易

く
そ
し
て
爵
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
風
俗
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た

か
ら
、
耳
目
は
低
俗
に
な
ら
ず
、
教
化
も
ゆ
っ
た
り
と
自
得
さ
れ
、
余
韻
は

途
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
・・・（
漢
で
は
）
そ
の
後
経
学
が
盛
ん
と
な
っ

た
が
、
礼
教
は
衰
え
、
功
利
は
熾
烈
と
な
り
、
争
奪
が
起
こ
っ
た
。
・・・・
こ

れ
が
、「
宗
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
理
由
の
第
二
で
あ（
３４
）
る
。

羅
洪
先
は
、
宋
代
道
学
者
と
は
異
な
り
、
封
建
―
世
禄
世
襲
の
制
度
―
を
復
活

し
さ
え
す
れ
ば
、
理
想
の
社
会
が
出
現
す
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
。「
世
祿
之

家
、
鮮
克
由
礼
」「
敝
化
奢
麗
、
萬
世
同
流
」
が
引
用
さ
れ
、
そ
も
そ
も
封
建
の
世

録
と
い
う
制
度
で
は
人
は
堕
落
し
が
ち
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
せ
ぐ
た
め
の
仕

組
と
し
て
学
校
等
の
制
度
が
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
封
建
の
時
代
に
お
い
て
は
礼

教
が
行
わ
れ
人
材
を
輩
出
し
た
の
だ
と
い
う
。
封
建
の
弊
害
を
防
ぐ
こ
れ
ら
の
制

度
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
宗
法
は
行
え
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
「
井
田
」
に
つ
い
て
。

三
代
の
制
で
は
、
必
ず
田
が
分
け
ら
れ
生
業
が
定
ま
り
衣
食
が
足
り
、
そ
の

よ
う
で
あ
っ
て
後
に
そ
の
不
肖
で
あ
る
こ
と
を
責
め
、
邪
悪
な
心
が
あ
っ
て

も
そ
れ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
な
か
っ
た
。
食
事
が
給
さ
れ
な
い
の
で
は
、

父
子
で
あ
っ
て
も
そ
の
親
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ん
や
衆
人
に
対

し
て
な
ぞ
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
略
奪
は
戦
争
か
ら
起
こ
り
、

戦
争
は
聚
積
か
ら
起
こ
り
、
聚
積
は
配
慮
の
足
り
な
い
こ
と
に
起
こ
る
。
不

足
が
な
け
れ
ば
乱
国
の
民
も
礼
に
よ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
裁
判
官
は

尊
敬
さ
れ
て
い
る
し
、
国
家
の
法
典
も
法
と
し
て
と
と
の
っ
て
い
る
。
榜
掠

・
笞
・
黥
・
刀
・
躓
・
�
剔
と
い
っ
た
刑
罰
用
具
は
、
凄
惨
で
苦
痛
な
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
結
局
ぶ
ら
ぶ
ら
と
し
て
正
業
に
つ
か
な
い
者
を
他
に
策
が

な
い
よ
う
に
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
服
制
に
か
り
て

親
族
を
連
ね
、
宗
法
を
か
か
げ
て
古
道
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
は
、
ま

ち
が
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
が
そ
の
「
行
う
事
が
で
き
な
い
」
理
由

の
第
三
で
あ（
３５
）
る
。

衣
食
が
足
り
て
初
め
て
道
徳
性
が
要
求
出
来
る
の
で
あ
り
、
争
い
は
最
低
限
度

の
衣
食
が
足
り
て
い
な
い
か
ら
起
こ
る
の
だ
と
い
う
。
衣
食
満
ち
足
り
る
状
況
が

現
出
で
き
て
い
な
い
状
況
で
、
宗
法
と
い
う
礼
治
を
復
活
す
る
の
は
不
可
能
だ
、

と
い
う
。

以
上
三
点
か
ら
の
分
析
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
羅
洪
先
の
焦
点
は
「
一
族
の

な
か
で
礼
治
を
行
う
の
は
可
能
か
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
宋
学
の
よ
う
に
祭

祀
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
の
復
活
で
も
な
け
れ
ば
、
宗
族
史
研
究
者
が
強
調
す
る

よ
う
な
宗
族
の
結
合
や
相
互
扶
助
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
熹
の
場
合
は
、

祭
祀
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
を
復
活
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
法
の
復
活
を
意
味
し

て
い
た
か
ら
、
一
子
で
相
伝
さ
れ
る
爵
位
な
ど
の
実
態
を
も
つ
藩
封
と
勲
戚
に
、
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宗
法
実
践
へ
の
期
待
を
か
け
て
い
た
。
し
か
し
、
羅
洪
先
の
場
合
は
族
人
統
治
が

復
活
で
き
な
け
れ
ば
、
宗
法
を
復
活
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
藩
封

と
勲
戚
に
も
「
状
況
と
し
て
は
近
い
が
、
肝
要
な
部
分
で
は
な
い（
３６
）」
と
、
ほ
と
ん

ど
期
待
を
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
宗
法
復
活
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し

た
う
え
で
、「
し
か
し
な
お
か
つ
同
族
を
維
持
し
、
小
宗
の
義
に
附
け
よ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
」、
と
し
て
、
提
起
さ
れ
た
の
が
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
宗
子
の

選
出
方
法
に
つ
い
て
の
新
た
な
指
針
「
尊
を
尊
と
し
」「
老
を
老
と
し
」「
賢
を
賢

と
す
る
」
で
あ
っ（
３７
）
た
。
ま
ず
は
輩
行
が
上
の
者
の
も
の
か
ら
選
び
、
そ
れ
で
適
当
な

者
が
い
な
け
れ
ば
や
む
を
得
ず
年
齢
が
上
の
者
か
ら
選
び
、
さ
ら
に
適
当
な
者
が

い
な
け
れ
ば
や
む
を
得
ず
徳
義
が
十
分
な
者
を
選
ぶ
、
と
い
う
こ
の
新
指
針
に
よ

れ
ば
、
そ
の
時
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
、
族
長
と
し
て
適
切
な
者
を
宗
子
と
し

て
選
出
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

宗
法
の
復
活
は
不
可
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
延
々
と
論
じ
て
お
き
な
が
ら
、
現

今
で
宗
法
的
な
制
度
の
復
活
に
論
及
す
る
の
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
あ

え
て
こ
の
問
題
に
論
及
し
た
意
図
と
は
、
結
論
先
取
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
宗

法
を
非
常
に
政
治
的
に
解
釈
す
る
見
方
を
よ
り
強
調
し
、
か
つ
宗
法
を
祭
祀
権
の

嫡
長
子
一
子
継
承
の
シ
ス
テ
ム
と
解
し
た
宋
学
と
の
相
違
を
改
め
て
強
調
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
尊
を
尊
と
し
」「
老
を
老
と
し
」

「
賢
を
賢
と
す
る
」
と
い
う
新
指
針
は
、
一
族
全
体
の
リ
ー
ダ
ー
を
選
出
す
る
に
は

た
し
か
に
適
切
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
族
の
結
集
の
核
と
な
る
祖
先
祭
祀
と
い
う

面
か
ら
考
え
た
場
合
、
実
は
実
行
不
可
能
な
指
針
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
指
針
で
宗
子
を
選
ん
で
祖
先
祭
祀
を
行
お
う
と
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
具

体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
前
述
の
通
り
こ
の
指
針
の
前
提
と
し
て
「
小
宗
の

義
に
附
け
る
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
選
出
さ
れ
た
宗
子
が
祭
る

対
象
は
、
高
祖
以
下
の
四
代
、
す
な
わ
ち
高
祖
・
曾
祖
・
祖
・
考
と
な
る
。
つ
ま

り
一
族
中
の
リ
ー
ダ
ー
が
一
族
中
の
す
べ
て
の
祖
先
に
つ
い
て
祭
祀
を
主
る
こ
と

に
す
れ
ば
、
子
が
自
ら
の
父
を
祭
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
当
然
の
よ

う
に
生
じ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
祖
先
の
祭
祀
権
は
そ
の
と
き
そ
の
と
き
に
応
じ
て

一
族
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
適
当
な
者
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
父
子
の
間

で
祭
祀
権
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
高
祖
を
共
通
の
祖
先
と
す
る
人
々

す
べ
て
が
同
居
共
財
の
関
係
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
状
態
は
非
常
に
特
異
な
ケ
ー

ス
と
し
て
し
か
存
在
せ
ず
、
通
常
は
分
家
し
別
居
異
財
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
族
中
か
ら
適
切
な
人
物
を
宗
子
と
し
て
選
ん
で
い
く
ご
と
に
、
そ
れ
に
応
じ
て

祖
先
を
祭
祀
す
る
場
も
移
転
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
祖
先
の
位
牌
を
動
か
す
と
い

う
事
態
も
発
生
す
る
。
こ
れ
は
霊
魂
の
安
寧
を
妨
げ
る
行
為
と
し
て
到
底
容
認
し

が
た
い
事
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
も
し
「
大
宗
の
祭
祀
」
と
い
う
前
提
で
、
始
祖
や

遠
祖
の
祭
祀
の
み
を
主
る
者
と
し
て
の
宗
子
の
選
出
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
「
小
宗
の
義
」
と
明
言
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
祭
祀
対
象
は
、
四
代
以
内
の
近
祖
に
限
ら
れ
て
い
る
。

子
が
自
ら
の
父
を
祭
ら
ず
、
傍
系
の
他
者
に
委
ね
て
も
よ
い
と
い
う
主
張
は
、
支

持
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
主
張
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
新
指
針

は
、
現
実
の
祖
先
祭
祀
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
方
面
へ
の
思
索
を
全
く
欠

い
た
ま
ま
に
、
族
長
と
し
て
族
人
を
統
治
す
る
と
い
う
宗
法
の
基
本
的
性
格
を
強

調
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
新
指
針
と
は
、
親
族
結
合
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
と
す
る
た
め
に
宗

法
を
再
解
釈
し
た
も
の
と
解
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
嘉
靖
大
礼
議
の
な

か
で
育
ま
れ
た
宗
法
の
再
解
釈
、
す
な
わ
ち
父
子
と
い
う
親
族
関
係
と
統
治
権
の

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
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の
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継
承
と
を
切
り
離
し
た
う
え
で
、
宗
子
と
族
人
間
の
間
に
君
臣
関
係
に
も
比
す
べ

き
「
統
治
」
を
看
取
る
と
い
う
解
釈
を
、
い
っ
そ
う
お
し
す
す
め
、
強
調
す
る
た

め
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
礼
治
の
具
と
し
て
の
宗
法
」
と
い
う
理
解
が
強
調
さ
れ
る
一
方

で
、
上
・
中
篇
で
主
張
さ
れ
て
き
た
「
小
宗
で
あ
れ
ば
（
実
子
が
な
く
と
も
）
後

を
た
て
な
い
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
下
篇
に
お
い
て
は
一
転
し
て
現
実
に

合
わ
せ
た
修
正
が
図
ら
れ
て
い
る
。

死
ん
で
人
後
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、「
置
後
」
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
葬
儀
を
と

り
お
こ
な
い
、
祭
祀
を
た
て
ま
つ
り
、
そ
の
親
族
に
事
え
る
こ
と
と
す
る
が
、

父
母
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
の
民
は
散
居
し
て
い
る
こ
と
久
し
い
。

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
所
有
を
も
ち
、
共
同
で
経
営
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

た
だ
後
が
あ
れ
ば
財
産
の
奪
い
合
い
の
戦
争
は
お
き
な
い
。
こ
れ
が
も
と
よ

り
所
謂
「
民
の
宜
」
で
あ
る
。
民
が
と
も
に
こ
れ
を
よ
し
と
す
れ
ば
、
聖
人

が
ま
た
ど
う
し
て
こ
れ
を
だ
め
だ
と
い
お
う
か
。
あ
あ
こ
れ
が
古
今
の
違
い

と
い
う
も
の
で
あ（
３８
）
る
。

こ
こ
で
は
、「
為
後
」
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
が
「
置
後（
３９
）
」
と
い
う
こ
と
で
後
継

者
を
た
て
、
父
母
と
呼
び
さ
え
し
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
継
者
を

立
て
る
と
い
う
意
味
の
語
と
し
て
経
書
中
で
頻
用
さ
れ
る
「
為
後
」
は
不
可
能
だ

が
、
経
書
の
な
か
で
一
度
し
か
用
例
の
な
い
、
か
つ
宗
法
と
の
関
連
性
が
微
弱
な

「
置
後
」
で
あ
れ
ば
可
能
だ
、
と
い
う
論
の
運
び
か
た
は
全
く
説
得
力
を
持
た
な
い

が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
無
理
な
行
論
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
、「
小
宗
で
あ
れ
ば
後
を
た
て
な
い
」
と
い
う
説
が
社
会
一
般
に
と
っ
て
到
底

受
容
し
か
ね
る
所
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
子
が
い
な
い
場
合
、
も

し
後
継
の
者
を
た
て
な
け
れ
ば
、
老
い
て
扶
養
し
て
く
れ
る
者
も
な
く
、
死
後
に

葬
儀
や
祭
祀
を
し
て
く
れ
る
者
も
な
く
な
り
、
か
つ
死
後
財
産
を
受
け
継
ぎ
管
理

す
る
者
が
い
な
く
な
る
か
ら
、
無
主
の
財
産
を
め
ぐ
っ
て
親
族
間
の
争
奪
戦
が
起

こ
る
。
後
が
無
く
て
も
良
い
と
言
い
放
っ
た
だ
け
で
は
説
得
力
を
も
た
な
い
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
上
篇
・
中
篇
で
展
開
し
た
宗
法
論
の
説
得
性
を
保

つ
た
め
に
も
、
現
実
社
会
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
考
え
る
場
合
の
修
正
と

補
足
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
尊
を
尊
と
し
」「
老
を
老
と
し
」

「
賢
を
賢
と
す
る
」
と
い
う
新
指
針
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
実
施
し
た
ば
あ
い
、
祖

先
祭
祀
の
う
え
で
大
き
な
問
題
と
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
点
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
羅
洪

先
の
こ
の
新
提
案
が
、
自
ら
が
宗
族
結
合
を
は
か
り
な
が
ら
祖
先
祭
祀
に
携
わ
る

な
か
で
生
ま
れ
た
提
案
で
は
な
く
、
嘉
靖
大
礼
議
の
な
か
で
育
ま
れ
た
政
治
性
の

強
い
宗
法
解
釈
を
よ
り
印
象
づ
け
る
た
め
の
文
言
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

羅
洪
先
の
文
集
に
は
多
く
の
「
族
譜
序
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

の
二
篇
は
些
か
異
色
で
あ
る
。
通
常
の
族
譜
上
で
は
族
譜
の
編
纂
や
祀
堂
の
建
設

な
ど
の
宗
族
の
行
う
事
業
を
「
宗
法
の
遺
意
に
則
る
も
の
」
と
い
う
語
で
評
価
し

顕
彰
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
羅
洪
先
は
こ
の
二
篇
に
お
い
て
「
宗

論
」
と
同
様
の
趣
旨
の
議
論
を
展
開
し
、
本
来
宗
法
が
復
活
で
き
な
い
制
度
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ（
４０
）
る
。

も
ち
ろ
ん
、
朱
子
学
で
も
宗
法
の
復
活
困
難
さ
は
く
り
か
え
し
言
及
さ
れ
て
い
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た
わ
け
で
あ
り
、
羅
洪
先
の
「
宗
法
不
可
復
」
は
、
そ
の
結
論
部
分
だ
け
と
れ
ば

朱
子
学
と
等
し
い
。
そ
も
そ
も
「
宗
法
の
遺
意
に
則
る
も
の
」
な
ど
と
い
う
文
言

は
、
族
譜
編
纂
事
業
を
称
揚
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
族
譜
序
と
い
う
文
章
の
性
質

上
か
ら
す
る
美
辞
に
す
ぎ
な
い
。
朱
子
学
者
で
あ
っ
て
も
、
宗
法
は
復
活
困
難
で

あ
る
こ
と
は
重
々
認
識
し
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
た
。

し
か
し
羅
洪
先
の
場
合
、
朱
子
学
者
の
い
う
宗
法
復
活
不
可
能
と
は
そ
の
内
実

は
異
な
っ
て
い
た
。
朱
子
学
で
は
、
宗
法
を
祭
祀
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
の
制
度

と
し
て
捉
え
て
、
復
活
不
可
能
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
羅
洪
先
は
宗
法
を
「
族

人
を
礼
に
よ
っ
て
統
治
す
る
制
度
」
と
捉
え
、
そ
の
理
解
の
う
え
で
、
宗
法
の
復

活
の
不
可
能
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
羅
洪
先
が
宗
論
の
な
か
で
提
起
し

た
「
尊
を
尊
と
し
」「
老
を
老
と
し
」「
賢
を
賢
と
す
る
」
と
い
う
宗
子
選
出
の
新

基
準
は
、
親
族
結
合
に
適
切
な
宗
法
解
釈
を
模
索
す
る
な
か
で
生
ま
れ
た
提
案
で

は
な
か
っ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
提
案
は
、
嘉
靖
大
礼
議
の
な
か
で
育

ま
れ
た
宗
法
の
再
解
釈
、
す
な
わ
ち
父
子
と
い
う
親
族
関
係
と
統
治
権
の
継
承
と

を
切
り
離
し
た
う
え
で
、
宗
子
と
族
人
間
の
間
に
君
臣
関
係
に
も
比
す
べ
き
「
統

治
」
を
看
取
る
と
い
う
解
釈
を
、
い
っ
そ
う
お
し
す
す
め
、
強
調
す
る
た
め
の
あ

る
意
味
で
修
飾
的
な
文
言
に
す
ぎ
ず
、
現
実
に
こ
の
指
針
に
も
と
づ
い
て
祖
先
祭

祀
を
行
い
親
族
統
合
を
行
う
の
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
子

選
出
の
新
基
準
の
部
分
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
宗
族
史
の
文
脈
で
理
解
す
る
の
は
適

切
で
は
な
い
。
羅
洪
先
宗
論
は
あ
く
ま
で
も
嘉
靖
大
礼
議
に
お
い
て
、
宋
学
以
来

の
宗
法
解
釈
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
礼
学
的
展
開
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
扱
う

べ
き
所
論
な
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
羅
洪
先
は
嘉
靖
八
年
に
状
元
で
科
挙
に
登
第
し
た
が
、
官
途
を
望
ま
ず
、
故

郷
吉
水
に
お
い
て
学
術
活
動
に
傾
注
す
る
一
生
を
送
っ
た
。
羅
洪
先
は
『
明

史
』
巻
二
八
七
、
儒
林
伝
に
列
伝
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
羅
洪
先
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
岡
田
武
彦
氏
『
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』
明

徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
、
荒
木
龍
太
郎
氏
「
羅
念
庵
と
聶
双
江
に
つ
い
て
」

『
都
城
高
専
研
究
報
告
』
第
十
三
号
、
一
九
七
八
年
、
荒
木
見
悟
氏
「
羅
念

庵
の
思
想
」『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
所
収
、
一
九
八
四
年
、
福
田
殖
氏

「
陽
明
学
派
に
お
け
る
聶
双
江
・
羅
念
庵
の
位
置
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
第

四
七
号
、
一
九
九
五
年
、
呉
震
氏
『
羅
洪
先
・
聶
豹
評
伝
』
二
〇
〇
二
年
、

張
衛
紅
氏
『
羅
念
庵
的
生
命
歴
程
與
思
想
世
界
』
二
〇
〇
九
年
、
等
を
参
照
。

（
３
）『
念
庵
文
集
』
巻
七
所
収
。
ま
た
「
宗
論
」
は
『
古
今
図
書
集
成
』
家
範
典

第
百
十
一
巻
宗
族
部
宗
論
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
底
本
と
し
て

四
庫
全
書
本
の
『
念
庵
文
集
』
を
使
用
し
、
あ
わ
せ
て
『
羅
洪
先
集
』（
陽

明
後
学
文
献
叢
書
・
鳳
凰
出
版
社
・
二
〇
〇
七
年
）
も
参
見
し
た
。『
羅
洪

先
集
』
で
は
「
宗
論
」
は
巻
二
所
収
。

（
４
）
清
水
盛
光
氏
『
支
那
家
族
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
。

（
５
）
拙
稿
「
張
載
・
程
頤
の
宗
法
論
に
つ
い
て
」『
史
林
』
八
十
三
巻
五
号
、
二

〇
〇
〇
年
、「
毛
奇
齢
の
『
朱
子
家
礼
』
批
判
―
特
に
宗
法
を
中
心
と
し
て
」

四
三
号
、
一
九
九
八
年

（
６
）
宗
論
下
「
将
欲
維
持
族
類
、
以
附
于
小
宗
、
其
為
説
亦
有
三
。
尊
尊
、
老
老
、

賢
賢
、
惟
所
遇
焉
、
斯
可
也
。
視
其
族
行
、
輩
長
者
得
主
之
、
斯
尊
尊
矣
。

無
已
、
行
卑
而
年
高
者
得
主
之
、
斯
老
老
矣
。
無
已
、
而
徳
誼
足
称
、
年
行

雖
卑
、
亦
得
主
之
、
斯
賢
賢
矣
。
此
宗
法
之
変
也
。」

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
活
の
否
定
へ－

四
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（
７
）
宗
論
上
「
余
読
宋
濮
王
典
礼
、
乃
知
載
籍
能
惑
人
也
。
当
是
時
、
言
礼
之
臣

皆
賢
智
、
其
発
明
宗
法
與
為
後
之
義
、
可
謂
切
至
矣
。
然
考
其
事
不
合
、
揆

其
義
未
盡
、
豈
因
襲
者
其
入
久
、
師
承
者
其
守
専
附
和
者
其
言
辯
、
卒
無
以

自
解
哉
。
学
者
以
其
言
本
三
礼
、
又
訂
於
伊
川
之
疏
、
遂
為
百
世
不
易
至
論
、

不
復
詳
考
本
末
同
異
。
余
恐
将
来
之
誤
、
不
特
一
濮
議
也
。
乃
著
論
俟
君
子

断
焉
。」

（
８
）
大
礼
議
で
提
起
さ
れ
た
礼
学
説
に
つ
い
て
は
、
新
田
元
規
氏
に
よ
る
傑
出
し

た
研
究
「
君
主
継
承
の
礼
学
的
説
明
」（『
中
国
哲
学
研
究
』
二
三
、
二
〇
〇

八
年
）
の
成
果
に
多
く
を
負
っ
た
。

（
９
）『
河
南
程
氏
文
集
』
巻
五
、
代
彭
思
永
上
英
宗
皇
帝
論
濮
王
典
礼
疏
。

（
１０
）
拙
稿
「
宋
代
に
お
け
る
宗
法
論
を
め
ぐ
っ
て
」
井
上
徹
氏
・
遠
藤
隆
俊
氏
編

『
宋
―
明
の
宗
族
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
参
照

（
１１
）『
明
倫
大
典
』
巻
九
「
楊
廷
和
罷
。
汪
俊
詣
請
之
。
廷
和
曰
、
我
去
矣
。
俊

曰
、
今
去
誰
與
主
者
。
適
主
事
侯
廷
訓
勦
大
小
宗
之
説
作
大
礼
辯
、
遍
送
両

京
、
俊
得
之
喜
、
輒
拠
宗
法
論
天
子
礼
、
且
揚
言
於
朝
、
敢
違
議
者
。」

（
１２
）
た
だ
し
濮
議
の
中
書
派
は
、
宗
法
の
再
解
釈
ま
で
は
至
り
え
な
か
っ
た
。
濮

王
の
系
譜
を
小
宗
に
た
と
え
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
程
度
に
止
ま
っ
て
い

る
。（
拙
稿
「
宋
代
に
お
け
る
宗
法
論
を
め
ぐ
っ
て
」
注
１５
前
掲
参
照
）。
そ

の
意
味
で
濮
議
中
書
派
の
宗
法
解
釈
は
大
礼
議
世
宗
派
の
水
準
ま
で
は
達
し

て
い
な
い
。

（
１３
）『
胡
仲
子
集
』
巻
三
、
與
許
門
諸
友
論
宗
法
「
至
於
国
之
卿
大
夫
有
不
出
于

公
族
者
、
蓋
未
嘗
及
也
、
而
士
庶
人
之
事
則
又
略
無
所
見
、
故
後
世
之
言
宗

法
者
、
止
於
卿
大
夫
之
采
地
者
、
以
礼
断
之
也
、
然
礼
固
未
嘗
言
士
庶
人
無

宗
也
、
且
使
大
夫
或
自
廃
而
為
士
庶
人
者
、
其
宗
法
亦
将
随
而
廃
乎
、
抑
否

乎
、
使
士
庶
人
有
升
而
為
卿
大
夫
者
、
則
於
法
宜
得
立
宗
矣
、
而
族
之
適
子

有
宗
之
之
道
乎
、
抑
自
為
後
世
之
宗
乎
。
・・・・
後
世
宗
法
不
行
、
宋
儒
往
々

欲
立
小
宗
之
法
、
今
士
庶
人
之
家
、
祭
祀
有
用
宗
子
法
者
、
亦
合
于
礼
之
意

乎
、
欲
以
古
卿
大
夫
之
事
而
今
士
庶
人
行
之
、
得
無
僭
乎
。」

（
１４
）
拙
稿
「
明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折
―
丘
濬
『
家
礼
儀
節
』

を
中
心
に
」『
社
会
文
化
論
集
』
五
、
二
〇
〇
九
年
。

（
１５
）
黄
綰
「
大
礼
第
三
疏
」（『
明
経
世
文
編
』
巻
百
五
十
六
所
収
）「
是
故
諸
侯

不
敢
祖
天
子
、
大
夫
不
敢
祖
諸
侯
、
天
子
無
宗
、
諸
侯
又
無
宗
。
有
宗
者
乃

大
夫
士
庶
人
之
事
也
。
天
子
諸
侯
皆
止
一
人
、
所
以
治
其
宗
、
而
不
與
之
同

宗
。
・・・
乃
知
宗
法
之
立
、
所
以
為
治
天
下
之
具
、
使
人
各
知
尊
其
祖
、
敬

其
宗
、
収
其
族
、
而
治
之
易
矣
。
然
在
天
子
諸
侯
之
身
、
悪
有
所
謂
大
宗
小

宗
者
、
猶
得
與
大
夫
士
庶
人
並
論
哉
。」

（
１６
）
宗
論
上
「
按
宗
法
載
在
小
記
大
伝
、
其
言
曰
、
君
有
合
族
之
道
、
族
人
不
得

以
其
戚
戚
君
。
位
也
。
蓋
言
諸
侯
絶
宗
、
不
可
與
族
人
歯
也
。
是
諸
侯
以
上

無
宗
法
可
知
矣
。
又
曰
、
別
子
為
祖
、
継
別
為
宗
、
継
禰
者
為
小
宗
、
宗
其

継
別
子
之
所
自
出
者
、
百
世
不
遷
也
。
宗
其
継
高
祖
者
、
五
世
則
遷
者
也
。

蓋
言
宗
法
為
公
族
卿
大
夫
設
也
。
諸
侯
之
始
封
也
、
有
人
民
社
稷
之
寄
、
有

朝
覲
聘
享
祭
祀
省
助
之
政
、
勢
不
能
自
領
其
宗
、
而
公
族
無
統
、
国
人
不
可

得
而
治
也
。
諸
侯
絶
宗
、
大
夫
不
可
得
而
祖
也
。
故
設
宗
法
繋
之
。
別
子
者
、

始
封
始
徙
之
諸
侯
之
嫡
次
子
、
継
別
者
、
嫡
次
子
之
世
嫡
也
。
・・・
宗
法
盡

於
此
、
則
知
庶
人
以
下
無
宗
法
又
可
知
矣
。」

（
１７
）
宗
論
上
「
・
・
故
曰
宗
法
為
公
族
卿
大
夫
設
也
。
・・・
古
制
廃
、
貴
賤
殊
、

勢
宗
法
不
可
復
行
矣
。」

（
１８
）
宗
論
上
「
蓋
天
子
諸
侯
者
統
夫
人
者
也
、
非
五
宗
之
謂
也
。
庶
人
者
、
統
於
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人
者
也
、
比
閭
族
党
之
謂
也
。
刑
不
上
大
夫
、
而
後
豫
制
之
以
礼
、
故
曰
、

宗
法
為
公
族
卿
大
夫
設
也
。」

（
１９
）
宗
論
中
「
故
尊
祖
者
、
不
敢
以
先
祖
之
遺
逮
於
刑
戮
、
故
抗
宗
法
治
之
。」

（
２０
）
下
記
の
記
載
を
踏
ま
え
た
表
現
。『
儀
礼
』
喪
服
、
世
父
母
叔
父
母
条
子
夏

伝
、
疏
「
釋
曰
、
案
喪
服
小
記
云
、
繼
別
為
大
宗
、
繼
禰
為
小
宗
。
大
宗
繼

別
子
之
後
、
百
世
不
遷
之
宗
、
在
五
服
之
中
者
、
族
人
為
之
月
�
、
如
邦
人
、

如
為
齊
衰
、
齊
衰
三
月
章
、
宗
子
是
也
。」『
儀
礼
』
喪
服
、
女
子
子
適
人
者

条
、
子
夏
伝
、
疏
「
大
宗
則
齊
衰
三
月
、
云
丈
夫
婦
人
五
服
外
皆
齊
衰
三
月
、

五
服
�
月
�
如
邦
人
、
亦
皆
齊
衰
、
無
大
功
小
功
�
麻
、
故
云
避
大
宗
也
。」

（
２１
）
宗
論
中
「
按
礼
、
大
宗
子
之
喪
也
、
五
服
之
内
、
親
者
月
算
、
如
邦
人
。
月

算
者
、
服
之
月
数
也
。
邦
人
、
五
服
之
外
者
也
。
宗
子
及
母
、
與
妻
之
喪
丈

夫
、
婦
人
皆
齊
衰
三
月
。
其
親
者
、
月
数
従
五
服
、
制
服
従
邦
人
。
是
自
三

月
至
於
期
、
合
親
疎
而
皆
�
齊
衰
服
之
、
雖
大
夫
之
期
不
敢
降
焉
、
何
其
尊

也
。
庶
人
為
国
君
、
畿
内
之
民
為
天
子
、
齊
衰
三
月
而
已
。
邦
人
服
宗
子
、

無
少
殺
焉
、
何
哉
。
以
宗
子
有
君
道
、
故
比
其
義
也
。」

（
２２
）
宗
論
中
「
何
謂
義
、
尊
統
是
也
。
天
子
国
君
統
世
人
、
世
人
非
此
統
不
治
、

故
謂
之
世
統
。
世
統
者
、
尊
無
上
、
前
所
謂
尊
者
尊
統
於
上
是
也
。
宗
子
統

宗
人
、
宗
人
非
此
統
不
治
、
故
謂
之
宗
統
。
宗
統
者
、
尊
亦
無
上
、
前
所
謂

卑
者
尊
統
於
下
是
也
。」

（
２３
）
宗
論
上
「
又
曰
、
尊
者
尊
統
於
上
、
卑
者
尊
統
於
下
。
大
宗
者
、
尊
之
統
也
。

大
宗
者
、
収
族
者
也
。
蓋
言
尊
統
於
上
、
君
也
。
宗
子
収
族
統
於
下
、
有
君

之
道
焉
。」

（
２４
）『
漢
書
』
溝
洫
志
「
周
譜
云
定
王
五
年
河
徒
」
条
、
如
淳
注
「
譜
音
補
、
世

統
譜
諜
也
」。

（
２５
）『
三
国
志
』
巻
三
魏
書
明
帝
紀
、
景
初
元
年
冬
十
月
乙
卯
条
裴
注
「
魏
書
載

詔
曰
、
蓋
帝
王
受
命
、
莫
不
恭
承
天
地
以
章
神
明
、
尊
祀
世
統
以
昭
功
�
」。

（
２６
）『
北
史
』
巻
四
十
、
李
彪
伝
「
昔
�
王
得
斯
道
也
、
故
恢
崇
儒
術
以
訓
世
嫡
、

世
嫡
於
是
乎
習
成
懿
�
、
用
大
協
於
黎
蒸
。
是
以
世
統
黎
元
、
載
祀
八
百
。」

（
２７
）「
云
、
上
猶
遠
也
、
下
猶
近
者
、
天
子
始
祖
、
諸
侯
及
大
祖
、
並
於
親
廟
外

祭
之
、
是
尊
統
遠
、
大
夫
三
廟
、
適
士
二
廟
、
中
下
士
一
廟
、
是
卑
者
尊
統

近
也
。」

（
２８
）
張
�
『
張
文
忠
公
文
集
』
巻
一
、
正
典
礼
第
二
「
夫
統
乃
帝
王
相
伝
之
次
、

而
嗣
必
父
子
一
体
之
親
也
。
謂
之
統
則
倫
序
可
以
時
定
、
謂
之
嗣
則
天
恩
不

可
以
強
為
矣
。」

（
２９
）
新
田
元
規
氏
「
君
主
継
承
の
礼
学
的
説
明
」
注
８
前
掲
。

（
３０
）
宗
論
中
「
尊
祖
故
敬
宗
、
敬
宗
故
為
所
後
尊
服
齊
衰
、
加
而
斬
。
三
月
進
於

三
年
、
尊
之
至
也
。
族
人
有
支
子
、
不
敢
得
而
私
焉
。
曰
、
是
吾
先
祖
之
所

托
、
非
吾
所
独
尊
也
。
有
宗
而
後
族
可
収
、
宗
廟
可
厳
、
是
吾
考
、
吾
祖
、

吾
曾
、
吾
高
、
皆
従
此
而
有
托
、
吾
何
愛
焉
。
故
為
人
後
者
、
不
言
所
後
父
。

・・・
為
後
者
独
為
彼
乎
哉
。
蓋
其
祖
也
。
為
其
祖
、
故
所
後
不
得
以
為
子
、

而
己
亦
不
得
斬
於
父
、
是
乃
至
公
之
心
、
聖
人
之
所
自
裁
者
也
。」

（
３１
）
宗
論
中
「
小
宗
無
為
後
也
、
勢
也
。
祖
遷
於
上
、
宗
易
於
下
、
五
世
易
、
無

復
続
矣
。
其
族
統
於
大
宗
、
而
其
親
分
於
四
宗
、
喪
主
於
其
親
、
祭
�
於
其

祖
、
又
何
後
之
有
。
其
為
大
夫
士
者
、
則
為
之
置
後
。
置
後
者
暫
仮
以
行
大

夫
士
之
礼
、
蓋
主
其
喪
者
也
、
其
無
爵
也
。
男
主
同
姓
、
女
主
異
姓
、
則
皆

其
親
也
。
其
廟
也
、
継
高
者
絶
、
継
曾
者
得
主
之
矣
、
継
�
者
絶
、
継
祖
者

得
主
之
矣
、
継
祖
者
絶
、
継
禰
者
得
主
之
矣
、
継
禰
者
�
祖
、
継
祖
者
�
曾
、

継
曾
者
�
高
、
則
皆
其
祖
也
。
舍
是
而
必
於
為
後
、
則
是
専
其
貨
財
、
處
其

羅
洪
先
「
宗
論
」
に
つ
い
て－

嘉
靖
大
礼
議
か
ら
宗
法
復
活
の
否
定
へ－
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宮
室
、
而
以
為
己
私
、
有
識
者
必
所
深
恥
而
不
為
、
而
庶
子
昆
弟
之
旁
親
無

頼
者
、
皆
可
覬
覦
而
幸
其
禍
及
、
是
開
自
私
之
端
、
聖
人
所
必
禁
也
、
而
可

以
為
訓
哉
。
故
曰
、
小
宗
無
後
者
当
絶
、
非
聖
人
之
忍
也
、
勢
也
。」

（
３２
）
宗
論
中
「
天
子
諸
侯
不
言
後
、
則
又
其
重
者
也
。
天
子
者
、
奉
天
命
以
臨
天

下
、
諸
侯
者
、
稟
天
子
命
而
致
之
国
人
。
故
継
天
而
為
子
者
、
謂
之
天
子
。

諸
侯
尊
王
而
為
之
臣
、
則
皆
王
臣
、
非
祖
所
独
専
者
也
。
・・・
周
之
郊
也
、

以
稷
配
、
而
明
堂
以
文
王
、
不
専
於
祖
父
、
何
也
。
以
其
奉
天
、
故
先
尊
而

後
親
也
。
故
曰
、
我
其
夙
夜
、
畏
天
之
威
、
於
時
保
之
。
保
有
天
命
、
而
後

先
祖
之
祀
可
以
無
堕
、
此
天
子
之
所
守
也
。
故
崩
薨
者
、
有
世
及
而
無
為
後
、

践
祚
者
、
無
尊
卑
而
称
先
君
。
・・・
事
以
先
君
、
則
先
君
后
婦
人
無
弗
斬
焉

者
矣
。
事
先
君
之
祖
父
母
父
母
昆
弟
無
弗
若
子
焉
者
矣
。
事
之
若
子
、
而
不

称
子
、
不
敢
以
私
昵
辱
先
君
、
先
君
之
義
、
重
於
父
也
。
己
之
父
母
、
享
其

尊
養
、
而
不
易
其
封
、
受
之
先
君
、
非
己
所
独
専
也
。」

（
３３
）
宗
論
下
「
是
故
諸
侯
世
其
国
、
別
子
世
大
夫
、
於
是
立
三
廟
、
設
壇
�
、
得

於
�
、
祭
有
圭
田
、
食
有
采
邑
、
有
家
老
以
治
其
事
、
有
僕
圉
臺
輿
以
供
其

役
。
夫
物
備
而
後
礼
厳
、
礼
厳
而
後
義
立
、
義
立
而
後
勢
行
、
勢
行
而
後
法

可
尽
。
故
名
之
宗
子
、
而
族
人
莫
不
聴
焉
、
期
功
以
下
莫
敢
戚
焉
、
此
名
実

之
応
者
也
。
今
之
大
夫
、
起
於
白
屋
、
非
有
尺
寸
之
籍
也
、
載
符
而
出
、
受

代
而
旋
、
非
有
定
位
可
以
長
子
孫
也
。
致
其
事
即
食
其
力
、
非
有
体
貌
之
�

於
族
類
也
。
故
�
袴
之
後
、
同
於
隷
廝
、
至
不
自
給
、
則
転
徙
而
流
亡
。
其

或
懐
賄
敗
官
、
又
皆
怙
悪
�
俗
、
其
身
之
不
自
淑
、
而
又
皇
恤
其
他
。
此
其

不
可
行
者
、
一
也
。」

（
３４
）
宗
論
下
「
畢
命
曰
、
世
祿
之
家
、
鮮
克
由
礼
、
敝
化
奢
麗
、
萬
世
同
流
。
蓋

自
成
周
之
時
有
然
、
其
不
至
陵
蕩
者
、
維
持
之
素
耳
。
是
故
師
氏
正
其
行
、

保
氏
授
其
文
、
成
均
養
其
和
、
司
諫
考
其
過
、
司
馬
正
其
射
、
不
幸
而
族
人

罹
刑
、
王
曰
宥
者
三
、
有
司
曰
辟
者
三
、
而
卒
致
於
甸
人
。
此
豫
道
諭
而
防

禁
之
、
故
其
教
易
尊
、
而
後
爵
可
命
也
。
及
其
風
俗
既
成
、
耳
目
不
雑
、
則

蒸
漬
優
遊
、
余
韻
不
殄
。
・・・
其
後
経
術
盛
而
礼
教
衰
、
功
利
熾
而
争
奪
起
。

・・・
此
其
不
可
行
者
二
也
。」

（
３５
）
宗
論
下
「
三
代
之
制
、
必
有
夫
田
分
業
定
、
衣
食
足
、
然
後
責
其
不
肖
、
雖

有
非
僻
之
心
、
不
敢
肆
矣
。
夫
�
�
不
給
、
父
子
不
能
保
其
親
、
況
衆
人
乎
。

是
故
行
劫
起
於
攘
伐
、
攘
伐
起
聚
積
、
聚
積
起
於
慮
不
足
。
無
不
足
、
則
乱

国
之
民
可
使
由
礼
。
今
士
師
非
不
尊
也
、
象
魏
憲
典
非
不
具
法
也
、
榜
掠
・

笞
・
黥
・
刀
・
躓
・
�
剔
之
器
非
不
惨
且
毒
也
、
卒
不
能
使
遊
食
者
外
無
異

謀
、
乃
欲
仮
服
制
、
聯
親
属
、
抗
宗
法
以
復
古
道
、
豈
不
謬
哉
。
此
其
不
可

行
者
三
也
。」

（
３６
）
宗
論
下
「
於
勢
稍
順
、
而
分
得
為
者
、
惟
藩
封
勲
戚
近
之
、
然
所
存
者
勢
而

已
、
非
其
要
也
。」

（
３７
）
注
６
参
照

（
３８
）
宗
法
下
「
既
死
而
人
為
之
後
、
比
於
置
後
、
執
其
喪
、
奉
其
祭
、
事
其
親
属
、

而
不
得
以
父
母
名
之
、
則
猶
行
古
之
道
可
也
。
今
之
民
散
久
矣
、
各
私
所
有

而
莫
與
相
謀
、
惟
有
後
則
攘
伐
之
奸
不
作
、
斯
固
所
謂
民
之
宜
也
與
。
民
宜

之
、
聖
人
亦
安
得
而
違
之
。
嗚
呼
、
此
固
古
今
之
辯
也
。」

（
３９
）『
礼
記
』
雑
記
上
、「
士
之
子
為
大
夫
、
則
其
父
母
弗
能
主
也
、
使
其
子
主
之
、

無
子
則
為
之
置
後
。」

（
４０
）『
念
庵
文
集
』
巻
十
二
、
安
成
華
秀
彭
氏
族
譜
序
お
よ
び
萬
安
横
街
劉
氏
族

譜
序
。
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