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中
国
研
究
集
刊 

崗
号
（
総
五
十
四
号
）
平
成
二
十
四
年
六
月　

一
六
︱
三
五
頁

則
天
武
后
と
母
の
恩

西
川
幸
宏

は
じ
め
に

『
舊
唐
書
』
卷
五
「
高
宗
本
紀
」
上
元
元
年
の
条
に
次
の
よ
う

な
記
事
が
見
え
る
。（

1
）

秋
八
月
壬
辰
、
追
尊
し
て
宣
簡
公
（
李
煕
）
を
宣
皇
帝
と
為

し
、
懿
王
（
李
天
賜
）
を
光
皇
帝
と
為
し
、
太
祖
武
皇
帝
を

高
祖
神
堯
皇
帝
と
為
し
、
太
宗
文
皇
帝
を
文
武
聖
皇
帝
と
為

し
、
太
穆
皇
后
を
太
穆
神
皇
后
と
為
し
、
文
德
皇
后
を
文
德

聖
皇
后
と
為
す
。
皇
帝
を
天
皇
と
稱
し
、
皇
后
を
天
后
と
稱

す
。
咸
亨
五
年
を
改
め
上
元
元
年
と
為
し
、
大
赦
す
。
戊
戌
、

敕
し
て
文
武
官
三
品
已
上
は
紫
を
服
し
、
金
玉
の
帶
…
…
。

十
二
月
…
…
壬
寅
、
天
后
意
見
十
二
條
を
上
た
て
ま
つり
、
王
公
・

百
僚
は
皆
『
老
子
』
を
習
い
、
毎
歳
明
經
は
一
に
『
孝
經
』

『
論
語
』
に
準
じ
て
有
司
に
例
試
す
る
を
請
う
。
又
た
子
は

父
在
ら
ば
母
の
為
に
服
す
る
こ
と
三
年
な
る
を
請
う
。（

2
）

唐
の
高
宗
は
咸
亨
五
年
（
六
七
四
）
秋
八
月
、
元
号
を
上
元
に

改
め
る
に
あ
た
り
、
唐
王
朝
の
先
祖
や
先
代
の
皇
帝
で
あ
る
高
祖

と
太
宗
及
び
そ
の
皇
后
に
尊
号
を
贈
り
、
皇
帝
の
呼
称
を
「
天

皇
」
に
、
皇
后
を
「
天
后
」
に
改
め
て
、
官
僚
の
服
飾
規
定
を
刷

新
し
た
。

同
年
の
十
二
月
に
は
、「
天
后
」
す
な
わ
ち
則
天
武
后
が
十
二

箇
条
の
意
見
書
を
出
し
て
、
王
公
や
官
僚
に
『
老
子
』
を
習
わ

せ
、
毎
年
の
明
經
科
で
は
『
孝
經
』『
論
語
』
に
準
じ
て
、『
老

子
』
に
つ
い
て
も
試
験
を
行
う
こ
と
を
請
う
た
。『
老
子
』
が

『
孝
經
』
や
『
論
語
』
に
準
ず
る
教
育
の
書
と
し
て
採
用
さ
れ
た

（ 16 ）



の
は
、
歴
代
の
中
国
王
朝
で
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
儒
教
を
た
て
な

が
ら
も
、
唐
の
始
祖
と
称
さ
れ
る
老
子
の
道
教
を
重
視
す
る
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
武
后
が
こ
の
意
見
書
で
「
父
が
在

世
中
で
あ
っ
て
も
子
は
母
の
た
め
に
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
」

を
請
う
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
儀
禮
』「
喪
服
」
な
ど

の
古
禮
に
定
め
ら
れ
た
「
父
の
在
世
中
は
母
の
喪
を
三
年
か
ら
一

年
に
短
縮
す
る
」
と
い
う
規
定
を
改
め
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ

り
、
高
宗
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
詔
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

玄
宗
の
時
代
に
至
る
と
、『
舊
唐
書
』
卷
二
十
七
「
禮
儀
志
七
」

（
以
下
「
禮
儀
志
七
」
と
略
記
す
る
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
っ
て
官
僚
た
ち
に
よ
る
一
連
の

議
論
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
「
禮
儀
志
七
」
に
記
さ
れ
る
議
論
を
仔
細
に
検
討
し
つ

つ
、
武
后
の
上
表
文
が
喪
禮
史
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
か
、
ま
た
、
喪
禮
の
改
定
に
儒
教
倫
理
と
は
異
な
る
如

何
な
る
論
理
が
介
在
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
、
唐
代
に
お
け
る

喪
禮
思
想
の
一
端
を
窺
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
武
后
の
上
表
文

武
后
の
上
表
文
「
請
子
父
在
為
母
服
三
年
」
の
条
の
具
体
的
な

内
容
は
、「
禮
儀
志
七
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

上
元
元
年
、
天
后
上
表
し
て
曰
く
、「
父
在
ら
ば
母
の
為
に

服
す
る
こ
と
一
期
（
一
年
）
に
止
む
る
の
如
き
に
至
り
て
は
、

心
喪
す
る
こ
と
三
年
な
り
と
雖
も
、
服
は
尊ち
ち

に
由
り
て
降
す
。

竊
か
に
謂お
も

う
に
、
子
の
母
に
於
け
る
や
、
慈
愛
特
に
深
し
。

母
に
非
ざ
れ
ば
生
ま
ず
、
母
に
非
ざ
れ
ば
育
ま
ず
、
燥か
わ

け
る

を
推ゆ
ず

り
て
濕
れ
る
に
居
り
、
苦
き
を
咽の

み
て
甘
き
を
吐
き
、

生
み
養
い
て
勞
瘁
し
、
恩
は
斯
に
極
ま
る
。
所ゆ

以え

に
禽
獸
の

情
す
ら
、
猶
お
其
の
母
を
知
る
。
三
年
懷
に
在
り
、
理
と
し

て
宜
し
く
崇
報
す
べ
し
。
若
し
父
在
ら
ば
母
の
為
に
服
す
る

こ
と
一
期
に
止
む
れ
ば
、
父
を
尊
ぶ
の
敬
周あ
ま
ねし
と
雖
も
、
母

に
報
ゆ
る
の
慈
闕か

く
る
有
り
。
且
つ
齊し

斬ざ
ん

の
制
（「
齊し

衰さ
い

」
と

「
斬ざ
ん

衰さ
い

」、
喪
服
の
制
を
指
す
）
は
、
差
減
を
為
す
に
足
る
も
、

更
に
一
期
を
以
て
周あ
ま
ねく

せ
し
め
ば
、
人
子
の
志
を
傷
つ
け
ん

こ
と
を
恐
る
。
今
、
父
在
ら
ば
母
の
為
に
三
年
の
服
を
終
う

る
を
請
う
」。
高
宗
詔
を
下
し
て
、
議
に
依
り
て
行
う
。（

3
）

上
表
文
の
は
じ
め
に
見
え
る
「
父
在
為
母
服
止
一
期
」
の
規
定

に
つ
い
て
は
、『
儀
禮
』「
喪
服
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
經
）
父
在
ら
ば
母
の
為
に
す
。

（ 17 ）



傳
に
曰
く
、
何
を
以
て
期
と
す
る
や
。
屈
す
る
な
り
。
至
尊

在
ら
ば
、
敢
え
て
其
の
私
尊
を
伸
ば
さ
ざ
る
な
り
。
父
必
ず

三
年
に
し
て
然
る
後
に
娶
る
は
、
子
の
志
を
達
せ
し
む
る
な

り
。（

4
）

『
儀
禮
』「
喪
服
」
は
、
喪
禮
の
際
に
身
に
着
け
る
べ
き
喪
服
に

つ
い
て
記
し
た
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
喪
に
服
す
る
人
と
故
人

の
関
係
（
親
族
の
場
合
は
親
等
）
に
よ
っ
て
、
喪
服
に
等
級
が
設

け
ら
れ
、
そ
の
等
級
に
よ
っ
て
服
喪
期
間
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
喪
服
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
三
年
の
喪
に
着
る
「
斬ざ
ん

衰さ
い

」、

一
年
の
「
齊し

衰さ
い

」、
九
ヶ
月
の
「
大
功
」、
五
ヶ
月
の
「
小
功
」、

三
ヶ
月
の
「
緦し

麻ま

」
の
大
き
く
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
こ
れ
を
「
五

服
」
と
い
う
。
右
の
引
用
で
は
、「
齊
衰
」
を
着
て
杖
を
つ
き
、

「
期
」（
一
年
）
の
喪
に
服
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、「
父
在
為
母
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

子
夏
の
作
と
言
わ
れ
る
「
傳
」
は
、
こ
こ
の
「
父
在
爲
母
」
に

つ
い
て
、
ま
ず
「
何
以
期
也
（
な
ぜ
母
へ
の
服
喪
期
間
を
一
年
と

す
る
の
か
）」
と
問
題
提
起
し
、
そ
の
答
え
と
し
て
「
屈
也
」
と

い
う
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
父
母
の
喪
は
三
年
と
さ
れ
る
が（

5
）、

こ
の
場
合
、「
至
尊
（
父
）」
が
在
世
中
で
あ
る
た
め
、
子
が
「
私

尊
（
母
）」
へ
の
気
持
ち
を
「
屈
し
て
」、
母
の
喪
を
三
年
か
ら
一

年
に
短
縮
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
父
が
母
の
没
後
必
ず
三
年
以

上
經
っ
て
か
ら
後
妻
を
娶
る
の
は
、
子
に
母
へ
の
服
喪
（
心
中
で

三
年
の
喪
に
服
す
る
）
の
志
を
遂
げ
さ
せ
る
た
め
な
の
だ
と
い
う
。

父
の
在
世
中
に
お
い
て
母
の
喪
を
短
縮
す
る
と
い
う
こ
の
規
定

に
は
、
父
を
母
よ
り
も
尊
ぶ
儒
家
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
、
武
后
は
上
表
文
で
「
父
在
為
母
服
止
一
期
」
の
規
定

を
改
め
、
父
の
在
世
中
で
も
母
の
喪
を
父
と
同
じ
三
年
に
延
ば
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
宗
は
武
后
の
上
表
を

受
け
入
れ
て
詔
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
武
后
は
こ
の
上
表
文
で
ど
の
よ
う
な
論
理
を
用
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。「
竊
謂
…
…
」
以
下
で
述
べ
ら
れ
る
部
分
を
見

て
み
よ
う
。
こ
こ
は
武
后
が
個
人
的
な
意
見
を
述
べ
た
形
で
記
さ

れ
て
お
り
、
經
書
な
ど
の
記
載
を
引
用
し
て
論
拠
と
す
る
場
合
な

ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

武
后
は
言
う
、「
子
に
対
す
る
母
の
慈
愛
と
は
特
に
深
い
も
の

で
あ
る
。
母
で
な
け
れ
ば
産
め
な
い
し
、
母
で
な
け
れ
ば
育
て
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
母
は
眠
る
と
き
、
乾
い
た
処
に
子
を
寝
か

せ
、
自
分
は
子
の
小
便
で
湿
っ
た
処
に
横
に
な
る
。
自
分
は
苦
く

ま
ず
い
も
の
を
食
べ
て
、
甘
く
旨
い
も
の
は
吐
き
出
し
て
子
に
食

べ
さ
せ
る
。
母
は
出
産
や
養
育
の
苦
労
で
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
の

で
あ
り
、
母
の
恩
ほ
ど
深
い
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
、
鳥
や
獣
で

さ
え
母
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
懐
に
抱
い
て
三
年
間
守
っ
て

も
ら
っ
た
恩
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（ 18 ）



こ
こ
で
、
母
の
喪
を
延
ば
す
根
拠
と
し
て
武
后
が
挙
げ
た
の

は
、
出
産
や
養
育
に
お
け
る
母
の
苦
労
で
あ
り
、
そ
れ
は
子
が
母

か
ら
受
け
た
恩
で
あ
っ
た
。
武
后
は
こ
の
「
母
の
恩
」
を
強
調
す

る
こ
と
で
、
高
宗
に
喪
服
の
規
定
を
改
め
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
武
后
の
こ
の
発
言
か
ら
は
、
父
を
母
よ
り
も
尊
ぶ
た

め
に
、
母
の
服
喪
期
間
を
短
縮
し
た
儒
教
の
古
禮
と
は
異
な
る
論

理
が
見
て
と
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
武
后
の
上
表
文
が
出
さ
れ
て
か
ら
約
四
十
年
後
の

開
元
五
年
（
七
一
七
）
に
、
盧
履
冰
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
当
時

の
皇
帝
で
あ
っ
た
玄
宗
に
提
言
が
な
さ
れ
た
。「
禮
儀
志
七
」
に

は
、
武
后
の
上
表
文
に
続
い
て
盧
履
冰
の
提
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

開
元
五
年
、
右
補
闕
・
盧
履
冰
上
言
す
、「
禮
に
准よ

る
に
、

父
在
ら
ば
母
の
為
に
一
周
に
し
て
除
靈
（
喪
服
を
脱
ぐ
）

し
、
三
年
心
喪
す
。
則
天
皇
后 

父
沒
す
る
の
服
と
同
じ
く
、

三
年
に
し
て
然
し
て
始
め
て
除
靈
す
る
を
請
う
。
權か
り

に
行
う

と
雖い
え
ど則

も
、
彝
典
（
旧
典
）
を
紊み
だ

す
有
り
。
今
陛
下 

孝
も

て
天
下
を
理お
さ

む
る
に
、
動つ
ね

に
禮
經
に
合
す
。
舊
章
に
仍よ

る
を

請
い
、
通
典
に
叶か
な

う
を
庶
こ
い
ね
がう

」。（
6
）

こ
こ
で
盧
履
冰
は
武
后
の
上
表
文
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て

て
い
る
。
武
后
が
母
の
服
喪
期
間
を
一
年
か
ら
三
年
に
延
ば
し
、

今
で
は
そ
れ
が
通
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
禮
の
規
定
を
乱
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
う
一
度
古
禮
に
よ
っ
て
改
め
る
べ
き
だ
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玄
宗
の
時
代
に
至
り
、
武
后
の
上
表
文
は
再
検

討
を
要
す
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
で
は
武
后
の
上

表
文
は
な
ぜ
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の
一
つ
目
は
、
こ
れ
が
儒
家
の
喪
に
対
す
る
見
解
に

合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
儒
家
の
見
解
の
大
き
な
流
れ
は
、

服
喪
期
間
を
短
縮
す
る
方
向
へ
と
む
か
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
父

母
へ
の
服
喪
期
間
を
漢
の
鄭
玄
は
「
二
十
七
月
」、
魏
の
王
粛
は

「
二
十
五
月
」
と
し
て
お
り（

7
）、
三
年
と
い
い
な
が
ら
実
は
二
年

強
、
つ
ま
り
足
か
け
三
年
な
の
で
あ
る
。『
禮
記
』「
三
年
問
」
に

も
次
の
よ
う
に
い
う
。

三
年
の
喪
、
二
十
五
月
に
し
て
畢お
わ

る
は
、
駟
の
隙
を
過
ぐ
る

が
若
し
。
然
れ
ど
も
之
を
遂
ぐ
れ
ば
、
則
ち
是
れ
窮
ま
り
無

き
な
り
。
故
に
先
王 

之
が
為
に
中
制
を
立
て
て
節
し
、
壹

に
以
て
文
理
を
成
す
に
足
ら
し
め
、
則
ち
之
を
釋お

く
。（

8
）

こ
こ
で
も
三
年
の
喪
は
「
二
十
五
月
」
と
さ
れ
、
服
喪
を
い
つ

ま
で
も
続
け
れ
ば
き
り
が
な
い
の
で
、
古
の
王
が
中
庸
を
得
た
適

（ 19 ）



当
な
長
さ
に
止
め
た
と
あ
る
。
武
后
の
上
表
文
は
こ
の
服
喪
期
間

を
短
縮
す
る
と
い
う
流
れ
に
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
武
后
が
母
の
服
喪
期
間
を
父
と
同
等
に
し
た
か
ら

で
あ
る
。『
儀
禮
』「
喪
服
」
で
見
た
よ
う
に
、
儒
教
の
古
禮
に
は

「
父
の
在
世
中
は
母
の
喪
を
一
年
に
短
縮
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
父
が
母
よ
り
も
尊
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ

た
。
武
后
の
上
表
文
は
こ
の
父
母
の
尊
卑
関
係
を
乱
し
た
と
い
う

点
で
、
儒
家
の
古
禮
に
合
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、「
父
在
為
母
服
三
年
」
と
い
う
提
案
が
天
子
で
あ

る
高
宗
で
は
な
く
、
皇
后
で
あ
る
武
后
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
女
に
よ
る
権
力
の
掌
握
、
武
后
に

よ
る
唐
朝
簒
奪
を
結
び
付
け
る
の
が
、
後
述
す
る
盧
履
冰
の
主
張

で
あ
る
。

二
、
武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論

開
元
五
年
の
盧
履
冰
の
提
言
を
発
端
に
、「
禮
儀
志
七
」
に
は

武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の

武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

諸
家
に
よ
る
議
論
の
流
れ
を
先
に
述
べ
て
お
く
と
、
先
の
盧
履

冰
の
提
言
に
対
し
て
武
后
の
上
表
文
に
よ
り
母
の
喪
は
三
年
に
す

べ
き
だ
と
田
再
思
が
主
張
し
、
こ
れ
に
盧
履
冰
が
反
駁
を
加
え

る
。
そ
の
後
、
元
行
沖
が
盧
履
冰
を
支
持
す
る
意
見
を
述
べ
、
開

元
七
年
（
七
一
九
）
に
玄
宗
が
勅
を
下
す
。
そ
れ
か
ら
十
三
年
後

の
開
元
二
十
年
（
七
三
二
）
に
蕭
嵩
等
が
『
大
唐
開
元
禮
』
を
編

纂
し
た
際
、
武
后
の
上
表
文
に
よ
っ
て
母
の
服
喪
期
間
が
三
年
に

定
め
ら
れ
、
議
論
は
ひ
と
ま
ず
終
着
を
む
か
え
る
。

次
に
議
論
の
焦
点
と
そ
れ
に
対
す
る
各
論
者
の
見
解
を
ま
と

め
る
。

ま
ず
焦
点
と
な
る
の
が
、
父
母
は
同
等
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
田
再
思
は
夫
婦
に
尊
卑
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な

が
ら
も
、
喪
の
際
に
は
尊
卑
の
隔
て
な
く
同
等
に
父
母
の
養
育
の

恩
に
報
い
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
盧
履
冰
と

元
行
沖
は
夫
婦
の
尊
卑
に
基
づ
い
て
、
喪
の
際
も
父
母
は
同
等
で

は
な
く
、
母
は
父
よ
り
も
短
い
一
年
に
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

ま
た
、
古
禮
に
対
す
る
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
田
再
思
は
禮
と

は
人
が
斟
酌
し
て
時
宜
に
適
う
よ
う
に
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
時

勢
に
合
わ
な
く
な
っ
た
古
禮
に
従
う
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
盧
履
冰
と
元
行
沖
は
あ
く
ま
で
も
古
禮
に
従
う
べ

き
だ
と
主
張
す
る
。

最
後
に
、「
父
在
為
母
服
三
年
」
の
規
定
は
誰
が
出
し
た
も
の

な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
皇
后
が
天
子
に
代
わ
っ
て
詔
を
出

す
こ
と
は
朝
政
の
混
乱
を
意
味
す
る
か
ら
、
田
再
思
は
こ
の
詔
は

武
后
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
高
宗
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
だ
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と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
盧
履
冰
は
こ
れ
を
武
后
に
よ
る
も

の
だ
と
し
て
、
唐
朝
を
簒
奪
す
る
た
め
の
布
石
で
あ
っ
た
と
指
摘

す
る
。

そ
れ
で
は
、「
禮
儀
志
七
」
の
原
文
に
よ
っ
て
議
論
の
内
容
を

見
て
ゆ
こ
う
。

①
田
再
思

ま
ず
は
田
再
思
の
主
張
で
あ
る
。
次
の
引
用
で
は
、
父
母
は
同

等
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
田
再
思
の
見
解
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

刑
部
郎
中
・
田
再
思
建
議
し
て
曰
く
、乾
は
尊た
か

く
坤
は
卑ひ
く

し
、

天
は
一
に
し
て
地
は
二
な
り
、
陰
陽
の
位
分
か
れ
、
夫
婦
の

道
配
す
。
死
喪
の
威
、
隆
殺
（
尊
卑
）（9
）の
等
、
禮
經
五
服

の
制
、
齊し

斬ざ
ん

殊
に
す
る
有
る
も
、
考ち
ち

妣は
は

の
三
年
の
喪
、
貴
賤

の
隔
て
無
き
が
如
き
に
至
り
て
は
、
以
て
懷
ふ
と
こ
ろを

免
る
る
の
慈

に
報
い
、
以
て
極
ま
り
罔
き
の
恩
に
酬
ゆ
る
者
な
り
。（

10
）

ま
ず
「
乾
・
坤
」「
天
・
地
」「
陰
・
陽
」
に
そ
れ
ぞ
れ
尊
卑
関

係
が
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
に
も
尊
卑
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
喪
禮
の
際
に
は
故
人
の
尊
卑
の
等
級
に
よ
っ
て
、
五

服
な
ど
喪
服
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、「
考
妣
」

（
亡
き
父
母
）
の
喪
に
際
し
て
は
、
そ
の
尊
卑
に
関
わ
ら
ず
「
免

懷
之
慈
」
や
「
罔
極
之
恩
」（11
）、
つ
ま
り
養
育
の
恩
に
報
い
る
た

め
に
、
父
母
に
対
し
て
同
等
に
行
う
の
だ
と
主
張
す
る
。

ま
た
、
母
の
喪
に
際
し
て
古
禮
に
従
う
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
次
の
引
用
で
は
田
再
思
が
古
禮
に
対
す
る
見
解
を

述
べ
て
い
る
。

周
公 

禮
を
制
す
る
の
後
、
孔
父 

經
を
刊
し
て
よ
り
已
來
、

爰こ
こ

に
厭
降
の
儀
を
殊
に
し
、
以
て
服
紀
の
節
を
標し
る

す
。
重
輕

は
俗
に
從
い
、
斟
酌
は
時
に
隨
う
。
故
に
禮
は
天
よ
り
降
ら

ず
、
地
よ
り
出
で
ず
、
人
の
消
息
に
在
り
て
、
適
時
の
中
と

為
す
の
み
を
知
る
。
…
…
子
張
は
高
宗
の
諒
陰
三
年
を
問
い
、

子
思
は
其
の
子
の
出
母
に
服
す
る
を
聽ゆ
る

さ
ず
、
子
游
は
同
母

異
父
の
昆
弟
の
服
を
大
功
と
謂
い
、
子
夏
は
合
に
齊
衰
の
制

に
從
う
べ
し
と
謂
う
有
り
。
此
等
並す
べ

て
四
科
の
數
、
十
哲
の

人
、
高
く
孔
門
を
歩
み
、
親
し
く
聖
訓
を
承
く
る
も
、
喪
事

に
遇
う
に
及
び
て
、
猶
お
此
れ
疑
を
致
す
が
ご
と
し
、
即
ち

明
ら
か
に
古
よ
り
已
來
、
升
降
一
な
ら
ざ
る
者
な
り
。（

12
）

周
公
が
禮
を
制
定
し
、
孔
子
が
經
を
刊
し
た
後
に
、「
厭
降
」

（
父
が
在
世
中
の
場
合
、
母
の
喪
を
一
年
に
短
縮
す
る
）
な
ど
の

喪
服
の
規
定
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
禮
と
は
天
や
地
か
ら
生
じ
た

（ 21 ）



も
の
で
は
な
く
、
人
が
斟
酌
し
て
時
宜
に
適
う
よ
う
に
作
っ
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
十
哲
に
数
え
ら
れ
る
子
張
、
子
思
、

子
游
、
子
夏
ら
の
逸
話（

13
）を
挙
げ
、
彼
ら
で
も
喪
禮
に
関
す
る

見
解
は
異
な
り
、
昔
か
ら
喪
服
の
等
級
に
つ
い
て
の
解
釈
が
定

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
古

禮
に
従
う
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
。

武
后
の
上
表
文
が
問
題
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
れ
が
高

宗
で
は
な
く
、
女
で
あ
る
武
后
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
次
の
引
用
で
は
、「
父
在
為
母
服
三
年
」
の
規
定

は
誰
が
出
し
た
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
田
再
思
が

見
解
を
述
べ
て
い
る
。

「
父
在
ら
ば
母
の
為
に
三
年
」
は
、
之
を
行
い
て
已
に
四
紀

を
踰こ

ゆ
、
出
づ
る
こ
と
高
宗
大
帝
の
代
よ
り
し
、
則
天
皇
后

の
朝
よ
り
せ
ず
。
大
帝 

御
極
の
辰と
き

、
中
宮 

書
を
獻
ず
る
の

日
、
往
時
參
議
し
て
、
將
に
施
行
す
べ
か
ら
ん
と
す
る
に
、

之
を
格
に
編
じ
、
之
に
服
す
る
こ
と
已
に
久
し
。
…
…
何
ぞ

必
ず
し
も
先
帝
の
旨
に
乖そ
む

き
、
人
子
の
情
を
阻
み
、
純
孝
の

心
を
虧か

き
、
德
義
の
本
に
背
か
ん
や
。
何
の
聖
化
を
妨
ぐ
る

こ
と
有
ら
ん
、
何
の
彝
倫
を
紊み
だ

す
こ
と
有
ら
ん
。
而
る
に
之

に
服
す
る
こ
と
周
年
と
せ
ん
と
欲
す
、
伯
叔
母
と
齊ひ
と

し
く
す

る
か
、
姑
姉
妹
と
同
じ
く
す
る
か
。（

14
）

「
父
在
為
母
三
年
」
は
、
高
宗
の
時
代
に
武
后
が
上
表
し
て
最

終
的
に
認
め
ら
れ
、
正
式
な
手
順
を
踏
ん
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
武
后
に
よ
る
簒
奪
時
代
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
述

べ
る
。

ま
た
、
母
の
服
喪
期
間
を
一
年
に
し
た
ら
、「
伯
叔
母
」（
父
の

兄
弟
と
そ
の
妻
）
や
「
姑
・
姉
妹
」（
父
の
姉
妹
や
自
分
の
姉
妹
）

と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う（

15
）と
述
べ
る
部
分
に
は
、
母
を
他
の

親
族
よ
り
も
重
視
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
、
田
再
思
の
見
解
を
見
て
き
た
。
次
に
こ
れ
に
対
す
る
盧

履
冰
の
反
駁
を
見
て
み
よ
う
。

②
盧
履
冰

田
再
思
の
主
張
に
対
し
て
、
盧
履
冰
は
あ
く
ま
で
も
古
禮
に

よ
っ
て
反
駁
を
加
え
、
父
母
に
尊
卑
関
係
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
。
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

是
に
於
て
紛
議
定
ま
ら
ず
。
履
冰
又
た
上
疏
し
て
曰
く
、

…
…
『
禮
』
に
、「
女む
す
めは
室
に
在
り
て
は
、
父
を
以
て
天
と

為
す
。
出
嫁
し
て
は
、
夫
を
以
て
天
と
為
す
」、
又
た
「
家

に
在
り
て
は
父
に
從
い
、
出
嫁
し
て
は
夫
に
從
い
、
夫
死
し

て
は
子
に
從
う
」
と
。
本
よ
り
自
ら
專
ら
に
し
て
尊ち
ち

に
抗あ
ら
がう

の
法
無
し
。
即
ち
「
喪
服
四
制
」
に
云
う
、「
天
に
二
日
無
く
、

（ 22 ）



土
に
二
王
を
無
く
、
國
に
二
君
無
く
、
家
に
二
尊
無
き
は
、

一
を
以
て
之
を
理
む
る
な
り
。
故
に
父
在
ら
ば
母
の
為
に
服

す
る
こ
と
周（
一
年
）な
る
は
、二
尊
を
避
く
る
な
り
」。
伏

し
て
惟お
も

う
に
陛
下 

正
に
家
國
を
持
し
、
孝
も
て
天
下
を
理

め
、
斷
え
ず
宸
衷
に
在
り
て
、
詳
ら
か
に
此
の
禮
を
正
し
、

末
俗
に
隨
い
て
、
兒
女
の
情
を
顧
念
す
る
こ
と
無
か
れ
。
臣

は
後
代
に
復
た
婦
の
夫
政
を
奪
う
の
敗
有
る
を
恐
る
。（

16
）

ま
ず
『
禮
』
に
出
る
と
し
て
、
女
性
は
一
生
を
男
（
父
・
夫
・

息
子
）
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
と
い
う
「
三
従
」
に
言
及
す
る（

17
）。

更
に
『
禮
記
』「
喪
服
四
制
」
の
「
天
に
二
つ
の
太
陽
が
無
く
、

領
土
に
二
人
の
王
が
無
く
、
国
に
二
君
が
無
い
よ
う
に
、
家
に
お

い
て
も
二
尊
は
無
い
」
と
い
う
記
載
を
引
い
て
、
父
が
母
よ
り
も

尊
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
盧
履
冰
が
母
の
喪
を
三
年
と
す
る
主
張
を
「
末
俗
」
や

「
兒
女
之
情
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
、
社
会
の
一
部
に
、

武
后
が
強
調
し
た
よ
う
な
「
母
の
恩
」
を
重
視
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

引
用
の
最
後
に
見
え
る
「
臣
は
後
代
に
復
た
婦
の
夫
政
を
奪
う

の
敗
有
る
を
恐
る
」
の
部
分
は
、
武
后
に
よ
る
唐
朝
簒
奪
を
指
摘

し
た
も
の
で
あ
り
、
盧
履
冰
の
主
張
の
核
心
部
分
で
あ
る
と
言
え

る
。
次
の
引
用
で
は
、
武
后
の
上
表
文
が
唐
朝
を
簒
奪
す
る
た
め

の
布
石
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

夫か

の
上
元
肇ち
ょ
う

年ね
ん

を
原た
ず

ぬ
る
に
、
則
天
已
に
潛
か
に
政
を
秉

り
、
將
に
僭
簒
を
圖
ら
ん
と
す
る
に
、
預
め
自
ら
先
を
崇

ぶ
。
慈
愛
の
喪
を
升あ

ぐ
る
を
請
い
て
、
以
て
尊
嚴
の
禮
に
抗

う
…
…
。
天
皇
（
高
宗
）
晏
駕
す
る
に
、
中
宗
塵
を
蒙
る
。

垂
拱
の
末
、
果
し
て
聖
母
の
偽
符
を
行
い
、
載
初
の
元
、
遂

に
易
代
の
深し
ん

釁き
ん

を
啓
く
。
孝
和
（
中
宗
）
に
名
は
正
に
反か
え

る

と
雖
も
、
韋
氏
復
た
晨
鳴
を
效い
た

す
。
孝
和
は
意は
か

ら
ず
も
暴に
わ
かに

崩
じ
、
韋
氏
旋た
ち

即ま
ち

稱
制
す
。
陛
下
の
英
算
を
蒙
ら
ざ
れ
ば
、

宗
廟
何
に
由
り
て
か
克
復
せ
ん
。
…
…
若
し
早
く
刊
正
を
圖

ら
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
戒
め
を
後
に
垂
れ
ん
。
所
以
に
禮

教
を
薄
言
し
て
、
舊
章
に
依
る
を
請
う
…
…
。
且
つ
臣
の
獻

ず
る
所
は
、
蓋
し
夫
婦
の
綱
を
正
す
を
請
う
、
豈
に
母
子
の

道
を
忘
れ
ん
や
。（

18
）

上
元
元
年
の
上
表
文
は
武
后
が
唐
朝
簒
奪
を
図
り
、
母
の
喪
を

父
と
同
じ
三
年
に
延
ば
す
こ
と
で
、
古
禮
の
規
定
に
抗
お
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
高
宗
の
没
後
、
武
后
は
中
宗

を
廃
位
さ
せ
、
垂
拱
四
年
（
六
八
八
）
に
は
武
承
嗣
が
武
后
の
た

め
に
「
聖
母
」
の
語
を
刻
ん
だ
石
碑
を
偽
造
し
、
彼
女
が
「
聖
母

神
皇
」
の
尊
号
を
授
け
ら
れ
た
こ
と（

19
）、
載
初
元
年
（
六
九
〇
）

（ 23 ）



に
は
僧
侶
た
ち
に
『
大
雲
經
』
を
偽
造
さ
せ
て
自
ら
帝
位
に
即

き
、
国
号
を
周
と
改
め
、
天
授
に
改
元
し
た
こ
と（

20
）に
言
及
す

る
。
更
に
中
宗
の
代
に
な
っ
て
も
、
皇
后
の
韋
氏
が
権
力
を
握
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
、
玄
宗
に
再
び
女
に
よ
る
王
朝
簒
奪
が
起
こ
ら

ぬ
よ
う
、
古
禮
に
よ
っ
て
夫
婦
の
尊
卑
関
係
を
正
す
よ
う
求
め
て

い
る
。

ま
た
、
引
用
の
最
後
で
は
「
自
分
は
夫
婦
間
の
秩
序
を
正
す
こ

と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
母
子
の
道
を
忘
れ
た
わ
け
で
な

い
」
と
述
べ
て
、「
母
の
恩
」
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

以
上
が
盧
履
冰
の
主
張
で
あ
る
。
次
に
盧
履
冰
の
主
張
を
支
持

す
る
元
行
沖
の
発
言
を
見
て
お
こ
う
。

③
元
行
沖

左
散
騎
常
侍
・
元
行
沖
奏
議
し
て
曰
く
、「
天
地
の
性
は

…
…
貴
賤
を
明
ら
か
に
し
、
尊
卑
を
辨わ

か
ち
、
嫌
疑
を
遠
ざ

け
、
情
理
を
分
か
つ
な
り
。
是こ
こ

を
以
て
古
の
聖
人
は
、
性
を

徴
し
本
を
識
り
、
情
に
縁
り
て
服
を
制
す
る
に
、
申の

ば
す
有

り
、
厭お
さ

う
る
有
り
。
天
父
、
天
夫
、
故
に
斬
衰
す
る
こ
と
三

年
に
し
て
、
情
理
を
俱
に
盡
す
は
、
心
に
因
り
て
極
を
立
つ

な
り
。
…
…
妻
の
喪�

杖
つ
く
こ
と
期
に
し
て
、
情
禮
俱
に

殺
ぐ
は
、
蓋
し
以
て
嫌
疑
を
遠
ざ
け
、
乾
道
を
尊
ぶ
な
り
。

…
…
父
在
ら
ば
、
母
の
為
に
職
を
罷
め
、
齊
す
る
こ
と
周

（
一
年
）
に
し
て
心
喪
す
る
こ
と
三
年
、
之
を
尊
厭
と
謂
う

は
、
則
ち
情
を
申
ば
し
て
禮
を
殺
ぐ
な
り
。
斯
れ
制
す
る

や
、
以
て
飛
走
（
禽
獣
）
に
異
な
り
、
華
夷
を
別
つ
べ
し
。

…
…
今
若
し
尊
厭
の
重
き
を
捨
て
、
嚴
父
の
義
を
虧
き
、
純

素
の
嫌
を
略
し
、
非
聖
の
責
を
貽の
こ

せ
ば
、
則
ち
事
は
古
を
師

と
せ
ず
、
名
教
を
傷
つ
く
る
有
り
。
…
…
古
に
依
る
を
當
と

為
す
を
請
う
」。
是
れ
よ
り
百
僚
の
議
竟
に
決
せ
ず
。（

21
）

元
行
沖
は
『
孝
經
』
の
玄
宗
注
に
疏
を
付
け
た
こ
と
で
も
有
名

な
儒
者
で
あ
る
。
彼
の
発
言
の
概
略
は
、「
古
人
が
喪
服
の
制
を

定
め
た
際
に
、
対
象
に
よ
っ
て
服
喪
期
間
を
「
申
」「
厭
」（
伸
ば

し
た
り
、
押
さ
え
た
り
）
す
る
概
念
が
生
ま
れ
た
。
父
や
夫
は
最

も
尊
い
の
で
「
斬
衰
三
年
」
の
喪
に
服
し
、
妻
の
喪
を
一
年
に
止

め
る
の
は
「
乾
道
」
を
尊
ぶ
た
め
で
あ
る
。
父
が
在
世
中
の
場
合

は
母
の
喪
を
一
年
に
止
め
て
「
心
喪
三
年
（
心
の
中
で
三
年
の
喪

に
服
す
）」
し
、
こ
れ
を
「
尊
厭
」
と
言
う
。
喪
服
の
制
が
あ
る

か
ら
人
は
禽
獣
や
異
民
族
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
「
尊
厭
」

を
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
、
父
の
尊
厳
を
侵
し
、
儒
教
道
徳
を
傷
つ

け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
喪
に
際
し
て
は
古
禮
に
よ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

元
行
沖
の
主
張
は
盧
履
冰
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
た
だ
、
武
后
の

（ 24 ）



上
表
文
と
唐
朝
簒
奪
を
結
び
付
け
る
指
摘
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

元
行
沖
の
発
言
の
後
、
百
僚
の
議
論
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
と
あ
る

こ
と
か
ら
は
、「
禮
儀
志
七
」
に
記
さ
れ
る
三
人
の
他
に
も
多
く

の
官
僚
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の

中
で
も
特
に
盧
履
冰
の
発
言
が
史
書
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
、
武
后
の
上
表
文
と
唐
朝
簒
奪
の
結
び
つ
き
と
い
う
問
題
に

直
言
し
、
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
が
重
視
さ
れ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
盧
履
冰
の
発
言
は
、
唐
代
官
僚
が
前
代
の
出
来
事
を
如
何

に
解
釈
し
て
い
る
か
を
知
る
う
え
で
重
要
な
記
載
で
あ
る
。

議
論
の
中
で
、
田
再
思
と
盧
履
冰
・
元
行
沖
は
対
立
す
る
立
場

に
あ
り
な
が
ら
も
、
皆
一
様
に
「
母
」
の
喪
の
問
題
を
「
夫
婦
」
や

「
父
母
」
の
関
係
で
捉
え
て
お
り
、「
母
」
単
独
に
つ
い
て
は
言
及

し
な
い
。
こ
れ
は
儒
家
が
「
母
」
を
「
父
」
や
「
夫
」
に
付
属
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
武
后

の
上
表
文
で
は
「
母
」
を
「
父
」
に
付
属
す
る
も
の
と
は
捉
え

ず
、
た
だ
「
母
の
恩
」
を
示
す
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
玄
宗
期
に

起
こ
っ
た
武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
儒
教
と
は
異
な
る

論
理
に
よ
っ
た
武
后
の
発
言
に
対
し
て
、
儒
教
倫
理
に
基
づ
い
た

官
僚
た
ち
が
議
論
を
行
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

④
玄
宗
の
下
勅

元
行
沖
の
発
言
の
後
、
官
僚
た
ち
の
議
論
は
定
ま
ら
ず
、
開
元

七
年
（
七
一
九
）
に
至
り
、
玄
宗
に
よ
っ
て
勅
が
下
さ
れ
た
。

七
年
八
月
に
至
り
て
、
敕
を
下
し
て
曰
く
、「
惟
れ
周
公
の

禮
を
制
す
る
や
、
當
に
歴
代
不
刊
な
る
べ
し
。
況
ん
や
子
夏

の
傳
を
為
し
、
乃
ち
孔
門
の
受
く
る
所
を
や
。
格
條
の
内

に
、『
父
在
ら
ば
母
の
為
に
齊
衰
す
る
こ
と
三
年
』
と
有
る

は
、
此
れ
為ゆ
え

有
り
て
為
し
、
尊
厭
の
義
に
非
ず
。
其
れ
改
作

す
る
よ
り
も
、
古
を
師
と
す
る
に
如
か
ず
。
諸
の
服
紀
は
宜

し
く
一
に
喪
服
（『
儀
禮
』「
喪
服
」）
の
文
に
依
る
べ
し
」。

是
れ
よ
り
卿
士
の
家
、
父
在
ら
ば
母
の
為
に
服
を
行
う
こ
と

同
じ
か
ら
ず
。
或
い
は
既
に
周
に
し
て
禫た
ん

（
服
喪
を
除
く
祭

り
）
し
、
禫
服
す
る
こ
と
六
十
日
に
し
て
服
を
釋
き
、
心
喪

す
る
こ
と
三
年
な
る
者
あ
り
。
或
い
は
既
に
周
に
し
て
禫

し
、
禫
服
し
て
三
年
を
終
う
る
者
有
り
。
或
い
は
上
元
の
制

に
依
り
て
、
齊
衰
す
る
こ
と
三
年
な
る
者
有
り
。（

22
）

武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
玄
宗
が
下
し
た
結
論

と
は
、「『
父
在
為
母
齊
衰
三
年
』
の
条
文
（
以
下
「
為
母
三
年
の

条
」
と
略
記
す
る
）
は
理
由
が
あ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
か

ら
、
こ
れ
を
改
め
る
よ
り
も
古
を
師
と
す
る

4

4

4

4

4

4

方
が
よ
い
。
喪
服
の

規
定
に
つ
い
て
は
、『
儀
禮
』「
喪
服
」
の
文
に
よ
る
こ
と
に
せ

よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（ 25 ）



こ
の
勅
文
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
点
を

挙
げ
る
。

一
つ
は
「
此
れ
為ゆ
え

有
り
て
為
し
」
の
「
為ゆ
え

」
が
何
を
指
す
の
か

で
あ
る
。
玄
宗
は
「
為
母
三
年
の
条
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
先
に

元
行
沖
が
指
摘
し
た
「
尊
厭
」（
父
の
在
世
中
は
母
の
喪
を
一
年

に
止
め
て
「
心
喪
三
年
」
す
る
と
い
う
規
定
）
で
は
な
く
、
そ
れ

と
は
別
に
理
由
が
あ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
理
由
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。　

も
う
一
つ
は
「
古
を
師
と
す
る
に
如
か
ず
」
の
「
古
」
が
何
を

指
す
の
か
で
あ
る
。「
師
古
」
の
語
は
、
元
行
沖
の
発
言
に
「
則

事
不
師
古
、
有
傷
名
教
矣
」
と
見
え
、「
古
」
が
「
古
禮
」
の
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
不
如
師
古
」
の
す
ぐ
後
に
は

「
諸
服
紀
宜
一
依
喪
服
文
」
と
あ
り
、
喪
服
の
規
定
に
つ
い
て
は

『
儀
禮
』「
喪
服
」
よ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
と
続
け
て
読

め
ば
、
こ
こ
の
「
古
」
も
「
古
禮
」
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、「『
父
在
為
母
齊
衰
三
年
』
と
有
る
は
…
…
其
れ

改
作
す
る
よ
り
も
、
古
を
師
と
す
る
に
如
か
ず
」
を
一
続
き
の
文

と
考
え
れ
ば
、「
古
」
は
「
為
母
三
年
の
条
」
を
含
む
既
存
の
制

度
す
べ
て
、
つ
ま
り
「
古
い
習
慣
」
を
指
し
、「
為
母
三
年
の
条
」

を
改
め
る
よ
り
も
、
元
の
ま
ま
三
年
の
規
定
に
従
う
方
が
い
い
と

言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
玄
宗
の
発
言
は
、『
儀
禮
』「
喪
服
」
の
規
定
に

よ
っ
て
母
の
喪
を
一
年
に
す
る
と
も
、
武
后
の
上
表
文
に
よ
っ
て

三
年
に
す
る
と
も
、
両
方
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
結
果
、
父
が
在
世
中
の
母
の
喪
に
際
し
て
は
、「
喪
服
」
の

文
に
よ
る
も
の
、
武
后
の
上
表
文
に
よ
る
も
の
、
両
者
を
折
衷
す

る
も
の
な
ど
、
各
家
で
喪
禮
の
作
法
が
異
な
る
と
い
う
状
況
を
招

き
、
こ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
こ
う
い
っ
た
状
況
が
続
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
議
論
の
決
着

⑤
『
大
唐
開
元
禮
』
の
成
立
　

玄
宗
の
下
勅
か
ら
十
三
年
後
の
開
元
二
十
年（
七
三
二
）、蕭
嵩

等
に
よ
っ
て
五
禮
が
改
定
さ
れ
、『
大
唐
開
元
禮
』
が
完
成
し
た
。

二
十
年
、
中
書
令
・
蕭
嵩 

學
士
と
與
に
改
修
し
て
五
禮
を

定
め
、
又
た
議
し
て
上
元
の
敕
に
依
る
を
請
い
、
父
在
ら
ば

母
の
為
に
齊
衰
す
る
こ
と
三
年
な
る
を
定
め
と
為
す
。
禮
を

頒わ
か

つ
に
及
び
て
、
乃
ち
一
に
依
り
て
行
う
。（

23
）

『
大
唐
開
元
禮
』
が
成
立
し
た
際
に
、
母
の
喪
は
武
后
の
上
表

文
に
よ
っ
て
「
父
が
在
世
中
の
場
合
は
母
の
為
に
齊
衰
三
年
の
喪

（ 26 ）



に
服
す
る
」
こ
と
で
決
着
が
付
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
開
元
五
年
の

盧
履
冰
の
提
言
か
ら
約
十
五
年
に
わ
た
る
議
論
に
終
止
符
が
打
た

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
先
の
勅
で
玄
宗
は
、
喪
服

の
規
定
は
「
喪
服
」
の
文
に
よ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
為
母
三
年

の
条
」
を
改
め
ず
に
残
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
は
武
后
の
上
表

文
に
よ
り
母
の
喪
は
三
年
に
な
っ
た
。
も
し
玄
宗
の
意
向
が
「
喪

服
」
に
よ
り
一
年
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
な
ら
、
こ
の
結
果
は

そ
れ
に
反
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
玄
宗
は
母
の
喪
を
一

年
に
し
た
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
三
年
に
し
た
か
っ
た
の
か
、

彼
の
意
向
は
ど
ち
ら
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

玄
宗
の
意
向
を
探
る
た
め
に
は
、
開
元
七
年
の
勅
文
に
つ
い
て

も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
に
、
先
に
挙
げ
た

「
古
を
師
と
す
る
に
如
か
ず
」
の
「
古
」
は
「
古
禮
」
と
「
古
い

習
慣
」
の
い
ず
れ
を
指
す
の
か
、「
此
れ
為ゆ
え

有
り
て
為
し
」
の

「
為ゆ
え

」
は
何
を
指
す
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
に
よ
り
、
開
元
七
年
の
勅
文
か
ら
読
み
取
れ
る
玄
宗
の
意

向
を
探
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
一
つ
目
の
問
題
を
解
く
手
掛
か
り
は
、「
禮
儀
志
七
」

の
記
載
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
開
元
禮
』
の
成
立
に
よ
り
、
武
后
の
上
表
文
を
め
ぐ
る
議
論

が
終
結
し
た
後
、
開
元
二
十
三
年
（
七
三
五
）
以
降
に
は
、
玄
宗

と
官
僚
に
よ
る
喪
服
の
規
定
に
つ
い
て
の
議
論
が
続
い
て
い
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
韋
縚
と
い
う
人
物
が
、
古
禮
で
は
外
祖
父
母
の

喪
服
が
「
小
功
（
五
ヶ
月
）」
に
な
っ
て
い
る
の
を
「
大
功
（
九
ヶ

月
）」
に
、
舅
の
喪
服
が
「
緦
麻
（
三
ヶ
月
）」
に
な
っ
て
い
る
の

を
「
小
功
（
五
ヶ
月
）」
に
改
め
、
堂
姨
舅
（
母
の
同
姓
の
従
兄

弟
と
従
姉
妹
）
や
舅
母
（
母
の
兄
弟
の
妻
）
に
は
喪
服
の
規
定
が

な
か
っ
た
の
を
「
袒た
ん

免ぶ
ん

（
喪
服
の
軽
い
も
の
）」
を
着
る
こ
と
に

す
る
よ
う
奏
上
し
た（

24
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
崔
沔
、
韋
述
、
楊

仲
昌
、
楊
伯
成
、
劉
秩
等
が
、
古
禮
の
規
定
を
改
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
反
論
し
た
。
以
上
の
議
論
を
う
け
て
玄
宗
は
次
の
よ
う
に

言
う
。上

又
た
手
ず
か
ら
侍
臣
等
に
敕
し
て
曰
く
、「
朕
以
為
ら
く

親
姨
舅
は
既
に
小
功
を
服
す
、
則
ち
舅
母
は
舅
に
三
年
の
服

有
り
、
服
は
是
れ
我
を
受
け
て
厚
し
、
服
制
の
情
を
以
て
す

れ
ば
、
則
ち
舅
母
の
服
は
、
全
く
は
舅
よ
り
降
す
を
得
ざ
る

な
り
、
宜
し
く
緦
麻
を
服
す
べ
し
。
堂
姨
舅
は
古
今
未
だ
服

を
制
せ
ず
、
朕
思
う
に
敦
睦
九
族
は
、
引
き
て
之
に
親
し

み
、
宜
し
く
袒
免
を
服
す
べ
し
。
又
た
鄭
玄
は
『
禮
記
』
に

注
し
て
『
同
爨
は
緦
』
と
云
う
、
若
し
堂
姨
舅
を
同
爨
に
比

ぶ
れ
ば
、
親
則
ち
厚
し
。
又
た
『
喪
服
傳
』
に
云
う
、『
外
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親
の
服
は
皆
緦
』、
是
れ
も
亦
た
堂
姨
舅
を
隔
て
ざ
る
な
り
。

若
し
く
は
服
す
る
所 

本
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
る
を
以
て
、
外

曾
祖
父
母
及
び
外
伯
叔
祖
父
母
の
為
に
服
を
制
す
る
を
須も
と

む

る
も
、
亦
た
何
ぞ
傷
な
わ
ん
。
是
れ
皆
親
親
敦
本
の
意
、
卿

等
更
に
之
を
熟
詳
せ
よ
」。（

25
）

こ
こ
で
玄
宗
は
古
禮
の
改
定
を
奏
上
し
た
韋
縚
の
意
見
を
支
持

し
た
上
で
、
論
者
た
ち
に
更
に
詳
し
く
議
論
を
行
う
よ
う
に
と
述

べ
て
い
る
。

玄
宗
は
韋
縚
が
「
袒
免
」
と
し
た
舅
母
の
喪
服
を
更
に
重
く
み

て
、「
緦
麻
（
三
ヶ
月
）」
に
す
る
べ
き
だ
と
し
、
堂
姨
舅
の
た
め

に
「
袒
免
」
を
服
す
る
と
い
う
意
見
に
は
賛
同
し
て
い
る
。
ま

た
、
韋
縚
が
言
及
し
て
い
な
い
外
曾
祖
父
母
や
外
伯
叔
祖
父
母
に

も
喪
服
の
規
定
を
作
っ
て
も
よ
い
と
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。
更

に
は
、
こ
の
玄
宗
の
勅
に
対
し
て
裴
耀
卿
、
張
九
齡
、
李
林
甫
等

が
反
対
意
見
を
述
べ
る
と
、「
朕
の
情
未
だ
安
ん
ぜ
ざ
る
と
こ
ろ

有
り
、
故
に
詳
議
せ
し
む
、
苟
く
も
變
古
を
求
め
、
以
て
不
同
を

示
さ
ん
と
欲
す
る
に
非
ず（

26
）」
と
述
べ
、
彼
ら
の
反
対
意
見
を

や
り
こ
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
玄
宗
の
発
言
か
ら
、
彼
は
古
禮
の
規
定
に
固
執
す
る
よ

り
も
、
む
し
ろ
古
禮
を
改
め
る
意
見
に
同
調
的
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
の
勅
文
に
見
え
る
「
古
」
は
「
古

禮
」
で
は
な
く
、「
為
母
三
年
の
条
」
を
含
む
「
古
い
習
慣
」
を

指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
玄
宗
は
「
為
母
三
年
の

条
」
に
対
し
て
も
同
調
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

儒
家
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
盧
履
冰
や
元
行
沖
の
主
張
は
正
当

な
意
見
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
玄
宗
は
「
為
母
三
年
の
条
」
を
改
め

る
の
が
惜
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
喪
服
」
の
文
に
よ
る
と
結
論
を

下
し
な
が
ら
も
、「
為
母
三
年
の
条
」
を
改
め
ず
に
残
し
て
お
く

こ
と
に
し
た
。
開
元
七
年
の
勅
が
、
母
の
喪
に
つ
い
て
一
年
と
も

三
年
と
も
解
釈
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
玄
宗
の
こ
う

い
っ
た
心
情
が
反
映
さ
れ
た
結
果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
開
元
禮
』

で
「
為
母
三
年
の
条
」
が
採
用
さ
れ
、
母
の
喪
が
三
年
に
決
定
し

た
こ
と
は
、
玄
宗
の
意
向
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼

の
意
向
に
よ
る
結
果
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
玄
宗
は
ど
う
し
て
「
為
母
三
年
の
条
」
を
残
そ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
勅
文
に
は
「
為
母
三
年
の
条
」
に
つ
い
て
「
此

れ
為ゆ
え

有
り
て
為
し
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
何
で
あ
る
か
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
「
為ゆ
え

」
が
何
を
指
し
て
い
た
の

か
は
、
盧
履
冰
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
あ
る
程
度
は
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

臣
の
獻
ず
る
所
は
、
蓋
し
夫
婦
の
綱
を
正
す
を
請
う
、
豈
に

母
子
の
道
を
忘
れ
ん
や
。

（ 28 ）



こ
こ
で
盧
履
冰
は
玄
宗
に
、
自
分
は
「
母
子
之
道
」
を
忘
れ
た

わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
玄
宗
が
「
母
子
之
道
」

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
た
発
言
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
玄
宗
が
母
の
喪
に
お
い
て
重
視
し
た
こ
と

と
は
、
母
と
子
の
道
（
あ
る
べ
き
関
係
）
で
あ
り
、
子
が
「
母
の

恩
」
に
報
い
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
玄

宗
が
ど
う
し
て
母
の
喪
を
三
年
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
こ
に

彼
の
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
真
相
を
知
る
す
べ
は
な

い
。
た
だ
、「
為
母
三
年
の
条
」
を
残
す
理
由
と
し
て
彼
が
示
そ

う
と
し
た
も
の
は
、「
母
の
恩
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玄
宗
も
ま
た
武
后
の
強
調
し
た
「
母
の
恩
」
を

重
く
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
「
母
の
恩
」
を
重
視

す
る
考
え
方
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
大
正
新
脩
大
蔵
經
』「
敦
煌
写
本
部
類
・
疑
似
部
」
に
『
佛
説

父
母
恩
重
經
』
と
い
う
佛
典
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
佛
典
の

名
は
、
六
九
五
年
に
作
ら
れ
た
『
大
周
刊
定
衆
經
目
録
』「
偽
經

目
録
」
に
初
め
て
登
場
し
、
七
三
〇
年
に
作
ら
れ
た
『
開
元
釋
教

録
』「
偽
妄
亂
真
録
」
に
は
、「
父
母
恩
重
經
一
卷
。
經
に
丁
蘭
・

董
黯
・
郭
巨
等
を
引
く
、
故
に
人
の
造
る
を
知
る
。
三
紙
（
27
）
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
唐
頃
に
中
国
で
作
ら
れ
た
偽
經
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る（

28
）。
こ
の
『
父
母
恩
重
經
』
の
中
に
次
の
よ

う
な
記
載
が
見
え
る
。

人
生
ま
れ
て
世
に
在
れ
ば
、
父
母
を
親
と
為
す
。
父
に
非
ざ

4

4

4

4

れ
ば
生
ま
ず

4

4

4

4

4

、
母
に
非
ざ
れ
ば
育
ま
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
是こ
こ

を
以
て
母
胎
に

寄
託
し
、
身
に
懷
く
こ
と
十
月
…
…
飢
う
る
時
食
ら
う
を
須も
と

む
る
も
、
母
に
非
ざ
れ
ば
哺
せ
ず
。
渇
く
時
飲
む
を
須
む
る

も
、
母
に
非
ざ
れ
ば
乳
せ
ず
。
母
は
飢
え
に
中
る
時
、
苦
き

4

4

を
呑
み
て
甘
き
を
吐
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
乾
け
る
を

4

4

4

4

推4

4り
て
濕
れ
る
に
就
く

4

4

4

4

4

4

4

4

…
…
母
の
恩
を
計
り
論
ず
る
に
、
昊
天
の
極
ま
り
罔な

き
が
ご

と
し
。
嗚あ

呼あ

慈
母
に
は
、
云い

何か

に
報
ゆ
べ
き
。（

29
）

こ
の
佛
典
は
經
名
に
も
あ
る
よ
う
に
、
父
母
の
恩
を
説
い
た
も

の
で
あ
る
が
、
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
「
母
の

恩
」
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り（

30
）、
そ
の
点
で
武
后

の
発
言
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
武
后
の
上
表
文
に
見

え
る
「
非
母
不
生
、
非
母
不
育
。
推
燥
居
濕
、
咽
苦
吐
甘
」
と
、

『
父
母
恩
重
經
』
に
見
え
る
「
非
父
不
生
、
非
母
不
育
」「
呑
苦
吐

甘
、
推
乾
就
濕
」
と
い
う
表
現
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
え
る
「
推
燥
居
濕
」
や
「
咽
苦
吐
甘
」
な
ど
は
、
父

母
の
養
育
の
恩
を
表
す
言
葉
と
し
て
佛
典
中
に
類
似
表
現
が
散
見

さ
れ
る
。
中
で
も
「
推
燥
居
濕
」
は
、
晉
代
か
ら
南
北
朝
期
に
訳

さ
れ
た
古
い
佛
典
に
用
例
が
見
え
、
例
え
ば
、
西
晉
の
竺
法
護
訳

『
普
曜
經
』
卷
二
に
は
、「
推
燥
居
濕
、
飲
食
乳
哺
、
使
長
大
耳

ゆ
ず

（ 29 ）



（
燥
け
る
を
推ゆ
ず

り
て
濕
れ
る
に
居
り
、
飲
食
乳
哺
し
て
、
長
大
せ

し
む
）」
と
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
古
い
用
例
は
ど
れ
も
「
推

燥
居
濕
」
な
ど
が
単
独
で
見
え
る
も
の
で
あ
り
、「
推
燥
居
濕
」

「
推
乾
就
濕
」（
乾
い
た
処
を
子
に
ゆ
ず
り
、
母
は
湿
っ
た
処
に
寝

る
）
と
「
咽
苦
吐
甘
」「
呑
苦
吐
甘
」（
苦
い
も
の
は
母
が
食
い
、

甘
い
も
の
は
子
に
与
え
る
）
と
い
う
二
つ
の
表
現
が
そ
ろ
っ
た
形

で
現
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
唐
代
以
前
に
は
遡
れ
な
い
。

そ
し
て
、
佛
典
で
は
『
父
母
恩
重
經
』、
佛
教
関
係
以
外
の
文
書

で
は
武
后
の
上
表
文
が
、
こ
の
二
つ
の
表
現
を
結
び
つ
け
て
用
い

て
い
る
比
較
的
早
い
例
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
武
后
の
上
表
文
が
出
さ
れ
た
上
元
元
年

（
六
七
四
）
及
び
『
父
母
恩
重
經
』
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る

初
唐
頃
に
、「
母
の
恩
」
を
重
視
す
る
風
潮
が
高
ま
り（

31
）、
そ
う

い
っ
た
環
境
の
中
で
「
母
の
恩
」
を
示
す
二
つ
の
表
現
が
併
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
二
つ
の
表
現
が
そ

ろ
っ
た
用
例
は
唐
以
降
に
な
る
と
多
く
現
れ
、
敦
煌
文
書
で
は

「
迴
（
回
）
乾
就
濕
、
咽
苦
吐
甘
」、
元
曲
で
は
「
煨
（
偎
）
乾
就

濕
、
嚥
苦
吐
甘
」
な
ど
と
も
書
か
れ
る
（
32
）。
後
に
「
母
の
恩
」

は
、
敦
煌
文
書
な
ど
に
見
え
る
父
母
の
十
恩
徳
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
、
こ
れ
ら
の
表
現
も
「
咽
苦
吐
甘
恩
」「
迴
乾
就
濕
恩
」
と
し

て
十
恩
徳
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る（

33
）。

武
后
の
上
表
文
と
『
父
母
恩
重
經
』
に
見
え
る
表
現
が
ほ
ぼ
一

致
す
る
こ
と
か
ら
は
、
武
后
が
『
父
母
恩
重
經
』
の
表
現
を
自
分

な
り
の
言
葉
に
改
め
て
用
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、『
父
母
恩
重

經
』
の
成
立
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
以
上
、
そ
れ
を
究
明
す
る

す
べ
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
文
書
の
成
立
時
期
が
近
い
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
武
后
が
自
ら
帝
位
に
就
く
際
に
、
薛
懷
義

等
の
僧
侶
に
『
大
雲
經
』
と
い
う
偽
經
を
作
ら
せ
て
い
る
こ
と（

34
）

な
ど
か
ら
、
二
つ
の
文
書
の
成
立
背
景
に
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

結
語

唐
代
に
は
『
儀
禮
』「
喪
服
」
な
ど
に
定
め
ら
れ
た
喪
服
の
規

定
を
改
め
て
、
故
人
に
対
す
る
喪
服
の
等
級
を
重
く
す
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
こ
の
喪
服
の
規
定
を
改
め
る
動
き
は
既
に
太
宗
の
時
代

に
見
ら
れ（

35
）、
高
宗
は
武
后
の
上
表
を
う
け
て
父
が
在
世
中
の

母
へ
の
服
喪
期
間
を
「
齊
衰
三
年
」
に
改
め
て
い
る
し
、
玄
宗
も

ま
た
、
韋
縚
の
建
議
を
う
け
て
喪
服
の
規
定
を
改
め
て
い
る（

36
）。

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
古
禮
を
改
め
る
動
き
は
、
正
当
な
儒
家
の
立

場
に
は
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
盧
履
冰
や
元
行
沖
を
は

じ
め
多
く
の
儒
家
た
ち
が
、
繰
り
返
し
異
議
を
と
な
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

喪
服
の
規
定
が
改
め
ら
れ
て
ゆ
く
中
で
も
、
父
が
在
世
中
の
場

（ 30 ）



合
に
も
母
の
喪
が
父
と
同
じ
三
年
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
父
母
の
尊

卑
関
係
の
均
衡
が
崩
れ
た
と
い
う
点
で
、
喪
禮
の
歴
史
上
、
重
大

な
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
武
后

の
発
言
か
ら
は
、「
母
の
恩
」
を
重
視
す
る
思
想
の
影
響
が
窺
わ

れ
、
そ
の
思
想
は
佛
教
の
偽
經
『
父
母
恩
重
經
』
と
一
致
す
る
。

こ
れ
は
佛
教
全
体
に
通
じ
る
思
想
で
は
な
い
と
言
う
も
の
の
、
そ

こ
に
佛
教
が
強
調
し
た
「
恩
」
の
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
は
、
儒
教
理
念
が
儒
教
と
は
異
な
る
思

想
、
と
り
わ
け
佛
教
的
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
変
化
し
て
ゆ
く
過

程
と
し
て
、
儒
佛
交
渉
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味

を
持
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

唐
代
の
皇
帝
た
ち
が
古
禮
に
固
執
す
る
儒
家
の
意
見
に
よ
ら

ず
、
古
禮
を
改
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
や
、「
母
の
恩
」
を
重

視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
唐
と
い
う
王
朝
が
他
の
中
国
王

朝
と
比
べ
て
、
佛
教
よ
り
の
傾
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

注

（
1
） 

以
下
、
本
稿
で
引
用
す
る
『
舊
唐
書
』
の
記
載
は
、
中
華
書
局
出
版

の
点
校
本
（
一
九
七
五
年
）
を
底
本
と
す
る
（
句
読
点
や
符
号
は
適
宜

改
め
た
）。
ま
た
、
本
文
に
お
け
る
引
用
で
は
訓
読
の
み
を
挙
げ
、
注
に

て
原
文
を
示
す
。

（
2
） 

秋
八
月
壬
辰
、
追
尊
宣
簡
公
為
宣
皇
帝
、
懿
王
為
光
皇
帝
、
太
祖
武

皇
帝
為
高
祖
神
堯
皇
帝
、
太
宗
文
皇
帝
為
文
武
聖
皇
帝
、
太
穆
皇
后
為

太
穆
神
皇
后
、文
德
皇
后
為
文
德
聖
皇
后
。
皇
帝
稱
天
皇
、皇
后
稱
天
后
。

改
咸
亨
五
年
為
上
元
元
年
、
大
赦
。
戊
戌
、
敕
文
武
官
三
品
已
上
服
紫
、

金
玉
帶
…
…
。
十
二
月
…
…
壬
寅
、
天
后
上
意
見
十
二
條
、
請
王
公
百

僚
皆
習
『
老
子
』、
每
歲
明
經
一
準
『
孝
經
』『
論
語
』
例
試
於
有
司
。

又
請
子
父
在
為
母
服
三
年
。

（
3
） 

上
元
元
年
、
天
后
上
表
曰
、「
至
如
父
在
為
母
服
止
一
期
、
雖
心
喪
三

年
、服
由
尊
降
。
竊
謂
子
之
於
母
、慈
愛
特
深
。
非
母
不
生
、非
母
不
育
、

推
燥
居
濕
、
咽
苦
吐
甘
、
生
養
勞
瘁
、
恩
斯
極
矣
。
所
以
禽
獸
之
情
、

猶
知
其
母
。
三
年
在
懷
、
理
宜
崇
報
。
若
父
在
為
母
服
止
一
期
、
尊
父

之
敬
雖
周
、
報
母
之
慈
有
闕
。
且
齊
斬
之
制
、
足
為
差
減
、
更
令
周
以

一
期
、
恐
傷
人
子
之
志
。
今
請
父
在
為
母
終
三
年
之
服
」。
高
宗
下
詔
、

依
議
行
焉
。

（
4�

） （
經
）
父
在
爲
母
。�

傳
曰
、
何
以
期
也
。
屈
也
。
至
尊
在
、
不
敢
伸
其
私
尊
也
。
父
必
三
年

然
後
娶
、
達
子
之
志
也
。

（
5
） 『
儀
禮
』「
喪
服
」
に
よ
る
と
、
父
の
喪
は
「
斬
衰
三
年
」、
父
が
既
に

亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
の
母
の
喪
は
「
齊
衰
」
を
着
て
三
年
の
喪
に
服

す
る
ケ
ー
ス
に
該
当
し
、
服
喪
期
間
は
共
に
三
年
で
あ
る
。

（
6
） 

開
元
五
年
、
右
補
闕
盧
履
冰
上
言
「
准
禮
、
父
在
為
母
一
周
除
靈
、

（ 31 ）



三
年
心
喪
。
則
天
皇
后
請
同
父
沒
之
服
、
三
年
然
始
除
靈
。
雖
則
權
行
、

有
紊
彝
典
。
今
陛
下
孝
理
天
下
、
動
合
禮
經
。
請
仍
舊
章
、
庶
叶
通
典
」。

（
7
） 『
禮
記
』「
檀
弓
上
」
の
孔
穎
達
の
疏
に
「
間
傳
云
、
三
年
之
喪
…
…

王
肅
以
二
十
五
月
禫
除
喪
畢
。
而
鄭
康
成
則
二
十
五
月
大
祥
、
二
十
七

月
而
禫
、
二
十
八
月
而
作
樂
」
と
あ
る
。

（
8
） 

三
年
之
喪
、
二
十
五
月
而
畢
、
若
駟
之
過
隙
。
然
而
遂
之
、
則
是
無

窮
也
。
故
先
王
焉
為
之
立
中
制
節
、
壹
使
足
以
成
文
理
、
則
釋
之
矣
。

（
9
） 『
禮
記
』「
郷
飲
酒
義
」
に
「
至
于
衆
賓
、
升
受
、
坐
祭
、
立
飲
、
不

酢
而
降
、
隆
殺
之
義
辨
矣
」
と
あ
り
、
鄭
玄
の
注
に
「
尊
者
禮
隆
、
卑

者
禮
殺
、
尊
卑
別
也
」
と
い
う
。

（
10
） 

刑
部
郎
中
田
再
思
建
議
曰
、乾
尊
坤
卑
、天
一
地
二
、陰
陽
之
位
分
矣
、

夫
婦
之
道
配
焉
。
至
若
死
喪
之
威
、
隆
殺
之
等
、
禮
經
五
服
之
制
、
齊

斬
有
殊
、
考
妣
三
年
之
喪
、
貴
賤
無
隔
、
以
報
免
懷
之
慈
、
以
酬
罔
極

之
恩
者
也
。

（
11
） 「
免
懷
之
慈
」
は
『
論
語
』「
陽
貨
」
に
「
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父

母
之
懷
」
と
あ
り
、「
罔
極
之
恩
」
は
『
詩
經
』「
小
雅
・
蓼
莪
」
に
「
父

兮
生
我
、母
兮
鞠
我
。
拊
我
畜
我
、長
我
育
我
。
顧
我
復
我
、出
入
腹
我
。

欲
報
之
德
、昊
天
罔
極
」と
あ
る
。
共
に
父
母
の
養
育
の
恩
を
示
す
言
葉
。

（
12
） 

自
周
公
制
禮
之
後
、
孔
父
刊
經
已
來
、
爰
殊
厭
降
之
儀
、
以
標
服
紀

之
節
。
重
輕
從
俗
、斟
酌
隨
時
。
故
知
禮
不
從
天
而
降
、不
由
地
而
出
也
、

在
人
消
息
、
為
適
時
之
中
耳
。
…
…
有
子
張
問
高
宗
諒
陰
三
年
、
子
思

不
聽
其
子
服
出
母
、
子
游
謂
同
母
異
父
昆
弟
之
服
大
功
、
子
夏
謂
合
從

齊
衰
之
制
。
此
等
並
四
科
之
數
、
十
哲
之
人
、
高
歩
孔
門
、
親
承
聖
訓
、

及
遇
喪
事
、
猶
此
致
疑
、
即
明
自
古
已
來
、
升
降
不
一
者
也
。

（
13
） 

子
張
が
孔
子
に「
高
宗
諒
陰
三
年
」に
つ
い
て
問
う
た
こ
と
は『
論
語
』

「
憲
問
」
に
、
子
思
が
子
に
出
母
の
喪
に
服
す
る
の
を
許
さ
な
か
っ
た
こ

と
、
子
游
は
同
母
異
父
の
昆
弟
の
喪
服
を
大
功
と
言
っ
た
が
、
子
夏
は

齊
衰
の
制
に
從
う
べ
し
と
言
っ
た
こ
と
は
、
共
に
『
禮
記
』「
檀
弓
上
」

に
記
載
が
見
え
る
。

（
14
） 「
父
在
為
母
三
年
」、
行
之
已
踰
四
紀
、
出
自
高
宗
大
帝
之
代
、
不
從

則
天
皇
后
之
朝
。
大
帝
御
極
之
辰
、
中
宮
獻
書
之
日
、
往
時
參
議
、
將

可
施
行
、
編
之
於
格
、
服
之
已
久
。
…
…
何
必
乖
先
帝
之
旨
、
阻
人
子

之
情
、虧
純
孝
之
心
、背
德
義
之
本
。
有
何
妨
於
聖
化
、有
何
紊
於
彝
倫
。

而
欲
服
之
周
年
、
與
伯
叔
母
齊
焉
、
與
姑
姊
妹
同
焉
。

（
15
） 『
儀
禮
』「
喪
服
」
に
よ
る
と
、「
伯
叔
母
」
と
「
姑
・
姉
妹
」
の
喪
は
、

「
齊
衰
」
を
着
て
杖
を
つ
か
ず
、「
期
（
一
年
）」
の
喪
に
服
す
る
ケ
ー
ス

に
該
当
す
る
。

（
16
） 

於
是
紛
議
不
定
。
履
冰
又
上
疏
曰
、
…
…
『
禮
』、「
女
在
室
、
以
父

為
天
。
出
嫁
、
以
夫
為
天
」
又
「
在
家
從
父
、
出
嫁
從
夫
、
夫
死
從
子
」。

本
無
自
專
抗
尊
之
法
。
即
「
喪
服
四
制
」
云
、「
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、

國
無
二
君
、
家
無
二
尊
、
以
一
理
之
也
。
故
父
在
為
母
服
周
者
、
避
二

尊
也
」。
伏
惟
陛
下
正
持
家
國
、
孝
理
天
下
、
而
不
斷
在
宸
衷
、
詳
正
此

禮
、
無
隨
末
俗
、
顧
念
兒
女
之
情
。
臣
恐
後
代
復
有
婦
奪
夫
政
之
敗
者
。

（
17
） 『
儀
禮
』「
喪
服
」
の
「
女
子
子
適
人
者
、
為
其
父
母
、
昆
弟
之
為
父
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後
者
」
に
付
け
ら
れ
た
「
傳
」
に
「
婦
人
有
三
從
之
義
、
無
專
用
之
道
。

故
未
嫁
從
父
、
既
嫁
從
夫
、
夫
死
從
子
」
と
い
う
。

（
18
） 
原
夫
上
元
肇
年
、
則
天
已
潛
秉
政
、
將
圖
僭
簒
、
預
自
崇
先
。
請
升

慈
愛
之
喪
、以
抗
尊
嚴
之
禮
…
…
。
天
皇
晏
駕
、中
宗
蒙
塵
。
垂
拱
之
末
、

果
行
聖
母
之
偽
符
、
載
初
之
元
、
遂
啓
易
代
之
深
釁
。
孝
和
雖
名
反
正
、

韋
氏
復
效
晨
鳴
。
孝
和
非
意
暴
崩
、
韋
氏
旋
即
稱
制
。
不
蒙
陛
下
英
算
、

宗
廟
何
由
克
復
。
…
…
若
不
早
圖
刊
正
、
何
以
垂
戒
於
後
。
所
以
薄
言

禮
教
、
請
依
舊
章
…
…
。
且
臣
所
獻
者
、
蓋
請
正
夫
婦
之
綱
、
豈
忘
母

子
之
道
。

（
19
） 『
舊
唐
書
』
巻
六
「
則
天
皇
后
本
紀
」「
垂
拱
四
年
」
の
条
に
「
夏
四
月
、

魏
王
武
承
嗣
偽
造
瑞
石
、
文
云
『
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
』
…
…
五
月
、

皇
太
后
加
尊
號
曰
聖
母
神
皇
」
と
あ
る
。

（
20
） 『
舊
唐
書
』
巻
六
「
則
天
皇
后
本
紀
」「
載
初
元
年
」
の
条
に
「
秋
七

月
…
…
有
沙
門
十
人
偽
撰
大
雲
經
、
表
上
之
、
盛
言
神
皇
受
命
之
事
。

制
頒
於
天
下
、
令
諸
州
各
置
大
雲
寺
、
總
度
僧
千
人
。
九
月
九
日
壬
午
、

革
唐
命
、
改
國
號
為
周
。
改
元
為
天
授
」
と
あ
る
。

（
21
） 

左
散
騎
常
侍
元
行
沖
奏
議
曰
、「
天
地
之
性
…
…
明
貴
賤
、
辨
尊
卑
、

遠
嫌
疑
、
分
情
理
也
。
是
以
古
之
聖
人
、
徴
性
識
本
、
緣
情
制
服
、
有

申
有
厭
。
天
父
、
天
夫
、
故
斬
衰
三
年
、
情
理
俱
盡
者
、
因
心
立
極
也
。

…
…
妻
喪
杖
期
、情
禮
俱
殺
者
、蓋
以
遠
嫌
疑
、尊
乾
道
也
。
…
…
父
在
、

為
母
罷
職
、
齊
周
而
心
喪
三
年
、
謂
之
尊
厭
者
、
則
情
申
而
禮
殺
也
。

斯
制
也
、
可
以
異
于
飛
走
、
別
於
華
夷
。
…
…
今
若
捨
尊
厭
之
重
、
虧

嚴
父
之
義
、
略
純
素
之
嫌
、
貽
非
聖
之
責
、
則
事
不
師
古
、
有
傷
名
教
矣
。

…
…
請
依
古
為
當
」。
自
是
百
僚
議
竟
不
決
。

（
22
） 

至
七
年
八
月
、
下
敕
曰
、「
惟
周
公
制
禮
、
當
歴
代
不
刊
。
況
子
夏
為

傳
、乃
孔
門
所
受
。
格
條
之
内
、有
父
在
為
母
齊
衰
三
年
、此
有
為
而
為
、

非
尊
厭
之
義
。
與
其
改
作
、
不
如
師
古
。
諸
服
紀
宜
一
依
喪
服
文
」。
自

是
卿
士
之
家
、父
在
為
母
行
服
不
同
。
或
既
周
而
禫
、禫
服
六
十
日
釋
服
、

心
喪
三
年
者
。
或
有
既
周
而
禫
、
禫
服
終
三
年
者
。
或
有
依
上
元
之
制
、

齊
衰
三
年
者
。

（
23
） 

二
十
年
、
中
書
令
蕭
嵩
與
學
士
改
修
定
五
禮
、
又
議
請
依
上
元
敕
、

父
在
為
母
齊
衰
三
年
為
定
。
及
頒
禮
、
乃
一
依
行
焉
。

（
24
） 「
禮
儀
志
七
」
に
「
韋
縚
奏
曰
…
…
竊
以
古
意
猶
有
所
未
暢
者
也
。
且

為
外
祖
小
功
、
此
則
正
尊
情
甚
親
而
服
屬
疏
者
也
、
請
加
至
大
功
九
月
。

姨
舅
儕
類
親
既
無
別
、
服
宜
齊
等
、
請
為
舅
加
至
小
功
五
月
。
堂
姨
舅

疏
降
一
等
、
親
舅
母
從
服
之
例
、
先
無
制
服
之
文
、
並
望
加
至
袒
免
」

と
見
え
る
。

（
25
） 

上
又
手
敕
侍
臣
等
曰
、「
朕
以
為
親
姨
舅
既
服
小
功
、
則
舅
母
於
舅
有

三
年
之
服
、
服
是
受
我
而
厚
、
以
服
制
情
、
則
舅
母
之
服
、
不
得
全
降

於
舅
也
、
宜
服
緦
麻
。
堂
姨
舅
古
今
未
制
服
、
朕
思
敦
睦
九
族
、
引
而

親
之
、
宜
服
袒
免
。
又
鄭
玄
注
禮
記
云
『
同
爨
緦
』、
若
比
堂
姨
舅
於
同

爨
、
親
則
厚
矣
。
又
喪
服
傳
云
、『
外
親
之
服
皆
緦
』、
是
亦
不
隔
於
堂

姨
舅
也
。
若
以
所
服
不
得
過
本
、
而
須
為
外
曾
祖
父
母
及
外
伯
叔
祖
父

母
制
服
、
亦
何
傷
乎
。
是
皆
親
親
敦
本
之
意
、
卿
等
更
熟
詳
之
」。

（ 33 ）



（
26
） 

朕
情
有
未
安
、
故
令
詳
議
、
非
欲
苟
求
變
古
、
以
示
不
同
。

（
27
） 

父
母
恩
重
經
一
卷
。
經
引
丁
蘭
・
董
黯
・
郭
巨
等
、故
知
人
造
。
三
紙
。

（
28
） 
岡
部
和
雄
「『
父
母
恩
重
經
』
改
題
」（
落
合
俊
典
編
『
中
國
日
本
撰

述
經
典
（
其
之
五
）』、七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第
五
巻
、大
東
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
29
） 

人
生
在
世
、
父
母
為
親
。
非
父
不
生
、
非
母
不
育
。
是
以
寄
託
母
胎
、

懷
身
十
月
…
…
飢
時
須
食
、
非
母
不
哺
。
渇
時
須
飲
、
非
母
不
乳
。
母

中
飢
時
、
呑
苦
吐
甘
、
推
乾
就
濕
…
…
計
論
母
恩
、
昊
天
罔
極
。
嗚
呼

慈
母
、
云
何
可
報
。

（
30
） 『
父
母
恩
重
經
』
が
「
母
の
恩
」
を
強
調
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
小
南

一
郎
「「
父
母
恩
重
經
」
の
形
成
と
孝
子
伝
説
の
変
貌
」
等
に
指
摘
が
あ

る
。
小
南
氏
は
そ
こ
で
「
經
名
は
「
父
母
恩
重
經
」
と
呼
ば
れ
て
は
い

る
が
、
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
母
の
恩
の
重
さ

な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
説
話
・
伝
承
学
会 
創
立
二
十
五
周

年
記
念
論
集
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
三
一
頁
）

（
31
） 「
母
の
恩
」
を
重
視
す
る
風
潮
が
高
ま
っ
た
背
景
に
は
、
中
国
で
佛
教

が
受
容
さ
れ
る
際
に
、『
大
方
便
佛
報
恩
經
』
な
ど
の
佛
典
に
よ
っ
て
、

「
恩
」
の
思
想
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

佛
教
に
よ
る
「
恩
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、中
村
元
「
恩
の
思
想
」（『
佛

教
思
想
４
』、
佛
教
思
想
研
究
会
、
一
九
七
九
年
）
等
を
参
照
。

（
32
） 

敦
煌
文
書
の
用
例
と
し
て
は
、『
維
摩
詰
經
講
經
文
』
に
「
咽
苦
吐
甘
、

豈
辭
嫌
厭
。
迴
乾
就
濕
、恐
男
女
之
片
時
不
安
」、『
父
母
恩
重
經
講
經
文
』

に
「
迴
乾
就
濕
、
咽
苦
吐
甘
」、
元
曲
で
は
、『
虎
頭
牌
』
第
三
折
に
「
也

曾
煨
乾
就
濕
、嚥
苦
吐
甘
」、『
神
奴
兒
』
第
三
折
に
「
想
着
他
嚥
苦
吐
甘
、

偎
乾
就
濕
」
と
あ
る
。

（
33
） 

父
母
の
十
恩
徳
と
は
、
父
母
の
恩
を
十
の
項
目
に
よ
っ
て
表
現
し
た

も
の
。
敦
煌
文
書
ペ
リ
オ
三
九
一
九
『
佛
説
父
母
恩
重
經
』
に
「
爾
時

如
來
告
阿
難
曰
、『
諦
聽
諦
聽
、
父
母
恩
德
有
其
十
種
、
何
等
為
十
』。

一
者
懷
擔
守
護
恩
、
二
者
臨
産
受
苦
恩
、
三
者
生
子
忘
憂
恩
、
四
者
咽

苦
吐
甘
恩
、五
者
迴
乾
就
濕
恩
、六
者
洗
濯
不
淨
恩
、七
者
乳
哺
養
育
恩
、

八
者
遠
行
憶
念
恩
、九
者
為
造
惡
業
恩
、十
者
究
竟
憐
愍
恩
」
と
見
え
る
。

（
34
） 

武
后
が
僧
侶
に
偽
經
『
大
雲
經
』
を
作
ら
せ
た
こ
と
は
注（
20
）で
も

ふ
れ
た
。
武
后
に
よ
る
唐
朝
簒
奪
（
武
周
革
命
）
と
佛
教
や
『
大
雲
經
』

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
道
端
良
秀
『
唐
代
佛
教
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
、

一
九
五
七
年
）
等
を
参
照
。

（
35
） 

貞
觀
十
四
年
（
六
四
〇
）、
魏
徴
等
の
奏
議
を
う
け
て
、
太
宗
は
喪
服

の
規
定
を
改
め
て
い
る
。「
禮
儀
志
七
」
に
「（
魏
徴
等
曰
）
謹
按
、
曾

祖
父
母
舊
服
齊
衰
三
月
、
請
加
為
齊
衰
五
月
。
嫡
子
婦
舊
服
大
功
、
請

加
為
期
。
衆
子
婦
小
功
、
今
請
與
兄
弟
子
婦
同
為
大
功
九
月
。
嫂
叔
舊

無
服
、
今
請
服
小
功
五
月
報
。
其
弟
妻
及
夫
兄
、
亦
小
功
五
月
。
舅
服

緦
麻
、
請
與
從
母
同
服
小
功
。
制
可
之
」
と
見
え
る
。

（
36
） 
喪
服
の
規
定
を
改
め
て
重
く
す
る
傾
向
つ
い
て
は
、
楊
華
「
論
『
開

元
禮
』
對
鄭
玄
和
王
粛
禮
学
的
擇
從
」
に
指
摘
が
あ
る
。
楊
氏
は
、
隋

初
か
ら
唐
の
『
開
元
禮
』
成
立
ま
で
の
時
期
に
は
、「
喪
は
簡
素
に
す
る

（ 34 ）



よ
り
も
む
し
ろ
重
く
す
る
」
と
い
う
原
則
の
も
と
、喪
禮
（
喪
服
の
規
定
）

は
絶
え
ず
加
重
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
『
開
元
禮
』
成
立
後
、
唐
の
後
期

か
ら
宋
代
に
ま
で
及
ん
だ
と
す
る
。（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
三
年
第

一
期
六
四
頁
）

※�

な
お
本
稿
で
扱
っ
た
武
后
の
上
表
文
と
そ
れ
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
、
既
に
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
七
「
三
年
之
喪
」
に
詳
細
な
考
証

が
あ
る
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（ 35 ）


