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所
司
代
板
倉
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三　

重
矩
刊
行
典
籍
の
内
容
と
影
響

　

板
倉
重
矩
は
京
都
所
司
代
時
代
に
三
部
、
そ
れ
以
降
に
一
部
、
合
計
四
部
の
漢
籍
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
ど
の
よ

う
な
順
序
で
刊
行
さ
れ
た
の
か
は
明
証
を
欠
く
。
重
矩
の
出
版
活
動
を
生
前
か
ら
知
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
人
見
竹
洞
の
前
述
の
墨
書

跋
文
で
は
、『
無
冤
録
』『
牧
民
忠
告
』『
荒
政
要
覧
』
の
順
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
順
で
刊
行
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
し
、
重
矩
の
所
司
代
在
任
が
正
味
二
年
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
何
部
か
同
時
に
刊
行
し
た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。
実
際
の
刊
行
の
順
序
は
と
も
か
く
、
内
容
か
ら
み
て
、
重
矩
の
典
籍
刊
行
活
動
の
思
想
的
根
拠
と
も
考
え
ら
れ
る
の
は
『
牧

民
忠
告
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
章
で
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
他
の
重
矩
刊
行
典
籍
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

　

そ
の
編
著『
自
心
受
用
集
』が
、
一
貫
し
て
公
事
訴
訟
に
あ
た
る
奉
行
人
の
た
め
の
心
得
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
重
矩
の
重
要
な
関
心
事
の
一
つ
は
公
正
な
訴
訟
裁
き
の
実
現
で
あ
っ
た
。
訴
訟
裁
き
に
は
そ
の
結
果
と
し
て
刑
罰
が
適
用
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二

さ
れ
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
人
命
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
日
本
に
お
い
て
も
中
国
に
お
い
て
も
、
拷
問
に
よ
る
自
白
を
根
拠

と
し
た
判
決
が
珍
し
く
な
く
、
頻
繁
に
冤
罪
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
*43
、『
牧
民
忠
告
』
に
お
い
て
も
「
慎
獄
」
の
章
が
設
け
ら
れ
、
充

分
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ
の
「
検
屍
」
の
項
目
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

故
事
に
、
検
屍
（
変
死
者
の
死
体
を
調
べ
る
こ
と
）
の
し
ら
せ
を
う
け
た
と
き
に
、
時
間
を
決
め
て
行
く
と
い
う
意
味
は
、
人
命

を
重
く
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
検
屍
に
赴
い
た
と
し
て
も
、
行
く
べ
き
時
間
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
時
と
し

て
は
、
直
接
検
屍
に
立
合
わ
ず
、
直
接
立
合
っ
た
と
し
て
も
詳
か
に
検
す
る
こ
と
を
し
な
い
場
合
は
、
罪
は
重
い
の
で
あ
る
。
検

屍
に
つ
い
て
の
方
法
は
、
あ
ま
ね
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
初
め
て
仕
官
し
た
者
は
、
そ
の
事
情
を
良
く
理
解
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
倉
田
信
靖
氏
訳
注
『
牧
民
忠
告
』
七
七
頁
）。

　

検
屍
に
遅
刻
せ
ず
、
直
接
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
当
時
、
事
件
発
生
か
ら
死
亡
ま
で
の
経
過
時
間

に
よ
っ
て
、
故
殺
や
事
故
死
の
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
『
牧
民
心
鑑
』
の
記
述
が
あ
ま
り
に
も

具
体
性
に
富
む
せ
い
か
、『
牧
民
忠
告
』
の
こ
の
部
分
の
記
述
は
少
し
漠
然
と
し
た
印
象
を
与
え
る
。

　
『
牧
民
心
鑑
』
と
は
、
明
代
朱
逢
吉
の
編
著
に
し
て
、『
牧
民
忠
告
』
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
序
文
及
び
そ
の
内
容

よ
り
明
ら
か
で
あ
る
*44
。
日
本
で
は
、
林
羅
山
が
書
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
羅
山
年
譜
』）、『
牧
民
忠
告
』
と
同
じ
頃
、
江
戸
初
期
に

は
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
が
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
『
牧
民
心
鑑
』
は
、
あ
た
か
も
『
牧
民
忠
告
』
の
注
釈

書
の
ご
と
く
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
こ
こ
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

検
屍
を
重
視
す
る
こ
と
。
死
人
が
出
た
ら
、
死
骸
を
留
め
置
い
て
役
所
に
申
告
さ
せ
、
専
ら
検
視
の
明
瞭
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

― 313 ―



名古屋外国語大学外国語学部紀要第46号（2014.2）

― 3 ―

三

刑
の
軽
重
を
論
ず
る
こ
と
に
せ
よ
。
最
近
、
役
人
を
見
る
と
、
往
々
、
そ
れ
を
空
文
同
様
に
心
得
、
自
分
で
は
屍
体
を
視
ず
に
、

し
た
け
ん
し作

に
任
せ
切
り
、（
自
分
は
臭
気
を
厭
い
、）
香
を
焚
い
て
遠
く
に
坐
り
、
た
だ
（
し
た
け
ん
し作

の
）
呶
鳴
る
声
を
聴
い
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。

作
は
身
分
の
賤
し
い
人
間
で
、
た
だ
利
益
を
貪
り
取
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い
。（
だ
の
に
）
何
で
（

作

が
）
人
命
の
重
大
な
こ
と
を
問
題
に
し
た
り
、
ま
し
て
他
人
に
冤
罪
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
心
配
し
た
り
し
よ
う
や
。
そ
の
た
め
無

実
の
罪
を
被
る
も
の
が
多
い
。
だ
か
ら
、
検
視
の
際
に
は
、
ぜ
ひ
自
分
で
翻ひ
っ
く
り
か
え覆
し
て
詳
細
に
検
分
し
、
傷
が
あ
る
か
否
か
、
致

命
傷
で
あ
る
か
否
か
、
そ
の
傷
痕
の
寸
法
・
深
浅
、
長
短
・
広
狭
や
、
致
命
の
根
源
は
こ
れ
か
否
か
を
測
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本

当
に
生
前
傷
つ
い
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
死
後
で
っ
ち
あ
げ
た
も
の
か
、
逐
一
、
明
白
に
見
極
め
、
事
情
を
考
察
究
明
す
べ
き
で

あ
る
。
汚
い
か
ら
と
い
っ
て
嫌
が
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
下
役
人
（
の
報
告
）
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て

死
者
に
無
実
の
罪
が
な
く
、
生
者
も
心
か
ら
罪
に
服
し
て
、
自
分
に
も
後
日
の
心
配
が
な
い
で
あ
ろ
う
（
林
秀
一
氏
訳
注
『
牧
民

心
鑑
』
一
三
五
頁
）。

　

袂
で
鼻
を
押
さ
え
て
、
し
た
け
ん
し作

に
死
骸
を
片
付
け
さ
せ
る
牧
民
官
の
渋
面
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
情
景
は
ひ
と
り

中
国
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
日
本
に
お
け
る
変
死
体
検
屍
の
現
場
風
景
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
代
に
わ
た
っ
て
京
都
所
司

代
を
歴
任
し
、
様
々
な
事
件
を
見
聞
き
し
て
い
た
重
矩
自
身
が
よ
く
承
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

京
都
町
奉
行
所
の
創
設
に
際
し
て
は
、
市
中
の
刑
事
捜
査
権
は
町
奉
行
所
の
管
轄
と
な
り
、
奉
行
の
下
に
与
力
・
同
心
が
配
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
奉
行
が
中
央
（
江
戸
）
か
ら
任
命
派
遣
さ
れ
る
「
牧
民
官
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
与
力
や
同
心
、
更
に
彼
ら
に
使
役
さ

れ
る
下
役
人
た
ち
は
、
現
地
採
用
で
後
に
そ
の
職
責
を
世
襲
す
る
に
い
た
る
よ
う
な
、
中
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
胥
吏
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
官
と
吏
」
に
は
立
場
・
職
責
の
違
い
が
あ
り
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
牧
民
官
は
、
地
方
の
実
状
を
熟
知
し
た
胥
吏
の
詐
術
や

汚
職
に
厳
に
注
意
し
、
侮
ら
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
、
こ
れ
も
『
牧
民
忠
告
』
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（「
御
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四

下
」（
下
を
御
す
）
の
章
な
ど
参
照
）。

　

変
死
体
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
奉
行
人
自
身
が
よ
く
観
察
吟
味
し
て
、
状
況
を
正
し
く
把
握
し
、
冤
罪
が
発
生
し
な
い
よ

う
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
不
可
欠
な
の
が
検
屍
の
専
門
技
術
書
で
あ
る
。

　

重
矩
が
刊
行
し
た
『
無
冤
録
』
と
は
、
元
代
至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
に
王
与
が
、
先
行
す
る
『
洗
冤
録
』『
平
冤
録
』
等
を
参
照
し

て
編
纂
し
た
検
屍
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
名
に
は
、
冤
罪
を
無
く
し
た
い
と
い
う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
重
矩
刊
行
本
も
含
め
て
、
近
世
初
頭
か
ら
中
期
に
か
け
て
日
本
で
流
布
し
た
『
牧
民
忠
告
』
及
び
そ
の
注
釈
書
の
本
文

は
、
す
べ
て
朝
鮮
の
密
陽
で
刊
行
さ
れ
た
朝
鮮
版
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
（『
牧
民
の
思
想
』
一
五
八
頁
以
下
）、
重
矩
が
『
無
冤

録
』
の
刊
行
に
際
し
て
直
接
の
底
本
と
し
た
の
も
、
朝
鮮
版
『
新
註
無
冤
録
』
で
あ
っ
た
*45
。
明
代
洪
武
十
七
年
版
の
『
無
冤
録
』
に
、

世
宗
二
十
年
（
一
四
三
八
）
に
崔
致
雲
等
が
注
釈
や
音
注
を
施
し
た
の
が
『
新
註
無
冤
録
』
で
、
朝
鮮
で
は
そ
の
後
、
こ
れ
を
も
と
に

し
た
『
増
修
無
冤
録
』（
一
七
四
八
）
や
『
増
修
無
冤
録
諺
解
』（
一
七
九
二
）・『
増
修
無
冤
録
大
全
』（
一
七
九
八
）
な
ど
が
た
び
た
び

刊
行
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
の
検
屍
に
お
い
て
最
も
基
本
と
な
る
典
籍
に
な
っ
て
い
る
*46
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
重
矩
に
よ
り
『
新
註
無
冤
録
』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
は
、
こ
れ
が
検
屍
に
お
け
る
基
準
書
と
な
っ
た
模
様
で
*47
、

一
部
に
唐
本
『
洗
冤
録
』
の
所
蔵
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
利
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
現
在
各
地
に
『
無
冤
録
通
』

（
無
窮
会
平
沼
文
庫
蔵
）
や
『
無
冤
録
略
解
』（
金
沢
市
立
図
書
館
稼
堂
文
庫
蔵
）
と
い
っ
た
、『
無
冤
録
』
を
抄
出
和
訳
し
た
と
思
わ
れ

る
写
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
広
範
な
利
用
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
流
布
し
た
の
は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
自
序
・
明

和
五
年
（
一
七
六
八
）
刊
行
の
河
合
尚
久
編
『
無
冤
録
述
』
で
あ
ろ
う
*48
。

　

本
書
は
死
因
に
よ
る
遺
体
の
変
化
の
相
違
、
自
殺
他
殺
の
区
別
の
仕
方
な
ど
が
記
さ
れ
た
『
無
冤
録
』
の
下
巻
を
主
と
し
て
和
訳
し

た
も
の
で
、
寛
政
十
一
年
・
嘉
永
七
年
と
重
版
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
ま
で
実
際
に
使
用
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
わ

か
る
*49
。
以
上
、
日
本
の
検
屍
書
の
ル
ー
ツ
が
重
矩
刊
行
本
の
『
新
註
無
冤
録
』
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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五

　

次
に
『
荒
政
要
覧
』
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
本
書
は
明
代
に
雲
間
の

汝
為
に
よ
っ
て
輯
録
さ
れ
た
。
雲
間
と
は
、
中
国
江
南
の

都
市
華
亭
の
古
称
で
あ
り
、
華
亭
は
現
在
の
松
江
市
内
で
あ
る
。

汝
為
は
、
崇
禎
版
『
松
江
府
志
』
巻
四
〇
に
よ
れ
ば
、
隆
慶
五
年

（
一
五
七
一
）
の
進
士
で
、
徳
化
令
の
時
に
は
義
倉
を
設
け
て
兵
荒
に
備
え
た
。
ま
た
、
彼
が
主
導
し
て
築
造
し
た
堤
は
「

公
堤
」
と

称
さ
れ
た
。
そ
の
後
南
京
車
駕
司
に
入
り
、
ま
た
山
東
按
察
司
僉
事
に
黜
出
さ
れ
た
時
に
は
、
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
＝
文
禄
元
年
）

の
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
直
面
し
て
い
る
*50
。
そ
の
七
十
一
年
の
生
涯
は
ま
さ
に
「
牧
民
」
の
実
践
に
明
け
暮
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
荒
政
」
と
は
、
古
く
『
周
礼
』
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
、
手
近
な
辞
書
類
に
は
、
飢
饉
な
ど
に
対
す
る
救
済
政
策
と
説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
の
「
荒
政
」
の
内
容
は
、
そ
も
そ
も
飢
饉
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
人
知
を
尽
く
す
こ
と
で
あ

り
、
万
一
飢
饉
が
発
生
し
た
時
に
も
、
で
き
る
だ
け
そ
の
損
害
が
少
な
く
な
る
よ
う
な
施
策
を
、
平
素
か
ら
立
案
・
実
行
し
て
お
く
と

い
う
、
農
政
・
土
木
行
政
・
税
政
な
ど
を
包
括
し
た
総
合
的
な
行
政
政
策
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
、
既
に
飢
饉
が
発
生
し
た
段
階
で
あ

わ
て
て
対
症
療
法
的
な
手
段
に
奔
走
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
著
名
な
「
三
大
飢
饉
」
以
前
の
十
七
世
紀
の
百
年
間
に
も
、
大
小
の
飢
饉
が
各
地
で
頻
発
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
寛
文
八
年
の
旱
魃
が
引
き
金
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
同
九
年
に
発
生
し
た
諸
国
の
飢
餓
状
況
は
、
京
都
所
司
代
に
任

命
さ
れ
た
ば
か
り
の
重
矩
を
直
撃
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
重
矩
は
、
市
中
の
二
箇
所
に
仮
屋
を
設
け
粥
を
施
行
し
、
米
穀
二
万
石
で
町
人
に
「
御
恵
借
」
を
行
い
、
五
升
を
限

度
と
し
て
米
三
万
石
を
「
下
直
に
」
売
り
払
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
「
寛
文
新
堤
」
の
土
木
工
事
は
、
治
水
対
策
を
名

目
と
し
た
実
質
的
に
は
失
業
者
対
策
事
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
施
策
の
多
く
は
、『
荒
政
要
覧
』
を
始
め
と
す
る
中
国
の
「
荒
政
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も

ま
た
、
先
の
『
無
冤
録
』
の
刊
行
と
同
様
に
、
重
矩
は
自
身
の
眼
前
の
「
日
用
」
に
資
す
る
た
め
の
典
籍
を
着
実
に
選
択
し
、
刊
行
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
*51
。
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六

　

と
こ
ろ
で
、『
荒
政
要
覧
』
の
後
世
へ
の
影
響
を
考
え
る
上
で
、
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
岩
手
一
関
藩
の
藩

医
に
し
て
、「
救
荒
植
物
を
記
載
す
る
救
荒
書
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
日
本
で
最
も
早
く
成
立
し
た
専
著
で
あ
り
、
そ
の
後
の
救
荒
書
の

範
例
と
な
っ
た
重
要
な
書
」
*52
と
さ
れ
る
『
民
間
備
荒
録
』
の
編
者
、
建
部
清
庵
（
一
七
一
二
～
一
七
八
二
）
で
あ
る
。

　

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
飢
饉
に
遭
遇
し
た
清
庵
は
、「
吾
人
平
日
農
夫
の
力
に
て
安
楽
に
歳
月
を
送
り
し
恩
の
、
万
分
の
一
を
も

報
な
ん
」
と
い
う
思
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
友
人
の
家
で
『
荒
政
要
覧
』
を
偶
目
し
、「
草
根
木
葉
須
臾
の
死
を
緩
す
へ
き
こ
と
」
を
知
っ

て
編
ん
だ
の
が
『
民
間
備
荒
録
』
で
あ
る
と
い
う
（
同
書
凡
例
）*53
。

　
『
民
間
備
荒
録
』上
下
二
巻
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
上
巻
に
は
、
飢
饉
に
備
え
て
栽
培
す
べ
き
植
物
の
栽
培
法
と
そ
の
食
用
の
仕
方
、

保
存
法
な
ど
が
記
さ
れ
、
下
巻
に
は
飢
え
た
人
の
治
療
法
や
草
木
を
食
べ
る
方
法
、
調
味
料
の
工
夫
、
狂
犬
や
蛇
に
咬
ま
れ
た
時
の
治

療
法
、
草
木
を
食
し
て
中
毒
し
た
時
の
治
療
法
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
清
庵
は
『
荒
政
要
覧
』
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
利
用
し
て
い
る
の
か
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
八
巻
一
雄
氏
に
*54
、
近
年
で
は
白
杉
悦
雄
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
考
察
が
あ
り
*55
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
結
論

を
述
べ
れ
ば
、
清
庵
は
『
荒
政
要
覧
』
全
十
巻
の
う
ち
、
第
九
巻
と
第
十
巻
の
み
を
自
身
の
編
著
に
引
用
し
て
い
る
*56
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、『
荒
政
要
覧
』
第
一
巻
か
ら
第
八
巻
ま
で
の
内
容
を
知
悉
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
庵
は
そ
れ
ら
を
自
著
に

利
用
し
、
世
に
広
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
一
切
し
な
か
っ
た
。
清
庵
は
何
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
、『
荒
政
要
覧
』
全
十
巻
の
各
巻
の

概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

巻
一
「
詔
諭
」
―
飢
饉
・
荒
政
に
関
し
て
発
令
さ
れ
た
明
代
の
皇
帝
の
詔
勅
を
集
め
た
も
の
。

　

巻
二
「
奏
議
」
―
飢
饉
・
荒
政
に
関
す
る
明
代
の
上
奏
文
を
集
め
た
も
の
。

　

巻
三
「
救
荒
総
論
」
―
様
々
な
典
籍
か
ら
救
荒
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
。
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巻
四
「
平
日
修
備
之
要
」
―
日
常
の
食
料
の
備
蓄
、
飢
饉
に
な
ら
な
い
よ
う
な
施
策
を
列
挙
。

　

巻
五
「
水
旱
扞
御
之
要
」
―
洪
水
と
旱
魃
に
対
す
る
予
防
措
置
と
発
生
し
た
時
の
対
策
。

　

巻
六
「
饑
饉
拯
救
之
要
」
―
饑
饉
が
発
生
し
た
時
に
人
命
を
助
け
る
た
め
の
様
々
な
施
策
。

　

巻
七
「
荒
後
寛
恤
之
要
」
―
饑
饉
の
後
に
都
市
や
農
村
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
様
々
な
施
策
。

　

巻
八
「
遇
荒
得
失
之
鑒
」
―
過
去
の
饑
饉
に
お
け
る
善
政
と
失
政
の
実
例
集
。

　

巻
九
「
備
荒
樹
芸
」
―
食
用
可
能
な
植
物
の
紹
介
と
、
餓
死
に
瀕
し
た
場
合
の
救
命
法
な
ど
。

　

巻
十
「
救
荒
本
草
」
―
『
救
荒
本
草
』
か
ら
の
抄
出
引
用
。
五
十
七
種
の
食
用
可
能
な
植
物
を
紹
介
。

　

こ
れ
を
通
覧
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
荒
政
要
覧
』
の
巻
一
か
ら
巻
八
ま
で
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
荒
政
に
関
す
る
施
策
全
般
を
網

羅
し
た
も
の
で
あ
り
、
飢
饉
以
前
の
準
備
と
飢
饉
中
そ
し
て
飢
饉
後
の
対
策
を
記
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
巻
九
と

巻
十
は
食
用
可
能
な
植
物
の
栽
培
と
調
理
法
・
救
急
法
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
清
庵
は
、『
荒
政
要
覧
』
の
実
に
五
分
の
四
を
占
め
る
荒
政
施
策
に
つ
い
て
は
全
く
取
り
上
げ
ず
、
食
用
可
能
な
植
物
の
紹

介
の
み
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
建
部
清
庵
と
そ
の
業
績
を
取
り
上
げ
る
論
者
は
、
お
お
む
ね
そ
れ
を
顕
彰
し
て
高
く
評
価

す
る
論
調
と
な
り
易
い
た
め
、
こ
の
点
を
異
と
し
な
い
の
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、「
荒
政
」
の
内
容
が
農
政
・
土
木
行
政
・
税
政
な
ど

に
ま
た
が
る
総
合
的
施
策
全
般
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
清
庵
は
「
荒
政
」
を
構
成
す
る
ほ
ん
の
一
部
分
、
い
わ
ば
対

症
療
法
的
な
と
こ
ろ
の
み
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
ず
、「
荒
政
」
概
念
の
本
格
的
な
受
容
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

そ
う
し
た
清
庵
の
限
界
性
は
、
果
た
し
て
「
為
政
に
あ
ず
か
ら
ぬ
一
介
の
藩
医
」（
白
杉
悦
雄
氏
）
と
い
う
よ
う
な
身
分
規
定
に
由
来

す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。『
国
語
』
に
は
「
上
医
は
国
を
医
し
、
そ
の
次
は
人
を
医
す
」（
晋
語
八
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
清
庵
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八

は
あ
く
ま
で
も
藩
に
属
す
る
人
間
な
の
で
あ
っ
て
、
施
策
の
建
言
・
建
白
の
機
会
が
全
く
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
立
場
が
年
貢

を
徴
収
す
る
側
（
即
ち
「
為
政
」）
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
よ
う
が
な
い
。

　

為
政
の
埒
外
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
為
政
の
埒
内
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
清
庵
は
「
荒
政
」
の
ご
く
僅
か
な
部
分
し
か
人
々

に
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
事
は
、『
民
間
備
荒
録
』
の
有
益
な
内
容
が
認
め
ら
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
撰
述
さ
れ
た
時
に
は
数
十
部
が
謄
写
さ
れ
て
領
内
に
配
布
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
刊
行
さ

れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
六
年
も
経
っ
た
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
で
あ
る
こ
と
*57
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
お

り
、
こ
の
点
は
次
章
以
下
で
再
度
言
及
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
林
羅
山
は
将
軍
家
光
の
命
に
よ
り
『
荒
政
恤
民
録
』
を
撰
述
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
お
り
*58
、
今
回
、
板
倉
重
矩
に
よ
っ
て
寛
文
十
年
ま
で
に
『
荒
政
要
覧
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
内
容
が
京

都
に
お
け
る
重
矩
の
実
際
の
救
荒
対
策
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、「
元
和
の
飢
饉
（
一
六
一
五
）
か
ら
元
禄
の
飢
饉
（
一

七
〇
一
～
〇
三
）
ま
で
、
約
百
年
の
あ
い
だ
に
五
度
の
大
飢
饉
を
経
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
あ
い
だ
に
一
冊
の
救
荒
書

も
現
れ
て
い
な
い
」
*59
と
い
う
よ
う
な
認
識
は
、
例
え
そ
れ
が
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
に
限
定
し
て
の
発
言
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は

り
適
切
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
一
七
世
紀
百
年
間
の
日
本
の
救
荒
史
は
改
め
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

建
部
清
庵
の
『
民
間
備
荒
録
』
に
は
も
う
一
つ
、
重
矩
の
典
籍
刊
行
と
関
係
す
る
重
要
な
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
清
庵
が
『
荒
政

要
覧
』
の
み
な
ら
ず
、『
牧
民
忠
告
』
を
同
時
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、『
牧
民
忠
告
』
の
流
布
に
つ
い
て
の
証
言
を

も
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

牧
民
官
に
と
っ
て
、
荒
政
は
そ
の
重
要
な
職
責
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
『
牧
民
忠
告
』
に
は
「
救
荒
」
の
一
章
が
立
て
ら
れ

て
い
る
。『
民
間
備
荒
録
』
に
よ
る
引
用
は
二
箇
所
あ
り
、
ま
ず
『
牧
民
忠
告
』「
救
荒
第
七
」
の
章
の
「
預
備
」
の
段
か
ら
、
か
ぶ
の

根
を
搗
い
て
餅
に
し
、
干
し
て
乾
か
し
た
も
の
を
救
荒
食
と
し
た
と
い
う
話
を
、
日
本
で
も
実
行
可
能
な
方
法
と
し
て
、『
備
荒
録
』
下
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巻
の
「
食
草
木
葉
法
」
に
引
用
し
て
い
る
。

　

次
に
、『
牧
民
忠
告
』
の
同
じ
く
「
預
備
」
の
段
と
「
祈
祷
」
の
段
、
そ
の
序
文
な
ど
が
、『
民
間
備
荒
録
』
の
末
尾
「
食
草
木
葉
解

毒
法
」
か
ら
「
祈
祷
」
に
か
け
て
多
く
引
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
最
末
尾
に
は
、
か
つ
て
こ
の
『
牧
民
忠
告
』
が
板
倉
重
昌
4

4

か
ら

会
津
藩
主
保
科
正
之
に
贈
ら
れ
た
こ
と
、
保
科
は
こ
れ
を
政
務
の
要
諦
と
し
て
重
視
し
、
藩
内
の
有
司
や
そ
の
女
婿
に
し
て
加
賀
藩
主

た
る
前
田
綱
利
（
後
の
綱
紀
）
に
も
贈
っ
た
こ
と
な
ど
、『
牧
民
忠
告
』
の
伝
来
経
路
が
明
か
さ
れ
、
国
の
太
守
の
み
な
ら
ず
、「
一
村

の
長
」
に
お
い
て
も
、『
牧
民
忠
告
』
を
よ
く
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
こ
れ
を
強
く
宣
揚
し
て
『
民
間
備
荒
録
』
を
締
め
く
く
っ

て
い
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
和
刻
本『
牧
民
忠
告
』に
は
日
本
人
の
序
跋
や
刊
記
が
な
い
た
め
、
従
来
全
く
そ
の
刊
行
と
伝
来
の
経
路
が
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
状
況
下
で
の
こ
の
『
民
間
備
荒
録
』
の
情
報
は
大
変
貴
重
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
、

重
矩
の
典
籍
刊
行
を
考
え
る
上
で
、
ま
こ
と
に
対
照
的
で
興
味
深
い
人
物
と
し
て
、
山
鹿
素
行
を
赤
穂
に
配
流
し
た
保
科
正
之
が
再
び

登
場
す
る
の
で
あ
る
。

四　

重
矩
と
保
科
正
之
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
活
動

　

建
部
清
庵
が
『
民
間
備
荒
録
』
の
末
尾
に
記
し
た
『
牧
民
忠
告
』
の
伝
来
経
路
の
情
報
源
が
、
保
科
正
之
の
側
近
で
そ
の
侍
講
を
務

め
た
横
井
俊
益
に
よ
り
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
に
撰
述
さ
れ
た
正
之
の
伝
記
『
土は
に

津つ

霊
神
言
行
録
』（
土
津
霊
神
と
は
吉
川
惟
足
か
ら

与
え
ら
れ
た
保
科
の
神
号
）
で
あ
る
こ
と
は
、
小
川
和
也
氏
の
指
摘
が
あ
る
（『
牧
民
の
思
想
』
一
八
九
頁
）。
そ
の
部
分
を
次
に
掲
げ

よ
う
。
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一
〇

又
板
倉
内
膳
正
在
二
京
都
一
時
、
以
二
張
希
孟
之
所
レ
作
牧
民
忠
告
一
部
一
、
贈
レ
公
。
々
令
二
某
読
一
レ
之
曰
、
為
二
有
司
一
者
、
当
レ
読

之
書
也
。
更
乞
二
数
部
一
、
板
倉
氏
再
贈
二
三
部
一
。
於
レ
是
、
置
二
一
部
于
坐
右
一
、
賜
二
一
部
会
津
有
司
一
、
寄
二
一
部
於
某
一
、
贈
二

一
部
於
賀
州
太
守
一
曰
、
願
令
二
侍
史
読
一
レ
之
聞
レ
之
也
。（『
続
神
道
大
系 

論
説
編 

保
科
正
之
（
五
）』
六
八
頁
）。

　
「
板
倉
内
膳
正
」
が
京
都
に
い
た
こ
ろ
、『
牧
民
忠
告
』
一
部
を
保
科
に
贈
っ
た
。
保
科
は
編
者
横
井
に
読
ま
せ
て
み
て
、
有
司
（
役

人
）
の
読
む
べ
き
書
籍
だ
と
し
て
、
更
に
数
部
を
板
倉
氏
に
依
頼
す
る
と
、
新
た
に
三
部
が
贈
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
計
四
部
の
『
牧

民
忠
告
』
を
、
保
科
自
身
の
座
右
、
会
津
藩
の
有
司
、
編
者
横
井
、
女
婿
で
加
賀
藩
主
の
前
田
綱
紀
に
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
、
侍
者
に
読

ま
せ
て
そ
れ
を
聞
く
よ
う
伝
え
た
と
い
う
。

　

こ
の
「
板
倉
内
膳
正
」
が
、『
民
間
備
荒
録
』
の
末
尾
で
建
部
清
庵
が
言
う
よ
う
な
板
倉
重
昌
（
重
矩
の
父
）
で
な
い
こ
と
は
、
重
昌

が
早
く
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
の
島
原
の
乱
鎮
圧
に
お
い
て
既
に
討
ち
死
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
、
こ
れ
は
重
昌
も

重
矩
と
同
じ
く
内
膳
正
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
誤
解
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
板
倉
内
膳
正
」
と
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
内

膳
正
重
矩
の
こ
と
で
あ
る
。

　

我
々
は
本
稿
に
お
い
て
、
重
矩
自
身
が『
牧
民
忠
告
』の
刊
行
者
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
知
見
を
既
に
得
て
い
る
が
、
そ
れ
を
知
ら
ず

に
、『
土
津
霊
神
言
行
録
』
の
こ
の
く
だ
り
を
読
む
限
り
は
、
京
都
市
中
で
刊
行
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
た
『
牧
民
忠
告
』
を
重
矩
が
購
入

し
、
そ
れ
を
保
科
に
寄
贈
し
た
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
お
そ
ら
く
重
矩
は
、
保
科
に
『
牧
民
忠
告
』
を
寄
贈
す
る
に
際
し
て
、
自
身
の

刊
行
物
で
あ
る
こ
と
を
明
言
せ
ず
、
た
ま
た
ま
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
装
っ
て
送
付
し
た
と
筆
者
は
推
定
し
て
い
る
。
そ

う
考
え
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

寛
文
十
年
五
月
二
十
五
日
に
大
老
酒
井
忠
清
は
、「
新
板
無
冤
録
二
冊
」
を
林
鵞
峯
の
も
と
に
送
り
、
そ
の
「
諺
解
」
を
求
め
た
（『
国

史
館
日
録
』）
*60
。
翌
日
酒
井
の
「
前
橋
第
」
に
赴
い
た
鵞
峯
は
、
酒
井
に
対
し
て
、「
こ
の
本
は
聴
訟
の
場
で
は
有
益
な
も
の
だ
が
、
あ
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一
一

な
た
の
よ
う
な
立
場
の
方
は
、こ
の
よ
う
な
知
識
を
得
て
も
無
益
と
は
言
わ
な
い
が
、あ
え
て
知
ろ
う
と
す
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い

で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
あ
な
た
は
貞
観
政
要
を
読
む
べ
き
で
し
ょ
う
」
と
、
ま
ず
は
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
酒

井
の
興
味
は
強
か
っ
た
よ
う
で
、
鵞
峯
は
結
局
四
ヶ
月
ほ
ど
費
や
し
て
「
無
冤
録
抄
清
書
二
冊
」
を
酒
井
に
呈
し
て
い
る
（『
国
史
館
日

録
』
同
年
十
月
朔
日
条
）。

　

さ
ら
に
鵞
峯
は
、
同
年
十
二
月
四
日
、
か
ね
て
風
雅
の
交
わ
り
を
持
つ
加
藤
明
友
（
勿
斎
）
の
も
と
を
息
子
や
門
人
な
ど
親
し
い
も

の
た
ち
と
訪
れ
、
夕
食
を
共
に
し
、
茶
を
飲
み
、
黄
山
谷
の
墨
跡
を
観
賞
し
、
入
浴
し
て
談
論
す
る
と
い
う
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て

い
る
が
、
そ
の
折
り
、
主
人
勿
斎
よ
り
「
新
板
三
国
志
及
荒
政
要
略
」
を
示
さ
れ
、
鵞
峯
は
そ
れ
を
同
席
の
人
見
友
元
（
竹
洞
）
に
読

ま
せ
て
い
る
（『
国
史
館
日
録
』）。

　

酒
井
忠
清
が
持
ち
込
ん
だ
「
新
板
無
冤
録
二
冊
」
と
い
い
、
加
藤
明
友
が
所
持
し
て
い
た
「
荒
政
要
略
」（『
荒
政
要
覧
』
の
こ
と
で

あ
ろ
う
）
と
い
い
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
重
矩
刊
行
の
そ
れ
に
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
に
重
矩

へ
の
言
及
が
全
く
見
ら
れ
な
い
点
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

　

こ
れ
は
つ
ま
り
、
酒
井
や
加
藤
ら
が
書
籍
を
入
手
す
る
に
際
し
て
は
、
恐
ら
く
重
矩
自
身
か
ら
直
接
こ
れ
ら
の
書
籍
を
送
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
が
―
も
し
、
書
肆
が
持
ち
込
ん
だ
と
す
る
と
、
そ
の
無
刊
記
な
る
こ
と
を
見
と
が
め
ら
れ
、
書
肆
に
刊
行
の
経
緯
を
尋
ね
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
る
―
そ
の
際
に
重
矩
は
、
保
科
に
し
た
の
と
同
様
、
あ
た
か
も
市
中
で
入
手
し
た
か
の
よ
う
な
口
上
を
添
え
て
い
た

と
推
定
さ
れ
る
。
忠
清
・
明
友
・
鵞
峯
ら
は
重
矩
と
面
識
・
交
際
が
あ
り
、
も
し
重
矩
自
身
が
刊
行
に
関
与
し
た
こ
と
を
聞
い
て
い
た

と
し
た
ら
、
そ
れ
が
話
題
に
の
ぼ
ら
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
重
矩
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
居
家
必
用
』
の
場
合
は
、
版
元
で

あ
る
白
水
自
身
が
鵞
峯
に
そ
れ
を
明
か
し
て
い
る
）。

　

後
年
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
刊
行
の
尾
張
藩
樋
口
好
古
に
よ
る
『
牧
民
忠
告
解
』
に
付
せ
ら
れ
た
大
塚
長
幹
の
序
文
に
は
、「
会

津
侯
」
即
ち
保
科
正
之
が
『
牧
民
忠
告
』
を
上
梓
し
て
列
相
に
贈
っ
た
と
い
う
、
誤
っ
た
見
解
が
記
さ
れ
て
い
る
が
*61
、
こ
う
し
た
誤
解
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一
二

が
流
布
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
、『
牧
民
忠
告
』
自
体
に
序
跋
・
刊
記
が
な
く
、
重
矩
か
ら
刊
行
の
真
相
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

熱
心
に
周
囲
に
『
牧
民
忠
告
』
を
配
布
し
た
保
科
自
身
も
、
そ
の
来
由
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
受
け
答
え
し
か
で
き
な
か
っ
た
せ
い
で
は

な
い
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
自
身
の
思
想
的
な
師
と
も
言
え
る
山
鹿
素
行
の
赤
穂
配
流
を
主
導
し
た
保
科
に
対
し
て
、
早
く
に
素
行
が
注
目
し

諺
解
も
作
成
し
て
い
た
『
牧
民
忠
告
』
を
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
送
付
し
た
重
矩
の
心
中
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
果
た
し
て
保

科
は
、『
牧
民
忠
告
』
に
い
た
く
感
動
し
周
囲
に
配
布
し
た
が
、
そ
れ
は
数
年
前
に
自
ら
が
忌
避
し
て
断
罪
し
た
素
行
が
、
お
よ
そ
二
十

年
も
前
か
ら
積
極
的
に
武
士
階
級
の
人
士
に
唱
導
し
て
い
た
典
籍
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
保
科
は
、
重
矩
と
同
時
期
に
、
自
身
が
編
纂
し
た
朱
子
学
関
係
の
典
籍
三
部
を
上
梓
し
て
幕
閣
ら
に
贈
呈
し
、
さ
ら
に
『
会
津

風
土
記
』
の
編
纂
に
も
及
ん
で
い
る
が
、
保
科
が
刊
行
し
た
典
籍
に
は
、
そ
の
前
後
に
林
鵞
峰
や
山
崎
闇
斎
等
の
序
跋
が
も
れ
な
く
つ

け
ら
れ
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
賛
辞
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
誰
の
手
に
な
る
も
の
か
紛
れ
よ
う
の
な
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
点
、
日
本
人
の
序
跋
類
を
全
く
持
た
ぬ
重
矩
の
「
匿
名
」
刊
行
物
と
は
、
全
く
対
照
的
な
様
相
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
内
容
を
見
る
と
、「
会
津
三
部
書
」
と
総
称
さ
れ
る
『
玉
山
講
義
附
録
』（
寛
文
五
年
刊
）・『
二
程
治
教
録
』（
寛
文
八
年

刊
）・『
伊
洛
三
子
伝
心
録
』（
寛
文
九
年
刊
）
は
、
い
ず
れ
も
朱
子
学
関
係
の
著
作
の
中
か
ら
、
保
科
が
重
要
と
考
え
る
文
章
を
抄
出
編

纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
選
ば
れ
た
文
章
は
朱
子
学
の
も
つ
抽
象
的
思
弁
的
な
傾
向
を
前
面
に
出
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
編
纂
に
は
当

時
保
科
が
重
用
し
て
い
た
山
崎
闇
斎
が
深
く
関
与
し
て
お
り
、
刊
行
に
つ
い
て
も
闇
斎
の
著
作
を
多
く
出
し
て
い
る
「
寿
文
堂
」
が
担

当
し
て
い
る
。

　

あ
え
て
『
牧
民
忠
告
』
に
対
応
す
る
も
の
を
求
め
れ
ば
、
程
顥
・
程
頤
兄
弟
の
著
作
で
あ
る
『
二
程
全
書
』
か
ら
、
民
を
治
め
教
化
す

る
た
め
に
有
用
な
語
句
を
集
め
た
と
い
う
『
二
程
治
教
録
』
が
そ
れ
に
相
当
し
よ
う
が
、『
牧
民
忠
告
』
と
比
較
す
る
時
、
そ
の
抽
象
性

の
高
さ
（
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
か
り
に
く
さ
）
は
否
み
よ
う
が
な
い
。
保
科
は
こ
の
『
二
程
治
教
録
』
を
、
前
田
綱
紀
・
稲
葉
正
則
・
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一
三

久
世
弘
之
・
板
倉
重
矩
・
稲
葉
正
道
の
五
人
に
贈
呈
し
て
い
る
こ
と
が
会
津
藩
の
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
が
*62
、
重
矩
の
意
図
を
忖
度
す
れ

ば
、
保
科
へ
の
『
牧
民
忠
告
』
の
寄
贈
は
、
保
科
か
ら
贈
ら
れ
た
『
二
程
治
教
録
』（
の
わ
か
り
に
く
さ
、
実
用
性
の
希
薄
さ
）
に
対
す

る
重
矩
な
り
の
「
解
答
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

内
容
的
に
見
て
も
、
重
矩
の
出
版
し
た
典
籍
が
す
ぐ
に
役
に
立
つ
知
識
や
倫
理
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
保
科

の
出
版
し
た
も
の
は
そ
の
反
対
に
抽
象
性
・
思
弁
性
が
高
い
と
い
う
点
で
、
両
者
は
や
は
り
対
照
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

ち
ょ
う
ど
朱
子
学
の
持
つ
二
つ
の
面
―
「
日
用
」
を
追
求
す
る
側
面
と
抽
象
的
哲
学
的
概
念
を
考
察
す
る
側
面
―
に
両
者
の
出
版
典
籍

の
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
の
後
の
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
重
矩
の
出
版
物
が
、
牧
民
・
荒
政
・
検
屍
・
類
書

と
い
う
各
分
野
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
、
確
実
に
利
用
さ
れ
後
世
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
に
対
し
、
保
科

の
編
纂
刊
行
物
は
、
い
わ
ば
神
棚
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
状
態
で
、
崇
め
ら
れ
は
す
る
が
、
読
ま
れ
な
い
、
利
用
さ
れ
な
い
も
の
と
な
り
、

後
の
文
化
に
与
え
た
顕
著
な
影
響
な
ど
は
寡
聞
に
し
て
聞
か
ず
、
結
局
、
保
科
の
出
版
活
動
は
殿
様
の
自
己
満
足
に
終
わ
っ
た
観
が
あ

る
。
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
も
、
両
者
は
実
に
対
照
的
な
の
で
あ
る
*63
。
寛
文
十
二
年
十
二
月
十
八
日
、
保
科
は
六
十
二
歳
の
生
涯

を
江
戸
で
閉
じ
た
が
、
そ
れ
は
重
矩
の
死
の
お
よ
そ
五
ヶ
月
前
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
板
倉
重
矩
と
保
科
正
之
の
出
版
活
動
を
比
較
し
て
み
る
と
、
形
式
・
内
容
・
影
響
等
の
諸
点
か
ら

み
て
、
両
者
は
不
思
議
な
く
ら
い
に
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
重
矩
の
出
版
活
動
の
意
義
を
掘
り
下
げ
て

考
察
す
る
上
で
も
、
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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一
四

五　

何
故
、
重
矩
は
匿
名
で
典
籍
を
刊
行
し
た
の
か
？

　

板
倉
重
矩
が
刊
行
し
た
四
部
の
典
籍
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
京
都
所
司
代
に
し
て
京
都
町
奉
行
所
の
創
設
者
た
る
重
矩
の
職
責
が

要
求
す
る
と
こ
ろ
の
「
日
用
」
の
目
的
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
役
人
の
倫
理
と
望
ま
し
い
行
動
、
飢
饉
へ
の
対
策
、
精

密
な
検
屍
に
よ
る
冤
罪
の
防
止
な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
実
用
的
な
知
識
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
と
り
重
矩
に
と
ど
ま

ら
ず
、
す
べ
て
の
幕
政
や
藩
政
に
関
与
す
る
も
の
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
重
矩
刊
行
の
各
典
籍
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野

に
お
け
る
日
本
で
の
根
本
文
献
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
後
世
に
お
け
る
受
容
の
状
況
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
何
故
、
重
矩
は
こ
う
し
た
有
益
な
典
籍
を
、
あ
え
て
匿
名
と
い
う
形
で
刊
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
検
討
し
た
よ
う

に
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
保
科
正
之
の
編
纂
物
は
、
林
鵞
峯
や
山
崎
闇
斎
の
序
跋
で
飾
り
立
て
ら
れ
、
そ
の
中
で
は
保
科
の
名
君
ぶ

り
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
重
矩
は
、
刊
行
物
に
日
本
人
の
序
跋
や
刊
記
を
つ
け
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
伝
記
に
お
い
て
も
、
そ
の
事

実
を
記
す
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
重
矩
の
死
後
に
嗣
子
重
道
が
菩
提
所
長
圓
寺
に
寄
贈
し
た
重
矩

刊
行
典
籍
か
ら
、
刊
行
の
経
緯
を
記
し
た
重
道
や
人
見
竹
洞
の
墨
書
跋
文
が
今
回
確
認
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
前
の
重
矩
は
典
籍
の

刊
行
を
固
く
秘
し
て
喧
伝
す
る
こ
と
な
く
、
保
科
を
始
め
と
す
る
幕
府
の
要
人
に
も
、
市
中
で
偶
然
購
入
し
た
か
の
よ
う
に
装
っ
て
自

身
の
刊
行
物
を
贈
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
出
版
活
動
に
対
す
る
対
照
的
な
態
度
を
、
か
た
や
保
科
の
自
己
顕
示
欲
の
強
さ
、
か
た
や
重
矩
の
慎
ま
し

や
か
さ
、
と
い
う
個
人
的
な
性
格
の
相
違
に
帰
着
せ
し
め
る
の
は
容
易
い
が
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

林
鵞
峯
は
、
当
時
し
ば
し
ば
保
科
正
之
の
も
と
に
出
入
り
し
て
い
た
友
人
加
藤
明
友
の
、「
守
其
一
身
能
慎
言
行
者
会
津
羽
林
耳
」
と

い
う
好
意
的
な
保
科
評
を
記
録
し
て
い
る
*64
。
も
し
、
保
科
の
「
会
津
三
部
作
」
が
幕
府
内
で
物
議
を
醸
す
恐
れ
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
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「
能
く
言
行
を
慎
む
」
保
科
や
そ
の
周
囲
が
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
も
の
を
刊
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
保
科
の
編
著
は
思
弁
性
・
抽
象
性
が
高
い
―
要
す
る
に
わ
か
り
に
く
い
―
と
い
う
特
徴
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
換
言

す
れ
ば
、
日
常
生
活
か
ら
遠
く
遊
離
し
た
机
上
の
空
言
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
日
用
」
性
が
希
薄
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
現
実
世
界
に

は
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
「
安
全
性
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
朱
子
学
の
思
想
を
宣
揚
し
た
も
の
と
し
て
賞
賛
さ
れ

こ
そ
す
れ
、
間
違
っ
て
も
物
議
な
ど
は
醸
し
よ
う
が
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
重
矩
の
刊
行
し
た『
牧
民
忠
告
』は
ど
う
か
。
そ
の
内
容
は
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
任
官
か
ら
退
任
に
い
た
る

ま
で
、
牧
民
官
の
も
つ
べ
き
高
い
倫
理
性
と
具
体
的
な
行
動
指
針
が
項
目
ご
と
に
箇
条
書
き
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
拳
拳
服
膺
す
れ
ば
、

誰
も
が
清
廉
有
能
な
牧
民
官
と
な
り
う
る
役
人
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

も
し
、
こ
れ
を
京
都
所
司
代
た
る
重
矩
が
実
名
で
刊
行
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
予
想
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
幕
閣
の
要

人
―
こ
れ
は
民
衆
か
ら
す
れ
ば
幕
府
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
―
が
『
牧
民
忠
告
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
牧
民
官
を
、
理
想
の
役
人
像
と
し

て
公
認
・
推
奨
し
た
、
い
わ
ば
お
墨
付
き
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
今
後
の
官
吏
の
基
準
と
も
な
る
と
見
な
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
民
衆
が
日
々
接
す
る
役
人
の
実
態
は
ど
う
か
。
彼
ら
は
賄
賂
を
貪
り
、
拷
問
を
用
い
て
年
貢
を
徴
収
し
、
自
白
を

強
要
し
て
冤
罪
を
量
産
す
る
と
い
う
、『
牧
民
忠
告
』
に
示
さ
れ
た
清
官
像
と
は
お
よ
そ
正
反
対
の
行
動
を
と
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。

す
る
と
、
幕
府
の
要
人
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
、
お
墨
付
き
を
与
え
ら
れ
た
『
牧
民
忠
告
』
が
、
一
転
し
て
現
実
の
役
人
の
悪
し
き
所
業

を
糾
弾
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
人
々
に
利
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
『
牧
民
忠
告
』
は
、
役
人
を
訓
戒
し
、
そ
の
参
考
に
資
す
る
と
い
う
点
で
は
有
益
な
書
で
あ
る
も
の
の
、
一
方
、
そ
れ
が
実

現
で
き
な
い
場
合
に
は
、
返
す
刀
で
批
判
の
根
拠
た
り
う
る
書
籍
で
あ
っ
た
。『
牧
民
忠
告
』
の
提
示
す
る
牧
民
像
が
、
太
古
の
神
話
的

聖
人
や
抽
象
概
念
上
の
君
子
で
は
な
く
、
実
際
に
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
」
生
身
の
清
官
の
リ
ア
ル
な
姿
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
現
実
の
役

― 301 ―― 300 ―
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人
の
節
操
の
な
さ
、
醜
悪
さ
が
、
よ
り
強
く
際
だ
っ
て
人
々
に
意
識
さ
れ
、
幕
政
・
藩
政
へ
の
批
判
に
直
結
す
る
と
い
う
、
為
政
者
に

と
っ
て
は
両
刃
の
剣
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、「
牧
民
之
書
」
に
お
け
る
写
本
・
刊
本
の
別
と
、
実
名
・
匿
名
の
別
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
重
矩
に
よ
っ
て
初
め
て
『
牧
民
忠
告
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
「
牧
民
之
書
」、
即
ち
林
羅
山
書
写
の
『
牧
民
忠
告
』
や
松
平

定
綱
の
『
牧
民
後
判
』、
山
鹿
素
行
の
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
な
ど
は
す
べ
て
写
本
で
あ
り
、
つ
い
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

『
牧
民
後
判
』
や
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
の
編
著
者
の
名
は
、
そ
の
著
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
重
矩
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
か
ら
同
十
年
（
一
六
七
〇
）
ま
で
の
間
―
恐
ら
く
寛
文
九
年
後
半
か
ら
寛
文
十
年

前
半
か
―
に
刊
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る『
牧
民
忠
告
』は
、
日
本
人
の
序
跋
や
刊
記
を
持
た
な
い
匿
名
刊
行
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

に
続
く
「
牧
民
之
書
」
の
刊
行
と
な
る
と
、
重
矩
の
刊
行
か
ら
お
よ
そ
二
十
五
年
以
上
も
経
過
し
た
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
刊
の

『
吏
民
秘
要
諺
解
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
『
牧
民
忠
告
』
の
注
釈
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
書
名
を
隠

し
て
い
る
点
や
、
そ
の
撰
者
で
あ
る
と
い
う
「
予
陽
隠
人
指
月
堂
」
な
る
人
物
の
正
体
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
要
す
る
に
こ
れ
も
匿
名
刊
行
物
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
*65
。

　

一
方
、
重
矩
に
よ
る
『
牧
民
忠
告
』
の
刊
行
と
指
月
堂
に
よ
る
『
吏
民
秘
要
諺
解
』
の
刊
行
の
間
に
は
、
老
中
堀
田
正
俊
の
依
頼
に

よ
っ
て
林
鵞
峯
が
『
牧
民
忠
告
諺
解
』
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
伝
本
は
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
草
稿
本
一
本
の
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
十
七
世
紀
ま
で
の
「
牧
民
之
書
」
は
、
実
名
の
入
っ
た
写
本
と
、
匿
名
の
刊
本
の
二
種
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
こ
こ
に
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
流
通
量
の
多
寡
と
い
う
問
題
を
考
察
に
加
え
た
い
。

　

一
般
的
に
、
写
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
爆
発
的
に
書
写
で
も
さ
れ
な
い
限
り
は
、
そ
の
流
布
は
限
定
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
少
部
数
の
流
通
量
は
、
通
常
は
写
本
の
短
所
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
ご
く
一
部
の
者
だ
け
の
閲
覧
を
目
的
と
し
て
、
不

特
定
多
数
に
は
流
布
さ
せ
た
く
な
い
と
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
積
極
的
な
長
所
と
も
な
り
得
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
刊
本
は
、
写
本
と
比
較
し
て
一
度
に
大
量
に
世
間
に
出
回
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
不
特
定
多
数
に
流
通
さ

せ
た
い
と
願
う
向
き
に
は
好
都
合
だ
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
、
流
通
の
範
囲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
い
う
点
で
不
都
合
で

あ
り
、
か
え
っ
て
写
本
の
形
式
の
ほ
う
が
都
合
が
よ
く
、
わ
ざ
わ
ざ
刊
行
す
る
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
の
ご
と
く
、『
牧
民
忠
告
』
は
為
政
者
（
支
配
層
、
す
な
わ
ち
年
貢
・
租
税
を
徴
収
す
る
側
）
の
み
が
閲
覧
す
る
分
に
は
そ
の
教

育
効
果
・
実
用
効
果
の
高
い
良
書
で
あ
る
が
、
一
端
そ
れ
が
民
衆
（
被
支
配
層
、
即
ち
年
貢
・
租
税
を
徴
収
さ
れ
る
側
）
の
手
に
渡
る

と
、
容
易
に
為
政
者
批
判
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
武
士
が
「
民
を
牧や
し
な

っ
て
い
る
」
と
い
う
、
為
政
者
に
と
っ
て
は
都
合
の
良

い
、
現
実
と
は
転
倒
し
た
社
会
認
識
を
混
乱
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
充
分
「
風
俗
を
乱
す
」
と
も
言
い
う
る
書
籍
な

の
で
あ
る
。

　

重
矩
と
指
月
堂
以
外
の
「
牧
民
之
書
」
が
、
お
し
な
べ
て
皆
写
本
で
あ
る
理
由
、
そ
し
て
重
矩
や
指
月
堂
が
匿
名
刊
行
を
指
向
し
た

理
由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。「
牧
民
之
書
」
は
あ
く
ま
で
も
為
政
者
内
部
の
一
部
の
人
士
に
よ
っ
て
閲
覧
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
広
く
一
般
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
体
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
、
武
士
層
の
内
部
に
暗
黙
の
う
ち
に
も
確
実

に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
牧
民
忠
告
』
の
よ
う
な
倫
理
性
の
高
い
典
籍
の
刊
行
を
幕
府
が
表
だ
っ
て
禁
止
し
た
よ
う
な
事
実
は
な
い
。
江
戸
時
代

の
禁
書
と
い
う
の
は
、
徳
川
氏
の
歴
史
に
関
わ
る
も
の
や
、
幕
政
、
各
藩
の
騒
動
に
関
わ
る
も
の
な
ど
が
出
版
統
制
の
対
象
と
な
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
明
文
化
さ
れ
た
統
制
と
は
別
に
、
法
令
と
し
て
決
し
て
表
に
現
れ
る
こ
と
な
い
、
社
会
を
構
成

す
る
各
人
の
心
の
内
部
に
存
在
す
る
「
統
制
」
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
日
用
」
性
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
は
、
つ
い
に
は
「
牧
民
」
の
思
想
―
そ
れ
は
農
民
の
年
貢
に
よ
っ
て
「
養
わ
れ
て
」
い
る
は

ず
の
武
士
が
、
逆
に
農
民
を
「
牧や
し
な

っ
て
」
い
る
の
だ
と
い
う
決
定
的
な
矛
盾
を
孕
む
―
の
欺
瞞
性
の
露
呈
と
崩
壊
に
つ
な
が
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
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『
牧
民
忠
告
』
の
み
な
ら
ず
、
重
矩
が
刊
行
を
企
図
し
た
四
部
の
書
籍
の
い
ず
れ
も
が
、
特
に
行
政
活
動
と
密
接
に
関
連
し
た
高
い
実

用
性
を
有
す
る
知
識
の
集
積
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
く
ま
で
も
支
配
者
層
の
内
部
に
独
占
さ
れ
る
べ
き
で
、
広
く
社

会
一
般
に
公
開
す
る
必
要
は
な
い
、
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
、
明
文
化
は
さ
れ
な
い
も
の
の
厳
然
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
、

重
矩
の
匿
名
刊
行
と
い
う
事
実
か
ら
逆
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
民
は
依
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」

の
思
想
で
あ
る
。

　

筆
者
は
今
、『
論
語
』
泰
伯
第
八
に
由
来
す
る
こ
の
言
葉
（
民
可
使
由
之
、
不
可
使
知
之
）
を
、
比
喩
的
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
十
七
世
紀
の
武
士
層
は
こ
の
言
葉
に
特
別
の
関
心
を
示
し
て
い
た
。
寛
文
六
年
十
二
月
二
十
九
日
に
山
鹿
素
行
の
も
と
を
訪
れ

た
素
行
の
門
人
赤
穂
藩
士
藤
井
又
介
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
直
接
素
行
に
質
問
し
て
い
る
。
素
行
は
「
朱
子
の
集
註
で
は
、
民
に
理

解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
不
能
令
知
）
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
孔
子
が
不
可
と
い
う
以
上
は
、
や
は
り
民
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
」
と
答
え
て
、
仏
教
信
仰
を
例
に
引
く
。
民
衆
が
仏
教
を
信
仰
す
る
の
に
、
彼
ら
は
そ
の
理
由
を
知
ら
ず
ひ
た

す
ら
信
仰
す
る
。
す
な
わ
ち
、
教
え
が
正
し
く
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
黙
っ
て
従
う
の
が
「
由
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、「
民
の
俊
秀
な
る
」
者
の
み
は
、
そ
の
教
え
の
原
理
を
学
ぶ
が
、
多
く
の
人
々
は
ご
く
自
然
に
教
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ

え
て
彼
ら
に
そ
の
真
理
の
根
源
を
解
き
明
か
す
必
要
は
な
い
、
そ
れ
が
「
不
令
知
之
」
だ
、
と
素
行
は
言
う
の
で
あ
る
*66
。

　

こ
れ
を
質
問
者
の
立
場
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
素
行
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
武
士
の
支
配
体
制
が
民
衆
か
ら
自
然
に
た
よ
り
に
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
支
配
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
あ
え
て
民
衆
に
知
ら
せ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

実
は
素
行
は
、
重
視
す
る
そ
の
「
日
用
」
の
思
想
に
お
い
て
も
、
万
民
す
べ
て
が
「
日
用
」
の
探
究
を
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
民
衆
は
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
意
識
せ
ず
に
「
日
用
」
の
知
恵
を
発
揮
し
た
り
、
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、「
日
用
」
の
知
識
を
自
覚
的
に
探
究
し
、
そ
の
恩
恵
を
万
民
に
及
ぼ
す
の
は
、「
百
姓
」
に
対
す
る
「
君
子
」、
即
ち
支
配
階
級

の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
*67
。
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「
依
ら
し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
の
対
民
衆
認
識
は
、
比
喩
的
に
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
素
行
に
も
確
実
に
存
在
し
て
い

た
。
だ
か
ら
、
思
想
論
争
の
書
で
あ
る
『
聖
教
要
録
』
は
即
座
に
刊
行
さ
れ
た
が
、『
牧
民
忠
告
諺
解
』
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
素
行

に
お
い
て
な
お
、
牧
民
の
「
知
」
が
民
衆
に
開
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
知
識
の
流
布
を
支
配
層
の
内
部
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
重
矩
に
よ
る
『
牧
民
忠
告
』
の
匿
名
刊
行
よ
り
お
よ

そ
百
年
以
上
も
経
過
し
た
後
で
も
、
強
固
に
武
士
の
中
に
残
っ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
一
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

　

早
く
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
桑
名
藩
主
松
平
定
綱
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
牧
民
後
判
』
は
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
白
河
藩
松
平

定
信
の
も
と
に
伝
来
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
閲
覧
し
て
感
激
し
た
家
臣
関
戸
昌
雄
は
、
漢
文
体
の
本
文
を
和
語
で
訳
注
し
た
『
牧
民
後

判
国
字
解
』
を
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
撰
述
し
た
。
そ
の
自
跋
の
末
尾
に
関
戸
は
、「
こ
の
書
は
他
邦
の
人
を
し
て
見
聞
に
触
れ
し

む
る
な
か
れ
。
厳
に
こ
れ
を
制
戒
す
」（
原
漢
文
）
と
書
き
添
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

　
『
牧
民
後
判
』
と
い
う
書
物
は
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
牧
民
官
の
倫
理
性
を
訓
戒
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
如
何
に
し
て
年
貢

を
確
実
正
確
に
徴
収
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
徴
税
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
べ
き
書
物
で
あ
る
（
冒
頭
か
ら

羅
列
さ
れ
る
年
貢
計
算
の
数
字
に
圧
倒
さ
れ
る
）。
確
か
に
こ
れ
に
従
っ
て
徴
税
制
度
や
耕
作
制
度
を
工
夫
す
れ
ば
、
武
士
た
ち
が
困
窮

し
な
い
よ
う
な
財
源
も
獲
得
で
き
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
有
益
な
知
識
は
、
自
藩
の
要
人
の
み
が
知
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
じ
武
士
階
級
と
い
え
ど
も
、
隣
藩
と

な
れ
ば
こ
れ
は
も
う
赤
の
他
人
で
あ
り
、
知
識
を
分
か
ち
与
え
る
こ
と
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
と
い
う
意
識
が
働
く
。
関
戸
の
『
国
字
解
』

が
未
刊
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
写
本
も
一
部
を
残
す
の
み
で
あ
る
*68
。

　

奥
州
一
関
の
藩
医
建
部
清
庵
が
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
撰
述
し
た
『
民
間
備
荒
録
』
が
、
そ
の
有
益
な
内
容
を
認
め
ら
れ
な
が
ら

も
長
ら
く
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
も
同
様
で
あ
る
と
筆
者
は
推
定
し
て
い
る
。
食
用
可
能
な
植
物
の
弁
別
と
そ
の
調
理
法
と
い
っ
た
、

飢
饉
に
即
効
性
の
あ
る
有
益
な
知
識
は
、
や
は
り
一
関
藩
の
み
が
知
っ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
広
く
一
般
に
公
開
し
て
他
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〇

藩
や
そ
の
領
民
を
利
す
る
よ
う
な
理
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
*69
。

　

こ
の
あ
き
れ
る
ほ
ど
偏
狭
な
自
藩
至
上
主
義
こ
そ
が
、
江
戸
時
代
武
士
階
級
の
通
常
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る

な
ら
ば
、
板
倉
重
矩
の
匿
名
に
よ
る
出
版
活
動
の
意
義
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

重
矩
は
ま
ず
、
抽
象
的
思
想
書
に
は
一
切
目
も
く
れ
ず
、
京
都
所
司
代
た
る
自
身
の
「
日
用
」
に
資
す
る
典
籍
―
そ
れ
は
役
人
の
倫

理
、
飢
饉
対
策
、
検
屍
法
と
い
っ
た
、
支
配
層
・
被
支
配
層
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
々
が
関
心
を
寄
せ
る
分
野
の
専
著
で
あ
っ
た
―
の

み
を
的
確
に
選
択
し
、
そ
れ
に
抄
出
改
変
な
ど
の
加
工
を
施
す
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
市
中
に
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
知
」
の

解
放
と
い
う
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
野
に
放
た
れ
た
典
籍
た
ち
は
、
そ
の
強
い
実
用
性
故
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
い
わ
ば
「
一
人

歩
き
」
を
し
て
、
日
本
に
お
け
る
各
分
野
の
基
礎
文
献
の
地
位
を
築
い
た
。

　

一
方
、
そ
う
し
た
出
版
活
動
は
、
有
益
な
知
識
は
支
配
層
の
み
に
独
占
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
重
矩
自
身
が
属
す
る
階
層
の
暗
黙

の
了
解
事
項
、
統
治
機
構
の
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
面
か
ら
わ
き
起
こ
る
か
も
知
れ
ぬ
有
形
無
形
の
批
判
に

身
を
さ
ら
さ
な
い
た
め
に
、
重
矩
は
あ
え
て
序
跋
・
刊
記
を
付
け
ぬ
匿
名
出
版
と
い
う
形
態
を
と
り
、
自
身
の
出
版
を
喧
伝
す
る
よ
う

な
行
為
は
一
切
行
わ
な
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
無
刊
記
本
刊
行
と
い
う
行
為
は
、「
知
」
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
有
形
無
形
の
社
会
的
な
、
あ
る
い
は
心
理
的
な
障
壁
を
無

効
に
す
る
戦
略
的
文
化
行
為
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
通
常
の
書
誌
学
書
で
解
説
さ
れ
る
よ
う
な
、
版
権
の
問
題
か
ら
刊
記
を
削
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
消
極
的
」
無
刊
記
本
と
は
全
く
発
生
の
始
源
を
異
に
し
た
、「
積
極
的
」
無
刊
記
本
と

も
称
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
*70
。
の
ち
に
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
十
一
月
に
出
さ
れ
た
「
出
版
条
目
」
に
お
い
て
、
幕
府
は
無
刊

記
本
の
刊
行
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
*71
。

　

最
後
に
、
生
前
の
重
矩
の
人
柄
を
知
る
上
で
興
味
深
い
証
言
を
紹
介
し
て
お
く
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
四
月
十
七
日
申
刻
（
午

後
四
時
頃
）、
林
鵞
峯
は
小
雨
の
降
る
中
を
藤
堂
高
久
邸
に
赴
い
た
が
、
あ
い
に
く
高
久
は
留
守
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
鵞
峯
は
、
前
年
十
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二
一

二
月
に
老
中
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
、
か
ね
て
訪
問
を
約
束
し
て
い
た
重
矩
を
訪
ね
て
い
る
（『
国
史
館
日
録
』
第
一
、
二
五
四
頁
）。

　

主
客
の
対
話
は
、
現
在『
本
朝
通
鑑
』編
纂
中
の
国
史
館
の
状
況
か
ら
、
唐
土
の
学
問
、
日
本
の
故
事
、
ま
た
近
代
の
出
来
事
か
ら
現

在
の
事
柄
、
さ
ら
に
儒
学
や
文
学
、
邪
僧
の
噂
ま
で
、
様
々
な
話
題
に
及
ん
で
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
鵞
峯
の
父
羅
山
と
重
矩
の
祖
父

勝
重
と
の
間
に
あ
っ
た
親
交
は
、
重
矩
に
対
す
る
時
、
常
に
鵞
峯
の
念
頭
に
去
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
重

矩
と
は
あ
ま
り
交
際
が
な
か
っ
た
。
二
人
だ
け
の
対
座
は
恐
ら
く
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
、
今
夜
こ
う
し
て
胸
襟
を

開
い
て
語
り
合
い
、
重
矩
の
求
学
の
思
い
、
奢
侈
に
走
る
風
潮
へ
の
嘆
き
、
ま
た
重
職
を
任
さ
れ
た
身
の
不
安
な
気
持
ち
を
包
み
隠
す

と
こ
ろ
な
く
明
か
さ
れ
て
み
る
と
、
つ
き
あ
い
は
浅
い
の
に
、
全
く
心
か
ら
の
知
友
の
よ
う
に
思
え
た
。
重
矩
の
意
気
込
み
は
あ
り
き

た
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
態
度
は
自
重
し
た
も
の
で
あ
っ
て
軽
薄
で
は
な
い
。
鵞
峯
は
老
中
た
る
重
矩
に
諂
う
こ
と
な
く
、
ま
た
礼
を

失
す
る
こ
と
も
な
く
、
主
客
は
欣
然
と
語
り
合
い
、
重
矩
は
心
か
ら
楽
し
み
、
黄
昏
に
辞
去
し
よ
う
と
す
る
鵞
峯
は
引
き
留
め
ら
れ
て
、

結
局
戌
時（
午
後
八
時
頃
）前
に
帰
館
し
た
。
か
れ
こ
れ
四
五
時
間
は
語
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
重
矩
の
人
物
像
を
伝
え
て
余
す

と
こ
ろ
の
な
い
描
写
で
あ
る
。
ち
な
み
に
重
矩
が
山
鹿
素
行
と
牛
込
の
法
泉
寺
で
対
面
し
、
保
科
正
之
に
対
す
る
存
念
を
尋
ね
た
の
は
、

こ
れ
か
ら
十
二
日
後
の
同
月
二
十
九
日
で
あ
っ
た
（
前
述
）。

　

林
鵞
峯
は
、
特
に
『
国
史
館
日
録
』
に
お
い
て
は
、
表
面
的
な
外
交
辞
令
は
ま
ず
使
用
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
日
々
の
『
本
朝
通

鑑
』
編
纂
の
進
捗
状
況
や
館
内
で
の
学
問
活
動
の
記
録
、
ま
た
国
史
館
に
出
入
り
す
る
館
員
や
門
人
た
ち
、
鵞
峯
を
訪
れ
る
幕
閣
の
要

人
や
知
人
、
そ
し
て
書
肆
な
ど
の
言
動
が
淡
々
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
所
々
に
織
り
込
ま
れ
る
鵞
峯
の
本
心
の
吐
露
や
忌
憚
の
な
い
的

確
な
人
物
評
が
、
こ
の
記
録
に
一
段
と
精
彩
を
加
え
て
い
る
。

　

重
矩
と
は
好
対
照
を
な
す
こ
と
で
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
言
及
し
た
保
科
正
之
に
対
し
て
は
、
彼
が
熱
心
な
朱
子
学
信
奉
者
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
父
羅
山
の
代
か
ら
保
科
に
招
か
れ
た
こ
と
が
な
く
、「
然
未
及
親
炙
」
と
冷
淡
な
口
振
り
で
、「『
本
朝
通
鑑
』
の
板
行

を
老
中
に
諮
ろ
う
」
と
い
う
保
科
の
言
葉
を
伝
え
聞
い
て
も
、
以
前
学
校
建
設
の
建
議
を
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、「
亦
恐
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二
二

為
私
室
之
空
言
乎
」
と
冷
め
た
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
（
寛
文
七
年
十
一
月
十
日
、『
国
史
館
日
録
』
第
二
、
二
二
四
頁
）
*72
。

　

こ
れ
ら
を
考
え
る
な
ら
ば
、重
矩
と
の
面
会
の
様
子
を
記
し
た
先
の
日
録
か
ら
、鵞
峯
と
重
矩
が
お
互
い
に
満
腔
の
信
頼
と
共
感
を
抱

い
た
こ
と
を
読
み
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
鵞
峯
に
と
っ
て
老
中
重
矩
の
高
い
倫
理
観
と
向
学
心
は
得
難
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
重
矩
に

と
っ
て
も
鵞
峯
の
専
門
知
識
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
筈
だ
。
実
際
、
こ
れ
以
降
も
両
者
の
往
来
や
贈
答
は
続
い
て
い
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
重
矩
は
、
自
身
の
典
籍
刊
行
に
つ
い
て
は
、
生
前
遂
に
一
言
も
「
弘
文
院
学
士
」
に
漏
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
依
ら

し
む
べ
し
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
「
知
」
の
壁
を
乗
り
越
え
る
行
為
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
慎
重
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

�

*43　

宋
代
中
国
に
お
け
る
拷
問
の
実
態
に
つ
い
て
は
、『
史
料
か
ら
み
る
中
国
法
史
』（
二
〇
一
二
年
、
法
律
文
化
社
）
八
七
頁
以
下
参
照
。

*44　

林
秀
一
氏
訳
注
『
牧
民
心
鑑
』（
昭
和
四
八
年
、
明
徳
出
版
社
）。

*45　

林
羅
山
の
『
梅
村
載
筆
』（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
一
巻
所
収
）
地
巻
の
書
目
（
三
七
頁
）
に
は
、「
刑
書
」
と
し
て
、「
律
令
、
大
明
律
、

同
講
解
、
律
解
弁
疑
、
洗
冤
録
、
無
冤
録
、
折
獄
明
珠
、
評マ

マ

刑
要
覧
、
棠
陰
比
事
〔
割
注
〕
桂
万
栄
撰
、
廉
明
公
案
、
古
今
律
」
と
あ
り
、
羅
山

が
『
洗
冤
録
』
や
『
無
冤
録
』
の
存
在
を
認
識
し
（
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
所
持
し
）
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
中
で
『
羅
山
年

譜
』
所
収
の
書
目
と
共
通
す
る
の
は
「
大
明
律
」
の
み
。
ま
た
こ
の
『
梅
村
載
筆
』
の
書
目
の
「
雑
」
の
部
に
は
、
居
家
必
用
・
牧
民
忠
告
・
牧

民
心
鑑
・
吏
学
指
南
の
書
名
が
見
え
て
い
る
。

*46　

三
木
栄
氏
『
朝
鮮
医
書
誌
』（
昭
和
四
八
年
増
修
版
、
学
術
図
書
刊
行
会
）・
同
氏
『
朝
鮮
医
学
史
及
疾
病
史
』（
平
成
三
年
、
思
文
閣
出
版
）

参
照
。
ま
た
、
内
閣
文
庫
や
国
会
図
書
館
に
は
十
七
世
紀
の
写
本
と
思
わ
れ
る
『
新
註
無
冤
録
』
の
写
本
が
数
部
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
邦
に
お

け
る
朝
鮮
医
学
史
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
三
木
栄
氏
に
つ
い
て
は
、
白
井
順
氏
「
三
木
栄
研
究
序
説
―
杏
雨
書
屋
の
朝
鮮
本
を
中
心
に
―
」『
ア

ジ
ア
文
化
交
流
研
究
』
四
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
を
参
照
。

*47　

富
士
川
游
氏
『
日
本
医
学
史
綱
要
１
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
二
五
八
、
昭
和
四
九
年
）
一
八
一
頁
に
は
、「
鎌
倉
・
室
町
両
時
代
を
経
て
、
江
戸

幕
府
時
代
に
至
る
ま
で
、
お
の
お
の
刑
法
の
制
定
あ
り
て
、
法
医
学
の
必
要
は
認
め
ら
れ
し
も
、
我
が
邦
に
始マ
マ

め
て
こ
の
科
あ
り
し
は
、『
無
冤
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二
三

録
』
が
支
那
よ
り
輸
入
せ
ら
れ
た
る
よ
り
以
来
の
こ
と
な
る
べ
し
。」
と
あ
る
。
正
確
に
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
端
朝
鮮
半
島
に
入
っ
た

『
無
冤
録
』
が
附
注
さ
れ
て
『
新
註
無
冤
録
』
と
な
り
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
来
し
て
、
重
矩
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、『
無
冤
録
』

の
現
代
の
翻
刻
と
し
て
は
、「
枕
碧
楼
叢
書
的
朝
鮮
鈔
本
」
を
底
本
に
し
た
と
い
う
、
楊
奉
琨
氏
校
注
『
無
冤
録
校
注
』（
一
九
八
七
年
、
上
海
科

学
技
術
出
版
社
）
が
あ
る
。
近
年
の
甘
建
一
氏
等
訳
著
『
無
冤
録
今
訳
』（
二
〇
一
一
年
、
海
南
出
版
社
）
は
未
見
。

*48　
『
無
冤
録
述
』
の
撰
者
は
、
そ
の
自
序
に
よ
れ
ば
「
泉
州
河
合
甚
兵
衛
源
尚
久
」
と
あ
る
が
経
歴
等
未
詳
。
そ
の
翻
刻
は
、『
近
代
犯
罪
科
学
全

集
』
第
十
四
編
（
昭
和
五
年
、
武
侠
社
）
に
所
収
。『
江
戸
時
代
犯
罪
刑
罰
事
例
集
』（
一
九
八
二
年
、
柏
書
房
）
に
復
刻
さ
れ
る
。

*49　
『
無
冤
録
述
』
以
外
で
は
、『
無
刑
録
』
の
編
者
蘆
野
東
山
に
『
無
冤
録
註
』
な
る
著
作
が
あ
っ
た
と
『
近
世
漢
学
者
著
述
目
録
大
成
』
に
記
す

が
、
現
在
の
存
否
不
明
。
ま
た
、
杏
雨
書
屋
蔵
『
新
註
無
冤
録
和
解
』
写
本
二
冊
（
三
木
栄
氏
旧
蔵
）
は
筆
者
未
見
。

*50　
『〔
崇
禎
〕
松
江
府
志
』（
一
九
九
一
年
、
書
目
文
献
出
版
社
）
参
照
。
ま
た
、
南
京
車
駕
司
で
あ
っ
た

汝
為
の
編
著
『
南
京
兵
部
車
駕
司
職

掌
』
に
つ
い
て
、
谷
井
俊
仁
氏
「『
明
南
京
車
駕
司
職
掌
』
の
研
究
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
一
九
（
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

汝
為
の

著
作
に
つ
い
て
は
、『
明
史
』
志
七
十
三
に
、『
荒
政
要
覧
』
十
巻
・『
南
京
兵
部
車
駕
司
職
掌
』
八
巻
、
志
七
十
五
に
『
缶
音
集
』
四
巻
と
記
録

さ
れ
る
。

*51　

重
矩
刊
行
の
『
荒
政
要
覧
』
全
十
巻
四
冊
は
現
在
各
地
の
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
。
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
を
収
め
る
と
い
う
『
荒
政
要
覧
』（
明

治
一
五
年
、
興
農
書
院
）
は
未
見
。
参
照
し
や
す
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
李
文
海
・
夏
明
方
両
氏
主
編
『
中
国
荒
政
全
書
』
第
一
輯
（
二
〇
〇

二
年
、
北
京
古
籍
出
版
社
）所
収
本
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
万
暦
三
十
五
年
版
を
底
本
と
し
た
翻
刻
で
、
対
校
本
は
な
く
、
坊
刻
本
故
の
不
鮮
明
な

印
刻
、
あ
る
い
は
虫
損
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
判
読
不
明
箇
所
が
□
で
多
数
残
さ
れ
、
末
尾
は
（
下
缺
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
問
題
が
多
い
。

重
矩
刊
行
本
と
の
対
校
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

*52　

白
杉
悦
雄
氏
「
日
本
に
お
け
る
救
荒
書
の
成
立
と
そ
の
淵
源
―
建
部
清
庵
『
民
間
備
荒
録
』
を
中
心
に
―
」『
東
ア
ジ
ア
の
本
草
と
博
物
学
の

世
界 

上
』（
一
九
九
五
年
、
思
文
閣
出
版
）
所
収
。

*53　
『
民
間
備
荒
録
』
の
本
文
は
、『
日
本
農
書
全
集
』
第
一
八
巻
（
昭
和
五
八
年
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
所
収
本
に
よ
る
。
ま
た
、『
近
世
歴
史

資
料
集
成
』
第
五
期
第
九
巻
（
二
〇
〇
八
年
、
科
学
書
院
）、
同
じ
く
第
四
期
第
一
〇
巻
（
二
〇
〇
六
年
、
科
学
書
院
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
と

影
印
が
所
収
さ
れ
る
。
ま
た
、『
江
戸
時
代
女
性
文
庫
』
四
四
（
一
九
九
六
年
、
大
空
社
）
に
も
影
印
が
所
収
さ
れ
る
。

*54　

八
巻
一
雄
氏
「
民
間
備
荒
録
と
荒
政
要
覧
―
漢
籍
受
容
態
度
の
考
証
―
」『
岩
手
史
学
研
究
』
四
二
（
一
九
六
三
年
七
月
）。
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二
四

*55　

前
掲
白
杉
悦
雄
氏
「
日
本
に
お
け
る
救
荒
書
の
成
立
と
そ
の
淵
源
」、
ま
た
同
氏
「『
民
間
備
荒
録
』
の
世
界
―
救
荒
植
物
の
発
見
」『
東
北
学
』

八
（
二
〇
〇
三
年
四
月
）。

*56　

前
掲
白
杉
悦
雄
氏
の
論
文
二
編
は
い
ず
れ
も
、『
民
間
備
荒
録
』
の
「
祈
祷
」
部
と
、『
荒
政
要
覧
』
巻
五
（
そ
こ
に
は
「
誠
祷
祀
」
の
項
目
が

あ
る
）
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
が
、『
民
間
備
荒
録
』
の
「
祈
祷
」
の
本
文
自
体
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
直
接
の
典
拠
は
全

て
『
牧
民
忠
告
』
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
持
つ
と
は
い
え
、『
荒
政
要
覧
』
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う

付
言
し
て
お
く
。

*57　
『
民
間
備
荒
録
』
の
刊
行
年
に
つ
い
て
、『
国
書
総
目
録
』
の
記
載
す
る
宝
暦
五
年
版
・
宝
暦
十
年
版
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、「
わ
れ

わ
れ
が
現
物
を
確
か
め
得
た
最
も
古
い
版
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
刊
行
の
も
の
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
、
前
掲
『
日
本
農
書
全
集
』
第
一

八
巻
二
一
二
頁
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
う
。

*58　

鈴
木
健
一
氏
『
林
羅
山
年
譜
稿
』（
一
九
九
九
年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
一
三
一
頁
。

*59　

前
掲
白
杉
悦
雄
氏
「
日
本
に
お
け
る
救
荒
書
の
成
立
と
そ
の
淵
源
」。

*60　
『
国
史
館
日
録
』
第
四
（
平
成
一
一
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
一
七
九
頁
。

*61　
『
日
本
経
済
叢
書
』
一
四
巻
四
二
五
頁
。

*62　
『
会
津
藩
家
世
実
紀
』（
一
九
七
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
寛
文
八
年
十
月
二
十
四
日
条
。

*63　

保
科
が
そ
の
藩
政
に
お
い
て
、
実
際
的
な
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
土
津
霊
神
言
行
録
』
な
ど
に
よ
る
と
、
明
暦
元
年
に
は

「
社
倉
」
を
置
い
て
飢
饉
に
備
え
て
い
る
（
当
時
朱
子
の
社
倉
制
度
を
研
究
し
て
い
た
山
崎
闇
斎
の
影
響
が
あ
ろ
う
）。
さ
ら
に
そ
の
活
動
を
列
挙

す
る
と
、
殉
死
の
禁
止
、
倹
約
の
奨
励
（
明
暦
の
大
火
で
焼
失
し
た
江
戸
城
本
丸
の
再
建
に
反
対
し
た
）、
孝
子
・
節
婦
の
表
彰
、
火
葬
の
批
判
、

困
窮
す
る
家
臣
へ
の
融
資
、
領
内
の
神
社
か
ら
の
仏
像
の
撤
去
、
仏
堂
の
廃
止
、
山
鹿
素
行
へ
の
批
判
、
風
土
記
の
編
纂
、
行
旅
病
死
人
の
治
療

や
埋
葬
、
遊
芸
人
の
排
除
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

*64　

寛
文
七
年
七
月
十
五
日
、『
国
史
館
日
録
』
第
二
、
一
四
一
頁
。

*65　
『
吏
民
秘
要
諺
解
』
の
編
者
「
予
陽
隠
人
指
月
堂
」
に
つ
い
て
、
前
掲
小
川
和
也
氏
『
牧
民
の
思
想
』
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
閣
文

庫
蔵
本
を
閲
覧
す
る
と
、
そ
の
本
文
中
（
巻
五
の
五
丁
裏
）
に
「
堪
忍
ノ
事
、
余
ガ
知
ル
人
ノ
作
ラ
レ
ケ
ル
堪
忍
記
ト
テ
仮
名
書
ノ
書
ア
リ
。
見

習
フ
ベ
シ
」
と
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
「
堪
忍
記
ト
テ
仮
名
書
ノ
書
」
が
浅
井
了
意
の
仮
名
草
子
『
堪
忍
記
』
を
指
す
と
す
れ
ば
、「
指

― 291 ―― 290 ―



名古屋外国語大学外国語学部紀要第46号（2014.2）

― 25 ―

二
五

月
堂
」
は
了
意
の
知
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
後
こ
の
方
面
か
ら
の
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

*66　
『
山
鹿
随
筆
』（『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
十
一
巻
五
四
七
頁
）。

*67　
『
山
鹿
随
筆
』（『
山
鹿
素
行
全
集
』
第
十
一
巻
五
七
〇
頁
）。

*68　
『
牧
民
後
判
国
字
解
』
の
活
字
翻
刻
は
、
前
掲
小
野
武
夫
氏
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
三
巻
に
所
収
。

*69　
「
牧
民
之
書
」
の
中
で
、
編
著
者
の
実
名

4

4

を
出
し
て
刊
行
4

4

さ
れ
大
量
に
流
布
し
た
最
初
の
典
籍
は
、
重
矩
に
よ
る
『
牧
民
忠
告
』
の
匿
名
刊
行

（
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
頃
）
か
ら
百
年
以
上
も
経
過
し
た
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
刊
行
の
尾
張
藩
樋
口
好
古
・
杉
浦
邦
古
兄
弟
編
著
『
牧

民
忠
告
解
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
翻
刻
は
『
日
本
経
済
叢
書
』
十
四
巻
所
収
）。
こ
れ
が
実
名
で
刊
行
で
き
た
そ
の
背
景
に
は
、
大
藩
尾
張

藩
の
独
特
の
思
想
風
土
や
、
そ
の
藩
政
改
革
を
任
さ
れ
た
人
見
璣
邑
（
林
家
門
人
人
見
竹
洞
の
一
族
で
あ
る
）
の
強
い
意
志
な
ど
、
前
掲
小
川
和

也
氏
が
『
牧
民
の
思
想
』
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
事
柄
が
関
係
す
る
と
筆
者
も
考
え
て
い
る
。
な
お
天
明
六
年
刊
の
長
岡
藩
山
本
精
義
編
『
和
語

牧
民
忠
告
』
も
実
名
刊
行
で
あ
る
が
、『
牧
民
忠
告
解
』
が
全
国
的
に
流
通
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
流
布
を
見
ず
（
現
存
本
は

三
種
の
み
）、
事
実
上
長
岡
藩
内
の
流
通
に
留
ま
っ
た
（
あ
る
い
は
留
め
た
か
っ
た
）
と
思
わ
れ
、
不
特
定
多
数
へ
の
広
範
な
流
布
と
い
う
刊
本

の
特
性
を
発
揮
し
て
い
な
い
。

*70　

堀
川
貴
司
氏
『
書
誌
学
入
門
―
古
典
籍
を
見
る
・
知
る
・
読
む
』（
二
〇
一
〇
年
、
勉
誠
出
版
）
一
五
八
頁
で
は
、
近
世
初
期
・
前
期
の
無
刊

記
本
の
性
格
に
つ
い
て
、「
ま
だ
共
通
の
ル
ー
ル
（
版
権
）
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
刊
記
（
刊
年
・
版
元
名
）
を
明
記
し
な
い
も
の
も
多

く
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
テ
ク
ス
ト
を
新
た
に
探
す
手
間
を
省
く
た
め
、
既
存
の
出
版
物
を
勝
手
に
覆
刻
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
。」
と

版
権
の
視
点
か
ら
し
か
見
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
指
摘
す
る
よ
う
な
無
刊
記
本
の
積
極
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
最
近
に
お
い
て
も
全
く
考
察
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

*71　
「
一
、
何
書
物
ニ
よ
ら
す
此
以
後
新
板
之
物
、
作
者
并
板
元
実
名
、
奥
書
ニ
為
致
可
申
候
事
」
と
あ
る
。
今
田
洋
三
氏
『
江
戸
の
本
屋
さ
ん
―

近
世
出
版
文
化
の
側
面
』（
二
〇
〇
九
年
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
六
八
五
）
九
四
頁
参
照
。

*72　

保
科
正
之
に
対
す
る
鵞
峯
の
態
度
に
つ
い
て
は
、『
国
史
館
日
録
』
第
五
（
平
成
一
七
年
、
続
群
書
類
従
刊
行
会
）
の
校
訂
者
山
本
武
夫
氏
に

よ
る
解
題
の
中
で
も
、「
保
科
正
之
に
対
し
て
は
、
性
理
の
学
に
偏
し
て
文
学
に
配
慮
が
足
り
な
い
と
か
、
寛
文
七
年
十
一
月
十
日
の
記
で
は
、

嘗
て
学
校
建
設
を
約
し
て
い
な
が
ら
、
さ
っ
ぱ
り
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
と
か
、
本
朝
通
鑑
完
成
後
の
開
板
を
口
に
し
て
い
る
が
、「
私
室
の
空

言
」
で
あ
ろ
う
と
辛
口
で
あ
る
。」
と
す
る
（
二
六
七
頁
）。
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