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『
古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

1

序
文

・
本
文

の
か
か
わ
り
と
唐
律
1

榎

本

福

寿

一
、

問

題

の

所

在

『
古
事
記
』
(以
下
に

『
記
』
と
略
記
す
る
)
の
序
文
の
は
じ
め
に
、
本
文

の
内

容

に
つ
い
て
述
べ
た
ご
く
簡
単
な
説
明
が
あ
る
。

そ
れ
を
本
文
の
要

約

と
み

る

か
、
あ
る
い
は
抜
粋
と

い
う
か
は
と
も
か
く
、
問
題
は
、
そ
の
記
述
と
本
文
と
の

か
か
わ
り
で
あ
る
。

従
来
そ
の
か
か
わ
り
を
ど
う
み
て
い
た
か
を
、
か
り
に
神
武
天
皇
以
降

の
事
蹟

に
言
及
し
た
記
述
に
そ
く
し
て
、
ま
ず
は
概
観
し
て
み
る
。
次

に
示
し
た

一
節
が

そ
の
記
述
で
あ
る
。

即
、
覚
レ
夢
而
敬
ご神
祗
司
所
以
称
二賢
后
司
望
レ
烟
而
撫
二黎
元
司
於
レ今
伝
ご

聖
帝
鱒
定
レ境
開
レ
邦
、
制
二于
近
淡
海
弔
正
レ姓
撰
レ氏
、
勒
二于
遠
飛
鳥
↓

山
田
孝
雄

『
古
事
記
序
文
講
義
』
は
、
こ
の
記
述

に
つ
い
て

「第

一
は
崇
神
天
皇

の
神
祗
の
崇
敬
。
第
二
は
仁
徳
天
皇

の
人
民
の
愛
撫
。
第
三
は
成
務
天
皇
の
国
県

の
制
定
。
第
四
は
允
恭
天
皇
の
氏
姓

の
正
撰
。」
と
整
理
し
た
上
で
、
「而
し
て
主

権
国
土
国
民
三
者
の
統
治
の
実
は
大
綱

と
し
て
之

に
尽
き
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の

こ
と
が
治
国
の
要
道

で
あ
る
。
」
と
説
く
。
『講
義
』
の
こ
の
所
説
に
批
判
的
な
の

『古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

が
西
郷
信
綱
氏

『
古
事
記
注
釈
』
(第

一
巻
)
で
、
「
こ
の
序

に
修
辞
学
を
超
え
出

た
部
分
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
あ
る
か
疑
わ
し
い
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

と

指
摘
す
る
。
西
郷
氏

の
こ
の

「修
辞
学
」
と
い
う
見
方

は
、
宣
長
の

「古

の
御

々

代

々
に
聞
え
高
き
事
ど
も
を
こ
れ
か
れ
と
抜

出

て
、
文
餝
に
書
る
な
り
。」
(
『古

事
記
伝
』
二
)
と
い
う
説
明
と
基
本
的
に
変
り
な
い
。

一
方
、
中
西
進
氏

「古
事
記
序
文
考
」
(『
五
味
智
英
先
生
古
稀
記
念

上
代
文

学
論
叢
』
論
集
上
代
文
学
第
八
冊

・
29
頁
)
は
、
序
文
の
記
述
と
本
文

の
内
容
と

の
ず
れ
を
次

の
よ
う
に
明
確
に
の
べ
る
。

本
文
で
は
行
政
項
目

(
成
務

・
允
恭
両
天
皇
の
事
蹟
-
榎
本
注
)

に
関
す
る

関
心
は
、
け

っ
し
て
大
き
く
な
い
。
少
く
と
も
第

一
義
的
な
興
味
を
示
し
て

は
い
な
い
。
そ
の
点
、
序
文
は
古
事
記
ば
な
れ
を
し
て
い
て
、
そ
の
忠
実
な

ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
の
態
度
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「古
事
記
ぽ
な
れ
」
と
い
っ
て
も
、

そ
の
実
態

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

多
く
が
、

そ
う
し
て
乖
離

の
指
摘
に
と
ど
ま
る
。
太
田
善
麿
氏

「
古
事
記
序
文
に
関
す
る
考

察
」
(『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論

(
∬
)
1
ー
古
事
記
の
考
察
ー

ー
』
76
頁
)
も
、

「
こ
れ
ら
の
事
項

(成
務

・
允
恭
両
天
皇
の
事
蹟
-
榎
本
注
)

は
、
序
文
に
お
い

五
五



文

学

部

論

集

て
は
わ
ざ
と
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
説
話
的
興
味
や
印
象
や
実
感

に
も
と
つ

く
も
の
で
な
い
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。」
と
の
べ
る
だ
け
で
、

「わ
ざ
と
選
択
」
の
内
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

先
学
の
所
説
で
は
、
こ
う
し
て
序
文

の
記
述
と
本
文
の
内
容
と
の
違

い
を
指
摘

す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

に
し
て
も
、
記
述
そ
れ
じ
た
い
の
分
析

に

正
面
か
ら
取
り
く
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
の
が
実
情

で
は
な
い
か
。
引
用
し
た

一
節
の
あ
と
に
出
典
を
も
つ
文
が
つ
づ
き
、
そ
れ
ま
で
の
論
述
を
ひ
と
通
り
そ
こ

で
ま
と
め
て
も
い
る
。
重
要
な
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
そ

の
内
容

の
解
明
は
、
な

お
い
わ
ぽ
手
つ
か
ず

の
ま
ま
で
は
な
い
か
。

も

っ
と
も
、
小
稿

は
、
序
文

の
記
述

を
そ
れ
だ
け
に
的
を
絞

っ
て
考
察
す
る
の

で
は
な
い
。
序
文
の
記
述
と
本
文

の
内
容
と
の
か
か
わ
り
に
も

っ
ぱ
ら
関
心
を
よ

せ
、
序
文
の
記
述
を
通
し
て
本
文

の
内
容
を
解
明
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
探
ろ
う

と
す
る
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
序
文
の
記
述
を
、

次

に
本
文

の
内
容
を
取
り
あ
げ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
を
試
み
る
。
そ
う
し
た
検
討
を
通
し
て
、
右
の
可
能
性
を

確
か
め
、
あ
わ
せ
て
相
互

の
か
か
わ
り

の
核
心
に
あ
る
か
ん
が
え
を
見
き
わ
め
よ

う
と
す
る
の
が
小
稿

の
ね
ら
い
で
あ
る
。

二
、
序
文

と
風
猷

・
典
教

『講
義
』

の
所
説

に
た
ち
も
ど

っ
て
み
る
に
、
崇
神

・
仁
徳

・
成
務

・
允
恭
の

四
天
皇
の
事
蹟
を

一
括
し
て

「
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
治
国

の
要
道
で
あ
る
。」
と

断
定
し
て
い
る
が
、
実
際

は
、
四
つ
を
そ
う
し
て
括
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
句

を
む
ね
と
す
る
表
現
じ
た
い
が
、
崇
神

と
仁
徳
と
の
組
み
あ
わ
せ
と
、
成
務
と
允

恭
と
の
組
み
あ
わ
せ
と
を
明
確
に
分
か

つ
。

五
六

覚
レ
夢
而
敬
二神
祗
↓
所
以
称
二賢
后
舶

望
レ
烟
而
撫
二黎
元
鱒
於
レ今
伝
二
聖
帝
舶

内
容
の
上
で
も
、
前
者
が

「役
病
多
起
、
人
民
死
為
レ
尽
。」
と
い
う
困
難
な
事
態

の
救
済
を
つ
た
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
も
ま
た

「於
二国
中
一烟
不
レ発
、
国
皆
貧

窮
。
」
と
い
う
窮
状
を
救

っ
た
と
つ
た
え
、

た
が
い
に
対
応
す
る
上
に
、

そ
れ
ぞ

れ
所
伝
の
結
び
に
、

前
者
は

「故
称
二其
御
世
嚇
謂
下
所
レ知
二
初
国
一之
御
真
木
天

皇
上也
。
」
と
た
た
え
、
後
者
ま
た

「故
称
二其
御
世
嚇
謂
二聖
帝
世
一也
。
」
と
た
た

え
る
な
ど
、
所
伝

の
全
般

に
わ
た

っ
て
相
互

に
対
応
す
る
関
係
に
あ

っ
て
、
ま
さ

に
こ
の
対
応

に
そ
く
し
て
序
文

の
対
句
は
成
り
立

っ
て
い
る
。

ど

こ
ま
で
も
対
句
を
構
成
す
る
二
つ
の
句
の
、
そ
の
あ
ら
わ
す
事
蹟
相
互
の
緊

密
な
結
び

つ
き
を
単
位
と
す
る
。
他
の
対
句
は
、
そ
れ
自
体
で
ま
た
別
の
単
位
を

構
成
す
る
。
成
務

・
允
恭
両
天
皇
の
事
蹟
を

つ
た
え
る
対
句
は
、
そ
れ
だ
け
で
単

位
的
な
ま
と
ま
り
を
構
成
し
て
い
て
、
先
行
す
る
崇
神

・
仁
徳
両
天
皇

の
事
蹟
を

伝
え
る
対
句
と
は

一
線
を
画
す
。
こ
の
こ
と
は
、
序
文
の
記
述
が
、
本
文

の
内
容

を
対
句
に
よ

っ
て
統

一
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
神
武
天
皇
と

迩
迩
芸
命
に
つ
い
て
も
、

番
仁
岐
命
、
初
ご降
于
高
千
嶺
嚇

神
倭
天
皇
、
経
二歴
于
秋
津
嶋
輔

新
し
い
世
界
に
始
め
て
地
歩
を
占
め
、
そ
れ
以
降
そ
の
地
を
領
治
す
る
先
蹤
と
な

っ
た
と
い
う
た
が
い
に
共
通
す
る
事
蹟
に
お
い
て
対
応
す
る
。
そ
こ
に
単
位
的
な

ま
と
ま
り
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

「国
土
平
定
を
も

っ
て
遣
さ
れ
た
番

仁
岐
命
を
つ
い
で
、
神
武

・
崇
神
も
国
土
経
営
、
祭
神
と
い
う
点
に
神
話
的
要
素

が
強

い
。
仁
徳

は
治
民

の
伝
承
を
も
ち
、
」
(
前
掲
中
西
論
文
29
頁
)
な
ど
と
い
っ



た
こ
の
対
旬
の
構
成
に
無
頓
着
な
見
方

は
、
も
と
よ
り
諾
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
神
武
天
皇
と
迩
迩
芸
命

に
先
立

っ
て
、
や

は
り
対

句

に
よ

っ
て

「百
王
相

続
」
と

「万
神
蕃
息
」
、
す
な
わ
ち
天
神

(
高
天
原
系

の
神
々
)

と
地
祗

(出
雲

系
の
神
々
)
と
の
事
蹟
を
対
応
さ
せ
て
あ
ら
わ
す
。

も
は
や
明
ら
か
な
通
り
、
序
文
の
記
述

は
、
歴
史
を
そ
の
あ
り
の
ま
ま
に
つ
た

え
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
め
ざ
し
て
は
い
な
い
。
歴
史
の
断
片
を
切
り
と
り
、
そ

れ
ら
を
対
的
に
組
み
あ
わ
せ
て
つ
ら
ね
る
と
い
う
の
が
そ
の
方
法
で
あ
る
。
対
を

な
す
二
つ
は
、
内
容
上
た
が
い
に
あ
い
通
じ
る
だ
け
で
、
歴
史
的
な
先
後
に
ひ
と

と
お
り
従

っ
て
い
る
が
、
二
つ
に
と

っ
て
、
そ
の
先
後
性
は
本
質
的
な
意
味
を
も

た
な
い
。
序
文
が
依
拠
し
た

「進
五
経
正
義
表
」
に
、
対
の
そ
の
あ
り
か
た
も
恐

ら
く
な
ら

っ
て
い
る
。
関
連
す
る
箇
所

を
次
に
抜
き
だ
し
て
示
す
。

昔
雲
官
司
契
之
后
、
火
紀
建
極
之
君
、
雖
ご
歩
驟
不
レ同
、
質
文
有
プ異
、
莫
レ

不
卞
開
二茲
膠
序
↓
崇
以
二典
墳
↓
敦
二稽
古
一以
宏
レ風
、
闡
二儒
雅
一以
立
レ訓
、

啓
二含
霊
之
耳
目
嚇
賛
巾神
化
之
丹
青
加

「雲
官
」
は
黄
帝

(
軒
轅
)
、

「火
紀
」

は
炎
帝

(
神
農
)

を
そ
れ
ぞ
れ
さ
す
。

歴

史
の
上
で
は
、
「
軒
轅
之
時
、
神
農
氏

(神
農

の
後
代
子
孫
-

「索
隠
」
の
説
)

世
衰
。
(中
略
)
而
諸
侯
威
尊
二軒
轅
一為
二天
子
軸

代
il神
農
氏
弔
是
為
二黄
帝
ご

(『史
記
』
巻

一

「
五
帝
本
紀
第

一
」)
と
つ
た
え
る
と
お
り
、
神
農
が
黄
帝

に
先
出

す
る
。
「進
五
経
正
義
表
」
は
、
そ
の
先
後
を
倒
逆
し
て
い
る
が
、
類
例
に
、
『初

学
記
』
(巻
第
九

「総
叙
帝
王
」)

の
標
題

に

「雲
名
、
火
紀
」
と
あ
る
。
黄
帝
と

　ユ
　

炎

帝

と

を

、

そ

の
順

序

で
取

り

あ

わ

せ

る

こ
と

は
、

歴

史

と

は
あ

い
容

れ

な

い
。

そ

の
標

題

の
も

と

に

「
左

伝

日
、

黄

帝

以

レ
雲

紀

。

故

為

二
雲

師

一而

雲

名

。

又

日
、

炎

帝

以

レ
火

紀

。

故

為

二
火
師

一而

火

名

。
」

と

い
う

、

も

っ
ぱ

ら

「
雲

」

と

「火

」

『
古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

と
の
対
応
に
そ
く
し
て
二
つ
を
取
り
あ
わ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。

「
雲
官
」
と

「
火
紀
」
と
に
つ
づ
く
、

そ
れ
ぞ
れ

「司
契
之
后
」
と

「建
極
之

君
」
も
、
た
が
い
に
対
応
す
る
。
黄
帝
と
炎
帝
と
を
そ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
し
た
例

を
他
に
見
出
し
え
な
い
が
、
歴
史
的
な
所
伝
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

「進
五
経
正

義
表
」
が
二
帝
を
み
る
そ
の
見
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「司
契
」

は
、

左
思

の

「魏
都
賦
」
(『
文
選
』
巻
六
)
に

「上
垂
拱
而
司
契
、

下
縁
督
而

自
勧
。
」
と
あ
り
、

李
周
翰

の
注

に

「上
則
垂
レ衣
拱
レ
手
、

執
二法
契
一以
御
二天

下
ご

と
い
う

天
下
を
治
め
る
手
だ
て
を
い
う
。

「建
極
」
に
し
て
も
、
『尚
書
』

「洪
範
」

の

「皇
建
二其
有
極

こ

に
そ
れ
は
も
と
づ
き
、
こ
の
疏
に

「皇
、
大
也
。

極
、
中
也
。
施
二政
教
嚇
治
一一下
民
嚇
当
レ
使
卞大
得
ご其
中
嚇
無
夢有
二
邪
僻
ご

と
い

う
よ
う
に
人

々
に
中
道
を
得
て
邪
僻
を
な
く
さ
せ
た
が
、
そ

の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な

る
中
正
の
道
を
う
ち
た
て
た
こ
と
を
い
う
。

黄
帝
と
炎
帝
と
の
、
文
献
が

つ
た
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
蹟

の
な
か
に
は
、

「司

契
」
や

「建
極
」
に
あ
た
る
例
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
詮
索
は
と
も
か
く
、
二

つ
が
、

対
応
し
な
が
ら
、

政
治
の
個
別
的
な
あ
り
か
た
を
異
に
す
る
と
い
う
こ

と
、

「進
五
経
正
義
表
」

は
、
そ

の
こ
と
に
そ
く
し
て
二
帝
を
取
り
あ
げ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
そ

の
相
違
を
、
改
め
て
そ
れ
と
し
て
強
調
す
る
の
が
、
以
下
に
つ

　　
　

つ
く

「雖
二歩
驟
不
レ同
、

質
文
有
7異
、」
で
あ
る
。
『
記
』
の
序
文
は
、

こ
の
く

だ
り
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
。
し
た
が

っ
て
、

一
見
し
て
歴
史
を
た
ど

っ
て
い
る

よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
黄
帝
と
炎
帝
と
を
、
そ
の
政
治
の
あ
り
か
た
の
異
な

り
に
そ
く
し
て
対
応
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
対
句
を

つ
ら
ね
、
そ
こ
に
、
政
治

の

た
が

い
に
対
応
す
る
異
な
る
あ
り
か
た
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ

な
い
。
そ

の
政
治
と

の
か
か
わ
り
は
、
天
皇
の
代
の
と
り
わ
け
時
代
が
下
る
に
つ

五
七



文

学

部

論

集

れ
て
顕
著
で
あ
る
が
、
神
代
の
事
蹟

に
し
て
も
、
政
治
に
ち
な
む
例
を
選
択
的
に

と
り
あ
げ
て
い
る
。

も

っ
と
も
、
そ
う
し
て
異
な
り
を
強

調
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
実
、
異
な
り

を
越
え
た
共
通
の
あ
り
か
た
を
い
う

こ
と
が
真
の
目
的
で
あ
る
。

そ
れ
を
、

「進

五
経
正
義
表
」
で
は

「莫
レ不
卞
開
二茲
膠
序
↓
崇
以
ご典
墳
{
敦
二
稽
古
一以
宏
レ
風
、

闡
ご儒
雅
一以
立
レ訓
、
啓
二含
霊
之
耳

目
↓
賛
申
神
化
之
丹
青
加」
と
い
う
。
学
校
を

開
設
し
て
古
典
を
崇
び
、
往
古
を
よ
く
考
え
て
よ
い
風
教
を
広
め
る

一
方
、
儒
教

の
正
し
い
学
を
明
ら
か
に
し
て
訓
え

を
立
て
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容

で
、
こ
の

く
だ
り
は
、
孔
安
国
の

「尚
書
序
」

(
『文
選
』

巻
四
十
五
)

の

「漢
室
龍
興
、

開
二設
学
校
(
旁
求
二儒
雅
噛
以
闡
二
大
猷
ご

と
い
う

一
節

に
基
づ
き
、
そ
も
そ
も

黄
帝
や
炎
帝
の
事
蹟
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
黄
帝
や
炎
帝

に
か
け
て
い

う
の
は
、
儒
教
の
お
こ
り
を
、
た
と
え
ば

『
史
記
』
が

「
五
帝
本
紀
」
を
黄
帝
か

ら
説
き
は
じ
め
る
よ
う
に
、
歴
史
の
は
じ
ま
り
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
よ
う
と
す

る
意
図
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
始

源
か
ら
、
し
か
も
理
想

の
帝
王
の
そ
の
政

治
の
あ
り
か
た
の
違

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
を
興
隆
し
社
会
に
役
立
て
て
ゆ

く
風
が
揺
ぎ
な
く
あ

っ
た
と
い
う
、
そ
う
し
た
儒
教
の
来
歴
と
意
義
を
か
の

一
節

は
強
調
す
る
。

『
記
』
の
序
文
の

「莫
レ不
卞
稽
レ
古
以
縄
二風
猷
於
既
頽
噸
照
レ
今
以
補
申
典
教
於

欲
や
絶
。」
が
そ
れ
に
効

っ
て
い
る
こ
と

は
言
を
ま
た
な
い
。
も

っ
と
も
、
日
本
の

事
蹟
に
そ
く
し
て
内
容
を
改
め
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
乖
離
も
大
き
い
が
、
基
本
的

に
は
、
確
実
に
あ
い
通
じ
る
。
こ
の
世
界

の
創
成

の
は
じ
め
か
ら
、
政
治
の
あ
り

か
た
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

「風
猷

」
や

「典
教
」
を
そ
の
あ
る
べ
き
か
た
ち

に
補
正
す
る
揺
ぎ
な
い
風
が
あ

っ
た
こ
と
を
い
う
の
が
、
右
の

一
節

で
あ
る
。
そ

五
八

し
て
、
天
武
天
皇
の
功
績
や
人
と
な
り
を
こ
の
あ
と
詳
し
く
つ
た
え
る
が
、
偉
大

な
天
皇
を
い
う
の
が
そ
の
目
的
で
あ

っ
て
、
全
体

の
論

の
展
開

の
上
で
は
、
そ
れ

は
い
わ
ば
挿
入
句
的
な
意
味
あ
い
が

つ
よ
い
。
右

の
一
節
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
あ

と
の
天
皇
の
次
の
詔
が
直
接
的
に
結
び
つ
く
。

於
レ是
、
天
皇
詔
之
、
朕
聞
、

諸
家
之
所
レ賚
帝
紀
及
本
辞
、

既
違
二正
実
↓

多
加
二虚
偽
鱒
当
二今
之
時
嚇

不
レ改
二其
失
嚇

未
レ経
二
幾
年
嚇
其
旨
欲
レ
滅
。

斯
乃
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
。

む

げ

ん

に
、
右

の
な

か

の

「
既

違

二
正

実

↓

多

加

二
虚

偽

こ

と

は
、

さ

き

の

一
節

の

む

む

「(
風
猷
)
既
頽
」

に
対
応
す
る
。

ま
た
同
じ
く

「未
レ
経
二幾
年
嚇
其
旨
欲
レ
滅
」

む

は

「(
典
教
)
欲
レ絶
」
に
あ
た
る
。
そ
し
て

「帝
紀
及
本
辞
」
は
、
単
に
天
皇

の

　
ヨ
　

系
譜
や
神
話
、
物
語
な
ど

の
過
去

の
記
録
で
は
な
く
、

「風
猷
」
や

「典
教
」
を

そ

の
あ
る
べ
き
姿
に
補
正
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
つ
た
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

し
た
が

っ
て
い
わ
ば

「風
猷
」
や

「典
教
」
の
具
体
を
そ
こ
に
つ
た
え
る
が
ゆ
え

に
、
国
家
の
存
立
や
人
民
の
教
化
の
基
盤
、
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ

っ
た
は
ず
で
、
そ

の
こ
と
を
い
う
の
が

「斯
乃
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
」

に
ほ

か
な
ら

な

い
。「帝

紀
及
本
辞
」
の
危
機
的
状
況
は
、
こ
う
し
て

「風
猷
」

や

「典
教
」
の
廃

絶

に
つ
ら
な
る
。
過
去
の
各
時
代
に
そ
れ
の
補
正
に
努
め
た
営
み
が
つ
ね
に
あ

っ

た
よ
う
に
、
天
武
天
皇
も
、
そ
の
補
正
を
め
ざ
す
。
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
詔

の
右
に
引
用
し
た

一
節

に
つ
づ
く

「故
、
惟
、
撰
二録
帝
紀
嚇
討
一覈

旧
辞
(
削
レ偽

定
レ
実
、

欲
レ流
二後
葉
ご

で
あ
る
。

す
で
に
前
述

の

「(莫
不
)
稽
レ古
以
縄
二風

猷
於
既
頽
こ

以
下
に
、
出
典
と
し
た

「進
五
経
正
義
表
」

と
の
乖
離
が
あ

っ
た

が
、
こ
こ
に
い
た
る
と
、
む
し
ろ
対
照
的
で
す
ら
あ
る
。
す
な
わ
ち
、



歴
一一夷
険
嚇
其
教
不
レ
墜
、
経
二隆
替
↓

其
道
弥
尊
。

斯
乃
邦
家
之
基
、
王
化

之
本
者
也
。

『
記
』
の
序
文
は
、

こ
の

「進
五
経
正
義
表
」
の

「斯
乃
」
以
下
を
借
用
す
る
だ

け
で
、
「其
教
」
や

「其
道
」
と
は
儒
教
を
さ
す
が
、
そ
れ
を

「不
レ墜
」
さ
ら
に

「
弥
尊
」
と
み
な
す
楽
観
的
な
見
方
な

ど

は
も

た
な

い
。
「
風
猷
」
や

「典
教
」

は
、
「
頽
」
「絶
」
の
危
機
と
背
中
あ
わ
せ
に
あ
る
。
危
機
が
顕
現
し
て
い
れ
ぽ
も

と
よ
り
、
き
ざ
す
だ
け
で
も
、
そ
れ
を
補
正
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
し
、
現
に
、

そ
し
て
つ
ね
に
為
政
者
の
そ
の
補
正

の
営
み
が
あ
り
、
天
武
天
皇

の

『
記
』
の
編

纂
も
、
そ
の
営
み
に
つ
ら
な
る
と
い
う

の
が
序
文

の
主
張
で
あ
る
。

三
、

『
記
』

『
紀

』

の
所

伝

と

「
内

乱
」

「風
猷
」
や

「典
教
」
な
ど
の
漢
語
を
つ
か
う
だ
け
に
、
序
文
の
主
張
を
そ
の

額
面
ど
お
り
う
け
と
る
こ
と
に
確
か
に
た
め
ら
い
を
禁
じ
え
な
い
が
、
本
文
の
内

容
と
そ
れ
が
か
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
本
文
の
実
際
の
例
に
そ

く
し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
主
張
は
、
む
し
ろ
本
文
が

つ
た
え
る

内
容

の
本
質
を
、
原
則
的
な
言

い
か
た
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
的
確
に
あ
ら
わ
し

て
い
る
と
み
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。

た
と
え
ぽ
、
『
記
』
の
冒
頭
に
イ
ザ

ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生

み
を
め
ぐ
る
所

伝
を
つ
た
え
る
が
、

二
神
が
そ
れ
を

「期
」

や

「約
」

J
,_.)た
が

っ
て
お
こ
な

い
、
誤

っ
て
失
敗
し
た
さ
い
、

天
神

に
そ

の
原

因

を
た
ず

ね

る
と
、

天
神
は

「因
二女
先
言

一而
不
レ良
」
と
さ
と
す
。

一
定
の
秩
序
な
い
し
規
範
の
も
と
に
国
生

み
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
如
実
に
も
の
が
た
る
。
国
生
み

に
恐
ら
く
限
ら
な
い
。
あ
る
行
為
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
や
規
範
が
あ

『
古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
秩
序
や
規
範
が

「風
猷
」
や

「典
教
」
に
か
か
わ

る
こ
と
を
、
国
生
み
を
め
ぐ
る
所
伝
は
象
徴
的
に
も
の
が
た
る
。

一
方
、
下
巻
冒
頭

の
、
序
文
に

「望
レ
烟
而
撫
二黎
元
こ

と
い
う
仁
徳
天
皇

の

所
伝

は
、
神
に
か
わ

っ
て
儒
教
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
な

っ
た
時
代

の
到
来
を
明
ら
か

に
つ
げ
る
が
、
国
の
貧
窮
を
救
済
す
る
さ
い
そ
の
手
だ
て
と
し
た
課
役

の
免
除
に

(
4
)

は
、
令

の
そ
れ
に
関
連
す
る
規
定
や
漢
籍
の
知
識
が
か
か
わ
る
。
同
じ
よ
う
な
か

か
わ
り
を
も

つ
所
伝
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
稿

を
な
し
た
騰
"
所
伝
と

「風
猷
」
や

「典
教
」
と
の
か
か
わ
り
を
か
ん
が
え
る
上

で
と
り
わ
け
注
目
に
あ
た
い
す
る
の
が
律
で
あ
る
。

そ
の
律
が
何
か
と
い
っ
た
点
も
含
め
、
所
伝
と
律
と
の
か
か
わ
り
の
比
較
的
明

ら
か
な
例
を
ま
ず

は
取
り
あ
げ
て
み
る
。
軽
太
子
が
同
母
妹

の
軽
大
郎
女
に
密
か

に
通
じ
た
と
い
う
所
伝
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
(以
下
に

『
紀
』
と
略

記
す
る
)
も
同
じ
所
伝
を
つ
た
え
る
が
、
事
件
後

に
、
夏

の
時
節
な
が
ら

「御
膳

羹
汁
、
凝
以
作
レ氷
」
(
允
恭
天
皇

二
十
四
年
六
月
条
)
と
い
う
異
変
が
あ
り
、
天

皇
が
ト
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
ト
者
が

「有
二内
乱
鱒
蓋
親
々
相
粁
乎
。」
と
こ
た
、兄
た

と
い
う

一
節
が
あ
る
。

「内
乱
」
と
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系

『
紀
』
の
当
該
頭

注
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
唐
律
が
重
大

・
凶
悪
犯
罪
と
し
て
規
定
す
る

「十
悪
」

　

む

の

一
つ
で
、
条
文
に
付
し
た
そ
の
注
に

「
謂
レ姦
二
小
功
以
上
親
こ

と

い
う
近
親

者
間
の
密
通
を
さ
す
。
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
と
は
実

の
兄
妹
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

密
通
は
、
確
か
に
唐
律
の
規
定
す
る

「内
乱
」
に
あ
た
る
。

け
れ
ど
も
、
允
恭
天
皇
の
時
代

に
唐
律
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
、
内
容
ま
た
異

変
や
ト
占
に
か
か
わ
る
な
ど
、
そ
の
当
時
の
事
実
を
つ
た
え
て
い
る
と
は
到
底
み

な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
日
本
律

は
、
唐
律

の

「十
悪
」
を
、
そ
の
う

五
九



文

学

部

論

集

ち

の
一
つ
の

「内
乱
」
を
削
る
な
ど
し
て

「八
虐
」
に
改
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
宝

・
養
老
の
い
ず
れ
の
律
も
そ
う

で
あ

っ
て
、
「内
乱
」
の
削
除
に
つ
い
て
は
、

日
本
思
想
大
系

『律
令
』

の
補
注

(
6
a
・
八
虐
の
沿
革
と
構
成

・
娚
頁
)

に

「内
乱
の
禁
ず
る
近
親
相
姦
も
、
同
姓
不
婚
の
原
則
を
持
た
ぬ
日
本
で
は
、
父
祖
妾

の
姦
以
外
は
八
虐

の
中
に
加
え
え
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
く
。
唐
律
が

「内
乱
」
と
す
る

「鼾
二
父
祖
妾
こ

を
、
日
本
律

で
は

「八
虐
」
の
な
か
の

「
不

孝
」

の
条

の
最
後
に
く
み
入
れ
て
い
る
が
、

「内
乱
」

の
削
除
と
あ
わ
せ
て
、

こ

の
こ
と
は
、

「十
悪
」

の
各
条
項
や
条
文
を
、

日
本
の
実
情

に
照
ら
し
て
適
宜
判

断
し
た
上
で
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
の
点
に
そ
く
し
て
改
め
て
い

え
ば
、

「内
乱
」
削
除

の
理
由

に
つ
い
て
、

右
の
補
注
で
は

「
同
姓
不
婚

の
原
則

を
持
た
ぬ
」
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
近
親
相
姦
を
罪
と
す

る
こ
と
が
日
本

の
実
情
に
な
じ
ま
な

か

っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
。

「内
乱
」

の
条

項
を
残
せ
ば
、
現
実
が
そ
れ
を
裏
切
り
、
む
し
ろ
混
乱
を
惹
起
す
る
か
、
も
し
く

は
規
定
そ

の
も
の
を
空
文
と
化
す
危
虞
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て

「内
乱
」
を
罪
と
す
る
現
実
が
な
い
以
上
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で

あ
る
が
、
か
の
ト
者
の
言
が
唐
律
の

「内
乱
」
の
規
定
の
か
り
も
の
で
あ
る
と
い

う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『紀
』

の
所
伝
じ
た
い
、
「内
乱
」
の
罪

の
重
大
性
に
つ

い
て
の
認
識
を
全
く
欠

い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「内
乱
」

が
発
覚
し
た
あ
と
に

「太
子
是
為
二儲
君
↓
不
レ得
レ加
レ
刑
、
則
移
二大
娘
皇
女
於
伊
予
ご

と

つ
た
え
る
。

「儲
君
」

で
あ
る
か
ら
刑
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

一
方
、

相
手

の
大

娘
皇
女
を
伊
予
に
移
し
た
と
つ
た
え

る
が
、

「移
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は

「移

(6
)

郷
」
に
通
じ
て
は
い
て
も
、
「流
」
と

は
本
質
的
に
異
な
る
。
「内
乱
」
を
犯
し
な

が
ら
、
結
局
、
法
律
上

の
処
罰
を
だ
れ
も
う
け
て
は
い
な
い
。
日
本
の
律
が

「内

六
〇

乱
L
を
削
除
し
た
現
実
を
、
そ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
。

「内
乱
」

を
罪
と
す
る
現

実
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
は
別
に
、
允
恭
天
皇
の
崩
御
後
に
あ
ら

た
め

て

「葬
礼
畢
之
。

是
時
、
太
子
行
二暴
虐
宀

淫
二于
婦
女
ご

(安
康
天
皇
即
位
前
紀
)

と
い
う
太
子
の
悪
行
を
つ
た
え
る
こ
と
が
、
「国
人
謗
レ之
、
群
臣
不
レ
従
、
悉
隷
二

穴
穂
皇
子
ご

(
同
前
)

に
は
じ
ま
る
太
子
と
穴
穂
皇
子
と
の
対
立
を
導
く
上
に
必

要
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『記
』

の
所
伝
は
、
軽
太
子
に
つ
い
て

「暴
虐
」

や

「淫
」
と
は
い
わ
な
い
。

「軒
二
其
伊
呂
妹
軽
大
郎
女
一而
歌
日

(歌
略
)。

是
以
百
官
及
天
下
人
等
、

背
二軽

太
子
一而
帰
一一穴
穂
御
子
ご

と

つ
た
え
、
「鼾
し
と
、
そ
の
あ
と
の
官
民
こ
ぞ

っ
て

軽
太
子
か
ら
穴
穂
御
子
に
心
を
移
し
た
こ
と
を
、
因
果

の
関
係
で
直
接
結
び

つ
け

る
。

「鼾
」
を
、

い
わ
ば

「暴
虐
」
や

「淫
」
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
唐
律

の

「内
乱
」
に
つ
い
て
の
か
ん
が
え
に
明
ら
か
に
通
じ
る
。

「内
乱
」
(巻
第

一
・
6

「十
悪
」)

の
条
文
の
疏
議

に
は
、
こ
の
犯
罪
を

「若
有
下

禽
二獣
其
行
嚇
朋
中
淫
於
家
劫

紊
二乱
礼
経
舶
故
日
一一内
乱
ご

と
説
く
。
「紊
二乱
礼

経
一」
と
は
、

社
会
的
秩
序
や
倫
理
道
徳
、

さ
ら
に
は
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
の
経
そ

の
も
の
を
損
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

「内
乱
」
の
犯
罪
と
し
て
の
重
大

性
の
認
識
な
く
し
て
、
コ
針
L
を
た
だ
ち
に
官
民
こ
ぞ

っ
て
の
離
背
に
結
び

つ
け

る
こ
と
な
ど
、
恐
ら
く
あ
り
え
な
い
。

そ
う
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
後

の
所
伝

の
展
開
に
も
、
唐
律
と
の
か
か
わ
り
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
軽
太
子
を
捕
え
て
伊
予
に
流
し
た
と
つ
た
え
る

が
、
唐
律
は
、
「内
乱
」

の
刑
に
つ
い
て

「諸
姦
ご
(中
略
)
姉
妹
一
(中
略
)
者
、

絞
」
(巻
第
二
十
六

・
鵬

「姦
父
祖
妾
等
」)
と
さ
だ
め
、
相
手
が

「其
無
レ
子
者
」

で
あ
れ
ば
、

罪

一
等
を
減
じ
る

(疏
議
)。

軽
大
郎
女
は
未
婚

で
あ

る
か

ら
、



「募
」
を
犯
し
た
軽
太
子
を
、

絞
を

一
等
減
じ
て
流
刑
に
処
す
こ
と
に
な
る
。

そ

の
ま
さ
に
唐
律
の
規
定
ど
お
り
所
伝

は
展
開
す
る
。

『紀
』

の
前
述

の
よ
う
に
そ

れ
と
は
全
く
違
う
展
開
が

一
方
に
あ

る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
そ
の
唐
律

の
規
定
と

の

一
致
は
、
偶
然
で
は
あ
り
え
な
い
。

四
、

序
文

と

「
進
律

疏

議

表
」

『
紀
』
の
所
伝
は
、
唐
律
の
語
句
を

い
わ
ぼ
か
た
ち
だ
け

借
り
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
対
照
的
に
、
唐
律
の
規
定
そ

の
ま
ま
の
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
と
い
う
の
が

『
記
』
の
所
伝
の
実
態
で
あ
る
。

所
伝

は
唐
律

の
規
定

に
そ
く
し
て
成
り
た

っ
て

い
る
と
み
る
ほ
か
な
い
が
、
こ
れ
に
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
裏
づ
け
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
小
稿
は
便
宜
に
し
た
が

っ
て
唐
律
と
い
う
が
、
正
し
く
は

『
唐
律

疏
諭
ぴ
。

こ
れ
に
、

唐
人

の
長
孫
無
忌

の

「進
律
疏
議
表
」
が
あ
る
。
上
述
の
と

お
り
同
じ
作
者

の

「進
五
経
正
義
表
」

を
序
文
は
積
極
的
に
利
用
す
る
が
、
倉
野

憲
司
氏

『古
事
記
全
註
釈
』
(
第

一
巻
序
文
篇
8
頁
)

は
、
「進
律
疏
議
表
」
の
序

文

に
お
け
る
利
用
を
指
摘
し
、
両
者

の
あ
い
通
じ
る
語
句
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。

「進
五
経
正
義
表
」
と
比
べ
る
と
、

そ

の
類
同
の
度
合
は
、

質
量
と
も
に
は
な
は

だ
劣
る
。

た
だ
上
表
文

の
形
式
的
尊
敬
語

の
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
進
律
疏
議
表
に
よ
る

と
い
え
る
。
そ
れ
は
冒
頭
を
臣
某
言
で
始
ま
り
、
中
間
に
お
い
て
伏
惟
皇
帝

陸
下
以
下
に
帝
徳
を
鑚
仰
し
、
末
尾
を
臣
某
、
誠
惶
誠
恐
頓
首
頓
首
で
結
ぶ

点
は
ま

っ
た
く

同

一
で
あ
る
。

(
山
田
英
雄
氏

「古
事
記
序
文
に
つ
い
て
」

日
本
古
代
文
化
叢
書

『論
集
古
事
記
の
成
立
』
鄭
頁
)

右

の
よ
う
に

「進
律
疏
議
表
」

を
重
視
す
る
見
方
も
あ
る
が
、

実
際
は
、

「中
間

『古
事
記
』
と
風
猷

・典
教

に
お
い
て
L
の
く
だ
り
は
む
し
ろ

「進
五
経
正
義
表
」
に
よ
る
。

念

の
た

め
、

『古
事
記
全
註
釈
』
か
ら
該
当
部
分
を
抜
き
だ
し
て
次
に
し
め
す
。
(右
傍

の
印
は

原
文
の
ま
ま
)

む

む

む

む

む

む

　

む

　

　

む

む

　

　

む

　

ム

む

む

〔古
事
記
序
〕
伏
惟
皇
帝
陸
下
、
得
レ
一
光
宅
、
通
レ
三
序
育
。
乗
二
二
気
之
正
↓

む

　

　

む

　

斉
二
五
行
之
序
↓

む

　

　

む

む

　

む

む

　

　

む

　

　

　

む

　

　

〔
進

五
経

正

義

表

〕
伏

惟

皇

帝

陸
下

、

得

レ
一
継

レ
明

通

レ
三
撫

レ
運
。

乗

tt天

地

　

む

　

ム

ム

む

ム

之
正
↓
斉
二
日
月
之
暉
↓

こ
の
ほ
か
、
「冒
頭
」
が

「進
律
疏
議
表
」
「進
五
経
正
義
表
」
と
も
同
じ
で
あ
る

か
ら
、
「進
律
疏
議
表
」
だ
け
に
対
応
す
る
の
は
、

わ
ず
か
に

「末
尾
」
だ
け
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の

「末
尾
」

で
さ
え
、

た
だ
そ
こ
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
「進
律
疏
議
表
」

に
よ

っ
た
と
は
決
め
か
ね
る
が
、
し
か
し
、
利
用
し
た
こ
と
の
明
ら
か
な
記
述
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

『
古
事
記
全
註
釈
』
か
ら
抜
き
だ
し
て
み
る
に
、
た

と
え
ば
次

の
例
。

む

む

む

む

む

　

む

む

む

む

む

む

む

む

　

〔古
事
記
序
〕
溶
雷
応
レ期
…
…
握
ご
乾
符
一而
撼
二
六
合
嚇
得
ご
天
統

一而
包
二
八

　

む

む

荒

一
…

…

得

レ

一
光

宅

。　

む

　

ム

む

む

む

む

む

む

む

む

〔進

律

疏

議

表

〕

大

唐

握

二
乾

符

一以

応

レ
期

、

得

二
天

統

一
而
御

レ
歴

…

…

総

二
六

む

む

む

む

ム

　

合
一而
光
宅
、
包
二
四
大
一以
凝
旒
。

両
者
の
対
応
は
、
『
記
』
の
序
文
が

「進
律
疏
議
表
」

を
利
用
す
る
こ
と
な
く
し

て
は
あ
り
得
な
い
。

そ
し
て
こ
の
対
応
を
も
と
に

い
え
ば
、

さ
き

の

「末
尾
」

も
、
同
じ
よ
う
に
序
文
が
利
用
し
た
結
果
と
み
て
恐
ら
く
誤
り
な
い
。

け
れ
ど
も
、
右
の
ほ
か
に
は
、
利
用
を
確
認
で
き
る
例
は
、
二
三
の
断
片

に
と

ど
ま
る
。
「進
五
経
正
義
表
」

の
利
用

の
積
極
さ
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
『
古
事
記

亠公



文

学

部

論

集

全
註
釈
』
は
、
出
典
の
語
句
を
丁
寧

に
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
の
事
実
に
は
全
く
関

心
を
よ
せ
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば

次
の
よ
う
に
い
う
。

以
上
に
よ

っ
て
大
安
万
侶
は
古
事

記
序
を
述
作
す
る
に
当
り
、
大
体
の
骨
組

み
を
長
孫
無
忌
の

「進
五
経
正
義
表
」
並
び
に

「進
律
疏
議
表
」
に
学
ぶ
と

共
に
、
字
句
の
採
る
べ
き
も
の
は
採

っ
た
と
い
ふ
こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
。

二
つ
の
表

の
利
用
は
、

「並
び
に
」

と
い
う
べ
き
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
も

っ

ぱ
ら

「進
五
経
正
義
表
」
を
利
用
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
で
は
、
そ
れ

を
手
本
と
し
て
い
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「進
律
疏
議
表
」

の
利
用
は
、

い
わ
ば
副
次
的
な
い
し
補
足
的
な
程
度
に
と
ど

ま
る
け
れ
ど
も
、
宣
長
が

「凡
て
文
選
中
の
文
を
取
れ
る
処
ぞ

い
と
多

か
る
」

(『
古
事
記
伝
』
二
)
と
い
う

『
文
選
』

で
さ
え
、
『古
事
記
全
註
釈
』
が
指
摘
す

る
そ
れ
の
利
用
の
状
態
を
み
る
か
ぎ

り
、

「進
律
疏
議
表
」

の
域
を
そ
れ
ほ
ど
出

て
は
い
な
い
。
し
か
も
、
た
と
え
ば

「東
都
賦
」
(
『文
選
』
巻

1
>
s

l
節
を
利

用
し
た
と

『
古
事
記
全
註
釈
』
が
み
な
す
箇
所
に
し
て
も
、
そ
れ
で
は
な
く
、
む

し
ろ

「進
律
疏
議
表
」
に
ょ
る
は
ず

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
、
序
文
が
利
用

し
た

『
文
選
』
と
は
、
『
古
事
記
全
註
釈
』

が
指
摘
す
る
の
は

「
三
月
三
日
曲
水

詩
序
」
(
王
元
長
)
、
「
三
月
三
日
曲
水
詩
序
」
(顔
延
年
)
、
「東
方
朔
画
賛
井
序
」

(『
記
』
の
利
用
は
そ
の

「序
」)
、

「尚
書
序
」
、

「春
秋
左
氏
伝
序
」、

「薦
二禰
衡

一

表
」
な
ど
で
、
ほ
と
ん
ど
序
や
表
が
占

め
る
。
序
文
に
つ
か
う
と
い
う
そ

の
用
途

に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表

現
の
素
材
を
集
中
的
か
つ
選
択
的
に
利
用

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

「進
律
疏
議
表
」

の
利
用
も
、

こ
れ
と
軌
を

一
に
す
る

で
あ
ろ
う
。

六
二

恐
ら
く

『
文
選
』
を
熟
知
し
て
い
て
、
そ
れ
が
右

の
よ
う
な
意
図
的
な
利
用
に

つ
な
が

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「進
律
疏
議
表
」
に
し
て
も
、

た
だ
に

「進
五
経

正
義
表
」
と
同
じ
長
孫
無
忌
の
作
と
い
う
だ
け
が
そ
の
利
用
を
促
し
た
と
は
、
到

底
み
な
し
が
た
い
。
『
文
選
』
と
同
じ
よ
う
に
、
『唐
律
疏
議
』

の
そ
の
文
献
と
し

て
も

つ
重
要
性
ゆ
え
に
、
そ
の
表
で
あ
る
か
ら
、
利
用
す
べ
く
し
て
利
用
し
た
と

い
う
の
が
実
情
で
は
な
か

っ
た
か
。
も
と
よ
り
、
『
唐
律
疏
議
』

そ
れ
自
体

に
つ

い
て
の
知
識
な
く
し
て
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。

五
、

「
己

君
」

に
対

す

る
犯

罪
、

そ

の

一

序
文
が

「進
律
疏
議
表
」
を
利
用
し
て
い
る
以
上
、
唐
律

の
規
定

に
そ
く
し
て

成
り
立
つ
所
伝
が
あ

っ
て
も
な
ん
ら
不
自
然
で
は
な
い
し
、
げ
ん
に
、
そ
う
し
た

成
り
立
ち
を
、
前
述
の
と
お
り
軽
太
子
の

「鼾
」
を
め
ぐ
る
所
伝

に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
序
文
と
所
伝
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
あ
ら
わ
す
内
容
を
と
お
し
て
、
唐

律

の
利
用
を
た
が
い
に
補
完
的
に
裏
づ
け
る
。
所
伝
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
具
体

的
に
は
、
「
風
猷
」
や

「典
教
」
に
か
か
わ
る
と
い
う
、
序
文
が
説
く
ま
さ
に
そ

の
通
り
の
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

勿
論
、
類
例
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
仁
徳
天
皇
条

に
つ
た
え
る
石

の
日

売
を
め
ぐ
る
所
伝
に
は
、
「給
二死
刑
一也
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
。
「死
刑
」

は
律

の
用
語
で
、
石
の
日
売
が
大
楯
連
の
罪
を
責
め
た
あ
と
の
、
連

に
加
え
た
処
罰
を

あ
ら
わ
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
唐
律
と
か
か
わ
る
が
、
所
伝
の
内
容
ま
た
、
唐
律

の

規
定
に
明
ら
か
に
通
じ
る
。

ま
ず
は
石
の
日
売
が
責
め
る
大
楯
連
の
罪
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
経
緯

の
あ

ら
ま
し
を
い
え
ば
、
仁
徳
天
皇
が
女
鳥
王
を
宮
中

に
召
し
い
れ
る
た
め
速
総
別
王



を
遣
わ
す
と
、
女
鳥
王
は
そ
の
意
向
を
拒
ん
だ
上
に
速
総
別
王
と
結
婚
す
る
。
さ

ら
に
、
夫
と
な

っ
た
速
総
別
王
に
天
皇

の
殺
害
を
勧
め
る
。
こ
れ
を
知

っ
た
天
皇

は
、
た
だ
ち
に
追
討

の
軍
を
興
し
て
二
人
を
殺
さ
せ
る
。
二
人
は
逃
亡
の
は
て
に

殺
さ
れ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
将
軍
の
大
楯
連
は

「取
卞其
女
鳥
王
所
レ
纏
二御
手
一之

玉
釧
上而
与
二己
妻
ご

と
い
う
行
為
に
お
よ
ぶ
。

大
楯
連
の
罪
と
は
、

こ
の
行
為

を
さ
す
。
そ
し
て
石
の
日
売
は
、
こ
れ

に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
責
め
る
。

(
　
>

夫
之
奴
乎
、

所
レ纏
一一己
君
之
御
手
一玉
釧
、

於
二膚
媼
一剥
、
持

来
即
与
二己

妻
輔

傍
線
部
を
わ
ざ
わ
ざ
言
い
そ
え
た
の
で
あ
る
が
、

二
つ
と
も
に
、
罪
を
格
段
に
重

く
す
る
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

「
己
君
」
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
付
加
す
る
こ
と
に
ょ

っ
て
、

た
だ
の
物
盗
り

か
ら
、

主
君
に
対
す
る
犯
罪
に

一
変
す
る
。

唐
律
で
は
、
「
己
君
」
に
あ
た
る
の

は

「本
属
府
主
」
で
、
「府
主
者
、
依
レ令
、
職
事
官
五
品
以
上
、
帯
勲
官
三
品
以

上
、
得
二
親
事

・
帳
内
↓
於
二其
所
レ事
之
主
↓
名
為
二
府
主
司

国
官

・
邑
官
、
於
二

其
所
レ属
之
主
↓
亦
与
二府
主
一同
。
」
(
巻
第

一
・
6
「
†
悪
」

の

「九
不
義
」
の
疏

(
9
)

議

)

と
規

定

す

る
。

こ

の

「
府

主

」

に
対

す

る

犯
罪

を
厳

し
く

処

罰

す

る

の
が

唐

律

の
原

則

で
あ

る
。

た

と

え
ば

「
府

主

」

を

殺

せ
ば

、

「
十

悪

」

の

「
不

義

」

に

あ

た

る
。

「
殴

」

で
徒

三
年

、

「
傷

」

で
流

二
千

里

、

「
折
傷

」

で

は
絞

に
処

せ

ら

れ

る

(
以

上

、

巻

第

二
十

一

・
魏

「
殴

制
使

府

主

刺

史

県
令

」
)
。

こ
れ

を

一
般

人

に
対

す

る

場
合

と
比

べ

て

み

る

に
、

た

と

え
ば

「
折

歯

」

で

は
、

「
府

主
」

に
対

し

て

そ

れ

を

お

こ

な

え
ぽ

絞

、
.
一
般

人

に
対

し

て

で

あ

れ

ば

、

「
諸

闘

殴

レ
人

、

折

レ
歯

」

は
徒

一
年

(
同

前

・
跚

「
闘

殴

折

歯

毀

耳

鼻

」
)
、

ま

た

「
不
レ
因

レ
闘

、

故

殴

二
傷

人

一
者
」

で
も

、

た

か
だ

か

「
加

二
闘

殴

傷
罪

一
等

こ

(
同
前

・
繝

「
闘

『古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

殴
殺
人
」)
と
い
う
よ
う
に
罪

一
等
を
加
え
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
「府
主
」
に
対

す
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
て
特
別

に
重
大

・
凶
悪
な
も

の
と
み
な
す
の
が

唐
律
の
原
則
で
あ

っ
て
、
大
楯
連

の

「
己
君
」

に
対
す
る
犯
罪
を
厳
し
く
責
め
る

石
の
日
売
の
か
ん
が
え
は
、
そ
の
原
則

に
確
実

に
あ
て
は
ま
る
。

も
う

一
つ
は

「於
二膚
媼
一剥
」
で
あ
る
が
、
女
鳥
王
の
な
お
ぬ
く
も
り
の
残
る

体
か
ら
無
理
や
り
奪
取
し
た
こ
と
を
い
う
。
ぬ
く
も
り
の
残
る
と
は
、
死
屍
に
な

り
き
る
以
前
の
状
態
を
さ
す
。
そ
の
状
態

で
は
、
女
鳥
王
は
い
ま
だ
い
わ
ぽ
な
ま

身
に
準
じ
る
体
を
も
ち
、
し
た
が

っ
て

「己
君
」
に
く
わ
え
た
犯
罪

の
実
質
を
備

え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

唐
律
で
も
、
死
屍
に
な
り
き

っ
て
い
る
か
否
か
は
、
罪

の
構
成
を
大
き
く
左
右

す
る
。
た
と
え
ば

「支
解
」
(巻
第
十
七

・
鸚

「殺

一
家
三
人
支
解
人
」)

の
ば
あ

い
、
身
体
を
ば
ら
ば
ら
に
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
り
、
犯
行
に
及
ん
だ

時
点

に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
あ
た
る
か
否
か
が
決
ま
る
。
疏
議

に
は
、
次

の
よ
う
に

規
定
す
る
。

或
殺
時
即
支
解
、

或
先
支
解
而
後
殺
、

皆
同
二支
解
↓

並
入
二不
道
舶
若
殺

訖
、
絶
レ
時
後
更
支
解
者
、
非
。

殺
す
と
同
時

に
ば
ら
ば
ら
に
し
て
も
、
ば
ら
ば
ら
に
し
た
直
後
に
殺
し
て
も
、
ど

ち
ら
も

「十
悪
」

の

「不
道
」
に
あ
た
る
。
し
か
し
殺
し
終
え
て
、
そ
の
あ
と
時

を
隔

て
て
ば
ら
ば
ら
に
し
た
場
合
は
、

「支
解
」

と
は
な
ら
な
い
。

死
屍
に
な
り

き

っ
て
い
る
か
ら
で
、

そ
の
場
合

は
、

別
に

「残
ご害
死
屍
一」
(巻
第
十
八

・
鰯

「残
害
死
屍
」。
注

に

「謂
二焚
焼

・
支
解
之
類
こ

と
あ
る
)
に
あ
た
る
。
勿
論
、

こ
ち
ら
の
ほ
う
が
罪

は
格
段
に
軽

い

(同
前

「減
二闘
殺
罪

一
等
こ
)。
死
屍
に
な

り
き

っ
て
い
れ
ば
、
も

は
や
人
で
は
な
く
、
そ
れ
に
く
わ
え
た
犯
罪
も
人
間
性
に

六
一二



文

学

部

論

集

も
と
る
悪
質
な
も

の
と
は
み
な
さ
な
い
と
い
う
の
が
唐
律

の
か
ん
が
え
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

「於
二膚
媼
一剥
」
と
い
う
以
上
、
死
屍
で
は
勿
論
な
い
。
前
述

の
と
お
り
、
「
己

君
」
に
く
わ
え
た
犯
罪

の
実
質
を
な
お
備
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
が
、
補
足

し
て
い
え
ば
、
死
屍
と
否
と
で
、
右

の

「支
解
」
の
よ
う
に
犯
罪
の
質
が
決
定
的

に
違
う
と
い
う
認
識

に
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
も
と
つ
く
。

一
方
、
そ
の
犯
罪
じ
た

い
、
は
じ
め
か
ら
玉
釧

の
強
奪
を
ね
ら

っ
て
殺
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
天
皇

の
命
を
う
け
た
誅
殺

に
付
随
す
る
関
係
上
、
殺
し
た
あ
と
時
間
を
経
て
い
て
、
死

屍
に
な
り
き

っ
た
状
態
で
発
生
し
た
と
み
る
余
地
を
た
ぶ

ん

に
残

す
。
そ
の
場

合
、
大
楯
連

の
犯
罪

は

「
己
君
」
に
対
す
る
実
質
を
も
ち
え
な
い
。
所
伝
の
展
開

上
お
の
ず
か
ら
予
想
さ
れ
る
そ
う
し
た
可
能
性
を
積
極
的
に
う
ち
消
す
こ
と
、
か

の
一
節
を
付
加
し
た
そ
れ
が
理
由
で
は
な
い
か
。

「
己
君
」
と

「於
二膚
媼
一剥
」

と
は
、
右

の
よ
う
に
分
ち
が
た
く
か
か
わ
る
。

玉
釧
を
盗

っ
た
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け

の
こ
と
も
、
そ
の
二
つ
の
か
か
わ
り
に
お

い
て
重
大

・
凶
悪
な
犯
罪
と
な
り
、
石

の
日
売
の

「給
二
死
刑
一也
」
と
い
う
処
罰

に
お
の
ず
か
ら
結
び
つ
く
。
唐
律

の
知
識
な
し
に
は
、
恐
ら
く
そ
の
か
か
わ
り
は

あ
り
え
な
い
。

「己
君
」

に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
か
た
ち
つ
く
る
上
に
、
唐
律

の

規
定
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
に
お

い
て

「死
刑
」

の
語

を
、
こ
れ
ま
た
唐
律

に
か
り
て
使

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
「
己
君
」

「於
二膚
媼
一
剥
」

「給
二死
刑
一也
」

と
い

っ
た

一
連
の
語

句
を
、
『紀
』

の
所
伝
は

一
つ
と
し
て
伝
え
て
い
な
い
。

筋
立
て
の
基
本
を
同
じ

く
す
る
だ
け
に
、
不
審
と
い
え
ぽ
不
審

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
恐
ら
く
所
伝
の

成
り
立
ち
に
か
か
わ
る
。

い
ま

『紀
』

の
所
伝

の
筋

の
あ
ら
ま
し
を
か
い
つ
ま
ん

六
四

で
い
え
ば
、
天
皇
が
雌
鳥
皇
女
を
妃
と
す
る
た
め
隼
別
皇
子
を
媒
と
し
て
遣
わ
し

た
と
こ
ろ
、
隼
別
皇
子
は
皇
女
と
密
通
し
、
皇
子

の
舎
人
ら
が
天
皇

の
殺
害
を
ほ

の
め
か
す
歌
を
う
た
う
。
天
皇

は
、
こ
の
歌
を
聞

い
て
怒
り
、
隼
別
皇
子
を
殺
そ

う
と
し
て
、
雄
鰤
と
阿
俄
能
胡
と
を
遣
わ
し
、
雌
鳥
皇
女
を
つ
れ
て
逃
げ
る
皇
子

を
殺
さ
せ
る
。

こ
の
さ

い
、
『
記
』

の
所
伝

の
石

の
日
売

の
立
場
に
た
つ
八
田
皇

后
が
、
誅
殺
に
あ
た

っ
て
雌
鳥
皇
女
の
身

に
つ
け
る
物
を
奪
う
こ
と
の
な
い
よ
う

要
請
す
る
。

天
皇
は
、
こ
の
要
請
に
し
た
が
い
、

わ
ざ
わ
ざ

「莫
レ取
二皇
女
所
レ

齎
之
足
玉
手
玉
一」
(
仁
徳
天
皇
四
十
年

二
月
条
)
と
命
じ
る
。
雄
鰤
ら
は
、
隼
別

皇
子
ら
を
殺
し
、
皇
女
の
裳
中
か
ら
玉
を
得
る
。

こ
の
の
ち
、
玉
を
奪

っ
た
こ
と

が
発
覚
し
、
皇
后
は
有
司
に
命
じ
て
阿
俄
能
胡
に
そ

の
玉
を
得
た
ゆ
く
た
て
を
問

わ
せ
る
が
、
わ
ず
か
に

「誅
二皇
女
一之
日
、
探
而
取
レ之
」
(
同
前

・
是
歳
条
)
と

答
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
直
後

に

「
即
将
レ
殺
二阿
俄
能
胡
一」
と
あ
り
、

皇
女

か
ら
玉
を
奪

っ
た
こ
と
に
対
す
る
処
罰

の
意
味
を
そ
れ
は
も

つ
。

も

っ
と
も
、
こ
こ
に
至
る
以
前

に
、
わ
ざ
わ
ざ
皇
后
が
皇
女
の
身
に
つ
け
る
物

を
奪
わ
な
い
よ
う
要
請
し
、
そ
の
要
請
を
納
れ
て
天
皇
も
特

に
命
じ
て
い
る
こ
と

に
因
み
、
そ
う
し
た
皇
后
の
気
持
ち
を
逆
な
で
し
た
こ
と
、
ま
た
天
皇

の
命
に
背

い
た
こ
と
な
ど
も
処
罰
の
理
由
と
し
て
挙
げ
う
る
が
、
所
伝
じ
た
い
は
、
そ
れ
ら

を
結
び

つ
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
皇
后

の
要
請

に
は
、
玉

の
奪
取
を

事
前
に
見
こ
し
て
い
る
と
い

っ
た
不
自
然
な
点
が
あ
り
、
そ
の
あ
り
か
た
も
、
付

加
的
と
い
う
ほ
か
な
い
。
推
測
の
限
り
で
し
か
な
い
が
、
も
と
は
皇
后

の
要
請
を

め
ぐ
る
く
だ
り
な
ど
な
く
、
そ
の
も
と
の
か
た
ち
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
阿
俄
能
胡

の

「誅
二皇
女
一之
日
、
探
而
取
レ
之
」
と
い
う
答
え
が

と
ど

め

て
い

る
の
で
は
な
い

か
。
皇
后

の
要
請
と
の
か
か
わ
り
な
ど
、
そ
れ
は

一
切
も

っ
て
は
い
な
い
。



『
記
』
の
所
伝
か
ら
、
唐
律

の
規
定

に
も
と
つ
く
と
み
な
し
た
「
己
君
」
「於
ご膚

媼

一剥
」
を
と
り
払
え
ぽ
、
右
に
推
測
し
た

『紀
』
の
所
伝
の
も
と
の
か
た
ち
に
ず

っ
と
近
づ
く
。
所
伝
の
展
開
の
基
本
的
な
点
に
か
ぎ
れ
ば
、
彼

此

ほ
ぼ

一
致
す

る
。
偶
然

の
可
能
性
も

否
め
な
い
が
、
「
己
君
」
や

「於
二膚
燼
一剥
」
が
唐
律

の

規
定
と
前
述

の
と
お
り
分
ち
が
た
く

か
か
わ
る
以
上
、
や
は
り
そ
れ
を
後

の
付
加

と
み
な
す
ほ
か
な
い
。
「給
一一死
刑
一也
」
と
あ
わ
せ
、
唐
律

に
そ
く
し
て
、

大
楯

連

の
行
為
を

「
己
君
」
に
対
す
る
犯
罪
と
し
た
上
で
、
臣
下
の
道
義
に
そ
む
く
そ

の
罪
を
厳
し
く
処
罰
す
る
点
を
強
調
す
べ
く
、
所
伝
を
改
め
た
に
相
違
な
い
。

六
、

「
己
君
」

に
対

す

る
犯
罪
、

そ

の
二

『
記
』
に
は
、
「己
君
」
に
対
す
る
犯
罪
を
つ
た
え
る
所
伝
が
も
う

一
例
あ
る
。

履
中
天
皇
条

の
所
伝
で
、
天
皇
の
殺
害
を
は
か

っ
た
墨
江
中
王
を
、
そ
の
王
と
の

土
ハ謀
を
天
皇
に
疑
わ
れ
た
水
歯
別
命
が
、
疑
い
を
は
ら
す
べ
く
、
王
に
近
習
す
る

隼
人

の
曽
婆
訶
理
を
そ
そ
の
か
し
て
殺
さ
せ
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

所
伝
は
、
し
か
し
そ
の
墨
江
中
王
を
殺
し
て
終

る
の
で
は
な
く
、
殺
し
た
あ
と
の

曽
婆
訶
理
の
処
遇
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
れ
に
む
し
ろ
重
点
を
お
き
な
が
ら
さ
ら
に
展

開
す
る
。

曽
婆
訶
理
の
主
君
殺
し
に
は
、
そ

の
殺
し
を
水
歯
別
命
が
そ
そ

の
か
す

な

か

で
、
殺
し
と
ひ
き
か
え
に
大
臣
に
と
り
た
て
る
と
約
束
し
て
い
た
と
い
う
経
緯
が

あ
る
。
約
束
を
守
れ
ば
、
主
君
殺
し

の
大
罪
を
犯
し
た
曽
婆
訶
理
を
大
臣
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
矛
盾

に
悩
ん
だ
末

に
、
水
歯
別
命
が
導
き
だ
し
た
解
決

策
を

つ
た
え
る
の
が
次
の

一
節

で
あ
る
。

(水
歯
別
命
)
以
為
、
曽
婆
訶
理
、

為
レ
吾
雖
レ有
二
大
功
{

既
殺
二己
君
↓
是

『古
事
記
』
と
風
猷

・典
教

不
義
。
然
不
レ賽
ご
其
功
(
可
レ
謂
レ無
レ信
。
既
行
二其
信
{
還
惶
二其
情
刈
故
、

雖
レ報
ご其
功
{
滅
二其
正
身
輔

右
の
傍
線
部
が
曽
婆
訶
理
の
犯
罪
を
あ
ら
わ
す
。

「
己
君
」

と
は
墨
江
中
王
を
さ

　

す

が

、

注

目

す

べ

き

は
、

こ

の

一
節

に
さ
き

だ

つ
く

だ

り

で

は
、

墨

江

中

王

に
そ

む

む

く

し

て

い
ず

れ

も

「
然

者

殺

一一汝

王

一
也

」

「
曽

婆

訶

理

、

竊

伺

二
己

王

入

ツ
厠

」

と

い
う

よ

う

に

「
王

」

を

専

用

し

、

こ

こ
だ

け

に

「
君

」

を

つ
か
う

点

で
あ

る
。

大

楯

連

の
犯

罪

と

同

じ

よ

う

に
、

「
己
君

」

を

、

主

君

で
あ

る

こ
と

を

特

に
明

示

す

る
た

め

に

つ
か

っ
て

い

る

こ
と

は
疑

い
な

い
。

「
殺

二
己

君

こ

と

は
、

主

君

殺

し

で
あ

っ
て
、

唐

律

は
、

そ

れ

を

「
不

義

」

と

し

て

「
十
悪

」

の

一
つ

に

数

え

る
。

注

に

「
謂

レ
殺

二
本

属

府

主

一
(
以

下

略

)
」

(°
>

(巻
第

一
・
6

「十
悪
」)
と
い
う
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
唐
律
の
規
定
に
そ

く
し
て
、
右
の
一
節

に

「是
不
義
」

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「是
不
義
」

と
い
う

だ
け
で
、

「殺
二
己
君
こ

に
つ
い
て
の
説
明
の

一
切
を
そ
れ
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。

唐
律

の

「不
義
」
に
も
と
つ
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
と
み
な
す
こ
と
は
、
重
大

・
凶
悪

な
犯
罪
と
い
う
に
等
し
く
、
そ
れ
以
上
な
ん
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
か

っ
た
か
ら

に
相
違
な
い
。

そ
う
し
た

「是
不
義
」

の
効
果
は
、
『紀
』
が

つ
た
え
る
ほ
ぼ
同
じ
内
容

の
所

伝
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

い
っ
そ
う
著
し
い
。
『紀
』

の
所
伝

は
、

君
臣

の

墨
江
中
王
と
曽
婆
訶
理
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
仲
皇
子
と
刺
領
巾
と
し
、
瑞
歯
別
皇
子

の
そ
そ
の
か
し
に
の

っ
て
刺
領
巾
が
仲
皇
子
を
殺
し
た
あ
と
、
太
子

(
即
位
前

の

履
中
天
皇
)

の
遣
わ
し
た
木
菟
宿
禰
が
瑞
歯
別
皇
子
に
進
言
す
る
な
か
で
、
主
君

殺
し
を
責
め
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
木
菟
宿
禰

の
介
在
は

『
記
』

の
所
伝

に

な
く
、
そ
れ
だ
け
独
自
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
進
言
の
内
容

は
、
水
歯
別
命

六
五



文

学

部

論

集

の
独
白
に
通
じ
る
。
次

に
そ
の
部
分

を
抜
き
出
し
て
示
す
。

刺
領
巾
為
レ人
殺
二
己
君
幻
其
為
レ
我
雖
レ有
二
大
功
↓
於
二己
君
一無
レ慈
之
甚

矣
。
豈
得
レ生
乎
。
(履
中
天
皇

即
位
前
紀
)

傍
線
部
が
、
『
記
』

の
前
掲
の

一
節
の
同
じ
傍
線
部
に
対
応
す
る
。

厳
密
に
い
え

ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
の
は

「是
不
義
」
だ
け
で
し
か
な
い
。
そ
れ
の
表
現
の
効

果
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
も

つ
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
。

『
紀
』
の
所
伝
に
も
、

「其
為
レ我
雖
レ
有
二大
功
こ

と
い
う
、
『
記
』
の
所
伝
と

全
く
同
じ

一
節
が
あ
る
。

こ
れ
と
、

や
は
り
全
く
同
じ
表
現
の

「殺
二
己
君
こ

と

の
相
関
こ
そ
所
伝
の
根
幹

に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
『
紀
』

の
所
伝

で
、
右
の

一
節

の
よ
う
に

「於
二
己
君
一無
レ慈
之
甚
矣
」
と
い

っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
、

反
逆

の
凶
徒
を
殺
し
た

「大
功
」
だ
け
に
、
「豈
得
レ生
乎
」
を
、
そ
れ
の
対
価
と
す
る

こ
と
が
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
を
も
ち
え
た
の
か
。
「大
功
」
に
免
じ
て

「殺
二

己
君
こ

の
罪
を
不
問
に
付
し
て
も
、

不
自
然
で
は
な
い
。

そ
の
上
に
、
褒
賞
を

与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

一
方
、
「是
不
義
し
が
唐
律
に
も
と
つ
く
と
し
て
、

そ
れ
の
前
に
は
、

た
と
え

ど
の
よ
う
な
内
容
の

「大
功
」
で
あ

っ
て
も
、
な
ん
ら
意
味
を
も
ち
え
な
い
。
そ

の
こ
と
に
先
だ

っ
て
、
順
序
と
し
て
、

ま
ず
は
唐
律
に
そ
く
し
て

「有
二大
功
こ

を
み
る
に
、

曽
婆
訶
理

(
刺
領
巾
)

の
そ
れ
は
、

唐
律
の

「
八
議
」

の
な
か
の

む

む

む

「議
功
」
に
相
当
す
る
。
注
に

「謂
レ有
二
大
功
勲
こ

(巻
第

一
・
7

「
八
議
」)
と

あ
り
、

表
現
の
か
た
ち
も
通
じ
る
が
、

疏
議
に
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

/
/
0

謂
卞
能

斬

レ
将

搴

レ
旗

、
摧

一一鋒

万

里

{

或

率

レ
衆

帰
化

、
寧

二
済

一
時

↓

匡

一一救

六
六

　

艱
難
ハ
銘
二功
太
常

一者
加

墨
江
中
王
の
謀
反
は
、
天
皇
の
殺
害
を
め
ざ
し
、
宮
殿
に
放
火
す
る

一
方
、
要
衝

に
は

「持
レ
兵
人
等
、
多
塞
二茲
山
ご

と
い
う
よ
う
に
武
装
兵
士
を
配
し
て
い
て
、

天
皇
み
ず
か
ら
命
か
ら
が
ら
難
を
の
が
れ
る
と
い

っ
た
危
機
を
も
た
ら
す
。
そ
の

謀
反
人
を
殺
す
こ
と
は
、

右

に
い
う

「斬
レ
将
」
や

「寧
二
済

一
時
嚇

匡
二救
艱

難
こ

に
確
実
に
あ
て
は
ま
る
。

こ
の

「議
功
」
を
含
む

「
八
議
」

の
者
を
、

国

家
は
手
厚

い
保
護
の
下
に
お
い
て
い
る
。
唐
律

で
は
、
法
律
上

の
特
典
と
し
て
、

た
と
え
ぽ
死
罪
で
も
皇
帝
の
最
終
判
断
に
委
ね
、
流
罪
以
下

は
一
等
を
減
じ
る
と

定
め
て
い
る

(巻
第
二

・
8

「諸
八
議
者

(議
章
)
」)。

た

だ
し
、

こ
れ

に
は

「其
犯
二十
悪
一者
、

不
レ用
二此
律
ご

(
同
前
)
と
い
う
条
文
が
付
随
す
る
。

し
た

が

っ
て

「不
義
」
を
犯
せ
ば
、
そ
れ
は

「十
悪
」
の
犯
罪

で
あ
る
か
ら
、
「有
二大

功
勲
こ

の
者
で
も
、
「議
功
」
に
と
も
な
う
法
的
特
典
を
全
て
失

う

こ
と

に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
死
刑
は
免
れ
な
い
。

た
だ
に

「殺
二
己
君
こ

に
そ
く
し
て

「是
不
義
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

を
そ
う
い
う
以
上
、
右
の
よ
う
に
所

伝

に

「其
為
レ我
雖
レ
有
二大
功
こ

と

い
う

「有
二大
功
こ

が
唐
律

の

「議
功
」

に
あ

た
り
、
さ

ら

に

は

「不
義
」
が
そ

の

「有
二大
功
二

を
全
く
無
意
味
と
化
す
と
い

っ
た
唐
律

の
規
定
上
そ
う
な
る
ほ
か

な
い
相
関
を
ふ
ま
え
る
と
み
て
、

恐
ら
く
誤
り
な
い
。

実
際
に
は
、
『紀
』

の
所

伝
に
も
同
じ

一
節
が

あ
る
と
お
り
、

「其
為
レ
我
雖
レ有
二
大
功
二

は
所
伝

の
も
と

の
か
た
ち
本
来
の
も
の
で
、
「是
不
義
」
を
付
加
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど

も
、
そ
の
付
加
は
、
所
伝
全
体

の
展
開

に
も
大
き
く
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
唐
律

の

「
不
義
」

の
冒
頭

の
条
文

の
疏
議
に
、
そ
の
名
義
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
説
く
。



此
条
、
元
非
二
血
属
(
本
止
以
レ義
相
従
、
背
レ義
乖
レ
仁
、
故
日
二不
義
鴨

「不
義
」
を
厳
し
く
処
罰
す
る
の
は
、

そ
れ
が

「背
レ義
、

乖
レ
仁
」
と
い
う
儒
教

の
根
幹

に
違
背
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

曽
婆
訶
理
の

「殺
二

己
君
こ

を

「是
不
義
」
と
み
な
し
、

し
た
が

っ
て
そ
の

「背
レ義
、

乖
レ
仁
」
と

い
う
行
為
を
処
罰
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
行
う
水
歯
別
命
に
と

っ
て
、
墨

江
中
王
の
殺
害
と
ひ
き
か
え
に
大
臣

に
す
る
と
曽
婆
訶
理
に
み
ず
か
ら
明
言
し
た

以
上
、
そ
の
約
束
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
の
が
道
理
で
あ
る
。

「是
不

義
」
と
断
じ
た
あ
と
、

げ
ん
に
、

そ

の
約
束
に
つ
い
て

「然
不
レ賽
二其
功
↓
可
レ

謂
レ無
レ
信
。」
と
い
う
よ
う
に
反
省
に
の
せ
る
。

そ
の
挙
句
、
「無
レ
信
」

を
回
避

す
る

一
方
、
処
罰
も
お
こ
な
う
と
い
う
の
が
、
水
歯
別
命
が
最
後
に
く
だ
し
た
結

論
で
あ
る
。
そ
れ
を

「故
、
雖
レ報
二其
功
↓
滅
二其
正
身
ご

と
つ
た
、兄
る
。

所
伝
は
、
さ
ら
に
こ
れ
以
降
、
右

の
結
論
ど
お
り
、

い
わ
ば
そ
の
実
現
に
む
け

て
展
開
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
『紀
』
に
は
対
応
す
る
所
伝
が
な
い
。

前
掲
の

一
節

の
最
後
に

「豈
得
レ
生
乎
」

と
あ
り
、

そ

の
直
後
に

「乃
殺
二刺
領
巾
匚

と

つ
た

え
る
に
過
ぎ
な
い
。
『
紀
』

の
所
伝
が
欠
く
部
分
、
す
な
わ
ち
右
の
結
論
と
そ
の

実
現
を
め
ぐ
る
く
だ
り
は
も
と
よ
り
、
そ
も
そ
も

「無
レ
信
」

を
回
避
す
る
こ
と

じ
た
い
、

「是
不
義
」

と
い
う
処
断
と
不
可
分
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
す
べ
て
が

「是
不
義
」

に
端
を
発
す
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

曽
婆
訶
理
に
主
君
殺

し
を
も
ち
か
け
る
な
か
に
も
、
す
で
に
、
後
に
そ
れ
を

「是
不
義
」
と
処
断
す
る

こ
と
を
織
り
こ
ん
で
い
る
は
ず
で
あ

っ
て
、
「是
不
義
」
を
め
ぐ

っ
て
、
所
伝
は
、

あ
た
か
も
そ
こ
へ
流
れ
こ
み
、
か
つ
ま
た
そ
こ
か
ら
流
れ
だ
す
か
の
よ
う
に
展
開

す
る
。
唐
律
の

「不
義
」
に
そ
く
し

て
所
伝
を
成
り
た
た
せ
る

こ
と

に
と
も

な

い
、
そ
う
し
て
変
貌
を
と
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

七
、
二
王

の
あ
る
ま
じ
き
態
度

こ
れ
ま
で
取
り
あ
げ
た
事
例
は
、
軽
太
子
の

「鼾
」
を
入
れ
て
三
例
、
ど
れ
も

犯
罪
と
し
て
の
あ
り
か
た
の
明
ら
か
な
例
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
唐
律

の
条
文
と
つ

き
あ
わ
せ
る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
困
難
は
な
い
。
わ
ず
か
な
例
で
は
あ
る
が
、
所

伝
を
成
り
た
た
せ
る
上

に
唐
律
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
内
容
を

一

新
し
て
い
る
こ
と
を
、

一
様

に
強
く
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
類
型
さ
え
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
当
然
で
あ
る
が
、
犯
罪
と
し
て
の
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
を

み
せ
な
い
例
に
も
そ
れ
が
通
じ
る
こ
と
を
、
お
の
ず
か
ら
推
測

さ

せ
る
。

最

後

に
、
そ
う
し
た
例
の

一
つ
と
し
て
、
即
位
前

の
雄
略
天
皇
、
す
な
わ
ち
大
長
谷
王

を
め
ぐ
る
所
伝
を
と
り
あ
げ

て
み
る
。

大
長
谷
王
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
た
と
え
ば

「何
か
と
い
え
ば
人
を
斬
り
殺
す

の
が
、
即
位
前
の
大
長
谷
王
時
代
の
雄
略
天
皇
で
あ

っ
た
が
」
(
新
潮
日
本
古
典

集
成

『古
事
記
』
励
頁
頭
注
三
)
、
あ
る
い
は

「
こ
の
雄
略
天
皇
に
つ
い
て
の
記

の
記
事
は
、
皇
位
継
承
候
補
を
欠

々
に
倒
し
て
遂

に
即
位
す
る
ま
で
は
猛
々
し
い

け
れ
ど
も
」
(
日
本
思
想
大
系

『
古
事
記
』
姐
頁
補
注
89
)

と
い

っ
た
粗
暴
な
性

格
を
指
摘
す
る
の
が
例
で
あ
る
。
兄
の
黒
日
子
王

・
白
日
子
王
の
殺
害
な
ど
は
、

確
か
に

一
見
し
て
そ
の
指
摘
を
妥
当
と
お
も
わ
せ
る
が
、
理
由
も
な
く
殺
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
次
に
関
連
す
る
部
分
を
抜
き
だ
し
て
示
す
。

爾
大
長
谷
王
子
、
当
時
童
男
。

即
聞
二此
事
一以
慷
愾
忿
怒
、

乃
到
二其
兄
黒

日
子
王
之
許
一日
、
人
取
二天
皇
嚇

為
二那
何
輔
然
、
黒
日
子
王
不
レ
驚
而
有
二

怠
緩
之
心
司
於
レ是
、
大
長
谷
王
詈
二其
兄
一言
、

一
為
二
天
皇
↓

一
為
二
兄
弟
殉

何
無
二恃
心
嚇
聞
レ殺
ゴ其
兄
↓
不
レ
驚
而
怠
乎
。

六
七



文

学

部

論

集

右
の
文
中
の
は
じ
め
の

「此
事
」
と

は
、
目
弱
王
が
安
康
天
皇
を
殺
害
し
た
事
件

を
さ
す
。
大
長
谷
王
は
、
事
件
を
聞
く

と

「慷
愾
忿
怒
」
し
、
黒
日
子
王
の
も
と

に
か
け
つ
け
て
対
処
を
せ
ま
る
。

黒
日
子
王
の
そ
れ
に
対
す
る
態
度
を

「
不
レ
驚

而
有
二怠
緩
之
心
こ

と
つ
た
え
る
。
大
長
谷
王
は
こ
の
黒
日
子
王
を
の
の
し

っ
た

上

に
、
「即
握
二其
衿

一控
出
、
抜
レ
刀
打
殺
。」

と
い
う
よ
う
に
殺
す
。

さ
ら
に
も

う

一
人

の
兄
の
白
日
子
王
に
対
し
て
も
、
大
長
谷
王
は
同
じ
よ
う
に
事
件

へ
の
対

処
を
せ
ま
る
が
、
黒
日
子
王
と
同
様

の
そ

の
態
度
を
み
て
、
こ
の
王
を
生
き
た
ま

ま
埋
め
て
殺
す
。

殺
し
か
た
は
確
か
に
残
虐
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
も

っ
ぱ
ら
大
長
谷

　む
　

王
の

「童
男
」
で
あ
る
こ
と
に
か
か
わ

る
。
事
件
を
聞
い
た
あ
と
の
対
応

に
か
ぎ

れ
ば
、
「慷
愾
忿
怒
」
も
、

兄
た
ち
に
す
み
や
か
な
対
処
を
せ
ま
る
こ
と
も
、

し

ご
く
当
然
と
い
う
ほ
か
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、

む
し
ろ
二
人
の
兄
の

「不
レ驚
而

有
二
怠
緩
之
心
こ

と
い
う
態
度
の
異
様
さ
を
き

わ
だ

た

せ
る
。
両
者
を
対
照
的

に
、
そ
こ
に
誇
張
を
ま
じ

sc
A
て
え
が
い
て
い
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。

誇
張
し
て
い
る
分
、
そ
れ
だ
け
い

っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
唐
律
の
条
文

に
照
ら
し
て
も
、
事
件
の
性
質
上
、
「
不
レ驚
而
有
二怠
緩
之
心
こ

と
い
う
態
度
は

到
底
許
さ
れ
な
い
。
ま
ず

は
大
長
谷
王
が
せ
ま

っ
た

「人
取
二
天
皇
↓
為
二那
何
ご

に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
う
し
た
事
態

へ
の
対
処
を
め
ぐ

っ
て
、
唐
律
に
次
の
よ
う

に
関
連
す
る
規
定
が
あ
る
。

ユ

　

ヨ

其
寇
賊
卒
来
、

欲
レ有
二
攻
襲
↓

即
城
屯
反
叛
、

若
賊
有
二内
応
↓
急
須
レ
兵

者
、
得
二便
調
発
↓
雖
レ非
レ
所
レ属
、
比
部
官
司
、
亦
得
二
調
発
給
与
幻
(巻
第

十
六

・
刎

「擅
発
丘
ハ」
)

通
常
で
は
勝
手
に
兵
を
差
発
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
右
の
ω
～
③
の
事

六
八

態
が
発
生
し
た
ば
あ
い
、
た
だ
ち
に
対
処
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
急
遽

武
力
を
行
使
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
正
式

の
手
続
き
に
よ
ら
な
い
兵
馬
の
動
員
を

官
司
に
認
め
て
い
る
。

一
方
、
そ
う
し
た
事
態
が
発
生
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「若
不
二
即
調
発
一及
不
二
即
給
与
一者
」
は
、
「与
二擅
発
罪
一同
」
と
い
う
よ
う
に
逆

に
罪

に
問
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
緊
急
時
の
兵
馬
の
動
員
を
、
官
司
の
そ
れ
は

条
文
に
明
記
し
な
い
だ
け
で
、
当
然
の
職
務
と
し
て
課
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
所
轄

の
官
司
と
随
近
の
官
司
と
を
問
わ
ず
、
動
員
が
可
能

で
あ
り
、
ま
た
そ

の
責
務
を
負
う
。

安
康
天
皇
の
殺
害
は
、
目
弱
王
の
単
独
犯
行
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
な
対
応
で
は

な
い
が
、
右

の
条
文

の
な
か
で
は
、

②

の

「反
」

に
通
じ
る
。

そ

の
事
態
が
発

生
す
れ
ば
、

「急
須
レ兵
」

と
い
う
対
応
を
要
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

疏
議
は

「応
レ機
赴
レ敵
、
急
須
二兵
馬
ご

と
敷
衍
す
る
。

す
な
わ
ち
、

敵

の
鎮
圧
に
時
を

移
さ
ず
赴
く
べ
く
、
兵
馬
を
緊
急

に
動
員
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
確
か

に
兵
馬
を
つ
か
さ
ど
る
官
司
の
つ
と
め
に
違
い
な
い
が
、

「須
二兵
馬
こ

は
と
も

か
く
、

王
臣
で
あ
る
以
上
、
「応
レ機
赴
レ敵
」
と
い
う
責
務
を
、

い
わ
ば
道
義
的

(12
)

義
務
と
し
て
負
う
と
い

っ
た
か
ん
が
え
が
、

か
の
大
長
谷
王
の

「人
取
二天
皇
↓

為
二那
何
こ

と
い
う
こ
と
ぽ
を
導
き
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
す
る
黒

日
子
王
の

「不
レ
驚
而
有
二怠
緩
之
心
こ

と
い
う
態
度

は
、
前
述
の
と
お
り
誇
張

を
含
む
で
あ
ろ
う
が
、
「応
レ
機
赴
レ敵
」

と
は
き
わ
だ

っ
て
対
照
的

で
あ

る
。

「応
レ機
赴
レ敵
」
を
ふ
ま
え
、

そ
の
あ
る
べ
き
対
処
と
は
対
照
的
な
、

い
わ
ば
あ

る
ま
じ
き
態
度
と
し
て
つ
た
え
る
の
が

「不
レ
驚
而
有
一一怠
緩
之
心
一」
で

は
な

い

か
。さ

て
、
黒
日
子
王
、
白
日
子
王

に
は
、
安
康
天
皇
の
弟
と
い
う
も
う

一
つ
の
立



場
が
あ
る
。
大
長
谷
王
は
、

そ
れ
を

コ

為
二
天
皇
嚇

一
為
二兄
弟
ご

と
指
摘
し

た
上
で
、

そ
の
後
者
に
そ
く
し
て

「何
無
二
恃
心
↓

聞
レ殺
二
其
兄
↓

不
レ驚
而
怠

乎
。
」
と
責
め
る
。
最
初

に

「人
取
二
天
皇
↓
為
二那
何
ご

と
い
う
天
皇

の
殺
害

に

そ
く
し
て
迫

っ
た
対
処
が
、
右
に
の
べ
た
と
お
り
王
臣
と
い
う
地
位

.
身
分

に
か

か
わ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
、
肉
親
、
そ
れ
も
弟

の
立
場
に
あ
る
者
の
対
応

を
い
う
。
弟

に
と

っ
て
、
兄
の
殺
害

に
と
も
な

っ
て
必
然
的
に
生
じ
る
問
題

は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
復
讎
で
あ
る
。

儒
教

は
、
弟

の
復
讎
を
道
義
的
義
務
と
し
て
課
す
。

た
と
え
ば

『礼
記
』
(曲

礼
上
)

に
次

の
よ
う
に
そ
れ
を
つ
た
え
る
。

父
之
讎
、
弗
二与
共
戴
ワ天
。
兄
弟
之
讎
、
不
レ反
レ
兵
。
交
遊
之
讎
、
不
レ同
レ

　
i

ま
た

『
周
礼
』
(
地
官

・
調
人
)

に
も
、
こ
れ
に
通
じ
る
次

の
一
節
が
あ
る
。

凡
和
難
、
父
之
讎
、
辟
二諸
海
外

↓
兄
弟
之
讎
、
辟
二
諸
千
里
之
外
↓
従
父
兄

弟
之
讎
、
不
レ
同
レ国
。

唐
律
は
、
し
か
し
肉
親
を
殺
さ
れ
た
者
に
対
し
て
も
復
讎
を
認
め
な
い
。

こ
れ
に

つ
い
て

「唐
律
に
は
復
讎
に
関
し
て
定
め
た
条
項
は
載
ら
な
い
か
ら
、
復
讎
も

一

般

の
殺
人
罪
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。」
(『
訳
注
日
本
律
令
』

七

・
〔賦

二
二
〕
「解
説
」
鵬
頁
)
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
右

の
儒
教

の
か
ん
が
え
と
唐
律
が
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
、

も
と
よ
り

あ
り
え
な
い
。

げ
ん

に
、
右

の
『
礼
記
』
の
一
節
を
、
唐
律

(巻
第
十
七

・
揃

「親
属
為
人
殺
私
和
」)

の
疏
議
は
次
の
よ
う
に
ふ
ま
え
る
。

祖
父
母
、
父
母
及
夫
為
レ人
所
レ
殺
、
在
レ法
不
レ
可
レ同
レ
天
。
其
有
卞
忘
二大
痛

之
心
ハ
捨
中
枕
戈
之
義
劫
或
有
レ
窺
二求
財
利
↓
便
即
私
和
者
、
流
二
千
里
。

『
古
事
記
』
と
風
猷

・
典
教

復
讎
を
道
義
的
義
務
と
み
な
す
儒
教
の
か
ん
が
え
に
立
脚
し
て
、
そ
れ
を
、
右

の

よ
う
に

「私
和
」
の
禁
止
を
通
し
て
現
実
に
生
か
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
「私
和
」
と
は
、
祖
父
母
や
父
母
、

ま
た
夫
を
殺
さ
れ
た
者
が
そ
の
殺
し
た

者
と
和
解
す
る
こ
と
を
い
い
、
唐
律
で
は
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
と

あ
わ

せ

て
、
親
属
が
殺
さ
れ
た
事
実
を
知

っ
て
三
十
日
以
上
そ
れ
を
官
司

に
告
発

し

な

い
罪

(
「雖
レ不
二私
和
嚇

知
レ殺
二
期
以
上
親
嚇

経
三
二
十
日
一不
レ告
者
、
各
減
一三

等
ご

同
前
)
を
定
め
て
い
る
。

前
者
の

「私
和
」
の
禁
止
は
、

い
わ
ぽ
復
讎

の

放
棄
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
復
讎

の
実
行
を
国
家

の
手

に
ゆ
だ
ね
、
み
ず
か
ら
は
告
発
に
よ

っ
て
そ
の
意
を
と
げ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か

も
そ
の
こ
と
を
義
務
と
し
て
課
す
の
が
後
者
の
条
文
で
あ
る
。

官
司

へ
の
速
や
か
な
告
発
の
義
務
を
負
う
者
と
し
て
、
唐
律

で
は
、
祖
父
母
や

父
母
、
ま
た
夫
を
殺
さ
れ
た
者
を
あ
げ
る
け
れ
ど
も
、
上
掲
の
経
文

の
と
お

り

「兄
弟
之
讎
」
を
「
父
之
讎
」
に
次
ぐ
も
の
と
み
な
す
の
が
儒
教

の
伝
統
的
な
か
ん

が
え
で
あ

っ
て
、
兄
を
殺
さ
れ
た
者
も
、
父
母
な
ど
を
殺
さ
れ
た
者
に
準
じ
て
、

彼
ら
が
負
う
法
的
義
務
に
通
う
、
い
わ
ぽ
道
義
的
義
務
は
免
れ
な
い
。
少
な
く
と

も
、
黒
日
子
王
の

「聞
レ殺
二其
兄
嚇
不
レ驚
而
怠
。
」
を
容
赦
す
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
否
、
さ
き
の
天
皇
の
殺
害
に
対
す
る
ぽ
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
兄
の
殺
害

に
さ
い
し
て
、
唐
律
が
定
め
る
そ
れ
に
通
じ
る
事
態
に
対
す
る
あ
る
べ
き
対
処
と

は
対
照
的
な
、

こ
れ
ま
た
あ
る
ま
じ
き
態
度
と
し
て

「聞
レ殺
二其
兄
↓

不
レ驚
而

怠
。
」
を
つ
た
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

唐
律

の
規
定
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
だ
け
に
、
そ
れ
に
そ
く
し
て
所
伝
が
成
り
た

っ
て
い
る
の
か
、
た
ぶ
ん
に
疑
い
が
残
る
。
突

っ
ぱ
な
し
て
い
え
ぽ
、
唐
律
と
の

直
接

の
か
か
わ
り
な
ど
な
く
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
が
、
た
だ
、
少
く
と
も
唐
律

六
九



文
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部

論

集

の
規
定
に
通
じ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
基
本
的
な
か
ん
が
え
や
そ

の
立
脚
点
を
共
に

す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
疑
い
を
容

れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
点
こ
そ

『
記
』
の
所

伝
に
独
自
で
あ

っ
て
、
同
じ
内
容
を

つ
た
え
て
い
な
が
ら
、
『紀
』

の
所
伝
と
は

そ
こ
に
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。

是
日

(
天
皇
殺
害

の
当
日
)
、
大
舎
人
驟
言
二於
天
皇
一日
、
穴
穂
天
皇
為
二
眉

輪
王
一見
レ殺
。
天
皇

(雄
略
)
大
驚
、
即
猜
二
兄
等
↓
被
レ
甲
帯
レ刀
、
率
レ兵

自
将
、
逼
二間
八
釣
白
彦
皇
子
↓
皇
子
見
こ
其
欲
ブ害
、
嘸
坐
不
レ語
。
天
皇
乃

抜
レ
刀
而
斬
。
更
逼
二間
坂
合
黒
彦
皇
子
↓
皇
子
亦
知
レ将
レ害
、
嚥
坐
不
レ
語
。

天
皇
忿
怒
弥
盛
。
(雄
略
天
皇
即
位
前
紀
)

『紀
』
の
所
伝
で
は
、
「猜
二兄
等
一」
と
い
う
雄
略
天
皇

の
一
方
的
な
猜
疑
を
め
ぐ

っ
て
展
開
す
る
。
天
皇
の
殺
害
は
、
た
だ
ち
に
皇
位

の
継
承
に
か
か
わ
る
事
件
だ

け
に
、
皇
位
の
継
承
資
格
を
も
つ
皇
子

が
、
同
じ
資
格
を
も

つ
他
の
皇
子
に
猜
疑

の
目
を
向
け
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
『紀
』
の
所
伝

に
か
ぎ
ら
ず
、
『
記
』

の
所
伝
で
も
、
た
と
え
ぽ
、
墨
江
中
王

に
命
を
狙
わ
れ
た
履
中
天
皇
が
、
弟

の
水

歯
別
王
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
猜
疑
心
を
あ
ら
わ
に
し
た
と
つ
た
え
て
も

い
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
事
態
は
同
じ
な
の
だ

か
ら
、
猜
疑
に
全
く
関
心
を
よ
せ
な
い
と
い

う
む
し
ろ
そ
の
こ
と
こ
そ
特
異
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
特
異
と
は
、
天
皇

の
殺
害
と
兄

の
殺
害
と
を
複
合
さ
せ
た
事
件

へ
の
対
処

に

『
記
』
の
所
伝
が
関
心
を
よ
せ
た
結
果

に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
の
関
心
の
真

の
所
在
が
、
黒
日
子
王
、
白
日
子
王

の
そ
の
事
件

へ
の
あ
る
ま
じ
き
態
度
を
強
調

し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
そ
れ
と
対
照
的
な
あ
る
べ
き
対
処
、
す
な
わ
ち
雄
略

天
皇

の
そ
れ
を
強
く
訴
え
る
こ
と
に
あ

る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
従
前

の
い
く

つ
か
の
類
例
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
こ
の
所
伝

の
特
異
そ
れ
じ
た
い
が

七
〇

示
唆
し
て
も
い
る
が
、
所
伝

は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
内
容
を

一
新
さ
せ
た
に
相

違
な
い
。

八
、
安
万
侶

の
し
わ
ざ

「進
律
疏
議
表
」
の
な
か
に
次
の

一
節
が
あ
る
。

律
増
ご
甲
乙
之
科
噛
以
正
ご
澆
俗
幻
礼
崇
二升
降
之
制
{
以
拯
二頽
風
輔

律
に
は
、

『記
』
は
こ
の
捉
え
か
た
を
引
き

つ
ぐ
で
あ
ろ
う
が
、
礼
と
た
ぐ
い
、

軽
薄
な
乱
れ
た
風
俗
を
正
す
と
い
う
目
的
や
役
割
が
あ
る
。
軽
太
子
の

「鼾
」
を

は
じ
め
、
大
楯
連
の
犯
罪
、
曽
婆
訶
理
の
主
君
殺
し
、
天
皇
殺
害
に
対
す
る
黒
日

子
王
ら
の
あ
る
ま
じ
き
対
応
な
ど
、
上
述
の
ど
の
例
も
、
権
力
の
奪
取
と
は
異
質

な
、

い
わ
ば
道
義
や
倫
理
の
乱
れ
に
か
か
わ
り
、
そ
う
し
て
右
の

「
澆
俗
」
に
確

実

に
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
を
正
す
の
が
律
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
穴

穂
御
子
以
下
の
だ
れ
も
が
、
実
際
に
そ
の
律
の
は
た
ら
き
を
体
現
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
偶
然
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
律
の
条

文
と
は
親
疎
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
、

一
様
に
、
右
の

「進
律
疏
議
表
」
を
含
む
唐
律

に
そ
く
し
て
所
伝
が
成
り
た

っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
裏
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
な
内
容
を

つ
た
え
る
所
伝
で
も
、
そ
の
点

に

『記
』
と

『紀
』
と
の

決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
『
紀
』
の
所
伝
に
は
、

唐
律
と
の
か
か
わ
り
は
、

一
部

の
例
外
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
道
義
や
倫
理
の
乱
れ
を
正
す
と
い
う
点

に
し

て
も
、
そ
れ
を
正
面
き

っ
て
つ
た
え
て
い
る
所
伝
は
、
少
な
く
と
も
小
稿
に
と
り

あ
げ
た
限
り
で
は
、
全
く
な
い
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
歴
史
を
過
去

の
事

実
と
し
て
と
も
か
く
も
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
つ
た
え
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
の

が
、
す
な
わ
ち

『
紀
』
の
所
伝
で
あ
る
。



こ
の

『
紀
』

の
所
伝
と
の
違
い
に
明
ら
か
な
と

お
り
、
『記
』

の
所
伝

の
、

道
義
や
倫
理
の
乱
れ
を
正
す
な
ど
の
律

の
は
た
ら
き
に
通

じ

る
そ

の
内

容
は
、

『
記
』
が
所
伝
に
託
し
た
主
張
と
み
る
こ
と
が

で
き

る
。
託
し
た

と

は
、
所
伝

の
成
り
た
ち
に
そ
く
し
て
い
え
ぽ
、
新
た
に
付
加
し

た
と

い
う

こ
と
、
そ
の
わ

ざ
を
行

っ
た
者
は
、
序
文
の
作
者
で
も
あ
る
安
万
侶
で
あ
ろ
う
。
安
万
侶
が
、
序

文

に
、
小
稿

の
は
じ
め
に
の
べ
た
と
お
り

「風
猷
」
や

「典
教
」
を
そ
の
あ
る
べ

き
姿

に
補
正
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
が
ど
の
時
代
に
も
あ

っ
て
、
そ
れ
を
本
文
が

つ
た
え
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
実
際
の
あ
ら
わ
れ
を
、
本
文
の
所
伝

の
、

道
義
や
倫
理
の
乱
れ
を
正
す
な
ど
の
内
容
を

つ
た
え
る
な
か
に
確
認
し
う
る
。
言

い
か
た
を
か
え
れ
ば
、
道
義

や
倫
理
の
乱
れ
を
正
す
な
ど
の
そ
の
所
伝

の
内
容
に

そ
く
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く

「風
猷
」
や

「典
教
」
に
か
か
わ
る
か
ら
、
そ
う

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
序
文

の
こ
と
ば
を
も

っ
て
い
え
ば
、
『記
』
と
は
、

す
な

わ

ち

「
風
猷
」
や

「典
教
」

の
書
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も

ρ
と
も
、

『記
』
と
い
い
な
が
ら
、
唐
律
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
網
を
張

っ

た
お
か
げ
で
、
下
巻
の
例
し
か
そ
の
中

に
は
入

っ
て
い
な
い
。
巻
の
違
い
が
所
伝

(　
>

の
内
容
に
大
き
く
か
か
わ
る
と
い
う
前
稿
の
結
論
に
照
ら
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て

結
論
を
下
巻

の
そ
れ
と
し
て
限
定
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
上
巻

や
中
巻

に
右

の
結
論
が
あ
て
は
ま
ら
な

い
わ
け
で
は
恐
ら
く
な
い
。
そ
れ
を
確
か

め
る
の
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
小
稿

の
結
論
の
か
ぎ
り
で
い
え
ば
、
さ
さ
や
か

(
14
)

な
が
ら
、
他

に
裏
づ
け
と
な
る
例
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

注C
　
)

『
史
記
』
「
五
帝
本
紀
」

の
冒
頭

の

「
黄
帝
者
少

典
之
子
」

に
、

「索
隠
」

は

「国

『
古
事
記
』

と
風
猷

・
典

教

語
云
、
少

典
娶
二
有
嬌
氏
女

{

生
二
帝
黄

・
炎
帝

こ

と
注
す
る
。

一
方

に
、
黄
帝
と

炎
帝
と
を

こ
の
順
序

で
兄
弟
と
す

る
伝
承
も
あ

っ
た
。

「索
隠
」

じ
た

い

こ
の
内
容

の
事
実
を
疑
う
通

り
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
。

(
2
)

『
初
学
記
』
(
巻
第
九

「総
叙
帝
王
」
)

に
も
、
「歩
驟
、
質

文
」

を

標

題

と

し

て

「
白
虎
通
日
、
三
皇
歩
、
五
帝

驟
、
三
王
馳
、
五
霸
鶩
。
大
戴
礼

日
、
質
文
再
而
変
、

正
朔

三
而
改
。」
と
あ

る
。

(
3
)

『
古
事
記
全
註
釈
』

の
考
証

は
委
細
を
極

め
て
い
る
が

、

そ
の
要
点
を
示
せ
ぽ

、

「帝
紀
」

に

つ
い
て
は

「天
皇

の
騰
極
か
ら
崩
御

に
至

る
整
然
た
る
漢
文
体

の
記

録

で
あ

っ
た

(
中
略
)
、

ま
さ

に
帝
皇
目
継
の
語

を
以

っ
て
言
ひ
表

は
す

べ
き
性
質

の

も
の
で
あ

る
。」
(
魏
頁
)
、

一
方

「
本
辞
」

に

つ
い
て
は

「
そ
れ
は
畢
竟
す
る
に
書

紀

に
所
謂

『
上
古
諸
事
』

に
他

な
ら
な
い
。」

(
瑠
頁
)
と
あ
る
。

一
般
的

に
、

こ
の

所
説

に
ほ
ぼ
そ
う
見
解
が
多

い
。

(
4
)

拙
稿

「
『古
事
記
』

の
所
伝

の
な
り
た
ち
と

漢
籍
-

仁
徳
天
皇
条

の
所
伝
を
め

ぐ

っ
て
、
そ

の
e
-

」
(
『仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
七
十

二
号
)
。

(
5
)

拙
稿

「
古
事
記
仁
徳
天
皇
条

の
所
伝
と
律
令
」
(
『
古
事
記
年
報
』

三
十
五
)
の
ほ

か
、
「
『
古
事
記
』

の
所
伝

の
な
り
た
ち
と
漢
籍

、
そ
の
⇔
」
(
『仏
教
大
学
大
学
院
研

究
紀
要
』
第
十
六
号
)
、

「『
古
事

記
』

が

つ
た
え

る
蚕

の
は
な
し
」

(
『
国
学
院
中
国

学
会
報
』
第
三
十
八
輯
)
な
ど
。

(
6
)

こ
の

「
移
」

は

「
移
郷
」

に
基
づ
く
か
。
『
訳
註

日
本
律
令
』
(
五

・
唐
律
疏
議
訳

註
篇

一
・
幽
頁
)

の

〔名

二
四
〕

の

「
犯
流

応
配
」

の
条

の
注
5
に

「
移
郷
と
は
、

人
を
殺
し
て
死
刑

に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
赦

に
会

っ
て
死
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
き

に

科
さ
れ
る
特
別

処
分
。
す
な
わ
ち
こ
の
者
を
被
害
者

の
家
か
ら
千

里
以
上
離
れ
た
地

に
移
し
、
も

っ
て
復
讎
を
予
防
す

る
。
服
役

を
と
も
な
わ
な

い
点

に
お
い
て
流
刑
と

異
な

る
。」

と
あ

る
。

(
7
)

本
文
は
中
華
書
局
刊
行
の
同
書

に
よ
る
。
そ
の

「
点
校
説
明
」

に

「
唐
律
疏
議

三

十
巻
、
唐
長
孫
無
忌
等
奉
レ勅
撰
。

原
名
二
律
疏
↓

見
二
於
旧
唐
書
経
籍
志
、
薪
唐
書

芸
文
志

一
(
中
略
)
。
後
人
以
二
其
所
7
疏
、
為
二唐
律

↓
文
中
又
冠
以
二
議

日
二
字

{
故

名
レ
之

日
二
唐
律
疏
議
、
或
唐

律
疏
義

ご

と
あ
る
。

(
8
)

従
来
、

こ
の

一
節

を
、

ほ
と
ん
ど

の
注
釈
書
が

「
於
二
膚
媼
一剥
持
来
、

即
与

二己

七

一



文

学

部

論

集

七
二

妻

こ

(
日
本
古

典
文
学
大
系

・
新
潮

日
本
古
典
集
成

・
日
本
思
想
大
系
な
ど
)
と
訓

む
。
所
伝
が
ど

こ
に
関
心
を
寄

せ
て
い
る
の
か
、
こ
の
訓
み
で
は
不
分
明
。

(
9
)

『
訳
註
日
本
律
令
』
(
注
6
に
同

じ
。

54
頁
)
の
、
こ
の

一
節

の
注

に

「
府
と
は
元

来
将
軍

の
幕
府
で
あ

る
。

(
中
略

)
唐

に
お
い
て
も
、

実
際
政
治
上

の
意
味

は
少

な

い
が
、

一
種
の
処
遇
と
し
て
、
王
公
高
官

の
た
め
に
府
を
開

い
て
属
僚
を
配

し
た
。

そ

の
よ
う
な
府

に
お
け
る
従
卒

た
る
意
味
を
も

つ
も

の
が
、
親
事

・
帳
内
で
あ
る
。
」

と
あ
る
。

(
10
)

注
(
9
)
参
照
。
従
卒
た
る
意
味
を
も

つ
親
事

.
帳
内
が
、
そ
の
み
ず
か
ら
仕

え
る

府

の
府
主
を
殺
す
罪
を
さ
す
。

「不
義
」

の
罪

は
な

お
他

に
も
あ

る
。

(
11
)

倭
建
命

は
、

熊
曽
建
を
討
伐
し

た

お

り
、

自
分

の
名
を

「
名
、
倭

男
具
那

王
者

也
」
と
明
か
す
。
『
紀
』
の
所
伝

に
も
、
同
じ
く
だ
り

に

「
名
、
日
本
童
男
也
」
(
景

行
天
皇

二
十
七
年
十

二
月
条
)
と

つ
た
え
る
。
倭
建
命

が
熊
曽
建
兄
弟
を
殺
す
そ

の

さ
ま
も
至

っ
て
残
虐
。

「
童
男
」

を
め
ぐ

る
所
伝

の
類
型
が
そ

こ
に
か
か
わ
る
。
な

お
倭
建
命

の
討
伐
を
論
4
1j11G
じ
た
拙
稿

「
言
向
と
倭
建
命

の
討
伐
」
(
『
古
事
記
年
報
』

三

四
)
参
照
。

(
12
)

近
隣
の
者
が
強
盗
あ
る

い
は
殺
人

に
遭
遇

し
た
場
合
の
救
助
を
、
近
く

の
住
人

に

義
務
づ
け
て
い
て
、
唐

律
に

「
諸
隣
里
被

二強
盗
及
殺
人
{

告
而
不
二救
助

一者
、

杖

一
百
、

聞
而
不
二
救
助

一者
、

減
一二

等

ご

(
巻
第

二
十
八

.
螂

「
隣
里
被
強
盗
不
救

助
」
)

と
規
定
す

る
。

ま

た
折
傷
以
上

の
暴
行
や
盗

.
強
姦

の
ば
あ

い
は
、

「雖
二
傍

人

一皆
得

三捕
繋
以
送
二官
司

ご

(
同
右

・
螂

「
被
殴
撃
姦
盗
捕
法
」
)
と

い
う
よ
う

に

近
く
に
居
あ
わ

せ
た

一
般
人
が
犯
人
を
捕

え
て
官

に
つ
き
出
す

こ
と
が
で
き

る
。
緊

急
時
の
事
件

へ
の
対
処
を
官
司

に
限
定
し
て
は
い
な

い
。

(
13
)

拙
稿

「
反
乱
、

そ
の
あ
り
か
た
と
時
代

」

(
『古
事
記

の
文
芸
性
』
古
事
記
研
究
大

系

8
)

(
14
)

顕
宗
天
皇
条

の

「天
皇
深
怨
下
殺
二
其
父
王
一之
大
長
谷
天
皇
b

欲
レ報

二其
霊
司

故

欲

レ
毀
二其
大
長
谷
天
皇
之
御
陵

ご

と

い
う
復
讎

を
め
ぐ
る
所
伝

の

「
毀
陵
」

が
、

唐

律
の

「
十
悪
」

の

「
二
日
レ
謀
二
大
逆

ご

に
あ
た
り
、
そ

の
注

の

「
謂
レ
謀
レ
毀
二
宗

廟

・
則
鬨
及
宮
闕
ご

を
ふ
ま
え
る
こ
と
を
、

「『
古
事
記
』

の
復
讎

を
め
ぐ

る
所
伝

ー

下
巻
最
後

の
所
伝
の
成
り
た
ち
と
そ

の
意
義
1
」
(
『
古
事
記
年
報
』

三
十

六
)
で

指
摘
し
た
が

、
他

に
、
た
と
え
ば
雄
略
天
皇
条

の
三
重

の
綵

の

「
其
採
不
レ知
三
落
葉

浮
二
於
盞

↓

猶
献
二
大
御
酒

こ

も
、

こ
れ
を
の
ち
に

「其
罪
」
と

い
う
通
り
、
唐
律

が
皇
帝

の
食
事

に
つ
い
て
定

め
た

「
若
穢
悪
之
物
在
二食
飲
中

{
徒

二
年

。」

に
あ

た

る
。

こ
の
罪

に
は

「
誤

っ
て
な
し
た
場
合
で
あ

っ
て
、
(
故
意

に
犯
し
た
場
合

は
謀

反
罪
が
適
用
さ
れ
る
。)
」
(
『
訳
註
日
本
律
令
』

六

・
唐
律
疏
議
訳
註
篇
二

・
m
頁
)

と

い
う
特
質
が
あ
る
が
、

こ
れ
ま
た
、

三
重

の
綵
が

「
不
レ
知
」

に
犯
し
た
過
失
と

い
う
点

に
照
応
す
る
。
唐
律

に
そ
く
し
て
所
伝

は
成
り
た

つ
の
で
は
な

い
か
。


