
六
朝
時
代
の
応
報
説
と
道
教

六
朝
時
代
の
歴
史
の
も
つ
最
も
顕
著
な
特
徴
は
貴
族
制
社
会
に
あ
る
と
云
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
貴
族
制
社
会
と
云
う
言
葉
に
は
様
々
異
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

含
み
う
る
が
、
政
治
を
動
か
す
実
質
的
な
権
力
を
貴
族
階
級
が
握
る
と
こ
ろ
の

社
会
体
制
を
指
す
こ
と
に
は
恐
ら
く
異
論
が
あ
る
ま
い
。
六
朝
時
代
の
応
報
説

の
展
開
を
取
り
あ
げ
る
に
当
た
り
、
ま
ず
当
時
の
社
会
構
造
と
の
関
連
に
お
い

て
、
こ
の
時
代
の
宗
教
史
的
な
位
置
づ
け
を
試
み
て
お
こ
う
。
さ
て
、
こ
の
貴

族
制
社
会
は
戦
国
時
代
よ
り
漢
代
に
か
け
て
拾
頭
す
る
所
謂
豪
族
と
三
国
分
裂

以
後
の
弱
少
寒
奪
政
権
と
の
結
び
つ
き
の
申
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
大

土
地
所
有
の
上
に
形
成
さ
れ
る
社
会
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
勢
力
を
も
っ
豪
族

が
、
長
年
に
亘
る
国
政
参
画
の
す
え
、
権
力
機
構
の
申
枢
に
階
級
的
勢
力
を
確

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
貴
族
と
は
云

え
、
そ
の
実
体
は
多
く
の
場
合
、
豪
族
的
性
格
を
背
後
に
兼
ね
備
え
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
実
質
的
な
豪
族
的
勢
力
を
失
う
こ
と
は
、
ぞ
が
て
貴
族
と
し
て
の

仏
教

秋

瑛
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観

特
権
的
地
位
の
喪
失
に
通
じ
る
。
侯
景
の
乱
・
安
史
の
乱
以
後
に
お
け
る
貴
族

階
級
の
動
揺
崩
壊
の
過
程
が
こ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
こ
の

様
な
視
角
に
立
っ
て
大
胆
な
発
言
を
許
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
。貴
族
と
豪
族
は
本

質
的
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
六
朝
時
代
の
社
会
経
済
体
制

は
大
土
地
所
有
の
上
に
立
つ
豪
族
的
勢
力
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と

云
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

斯
様
な
豪
族
勢
力
の
拾
頭
と
云
う
、
新
し
い
歴
史
の
動
勢
は
申
国
の
社
会
は

勿
論
の
こ
と
、
中
国
人
の
精
神
生
活
の
上
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と

な
っ
た
よ
う
で
、
地
方
に
お
け
る
豪
族
の
出
現
、
即
ち
所
謂
「
郷
曲
に
武
断
す

る
兼
併
豪
党
」
の
新
し
い
集
団
的
な
社
会
的
勢
力
の
形
成
は
、
従
来
の
地
縁
的

自
治
豪
落
た
る
里
の
秩
序
と
組
織
を
突
き
崩
し
、
里
共
同
体
の
集
団
的
な
保
護

神
と
し
て
、
里
民
の
精
神
的
・
宗
教
的
な
愚
依
の
中
心
に
あ
っ
た
社
神
の
権
威

を
失
墜
せ
し
め
で
ゆ
く
。
か
か
る
里
の
崩
壊
に
よ
っ
て
社
会
的
保
護
の
枠
組
か

ら
放
逐
さ
れ
、
そ
の
集
団
的
保
護
神
た
る
社
神
の
精
神
的
救
済
の
保
証
を
も
拒



否
さ
れ
た
民
衆
は
、
里
の
共
同
体
の
枠
外
に
お
い
て
始
め
て
個
人
と
し
て
神
に

対
面
す
る
場
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
に
共
同
神
か
ら
個
人
神
へ
の
脱
皮
が
実
現
す

る
。
斯
く
の
如
く
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
豪
族
的
勢
力
を
基
盤
と
す
る
六
朝
の

時
代
は
古
代
的
な
集
団
的
信
仰
か
ら
脱
皮
し
た
個
人
信
仰
が
、
具
体
的
な
進
展

を
遂
げ
る
時
期
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
恰
も
、
そ
れ
に
応
ず
る

か
の
如
く
、
仏
教
は
着
実
な
中
国
定
着
の
歩
を
進
め
、
や
や
遅
れ
て
道
教
も
ま

た
、
仏
教
に
対
時
し
う
る
自
己
の
形
成
に
向
っ
て
、
活
溌
な
活
動
を
開
始
し
て

い
る
こ
と
は
注
目
に
価
し
よ
う
a

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
の
中
園
の
思
想
界
に
お
い
て
、
老
子
化
胡
・
夷
夏
礼

俗
・
神
滅
不
滅
・
因
果
応
報
・
沙
門
不
敬
王
な
ど
、
数
々
の
問
題
に
亘
っ
て
誠

に
華
や
か
な
宗
教
論
議
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
中
、
特
に
純
粋
な
信
仰
上
の
問
題
の
焦
点
と
な
っ

た
の
は
、
一
見
、
極
め
て
非
宗
教
的
な
性
格
の
強
い
中
国
固
有
思
想
の
中
に
あ

っ
て
、
最
も
内
面
的
・
宗
教
的
な
要
素
を
も
っ
天
命
の
観
念
を
核
と
し
、
神
威

不
滅
論
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
た
因
果
応
報
論
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来

よ
う
。
以
下
、
六
朝
時
代
の
因
果
応
報
思
想
の
発
展
を
、
特
に
道
教
と
仏
教
の

思
想
的
・
教
理
的
な
接
触
交
流
に
視
点
を
据
え
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

一一

中
国
に
伝
来
せ
る
仏
教
は
概
ね
紀
元
前
後
か
ら
、
一
干
有
余
年
の
長
期
に
亘

っ
て
断
続
的
な
流
入
を
続
け
、
中
国
の
文
化
に
至
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と

な
る
が
、
伝
来
の
当
初
に
あ
っ
て
、
後
漢
の
「
王
公
大
人
を
し
て
、
生
死
報
応
の

際
を
観
て
、
豊
然
と
し
て
自
失
せ
し
め
」
(
後
漢
紀
巻
一

O
)
、
ま
た
「
通
人
を

し
て
多
く
惑
わ
し
め
」
(
後
漢
書
巻
一
一
八
西
域
伝
)
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の

は
仏
教
教
説
、
就
中
、
三
世
因
果
応
報
の
所
説
が
当
時
の
申
国
士
人
に
与
え
た

深
刻
な
衝
動
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
、
そ
の
ご
暫
く
の
問
、
所
謂
因
果
応
報

論
が
中
国
宗
教
界
に
お
け
る
論
議
の
焦
点
と
な
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
云

え
よ
う
。
然
し
、
こ
の
様
な
応
報
思
想
が
三
世
応
報
の
理
論
的
な
教
説
と
し

て
、
仏
典
を
通
し
て
説
か
れ
る
時
期
は
若
手
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
、
仏
教
の
三

世
応
報
説
に
正
当
な
理
解
を
示
し
た
最
初
の
申
国
人
と
云
え
る
慧
遠
の
「
経

目
、
一
日
現
報
、
二
日
日
報
、
三
日
後
報
」
の
文
に
初
ま
る
『
三
報
論
』
が
著

わ
さ
れ
る
の
は
四
世
紀
末
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
し
、
三
世
応
報
の
専
説
経
典
が

漢
訳
さ
れ
る
の
も
、
例
え
ば
『
過
去
現
在
因
果
経
・
罪
福
報
応
経
』
は
四
O
八

年
に
長
安
に
入
っ
た
宋
の
求
那
蹴
陀
羅
、
即
ち
覚
賢
の
翻
訳
で
あ
り
、
『
仏
説

雑
蔵
経
』
は
四
一
一
年
に
帰
国
し
、
八
年
後
に
没
し
て
い
る
晋
の
法
顕
、
ま
た

『
分
別
業
報
経
』
は
四
三
五
年
に
建
業
に
入
っ
て
い
る
宋
の
僧
伽
駿
摩
の
翻
訳

で
あ
り
、
概
ね
五
世
紀
頃
ま
で
の
訳
出
と
見
て
よ
い
。

斯
く
し
て
伝
え
ら
れ
る
仏
教
の
三
世
応
報
の
教
説
に
対
し
、
当
時
の
思
想
界

は
様
々
な
反
応
を
示
し
て
お
り
、
例
え
ば
儒
家
の
立
場
か
ら
戴
安
公
は
『
釈
疑

論
』
に
お
い
て
「
儒
家
は
積
善
余
慶
・
積
不
善
余
狭
と
云
う
が
、
賢
愚
・
善
悪

の
知
き
は
積
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
命
に
よ
っ
て
定

ま
る
も
の
で
あ
り
、
積
善
積
悪
の
説
は
勧
善
懲
悪
の
教
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ

て
応
報
説
を
批
判
し
、
或
は
何
承
天
が
「
達
成
論
』
に
お
い
て
「
仏
教
の
応
報

説
は
権
請
の
教
に
す
ぎ
な
い
」
と
論
ず
る
な
ど
、
活
溌
な
反
論
を
展
開
す
る

が
、
こ
れ
に
対
し
て
道
教
側
は
殆
ど
沈
黙
を
守
り
、
積
極
的
に
自
己
の
立
場
を

闇
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
欠
い
て
お
り
、
両
者
の
こ
の
間
題
に
対
す
る
姿
勢

に
は
対
照
的
な
相
違
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
本
来
、
現
世
の
不
老
不
死

を
も
っ
て
窮
極
の
理
想
と
な
し
、
過
去
・
未
来
の
世
界
の
存
在
を
説
か
な
い
道

教
が
三
世
因
果
応
報
の
教
説
に
対
し
て
、
予
め
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
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反
論
を
提
示
し
た
形
迩
の
な
い
こ
と
は
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
化
胡
|
|
釈
迦
を
老
子
の
化
身
、
或
は
弟
子
と
見
る
|
|
論
や
、
夷
夏
1

1

中
華
の
民
は
夷
放
の
礼
俗
を
受
け
容
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
云
う

l
l論
に
お

い
て
、
道
教
側
が
示
し
た
強
硬
な
態
度
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
明
か
奇
異
の
感
を

免
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
然
る
べ
き
理
由
が
存
し
て
お
る
よ
う
で
、
五
世
紀

に
お
け
る
道
教
最
高
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
る
陸
修
静
(
四
O
二
|
七
七
)
が
晩

年
に
宮
中
に
お
い
て
)
宋
の
文
帝
と
対
面
し
た
折
に
、
列
席
し
た
王
公
よ
り

「
道
家
が
こ
さ
一
の
誤
り
か
)
世
の
こ
と
を
説
か
な
い
の
は
何
故
か
」
と
の
質
問

を
受
け
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
「
道
家
に
お
い
て
も
三
世
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
言
辞
を
約
省
し
て
お
り
、
理
論
が
玄
妙
な

た
め
に
世
人
が
未
だ
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
け
で
あ
る
」
(
三
洞
珠
嚢
巻
三

所
引
道
学
伝
第
七
)
と
陳
弁
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
、
即

ち
五
世
紀
半
頃
ま
で
、
道
教
に
は
未
だ
三
世
応
報
の
所
説
の
準
備
の
な
か
っ
た

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
て
よ
く
、
し
か
も
、
そ
の
後
に
お
け
る
道
教
の
教

理
監
充
の
動
向
に
つ
い
て
、
唐
初
の
『
甑
正
論
』
が
記
す
「
道
教
の
説
く
三
世

因
果
・
罪
福
応
報
の
教
説
は
す
べ
て
陸
修
静
が
仏
経
か
ら
縞
ん
だ
も
の
で
あ

る
」
と
云
う
非
難
が
、
い
み
じ
く
も
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
恰
も
、
そ
の
頃

か
ら
道
教
は
債
に
仏
教
の
三
世
応
報
説
を
摂
取
し
て
、
新
し
い
教
理
体
系
の
樹

立
に
踏
み
切
っ
た
も
の
と
見
て
大
過
な
い
よ
う
で
あ
る
。
道
教
側
が
そ
の
時
点

の
前
後
何
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
仏
教
の
三
世
応
報
説
に
対
し
積
極
的
な
批

判
・
攻
撃
を
敢
え
て
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
当
然
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
五
世
紀
の
半
頃
か
ら
始
ま
る
道
教
の
教
理
拡
充
の
動
向
は
運
く

と
も
七
世
紀
半
頃
に
至
っ
て
一
応
完
結
し
て
い
る
よ
う
で
、
『
車
正
論
』
に
は

か
つ
て
宋
王
朝
の
王
公
達
か
ら
出
さ
れ
た
前
引
の
質
問
と
は
全
く
逆
に
「
道
教

が
流
行
し
て
既
に
長
い
日
時
が
た
ち
、
教
説
も
分
化
し
て
複
雑
と
な
っ
て
い
る

の
に
、
た
だ
三
世
因
果
・
六
道
業
縁
・
地
獄
天
堂
・
罪
福
応
報
の
教
説
が
岐
然

と
し
て
昧
く
な
い
の
は
如
何
な
る
訳
か
」
と
云
う
批
判
的
な
質
疑
が
投
げ
か
け

ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
質
疑
に
関
す
る
本
論
の
説
明
の
要

旨
は
「
道
家
の
宗
旨
は
老
経
以
外
に
は
な
い
。
従
っ
て
三
世
因
果
の
教
理
が
あ

る
筈
は
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
陸
修
静
の
偽
妄
に
外
な
ら
な
い
」

と
云
う
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
質
疑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
既
に
道

教
が
三
世
因
果
・
罪
福
応
報
等
の
教
説
を
整
備
し
終
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も

の
と
云
え
よ
う
。
次
に
章
を
改
め
て
、
少
し
く
具
体
的
に
、
こ
こ
に
至
る
ま
で

の
道
教
の
応
報
説
の
発
展
の
模
様
を
辿
っ
て
見
ょ
う
。

三

さ
て
、
こ
の
場
合
、
最
も
基
本
的
な
資
料
と
な
る
の
は
、
云
う
迄
も
な
く
所

謂
古
道
経
と
呼
ば
れ
る
、
唐
代
以
前
の
選
述
に
か
か
る
道
経
経
典
で
あ
り
、
特

に
応
報
の
具
体
的
所
説
を
教
示
す
る
本
文
・
戒
律
・
威
儀
・
玉
訣
等
の
諸
類
が

中
心
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
現
れ
る
応
報
の
教
説
は
、
構
造
的
に
最
も

単
純
な
形
を
も
っ
現
世
の
一
身
に
止
ま
る
応
報
か
ら
、
三
世
の
系
累
に
反
ぷ
複

雑
な
応
報
に
至
る
ま
で
、
そ
の
闘
を
可
成
り
密
度
高
く
埋
め
る
に
足
る
様
々
な

内
容
の
応
報
説
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
説
を
載
せ
る
当
該
経
典
の
成
立

年
代
、

-
X
び
教
派
的
な
系
統
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
報
教
説
の
展
開

過
程
に
対
す
る
一
応
の
見
通
し
が
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
大
部
分
の
古
道
経

の
来
歴
が
不
明
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
現
在
で
は
、
右
の
様
な
直
載
な
方
法

を
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
成
立
年
代
の
ほ
ぼ
明
確
な
基
本
経
典
、
即
ち
三
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一
七
・
八
年
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
抱
朴
子
』
、
五

O
O年
前
後
の
『
真
詰
』
、

五
七
八
年
の
『
無
上
秘
要
』
、
概
ね
五
七
O
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
『
三
調
奉

道
科
戒
営
始
』
等
に
現
れ
る
応
報
説
を
基
準
と
し
て
、
古
道
経
申
の
応
報
説
を

分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
教
に
お
け
る
応
報
説
の
発
展
過
程
の
大
勢
を
窺

見
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
お
、
叙
上
の
資
料
操
作
の
方
法
及
び
結
果
に
つ

い
て
は
、
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
後
掲
の
参
考
文

献
聞
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

叙
上
の
如
き
分
類
に
よ
っ
て
最
も
古
い
年
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
太
上
老

君
経
律
』
所
収
の
『
道
徳
尊
経
想
爾
戒
』
に
は
「
無
為
・
柔
弱
・
守
雌
・
清
浄

・
諸
善
・
無
欲
・
推
譲
等
の
実
践
を
求
め
、
こ
れ
ら
を
完
全
に
行
う
者
は
神
仙

と
な
り
、
う
ち
六
つ
を
行
う
者
は
二
倍
の
寿
命
を
え
、
三
つ
を
行
う
者
は
早
死

す
る
こ
と
が
な
い
」
旨
を
説
い
て
い
る
が
、
僅
か
数
行
の
戒
文
な
が
ら
、
そ
の

戒
条
は
道
教
の
根
本
経
典
た
る
『
道
徳
経
』
、
即
ち
『
老
子
五
千
文
』
の
所
説

に
合
致
し
、
戒
条
の
遵
守
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
神
仙
・
倍
寿
・
不
横
天
の

得
果
も
、
ま
た
道
教
が
標
携
す
る
不
老
長
寿
・
不
老
不
死
の
本
源
的
理
想
を
打

ち
出
し
て
お
り
、
未
だ
後
世
の
道
教
教
説
に
付
加
さ
れ
て
ゆ
く
、
卑
俗
な
現
世

的
な
利
益
追
求
を
含
ま
ぬ
、
素
朴
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
戒

条
が
形
態
的
に
も
、
内
容
的
に
も
道
教
の
原
初
的
な
教
説
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ

し
め
る
も
の
が
あ
る
。
尤
も
、
叙
上
の
如
き
三
通
り
の
得
果
を
、
直
ち
に
所
謂

応
報
観
念
に
基
く
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
は
、
中
国
に
お
い
て
応
報
、

或
は
報
応
の
文
字
が
「
人
聞
の
善
悪
の
行
為
に
対
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
禍
福
の

報
い
」
の
意
味
に
お
い
て
、
文
献
の
上
に
現
わ
れ
る
の
が
六
朝
の
申
頃
か
ら
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
若
干
の
薦
踏
を
感
じ
る
が
、
然
し
そ
の
様
な
観
念
そ
の
も

の
は
既
に
先
秦
時
代
に
も
存
し
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
積
善
の
家
に
余

慶
あ
り
、
積
悪
の
家
に
余
挟
あ
り
」
〈
周
易
坤
文
)
。
漢
代
に
降
っ
て
も
「
陰
徳

あ
る
者
は
天
か
な
ら
ず
報
い
る
に
福
を
も
っ
て
す
」
(
新
書
巻
六
)
な
ど
、
数

多
く
の
徴
証
が
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
、
仏
教
伝
来
以
前
の
思
想
に
基
く
も
の

と
見
ら
れ
る
古
い
説
話
、
例
え
ば

『太
平
広
記
』
(
巻
一
一
九
)
に
収
め
ら
れ

る
『
還
菟
記
』
な
ど
に
も
「
漢
の
霊
帝
の
宣
官
で
あ
る
王
甫
が
溺
海
王
と
そ
の

妃
を
在
諒
し
、
更
に
妃
の
姑
に
当
る
宋
皇
后
の
怒
り
を
お
そ
れ
、
霊
帝
に
謹
告

し
て
宋
皇
后
を
憂
死
さ
せ
、
そ
の
諒
殺
が
一
族
に
及
ん
だ
の
で
、
当
時
の
人
は

宋
氏
の
無
罪
を
憐
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
霊
帝
の
夢
に
桓
帝
が
現
れ
、
宋
皇
后
及

び
潜
海
王
が
無
実
の
罪
を
怨
み
霊
帝
を
天
に
訴
え
た
の
で
上
帝
は
震
怒
し
て
い

る
。
霊
帝
の
罪
も
救
い
難
い
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
霊
帝
は
初
め
て
事
実
を
知

り
、
霊
魂
を
慰
安
し
、
災
笹
を
消
さ
ん
と
し
た
が
、
間
も
な
く
霊
帝
は
死
ん
だ
」

(
宋
皇
后
)
と
か
、
或
は
「
三
国
貌
の
夏
侯
玄
は
そ
の
才
望
を
ね
た
ん
だ
司
馬
景

王
の
為
に
殺
さ
れ
た
が
、
一
族
の
行
っ
た
設
祭
に
彼
が
現
れ
、
自
分
が
上
帝
に

訴
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
司
馬
氏
に
は
後
継
者
が
無
い
こ
と
に
な
ろ
う
と
云

っ
た
が
、
果
し
て
そ
の
通
り
と
な
り
、
終
に
一
門
は
傾
覆
す
る
に
至
っ
た
」

(
夏
侯
玄
)
と
云
う
よ
う
な
説
話
に
よ
っ
て
も
、
申
国
の
固
有
思
想
の
中
に
、

兎
も
角
、
天
を
主
宰
者
と
す
る
現
世
応
報
の
観
念
の
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な

い
よ
う
で
、
前
述
の
『
道
徳
尊
経
想
爾
戒
』
は
戒
条
と
得
果
と
を
媒
介
す
る

も
の
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
説
明
を
欠
い
て
い
る
が
、
葛
洪
の
『
抱
朴
子
』
(
巻

六
徴
旨
篇
)
に
「
諸
道
戒
を
覧
る
に
、
長
生
を
求
め
ん
と
欲
す
る
者
は
必
ず
善

を
積
み
、
種
々
の
戒
条
を
守
っ
て
有
徳
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
を
天
に
受
け

仙
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
説
か
な
い
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
、
『
道
徳
尊
経
想
爾
戒
』
の
そ
れ
が
天
の
主
宰
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
推
測
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
初
期
道
教
の
応
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報
説
は
概
ね
叙
上
の
如
き
中
国
在
来
の
素
朴
な
応
報
観
念
の
基
礎
の
上
に
立

ち
、
徐
々
に
仏
教
の
三
世
応
報
説
の
影
響
を
被
り
つ
つ
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
が
、
『
抱
朴
子
』
の
成
立
す
る
四
世
紀
の
初
期
ま
で
に
、
例
え
ば
『
正
一

法
文
天
師
教
誠
科
経
』
の
「
人
よ
く
修
業
し
、
執
り
て
教
誠
を
守
り
、
善
く
行

を
積
む
者
は
、
功
徳
自
ら
輔
け
、
身
天
に
通
じ
、
福
子
孫
に
流
る
」
と
か
、
『
女

青
鬼
律
』
(
巻
三
〉
の
「
戒
を
守
ら
ざ
る
者
は
天
算
三
千
を
奪
い
、
そ
の
挟
死
し

て
七
世
に
流
る
」
と
説
い
て
お
り
、
天
を
主
宰
者
と
す
る
応
報
が
当
人
に
お
い

て
完
結
せ
ず
、
七
世
の
子
孫
に
ま
で
流
れ
及
ぶ
と
す
る
応
報
説
の
拡
張
が
行
わ

れ
て
い
る
。

そ
の
ご
『
真
話
』
の
編
纂
の
行
わ
れ
る
五
世
紀
末
ま
で
の
聞
に
、
道
教
の
応

報
の
教
説
は
応
報
作
用
累
及
の
範
囲
を
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
更
に
盤
張

し
て
ゆ
く
よ
う
で
、
『
玄
都
律
文
』
に
至
っ
て
、
初
め
て
死
後
の
世
界
に
お

け
る
応
報
が
現
れ
、
戒
律
に
背
く
男
女
に
対
し
て
「
奪
算
五
年
の
う
え
、
死
し

て
の
ち
河
伯
に
付
し
て
徒
役
五
年
の
罰
を
被
ら
し
め
る
」
と
説
い
て
お
り
、
こ

の
冥
界
の
徒
役
に
つ
い
て
『
太
真
玉
帝
四
極
明
科
経
』
は
例
え
ば
「
山
を
負

い
、
石
を
運
び
、
積
み
て
夜
の
河
を
填
め
、
火
を
呑
み
、
炭
を
唆
う
」
と
云

い
、
更
に
「
死
し
て
地
獄
の
三
塗
五
苦
の
掠
に
入
り
、
万
胡
還
っ
て
賎
人
の
道

に
生
ず
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
在
来
の
冥
界
・
幽
泉
の
観
念
が
、
仏

教
に
お
い
て
来
世
信
仰
の
一
角
を
構
成
す
る
地
獄
の
観
念
に
転
化
し
た
こ
と
を

一
示
す
も
の
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
に
地
獄
の
観
念
が
具
体
化
さ
れ

る
に
伴
っ
て
、
こ
れ
と
対
置
す
べ
き
玉
京
の
観
念
も
ま
た
明
瞭
と
な
っ
て
お

り
、
『
太
上
智
慧
上
品
戒
経
』
に
は
「
得
道
者
が
施
散
・
布
施
等
の
善
功
を
満

た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
界
を
超
陵
し
て
上
清
大
羅
天
の
玉
京
玄
台
七
宝
林
中

を
強
盗
し
う
る
」
と
説
く
な
ど
、
来
世
の
地
獄
・
極
楽
の
世
界
が
具
体
的
な
形

を
も
相
っ
て
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

斯
様
な
応
報
作
用
の
拡
張
に
伴
っ
て
、
恰
も
か
つ
て
現
世
一
身
の
応
報
が
家

族
・
子
孫
に
ま
で
盤
張
さ
れ
た
よ
う
に
、
応
報
が
現
世
を
超
え
て
冥
界
に
お
け

る
亡
没
の
祖
先
に
ま
で
及
ぶ
と
さ
れ
、
『
老
君
音
請
誠
経
』
に
は
焼
香
求
願
の
法

に
よ
っ
て
「
三
宗
五
祖
・
七
世
父
母
・
前
亡
後
死
の
苦
難
を
免
離
し
、
安
楽
処

に
在
る
を
え
せ
し
め
る
」
一
方
、
こ
れ
と
は
逆
に
「
道
源
を
軽
々
し
く
世
人
に

世
露
し
た
者
の
罪
は
七
祖
孫
の
魂
に
挟
す
る
」
と
云
う
所
謂
追
功
・
追
謹
の
教

法
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
斯
く
の
如
く
冥
界
に
お
け
る
先
亡
後
死
に

対
す
る
追
功
・
追
謹
の
出
現
は
、
専
ら
現
世
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
道
教

を
し
て
三
世
応
報
思
想
へ
の
接
近
を
促
進
す
る
契
機
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
と
見
え
、
北
貌
の
天
師
道
の
『
老
君
音
請
誠
経
』
に
は
、
「
現
世
に
お
け

る
得
道
の
難
易
が
先
世
に
お
け
る
福
縁
の
多
寡
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
」
と
云

う
、
単
純
な
が
ら
前
世
応
報
の
観
念
が
現
れ
て
お
り
、
更
に
『
太
上
智
慧
上
品

誠
経
』
に
は
「
地
獄
に
苦
し
む
男
女
は
先
身
に
お
い
て
明
誠
を
見
ず
、
.

而
し
て

行
わ
ず
、
或
は
行
つ
て
な
お
遵
ら
ざ
り
し
こ
と
に
よ
る
」
と
し
て
、
地
獄
の
苦

み
が
前
生
に
お
け
る
先
身
の
罪
の
応
報
、
即
ち
前
世
応
報
の
教
説
を
説
い
て
い

る
。
元
来
、
前
世
応
報
と
来
世
応
報
と
は
教
理
的
構
造
に
違
い
は
な
く
、
応
報

顕
現
の
時
点
を
現
世
と
す
る
が
、
来
世
と
す
る
か
の
相
違
に
す
ぎ
す
、
両
者
は

輪
転
の
教
説
を
介
し
て
統
一
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
道
教
教
説
の
上
に

登
場
す
る
時
期
に
大
き
な
隔
り
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
果
し
て
同
じ
く
『
太
上

智
慧
上
品
誠
経
』
は
、
叙
上
の
如
き
誌
張
を
重
ね
て
複
雑
せ
る
三
世
応
報
の
所

説
を
整
理
し
「
報
応
の
理
は
日
月
の
如
く
明
ら
か
な
り
。
或
は
見
世
に
在
り
、

来
世
に
在
り
、
但
福
報
は
差
移
し
て
必
ず
し
も
同
じ
く
そ
の
中
に
至
ら
ず
、
或

は
功
を
計
り
、
過
を
補
い
、
或
は
徳
を
も
っ
て
罪
を
噴
い
、
或
は
祖
世
の
為
に
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誇
刑
貴
を
抜
く
、
こ
れ
報
応
を
現
し
て
明
買
に
即
せ
ざ
る
な
り
。
一
二
宮
九
府
、

人
の
功
過
を
記
し
て
毒
も
失
わ
ず
」
と
教
え
て
、
三
世
を
貫
通
し
て
多
岐
に
亘

る
禍
福
応
報
を
会
通
し
て
、
応
報
作
用
の
明
顕
に
し
て
明
か
も
誤
り
な
い
所
以

を
強
調
し
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
辿
っ
て
く
る
な
ら
ば
、
太
平
道
・
五
斗
米
道
に
連
る
北
方
天
師

道
系
の
『
老
君
音
読
誠
経
」
、
南
方
茅
山
派
系
に
連
る
と
見
ら
れ
る
『
太
上
智

慧
上
品
誠
経
』
な
ど
、
五
世
紀
末
に
成
立
し
て
い
る
両
経
典
に
三
世
応
報
の
教

説
が
、
ほ
ぼ
纏
っ
た
形
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
如
く
、
概
ね
五
世

紀
前
半
の
時
期
に
訳
出
を
終
っ
て
い
る
仏
教
の
三
世
因
我
応
報
の
教
説
が
、
そ

の
後
約
半
世
紀
の
聞
に
南
北
両
系
の
道
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
三
世
因
果
応
報
の
教
説
の
摂
取
を
通
じ
て
、
南
北
両

系
道
教
が
急
速
に
共
通
的
要
素
を
増
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
六
朝
末
期
か
ら
惰
代

に
か
け
て
具
現
す
る
道
教
教
学
体
系
の
樹
立
の
う
え
に
重
要
な
貢
献
を
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
道
教
の
応
報
説
が
や
が
て
所
謂
三
元
思
想
と
し
て

結
晶
す
る
教
理
形
成
の
過
程
は
、
そ
れ
を
示
す
最
も
典
型
的
な
事
例
で
あ
り
、

更
に
こ
の
点
に
つ
い
て
論
述
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
既
に
与
え
ら
れ
た
紙

数
も
ほ
ぼ
尽
き
た
し
、
三
元
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た

こ
と
も
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
三
元
思

想
に
つ
い
て
簡
単
に
概
説
し
て
、
拙
稿
を
結
ん
で
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

四

所
謂
三
元
思
想
と
は
、
代
表
的
な
三
元
経
典
で
あ
る
『
澗
玄
霊
宝
三
元
玉
京

玄
都
大
献
経
』
に
「
一
切
衆
生
の
生
死
の
命
籍
と
善
悪
の
簿
録
は
普
く
皆
保
っ

て
三
元
九
府
に
あ
り
、
天
地
水
三
宮
は
功
過
を
考
校
し
て
事
分
も
失
う
と
こ
ろ

が
無
い
。
い
わ
ゆ
る
一
二
元
と
は
正
月
十
五
日
を
上
元
と
し
、
天
宮
が
検
勾
す

る
む
七
月
十
五
日
を
申
元
と
し
、
地
官
が
検
勾
す
る
。
十
月
十
五
日
を
下
元
と

し
、
水
官
が
検
勾
す
る
。
従
っ
て
一
切
の
衆
生
は
皆
天
地
水
三
官
の
統
摂
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
三
元
の
日
に
当
っ
て
夫
々
天
地
水
三

宮
が
一
切
の
人
聞
の
行
為
の
善
悪
(
功
過
)
を
校
算
し
、
そ
の
罪
福
応
報
の
命

運
を
決
定
す
る
と
い
う
教
説
で
あ
り
、
道
教
教
説
の
中
で
最
も
重
要
な
地
位
を

占
め
る
応
報
説
で
あ
る
。
斯
か
る
応
報
説
の
形
成
に
つ
い
て
、
従
来
、
或
は
北

貌
の
冠
謙
之
の
創
唱
に
か
か
る
と
云
い
、
或
は
劉
宋
の
陸
修
静
を
こ
れ
に
当
て

る
説
が
昔
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
誤
っ
て
お
り
、
そ
の
教

説
は
六
世
紀
中
期
以
来
、
『
孟
蘭
盆
経
』
の
所
説
に
よ
っ
て
、
俄
に
盛
行
し
た
仏

教
の
孟
蘭
盆
会
の
行
事
に
刺
激
さ
れ
た
道
教
側
が
、
七
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る

孟
蘭
盆
会
の
行
事
を
道
教
教
説
に
関
連
づ
け
る
意
図
を
も
っ
て
、
初
期
天
師
道

教
団
に
お
け
る
三
会
の
自
の
所
説
を
拠
り
処
と
し
て
、
従
来
の
応
報
説
を
構
成

し
直
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
斯
く
考
え
る
な
ら
ば
、
三
元
思
想
成
立
の
経

緯
は
、
一
見
、
道
教
教
学
の
形
成
に
及
ぼ
せ
る
仏
教
教
説
の
影
響
を
物
語
る
陳

魔
な
一
事
例
と
し
て
見
遇
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
仏
教
の
『
孟
蘭
盆
経
』
の

所
説
内
容
自
体
が
、
既
に
濃
厚
な
中
国
的
、
乃
至
は
道
教
的
な
思
惟
・
習
慣
の

附
会
を
被
っ
て
成
立
し
て
い
る
事
実
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
叙
上
に
窺
見
し
た

三
元
思
想
の
形
成
に
至
る
六
朝
時
代
の
応
報
説
の
発
展
は
、
中
国
宗
教
史
上
に

展
開
さ
れ
る
道
仏
両
教
の
密
接
に
し
て
、
旦
つ
重
層
的
な
相
互
影
響
関
係
の
一

駒
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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