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公
劉
@
大
王
の
受
難
と

「
后
稜
の
業
」

に
お
け
る
鄭
玄
の
解
釈
i

i

鄭
玄
に
ロ
一
一
川
誠
仰
い
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
「
詩

譜
序

h

Zよ
巴
の
構
成
に
し
た
が
う
十
六
の
尋
問
」

i
「
諮
説
」

「
諮
問
凶
」
か
ら
な
っ
て
い
た
。
現
在
、
「
諮
問
凶
」
は
散
供
し
て
し
ま
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
孔
穎
達
吋
毛
詩
正
義
い
に
ほ
ぼ
引
か
れ
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
詩
強
己
が
「
毛
詩
築
」
と

棺
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

小
稿
は
「
譜
説
」
の
う
ち
の
「
隣
諸
」
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ

る
。
「
諮
説
」
は
ふ
?
っ
、
そ
の
「
盛
岡
」
に
属
す
る
詩
篇
全
般
の
歴

史
的
地
理
的
構
成
を
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
「
閥
説
明
」
に
限
つ
て
は

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
「
額
風
」
七
篇
の
努
頭
の
一
篇
、
「
七

月
」
に
か
か
わ
る
叙
述
が
そ
の
四
分
の
三
を
占
め
て
い
る
の
で
あ

?
Q

。

『
日
付
帯
巴

「
幽
譜
」

は
じ
め
に

間

嶋

潤

格
を
も
っ
て
い
た
。
闘
の
嵐
と
い
い
な
が
ら
、
じ
っ
さ
い
は
田
川
公
を

頒
す
る
詩
篇
群
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
「
七
月
」
の
み
が
闘
の

地
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
周
の
先
公
の
う
ち
、
闘
に
居
住
し

た
鴎
公
を
局
公
が
詠
じ
た
一
篇
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
幽
諮
問
」
は

と
う
し
た
「
七
月
」
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
を
示
す
の

( 1 ) 

で
あ
る
。

路
公
の
な
か
で
も
公
器
・
大
王
(
古
公
萱
父
)
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
二
公
が
う
け
た
災
難
・
そ
れ
を
避
け
て
の
移
居
l

受
難
を
つ
づ

る
。
そ
し
て
管
叔
・
察
叔
の
流
言
i

災
難
を
避
け
て
京
師
か
ら
東
都

に
移
居
す
る
と
い
う
、
漢
貌
に
お
い
て
誰
も
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た

局
公
の
受
難
も
つ
づ
り
、
二
公
の
受
難
と
、
自
ら
の
受
難
と
を
か
か

わ
ら
せ
て
「
七
月
」
を
局
公
は
詠
じ
た
、
と
指
擁
す
る
の
で
あ
る
。

小
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
叙
述
を
公
劉
・
大
王
の
受
難
に
焦
点
を

あ
て
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
、
受
難
の

な
か
で
周
公
が
二
公
の
そ
れ
を
意
識
し
て
「
七
月
」
を
詠
じ
た
と
す

も
と
よ
り
「
髄
風
」
自
体
が
、
十
五
霞
嵐
の
な
か
で
も
特
異
な
性



る
、
鄭
玄
の
解
釈
の
意
味
は
あ
き
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
鄭
玄
の
構
想
す
る
周
公
受
難
説
の
本
質
を
解
明
す
る

糸
口
を
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
七
月
」
に
対

す
る
築
に
こ
そ
、
そ
の
本
質
に
か
か
わ
る
解
釈
が
伏
在
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

公
劉
の
受
難

さ
て
「
儲
譜
」
(
以
下
、
「
譜
」
と
略
す
)
は
「
躍
と
は
、
后
稜
の

内
ノ
つ

曾
孫
の
公
劉
と
い
う
者
、
部
よ
り
し
て
出
で
て
徒
る
所
の
戎
秋
の
地

名
な
り

0

・
:
公
劉
は
、
夏
后
の
大
康
の
時
を
以
て
、
其
の
宮
守
を

(3V 

失
い
、
此
の
地
に
銭
る
」
(
閥
者
、
后
稜
之
曾
孫
公
劉
者
、
自
都
市
出

所
徒
戎
秋
之
地
名
。
:
・
公
劉
以
夏
后
大
康
時
、
失
其
宮
守
、
議
於
此

地
)
と
は
じ
ま
る
。
闘
と
い
う
地
名
を
と
り
あ
げ
る
乙
と
は
、
公
劉

の
受
難
を
説
明
す
る
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
ま
ず
、
労
頭
に
い
う
「
后
稜
の
曾
孫
の
公
舗
と

い
う
者
」
の
つ
信
仰
校
」
を
確
一
認
し
て
お
こ
う
。
ふ
つ
う
后
稜
は
、
稼

務
を
掌
る
官
名
、
も
し
く
は
そ
の
官
に
就
い
て
い
た
、
局
の
始
祖

i

奔
の
通
称
で
あ
る
。
「
后
稜
」
は
こ
の
う
ち
の
後
者
の
奔
を
あ
き
ら

か
に
指
す
。
す
な
わ
ち
鄭
玄
は
こ
乙
で
、
奔
の
曾
孫
に
あ
た
る
公
劉

が
夏
の
大
康
の
と
き
、
代
々
の
后
稜
の
官
を
失
っ
た
た
め
に
、
奔
以

来
の
封
地
i

部
か
ら
の
が
れ
て
戎
秋
の
臨
に
移
ら
ぎ
る
を
え
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る

D

す
乙
し
捕
足
し
て
お
乙
う
。

の
ち

「
大
雅
・
生
民
」
筆
に
「
萎
嫁
:
・
後
に
し
て
別
ち
子
を
生
み
て
、

之
れ
を
養
長
す
。
名
づ
け
て
奔
と
白
う
。
舜
、
莞
に
臣
た
り
て
之
れ

を
挙
ぐ
。
是
れ
を
后
稜
と
為
す
」
(
萎
娠
・
・
後
則
生
子
、
而
養
長
之
。

名
百
十
弁
。
舜
臣
莞
寵
挙
之
。
是
為
后
稜
)
と
あ
る
の
に
注
目
し
よ
う
。

萎
娠
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
奔
は
、
莞
に
仕
え
て
い
た
舜
の
推
挙
に

よ
っ
て
后
稜
の
官
に
就
き
、
そ
の
た
め
に
后
稜
と
呼
ば
れ
た
と
い
う

の
で
あ
る
口
奔
の
后
稜
の
宮
就
任
を
、
乙
の
よ
う
に
莞
の
と
き
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
お
お
か
た
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
奔
は
舜
・

爵
に
仕
え
、
そ
の
と
き
も
后
稜
と
か
稜
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
。

そ
し
て
公
劉
が
鶴
に
移
っ
た
と
き
と
さ
れ
る
夏
の
大
康
は
、
百
円
の
孫

に
し
て
啓
の
子
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
公
劉
を
奔
の
曾
孫
と
認
め
う

る
年
数
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
念
頭
に
は
「
史
記
」

「
見
本
紀
」
が
一
部
す
奔
i
不
宮
i
鞠
i
公
劉
と
い
う
系
譜
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

( 2 ) 

こ
の
よ
う
な
鄭
玄
の
解
釈
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
漢
貌
に

お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
史
記
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
業

は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
百
人
記
」
に
は
周
の
先
公
の
歯
移
居
に
つ
い

て
の
援
数
の
説
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
後
漢
以
後
に
も



継
承
さ
れ
た
諸
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
そ
の
な
か
の
「
劉
敬
伝
」
の
説
か
ら
み
よ
う
。
「
屈
の
先
は

み
H
a
Q

一
信
仰
佼
よ
り
し
て
、
発
之
れ
を
併
に
封
、
ず
。
徳
を
積
み
善
を
累
ぬ
る
こ

と
、
十
有
余
世
に
し
て
、
公
劉
は
架
を
避
け
て
翻
に
居
す
」
(
潤
之

先
自
信
桜
、
発
封
之
部
。
積
徳
累
善
、
十
有
余
世
、
ハ
ム
劉
避
架
居
儲
)
と

あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
と
の
「
后
稜
」
は
あ
き
ら
か
に
弄
で

あ
る
。
た
だ
そ
の
奔
か
ら
公
劉
ま
で
は
十
余
代
を
か
ぞ
え
る
と
い

う
。
さ
ら
に
そ
の
移
居
は
大
康
で
は
な
く
、
架
の
と
き
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
一
方
で
「
旬
奴
伝
」
に
お
い
て
は
、
「
夏
道
衰
え
て
、
公

劉
は
其
の
稜
官
を
失
い
、
西
戎
に
変
わ
り
、
翻
に
邑
す
」
(
夏
道
衰
、

部
公
劉
失
其
稜
官
、
一
家
子
一
泊
戎
、
邑
子
翻
)
と
あ
り
、
移
居
を
夏
王
朝

の
政
治
の
衰
え
た
と
き
と
す
る
。
架
に
必
ず
し
も
特
定
せ
ず
、
ま
た

公
劉
と
奔
と
の
年
代
関
係
に
も
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
周
本
紀
」
の
「
后
稜
卒
し
、
子
の
不
苛
立
つ
。
不
岱
の

末
年
、
夏
后
氏
の
政
表
う
。
稜
を
去
り
務
め
ざ
れ
ば
、
不
信
は
其
の

す

な

わ

は

し

宮
を
失
う
を
以
て
、
市
ち
戎
秋
の
間
に
緯
る
。
不
窓
卒
し
、
子
の
鞠

立
つ
。
鞠
卒
し
、
子
の
公
劉
立
つ

0

・
:
八
ム
劉
卒
し
、
子
の
慶
節
立

ち
、
翻
に
留
す
」
(
后
稜
卒
、
子
不
法
立
。
不
窓
末
年
、
夏
后
氏
政
表
。

去
稜
不
務
、
不
官
以
失
其
官
、
稲
森
戎
秋
之
問
。
不
常
卒
、
子
鞠
立
。
鞠

卒
、
子
公
劉
立
。
:
公
劉
卒
、
子
慶
節
立
、
思
於
磁
)
も
と
り
あ
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
劉
を
奔
の
曾
孫
と
す
る
系
譜
は
こ
こ
に
う

か
が
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
周
の
先
公
の
騒
移
居
に
つ
い
て
は
、
ま

え
の
こ
説
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
不
活
が
戎
秋
に

余
儀
な
く
移
り
、
そ
し
て
そ
の
地
の
な
か
の
機
に
留
を
建
て
た
の
は

公
劉
の
子
の
慶
節
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
鄭
玄
の
解
釈
は
孤
立
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
宗
毛
主
義
の
た
ち
ば
を
と
る
鄭
玄
で
あ
る
。

そ
の
輪
郭
は
「
毛
伝
」
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
「
大
雅
・
公
劉
」
を

公
劉
の
部
か
ら
髄
へ
の
移
居
を
詠
じ
る
一
篇
と
一
認
め
て
、
「
公
例
制
は

部
に
居
り
て
、
夏
人
の
乱
に
遭
う
。
公
劉
を
迫
逐
す
れ
ば
、
公
劉
は

乃
ち
中
習
の
難
を
砕
く
。
遂
に
西
戎
を
平
ら
か
に
し
て
、
其
の
民
を

選
し
、
翻
に
口
巴
す
」
(
公
劉
居
於
部
、
荷
遭
夏
人
乱
。
追
遂
公
錦
、
公
劉

乃
蹄
中
国
之
難
。
遂
平
西
戎
、
市
遷
其
民
、
色
於
翻
意
)
と
い
う
「
毛

伝
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

さ
き
の
「
史
記
」
「
勾
奴
伝
」
を
想
起
し
よ
う
。
「
毛
伝
」
は
そ
れ

を
骨
格
と
し
て
、
臨
移
居
の
経
緯
を
具
体
的
に
つ
づ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
夏
王
朝
の
内
乱
に
遭
っ
た
公
劉
は
、
放
逐
さ
れ
后
稜
の
宮
を

失
う
。
中
国
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
災
難
を
う
け
た
た
め
に
、
そ
の

中
国
を
避
け
て
西
戎
を
平
定
す
る
。
か
く
て
部
の
民
を
留
に
移
住
さ

せ
て
居
を
構
え
た
、
と
。

ζ

の
よ
う
な
「
毛
伝
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
留
意
す
べ
き
は
つ
ぎ

の
五
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
奔
の
子
孫
と
し
て
の
公
劉
の
位
置
に
言

( 3 ) 



及
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
公
劉
を
初
代
の
趨
公
と
認
め

て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
は
、
さ
き
の
諸
説
に
す
で
に
う
か
が
い
え

た
、
避
居

i
災
難
を
避
け
て
余
儀
な
く
移
居
す
る
と
い
う
受
難
に
遭

っ
た
こ
と
を
強
♂
謝
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
四
は
、
「
西
戎
を
平
ら

か
に
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
避
居
の
際
に
武
力
の
行
使
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
五
は
、
中
国
と
戎
秋
と
の
関
係

か
ら
避
居
を
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
戎
秋
の
騒
へ
の
そ

れ
は
中
国
か
ら
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

公
劉
を
初
代
の
髄
公
と
す
る
鄭
玄
の
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
「
毛

伝
」
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
と
き
を
大
康
の
と

き
と
す
る
解
釈
が
す
ぐ
れ
て
特
異
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
鄭
玄
の
解
釈
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

「
公
劉
」
一
篇
の
「
毛
伝
」
を
う
け
る
筆
を
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
公
劉
の
受
難
に
か
か
わ
る
尋
問
」
の
叙
述
と
補
い
あ

う
「
公
劉
は
、
后
稜
の
曾
孫
な
り
。
夏
の
始
め
て
衰
う
る
や
、
迫
逐

や
す

せ
ら
れ
、
幽
に
選
り
て
、
民
を
居
ん
ず
る
の
道
有
り
」
(
公
劉
者
、

后
稜
之
曾
孫
也
。
夏
之
始
表
、
見
迫
遂
、
選
於
閥
、
市
有
居
民
之
道
)
と

い
う
叙
述
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
乙
こ
で
も
郷
玄
は
、
公
劉
を
奔
の
曾
孫
と
す
る
叙
述
か

ら
は
じ
め
る
。
つ
づ
い
て
「
夏
の
始
め
て
衰
う
」
と
い
う
の
は
、
大

康
の
と
き
を
指
す
。
こ
の
と
き
、
「
五
子
之
歌
」
序
に
「
大

康
、
邦
を
失
う
」
(
大
康
失
邦
)
と
あ
る
よ
う
に
、
夏
王
朝
は
創
設

以
来
は
じ
め
て
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
鄭
玄
は
、

大
康
の
乱
朝
に
「
迫
逐
さ
れ
て
、
鶴
に
選
る
」
と
つ
づ
り
、
尋
問
」

の
「
其
の
宮
を
失
い
、
融
問
に
震
る
」
が
受
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
右
の
筆
は
「
民
を
居
ん
ず
る
道
有
り
」
で
結
ぼ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
「
公
劉
」
序
に
い
う
「
公
器
の
民
に
淳
し
」
(
公
劉
之

一
淳
於
民
)
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
「
公
艶
」
一

篇
の
護
に
よ
っ
て
か
い
つ
ま
む
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
い
え
る
。
公
劉
が

畿
に
お
い
て
農
耕
に
勤
め
民
生
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
政
治
を
お
こ

な
っ
た
の
で
、
帰
従
す
る
畏
は
多
く
、
か
く
て
国
を
ひ
ら
き
え
た
、

と
。
武
力
行
使
は
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ハ
ム
劉
に
し
た
が
っ
た
の

は
部
の
民
に
限
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
き
の
「
譜
」
に
つ
づ
く
「
猶
お
后
稜
の
業
を
修
め
て
、
勤
値
し

て
民
を
愛
す
れ
ば
、
民
は
み
な
之
れ
に
帰
し
て
、
国
成
る
」
(
猶
修

后
稜
之
業
、
勤
櫨
愛
民
、
民
成
帰
之
、
市
国
成
意
)
が
、
以
上
の
よ
う

な
公
錨
の
政
治
を
説
く
叙
述
に
あ
た
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
留
意

す
べ
き
は
、
つ
ぎ
の
一
点
で
あ
る
。
民
に
稼
稽
を
教
え
民
生
を
安
定

さ
せ
た
奔
の
功
業
と
解
し
う
る
「
后
稜
の
業
」
を
修
め
た
も
の
と
、

公
劉
の
政
治
が
概
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
劉
の

受
難
と
「
后
稜
の
業
」
と
を
か
か
わ
ら
せ
る
の
が
、
「
譜
」
独
自
の
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解
釈
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
公
舗
を
奔
の
曾
孫
と
し
、
そ
の
受
難
を
と
く
に
大
康
の
と

き
と
認
め
る
理
由
が
あ
る
。
両
者
の
時
照
的
距
離
は
、
よ
り
近
接
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
王
の
受
難

「
譜
」
は
つ
ぎ
に
大
王
を
と
り
あ
げ
て
、
「
商
の
来
世
に
至
り
、
大

王
も
ま
た
戎
秋
の
難
を
避
け
て
、
入
り
て
岐
陽
に
慮
る
。
民
も
ま
た

之
れ
に
帰
す
」
(
至
高
之
末
世
、
大
王
又
避
戎
秋
之
難
、
入
庭
於
岐
陽
。

民
又
錦
之
)
と
い
う
。
股
末
に
大
王
は
戎
秋
の
侵
略
と
い
う
災
難
を

避
け
て
、
儲
か
ら
絞
陽
に
移
居
し
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
ζ

で
「
ま
た
」
を
重
ね
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
思
し

よ
う
。
大
王
の
そ
れ
が
公
劉
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
よ
う
に
受
難
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
鄭
玄
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
大
王
の
受
難
の
詳
細
は
、
「
大
雅
・
紙
」
の
築
に
求
め

う
る
は
ず
で
あ
る
。
「
訴
」
一
篇
は
、
そ
の
序
に
「
訴
は
、
文
王
の

興
る
は
、
大
王
に
本
由
す
る
な
り
」
(
瞬
、
文
王
之
興
、
本
自
大
王

也
)
と
あ
る
よ
う
に
、
大
王
か
ら
は
じ
ま
る
周
室
の
伝
来
を
内
容
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
じ
っ
さ
い
の
築
に
お
い
て
は
、
そ
の
受
難

は
単
独
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
公
劉
の
受
難
と
組
み
あ
わ

さ
れ
て
説
か
れ
る
。
尋
問
」
の
「
ま
た
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
具
体
化

す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
毛

伝
」
は
、
大
王
の
受
難
の
詳
細
を
つ
づ
っ
て
い
た
。
さ
き
の
公
劉
の

受
難
と
異
に
し
て
、
大
王
の
ば
あ
い
は
全
面
的
に
「
毛
伝
」
の
叙
述

に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
行
論
上
、
「
毛
伝
」
に
ふ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ま
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
そ
の
あ
ら
ま
し
を
確

認
す
る
だ
け
で
よ
い
。
秋
人
に
理
不
尽
に
も
鶴
の
地
を
要
求
さ
れ
た

大
王
は
、
そ
れ
と
戦
う
こ
と
で
殺
傷
者
が
多
く
で
る
こ
と
を
懸
念
し

た
。
か
く
て
無
抵
抗
に
徹
し
て
岐
揚
に
移
っ
た
、
と
。

鄭
玄
は
こ
の
よ
う
な
大
互
の
受
難
と
、
公
劉
の
そ
れ
と
を
組
み
あ

わ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
紙
」
一
篇
の
総
括
に
あ
た
る
普
章
の
「
磁
係

お

よ

た
る
瓜
腿
畏
の
初
め
て
生
ず
る
、
温
・
漆
に
土
る
自
り
す
」
(
豚

紙
瓜
腿
民
之
初
生
白
土
祖
漆
)
に
対
す
る
「
后
稜
は
乃
ち
荷
響
の

出
向
に
し
て
、
部
に
封
ぜ
ら
れ
、
其
の
後
の
公
劉
は
職
を
失
え
ば
、
題

に
遷
り
、
温
・
漆
の
地
に
居
り
、
歴
世
も
ま
た
採
紙
然
と
し
、
大
王

ま
す
ま
す

に
至
り
て
徳
益
〉
盛
ん
に
し
て
、
其
の
民
心
を
得
て
、
王
業
を
生
じ

る
に
喰
う
。
故
に
周
の
興
る
に
本
づ
き
て
、
、
温
・
漆
に
子
い
で
す
と

一
五
う
な
り
」
(
織
后
稜
乃
帝
響
之
胃
、
封
於
部
、
其
後
公
劉
失
職
、
選
子

閥
、
居
温
漆
之
地
、
歴
世
亦
採
騒
然
、
至
大
玉
市
徳
益
盛
、
得
其
民
心
、

宿
生
王
業
。
故
本
局
之
興
、
一
式
子
温
漆
也
)
と
い
う
護
に
、
そ
の
解
釈

を
う
か
が
い
う
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
。

「
蘇
紙
た
る
瓜
腿
」
を
文
王
に
い
た
る
周
の
先
公
の
連
続
性
の
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「
興
」
と
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
序
に
い
う
「
大
王
に
本
出
す
る
な

り
」
に
し
た
が
っ
て
大
王
を
そ
の
起
点
と
は
せ
ず
、
初
代
の
臨
公
の

公
劉
を
そ
れ
と
す
る
。
髄
公
の
連
続
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
一
最
後
の
臨
公
の
大
王
に
お
い
て
徳
が
極
ま
り
良
心
を
得
、
か
く

て
「
玉
業
」

i
文
王
の
受
命
が
興
起
し
た
、
と
指
織
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
、
機
公
の
徳
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
留
意
し
て
お
こ
う
。

た
だ
そ
う
す
る
と
、
一
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
。
大
王
は
受
難
に

選
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
王
に
お
い
て
鶴
公
の
徳
が
極
ま
っ
た
と

い
う
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
右
の
箆
に
お
い
て
、
痛
の
始
祖
の
奔
の
出
自
・
封
地
が
は

じ
め
に
示
さ
れ
て
い
る
と
と
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
額

公
の
連
続
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
な
く
て
も
よ
い
叙
述
を
あ
え

て
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
奔
の
存
在
を
路
公
の
連
続
性
の
根
源
に

据
え
る
と
い
う
郷
玄
の
意
図
が
、
こ
こ
に
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
き
の
公
劉
の
受
難
説
を
想
起
し
よ
う
。
そ
れ
は
「
后
稜
の

業
」
と
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

公
劉
・
大
王
の
受
難
と
周
公
の
「
七
月
」
制
作

「
譜
」
に
も
ど
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
も
公
劉
・
大
王
の
受
難
を

組
み
あ
わ
せ
て
、
「
公
劉
の
出
づ
る
・
大
王
の
入
る
、
其
の
異
な
る

ゆ
え

こ
と
有
り
と
難
も
、
事
難
有
る
の
故
に
由
る
。
み
な
能
く
后
稜
仇
艇

を
守
り
て
、
其
の
徳
を
失
わ
ず
」
(
公
劉
之
出
・
大
王
之
入
、
難
有
其

異
、
由
有
事
難
之
故
。
中
日
能
{
寸
話
稜
之
教
、
不
失
其
徳
)
と
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
公
劉
・
大
王
そ
れ
ぞ
れ
の
ば
あ
い
を
「
出
」
「
入
」

と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
「
八
ム
劉
と
い
う
者
、
閥
よ
り
し
て
出
で
て

徒
る
」
「
大
王
も
ま
た
戎
秋
の
難
を
避
け
て
、
入
り
て
岐
陽
に
慮
る
」

と
つ
づ
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ

「
出
」
「
入
」
と
い
え
る
の
か

D

さ
き
の
「
公
劉
」
に
対
す
る
「
毛
伝
」
の
解
釈
の
第
五
点
を
想
起

し
よ
う
。
奔
以
来
の
封
地
の
部
は
中
留
に
属
し
、
棚
聞
が
あ
る
戎
秋
は

そ
の
外
で
あ
る
。
公
劉
は
戎
秋
に
出
、
大
王
は
中
国
に
入
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

( 6 ) 

す
な
わ
ち
鄭
玄
は
「
譜
」
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
の
で

あ
る
。
「
出
」
「
入
」
の
よ
う
に
二
公
の
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
け

れ
ど
も
、
受
難
と
い
う
一
点
に
お
い
て
は
か
わ
る
乙
と
が
な
い
。
そ

う
し
た
二
公
は
と
も
に
「
后
稜
の
教
」
を
」
す
り
え
て
徳
を
失
う
こ
と

は
な
か
っ
た
、
と
。

で
は
「
后
稜
の
教
を
守
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
「
后

稜
の
業
」
を
想
起
し
よ
う
。
「
后
稜
の
教
」
は
、
「
后
稜
の
業
」
が
開

示
す
る
教
え
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
后
稜
の
教
を
守

る
」
は
「
后
稜
の
業
を
修
む
」
を
い
い
か
え
た
表
現
で
あ
り
、
さ
き



の
「
公
劉
」
築
か
ら
す
る
と
、
大
王
の
じ
っ
さ
い
の
政
治
も
農
耕
に

勤
め
民
生
の
安
定
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

こ
公
の
政
治
を
と
も
に
「
后
稜
の
業
」
に
か
か
わ
ら
せ
て
表
現
し
て

い
る
こ
と
を
、
と
こ
で
は
確
認
し
て
お
と
う
口

さ
て
「
諮
」
の
叙
述
は
、
「
成
主
の
時
、
児
公
は
流
一
一
一
同
の
難
を
避

げ
、
出
で
て
東
都
に
居
る
こ
と
二
年
、
公
劉
・
大
王
の
臨
聞
に
居
る
の

職
を
思
い
、
民
事
一
争
点
古
の
功
を
一
愛
念
し
て
、
以
て
己
の
志
を
比
序

す
」
(
成
主
之
持
、
田
川
公
避
流
一
一
一
一
口
之
難
、
出
居
東
部
二
年
、
忠
公
劉
大
王

居
闘
之
職
、
恋
一
念
民
事
歪
苦
之
功
、
以
比
序
己
志
)
と
展
開
し
て
い
く
。

管
奈
の
流
一
一
一
一
口
に
よ
る
「
出
」
!
京
師
か
ら
東
都
へ
の
避
蔚
と
い
う
局

公
の
受
難
を
、
そ
の
前
半
で
は
の
べ
て
い
る
が
、
詳
細
は
別
稿
に
譲

る
。
い
ま
こ
こ
で
、
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
後
半
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

避
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
き
、
自
ら
の
思
い
を
託
す
る
「
七

月
」
を
詠
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
田
川
公
は
「
公
劉
・
大
王
の
翻
に
居
る

の
職
に
思
い
、
民
事
至
苦
の
功
を
菱
念
す
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
そ
の
な
か
の
「
公
劉
・
大
王
の
闘
に
居
る
の
職
」
と
は
、

尋
問
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
る
と
あ
き
ら
か
に
、
騒
へ
の
避

居
・
幽
か
ら
の
避
居
と
い
う
受
難
に
遭
い
、
「
一
倍
稜
の
教
を
守
る
」

乙
と
が
で
き
た
こ
公
の
行
為
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
公
の
行
為
に

思
い
を
馳
せ
た
と
き
、
周
公
は
自
身
に
と
っ
て
の
「
民
事
至
苦
の

功
」
の
樹
立
を
憂
慮
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
民
事
至

苦
の
功
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
民
事
」

は
国
政
を
意
味
す
る
タ

i
ム
で
あ
る
。
い
ま
舟
王
朝
の
そ
れ
は
、
武

王
の
崩
御
・
管
察
の
流
一
一
一
一
向
の
た
め
に
混
乱
を
極
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
避
居
を
強
い
ら
れ
て
い
る
周
公
が
毘
政
を
田
復
さ
せ
る
こ
と

は
、
至
難
の
功
業
で
あ
っ
た
。
局
公
は
そ
の
成
否
を
憂
慮
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
て
お
な
じ
よ
う
に
受
難
に
遭
っ
た
ニ
公
に
比
し
て
、
自

ら
の
思
い
を
「
七
月
」
一
篇
に
託
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

四

「
后
稜
の
業
」

小
稿
に
お
い
て
と
く
に
考
察
の
対
象
と
す
る
「
譜
」
の
叙
述
は
、

以
上
ま
で
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
論
述
の
進
め
方
を
か
え
よ
う
。
尋
問
」
が

「
后
稜
の
業
」
と
呼
ぶ
奔
の
功
業
を
視
点
に
据
え
て
論
じ
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
よ
う
な
た
め
で
あ
る
。

吋
毛
詩
築
』
か
ら
す
る
と
、
ニ
公
は
農
耕
に
勤
め
民
生
を
安
定
さ

せ
る
政
治
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
え
た
。
た
だ
鄭
玄
は
尋
問
」
に

お
い
て
は
、
そ
れ
を
「
后
擦
の
教
を
守
る
」
と
表
現
し
て
二
公
の
受

難
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
周
公
の
受
難
の
な
か
に
組
み
い
れ
た
の
で

あ
る
。
二
公
の
受
難
と
「
后
稜
の
業
」
と
を
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と

は
、
と
く
に
「
譜
」
に
お
け
る
周
公
の
受
難
説
を
成
立
さ
せ
る
要
件

で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
后
稜
の
業
を
修
む
」

( 7 ) 



「
后
稜
の
教
を
守
る
」
は
、
「
譜
」
を
つ
づ
る
に
あ
た
っ
て
鄭
玄
が
乙

と
さ
ら
に
と
っ
た
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
毛
詩
護
」
に
う
か
が

い
え
た
こ
公
の
政
治
を
こ
え
た
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
ま
ず
「
強
制
」
以
外
の
立
川
部
巴
が
「
后
稜
の
業
」
を
ど
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
か
を
瞥
見
し
よ
う
。
「
詩
譜
序
」
「
小
大
雅
譜
」
に
そ

の
叙
述
を
拶
認
で
き
る
が
、
前
者
か
ら
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
局
は
后
稜
よ
り
、
否
穀
を
播
種
す
口
繋
民
飢
え
に
阻

V

』

ヰ

が

し
み
、
(
后
稜
は
)
弦
れ
(
百
穀
を
)
持

(
H
蒔
)
け
ば
乃
ち
(
繋
民

ト
ム
凹

は
)
粒
(
日
付
穀
食
)
す
。
自
り
て
此
の
名
を
伝
う
る
な
り
」
(
局
自
后

稜
、
揺
種
百
穀
。
繋
民
臨
飢
、
弦
時
乃
粒
。
自
伝
於
此
名
也
)
が
、
そ

れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
つ
づ
ら
れ
る
飢
鰻
は
、
莞
の
と
き
の
洪
水
が
招

い
た
も
の
で
あ
る
。
奔
は
百
穀
を
播
種
し
て
飢
鍾
を
救
っ
た
。
そ
の

功
業
に
よ
っ
て
奔
は
活
稜
の
名
で
天
下
に
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
お
な
じ
ヨ
討
論
己
の
な
か
で
は
、
「
后
稜
の
業
」
は
こ
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
い
ま
注
白
し
て
お
き
た

い
乙
と
は
、
努
頭
の
「
田
川
は
后
稜
よ
り
、
一
自
穀
を
播
種
す
」
が
示
唆

す
る
つ
ぎ
の
一
点
で
あ
る
。
「
后
稜
の
業
」
を
模
範
と
す
る
政
治
を
、

周
の
先
公
た
ち
は
お
こ
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
詩
譜
序
」
を
さ
ら
に
展
開
す
る
の
が
、
「
小
大

よ

雅
譜
」
の
「
始
祖
后
稜
は
、
神
気
に
由
り
て
生
ま
れ
、
民
に
播
種
の

功
有
り
。
公
認
よ
り
大
王
・
王
季
歴
に
至
る
ま
で
、
千
載
に
及
び
、

異
代
を
越
え
て
、
列
世
に
其
の
功
業
を
載
せ
、
天
下
の
帰
す
る
所
と

為
り
、
文
王
は
命
を
受
け
、
武
王
は
遂
に
天
下
を
定
む
」
(
始
祖
后

稜
、
白
神
気
高
生
、
有
播
種
之
功
於
民
。
公
劉
至
子
大
王
王
季
歴
、
及
千

載
、
越
巽
代
、
荷
列
世
載
其
功
業
、
為
天
下
所
婦
、
文
王
受
命
、
武
玉
遂

定
天
下
)
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
こ
の
な
か
の
「
播
穫
の

功
」
と
「
其
の
功
業
」
と
は
お
な
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
文
王
の
受
命
・
武
王
の
般
討
伐
i

周
王
朝
創
設
は
、
公
劉

か
ら
大
王
に
い
た
る
千
年
間
の
関
公
に
よ
る
「
后
稜
の
業
」
の
継
承

が
導
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
わ
れ
わ
れ

に
「
孫
」
の
「
輿
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
公
劉
を

起
点
と
す
る
路
公
の
徳
が
、
「
王
業
」

l
文
王
の
受
命
を
興
起
さ
せ

た
と
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
右
と
は
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
路
公
の
徳
と
は
、
歴
代
の
額
公
に
よ
る
「
后
稜
の

業
」
の
継
承
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
吋
叶
詩
一
説
法
は
「
后
稜
の
業
」
を
闘
公
に
か
か
わ
ら
せ
る

こ
と
で
一
貫
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
両
者
の
関
係
こ
そ
が
周
王
朝

の
創
設
を
実
現
し
た
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

( 8 ) 

五

葬
の
感
生
帝
説
と
「
后
稜
の
業
」

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
「
小
大
雅
譜
」
の
叙
述
に
注
目
し
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そ
れ
は
つ
陥
稜
の
業
」
の
継
承
に
主
般
を
寵
い
て
い
た
か
ら

「
民
に
播
極
の
功
有
り
」
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
神
気
に
由
り
て
生
ま
る
」
と

い
う
奔
の
異
常
出
生
が
そ
の
ま
え
に
つ
づ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
神
気
に
出
り
て
生
ま
る
」
と
「
民
に
播
種
の
功
有
り
」
と
の
あ
い

だ
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
設
定
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な

叙
述
を
鄭
玄
は
と
っ
た
の
で
あ
る
。

両
者
の
関
係
は
宗
主
府
議
い
に
う
か
が
い
う
る
が
、
そ
の
考
察
の

ま
え
に
、
奔
の
呉
常
出
生
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
「
大
雅
・

生
民
」
の
箆
に
く
わ
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
い
ま
は
た
だ
、
奔
の
出

生
が
太
微
五
市
の
ひ
と
つ
の
蒼
帝
霊
威
仰
を
感
生
帝
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
奔
の
感
生
帝
説
が
、
「
魯
頒
・
関
宮
」
の
「
是
に
后

稜
を
生
み
之
れ
に
否
一
部
を
降
す
・
:
下
国
を
奄
有
し
民
を
し

て
稼
稽
せ
し
む
」
(
是
生
后
稜
昨
之
百
福
・
・
奄
右
下
回
伴
民
稼

も
つ

稽
)
に
対
す
る
「
萎
鯨
是
れ
を
用
て
し
て
子
の
后
稜
を
生
め
ば
、
天

あ

た

つ

い

神
多
く
之
れ
に
福
を
予
え
、
五
穀
を
以
て
終
に
天
下
を
覆
蓋
し
、
民

を
し
て
稼
積
の
道
を
知
ら
し
む
」
(
萎
娠
用
是
市
生
子
后
稜
、
天
神
多

一
九
之
福
、
以
五
穀
終
援
護
天
下
、
使
民
知
稼
積
之
道
)
と
い
う
護
に
お

い
て
「
后
稜
の
業
」
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
ふ
れ
て
お
く
べ
き
「
間
宮
」
築

ア
」
斗
品
、

t
v
l
 

の
解
釈
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
詩
篇
名
で
あ
る
「
関
宮
」
に
対
す
る

「
鴎
は
神
な
り
。
委
娠
は
神
の
依
る
所
な
り
。
故
に
廟
を
神
宮
と
白

う
」
(
問
、
神
也
。
萎
娠
神
所
依
。
故
廟
白
神
宮
)
と
い
う
築
で
あ
る
。

萎
娠
は
「
神
」
に
葱
依
さ
れ
て
奔
を
生
ん
だ
の
で
、
そ
れ
に
因
ん
で

萎
娠
の
廟
を
「
神
宮
」
、
す
な
わ
ち
「
関
宮
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
神
の
依
る
所
」
は
あ
き
ら
か
に
奔
の
感
生

帝
説
を
指
し
て
お
り
、
「
神
」
は
蒼
帝
霊
威
仰
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
二
点
め
は
さ
き
の
経
文
の
ま
え
の
「
赫
赫
た
る
萎
娠
其

の
徳
田
な
ら
ず
上
帝
是
れ
依
る
」
(
赫
赫
萎
鯨
其
徳
不
屈
上

清
是
依
)
に
対
す
る
「
依
る
と
は
、
其
の
身
に
依
る
な
り

0

・
:
天

是
れ
を
用
て
鴻
依
し
て
精
気
を
降
す
」
(
依
、
依
其
身
也

0

・
:
天
用

是
漏
依
而
降
精
気
)
と
い
う
護
で
あ
る
。
こ
れ
も
奔
の
感
生
帝
説
を

い
っ
て
お
り
、
「
天
」
は
蒼
帝
霊
威
仰
で
あ
る
。
さ
き
に
は
「
神
」

と
い
い
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
天
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
経
文
の

「
上
帝
」
に
し
た
が
っ
た
か
ら
で

L

あ
る
。

か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
、
当
面
の
護
を
と
り
あ
げ
う
る
。
ま
ず
「
萎

娠
是
れ
を
用
て
し
て
子
の
活
稜
を
生
む
」
は
、
や
は
り
奔
の
感
生
帝

設
を
い
う
。
つ
づ
く
「
天
神
多
く
之
れ
に
福
を
予
う
」
は
、
経
文
の

「
之
れ
に
百
福
を
降
す
」
を
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
文
の
、
王

語
は
あ
き
ら
か
に
「
上
帝
」
で
あ
る
が
、
鄭
玄
は
「
天
神
」
と
い
い

か
え
る
。
「
天
神
」
と
い
う
タ

i
ム
は
、
鄭
玄
の
解
釈
用
語
と
し
て

( 9 ) 



は
極
め
て
特
殊
で
あ
泌
ο

こ
こ
の
そ
れ
は

J

さ
き
の
「
神
」
と

「
天
」
と
を
合
成
し
た
表
一
記
と
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
蒼
帝
霊
威
仰

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
護
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解

し
え
よ
う
。
委
娠
が
蒼
帝
霊
威
仰
の
精
気
を
う
け
て
奔
を
生
ん
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
れ
に
蒼
帝
霊
威
仰
は
多
く
の
「
一
倍
」
を
あ
た
え
た
、

功
。
そ
し
て
そ
の
「
福
」
を
説
く
の
が
、
「
后
稜
の
業
」
を
概
括
す

る
結
尾
の
「
五
穀
を
以
て
終
に
天
下
を
一
復
蓋
し
、
民
を
し
て
稼
稽
の

道
を
知
ら
し
む
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
で
あ
る
と
、

右
の
経
文
に
つ
づ
く
「
稜
有
り
黍
有
り

稲
有
り
穏
有
り
」
(
有
稜
有
黍
有
稲
有
程
)
に
対
す
る
築
に
も
ふ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口
穀
物
の
豊
鈴
を
以
て
「
后
稜
の
業
」
を
詠
じ

て
い
る
は
ず
の
経
文
を
、
郷
玄
は
「
突
の
持
、
洪
水
災
い
を
為
し
、

民
粒
食
せ
ず
。
天
神
多
く
后
稜
に
予
う
る
に
五
穀
を
以
て
す
」
(
莞

持
、
洪
水
為
災
、
民
不
粒
食
。
天
神
多
予
馬
穣
以
五
穀
)
と
解
釈
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
さ
き
の
よ
う
に
と
ら
え
え
た
つ
大
神
多
く
之

れ
に
福
を
予
う
」
と
を
比
べ
て
み
よ
う
。
こ
こ
の
「
五
穀
」
は
穀
物

の
総
称
で
は
な
く
、
「
福
」
と
し
て
の
「
后
稜
の
業
」
を
象
徴
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
蒼
帝
一
霊
威
仰
が
「
活
稜
の
業
」
を
あ
た
え
た
す
る
鄭
玄
の
解

釈
の
真
意
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
奔
に
対
す
る
端
祥

と
し
て
「
后
稜
の
業
」
が
顕
現
し
た
と
、
ま
さ
か
い
う
の
で
は
あ
る

ま
い
。
蒼
帯
霊
威
仰
を
感
生
帝
と
す
る
奔
の
出
生
は
や
が
て
の
「
后

稜
の
業
」
を
約
束
し
て
い
た
、
と
解
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

奔
の
感
生
帝
説
と
「
后
稜
の
業
」
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う
で
あ
る

と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
周
頒
・
美
天
有
成
命
」
の
努
頭
の
「
回
天
天
成
命

有
り
」
(
美
天
有
成
命
)
に
対
す
る
「
局
は
岳
稜
の
生
ま
る
る
よ
り
し

ず
で

て
、
己
に
王
命
有
る
を
言
う
な
り
」
(
一
一
一
一
回
周
自
后
稜
之
生
、
市
己
有
王

命
也
)
と
い
う
護
も
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
で
き
る
の
で
あ
る
。
蒼
帝
霊
威
仰
は
太
微

五
帝
の
な
か
で
は
木
徳
に
位
置
す
る
。
そ
れ
に
感
生
す
る
と
い
う
出

生
は
、
子
孫
が
受
命
し
て
木
徳
の
王
朝
を
ひ
ら
き
う
る
神
意
i

「王

命
」
を
奔
自
身
に
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。

要
す
る
に
蒼
事
霊
威
仰
は
こ
の
「
王
命
」
と
、
「
后
稜
の
業
」
と

を
ア
プ
リ
オ
リ
に
奔
に
措
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
蒼
帝
霊
威
仰
の
神
意
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
す
る
と
い

え
る
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
そ
れ
ら
に
は
あ
た
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
関
川
王
朝
創
設
は
酪
公
に
よ
る
「
后
稜
の
業
」
の

継
承
が
導
い
た
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
局
王
朝

創
設
は
「
王
命
」
の
成
就
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
后
稜
の

業
」
は
「
王
命
」
と
い
う
神
意
を
象
徴
す
る
行
為
と
い
っ
て
よ
い
の

で
あ
る
。

、-ss
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む
す
ぴ

「
譜
」
に
お
け
る
「
后
稜
の
業
を
修
む
」
「
后
稜
の
教
を
守
る
」
が

と
の
よ
う
な
「
后
稜
の
業
」
を
念
頭
に
撞
く
表
現
で
あ
る
と
す
る

と
、
公
例
制
・
大
王
の
受
難
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
よ
う
。

ま
ず
奔
に
つ
づ
く
不
官
・
鞠
の
あ
い
だ
、
「
后
稜
の
業
を
修
む
」

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
公
劉
に
い
た

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
行
為
が
実
現
さ
れ
た
と
す
る
た
め
に
は
、
契
機

が
必
要
で
あ
る
。
「
出
」
と
表
現
さ
れ
る
受
難
が
、
そ
れ
に
あ
た
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
よ
う
に
い
え
る
の
で
あ
る

受
難
の
な
か
で
公
劉
は
「
王
命
」
の
象
徴
と
し
て
の
「
后
稜
の

業
」
を
知
り
、
「
后
稜
の
業
を
修
む
」
「
后
抑
伎
の
教
を
守
る
」
と
い
う

行
為
を
自
ら
に
課
す
。
乙
こ
に
二
代
に
わ
た
っ
て
断
絶
し
て
い
た

「
王
命
」
は
復
活
す
る
。
受
難
こ
そ
が
そ
う
し
た
行
為
を
可
能
に
し

た
の
で
あ
る
。

か
く
て
歴
代
の
路
公
は
「
后
抑
伎
の
業
」
を
継
承
す
る
。
復
活
し
た

「
主
命
」
は
、
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
連
続
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
て
大
王
に
い
た
り
、
受
難
に
遭
う
の
で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
大
王
の
受
難
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
「
入
」
と
表

現
さ
れ
て
た
こ
と
に
さ
い
ど
注
呂
す
べ
き
で
あ
る
。
受
命
の
王
朝
は

戎
秋
で
は
な
く
、
中
国
に
こ
そ
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
入
」
と
い
う
受
難
が
大
王
に
と
っ
て
の
「
后
稜
の
教
を
守
る
」
乙

と
を
可
能
と
し
、
や
が
て
の
「
王
命
」
の
成
就
も
導
き
え
た
の
で
あ

る
。
大
王
に
お
い
て
酪
公
の
徳
が
極
ま
っ
た
と
の
指
摘
は
、
こ
の
こ

と
を
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
公
の
受
難
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
、
そ
れ
は
尋
問
」
に
つ
づ

ら
れ
る
潟
公
の
受
難
の
た
め
に
こ
そ
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
つ
ぎ
に
乙
の
こ
と
を
論
じ
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
局
公
が
「
民
事
至
苦
の
功
」
の
樹
立
を
憂
慮
し
た

と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
あ
と
の
尋
問
」
に
つ
づ
ら
れ

る
「
後
、
成
王
之
れ
を
迎
え
之
れ
を
反
え
し
、
政
を
摂
し
太
平
を
致

す
」
(
後
成
主
迎
之
反
之
、
摂
政
致
太
平
)
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
摂

政
就
任
と
同
時
に
周
公
が
お
こ
な
う
管
察
ら
を
討
伐
す
る
「
東
征
」

の
う
ち
に
実
現
す
る
太
平
の
招
来
を
以
て
、
そ
れ
は
樹
立
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
に
は
、
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
鄭
玄
が
考
え
る
「
王
命
」
は
周
王
朝
創
設
だ
け
で
は
な

く
、
太
平
招
来
に
も
か
か
わ
る
神
意
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
尋
問
」
に
お
け
る
周
公
の
受
難
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い

え
る
の
で
あ
る
。
武
王
の
崩
御
・
管
察
の
流
言
に
よ
っ
て
国
政
は
混

乱
し
、
周
公
は
京
掛
か
ら
「
出
」
て
東
都
に
避
居
す
る
。
周
王
朝
創

設
に
よ
っ
て
そ
の
成
就
の
一
段
階
を
達
し
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
王
命
」
は
こ
こ
で
断
た
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
受
難
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が
用
公
に
「
主
命
」
の
最
終
的
な
成
就
i

太
平
招
来
を
課
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
京
師
に
「
入
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
遂

行
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
さ
き
の
尋
問
」
に
つ
づ
け
て
「
其
の
出
入

よ

こ

し

ま

む

つ

ば

す
る
や
、
徳
を
一
に
し
回
な
ら
ず
、
純
ら
公
例
制
・
大
王
の
為
す
所
に

似
た
り
」
(
其
出
入
也
、
一
徳
不
回
、
純
似
於
公
郡
大
王
之
所
為
)
と
い

う
の
は
、
「
王
命
」
を
復
活
さ
せ
、
ま
た
そ
の
成
就
(
周
王
朝
創
設
)

を
導
い
た
こ
公
の
「
出
」
「
入
」
と
い
う
受
難
と
、
右
の
よ
う
に
い

え
る
局
公
の
そ
れ
と
が
よ
く
似
て
い
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
ま
さ
に

局
公
は
ニ
公
に
自
ら
を
比
し
え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
し
て
局
公
に
よ
っ
て
詠
じ
ら
れ
た
と
す
る
、

「
七
月
」
一
篤
そ
の
も
の
に
対
す
る
鄭
玄
の
解
釈
に
も
ふ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
解
釈
に
お
い
て
、
公
劉
・
大
王
は
局
公
そ
の
人

と
さ
れ
、
ま
た
受
難
が
と
ら
せ
た
ニ
公
の
行
為
は
太
平
招
来
の
予
示

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
七
月
」
一
篇
を
こ
う
と
ら
え

る
。
受
難
は
周
公
に
太
平
招
来
を
命
ず
る
神
意
で
あ
る
こ
と
を
、
周

公
み
ず
か
ら
が
詠
じ
て
い
る
詩
篇
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
し
て
王
者
で
は
な
い
周
公
に
、
太
平
招
来
を
可
能
に

す
る
神
的
資
格
を
鄭
玄
は
あ
た
え
え
た
。
受
難
は
そ
の
た
め
の
装
置

で
あ
ヮ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
七
月
」
一
篇
の
制
作
を
め
ぐ
る

翠
ぜ
の
叙
述
に
お
い
て
、
二
公
の
受
難
は
確
か
に
つ
出
稜
の
業
」

に
か
か
わ
ら
せ
て
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

、ま(
1
)
喜
則
一
諮
問
」
全
般
の
考
察
に
は
、
堀
池
信
夫
「
吋
詩
譜
」
の
コ
ス
モ
ロ
ジ

ー
」
(
吋
中
国
文
学
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
i
』
所
収
、
東
方
書
庖
、
一
九
九
O)

が
あ
る
。

(2)
拙
稿
「
周
公
避
居
説
小
考
i
鄭
玄
以
前
の
周
公
避
居
説
i
」
(
中
国
文

化
、
第
五
六
号
、
中
国
文
化
学
会
、
一
九
九
八
)
、
「
流
言
と
避
居
i
周
公

の
受
難

i
鄭
玄
の
「
尚
書
い
「
金
牒
」
解
釈
i
」
(
吋
日
本
中
国
学
会
創

立
五
十
年
記
念
論
文
集
宍
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
)
参
看
。

(3)
原
文
は
「
孫
」
の
下
に
「
也
」
が
あ
る
。
吋
校
勘
詑
」
に
し
た
が
っ
て

そ
れ
を
削
削
除
す
る
。

(4)
「
周
本
紀
」
に
は
、
戎
款
の
関
に
生
活
し
て
い
た
公
劉
が
留
の
地
を
み

つ
け
、
そ
こ
に
居
を
構
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
引
用

し
た
「
局
本
紀
」
の
な
か
で
、
省
略
し
た
叙
述
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

(5)
主
人
記
」
「
田
川
本
紀
」
は
、
不
窓
の
戎
秋
へ
の
移
居
を
夏
王
朝
の
政
治

が
衰
え
た
と
き
と
し
て
い
た
。
不
窓
は
奔
の
子
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
移
居
は
大
康
の
と
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
間
川
本
紀
」
の

一
前
説
と
鄭
玄
と
の
あ
い
だ
に
は
、
奔
・
不
窓
の
生
卒
年
の
設
定
に
違
い
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(6)
町
一
草
子
い
「
梁
恵
王
下
」
に
お
な
じ
内
容
の
叙
述
が
あ
る
。
ま
た
出
壮

子
」
(
譲
王
篇
)
や
す
口
氏
春
秋
」
(
審
為
篇
)
な
ど
に
も
つ
づ
ら
れ
て
い

る
。
大
王
の
受
難
の
経
緯
広
つ
い
て
は
異
説
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(7)
序
が
示
す
よ
う
に
、
「
磁
」
は
文
王
の
受
命
ま
で
を
詠
じ
る
一
篇
で
あ

フハ

wo

(8)
注

(2)
と
お
な
じ

G
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(9)
「
用
頒
・
忠
文
」
に
「
忠
文
后
製
克
配
彼
天
立
我
孫
民
英
底
調

極
」
と
あ
り
、
傍
点
部
分
に
つ
い
て
鄭
玄
は
「
立
当
作
粒

0

・
:
苦
発
遭

洪
水
、
繋
民
組
側
山
、
后
桜
橋
殖
百
穀
、
一
議
民
乃
粒
食
、
万
邦
作
V
〈
」
と
注

す
る
。
コ
リ
一
」
を
「
粒
」
に
改
め
る
べ
き
だ
す
る
指
摘
は
、
す
ぐ
れ
て
特

異
で
あ
る
。
「
立
」
は
「
成
」
あ
る
い
は
「
定
」
の
意
味
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
古
川
鷺
聞
い
「
提
出
〈
(
舜
典
こ
に
い
う
「
棄
(
奔
)
、
繋
民
間
出

飢
、
汝
后
稜
矯
叫
吋
百
穀
」
に
対
し
て
、
「
阻
読
日
組
。
盟
、
尼
也
。
時
読

日
蒔
。
始
者
洪
水
之
時
、
衆
間
以
一
紅
於
飢
、
汝
居
稜
官
、
種
蒔
百
穀
、
以
救

活
之
」
(
閉
山
す
〈
疏
引
日
校
勘
記
い
に
し
た
が
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る
)
と
注
す
る
。
と
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
、
「
詩
諮
序
」
を
以
上
の
よ
う

に
読
ん
だ
の
で
あ
る
。

(
ル
)
こ
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
大
王
と
iX玉
と
の
あ
い
だ
に

位
註
す
る
、
文
一
土
の
父
i

王
季
歴
に
ふ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
き
に
み
た
「
紙
」
、
そ
し
て
「
替
頒
・
間
宮
」
な
ど
は
、
周
王
朝

創
設
は
大
王
の
功
業
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
護
に
お
い
て

鄭
玄
は
、
大
王
の
受
難
こ
そ
が
そ
れ
を
導
い
た
と
解
し
て
い
た
の
で
あ

る。
(
日
)
原
文
は
「
別
」
で
あ
る
が
、
吋
校
勘
記
い
に
し
た
が
い
「
列
」
に
改
め

寸

A
V
O

(
ロ
)
原
文
は
「
与
」
で
あ
る
が
、
門
校
勘
記
』
に
し
た
が
い
「
予
」
に
改
め

ブ。。
(
日
)
黄
熔
詔
一
川
疏
平
議
」
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
)
参
看
。
た
だ

孔
穎
逮
は
「
神
所
依
」
を
萎
鯨
が
蒼
帝
霊
威
仰
に
懇
依
さ
れ
た
こ
と
と
解

す
る
も
の
の
、
「
関
」
の
訓
と
す
る
「
神
」
に
つ
い
て
は
そ
の
意
を
「
慎
」

と
と
ら
え
る
。
「
関
」
は
「
誌
」
と
同
音
で
あ
り
、
器
削
雅
」
「
釈
詰
」
に

「
誌
・
神
・
謡
、
慎
也
」
と
あ
る
と
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
孔
穎
達
は
解

し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
吋
周
礼
」
「
春
官
・
大
弓
楽
」
の
注
に
い
う

「
妾
嫁
・
:
是
以
立
廟
市
祭
之
、
謂
之
間
宮
。
問
、
神
之
」
と
の
整
合
性

を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
神
之
」
の
「
神
」
の
意
は
確
か
に
「
慎
」
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
黄
停
が
「
正
義
力
申
鄭
説
、
笑
未
能
得
鄭
之

意
者
世
」
と
指
檎
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
関
」
を
「
神
」
と
剖
訓
じ
た
の

は
、
委
娠
が
「
神
」
に
態
依
さ
れ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

(M)
吋
礼
記
い
「
表
記
」
の
注
に
「
上
帝
、
天
也
」
と
あ
る
。

(
日
)
張
舜
徽
「
鄭
雅
」
(
吋
鄭
学
叢
著
」
所
収
、
斉
魯
書
社
、
一
九
八
回
)

参
着
。

(
日
)
「
天
神
多
予
之
揺
」
に
つ
い
て
孔
穎
達
は
、
「
王
粛
去
、
謂
受
明
哲
之

性
、
一
長
於
稼
稿
。
是
一
一
一
一
口
天
授
之
智
慧
、
為
与
之
福
也
」
と
い
う
。
玉
粛

芸
者
汗
注
」
(
傍
点
部
分
)
を
引
き
、
鄭
玄
の
そ
れ
を
天
授
の
智
恵
と
解
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
奔
の
感
生
帝
説
を
信
じ
ず
、
「
上
帝
是
依
」

を
「
依
其
子
孫
也
」
と
注
し
て
、
芸
娠
の
子
孫
が
「
上
帝
」
の
祝
福
を
〉
つ

け
る
こ
と
と
解
す
る
「
毛
伝
」
を
疏
解
す
る
叙
述
の
な
か
で
、
孔
穎
達
は

「
天
神
又
下
与
之
以
百
種
之
福
、
使
之
有
明
哲
之
性
、
焼
稼
穂
之
事
」
と

い
う
。
「
毛
伝
」
を
疏
解
す
る
に
あ
た
っ
て
往
々
と
し
て
王
粛
の
注
に
し

た
が
う
の
が
、
孔
穎
遠
の
態
度
で
あ
り
、
乙
れ
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
で

は
基
本
的
に
は
あ
り
え
な
い
、
王
粛
の
注
を
そ
の
ま
ま
鄭
玄
の
意
と
す

る
、
当
面
の
孔
穎
達
の
疏
解
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
降

之
百
福
」
の
、
王
語
は
「
上
帝
」
で
あ
り
、
そ
の
「
上
帝
」
を
鄭
玄
が
蒼
帝

(13 ) 




