
項

　

羽

　

紳

　

の

　

研

　

究

一
、
緒

　
　
　
　
　

論

二
、
項
羽
御
の
御
政

三
、
辿
食
す
る
楚
王
祁

四
、
軍
御
の
誕
生

五
、
唐
宋
以
後
の
項
羽
紳

六
、
結

　

論
・
要

　

約

宮

Ｊ

倚

　
　

志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
緒

　
　
　
　

論

　
　
　
　

支
那
に
於
け
る
宗
教
の
史
的
研
究
の
對
象
と
し
て
は
、
儒
教
・
佛
教
・
道
教
・
回
教
・
基
督
教
等
の
如
き
、
廣
き
値
系
や
深
き
教

　
　
　

義
、
荘
戴
な
儀
碧
を
有
す
る
も
の
Ｘ
外
に
、
支
那
の
各
地
に
於
い
て
民
衆
の
信
仰
を
維
持
し
た
所
謂
祠
廟
を
中
心
と
す
る
宗
教
も
亦

　
　
　

少
し
も
重
要
性
を
減
す
る
も
の
で
は
た
い
。
支
那
宗
教
史
上
最
も
重
要
な
問
題
の
多
い
六
朝
隋
唐
の
時
代
に
於
て
、
か
ｘ
る
祠
廟
の

　
　
　

信
仰
の
盛
ん
な
り
し
事
を
物
語
る
史
料
は
少
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
猶
部
分
的
な
研
究
し
か
進
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
様
で
あ
る
。
今
こ

　
　
　

Ｘ
に
探
り
上
げ
た
項
洞
和
の
如
き
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
は
太
湖
に
面
す
る
災
興
（
梁
の
震
州
、
隋
唐
宋
の
湖
州
、
宋
の
安
吉
州
）
に

μ

　

廟
祀
せ
ら
れ
ヽ
南
朝
に
あ
っ
て
は
殊
に
著
名
を
以
て
知
ら
れ
た
和
格
で
あ
っ
て
ヽ
営
時
主
と
し
て
宮
中
に
於
て
奉
祀
せ
ら
れ
た
蒋
侯
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｀
一

　
　

９
　
（
後
漢
の
蒋
子
文
）
・
蘇
侯
祁
（
東
晋
の
蘇
峻
）
等
と
共
に
、
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
南
朝
文
明
の
側
面
を
理
解
す
る
に
足
る
で
あ

　
　
　

ら
う
と
思
は
れ
る
。
元
来
か
ゝ
る
祠
廟
の
信
仰
は
す
べ
て
地
縁
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
あ
っ
て
國
家
の
祀
典
に
あ
づ
か
る
こ
と
も
あ

　
　
　

る
が
、
一
般
に
は
淫
祀
・
雑
９
　
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
そ
の
信
仰
内
容
は
、
き
は
め
て
現
賓
的
で
あ
り
、
所
祷
は
呪
祷
で
あ
り
、
祭
祀

　
　
　

階
級
は
原
始
的
な
シ
ャ
マ
ン
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
の
客
顛
は
傅
説
的
或
ひ
は
歴
史
的
人
物
の
軸
格
化
で
あ
る
。
私
は
こ
の
軸
格
の
内

　
　
　

容
の
展
開
を
中
心
と
し
て
、
古
代
よ
り
近
世
に
至
る
こ
の
祠
廟
の
信
仰
の
盛
衰
を
乏
し
き
史
料
に
基
き
概
観
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　

項
羽
祁
研
究
の
史
料
と
し
て
は
、
先
づ
宋
書
以
下
の
南
朝
正
史
中
の
記
事
を
始
め
、
唐
以
後
の
小
説
瓊
記
の
類
、
祠
廟
の
所
在
地

　
　
　

の
地
誌
の
中
に
求
め
ら
れ
る
・
こ
れ
ら
の
記
事
は
夙
に
史
家
の
注
意
を
ひ
い
た
と
見
え
ヽ
顧
炎
武
は
日
知
鎌
付
ニ
「
古
今
９
　
祠
」
の

　
　
　

條
下
に
記
述
し
、
こ
れ
よ
り
多
く
の
史
料
を
集
め
て
趙
翼
は
咳
除
叢
考
一
に
Ｅ
「
項
刎
９
　
」
の
題
を
設
け
て
ゐ
る
。
私
は
こ
の
雨
家
の

　
　
　

記
述
に
多
く
の
便
宜
を
得
っ
ｘ
も
、
撒
他
に
多
少
の
関
係
史
料
を
嶮
し
得
て
、
先
に
述
べ
た
如
き
方
針
に
よ
っ
て
考
察
せ
ん
と
す
る

　
　
　

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

二
、
項
羽
紳
の
紳
政

　

項
羽
８
　
崇
拝
に
開
す
る
最
初
の
事
賓
は
ゝ
宋
書
作
匹
孔
季
恭
（
一
心
Ｊ
傅
に
見
え
て
ゐ
る
ｏ
印
ち
宋
の
武
帝
の
時
ご

守
と
た
っ
た
處
、
是
よ
り
先
、
臭
興
の
大
守
の
官
に
在
り
し
者
し
き
り
に
物
故
し
た
の
で
、
項
羽
９
　
が
下
山
王
と
な
り
郡
の
蔀
事
に

居
る
と
言
は
れ
、
二
千
石
常
に
こ
れ
を
避
け
て
ゐ
た
、
季
恭
が
認
事
に
居
る
や
竟
に
害
た
か
つ
た
と
い
ふ
記
事
で
あ
る
。
太
平
御
覧

一
　　
　
　
七
四
一
に
引
く
喊
渠
緒
１
　
書
に
は
項
弱
祁
が
崇
君
と
な
る
と
し
て
ゐ
る
。

　

酉
楚
乃
晴
Ｅ
啜
隋
が
怨
を
呑
ん
で
烏
江
亭
に
自
刎
し
て
以
昧
こ
ｘ
に
六
百
瞼
竿
、
こ
乃
詞
、
険
刀
同
靭
刀
如
き
も
乃
ぴ
存
在
し
た
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ぬ

か
ど
う
か
。
史
記
一
　
　
　
　
項
羽
本
紀
に
よ
れ
ば
漢
高
阻
は
、
項
羽
。
が
最
初
に
封
ぜ
ら
れ
且
彼
の
篤
最
後
迄
拒
守
し
た
の
は
魯
で
あ
る
故
に

穀
城
に
魯
公
の
誼
を
以
て
彼
を
葬
っ
た
。
集
解
は
皇
覧
を
引
き
項
刺
家
は
東
郡
穀
城
の
東
十
五
里
に
あ
り
と
記
し
、
正
傭
は
括
地
志
・

述
征
記
に
掠
り
、
項
剥
墓
は
済
州
東
阿
瓢
東
二
十
七
里
穀
城
西
三
里
除
に
あ
り
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
項
刎
が
秦
の
暴
政
に
抗
」

て
厭
起
し
た
ゆ
か
り
の
地
に
於
て
彼
０
　
祭
祀
が
公
け
に
行
は
れ
た
と
は
考
へ
が
た
い
。
高
阻
は
項
氏
の
一
族
に
劉
氏
の
姓
を
賜
ひ
封

侯
し
、
懐
柔
の
策
を
取
っ
た
と
は
い
へ
、
江
東
の
地
は
富
時
文
化
高
か
ら
す
、
長
安
士
人
か
ら
は
軽
硯
さ
れ
前
漢
の
朝
廷
で
は
楚
人

の
叛
骨
に
對
し
て
吐
充
分
に
警
戒
し
た
で
あ
ら
う
。
笑
楚
七
國
の
気
の
如
き
、
荊
楚
の
地
に
起
っ
た
数
次
の
政
治
的
動
気
も
西
漢
の

統
治
後
を
反
っ
て
安
定
な
ら
し
め
、
こ
の
妖
態
は
前
漢
末
に
及
ん
だ
で
あ
ら
う
。

　

南
宋
の
談
鎗
の
撰
し
た
「
笑
興
志
」
四
十
に
は
北
宋
左
文
質
の
笑
興
統
記
を
引
き
項
王
廟
は
後
漢
以
来
あ
り
と
云
ふ
べ
こ
の
記

事
の
基
く
所
は
榎
漢
書
郡
國
志
竺
一
笑
郡
烏
程
瓢
の
條
に
「
笑
興
記
」
を
引
き
「
瓢
の
西
北
其
山
（
其
は
弁
叉
は
下
の
誤
り
）
に
項
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

祠
あ
り
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
宋
の
劉
敬
叔
の
「
異
苑
」
に
も
下
山
に
項
羽
廟
あ
り
、
下
王
と
競
す
と
見
え
る
。

　

前
漢
書
心
七
十
地
理
志
の
會
稽
郡
の
條
に
は
こ
の
廟
の
こ
と
を
記
し
て
ゐ
な
い
か
ら
ゝ
項
刺
廟
の
存
在
が
世
上
に
認
め
ら
れ
る
に

至
っ
だ
の
は
蓋
し
後
漢
よ
り
湖
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

異
苑
に
は
っ
ゞ
け
て
笑
興
太
守
た
り
し
陳
郡
の
殷
康
が
下
山
の
ふ
も
と
の
一
石
櫃
を
開
か
ん
と
し
た
時
、
風
雨
晦
冥
の
た
め
止
め

た
と
あ
る
。
何
物
と
も
知
れ
ず
項
羽
祁
の
聖
物
の
晋
朝
の
官
僚
に
對
す
る
禁
制
あ
り
し
こ
と
を
示
し
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
既
に

こ
ゝ
に
項
羽
祁
廟
の
も
っ
特
異
た
る
信
仰
の
芽
生
え
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
要
之
、
前
漢
末
の
戦
気
が
地
方
の
治
安
を
害
し
、

民
心
の
動
接
が
諸
種
の
俗
信
を
か
も
す
に
至
り
漸
く
史
に
載
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
後
漢
書
略
｛
第
五
倫
傅
に
記

せ
ら
る
ｘ
如
き
こ
の
地
方
の
民
間
信
仰
の
優
勢
と
併
せ
考
へ
る
な
ら
ば
後
漢
以
来
廟
あ
り
と
は
最
も
考
へ
得
る
處
で
あ
ら
う
。
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φ

　
　

具
楚
の
風
俗
、
鬼
祁
を
敬
し
淫
祀
多
き
は
夙
に
著
聞
す
る
所
で
あ
る
が
、
然
し
項
羽
の
廟
が
特
に
具
興
の
地
に
建
て
ら
れ
し
に
至

μ

　
　
　
　

・

　
　
　

り
し
は
如
何
た
る
事
情
に
抹
る
も
の
で
あ
ら
う
。
史
記
に
蛛
れ
ば
項
羽
は
臨
淮
下
相
の
人
で
あ
る
が
季
父
項
梁
と
共
に
仇
を
呉
中
に

　
　
　

避
け
た
。
具
中
の
賢
士
大
夫
梁
に
及
ぶ
者
た
く
、
大
絲
役
あ
る
毎
に
梁
主
辨
と
な
り
陰
か
に
兵
法
を
以
て
賓
客
子
弟
を
部
勒
し
た
。

　
　
　

羽
も
亦
才
気
衆
に
挺
ん
で
ｘ
ゐ
た
が
陳
渉
等
兵
を
起
す
に
及
び
梁
と
謀
り
會
稽
守
通
を
襲
殺
し
、
そ
の
豪
吏
を
論
し
て
遂
に
秦
を
討

　
　
　

つ
兵
を
皐
げ
た
。
こ
の
事
は
唐
の
顔
箕
卿
が
そ
の
「
項
王
碑
陰
述
」
に
「
西
楚
覇
王
富
秦
之
末
、
昇
叔
梁
避
難
於
具
。
蓋
今
之
湖
州

也
。
雖
滅
秦
而
宰
制
天
下
。
魂
魂
獅
思
察
茲
邦
。
至
今
廟
食
不
絶
。
」
と
述
べ
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
。
（
皿
）

　

項
剥
が
晃
興
の
地
と
か
ｘ
る
閲
係
が
あ
り
し
こ
と
、
彼
の
廟
が
後
漢
時
代
以
後
史
籍
に
現
は
る
ｘ
こ
と
、
は
既
に
述
べ
た
。
然
し

項
剥
紳
に
對
す
る
崇
弄
が
そ
の
特
異
に
し
て
顕
著
な
相
貌
を
以
て
史
上
に
現
は
る
ｘ
の
は
東
晋
末
宋
初
の
頃
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に

は
そ
の
歴
史
的
事
情
が
働
い
た
と
す
ぺ
き
で
あ
る
。

　

哭
興
は
江
東
の
名
郡
で
哭
郡
・
丹
楊
と
並
ん
で
三
災
と
稀
せ
ら
れ
、
゛
’
南
朝
政
府
に
と
っ
て
重
要
な
地
帯
で
あ
り
、
こ
の
地
の
政
治

経
済
的
事
情
の
推
移
は
南
朝
の
國
勢
に
對
し
て
密
接
な
開
係
が
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
東
晋
初
期
、
王
敦
・
蘇
峻
ら
の
叛
飢
が
こ

の
地
方
を
疲
弊
せ
し
め
た
こ
と
は
晋
書
一
－
心
孔
坦
・
陶
回
ら
災
興
太
守
た
り
し
人
の
傅
に
見
え
る
處
で
あ
る
。
更
に
東
晋
末
に
及
び

有
名
な
孫
恩
・
盧
循
の
妖
戴
あ
り
、
饌
饉
・
重
税
に
悩
め
る
三
哭
の
士
庶
多
く
之
に
隨
ひ
、
會
稽
・
臨
海
・
京
ロ
に
寇
し
猶
狐
を
き

は
め
、
晋
室
覆
滅
の
原
因
と
な
っ
た
。
時
に
臭
興
太
守
た
り
し
謝
ｍ
ｍ
　
　

’
Ｗ
）
は
こ
の
尨
に
殺
さ
れ
、
叉
政
の
太
守
孔
肢
の
子
、
宣

城
内
史
道
民
ら
も
害
に
遇
う
た
。
叉
元
興
元
年
（
四
〇
二
）
の
大
飢
饉
に
は
災
郡
・
哭
興
人
相
食
み
戸
口
牛
減
し
流
亡
す
る
者
亦
萬
計

に
し
て
、
常
時
の
朝
廷
に
は
會
稽
王
道
子
父
子
の
暗
黒
政
治
あ
り
、
迷
信
・
悪
徳
の
巣
で
あ
っ
た
が
孫
恩
も
亦
五
斗
米
道
の
一
涙
で

あ
り
、
要
之
晋
末
の
江
東
の
治
安
楽
乱
と
人
心
の
動
接
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
孫
恩
は
武
将
劉
裕
の
篤
漸
く
平
定
せ
ら
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れ
、
劉
裕
帝
位
に
つ
き
宋
を
興
し
ヽ
、
土
断
を
行
ひ
豪
強
を
抑
へ
社
會
不
安
の
除
去
に
務
め
た
が
、
宗
教
上
の
政
策
に
於
て
は
永
初
二

　
　
　

年
（
四
二
Ｉ
）
侍
中
侯
史
光
ら
を
遣
は
し
四
方
の
風
俗
を
循
省
し
、
磯
貌
の
祀
典
に
非
ざ
る
も
０
を
除
い
唸
。
詔
し
｀
て
淫
祀
の
民
を
惑

　
　
　

は
し
財
を
費
す
こ
と
を
論
じ
豪
賢
・
動
徳
以
外
の
祠
廟
を
禁
じ
た
。
前
記
の
災
興
統
記
に
項
剥
廟
が
宋
永
初
二
年
に
慶
す
と
い
ふ
は

　
　
　

こ
の
事
を
傅
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
詔
令
が
一
片
の
空
文
に
了
り
し
こ
と
は
今
後
の
事
情
を
考
察
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

　
　
　

晋
末
の
腐
敗
し
た
政
治
に
對
す
る
民
衆
の
憤
怨
が
孫
恩
の
大
乱
を
起
し
た
が
、
恰
も
洪
水
が
退
い
た
あ
と
に
溜
水
が
残
る
如
く
、
哭

　
　
　

興
の
項
剥
御
廟
に
對
す
る
信
仰
が
か
う
し
た
社
會
的
情
勢
の
下
に
在
っ
て
醗
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

先
の
孔
季
恭
の
傅
と
共
に
南
史
四
十
蕭
恵
明
傅
を
參
照
し
て
か
ｘ
る
事
情
に
よ
り
出
現
し
た
項
剥
祁
崇
拝
の
内
容
を
嶮
し
て
見
よ

　
　
　

う
。
憲
明
が
宋
の
明
帝
秦
始
の
初
（
四
六
五
）
災
興
太
守
と
な
る
や
郡
界
の
下
山
の
麓
に
項
羽
廟
が
あ
っ
た
が
、
相
承
け
て
云
ふ
、
羽

　
　
　

は
多
く
郡
の
麺
事
に
居
り
、
前
後
太
守
敢
て
上
ら
す
と
。
恵
明
は
綱
紀
に
向
ひ
か
つ
て
孔
季
恭
は
何
ら
災
に
あ
は
な
か
っ
た
で
は
た

　
　
　

い
か
と
云
ひ
箭
楊
を
盛
設
し
賓
客
接
待
の
準
備
を
整
へ
た
處
、
数
日
、
一
人
長
丈
飲
、
弓
を
張
り
矢
を
挾
み
恵
明
に
向
っ
た
と
見
え

　
　
　

た
が
、
箇
て
消
え
失
せ
た
。
こ
れ
が
原
因
に
な
り
狸
背
し
て
旬
日
に
し
て
卒
し
た
と
。

　
　
　
　

項
剥
祁
の
信
仰
は
そ
の
原
初
形
態
に
於
い
て
二
種
の
要
素
か
ら
な
る
。
一
は
そ
の
８
　
性
は
憤
怒
・
怨
恨
で
あ
り
、
そ
の
別
名
憤
王

　
　
　

崇
君
が
こ
れ
を
誼
す
る
。
二
は
８
　
政
、
ｉ
　
ｈ
ｅ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｃ
ｙ
で
あ
り
、
下
山
の
廟
祁
が
郡
治
の
太
守
が
政
を
執
る
處
に
存
在
す
る
と
考
へ
ら

　
　
　

れ
て
ゐ
る
・
然
し
て
御
の
憤
怒
は
朝
廷
か
ら
涙
遣
さ
れ
た
貴
族
出
身
の
地
方
官
に
向
け
ら
れ
て
居
る
。
然
し
て
こ
の
信
仰
の
支
持
者

　
　
　

は
災
興
地
方
民
で
あ
る
。
鈴
鐸
を
鳴
ら
し
牲
牢
を
具
へ
る
シ
ャ
マ
ン
階
級
が
こ
の
祁
廟
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
記
事
に
は
片
言
も
現

　
　
　

は
れ
て
ゐ
な
い
と
は
い
へ
他
の
事
例
―
近
く
は
晋
書
略
乱
郭
瑛
傅
に
見
ゆ
る
１
　
城
廟
の
巫
１
に
よ
っ
て
容
易
に
類
推
さ
れ
る
。

祢

　

儒
教
以
前
に
あ
っ
て
は
主
要
た
る
支
那
文
化
の
複
富
者
で
あ
っ
た
巫
硯
も
今
や
時
勢
に
取
り
残
さ
れ
文
化
の
中
の
残
留
者
と
し
て
極
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勁

　
　

め
て
保
守
的
反
時
代
的
傾
向
を
堅
守
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
更
に
呉
興
地
方
の
青
吏
が
こ
の
信
仰
を
支
持
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

　
　
　

即
ち
蕭
息
明
傅
に
郡
の
綱
紀
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
太
守
の
下
に
在
っ
て
地
方
政
治
の
賓
際
事
務
を
分
掌
し
、
該
地
方

　
　
　

の
宗
門
出
身
者
で
あ
っ
て
地
方
の
慣
習
故
事
に
明
る
く
、
一
般
人
民
と
の
接
陶
も
密
で
あ
る
。
文
唇
の
閑
戯
に
嗜
み
清
談
日
を
過
す

　
　
　

上
級
官
吏
は
賓
務
を
識
ら
す
皆
際
政
治
は
彼
等
下
僚
の
手
に
よ
り
行
は
れ
、
天
子
に
し
て
治
道
を
振
興
せ
ん
と
す
る
や
多
く
寒
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　
　
　

畢
げ
て
機
要
を
掌
ら
し
め
ひ
い
て
彼
等
の
専
唐
を
来
し
た
こ
と
は
趙
翼
が
既
に
論
じ
た
處
で
あ
る
。
東
晋
時
代
に
於
て
政
治
は
若
干

　
　
　

有
勢
の
貴
族
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
ゐ
た
が
特
に
北
来
の
も
と
の
中
原
名
族
が
優
位
を
占
め
江
南
圭
彙
と
對
立
し
、
所
謂
南
人
は
仕

　
　
　

宦
の
途
を
妨
げ
ら
れ
不
遇
の
地
位
に
あ
・
り
し
こ
と
は
許
多
の
事
賓
が
教
へ
て
ゐ
る
。
三
災
に
は
殊
に
賢
豪
多
く
地
方
官
の
詮
叙
に
も

　
　
　

朝
廷
で
は
特
に
倶
重
な
方
法
を
取
っ
て
ゐ
た
事
は
晋
書
略
心
孔
畑
。
傅
に
彼
が
呉
郡
太
守
と
な
っ
た
が
王
導
商
亮
ら
は
彼
が
年
少
を
以

　
　
　

て
丹
楊
尹
に
輔
ぜ
し
め
ん
と
し
た
こ
と
な
ど
で
分
る
。
即
ち
地
方
官
は
膏
吏
と
庶
民
剛
者
の
統
治
を
圓
滑
な
ら
し
め
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
　

っ
た
。
呉
興
郡
の
庶
民
と
そ
の
祭
祀
階
級
た
る
・
巫
者
、
靴
會
的
有
力
者
の
一
群
た
る
青
吏
と
こ
の
三
者
が
地
方
色
を
有
す
る
共
同
計

　
　
　

會
を
形
成
し
て
中
央
政
府
の
官
僚
た
る
北
人
貴
族
の
太
守
を
白
眼
を
以
て
迎
へ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

先
に
祁
政
と
い
ふ
語
を
用
ひ
て
孔
季
恭
・
蕭
悳
明
傅
に
見
ゆ
る
項
刎
祁
信
仰
の
特
質
と
し
た
が
、
こ
れ
と
同
様
の
事
情
は
項
羽
の

　
　
　

謀
臣
芭
檜
の
居
１
　
飯
の
策
に
就
い
て
も
見
ら
れ
る
。
史
記
集
解
四
に
皇
覧
を
引
き
曰
く
、
吏
民
皆
亜
父
を
居
巣
の
廷
上
に
祭
り
、
長

　
　
　

吏
初
め
て
事
を
脱
る
や
皆
祭
り
、
然
る
後
政
に
従
ふ
。
後
更
に
祠
を
郭
東
に
造
り
、
今
に
至
り
祠
る
、
と
。

　
　
　
　

印
ち
こ
Ｘ
に
於
て
は
祁
が
首
長
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
、
祁
の
命
令
は
法
律
で
あ
り
、
祭
司
は
祁
の
命
令
の
宣
布
者
詑
明
者
で
あ
り
、

　
　
　

見
え
ざ
る
支
配
者
の
代
議
員
で
あ
る
。
か
ゝ
る
政
治
形
態
は
族
長
制
度
に
伴
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
項
剥
が
具
中
に
在
り
し
時
代
の
営

　
　
　

地
方
に
は
族
長
制
度
の
遺
存
が
あ
り
、
束
晋
末
に
太
守
が
殺
さ
れ
そ
の
補
任
が
定
ら
ぬ
間
は
地
方
の
父
老
あ
ひ
よ
り
昔
か
ら
の
慣
習
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的
０
　
政
治
を
行
ひ
、
會
。
項
胴
欲
城
な
り
と
い
ふ
具
興
郡
治
に
於
て
項
胴
が
聡
事
に
居
り
政
を
蔀
く
と
な
し
、
そ
の
項
胴
祁
を
首
長

と
仰
ぎ
巫
者
が
中
心
と
な
り
膏
吏
階
級
と
共
に
祭
政
を
行
ひ
、
漸
く
太
守
が
着
任
し
た
後
も
そ
の
祁
政
は
止
ま
す
、
終
に
現
在
の
政

治
に
對
立
す
る
一
時
代
前
Ｑ
も
の
と
し
て
残
存
し
た
。

　

要
之
、
具
興
の
百
姓
を
悩
ま
せ
た
屡
次
の
戦
飢
・
饌
饉
、
朝
廷
の
失
政
、
江
南
土
着
の
寒
人
に
對
す
る
上
流
貴
族
の
屋
泣
、
此
等

の
政
治
経
済
的
事
情
が
ぼ
因
と
な
り
、
近
く
は
孫
恩
の
眼
に
よ
る
地
方
の
荒
腹
、
人
民
の
宗
教
的
欲
求
が
輯
路
を
求
め
た
こ
と
が
誘

因
と
な
り
、
上
述
の
特
性
を
も
つ
項
胴
祁
信
仰
が
勃
興
し
た
の
で
あ
る
。
抑
座
さ
れ
た
る
吏
民
の
現
賓
の
政
治
に
對
す
る
憤
憑
が
、

憤
ろ
し
き
項
刎
祁
に
對
す
る
畏
怖
崇
敬
の
情
に
疏
通
ロ
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
項
刎
こ
そ
は
、
か
の
、
戦
國
末
楚
人
の
愛
國

心
を
ふ
み
に
じ
つ
て
強
篠
を
以
て
天
下
を
威
屋
し
た
秦
皇
の
暴
政
を
覆
滅
し
江
東
八
千
の
子
弟
を
鼓
舞
し
、
遂
げ
ざ
り
し
と
は
云
へ

赫
々
の
威
名
を
博
し
た
人
で
あ
る
。
少
く
と
も
哭
興
に
開
し
て
は
、
彼
は
秦
の
守
を
斬
り
父
老
を
安
ん
じ
仁
愛
を
以
て
地
方
吏
民
を

撫
育
し
た
人
で
あ
る
。
拒
鹿
の
戦
、
鴻
門
の
會
の
勇
武
も
さ
り
乍
ら
、
項
王
自
刄
の
後
、
具
中
の
士
民
追
慕
の
隨
を
永
へ
に
し
た
の

は
少
時
の
間
彼
等
に
臨
ん
だ
『
呉
興
太
守
』
と
し
て
の
治
績
で
あ
つ
た
ら
う
。
芯
れ
ば
こ
そ
彼
等
は
郡
の
蔀
事
に
項
胴
祁
の
祁
座
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

り
と
し
た
し
、
幽
冥
の
太
守
項
羽
は
吏
民
と
は
親
和
的
開
係
を
以
て
、
現
賓
の
太
守
に
對
し
て
は
憤
怒
を
以
て
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。

蕭
悳
明
が
死
す
る
や
、
彼
等
地
方
民
は
項
胴
祁
の
た
ｘ
り
と
し
盆
々
そ
の
畏
敬
の
情
を
深
く
し
た
。
斉
の
東
昏
侯
の
永
元
元
年
（
四

九
九
）
災
興
太
守
と
な
り
し
蕭
悳
休
ｍ
Ｖ
ｓ
害
が
ま
も
た
く
右
僕
射
に
陸
進
す
る
や
・
彼
等
は
項
羽
紳
は
以
前
に
は
酷
烈
で
あ
っ
た
が
ヽ

　
　
　

悳
休
は
祁
に
事
ふ
る
こ
と
謹
み
し
故
に
美
遷
を
得
た
り
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

か
く
考
察
し
て
見
れ
ば
項
羽
祁
信
仰
が
そ
の
原
初
の
姿
に
お
い
て
著
し
く
政
治
的
色
彩
を
鳶
び
、
原
古
的
相
貌
を
呈
し
て
ゐ
る
こ

力

　

と
を
感
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
の
起
源
を
説
明
す
る
こ
と
は
即
ち
そ
の
信
仰
内
容
を
解
憚
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
こ
れ
迄
論
じ
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ｒ
｡

　
　

た
處
で
明
か
で
あ
ら
う
。
中
央
對
地
方
、
貴
族
對
寒
門
、
北
人
對
南
人
、
太
守
の
政
治
對
項
剥
祁
の
政
治
－
‐
Ｉ
項
羽
祁
信
仰
は
か
ｘ

β

　
　
　

る
對
立
の
面
に
於
て
そ
の
本
質
を
理
解
し
う
る
。
然
し
て
宗
教
と
し
て
こ
れ
と
對
立
す
る
の
は
即
ち
営
時
貴
族
の
精
祁
生
活
を
占
め

　
　
　

て
ゐ
た
佛
教
で
あ
る
。
か
ゝ
る
事
情
の
内
に
置
か
る
ｘ
佛
教
と
の
對
立
に
於
て
項
羽
祁
信
仰
が
如
何
に
狸
展
す
る
か
は
次
に
考
究
し

　
　
　

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　

①
木
山
は
烏
程
噺
西
北
十
八
里
に
あ
り
高
さ
二
百
丈
廣
さ
百
里
あ
り
、
屍
興
郡
界
第
一
の
名
山
で
峻
極
に
し
て
洽
秋
爽
月
に
非
れ
ば
そ
の
頂
を
見

　
　
　
　
　

す
、
常
は
雲
霧
に
閉
さ
れ
て
ゐ
る
。
項
王
走
馬
埓
・
項
王
飲
馬
池
が
あ
る
と
い
ふ
。
（
宋
張
玄
之
、
哭
興
山
塊
名
Ｉ
叉
王
詔
之
の
作
と
云
よ
。

　
　
　
　
　

済
苑
岱
輯
、
苑
自
前
所
刊
書
、
借
膠
笛
孫
輯
「
雲
自
在
ａ
叢
集
」
一
集
に
在
り
）
徐
欧
忠
「
矣
興
掌
政
集
」
巻
十
に
よ
れ
ば
、
楚
の
十
和
が
玉

　
　
　
　
　

瑛
を
獲
だ
の
は
こ
の
山
で
故
に
十
山
と
名
け
だ
が
、
山
形
が
辨
に
似
て
ゐ
る
の
で
舞
山
と
も
云
ふ
。
岐
然
た
る
桃
花
石
を
産
す
る
等
と
述
べ
て

　
　
　
　
　

ゐ
る
。
異
苑
に
よ
れ
ば
本
名
土
山
、
項
羽
紳
が
十
王
と
自
ら
跨
し
た
の
で
十
山
と
改
名
し
た
と
あ
る
も
不
審
で
あ
る
。

　
　
　
　

②
廿
二
史
劉
記
八
、
南
朝
多
以
寒
人
掌
禍
要
。
宮
崎
市
定
助
教
授
「
王
安
石
の
吏
士
合
一
策
丿
倉
法
を
中
心
と
し
て
１
」
（
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東

　
　
　
　
　

洋
史
諭
叢
）
に
も
こ
の
事
に
就
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

三
、
裁
食
す
る
楚
王
紳

　

か
ｘ
る
祠
廟
の
祭
祀
に
犠
牲
と
し
て
牛
が
供
へ
ら
れ
た
こ
と
は
普
遍
的
で
あ
る
。
若
干
の
例
を
示
す
と
、
高
勣
が
隋
の
高
岨
の
時

楚
州
刺
史
と
な
っ
た
處
、
城
北
に
伍
子
１
　
廟
あ
り
所
祷
す
る
者
は
必
ず
牛
酒
を
以
て
し
産
業
を
破
る
に
至
る
者
あ
り
、
歎
じ
て
曰
く

子
１
　
は
賢
者
、
萱
百
姓
を
損
せ
ん
や
と
。
遂
に
所
部
に
告
論
し
て
こ
の
風
を
止
め
百
姓
之
に
頼
っ
た
と
云
ひ
ｍ
　
　
一
匹
、
郡
陵
悔
王
綸

が
大
賓
元
年
（
五
五
〇
）
郭
州
刺
史
に
臨
む
や
散
々
愛
怪
あ
り
城
陛
祁
を
祭
り
牛
を
烹
た
と
云
び
四
４

　
　

１
　　　　 　　

　
同
様
の
話
は
武
陵
王
紀
に

も
あ
り
n
i
l
　
　
一
≪
p
l
l
l
f
．

　

叉
毛
修
之
は
鬼
部
を
信
ぜ
す
至
る
所
房
廟
を
焚
除
し
蒋
山
廟
の
佳
牛
好
馬
を
奪
っ
た
’
と
云
ふ
ａ
ｆ
　
＜
因
み

に
白
馬
を
刑
し
て
海
祁
を
祭
り
し
こ
イ
は
隋
書
だ
３
陳
稜
傅
に
あ
り
、
叉
梁
書
竺
一
始
興
忠
武
王
憎
の
傅
に
は
王
が
白
馬
を
刑
し
江
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祁
を
祭
っ
た
と
見
え
る
。
兎
名
角
巫
者
の
祭
祀
す
る
祠
廟
に
於
て
百
姓
の
重
要
財
産
た
る
家
畜
を
屠
り
信
仰
の
名
に
。
於
て
反
り
で
民

、
生
に
害
毒
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
こ
と
が
分
る
。
今
問
題
に
し
て
ゐ
る
項
羽
祁
廟
に
於
て
も
牛
を
殺
し
て
廟
に
薦
め
る
こ
と
は
著
し
く
、

こ
れ
に
関
し
て
南
脊
の
永
明
四
年
（
四
八
六
）
臭
興
太
守
と
な
つ
査
李
安
民
の
傅
l
l
f
-
Ｖ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

具
興
に
項
羽
祁
あ
り
、
郡
の
賠
事
を
護
り
太
守
上
る
を
得
す
、
太
守
郡
に
’
至
れ
ば
必
寸
祀
る
に
幌
下
の
牛
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
た
か
っ
た
。
安
民
は
佛
法
を
信
じ
て
ゐ
た
の
で
牛
を
輿
へ
挙
展
を
著
け
て
聴
事
に
上
り
、
叉
漉
上
に
於
て
八
開
脊
（
斎
戒
）
を
し

た
。
俄
に
し
て
牛
死
し
廟
の
側
に
葬
っ
た
。
今
呼
ん
で
李
公
牛
塚
と
い
っ
て
ゐ
る
。
安
民
卒
す
る
に
及
び
世
以
て
祁
の
崇
り
で
あ
る

と
し
た
ゝ
と
ノ

て
憤
王
と
な
し
甚
だ
霧
験
が
あ
っ
た
。
撞
に
郡
の
漉
事
に
於
て
林
幕
を
安
施
し
御
座
を
篤
り
公
。
私
請
祷
す
。
前
後
二
千
石
皆
廳
に
於

て
祠
を
拝
し
て
他
室
に
避
居
し
た
。
輝
至
る
や
祁
を
徒
し
廟
に
還
し
之
に
處
り
て
疑
は
す
、
又
牛
を
殺
し
解
祀
す
る
を
禁
じ
、
哺
を

以
て
肉
に
代
へ
た
と
。
南
史
で
は
彼
が
展
を
著
け
起
事
に
登
っ
た
と
こ
ろ
室
中
に
叱
聾
あ
り
。
珠
色
を
属
ま
し
て
曰
く
、
「
生
き
て
漢

阻
と
中
原
を
伊
ふ
能
は
す
、
死
し
て
此
の
脂
事
に
抹
る
は
何
ぞ
や
」
と
。
因
っ
て
之
を
廟
に
遷
し
た
と
あ
る
。

　

項
羽
４
　
廟
を
中
心
に
し
て
、
項
羽
祁
を
畏
敬
し
之
に
向
っ
て
請
祷
す
る
吏
民
と
、
項
羽
祁
に
好
意
を
持
た
れ
て
ゐ
た
い
太
守
と
の

二
者
が
對
立
し
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
が
、
項
羽
軸
の
宗
教
に
し
て
、
祁
の
憤
怒
を
そ
の
教
義
に
し
て
ゐ
る
限
り
に
於
て
太
守
た
る
者

は
こ
の
宗
教
團
値
か
ら
別
に
立
っ
て
ゐ
る
者
な
が
ら
且
つ
こ
の
信
仰
を
成
立
せ
し
め
て
ゐ
る
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
も
あ
る
。
地

方
の
事
情
を
よ
く
辨
へ
た
寛
容
な
る
太
守
は
官
用
の
牛
を
献
じ
て
御
と
和
解
し
、
治
め
難
き
吏
民
と
親
和
し
て
政
治
を
行
っ
た
で
あ

ら
う
。
然
し
本
来
か
ｘ
る
事
は
南
朝
の
威
令
及
ぶ
範
圈
に
於
て
あ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
牛
を
以
て
祀
る
こ
と
は
一
に
民
の
財
を

喝
す
こ
と
で
あ
り
、
二
跨
は
大
守
を
し
て
御
に
奉
ぜ
し
め
る
、
皮
肉
な
迄
の
反
政
府
的
態
度
で
あ
る
。
良
識
あ
る
太
守
の
探
る
べ
き
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o

　
　

法
は
、
か
Ｘ
る
俗
信
を
打
破
し
中
央
集
権
の
賓
を
あ
げ
巫
者
を
駆
逐
し
て
民
政
の
果
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
か
ｉ
る
そ
れ
自

卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　

胎
に
於
て
矛
盾
を
含
む
原
古
的
信
仰
が
可
成
り
久
し
く
建
康
政
府
の
近
傍
に
存
檀
し
た
事
を
思
へ
ば
南
朝
統
治
の
脆
弱
性
£
南
朝
文

　
　

明
の
病
的
牛
面
を
感
ぜ
す
に
は
居
ら
れ
た
い
。
常
時
宗
教
界
を
風
商
し
て
ゐ
た
の
は
勿
論
佛
教
で
あ
り
帝
王
貴
族
の
紹
對
的
支
持
を

　
　

う
け
て
ゐ
た
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
李
安
民
が
佛
法
を
信
じ
項
剥
祁
廟
の
贋
例
に
従
は
ざ
り
し
前
掲
の
記
事
に
は
貴
族
佛
教
對
地

　
　

方
信
仰
の
軋
榛
を
示
し
て
ゐ
る
。
哭
興
の
蔀
事
に
は
下
山
の
廟
祁
の
８
　
座
と
佛
教
の
斎
と
が
對
立
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
安

　
　

民
の
死
は
廟
御
の
怒
り
で
あ
る
と
吏
民
に
よ
り
論
じ
去
ら
れ
た
。
こ
れ
よ
り
も
適
切
な
る
處
置
は
梁
の
蕭
玖
・
に
よ
り
探
ら
れ
た
。
彼

　
　

は
祁
座
を
壇
ち
祁
を
下
山
廟
に
還
す
こ
と
に
よ
り
祁
政
を
胎
事
か
ら
駆
逐
し
た
。
こ
の
處
置
の
成
功
せ
し
限
り
項
剥
祁
信
仰
の
一
の

　
　

特
質
は
除
去
せ
ら
れ
た
と
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　

梁
の
武
帝
は
天
監
十
六
年
（
五
一
七
）
宗
廟
の
牲
牢
を
や
め
疏
果
を
用
ひ
し
め
、
廷
臣
ら
は
請
う
て
哺
に
代
へ
ん
と
し
た
が
逐
に
肯

　
　
　

か
ざ
り
し
こ
と
は
帝
の
崇
佛
を
物
語
石
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
時
に
於
て
佛
教
の
理
念
は
政
治
を
支
配
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
そ

　
　
　

の
弊
た
る
や
法
制
を
み
だ
し
百
姓
を
。
擾
す
に
終
り
、
資
際
政
治
上
の
改
革
を
要
す
る
事
は
着
手
さ
れ
ざ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
と
も
か

　
　
　

く
蕭
球
傅
に
よ
れ
ば
彼
は
梁
武
の
制
に
渥
ひ
、
肺
を
以
て
肉
に
代
へ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
牛
を
供
へ
る
祁
廟
の
儀
憩
は
不
殺
を
旨

　
　
　

と
す
る
佛
教
の
教
旨
に
よ
り
腹
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
誼
の
便
化
は
勢
ひ
御
格
の
便
化
に
迄
及
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
梁

　
　
　

の
簡
文
帝
に
「
哭
興
楚
王
祁
廟
碑
」
あ
り
酪
文
類
聚
『
八
’
全
梁
文
四
十
に
載
せ
て
ゐ
。
る
が
ヽ
中
に
曰
く
ヽ

　
　
　
　

楚
王
既
弘
茲
郭
教
。
止
猷
車
牛
。
既
舎
黄
駒
。
安
僕
畔
角
。
掌
撃
無
左
濠
之
努
。
牧
人
止
福
衡
之
務
。
周
房
殷
姐
。
唯
有
玄
澗

　
　
　
　

芳
芝
。
玉
弾
瑞
樽
。
止
陳
丹
桂
清
酌
。
漸
符
不
殺
之
教
。
方
行
大
士
之
心
。
比
夫
黄
樹
赤
光
紫
衣
朱
髪
茂
矣
哉
。

　
　
　

扨
こ
の
文
を
如
何
に
解
郭
す
べ
き
で
あ
ち
う
か
。
敲
可
均
は
「
碑
文
を
按
す
る
に
営
に
是
れ
東
漢
の
楚
王
英
た
る
べ
く
し
て
題
し
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て
臭
興
楚
王
と
な
せ
ば
則
ち
項
王
な
り
。
誤
改
疑
ひ
な
し
」
と
註
し
、
徐
猷
忠
も
そ
の
「
臭
興
掌
故
集
」
一
一
古
蹟
類
口
こ
の
事
を
疑

　
　
　

っ
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
上
来
考
察
を
進
め
て
き
た
如
く
、
項
羽
紳
の
信
仰
が
對
立
の
上
に
成
立
し
殊
に
爾
膏
以
来
佛
教
信
仰
と
そ
の

　
　
　

衝
突
が
生
じ
て
ゐ
る
事
を
見
た
が
、
蕭
珠
が
か
Ｉ
χ
る
矛
盾
に
一
息
の
解
決
を
あ
た
へ
た
の
で
あ
っ
て
、
｀
既
に
牛
を
以
て
祀
ら
れ
な
く

　
　
　

な
っ
た
廟
御
は
項
刎
と
し
て
の
祁
格
に
止
る
あ
た
は
す
、
疏
食
し
て
佛
に
事
ふ
る
祁
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し
て
か
Ｘ
る

　
　
　

新
ら
し
き
祁
は
何
人
の
祁
格
化
が
適
営
で
あ
る
か
、
新
ら
し
き
祁
格
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
項
剥
と
同
じ
く
楚
王
で
あ
っ
た
人
で
か
っ

　
　
　

支
那
に
於
て
最
初
の
佛
教
信
奉
者
た
る
楚
王
英
を
想
到
す
る
で
あ
ら
う
。
注
意
し
て
見
る
に
簡
文
帝
の
碑
文
の
題
に
は
楚
王
祁
と
あ

　
　
　

る
の
で
項
羽
祁
と
も
下
山
王
と
も
崇
君
と
も
た
い
の
で
あ
る
。
且
つ
簡
文
以
前
の
史
料
に
は
何
れ
も
項
羽
祁
・
下
山
王
・
憤
王
・
崇

　
　
　

君
と
し
て
書
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
巌
氏
の
考
へ
た
如
く
楚
王
と
項
王
と
は
全
く
同
一
と
は
云
へ
な
い
。
項
剥
祁
が
佛
教
に
習

　
　
　

合
さ
れ
て
そ
の
０
　
格
の
愚
性
に
重
要
な
便
化
を
生
じ
た
も
の
が
楚
王
祁
な
の
で
あ
る
。
楚
王
祁
と
は
項
羽
よ
り
奉
佛
者
た
る
祁
、
蓋

　
　
　

し
劉
英
に
移
る
過
程
を
綜
合
し
た
名
稀
で
あ
る
。
然
ら
ば
項
剥
祁
の
憤
怒
怨
恨
は
、
楚
王
英
が
亦
不
遇
の
人
で
あ
り
、
賓
客
を
集
め

　
　
　

謀
反
し
自
刄
し
た
と
い
ふ
事
蹟
に
於
て
楚
王
祁
の
中
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　

梁
朝
の
統
治
に
し
て
強
固
な
ら
ば
か
ｘ
る
反
國
家
的
信
仰
は
断
乎
と
し
て
・
弾
奎
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
然
し
南
朝

　
　
　

貴
族
政
治
の
弱
勘
、
武
帝
の
佛
教
信
仰
の
無
軌
道
的
な
り
し
こ
と
は
、
か
っ
て
の
項
刎
祁
信
仰
に
於
て
看
取
さ
れ
た
る
對
國
家
的
、

　
　
　

對
民
生
上
の
矛
盾
、
（
無
告
の
民
こ
そ
賓
に
こ
の
淫
祀
に
巣
く
ふ
巫
者
の
た
め
に
産
業
を
削
薄
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
）
を
克
服
し
得

　
　
　

す
し
て
軍
に
宗
教
上
の
對
立
を
綜
合
し
て
こ
之

　
　
　

で
あ
る
。
然
し
て
先
の
文
意
を
按
す
る
に
上
述
の
事
自
ら
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
項
剥
祁
信
仰
は
漸
く
不
殺
を
旨
と
す
る
佛
教
に
符
合

作

　

し
き
た
り
、
廟
紳
は
今
や
菩
薩
の
心
を
行
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
次
の
黄
樹
赤
光
紫
衣
朱
髪
と
あ
る
は
何
を
指
す
な
こ
れ
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ｊ

　
　

印
ち
蕭
恵
明
の
前
に
示
現
し
た
場
合
に
於
け
る
如
き
項
羽
祁
の
姿
の
形
容
で
あ
る
。
老
樹
の
下
、
赤
光
に
て
り
は
え
て
紫
衣
朱
髪
の

卯

　
　

武
将
の
姿
凛
然
た
る
「
項
羽
釣
と
し
て
の
楚
王
祁
」
も
玄
澗
の
芳
芝
の
清
雅
な
る
９
　
餌
を
供
へ
ら
れ
て
ゐ
る
「
劉
英
と
し
て
の
楚
王

　
　

祁
」
に
比
し
て
そ
の
榊
威
が
劣
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
か
く
考
へ
て
こ
そ
簡
文
の
婉
に
し
て
約
た
る
文
旨
を
了
解
し
う
る

　
　

で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　

四
、
軍

　

紳

　

の

　

誕

　

生

　

か
つ
て
は
原
始
的
な
族
長
制
の
残
存
に
於
け
る
祁
政
に
特
色
づ
け
ら
れ
禿
項
弱
祁
の
信
仰
も
時
勢
の
推
移
と
共
に
漸
く
そ
の
内
容

を
便
化
し
ゆ
き
、
梁
代
に
於
て
は
、
祭
政
の
分
離
と
佛
敦
と
の
習
合
に
よ
る
楚
王
御
の
出
現
と
た
っ
た
事
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
。

又
本
来
は
災
興
を
統
治
し
て
ゐ
る
祁
と
し
て
太
守
の
同
座
を
禁
制
し
た
こ
と
に
そ
の
本
質
を
有
せ
る
項
羽
軸
に
對
し
て
町
鵬
・
請
祷

の
如
き
現
賓
的
幸
頴
を
所
求
す
る
積
極
的
儀
鵜
・
が
次
第
に
文
献
に
現
は
れ
て
く
る
の
も
こ
の
信
仰
の
便
巡
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら

う
。
か
ｘ
る
項
弱
祁
本
来
の
面
目
と
し
て
は
二
次
的
と
考
へ
ら
れ
る
呪
祷
が
行
は
れ
て
く
る
こ
と
は
陳
代
以
後
に
於
て
な
ほ
盛
ん
に

な
っ
た
様
で
あ
る
が
、
梁
よ
り
陳
に
か
け
て
は
更
に
新
た
な
る
項
弱
祁
の
属
性
の
便
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
項
羽
祁
崇
呉

に
は
寒
人
對
貴
族
の
對
立
開
係
が
作
刑
し
て
ゐ
る
と
の
べ
た
が
、
寒
人
が
南
朝
政
治
に
於
て
次
第
に
地
位
を
占
め
て
き
て
、
佞
倖
等

と
さ
げ
す
ま
れ
っ
ｘ
も
天
子
に
近
侍
し
て
重
要
政
務
に
輿
る
様
に
な
っ
て
く
る
。
梁
の
賀
珠
の
上
表
が
之
を
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
既
に
岡
崎
博
士
が
道
破
せ
ら
れ
し
如
０
梁
末
侯
景
の
殴
の
た
め
に
南
朝
名
族
は
概
ね
滅
亡
し
つ
く
し
、
こ
の
暇
を
平
定
せ

る
陳
覇
先
は
元
来
寒
人
出
身
の
武
将
で
あ
り
、
そ
の
腹
心
の
諸
将
も
亦
名
流
の
出
で
は
な
く
、
彼
が
梁
の
敬
帝
の
卵
を
受
け
て
陳
を

興
し
た
に
っ
い
て
も
名
族
の
支
持
・
同
意
を
得
す
し
て
成
就
し
得
た
。
こ
の
鮎
宋
武
帝
以
下
の
場
合
と
異
る
の
で
あ
る
。
陳
代
に
於
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て
は
既
に
南
朝
を
特
色
づ
け
た
貴
族
政
治
は
賓
質
的
に
崩
壊
し
、
文
化
の
上
に
於
て
も
次
の
隋
唐
時
代
に
至
る
過
渡
期
と
し
て
考
へ

　
　
　

ら
れ
る
。
梁
書
一
-
ａ
張
讃
傅
に
は
彼
が
臭
興
太
守
た
る
時
、
煩
苛
を
省
き
清
静
に
務
め
民
吏
之
を
便
と
し
た
が
大
同
二
年
（
五
三
六
）

　
　
　

吏
部
恂
書
に
徴
や
ら
れ
た
事
を
の
べ
、
績
の
選
、
に
居
る
や
其
の
後
門
家
素
、
一
介
あ
れ
ば
皆
引
抜
せ
ら
れ
貴
要
の
篤
に
意
を
屈
せ

　
　
　

す
。
人
士
翁
然
之
を
稀
す
と
あ
り
、
彼
が
甲
族
の
出
身
で
あ
り
乍
ら
家
人
抜
川
に
っ
と
め
た
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
梁
末
の
枇
政
を
既

　
　
　

倒
に
防
が
ん
と
し
た
名
臣
何
敬
容
の
政
術
を
見
て
も
こ
の
事
が
察
せ
ら
れ
る
。
陳
代
に
入
っ
て
は
胡
頴
・
杜
稜
な
ど
名
族
の
出
身
と

　
　
　

考
へ
ら
れ
な
い
人
が
哭
興
太
守
と
な
っ
て
ゐ
る
。
更
に
後
主
末
年
に
於
て
は
、
臭
興
烏
程
の
施
文
慶
は
微
賤
の
人
で
あ
る
が
吏
用
あ

　
　
　

り
中
書
舎
人
よ
り
湘
州
刺
史
と
な
っ
て
ゐ
る
Ｉ
陳
書
愧
心
任
忠
傅
に
は
陳
を
亡
ぼ
し
た
る
は
臭
興
武
康
の
人
ご

　
　
　

後
主
に
用
０
　
ら
れ
た
篤
で
あ
る
と
酷
評
し
て
ゐ
る
が
、
と
れ
は
貴
族
的
偏
見
が
史
書
に
反
映
し
た
迄
で
あ
る
。
吾
人
は
陳
代
に
於
て

　
　
　

臭
興
の
寒
人
に
仕
宦
の
路
が
開
け
、
家
人
の
抑
扇
さ
れ
て
き
た
意
欲
は
暢
達
し
、
名
族
没
落
後
の
陳
の
政
局
を
、
此
が
又
寒
微
の
出

　
　
　

身
た
る
武
臣
と
共
に
推
賞
し
た
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　

如
上
の
考
察
に
し
て
大
過
な
し
と
せ
ば
、
陳
代
に
至
っ
て
は
哭
興
楚
王
紳
廟
を
め
ぐ
る
、
貴
族
對
家
人
、
北
人
對
南
人
の
祀
會
的

　
　
　

政
治
的
對
立
は
消
滅
或
ひ
は
著
し
く
緩
和
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
っ
て
の
玄
人
が
支
配
者
た
る
貴
族
の
地
位
に
上
っ
た
譚

　
　
　

で
あ
る
。
祁
廟
は
営
時
民
庶
の
新
禰
に
賑
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
て
又
こ
れ
ら
家
人
出
身
の
軍
人
等
の
信
仰
を
得
る
様
に
な
っ
た
の
で

　
　
　

あ
る
。
印
ち
項
剥
が
軍
祁
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
。
軍
祁
と
し
て
の
項
羽
８
　
崇
拝
は
梁
の
臨
汝
侯
災
興
太
守
蕭
猷
の
宗
教
経
験
の
結
果

　
　
　

に
基
く
こ
と
が
多
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
彼
は
性
個
濤
に
し
て
大
守
た
る
や
、
楚
王
廟
祁
と
交
飲
し
一
触
に
至
り
、
酪
祀
す
る
毎
に
歓

　
　
　

を
轟
し
酢
を
極
め
た
。
祁
影
も
亦
酒
色
あ
り
祷
る
所
必
ず
従
ふ
。
後
、
彼
が
芸
州
刺
史
侍
中
中
護
軍
と
た
る
や
江
陽
の
人
脊
嬰
児
反

心

　

し
、
衆
十
萬
州
城
を
攻
め
兵
糧
倶
に
畳
き
人
異
心
有
る
に
至
っ
た
。
彼
は
遥
か
哭
興
の
廟
祁
に
救
ひ
を
請
う
て
祷
っ
た
。
こ
の
日
田

-－３



μ

　

老
あ
り
一
騎
浴
眼
し
て
東
方
よ
り
来
り
「
城
を
去
る
こ
と
幾
里
か
」
と
問
う
た
。
田
老
は
「
百
四
１
　
里
」
と
答
へ
た
。
時
既
に
哺
で

　
　

あ
っ
た
。
騎
士
は
柏
を
あ
げ
て
「
後
れ
た
者
は
馬
を
疾
く
せ
よ
。
日
の
あ
る
中
に
賊
を
破
ら
う
。
」
と
云
っ
た
。
俄
に
し
て
散
百
騎
あ

　
　

り
風
の
如
く
馳
せ
て
行
っ
た
。
一
・
騎
が
過
ぎ
て
馬
に
水
を
飲
ま
せ
よ
う
と
請
う
た
の
で
田
老
が
、
先
の
方
は
一
騎
誰
方
な
の
か
と
問

　
　

ふ
と
、
「
災
興
の
楚
王
が
臨
汝
侯
を
救
ひ
に
来
た
の
だ
」
と
答
へ
た
。
丁
度
こ
の
時
臭
興
の
廟
で
は
土
民
が
請
祷
し
て
も
霧
験
な
き
こ

　
　

と
十
節
日
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
侍
衛
の
土
偶
を
見
る
と
皆
泥
渦
に
し
て
汗
す
る
如
く
で
あ
っ
た
。
是
の
月
猷
は
大
に
萄
見
を
破
っ
た

の
で
あ
る
。
猷
死
し
て
謐
し
て
墜
と
云
っ
た
の
は
９
　
と
交
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
皿
皿
肇
匹
七
Ｅ

　

此
の
祁
怪
な
る
一
場
の
物
語
り
に
對
し
て
も
吾
等
は
惧
重
に
其
へ
ら
れ
た
史
料
と
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
臭
興
の
地
を
離
れ

て
項
羽
４
　
が
加
護
を
垂
れ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
梁
代
に
楚
王
英
と
の
習
合
が
恐
ら
く
佛
敦
を
信
奉
す
る
治
者
階
級
の
天
降

り
的
な
處
置
で
計
ら
れ
て
よ
り
、
名
前
こ
そ
楚
王
相
と
公
け
に
稀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
が
、
賓
質
は
今
迄
と
か
は
り
な
く
項

刎
で
あ
る
。
然
し
今
や
項
刎
祁
は
市
山
の
山
祁
か
ら
楚
帝
の
位
置
に
ま
っ
り
あ
げ
ら
れ
、
臭
興
地
方
民
の
み
で
た
く
大
守
の
信
仰
を

も
得
て
を
り
、
乃
至
地
方
民
の
信
仰
を
さ
て
お
い
て
も
太
守
の
信
仰
に
酬
い
て
ゐ
る
。
然
し
て
た
χ
り
を
す
る
祁
で
は
全
然
な
く
、

詩
祷
す
る
者
の
た
め
そ
の
難
を
救
ふ
紳
と
な
っ
て
ゐ
る
。
４
　
人
の
和
解
が
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
守
に
對
し
て
憤
怒
し
た
袖
は
、
信
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

る
太
守
の
篤
に
そ
の
戦
場
の
敵
に
對
し
て
憤
怒
の
祁
性
を
硬
球
し
て
彼
を
救
助
す
る
袖
と
な
っ
た
。
か
ｘ
る
新
し
い
事
情
は
陳
の
武

帝
の
永
定
二
年
（
五
五
八
）
正
月
中
書
舎
人
章
鼎
を
し
て
哭
興
楚
王
祁
を
策
し
て
帝
と
な
す
と
い
ふ
南
史
一
一
陳
本
紀
の
記
事
と
な
り
一

庶
完
結
し
た
観
が
あ
る
。

「
罰
先
既
に
貴
素
に
あ
ち
す
兵
又
狼
雑
」
⇒
四
皿
四
十
と
栃
せ
ら
れ
た
如
き
陳
武
帝
の
軍
陣
に
於
け
る
楚
王
祁
の
信
仰
が
遂
に
人
な

る
帝
と
並
ん
で
卵
と
し
て
帝
統
を
享
け
る
様
に
し
た
の
で
あ
K
S
。
武
帝
は
前
年
の
永
定
元
年
（
五
五
七
）
帝
を
稀
す
る
や
間
も
な
く
蒋
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帝
廟
を
祠
っ
て
ゐ
る
。
陳
に
入
っ
て
’
は
梁
迄
さ
か
え
た
貴
族
佛
敦
の
形
相
も
一
髪
し
て
、
か
ｘ
る
信
仰
が
俄
か
に
勢
力
を
堵
し
た
様

を
知
り
得
よ
う
。
宗
門
の
意
は
暢
び
、
項
羽
榊
は
帝
と
な
っ
た
。
項
羽
祁
勝
利
の
歴
史
は
南
朝
貴
族
吐
會
衰
亡
の
歴
史
で
あ
る
。

　

①
魏
晋
南
北
朝
通
史
、
三
一
八
頁
。

　

②
こ
ｉ
に
於
て
項
勿
祁
と
太
守
蕭
猷
と
の
友
人
同
士
と
も
云
ふ
べ
き
對
等
関
係
が
見
ら
れ
る
。
元
よ
り
か
Ａ
　
t
Ｏ
開
係
は
項
羽
紳
信
仰
の
特
異
の
登

　
　

展
の
相
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
一
般
に
支
那
祠
廟
信
仰
の
根
本
思
想
で
あ
ら
う
。
械
陰
祁
に
就
い
て
か
Ａ
る
事
実
の
見
ら
れ
る
こ
ど
は
那
波
利

　
　

貞
教
授
「
支
那
に
於
け
る
都
市
の
守
護
紳
に
就
き
て
」
（
支
那
學
七
ノ
三
、
四
）
の
下
（
七
ノ
四
昭
和
十
年
）
に
於
て
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

五
、
唐
宋
以
後
の
項
羽
神

　

陳
代
に
於
て
項
羽
祁
は
公
然
と
か
っ
盛
大
に
奉
祀
を
享
け
武
人
守
護
の
祁
、
吏
民
所
厖
の
祁
と
し
て
信
仰
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。

江
總
の
「
弁
山
楚
王
廟
詩
」
に
曰
く
、

　
　

薮
藻
折
明
徳

　
　
　

倚
擢
息
巌
阿

　
　
　

忽
聞
晨
鶏
唱

　
　
　

非
亦
楚
宮
歌

　
　

間
階
薙
宿
蕎

　
　
　

古
木
断
懸
葉

　
　
　

惟
豪
最
易
晩

　
　
　

俘
鼓
自
相
和

　
　

盛
祀
流
百
世

　
　
　

英
威
定
幾
何

　

こ
の
末
の
二
句
は
矢
張
、
項
刎
の
こ
と
を
詠
じ
疋
と
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。
疏
食
す
る
「
劉
英
と
し
て
の
楚
王
祁
」
の
崇
拝
は
何

時
の
間
に
か
忘
れ
去
ら
れ
、
隋
唐
初
に
か
け
て
依
然
と
し
て
牲
牢
の
饗
を
う
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
則
天
武
后
の
世
に
た
り
一
時

こ
の
廟
は
秋
仁
傑
の
た
め
慶
絶
せ
ら
る
ｘ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

雨
唐
書
・
斡
傑
晶
獣
言
に
よ
忿
、
覆
四
轟
皆
ヅ
ハ
八
八
）
彼
は
江
南
巡
撫
使
と
な
る
や
、
災
楚
の
俗
淫
祀
多

幼

　

き
を
以
て
奏
し
て
一
千
七
百
所
を
毀
り
、
唯
丿
夏
掲
・
臭
太
伯
・
季
札
・
伍
員
の
四
祠
を
留
め
た
と
い
ふ
。
封
氏
聞
見
記
剛
正
の
條
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６

　
　

及
び
、
唐
の
張
鶯
の
「
耳
目
記
」
に
は
彼
が
祠
を
毀
る
時
、
檄
書
を
致
し
た
と
い
ひ
、
耳
目
記
に
よ
る
と
仁
傑
は
西
楚
覇
王
項
君
将

卯

　
　
　

校
等
に
告
げ
、
鴻
名
は
謬
恢
す
べ
が
ら
す
、
祁
器
は
力
乎
す
べ
が
ら
す
、
秦
が
暴
威
を
逞
し
く
し
國
亡
び
、
劉
漢
が
龍
興
し
た
の
も

　
　
　

天
意
で
あ
る
。
然
る
に
君
は
滞
國
に
潜
遊
し
水
郷
に
嘲
聚
し
、
百
萬
の
兵
を
駆
る
と
雖
も
終
に
八
千
の
子
を
棄
て
た
の
は
惜
む
べ
き

　
　
　

で
あ
る
。
硫
を
東
峰
に
匿
し
魂
を
北
極
に
牧
む
べ
く
、
虚
食
し
廣
く
牲
牢
を
費
す
べ
き
で
は
な
い
と
云
ぴ
、
項
剥
祁
の
人
な
り
し
頃

　
　
　

の
事
述
を
、
南
北
を
合
一
し
て
國
を
興
し
た
る
唐
朝
の
正
統
的
観
念
を
以
て
歴
史
的
に
批
判
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
宋
斉
時

　
　
　

代
に
お
い
て
は
前
述
の
如
く
項
羽
が
具
中
に
在
り
し
時
の
行
篤
を
廟
祁
の
垢
性
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
陳
に
至
っ
て
は
軍
人
と

　
　
　

し
て
有
能
で
あ
っ
た
項
剥
の
武
功
を
以
て
楚
王
廟
祁
の
威
力
と
考
へ
て
ゐ
る
。
陳
が
北
朝
の
絶
對
主
義
の
下
に
屈
し
、
官
僚
貴
族
は

　
　
　

存
続
し
た
と
は
云
へ
、
南
北
對
立
が
な
く
な
り
隋
唐
帝
國
の
出
現
を
見
る
に
及
ん
で
は
、
項
剥
は
正
統
天
子
の
位
を
詐
力
を
以
て
孚

　
　
　

う
た
臭
雄
と
し
て
冷
た
き
批
判
の
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
代
を
降
る
に
っ
れ
、
項
羽
其
人
の
事
蹟
が
次
第
に
そ
の
時
代
人
の
歴
史

　
　

3
4

　
　
　

観
の
下
に
照
し
出
さ
れ
、
そ
の
時
代
精
祁
の
動
向
に
よ
っ
て
崇
拝
せ
ら
れ
或
ひ
は
崇
拝
さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
固
晒
無
知
の
具
興

　
　
　

吏
民
の
御
政
祀
會
に
於
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
處
で
あ
る
が
、
國
家
と
の
開
聯
に
於
て
祠
廟
が
考
へ
ら
れ
て
く
る
に
っ
れ
、
祠
廟
信

　
　
　

仰
は
廟
９
　
の
か
っ
て
の
英
雄
的
行
篤
に
對
す
る
評
價
如
何
に
よ
り
盛
衰
す
る
。

　
　
　
　

仁
傑
の
檄
文
に
は
っ
ゞ
け
て
云
ふ
、
今
祠
宇
を
焚
燎
し
皇
室
を
削
乎
し
、
慧
檄
を
し
て
但
書
し
刎
帳
を
し
て
姻
に
隨
は
し
む
。
君

　
　
　

宜
し
く
速
か
に
遷
る
べ
し
。
人
の
患
を
篤
す
勿
れ
。
檄
到
ら
ば
律
令
の
如
が
ら
ん
、
、
と
。
こ
れ
に
抹
り
常
時
の
祠
廟
の
盛
況
を
知
り

　
　
　

う
る
。
項
豺
祁
は
将
校
を
従
へ
軍
士
の
信
仰
に
酬
い
て
ゐ
た
し
、
か
っ
そ
の
祠
宇
に
依
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

仁
傑
の
淫
祀
破
壊
は
武
后
治
下
の
唐
朝
の
集
握
政
治
と
、
隋
以
来
國
策
に
洽
う
て
登
達
し
た
佛
教
の
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ

　
　
　

を
梁
代
の
項
剥
祁
廟
に
對
す
る
政
策
と
比
べ
る
と
そ
の
差
異
が
判
る
で
あ
ら
う
。
佛
敦
そ
の
も
の
は
淫
祠
に
對
し
て
直
ち
に
破
壊
的



　
　

處
置
に
は
出
で
難
い
。
そ
れ
が
隋
以
来
の
佛
教
の
歴
史
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
如
く
國
家
の
政
治
と
結
合
す
る
時
。
に
お
い
て
は
じ
め
て

　
　

な
Ｌ
う
ら
匹
仁
傑
は
女
主
を
佐
け
佛
教
の
健
全
な
る
醍
達
を
考
へ
て
ゐ
た
人
で
あ
る
。
唐
朝
と
は
最
早
開
す
る
こ
と
な
き
陳
朝
の
崇

　
　

祀
を
破
棄
し
た
の
に
は
、
こ
の
時
代
精
祁
の
内
に
あ
り
そ
の
宗
教
政
策
を
行
ひ
え
た
瞭
佐
で
あ
る
。

　
　
　

然
る
に
談
鎗
「
哭
興
志
」
門
祠
廟
の
條
に
「
呉
興
統
記
」
を
引
き
ヽ
訃
の
秋
仁
傑
承
制
し
天
下
の
励
廟
の
典
破
に
非
ざ
る
者
を

　
　

悉
く
除
か
ん
と
し
た
時
、
哭
興
の
父
老
憾
項
王
廟
の
存
置
を
請
う
た
。
仁
傑
は
試
み
に
斎
し
て
廟
中
に
宿
す
と
、
夜
、
偉
人
を
見
た
。

　
　

曰
く
、
「
吾
は
西
楚
の
覇
王
で
あ
る
。
國
家
が
義
兵
を
起
し
又
遼
を
征
す
る
よ
り
吾
は
常
に
陰
兵
を
以
て
佐
け
た
。
今
功
を
以
て
焚
か

　
　

れ
る
と
は
奈
何
」
と
。
仁
傑
は
そ
こ
で
其
の
完
葺
を
許
し
、
暁
に
至
り
牢
酒
を
以
て
祭
食
し
た
。
其
廟
は
今
に
至
り
存
し
て
ゐ
る
、

　
　

と
あ
る
。

　
　
　

此
の
後
代
の
史
料
に
よ
り
、
正
史
に
明
文
あ
る
款
仁
傑
の
淫
祀
破
棄
の
際
項
羽
の
廟
が
竟
れ
た
と
考
へ
る
の
は
正
営
で
は
な
い
。

　
　

3
5

　
　

然
し
、
彼
の
破
棄
も
久
し
く
は
効
な
く
、
廟
は
や
が
て
何
れ
か
の
地
に
於
て
再
興
さ
れ
再
び
信
仰
を
集
め
る
に
至
っ
た
と
考
へ
る
の

　
　

は
難
く
な
い
。
唐
朝
の
正
統
観
念
の
上
か
ら
項
刎
の
所
業
は
支
持
し
難
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
が
Ｉ
１
　
の
破
棄
に
際
し
こ
の
軸

　
　

廟
に
幸
ひ
し
だ
か
っ
た
と
は
云
へ
、
隋
唐
時
代
の
征
戦
に
於
て
、
軍
祁
と
し
て
の
項
羽
崇
郷
の
風
止
ま
す
、
殊
に
對
異
民
族
と
の
戦

　
　

闘
に
於
て
項
羽
紳
が
漢
族
策
士
の
信
仰
を
持
っ
て
ゐ
た
と
す
る
た
ら
ば
、
項
羽
９
　
は
も
は
や
正
統
の
如
何
と
云
ふ
よ
り
も
、
項
羽
す

　
　

で
に
中
國
の
将
た
り
、
外
民
族
に
對
し
て
漢
族
軍
士
の
難
を
救
ふ
軸
、
換
言
せ
ば
漢
族
國
家
守
護
の
祁
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
こ
と
は

　
　

推
測
に
難
く
は
あ
る
ま
い
。
即
ち
唐
以
後
に
及
び
、
項
羽
祁
信
仰
は
項
刎
祁
が
國
家
守
護
の
軍
祁
と
し
て
１
１
輦
に
佃
々
の
軍
人
や

　
　

軍
除
で
は
な
く
Ｉ
Ｉ
崇
敬
さ
れ
る
と
云
ふ
こ
と
に
於
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
た
く
な
っ
た
と
い
ふ
事
情
を
知
り
う
る
。
か
つ
て
は
反

汐

　

國
家
的
信
仰
な
り
し
も
の
が
今
や
釦
諧
國
家
の
軸
と
た
っ
た
・
「
統
記
」
に
見
ゆ
る
項
羽
軸
の
仁
傑
に
云
ふ
言
葉
は
ヽ
か
つ
て
李
安
民
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を
威
伏
し
た
面
影
は
な
く
、
現
官
の
國
家
に
對
し
て
屈
伏
し
た
項
羽
１
　
が
哀
願
す
る
言
葉
で
あ
る
。
祠
廟
が
何
時
と
は
な
し
に
再
建

卯

　
　
　

さ
れ
た
後
に
災
興
の
父
老
の
間
で
作
ら
れ
た
傅
承
が
「
統
記
」
に
の
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
傅
承
の
中
に
も
か
と

　
　
　

的
な
考
へ
方
の
擾
頭
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
か
ｋ
る
鴛
態
は
安
史
胤
勃
狸
す
る
に
及
び
、
異
民
族
と
の
對
比
に
於
け
る
漢
族
の
民
族
精

　
　
　

祁
に
お
い
て
盆
々
支
持
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
一
面
戦
暇
の
た
め
の
地
方
政
治
の
弛
緩
が
再
び
俗
間
信
仰
の
浸
潤
を
助
け
た
で
あ
ら

　
　
　

う
。
安
峰
山
叛
す
る
や
時
を
移
さ
す
、
十
七
郡
の
夏
盟
を
連
ね
て
厭
起
し
た
顔
箕
卿
は
代
宗
大
暦
七
年
（
七
七
二
）
湖
州
刺
史
と
か

　
　
　

り
、
十
二
年
（
七
七
七
）
姦
臣
（
元
載
の
事
な
ら
ん
）
法
に
伏
せ
し
時
、
竟
陵
の
陸
剥
の
勧
告
に
よ
り
、
た
ふ
れ
て
ゐ
た
項
王
の
故

　
　
　

碑
を
復
苑
し
崇
樹
を
加
へ
た
。
陸
刎
は
「
圖
経
」
を
著
は
し
項
羽
祁
の
４
　
寇
事
述
を
傅
へ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
顔
員
卿
の
「
項

王
碑
陰
述
」
心
付
心
倦
に
見
え
て
ゐ
る
。

　

否
沈
似
「
読
史
」
報
溜
に
は
、
彼
の
時
代
に
臭
興
郡
の
１
　
川
城
北
門
に
覇
王
廟
と
覗
す
る
廟
あ
り
、
廟
に
碑
あ
り
、
雍
煕

　
　

3
6
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S
‘

四
年
（
九
八
七
）
九
月
一
日
に
建
っ
た
。
宣
奉
郎
守
太
子
中
允
通
判
張
悍
の
文
が
あ
る
と
云
ふ
。
烏
程
新
志
四
引
「
下
山
志
」
に
よ
れ

ば
顔
箕
卿
の
碑
陰
記
も
こ
ｘ
に
あ
『
つ
た
と
云
ふ
。
要
之
、
唐
以
後
公
け
に
崇
祀
さ
れ
た
項
羽
軸
廟
は
南
朝
の
そ
れ
と
異
り
、
下
山
の

廟
で
は
な
い
・
奥
興
志
２
９
十
引
「
奮
圖
経
」
に
は
、
烏
程
邸
東
北
四
里
に
項
羽
廟
あ
り
、
唐
末
の
天
祐
四
年
（
九
〇
七
）
に
建
て
ら
れ

今
は
腹
す
と
云
つ
て
ゐ
る
。
項
羽
廟
も
数
ヶ
所
に
あ
り
、
代
る
が
は
る
腹
興
し
た
で
あ
ら
う
が
、
附
近
一
帯
の
民
間
信
仰
と
し
て
は

相
ひ
も
か
は
ら
す
、
存
続
し
、
住
民
の
血
か
ら
血
へ
と
傅
は
り
、
政
治
の
力
及
ば
ぬ
所
、
文
化
の
光
さ
χ
ぬ
蔭
に
伏
在
す
る
も
の
で

あ
ら
う
。
然
し
何
ら
か
の
機
會
に
あ
へ
ば
、
突
如
と
し
て
こ
の
伏
在
し
て
ゐ
た
信
仰
が
爆
狸
的
に
再
興
せ
ら
れ
、
熱
狂
的
な
群
集
心

理
に
よ
る
宗
教
的
蓮
動
が
ひ
き
鳶
こ
さ
れ
、
文
献
に
も
記
さ
れ
る
様
に
な
る
の
で
、
か
ｘ
る
事
例
は
宋
南
波
の
際
に
見
ら
れ
る
。
宋

の
費
高
の
「
梁
渓
漫
志
」
心
に
烏
江
項
羽
祁
と
題
し
て
曰
く
、
和
州
瑞
江
新
の
英
恵
廟
は
そ
の
祁
は
蓋
し
項
羽
で
あ
る
。
爾
響
昭
著
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で
あ
る
。
紹
興
辛
巳
「
三
十
一
年
、
」
一
六
ブ
）
敵
（
金
海
陵
王
９
軍
）
が
淮
南
を
侵
し
廟
下
に
過
り
駐
軍
し
入
っ
て
祷
を
致
し
竣
ヤ

擲
っ
こ
と
数
十
度
、
皆
不
吉
で
あ
っ
た
の
で
大
便
怒
り
火
を
取
っ
て
廟
を
焚
か
ん
と
し
た
。
俄
か
に
大
慈
が
祁
座
に
現
は
れ
身
を
聳

て
日
を
張
り
目
光
人
を
射
た
の
で
敵
骸
怖
し
て
出
た
。
と
大
聾
廟
後
に
醍
し
数
百
人
が
同
時
に
嗜
唖
叱
咤
、
す
る
も
の
‘
χ
様
で
あ
っ
た

の
で
、
阜
軍
震
恐
し
屯
を
移
し
東
去
し
竟
に
其
の
地
に
宿
泊
し
な
か
っ
た
。
５
　
で
は
そ
の
事
を
朝
廷
に
上
っ
た
の
で
詔
し
て
祁
を
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

じ
て
重
砧
王
と
な
し
邦
人
釜
々
こ
れ
を
敲
奉
し
た
と
い
ふ
記
事
で
あ
る
。
項
剥
祁
が
そ
の
廟
下
の
地
を
女
真
人
の
幽
掠
か
ら
救
っ
た

と
い
ふ
鑑
瞼
に
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
す
北
枕
の
金
に
對
し
て
宋
を
護
っ
た
こ
と
ゝ
解
せ
ら
れ
、
國
家
の
典
祀
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ

ｘ
に
於
て
見
る
如
く
項
刎
祁
は
項
羽
最
後
の
地
に
於
て
も
祭
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
災
興
の
そ
れ
と
同
様
の
信
仰
と
考
へ
て
考
察

を
す
ｘ
め
る
な
ら
ば
、
地
方
の
廟
祁
で
あ
る
と
い
ふ
南
朝
以
来
の
性
質
は
保
有
し
乍
ら
又
直
ち
に
宋
と
い
ふ
國
家
守
護
の
御
と
も
な

っ
て
ゐ
る
。
こ
の
記
事
と
同
じ
年
の
十
一
月
宋
詩
虞
允
文
は
金
軍
を
采
石
に
敗
績
せ
し
め
て
ゐ
る
。
學
國
的
感
激
の
中
に
こ
の
偶
然

に
し
て
突
狸
的
な
る
項
剥
祁
信
仰
の
復
興
（
Ｒ
ｅ
ｖ
i
ｖ
a
l
と
い
ふ
語
を
援
用
し
て
よ
か
ら
う
）
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
項
刎
御
信
仰
の
復
興
が
あ
り
し
や
否
や
未
聞
で
あ
る
。
顧
炎
武
は
彼
の
時
代
に
湖
州
に
下
山
王
あ
り
と
雖
も
監
響
を
聞
か

す
と
云
ひ
、
趙
翼
も
別
に
ふ
れ
て
は
居
た
い
。
蓋
し
従
来
述
べ
来
っ
た
如
く
、
廟
と
い
ふ
も
の
は
何
時
の
場
合
で
も
存
在
し
破
壊
さ

れ
て
も
い
っ
し
か
再
興
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
祠
廟
に
對
す
る
土
民
の
俗
間
信
仰
は
時
代
移
り
文
化
進
む
と
も
略
々
開
す
る
こ

と
か
く
存
続
す
る
の
で
あ
る
が
、
又
一
面
時
代
＊
(
'
■
>
＜
の
歴
史
的
事
情
に
左
右
さ
れ
て
信
仰
の
内
容
の
便
遷
が
考
へ
ら
れ
る
。
著
甚
な

る
信
仰
の
復
興
・
塗
遷
に
は
個
人
の
異
常
な
る
宗
教
経
験
・
個
別
的
偶
然
的
事
情
の
作
用
す
る
を
見
る
が
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
あ
り

て
も
か
ｘ
る
信
仰
を
産
ん
だ
一
定
の
社
會
的
文
化
的
條
件
が
あ
り
、
そ
こ
に
叉
信
仰
の
歴
史
的
腿
展
が
考
へ
ら
れ
る
。

　

①
塚
本
善
隆
氏
「
わ
が
國
分
寺
と
隋
唐
の
佛
教
政
策
並
に
官
寺
」
（
東
洋
史
研
究
ニ
ノ
六
史
學
研
究
會
講
演
要
戸
、
國
分
寺
研
究
所
牧
論
文
）

37
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青
嘸
弘
基
氏
謐
稿
「
支
那
佛
殺
史
上
に
於
け
る
則
天
武
后
」
（
大
正
大
學
鴨
豪
史
報
第
五
輯
）

⑦
南
宋
の
李
心
傅
「
建
炎
以
来
繋
年
要
録
」
巻
百
九
十
三
、
紹
興
三
十
一
年
十
月
辛
酉
金
人
和
州
に
入
り
守
将
王
建
戦
は
す
し
て
已
に
逃
れ
て
ゐ

　

た
の
で
城
中
の
楡
食
・
兵
器
悉
く
奪
は
れ
た
云
々
の
記
事
に
あ
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　

六
、
結

　

論

　

・

　

要

　

約

　

上
述
せ
る
所
を
通
観
す
る
に
項
刎
祁
信
仰
は
六
朝
時
代
を
通
じ
て
最
も
盛
大
で
あ
り
、
唐
に
入
っ
て
も
そ
の
廟
は
崇
祀
せ
ら
れ
て

ゐ
た
様
で
あ
る
が
、
宋
以
後
近
世
に
及
び
、
特
狸
的
原
因
あ
る
場
合
を
除
き
、
し
か
く
人
の
注
意
を
惹
か
た
く
な
っ
だ
の
は
如
何
た

る
理
由
で
あ
ら
う
か
。
吾
人
は
既
に
宋
代
に
於
て
項
利
８
　
信
仰
は
漢
民
族
の
國
家
観
念
と
結
合
し
て
ゐ
る
の
を
知
っ
て
ゐ
る
。
宋
に

於
て
君
主
の
地
位
に
尊
貴
た
る
も
の
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
、
知
識
階
級
の
精
神
に
は
對
夷
秋
の
中
夏
観
念
は
明
白
に
寫
し
出
さ
れ

て
ゐ
た
。
佛
教
衰
微
の
後
を
う
け
て
道
教
の
信
仰
は
漸
く
普
遍
的
に
し
て
牢
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
。
道
教
は
そ
れ
が
支
那
に

　
　

３

於
て
登
生
し
た
と
云
ふ
鮎
に
於
て
中
世
に
於
て
も
佛
教
と
の
争
剛
に
於
て
優
位
を
占
め
て
ゐ
た
。

　

扨
叉
、
宋
代
以
後
、
中
世
の
部
曲
は
解
放
せ
ら
れ
、
庶
民
の
地
位
は
向
上
し
、
王
安
石
の
新
法
に
は
人
民
の
自
治
を
認
め
る
意
圖

が
十
分
表
は
れ
て
ゐ
る
。
庶
民
生
活
の
向
上
は
こ
ｘ
に
彼
等
の
間
の
道
徳
の
醒
系
を
必
要
と
せ
し
め
、
儒
佛
の
教
理
を
混
有
す
る
道

教
的
信
條
は
こ
れ
に
最
も
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
も
角
近
世
の
民
間
信
仰
に
於
て
は
外
来
の
も
の
を
凌
い
で

支
那
的
の
も
い
が
勢
ひ
を
占
め
、
か
っ
日
常
生
活
の
道
徳
に
つ
い
て
の
庶
民
の
た
め
の
教
へ
が
切
望
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
近
世
支

那
宗
教
は
民
族
的
と
道
徳
的
の
こ
の
二
つ
の
條
件
を
満
足
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
宋
の
王
明
清
の
「
披
青
雑
説
」
に
見

え
る
話
で
あ
る
が
、
宋
南
波
の
際
、
何
殼
資
と
い
ふ
部
将
が
、
六
合
附
近
の
蘆
荻
の
原
に
お
い
て
鬼
兵
に
む
ひ
、
案
中
に
導
か
れ
て

鬼
兵
を
孝
ゐ
て
ゐ
る
唐
朝
殉
忠
の
烈
士
、
張
巡
・
許
遠
ら
に
對
面
し
た
。
彼
は
史
書
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
彼
等
の
唯
腸
堅
守
の
事
述
に
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つ
い
。
て
逐
條
質
疑
し
、
能
城
'
５
際
の
食
人
肉
の
憶
話
に
つ
き
賓
否
を
正
し
た
所
、
そ
の
愛
妾
を
殺
し
た
と
傅
へ
ら
れ
る
張
巡
は
、
そ

れ
は
彼
女
自
ら
感
念
の
餓
り
自
害
し
虞
姫
・
線
珠
に
効
は
ん
と
し
た
の
で
、
自
ら
が
手
を
下
し
た
の
で
は
な
い
、
許
遠
の
愛
奴
も
急

死
し
た
の
で
遠
が
殺
し
た
の
で
は
た
い
ど
し
き
り
に
聯
解
し
否
定
し
て
ゐ
る
。
こ
の
事
が
あ
っ
て
後
、
装
置
は
角
山
に
於
て
金
軍
に

か
ち
、
重
用
さ
れ
た
と
云
ふ
。
こ
の
話
に
於
て
見
ら
る
ｘ
如
く
人
間
に
冥
助
を
あ
た
へ
る
鬼
祁
に
對
し
て
も
獅
か
っ
人
間
的
道
徳
の

遵
奉
を
要
求
す
る
も
の
が
あ
る
。
近
代
的
精
紳
は
前
人
の
行
篤
を
批
判
し
道
徳
的
立
場
か
ら
是
非
す
る
。
即
ち
近
世
に
て
崇
拝
さ
れ

る
が
如
き
御
は
民
族
的
な
る
と
共
に
倫
理
的
性
質
を
具
有
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ノ

の
降
卒
を
抗
し
た
項
羽
は
そ
の
所
行
に
於
７
非
難
う
く
べ
き
も
の
少
く
た
い
。
軍
御
と
し
て
え
７
も
、
か
の
正
統
の
劉
氏
を
助
廿
大

義
名
分
に
明
か
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
開
剥
や
、
更
に
降
っ
て
は
岳
飛
と
比
べ
て
く
る
と
、
暴
力
を
以
て
４
　
器
を
孚
っ
た
と

い
ふ
勘
で
宋
以
後
の
國
家
・
君
主
に
對
す
る
見
方
に
適
座
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
開
羽
や
岳
飛
が
武
廟
に
奉
祀
せ
ら
れ
道
教
の
中
に

　
　

3
9

も
と
り
入
れ
ら
れ
最
近
に
至
る
も
盛
ん
忙
崇
昇
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
比
し
、
項
羽
祁
が
そ
れ
程
に
至
ら
な
か
っ
た
理
由
は
こ
Ｘ
に
存

す
る
。
「
烏
程
邸
志
」
賂
所
引
「
下
山
志
」
に
市
山
の
西
南
に
廟
あ
り
通
天
冠
を
冠
れ
る
石
像
あ
り
併
せ
て
虞
姫
を
祀
つ
て
ゐ
る
。
父

老
呼
ん
で
以
て
開
帝
と
し
て
ゐ
る
。
郡
中
の
覇
王
門
と
柳
せ
ら
れ
る
所
に
廟
が
あ
り
顔
魯
公
・
張
憚
の
碑
文
あ
り
し
と
云
ふ
が
今
存

し
な
い
と
云
っ
て
ゐ
る
。
此
に
依
り
見
れ
ば
項
剥
軸
信
仰
は
近
世
に
至
り
て
は
開
帝
信
仰
と
交
替
し
道
教
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
民
衆
の
Ｋ
ａ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
m
　
　
!
Ｓ
.
項
羽
９
　
本
来
の
規
定
性
を
曖
昧
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

玉
毫
新
詠
巻
十
、
高
爽
「
哭
興
妖
神
」
の
詩
に
云
ふ
、
「
王
銀
空
中
堕
。
金
釦
色
巳
歌
。
褐
泣
謝
春
風
。
孤
夜
傷
明
月
。
」
と
。
詩
の
意
よ
り
見

　
　

て
或
ひ
は
虞
姫
と
関
係
な
き
か
と
も
思
は
れ
＆
が
不
詳
で
あ
る
。
大
方
の
御
指
数
を
戴
き
た
い
。

　

凡
そ
あ
る
歴
史
的
宗
教
の
教
會
を
と
っ
て
考
へ
る
に
教
會
に
属
す
る
處
の
成
員
は
、
何
等
か
の
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ



″

　
　

七
客
賠
に
錨
そ
ら
れ
子
Ｑ
る
教
義
を
ヽ
靴
眼
に
對
す
る
信
仰
を
通
路
と
し
て
、
そ
の
宗
教
が
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
彼
等
の
時
代
に
生
活

ｒ
コ

　
　
　

す
る
彼
等
の
精
和
内
容
に
取
り
入
れ
て
、
宗
教
生
活
を
畳
む
が
、
そ
の
宗
教
生
活
に
よ
り
得
た
る
眼
験
は
再
び
客
眼
に
向
っ
て
投
射

　
　
　

せ
ら
れ
て
そ
の
客
眼
の
内
容
を
豊
か
に
す
る
。
か
く
て
豊
か
に
さ
れ
た
る
内
容
が
再
び
彼
等
の
生
活
に
於
け
る
宗
教
経
験
に
交
渉
し

　
　
　

そ
の
結
果
、
彼
等
は
二
度
豊
か
に
な
っ
た
眼
瞼
を
客
眼
に
投
射
す
る
。
換
言
す
れ
ば
歴
史
的
宗
教
に
於
て
は
祁
と
大
と
の
交
互
影
響

　
　
　

に
よ
っ
て
そ
の
疲
展
が
見
ら
れ
る
。
項
羽
祁
の
宗
教
の
如
き
軍
純
な
る
宗
教
に
於
て
は
教
義
と
い
ふ
も
そ
の
８
　
格
の
属
性
に
し
か
す

　
　
　

ぎ
ぬ
。
４
　
格
内
容
の
腿
展
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
信
仰
を
歴
史
的
に
考
察
せ
ん
と
意
圖
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　

後
涜
時
代
の
下
山
項
籍
祠
は
項
羽
を
和
と
し
て
呉
興
の
民
の
徴
兵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
晋
末
宋
初
に
及
び
、
呉
興
吏
民
が
南

　
　
　

大
の
寒
門
と
し
て
中
原
貴
族
階
級
と
對
立
す
る
に
至
る
や
、
古
代
支
那
族
長
制
の
遺
存
と
し
て
の
祁
政
を
以
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
憤

　
　
　

王
と
し
て
の
項
羽
祁
の
信
仰
と
な
り
、
郡
の
廳
事
に
居
る
下
山
主
に
對
し
て
官
牛
を
供
し
大
守
が
兵
す
る
と
い
ふ
反
國
家
的
信
仰
を

　
　

4
0

　
　
　

形
成
し
た
が
、
梁
代
に
及
び
佛
教
の
影
響
に
よ
り
疏
食
す
る
楚
王
軸
と
し
て
奉
佛
者
劉
英
と
習
合
し
、
か
っ
下
山
廟
に
還
り
此
の
後

　
　
　

は
新
幅
の
軸
と
し
て
著
は
れ
、
陳
に
及
び
宗
人
の
座
頭
、
軍
人
の
優
勢
の
現
象
の
た
め
、
憤
怒
す
る
祁
と
し
て
の
性
質
は
昇
華
し
、

　
　
　

軍
人
守
護
の
祁
と
な
り
、
貴
族
佛
教
も
亦
使
質
し
た
篤
國
家
の
封
爵
を
う
け
た
。
唐
に
入
り
王
統
観
念
と
國
策
佛
教
と
の
篤
一
時
打

　
　
　

撃
を
う
け
た
と
は
い
へ
、
漢
族
國
家
守
護
の
９
　
と
し
て
復
興
し
宋
に
及
ん
だ
。
こ
れ
迄
に
於
て
史
上
の
人
物
項
羽
か
ら
抽
出
さ
れ
う

　
　
　

る
限
り
の
和
格
の
感
性
は
抽
出
さ
れ
、
従
来
の
ま
Ｘ
で
は
も
は
や
民
衆
の
宗
教
的
欲
求
を
満
足
せ
し
め
え
す
、
又
民
衆
宗
教
と
し
て

　
　
　

の
道
教
の
中
に
包
揃
さ
れ
る
篤
に
は
倫
理
的
観
念
に
添
は
た
い
も
の
あ
り
、
項
羽
４
　
と
し
て
の
宗
教
は
そ
の
生
長
を
完
結
し
こ
Ｘ
に

　
　
　

衰
微
し
、
道
教
の
９
　
、
特
に
開
帝
に
取
っ
て
替
ら
れ
た
。
項
羽
祁
の
一
例
に
於
て
も
古
代
的
信
仰
た
る
祠
廟
（
中
世
以
後
に
も
盛
ん

　
　
　

な
り
し
と
は
云
へ
本
質
的
に
古
代
的
た
る
）
信
仰
が
（
中
世
佛
教
の
媒
介
に
よ
り
）
近
世
的
道
教
（
中
世
に
始
っ
た
と
は
云
へ
排
他



jり

的
優
勢
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）
、
の
中
に
包
婿
さ
れ
ゆ
く
過
程
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
、
換
言
す
れ
ば
、
奮
東
方
ア
ジ
ア
文
化

圏
の
シ
ヤ
マ
＝
ズ
ム
が
、
イ
ン
ド
ー
イ
ラ
ン
文
化
の
中
に
生
育
し
た
佛
教
と
の
相
互
影
響
に
よ
っ
て
近
世
的
民
族
宗
教
と
し
て
綜
合

せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
各
々
の
時
代
に
於
て
宗
教
と
い
ふ
ょ
り
支
那
民
族
精
紳
自
罷
の
倫
理
服
系
化
と
も
云
ふ
べ
き
儒
教
の
主
流
に
よ

っ
て
作
用
せ
ら
れ
且
つ
之
に
作
用
し
仝
服
と
し
て
そ
の
支
那
的
特
色
を
硬
揮
し
た
が
、
近
世
西
洋
科
學
文
明
の
流
入
を
見
る
や
、
儒

教
そ
れ
自
服
が
支
那
を
特
色
づ
け
る
宗
教
と
し
て
、
基
督
教
と
の
對
立
に
於
て
定
立
せ
ら
れ
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
完
）

－41－

　
　
　

六
朝
人
名
に
現
Ｌ
恥
た
る
佛
歌
語
こ
）

　

六
朝
時
代
の
人
名
に
宗
数
的
・
厭
勝
的
な
意
味
を
持
っ
た
も

の
の
多
い
こ
と
は
諸
家
の
夙
に
言
及
す
る
處
で
あ
る
。
就
中
、

佛
数
経
典
か
ら
探
り
入
れ
仁
外
来
語
や
そ
の
意
譚
し
た
語
が
目

に
立
っ
て
多
い
。
こ
、
ゝ
に
褐
げ
た
の
は
か
っ
て
六
朝
正
史
を
迦

敲
し
穴
際
書
き
留
め
て
ゐ
仁
も
の
の
中
か
ら
分
類
抄
出
し
た
も

の
で
あ
る
。
原
語
や
出
採
を
併
記
す
べ
き
で
あ
る
が
煩
を
い
と

ひ
、
語
を
上
に
抽
記
し
、
下
に
人
名
を
示
し
、
該
語
は
Ｉ
Ｉ
を

以
て
略
し
包
。
（
宮
川
）

菩
薩

　

部
－
－

　

尉
遅
―
－

　

高
１
１

　

元
１
１

　

明

　
　
　

Ｉ
Ｉ

　

衛
－
―

　

婁
昭
字
Ｉ
Ｉ

　

宇
文
導
字
－

　
　
　

－

　

梁
Ｉ
Ｉ

羅
漢

　

呂
１
－

　

孔
Ｉ
Ｉ

　

蒔
―
－

　

王
１
１

　

黄
Ｉ

　
　
　

－

　

楊
津
字
－
１

　

唐
－
―

菩
提

　

于
ｊ
－

　

姚
－
―

　

爾
朱
Ｉ
Ｉ

　

蒔
洪
隆
字
－

贋
曇

　

李
－
―

　
　
　

世
雄
醇
１
１

　

賜
非
－
―

維
摩

　

康
１
１

　
　
　
　

儒
童

　

宇
文
―
－

目
運

　

崔
－
Ｉ

　
　
　
　
　

普
賢

　

毛
Ｉ
Ｉ

師
利

　

陳
宣
帝
小
字
－
―
利
房

　

鍾
―
―

耶
輪

　

李
ｌ
ｊ
ｊ

　
　
　
　

倶
羅

　

魚
－
―

　

徐
１
－

摩
詞

　

蕭
ｌ
ｊ

　

崔
弘
炭
字
１
－

居
士

　

長
孫
Ｉ
Ｉ

　
　
　

嘩
師

　

宇
文
－
―

檀
越

　

高
推
小
名
－
－

金
剛

　

丁
－
―

　

萬
－
ｉ
舎
利

　

北
脊
後
主
穆
皇
后
字

―

－

沙
門

　

酉
晋
懐
帝
小
字
Ｉ
Ｉ

　

玉
軌
－
－

　

解
律
－
－

三
賓

　

傅
１
１

　
　
　
　

三
蔵

　

慕
容
―
―

沙
弼

　

王
賜
小
名
－
－

　

劉
－
Ｉ

　

庚
Ｉ
Ｉ

　

常
―
－

　
　
　

狐
－
－

三
諮

　

王
紹
字
１
・
‐
‐

　
　

道
人

　

蔡
－
―

１ ‾

－


