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宗
教
面
か
ら
見
た
殿
代
の
二
・
三
の
問
題

|
|
殿
王
朝
の
構
造
、

そ

の

二

|

|

は

じ

め

股
代
人
の
宗
教
、
或
い
は
信
仰
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
ト
辞
と

考
古
事
的
な
遺
存
と
の
こ
つ
が
あ
る
。
卜
占
そ
の
も
の
が
、

てコ

の

宗
数
的
な
行
矯
で
あ
る
が
、
ζ

れ
は
新
石
器
時
代
晩
期
か
ら
中
園
に

庭
く
行
な
わ
れ
た
方
法
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
々
に

行
っ
た
ト
問
の
内
容
を
記
録
し
た
も
の
が
卜
酔
で
あ
る
。
本
稿
で
は

主
と
し
て
こ
の
卜
辞
に
よ
り

首
時
の
宗
教
、

特
に
自
然
紳
崇
拝

と
、
卜
占
を
行

っ
た
貞
人
の
性
格
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
、
首
時
の

宗
教
が
、
股
王
朝
の
支
配
樺
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
、
作
用
し
て

い
た
も
の
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
事
質
か
ら
、
首
時
の
肢
の
支

配
織
と
い
う
も
の
が
、
ど
ん
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
ょ
う

と
思
、
っ
。

伊

藤

道

治

本
稿
は
、
私
が
貝
塚
茂
樹
教
授
の
指
導
の
も
と
に

『
京
都
大

撃
人
文
科
皐
研
究
所
臓
甲
骨
文
字
』
の
編
輯
、
と
く
に
そ
の
本
文

篇
註
轄
の
作
製
に
参
加
し
た
際
に
、
間
学
ぶ
ζ

と
の
出
来
た
貼
を
中

心
と
し
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ

て
同
書
の
裡
文
註

と
関
聯
す
る
所
が
多
く

し
ば
し
ば
同
書
を
引
用
す
る
の
で
、
書

名
は
省
略
し
、
す
べ
て
同
書
の
甲
骨
番
強
の
み
に
よ

っ
て
そ
の
出

所
を
示
す
。

先
公
H
自
然
紳

人
文
科
率
研
究
所
臓
の

S
O
O
O
一
に
よ
る
と
、

-
己
亥
ト、
賓
貞
、
王
至
子
今
水
、
愛
子
河
三
小
宰
、
沈
三
牛
。

2
辛
酉
卜、
賓
貞
、
愛
子
越
白
牛
。

二
月
。

3
丙
寅
卜
、
賓
貞
、
取
〔
子
〕
岳
。



と
あ
り
、

と
と
に
河
・
魁
・
岳
の
三
人
の
自
然
榊
が
あ
ら
わ
れ
る
。

と
の
卜
僻
に
よ
っ
て
、
三
人
の
う
ち
河
紳
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を

考
え
て
見
ょ
う
。
河
紳
を
は
じ
め
、
先
公
や
自
然
一
珊
応
奥
え
ら
れ
て

い
た
権
能
に
つ
い
て
は
す
で
に
そ
の
概
略
を
紹
介
し
、
且
つ
多
数
の

研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
か
%
と
と
で
は
別
の
面
を
見
ょ
う
と
思

う
。
陳
夢
家
氏
は
今
水
を
河
川
名
と
解
し
て
い
る
やか
、
ト
鮮
に
お
い

て
河
川
を
示
す
と
き
に
は
、
一

般
に
河

・
垣
・
滴
の
如
く
、
水
偏
を

附
し
て
示
す
。
郎
ち
地
名
の
亘
な
ど
に
水
偏
を
附
し
て
ニ
子
で
示
す

わ
け
で
あ
る
。
今
水
の
如
く
書
く
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
そ
ζ

で
ト

鮮
に
あ
ら
わ
れ
る
水
字
に
つ
い
て
見
る
と
、

翌
己
卯
其
水
。

(
前
四

・
二

一
・
七
)

淳
其
来
水
。

(
前
回
・
一
三
・
五
)

貞
、
其
叉
大
水
。

(
後
下
三

・
四
〉

貞
、
今
歳
亡
大
水
。
其
叉
大
水
。

(
金
三
七
七
〉

な
ど
の
如
く
、
洪
水
を
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
と
の
洪
水
は
、
前

四
・
一

三

・
五
の
如
く
、
淳
と
い
う
河
川
の
汎
濫
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
場
ム
ロも
あ
り
、
ま
た
大
雨
に
よ
っ

て
ひ
き
起

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
と
の
場
合
、
洪
水
を
治
め

2渇9

る
に
は

辛
酉
〔
卜
〕
、
御
水
子
士
宮
中
。

(
遺
八
三
五
)

辛
巴
卜
、
其
告
水
入
子
上
甲
、
祝
大
乙
二
牛
。

(粋

一
四
八
)

の
如
く
、
こ
れ
を
先
公
や
祖
先
に
つ
げ
、
そ
の
霊
力
に
た
よ
っ
た
。

河
一
脚
は
、
農
作
物
の
み
な
ら
ず
、
雨
に
劃
す
る
支
配
力
を
持
っ
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
自
然
現
象
に
闘
し
て
も

力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

S
O
O
O三
に
は

庚
辰
ト、
賓
貞
、
告
品
川
子
河
。

乙
の
品
川
字
は
、

と
あ
る
。王

国
日
、
又
本
、
入
B
庚
成
:
::自
民
亦
叉
出
虹
自
北
飲
子
河
。
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(議円四〉

:
:
:
畏
亦
叉
吟
、
叉
出
虹
自
〔
北
〕
〔
飲
〕
子
河
。
在
十
二
月
。

〈
前
七

・
四
三

・
二
〉

の
二
例
を
比
較
す
る
と
、品物
と
封
障
す
る
位
置
に
使
用
さ
れ
る
文
字

で
あ
る
ζ

と
が
わ
か
る
。
希
は
禍
と
同
じ
意
・味
で
あ
る
が
、
と
の
文
'

字
の
意
味
は
一
砲
に
近
い
意
味
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
あ
る
神
意
の
あ
ら

わ
れ
と
し
て
の
自
然
現
象
を
一
示
す
文
字
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
雲

・
虹
の
出
現
が
、
脊
四
の
場
合
に
は
、
有
に
属

し
、
後
者
で
は
坊
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
と
く
に
河
と
虹
と

の
聞
係
が
深
い
と
と
が
わ
か
る
。

S
O
O
O三
は
お
そ
ら
く
こ
う
し
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た
自
然
現
象
を
河
に
告
げ
祭
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
河
以
外
に
滴

-
垣
な
ど
の
河
川
も
祭
杷
を
受
け
、
或
い
は
繭
を
お
こ
し
た
り
す
る

力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
な
か
で
も
河
に
謝
し
て
行
わ

れ
た
祭
聞
や
、

そ
の
力
に
封
す
る
畏
怖
は
、
ト
僻
の
数
か
ら
見
て
、

特
に
他
の
河
川
の
紳
と
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

し
1う〉

も
、
自
然
現
象

一
般
に
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
所
か
ら
見

て
、
河
と
い
う
の
は
、
車
に
黄
河
の
紳
河
伯
と
し
て
寧
崇
さ
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
水

一
般
に
力
を
及
ぼ
す
一珊
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
本
片
は
武
丁
の
あ
る
時
期
に
起
っ
た
洪
水
に
封
し
、
そ
の

水
透
卸
ち
今
水
に
お
い
て
、
洪
水
を
鎮
め
る
た
め
に
祭
を
行
っ
た
も

の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
駐
代
に
お
け
る
類
感
呪
術
の
存
在
を
一
示
す

も
の
で
あ
る
。

首
時
の
呪
術
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
明
ら
か
で
な

し、

ヌう2

ζ

れ
は
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
水
を
お

と
す
も
の
と
し
て
最
も
お
そ
れ
ら
れ
た
黄
河
の
紳
が
、
段
人
に
も
つ

と
も
お
そ
れ
ら
れ
、
祭
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
水
一
般
に
関
す
る
大

き
な
力
が
河
榊
に
興
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
の
河
伯
は
、
俸
説
上
、
般
の
祖
先
の
王
亥

・
上
甲
と
閥
係
が
深

く、

ζ

れ
は
ト
僻
資
料
に
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
地
名
と
し
て
考
え
ら
れ
る
河
も
あ
り

ζ

の
地
は
黄
河
に
近
い

地
名
で
、
河
榊
を
祭
っ
た
場
所
と
解
さ
れ
る
。
と
の
河
字
の
字
僅
は

時
期
に
よ
っ
て
数
瞳
に
分
れ
る
が
、
か

-e
-mが
、
そ
の
大
略
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
ず
は
第
四
期
の
字
盤
で
あ
る
が
、
と
れ
は
第
三
期

貞
人
何
と
同
じ
字
瞳
で
あ
る
。
赤
塚
忠
氏
は
、
と
の
貼
に
注
目
し
て
、

と
の
河
一
珊
は
何
族
の
族
神
で
あ
っ
た
と
設
か
れ
て
い
も
。
貞
人
何
に

闘
し
て
は
改
め
て
後
に
の
べ
る
が
、
と
の
河
H
何
の
地
は
、
か
つ
て

私
自
身
は
安
陽
の
東
に
求
め
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
恥
、
こ
の
何
に
近

い
場
所
と
考
え
ら
れ
る
泊
の
地
が
、
現
在
の
泌
陽
を
中
心
と
し
て
散

在
し
た
回
調
地
の

一
つ
孟
と
関
係
が
深
い
こ
と

ま
た
肢
の
外
敵
で
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あ
り
、

山
西
の
中
南
部
に
あ
っ
た
方
と
い
う
園
が
、
と
の
何
に
侵
入

す
る
か
否
か
が
卜
問
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

と
の
こ
っ
か
ら
考
え
て
、

山
西
南
部
・
河
南
の
界
附
近
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
段

に
と
っ
て
は
西
南
に
嘗
る
わ
け
で
、
現
在
の
泌
陽

・
紫
陽

・
新
郷
を

結
ぶ
一
帯
、
即
ち
黄
河
が
東
北
に
流
れ
を
か
え
る
一
帯
を
、
河
の
祭

地
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
ζ

と
は

ま
た
こ

の
附
近
が
、
嘗
時
し
ば
し
ば
洪
水
の
お
ζ

っ
た
地
で
あ
っ
た
と
も
考

え
さ
せ
る
。
そ
し
て
と
の
地
に
あ
っ
て
河
神
を
祭
っ
た
の
が
、
貞
人

何
の
出
身
し
た
族
で
あ
っ
た
。

ま
た
本
片
第
二
文
の
越
に
つ
い
て
見
る
と
、
や
は
り
監
の
先
公
の



一
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
鹿
本
紀
に
の
せ
ら
れ
た
誰
に
あ
て
る
か

は
、
敷
設
あ
る
。
子
省
吾
・
董
作
賓
雨
氏
は
二
代
目
契
に
比
定
し
、

奥
其
昌
・
胡
厚
宣
南
民
は

gと
同
一
人
と
し
て
、
始
租
帝
暑
に
あ
て

る。

ζ

れ
に
封
し
島
邦
男
氏
は
蔑
と
同
一
一
脚
と
し
て
冥
に
あ
て
る
。

乙
の
島
氏
の
読
に
は
多
少
無
理
な
貼
が
あ
り

ま
た
前
述
の
諸
設
に

つ
い
て
も
、

必
ず
し
も
完
全
と
は
認
め
ら
れ
な
い
黙
が
あ
る
。
現
在

は
郭
沫
若
氏
や
陳
夢
家
氏
に
従
い

先
公
の
一
人
と
す
る
に
止
め

-
る
。

霞
代
に
お
け
る
先
公
、
或
い
は
ζ

れ
に
類
似
し
た
性
格
を
も
っ

自
然
紳
は

お
も
に
雨
や
農
業
に
大
き
な
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

と
れ
ら
の
神
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
祭
杷
の
地
を
も
ち
、

と
れ
を
族
一
脚
と
し
て
祭
る
族
は
、
河
と

何
と
の
場
合
の
如
く
、
紳
と
同
じ
名
で
よ
ば
れ
て
い
た
。

乙
の
越
に

つ
い
て
見
て
も

丙
子
ト
、
由
貞
、
乎
越
日
出
方
。

(
績
存
上
五
七

O
〉

こ
の
魁
も
族
名
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
陳
夢
家
氏
は
第
一

期
の
方
園
の
一
つ
と
し
て
魁
方
を
指
摘
し
て
い
&
。
こ
の
よ
う
な
事

と
あ
り
、

と
れ
ら
先
公
・
自
然
紳
な
ど
は
、
本
来
最
以
外

の
他
の
族
民
が
祭
る
紳
で
あ
っ
た
も
の
が
、
肢
が
次
第
に
こ
れ
ら
の

貫
か
ら
考
え
る
と
、
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族
を
支
配
下
に
故
め
る
に
従
っ
て
、
般
に
お
い
て
も
そ
の
紳
を
祭
る

血
縁
に
結
ぼ
れ
る
先
王

の
上
に
お
か
れ
て
設
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
即
ち
先
公
と
し
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
も
。
ま
た
こ
れ
ら
の
先
公
・
自
然

神
は
共
通
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
説
話
の
整
理
・
成
立
過

程
で
、
次
第
に
幾
つ
か
の
紳
が

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
ま
た
逆
に
、

一
つ
の
紳
格
が
分
化
し
て
幾
つ
か
の
紳
と
な
る
と
と
も
、
神
話
事
の

よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
が
、

上
で
よ
く
見
ら
れ
る
過
程
で
あ
る
。
従
っ
て
卜
僻
に
あ
ら
わ
れ
る
此

等
の
一
珊
を
庫
本
紀
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
停
説
上
の
一
一
珊
に
、
厳

密
に
あ
て
は
め
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
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衣
に
第
三
文
の
岳
は
、
山
一
脚
で
あ
り
、
嵩
山
の
璽
に
あ
て
ら
れ
る

叫が、

神
名
以
外
に
、
地
名
に
も
あ
り
、
人
名
と
し
て
は
、
骨
臼
刻
辞

同

の
署
名
者
、
貞
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
例
は
骨
臼
刻
僻
中
数

十
に
及
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
肢
と
は
密
接
な
関
係
の
あ
っ
た
園
族

で
あ
っ
た
ζ

と
が
わ
か
る
。
と
の
骨
日
刻
僻
に
記
録
さ
れ
る
行
震

は
、
別
に
述
、へ
る
如
く
、
股
の
都
の
近
く
に
お
い
て
行
わ
れ
る
行
震

帥

で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
嵩
山
近
く
に
住
み
、
岳
を
族
一
珊
と
す
る
園

族
の
出
身
に
な
る
ト
官
が
、
股
都
に
在
勤
し
て
い
た
と
考
え
る
と
と

が
出
来
る
。

し
か
も
嵩
山
は
、
河
南
省
の
鄭
州
に
近
い
貼
も
興
味
深

い
。
乙
の
鄭
州
か
ら
は
、
腫
代
中
期
の
巨
大
な
城
壁
を
と
も
な
っ
た

'
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都
市
が
護
見
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
岳
の
園
族
は
こ
の
鄭
を
通
じ
て

肢
の
王
室
と
深
い
閥
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

白
川
静
氏

は
、
卜
鮮
に
あ
ら
わ
れ
る
実
H
鄭
を
こ
の
鄭
州
に
あ
て
、
肢
の

一
族

子
鄭
は
こ
こ
に
汲
遣
さ
れ
、
と
の
地
方
を
統
治
し
た
と
す
る
。
こ
の

鄭
と
い
う
固
有
名
詞
は
、
骨
臼
刻
僻
の
ほ
か
、
ζ

れ
に
類
似
す
る
甲

橋
刻
鮮
に
は
、
亀
版
の
貢
納
者
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。

多
く
の
研
究
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
て
い
る
如
く
、
肢
の
先
公
は

河

・
岳
な
ど
の
紳
と
同
じ
く
、
自
然
紳
と
し
て
の
性
格
が
強
い
が

こ
れ
ら
は
ま
た
そ
の
神
格
の
上
で

上
帝
と
閥
係
が
深
く
、
む
し
ろ

鹿
に
お
け
る
上
帝
紳
を
小
型
化
し
た
も
の
と
い
う
と
と
が
出
来
る
。

か
つ
祭
肥
に
お
い
て
も
、
闘
係
が
あ
っ
た
と
と
は
、
す
で
に
指
摘
し

た
所
で
あ
ふ
。
今
乙
の
貼
に
つ
い
て
少
し
く
補
足
し
よ
う
。
島
邦
男

氏
に
よ
る
と
、
帝
字
に
は
栗
に
作
る
も
の
と
、
東
に
作
る
も
の
が
あ

り
、
雨
者
は
互
い
に
通
用
さ
れ
る
が

卜
僻
全
般
の
傾
向
と
し
て

は
、
前
者
は
祭
杷
用
語
と
し
て
の
動
詞
、
後
者
は
神
格
を
示
す
名
調

と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
動
詞
即
ち
祭
杷
と
し
て
の
帝
の

封
象
は

王
亥

・
河

・
岳
・
児
の
ほ
か
、
上
甲

・
下
乙
の
租
先
紳
が

あ
り
、
そ
の
祭
杷
の
目
的
は
、
風
雨
の
順
調
と
年
の
盟
鏡
に
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
と
の
ほ
か

四
方
の
紳
に
劃
し
て
も

行
わ
れ
る
。

例
え

ば

辛
亥
卜
、内
貞
、
帝
子
北
方
自
口
、

〔
風
〕
白
羽
、
求
〔
年
同
辛

亥
卜、
内
貞
、
帝
子
南
方
自
寺
、
風
夷
、
求
年
。

貞
、
帝
子
東
方

日
析
、
風
日
脅
、
求
年
。

貞
、
帝
子
西
方
目
安
、
風
自
主
、
求

年

(
股
綴
二
六
一
十
乙
六
五
三
三
〉

は
四
方
に
封
す
る
帝
祭
と
、
そ
れ
が
年
の
盟
鏡
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
と
の
甲
骨
文
は
つ
ぎ
の

東
方
日
析
、
風
日
脅
。
南
方
日
待
、
風
日
ザ
。
西
方
日
差
、
風

日
愛
。

〔北
〕
〔
方
〕
田
口
、
風
日
的
。

(
京
、
律
五
二

O
)
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と
と
も
に
、
す
で
に
胡
厚
宣

・
楊
樹
達

・
巌
一
洋
な
ど
の
各
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
如
く
、

『
尚
書
』
莞
胤
〈

・
『
山
海
経
』
大
荒
経
に

停
え
ら
れ
る
四
方
の
観
念
の
最
も
古
い
資
料
で
あ
か
。

こ
の
ほ
か
、

己
巳
王
ト、
貞
、
〔今
〕
歳
商
受
〔
年
〕
。
王
色
目
、士
円
東
土
受

年
。
南
土
受
年
。
西
土
受
年
。
北
土
受
年
。

(
粋
九

O
七
)

の
如
く
、
商
即
ち
肢
を
中
心
と
し
て
、

凶
そ
卜

っ
た
も
の
も
あ
る
。

そ
の
周
園
の
四
方
の
年
の
聾

こ
の
場
合
は
、
多
く
東
土

・
北
土
の
加

く
書
か
れ
て
い
る
が
、
ま
た
侠
九
五
六
に
見
る
ご
と
く
、
東
方

・
北

方
の
年
を
ト

っ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
北
土
と
は
北
方

の
土
地
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
ζ
と
が
わ
か
る
。



し
と
う
し
て
、
析
(
東
方
)
な
ど
と
よ
ば
れ
る
も
の
除
、
帝
祭
を

受
け
る
ζ

と
か
ら
考
え
て

そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
紳
を
よ
ぶ
名
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
か
ら
吹
く
風
に
も
脅
(
東
方
〉
の
如

く
、
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
と
の
二
つ

の
四
方
風
名
に
関
す
る
資
料
を
比
較
す
る
と
、
西
方

・
南
方
の
場
合

い
れ
替
っ
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。
と

れ
は
翠
な
る
誤
記
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
加
。

に
は
、
方
名
と
風
名
と
が
、

そ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
黙
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

郎
ち
四

方
の
一
珊
と
、
風
に
謝
す
る
意
識
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

四
方
の
紳
と
い
う
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
は
、

な
か
な
か
質
感
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
四
方
か
ら
吹
い
て

く
る
風
の
ほ
う
が
、
直
接
肉
韓
に
意
識
で
き
る
。
自
に
見
え
な
い
神

は
こ
の
風
と
と
も
に
や
っ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
お
そ
ら
く
風
と
榊
と
の
聞
に
は
厳
密
な
匝
別
が
な
か
っ
た
結
果

で
あ
る
。

ト
僻
に
は
由
と
よ
ば
れ
る
祭
把
が
あ
る
。

ζ

れ
は
必
ず
犬

を
犠
牲
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
犬
を
醸
し
て
四
方
に
封
し
て
行

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
寧
風
即
ち
風
を
と
め
る
た
め
と
言
わ
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で
は
風
は
、
何
故
に
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。

辛
未
ト
、
王
貞
、
今
辛
未
大
風
不
佳
繭
。
(
前
八

・
一
四
・
一

)

れ
る
。

な
ど
に
見
ら
れ
る
如
く
、
風
は
繭
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
従
っ
て
或
る
場
合
に
は
風
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
時
に

は
風
を
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
た
四
方
の
紳
が
、
寧
風
の
祭
柁
の
封

象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
方
紳
そ
の
も
の
も
ま
た
摘
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
と
と
は
般
に
お
い
て
最
高
の
神
格
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
帝
が
、
自
ら
禍
を
降
す
と
と
も
に

一
方
で

は
風
を
支
配
す
る
力
を
も
っ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
べ
き
で

あ
る
。で

は
こ
の
東
方
な
ど
と
よ
ぶ
と
き
の
方
は

い
っ
た
い
ど
ん
な
意

-41ー

味
の
一
吉
口
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ト
鮮
に
お
け
る
方
字
は
、
方

一
字
で
も
っ
て
山
西
省
中
南
部
に
あ
っ
た
外
敵
を
示
す
と
同
時
に

鬼
方

・
土
方
な
ど
の
如
く
、

外
園
を
さ
す
言
葉
と
し
て
、
そ
の
固
有

の
呼
び
名
に
附
し
て
使
用
さ
れ
る
。

と
の
場
合
方
を
附
し
て
呼
ば
れ

る
園
は
、
般
に
属
す
る
、
或
い
は
肢
と
親
密
な
閥
係
に
あ
っ
た
園
を

示
す
場
合
に
は
使
用
さ
れ
ず
、
般
に
侵
入
し
、
或
い
は
肢
の
征
伐
を
受

け
る
園
、
即
ち
腫
の
外
敵
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
河

4

魁
な
ど
に
見
た
如
く
、
各
々
の
族
は
、

そ
れ
ぞ
れ
濁

自
の
一
珊
を
も
っ
て
い
た
の
で
・あ
る
が
、
人
間
と
人
間
と
の
戟
い
は
、

軍
に
人
間
の
戟
い
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
人
々
が
捧
ず
る
榊
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々
の
戦
い
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図
占
〔
方
〕
口
佳
叉
作
禍
。

(
S
O
三
三
二
)

貞、
n
白
方
出
、
不
佳
我
叉
作
繭
。

(
績
三

・一

0
・
ニ
)

の
晶
方
は
、
第
一
期
武
了
時
代
に
、
般
の
西
北
に
あ
っ
た
嘗
時
最
大

輔

の
外
敵
で
あ

っ
た
。
こ
の
晶
方
の
出
、
郎
ち
腫
に
と
っ
て
は
、
そ
の

侵
入
が
、
繭
で
あ
っ
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
調
は
、

降
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
卜
鮮
に
見
ら
れ
る
繭

一
般
に
帝
の

は
、
品
目
方
に
お
い
て
祭
ら
れ
た
紳
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
の
ほ
か

乙
亥
ト
、
般
貞
、
雀
叉
作
繭
。
乙
亥
卜
、
融
貞
、
雀
亡
作
調
。

五
三
四
九
)

の
雀
は
、
現
在
の
河
南
省
温
鯨
に
あ
っ
た
と
一
吉
田
わ
れ
る
、
般
の
王
室

@
 

出
身
の
属
園
で
あ
っ
た
。
そ
の
雀
が
繭
を
お
こ
す
か
否
か
を
ト
っ
た

の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
場
合
に
は
目
的
格
を
続
く
の
で

そ
の
繭

が
、
外
敵
に
封
し
て
行
わ
れ
た
も
の
か
、

主
権
園
で
あ
る
般
に
封
し

て
行
わ
れ
る
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
先
公
H
自
然
神
や
租

先
一
珊
の
お
こ
す
老
に
つ
い
て
は

(
前
六

・
二
0
・
六
)

苗
乎
令
祉
を
菟
方
。
十
月
。

の
資
料
が
あ
る
。
乙
の
祉
は
西
北
に
あ

っ
た
属
園
で
あ
り
、
発
方
は

山
西
省
南
部
・河
南
省
西
部
・陳
西
省
東
部
一
帯
に
あ
っ
た
異
族
で
、

@
 

た
び
た
び
肢
の
征
伐
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
と
の
ト
僻
は
、
祉
を

し
て
菟
方
に
た
た
り
を
さ
せ
る
か
苔
か
を
卜
っ
た
記
録
で
あ
る
が

恐
ら
く
祉
の
族
一
脚
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の

よ
う
に
、
夫
々
の
族
が
紳
を
も
ち
、
そ
の
紳
が
敵
に
謝
し
て
摘
を
お

と
う
し
た
神
は
、
般
に
お
け
る
帝
に
近
い

同

も
の
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
か
つ
四
方
の
場
合
の
方
が
、
肢
の

と
す
こ
と
を
考
え
る
と
、

帝
一
珊
と
閥
係
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
n
白

方

・
人
方
な
ど
の
方
に
も
、
単
に
園
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

-42ー

(乙

そ
れ
ぞ
れ
の
園
族
の
捧
持
す
る
紳
を
も
意
味
の
う
ち
に
含
む
言
葉
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戟
い
に
お
い
て
、
駐
が
上
帝
の
加
護
を
願

っ
た
ト
僻
が
あ
る
の
も
、
そ
の
帝
が
、
外
敵
の
紳
を
屈
服
さ
せ
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

ζ

う
し
た
肢
の
周
圏
に
多
く
散
在
し
た

園
々
の
一
珊
々
を
統
合
し
、
抽
象
化
し
て
東
西
南
北
に
わ
け
た
の
が
、

制

四
方
の
紳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
も
の
司
と
し
て
、
さ
き
に
あ
げ
た

四
方
風
名
に
あ
る
南
方
の
呼
に
闘
す
る
問
題
が
あ
る
。
即
ち
京
津
五

二
O
で
呼
に
作
る
字
は
、
股
績
二
六

一
で
は
ネ
に
作
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
こ
の

二
つ
の
字
盤
は
同
じ
文
字
の
異
種
で
あ
り
、
且
つ
般
競



二
六
一
は
、
省
睡
で
あ
る
ζ

と
が
わ
か
る
。
と
と
ろ
で

貞
、
雀
弗
其
獲
征
長
口
人
。

(
S
O
三
四
五
)

に
よ
る
と
、

上
述
の
雀
が
長
と
い
う
園
を
征
伐
し
て
何
人
か
の
停
虜

ζ

の
ト
僻
の
長
字
が

を
獲
る
か
否
か
を
卜
し
た
の
で
あ
る
が
、

買
は
ネ
に
作
る
。
即
ち
南
方
を
一
示
す
文
字
と
同
じ
で
あ
る
と
と
が
わ

@
 

か
る
。
南
方
は
買
は
長
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、

雀
は
河
南
温
鯨
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
と
れ
は
、
鹿
都
か
ら
見
れ

ば
南
西
に
あ
た
る
。

と
の
酷
か
ら
見
て

長
は
雀
よ
り
は
南
方
、

そ
ら
く
黄
河
の
南
岸
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
長
が
南
方
を

代
表
す
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
り

し
か
も
そ
の
長
族
の
紳
が
南

方
の
紳
と
し
て
の
長
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
先

に
見
た
自
然
紳
が
般
に
お
い
て
祭
把
を
う
け
る
よ
う
に
な
る
経
過
を

示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
各
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
族
神
そ
も
ち
、
族
間
の

戟
い
は
、
そ
の
紳
の
戟
い
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
敗
れ
た
神
は
、
一
珊

格
の
瞳
系
化
に
際
し
て
、
や
は
り
勝
っ
た
神
に
従
属
す
る
位
置
を
興
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え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
般
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
先
公

H
自
然
紳
が
、
帝
よ
り
は
、
多
少
そ
の
力
が
劣
る
も
の
と
し
て
卜
辞

に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
と
う
し
た
経
過
に
よ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
帝
は
こ
う
し
た
自
然
紳
中
の
も
っ
と
も
卓
越
し
た
神
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
と
も
に
本
来
異
族
の
柿
で
あ
っ
た
自
然
紳
が
、
先
公
紳
と

し
て
鹿
の
系
譜
に
加
え
ら
れ
た
と
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
日
州
、
し
か
し
神
格
と
し
て
は
、
や
は
り
租
先
紳
と
と
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
祭
紀
と
し
て
も
異
る
も
の
が
あ
っ
た
。
変
(
以
下
A
字
で

一
示
す
〉
・
洗
・
狸
と
い
わ
れ
る
儀
植
は
本
来
こ
う
し
た
‘自
然
一
珊
に
固

お

有
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
洗
・
狸
は
河
・
土
な
ど
に
限
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

A
は
場
合
に
よ
っ
て
祖
先
神
に
劃
し
で
も
行

わ
れ
加
。
し
か
し
こ
の
A
祭
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
自
然
神

- 43ー

の
一
つ
で
あ
る
土
紳
と
の
閥
係
で
あ
る
。

と
の
土
に
は

『
史
記
』
の
相
土
に
あ
て
る
読
と

土
地
紳
と
し

て
の
祉
に
あ
て
る
設
と
が
あ
る
。
現
在
で
は
後
者
の
設
が
一
般
で
あ

る
が
、
何
れ
に
し
て
も
土
紳
に
封
じ
て
寧
雨
・
寧
風
・
求
年
の
祭
把

が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
河

・
岳
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
が
、
先
述
の
帝

の
祭
把
に
閲
し
て
見
る
と
、
直
接
に
「
帝
子
土
」
の
形
式
が
皆
無
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
代
っ

て
土
は
帝
の
祭
杷
に
は
、
二
義
的

に
配
記
さ
れ
、
且
っ
そ
の
折
に
は
殆
ん
ど
A
祭
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ

帥る
。
こ
の

A
は

『
説
文
』
の
奏
で
あ
り
、
柴
を
焼
い
て
天
を
ま
つ
る
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こ
と
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
柴
を
用
い
る
穀
(
以
下

B

字
で
一
示
す
〉
は
、
第
二
期
後
牢
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

の
B
は
祖
先
の
五
杷
に
閥
聯
が
深
く
、
か
つ
第
二
期
後
半
に
は
、
自
然

紳
の
祭
記
が
少
く
、

A
が
行
わ
れ
る
ζ

と
も
少
い
。
と
い
う
こ
と
は

同
じ
く
柴
を
用
い
る
の
に
、
A
は
自
然
柿
に
、
B
は
租
先
一
珊
に
密
接

同

F

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
且
つ

B
の
場
合
に
は
、
犠
牲
を
併
記

し
た
も
の
が
少
く

と
れ
に
謝
し
て

A
に
は
、
牛

・
羊
を
何
匹
と
明

記
し
た
も
の
が
多
い
。

と
こ
ろ
で
河

・
土
に
行
わ
れ
る
沈

・
怨
の
儀
韓
に
つ
い
て
見
る

と
、
沈
は
犠
牲
を
水
中
に
沈
め
て
供
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
封
し

て
、
涯
は
土
中
に
埋
め
て
土
中
の
璽
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

小
屯

の
護
掘
に
よ
る
と
、
建
築
物
基
壇
の
下
商
に
は
、
礎
石
を
置
く
直
前

に
、
牛

・
羊

・
犬
な
ど
の
犠
牲
を
多
数
埋
め
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い

る
。
犬
は
主
と
し
て
悪
霊
を
翻
訳
ぐ
目
的
で
用
い
ら
れ
る
け
れ
ど
も

と
れ
と
同
時
に
牛

・
羊
は
、
土
中
の
璽
を
慰
和
す
る
た
め
に
供
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

而
か
も
と
の
場
合
護
見
さ
れ
た
獣
骨

は
、
そ
の
動
物
を
切
断
し
て
埋
め
た
も
の
で
は
な
く
、
完
全
な
形
の

ま
ま
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
沈
の
場
合
も
お
そ
ら
く
同
じ
様
に
、
全
型

刷

の
ま
ま
水
中
に
沈
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

古
代
民
族
に
お
い
て
、

祭
杷
の
場
合
に
、

そ
の
犠
牲
は
、

祭
り
に

と

参
加
し
た
同
族
の
人
々
に
分
ち
興
え
ら
れ
、

祖
先
と
族
民
と
の
血
縁
意
識
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

神
人
共
食
に
よ
っ
て

こ
う
し
た
塑
や
沈
に
お
い
て
は
、
そ
の
犠
牲
は
祭
杷
者
に
分
ち
輿
え

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く

む
し
ろ
祭
り
を
受
け
る
も
の
を
な
だ
め
る

た
め
に
、
す
べ
て
が
供
さ
れ
る
。
自
然
紳
は
、
帝
に
つ
い
で
恐
る
可

き
一
珊
々
で
あ
り

し
か
も
本
来
異
族
の
紳
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
う

し
た
犠
牲
の
供
え
か
た
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
も
述
べ
た

如
く

A
が
本
来
自
然
一
脚
に
謝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
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お

そ
ら
く

ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
全
熔
祭
と
等
し
く
、
犠
牲
、
特
に
羊

は
生
き
た
時
の
姿
の
ま
ま
薪
上
に
の
せ
ら
れ
、
焼
か
れ
た
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
煙
や
動
物
を
や
く
香
に
よ
っ
て
一
岬
の
璽
を

ま
ね
き

且
つ
そ
の
香
そ
の
も
の
が
紳
を
な
ぐ
さ
め
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

震
掘
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の

A
祭
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
遺

存
が
護
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
丙
二
観
基
枇
周
透
に

は
柴
灰
羊
骨
坑
と
黒
灰
堆

・
焼
牛
骨
祉
と
よ
ぶ
も
の
が
数
カ
所
か
ら

護
見
さ
れ
て
い
る
。
柴
灰
羊
骨
坑
は
玉

O
J
一O
O糎
ほ
ど
の
深
さ

の
坑
を
ほ
り
、

そ
の
な
か
で
羊
を
薪
で
焼
い
た
。
黒
灰
堆
は
首
時
の



池
上
面
で
薪
を
境
き
、
さ
ら
に
牛
を
焼
い
て
い
る
。
何
れ
の
場
合
も
、

燃
焼
し
た
直
後
に
埋
め
ら
れ
て
了
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
の
こ
と

は
と
の
儀
曜
が
本
来
香
煙
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
焼
く
ζ

と
は
、
土
中
の
神
に
さ
さ
げ
る
た
め
に
、
埋
め
る
ま
え
に
行
わ
れ
る

犠
牲
の

一
つ
の
鹿
理
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
き
に
の
ベ
た

狸
即
ち
獣
坑
は
、

乙
七
観
基
祉
な
ど
に
は
多
数
護
見
さ
れ
て
い
る

が
、
丙
二
挽
で
は
三
例
に
す
ぎ
な
い
。

ζ

れ
に
封
し
て
牛
羊
を
焼
い

乙
七
暁
で
は
見
ら
れ
な
い
の
に
、
丙
〕一
瞬
で
は
七
例
あ

た
あ
と
は
、

る
。
と
の
ほ
か
こ
の
二
つ
の
基
祉
の
周
迭
に
は
と
も
に
、
人
聞
を
う

め
た
全
躯
墓

・
斬
頭
墓
が
多
数
輩
見
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
と
の
こ
っ

の
基
祉
の
間
で
は
、
境
牛
羊
祉
が
と
と
な
っ
た
黙
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
ζ

の
二
つ
の
基
祉
の
建
築
の
用
途
が
こ
と
な
っ

て
い
た
こ
と

に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
何
れ
も
一
態
基
壇
面
が
完
成
し
た
と

き
、
お
そ
ら
く
礎
石
を
お
く
前
に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て

同
じ
目
的
、
土
中
の
霊
を
慰
め
、
建
築
物
及
び
使
用
者
へ
害
を
す
る

こ
と
を
避
け
る
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
加
。

以
上
の
貼
か
ら
考
え
て
ζ

の
抗
狸
と
A
と
は
、
犠
牲
を
焼
く
か
否
か

何
れ
も
監
と
は
本
来
血
縁
の
な
い
自
然
神
的

の
差
は
あ
っ
て
も
、
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な
霊
、

土
霊
な
ど
を

慰
和
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
所
で
、

土
は
前
述
の
如
く
、
祉
一珊
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た

西
土

・
四
土
(
四
方
の
土
)
の
如
ぐ
用
い
ら
れ
、
四
方
の
方
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
方
向
の
紳
を
含
ん
で
い
る
の
に
封
し
、

は
、
む
し
ろ
農
産
物
を
生
ず
る
土
地
を
v

意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
の
土

か
し
そ
れ
程
厳
格
な
直
別
が
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
紅一紳

に
封
す
る
と
同
じ
よ
う
に
盟
鏡
・
雨
が
河

・
岳
な
ど
本
来
あ
る
方
向

の
一
つ
の
族
が
祭
杷
し
た
紳
に
も
祈
願
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
こ
こ
に
見
た
儀
雄
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ら
の
神
の
力
は
土
中

に
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
自

然
紳
の
風
雨
に
劃
す
る
力
、
ま
た
風
雨
に
劃
し
て
最
も
強
い
支
配
力

/を
も
っ
帝
と
こ
れ
ら
自
然
紳
と
が
、
本
来
は
性
格
が
一
つ
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
軍
に
土
中
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
地
方

の
、
地
上

・
地
下
何
れ
に
も
行
き
わ
た
ワ
て
い
た
盤
が
こ
れ
ら
自
然

同

神
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

般
に
お
い
て
祭
ら
れ
た
土
榊
は
、
先
述
の
如
く
他
の
河
な
ど
と
と

と
な
り
、
祭
直
接
帝
記
の
封
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
じ
自

然
一
珊
で
あ
り
な
が
ら
土
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
は
榊
格
に
ち
が
い
が

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

e

こ
の
と
と
は
河
な
ど
に
輿
え
ら
れ
て し

- 45ー
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い
た
雨
や
年
に
封
す
る
た
た
り
の
力
が
、

土
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
と
と
と
相
膳
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
土
は
穏
和
な
紳
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
旬
。
お
そ
ら
く
帝
杷
と
い
わ
れ
る
も
の
は
肢
の

人
々
が
自
ら
の
最
高
紳
で
あ
る
帝
に
類
似
す
る
力
を
認
め
た
紳
に
封

し
て
、
そ
の
宥
和
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
土
の

力
が
お
と
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

土
は

土
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
西
土
・
南
土
の
加
き
も
の
と
、
唐

土
・
一
号
土
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
西
土
・
南
土
な
ど
に
つ
い
て
は

す
で
に
ふ
れ
た
が
、
唐
土
・
喜
土
の
如
き
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
・

事
の
地
の
枇
榊
で
あ
る
。
一
暑
は
肢
の
醤
都
で
あ
り
、
唐
は
成
湯
大
乙

に
闘
係
の
深
い
地
で
あ
旬
。
と
れ
に
封
し
軍
に
土
と
稽
す
る
と
き
は

首
時
の
腫
の
都
を
中
心
と
し
た
地
の
祉
で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
綾
庚

の
時
に
遷
都
し
た
と
停
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
作
邑
の
儀

帥

式
が
行
わ
れ
、
帝
の
許
諾
を
得
た
の
ち
、
と
ζ

に
都
が
つ
く
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
原
住
民
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
自

然
榊
は
、
肢
の
帝
の
力
に
服
し
て
了
っ
た
た
め
、
澗
や
た
た
り
を
起

且
つ
帝
の
力
が
地
上
・
地
下
に
普
週
的
に
及
ぶ
の
に

す
力
を
失
い
、

つ
れ
、
次
第
に
土
中
に
追
い
や
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
地
方
の
土
榊
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
穀
物
が
土
中
か
ら
生
ず
る
ζ

と
は

と
に
土
紳
の
カ
が
大
き
く
働
く
所
以
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
霊
が
不
満

を
も
た
な
い
よ
う
に
常
に
宥
和
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
股
都
に
お
け
る
土
榊
の
カ
の
縮
少
は

お
そ
ら
く
四
方
の
自
然

一
脚
に
も

そ
れ
以
外
の
各
地
の
自
然
一
珊
に
も
及
び
、
衣
第
に
そ
の
力

の
縮
少
、
土
紳
と
帝
と
の
分
離
、
さ
ら
に
各
地
の
帝
は
上
帝
に
統
合

さ
れ
、
各
地
の
土
紳
即
ち
紅
一
珊
が
そ
の
夫
々
の
地
に
蔑
る
傾
向
と
を

招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

¥

以
上
の
如
く
、
自
然
一
珊
は
、
本
来
こ
れ
を
信
捧
す
る
族
集
圏
が
あ

り
、
か
っ
そ
の
神
格
は
、
段
に
お
け
る
最
高
の
榊
で
あ
る
上
帝
に
類
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似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
肢
の
支
配
下
に
は
い
る
と
と
も

に
、
自
然
一
脚
は
、
帝
の
支
配
下
に
た
つ
こ
と
に
な
り

ま
た
租
先
信

仰
の
強
い
中
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
先
公
と
し

て
租
先
の
系
列
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

且
つ
般
の
都

ー
直
接
に
肢
の
統
治
し
た
商
地
域
の
自
然
紳
は

土
一
脚
と
し
て
の
吐

に
な
り
、
同
じ
自
然
紳
か
ら
多
少
性
格
の
こ
と
な
る
も
の
と
な
っ
た

経
過
が
明
「
ら
か
に
な
っ
た

と
の
ほ
か
首
時
の
自
然
紳
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、

上
甲
以
下

そ

の
租
先
紳
の
神
格
と
、
と
の
自
然
一
珊
の
一
珊
格
と
が
、
次
第
に
重
な
り

あ
っ
て
行
く
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
責
務
が
あ
る
が
、
現
在
の
と
と



ろ
若
干
の
貼
で
明
確
な
解
答
が
得
ら
れ
な
い
と
ζ

ろ
が
あ
る
の
で

ζ

の
鮎
に
つ
い
て
は
後
日
に
譲
る
。

貞

人

の

出

自

董
作
賓
氏
に
よ
る
貞
人
集
圏
の
護
見
、

そ
れ
を
も
と
と
し
た
編
年

大
き
な
護
展
の
契
機
を
奥
え
た
こ
と

の
韓
系
が
甲
骨
文
研
究
に
、

は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
最
近
で
は
そ
れ
を

も
と
と
し
た
新
奮
二
つ
の
文
化
が
般
の
王
室
に
併
存
し
た
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
旬
。
と
れ
ら
の
わ
」
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
に

紹
介
も
あ
り
、
私
自
身
も
別
稿
に
お
い
て
、
二
つ
の
文
化
と
貞
人
集

制

圏
と
の
開
係
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
た
最
近
で
は
、
二

地
名
・
園
名
・
族

同

名
が

L
ば
し
ば
一
致
す
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、

三
の
撃
者
に
よ
っ
て
、

と
れ
ら
の
貞
人
の
名
と
、

ζ

の
貞
人
名
と
地
名
な
ど
と
の
一
致
を
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も

の
と
し
て
考
え
る
可
き
か
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。

第
三
期
卜
僻
S
一
七
四
一
に
は
、

甲
申
卜
、
何
貞
、
今
夕
亡
調
。

と
あ
る
。
こ
の
何
は
第
三
期
貞
人
で
あ
る
が
、
第
一
期
卜
僻
で
あ
る
、
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壬
辰
ト
、
方
其
草
見
何
。

(
績
六
・
九
・
五
〉

を
見
る
と
、
第
一
期
に
、
方
と
呼
ば
れ
る
園
が
見
そ
戴
伐
し
た
記
事

に
、
何
が
あ
ら
わ
れ
る
ζ

と
が
わ
か
る
。
先
述
の
如
く
、
方
は
山
西

省
中
南
部
に
あ
っ
た
外
敵
で
あ
り
、
見
は
肢
の
西
北
に
あ
っ
た
属
園

同

で、

n
白
方
な
ど
の
征
伐
を
し
て
い
る
園
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
韓
宗
顕

氏
は
、

丁
巴
卜
、
宇
貞
、
乎
取
何
第
。

(
乙
コ
二
七
四
〉

辛
未
卜
、
離
貞
、
王
夢
兄
戊
、
何
日
肌
、
不
佳
珊
。

(
侠
六

四
月
。

'-J 

な
ど
、
宇
・
賓
な
ど
の
第
一
期
貞
人
の
ト
僻
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ

-47-

れ
、
さ
ら
に
同
じ
く
第
一
期
貞
人
の
自
の
あ
ら
わ
れ
る
鑑
版
の
甲
尾

刻
辞
で
あ
る
、

口
来
三
百
。
何
。

(
甲
二
九
八
三
)

に
署
名
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
何
を
、
す
べ
て
第
三
期
貞
人
何
と
同

さ
き
の
績
六
・
九
・
五
の
何
を
、
と
の
卜
僻

同

を
刻
し
た
と
き
の
著
名
で
あ
る
と
し
た
。
と
の
よ
う
に
考
え
る
に
到

一
個
人
で
あ
る
と
し
、

っ
た
の
は
、
甲
二
九
八
三
の
甲
尾
刻
僻
に
、
何
が
著
名
者
と
し
て
あ

し
か
し
甲
尾
刻
僻
は
、
骨
日

ら
わ
れ
る
ζ

と
が
、
影
響
し
て
い
る
。

刻
僻
な
ど
と
と
も
に
、
記
事
刻
僻
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

ω
 

僻
と
は
、
性
格
を
こ
と
に
す
る
文
章
で
あ
る
。
か
っ
一
般
の
卜
辞
に

一
般
の
ト
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つ
い
て
見
て
も
、
儀
氏
が
文
尾
の
署
名
と
す
る
例
の
数
も
、
ご
く
限

ら
れ
て
お
り
、

且
つ
私
の
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

そ
の
例
の
う
ち

で
も
、
買
際
に
卜
僻
を
刻
し
た
署
名
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る

同

も
の
は
、
一
・
二
例
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
横
六
・
九
・
五
の

何
を
、
署
名
と
解
す
る
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て

も
、
第
一
期
に
も
何
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
第
三
期
に
も

同
じ
何
を
名
と
す
る
者
が
あ
ら
わ
れ
る
ζ

と
に
か
わ
り
が
な
い
。

ま
た
同
じ
第
三
期
貞
人
宇
(
以
下
C
字
で
一
示
す
〉
に
つ
い
て
見
る

と

貞
、
勿
乎
{
寸
萱
束
。

(
B
O九
六
二
〉

の
第
一
期
卜
鮮
や
‘
同
じ
く
第

一
期
貞
人
賓
と
宇
と
の
卜
僻
の
記
さ

れ
た
亀
甲
の
背
面
に
は

C
入
口
口。

(
乙
七
七
六
八
〉

C
が
亀
版
を
貢
納
し
た
こ
と
が
記
録
さ

帥

れ
る
。
こ
の
ほ
か
第
一
期
に
多
C
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
第
二

と
い
う
甲
橋
刻
辞
が
あ
り
、

期
に
も
、
金
四
一
三
の
如
く
、
多
C
が
あ
ら
わ
れ
る
。
即
ち
C
?も
第

一
期
か
ら
卜
併
に
あ
ら
わ
れ

且
つ
第
一
期
第
二
期
に
は
多
C
と
よ

ば
れ
る
C
の
集
圏
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の

C
と
と
も
に

B
O九
六
二
の
ト
辞
に
あ
ら
わ
れ
る
宣
(
以
下

D
字
で
示
す
)
も
第
三
期
貞
人
で
あ
る
が

と
れ
も

乙
巳
卜
、
内
〔
貞
〕
、

D
亡
調
。

(
乙
二

O
二
七
〉

己
亥
ト
、
宇
貞
、

D
叉
子
組
口
図。

(
載
二
五
・
二
一
)

の
如
く
、
第
一
期
ト
僻
に
お
い
て
、
最
王
朝
の
祖
先
で
あ
る
租
某
の

祭
杷
を
主
宰
し
、
あ
る
い
は
そ
の
摘
の
有
無
が
卜
関
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
ζ

と
は

D
が
腫
と
親
密
な
閥
係
に
あ
っ
た
と
と
を
示
し
て
い

る
。
と
く
に
王
室
に
お
け
る
祭
杷
を
主
宰
し
た
こ
と
は
、

こ
れ
が
鹿

に
お
い
て
可
成
り
重
要
覗
さ
れ
た
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
然
る
に
同
じ
第
一
期
ト
辞
の
甲
三
五
一

O
+京
津
二
ハ
八
一
に

帥

よ
る
と
、
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股
王
が
君
侯
を
し
て

D
を
征
伐
せ
し
め
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
場
合
に
は

D
は
明
ら
か
に
園
名

一
般
の
例
か
ら
見
て

或
い
は
族
名
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
れ
に
封
し
、
先
の
祭

杷
卜
辞
の
場
合
は
、
遇
例
に
よ
れ
ば

D
を
個
人
名
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て

D
の
場
合
に
は
、
個
人
名
と
族
名
と
が
同
一
の

文
字
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
D
族
出
身
の

人
聞
は
、
個
人
の
場
合
も
、
族
名
と
同
じ

D
を
も

っ
て
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
う
い
っ
た
場
合
、
個
人
名
と
し
て
の

D
は

そ
の
族
の
族
長
を
さ
す
と
す
る
の
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
先
の

多
乎

(
H
C
)
と
い
う
呼
び
方
が
あ
る
貼
か
ら
考
え
て
、
軍
に

C
と



い
っ
て
個
人
を
さ
す
場
合
に
、
そ
れ
を
族
長
と
限
定
す
る
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
角
、

D
に
闘
す
る
以
上
の
三
例
か
ら
見

て
、
と
の
族
は
、
第
一
期
の
あ
る
時
期
に
は
肢
の
征
伐
を
う
け
、

ー同

じ
第
一
期
の
別
の
時
期
に
は
肢
と
親
密
な
関
係
が
あ
っ
た
ζ

と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
第
二
期
に
は

甲
成
ト
、
王
。
在
邑
澄
ト
。

(
文
一
八

O
)

貞
、
亡
尤
。
在
国
撞
。

(
文
五
六
一
)

D
に
水
を
附
し
て
地
名
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
と
れ
は

D
族
の
本
援
の
近
傍
の
河
川
を
一
示
す
の
で
あ
る
が
、
王
の
率
い
る
軍

ω
 

隊
が
と
の
川
の
近
く
に
駐
屯
し
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
在
邑

王
の
回
猶
往
来
ト
辞
に
関
聯
す
る
も
の
が
多
い

の
如
く
、

某
と
い
う
言
葉
は
、

ζ

と
か
ら
考
え
て
、

ζ

の
D
地
は
第
二
期
に
は
王
の
回
調
地
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
第
三
期
に
は

D
族
出
身
の
貞
人

が
段
都
に
在
勤
し
て
い
た。

と
の
と
と
か
ら
考
え
て
、

D
は
第
一
期

、
の
あ
る
時
期
に
肢
の
征
伐
を
受
け
て
、
こ
れ
に
服
属
し
、
そ
の
一
族

の
う
ち
の
一
部
は
股
都
に
あ
っ
て
王
に
仕
え
、
さ
ら
に
そ
の
本
接
地

は
、
王
の
回
強
地
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
の
如
く

C
-
D
に
は
、
族
名
と
個
人
名
と
の
こ
っ
の
場
合
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が
あ
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
あ
げ
た
何
の
場
合
に
も
、
個
人
名
で
あ

る
場
合
と
、
族
名
と
の
二
つ
の
場
合
が
あ
っ
一た
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
。
そ
し
て
第
一
期
甲
橋
刻
僻
「
口
来
三
一
百
。
何
。
」
(
甲
二
九
八

)
の
何
は
個
人
名
で
、
第
一
期
に
甲
骨
の
管
理
官
と
し
て
股
都
に

あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
第
三
期
貞
人
の
何
と
同
一
人
と
す
る
必
要
は

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
何
は
、
族
名
で
あ
る
と
と
も
に
、
個

人
名
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
桐
即
ち
河
と
し
て
地
名
及
び
河

神
を
示
す
も
の
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
・第
一
項
に
見
た

如
く
、
園
名
と
紳
名
と
が
一
致
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
個
人

名
も
と
れ
ら
と
一
致
す
る
ζ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

と
れ
は
嘗
時

-49-

の
祉
曾
が

一
つ
の
血
縁
集
圏
を
基
本
と
し
、

そ
の
居
住
す
る
地

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
園
に
よ
っ
て
固
定
し
、
そ
の
紳
!
こ
の
集
圏
の

同

最
高
紳
!
と
の
聞
に
血
縁
意
識
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
の
集
固
に
属
す
る
個
人
は
、
個
人
と
し
て
濁
立
す
る
の
で

な
く
、
む
し
ろ
集
圏
の
聞
に
埋
復
す
る
傾
向
が
な
お
強
く
残
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
と
の
何
に
闘
す
る
ト
僻
を
見
る
と
、
般
の
征
伐
を
受

け
た
ζ

と
を
一
示
す
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
何
に
謝
す
る
肢
の
外
敵
の

侵
入
が
卜
さ
れ
て
い
る
と
と
、
及
び
そ
の
族
紳
で
あ
る
河
が
第
一
期

か
ら
腫
に
と
っ
て
重
要
な
自
然
紳
と
し
て
祭
記
さ
れ
て
い
る
ζ

と
か

ら
考
え
て
、
第
一
期
以
前
に
す
で
に
何
族
は
肢
の
重
要
な
廃
園
の
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つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
と
こ
に
述
べ
て
来

た
第
三
期
の
貞
人
の
う
ち
、
何
な
ど
三
人
を
見
て
も
、

そ
の
出
身
し

た
族
と
置
と
の
閥
係
に
は
、
相
異
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
と
が
わ
か

る
次
に
他
の
時
期
の
貞
人
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
二
期
貞
人
の
喜
と

開
係
あ
る
も
の
と
し
て
、
甲

==E二
骨
臼
や
股
績
三
五
七
甲
橋
の

如
き
第
一
期
の
記
事
刻
僻
に
婦
喜
な
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
る
。

と
の

婦
喜
は
喜
族
出
身
の
婦
人
で
、
肢
の
王
室
に
お
い
て
ト
占
に
使
用
す

る
亀
甲
牛
骨
を
整
治
す
る
任
務
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
第
二
期
ト

僻
に
は
さ
き
の
自
澄
と
同
じ
く
、
「
在
岳
書
卜
」
(
文
六
八
二
)
、
「
邑

(
文
六
八
一
〉
の
如
く
地
名
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。

さ
ら
に
同
じ
く
第
二
期
貞
人
行
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
一
期
の
貞

喜
卜」

人
賓
の
あ
ら
わ
れ
る
ト
辞
と
同
版
に

貞
、
行
叶
王
事
。
貞
、
行
弗
其
叶
王
事
。

(
鰻
合
編
二
二
七
)

の
ト
僻
が
あ
る
。

「
叶
王
事
」

主
と
し
て
戦
争
な
ど

の
一二{子は、

に
、
王
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
任
務
を
果
た
す
と
と
が
出
来
る
か
否
か
を

ト
問
す
る
言
葉
で
あ
る
。
従
っ

て
行
は
嘗
時
股
王
の
臣
で
あ
っ
た
ζ

と
カ2

行わ
取か
廿る
五

婦長
井甲
示橋
。刻

字僻
』こ

は
(
乙
七
三
一
一
〉

の
例
が
あ
り
、
行
が
王
命
を
う
け
て
、
あ
る
地
域
か
ら
亀
版
を
徴
牧

し
て
来
た
と
と
が
わ
か
る
。
ま
た
第
二
期
と
考
え
ら
れ
る

実
未
ト
、
王
日
貞
、
叉
家
、
在
行
、
其
左
射
及
。

(
前
一
三

・
三
一

-

'-' 

に
よ
る
と
、
行
は
地
名
で
も
あ
っ
た
。
第
二
期
に
は
王
が
行
の
地
に

行
幸
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
期
の
行
と
、
第
二
期
貞

人
と
し
て
の
行
と
は
同
一
人
で
あ
る

可
能
性
が
充
分
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
の
第
二
期
ト
僻
に
よ
っ
て
、
行
と
い
う
地
名
、

ひ
い
て
は
行

と
よ
ぶ
族
の
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ま
た
同
じ
く
第
二
期
貞
人
の
大
に
つ
い
て
見
る
と
、
第

一
期
貞
人

同

史
と
考
え
ら
れ
る
貞
人
署
名
の
あ
る
卜
辞
に
は
、

大
と
い
う
人
物
が

王
の
命
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
第
一

期
貞
人
宇
・
賓
な

ど
の
卜
僻
の
あ
る
翁
版
の
裏
面
の
甲
橋
刻
辞
、

巨
大
入

(
丙
一
三
ニ
〉

の
ご
と
く
、
巨
大
と
い
う
人
物
が
亀
版

一
枚
を
貢
納
し
て
い
る
。
ま

た
第
一
期
の
錨
一

四
九
・
四
に
は
子
大
と
い
う
人
物
が
あ
る
。
鏡
宗

由
民
は
、
こ
れ
ら
巨
大

・
子
大
を
第
二
期
貞
人
大
と
同
一
人
で
は
な

い
か
と
し
て
い
旬
。

し
か
し
こ
れ
を
同
一
人
と
決
定
す
る
ま
で
の
謹

嬢
は
な
い
し
、
特
に
子
大
の
加
く、

子
某
と
呼
ぶ
人
物
を
、
股
王
の



ぺ咽

王
子
或
い
は
王
子
と
同
世
代
に
属
す
る
鹿
王
朝
一
族
の
一
員
と
考
え

る
な
ら
ば
、

ζ
う
し
た
人
物
が
貞
人
に
な
る
例
は
あ
ま
り
見
嘗
ら
な

い
。
し
か
も
第
一
期
に
は
、
粋
八

O
一
の
加
く
、
大
方
と
呼
ば
れ
る

園
zう2

肢
の
属
国
で
あ
る
曹
の
廿
邑
を
侵
し
た
と
い
う
記
録
が
あ

る
。
ま
た
第
三
期
に
も

「
:
・
来
告
大
方
出
伐
我
師
・
:
」

(
粋
二

五
二
)
の
如
く
、

し
、
そ
の
軍
隊
を
襲
撃
し
た
と
と
を
つ
げ
、

肢
の
透
境
に
あ
る
某
属
固
か
ら

大
方
が
侵
入

さ
ら
に
ζ

れ
に
封
し
、

馬
(
人
名
)
と
小
臣
某
と
が

お
そ
ら
く
防
戦
に
従
事
し
た
ζ

と

を
示
す
資
料
が
あ
る
。

白
川
静
氏
は

子
某
と
呼
ば
れ
る
人
物
を

肢
の
一
族
の
王
子
と
考
え
、
臣
某
或
い
は
小
臣
某
と
呼
ば
れ
る
も
の

は
、
そ
の
子
某
の
子
孫
に
多
い
。
且
つ
子
某
は
、
そ
の
名
の
示
す
地

方
、
即
ち
例
え
ば
子
大
の
場
合
は
、
大
の
地
方
を
統
治
す
る
た
め
に

鹿
王
か
ら
涯
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ζ

と
が
多
い
と
と
を
考
護
さ
れ

同

て
い
る
。
と
の
白
川
氏
の
設
に
従
え
ば
、
子
大
は
大
方
の
一
族
出
身

の
人
間
と
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
し
、
寧
ろ
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
と
は
誤
り
と
な
る
。

王
子
の
一
人
が
大
方
に
波
遣
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
子
大
と
稽
し
た
と
す
れ
ば
、
大
方
の
本
来
の
族
出
身
者
は
嘗

然
大
と
呼
ば
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
大
方
に
封
す
る
厳
か
ら
の
征
伐

2邸

の
記
録
は
、
現
在
の
と
ζ

ろ
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

お
そ
ら
く

大
方
は
、
第
一
期
の
あ
る
時
期
に
は
肢
と
敵
封
閥
係
に
あ
っ
た
が
、

同
じ
第
一
期
の
う
ち
に
、
般
に
服
す
る
と
と
と
な
り
、
震
か
ら
は
子

大
が
そ
の
統
治
に
涯
達
さ
れ
た
。
と
の
子
大
は
武
丁
の
在
世
中
に
死

し
、
そ
の
子
の
巨
大
が
代
っ
て
大
方
在
統
治
し
、
般
に
翁
版
を
納
め

て
い
る
。
第
一
期
の
ト
鮮
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
と
の
子
大
の
源
遺

の
一
方
で
は
、

お
そ
ら
く
大
か
ら
何
が
し
か
の
人
聞
が
肢
の
ほ
う
に

迭
ら
れ
、
さ
ら
に
第
二
期
に
は
大
方
出
身
の
人
物
が
貞
人
と
し
て
股

に
仕
え
て
い
た
。
そ
れ
が
第
三
期
に
な
る
と
、
再
び
肢
か
ら
離
叛
し

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
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同
じ
よ
う
に
第
二
期
貞
人
で
あ
る
行
と
大
と
は

と
も
に
第
一
期

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
あ
る
卜
辞
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
先

に
述
べ
た
如
く
、
行
は
す
で
に
第
一
期
か
ら
、
肢
と
密
接
な
閥
係
が

あ
る
の
に
封
し
、

大
は
む
し
ろ
疏
遠
に
な
り
勝
ち
な
閥
係
に
あ
っ

た
。
と
の
と
と
は
同
じ
甲
橋
刻
鮮
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
あ
ら
わ
れ
な

が
ら
、
大
と
行
と
に
は
ち
が
い
が
あ
る
と
と
と
も
封
躍
す
る
。
I1!p 

ち
、
大
、
厳
密
に
は
巨
大
の
刻
僻
に
使
用
さ
れ
る
動
詞
は
「
入
」
で

あ
る
が
、

ζ

れ
に
封
し
行
の
場
合
に
は
「
取
」
で
あ
る
。

「
入
」
は

貢
納
を
意
味
す
る
に
封
し
、
取
は
肢
か
ら
徴
聾
す
る
意
味
で
あ
か
。

行
は
い
わ
ば
「
み
つ
ぎ
と
り
」
と
し
て
翁
版
を
徴
し
た
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
例
え
巨
大
と
貞
人
大
、
行
と
貞
人
行
と
が

そ
れ
ぞ
れ

同
一
人
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
段
王
に
謝
す
る
閥
係
が
異
つ

た
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
が
わ
か
る
。

ζ

の
ち
が
い
は
、
王
が
み
ず
か

ら
行
幸
す
る
ζ

と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
行
の
地
と
、
肢
と
敵
封

す
る
場
合
も
あ
っ
た
大
方
と
の
遣
い
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
と
乙
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
賠
が
あ
る
。

そ
れ
は
所
謂
新
汲

・
奮
涯
と
貞
人
集
園
と
の
関
係
で
あ
る
。

ζ

の

問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
要
約
す
れ
ば
貞
人

集
闘
に
よ
っ
て
、
そ
の
ト
鮮
に
あ
ら
わ
ら
れ
る
祭
間
制
度
に
大
き
な

差
異
が
あ
る
。
こ
れ
は
股
代
の
王
室
に
、
二
つ
の
慣
習
を
も
っ
た
集

圃
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
が
王
と
結
び
つ
く
か
に
よ
っ
て
、
最
大
の

責
務
で
あ
っ
た
租
先
祭
肥
に
大
き
な
差
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
第
二
期
の
三
人
の
貞
人
大

・
害

・
行
に
つ
い
て
こ
の

貼
を
見
る
と
、
大

・
喜
は
奮
涯
に
、
行
は
新
涯
に
屈
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
新
援
の
貞
人
は
、
同
じ
第
二
期
で
も
、
後
牢
の
租
甲

時
代
の
貞
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
は
大
は
、
組
甲
時
代
に
も
在

任
し
た
こ
と
は
兄
庚
の
稽
が
そ
の
ト
辞
に
あ
る
こ
と
か
ら
明
瞭
で
あ

る
が
、
兄
己
の
稽
を
紋
き

且
つ
そ
の
ト
辞
全
韓
を
見
る
と
、
基
本

的
に
は
奮
源
即
ち
第
二
期
前
中
十
の
租
庚
時
代
に
属
す
る
貞
人
で
あ

る
。
喜
は
ζ

の
二
つ
の
中
間
的
形
態
で
あ
る
。

こ
の
第
二
期
前
中
十
租
庚
時
代
の
奮
涯
の
制
度
は
、

父
で
あ
る
第

一

期
の
武
丁
時
代
の
制
度
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
の
に
封
し
、
兄
租

庚
の
在
位
時
代
に
は
、

野
に
下
っ
て
い
た
租
甲
は
、
そ
の
時
に
統
率

し
た
幾
つ
か
の
集
圏
の
慣
習
を
即
位
後
の
制
度
に
反
映
さ
せ
た
と
考

え
ら
れ
る
し

そ
の
貞
人
た
ち
も

こ
の
租
甲
の
在
野
時
代
に
、
彼

に
親
し
か
っ
た
族
か
ら
貞
人
と
し
て
任
用
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き

い
。
し
た
が
っ
て
行
の
族
は
、
般
を
構
成
す
る
一
つ
の
族
で
あ
り

武
丁
の
命
を
受
け
て
、
王
室
の
た
め
に
行
動
し
な
が
ら
、
武
丁
が
王

と
し
て
主
宰
し
た
王
朝
の
祭
杷
と
は
こ
と
な
っ
た
習
慣
を
も
ち
、
す
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で
に
そ
の
首
時
か
ら
王
子
で
あ
る
租
甲
と
よ
り
近
く
結
ぼ
れ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る。

一
方
大
は
、
武
了
時
代
に
征
服
さ
れ
た

族
で
あ
り
な
が
ら

そ
の
結
び
つ
き
は
武
了
時
代
の
醤
振
に
よ
り
親

し
く
、
第
二
期
租
庚
時
代
に
は
貞
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
が

新
滅
の
時
代
に
な
っ
て
、
股
王
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
り
、
第
三
期
に

同

は
肢
か
ら
離
叛
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
一
盟
、
何
故
に
こ
う
し
た
関
係
に
あ
っ
た
大
方
か
ら
、
嘗
時

に
あ
っ
て
は
重
要
な
役
で
あ
る
卜
占
ぬ
官
の
貞
人
に
、
そ
の
出
身
の

人
物
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
に
も
述
べ



た
如
く
、
股
の
王
朝
に
お
い
て
祭
記
を
受
け
た
先
公
・
自
然
神
の
あ

る
も
の
は
、
本
来
そ
の
一
珊
を
ま
つ
る
族
が
あ
っ
た
。
肢
の
征
服
後

は
、
こ
れ
ら
の
紳
も
般
に
お
い
て
祭
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
般
の

最
高
一
珊
で
あ
る
帝
と
の
序
列
も
つ
く
ら
れ

ま
た
あ
る
も
の
は
般
の

租
先
一
珊
の
系
列
へ
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
れ
は
神
聖
政

治
を
行
う
古
代
園
家
に
は

世
界
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
例
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
肢
の
力
は
、
精
神
的
に
も
周
圏
の
小

園
の
上
に
優
越
し
た
地
位
を
築
く
と
と
に
な
っ
た
。

ζ

れ
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
が

貞
人
の
場
合
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
龍
山
期
以
来
、
中
園
で
は
、
卜
占
に
獣
骨
を
使
用
す
る
慣
習
が

賢
く
見
ら
れ
、
と
れ
は
腫
代
に
も
引
き
マ
が
れ
て
来
向
。
従
‘っ

て
段

が
強
大
と
な
っ
た
後
に
、

そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
小
園
に
は
、
や
は

り
そ
の
園
家
の
中
植
に
貞
人
が
い
た
警
で
あ
る
。

と
の
貞
人
は
、
そ

の
小
圏
内
に
あ
っ
て
人
間
の
行
動
の
善
否
を
判
断
す
る
能
力
を
も

っ
、
い
わ
ば
呪
術
師
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
肢
は
征
服
し

た
園
家
か
ら
、
こ
う
し
た
貞
人
を
都
に
よ
び
ょ
せ
、

こ
れ
に
よ
っ
て
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般
の
王
室
が
ト
占
に
閲
し
て
も
、
他
の
園
に
卓
越
し
た
力
を
そ
な
え

る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
首
時
の
世
界
を
精
神
的
に
も
支
配
し
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
期
標
準
卜
欝
で
あ
る

王
朝
ト
鮮
で
は
、
ト
占
の
判
定
者
は
、

王
の
み
に
限
ら
れ
、

こ
の
王
は
貞
人
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
る
。

と

の
にー

と
は

鹿
王し
カ2 ヵ、
貞も

人
集
圏
の
中
で
、
最
も
す
ぐ
れ
た
力
の
あ
る
貞
人
で
あ
っ
た
乙
と
を

示
し
て
い
る
が
、
貞
人
の
性
格
を
以
上
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、

ζ 

の
鹿
王
の
立
場
も
理
解
さ
れ
る
し
、

ま
た
大
方
か
ら
何
故
に
貞
人
が

肢
の
王
朝
に
奉
仕
す
る
と
と
に
な
っ
た
か
も
理
解
さ
れ
る
向

た
だ
こ
ζ

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
は

こ
の
肢
の
征

服
が
、
徹
底
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
と
で
あ
る
。
異

族
の
一
珊
を
完
全
に
否
定
し
さ
る
こ
と
は
な
く
、
寧
ろ
と
れ
を
肢
で
も
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祭
記
し
、
系
列
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
族
と

肢
と
の
結
び
つ
き
を
、
精
神
的
に
も
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

り
、
そ
の
異
族
自
身
は
、
も
と
か
ら
の
榊
を
中
心
と
し
て
精
神
生
活

を
遺
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
肢
の
王
朝
に
お
け
る
祭

杷
が
、
新
派
の
如
く
に
肢
の
租
先
紳
に
限
定
さ
れ
た
よ
う
な
時
代
に

は
、
却
っ
て
肢
と
被
征
服
族
と
の
結
び
つ
き
に
は
、
弛
緩
を
招
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
期
後
半
租
甲
時
代
に
は
、
外
国
闘
係
の
卜
辞

が
殆
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
の
は
、
間
半
に
般
の
軍
事
力
が
お
と
ろ

え
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
闘
心
が
内
向
的
に
働
い
た

時
代
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
と
の
と
と
は
、
精
神
的
に
異
族
を
不
安
定
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に
し
、

ζ

れ
が
例
え
ば
大
方
の
離
叛
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

さ
て
本
節
で
述
べ
て
来
た
所
を
ま
と
め
て
見
.
る
と
、
第
二
期
貞
人

に
も
、
第
三
期
貞
人
に
も
、
何
れ
も
ζ

れ
ら
の
貞
人
に
は
、
本
来
所

属
す
る
族
が
あ
り
、
而
か
も
そ
れ
ら
の
族
と
肢
と
の
閥
係
に
は
、
征

服

・
被
征
服
の
閥
係
に
あ
る
も
の
と
、
肢
と
親
密
な
!
な
か
に
は
巌

と
同
族
の
閥
係
に
な
る
も
の
す
ら
あ

っ
た
1

閥
係
に
あ
っ
た
も
の
と

の

二
つ
の
部
類
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ζ

の
二
つ
の
系
統

}ま

い
わ
ば
祭
肥
面
で
の
自
然
紳
系
統
と
租
先
紳
系
統
と
に
封
謄
す

る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
貼
が
明
確
に
し
得
る
の
は
、
第
二
期

・
第
三
期
の
貞

人
で
も
、
本
稿
に
と
り
あ
げ
た
貞
人
に
限
ら
れ
、
他
の
貞
人
に
つ
い

て
は
、
資
料
的
に
殆
ん
ど
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
最
も
人
数
の
多
い

第
一
期
の
貞
人
に
つ
い
て
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
第
一
期
以
前
の
ト

僻
資
料
が
目
下
の
所
皆
無
で
あ
る
た
め
、
貞
人
と
な
る
以
前
が
明
ら

か
で
な
い
か
ら
で
あ
旬
。
勿
論
第
一
期
貞
人
に
も
、
例
え
ば
亘
の
如

く
、
そ
の
本
族
で
あ
る

E
方
は
、
第
一
期
に
も
肢
と
封
立
し
、
肢
の

同

属
国
で
あ
る
雀
の
征
伐
を
、
つ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第
一
期
貞
人

に
つ
い
て
も
、
第
二
期
と
同
じ
よ
う
な
ζ

と
が
想
定
さ
れ
て
譲
り
は

な
い
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
第
二
期

・
第
三
期
の
他
の
貞
人
に
つ
い

て

も、

ζ

と
に
見
た
二
つ
の
系
統
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

応、

わ

り

以
上
に
見
た
如
く
、
貞
人
の
出
身
し
た
族
に
は
、
各
種
の
立
場
の

も
の
が
あ
り

そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
、
肢
と
封
立
し
た
り

こ

れ
に
服
従
し
た
り
と
い
う
、

一
定
し
な
い
立
場
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
ζ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ζ

う
し
た
黙
か
ら
見
て
、
駐
王
朝
の
勢

力
も

時
に
よ
り
可
成
り
の

費
動
が
あ
り

限
定
さ
れ
た
も
の
で
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あ
っ
た
乙
と
が
わ
か
る
。
侯
家
荘
の
輩
掘
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
肢
の

大
墓
か
ら
考
え
る
と
、

そ
ζ

に
集
中
さ
れ
た
富
は
、
腫
王
が
非
常
な

楢
力
を
も

っ
て
支
配
を
行
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
の
貰
情
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
は
な
か

っ
た。

別
稿
に
も
述
べ
た
如
く
、
腫
の
中
核
を
な
す
そ
の
一
族
集
囲
に
も
、

可
成
り
ち
が
っ
た
要
素
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
、
被
征
服
民
と
の
関
係
に
な
る
と

一
一
暦
そ
の
結
合
は
弛
く
、

雑
多
な
要
素
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。
大
方
の
支
配
の
如
く

し、

わ

ば
線
督
と
も
い
う
べ
き
子
大
の
波
遣
が
見
ら
れ
る
が
、
貰
際
に
は
巌

と
の
閥
係
は
、
統
治
者
と
被
統
治
者
と
い
う
闘
係
よ
り
は
、
む
し
ろ



多
少
顧
の
優
越
性
を
認
め
た
連
合
韓
と
い
う
の
が
、
そ
の
賓
態
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
そ
の
連
合
瞳
の
紐
帯

l
自
然
一
紳
祭
杷
も
そ
の
一
つ
で

あ
る

l
が
弛
緩
す
る
と
、
連
合
瞳
は
分
裂
す
る
。
こ
う
し
た
開
係
ζ

そ
が
嘗
時
の
貫
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
う
し
た
般
の
内
外
の
結

合
開
係
が
、
強
大
な
軍
事
力
に
よ
る
人
方
征
伐
を
行
い
な
が
ら
、
周

の
攻
撃
に
よ
っ
て
、
急
激
に
滅

t
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は

ま
た
一
方
で
は
、
嘗
時
鹿
王
が
直
接
支
配
し

た
範
園
が
そ
れ
程
庚
く
な
く
、
む
し
ろ
比
較
的
狭
い
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
は
、
田
滋
地
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

か
つ
て
そ
の
概
略
を
述
べ
た
が
、
要
す
る

に
田
獄
地
は
、
鹿
の
直
轄
地
で
あ
り
、

回
猶
は
そ
の
支
配
の
一
方
法

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
範
囲
は
安
陽
か
ら
、
め
陽
に
か
け
て
の

地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
か
も
同
じ
回
遡
地
で
も
、
周
透

の
地
は
決
し
て
安
定
し
た
、
支
配
地
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

そ
う

百
っ
た
地
域
に
は
、
狩
磁
を
意
味
す
る
田
字
で
は
な
く

そ
の
土
地

を
屈
服
さ
せ
る
ζ

と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
蛍
と
い
う
文
字
を

使
用
し
て
い
る
。
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と
れ
は
軍
に
そ
の
地
の
人
々
を
服
さ
せ
る
だ
け
で

そ
の
地
の
精
霊
を
も
屈
服
さ
せ
る
儀
雄
を
も
含
ん
で
い
た

は
な
く
、

の
で
あ
り
、
第
一
節
に
お
い
て
の
ベ
た
、
諸
方
の
自
然
榊
に
劃
し
て
も

そ
の
征
服
の
後
に
と
れ
と
同
じ
ζ

と
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
知

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、

一
時
的
な
軍
事
行
動

に
お
い
て
は
、
今
日
か
ら
は
想
像
出
来
な
い
ほ
ど
遠
く
ま
で
行
動
す

る
と
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
も
見
ら
れ
る
所
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
恒
常
的
な
支
配
範
囲
と
い
う
も
の
は
そ
れ
程
度
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

『
史
記
』
な
ど
に

よ
れ
ば
、
鹿
と
い
い
、
周
と
い
い
、

河
流
域
の
華
北
を
支
配
し
て
い
た
如
く
表
現
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
貫

一
躍
中
圏
全
土
、
少
く
と
も
黄

一日ー

際
に
は

そ
の
範
圏
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

且
つ
肢
の
周
透
の

国
々
は
、
駐
の
勢
力
の
強
弱
に
膳
じ
て
、
服
従
・
離
叛
を
く
り
返
し

て
い
た
と
考
え
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
と
と
は
古
代
世
界
に
お

け
る
支
配
権
と
い
う
も
の
が
、
極
め
て
不
安
定
な
基
礎
の
上
に
き
ず

か
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
般
の
王
朝
構
成
の
外
部
的
な
貼
を
見
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
内
部
的
な
構
造
の
貼
に
つ
い
て
は
神
戸
大
事
文
拳
曾

「
研
究
」
第
二
十
八
暁
史
皐
篇
〈
一
九
六
二
年
三
月
霊
行
議
定
〉

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
印
刷
の
都
合
上
資
料
の
引
用
を
省
略
し

た
り
、
も
と
の
文
字
の
か
わ
り
に

A
な
ど
の
記
腕
を
使
用
し
た
た



288 

め
、
不
便
な
貼
が
多
く
な

っ
た
こ
と
を
お
わ
び
す
る
。

① 註

陳
夢
家
「
古
文
字
中
之
商
周
祭
杷
」
(
燕
京
厚
報
第
十
九
期
)
、
「
商
代

的
一
脚
話
奥
星
術
」
(
同
第
二
十
期
)
、
『
卜
僻
綜
述
』
第
十
六
章
・
第
十

七
寧
、
島
邦
男
『
般
嘘
卜
僻
研
究
』
第
一
一
編
第
三
輩
、
胡
厚
宣
「
股
代

之
天
神
祭
奔
」
(
甲
骨
撃
商
史
論
議
初
借
用
)
、
「
ト
僻
中
所
見
之
股
代
農

業
」
(
同
二
集
)
、
拙
稿
「
卜
僻
に
見
え
る
租
鰹
概
念
に
つ
い
て
i

」
(
東

方
撃
報
京
都
第
二
十
六
冊
)
。
特
に
河
と
岳
と
に
つ
い
て
は
赤
塚
忠

「
殴
王
朝
に
お
け
る
河
の
祭
紀
と
そ
の
起
源
」
(
甲
骨
率
第
四
・
五
銭
)
、

「
段
王
朝
に
お
け
る
笛
の
祭
記
」
(
同
第
六
鋭
)
に
詳
し
い
。

『
卜
僻
綜
述
』

三
四
四
頁

郭
沫
若
『
卜
僻
通
纂
』
別
ニ
東
大
三

赤
塚
忠
「
股
王
朝
に
お
け
る
河
の
祭
杷
と
そ
の
起
源
」

「
卜
僻
に
見
え
る
組
短
観
念
に
つ
い
て
」
一

O
頁
。
こ
の
時
に
は
蓋
作

賓
氏
の
『
殴
暦
諮
』
下
編
谷
九
帝
辛
臼
諮
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
萱
氏

は
帝
辛
の
人
方
征
伐
に
閲
す
る
卜
僻
に
、
河
邑
の
語
が
あ
り
、
そ
の
位

置
を
人
方
征
伐
の
経
路
中
に
も
と
め
た
の
で
あ
る
。
島
邦
男
氏

『
股
櫨

卜
僻
研
究
』
も
大
略
同
じ
で
あ
る
。
乙
の
資
料
は
金
七
二
八
の
ト
僻
で

あ
る
が
、
鱗
宗
顕
氏

K
よ
る
と
、
乙
の
甲
骨
は
現
在
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

接
所
裁
の
も
の
で
、
貨
物
を
検
し
た
結
果
、
従
来
河
邑
と
言
わ
れ
て
い

た
も
の
は
、
者
鍛
と
し
て
模
寓
す
る
際
に
誤
っ
た
も
の
で
、
河
字
で
は

な
く
、
掌
邑
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
(
『
股
代
貞
ト

人
物
通
考
』
六
」
五
頁
)
。
従
っ
て
河
邑
の
資
料
も
な
く
、
ま
た
そ
の

位
置
決
定
も
、
線
践
を
倣
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
訂
正

③ ① ③ ② 

す
る
。

洗
に
つ
い
て
は

S
O
三
二
七
、
何
は

B
O
九
八
五
、
方
は

S
O
O六
六

の
各
註
参
照
。

各
設
の
出
所
に
つ
い
て
は

S
O
O
O
二位
7
0
島
氏
の
設
に
桝
到
す
る
批

判門は

B
一
五
四
一
註
1
。

S
O
O
O
一
註

7
、
方
を
つ
け
て
呼
ぶ
意
味
は
本
稿
四

一
1
四
三
頁

「
卜
僻
に
見
え
る
租
震
観
念
に
つ
い
て
」
二
七
頁

B
一
五
四
て

B
一
五
四
二
註

孫
諮
譲
『
名
源
』
上
ニ
O
葉
、
赤
塚
忠
「
般
王
朝
に
お
け
る
笛
の
祭

杷
L

考
古
研
究
所
編
『
殴
虚
文
字
綴
合
』
一
九
三

拙
稿
「
段
以
前
の
血
縁
組
織
と
宗
教
」
(
東
方
撃
報
京
都
第
三

二
冊
)
、

及
び

B
一
O
九
一
註

⑬
白
川
静
「
殿
代
雄
族
考
」

一
鄭
(
甲
骨
金
文
皐
論
叢
五
集
)

⑬

「
卜
僻
に
見
え
る
租
盤
概
念
に
つ
い
て
」
第

一
・
ニ
節

⑬
島
邦
男
『
般
櫨
卜
鮮
研
究
』
第
一
一
編
第
三
章

⑪
胡
厚
宜
「
甲
骨
文
四
万
風
名
考
護
」
、
「
論
五
万
観
念
及
『
中
園
』
稽
謂

之
起
源
」
(
甲
骨
摩
商
史
論
議
初
集
)
、
楊
樹
逮
「
申
文
中
之
四
方
紳
名

輿
風
名
」
(
積
微
居
申
文
説
)
、
殿
一
一
洋
「
卜
僻
四
万
風
新
議
」
(
大
陸

雑
誌
第
十
五
省
一
期
)
。

股
綴
ニ
六
一
十
乙
六
五
三
三
で
は
南
風
を
夷
と
す
る
が
、
乙
れ
は
京
津

五
ニ

O
の
方
名
の
省
髄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

島
邦
男
『
般
櫨
卜
際
研
究
』

ニ
O
八
頁
、
卜
旬
卜
僻
に
お
け
る
隅
字

は
、
第
五
期
に
は
犬
を
傍
に
附
す
。
と
の
乙
と
は
第
五
期
に
お
け
る
卜

句
ト
タ
の
儀
潤
化
、
及
び
五
紀
の
固
定
化
に
関
聯
す
る
も
の
で
あ
る

⑤ ⑦ 。⑬① ③⑬⑫  
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が
、
じ
れ
に
つ
い
て
は
「
ト
僻
に
見
え
る
租
鐙
帽
概
念
に
つ
い
て
」
第
五

節
・

S
二
七
四
一
註
参
照
。
ま
た
犬
が
悪
霊
を
携
う
た
め
に
使
わ
れ
た

考
古
拳
的
な
登
録
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
最
近
に
お
け
る
殿
式
遺
蹟
の

研
究
と
愛
掘
」
下
(
史
林
-
九
五
六
年
第
五
銭
〉
参
照
。

S
O
三
三

O
註

白
川
静
「
殿
代
雄
族
考
」
ニ
雀
(
甲
骨
金
文
事
論
議
六
集
)

祉
に
つ
い
て
は

S
O三
三
三
、
発
は

B
一
六
二
九
の
各
註
参
照
。

問

・
を
以
外
に
、
類
似
の
現
象
と
し
て
若

・
吃
・

汚
な
ど
が
あ
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は

S
O
O四
ニ
・

S
O
O四
八

・
S
O
O六
三
参
照
。

陳
夢
家
『
ト
僻
綜
述
』
五
九

O
頁
は
、
方
は
本
来
方
向
を
意
味
す
る
文

字
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
抽
象
的
な
意
味
が
先
に
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

S
O
三
四
五
註

2
参
照
。
甲
ニ
九

O
こ
に
は
「
己
未
卜
、
貞
、
多
淫
亡

柄
。
在
南
土
。」
と
と
も
に
「
庚
申
卜
、
貞
、
雀
亡
柄
南
土
。
柄
告
事
。
」

な
ど
の
文
が
あ
る
。
本
文
に
引
い
た
雀
が
長
を
征
伐
す
る
ト
僻
と
と
も

に
、
雀
が
南
土
に
閥
係
深
い
と
と
を
一
不
す
。
且
つ
前
引
の
京
津
五
二

O

な
ど
の
西
方
を
示
す
廷
が
、
族
組問
掴
と
し
て
一示
き
れ
る
の
は
、
お
そ
ら

く
雀
と
と
も
に
南
方
の
征
伐
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
ト
鮮
に
見
え
る
租
盤
掴
概
念
に
つ
い
て
」
二
六
|
八
頁

島
邦
男
『
殻
趨
ト
僻
研
究
』
こ

O
八
・
三
一

二
・
三
四
八
頁

島
邦
男
『
殴
嘘
卜
僻
研
究
』
二

O
二
・
二
二
七

1
一
三
二
頁

拙
稿
「
殿
代
に
お
け
る
組
先
祭
杷
と
貞
人
集
圏
L

(

研
究
第
二
十
八
続
)

第
三
節
及
附
表

U
。

「
最
近
に
お
け
る
段
式
遺
蹟
の
研
究
と
褒
個
別
」

石
蕗
如
『
遺
祉
的
設
現
』
乙
編
股
虚
建
築
遺
存
(
『
小
屯
』
第
一
本
)

@ ⑧ ⑧⑧ ⑫ ⑧ @ @ 
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一
六
九

l
冶
五
頁
及
第
六
章
武

・
参
、
「
小
屯
段
代
丙
組
基
社
及
其
有

閥
的
現
象
」
(
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
外
編
第
四
種
慶
祝

蓋
作
賓
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
)
。
丙
二
放
基
枇
の
燐
牛
祉
の
牛
は
、

全
躯
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、

M
A
か
ら
は
背
骨
、

M
B
は
角
、

M
C

は
腿
骨
で
あ
っ
た
と
い
う
。
乙
の
三
部
分
は
、
一
匹
の
牛
を
き
り
裂
い

た
も
の
か
、
或
い
は
別
個
の
牛
の
も
の
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
廃
置
が
と
ら
れ
た
の
は
、
学
に
比
し
健
躯
が
大
き
い

乙
と
に
よ
る
便
宜
的
な
廃
置
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
七
貌
の
獣
坑
は
完
全

な
も
の
を
埋
め
て
い
る
ら
し
い
。

陳
夢
家
『
卜
僻
綜
述
』
第
十
七
章
第
五
節
参
照
。

島
邦
男
『
殿
塩
卜
辞
研
究
』
一
三
二
頁
。
前
述
の
如
く
、
土
に
も
寧
雨

・
寧
風
の
祭
記
や
怨
な
ど
が
行
わ
れ
る
と
と
か
ら
考
え
て
、
土
一
肺
が
風

雨
な
ど
に
謝
し
て
全
く
無
力
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
河
な
ど
の
如
く
積
極
的
に
感
作
用
を
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
土
紳
の
特
色
が
あ
る
。
な
お
拙
稿
、
「
股
以
前
の
血
縁
組
織
と

宗
数
」
第
二
章
参
照
。

S
O
O
O二
註

3
叉
ぴ
「
卜
僻
に
見
え
る
詔
盛
観
念
に
つ
い
て
」
一
一

頁
。

「
卜
辞
に
見
え
る
租
盛
観
念
に
つ
い
て
」
第
一
節
。

萱
作
賓
「
甲
骨
文
断
代
研
究
例
」
(
慶
観
察
元
培
先
生
六
十
五
歳
記
念

論
文
集
上
冊
)
・
『
殿
暦
譜
』
上
編
第
一
章

・
『
甲
骨
率
五
十
年
』
第
四

章
「
殿
代
に
お
け
る
租
先
祭
配
と
貞
人
集
園
」

儀
宗
顕

『
般
代
貞
卜
人
物
遡
考
』
、
援
策
機
『
般
虚
文
字
』
丙
編
上
輯

一
考
稗

- 57ー
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S
O
O
六
六
註

鱗
宗
傾
『
股
代
貞
卜
人
物
通
考
』
一

O
七
五

l
七
頁

註
⑬

抽
附
宗
頗
『
般
代
貞
卜
人
物
通
考
』
五
七
|
八
頁
e

儀
氏
の
引
例
の
う

ち
、
乙
七

一
四
三
の
背
甲
橋
・
乙
七
七
九
六
背
の
敵
、
段
綴
ニ

O
六
甲
尾

の
察
、
甲
ニ
二
八
五
甲
尾
の
賓
な
ど
は
、
勉
版
の
管
理
者
と
し
て
の
署

名
で
、
ト
鮮
に
は
直
接
関
係
は
な
い
。
た
だ
甲
二
二
八
五
の
背
で
あ
る

甲
二
二
八
六
の
甲
橋
に
は
争
の
署
名
が
あ
る
の
で
、
賓
が
ど
の
よ
う
な

立
場
で
あ
っ
た
か
疑
問
が
あ
る
が
、
ト
鮮
と
賓
字
と
の
聞
に
は
約
四
糎

の
間
隔
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
例
は
、
殆

ん
ど
な
い
。
且
つ
賓
字
の
左
片
は
破
損
し
て
い
る
。
ま
た
侯
家
荘
三
三

・
三
四

・
三
五
に
第
五
期
貞
人
の
泳
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
三
片
と

も
と
同

一
版
で
あ
っ
た
三
六
の
泳
は
明
ら
か
に
文
中
の
固
有
名
詞
で
あ

り
、
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
前
三
者
も
ト
僻
の
文
中
の
字
で
、
た
ま
た

ま
文
末
に
位
置
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
誠
四
五
の
泳
は
、
も
と
儀
氏

の
あ
げ
る
卜
僻
と
閥
係
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
下
段
に
あ
る
別
の
ト

鮮
中
の
字
で
あ
る
。
ま
た
第
三
期
貞
人
口
に
闘
す
る
乙
八
八
二

O
な
ど

三
片
の
口
は
、
人
名
で
は
な
く
、
動
詞
至
の
目
的
格
で
あ
る
地
名
の
口

で
あ
る
。

綴

一
・
四
・
五

に
よ
る
と
、

上
甲
以
下
の
租
先
祭
紀
に
参
加
し
て
い
る
。

鏡
宗
願
『
般
代
貞
卜
人
物
遇
肴
』
の
緩
ム
口
に
よ
る
。

S
O
三
八
七
註

1

こ
の
血
縁
意
識
が

ト
ー

テ
ム
信
仰
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
か
、
般
に

お
け
石
組
先
一
仰
と
先
公
と
の
閥
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
或
い

は
も
っ
と
こ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

⑬ ⑬@@  

⑬⑪  

拙
稿
「
般
以
前
の
血
縁
組
織
と
宗
教
」
第
三
節

乙
の
卜
僻
は
京
津
一
四
六
三
の
も
の
で
あ
る
が
、
乙
の
卜
辞
の
史
は
常

に
作
る
。
甲
骨
文
字
の
史
は
一
般
に
常
に
作
る
が
、
乙
れ
は
そ
の
省
園
田

と
考
え
ら
れ
る
。

『
般
代
貞
卜
人
物
通
考
』
八

一
三
頁
、
描
腕
氏
が
子
大
と
し
て
引
用
す
る

も
の
の
う
ち
に
は
、
大
字
を
令
(
甲
三
七
九
二
・
乙
四
九

一
O
)、
昔

(
乙
三
八
九
五
)
な
ど
が
あ
り
、
乙
れ
は
子
大
と
は
一
態
別
個
に
考
え

る
可
き
で
あ
ろ
う
。

白
川
静
「
般
の
王
族
と
政
治
の
形
態
」
(
古
代
田
学
第
三
省

一
一
蹴
)
、
「
小

臣
考
」
(
立
命
館
文
事
一
二
ハ
・
一
一
七
貌
)

O

B
一
O
九
一
参
照。

「
殿
代
に
お
け
る
祖
先
祭
紀
と
貞
人
集
囲
」
参
照
。

註
@

蓋
作
賓
氏
は
、
第

二
期
武
丁
時
代
卜
僻
の
あ
る
も
の
を
、
盤
庚
・
小
辛

・
小
乙
時
代
に
廊
せ
し
め
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
は
、
ト
辞
に
見
え
る

日
月
食
と
考
え
ら
れ
る
記
録
を
、
重
氏
の
暦
譜
上
に
排
列
し
た
乙
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
貞
人
の
時
代
を
決
定
す
る
先

王
の
稽
謂
の
上
で
は
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
得
る
確
奮
は
な
い
し
、
ま

た
輩
氏
が
暦
譜
編
成
の
基
礎
と
す
る
所
謂
「
般
麿
」
な
る
も
の
も
、
そ

の
時
代
の
鮎
で
疑
問
の
あ
る
暦
法
で
あ
る
。
薮
内
清

「
段
代
の
暦
法
」

(
東
方
事
報
京
都
第
二
十
一

一冊
)
・
「
股
暦
に
関
す
る
こ
・
三
の
問
題
」

(
東
洋
史
研
究
第
十
五
省
二
貌
)
参
照
。

鏡
宗
願
『
般
代
貞
ト
人
物
遁
考
』
四
四
五
|
七
頁
。

S
O
二
六
二

・
S
二
八
六
三
・

S
二
八
七

0
・
B
二
九
二
八
の
各
註
参

照。
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The Origin of Ｔａχesin Silver in North China under the Ming

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｋｉｋｕｏ　ＴａｎｉｇｕｃＭ

　　

Under the Ming the first step toward tａχpayment in silver was

1‘ealizedin the form where certain specific corvees were replaced by

paying in silver, but in the beginning this system was not practiced

on ａｆｉχedstandard; there were local differences.　In this connection

the author calls attention to the following two points;（1）ｉｎ Shan-

tung payment in silver was initiated in the form ｏt　ｍtｎ-ｙin　ａｎｄ（2）

in North China, especially in Shantung, taχesin kind to the throne

and taxes paid to the government agencies, which ■were in Middle

and South China born by the local　administrative units, became to

be included in the ＣＭ４ルｙａｏand later in the mtn-yin.

Problems relating to the Religion of Yin

　　　　　　　　　

ＭｉｃＭｈａｎもIfｏ

　　

The official di▽iners of the Yin Dynasty were recruited from among

　

the diviners　of the conquered states, and the study of those divin-

　　　　　　　　　　　　　　

・

　

ers' relations to the Yin Dynasty reveals that the power of the dynasty

　

often fluctuated because the authority of the Yin rulers was derived

　

from their position as commanders of the confedration of states.

　

One of the most important functions and binding forces of the con-

　

federation

　

■was

　

nature

　

worship

　

where

　

spirits of mountains, rivers

｜二ｎｄ other natural objects and phenomena were regarded as deities.

　

As other states were forced to subject to Yin, their own deities were

　

added to the pantheon of Yin under the supreme god of Yin, while

　

the the diviners from other states were subject to the Yin ruler, thus

　

making the religious hierarchy conform with the political. The fact

　

that, ■whenever not many names of deities appear in oracle bones,

　

proportionately oracle bones bearing Yin's foreign relations deci‘ease･

　

seems to give support to the above view.
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