
か
が
わ
か
り
、
ま
た
七
世
紀
後
半
の
儀
鳳
年
関
に
お
い
て
は
西
方
の
防
衛
に
か

な
り
比
重
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
毎
年
の
度
支
奏
妙
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

中
園
合
作
運
動
の
創
始
と
初
期
活
動

菊

池

隆
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合
作
祉
は
中
園
近
現
代
の
政
治
、
経
済
、
社
舎
、
教
育
諸
側
面
に
お
い
て
極

め
て
重
要
な
役
割
を
揺
っ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僅
か
な
研
究
も
一
九

三
O
年
、
四

0
年
代
に
集
中
し
、
五
・
四
運
動
前
後
か
ら
二

0
年
代
は
ほ
と
ん

ど
未
開
拓
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
本
渡
表
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
現
紋
の
打

開
の
た
め
に
、
中
園
で
は
い
つ
か
ら
合
作
祉
が
始
ま
っ
た
の
か
、
五
・
四
運
動

と
の
関
連
は
ど
う
か
、
い
か
な
る
推
移
を
辿
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
、
一
九
一

八
、
一
九
年
か
ら
二
四
年
ま
で
に
焦
貼
を
絞
り
論
じ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

歓
年
開
は
、
五
・
四
運
動
に
も
啓
褒
さ
れ
、
各
種
杜
舎
主
義
思
想
の
一
つ
と
し

て
、
海
外
思
想
た
る
協
同
組
合
思
想
が
「
救
園
L

の
祉
舎
改
造
思
想
と
し
て
目

的
意
識
を
も
っ
て
上
海
、
北
京
の
知
識
人
、
皐
生
に
受
容
さ
れ
、
宣
惇
さ
れ
、
か

っ
貧
際
に
信
用
、
消
費
、
生
産
の
各
種
合
作
祉
が
組
織
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

彼
ら
は
協
同
組
合
理
論
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以

上
に
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
等
々
の
各
園
協
同
組
合
の
現
獄
、
歴

史
、
お
よ
び
園
際
協
同
組
合
同
盟
の
主
張
に
も
遁
じ
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と

を
皐
ぽ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
協
同
組
合
思
想
を
「
危
険
思
想
」
と
み
な
す
軍

閥
の
四
即
座
や
江
漸
戟
争
も
あ
り
、
二
四
年
に
は
組
織
さ
れ
た
合
作
祉
の
ほ
と
ん

ど
が
姿
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
初
期
合
作
祉
の

貨
吠
、
お
よ
び
歴
史
的
意
義
と
限
界
を
寅
謹
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

秦
漢
時
代
の
金
・
布
吊
・
銅
銭

山

勝

芳

回

前
漢
後
期
に
貨
幣
経
済
の
衰
退
が
始
ま
る
の
か
否
か
は
秦
漢
時
代
金
鍾
の
理

解
に
も
関
わ
る
重
要
問
題
で
あ
り
、
本
渡
表
は
こ
れ
を
中
心
問
題
と
す
る
。

秦
は
先
進
貨
幣
経
済
の
影
響
下
に
い
わ
ば
受
け
身
の
形
で
貨
幣
経
済
に
入
っ

た
が
、
や
が
て
園
力
強
化
を
背
景
と
し
て
雨
録
制
に
基
く
牢
爾
銭
を
夜
行
し
、

同
時
に
金
と
布
を
も
貨
幣
と
し
た
。
し
か
し
濁
自
の
規
定
の
布
制
は
金
銭
の
増

加
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
ま
た
銅
銭
夜
行
以
後
、
盗
鋳
を
禁
止
し
、

か
つ
外
園
の
貨
幣
流
通
に
よ
る
経
済
の
混
飢
を
防
ぐ
ベ
く
「
泡
銭
」
と
い
う
禁

止
規
定
を
設
け
た
。

漢
初
の
方
孔
園
銭
た
る
牢
爾
銭
へ
の
急
激
な
縛
換
と
文
一
帝
代
の
四
録
中
十
雨
銭

を
経
て
、
武
帯
代
で
は
、
宇
雨
銭
を
駿
し
て
五
銭
銭
へ
の
急
激
な
切
り
換
え
を

行
う
た
め
に
郡
園
に
そ
れ
を
裂
行
さ
せ
、
そ
の
後
、
温
存
し
て
お
い
た
中
央
の

銭
銅
を
以
っ
て
名
目
五
銭
の
赤
側
五
録
を
鋳
造
し
て
莫
大
な
牧
入
を
得
た
が
、

，
次
い
で
そ
れ
を
駿
し
、
三
官
五
鉢
の
み
と
し
た
。
五
銑
銭
の
鍛
造
総
額
二
八

O

億
の
う
ち
、
か
な
り
の
量
が
こ
の
武
一
帝
代
に
鋳
造
さ
れ
て
お
り
、
前
漠
後
期
の

銭
鋳
造
額
は
原
料
の
制
約
も
あ
っ
て
少
な
か
っ
た
。

一
方
漢
初
豊
富
で
あ
っ
た
金
は
武
一
一
帝
代
以
降
圏
外
に
流
出
す
る
量
が
多
く
、

銅
銭
不
足
と
相
倹
っ
て
前
漢
後
期
に
は
貨
響
経
済
の
衰
退
が
始
ま
る
。
ま
た
布

-179ー
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局
、
と
り
わ
け
腐
は
富
と
し
て
所
獄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
前
漢
後
期
に

貨
幣
的
機
能
を
も
ち
始
め
、
壬
奔
代
以
降
、
後
漢
代
に
貨
幣
化
す
る
。
そ
し
て

こ
れ
は
右
の
衰
退
と
い
う
事
態
と
相
肺
応
ず
る
。

ホ

l
ジ

ャ
・

ア
フ
ラ

l
ル
の
不
動
産
登
記
文
書

|
|
十
五
世
紀
中
央
ア
ジ
ア
の
不
動
産
所
有
に
つ
い
て
|

|

)11 

正

知

本

十
五
世
紀
後
半
、
テ

ィ
ム
l
ル
朝
治
下
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
お
い
て
、
イ
ス

ラ
ム
神
秘
主
義
数
圏
ナ
ク
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ
l
数
回
の
シ
ャ
イ
フ
と
し
て
活
動
し

た
ホ
l
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
は
莫
大
な
不
動
産
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
貧
態
を
具
臨
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
一

九
七
四
年
チ

ェ
ホ
ヴ

ィ
チ
に
よ
っ
て
、
彼
の
不
動
産
に
関
す
る

文
書
集
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
文
書
集
に
は
十
五
世
紀
の
文
書
が
十
二
通
含
ま
れ
、
そ
の
う
ち
の
四
通

が
ワ
タ
フ
文
書
、
残
り
の
八
通
が
い
わ
ゆ
る
不
動
産
登
記
文
書
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
ム
闘
全
胞
を
見
回
し
て
も
こ
の
八
通
の
不
動
産
登
記
文
書
は
、
出
版
さ
れ
た

も
の
と
し
て
は
も
っ
と
も
初
期
の
も
の
に
属
す
る
。

こ
の
八
通
の
不
動
産
登
記
文
書
の
書
式
、
内
容
を
調
べ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
蛍
時
の
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
不
動
産
所
有
、
す
な
わ
ち

自
己
r
所
有
と
は

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
お
そ

ら
く
、
ワ
タ
フ
と
同
じ
よ
う
に
、
単
に
中
央
ア
ジ
ア
に
と
ど
ま
ら
ず
イ
ス
ラ
ム

圏
全
世
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
不
動
産
所
有
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
の

一

例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ホ

I

ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
l
ル
と
い
う
人
物
の
莫
大
な
不
動
産
所
有
を
嘗
時
の
イ
ス
ラ
ム

杜
舎
の
文
脈
の
中
で
正
蛍
に
評
債
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

乾
隆
カ
シ
ュ
ガ
ル
蜂
起

|
|
伯
克
支
配
力
と
オ
ア
シ
ス
権
力
構
造
基
底
部
||

員

田

安

乾
隆
二
十
五
年
七
月
に
、
カ
シ

ュ
ガ
ル
地
方
の
ベ
シ
ュ
ケ
リ
ム
地
方
を
中
心

に
蜂
起
が
後
生
し
た
。
こ
の
蜂
起
は
、
清
朝
の
新
彊
統
治
上
の
翻
粘
か
ら
す
れ

ば
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
蜂
起
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
た
か
も
火
山
か
ら
噴
出
し
た
マ
グ
マ
の
分
析
が
地
球
の
内
奥
部
を
知
ら

し
め
る
よ
う
に
、
オ
ア
シ
ス
祉
舎
の
内
部
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

骨
曲
蜂
起
の
指
導
者
は
、
行
政
行
震
を
逸
脱
し
た
機
力
行
使
を
専
ら
に
し
て
い

た
と
い
う
ウ
イ
グ
ル
人
支
配
者
伯
克

宇
品
)
層
の
う
ち
、
征
服
者
清
朝
と
結

び
つ
い
た
三
品
阿
奇
木
伯
克
と
は
別
の
、

カ
シ
ュ
ガ
ル
で
採
用
、

任
命
さ
れ

た
、
い
わ
ば
土
着
伯
克
居
で
あ
る
。
こ
の
伯
克
た
ち
の
動
向
、
蜂
起
の
原
因
、

動
員
力
、
地
域
的
醍
闘
が
り
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
土
着
伯
克
の
支
配
力
の
賀

像
が
浮
び
あ
が
る
。
彼
ら
伯
克
の
支
配
力
の
質
態
の
中
に
、
征
服
者
権
力
と
問

時
に
土
着
支
配
者
か
ら
も
ウ
イ
グ
ル
人
民
衆
が
支
配
さ
れ
て
い
た
支
配
の
枠

組
、
換
言
す
れ
ば
支
配
者
側
の
機
カ
行
使
が
可
能
な
権
力
構
造
の
、
そ
の
基
底

部
分
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
民
衆
に
封
す
る
権
力
の

接
貼
の
部
分
が
見
え
て
来
た
時
、
か
つ
て
ラ
ケ
ッ

ト
が
ワ
タ
フ
文
書
と
し
て
紹
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