
d
-
H
H
戸
市
立
。
回
包
囲
田
市
出

gghxさ
の
。
号
吉
凶

h
a
s
a
q
E
g
L
H
N日

、

l

M
h
w
u司
令

松

本

浩

著
者
の
ヴ
ァ
レ
リ
l

・
ハ
ン
セ
ン
氏
は
、
現
在
米
圏
イ
ェ

l
ル
大
患
干
の
準
教

授
と
し
て
数
師
慨
を
と
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
京
都
大
皐
に
約
二
年
に
わ
た
っ
て

留
皐
し
、
信
一
沙
数
授
の
も
と
で
主
と
し
て
中
閣
の
民
閲
宗
乱
訟
を
テ
l
マ
に
研
究

を
す
す
め
て
き
た
。
こ
の
著
作
は
、
こ
の
と
き
の
研
究
を
も
と
に
、
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ア

ニ
ア
大
皐
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
南
宋

時
代
に
お
け
る
廟
紳
に
封
す
る
人
々
の
信
仰
の
様
々
な
側
面
、
洞
廟
を
め
ぐ
る

郷
村
の
社
曾
関
係
、
こ
の
時
代
の
廟
紳
信
仰
に
お
け
る
新
し
い
傾
向
な
ど
が
分

析
さ
れ
て
い
る
。
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ま
ず
第

一
一軍

「
序
説
」
で
は
、
一
般
に
南
宋
の
時
代
は
(
唐
宋
〉
国
皮
革
期
の
最

終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
あ
と
、
そ
れ
ら
の
製
革
に
封
際
す
る
宗
教

界
の
幾
化
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
民
間
の
パ
ン
テ
オ
ン
(
官
官
】
釦
門
司
自
任
。。
ロ
〉

の
形
成
で
あ
る
と
述
べ
る
。
以
前
で
あ
っ
た
ら
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
低

い
階
層
出
自
の
紳
々
が
、
園
家
か
ら
廟
額
や
稀
挽
を
奥
え
ら
れ
、
ま
た
紳
々
の

支
配
領
域
も
も
と
も
と
そ
の
廟
が
お
か
れ
た
地
区
、
即
ち
廟
紳
の
も
と
も
と
の

管
轄
地
域
を
超
え
て
よ
り
庚
く
ひ
ろ
が
り
、
ま
た
奇
跡
を
お
こ
す
範
囲
も
、
雨

を
ふ
ら
せ
災
害
や
賊
か
ら
地
匿
を
守
る
こ
と
か
ら
、
商
業
上
の
も
う
け
を
も
た

ら
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
ま
で
抜
大
し
て
い
き
、
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
助
け
を

求
め
て
廟
に
お
と
ず
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
こ
の
愛
国
で
扱
わ
れ
る
宗
数
界
の

嬰
化
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
史
料
の
存
在
と
、
支
配
領

域
の
安
定
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
焦
黙
は
南
宋
時
代
に
し
ぼ
ら
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
あ
と
、
そ
の
背
景
と
な
る
こ
の
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
の
鑓

革
が
概
観
さ
れ
る
。
即
ち
蛍
時
の
人
口
の
朕
況
か
ら
、
都
市
化
の
遂
行
、
二
期

作
の
導
入
、
水
利
技
術
の
設
遂
に
よ
っ
て
換
金
作
物
の
栽
培
や
手
工
業
が
お
こ

り
、
貨
幣
の
流
通
が
擦
大
し
市
場
経
済
が
成
長
し
た
こ
と
、
そ
し
て
各
地
方
の

商
業
の
中
心
地
を
結
ぶ
究
通
網
〈
と
く
に
水
路
に
よ
る
〉
が
端
技
還
し
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
宋
代
で
は
科
翠
が
知
識
人
層
を
ひ
き
つ
け
て
い
た
反
面
、

北
宋
末
の
政
争
の
激
化
に
よ
り
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
は
官
僚
と
な
る
こ
と
よ

り
、
地
元
で
勢
力
を
扶
植
す
る
こ
と
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
ふ
れ
ら
れ

る
。
以
上
の
二
黙
は
著
者
の
論
の
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
「
全
図
的

な
市
場
圏
の
抜
大
は
南
中
園
の
人
々
の
交
流
を
促
進
し
、
商
品
ば
か
り
で
は
な

く
神
々
も
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
市
場
圏
の

博
明
大
は
紳
々
の
信
仰
圏
を
も
媛
大
し
た
の
で
あ
る
。

次
の
「
史
料
」
と
題
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

主
と
し
て
著
者
が
も
と
づ

い
た
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
著
者
は
民
間
宗
数
に
関
す
る
史

料
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。
郎
ち
こ
の
時
代
、
整
版
印

刷
の
普
及
に
伴
っ
て
残
さ
れ
た
文
献
史
料
の
量
も
飛
路
的
に
増
大
し
た
が
、
一

般
民
衆
の
識
字
率
は
極
め
て
低
か
っ
た
。
彼
ら
の
信
仰
は
道
士
や
僧
侶
、
あ
る

い
は
地
方
官
な
ど
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
が
、
人
々
は
直
接
神
々
に

祈
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
彼
ら
に
は
聖
職
者
も
経
典
も
必
要
は
な
く
、
人
々

が
一
神
々
に
つ
い
て
皐
ぶ
の
は
全
く
口
頭
の
停
承
に
よ
っ
て
い
た
。
し
か
し
元
来

記
録
に
は
残
り
に
く
い
そ
の
よ
う
な
口
頭
に
よ
る
停
承
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得

ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
著
者
は
、
幸
い
に
し
て
文
人
た
ち
が
彼
ら
の
こ
の
よ
う
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な
話
を
書
き
と
め
る
機
舎
が
存
在
し
た
と
し
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
廟
記

と
筆
記
を
あ
げ
る
。
そ
こ
に
は
一
二
、
二
二
世
紀
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々

が
、
危
機
的
朕
況
に
直
面
し
て
神
々
や
宗
教
者
に
懇
願
を
な
し
、
そ
れ
に
到
し

て
彼
ら
が
様
々
な
癒
験
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が

主
た
る
史
料
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
紳
が
彼
の
受
け
た
爵
鋭
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、

奇
跡
を
行
お
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う

に
、
廟
記
は
神
々
自
身
が
読
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
神
々
が

大
き
な
奇
跡
を
示
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
廟
が
創
建
、
重
建
さ
れ
た
と
き
に
石

に
刻
ま
れ
、
神
が
一
柳
と
な
る
前
の
市
博
記
、
あ
ら
わ
し
た
数
々
の
鰹
験
な
ど
が
-
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
信
者
の
直
面
し
て
い
た
問
題
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
が
最
も
多
く
利
用
し
て
い
る
の
は
、
地
方
志
に
残

さ
れ
た
こ
れ
ら
閣
記
と
と
も
に
、
様
々
な
筆
記
、
中
で
も
特
に
『
夷
竪
志
』
で

あ
る
。
著
者
は
ま
ず
撰
者
の
洪
遜
の
略
停
か
ら
紹
介
し
、
『
夷
竪
士
山
』
の
性
格
、

記
述
の
際
に
あ
た
っ
て
の
洪
逝
の
態
度
、
姿
勢
な
ど
を
論
じ
る
。
著
者
は
こ
の

「
夷
堅
」
と
い
う
名
の
由
来
や
、
こ
の
書
物
が
聞
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
す

態
度
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に
同
じ
廟
の
翻
一
音
菩
薩
の
鐙

験
説
を
記
し
た
『
夷
堅
志
』
と
廟
記
の
記
述
を
比
較
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

入
り
こ
み
、
ま
た
説
者
を
よ
ろ
こ
ば
す
た
め
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
し
て
も
、

洪
逝
が
信
頼
す
べ
き
話
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

資
際
こ
の
時
代
の
民
閲
宗
教
の
質
態
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
書
物
は
ま
こ

と
に
盟
富
な
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
も
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
が
ど
こ
ま
で
忠
貨
な
首
時
の
民
関
係
承
の
記
述
と
み
な
せ
る
か
に
は
問
題

が
あ
ろ
う
。
最
初
か
ら
話
の
お
も
し
ろ
さ
に
よ
っ
て
採
っ
て
い
る
た
め
、
様
々

な
階
層
の
人
の
話
が
含
ま
れ
、
中
に
は
宗
教
者
が
意
園
的
に
作
っ
て
庚
め
た
と

思
わ
れ
る
話
も
あ
る
。
更
に
こ
の
記
述
が
、
民
間
停
承
の
記
録
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
そ
れ
を
歴
史
の
史
料
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
}
即
ち
そ
れ
ら

は
民
間
停
承
と
し
て
の
扱
い
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
注
意
を
要
す
る
。

第
二
章
「
民
衆
の
選
揮
」
で
は
、
こ
の
時
代
の
人
々
が
、
助
け
を
求
め
て
祈

願
を
な
す
に
あ
た
っ
て
い
か
な
る
紳
を
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
宗
数
者
を
選
揮

し
た
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
基
準
と
な
る
唯
一
の
も
の

は
神
々
の
、
あ
る
い
は
宗
数
者
の

「
盤
」
即
ち
箆
験
で
あ
る
。
最
初
の

「一抑止

の
選
揮
」
と
題
さ
れ
た
部
分
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
『
夷
竪
志
』
に
記
さ
れ

た
、
洪
遜
自
身
の
家
に
盤
が
出
現
し
た
と
き
の
、
家
で
柁
っ
て
い
た
員
武
一柳、

併
陀
、
土
地
神
そ
し
て
超
紳
そ
れ
ぞ
れ
の
針
臨
胞
を
め
ぐ
り
、
洪
惑
の
父
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
紳
々
が
異
な
る
惇
統
(
即
ち
道
教
、
併
致
、
古
代
の
宗
数
)
か
ら

で
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
よ
う
に
保
護
を
求
め
、
彼
ら
を
そ
の
力
に
従

っ
て
評
債
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
『
宣
和
奉
使
高
麗
園

経
』
に
よ
り
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
大
洋
の
船
放
の
中
で
、
水
夫
や
乗
客
た

ち
が
、
観
音
や
東
海
龍
王
な
ど
放
の
行
程
に
そ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る

廟
の
紳
々
に
、
援
助
を
求
め
て
奔
々
を
行
う
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
観
音
や

呂
洞
賓
な
ど
併
致
、
道
数
に
起
源
を
も
っ
紳
ん
で
も
、
二
一
世
紀
に
は
中
圏
中
で

民
聞
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
存
在
し
て
い
た
と
し
、
湖
州
の
二
つ
の
搬
一
昌
一
回
廟
の
話
を

例
に
あ
げ
、
紳
像
の
巡
行
や
供
宴
、
雨
乞
い
な
ど
、
他
の
民
聞
の
紳
々
に
針
す

る
の
と
人
々
の
信
仰
の
形
態
は
全
く
第
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
人

格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
孔
子

が
重
此
に
下
っ
て
、
彼
を
紀
っ
た
廟
が
荒
れ
は
て
た
こ
と
を
訴
え
た
話
を
紹
介

し
て
、
こ
こ
で
は
完
全
に
孔
子
も
民
聞
の
紳
々
の
一
人
に
餐
貌
し
て
い
る
と
指

摘
す
る
。
次
に
宋
代
に
な
る
と
、
以
前
は
紳
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

な
、
低
い
階
層
出
身
で
事
故
や
戟
い
、
あ
る
い
は
病
で
死
ん
だ
の
ち
庚
い
信
仰
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を
あ
つ
め
る
紳
々
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
反
飢
軍
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
福
建
順
昌
の
沼
旺
の
信
仰
を
例
と
し
、
こ
れ
ら

の
紳
々
の
信
仰
の
成
立
は
一
般
的
に
衣
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
に
従
う
と
指
摘
す

る
。
ま
ず
死
後
、
死
ん
だ
場
所
の
近
く
で
そ
こ
に
は
雨
が
降
ら
な
い
と
か
、
紫

の
気
が
た
だ
よ
う
と
か
の
異
常
な
こ
と
が
生
じ
る
。
次
に
そ
こ
に
廟
が
た
ち
、

そ
れ
ら
が
惣
裁
が
あ
ら
た
か
で
あ
る
か
ぎ
り
た
ち
ま
ち
信
仰
を
集
め
る
。
更
に

沼
圧
の
例
の
よ
う
に
名
土
の
支
持
を
得
て
額
を
申
請
し
、
地
方
官
も
こ
れ
を
支

持
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
経
過
で
あ
る
。

「
紳
々
と
宗
教
者
の
選
揮
」
で
は
、
一
柳
々
の
開
ば
か
り
で
は
な
く
、
民
衆
の

側
に
は
異
な
っ
た
宗
数
者
を
選
揮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
宗
数
者
に
は
僧
侶
、
道
士
の
ほ
か
、
風
水
師
、
占
い
師
、
観
相
家
、

呪
騒
な
ど
が
あ
っ
た
。
病
気
な
ど
の
際
に
は
人
々
は
自
由
に
彼
ら
の
う
ち
の
誰

か
に
讃
経
・
儀
雄
・
呪
術
等
を
依
頼
し
た
。
新
域
の
豚
尉
の
陣
氏
が
殺
人
犯
を

捕
え
る
た
め
に
、
最
初
に
地
方
一
刊
で
あ
る
松
喪
神
と
天
に
新
り
、
次
に
道
士
を

お
と
づ
れ
て
紫
姑
紳
の
扶
札
に
よ
る
お
っ
げ
を
あ
お
い
だ
話
を
あ
げ
、
俗
人
は

自
由
に
紳
々
と
宗
数
者
を
選
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
。
「
人
々
は
彼
ら

の
評
判
円
、
利
用
の
便
宜
、
そ
し
て
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
選
揮
を
行
っ
た
」
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
封
し
、
宗
数
者
の
側
は
た
と
え
文
盲
の
者
で
あ
っ
て
も
あ
る
一
つ

の
停
統
に
結
び
つ
い
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。

「
正
式
な
数
理
を
拳
ん
で
い
な

い
宗
教
者
は
、
少
な
く
と
も
人
々
に
彼
ら
の
霊
力
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
も
道

教
、
併
科
訟
の
儀
躍
を
ま
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
多
く
の
紳
々

に
祈
っ
て
鐙
験
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
紳
の
鍛
験
で
あ
っ
た
と
ど
の
よ
う
に
し

て
決
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
聞
に
針
し
、
著
者
は
「
こ
の
よ
う
な
決
定
(
ど
の

一
仰
が
最
も
鐙
験
豊
か
か
)
は
社
曾
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
個
A

の
神
々
の
信
徒
は
信
仰
す
る
神
々
へ
の
信
頼
を
増
し
て
い
く
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
探
求
が
可
能
な
と
こ
ろ
で
、
こ
の
祉
舎
的
プ
ロ
セ
ス
が
ど
の
よ

う
な
背
景
の
中
で
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
が
探
求
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
選
擦
の
問
題
は
微
妙
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
の
時
代
、
現
代
の
整
問
で

僧
侶
、
道
士
、
法
師
、
童
札
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
者
の
す
み
わ
け
あ
る
い

は
競
合
が
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
現
在
で
も
不
幸
が
繍
い
た
場
合
、

そ
の
理
由
づ
け
は
様
A
で
あ
り
、
死
者
の
た
た
り
と
し
て
死
者
の
た
め
の
儀
穫

が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
直
接
改
運
の
た
め
の
法
事
が
行
わ
れ
た

り
し
て
い
る
。
し
か
し
地
域
に
よ
っ
て
、
ま
た
人
間
関
係
に
よ
っ
て
、
助
け
を

必
要
と
す
る
と
き
に
誰
の
と
こ
ろ
へ
い
く
か
は
、
必
要
と
す
る
助
け
の
種
類
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば

『
夷
竪
志
』
に
登
場
し
、
著
者

も
引
用
し
て
い
る
一
つ
の
宗
教
者
が
だ
め
な
ら
次
を
よ
ん
で
き
て
と
い
う
話

ゃ
、
様
々
な
宗
数
者
を
一
絡
に
雇
っ
て
き
た
と
い
う
話
も
、
人
々
が
停
統
の
区

別
な
く
同
じ
よ
う
に
様
々
な
宗
教
者
を
受
入
れ
て
い
た
と
い
う
一
面
を
示
す
も

の
で
は
あ
ろ
う
が
、
最
後
に
盤
力
を
示
し
た
宗
数
者
の
宣
係
、
あ
る
い
は
話
を

も
り
あ
げ
る
た
め
の
話
型
の
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
う
る
。

貸
際
に
ど
こ
に
あ
っ
て
も
、
幅
庚
い
選
揮
の
自
由
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
か
え

っ
て
考
え
に
く
い
。
そ
の
地
域
に
特
有
の
宗
教
者
聞
の
す
み
わ
け
が
存
在
し
て

お
り
、
あ
る
程
度
選
揮
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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第
三
章

「
神
々
の
理
解
」
の
テ
1
7
は
、
こ
の
章
の
最
初
に
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
「
紳
々
の
行
動
は
、
宋
代
を
一
通
じ
か
な
り
人
聞
に
な
ぞ
ら
え
て
説

明
さ
れ
た
。
全
て
の
解
決
の
背
後
に
あ
る
原
則
は
、
人
々
と
紳
々
は
相
互
に
依

存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
々
が
保
護
と
奇
跡
を
必
要
と
す
る
よ
う

に
、
紳
々
も
承
認
と
許
債
を
要
求
す
る
」
内
人
々
は
夢
や
自
然
現
象
、
一
紳
託
な

ど
か
ら
神
々
の
行
動
を
解
穫
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
毒
で
は
「
『
夷
竪
志
』
や
廟
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記
に
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
逸
話
か
ら
、
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
民
間
宗
教
の

原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
」
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
神
々
の
力
へ
の
強
い

信
仰
と
は
封
照
的
な
、
一
神
々
へ
の
信
仰
は
常
に
疑
い
と
共
存
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
話
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
一
章
を
始
め
て
い
る
。
そ
れ
に
績
い
て
紹
介

し
て
い
る
の
は
南
宋
時
代
の
戯
曲
に
み
え
る
話
で
、
そ
の
中
で
あ
る
土
地
神

は
、
も
っ
と
製
富
な
捧
げ
物
が
あ
れ
ば
私
も
よ
り
大
き
な
力
を
示
せ
る
の
に
、

と
嘆
い
て
い
る
。
神
々
が
奇
跡
を
お
こ
す
力
は
人
々
の
捧
げ
物
、
即
ち
人
々
に

ど
の
程
度
認
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
神
々
も
人

間
と
同
じ
よ
う
な
動
機
で
行
動
し
、
や
は
り
面
子
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る

の
だ
と
い
う
。
し
か
し
こ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
は
観
察
者
の
あ
ま
り
に
つ
き
は

な
し
た
見
方
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
祭
り
の
日
や
準
香
の
あ
の

熱
狂
は
説
明
で
き
ま
い
。
土
地
神
の
話
に
し
て
も
一
般
の
人
々
の
神
観
を
代
表

す
る
と
い
う
よ
り
、
車
に
政
治
へ
の
批
剣
(
そ
れ
こ
そ
賄
賂
を
あ
げ
な
く
て
は

な
に
も
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
)
と
も
解
緯
で
き
る
。

次
の
「
神
々
の
欲
す
る
も
の
」
は
「
第
一
部
紳
像
」
と

「第
二
部
開
廟
」
に

わ
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紳
々
が
鐙
験
を
あ
ら
わ
し
奇
跡
を
お
こ
す
た
め

に
必
要
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
一
紳
像
と
廟
字
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
先
に

述
べ
ら
れ
た
原
理
に
よ
り
、
一
柳
々
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
た
紳
像
と
そ
の
家
に
あ

た
る
廟
宇
が
貧
弱
で
あ
れ
ば
、
一
同
々
は
そ
の
力
を
設
揮
で
き
な
い
と
す
る
。
そ

れ
で
要
求
に
態
じ
な
い
と
こ
れ
ら
を
破
壊
す
る
と
い
う
お
ど
し
も
行
わ
れ
て
い

た
例
を
引
く
。
紳
像
に
つ
い
て
の
部
分
で
は
、
一
刊
の
姿
を
正
確
に
う
つ
し
て
い

る
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
著
者
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
代
に
紳
の
宵
像
に
関
す
る
様
々
な
博
承
が
し
だ
い
に
統
一
さ
れ
て
く
る

動
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
胴
廟
に
つ
い
て
の
部
分
で
は
、
民
閲

宗
教
の
洞
廟
が
寺
湖
な
ど
に
比
べ
、
所
有
し
て
い
る
土
地
が
格
段
に
少
な
く
、

記
録
の
中
で
も
神
々
が
そ
れ
ら
を
要
求
し
た
と
い
う
話
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
れ
は
著
者
の
い
う
よ
う
に
廟
の
維
持
は
一
般
信
者
の
支
持
に
頼

っ
て
お
り
、
寺
院
な
ど
と
の
性
格
の
遣
い
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
神
々
と
の
コ
ミ
ュ
一
ケ
l
シ
ョ
ン
」
で
は
、
霊
媒
を
遁
じ
て
の
神
々
と
の

直
接
的
曾
話
、
夢
の
中
の
お
っ
げ
、
答
、
扶
札
、
銭
な
ど
に
よ
っ
て
紳
々
の
意

士
山
を
知
る
方
法
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
例
か
ら
錦

納
さ
れ
る
一
つ
の
原
則
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
明
確
に
な
る
ほ
ど
そ
れ
を
受
け
と

る
人
は
少
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
人
々
が
直
接

神
々
に
問
え
る
よ
う
な
答
、
扶
乱
、
銭
な
ど
の
方
法
は
多
様
な
解
俸
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
答
に
関
す
る
話
で
は
、
人
々
が
答
を
行
う
際
の
員
剣
き
が
示

さ
れ
、
扶
札
の
部
分
で
は
こ
の
時
代
ま
で
降
っ
て
く
る
紳
は
紫
姑
紳
に
限
ら
れ

ず
、
他
の
紳
々
や
死
者
で
さ
え
も
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
し
て
最
後
に
紹
介
さ
れ
る
新
し
い
鎮
の
由
来
を
語
っ
た
話
で
は
、
夢
と

答
と
畿
に
よ
る
紳
の
お
っ
げ
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
、
様
々
な
人
に
よ
る
お
っ

げ
の
解
緯
の
多
様
性
が
示
さ
れ
る
。

「
一
刊
の
お
っ
げ
の
解
緯
」
で
は
改
め
て
上
記
の
方
法
に
よ
る
神
の
お
っ
げ
の

解
緯
が
議
論
さ
れ
る
。
そ
れ
は
僧
侶
、
道
士
、
廟
観
な
ど
の
専
門
家
の
ほ
か
知

人
、
友
人
、
親
戚
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば

「紳
と
人
と

の
相
互
互
恵
、
極
め
て
人
間
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
黙
は
共
通
し
て
い
る
と

い
う
。
そ
し
て
紳
の
お
っ
げ
が
相
互
に
矛
盾
し
た
場
合
や
、
ま
た
何
人
か
の
紳

紳
に
祈
っ
て
鐙
験
が
あ
っ
た
場
合
ど
の
紳
の
功
と
す
る
か
と
い
う
場
合
な
ど
、

そ
れ
ら
を
解
決
す
る
の
は
や
は
り
祉
曾
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
と
し
て
で
あ
り
、

力
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
解
決
が
、
後
の
時
代
に
記
録
と
し
て
残
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
だ
と
い
う
。
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そ
し
て
最
後
の
「
紳
々
の
力
に
封
す
る
と
ら
え
方
の
繁
化
L

で
は
、
民
閲
宗

数
は
か
な
り
柔
軟
な
性
格
を
備
え
て
い
る
か
ら
信
者
の
生
活
に
敏
感
で
あ
り
、

「
一
二
、
二
二
世
紀
に
お
け
る
紳
々
の
能
力
に
つ
い
て
の
理
解
の
獲
化
ほ
ど
、

民
間
宗
教
の
社
禽
経
済
的
愛
化
に
糾
問
す
る
敏
感
な
反
態
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
も
の
は
な
い
」
と
し
て
、
紳
々
が
以
前
か
ら
の
病
気
な
お
し
ゃ
祈
雨
祈
階
、

災
害
か
ら
の
守
護
と
い
っ
た
こ
と
に
加
え
、
商
業
上
の
活
動
に
関
し
て
も
、
債

格
努
化
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
の
鐙
験
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か

の
例
か
ら
示
し
、
「
市
場
シ
ス
テ
ム
の
中
へ
民
衆
が
入
り
こ
む
に
つ
れ
て
、
紳

神
も
そ
こ
で
カ
を
渡
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

こ
の
章
で
も
著
者
は
『
夷
堅
士
、
ど
か
ら
の
話
を
盛
ん
に
引
用
し
て
、
論
を
進

め
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
、
特
に
紳
々
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
一刊
の
お
っ
げ
、
あ
る
い
は
神
々
の
行
震
の
解
稗
と
い
っ
た
問

題
は
、
宋
代
だ
け
の
問
題
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
現
代
の
宗
数
人
類
祭
、

民
俗
皐
な
ど
で
も
探
求
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
著
者
自
身
、
『
夷
竪
士
山
』

な
ど
か
ら
盟
富
な
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
資

料
と
し
て
は
極
め
て
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
記
事
の
中
に
も
ら
れ
て
い
る
考
え

方
を
ど
こ
ま
で
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問

題
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
蔓
湾
、
香
港

な
ど
、
よ
り
綿
密
な
調
査
研
究
が
可
能
な
と
こ
ろ
で
の
分
析
を
ふ
ま
与
え
て
考
察

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
四
章
「
賜
額
賜
競
」
で
は
、
宋
朝
に
よ
る
民
聞
の
紳
々
へ
の
賜
額
賜
放
を

め
ぐ
る
諸
問
題
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
黙
に
関
し
て
は
日
本
で
も
す
で
に
何

人
か
の
考
察
が
あ
る
が
、
著
者
の
よ
う
に
、
稽
鋭
を
申
請
す
る
側
に
た
っ
て
の

社
舎
的
背
景
を
さ
ぐ
っ
た
試
み
は
、
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

一
一
世
紀
の
後
半
か
ら
朝
廷
よ
り
廟
額
・
穂
貌
を
得
る
こ
と
が
、
前
節
で
論

じ
た
紳
へ
の
敬
意
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
一
般
的
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
こ

の
方
法
の
み
が
全
て
の
場
合
に
官
僚
が
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。
次
に
『
宋
曾
要
務
稿
』
に
よ
っ
て
宋
代
の
賜
放
の
敏
の
幡
製
遜
を
グ
ラ
フ
に

あ
ら
わ
し
、
一
一
世
紀
半
ば
に
績
大
し
た
数
が
南
宋
を
遜
じ
て
ほ
ぼ
保
た
れ
た

と
い
う
傾
向
を
示
し
た
あ
と
、
績
け
て
朝
廷
の
賜
放
に
闘
す
る
法
令
を
年
代
順

に
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
の
部
分
で
「
廟
が
杷
典
に
含
ま
れ
る
こ
と
が

何
を
意
味
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。
著
者
は
記
典
に
含
ま

れ
た
廟
で
は
、
地
方
官
が
春
秋
の
祭
り
に
参
加
し
、
修
繕
、
祭
犯
の
際
に
は
費

用
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
民
開
信
仰
の
頚
堅
」
の
部
分
で
は
、
記
典
に
入
ら
ず
淫
把
と
さ
れ
た
紳
々

に
針
す
る
護
摩
の
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
著
者
は
政
府
の
政
策
の
中
心
は

犯
典
外
の
信
仰
を
強
慶
す
る
こ
と
に
は
な
く
、
奇
跡
を
お
こ
す
力
の
あ
る
紳
々

を
承
認
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
鐙
験
を
示
し

績
け
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
郵
盤
は
宋
代
を
通
じ
て
し

ば
し
ば
攻
撃
的
な
官
僚
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
散
渡
的
で
あ
っ
て
、
長
い
数

果
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
な
い
と
す
る
。
次
に
賜
抽
仰
の
請
求
の
具
鐙
的
な
手
掛
明

き
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
出
さ
れ
た
請
求
に
針
し
、
一
脚
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
霊
験
を
示
し
て
い
る
か
を
、
柚
開
運
使
が
二
重
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
、
こ
こ
ま
で
政
府
が
厳
重
だ
っ
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
神
々
の
力
を
伸
張

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
措
置
に
射
し
て
慎
重
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
一
つ
に
は
地

方
の
有
力
者
た
ち
に
慶
力
を
か
け
ら
れ
た
州
豚
の
地
方
官
(
彼
ら
が
質
際
の
申

請
を
行
う
〉
が
、
公
卒
に
な
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と

し
て
い
る
。
著
者
は
一
二
世
紀
の
こ
ろ
に
は
「
政
府
の
賜
放
の
シ
ス
テ
ム
は
人
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人
の
考
え
方
の
中
に
し
み
わ
た
っ
て
い
た
の
で
、
紳
々
が
自
分
は
ど
ん
な
格
競

を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
稽
放
に
よ
っ
て
自
ら
の
力
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
は

っ
き
り
意
識
し
て
い
る
と
人
々
は
考
え
て
い
た
」
と
述
べ
、
こ
の
考
え
は
稽
放

を
興
え
る
側
の
官
僚
も
共
有
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
地
元
の
有
力
者
の
グ

ル
ー
プ
が
、
そ
の
地
位
を
扱
大
す
る
一
つ
の
方
法
は
、
彼
ら
の
奉
ず
る
紳
に
タ

イ
ト
ル
を
要
求
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
地
方
官
の
協
力
が
必
要

で
あ
っ
た
。
一
方
地
方
官
も
政
治
の
推
進
に
は
彼
ら
の
協
力
が
不
可
飲
で
あ
っ

た
た
め
、
こ
こ
に
彼
ら
の
関
に
協
力
関
係
が
成
立
す
る
。

績
く
「
宋
代
の
社
禽
階
層
と
廟
記
」
で
は
こ
の
地
元
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
地

方
官
の
関
係
が
、
廟
記
に
も
と

ε

つ
い
て
更
に
つ
っ
こ
ん
で
分
析
さ
れ
、
貧
際
に

官
職
に
つ
い
て
い
た
者
、
低
い
官
位
の
み
を
も
っ
て
い
た
者
、
進
士
の
資
格
を

も
っ
て
い
た
者
、
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
者
た
ち
の
聞
に
、
意
識
の
上
で
大
き
な

断
絶
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で
は
著
者
は
こ
の
朝
廷
に
よ
る
賜
鋭
を
、
主
と
し

て
そ
れ
を
請
求
す
る
側
の
事
情
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
貼
で
は

興
味
深
い
面
を
示
し
得
て
い
る
。
し
か
し
賜
額
賜
銑
の
政
策
は
、
あ
る
面
で
パ

ン
テ
オ
ン
の
成
立
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
儒
、

併
、
道
に
由
来
す
る
紳
々
が
、
民
聞
出
身
の
紳
々
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
民
間
宗
教
の
こ
の
時
代
の
活
力
が
も
た
ら

し
た
凶
変
革
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
構
造
を
も
っ
た
パ

ン
テ
オ
ン
の
形
成
は
、
や
は
り
権
力
者
の
側
の
秩
序
鐙
系
確
立
へ
の
試
み
と
し

て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
黙
で
賜
鋭
の
制
度
と
稽

放
を
求
め
る
側
と
の
関
係
は
、
科
翠
と
そ
れ
に
鰹
ず
る
側
と
の
関
係
に
も
た
と

え
ら
れ
よ
う
。
賜
額
賜
鋭
の
政
策
の
最
終
的
な
目
的
は
榊
々
の
統
制
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
確
か
に
杷
典
は
全
て
に
ひ
ら
か
れ
ど
ん
な
榊
で
も
際
じ

ら
れ
た
が
、
貸
際
に
は
そ
の
外
に
多
く
の
洞
廟
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し

ば
淫
柄
と
さ
れ
て
揮
座
を
こ
う
む
り
つ
つ
、
そ
の
中
で
生
き
の
び
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。

第
五
章
「
湖
州
の
民
間
一
脚
」
で
は
、
湖
州
に
お
け
る
民
間
の
紳
々
に
焦
黙
が

あ
て
ら
れ
る
。
湖
州
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
地
方
の
地
方
志
が
堕
富

に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
地
方
が
西
部
の
丘
陵
地
帯
と
東
部
の
低
潟
地

と
い
う
、
針
照
的
な
篠
件
を
も
っ
二
つ
の
地
域
か
ら
成
っ
て
い
て
、
揚
子
江
デ

ル
タ
地
帯
の
縮
図
と
み
な
せ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

最
初
に
こ
の
二
つ
の
地
域
の
概
況
が
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
ま
ず
西
部
の
「
高

地
」
地
域
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
が
ひ
ら
け
た
の
は
東
部
よ
り
も
早

い
が
、
ま
だ
自
給
自
足
の
経
済
に
た
よ
る
部
分
が
多
い
。
そ
の
た
め
漢
あ
る

い
は
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
地
方
で
偉
業
を
残
し
た
英
雄
た
ち
を
肥
る
廟
が
多

く
、
廟
の
創
建
あ
る
い
は
重
建
が
六
朝
か
ら
唐
代
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
廟
が
紹
介
さ
れ
る
。
武
康
豚
の
龍
を
配
っ
た
廟
は
侮
統

的
な
農
耕
一
刊
の
典
型
で
あ
り
、
安
士
口
豚
の
東
出
品
廟
と
李
靖
を
紀
っ
た
廟
に
つ
い

て
は
、
後
者
は
農
民
に
支
持
さ
れ
た
地
方
紳
で
、
同
盟
験
も
新
雨
祈
階
、
病
気
な

お
し
、
災
害
か
ら
の
守
護
等
で
あ
る
一
方
、
前
者
に
は
織
物
商
人
が
か
か
わ
っ

て
お
り
、
信
仰
は
安
士
口
の
人
々
に
限
ら
れ
ず
他
郷
の
人
に
も
ひ
ら
か
れ
て
い
る

な
ど
針
照
的
な
面
を
示
し
て
い
る
。
「
低
地
」
は
長
江
デ
ル
タ
の
低
濃
地
帯
に

こ
の
時
代
に
ひ
ら
か
れ
た
地
で
あ
る
が
、
人
口
増
加
と
鎮
の
成
長
な
ど
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
し
だ
い
に
中
心
は
こ
ち
ら
へ
移
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
こ

こ
に
は
五
代
か
ら
宋
に
か
け
て
新
し
く
興
っ
た
廟
が
多
い
。
こ
の
低
地
に
あ
る

新
興
の
紳
々
は
全
て
低
い
階
層
の
出
身
で
、
地
方
の
人
々
の
た
め
に
犠
牲
と
な

っ
た
後
紳
に
柁
ら
れ
た
と
い
う
経
歴
を
も
っ
。
こ
れ
ら
の
信
仰
が
誕
生
し
て
く
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る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
嘗
時
の
各
社
曾
暦
の
動
き
と
と
も
に
分
析
し
た
こ
の
部
分

は
極
め
て
興
味
深
い
。
こ
れ
以
降
の
時
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
動
き
と
と
も

に
、
今
後
よ
り
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。

績
い
て
徳
清
豚
の
い
く
つ
か
の
廟
が
紹
介
さ
れ
る
。
安
吉
の
も
の
と
同
じ
よ

う
な
背
景
を
も
っ
新
市
の
東
獄
廟
、
す
で
に
農
民
ば
か
り
で
な
く
爾
人
や
地
方

官
も
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
新
塘
の
土
地
一
料
、
そ
し
て
比
較
的
新
し
い

三
世
紀
の
将
軍
を
柁
っ
た
と
い
う
新
市
の
、
氷
鐙
廟
で
あ
る
が
、
そ
の

一一

四
O

年
の
廟
記
に
は
資
金
を
接
出
し
た
人
の
名
が
記
し
て
あ
り
、
や
は
り
地
方
の
有

力
者
、
富
裕
層
と
地
方
官
が
結
び
附
い
て
こ
の
廟
の
信
仰
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
い
た
こ
と
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
南
湾
の
嘉
態
廟
に
つ
い
て
も

同
様
で
、
そ
の
霊
験
露
は
こ
の
信
仰
を
支
持
し
た
の
が
商
人
な
ど
の
富
裕
層
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
廟
額
の
獲
得
に
向
か
わ
せ
た
の
は
、

一
つ
に
は
紳
へ

の
敬
意
、
一
つ
に
は
地
方
向
志
の
競
合
意
識
で
あ
っ
た
と
す

る
。
そ
し
て
新
塘
の
土
地
紳
と
永
震
廟
の
紳
の
鐙
験
露
が
極
め
て
似
か
よ
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
奇
跡
を
自
分
た
ち
の
紳
の
も
の
と
す
る
競
合
も
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
競
合
は
同
じ
地
区
の
中
に
お
い

て
も
み
ら
れ
、
一
二
七
五
年
の
薦一
陥
洞
の
俗
の
賜
鋭
の
記
事
か
ら
、
こ
の
信
仰

は
朱

一
族
が
勢
力
を
扶
植
す
る
た
め
に
廟
記
を
全
く
嘉
際
廟
に
ま
ね
て
作
り
、

信
仰
を
起
こ
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
結
局
は
民
衆
の
支
持
を
得
ら
れ
ず

一
族
の

榊
と
し
て
の
み
存
情
相
し
た
と
い
う
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
結
論
」
で
は
、
上
記
の
例
の
よ
う
に
こ
の
時
代
に
新
し
い
信
仰
を

組
織
し
よ
う
と
し
た
運
動
が
あ
り
、
地
方
一
脚
の
信
仰
が
決
し
て
そ
の
地
区
全
陸

を
お
お
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
動
き

を
す
す
め
得
た
の
は
影
響
力
、
支
配
力
、
財
力
を
も
っ
た
有
力
者
で
あ
っ
た

が
、
決
し
て
彼
ら
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
支

持
が
得
ら
れ
な
い
、
創
ち
一
測
に
奇
跡
を
起
こ
す
カ
が
な
い
と
信
仰
は
支
持
者
だ

け
の
範
菌
-
内
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
よ
り
力
の
な

い
者
た
ち
が
支
援
し
た
信
仰
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
六
章

「
地
方
紳
の
誕
生
」
で
は
、
も
と
も
と
そ
の
紳
が
犯
ら
れ
て
い
た
地

域
を
超
え
て
、
よ
り
庚
い
地
方
で
信
仰
さ
れ
る
紳
々
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
一
二
、
一
一
一
一
世
紀
に
は
、
あ
る
特
定
の
地
域
だ
け

で
信
仰
さ
れ
鐙
験
を
あ
ら
わ
す
多
く
の
紳
々
と
、
こ
の
よ
う
な
紳
々
の
信
仰
と

が
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
著
者
も
引
用
し
て
い
る
『
左
停
』
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
他
の
地
域
の
紳
は
柁
ら
な
い
と
い
う
の
が
惇
統
的
な
考
え
方
で

あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
嘗
然
保
守
的
な
人
々
の
非
難
を
ま
ね
き
、
論
争
を

ひ
き
お
こ
し
た
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
そ
の
よ
う
な
紳
々
の
典
型
と
し
て
、
宋

末
に
は
南
中
園

一
帯
で
和
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
四
人
の
紳
身
、
即
ち
徽

州
起
源
の
五
穎
紳
、
四
川
起
源
で
文
昌
一
帝
君
の
前
身
で
あ
る
梓
重
一
帝
君
、
一
渦
建

の
甫
回
出
身
の
海
の
女
神
で
現
在
で
も
康
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
嬬
租
、
そ
し
て

湖
州
康
徳
軍
の
牛
祭
で
有
名
な
張
王
の
信
仰
が
分
析
さ
れ
る
。

ま
ず
「
紳
々
の
管
轄
領
域
に
関
す
る
停
統
的
な
見
解
」
で
は
、
最
初
に
、
一
柳

も
そ
の
支
配
領
域
を
も
っ
て
い
て
そ
れ
を
越
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
鐙
験
も
あ

ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
人
々
が

全
く
郷
里
に
し
ば
ら
れ
た
生
活
を
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
一
澗
々
も
そ
の
領
域
に
限

ら
れ
て
い
た
が
、
商
人
た
ち
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
は
紳
々
の
領

域
で
あ
る
郷
里
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
が
多
く
、
彼
ら
は
し
ば
し
ば
自
ら
の
郷
里

の
神
の
信
仰
を
他
郷
へ
も
ち
こ
ん
だ
。
更
に
神
々
の
管
轄
領
域
と
い
う
考
え
の

崩
壊
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
金
の
侵
入
に
よ
っ
て
南
濯
し
た
人
が
多
か
っ
た
こ

と
で
、
開
封
の
人
々
は
皮
場
大
玉
や
二
郎
紳
の
信
仰
を
臨
安
に
も
ち
こ
ん
だ
。
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そ
し
て
人
々
の
閉
に
も
郷
里
の
範
囲
を
越
え
て
生
活
を
管
ん
で
い
る
の
に
、
な

ぜ
紳
々
の
領
域
が
そ
れ
よ
り
小
さ
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
い
う
主
張
も

あ
ら
わ
れ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
郷
里
に
限
定
さ
れ
た
も
の
を
超
え

た
、
近
く
の
郷
村
ひ
い
て
は
そ
こ
の
神
々
と
の
鮮
を
認
め
る
意
識
が
み
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
地
方
紳
の
信
仰
へ
向
か
う
一
ス
テ
ッ
プ
だ
と
し
て
い
る
。

つ
づ
く
「
地
方
紳
の
信
仰
」
で
は
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
四
人
の
神
々
の
一
一

0
0、
一
一
五

O
、

二

一O
O、
二
一
五

O
年
に
お
け
る
廟
の
分
布
を
、
江
南

の
東
海
岸
地
方
の
地
図
上
に
示
し
、
そ
れ
ら
の
廟
が
大
運
河
、
海
岸
な
ど
主
要

な
水
上
交
通
路
に
そ
っ
て
庚
が
っ
て
き
て
お
り
、
内
陸
の
も
の
も
そ
れ
ら
に
遁

ず
る
河
川
上
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
一示
す
。
そ
し
て
四
人
の
紳
々
を
簡
車
に

紹
介
し
て
個
々
の
信
仰
の
考
察
に
移
る
。
李
順
の
飢
を
卒
定
す
る
の
に
功
が
あ

っ
て
王
放
を
輿
え
ら
れ
、
主
と
し
て
四
川
の
士
大
夫
に
よ
っ
て
庚
ま
り
、
科
翠

の
神
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
梓
重
一
帝
君
の
場
合
を
除
き
、
他
の
三
神
は
い

ず
れ
も
主
と
し
て
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
信
仰
が
支
援
さ
れ
、
大
運
河
等
の
水
上

交
通
路
に
そ
っ
て
行
宮
が
庚
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
信
仰
の
抜
大
過
程
が
比
較

的
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
張
王
の
場
合
で
あ
る
。
張
王
は
自
ら
が
mm放

を
受
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
家
族
ま
で
稽
鋭
を
受
け
、
著
者
の
得
ら
れ

た
資
料
に
よ
れ
ば
四
二
箇
所
と
い
う
最
も
多
い
行
宮
を
も
ち
、
一
商
人
ば
か
り
で

な
く
あ
ら
ゆ
る
祉
曾
階
層
の
人
た
ち
か
ら
幅
庚
い
信
仰
を
集
め
た
。
著
者
は
張

王
の
信
仰
の
庚
ま
り
を
日
司
王
2
H
V
F
E
に
た
と
え
、
張
王
が
郷
里
の
紳
と
と

も
に
併
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
紳
と
よ
り
制

度
化
さ
れ
た
関
係
を
保
っ
た
こ
と
が
こ
の
信
仰
の
成
功
の
一
因
で
あ
っ
た
と
す

る
。
著
者
の
翠
げ
て
い
る
例
は
い
ず
れ
も
湖
州
に
あ
る
李
侯
、
方
使
者
と
い
う

紳
の
例
で
、
も
と
も
と
張
王
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、
方
使
者
の
場
合

は
張
王
の
家
族
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
李
侯
の
場
合
に
は
そ
の
家
族
の

信
仰
が
ま
た
そ
こ
か
ら
汲
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
信
仰
に
封
し
て
は
地
方
官
も
支
持
を
輿
え
、
地
元
の
有
力
者
た

ち
と
と
も
に
稽
放
の
獲
得
や
閣
の
重
建
な
ど
に
協
力
し
た
こ
と
は
前
章
に
も
あ

っ
た
遜
り
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
紳
が
そ
の
領
域
を
越
え
て
信
仰
さ
れ
る
こ
と
に

劃
し
て
は
、
孟
子
や
詩
経
の
文
を
引
い
て
根
援
を
輿
え
た
り
し
た
。
ま
た
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
民
間
紳
の
信
仰
を
承
認
し
た
劉
克
涯
の
論
も
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
針
し
、
寅
震
の
批
剣
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
民
聞

神
の
信
仰
の
無
原
則
な
抜
大
、
祭
り
の
際
の
熱
狂
と
浪
費
、
本
来
自
主
-帝
に
の
み

許
さ
れ
る
供
犠
と
い
う
特
権
の
侵
害
な
ど
は
、
一
部
の
士
大
夫
た
ち
に
は
秩
序

へ
の
脅
威
と
し
て
非
難
の
劉
象
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
一
二
世
紀
後
牢
に
な
る
と

朱
子
皐
と
結
び
附
い
た
統
制
と
遡
盤
の
態
度
へ
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
が
、
彼
ら

の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
信
仰
の
抜
大
と
熱
狂
を
お
し
と
ど
め
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。

著
者
が
前
章
で
も
燭
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
新
興
の
神
々
が
、
そ
の

愛
生
の
地
と
は
無
関
係
の
地
に
ま
で
そ
の
信
仰
圏
を
抜
大
し
、
行
宮
が
各
地
に

建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
詩
人
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
の

指
摘
は
、
こ
の
時
代
の
宗
数
史
上
の
嬰
化
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
黙
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
洞
山
廟
の
牛
祭
や
陳
淳
が
非
難
し
た
滋
州
の

祭
り
の
あ
の
熱
狂
、
各
地
に
お
け
る
伺
廟
の
族
生
と
い
っ
た
事
貨
の

一
面
し
か

解
明
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
一
商
人
が
庚
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
各
地
で
そ
れ
だ
け
の
信
仰
を
集
め
得
た
も
の
に
は
い
っ
た
い
ど
う
い

う
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
は
た
し
て
古
代
か
ら
の
春
一
位
、
秋
祉
の
祭
り
の
熱
狂

を
う
け
つ
ぐ
新
し
い
年
々
の
祭
紀
が
、
こ
れ
ら
の
洞
廟
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
繁
化
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
ま
た
別
に
解
明
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
一
章
の
初
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
は
唐
宋
の
拙
皮
革
期
に
お

け
る
宗
教
界
の
努
化
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
民
間
の
パ
ソ
テ
オ
ン

の
形
成
を
あ
げ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
面
を
こ
の
著
作
の
中
で
と
り
あ
げ

分
析
を
奥
え
て
い
る
。
儒
、
併
、
道
と
い
う
異
な
っ
た
停
統
の
出
自
に
無
関
係

な
、
ま
た
新
興
の
低
い
階
層
出
身
の
一
神
々
を
含
め
た
紳
々
の
信
仰
、
そ
れ
ら
に

封
す
る
園
家
の
賜
額
賜
放
と
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
る
地
方
官
と
地
元
の
エ
リ
ー

ト
の
政
治
的
な
協
力
関
係
、
も
と
も
と
の
管
轄
領
域
を
越
え
た
地
方
紳
の
信
仰

の
誕
生
と
そ
の
信
仰
の
披
大
に
は
た
し
た
商
入
居
の
役
割
、
あ
る
い
は
地
元
の

エ
リ
ー
ト
層
の
役
割
な
ど
で
あ
る
。
第
七
章

「結
論
」
に
お
い
て
著
者
は
官
頭

に
あ
ら
た
め
て
「
民
開
宗
教
の
漢
化
は
こ
の
時
代
の
偶
然
草
の
解
明
に
い
か
な
る

光
を
投
げ
か
け
る
か
」
と
い
う
問
題
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
「
民
開
宗
数
の
祉

舎
的
な
背
景
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
こ
の
聞
に
い
く
つ
か
の
解
答
を
提
供
し
、

パ
ン
テ
オ
ン
に
お
け
る
務
化
は
そ
の
他
の
解
答
を
提
供
す
る
」
と
し
て
、
以
上

の
よ
う
な
黙
を
整
理
し
総
合
し
た
形
で
提
示
し
て
い
る
。

現
在
、
中
園
の
宗
数
に
劃
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
以
前

と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
以
前
の
中
園
例
数
の
研
究
の
よ
う
に
、
日

本
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
例
数
数
理
の
中
園
に
お
け
る

設
展
を
研
究
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
中
園
人
の
生
き
た

信
仰
と
し
て
の
併
数
・
道
教
あ
る
い
は
民
開
信
仰
が
、
そ
の
封
象
と
な
っ
て
い

る
黙
で
あ
る
。
そ
の
関
心
は
人
類
纂
か
ら
歴
史
察
、
文
準
、
思
想
な
ど
多
方
面

か
ら
ょ
せ
ら
れ
て
お
り
、
総
合
的
に
中
園
人
の
宗
教
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾

向
が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
黙
か
ら
も
、
特
に
民
閲
信
仰
、
儒
、
併
、
遣
な
ど
が

海
然
と
な
っ
た
民
開
宗
数
と
い
わ
れ
る
部
分
の
解
明
は
重
要
性
を
も
っ
て
い

る。

宋
代
特
に
著
者
が
取
り
上
げ
て
い
る
南
宋
の
時
代
は
、
沓
中
園
の
宗
教
を
特

徴
e

つ
け
て
い
る
よ
う
な
事
象
が
多
く
現
れ
て
き
て
い
る
黙
で
、
注
目
す
べ
き
時

代
で
あ
る
が
、
著
者
の
よ
う
に
総
合
的
な
硯
黙
を
提
示
し
つ
つ
分
析
を
す
す
め

た
も
の
は
、
今
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
黙
で
今
後

の
研
究
を
す
す
め
る
上
に
お
い
て
大
き
な
基
礎
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
で
著
者
が
宗
数
界
の
獲
化
を
提
示
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
祉
舎
的
背
景
に
つ
い
て
、
商
入
居
や
地
元
の
エ
リ
ー
ト
暦
の
動
き
に

か
ら
め
て
分
析
し
て
い
る
黙
は
極
め
て
興
味
深
く
、
こ
の
駐
が
こ
の
著
作
を
奥

行
き
の
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。
し
か
し

一つ
不
満
が
残
る
の
は
、
宗
数
界
の

蹴
炭
化
自
鐙
、
創
ち
著
者
の
い
う
パ
ン
テ
オ
ン
の
形
成
と
い
う
動
き
、
低
い
階
層

出
身
の
紳
々
の
信
仰
の
誕
生
、
地
方
神
の
信
仰
の
熱
狂
と
い
う
よ
う
な
事
象
自

鐙
を
、
中
園
宗
数
史
全
鐙
の
流
れ
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
観
黙
が

比
較
的
希
薄
で
あ
る
黙
で
あ
る
。

た
と
え
ば
新
興
の
紳
々
が
生
れ
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
も
し
そ
れ
だ
け

な
ら
『
授
榊
記
』
等
に
見
ら
れ
る
蒋
子
文
の
信
仰
な
ど
、
流
行
紳
的
な
紳
々
は

存
在
し
た
。
問
題
は
そ
れ
ら
の
紳
々
が
、
様
々
な
停
統
を
背
景
と
す
る
紳
々
と

同
一
の
パ
ン
テ
オ
ン
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
民
間
の
榊
々
の
信
仰
の
活
力
が

無
視
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
、
停
統
的
な
信
仰
に
そ
れ
ら
を
も
含
め
た
、
新
た

な
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
あ
る
い
は
郷

村
の
結
び
つ
き
の
偶
然
化
に
と
も
な
い
、
社
桜
の
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
古

い
信
仰
に
、
そ
れ
ら
が
取
っ
て
替
わ
る
と
い
う
事
態
が
庚
く
み
ら
れ
た
の
か
。

古
い
信
仰
を
含
め
て
全
図
的
に
民
聞
の
洞
廟
を
中
心
と
す
る
信
仰
の
形
態
に皿銀

化
が
生
じ
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
現
象
は
、
新
た
に
開
拓
さ
れ
た
地

域
も
し
く
は
都
市
部
に
特
有
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
等
々
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
著
者
が
真
に
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
問
題
と
は

別
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
紹
介
に
お
い
て
も
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
充
分
に

汲
み
得
た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
不
安
で
あ
る
が
、
著
者
の
こ
の
テ
1
マ
で
の

衣
の
論
考
を
待
ち
つ

つ
筆
を
お
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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