
全
-
け
主
局
、
。
ル

第
五
十
五
巻

第

競

卒
成
八
年
十
二
月
護
行

股
周
時
代
に
お
け
る
死
者
の
祭
柁

林

巳

奈

夫

一
品
別

一一百

二

廟

の

遺

蹟

三
租
先
祭
記
用
の
器
は
ど
こ
で
使
わ
れ
た
か

- 1ー

前

毛主子

百

表
題
に
「
死
者
の
祭
杷
」
と
記
し
た
。
こ
れ
は
死
者
に
劃
す
る
祭
把
の
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
者
の
行
う
祭
把
の
意
味
で
も
あ
る
。
短

く
言
え
ば
死
者
の
曜
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

中
園
で
は
古
く
、

や
か
ま
し
い
祉
舎
慣
行
が
贋
く
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
曜
と
呼
ば
れ
た
。

『
説
文
解
字
』
示
部
を
み
る
と

躍
と
は
紳
に
祭
杷
を
し
、
一
帽
を
も
た
ら
す
た
め
の
も
の
で
あ
る

(

1

)

 

と
記
さ
れ
る
。
一
脚
は
日
月
星
な
ど
の
天
上
の
紳
、
山
川
な
ど
の
地
上
の
自
然
の
紳
、
祖
先
の
璽
を
指
し
、
一
帽
は
長
喜
一
胃
、
富
、
安
寧
な
ど
の
幸
福

で
あ
る
。
引
い
て
櫨
は
元
服
、
結
婚
等
、
人
聞
社
舎
で
行
わ
れ
る
各
種
の
行
事
の
際
の
檀
儀
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
儒
敬
の
経
典
の
中
に
も

441 
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『
周
瞳
』
、

『
儀
雄
』
、

『
躍
記
』
な
ど
、
大
部
な
書
物
が
漢
時
代
か
ら
残
っ
て
い
る
。
儒
教
の
開
-
組
の
孔
子
は
春
秋
後
期
の
人
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
事
涯
の
人
々
の
手
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
墓
か
ら
は
飲
食
用
の
器
物

そ
れ
よ
り
後
の
時
代
に
存
在
し
た
材
料
が
、

が
多
数
設
見
さ
れ
、
棺
桶
な
ど
壊
葬
用
の
道
具
類
も
少
く
な
い
。
そ
の
中
に
は
瞳
の
古
典
の
記
述
に
出
て
く
る
名
稽
と
同
定
し
う
る
器
物
も
多

敷
で
あ
る
。
今
で
は
考
古
設
掘
資
料
の
充
質
も
あ
っ
て

」
の
方
面
の
研
究
も
大
分
進
ん
で
き
て
い
る。

難
か
し
い
の
は
、

そ
れ
ら
の
器
物
が
貫
際
に
ど
う
い
う
躍
に
使
わ
れ
た
か
の
問
題
で
あ
る
。
同
時
代
の
名
稿
の
知
ら
れ
る
器
物
の
多
数
設
見

さ
れ
る
の
は
、
墓
の
副
葬
品
と
し
て
で
あ
る
。
土
中
に
長
く
埋
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
腐
ら
な
い
で
残
る
土
器
や
青
銅
器
な
ど
、
首
初
埋

め
ら
れ
た
品
物
の
一
部
分
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど
う
い
う
趣
旨
で
死
者
と
一
緒
に
埋
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
躍

な
ど
と
考
え
る
の
は
心
得
違
い
で
あ
る
。
瞳
の
古
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
極

の
古
典
の
ど
こ
か
に
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
り
そ
う
な
も
の
だ
、

め
て
お
座
な
り
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

『
躍
記
』
檀
弓
、
上
に

- 2一

仲
憲
が
曾
子
に
向
っ
て
、

「
夏
后
氏
は
明
器
を
用
い
た
。
人
民
に
、
死
者
に
知
費
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
股
代
の

人
は
祭
器
を
用
い
た
。
人
民
に
、
死
者
に
も
知
魔
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
周
代
の
人
は
、
明
器
と
祭
器
と
を
併
用

し
た
。
人
民
に
、
死
者
に
は
知
魔
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
疑
わ
し
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た

(
2〉

と
い
う
話
が
出
て
い
る
。
そ
れ
に
射
し
て
曾
子
は
憤
慨
し
て
云
々
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
曾
子
で
な
く
て
も
怒
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
い
加
減

な
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
な
い
、

と
。
古
代
の
中
園
の
人
々
は
い
つ
の
時
代
に
も
死
者
に
劃
し
て
員
面
目
に
針
躍
し
た
と
考
え
る
。
死
者
に
副

え
る
品
物
の
型
式
や
組
合
せ
は
、
時
代
と
共
に
襲
化
し
た
の
は
首
然
で
あ
る
が
。
問
題
は
ど
う
い
う
品
物
が
、
ど
う
い
う
意
闘
を
も
っ
て
副
葬

〈

3
)

〈

4
〉

さ
れ
た
か
で
あ
る
o
l
l
-死
者
へ
の
飲
食
の
具
の
供
え
物
か
、
死
後
の
世
界
で
死
者
が
飲
食
を
作
っ
て
食
う
時
の
用
意
か
、
死
者
が
長
年
使
つ

(

5

)

(

6

〉

な
き
が
ら
に
添
え
て
や
?
た
の
か
、
用
が
な
く
な
司
た
か
ら
墓
中
に
鹿
棄
し
た
の
か
。
死
者
に
添
え
る
副
葬
品

た
遺
愛
の
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

の
目
的
は
こ
の
内
の
一
つ
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
時
代
に
よ
る
饗
濯
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
古
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
だ
け
で

解
稗
が
つ
く
は
ず
は
な
い
。
古
典
に
記
さ
れ
る
瞳
と
い
う
も
の
は
、
記
録
さ
れ
て
い
た
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
慣
行
と
か
、

そ
れ
よ
り
も
古
い



時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
慣
行
の
記
憶
と
か
の
忠
貫
な
記
録
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
も
の
を
材
料
に
、
儒
家
が
そ
の
理
念
に
従
っ
て
ア
レ
ン
ジ
し

(
7〉

た
編
纂
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
頃
は
同
時
代
資
料
と
し
て
考
古
事
の
護
掘
資
料
が
次
第
に
培
え
、
そ
れ
に
照
し
て
み
る
と
儒
家
の
立
言
も
決
し

(
8〉

て
上
出
来
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

考
古
事
の
資
料
も
、
死
者
に
劃
す
る
躍
を
考
え
る
材
料
と
し
て
は
制
約
も
多
く
、
量
的
に
も
豊
富
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
生
の
形
で
出
て

く
る
だ
け
、
種
の
古
典
よ
り
は
ま
し
な
所
も
あ
る
。
筆
者
は
考
古
屋

4

が
専
円
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
面
で
近
時
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
関
係
資
料

を
引
き
、
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。

廟

の

遺

蹟

春
秋
か
ら
漢
時
代
、
廟
の
遺
蹟
と
言
わ
れ
る
も
の
は
幾
っ
か
知
ら
れ
て
い
る
。
肢
で
は
安
陽
段
撞
の
小
屯
、
乙
組
建
築
土
壇
中
の
乙
七
基

〈

9
〉

(

叩

〉

(

U

)

(

ロ〉

祉
、
西
周
で
は
岐
山
鳳
雛
甲
組
建
築
祉
、
春
秋
中
期
で
は
鳳
朔
馬
家
荘
一
一
抗
建
築
祉
、
戦
園
前
期
で
は
侯
馬
牛
村
古
城
祭
杷
建
築
祉
、
闇
越
園

(

日

)

ハ
前
二
世
紀
始
め
の
三
分
ノ
一
〉
の
も
の
と
さ
れ
る
崇
安
漢
城
北
崩
一
一
抗
基
社
、
漢
で
は
漢
長
安
城
の
南
方
に
嘗
る
菓
園
、
閤
荘
一
帯
の
王
葬
九

(
H〉

廟
祉
位
一
寸
が
奪
げ
ら
れ
る
。
建
物
の
前
方
の
庭
に
犠
牲
を
埋
め
た
扶
況
と
か
、
建
物
の
構
え
等
か
ら
そ
う
剣
断
さ
れ
た
も
の
で
、
大
瞳
嘗
っ
て
い

よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
建
物
祉
は
改
め
て
と
り
上
げ
な
い
。
そ
の
使
用
さ
れ
た
賦
況
が
遺
蹟
そ
の
も
の
か
ら
察
知
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、

報
告
書
を
み
て
そ
う
で
し
た
か
、
と
い
う
だ
け
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

- 3一

(

日

)

(

お

)

興
味
深
い
の
は
、
僅
師
二
里
頭
の
村
落
の
南
方
五

0
0
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
所
で
護
掘
さ
れ
た
二
競
建
築
祉
で
あ
る
(
圃

1
1
こ
の
建
築
祉

は
土
壇
を
塀
で
圏
っ
た
も
の
で
、
東
西
五
八
メ
ー
ト
ル
、
南
北
七
三
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
規
模
を
持
つ
。
北
と
東
西
は
築
き
固
め
た
土
の
塀
、

南
は
木
と
土
で
作
っ
た
塀
を
用
い
、
東
西
の
塀
の
内
側
に
は
塀
に
さ
し
か
け
た
廻
廊
が
あ
り
、
築
き
固
め
た
床
と
柱
穴
が
残
る
。
園
中
の
小
国

は
柱
の
あ
と
、
そ
の
外
を
圏
む
線
は
礎
石
で
あ
る
。
西
の
塀
は
保
存
が
悪
い
が
、
東
の
塀
に
は
小
さ
な
出
入
口
が
四
つ
あ
り
、
北
の
出
口
の
下

に
は
排
水
の
土
管
が
埋
め
ら
れ
、
最
南
の
出
口
の
下
に
は
板
石
で
園
っ
た
排
水
路
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
は
中
庭
の
排
水
用
で
あ
る
。
東
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の
塀
の
中
程
に
壁
で
コ
字
形
に
圏
っ
た
小
部
屋
が
あ
る
。
北
の
塀
の
内
側
に
も
小
規
模
な
さ
し
か
け
を
設
け
た
部
分
が
設
け
ら
れ
、
高
さ
二

0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
と
柱
穴
が
残
る
。

地
層
か
ら
み
て
そ
の
南
の
建
築
と
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
小
基
壇
の
東
に
大
墓
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
記
す
。
南
の
塀
は
先
ず
溝
を
掘
り
、
溝
の
北
壁
に
寄
せ
て
塀
の
芯
に
す
る
柱
を
立
て
て
土
を
埋
め
も
ど
し
、
こ
の

柱
を
芯
に
し
て
土
塀
を
作
っ
て
い
る
。
南
壁
の
中
央
、
や
や
東
寄
り
に
正
門
が
あ
る
。
門
の
建
物
も
塀
と
同
じ
構
造
の
壁
を
持
ち
、
逼
り
路
の

幅
は
二
・
九
メ
ー
ト
ル
、
中
庭
側
の
出
口
に
扉
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
板
石
が
二
枚
あ
る
。
こ
の
通
路
の
雨
側
は
番
人
の
詰
所
で
あ
ろ

ぅ
。
こ
の
南
側
の
塀
に
は
内
外
に
こ
れ
に
屋
根
を
さ
し
か
け
た
廊
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
基
礎
の
上
に
柱
穴
が
残
る
。

中
庭
の
北
寄
り
、
東
西
の
塀
か
ら
等
距
離
の
位
置
に
建
物
が
作
ら
れ
る
。

り
、
そ
の
縁
沿
い
に
柱
穴
が
並
ぶ
。
そ
の
内
側
に
、
南
側
の
塀
と
同
方
式
の
、
木
柱
を
芯
に
し
た
壁
を
も
っ
た
一
一
一
つ
の
部
屋
を
作
る
。
踏
み
固

め
ら
れ
た
床
が
な
い
所
か
ら
、
上
は
一
皮
制
り
と
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
部
屋
の
出
入
口
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
柱
穴
の
閲
隔

東
西
約
三
二
・
五
、

南
北
約
二
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
土
壇
を
作

の
贋
く
な
司
た
所
が
そ
れ
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
央
の
部
屋
を
圏
む
外
壁
の
芯
の
柱
の
上
に
は
桁
が
置
か
れ
て
、
寄
棟
の
屋
根

- 5ー

の
垂
木
を
支
え
、
垂
木
の
外
端
は
土
壇
の
縁
に
並
ん
だ
柱
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
部
屋
の
外
が
廻
廊
に
な
っ
て
い
た
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(

げ

)

黄
肢
盤
龍
城
の
二
里
岡
文
化
の
宮
殿
が
こ
れ
に
近
い
型
式
の
建
物
で
、
そ
の
想
像
復
原
圃
が
褒
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
の
土
壇
の
南
に
低

い
突
出
部
が
三
個
所
あ
る
の
は
、
階
段
の
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
西
側
の
階
段
の
南
や
土
壇
の
西
側
に
少
し
離
れ
て
石
の
板
が
残
る
の
は
雨

落
ち
に
敷
か
れ
た
石
の
残
り
だ
ろ
う
と
い
う
。

さ
て
、
こ
の
建
物
の
北
に
あ
る
大
型
墓
(
圃
1
中
M
l
と
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
が
、

穴
の
口
は
東
西
約
五
・
二

J
五
・
三
メ
ー
ト
ル
、

南
北
約

四
・
三
メ
ー
ト
ル
、
少
し
歪
ん
だ
方
形
を
な
し
、
深
さ
六
・
一
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
中
身
は
早
い
時
代
に
掘
り
と
ら
れ
、
孔
に
は
少
量
の
朱
と
漆

の
皮
と
貝
製
品
の
破
片
が
出
て
き
た
他
、
完
全
に
空
で
あ
っ
た
。
盗
掘
で
あ
れ
ば
、
泥
棒
に
用
の
な
い
も
の
が
何
か
と
残
っ
て
い
る
も
の
で
あ

445 

る
。
き
れ
い
に
殆
ん
ど
何
も
な
い
所
か
ら
見
て
、
早
い
時
期
に
改
葬
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の

墓
が
南
の
塀
に
設
け
ら
れ
た
、
少
し
東
に
偏
っ
た
位
置
に
あ
る
正
門
を
入
っ
て
員
直
に
行
っ
た
突
き
嘗
り
に
作
ら
れ
、
塀
で
圃
ま
れ
た
中
庭
の
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築
き
固
め
ら
れ
た
土
に
掘
り
込
ま
れ
、
中
庭
の
踏
み
固
め
ら
れ
た
土
が
墓
の
上
も
被
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
北
側
の
塀
と
同
時
代
の
さ

し
か
け
の
床
の
築
き
固
め
た
壇
の
土
の
一
部
が
、
墓
の
上
に
少
し
か
か

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
報
告
者
は
こ
の
大
墓
は
こ
の
二
披
建
築

と
同
時
代
の
も
の
だ
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ
で
誤
り
あ
る
ま
い
。
更
に
考
え
て
み
れ
ば
、

こ
の
二
抗
建
築
は
こ
の
大
墓
の
附
属
施
設
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う。

西
南
方
約
一
五

0
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
一
蹴
建
築
の
場
合
も
、

な
ぜ
墓
と
そ
れ
に
掛
躍
す
る
正
門
が
員
中
で
な
く
東
に
偏
り
、
中
庭
北
部
の
建
物
の
方
は
員
中
に
あ
る
の
か
は
説
明
し
難
い
。
二
披
建
築
の

(

凶

)

正
門
と
中
庭
の
北
寄
り
の
主
要
建
物
の
位
置
に
査
み
が
あ
る
。
説
明
は
難
か
し
い

が
、
現
象
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二
披
建
築
の
中
庭
に
あ
る
こ
の
大
げ
さ
な
建
物
は
、
奥
の
大
墓
の
前
で
行
う
、
死
者
に
糾
問
す
る
祭
柁
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
そ
の
よ
う
な
用
途
も
持
っ
た
に
違
い
な
い
。
ず
っ
と
時
代
が
降
り
、
前
漢
の
皇
帝
と
皇
后
の
杜
陵
が
西
安
の
東
南
に
あ
り
、
そ
の
墳
丘
の

外
側
の
垣
に
接
し
て
設
け
ら
れ
た
附
層
建
物
が
設
掘
さ
れ
て
い
る
(
圃

2
1
こ
の
時
分
に
な
る
と
歴
史
記
録
も
残
り
、
西
側
の
建
物
は
同
時
代

に
寝
殴
、
東
の
も
の
は
便
殿
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
皇
帝
が
生
前
使
っ
て
い
た
建
物
を
象
っ
た
も
の
で
、
前
者
は
表

- 6-

向
き
の
政
治
を
と
り
行
っ
た
建
物
、
後
者
は
私
的
な
日
常
生
活
を
迭
っ
た
建
物
に
嘗
る
。
後
者
に
は
墓
室
に
納
め
き
れ
な
か
っ
た
皇
一
一
帝
の
衣
類

(

山

口

)

や
日
用
品
が
蔵
さ
れ
、
皇
帝
一
が
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
立
前
で
、
毎
日
の
飲
食
な
ど
が
用
意
さ
れ
た
。
こ
れ
は
皇
帝
の
陵
で
あ
る
た
め

〈

却

〉

桁
違
い
に
大
規
模
で
あ
る
が
、
民
間
の
墓
に
も
こ
の
類
の
建
物
の
例
は
少
く
な
い
。

前
漢
の
一
帝
一
陵
に
は
前
記
と
は
別
に
廟
が
附
属
し
て
い
た
。
今
の
杜
陵
で
は
そ
の
東
北
四

0
0
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
る
一
過
七

0
メ
ー
ト
ル
ば

(

幻

〉

か
り
の
方
形
の
努
土
の
蓋
基
(
八
貌
遺
祉
〉
が
廟
の
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
漢
の
皇
帝
の
廟
は
陵
の
近
過
に
、
或
い
は
陵
と
同
じ
場
所
に

(

幻

〉

作
ら
れ
た
記
録
が
あ
る
。

園
1
の
墓
と
そ
れ
を
と
り
込
ん
だ
建
物
は
、
こ
の
よ
う
な
漢
代
に
鮮
明
な
形
で
姿
を
現
わ
す
墳
墓
と
附
層
建
物
の
セ

ッ
ト
と
同
じ
系
列
に
属

す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
園
1
の
二
競
建
築
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
更
に
ま
た
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
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る
。
褒
掘
の
報
告
を
讃
む
と
、
中
庭
の
北
側
の
建
物
の
周
囲
は
全
瞳
に
よ
く
踏
み
固
め
ら
れ
、
そ
の
北
側
は
特
に
そ
う
で
、
踏
み
固
め
ら
れ
た

土
は
厚
さ
四
、

五
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、
一
時
の
も
の
で
な
い
。
下
の
方
か
ら
出
る
土
器
は
二
里
頭
三
期
、
上
の
方
か
ら
出
る
も
の
は

四
期
の
お
そ
い
時
期
の
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
聞
何
年
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
一
世
代
以
上
の
年
代
の
経
過
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中

庭
の
北
寄
り
に
あ
る
建
物
の
北
と
い
う
と
、
先
に
引
い
た
墓
の
あ
る
所
で
あ
る
。
何
の
用
が
あ
っ
て
そ
ん
な
所
に
人
聞
が
し
き
り
と
出
入
り
し

た
か
。
そ
れ
は
墓
に
供
え
物
を
し
、
死
者
の
世
話
を
す
る
た
め
に
遣
い
な
い
。
墓
の
口
に
接
し
て
小
さ
な
土
壇
が
あ
り
、
さ
し
か
け
の
た
め
の

柱
穴
が
あ
る
。
そ
の
南
の
大
き
な
建
物
を
廟
と
す
る
と
、
こ
こ
は
漢
の
一
帝
一
陵
の
履
・
便
般
に
該
嘗
し
よ
う
。
日
日
に
、
月
月
に
こ
こ
の
施
設
に

被
葬
者
の
食
物
等
、
生
活
必
需
品
が
供
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
廟
で
の
行
事
は
そ
う
度
度
は
な
い
と
し
て
も
こ
こ
に
は
毎
日
用
が
あ
る
。
一

番
よ
く
踏
み
固
め
ら
れ
て
嘗
然
で
あ
る
。
飲
食
物
を
供
え
れ
ば
援
し
物
も
出
ょ
う
。
土
器
な
ど
が
こ
こ
か
ら
出
土
す
る
の
は
そ
の
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。

墓
に
劃
す
る
供
え
物
の
た
め
に
は
食
物
の
仕
度
を
す
る
人
員
も
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
廟
で
行
事
が
行
わ
れ
る
場
合
は
多
く
の
人
が
参
集
し
た

で
あ
ろ
う
。
中
庭
の
周
囲
の
さ
し
か
け
は
、
控
え
室
と
し
て
必
要
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
大
切
な
墓
や
供
え
物
も
あ
る
と
な
れ
ば
宿
直
者
も
必

- 8ー

要
で
あ
る
。
東
側
の
塀
の
内
側
に
設
け
ら
れ
た
小
部
屋
は
宿
直
者
用
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
の
建
物
の
中
に
は
他
に
も
後
か
ら
建
増
し
し
た
り

し
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
部
分
が
方
々
に
あ
る
。
東
の
塀
の
員
中
退
、
南
の
塀
の
外
側
南
端
の
過
な
ど
で
あ
る
。
長
い
年
月
の
開
使
用
さ
れ
た
こ

と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。

今
か
ら
二
千
年
以
上
前
の
書
物
に

昔
、
賢
明
な
君
主
は
徳
の
あ
る
者
に
爵
位
を
輿
え
、
功
績
の
あ
る
者
に
扶
持
を
興
え
た
。
爵
位
や
扶
持
を
賜
わ
る
時
は
必
ず
始
租
の
廟
で

行
っ
た
。
勝
手
に
専
行
す
る
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
の
だ

(

幻

〉

と
あ
る
。
廟
に
杷
ら
れ
た
租
先
の
自
の
前
で
や
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
か
ら
三
千
年
ば
か
り
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
首
時
の
青

銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
銘
文
の
形
で
、
嘗
時
の
周
王
朝
の
王
が
臣
下
の
任
命
式
を
行
っ
た
次
第
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
唐
蘭
は
そ
の
中
で
式
の
翠



(

鈍

〉

行
さ
れ
た
場
所
に
某
宮
と
あ
る
も
の
が
多
く
、
例
え
ば
そ
こ

に
康
宮
と
あ
れ
ば
そ
れ
は
康
王
の
廟
を
指
す
、
と
論
謹
し
た
。
二
里
頭
二
競
建
築

の
中
庭
の
建
物
の
後
に
葬
ら
れ
た
の
が
A
と
い
う
人
な
ら
、
こ
の
建
物
は
A
宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
僅
師
の
遺
蹟
の
中
心
部
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
被
葬
者
は
大
物
で
、
王
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

A
王
の
後
嗣
の

B
王
は
、
自
分
の
命
令
は
濁
断
幕
行
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
、

A

宮
で
任
命
式
を
や
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

A
宮
を
使
う
の
は
そ
の
息
子
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
式
の
度
に
大
勢

の
人
が
集
り
、
建
物
の
周
囲
は
参
集
者
に
よ
っ
て
よ
く
踏
み
固
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二
里
頭
文
化
の
時
代
に
は
廟
の
後
の
墓
に
死
者
が
入
っ
て
い
る
。
墓
の
前
の
建
物
で
命
令
を
下
す
王
は
、
ピ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
後
か
ら
監
視
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
い
加
減
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
自
費
の
も
と
に
下
さ
れ
る
王
の
命
令
は
、
ま
た
一
段
と
重
味
を

も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

圃
1
の
二
競
建
築
祉
は
、
筆
者
の
考
え
で
は
後
方
に
埋
葬
さ
れ
た
A
が
生
前
の
延
長
で
、
そ
こ
で
衣
食
を
給
せ
ら
れ
、
生
活
を
績
け
る
場
所

で
あ
っ
た
。
即
ち
A
の
住
む
家
、
宮
で
あ
る
。
唐
蘭
の
引
い
た
文
字
資
料
で
、
後
世
の
廟
に
嘗
る
建
物
が
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
こ
う
い
う

- 9ー

わ
け
で
あ
る
。

墓
が
あ
っ

て
、
同
じ
場
所
に
後
世
の
便
酸
、
履
般
に
該
嘗
す
る
建
物
が
あ
り
、
廟
も
附
属
し
て
い
る
、
と
い
う
構
造
は
二
里
頭
文
化
と
漢
代

に
限
ら
れ
な
い
。
園
3
は
股
後
期
の
例
で
あ
る
。
二
つ
並
ん
だ
基
壇
の
内
、
右
側
が
有
名
な
婦
好
墓
の
墓
穴
の
真
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、

左
側
は
小
屯
の
F
7
基
壇
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
の
瑳
掘
で
、
婦
好
墓
の
報
告
は
一
九
八

O
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
同

(
お
〉

時
期
に
護
掘
さ
れ
た
F
7
は
一
九
八
七
年
に
な
っ
て
報
告
が
出
た
。
こ
の
あ
た
り
の
ト
レ
ン
チ
の
配
置
は
婦
好
墓
の
報
告
書
の
圃
一
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
園
3
は
ス
ケ
ー
ル
を
統
一
し
、
南
遺
蹟
の
護
掘
聞
の
ト
レ
ン
チ
の
線
の
左
迭
に
記
入
さ
れ
た

T
mと
T
m、
T
U
と
T
n
の
文
字

の
下
の
下
の
縁
を
左
右
揃
え
て
貼
り
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

F
7
に
つ
い
て
報
告
に
「
こ
の
建
物
基
壇
の
東
遣
の
突
出
部
は
婦
好
墓
の
上
の

449 

F
1
と
大
瞳
劃
躍
し
、
雨
者
の
距
離
は
約
四
メ
ー
ト
ル
」
だ
と
記
さ
れ
る
が
、
筆
者
の
園
3
は
確
か
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
正
し
い
は

ず
で
あ
る
。

F
7
に
つ
い
て
報
告
に
は
つ
づ
け
て
「
(
F
7
の
)
主
瞳
部
分
(
突
出
部
を
除
い
た
部
分
〉
は
(
婦
好
墓
上
の
)
F
1
と
五
・
八
メ
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-A' 

⑦ 
@ 

⑥ 

ー
ト
ル
距
っ
て
い
る
。
雨
つ
の
建
物
基
壇
は
東
西
方
向

で
、
入
口
の
方
向
も
一
致
し
て
い
る
。

F
7
は
面
積
が

大
き
く
、
竃
と
か
床
の
火
で
焼
け
た
面
が
な
く
、
人
の

居
住
し
た
建
物
で
は
な
い
。
大
抵
婦
好
墓
上
の
F
1
と

同
様
、
祭
杷
に
使
う
宗
廟
的
な
性
質
の
建
物
だ
ろ
う
」

(
白
血
)

と
記
す
。
そ
う
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

(

幻

)

婦
好
墓
の
報
告
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
墓
の
上

の
建
物
の
基
壇
は
丁
度
墓
坑
の
直
上
に
載
っ
て
い
て
、

同
様
な
例
は
他
に
も
股
媛
に
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

- 10一

こ
の
建
物
が
こ
の
墓
の
祭
把
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
m
A
)
 

こ
と
は
開
遣
い
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
も
墓
と
密
着
し
た

二
つ
の
建
築
物
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
二
里
頭

披
建
築
祉
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
墓
か
ら
少
し
離
れ

た
方
は
、
そ
の
墓
に
葬
ら
れ
た
被
葬
者
の
来
臨
を
要
す

る
公
式
行
事
に
使
わ
れ
、
墓
に
密
接
し
た
方
が
被
葬
者

の
死
後
の
飲
食
等
個
人
的
生
活
に
係
る
も
の
と
す
れ

ば
、
こ
の
婦
好
墓
の
場
合
も
同
様
、
墓
か
ら
数
メ

I
ト

ル
離
れ
た
所
に
建
て
ら
れ
た

F
7
の
方
が
公
的
行
事
用

の
廟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
墓
上
の

F
l
の
方
は
基



壇
の
一
連
が
五
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
で
、

F
7
と
比
べ
て
小
さ
く
、
大
勢
の
人
が
入
る
に
は
手
狭
で
あ
る
。

(
m
m
)
 

右
に
引
い
た
よ
う
な
墓
に
附
障
し
た
廟
と
推
定
で
き
る
建
物
祉
は
、
今
の
所
他
に
知
ら
れ
な
い
。
立
振
な
墓
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
近
く
に
廟

と
思
わ
れ
る
遺
蹟
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
、
気
を
つ
け
て
調
査
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
あ
そ
こ
に
も
あ
る
、
こ
こ
に
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
は
将
来
に
期
待
す
る
と
し
て
、
今
は
あ
る
だ
け
の
資
料
に
よ
っ
て
考
え
る
他
な
い
。

租
先
祭
杷
用
の
器
は
ど
こ
で
使
わ
れ
た
か

右
に
見
た
所
に
よ
り
、
大
き
な
墓
に
葬
ら
れ
る
よ
う
な
身
分
の
人
は
、
墓
に
附
属
し
た
専
用
の
建
築
物
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
飲
食
等
を
供
え

ら
れ
、
重
要
な
行
事
は
墓
に
附
設
さ
れ
た
廟
が
あ
っ
て
、
被
葬
者
の
目
前
で
、
そ
の
立
舎
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
こ
れ
は

建
築
物
で
行
わ
れ
る
行
事
の
話
で
あ
る
が
、
祭
杷
、
饗
宴
の
器
物
も
嘗
然
そ
こ
で
使
わ
れ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
祭
杷
用
の
青
銅
器
に
鋳
込

〈

m叩
)

ま
れ
た
銘
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
逼
り
で
あ
る
。
例
え
ば
股
撞
西
匿
の
未
盗
掘
の
一
七
一
三
股
墓
で
み
る
と
、

一
七
個
接
見
さ
れ
た
青
銅
器
の

-11ー

内
、
筆
に

辛
卯
の
目
、

(

但

)

王
は
履
(
氏
族
の
名
)
の
魚
(
氏
の
名
、
自
分
)
に
貝
(
子
安
貝
〉
を
賜
わ
っ
た
。
そ
れ
で
も
っ
て
丁
〈
貌
〉
と
呼
ば
れ
る
(
亡
〉

(

担

)

父
の
晶
押
〈
常
の
器
)
を
作
っ
た
、

と
あ
る
。
同
出
の
有
蓋
の
寄
に
は
、
器
の
注
ぎ
口
と
反
封
側
の
突
出
部
に
箪
と
同
文
の
銘
が
あ
り
、
蓋
に
「

E
中
魚
」
の
銘
が
あ
る
。

「魚」

の
よ
う
な
氏
の
名
は
周
圏
を
亜
字
形
の
線
で
圏
ん
で
記
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
同
出
の
高
鼎
の
銘
に

壬
申
の
日
、

(

岱

)

王
は

E
中
魚
に
貝
を
賜
わ
っ
た
。
も
っ
て
葵
(
挽
)
と
呼
ば
れ
る
(
亡
)
兄
の
障
を
作
っ
た
、
・
:
:
・

・

と
記
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
同
出
の
蓋
の
な
い
普
通
の
爵
に
は
ま
た
「

E
中
魚
、
父
丁
」
の
銘
を
入
れ
る
も
の
が
あ
る
。
最
初
に
引
い
た
よ
う

な
銘
文
を
入
れ
る
べ
き
所
を
、
作
器
者
名
と
、
そ
の
器
を
作
っ
て
上
げ
た
父
の
名
だ
け
に
略
し
て
記
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
股
周
時
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代
の
青
銅
器
銘
文
中
に
は
、
作
器
者
名
と
十
干
で
呼
ば
れ
る
父
租
名
だ
け
に
略
記
さ
れ
た
例
が
移
し
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
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先
に
引
い
た
辛
卯
の
日
附
の
銘
に
「
葬
を
作
っ
た
」
、
と
い
う
が
、
嘗
時
祭
把
用
の
器
は
舜
と
呼
ば
れ
た
。

『
説
文
』
糸
部
に

弊
は
宗
廟
の
常
器
な
り
、

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
廟
で
常
々
使
用
さ
れ
る
器
の
意
味
で
あ
る
。
銘
文
の
あ
る
器
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
父
組
の
た
め
に
作
ら

れ
た
も
の
が
多
数
で
あ
ア
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
特
定
の
故
人
の
た
め
に
作
ら
れ
た
器
が
常
に
使
わ
れ
る
場
所
と
い
え
ば
、
彼
等
の
墓
に
附
属

す
る
建
物
以
外
に
は
あ
り
え
な
い。

こ
の
時
代
の
青
銅
器
の
銘
文
に
は
、
作
っ
た
器
に
つ
い
て
「
陣
」
と
か

「
陣
葬
」
と
い
う
も
の
も
多
い
。
前
者
は
前
引
の
壬
申
の
日
附
の
銘

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
後
者
は
例
え
ば
泉
屋
博
古
館
臓
の
角
の
銘
に

庚
申
の
目
、

王
醐
聞
に
あ
り
、
王
格
る
。
宰
楠
U
M
う。

貝
五
朋
を
賜
わ
る
。
も
っ

て
父
丁
の
障
葬
を
作
る
、
:

(

鈍

)

と
あ
る
。
「
障
」
と
印
刷
し
た
文
字
は
、
金
文
で

R
と
酉
な
い
し
曾
の
下
に
奴
を
加
え
た
字
に
書
か
れ
る
が
、
こ
の
字
は
金
鮮
恒
氏
が
記
す
よ

(
白
山
〉

う
に
、

『
読
文
』
T

川
部
に

ご

(

日
山
〉

実
は
置
祭
な
り
、
骨
に

M
う
。
酋
は
酒
な
り
、
プ
は
そ
の
下
な
り

- 12ー

と
い
う
実
と
讃
む
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
文
字
は
楢
書
で
傘
、
鼻
、
鄭
等
と
分
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
同
じ
字
だ
と
い
う
。
酒
や
食
物
を
供
え
て

置
く
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
死
者
を
潰
し
、

堂
の
東
に
睦
酒
、
杯
、

そ
の
人
の
墓
上
の
桐
堂
に、

お
つ
ま
み
の
類
を
供
え
る
ご
と
き
で
あ
る
。

「父
粗
の
誰
々
の
障
葬
」
と

い
う
と
、

「常
時
据
え
て
お
く
祭
器
」
の
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
器
に
前
引
の
よ
う
な
銘
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
に
つ
い
て
は
、
寅
用
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
常
に

使
用
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
何
か
の
機
舎
に
持
ち
出
さ
れ
た
場
合
、
間
違
い
な
く
本
来
置
か
れ
て
い
た
所
に
も
ど
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開

選
っ
た
り
し
て
租
先
を
怒
ら
せ
て
は
大
襲
で
あ
る
。

ま
た
前
引
の
よ
う
な
、

王
様
か
ら
の
賜
わ
り
物
が
あ
る
に
つ
い
て
は
、
嘗
然
何
等
か
の
功

(
幻
〉

『
孝
経
』
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
葬
器
に

こ
れ
を
記
し
て
願
彰
し
、
死
亡
し
た
父
組
に

績
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
こ
れ
は
大
盤
な
名
血
管
で
あ
る
。

こ
れ
を
使
っ

て
飲
食
せ
し
め
る
こ
と
は
、
何
よ
り
の
孝
行
と
考
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。



さ
て
、
右
に
引
い
た
よ
う
な
青
銅
器
は
、
そ
の
銘
文
に
よ
っ
て
魚
氏
が
父
親
の
丁
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
と
知
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ

ら
の
器
の
出
土
し
た
股
嘘
西
匡
一
七
一
三
披
墓
は
、
そ
の
丁
の
墓
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
こ
の
墓
か
ら
は
先
に
引
い
た
壬
申
の
日
附
の
銘

の
入
?
た
一
橋
鼎
が
出
土
し
、
魚
氏
が
王
か
ら
子
安
貝
を
賜
わ
り
、
死
亡
し
た
兄
の
葵
の
た
め
に
器
を
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墓

は
銘
文
に
出
て
く
る
父
丁
や
兄
笑
の
も
の
で
な
く
、
作
器
者
と
し
て
出
て
く
る
魚
氏
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
墓
の
被
葬
者
の
魚
氏
は
、
父
の
丁
や
兄
の
笑
の
祭
杷
に
使

っ
て
い
た
器
を
、
自
分
の
墓
に
副
葬
し
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
魚

氏
は
死
亡
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
器
は
も
と
通
り
の
場
所
で
、
そ
の
後
人
が
使
え
ば
よ
い
も
の
を
、
何
の
た
め
に
魚
氏
の
死
韓
と
一
緒
に
そ
の
墓

に
副
葬
し
た
の
か
。
そ
れ
は
生
前
と
同
様
、
死
者
が
死
後
の
世
界
で
引
績
き
そ
れ
を
使
っ
て
祭
記
を
行
う
た
め
に
相
違
な
い
。
婦
好
墓
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
墓
の
上
に
は
洞
堂
が
あ
り
、
飲
食
は
後
人
に
よ

っ
て
そ
こ
に
供
え
ら
れ
る
。
身
分
の
高
い
被
葬
者
は
、
自
分
周
に
は
飲
食
の
具

を
必
要
と
し
な
い
。
生
時
に
使
用
し
て
い
た
祭
柁
用
の
器
が
、
丸
ご
と
全
部
墓
中
に
移
さ
れ
た
か
、
そ
の
中
の
一
部
で
あ
っ
た
か
は
知
る
由
も

ハ
叩
ぬ
)

こ
の
墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
有
銘
青
銅
器
で
考
え
る
限
り
、
そ
の
用
途
は
右
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
か
く
、
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:
、
:
、

た
し
カ

し
か
し
同
墓
か
ら
出
土
す
る
青
銅
器
の
銘
文
は
多
く
の
場
合
、
作
器
者
が
皐
濁
で
な
い
。
婦
好
墓
の
場
合
な
ど
、
有
銘
の
青
銅
器
が
多
数
出

(
m却
〉

土
し
、
過
牢
敷
に
婦
好
と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
司
母
辛
、
司
琴
母
、

E
明
等
々
と
八
種
類
の
も
の
が
混
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
嘗
然
婦
好
の
作

ら
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
贈
ら
れ
た
か
略
奪
し
た
か
、
他
人
の
作
ら
せ
た
も
の
を
入
手
し
て
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
腸
戚
家
荘
東
二
六

九
競
墓
出
土
の
青
銅
器
は
支
を
含
め
て
二
五
器
に
愛
の
銘
が
入
れ
ら
れ
、
こ
の
墓
の
主
人
が
愛
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
例
で
あ
る
が
、
他
の

(
州
制
〉

銘
三
種
を
入
れ
た
器
も
混
る
。
こ
の
よ
う
に
同
一
人
の
銘
文
が
多
数
を
占
め
る
例
は
少
数
な
の
で
あ
る
が
、

こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
以
前
に
注

意
し
た
。
す
な
わ
ち
、
祭
杷
用
の
青
銅
器
は
少
数
か
ら
成
る
セ
ッ
ト
に
順
に
器
を
足
し
て
充
寅
さ
せ
て
い
司
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
有
銘
の

〈

但

)

器
を
資
料
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
現
在
も
考
え
は
襲
っ
て
い
な
い
。
そ
の
嘗
時
は
葬
器
の
使
用
さ
れ
た
場
所
と
し
て
墓
上
の

胴
堂
と
そ
の
す
ぐ
近
く
に
建
て
ら
れ
た
廟
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。
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墓
中
に
副
葬
さ
れ
た
祭
洞
用
の
青
銅
器
が
、
被
葬
者
本
人
が
生
前
に
使
っ
て
い
た
器
だ
と
考
え
る
上
に
大
き
な
障
碍
と
な
る
の
は
、
銘
文
に
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「
子
や
孫
の
代
ま
で
永
く
賓
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

(

必

〉

い
た
。

一
九
八
一
年
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
こ
う
書

(

川

町

)

「
子
孫
永
く
賓
用
せ
よ
」
の
句
は
西
周
前
期
の
後
半
頃
よ
り
出
て
く
る
。
例
え
ば
旗
鼎
に
使
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
器
は
銘
文
中
の
言
い
つ
け

に
反
し
て
何
故
地
中
に
埋
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
起
さ
し
め
る
。

最
近
で
は
そ
う
い
う
句
を
含
ん
だ
銘
文
を
も
っ
器

(

必

)

が
、
確
か
に
墓
中
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
例
が
、
各
期
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ず
知
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
墓
中
か
ら
褒
見
さ
れ
る

「
子
孫
永
く
費
用
せ
よ
」
と
い
?
た
句
を
含
む
銘
文
を
も
っ
た
器
は
大
部
分
の
場
合
、

そ
の
墓
の
被
葬
者
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
誼
按

が
依
如
し
て
い
る
。
そ
の
器
が
本
人
以
外
の
作
器
者
か
ら
贈
ら
れ
た
物
で
あ
る
と
か
、
他
家
か
ら
の
分
取
品
で
あ
る
と
か
で
あ
っ
て
、
被
葬
者

の
作
器
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
銘
文
中
の
子
孫
は
永
く
賓
用
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
句
に
責
任
は
な
い
わ
け
で
、
自
分
の
身
瞳
と
共
に
埋
め
て
し

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
困

っ
た
例
が
あ
る
。
書
骨
附
肺
奈
侯
墓
出
土
の
有
銘
の
青
銅
器
中
、
臭
王
光
鑑
二
器

(

必

)

以
外
は
す
べ
て
奈
侯
轄
の
作
器
の
銘
が
あ
り
、
こ
の
墓
の
被
葬
者
が
こ
の
察
侯
轄
で
あ
る
黙
に
つ
い
て
は
異
論
の
少
い
所
で
あ
る
が
、
こ
の
奈

侯
作
の
傘
と
鑑
は
ほ
ぼ
同
文
銘
で
、
末
尾
に
「
永
く
こ
れ
は
保
用
せ
よ
」
と
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
っ
て
も
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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ま
た
こ
の
例
ほ
ど
に
は
疑
問
の
除
地
の
少
い
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
事
例
も
同
じ
類
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

(

日

明

)

(

円

引

〉

の
墓
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
は
大
部
分
西
周
後
期
の
型
式
を
も
つ
が
、
中
に
或
の
作
器
と
し
て
鼎
三
、
重
二
、
甑
一
、
解
一
、
傘
一
が
あ
り
、

他
に
有
銘
器
で
は
文
乙
鶴
一
、
哨
霊
て
白
離
父
盤
一
、
無
銘
器
で
は
瓢
査
一
、
爵
一
、
解
一
が
あ
る
。
或
の
作
器
で
あ
る
こ
と
を
示
す
銘
の

あ
る
器
の
比
率
か
ら
み
て
、
こ
の
墓
の
被
葬
者
は
恐
ら
く
裁
と
見
て
開
遣
い
は
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
或
方
鼎
に
は
「
其
れ
子
々
孫
々
永
く
賓

用
せ
よ
」
の
句
が
あ
る
の
で
あ
る
。
作
器
者
が
そ
う
書
い
た
器
が
本
人
の
墓
に
入
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
句
は
こ
の
時
分
に
ど
の

一
九
五
七
年
扶
風
法
門
寺
公
社

よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
受
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
の
研
究
は
ま
た
将
来
に
ま
ち
た
い
。

(

必

〉

に
記
し
た
。
見
て
お
ら
れ
な
い
方
も
多
い
と
思

こ
う
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
劃
す
る
解
答
は
一
九
九
三
年
刊
の

凡
同
可
-
H帆
-
F
H
h
h
k
尚
之
ミ

う
の
で
、
次
に
そ
の
要
旨
を
日
本
語
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。



(

必

〉

一
九
八
一
年
、
哀
成
叔
の
銘
文
の
あ
る
鼎
〈
圃
4
)
を
含
む
興
味
深
い
一
群
の
青
銅
器
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
洛
陽
の
護
見
で
あ
る
。
鼎
は

銘
文
か
ら
前
回
世
紀
の
前
牟
に
年
代
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
器
の
型
式
は
こ
の
年
代
と
合
致
す
る
。
こ
の
鼎
の
銘
文
に
よ
り
、
我
々
は
死
者
が

墓
中
に
お
い
て
祭
杷
を
引
き
つ
づ
き
行
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
の
翻
需
は
主
と
し
て
張
政
燥
の
解
樺

(

印

〉

に
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
。

正
月
庚
午
の
目
、
隼
敬
す
べ
き
人
ハ
後
に
出
て
く
る
哀
成
叔
を
指
す
)
は
言
っ
た
、
私
は
鄭
の
固
に
生
れ
た
が
、
若
い
時
に
父
と
母
の
も
と
を

我
が
主
君
は
既
に
安
ら
か
に
し
て
専
ハ
?
〉
な
る
朕
態
に
あ
り
、

去
っ
た
。
私
は
こ
の
黄
色
の
金
属
の
食
物
用
の
な
べ
を
鋳
迭
さ
せ
た
。

ま
た
:
:
:
(
意
味
不
詳
〉
で
な
い
。
億
敬
す
べ
き
人
の
誼
は
京
成
叔
で
あ
る
。

京
成
叔
の
鼎
は
永
遠
に
心
を
こ
め
た
祭
杷
に
使
わ
れ
る
よ

鼎叔成哀圃4
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(

日

)

う
に
。
哀
成
叔
は
こ
の
地
下
の
世
界
に
い
る
け
れ
ど
も
、
(
鄭
の
)
康
公
(
前
三
九
五
J
三
七
五
〉
に
(
こ
の
祭
杷
に
よ
っ
て
)
お
仕
え
し
、

(

臼

)

決
し
て
休
ん
だ
り
怠
け
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

臼

〉

京
成
叔
の
名
の
入
っ
た
有
蓋
の
た
か
っ
き
と
楕
固
形
の
鉢
、
そ
れ
に
無
銘
の
杓
が
同
じ
墓
か
ら
護
見
さ
れ
て
い
る
。
震
掘
報
告
に
よ
る
と
、
鼎

の
蓋
の
つ
ま
み
の
鳥
の
自
に
は
、
鋳
型
の
土
が
つ
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
報
告
者
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
器
を
非
賞
用
品

と
認
め
て
い
る
。
鼎
銘
に
言
う
よ
う
に
、
東
成
叔
は
長
年
異
園
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
彼
が
洛
陽
で
死
ん
だ
時
、
他
の
貴
族
と
は
遣
っ
て
、

祭
杷
用
の
器
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
遺
族
は
、
彼
を
埋
葬
す
る
に
嘗
り
、
特
別
に
一
揃
い
の
祭
杷
用
の
器
を
作
っ
て

や
り
、
死
者
に
代
っ
て
そ
の
決
一
意
を
書
き
入
れ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
で
こ
の
銘
文
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
の
時
代
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
銘
文
は
、
某
が
そ
れ
を
某
と
い
う
租
先
の
祭
杷
の
た
め
に
作
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
銘
も
同
様

「
決
し
て
休
ん
だ
り
怠
け
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い

で
あ
る
。
こ
の
銘
文
中
に
見
え
る

「永
遠
に
祭
杷
の
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
」、

ま
た
墓
中
に
葬
ら
れ
た
死
者
に
よ
っ
て
も
遵
守
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
ア
た
。
自
分
の
使
用
す
る
祭
杷

用
の
器
を
作
っ
た
人
聞
は
、
死
後
そ
れ
ら
の
器
を
自
分
の
墓
室
に
持
ち
込
み
、
そ
こ
で
彼
の
と
り
行
う
祭
柁
に
引
き
つ
づ
き
使
用
す
る
も
の
、

っ
て
ば
か
り
で
な
く
、

- 16-

っ
た
句
も
、
周
代
の
銘
文
中
に
普
通
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
京
成
叔
鼎
の
銘
文
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
生
き
て
い
る
人
聞
に
よ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

墓
中
に
葬
ら
れ
た
人
聞
は
、
自
分
の
作
?
た
祭
把
用
の
器
を
地
下
の
世
界
で
永
遠
に
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
想
起
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
股
周
時
代
中
国
の
人
達
は
生
時
に
お
い
て
血
縁
の
一
族
が
寄
っ
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
枇
舎

は
墓
地
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
扱

っ
て
い
る
時
代
に
つ
い
て
例
を
引
け
ば
、
肢
櫨
西
匡
が
思
い
起
さ
れ
よ
う
。
安
陽
小
屯
の

〈

臼

)

西
一
五

0
0
メ
ー
ト

ル
の
遊
で
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
、
股
代
の
墓
九
三
九
基
が
護
掘
さ
れ
た
。
墓
は
八
つ
の
匡
に
分
れ
、
医

毎
に
時
代
に
か
か
わ
ら
ず
方
向
、
葬
法
、
副
葬
土
器
の
組
合
せ
に
遣
い
が
あ
り
、
出
土
し
た
青
銅
器
の
園
象
記
披
の
相
違
も
指
摘
さ
れ
、
こ
れ

(

回

〉

ら
の
匿
別
が
葬
ら
れ
た
人
達
の
族
に
針
慮
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
周
中
期
頃
の
も
の
で
は
長
安
張
家
披
の
井
叔
墓
群
が
あ
る
。
西
か
ら
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銅
器
の
銘
文
カミ

ら
井
氏
の
墓
地
と一
考七
え O
らと
れ 並
て ぶ
い(甲
る56字
。)形

西の
周墓
中 で
期
J 出
春土
秋青

一
五
七
、

一
五
二
、

一
六
八
、

前
期
で
は
天
馬
、
曲
村
遺
蹟
の
北
超
音
侯
墓
が
あ
る
。
東
西
約
一
五

0
メ

ー
ト
ル
、
南
北
約
一
二

0
メ
ー
ト
ル
の
匡
域
に
南
北
二
列
に
な
っ
て
菅
侯

(

m

む

と
そ
の
夫
人
八
代
の
墓
が
並
ぶ
。
春
秋

i
戦
園
で
は
鳳
朔
の
南
約
五
キ
ロ

(

臼

〉

メ
ー
ト
ル
、
南
指
揮
村
の
南
方
に
位
置
す
る
秦
公
陵
園
が
あ
る
(
掴

5
1

鳳
朔
の
町
の
南
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
鳳
貌
路
の
西
に
秦
薙
城
の
西
南
角

(

印

)

に
嘗
て
ら
れ
る
南
古
城
の
遺
蹟
が
あ
り
、
陵
園
は
そ
の
西
南
二
キ
ロ
メ

l

ト
ル
の
地
に
嘗
る
。
落
城
は
秦
徳
公
が
元
年
(
前
六
七
七
)
に
移
り
、
献
公

が
そ
の

二
年
(
前
三
八
三
)
機
陽
に
蓮
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
。
何
基
か

- 17ー

の
墓
を
園
む
中
濠
で
固
ま
れ
た
陵
園
二
ニ
を
め
ぐ

っ
て
外
濠
が
あ
り
、
東

(

伺

〉

西
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
規
模
を
も
っ
。
薙

城
に
都
し
た
の
は
一
九
公
で
あ
る
が
、

(
m
U
)
 

あ
る
と
い
う
。
敷
は
合
っ
て
い
る
。
た
だ
し
護
掘
さ
れ
た
の
は
最
大
の
一

競
墓
だ
け
で
あ
る
。
墓
室
は
東
西
約
六

0
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
三
九
メ
ー

ト
ル
、
深
さ
二
四
メ
ー
ト
ル
、
東
西
墓
道
を
入
れ
て
全
長
三

O
O
メ
l
ト

(

臼

〉

ル
と

E
大
で
あ
る
。

出
土
し
た
磐
の
銘
文
か
ら
景
公
(
前
五
七
七
J
五
三
七
)

(

臼

〉

の
も
の
と
い
う
が
、
略
報
告
も
出
て
い
な
い
。

「
中
」
字
形
の
大
墓
は
一
八
基
で

以
上
の
よ
う
に
、
好
適
な
例
は
多
く
な
い
し
、
地
域
や
時
代
に
よ
る
習
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俗
の
遣
い
も
あ
る
と
は
い
え
、
肢
周
時
代
の
貴
族
が
現
世
に
お
い
て
そ
う
し
て
い
た
の
と
同
様
、
死
後
に
お
い
て
も
都
合
っ
た
場
所
に
埋
葬
さ

れ
、
族
毎
に
固
ま
っ
て
死
後
の
生
活
を
法
る
こ
と
が
計
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
か
に
察
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
祭
杷
用
の
器
と
共
に
葬
ら
れ
た

人
の
子
供
や
孫
も
、
時
の
経
過
と
共
に
同
じ
一
族
の
墓
地
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
に
入
っ
て
き
た
子
や
孫
は
、
自
ら
の
作
っ
た
祭

器
を
、
彼
等
の
父
租
が
古
く
地
下
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
祭
器
と
共
に
、
引
き
つ
づ
き
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
、
銘
文
中
に
唱
え
ら

れ
て
い
る
通
り
、
子
供
や
孫
た
ち
も
永
く
こ
れ
を
用
い
て
祭
把
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

死
者
が
生
前
に
使
用
し
た
祭
杷
用
の
器
を
墓
中
に
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
記
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。

『
儀
躍
』
の
士
の
葬

式
の
こ
と
を
記
し
た
篇
、
既
タ
躍
に
墓
に
納
め
る
器
の
こ
と
を
記
し
、

祭
器
な
し

と
い
う
。
こ
れ
に
鄭
玄
は
注
を
つ
け
、

(
臼
〉

土
の
躍
は
略
す
。
大
夫
以
上
は
鬼
器
と
人
器
を
乗
用
す

- 18ー

と
い
う
。
士
の
穫
は
簡
略
だ
が
、
大
夫
以
上
の
身
分
の
者
は
鬼
器
、
す
な
わ
ち
死
者
専
用
の
、
寅
用
品
で
な
い
明
器
と
、
生
人
の
使
用
す
る
賞

用
の
器
を
兼
ね
用
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
儀
瞳
』
の
専
門
家
で
あ
る
川
原
蕎
市
氏
は
、
祭
器
は
生
者
が
死
者
を
祭
る
器

で
あ
る
。
死
者
は
祭
ら
れ
る
べ
き
者
で
、
祭
る
者
で
は
な
い
。
故
に
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
死
者
に
は
祭
器
は
無
用
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
『
儀

(

筋

〉

躍
』
の
編
者
の
考
え
方
で
あ
る
、
と
い
う
。

そ
う
い
う
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
は
そ
れ
で
よ
い
。

し
か
し
こ
こ
で
は
股
時
代
以
来
つ
づ
け
て
行
わ
れ
て
き
た
、
祭
器
の
副
葬
は
、
同
時
代
に

ど
う
い
う
意
圃
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
、
設
掘
資
料
の
方
か
ら
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「何
々
の
た
め
の
器
」
と
見
出

(

伺

)

し
を
つ
け
て
記
さ
れ
て
い
る
貼
貴
重
で
あ
る
。
湖
北
省
荊
門
市
、
包
山
二
競
墓
の
出
土
で
、
前
回
世
紀
の
晩
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
記
さ
れ
る
墓
の
副
葬
品
の
記
載
も
出
土
資
料
で
検
討
し
て
お
こ
う
。
出
土
遺
物
は
、

う
い
う
目
的
で
そ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
か
、
確
か
め
に
く
い
も
の
が
多
い
が
、
次
に
引
く
副
葬
品
リ
ス
ト
は
、

『
儀
躍
』
が
出
て
き
た
つ
い
で
に
、

そ
れ
が
ど



榔
は
木
材
を
重
ね
て
作
ら
れ
、
約
六
・
三
メ
ー
ト
ル
四
方
、
中
央
に
棺
室
が
あ
っ
て
そ
の
四
方
に
榔
室
が
匡
切
ら
れ
、
副
葬
品
が
つ
め
込
ま

(
同
町
)

れ
る
。
副
葬
品
の
リ
ス
ト
は
竹
の
札
に
書
か
れ
、
匿
切
り
毎
に
分
け
て
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
東
の
匿
劃
に
は
「
食
室
之
金
器
(
青
銅
器
〉
」

(

回

〉

室
之
臥
」
の
見
出
し
と
共
に
青
銅
器
や
寵
に
入
司
た
肉
、
魚
、
野
菜
の
保
存
食
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
品
目
は
非
常
に
多
い
が
、

に
〈
づ
と
い
い
か
C

嘩
』
の
既
タ
躍
で
棺
と
一
緒
に
墓
室
に
置
か
れ
る
肉
類
を
包
ん
だ
昔
、

悠円

、
飲
物
を
入
れ
た
翠
に
制
割
腹
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

西
室
に
は
衣
、
冠
、
化
粧
用
具
、
床
、
枕
等
の
日
用
品
が
入
れ
ら
れ
、

古人『儀

「
相
〈
箱
〉
尾
之
器
、

所
以
行
」
の
見
出
し
の
附
い
た
リ
ス
ト
が
添

え
ら
れ
て
い
る
。
被
葬
者
の
放
行
用
の
器
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
儀
檀
』
の
既
タ
嘩
で
は
、

棺
に
納
ま
っ
た
死
者
が
、

墓
場
に
赴
く
行
列

が
、
放
行
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
嘗
人
が
死
亡
し
た
室
の
贋
聞
に
設
け
ら
れ
た
恒
埋
葬
か
ら
、
棺
が
掘
り
出
さ
れ
、
廟
に
運
ば
れ
る
。
棺
の
中

の
死
者
は
生
前
に
放
行
に
ゆ
く
前
に
し
て
い
た
の
と
同
様
、
そ
こ
で
祖
先
に
別
れ
を
告
げ
る
。
次
い
で
援
行
の
出
護
の
儀
式
「
租
」
が
生
前
と

同
様
に
行
わ
れ
る
。
包
山
の
副
葬
品
の
リ
ス
ト
の
見
出
し
は
、

『
儀
櫨
』
の
観
念
と
よ
く
合
致
し
て
い
る
。

木

器

が

納

め

ら

れ

、

「

木

器

」

の

見

出

し

の

も

と

に

、

漆

木

器

が

列

記

さ

れ

る

。

「
大
兆
」
に
つ
い
て
孝
樺
仰
に
こ
の
兆
を
『
説
文
』
の
眺
と
讃
み
、
祭
な
り
と
あ
る
の
を
引
き
、
ま
た
『
贋
雅
』
樟
天
を
引
い
て
「
眺
は
先
祖

南
室
に
は
青
銅
器
、

「
大
兆
之
金
器
」

青
銅
器
、

こ
の

- 19ー

を
祭
る
な
り
」
の
桃
と
誼
む
。
こ
の
『
贋
雅
』
の
讃
み
方
は
誤

っ
て
い
る
。
こ
こ
は
「
廟
、
航
、
壇
、
場
、
鬼
は
組
先
を
祭
る
(
所
だ
〉
」
と
あ

(

印

〉

る
の
で
あ
る
。
包
山
の
報
告
書
の
別
の
所
に
胡
雅
麗
と
い
う
人
の
こ
の
遁
策
の
研
究
が
載
せ
ら
れ
、
こ
の
人
は
「
大
兆
」
の
兆
を
『
説
文
』
の

地
に
讃
み
か
え
る
。
段
注
の
テ
キ
ス
ト
に
は

坊
は
畔
な
り
、

〈

叩

)

四
昨
を
つ
く
り
、
そ
の
中
に
附
祭
す
:
:
:

味
が
あ
る
と
解
く
、

と
い
う
。
祭
把
の
場
と
し
て
四
方
に
低
い
土
盛
り
の
境
界
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
胡
氏
は
墓
地
の
兆
域
を
引
き
、
兆
は
引
伸
し
て
葬
の
意

「
大
兆
」
は
墓
地
に
向
う
前
に
行
わ
れ
る
盛
ん
な
実
(
祭
紀
の
具
の
陳
列
)
の
意
味
に
解
し
て
い
る
。

こ
れ
も
少
々
見
嘗
連
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い
で
あ
る
。
兆
は
境
界
の
た
め
の
一
寸
し
た
土
盛
り
で
、
兆
域
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
ぐ
思
い
つ
か
れ
る
よ
う
に
「
大
兆
の
器
」
と
い
え
ば

「
こ
の
被
葬
者
の
葬
ら
れ
た
大
い
な
る
兆
域
に
属
す
る
器
」
、

以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
。

大
い
な
る
兆
域
に
層
す
る
器
と
い
え
ば
、
即
ち
そ



て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
主
人
の
被
葬
者
に
属
す
る
青
銅
器

・
木
器
類
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
項
目
の
も
と
に
墓
の
主
人
は
生
前
の
祭
器
を
副
葬
し
て
も
ら
「

と
い
う
先
の
鄭
玄
の
注
に
は
、
長
年
の
習
慣
に
つ
い
て
の
知
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略
式
な
土
の
場
合
よ
り
上
級
の
葬
式
に
は
祭
器
が
あ
る
、

識
が
働
い
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
で
こ
の
論
文
は
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
嘗
初
は
股
時
代
の
中
・
小
墓
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
材
料
を

つ
い
て
は
ま
た
記
す
機
舎
も
あ
ろ
う
。

そ
ろ
え
て
み
る
と
、
あ
ま
り
『
東
洋
史
研
究
』
向
き
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
少
し
方
向
を
轄
換
し
た
。
そ
の
テ

l
マ
に

註
(

1

)

躍
、
所
以
事
紳
致
一
隅
也
。

(
2
〉
市
原
等
一
九
六
二
、
二
O
九
頁
。

(
3
〉
段
後
期
の
墓
に
夜
見
さ
れ
る
牛
等
の
肢
(
の
骨
)。
馬
等

五
、
三
一
頁
。

(
4
〉
殻
周
の
墓
に
副
葬
さ
れ
た
青
銅
器
の
中
に
穀
類
の
調
理
に
使
う
繭
が

あ
る
。

(

5

)

墓
に
副
葬
さ
れ
た
書
籍
、
例
え
ば
湖
南
省
博
物
館
等
一
九
七
回
、

四
二
J
三
頁
。

(

6

)

殿
後
期
の
基
の
中
に
渡
し
て
放
り
込
ま
れ
た
土
器
の
出
土
す
る
例
が

あ
る
。
例
え
ば
安
陽
市
文
物
工
作
除
一
九
九
て
三
二
八
頁
。

(

7

)

五
等
爵
制
と
金
文
や
『
春
秋
』
の
記
録
と
の
関
係
に
つ
い
て
吉
本

一
九
九
四
の
記
す
所
は
、
儒
家
の
創
作
に
つ
い
て
考
え
る
上
に
興
味
深

一
九
五

(
8
)

周
代
の
墓
に
副
葬
さ
れ
る
鼎
の
数
に
つ
い
て
食
偉
超
、
高
明
雨
氏
の

論
文
が
あ
る
(
食
等
一
九
七
八
J
一
九
七
九
三
『
周
躍
』
、
『
儀
雄
』

等
に
よ
り
、
周
代
の
鼎
、
筆
の
使
用
に
つ
い
て
、
諸
侯
は
九
鼎
、
卿
は

七
鼎
、
大
夫
は
五
鼎
、
土
は
三
鼎
等
と
数
が
決
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
知
り
(
上
)
、
次
い
で
設
掘
例
を
そ
れ
に
針
比
し
、
西

周
の
前
、
中
期
に
は
そ
の
範
圏
内
の
数
に
納
ま
る
が
、
時
代
が
降
る
と

そ
の
数
の
制
限
の
超
過
の
度
が
進
行
す
る
(
中

・
下
)
と
い
う
の
で
あ

る
。
身
分
に
よ
っ
て
使
用
す
る
容
器
の
数
を
定
め
る
躍
の
規
定
は
極
め

て
抽
象
的
で
、
賞
用
に
耐
え
な
い
。
例
え
ば
使
用
す
る
犠
牲
の
数
を
言

う
な
ら
わ
か
る
。
牛
で
も
羊
で
も
、
大
き
さ
は
夫
々
大
鐙
決
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
躍
に
使
う
容
器
は
紋
様
や
附
加
的
装
飾
の
繁
簡
に
大
き

な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
感
じ
た
使
用
者
の
絡
の
窪
い
が
想
定
さ
れ

(
林
一
九
八
六
、
一
九
J
二
四
頁
〉
、
大
小
に
つ
い
て
は
勿
論
で
あ
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る
。
大
型
の
方
鼎
の
裂
見
さ
れ
る
の
は
安
陽
后
家
妊
の
王
陵
匿
の
大
墓

と
か
王
の
縁
者
の
墓
(
婦
好
墓
〉
で
あ
り
、
固
い
鼎
で
も
数
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
大
型
品
の
出
土
は
同
じ
婦
好
墓
の
よ
う
な
墓
で
あ

る
。
西
周
腐
王
の
作
っ
た
こ
と
が
銘
文
に
記
さ
れ
る
獣
隻
は
通
高
五
九

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
径
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る
大
き
さ

を
持
つ
〈
羅
一
九
七
九
)
。
春
秋
戟
園
時
代
の
侯
園
の
青
銅
器
の
壮

大
さ
に
つ
い
て
は
察
侯
墓
、
中
山
王
圏
、
曾
侯
乙
等
、
我
々
も
展
覧
舎

の
曾
場
で
見
知
っ
て
い
る
。
器
物
の
格
を
数
の
多
寡
を
も
っ
て
云
々
し

た
昔
の
偶
者
は
、
こ
う
い
う
器
物
も
見
た
こ
と
の
な
い
田
舎
者
だ
っ
た

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
述
べ
て
作
ら
ず
、
何
千
年
も
の
閲
、
そ
れ
を

祖
述
し
て
き
た
経
拳
者
も
固
随
で
あ
る
が
、
考
古
屋

4

の
褒
淫
し
て
来
た

現
代
、
そ
れ
を
お
か
し
い
と
も
思
わ
な
い
人
が
引
績
き
存
在
す
る
こ
と

は
全
く
理
解
に
困
し
む
。
劉
彬
徽
「
楚
澗
略
考
」
は
一
九
九
一
年
の
刊

行
で
あ
る
が
、
務
担
掘
例
の
儒
家
の
規
定
と
数
の
合
わ
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
相
襲
ら
ず
「
躍
尉
築
壊
」
を
も
っ
て
解
し
て
い
る
(
劉
一
九
九

一一)。

(

9

)

陳
一
九
八
七
、
七
一

J
七
五
頁
、
中
園
祉
舎
科
察
院
考
古
研
究
所

一
九
九
四
、
五
八
J
六
四
頁
。

〈
叩
〉
侠
西
周
原
考
古
除
一
九
七
九
。
先
周
J
西
周
後
期
。

(
U
〉
侠
西
落
城
考
古
除
一
九
八
五
。

(
ロ
)
山
西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
姑
一
九
八
八
。

〈
臼
〉
楊
一
九
九
三
。

〈
M
〉
考
古
研
究
所
漢
城
褒
掘
隊
一
九
六

O
、
圏
一
、
中
園
祉
舎
科
皐
院

考
古
研
究
所
一
九
八
四
、
三
九
六
J
三
九
七
頁
。

(
日
〉
中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
五
、
見
返
し
の
地
園
参

照。

(
日
〉
中
園
祉
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
二
塁
頭
隊

(
刀
)
楊
一
九
七
六
、
園
一
二
、
二
ニ
。

ハ
日
〉
中
園
科
皐
院
考
古
研
究
所
二
塁
頭
工
作
除
一
九
七
回
、
園
一
。

(
四
〉
中
園
枇
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
三
、
一

O
四
J
一
O
五

頁。

(
州
出
〉
佐
原
一
九
九
て
三
J
九
頁
。
墳
丘
も
含
め
た
附
属
建
物
と
し
て

は
洛
陽
市
東
郊
白
馬
寺
鎮
に
褒
掘
例
が
あ
る
(
中
園
祉
曾
科
皐
院
考
古

研
究
所
洛
陽
漢
貌
城
除
一
九
九
三
)
。

(
幻
〉
中
園
祉
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
三
、
七
五
頁
、
一

O
六

頁
、
園
一
一
。

(
幻
〉
問
、
一

O
五
J
一
O
六
頁
。

(
お
〉
『
躍
記
』
祭
統
「
古
者
明
君
、
爵
有
徳
而
藤
有
功
、
必
賜
爵
糠
於
大

廓
、
示
不
敢
専
也
」
。

(
M
〉
唐
一
九
六
二
。

(
お
)
中
園
枇
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
八
七
、
二
九
六

ー
二
九
八
頁
。

(
m
m
〉

F
7
の
用
途
に
つ
い
て
の
こ
の
解
律
は
中
園
吐
曾
科
事
院
考
古
研
究

所
一
九
九
四
、
第
五
章
七
一

J
七
二
頁
の
F
7
の
記
事
に
は
記
さ
れ

な
い
。
こ
の
章
は
陳
志
達
氏
の
執
筆
、
『
考
古
』
の
前
引
報
告
は
鄭
振

香
氏
の
執
筆
で
あ
る
。

(
幻
)
中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
八

O
、
六
頁
。

(
叩
品
〉
墓
口
と
上
の
建
物
の
基
壇
が
合
致
し
て
い
る
の
は
偶
然
だ
と
い
う
設

も
あ
る
が
(
楊
一
九
九
二
)
、
少
数
意
見
で
あ
る
。

(却
)
F
1
、
F
7
と
同
じ
小
屯
西
北
地
の
墓
の
多
い
地
区
に

F
却
が
あ

一
九
八
三
。
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る
。
東
西
約
-
二

・
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
八

・
四
メ
ー
ト
ル
で
、
南
に

祭
柁
坑
が
あ
っ
て
宗
教
行
事
に
使
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
墓
と
の
関
係
は

知
ら
れ
な
い
(
中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
四
、
七
四

t

七
五
頁
〉
。

(

m

山
)
中
園
祉
曾
科
拳
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
八
六
、
七

O
五

ー
七

O
六
頁
。

〈
幻
)
挑
等
一
九
八
九、

七
五
七
頁
に
「
己
卯
卜
大
貞
婦
疲
娩
嘉
」
が
あ

る。

(
m
M

〉
辛
卯
王
易
疲
魚
貝
、
周
作
父
丁
勢。

(
お
〉
壬
申
王
易
車
中
魚
貝
、
周
作
兄
笑
鴎
:
・
。

(
鈍
)

赤
塚
一
九
五
二
、
六
六
五
J
六
六
七
頁
。

〈
お
)

金
一
九
六
六
。

(
お
)
実
、
置
祭
也
、
以
品
目
、
曾
、
酒
也
、
方
、
其
下
也
」
(
股
注
の
テ
キ

ス
ト
)
。

(
幻
)
立
身
行
道
、
揚
名
於
後
世
、
以
額
父
母
、
孝
之
終
也
。

(
お
)
従
っ
て
、
婦
好
基
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
の
銘
文
中
、

「
司
母
辛
」

と
あ
る
の
は
婦
好
の
廟
挽
だ
と
す
る
よ
う
な
意
見
(
安
陽
段
趨
五
挽
墓

座
談
紀
要
、

三
四
二
頁
)
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
こ
の
墓
か
ら
出
土
し

た
青
銅
器
で
銘
文
に
「
婦
好
」
と
い
う
も
の
が
六
十
徐
件
と
最
も
多
い

所
か
ら
、
こ
の
墓
の
被
葬
者
が
婦
好
で
あ
る
と
す
る
と
(
同
、
三
四
一

頁
)
、
婦
好
が
生
前
に
使
用
し
た
青
銅
器
の
中
に
そ
の
廟
鋭
を
記
し
た

も
の
が
混
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
刊
日
)
中
園
吐
曾
科
拳
院
考
古
研
究
所
一
九
八

O
、
三
三
頁
。

(
川
叫
)
安
陽
市
文
物
工
作
除

一
九
九

一
、
三
三

一
頁
。

(
H
U
)

林

一

九

八

て

五

四

l
六
O
頁。

(必〉

(

川

町

)

(
H
H
)
 

問、

六
O
J
六
一
頁
。

史

一
九
七
二
、
園
版
五
、
3
0

西
周
中
期
侠
西
省
文
物
管
理
委
員
舎
一
九
五
七
、
岡
二
、

1
0

西
周
後
期
中
園
科
皐
院
考
古
研
究
所
濯
西
考
古
隊
一
九
六
五、

園
二
、
2
、
園
三
。

春
秋
前
期
鄭
一
九
七
三
、
図
ニ
。

春
秋
後
期
江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
曾
等
一
九
六
五
、
図
八
J
一

(
必
)

安
徽
省
文
物
管
理
委
員
舎
等
一
九
五
六
、

一
七
頁
。

(
日
明
〉
羅
等
一
九
七
六
、
五
一

J
五
四
頁
。

(
門
出
〉
崎
重
、
組
査
は
西
周
中
期
。

(

川

崎

)

出

3
、
S
E
5
30

(
川
叩
〉
洛
陽
博
物
館

一
九
八

一
。

(
印
)
張
一
九
八
一
。

(
日
)
林
一
九
八
九
、
三

O
頁
。

(
臼
)
正
月
庚
午
嘉
日
、
余
鄭
邦
之
産
、
少
去
母
父
、
作
鋳
臥
器
質
鋭
、
君

既
安
幕
、
亦
弗
其
料
品
隻
、
嘉
是
惟
京
成
叔
、
京
成
叔
之
鼎、

永
用
寵

紀
、
死
(
戸
)
子
下
土
、
以
事
康
公
、
勿
或
能
(
罷
)
釘
(
怠
)
。

(
臼
〉
洛
陽
博
物
館
一
九
八

て

九

五
J
九
六
頁
。

(
臼
)
中
園
位
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
七
九
。

(
臼
)
向
、
一
一
一
一
一
J
一
一
七
頁
。

(
回
〉
中
園
祉
曾
科
摩
院
考
古
研
究
所
漣
西
愛
掘
隊
一

九
八
六
、
同
除

一
九
九

O
。

(
m
む
北
京
大
皐
考
古
系
等
一
九
九
五
、
園
て

三
六
J
三
七
頁
。

(
回
)
侠
西
省
薙
城
考
古
除
、
韓
偉
一
九
八
三
、
険
西
省
発
城
考
古
隊
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一
九
八
七
。

(
印
)
険
西
省
考
古
所
鳳
開
刑
務
担
掘
隊

一
九
八
五
、
七
頁
。

〈
印
〉
侠
西
省
潅
城
考
古
除
一
九
八
五
、
園
一
に
よ
る
。

(
臼
)
侠
西
省
第
城
考
古
像
一
九
八
七
、
六
五
頁
。

(
位
)
韓
得
一
九
八
て
八
三
頁
。

(
臼
)
険
西
省
考
古
研
究
所
一
九
九

O
、=一

O
一頁。

(
似
)
士
謹
略
也
、
大
夫
以
上
乗
用
鬼
器
人
器
也
。

(
問
山
〉
川
原
一
九
七
五
、
二
六
七
J
二
六
八
頁
、
注
⑮
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
る
。

注
に
よ
れ
ば
土
は
雄
略
す
る
が
故
に
然
る
の
で
あ
っ
て
、
大
夫

以
上
で
は
こ
れ
を
用
い
る
と
い
う
。

檀
弓
上
篇
に
い
う

仲
憲
、
曾
子
三
百
ヒ
テ
日
ハ
ク
「
夏
后
氏
ハ
明
器
ヲ
用
フ
、

〔
コ
レ
〕
民
-
一
〔
死
者
ノ
〕
知
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
示
ス
ナ
リ
。

段
人
ハ
祭
器
ヲ
用
フ
。
民
-
一
〔
死
者
ノ
〕
知
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
示

ス
ナ
リ
。
周
人
ハ
〔
明
器
ト
祭
器
ト
〕
之
ヲ
乗
用
ス
。
民
ニ

〔
死
者
ノ
知
ル
コ
ト
ア
リ
ヤ
無
キ
ャ
、
明
カ
ナ
ラ
ズ
、
〕
疑
ア

ル
ヲ
示
ス
ナ
リ
」
ト
。
曾
子
日

ハ
タ

「
其
レ
然
ラ
ザ
ラ
ン
ャ
、

其
レ
然
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
其
レ
明
器
ハ
鬼
器
ナ
リ
。
祭
器
ハ
人
器

ナ
リ
。
其
レ
古
ノ
人
、
胡
畳
同
(
な
ん
す
〉
レ
ゾ
其
ノ
親
ヲ
死
シ

タ
リ
ト
セ
ン
ヤ
」
ト
。

死
者
を
死
者
と
な
す
に
忍
び
な
い
、
こ
れ
を
生
者
と
同
じ
よ
う
に

取
扱
お
う
と
す
る
か
ら
祭
器
を
供
す
る
と
い
う
の
が
曾
子
の
考
え

方
で
あ
る
。
明
器
は
死
者
そ
の
人
の
用
い
る
た
め
の
器
で
あ
る
。

一
九
六
二
、
侠
西
省
薬
城
考
古
隊

祭
器
は
死
者
を
祭
る
た
め
の
器
で
あ
る
。
爾
者
裁
然
た
る
匡
別
の

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
死
後
、
人
聞
は
ど
う
な
る

の
か
、
死
後
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
に
よ
っ
て
、
明
器
だ

け
を
供
す
る
か
、
明
器
と
あ
わ
せ
て
祭
器
を
供
す
る
か
の
二
途
が

生
じ
て
く
る
。
古
代
人
の
信
仰
で
は
死
と
い
う
こ
と
は
人
聞
の
消

滅
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
死
者
に
は
死
者
の
生
活
が
あ
る
。
そ
れ

が
生
き
て
い
る
人
聞
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
第
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
信

ず
る
と
き
、
明
田
耐
を
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
生
者
が
死
者

を
祭
る
よ
う
に
、
死
者
が
ま
た
死
者
で
、
そ
の
生
前
に
租
を
祭
っ

た
よ
う
に
、
死
後
も
そ
の
租
に
つ
か
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
信
ず

る
と
き
、
祭
器
を
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
死
者
は
す
べ
て

神
格
化
さ
れ
、
一
脚
と
し
て
生
(
な
ま
〉
な
人
聞
と
は
同
一
視
さ
れ

が
た
い
。
紳
そ
の
も
の
に
も
寧
い
も
の
卑
い
も
の
、
島
署
卑
上
下
の

系
列
が
あ
る
と
し
て
も
、
一
様
に
祭
ら
れ
る
封
象
で
あ
っ
て
祭
る

主
僅
で
は
な
い
。
生
と
死
と
の
差
は
、
祭
る
主
僅
か
祭
ら
れ
る
封

象
で
あ
る
か
の
差
で
あ
っ
て
、
死
者
は
す
で
に
自
ら
祭
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
と
考
え
る
と
き
、
祭
器
を
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
に
な
る
。
儀
穫
は
「
祭
器
ナ
シ
」
と
い

う
。
こ
れ
は
祭
器
を
供
す
る
麓
俗
に
封
す
る
否
定
で
あ
る
。
儀
躍

の
編
者
の
考
え
方
で
は
、
鬼
神
は
人
か
ら
祭
ら
れ
る
も
の
で
、
鬼

一
澗
自
ら
は
祭
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
者
が
祭
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
て
も
、
祭
ら
れ
る
も
の
で
な
い
の
と
、
う
ら
は
ら
を
な
す

も
の
で
、
生
と
死
と
の
限
界
を
は
っ
き
り
執
ら
え
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
死
者
の
器
で
あ
る
明
器
と
、
生
者
の
器
で
あ
る
祭
器
と
を

峻
別
し
て
混
同
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
死
者
に
は
祭
器
は
無
用

- 23ー
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で
あ
る
。
そ
れ
は
大
夫
以
上
と
て
同
じ
で
あ
る
。

(
印
〉
湖
北
省
荊
沙
織
路
考
古
隊
一
九
九
一
、
上
、
三
三

O
J一一一一二三

頁。

(
m
w
)

問
、
六
一

J
六
二
一
良
。

(
伺
〉
問
、
二
七
五

l
二
七
六
頁
。

(
印
)
湖
北
省
荊
沙
織
路
考
古
除
一
九
九
て
上
、
五

O
八
J
五
二

O
頁。

(
均
)
挑
、
昨
也
、
震
四
酔
、
附
祭
其
中
:
:
:
。

園
出
所
目
録

悶
1

中
園
枇
曾
科
拳
院
考
古
研
究
所
二
塁
頭
隊
一
九
八
三
、
園
一
一
。

図
2

中
園
祉
倉
科
察
院
考
古
研
究
所

一
九
九
三
、
岡
三
。

岡
3

中
園
枇
舎
科
事
院
考
古
研
究
所
一
九
八

O
、
岡
二
、
中
園
祉
曾
科

事
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
八
七
、
園
一
を
合
併
。

洛
陽
博
物
館
一
九
八
て
国
五
、
中
園
祉
倉
科
皐
院
考
古
研
究
所

一
九
八
五
、
二
七
八
二
。

険
西
省
媛
城
考
古
際
一
九
八
七
、
岡
一
。

園
4 

闘
5 

引
用
文
献
目
録

赤
塚
忠
一
九
五
二
「
股
金
文
考
穣
」

六
六
五
J
六
六
七
頁
〉
。

安
徽
省
文
物
管
理
委
員
舎
、
安
徽
省
博
物
館

土
遺
物
』
北
京
。

「
安
陽
段
撞
五
挽
墓
座
談
紀
要
」

五
O
頁。

安
陽
市
文
物
工
作
除

(
『
中
園
古
代
の
宗
教
と
文
化
』

一
九
五
六
『
寄
豚
禁
侯
墓
出

『
考
古
』
一
九
七
七
、
五
、
三
四
一

J
三

一
九
九

「
段
麹
成
家
荘
東
二
六
九
放
基
」

『
考
古

皐
報
』
一
九
九

一
、
三
、
三
二
五
J
三
五
二
頁
。

市
原
亨
吉
、
今
井
清
、
鈴
木
隆
一
課
一
九
六
二
、
『
躍
記
』
上
(
『
金
繰
漢

文
大
系
』
ロ
)
。

川
原
蕎
市
一
九
七
五
『
儀
雄
稼
孜
』
第
十
加
、
京
都
。

韓
偉
一
九
八
一
「
略
論
侠
西
春
秋
戟
園
秦
墓
」
『
考
古
輿
文
物
』
一

九

八

て

て

八

三

J
九
三
頁
。

金
群
恒
一
九
六
六
「
緯
為
、
防
・
:
:
」
『
中
園
文
字
』
二
一
ニ
。

湖
南
省
博
物
館
、
中
園
科
閉
学
院
考
古
研
究
所
一
九
七
四
「
長
沙
馬
王
堆

二
、
三
貌
漢
墓
設
掘
筒
報
」
『
文
物
』
一
九
七
四
、
七
、
二
九
J

四
八
、
六
三
頁
。

湖
北
省
荊
沙
鍛
路
考
古
隊
一
九
九
一
『
包
山
楚
墓
』
北
京
。

江
蘇
省
文
物
管
理
委
員
舎
、
南
京
博
物
院
一
九
六
五
「
江
蘇
六
合
程
橋
東

周
墓
」
『
考
古
』
一
九
六
五
、
三
、
一

O
五
J
一
一
五
頁
。

考
古
研
究
所
漢
城
郡
試
掘
除
一
九
六

O
「
漢
長
安
城
南
郊
膿
制
建
築
遣
社
群

褒
掘
筒
報
」
『
考
古
』
一
九
六

O
、
七
、
三
六
J
三
九
頁
。

佐
原
康
夫
一
九
九
一

「漢
代
洞
堂
蜜
像
考
」
『
東
方
象
報
』
八
三
、
一

J

六

O
頁。

山
西
省
考
古
研
究
所
侯
馬
工
作
姑
一
九
八
八
「
山
西
侯
馬
牛
村
古
城
菅
園

祭
柁
建
築
遺
祉
」
『
考
古
』
一
九
八
八
、
一

O
、
八
九
四
J
九
O

九
頁
。

史
言
一
九
七
二
「
眉
豚
楊
家
村
大
鼎
」
『
文
物
』
一
九
七
二
、
七
、

三
J
四
頁
。

侠
西
周
原
考
古
隊
一
九
七
九
「
侠
西
岐
山
鳳
雛
村
西
周
建
築
基
壮
渓
掘
筒

報
」
『
文
物
』
一
九
七
九
、
一

O
、
二
七
J
三
七
頁
。

侠
西
省
考
古
研
究
所
一
九
九

O
「
十
件
土
来
侠
西
省
文
物
考
古
的
新
設
現
」

一-24-
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『
文
物
考
古
工
作
十
年
、
一
九
七
九

t
一
九
八
九
』
北
京
。

侠
西
省
考
古
所
鳳
四
開
設
掘
除
一
九
六
二
「
険
西
鳳
朔
南
古
城
村
遺
枇
試
掘

記
」
『
考
古
』
一
九
六
二
、
九
、
四
九
三
J
四
九
五
、
四
九
八
頁
。

侠
西
省
文
物
管
理
委
員
禽
一
九
五
七
「
長
安
普
渡
村
西
周
墓
的
援
掘
」

『
考
古
曲
目
干
報
』
一
九
五
七
、
一
、
七
五
J
八
五
頁
。

侠
西
省
落
城
考
古
隊
一
九
八
五
「
秦
都
潅
城
鎖
探
試
掘
衡
報
」
『
考
古
典

文
物
』
一
九
八
五
、
二
、
七
J

ニ
O
頁。

険
西
省
薙
城
考
古
除
、
韓
偉
一
九
八
三
「
鳳
朔
秦
公
陵
園
償
探
輿
試
掘
関

報
」
『
文
物
』
一
九
八
三
、
七
、
三

0
1三
七
頁
。

険
西
省
潅
城
考
古
隊
一
九
八
五
「
鳳
朔
馬
家
荘
一
一
抗
建
築
群
遣
社
設
掘
筒

報
」
『
文
物
』
一
九
八
五
、
二
、
一

J
二
九
頁
。

険
西
省
落
城
考
古
隊
一
九
八
七
「
鳳
朔
秦
公
陵
圏
第
二
次
鍛
探
簡
報
」

『
文
物
』
一
九
八
七
、
五
、
五
五
J
六
五
頁
。

中
園
社
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
八

O
『
股
虚
婦
好
墓
』
北
京
。

中
国
社
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
八
四
『
新
中
園
的
考
古
設
現
和
研

究
』
北
京
。

中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
八
五
『
段
周
金
文
集
成
』
五
、
北

京。

中
園
祉
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
三
『
漢
杜
陵
陵
園
遺
牡
』
北
京
。

中
園
枇
曾
科
闘
争
院
考
古
研
究
所
一
九
九
四
『
段
極
的
妥
見
奥
研
究
』
北

古
川
。

中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
一
九
九
五
『
二
塁
頭
陶
器
集
粋
』
北
京
。

中
園
社
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
除
一
九
七
九
「
一
九
六
九
l
一

九
七
七
年
股
趨
西
区
墓
葬
裂
掘
報
告
」
『
考
古
皐
報
』
一
九
七

九
、
一
、
二
七
J
一
四
六
頁
。

中
園
批
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
八
六
「
安
陽
般
撞
西
区

一
七
一
一
-
一
貌
墓
的
後
掘
」
『
考
古
』
一
九
八
六
、
八
、
七

O
三
J

七
一
二
、
七
二
五
頁
。

中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
隊
一
九
八
七
「
一
九
七
六
年
安

陽
小
屯
西
北
地
溌
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
七
、
四
、
二
九
五

l
三
O
二
、
三
七
四
頁
。

中
園
科
皐
院
考
古
研
究
所
二
塁
頭
工
作
除
一
九
七
四
「
河
南
侵
師
二
塁
頭

阜
商
宮
殿
遺
祉
税
皿
掘
鱒
報
」
『
考
古
』
一
九
七
四
、
四
、
二
三
四

J
二
四
八
頁
。

中
園
祉
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
二
塁
頭
除
一
九
八
三
「
河
南
偲
師
二
里
頭

二
貌
宮
殿
遺
泣
」
『
考
古
』
一
九
八
三
、
三
、
二

O
六
J
二一

六
頁
。

中
園
科
皐
院
考
古
研
究
所
遭
西
考
古
隊
一
九
六
五
「
侠
西
長
安
張
家
披
西

周
墓
清
理
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
六
五
、
九
、
四
四
七
J
四
五

O

頁。

中
園
社
告
閏
科
皐
院
考
古
研
究
所
漫
西
褒
掘
隊
一
九
八
六
「
長
安
張
家
坂
西

周
井
叔
墓
褒
掘
簡
報
」
『
考
古
』
一
九
八
六
、
一
、
二
二
J
二

七
、
一
一
頁
。

中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
漣
西
褒
掘
隊
一
九
九

O
「
長
安
張
家
波
M

一
七

O
続
井
叔
墓
後
掘
筒
報
」
『
考
古
』
一
九
九

O
、
六
、
五

O

四
J
五一

O
頁。

中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
洛
陽
漢
貌
城
除
一
九
九
三
「
漢
貌
洛
陽
城

西
東
漢
墓
園
遺
祉
」
『
考
古
屋
'
報
』
一
九
九
三
、
三
、
三
五
一

J

三
八

O
頁。

張
政
娘
一
九
八
一
「
哀
成
叔
鼎
穣
文
」

- 25ー

『
古
文
字
研
究
』
五
、
二
七
J
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三
三
頁
。

陳
志
達
一
九
八
七
「
安
陽
小
屯
股
代
宮
殿
宗
廟
遺
祉
探
討
」

料
叢
刊
』
一

O
、
六
八
J
七
九
頁
。

鄭
傑
群
一
九
七
三
「
河
南
新
野
愛
現
的
曾
園
銅
器
」
『
文
物
』
一
九
七

三
、
五
、

一
四
J
ニ
O
頁。

唐
蘭
一
九
六
二
「
西
周
銅
探
断
代
中
的
少
康
宏

r
問
題
」
『
考
古
皐

報
』
一
九
六
二
、
て
一
五
J
四
八
頁
。

馬
得
志
、
周
、
氷
珍
、
張
雲
鵬

一
九
五
五
ご
九
五
三
年
安
陽
大
司
空
村
裂

掘
報
告
」
『
考
古
翠
報
』
九
、
二
五
J
九
O
頁。

林
巳
奈
夫
一
九
八
一
「
段
、
西
周
時
代
櫨
容
の
類
別
と
用
法
」
『
東
方
拳

報
』
五
三
、

一
J
一
O
八
頁
。

林
巳
奈
夫
一
九
八
六
『
股
周
時
代
青
銅
器
紋
様
の
研
究
|
段
周
青
銅
器
綜

賢
二
|
』
東
京
。

林
巳
奈
夫
一
九
八
九
『
春
秋
蹴
園
時
代
背
銅
器
の
研
究
|
段
周
青
銅
器
綜

資
三
|
』
東
京
。

北
京
大
準
考
古
系
、
山
西
省
考
古
研
究
所
一
九
九
五
「
天
馬
|
曲
村
遺
牡

北
越
菅
侯
墓
地
第
五
次
都
民
掘
」
『
文
物
』
一
九
九
五
、
七
、
四

1

三
八
頁
。

品

m
偉
超
、
高
明
一
九
七
八
J
一
九
七
九
「
周
代
用
鼎
制
度
研
究
」
上
、

中
、
下
、
『
北
京
大
祭
四
年
報
』
、
哲
皐
杜
禽
科
皐
版
、
一
九
七
八
、

て
八
四
J
九
八
頁
、
一
九
七
八
、
二
、
八
四
J
九
七
頁
、
一
九

『
文
物
資

七
九
、
て
八
三

1
九
六
頁
。

挑
孝
途
、
宵
了
一
九
八
九
『
股
続
甲
骨
刻
僻
類
纂
』
北
京
。

楊
孫
一
九
九
三
雇
用
安
漢
城
北
岡
遺
泣
性
質
和
定
名
研
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FEAST OF ANCESTORS IN ＹＩＮ･ZHOU 殷周PERIOD

Hayashi Minao

　　　

From Yin to Han, not ａfew ruins of ancestraltemple were ｅχcavated.

However, there is none which show archaeologicalevidence to make one

imagine the way of use of these buildings. Yanshi Erlitou 優師　二里頭

building no. 2 0f Erlitou Ill stage is ｅχceptional　inthis point.　０ｎ ａ

basement of pounded earth surrounded by earthen wall, a big tomb was dug.

In front of it, a building was found.　The ground of court, especially

around the tomb and the building was trodden hard, showing long ｕｓｅ･

This is the palace of the man buried in the tomb.　Food and clothing

must be offeredhere as in Han time. And important event took place here

for generations. This kind of building is also known at tomb of Fu Hao

婦好墓of late Yin period at Anyang安陽. In Western Zhou bronze

inscription, we find many name of so-and-so'spalace, where politicalevent

took place. These palaces were proved by Tang Ｌａｎ唐蘭to be the ｍｉａｏ

(Ancestral temple). In Yin and Zhou bronze inscription we read“ｌmade

thisso-and-so'svessel of dailyｕsｅ". These vesselsmade by son were used

for filialduty. Ｈｅｏ仔eredto his own father food and drink, and vessels

were placed in the building close to his father'stomb.　After death,these

bronze vessels were buried in his tomb. For what purpose ？　To let him

continue his filialduty in his tomb.

FROM “ZHI 治”TO“LI 理”：ＡCHANGE IN THE KEY TERM

OF POLITICAL THINKING IN THE TANG-SONG唐宋PERIOD

KiNOSHITA Tetsuya

　　

It can be contended that one's politicalthinking is based on one's

fundamental understanding of the function　of the state in regard to its

society and people.　The function of the state can generally be divided

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


