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本
書
は
著
者
漬
島
敦
俊
氏
が
二
十
年
来
進
め
て
き
た
江
南
デ
ル
タ
地
方
の

民
間
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究
を
再
構
成
し
て
一
般
の
著
書
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
元
来
は
個
々
の
論
文
と
し
て
愛
表
さ
れ
た
も
の
を
基
礎
に
し
て
い
る
が
、

最
新
の
成
果
も
踏
ま
え
、
さ
ら
に
大
き
な
テ
l
マ
の
も
と
に
新
た
に
編
ま
れ

た
も
の
と
い
え
る
。
周
知
の
如
く
著
者
に
は
す
で
に
『
明
代
江
南
農
村
祉
舎

の
研
究
』
の
著
作
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
明
末
江
南
の
水
利
・
後
役
を
考
察
針

象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
釘
し
、
本
書
は
同
じ
封
象
地
域
な
が
ら
民
間

信
仰
を
軸
と
し
て
宋
元
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
扱
っ

て
お
り
、
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
た
だ
し
著
者
の
根
源
的
な
関
心
は
明
末

の
郷
村
社
舎
に
お
い
て
い
か
な
る
共
同
程
的
組
織
が
存
在
し
た
か
と
い
う
黙

の
解
明
で
前
著
以
来

一
貫
し
て
い
る
。
著
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
明
末
江

南
の
水
利
・
待
役
を
中
心
と
し
た
検
討
の
な
か
か
ら
は
恒
常
的
な
村
落
共
同

程
関
係
は
つ
い
に
見
出
せ
ず
、
唯
一
土
地
廟
の
共
同
祭
杷
に
お
い
て
の
み
共

同
程
的
性
格
が
顕
現
す
る
と
仮
定
し
た
。
こ
の
見
解
は
前
著
の
最
終
章
で
問

題
提
起
的
に
披
漉
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
書
は
い
わ
ば
そ
の
賓
設
と
い

う
性
格
を
持
つ
。
こ
の
黙
で
本
書
は
ま
さ
に
著
者
の
近
世
祉
舎
史
研
究
の
集

大
成
と
も
呼
ぶ
べ
き
大
著
で
あ
る
。
こ
の
大
著
を
前
に
し
て
宋
代
の
民
間
信

仰
を
研
究
領
域
と
す
る
評
者
に
は
も
と
よ
り
明
清
時
代
の
祉
曾
経
済
史
的
な

親
熱
か
ら
評
す
る
能
力
は
な
く
、
こ
の
責
を
負
う
の
は
い
か
に
も
無
謀
で
あ

る
。
し
か
し
本
書
の
登
場
に
よ
っ
て
多
大
な
恩
恵
を
受
け
る
の
は
明
清
時
代

の
枇
舎
経
済
史
、
あ
る
い
は
各
時
代
の
地
域
枇
曾
研
究
の
分
野
だ
け
で
は
な

い
。
中
国
の
民
間
信
仰
の
研
究
に
携
わ
る
者
に
輿
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
こ
れ

と
同
様
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
評
者
も
本
書
か
ら
多
大
な
啓
殻
と
示
唆
を

受
け
た
。
す
で
に
明
清
枇
曾
史
の
側
面
か
ら
は
許
も
あ
り
、
こ
こ
で
民
間
信

仰
研
究
の
側
面
か
ら
本
書
の
紹
介
と
許
を
試
み
る
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い

と
考
え
、
こ
の
機
曾
を
得
て
著
者
に
一
不
敬
を
請
い
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
本
書
の
構
成
を
示
す
と
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

序

章

第

一
章
紳
キ
の
来
歴
(
一
)
|
|
蘇
州
府
常
熟
際

第
二
章
神
々
の
来
歴

c
c
ー
ー
を
巾
州
府
江
陰
豚

第
三
章
鬼
か
ら
榊
へ
|
|
線
管
信
仰
成
立
の
契
機
と
構
造

第
四
章
明
朝
の
祭
把
政
策
と
郷
村
社
舎

第
五
章
商
業
化
と
都
市
化
|
上
示
敬
構
造
の
嬰
動

終

章

信

仰

と

社

曾

経

済

こ
れ
ら
の
あ
と
に
本
書
内
で
引
用
さ
れ
た
全
一
五

O
僚
の
史
料
の
原
文
が
附

さ
れ
て
い
る
。
主
に
江
南
デ
ル
タ
地
方
の
地
方
志
を
中
心
と
し
た
史
料
群
は
、

明
清
時
代
の
祉
曾
史
研
究
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
中
園
の
あ
ら
ゆ
る
時
代

の
民
開
信
仰
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
鉄
く
べ
か
ら
ざ
る
史
料
集
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
以
下
本
書
の
内
容
を
簡
車
に
紹
介
し
た
い
。
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序
章
で
は
ま
ず
主
題
と
研
究
史
と
し
て
、
前
著
か
ら
の
問
題
意
識
が
い
か

に
受
け
繕
が
れ
、
こ
こ
に
結
賓
し
た
か
が
一ホ
さ
れ
る
。
水
利
共
問
題
が
村
落

共
同
値
と
相
卸
す
る
と
い
う
従
来
の
見
解
を
否
定
し
、
著
者
自
身
の
行
っ
た

江
南
デ
ル
タ
の
現
地
調
査
で
も
そ
れ
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
描明い

て

「一

斑
録
雑
遮
』
巻
七
、
遁
光
二
十
六
年
、
藤
州
府
昭
文
燃
の
抗
租
暴
動

の
記
事
が
象
げ
ら
れ
る
。
こ
の
抗
租
銀
座
に
晶
画
た

っ
て
寅
際
の
閥
係
者
の
逮

捕
と
と
も
に
常
熟
豚
の
村
々
の
小
廟
に
鎮
座
す
る
「
線
管
・
周
一
柳
・
猛
柏
村

・

李
王
」
の
四
つ
の
榊
が
捕
縛
さ
れ
、
城
陸
廟
に
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
を
農
村
枇
舎
に
お
け
る
「
神
」
の
力
を
垣
間
見
ら
れ
る
事
例
と
し

て
紹
介
し
、
本
編
へ
と
導
入
す
る
。

第
一
章
で
は
そ
の
常
熟
豚
の
四
つ
の
紳
に
つ
い
て
「
身
元
調
べ

」
、
す
な

わ
ち
、
信
仰
の
来
歴
調
査
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
著
者
が
奉
げ
る
共
通
黙
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
か
つ
て
は
現
世
に
存
在
し
た
姓
名
を
有
す
る
人

格
柿
で
あ
る
。
二
、
紳
の
子
孫
を
得
す
る
宗
教
儀
能
者
が
存
在
す
る
。
三、

宋
代
に
お
け
る
封
爵
の
傍
承
を
有
す
る
が
、
ほ
ぼ
確
賓
に
後
世
の
僑
造
と
推

定
さ
れ
る
。
四
、
霊
異
説
話
、
と
く
に
疫
病
・
災
害
・
外
敵
か
ら
の
防
護
な

ど
の
ほ
か
、
地
域
・
時
代
に
規
定
さ
れ
た
漕
運
保
護
の
説
話
を
有
し
て
い
る
。

そ
し
て
著
者
は
こ
れ
ら
の
江
南
の
「
土
紳
」
に
封
す
る
信
仰
を
線
総
し
て

扇
雀
百
信
仰
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
な
お
著
者
の
用
い
る
「
土
榊
」
の
定
義

は
剛
帝
や
東
山
獄
の
ご
と
き
全
図
規
模
の
信
仰
を
持
つ
「
全
図
榊
」
の
反
針
概

念
と
し
て
封
感
す
る
諾
で
あ
り
、
村
落
レ
ヴ
ェ
ル
の

一
定
領
域
の
信
仰
圏
の

管
轄
者
で
あ
る
「
土
地
榊
」
と
は
明
確
に
直
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
土
紳
」

・「
土
地
神
」
は
い
ず
れ
も
地
方
志
上
に
頻
出
す
る
語
で
あ
っ

て
、
従
来
様
々
に
解
得
さ
れ
て
き
た
が
著
者
の
解
稗
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
弘
治
年
間
に
知
際
に
在
任
し
た
黄
鱒
の
正
徳

『江
陰
豚
志
』

の
記
載
を
中
心
に
江
陰
懸
の
線
管
信
仰
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
正
徳

『江
陰

勝
志
』
は
稀
観
本
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
一
般
の
地
方
志
に
比
べ
て

異
彩
を
放
っ
て
お
り
、
こ
と
に
「
淫
杷
」
へ
の
徹
底
的
な
批
剣
に
相
嘗
部
分

を
費
や
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
糞
停
の
批
判
の
矛
先
は
草
に
淫
杷
へ
向
け
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
先
行
す
る
地
方
志
が
土
一紳
の
霊
異
説
話
を
無
批
判
に
採

録
し
て
い
る
黙
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
異
常
と
も
思
え
る
執
拘
さ
で
淫
杷

を
追
及
し
た
姿
勢
が
、
は
か
ら
ず
も
一
五
世
紀
末
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る

民
間
信
仰
の
貧
態
を
描
き
出
し
た
と
す
る
。
そ
の
結
果
常
熟
豚
の
士
一
柳
と
同

様
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
る
。
す
な
わ
ち
姓
名
を
有
す
る
人
格
神
で
あ
る
こ

と
。
子
孫
に
よ

っ
て
宋
元
以
来
の
霊
異
説
話
と
封
競
の
説
話
が
作
ら
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
僑
迭
と
見
ら
れ
る
こ
と
。
い
ず
れ
も
漕
運
保
護
の
説
話
を
有
す
る

こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
も

っ
ぱ
ら
黄
博
の
言
に
沿
っ
て
論
誼
が
進
め

ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
淫
杷
批
剣
の
記
述
の
系
譜
は
正
統
汲
士
大
夫
に
脈
々

と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
史
料
と
し
て
の
検
設
が
必
要
と
な
る
。
著
者
は

黄
停
の
淫
杷
批
剣
の
レ
ト
リ
ァ
ク
が
、
南
宋
の
陳
淳
が
一
臓
建
の
淫
杷
を
非
難

し
た

「上
越
寺
丞
論
淫
柁
」
の
文
章
を
相
首
に
纏
承
し
て
い
る
駄
を
見
出
し

つ
つ
も
、
黄
停
が
陳
淳
の
述
べ
な
か
っ
た
亙
の
賓
態
を
詳
細
に
言
及
す
る
こ

と
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
黄
停
な
る
人
物
は
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
正
統

的
所
東
山
学
汲
に
属
す
る
人
間
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
淫
紀
批
判
刊
を
繋
高
に
叫

ん
で
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
賞
憾
の
後
言
を
全
て
民
間
信

仰
の
賓
態
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
難
し
い
気
も
す
る
が
、
民
間
信
仰
の
性
質

上
、
批
判
者
で
あ
る
士
大
夫
層
の
記
述
に
よ
る
し
か
な
い
ジ
レ
ン
マ
が
常
に

存
在
す
る
の
も
事
責
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
黄
停
の
記
述
に
民
間
信
仰

の
活
力
を
素
直
に
感
じ
取
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章
は
前
章
ま
で
に
分
析
し
た
江
南
の

「土
紳
」
た
ち
に
共
通
す
る
特
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徴
を
検
誼
し
、
神
と
し
て
成
立
す
る
に
至
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
江
南

デ
ル
タ
の
「
土
紳
」
た
ち
は
現
世
に
生
存
し
て
い
た
人
聞
が
嬰
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
榊
」
へ
と
高
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
著
者
は
「
生
前

の
義
行
」
「
死
後
の
顛
霊
」
「
王
朝
の
勅
封
」
の
三
つ
を
奉
げ
る
。
こ
の
三
つ

は
神
の
成
立
に
お
け
る
三
つ
の
段
階
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

「
生
前
の
義
行
」

の
説
話
(
と
き
に
悲
劇
的
死
を
伴
う
)
を
有
す
る
も
の
が
第
一
の
候
件
を
満

た
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
で
可
視
的
な
霊
験
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
も

の
が
無
数
の
草
な
る
死
者
H
「
鬼
」
と
は
異
な
る
「
紳
」
と
認
定
さ
れ
る
。

こ
れ
が
重
要
な
第
二
の
要
件
と
な
る
。
こ
の
段
階
で
「
紳
」
は
貧
質
的
に
成

立
す
る
。
し
か
し
江
南
の

「
土
紳
」
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
王
朝
に
よ
る

封
披
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が
第
三
の
要
件
に
な
る
と
す
る
。
著
者
は
こ
れ

ら
の
封
競
の
傍
承
が
多
く
宋
・
元
時
代
に
遡
る
こ
と
か
ら
、
勅
封
と
い
う
最

高
の
権
威
付
輿
は
主
に
傷
迭
に
か
か
る
と
の
推
論
を
述
べ
る
。
ま
た
暮
一湾
に

お
い
て
戦
前
の
植
民
地
時
代
に
殉
職
し
た
奮
日
本
軍
の
軍
人
や
警
察
官
が
今

や
紳
々
の
一
人
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
逸
話
も
播
入
さ
れ
て

い
る
。
第
二
節
で
は
神
々
の
子
孫
を
自
稀
し
、
洞
廟
に
擦
っ
て
活
動
し
た
宗

数
職
能
者
、
一
弘
師
の
貧
態
が
描
か
れ
る
。
著
者
は
黄
俸
の
記
遮
に
現
れ
る
亙

師
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
る
と
と
も
に
紳
が
取
り
つ
く
「
恐
依
型
シ
ャ

l
マ

ン
」
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
は
宋
代
の
麻
一
が
民
間
に
お
い
て
自
ら
の
紳
・
懇

紳
を
有
し
た
と
す
る
中
村
治
兵
衛
氏
の
見
解
を
受
け
、
明
代
の
亙
飾
た
ち
は

営
利
活
動
と
し
て
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
自
ら
の
神
の
権

威
を
高
め
る
べ
く
説
話
を
僑
遺
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
第
三
節
で
は
江
南
の

土一
柳
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
漕
運
保
護
説
話
の
成
立
背
景
を
探
る
。
す
で
に

著
者
は
こ
れ
ら
の
説
話
を
麻
一
の
僑
造
と
断
じ
た
の
で
あ
る
が
、
漕
連
保
護
が

鍾
異
と
し
て
選
冊
博
さ
れ
た
の
は
江
南
デ
ル
タ
と
い
う
地
域
性
だ
け
で
な
く
土

神
た
ち
を
支
持
し
た
階
層
に
由
来
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
線
管
紳
は
水
運

の
守
護
神
と
は
い
え
、
賓
際
に
は
水
運
専
業
者
集
圏
で
は
な
く
農
村
枇
舎
に

信
仰
基
盤
を
維
持
し
て
い
た
黙
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
元
末

に
常
熟
に
お
い
て
海
榊
李
王
信
仰
を
積
極
的
に
支
持
し
た
曹
氏
は
省
地
の
大

地
主
で
あ
る
と
同
時
に
大
規
模
な
海
運
業
者
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
階
層
の
崇
敬
に
よ
っ
て
箪
純
な
土
地
神
か
ら
海
紳
へ
と
嬰
貌
し
た
と
す
る
。

さ
ら
に
「
線
管
」
の
稽
競
も
元
明
期
に
船
薗
の
指
揮
官
に
用
い
ら
れ
た
職
務

に
由
来
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
一
串
早
か
ら
第
三
章
に
い
た
る
江
南
デ
ル
タ
の
土
榊
に
開
す
る
ケ
l
ス
ス

タ
デ
ィ
は
土
紳
信
仰
が
無
名
の
土
地
神
か
ら
有
力
な
紳
へ
と
形
成
さ
れ
て
い

く
枇
曾
経
済
的
側
面
を
見
事
に
描
窮
し
て
お
り
、
と
く
に
職
業
的
宗
数
者
た

る
琢
一
の
活
動
を
「
神
々
の
子
孫
」
・
「
洞
廟
の
経
営
者
」
と
し
て
経
済
的
に
捉

え
直
し
た
黙
で
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
視
座
を
提
供
し
た
と
言
一
え
る
。
中
園
の

民
間
信
仰
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
縫
っ
た
亙
に
つ
い
て
歴
史
撃
か
ら
は
最

近
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
か
っ
た
。
民
間
信
仰
と
閥
わ
り
の
深
い
遁
数
研

究
で
も
あ
ま
り
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
で
も
あ
る
。
現
在
宗
数
拳
・
人
類

胞
子
も
含
め
て
宗
教
者
と
し
て
の
翠
や
ト
ラ
ン
ス
や
エ
ク
ス
タ
シ
ー
な
ど
の
宗

数
現
象
の
研
究
は
進
展
を
見
せ
て
い
る
が
、
明
清
以
前
の
枇
舎
に
お
け
る
亙

の
日
常
的
な
活
動
朕
況
に
つ
い
て
、
と
く
に
経
済
的
側
面
か
ら
論
じ
た
本
書

の
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
議
論
を
大
き
く
展
開
し
、
前
章
ま
で
で
考
察
さ
れ
た
士
一
柳

信
仰
が
明
朝
の
祭
杷
穏
制
の
な
か
に
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
論
じ
て

い
く
。
明
朝
は
種
制
整
備
に
関
す
る
布
告
を
洪
武
三
年
前
後
に
立
て
績
け
に

行
っ
た
。
王
朝
最
初
期
に
こ
う
し
た
祭
杷
緯
系
を
再
編
す
る
こ
と
は
歴
代
王

朝
が
行
っ
た
が
、
明
朝
の
採
っ
た
施
策
は
い
わ
ば
復
古
的
・
原
理
主
義
的
な

157-
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も
の
と
し
て
歴
代
で
も
際
立

っ
て
い
る
。
著
者
は
園
家
が
示
し
た
信
仰
の

「
嘗
鴛
」
と
地
域
枇
舎
に
お
け
る
「
賓
態
」
を
問
題
に
す
る
。
第
一
節
で
は

図
家
の
中
植
で
い
か
な
る
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
か
を
分
析
す
る
。
考
察
の

端
緒
は
洪
武
三
年
の

「
紳
競
改
正
詔
」
と

「
禁
淫
桐
制
」
で
あ
る
。
前
者
は

宋
元
以
来
輿
え
ら
れ
て
き
た
紳
々
の
封
競
を
剥
奪

・
改
正
す
る
こ
と
を
命
じ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
泰
山
は
帝
競
を
剥
奪
し
て
、
「
東
出
獄
泰
山
之
神
」

の
ご
と
く
す
る
と
し
た
。
ま
た
後
者
で
は
お
定
ま
り
の
淫
洞
に
針
す
る
禁
一令

の
ほ
か
、
州
鯨
レ
ベ

ル
で
の
城
陸
榊
・
祉
稜
壇
以
下
、
「
杷
典
」
に
属
す
る

人
格
神
の
祭
杷
が
知
燃
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
郷
村
H
里
レ
ベ
ル
の
里
紅
壇

・

郷
腐
壇
、
各
戸
ご
と
の
篭
榊
の
祭
犯
を
義
務
づ
け
た
。
ま
た
こ
れ
に
道
士

・

信
侶
が
開
輿
す
る
の
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
洪
武
帝
は
む
し
ろ
民

間
信
仰
に
親
近
感
を
も
ち
、
儒
臣
に
封
抗
す
る
形
で
遁
士
を
任
用
し
た
形
跡

さ
え
見
ら
れ
、

一
連
の
施
策
は
洪
武
帝
で
は
な
く
新
東
拳
汲
の
儒
臣
た
ち
の

思
想
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
。
こ
う
し
た
復
古
的
政
策
が
結
局
の
と
こ
ろ

民
間
の
宗
教

・
信
仰
活
動
を
覆
す
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
を
著
者
は
州
鯨
レ

ベ
ル
の
城
陸
榊
に
つ
い
て
も
論
議
す
る
。
城
陸
一
仰
は
宋
元
時
代
を
経
て
民
間

主
導
で
地
域
の
中
核
的
信
仰
と
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、
明
初
に
至
っ
て
初
め

て
園
家
の
祭
記
憶
系
に
組
み
込
ま
れ
た
。

二
疋
領
域
の
守
護
神
と
し
て
認
定

さ
れ
、
現
賓
の
皇
帝
支
配
に
照
摩
す
る
地
方
{
目
的
役
割
を
矯
う
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
偶
像
否
定

・
非
人
格
的
城
陸
榊
の
強
制
な
ど
は
賓
施
・
定
着
の

望
み
得
な
い
観
念
的
な
干
渉
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
な
か
で
嘉
靖

年
間
に
各
地
に
里
枇
壇
復
興
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
復
興
で
は

な
く
む
し
ろ
初
め
て
政
策
の
賓
行
を
模
索
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
は

首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
き
守
7
一
定
領
域
の
管
轄
者
と
い
う
態
様

の
城
陸
神
|
土
地
紳
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
す
で
に
宋
代
に
民
間
で
意
識
さ
れ

た
も
の
で
遁
数
経
典
に
も
明
示
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
民
間
、
あ
る
い
は
這

教
的
な
愛
想
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
宋
代
に
は
城
陸
神
を
否
定
す
る
急
先
鋒
で

あ

っ
た
朱
子
製
者
に
よ

っ
て
図
家
祭
犯
に
制
定
さ
れ
る
に
至
る
過
程
は
今
後

研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
の
後
半
で
は
土
地
廟
と
は
何
か
を
考
察
す
る
が
、
第
三
節
で
は
主

に
文
献
史
料
か
ら
、
第
四
節
で
は
著
者
自
身
に
よ
る
現
地
で
の
調
査
を
用
い

て
論
じ
ら
れ
る
。
著
者
は
か
つ
て
費
孝
通
の
調
査
し
た
呉
江
蘇
開
弦
村
は
一

個
の
村
荘
に
二
つ
の
土
地
廟
を
有
す
る
極
め
て
例
外
的
な
集
落
で
あ
り
、
必

ず
し
も
こ
れ
を
標
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
清
代
以
降
の
江
南
デ

ル
タ
で
は
複
数
の
釆
落
が

一
つ
の
廟
を
持
つ
形
態
が
多
か
っ
た
と
す
る
。
ま

た
こ
の
土
地
廟
を
中
心
に
し
て
成
立
す
る
地
縁
的
枇
曾
集
圏
の
成
立
は
ど
こ

ま
で
遡
り
う
る
か
を
検
設
す
る
。
文
献
史
料
に
よ
る
限
り
、
江
南
デ
ル
タ
で

は
枇
曾
組
織
は
し
ば
し
ば
「
祉
」
と
裕
さ
れ
、
信
仰
・祭
紀
の
み
な
ら
ず
、

郷
村
の
種
々
の
問
題
が
こ
の
集
圏
に
よ

っ
て
解
決
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
元

代
の
祉
制

・
明
代
の
里
甲
制
、
さ
ら
に
清
代
中
期
の
江
南
に
施
行
さ
れ
た
順

荘
法
が
基
礎
と
し
た
の
も
在
来
の
「
枇
」
レ
ベ
ル
の
地
縁
的
結
合
で
あ

っ
た
。

そ
れ
で
は
江
南
デ
ル
タ
の
「
社
」
は
ど
の
く
ら
い
の
緊
落
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
の
か
。

ま
ず
地
方
士
心
か
ら
清
代
の
土
地
廟
一
つ
に
つ
き
お
よ
そ
十
数
ケ

村
の
衆
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
領
域
が
土
地
紳

の
管
轄
範
圏
で
あ
り
、
文
献
に
は
「
廟
界
」
「
地
界
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
文
献
史
事
と
現
地
調
査
の
二
つ

の
方
法
論
が
巧
み
に
融
合
さ
れ
て
お
り
、

本
書
の
特
長
を
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
に
は
大
阪
大
拳
よ

り
出
さ
れ
た
調
査
報
告
書
の
成
果
を
合
わ
せ
譲
む
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
江
南

デ
ル
タ
で
進
行
し
た
枇
曾
経
済
の
大
安
動
H
商
業
化
の
展
開
を
論
じ
な
が
ら
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明
末
に
お
け
る
郷
紳
屠
の
繁
化
を
解
明
し
て
い
く
。
江
南
デ
ル
タ
は
明
代
中

期
に
至
っ
て
低
地
開
後
が
飽
和
状
態
と
な
り
、
人
口
座
力
・
資
源
と
人
口
の

不
均
衡
が
生
じ
た
。
江
南
デ
ル
タ
の
農
民
た
ち
は
土
地
以
外
の
投
資
活
動
に

向
か
い
、
手
工
業
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
調
密
な
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
て
い
っ
た
。
結
果
、
江
南
デ
ル
タ
で
は
官
僚
身
分
を
手
に
し
た
士
大
夫

は
城
居
地
主
と
な

っ
て
都
市
に
移
住
し
、
農
村
は
官
田
農
屠
を
一
部
混
え
つ
つ

も、

量
的
に
は
小
農
民
の
卓
越
す
る
枇
舎
に
繁
容
し
た
。
以
上
は
著
者
が
長

年
蓄
積
し
て
き
た
研
究
で
あ
る
が
、
知
上
の
商
業
化
が
土
一
柳
信
仰
に
輿
え
た

影
響
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
漕
運
保
護
説
話
を
も
っ
江
南
の
線
管

信
仰
を
支
持
し
て
い
た
郷
居
地
主
屠
が
城
居
地
主
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
信

仰
の
基
盤
は
消
滅
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
線
管
信
仰
自
慢
は
清
代
に
農
村
部

に
依
然
残
存
し
た
。
こ
れ
は
線
管
信
仰
が
新
し
い
信
仰
基
盤
H
小
農
民
屠
に

相
懸
し
い
霊
異
説
話
を
得
た
た
め
と
す
る
が
、
文
献
史
料
に
見
嘗
た
ら
な
い

嬰
容
過
程
の
手
が
か
り
を
著
者
は
近
年
採
集
さ
れ
た
同
o
E
0
5
か
ら
得
た

と
す
る
。
す
な
わ
ち
京
一師
た
ち
が
漕
運
説
話
に
加
え
て
、
飢
餓
に
際
し
て
園

家
の
所
有
す
る
米
穀
を
放
出
し
て
、
そ
の
身
は
投
身
自
殺
し
た
と
い
う
「
施

米
神
」
説
話
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
線
管
信
仰
を
小
農
民
の
信
仰
と
し

て
再
生
し
た
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
江
南
の
小
農
民
た
ち
が
豊
凶
を
問
わ
ず

常
時
米
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
米
穀
の
確
保
・
米
債
の
動
向
は

切
賓
な
問
題
と
化
し
て
い
た
事
情
が
あ
っ
た
。一
施
建
で
著
名
な
航
海
神
で
あ

る
鳩
組
が

一
介
の
土
紳
と
同
様
の
施
米
説
話
を
付
輿
さ
れ
た
話
も
興
味
深
い
。

ま
た
柿
今
自
身
の
繁
貌
・
再
生
と
同
時
に
一
柳
を
取
り
囲
む
信
仰
・
祭
-杷
の

構
造
に
も
大
き
な
嬰
化
が
生
じ
た
。
明
末
以
来
江
南
デ
ル
タ
の
市
銀
に
鎮
城

陸
廟
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
章
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
明
の
種
制

に
よ

っ
て
園
家
祭
紀
健
系
内
の
城
陸
廟
が
市
銀
に
建
て
ら
れ
る
の
は
儒
数
的

な
観
黙
で
は
違
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
現
象
は
清
代
に
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な

る
こ
と
を
様
々
の
史
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
著
者
は
銀
城
陸
廟
の
登
場
は

市
銀
が
衆
落
と
し
て
の
地
位
の
向
上
に
相
臨
ほ
し
い
表
徴
を
獲
得
し
た
も
の
だ

と
す
る
。
す
な
わ
ち
明
代
の
城
陸
廟
は
す
で
に
都
市
の
守
護
神
か
ら

一
定
領

域
の
行
政
官
的
な
神
格
へ
嬰
化
し
て
お
り
、
銭
城
陸
廟
の
登
場
は
経
済
的
に

中
心
地
機
能
を
上
昇
さ
せ
、
周
透
農
村
(
著
者
は
費
孝
通
の
用
い
た
「
郷

脚
」
の
語
を
使
う
)
に
封
し
て
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
に
至

っ
た
市
銀
が

行
政
中
心
地
に
擬
似
す
る
位
置
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
意
士
山
を
も
ち
、
周
漫

領
域
の
冥
界
を
支
配
す
る
行
政
官
の
地
位
を
占
め
よ
う
と
し
た
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
現
象
と
し
て
著
者
は
郷
脚
所
在
の
「
枇

廟
」
「
土
地
廟
」
が
下
位
廟
の
地
位
に
自
ら
を
置
き
、
銀
城
陸
廟
の
廟
舎
に

際
し
て
、
紙
銭
を
上
納
し
、
土
地
紳
が
銀
城
陸
廟
に
表
敬
す
る
活
動
の
出
現

を
拳
げ
る
。
さ
ら
に
は
紙
銭
上
納
の
行
矯
が
「
解
銭
糧
」
と
い
う
よ
う
に
租

税
の
上
納
に
類
似
す
る
用
語
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
ま
た
表
敬
行
篤
も
「
朝

集
」
と
し
て
地
方
官
の
中
央
へ
の
靭
勤
に
比
さ
れ
て
い
る
黙
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
を
も

っ
て
著
者
は
中
国
枇
舎
の
官
僚
制
的
構
造
を
讃
み
取
る
の
で
あ
る
。

159ー

以
上
、
本
書
の
概
要
を
ま
と
め
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
が
、
金
慢

の
構
成
は
論
黙
の
質
量
と
も
に
豊
富
で
あ
り
、
全
健
が
綴
密
な
連
携
を
持
っ

て
い
る
た
め
重
厚
な
物
語
に
も
似
た
譲
後
感
を
輿
え
る
。
こ
れ
は
著
者
の
長

年
に
わ
た
る
膨
大
な
史
料
の
収
集
か
ら
得
ら
れ
た
貧
-謹
と
構
想
力
が
卓
越
し

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
著
者
自
身
が
い
わ
ば
足
で
稼
い
だ
生
の
情
報

が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
妙
味
を
深
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
著
者
自
身
の
枇
曾
経
済
史
的
な
研
究
成
果
を
背
景
に
し
て
い
る
た
め
に
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一
つ
の
土
紳
信
仰
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
な
親
鮎
か
ら
園
家
と
の
開
わ
り
に
至
る

ま
で
の
論
理
に
ぶ
れ
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
著
者
も
述
べ
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
方
法
や
論
結
は
著
者
に
よ
っ
て
初
め
て
本
格
的
に

取
り
組
ま
れ
た
貼
も
多
い
。
こ
れ
ら
は
(い)
数
年
前
に
著
者
が
企
園
し
た
と
お

り
本
書
に
お
い
て
結
品
化
に
は
至
っ
た
が
、
著
者
が
こ
の
分
野
の
パ
イ
オ
ニ

ア
で
あ
り
、
し
か
も
依
然
と
し
て
最
前
線
に
あ
る
以
上
、
本
書
も
問
題
提
起

的
な
面
が
少
な
く
な
い
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
評
者
の
関
心
に
従
っ
て
民

間
信
仰
研
究
上
に
お
け
る
本
書
の
意
義
や
論
駄
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加

え
て
み
た
い
。

本
書
の
大
き
な
特
色
は
徹
底
し
た
現
場
主
義
に
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
研
究
針

象
の
地
域
を
自
ら
現
地
調
査
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
笠
宮
閏
に
集
め
ら
れ
た

文
献
史
料
や
地
固
か
ら
地
形

・
来
落
の
存
在
形
態
の
復
元
を
試
み
る
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
分
析
は
他
に
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
一
連
の
分
析

に
は
賓
際
に
信
仰
の
現
場
に
絹
れ
た
か
ら
こ
そ
の
立
健
性
が
あ
る
。
江
南
デ

ル
タ
地
域
が
他
の
地
域
と
は
遣
っ
て
、
定
期
市
の
時
代
を
経
験
し
な
か
っ
た

と
す
る
指
摘
な
ど
は
、
文
献
に
よ
る
定
期
市
に
閲
す
る
記
事
の
鉄
如
と
素
人

で
も
容
易
に
舟
を
扱
え
る
と
い
う
水
路
の
利
便
性
を
賓
見
す
る
と
い
う
、
多

角
的
分
析
か
ら
得
た
結
論
と
し
て
説
得
力
を
も
っ
。
低
地
集
村
地
帯
と
微
高

地
疏
村
地
帯
に
お
け
る
衆
落
形
態
の
相
違
な
ど
も
文
献
史
料
と
貧
地
調
査
の

線
合
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
知
見
を
も
た
ら

し
た
著
者
の
現
場
主
義
は
、
今
後
村
落
枇
舎
や
民
開
信
仰
の
よ
う
な
最
も
生

活
に
密
着
し
た
事
象
を
扱
う
研
究
に
お
い
て
、
極
め
て
有
数
か
つ
必
要
な
方

法
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

著
者
は
序
章
に
お
い
て
本
書
の
研
究
方
針
は
中
園
近
世
史
撃
の
侍
統
的
手

法
に
従
っ
て
、
地
方
志

・
文
集

・
筆
記
類
か
ら
史
料
を
渉
猟
す
る
こ
と
を
柱

と
し
た
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
民
間
信
仰
の
ご
と
き
「
郷
下
回
聞
の
小
人

の
都
事
」
は
記
遮
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
た
め
、
『
o
F
-
0
5
類
の
利

用
に
よ
っ
て
補
う
も
の
と
す
る
。
本
書
は
文
献
史
拳
に
よ
る
堅
固
な
土
牽
の

上
に
立
ち
つ
つ
も
、
現
地
調
査
に
よ
っ
て
立
程
的
な
像
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
と
く
に
現
地
調
査
の
利
用
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
著
者
は

一
九
八

0

年
代
以
降
、
歴
史
撃
の
分
野
か
ら
積
極
的
に
大
陸
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

取
り
組
ん
で
き
た
先
駆
的
な
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。
従
来
中
園
の
民
間
信

仰
を
歴
史
的
に
跡
付
け
る
場
合
、
人
類
撃
的
・
枇
曾
撃
的
な
調
査
研
究
の
成

果
を
い
か
に
文
献
考
誼
と
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
命
題
は
様
々
な
論
者
が
常

に
論
議
し
て
き
た
が
、
賓
地
調
査
の
結
果
を
ど
こ
ま
で
過
去
に
遡
及
し
て
利

用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
許
債
は
分
か
れ
て
お
り
、
明
確
な
方
法
論
は
得
ら

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
口
碑
の
利
用
と
賓
詮
的
な
歴
史
研
究
の
開

に
は
常
に
越
え
が
た
い
壁
が
そ
び
え
て
い
る
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
も
の
が
あ

る
。
本
書
の
登
場
は
こ
う
し
た
研
究
の
大
き
な
指
針
と
な
る
の
は
間
違
い
な

い
。
た
だ
本
書
の
論
語
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

著
者
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
一
九
世
紀
に
世
界
経
済
の
波
を
か
ぶ
り
、

一一

O

世
紀
前
字
に
は
深
刻
な
不
況
に
よ
る
激
愛
、
ま
た
人
民
中
園
建
国
以
来
の
宗

数
政
策
な
ど
に
よ
っ
て
、
す
で
に
い
く
度
も
の
構
造
的
な
枇
曾
愛
動
を
被
っ

た
後
の
枇
舎
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
黙
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら

に
イ
ン
フ
ォ

l
マ
ン
ト
が
村
の
幹
部
屠
に
集
中
し
た
と
い
う
黙
で
も
留
保
を

示
し
て
い
る
。
人
々
の
心
性
の
問
題
や
村
落
に
お
け
る
人
的
紐
帯
の
意
識
な

ど
の
根
源
的
な
部
分
に
お
け
る
一
貫
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
賓

際
上
の
民
間
信
仰
は
祉
曾
的
・
宗
教
的
な
様
々
の
黙
で
大
き
な
饗
容
を
遂
げ

て
い
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
不
安
を
解
消
す
る

の
は
や
は
り
史
料
の
補
強
を
望
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
賓
際
に
南
宋
時
期
の
遁

160 
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数
の
儀
趨
が
現
代
の
蓋
湾
南
部
で
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
詰
し
た
例
も

あ
り
、
個
々
の
儀
種
を
詳
細
に
比
較
す
る
よ
う
な
地
道
な
検
誼
を
必
要
と
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
著
者
も
期
待
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
中
園
に
お
け

る
民
俗
調
査
の
進
展
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
で
文
献
史
料
は

す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
悲
観
的
な
観
測
ば
か

り
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
の
黙
で
は
江
南
デ
ル
タ
の
地
域
枇
舎
が
十
六
世
紀
の
商
業
化
以
後
、
三

層
に
分
化
し
て
い
た
と
す
る
著
者
の
俵
想
モ
デ
ル
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
説
明
し
う
る
。
も
と
も
と
こ
の
モ
デ
ル
は
著
者
に
よ
れ
ば
金
文
京
氏
の

提
示
し
た
言
語
の
三
層
構
造
に
着
想
を
得
た
も
の
と
す
る
が
、
金
氏
は
最
下

層
の
完
全
な
白
話
の
世
界
に
相
嘗
す
る
の
は
口
承
文
撃
の
ほ
か
、
祭
杷
演
劇

や
賀
巻
を
奉
げ
て
い
る
。
翻
っ
て
本
書
に
お
い
て
最
下
層
の
土
地
廟
信
仰
の

史
料
と
さ
れ
た
の
は
、
主
に
地
方
志
と
い
う
最
上
暦
に
賞
た
る
文
言
の
み
の

世
界
の
史
料
と
、
最
下
暦
の
白
話
の
世
界
に
お
け
る
聴
取
調
査
で
あ
っ
て
、

中
開
暦
・
最
下
暦
の
文
献
は
登
場
し
な
い
。
残
存
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
限
界

は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
祭
杷
演
劇
史
料
や
賓
巻
を
後
掘
・
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
末
端
の
農
村
枇
曾
の
情
報
が
さ
ら
に
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
色
を
な
す
の
は
宋
代
か
ら
明
清
時
代
に
至
る

民
間
信
仰
の
流
れ
を
包
括
的
に
論
じ
た
時
間
輸
の
長
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

個
別
信
仰
の
歴
史
的
な
追
跡
は
従
来
か
ら
研
究
蓄
積
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
宋

代
以
降
の
民
間
信
仰
が
現
代
ま
で
績
く
も
の
と
し
て
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
賓
際
に
こ
れ
ほ
ど

長
期
的
な
覗
野
に
立
っ
た
精
綴
な
民
間
信
仰
の
賓
謹
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て

よ
い
。
本
書
の
表
題
で
も
あ
る
線
管
信
仰
の
嬰
遷
過
程
な
ど
は
江
南
デ
ル
タ

に
お
け
る
郷
紳
暦
の
動
向
、
商
業
化
の
展
開
と
訴
訟
枇
舎
の
出
現
、
あ
る
い

は
園
家
に
よ
る
祭
杷
秩
序
の
整
備
な
ど
幅
贋
い
研
究
賓
績
の
あ
る
著
者
な
ら

で
は
の
雄
大
さ
が
あ
る
。
た
だ
し
本
書
は
究
極
的
に
は
明
末
の
枇
曾
蟹
動
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
解
明
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
宋
代
か
ら
明
代
中
期
に
か
け

て
の
論
鐙
は
そ
れ
に
至
る
過
程
の
分
析
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
感
は
否
め

な
い
。
例
え
ば
本
書
で
も
一
章
を
割
い
て
詳
論
さ
れ
た
洪
武
初
期
の
一
連
の

櫨
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
城
陸
廟
制
度
の
全
園
的
な
施
行
や
改
革
賓
施
に
至

る
政
界
の
権
力
闘
争
を
浮
き
彫
り
に
す
る
な
ど
、
研
究
の
空
白
を
埋
め
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
評
債
に
つ
い
て
は
唆
昧
に
残
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
。

洪
武
改
制
に
よ
っ
て
城
陸
廟
が
一
定
の
領
域
を
管
轄
す
る
神
格
と
な
っ
た
貼

は
大
き
な
展
開
と
し
て
論
ず
る
一
方
、
こ
の
と
き
義
務
づ
け
ら
れ
た
里
枇
壇

な
ど
の
祭
犯
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
嘗
矯
」
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
賓
際
に
は

宋
代
以
来
の
土
地
紳
が
営
々
と
祭
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
御

仕
着
せ
の
祭
杷
が
民
間
の
祭
杷
を
根
本
的
に
改
饗
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
見
方
は
安
嘗
で
あ
る
が
、
た
だ
個
々
の
洞
廟
に
お
け
る
廟
額
・
封
競
の
蕨

止
、
あ
る
い
は
城
陸
廟
を
核
と
す
る
末
端
の
民
間
信
仰
統
合
の
制
度
化
と
い

っ
た
圏
家
に
よ
る
祭
杷
秩
序
の
再
編
成
は
や
は
り
民
間
の
意
識
上
で
の
影
響

も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
著
者
は
前
著
か
ら
の

一
貫
し
た
開
心
と
し
て
、
江
南
デ
ル
タ
地
域

の
農
民
に
い
か
な
る
共
同
程
組
織
が
存
在
し
た
の
か
を
追
及
し
て
き
た
。
そ

の
な
か
で
著
者
が
見
出
し
た
の
が
土
地
廟
H

祉
の
祭
柁
を
中
核
と
す
る
共
同

開
係
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
層
組
織
設
定
に
加
え
て
領
域
観
念
を
伴
っ
た
城
陸

廟
と
土
地
廟
の
階
層
構
造
が
著
者
の
描
き
出
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
。
本
書
に

お
い
て
二
つ
の
想
定
は
結
賓
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
民
間
信
仰
だ
け
で
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な
く
地
域
枇
曾
像
の
棟
幹
に
開
わ
る
大
き
な
問
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第

一
熟
自
の
基
暦
組
織
と
し
て
の
「
一枇」
H
「
土
地
廟
」
の
問
題
で
あ
る
が
、

言
、
つ
ま
で
も
な
く
か
つ
て
「
祉
」
の
存
在
形
態
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ
の
ま
ま

中
園
枇
曾
の
捉
え
方
に
直
結
す
る
問
題
で
あ

っ
た
。
「
社
」
に
閲
す
る
論
鮎

は
古
代
的
な
「
祉
」
の
祭
犯
が
{
衰
え
た
と
考
え
ら
れ
る
宋
代
以
降
に
い
か
な

る
展
開
を
見
せ
た
か
と
い
う
貼
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
数
的
な

「
枇
」
の
役
割
と
元
代
の
枇
制
に
見
ら
れ
る
行
政
的
な
祉
の
役
割
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
雨
者
を
整
合
的
に
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

は
古
代
的
な
「
枇
」
が
宋
代
に
お
い
て
断
絶
し
、
新
興
の
人
格
紳
が
取
っ
て

代
わ
り
、
そ
れ
ら
が
個
別
に
信
仰
を
集
め
た
と
す
る

一
般
的
な
理
解
の
た
め

に
そ
れ
以
後
の
村
落
に
お
け
る
「
批
」
の
役
割
に
は
開
心
が
抑
わ
れ
な
か

っ

た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
の
勃
で
著
者
は
明
代
以
降
も
江
南
デ
ル
タ
で
は
祭
杷

を
中
心
と
す
る
共
同
開
係
が
持
縦
し
、
そ
れ
が
「
枇
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
宋
代
以
降
の
人
格
一仰
の
登
場
は
末
端
の
宗
教
構
造

を
根
本
的
に
嬰
化
さ
せ
な
か

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
著
者
は

自
主
的
参
加
を
基
本
と
す
る
任
意
図
程
的
な
「
善
枇
」
と
江
南
デ
ル
タ
に
お

け
る
「
枇
」
H
「
土
地
廟
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
定
義
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん

著
者
自
身
が
留
保
を
示
す
よ
う
に
、

「駐」

の
語
義
は
一
つ
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
役
割
を
終
え
た
は
ず
の

「
枇
」
の
祭
記
共
同
健
的
な
性
質
の
繕
績

性
を
見
出
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
ろ
う
。
ま
た
行
政
制
度
と
の
開
係
と
し
て

は
古
代
以
来
の
枇
↓
元
の
祉
制
↓
明
の
里
枇
の
流
れ
と
い
う
卓
見
を
示
し
た
。

こ
れ
は
祭
記
面
と
行
政
面
に
分
裂
し
た
議
論
を
一
本
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

従
来
の

「
枇
」
の
議
論
を
大
き
く
前
進
せ
し
め
る
提
言
で
あ
る
。

さ
て
著
者
の
論
じ
た

「
枇
」
は
祭
紀
共
同
慢
的
側
面
を
強
く
打
ち
出
す
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
戦
前
の
農
村
調
査
以
降
、
村
廟
の
祭
紀
を
核
と
す
る

村
落
共
同
慢
の
紋
知
と
い
う
議
論
に
釣
し
て
、
全
く
新
し
い
視
鈷
か
ら
再
考

を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
村
落
共
同
慢
の
依
如
と
村
落
の
共
向
性

の
鉄
如
は
同

一
で
は
な
い
。
ま
た
村
落
連
合
の
共
同
祭
杷
も
視
野
に
入
れ
れ

ば
あ
る
一
定
領
域
の
共
向
性
を
想
定
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
。
「
廟
界
」
「
地

界
」
と
い
う
語
を
見
出
し
、
そ
の
領
域
を
賓
際
に
示
し
た
こ
と
は
注
目
に
値

し
よ
う
。
「
村
廟
」
の
紋
如
し
た
自
然
村
H
無
廟
村
の
存
在
は
さ
ら
に
庚
い

範
囲
の
土
地
廟
の
祭
杷
圏
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
共
同
性
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
く
な
っ
た
。
た
だ
し
著
者
の
議
論
に
お
い
て
従
来
の
研
究
に
封
す
る

評
債
が
判
然
と
し
な
い
鈷
が
気
に
か
か
る
。
例
え
ば
田
仲
一
成
氏
の
一
連
の

祭
杷
演
劇
研
究
に
お
い
て
、
明
代
以
降
、
社
か
ら
愛
展
し
た
村
落
祭
杷
は
少

数
の
、
と
き
に
軍

一
の
有
力
宗
族
に
支
配
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
宗
族
の
洞
堂
と

同

一
の
機
能
を
持
つ
に
至
っ

た
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
村
落
内
の
特
定
宗

族
の
擾
頭
と
い
う
事
態
は
土
地
榊
を
中
心
と
し
た
村
落
共
同
慢
を
想
定
す
る

本
書
の
地
域
社
曾
像
と
は
異
な
る
像
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
事
象
は
各
地

の
研
究
か
ら
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
針
象
地
域
の
遠
い
、
江
南

の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
で
解
決
さ
れ
う
る
の
か
。
例
え
ば
田
仲
氏
は
江
藤
・

漸
江
な
ど
の
市
場
地
の
後
展
し
た
地
域
で
も
祈
雨
な
と
の
農
耕
祭
紀
で
は
軍

姓
村
落
祭
杷
が
残
存
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
軍
一
宗
族
の
洞
堂
と

至
ら
な
い
ま
で
も
、
村
落
中
で
相
釘
的
に
富
裕
な
者
が
結
局
は
土
地
紳
の
祭

杷
の
主
導
権
を
握
る
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
は
地
域
的
な
問
題
も
含
め
、
論
鐙
は
後
考
を
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
二
鈷
目
の
民
間
信
仰
の
階
層
構
造
で
あ
る
が
、
著
者
の
モ
デ
ル
を
支
え

る
の
は
祭
杷
圏
と
市
場
圏
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
自
慢
は
古
く
は
一稲
武

直
氏

・
松
本
普
海
氏
ら
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、

G
-

w
-ス
キ
ナ
l
氏
の
モ
デ
ル
が
庚
く
知
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
豚
城
陸
廟
|
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銀
城
陸
廟
|
土
地
廟
と
い
う
階
層
的
な
祭
杷
圏
モ
デ
ル
も
ス
キ
ナ
l
氏
の
モ

デ
ル
を
基
礎
と
し
、
あ
る
い
は
林
美
容
氏
の
祭
杷
圏
の
モ
デ
ル
に
大
き
な
示

唆
を
受
け
た
と
し
て
い
る
が
、
本
書
に
示
さ
れ
た
著
者
の
明
末
江
南
の
祭
杷

圏
モ
デ
ル
は
経
済
中
心
地
た
る
市
銀
が
行
政
中
心
地
の
傘
下
に
入
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
経
済
中
心
地
系
統
と
行
政
中
心
地
系
統
の
一
本
化
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
著
者
の
想
定
を
裏
付
け
る
の
が
明
末
以
降
の
銭
城
陸

廟
の
笠
場
で
あ

っ
て
、
著
者
は
行
政
中
心
地
系
統
で
市
銀
を
際
城
の
下
に
置

こ
う
と
す
る
志
向
の
表
れ
と
す
る
。
と
く
に
銭
城
陸
廟
に
閲
し
て
は
、
市
銀

が
自
立
的
な
都
市
と
し
て
自
ら
の
宗
数
施
設
を
建
設
し
た
の
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
た
と
す
る
見
解
は
明
快
で
あ
る
。
た
だ
本
書
の
行
論
で
は
祭
杷
圏
の

構
造
が
城
陸
廟
か
ら
土
地
紳
へ
至
る
系
統
の
議
論
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
い

さ
さ
か
単
純
化
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
個
人
を
中
心
に
同
心
困
紋
に
庚
が
る
祭

紀
圏
は
信
仰
の
種
類
に
よ

っ
て
様
々
に
設
定
さ
れ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
全
園

規
模
の
有
力
な
信
仰
や
聖
地
な
ど
の
場
合
、
祭
杷
の
範
圏
(
林
美
容
氏
の
定

義
で
は
「
信
仰
圏
」
と
す
る
)
は
豚
城
の
領
域
を
は
る
か
に
越
え
て

{強
が
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
と
く
に
言
及
が
な
か
っ
た
鈷
が
惜
し
ま
れ
る
。
俵

に
蓋
湾
や
華
僑
一枇
舎
な
ど
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
分
香
」
の
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

(山
川
陸
廟
の
系
統
と
は
別
系
統
の
開
係
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
「
祉
曾
」
の
よ
う
な
自
主

的
な
宗
敬
活
動
と
の
関
係
も
こ
れ
か
ら
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

四
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こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
例
え
ば
市
場
の
後
展
段
階
と
し

て
の
定
期
市
の
時
期
を
経
験
し
な
か
っ
た
な
と
の
枇
曾
的
性
質
の
相
違
か
ら
、

江
南
デ
ル
タ
の
民
間
信
仰
の
構
造
は
他
の
地
域
を
釘
象
と
し
た
諸
研
究
及
び

調
査
に
基
づ
く
結
論
と
は
匿
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
著
者
は
か

ね
て
よ
り
地
域
に
よ
る
偏
差
を
念
頭
に
置
く
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
各

地
域
の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
比
較
を
進
め
て
い
く
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
近
年
の
近
世
地
域
枇
曾
史
研
究
の
深
化
を
見
る
に

つ
け
、
著
者
の
研
究
を
本
格
的
に
用
い
た
信
仰
構
造
の
比
較
研
究
が
取
り
組

ま
れ
る
の
も
近
い
将
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
日
本
の
村
落
枇
舎

と
の
類
似
黙
・
相
違
駄
な
ど
も
改
め
て
比
較
材
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

前
著
の
最
終
章
で
は
明
清
時
代
の
民
間
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究
が
察
官
岩
た

る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
嘆
い
て
お
ら
れ
た
が
、
二
十
年
た
っ
た
現
在
、

民
間
信
仰
研
究
に
携
わ
る
研
究
者
、
ま
た
研
究
蓄
積
は
備
わ
り
つ
つ
あ
る
。

本
書
の
森
正
夫
氏
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
著
者
が
こ
の
研
究
に
取
り
組
み

始
め
た
時
黙
で
は
多
く
の
地
方
志
が
日
本
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
か

の
史
料
収
集
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
多
く
の
貴
重
な
地
方
志
が
影
印
の
形
で

公
刊
さ
れ
、
史
料
状
況
は
格
段
に
饗
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
地
で
調
査
す

る
こ
と
も
飛
躍
的
に
容
易
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
繁
化
は

一
つ
の
村

落
、
一
つ
の
洞
廟
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
的
な
研
究
を
可
能
に
し
、
ま
た
貧
際
に

促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な
事
象
を
た
だ
羅
列
す

る
だ
け
で
は
前
近
代
中
園
の
複
雑
な
地
域
紅
舎
像
を
捉
え
る
の
は
困
難
で
あ

り
、
必
ず
や
全
種
的
な
視
野
か
ら
の
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
に
本

書
に
結
賓
し
た
壮
大
な
モ
デ
ル
と
た
ぐ
い
ま
れ
な
探
求
心
は
常
に
我
々
後
撃

を
叱
陀
す
る
存
在
と
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

163ー

以
上
、
愚
に
も
つ
か
な
い
こ
と
を
遮
べ
て
き
た
が
、
あ
る
い
は
誤
解
や
的

外
れ
な
意
見
も
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
こ
と
は
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
。
し
か

し
改
め
て
考
え
る
と
、
か
か
る
評
者
の
問
題
意
識
は
著
者
の
研
究
に
よ
っ
て
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初
め
て
得
た
黙
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
状
況
は

各
時
代
の
民
間
信
仰
研
究
の
隔
た
り
は
大
き
く、

ま
た
断
片
的
な
研
究
も
散

見
す
る
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。
ま
た
民
間
信
仰
を
め
ぐ
る
拳
際
的
な
試

み
も
模
索
が
始
ま

っ
た
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
演
島
氏
の
研
究
は

大
き
な
風
穴
を
開
け
た
も
の
と
言
え
る
。
著
者
の
白
抜
に
あ
る
ご
と
く
、
本

書
は
た
し
か
に
「
前
人
未
到
の
領
域
」
に
到
達
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。
後
進
た
る
我
々
は
こ
の
遁
標
を
得
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と
も
に
新
た
な
研

究
の
出
妥
結
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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