
古
代
中
園
の
儀
植
に
お
け
る
三
の
象
徴
性

吉
岡

木

智

見

は

じ

め

に

第

一

章

譲

り

と

三

第

二

章

儀

穫

と

三

第
三
章
古
代
中
闘
の
世
界
観
と
三

お

わ

り

に

lま

じ

め
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お
お
よ
そ
中
園
枇
舎
に
接
し
た
経
験
を
持
つ
者
で
、
濁
特
の
譲
り
の
文
化
に
戸
惑
い
や
驚
き
を
感
じ
た
こ
と
の
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
に
出
曾
っ
て
譲
り
、
遁
を
歩
い
て
譲
り
、
門
を
入
る
に
譲
る
。
席
に
座
る
に
譲
り
、
酒
を
飲
む
に
譲
り
、
箸
を
つ
け
る
に
譲
る
:
:
:
こ
れ
が

彼
の
地
の
櫨
儀
で
あ
る
。
か
つ
て
拙
稿
「
春
秋
時
代
の
『
譲
』
に
つ
い
て
」
で
は
、
時
代
や
階
層
を
超
え
て
中
園
一
吐
曾
を
普
遍
的
に
特
徴
附
け

て
い
る
こ
の
譲
り
の
精
神
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
が
本
来
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
春
秋
時
代
に
焦
黙
を
し
ぼ
り
、
枇
曾
的
機
能

や
本
質
的
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
論
は
、
嘗
時
の
譲
り
の
精
神
は
、
強
固
な
血
族
意
識
の
表
れ
と
し
て
の
兄
弟
一
髄
の
観
念
に
由
来

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
じ
親
の
「
遺
瞳
」
を
己
の
肉
韓
と
し
て
分
有
す
る
兄
弟
聞
に
自
ず
か
ら
生
ず
る
互
敬
・
互
譲
の
感

(
l
)
 

情
こ
そ
、
譲
り
の
精
神
の
本
質
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
譲
り
の
精
神
白
瞳
に
つ
い
て
は
自
分
な
り
の
見
解
を
提
出
し
え
た
が
、
以
下
の
問
題
に
つ
い
て
は
何
一
つ
言
及
で
き
な
い
ま
ま
終
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わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
三
譲
」
あ
る
い
は
「
三
辞
」
な
る
語
が
示
す
よ
う
に
、
丁
寧
な
場
合
、
譲
り
は
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
の
を
常
と
し
た
。

そ
れ
は

一
間
何
故
な
の
か
、
ま
た
そ
の
場
合
の
一三
度
に
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
疑
問
の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
た
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
思
う
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
極
め
て
容
易
な
ら
さ
る
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
園
古
典
に
見
え
る
三
に
つ
い
て
は
、
{
貫
際
に
三
を
意
味
す

る
「
賓
数
」
と
し
て
の
三
と
、
不
特
定
な
多
数
を
象
徴
す
る
言
わ
ば
「
虚
数
」
と
し
て
の
三
と
を
直
別
す
べ
き
こ
と
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
斉
の
管
仲
が
「
三
た
び
仕
え
三
た
び
君
に
逐
わ
れ
、
・
:
:
・
三
た
び
戦
い
三
た
び
走
」

っ
た
(
『
史
記
』
管
委
列
停
)
と
さ
れ
る
場
合
の

「三
」
、
ま
た
段
の
高
宗
は
即
位
後
「
三
年
言
わ
ざ
る
あ
り
」

(「
向
書
』
無
逸
)
と
さ
れ
る
場
合
の
ヲ
こ
、
あ
る
い
は
孔
子
の
弟
子
は
「
蓋
し

コ一
千」

(『
史
記
』
孔
子
世
家
)
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
三
」
が
、

い
ず
れ
も
虚
数
で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

(
2
)
 

こ
の
よ
う
に
三
に
虚
数
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
古
典
理
解
の
う
え
で
は
常
識
の
範
障
に
属
す
る
。
し
か
し
、
何
故
、

三
に
、
す
な
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わ
ち
二
で
も
四
で
も
な
く
一一一
に
、
そ
の
よ
う
な
用
法
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
賓
数
と
し
て
の
三
に
つ
い
て
も
、
単
純
に
た

だ
三
を
意
味
す
る
と
だ
け
理
解
し
て
能
事
終
わ
れ
り
と
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
念
が
た
だ
ち
に
生
ず
る
。

た
と
え
ば
『
論
語
』
季
氏
篇
に
傍
え
ら
れ
る
孔
子
の
言
に
、
「
盆
者
三
友
、
損
者
三
友
」
、
「
君
子
に
侍
す
る
に
三
官
あ
り
」
、
「
君
子
に
一一一戒

あ
り
」
、
「
君
子
に
三
畏
あ
り
」
な
ど
の
知
く
集
中
的
に
見
ら
れ
る
「
一一一
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
指
す
と
こ
ろ
が
三
つ
あ
り
、
確
か
に
賓
数
と
し
て
の

三
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
、
孔
子
の
数
え
は
、
し
ば
し
ば
賓
数
の
三
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
か
。
し
か
も
、

三
と
い
う
数
字
は
明
示
さ
れ
な

く
と
も
、
数
え
全
龍
が
三
で
構
成
さ
れ
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
撃
市
篇
に
は
、
「
千
乗
の
園
を
遁
び
く
に
は
、
事
を
敬
し
み
て

信
あ
り
、
用
を
節
し
て
人
を
愛
し
、
民
を
使
、
つ
に
時
を
以
て
せ
よ
」
、
魚
政
篇
に
は
、
「
其
の
以
す
所
を
調
、
其
の
由
る
所
を
親
、
其
の
安
ん
ず

る
所
を
察
す
れ
ば
、
人
吾
川
ん
ぞ
痩
さ
ん
や
」
、
憲
問
篇
に
、
「
利
を
見
て
は
義
を
思
い
、
危
う
き
を
見
て
は
命
を
授
け
、
久
要
に
も
平
生
の
吾一口を

忘
れ
ざ
れ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
矯
す
べ
し
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
孔
子
の
数
え
が
三
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

よ
り
根
源
的
な
背
景
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

は
、
も
は
や
、
た
ん
な
る
偶
然
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
何
ら
か
、



全
龍
が
三
で
構
成
さ
れ
る
構
造
は
、

『詩
経
」
に
も
多
見
す
いれ
ザ

た
と
え
ば
、
最
も
美
し
く
三
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
王
風

・
禾
葛
篇
で

あ
る
。
全
躍
が
ほ
ぼ
同
内
容
の
三
章
で
構
成
さ
れ
、
各
章
も
ま
た
三
句
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
虚
数
を
表
す

「
一一
こ

が
三
度
用
い
ら

れ
て
い
る
。

彼
采
葛
分
、

一
日
不
見
、
如
三
月
分

彼彼彼か
ししし

ににに

支i粛j葛十
ををを
采采采
るるる

一
日
見
ざ
れ
ば
、
三
月
の
如
し

彼
采
粛
今
、

一
日
不
見
、
知
三
秋
分

一
日
見
ざ
れ
ば
、

三
秋
の
知
し

一
日
不
見
、
如
三
歳
今

一
日
見
ざ
れ
ば
、
三
歳
の
知
し

か
ん
ぼ
う

同
じ
く

『詩
経
』
郁
風
・
干
旋
篇
は
、
同
内
容
の
一
一
一
章
か
ら
な
り
、
各
章
は
六
句
。
ま
た
貌
風
・
伐
檀
篇
も
全
一
一
一
章
で
、
各
章
は
九
句
か
ら

彼
采
支
今
、

構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
章
ご
と
の
句
数
は
異
な
る
が
、
全
韓
が
三
章
で
構
成
さ
れ
る
詩
篇
は
、

『詩
経
』
全
三

O
五
篇
の
う
ち
、
な

ん
と

一
一
一
一
篇
に
達
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
大
牢
が
、

ほ
ぽ
同
内
容
の
章
を
三
度
繰
り
返
す
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
全
程
は
四
章
以
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上
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
う
ち
の
三
章
が
、

ほ
ほ
同
内
容
の
章
の
繰
り
返
し
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
全
四
章
の
小
雅

・
隈
桑
、
全
五
章

の
小
雅

・
小
明
、
全
六
章
の
小
雅
・
采
蔽
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
う
ち
に
同
内
容
の
三
章
を
含
ん
で
い
る
。
首
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
全
程
を

三
で
構
成
す
る
こ
と
、
同
内
容
を
三
度
繰
り
返
す
こ
と
が
、
最
も
定
型
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
種
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
{
貫
教
と
虚
数
を
裁
然
と
直
別
す
る
の
は
後
世
人
の
瑳
想
と
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
本
来
、
虚
賓
雨
面
の
性
格
を
不
可
分
の
も
の
と
し

て
備
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
三
と
い
う
数
字
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
三
の
機
能
や
意
味
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
虚
数
と
し
て
の
用
法
を
持

(
4
)
 

つ
に
至
っ
た
所
以
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
、
古
代
中
国
の
儀
櫨
に
お
け
る
三
の
象
徴
性
に
つ
い
て
考
え
て

い
く
。
ま
ず
前
稿
の
考
察
に
基
づ
き
、
譲
り
の
儀
嘩
に
お
け
る
三
の
機
能
を
確
認
し
、

つ
い
で
他
の
諸
儀
嘩
に
お
い
て
も
三
が
重
要
な
機
能
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
と
く
に
殿
代
の
世
界
観
に
照
ら
し
て
そ
の
象
徴
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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第

一
章

譲

り

と

上
速
の
如
く
、

三
の
重
要
性
に
気
附
い
た
の
は
、

一議
り
の
精
一
肺
を
検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
黙
を
簡
箪
に
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
周
知
の
よ
う
に
古
代
中
園
の
儀
穫
は
、
祖
先
を
祭
る
廟
堂
な
ら
び
に
そ
の
前
に
庚
が
る
庭
に
お
い
て
、
主
催
者
た
る

「主
」
と
、
主
に

招
か
れ
た
「
賓
」
と
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
土
冠
趨
は
冠
す
る
者
の
父
が
主
、
烏
帽
子
親
が
賓
と
な
り
、
ま
た
諸
侯
聞
の
外
交
儀

穫
で
あ
る
聴
曜
は
、
訪
問
先
の
園
君
が
主
、
訪
問
す
る
使
者
が
賓
と
な
っ
て
賓
行
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
賓
主
雨
者
の
関
係
は
本
質
的
に
互
敬

・

互
譲
の
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
典
型
的
に
一不
す
例
と
し
て
、
土
身
分
の
者
ど
う
し
が
初
釣
面
の
際
、

互
い
に
賓
と
な
り
主
と

な
っ
て
行
う
士
相
見
櫨
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
曾
い
そ
の
も
の
が
儀
穫
と
な
っ
た
や
り
と
り
の
一
端
を
、
再
現
し
て
み
よ
う
。

初
め
て
針
面
す
る
時
は
手
土
産
を
持
参
す
る
が
、
各
に
は
維
、
夏
で
あ
れ
ば
脂
(
干
し
た
雑
)
を
用
い
る
。
主
の
家
を
訪
問
し
た
賓
は
、

っ
て
下
さ
る
人
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
び
聞
に
立
っ
て
下
さ

っ
た
方
が
、
あ
な
た
様
に
は
私
に
舎
つ
で
も
良
い
と
の
お
気
持
ち
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手
土
産
の
頭
を
左
に
し
て
捧
げ
、
最
初
の
口
上
を
述
べ
る
。
「
私
は
ぜ
ひ
あ
な
た
に
お
舎
い
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
聞
に
立

が
お
あ
り
に
な
る
か
ら
、

ぜ
ひ
お
曾
い
す
る
よ
う
に
と
申
し
つ
け
ら
れ
ま
し
た
」
と
。

こ
れ
に
釣
し
て
主
は
、
「
聞
に
立
っ
て
下
さ
っ
た
方
は
、
私
に
こ
そ
あ
な
た
の
所
へ
伺
う
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の
方

か
ら
来
て
い
た
だ
け
る
と
は
申
し
誇
な
い
こ
と
で
す
。
ど
う
か
、

お
宅
に
お
蹄
り
下
さ
い
。
私
の
方
か
ら
、
お
目
に
か
か
り
に
伺
い
ま

す
」
と
阪
市
え
る
。

そ
こ
で
実
は
、
「
私
は
そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
ほ
ど
の
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、
こ
の
ま
ま
奔
謁
の
築
を
賜
り
ま
す
よ

う
に
」
と
再
度
申
し
出
る
。

主
も
再
び
「
私
は
た
だ
格
式
張
っ
て
申
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
ね
て
お
戻
り
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私
の

方
か
ら
伺
い
ま
す
」
と
断
る
。



さ
ら
に
賓
は
、
「
私
も
格
式
張
っ
て
申
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
三
た
び
請
う
。

そ
こ
で
よ
う
や
く
主
は
、
「
私
は
重
ね
て
お
断
り
(
原
文
は
「
固
辞
」
)
申
し
ま
し
た
が
、
お
許
し
の
お
言
葉
を
い
た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
、

こ
れ
か
ら
門
を
出
て
お
目
に
か
か
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
た
だ
手
土
産
を
お
持
ち
い
た
だ
い
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
敢
え
て
ご

辞
退
申
し
上
げ
ま
す
」
と
返
事
を
す
る
。
(
こ
の
あ
と
手
土
産
を
め
ぐ
っ
て
再
び
同
様
の
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
る
)

こ
う
し
た
や
り
と
り
の
後
、
主
は
よ
う
や
く
賓
を
受
け
入
れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
数
日
後
、
雨
者
は
互
い
の
立
場
を
入
れ
換
え
て
再
度
出

曾
い
、
相
見
の
曜
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
度
は
、
先
の
主
が
賓
と
な
り
、
受
け
取
っ
た
手
土
産
を
そ
の
ま
ま
持
参
し
て
、
主

(
先
の
賓
)
の
家
を
訪
れ
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
も
、
上
記
同
様
の
申
し
出
と
辞
退
が
繰
り
返
さ
れ
た
後
、
最
終
的
に
手
土
産
が
返

却
さ
れ
て
、
士
相
見
の
穫
が
終
わ
り
を
告
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
前
稿
で
は
、
「
へ
り
く
だ
っ
た
申
し
出
と
辞
退
の
口
上
が
滑
稽
な
ほ
ど
何
度

も
繰
り
返
さ
れ
」
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
正
確
に
は
「
一
一
一
度
も
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
面
舎
の
申
し
出
は
い
ず
れ
の
場
合
も
三

賓
主
聞
の
こ
う
し
た
互
敬
・
互
譲
の
精
神
が
、

よ
り
明
確
な
儀
櫨
行
震
と
し
て
表
れ
た
も
の
こ
そ
、
多
く
の
儀
櫨
で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
譲
と
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回
行
わ
れ
た
後
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

鮮
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
一一
一
度
繰
り
返
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
如
く
賓
主
爾
者
に
よ
り
廟
堂
上
で
行
わ
れ
た
儀
曜
は
、
ま
ず
主
が

門
外
に
訪
れ
た
賓
を
出
迎
え
、
雨
者
門
を
入
り
東
西
に
分
か
れ
て
廟
庭
を
練
り
歩
き
、
各
々
東
階
と
西
階
を
升
っ
て
、
堂
上
の
席
に
つ
く
と
い

う
所
か
ら
始
ま
る
(
『櫨
記
』
曲
種
上
)
。
こ
の
問
、
門
を
入
る
、
階
段
を
升
る
と
い
っ
た
行
動
を
賓
主
爾
者
が
同
時
に
と
る
局
面
に
お
い
て
、

一
方
が
己
を
抑
え
、
相
手
に
先
を
動
め
る
こ
と
を
譲
と
言
い
、

ゅ
う

は
「
廟
門
に
至
れ
ば
揖

(後
出
)
し
て
入
り
、
三
揖
し
て
階
に
至
れ
ば
三
譲
す
」
と
あ
り
、

一
般
に
階
段
を
升
る
際
に
は
三
一
議
す
る
定
め
で
あ
っ
た
。
「
儀
櫨
」
士
冠
櫨
に

そ
の
他
、
士
昏
種
、
郷
飲
酒
櫨
な
ど
多
く
の
儀
瞳

で
三
譲
が
行
わ
れ
て
い
る
。

無
論
、
譲
り
合
い
と
は
言
え
、
最
終
的
に
い
ず
れ
が
先
に
行
動
を
起
こ
す
べ
き
か
は
明
白
で
あ
り
、

一
般
に
身
分
の
高
い
方
が
先
に
升
り
、
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爾
者
同
等
の
場
合
に
は
、
先
導
す
る
意
味
で
主
が
先
に
升
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
先
に
升
る
べ
き
者
が
先
に
三
譲
し
、
相
手
の
一
一
一



444 

僻
を
受
け
、

よ
う
や
く
升
っ
た
。

次
に
僻
で
あ
る
が
、
相
手
か
ら
勧
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
譲
ら
れ
た
時
、
相
手
が
先
に
行
う
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
は
前
述
の
如
く
辞
し
て
譲

り
返
す
が
、
自
分
が
相
手
の
勧
め
や
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
べ
き
場
合
で
も
、
即
座
に
行
動
に
移
す
の
で
は
な
く
、

一
E
、
辞
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
三
度
繰
り
返
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

『
儀
穫
』
公
食
大
夫
穫
で
は
、
大
夫
は
公
か
ら
の
招
き
を

「一
一
一
辞
」
し
た
後
に
受
け

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
『
韓
日記
』
雑
記
に
は
、

三
年
の
喪
の
問
、
酒
肉
の
贈
り
物
は
受
け
て
も
よ
い
が
「
必
ず
三
辞
」
し
て
か
ら
で
あ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
首
時
の
儀
種
で
は
、
先
に
行
動
を
起
こ
す
場
合
に
は
必
ず
先
ず
譲
り
、
ま
た
逆
に
相
手
か
ら
譲
ら
れ
、
勧
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

一
旦
僻
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
要
す
る
に
譲
と
辞
は
、
儀
植
に
お
け
る
不
可
放
の
作
法
で
あ
り
、

し
か
も
三
譲
、
三
僻
の
語
が
示
す
よ
う

に、

三
度
ま
で
繰
り
返
す
こ
と
が
重
覗
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
譲
り
の
儀
穫
に
お
け
る
一一一
度
の
繰
り
返
し
は
、
君
王
の
即
位
儀
穫
に
も
見
ら
れ
、
中
国
史
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
三
譲
の
パ
フ
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ォ
l
マ
ン
ス
が
演
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
古
く
肢
の
湯
王
は
、
夏
祭
を
放
逐
し
た
後
、
天
下
の
三
千
諸
侯
を
前
に
し
て
「
一一一
た
び
譲
」

っ
て
か

ら
即
位
し
た

(『
逸
周
書
』
段
祝
篇
)
と
惇
え
ら
れ
る
。
ま
た
病
に
陥
っ
た
宋
の
宣
公
が
、
太
子
を
措
い
て
、
自
分
の
弟
に
位
を
譲
る
と
、
弟
は

「三
た
び
譲
り
て
こ
れ
を
受
け
」
、
穆
公
と
な
っ
た

(『
史
記
』
宋
微
子
世
家
)
。
鄭
の
子
産
が
国
政
に
嘗
た
っ
た
際
、
先
の
執
政
の
子
、
伯
石
を

懐
柔
す
る
た
め
、
大
史
に
命
じ
て
卿
に
任
命
さ
せ
る
と
、
伯
石
は
僻
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
史
が
退
く
と
、
伯
石
は
再
度
命
ず
る
こ
と
を
請
う
。

そ
こ
で
再
び
命
ず
る
と
ま
た
辞
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
=一
度
繰
り
返
し
、
よ
う
や
く
受
け
た

(『左
傍
』
嚢
公
三
O
年
)
。
同
様
の
パ
フ
ォ

1
マ
ン

ス
は
後
世
に
至
っ
て
も
演
じ
績
け
ら
れ
、
項
初
に
勝
利
し
諸
勝
の
推
戴
を
受
け
た
劉
邦
は
、

「三
た
び
譲
り
て
や
む
を
得
ず
」
剖
位
し

(『
史

記
』
高
組
本
紀
)
、
王
奔
以
来
の
混
乱
を
勝
ち
抜
い
た
劉
秀
は
、
「
猶
お
固
辞
し
、
再
に
至
り
、
三
に
至
」

っ
た
後
、
皇
天
の
大
命
で
あ
る
と
の

撃
に
お
さ
れ
て
即
位
し
た
(
『
後
漢
書
』
光
武
帝
本
紀
)
。

以
上
の
知
く
、
譲
り
の
儀
曜
は
一
一
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
常
と
し
た
が
、
三
と
い
う
数
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
賓
は
、
譲
り
に
限
ら
ず
嘗



時
の
儀
櫨
全
般
に
嘗
て
は
ま
る
原
則
で
あ
っ
た
。
章
を
改
め
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
。

第
二
章

儀

櫨

と

本
章
で
は
、
古
代
中
園
の
儀
曜
一
般
に
お
け
る
三
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
嘗
時
の
人
々
の
世
界
観
を
反
映
す
る
様
々
の
儀
植
は
、

般
に

『周
櫨
』
春
官
・
大
宗
伯
の
記
載
に
従
っ
て
、
吉
植
、
凶
曜
、
賓
曜
、
軍
種
、
嘉
躍
の
五
曜
に
分
類
さ
れ
る
が
、
以
下
の
知
く
、
そ
の
全

て
を
通
じ
て
三
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

凶
瞳

ま
ず
死
に
ま
つ
わ
る
凶
曜
、
す
な
わ
ち
葬
喪
儀
種
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
死
者
が
出
る
と
、
異
つ
先
に
行
わ
れ
る
の
が
復
櫨
で
あ

あ

あ

か

え

る
。
こ
れ
は
、
死
櫨
の
安
置
さ
れ
て
い
る
遁
室
の
屋
根
に
の
ぼ
り
、
北
に
向
か

っ
て
「
皐
、
某
復
れ
と
日
う
こ
と
三
た
び
」
し
た
後
に
、
死
者

の
衣
服
を
屋
根
か
ら
投
げ
お
ろ
し
て
招
魂
す
る
儀
穫
で
あ
る

(『儀
種
』
士
喪
櫨
)。「
櫨
記
』
喪
大
記
に
も
、
「
北
面
し
て
三
た
び
競
す
」
と
あ

り
、
死
者
の
霊
を
復
活
さ
せ
る
に
は
必
ず
三
度
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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つ

つ

し

よ

う

れ
ん

だ
い
れ
ん

復
躍
が
終
わ
り
死
が
確
定
す
る
と
、
米
の
と
、ぎ
汁
に
よ
る
休
浴
、
衣
服

(士
の
場
合
は
三
十
種
類
)
で
死
程
を
数
む
小
数
、
大
数
な
ど
、
死

龍
に
様
々
な
慮
理
が
施
さ
れ
る
が
、
特
徴
的
な
の
は
「
飯
含
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
死
者
の
口
中
に
飯
米
と
買
を
入
れ
る
儀
瞳
で
あ
り
、
肩
脱

ぎ
に
な
っ
た
主
人
(
喪
主
)
が
、
左
手
で
米
を
す
く
い
取
り
、
死
者
の
口
内
右
側
に
三
度
入
れ
、
そ
の
上
に
貝
を
一
つ
置
く
。
同
様
の
こ
と
を

口
内
の
左
側
、

口
内
中
央
に
も
行
い
、
あ
わ
せ
て
九
す
く
い
の
米
と
貝
を
=
弓
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(
『儀
穫
」
士
喪
穫
)
。

通
常
は
死
後
三
日
目
に
、
演
す
な
わ
ち
屋
内
葬
と
し
て
、
西
階
に
掘
ら
れ
た
穴
の
中
に
桔
を
納
め
る
。
そ
の
後
一
定
期
間

(士
の
場
合
は
三

箇
月
)
を
経
る
と
、
正
式
な
埋
葬
の
た
め
、
棺
を
穴
か
ら
出
す
。
こ
れ
を
「
啓
窺
」
と
い
い
、
そ
の
際
に
は
「
撃
す
る
こ
と
三
た
び
、
啓
す
る

ひ
ら

こ
と
三
た
び
」
、
す
な
わ
ち
三
度
「
整
」
(
嘆
息
)
し
て
死
者
の
霊
に
注
意
を
促
し
、
三
度
「
啓
く
」
と
告
げ
た
(
『儀
種
』
既
タ
櫨
)
。
先
の
復
櫨

の
事
例
と
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
死
者
の
霊
に
訴
え
る
に
は
、
三
度
繰
り
返
す
の
が
原
則
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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啓
積
後
、
正
式
な
埋
葬
へ
と
進
み
、
園
君
は
自
ら
大
夫
の
積
宮
に
出
向
き
、
枢
車
の
出
震
を
見
迭
る
。
そ
の
際
、
君
は
、
人
に
命
じ
て
枢
車

を
儀
種
的
に
引
か
せ
る
が
、
そ
れ
は
「
三
歩
し
て
止
ま
り
、
是
く
の
如
く
す
る
こ
と
三
た
び
」
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た

(『
躍
記
』
檀
弓
下
)
。

墓
墳
に
至
る
と
、
綱
を
利
用
し
て
棺
を
墓
中
に
お
ろ
す
と
と
も
に
、
数
々
の
陪
葬
品
を
お
さ
め
る
。
そ
の
後
、
全
龍
を
折
(
泥
除
け
の
た
め

の
格
子
献
の
板
)
で
覆
い
、

さ
ら
に
抗
席

(
葦
で
織
っ
た
む
し
ろ
)
を
一一一
重
に
敷
き
、
そ
の
う
え
に
抗
木

(
泥
除
け
の
た
め
の
木
組
み
)
を
加
え
た
後

「
土
を
賓
た
す
こ
と
三
た
び
」
し
て
、
埋
葬
を
完
了
し
た

(『
儀
種
』
銃
夕
櫨
)。

埋
葬
か
ら
蹄
る
と
直
ち
に
、
死
者
儀
趨
か
ら
租
先
祭
杷
へ
の
移
行
儀
曜
と
も
言
、
つ
べ
き
虞
曜
が
行
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
虞
植
は

い

ん

え

ん

え

ん

し

よ

う

え

ん

か

た

し

ろ

以
下
の
如
く
陰
厭
、
厭
戸
、
陽
厭

(厭
は
食
べ
飽
か
せ
る
の
意
)
と
い
う
三
段
階
か
ら
な
っ
て
い
た
。
陰
厭
で
は
、
戸

(死
者
の
身
代
わ
り
と
し

て
祭
紀
を
受
け
る
者
)
が
入
室
す
る
前
に
室
内
の
西
南
隅
す
な
わ
ち
陰
所
で
、
死
者
の
霊
に
釘
し
て
、
黍
稜
を
三
た
び
、
膚
丙
(
豚
の
左
頚
近
く

の
肉
)
を
三
た
び
、
解
に
汲
ん
だ
醒
酒
を
三
た
び
捧
げ
る
。

つ
ぎ
の
厭
戸
で
は
、

一
連
の
葬
喪
儀
櫨
に
お
い
て
、

戸
が
初
め
て
登
場
し
、
饗
態
を
受
け
る
。
ま
ず
、

戸
が
、
祝
に
導
か
れ
て
門
、
階
、
戸
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を
経
て
入
室
着
座
す
る
が
、
そ
の
際
、
迎
え
る
生
者
は
、

戸
が
門
、
階
、
戸
と
、
室
に
近
づ
く
ご
と
に
あ
わ
せ
て
三
た
び
、
悲
し
み
を
表
現
す

る
た
め
の
「
踊
」

(後
遮
)
を
行
う
。
逆
に
、
饗
躍
を
受
け
終
わ
っ
て
退
室
す
る
場
合
に
も
、
戸
、
階
、
門
と
、
室
か
ら
遠
ざ
か
る
ご
と
に
あ

わ
せ
て
三
た
び
「
踊
」
が
行
わ
れ
る
。
着
座
し
た
後
の
饗
嬢
儀
穫
で
、

戸
は
黍
稜
を
「
三
飯
」
、
す
な
わ
ち
三
回
食
べ
た
後
に
肉
類
を
な
め
る

と
い
う
作
法
を
あ
わ
せ
て
三
度
繰
り
返
し
、
都
合
、
九
飯
を
口
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
一
飯
も
、
黄
以
周
『
曜
書
通
故
』
食
穫
二
に
よ
れ

ば、

一
手
す
な
わ
ち
一
掴
み
の
黍
稜
を
三
度
で
呑
み
込
む
こ
と
で
あ
る
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
戸
に
針
し
て
、
主
人
、
主
婦
、
賓
長
の
順
に

「三
献
」
の
酒
が
す
す
め
ら
れ
る
。
最
後
の
陽
厭
と
は
、
酒
食
に
堪
能
し
た
戸
が
退
出
し
た
後
、
室
内
の
西
北
隅
す
な
わ
ち
陽
所
で
陰
厭
と
同

様
に
祭
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
陰
厭
、
厭
戸
、
陽
厭
と
い
う
三
段
階
か
ら
な
る
虞
植
を
、
士
の
階
層
の
場
合
に
は
、
初
虞
、

再
虞
、
三
虞
の
知
く
あ
わ
せ
て
三
度
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(
『
儀
檀
」
士
虞
櫨
)
。

虞
植
が
終
わ
る
と
、
卒
間
犬
の
穫
な
ら
び
に
能
戸
の
植
が
行
わ
れ
る
。
前
者
は
、
大
数
以
来
、
悲
し
み
が
襲
、
っ
た
び
に
行
っ
た
突
櫨
を
や
め
、



朝
夕
の
間
犬
穫
だ
け
と
す
る
、

ふ
さ
い

い
わ
ば
直
切
り
の
儀
躍
で
あ
る
。
後
者
の
能
戸
の
唾
は
、
翌
日
の
鮒
祭
(
後
述
)
に
先
だ
っ
て
、
死
者
の
霊
を
完

戸
に
封
し
て
、
三
献
の
瞳
が
行
わ
れ
る
。

全
に
租
先
一
脚
の
世
界
へ
と
見
迭
る
迭
別
の
儀
穫
で
あ
る
。
雨
者
と
も
、

卒
突
の
翌
日
に
、
位
牌
を
祖
廟
に
納
め
る
耐
祭
が
行
わ
れ
、
そ
の
十
二
ヶ
月
後
に
小
群
、
さ
ら
に
ま
た
十
二
ヶ
月
後
に
大
群
、
そ
の
翌
月
に

た
ん
さ
い

稽
祭
と
い
う
三
つ
の
儀
植
を
行
っ
て
、
葬
喪
儀
植
が
完
全
に
終
了
す
る
。

こ
う
し
た
葬
喪
儀
曜
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
、
「
踊
」
す
な
わ
ち
飛
び
上
が
っ
て
悲
痛
の
感
情
を
表
現
す
る
身
瞳
儀
植
が
、
あ
る
い
は
肩

腕
、
ぎ
の
姿
で
、
あ
る
い
は
胸
を
打
ち
な
が
ら
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
「
踊
す
る
こ
と
算
な
し
」
(
『儀
種
」
士
喪
櫨
)
の
如
く
、
悲
し
み
が
極
ま
っ

て
無
限
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
儀
種
的
要
素
が
強
く
な
る
と
『
櫨
記
」
雑
記
下
や
『
瞳
記
』
曾
子
問
に
「
突
踊
す
る
に
三
た
び
す
る
こ

と
三
た
び
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
回
の
跳
躍
を
三
度
繰
り
返
す
形
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
故
『
儀
櫨
』
士
喪
瞳
に
、
園
君
か
ら
の
弔
問
の
使

者
が
君
命
を
停
え
る
の
に
針
し
、
喪
主
は
奔
し
て
頭
を
地
に
つ
け
「
踊
を
成
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
踊
」
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
「
三
た
び
す

以
上
の
よ
う
に
凶
種
、
す
な
わ
ち
死
者
の
死
が
生
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
死
を
確
定
し
、
最
終
的
に
祖
先
紳
と
し
て
の
位
置
を
奥
え
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る
こ
と
三
た
び
な
り
」
と
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
終
始
、
三
が
重
要
な
数
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
黙
を
、
か
つ
て
西
岡
弘

『中
園
古
代
の
葬
櫨
と
文
拳
』

(改
訂
版
、
汲
古
書
院
、
二
O
O
三
年
)
は
、
「
葬
曜
に
お
け
る
三
次
の
形
式
」
の
語
に
よ
っ
て
線
括
し
た
。
す
な
わ
ち
、
葬
喪
儀
瞳
の
全
韓
は
、

「
窺
」
を
中
心
と
す
る
第
一
次
葬
、
「
葬
」
を
中
心
と
す
る
第
二
次
葬
、
「
耐
祭
」
を
中
心
と
す
る
第
三
次
葬
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
葬
喪
儀
植
の
全
過
程
を
通
し
て
の
「
共
通
的
中
心
行
事
」
に
は
、
「
よ
び
か
け
」
、
「
か
ざ
り
」
、
「
そ
な
へ
も
の
」
の
三
貼
が
あ
り
、
こ
れ

ら
は
、
各
段
階
に
感
じ
て
以
下
の
如
く
蟹
化
す
る
。
「
よ
び
か
け
」
は
、
第
一
次
葬
で
は
「
間
犬
」
、
第
二
次
葬
で
は
「
葺
」
、
第
三
次
葬
で
は

「
辞
」
の
知
く
費
化
し
、
同
様
に
「
か
ざ
り
」
も
、
屍
に
封
す
る
招
魂
の
た
め
の
直
接
の
「
か
ぎ
り
」
、
棺
枢
に
針
し
て
行
い
死
の
確
定
の
意

味
を
伴
う
「
か
ざ
り
」
、
死
の
完
了
に
伴
う
凶
祭
の
「
か
ざ
り
」
の
如
く
蟹
化
し
、
さ
ら
に
「
そ
な
へ
も
の
」
も
、
順
に
招
魂
、
鎮
魂
、
祭
把

の
具
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
蟹
化
さ
せ
る
。
凶
種
に
お
け
る
三
の
機
能
の
一
貫
性
が
極
め
て
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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嘉
櫨

次
に
嘉
種
、
す
な
わ
ち
慶
賀
す
べ
き
喜
び
の
嘩
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。『
儀
種
』
士
冠
哩
に
は
、

二
十
才
に
達
し
た
士
の
階
層
の
成
人
儀

趨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
主
要
な
儀
式
は
「
一一一
加
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
烏
帽
子
親
と
し
て
招
い
た
賓
に
、

三
種
類
の
冠
を
か
ぶ
せ
て
も
ら
う

し

ふ

か

人

こ
と
で
あ
っ
た
。
三
種
類
と
は
、
絡
布
冠
(
麻
布
製
の
黒
い
冠
)
、
皮
弁

(白
鹿
の
皮
で
作

っ
た
冠
)
、
爵
弁

(卒
頂
の
冠
)
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
各

(
6
)
 

種
の
儀
種
、
戦
闘
、
祭
杷
に
参
加
す
る
権
利
な
ら
び
に
義
務
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
『
櫨
記
』
昏
義
に
よ
れ
ば
、
婚
穫
は
、
新
郎
自
ら
新
婦

を
迎
え
に
い
く
「
親
迎
」
に
よ
っ
て
完
成
す
る
が
、
そ
の
際
、
新
婦
の
家
を
訪
れ
父
母
に
針
面
し
て
花
嫁
を
直
接
も
ら
い
受
け
た
新
郎
は
、
錆

り
の
馬
車
を
儀
礎
的
に
自
ら
御
す
る
。
そ
れ
は
「
輪
を
御
す
る
こ
と
三
周
」
、
す
な
わ
ち
車
輪
が
三
周
囲
っ
た
時
黙
で
完
了
し
、
そ
の
後
は
本

来
の
御
者
に
手
綱
を
預
け
る
と
い
う
。

『儀
雄
』
郷
飲
酒
穫
に
は
、

や
は
り
嘉
穫
に
属
す
る
郷
飲
酒
穫
が
描
か
れ
て
い
る
。
氏
族
村
落
の
共
食
儀
瞳
に
淵
源
す
る
と
い
わ
れ
る
こ
の
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儀
櫨
で
は
、
最
初
に
主
人
が
郷
撃
に
招
い
た
賓
や
衆
賓
に
酒
を
献
ず
る
「
献
賓
の
櫨
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
「
賓
主
百
奔
」

(『櫨
記
』
祭
記
)

と
形
容
さ
れ
る
複
雑
な
献
酒
の
儀
式
が
、
先
ず
主
か
ら
賓
へ

(献
)、
次
に
は
賓
か
ら
主
へ

(酢
)、
再
び
主
か
ら
賓
へ

(酬
)
と
、
交
互
に
あ

わ
せ
て
三
度
行
わ
れ
、
こ
れ
を

一
献
と
呼
ぶ
。
こ
れ
こ
そ
中
国
世
舎
に
お
け
る
献
酒
の
原
別
で
あ
り
、
西
周
初
期
に
は
三
献
が
最
も
丁
重
で
あ

る
と
さ
れ
、
以
後
時
代
と
と
も
に
五
献
、
九
献
と
抜
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
よ
う
そ
う

献
酒
の
儀
雄
が
終
わ
る
と
、
升
歌
、
箪
奏
、
開
歌
、
合
集
と
い
う

一
連
の
儀
節
か
ら
な
る
「
作
集
」
に
至
る
。
ま
ず
升
歌
で
は
、
堂
上
の

席
に
着
い
た
盲
目
の
歌
い
手
が
琴
の
演
奏
に
あ
わ
せ
、
『
詩
経
』
小
雅

・
鹿
鳴
以
下
の
三
篇
を
歌
、
っ
。
つ
い
で
笠
奏
で
は
、
堂
下
に
入
場
し
た

笠
の
吹
き
手
が
、
『
詩
経
』
小
雅
・
南
阪
以
下
の
三
篇
を
演
奏
す
る
。
そ
の
後
の
聞
歌
で
は
、
堂
上
の
盲
人
集
師
と
堂
下
の
吹
き
手
が
、
や
は

り

『詩
経
』
小
雅
の
六
篇
を
、

一
篇
ず
つ
交
互
に
、

つ
ま
り
升
歌
の
後
に
笠
奏
と
い
う
形
を
あ
わ
せ
て
三
回
繰
り
返
し
、
歌
い
奏
す
る
。
最
後

の
合
集
で
は
、

『詩
経
』
園
風
の
周
南
、
召
南
の
六
篇
を
堂
上
と
堂
下
で
合
奏
す
る
。
以
上
の
過
程
は
、
升
歌
と
笠
奏
の
融
合
の
程
度
な
ら
び

に
楽
曲
の
篇
数
(
六
篇
)
か
ら
見
れ
ば
、
明
確
に
三
段
階
か
ら
成
っ
て
い
る
。
升
歌
と
隼
奏
が
漸
次
、
調
和
融
合
し
て
い
く
様
は
、
ま
さ
に
参



集
し
た
人
々
が
儀
曜
の
進
行
に
伴
っ
て
一
睡
感
を
共
有
し
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
と
解
緯
で
い
む
し
か
も
そ
れ
は
三
段
階
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

賓
種

五
種
の
う
ち
賓
穂
、
す
な
わ
ち
賓
と
主
の
二
者
関
係
そ
の
も
の
を
設
定
・
強
化
す
る
儀
曜
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
冒
頭
で
士
相
見
種
を

取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
諸
侯
聞
の
外
交
儀
種
と
し
て
の
鴨
植
を
例
に
す
る
と
、
そ
の
中
心
的
な
儀
植
は
、
賓
質
的
に
三
段
階
か
ら
な
っ
て
い

bAFn
，l
y
Aソ

た
。
す
な
わ
ち
先
ず
使
者
が
本
固
か
ら
携
え
て
き
た
命
(
惇
蓬
す
べ
き
言
葉
)
と
玉
圭
(
粗
先
紳
の
窓
代
)
を
停
え
、
倫
相
奥
の
品
を
引
き
渡
す

「
鴨
享
」
が
あ
り
、
次
に
、
訪
問
先
の
園
君
が
使
者
を
も
て
な
す
「
主
君
櫨
賓
」
が
行
わ
れ
る
。
最
後
に
使
者
が
個
人
の
資
格
で
園
君
に
贈
輿

し

て

き

ゅ

う

を
行
う
「
私
親
」
が
績
く
。
こ
の
間
、
三
譲
、
三
捧
(
左
手
で
右
手
の
拳
を
包
み
、
胸
元
か
ら
雨
手
を
異
つ
直
ぐ
伸
ば
し
、
上
中
ナ
身
を
前
か
が
み
に
し
て

敬
意
を
示
す
身
種
行
篤
を
三
度
繰
り
返
す
こ
と
)
、
三
退
(
君
の
奔
種
に
賞
た
ら
ぬ
と
し
て
賓
が
三
度
退
く
こ
と
)
、
三
た
び
九
を
梯
う
(
賓
の
使
う
脇
息
を
、

た
も
と

君
が
狭
で
三
回
携
う
こ
と
)
、
三
た
び
醒
酒
を
祭
る
(
賓
が
君
か
ら
す
す
め
ら
れ
た
陸
酒
を
口
に
す
る
前
に
祖
先
に
感
謝
し
て
栖
で
腫
酒
を
床
に
三
度
そ
そ

(
9
)
 

ぐ
こ
と
)
な
ど
、
頻
繁
に
三
度
の
繰
り
返
し
が
行
わ
れ
る
(
『儀
種
』
蒋
種
)
。
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吉
韓

次
に
吉
種
、
す
な
わ
ち
天
地
人
の
紳
霊
に
釘
す
る
祭
杷
儀
櫨
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
天
地
の
祭
把
の
存
在
は
、
卜
辞
や
金
文
に
よ
っ
て
も

充
分
確
か
め
得
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
詳
細
は
、
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
農
耕
開
始
時
に
行
わ
れ
る
籍
植
に
つ
い
て
は
、

ぱ

つ

ひ

と
す
き

『
園
五
巴
周
語
上
に
よ
れ
ば
、
「
王
一
壌
を
耕
し
、
班
ご
と
に
こ
れ
を
三
に
し
、
庶
民
千
畝
を
終
え
る
」
、
す
な
わ
ち
王
の
一
鋤
に
針
し
、
公
が

三
鋤
、
卿
が
九
鋤
と
い
う
具
合
に
級
数
的
に
鋤
を
加
え
る
回
数
を
増
や
し
、
最
終
的
に
庶
民
が
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
祖
先

祭
杷
に
つ
い
て
は
、
『
儀
雄
』
に
よ
り
細
か
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
士
が
租
先
を
祭
る
「
特
牲
績
食
嘩
」
は
、
先
に
見
た
虞
種
岡

様
、
陰
厭
、
厭
戸
、
陽
厭
の
三
段
階
か
ら
な
り
、

や
は
り
戸
は
、
「
三
飯
し
て
飽
く
を
告
」
げ
る
こ
と
を
三
度
繰
り
返
し
て
あ
わ
せ
て
九
飯
し
、
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ま
た
主
人
、
主
婦
、
賓
の
三
献
を
受
け
て
い
る
。
基
本
的
に
、
虞
種
と
同
内
容
で
あ
り
、
再
逮
は
控
え
る
。
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(
叩
)

「向
書
』
顧
命
は
、
士
口
穫
に
属
す
る
即
位
儀
植
を
傍
え
る
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
周
の
成
王
浸
後
、

た
だ
ち
に
行
わ
れ
た
康
王
の
即
位
儀
雄

が
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
と
も
稽
す
べ
き
場
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
太
史
が

成
王
の
遺
命
を
讃
み
上
げ
、
そ
れ
に
答
え
る
形
で
康
王
が
、
「
天
威
を
敬
忌
」
し
て
統
治
に
つ
と
め
る
こ
と
を
宣
誓
し
た
後
、
太
宗
が
酒
を
献

す

す

し

り

ぞ

じ
祭
る
た
め
の
曜
器
「
同
瑠
」
を
授
け
る
と
、
王
は
「
三
た
び
宿
み
、

三
た
び
祭
り
、

三
た
び
陀
く
で
す
な
わ
ち
、

三
度
進
ん
で
、

三
度
酒

を
献
じ
、

三
度
退
い
た
。
即
位
儀
躍
に
お
い
て
も
、

三
度
の
繰
り
返
し
が
、
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

軍
謹

(
U
)
 

最
後
に
軍
事
に
閲
す
る
場
面
に
お
け
る
軍
穫
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
園
人
舎
議
と
し
て
の
性
格
を
粂
ね
備
え
た
軍
事
演
習
と
さ

だ
い
し
ゅ
う
れ
い
(
ロ
)

れ
る
大
蒐
穫
の
内
容
は
、
『
周
曜
』
夏
官
・
大
司
馬
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
大
略
、
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。
演
習
場
に
は
四
本
の
標
識
を
建
て
て

行
軍
の
目
印
と
し
て
お
く
。
ま
ず
最
初
の
標
識
の
も
と
に
全
軍
が
集
ま
り
、
宣
誓
の
言
葉
を
聴
い
た
後
、
中
軍
の
元
帥
の
合
固
に
よ
り
三
鼓
が

な
さ
れ
、
戦
車
、
歩
卒
と
も
第
二
の
標
識
ま
で
進
軍
し
て
止
ま
る
。
そ
こ
で
三
鼓
に
よ
り
全
軍
が
坐
る
。
さ
ら
に
三
鼓
が
な
さ
れ
る
と
、
全
軍

が
立
ち
上
が
り
、
戦
車
は
探
り
、
歩
卒
は
趨

っ
て
第
三
の
標
識
ま
で
進
ん
で
止
ま
り
、

三
鼓
に
よ

っ
て
坐
る
。
再
び
三
鼓
に
よ
り
、
全
軍
が
立
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ち
上
が
り
、
戦
車
は
馳
せ
、
歩
卒
は
走
り
、
最
高
の
速
度
で
第
四
の
標
識
ま
で
進
ん
で
止
ま
る
。
こ
こ
で
警
戒
し
て
攻
撃
せ
よ
と
の
太
鼓
の
合

園
が
三
た
び
出
さ
れ
、
車
上
の
戦
士
は
矢
を
射
か
け
る
こ
と
三
た
び
、
歩
卒
は
文
や
矛
の
武
器
を
ふ
る
う
こ
と
三
た
び
す
る
。
そ
の
後
、
再
び

三
鼓
が
な
さ
れ
、
全
軍
が
最
初
の
標
識
ま
で
退
却
す
る
。

進
軍
の
行
程
は
全
睡
で
三
百
聞
に
分
か
れ
、
三
鼓
で
進
軍
と
坐
れ
の
合
園
が
な
さ
れ
、
攻
撃
は
三
度
を
以
て
巨
切
り
と
し
て
お
り
、
見
事
な

ま
で
に
三
の
論
理
が
貫
か
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に

「墨
子
』
迎
敵
洞
に
は
、
園
君
が
太
廟
で
行
う
戦
勝
儀
曜
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
園
君
が
敵
の
罪
悪
を
宣
言
し
、
自
軍
の
奮
闘

を
誓

っ
て
、
種
々
の
用
意
を
し
た
後
に
、
自
ら
「
射
る
こ
と
琴
震
し
て
勝
を
告
ぐ
」
、
す
な
わ
ち
三
た
び
矢
を
射
て
勝
利
を
祈
る
。
そ
の
後
、

園
君
は
高
蓋
に
登
り
、
城
郊
を
望
見
し
、
太
鼓
の
合
園
に
よ
っ
て
、
役
司
馬
な
る
官
吏
に
門
の
右
か
ら
、
ま
ず
蓬
矢
を
射
て
、
矛
を
三
た
び
ふ



る
わ
せ
、

ど
き
ゅ
う

さ
ら
に
琴
弓
を
琵
射
さ
せ
た
。
同
時
に
、
門
の
左
か
ら
は
、
将
校
た
ち
に
矢
を
射
か
け
さ
せ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

な
お
、
『
儀
櫨
』
郷
射
穫
は
、
本
来
、
嘉
穫
に
属
す
る
が
、
軍
事
に
関
連
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
敢
え
て
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
。
郷
射
櫨
全
龍

は
、
射
櫨
前
の
飲
酒
種
、
射
程
、
射
櫨
後
の
飲
酒
櫨
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
嘗
然
な
が
ら
、
こ
の
う
ち
の
射
曜
が
儀
櫨
の
中
心
で
あ

り
、
そ
れ
は
後
遠
の
如
く
、

や
は
り
性
格
を
異
に
す
る
三
段
階
の
射
曜
、
す
な
わ
ち
「
三
番
射
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
儀
曜
の
捨
い
手
は
、
郷
撃
の
弟
子
か
ら
選
ば
れ
た
六
人
で
あ
り
、
二
人
を
一
組
、
す
な
わ
ち
一
親
と
し
て
、
上
綱
、
次
網
、
下
絹
の
あ

わ
せ
て
三
親
に
分
か
れ
る
。
各
絹
の
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
射
、
下
射
と
呼
ば
れ
、
大
略
以
下
の
よ
う
に
儀
植
を
す
す
め
る
。
最
初
の
「
一
番

射
」
で
は
、
ま
ず
上
絹
の
上
射
、
下
射
が
交
互
に
四
本
の
矢
を
射
、
績
い
て
同
じ
よ
う
に
し
て
次
絹
、
下
調
の
順
に
六
人
が
射
る
。
た
だ
し
、

「侯

(
ま
と
)
」
に
嘗
た
っ
て
も
、

「
獲
(
あ
た
り
)
」
と
告
げ
る
だ
け
で
、
そ
の
数
は
計
算
せ
ず
、
勝
負
は
っ
け
な
い
。
次
の

「
二
番
射
」
で
は
、

同
様
の
形
で
競
射
が
行
わ
れ
る
が
、
今
度
は
「
侯
」
に
嘗
た
っ
た
矢
の
数
を
計
算
し
て
、
勝
負
を
決
め
る
。
そ
の
場
合
、
矢
の
計
算
は
、
個
人

別
に
数
え
る
の
で
は
な
く
、
各
調
の
上
射
三
人
の
線
計
と
、
下
射
三
人
の
線
計
の
多
寡
を
数
え
る
。
つ
ま
り
、
勝
ち
負
け
は
、
上
射
グ
ル
ー
プ

と
下
射
グ
ル
ー
プ
の
開
に
つ
く
。
さ
ら
に

「
一
一
一
番
射
」
で
は
、

二
番
射
同
様
の
競
射
で
勝
負
を
決
め
る
が
、
こ
こ
で
は
、
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
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わ
せ
て
射
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
リ
ズ
ム
に
は
ず
れ
た
場
合
は
、
嘗
た
っ
て
も
、
嘗
た
り
と
は
見
な
さ
れ
な
い
、
と
い
う
像
件
が
つ
く
。
郷
射

(
日
}

曜
と
は
、
軍
事
組
織
と
郷
里
組
織
と
が
結
合
し
た
基
暦
集
圏
と
し
て
の
「
郷
」
が
、
軍
事
数
育
、
軍
事
訓
練
、
さ
ら
に
は
人
材
選
抜
の
た
め
に

行
っ
た
射
術
競
技
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、

や
は
り
三
の
論
理
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
軍
瞳
に
お
け
る
三
の
機
能
を
念
頭
に
置
く
と
、
母
国
時
に
お
け
る
具
程
的
な
戦
闘
場
面
を
描
い
た
記
事
の
随
所
で
頻
見
す
る
三

も
、
単
純
な
三
と
し
て
は
理
解
で
き
な
く
な
る
。
た
と
え
ば

『史
記
』
周
本
紀
に
は
、
武
王
克
段
の
際
、
紺
王
の
死
韓
に
封
し
て
自
ら
「
こ
れ

を
射
る
こ
と
三
琵
:
:
:
」
、
さ
ら
に
二
人
の
嬰
女
(
寵
姫
)
の
死
瞳
に
も
「
武
王
ま
た
射
る
こ
と
三
護
:
:
:
」
と
あ
る
。
ま
た
『
櫨
記
』
檀
弓

下
に
よ
れ
ば
、
楚
の
工
手
商
陽
は
央
軍
と
の
車
戦
の
さ
な
か
、
同
乗
の
陳
奔
疾
か
ら
「
王
事
な
り
。
子
、
弓
を
手
と
り
て
可
な
り
」
と
促
さ
れ
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て
、
呉
の
兵
士
三
人
を
射
殺
し
た
が
、
そ
の
戦
い
ぶ
り
は
殺
人
自
腫
が
目
的
で
は
な
く
、
戟
士
と
し
て
の
自
負
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
孔
子
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に
よ
っ
て
「
殺
人
の
中
、
ま
た
躍
有
る
な
り
」
と
稽
揚
さ
れ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
一
人
を
倒
す
た
び
に
正
視
す
る
に
た
え
ず
目
を
お
お
い
、

ゆ
ぷ
〈
ろ

弓

を

緩

に

片

附
け
て
か
ら
新
た
な
敵
に
臨
み
、

三
人
を
以
て
限
度
と
し
た
の
で
あ
る
。

し

ん

さ

ん

ほ

ふ

〈

ょ

う

ま
た

『左
傍
』
裏
公
十
年
に
は
、
魯
の
勇
士
、
秦
董
父
の
武
動
が
描
か
れ
て
い
る
。
亙
回
以
下
の
連
合
軍
と
と
も
に
偏
陽
の
城
を
攻
撃
し
た
時
、

ち
ょ
う

城
壁
か
ら
布
が
垂
ら
さ
れ
る
の
を
見
た
秦
董
父
は
、
そ
れ
を
利
用
し
て
登

っ
て
い

っ
た
。
登
り
き

っ
て
喋

(
ひ
め
が
き
)
に
手
が
届
い
た
時
、

よ
み
が

城
側
の
{
寸
り
手
が
布
を
断
ち
切

っ
た
た
め
、
あ
え
な
く
鱒
落
し
て
気
絶
す
る
。
し
か
し
、

「
蘇
え
り
て
復
た
上
る
こ
と
三
た
び
し
て
、
主
人
辞

し
、
乃
ち
退
け
り
」
。
す
な
わ
ち
、
息
を
吹
き
返
し
た
所
へ
、
再
び
布
が
垂
ら
さ
れ
、
ま
た
登

っ
て
、
同
じ
目
に
あ
う
こ
と
を
三
回
繰
り
返
す

と
、
城
側
の
{
寸
り
手
は
、
そ
の
武
者
ぶ
り
に
塵
倒
さ
れ
、
そ
れ
以
上
、
布
を
垂
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
場
を
去
っ
た
秦
董
父
は
、
誼
擦

の
布
切
れ
を
帯
に
し
て
軍
中
に
示
す
こ
と

「
一一一
日
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
戦
闘
場
面
に
見
ら
れ
る
三
は、

い
ず
れ
も
、
箪
穫
に
お
け
る

三
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
凶
種
、

嘉
種、

賓
植
、
吉
曜
、

軍
穫
の
順
に
、

主
だ
っ
た
儀
種
を
取
り
あ
げ
て
、

五
穫
全
般
に
お
け
る
三
の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
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と
が
で
き
た
。
そ
の
機
能
に
着
目
す
れ
ば
、
同

一
の
儀
櫨
行
篤
が
三
回
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
と
、
儀
櫨
の
全
過
程
が
三
段
階
で
構
成
さ
れ
る
場

合
と
に
直
別
で
き
る
。
し
か
し
前
者
に
つ
い
て
、
儀
穫
を
構
成
す
る
三
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
同

一
内
容
で
あ

っ
た
と
見
な
す
な
ら
ば
、

五
穫

全
般
に
わ
た

っ
て
機
能
す
る
一一一
と
い
う
数
字
に
は
、
す
べ
て
同
じ
意
味
が
備
わ

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
本
章
で
述

べ
た
諸
事
例
を
蹄
納
す
れ
ば
、
古
代
中
園
の
儀
穂
行
矯
に
お
け
る
三
度
の
繰
り
返
し
は
、
あ
る
儀
種
行
震
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
三
度
繰
り
返
す
こ
と
が
、
儀
種
行
篤
の
完
結
・
完
成
を
象
徴
し
て
い
た
。
つ
ま
り
{
貫
教
と
し
て
の
三
が
、

同
時
に
、

全
龍
を
意
味
す
る
虚
数
と
し
て
の
三
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
、
三
と
い
う
賓
数
が
、
同
時
に
虚
数
た
り
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
儀
曜
と
は
、
特
定
の
時
代
や
祉
舎
に
生
き
る
人
々
の
債
値
観
を
、
特
殊
な
身
罷
行
鴬
や

一
連
の
集
圏
行
動
と
し
て
具
現
化

こ
こ
に
至
っ

て
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、

し
、
さ
ら
に
形
式
化
、
洗
練
化
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
賓
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
有
の
秩
序
や
規
範
の
再
確
認

・
強
化
が
可
能
と



な
る
。
上
連
の
如
く
古
代
中
園
で
は
、
こ
う
し
た
債
値
観
を
表
出
す
る
場
と
し
て
の
諸
儀
穫
に
お
い
て
、
全
髄
を
意
味
す
る
数
字
「
一
一
こ
が
常

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
事
賓
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
嘗
時
に
お
け
る
三
の
観
念
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
儀
櫨
を
支
え
る
様
々
の

慣
値
観
の
さ
ら
に
背
後
に
あ
っ
て
人
々
を
規
定
し
て
い
た
世
界
観
、
宇
宙
観
か
ら
説
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
章
で

見
た
よ
う
に
、

三
は
五
穫
の
中
で
も
と
り
わ
け
凶
穫
に
お
い
て
一
貫
し
て
機
能
し
て
い
た
。
凶
曜
と
は
、
死
者
の
死
を
確
定
し
た
う
え
で
、
租

先
榊
と
し
て
の
位
置
を
新
た
に
輿
え
る
と
い
う
意
味
で
、
生
者
・
死
者
を
含
め
た
世
界
構
成
の
あ
り
ょ
う
を
常
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
機
曾

で
あ
る
。
そ
の
凶
植
に
お
い
て
終
始
三
が
機
能
し
て
い
た
と
い
う
貼
か
ら
も
、
三
は
嘗
時
の
世
界
観
に
照
ら
し
て
こ
そ
、
翼
の
意
味
が
理
解
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
「
世
界
観
に
由
来
す
る
一
二
」
と
は
、

要
す
る
に
、
三
が
世
界
観
に
由
来
す
る
数
字
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
三
に
規
定
さ
れ
た
儀
種
的
行
矯
が
、
有
数
に
そ
の
機
能
を
護
揮
し

い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
儀
櫨
行
矯
に
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お
け
る
三
に
、
完
結
・
完
成
あ
る
い
は
全
韓
を
感
得
し
て
い
た
嘗
時
の
人
々
の
世
界
観
と
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
観
で
あ
っ
た
の
か
。
章
を
改

め
て
追
究
し
よ
う
。

第
三
章

古
代
中
園
の
世
界
観
と
三

本
章
の
課
題
は
、
古
代
中
園
の
儀
櫨
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
三
と
い
う
数
字
を
、
嘗
時
の
世
界
観
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ

と
で
あ
る
。
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
三
の
観
念
が
機
能
を
果
た
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
確
認
す
べ
き
は
、
譲
り
の
儀
植
を

扱
っ
た
第
一
章
、
さ
ら
に
五
種
全
般
に
つ
い
て
検
討
し
た
第
二
章
も
、
基
本
的
に
『
儀
櫨
』
を
史
料
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
『
儀
曜
』
は
、
書
物
と
し
て
の
成
立
は
戦
園
時
代
で
あ
る
が
、
「
嘩
な
る
も
の
は
、
本
に
反
り
古
を
修
め
、
其
の
初
め
を
忘
れ
ざ
る
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も
の
な
り
」
(
『
種
記
』
種
器
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
櫨
自
龍
が
有
す
る
強
固
な
持
績
性
の
故
に
、
春
秋
、
西
周
以
前
の
事
情
を
反
映
し
て
い

(
M
)
 

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
全
韓
が
三
章
か
ら
な
る
詩
篇
が

一
一
一
一
篇
に
達
す
る

『
詩
経
」
も
ま
た
、
春
秋
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以
前
の
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
前
章
ま
で
に
述
べ
た
三
の
観
念
は
、
確
賓
に
春
秋
以
前
に
遡
る
の
で
あ
り
、
嘗
然
、
春
秋
以
前
の
世

界
観
と
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

拙
著

『先
秦
の
枇
命
日
と
思
想
』
(注

(
4
)
所
掲
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
史
に
お
け
る

一
大
韓
換
黙
は
、
春
秋
戟
園
の
際
に
あ
り
、
春
秋

以
前
の
枇
舎
は
、
血
族
意
識
や
祖
先
観
念
に
よ

っ
て
強
固
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
人
々
に
と

っ
て
、
世
界
と
は
、
決
し
て
人
間
だ
け
に
よ

っ
て

構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
も

っ
て
天
帝
や
祖
先
紳
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
人
間
以
上
の
存
在
の
意
志
が
人
々
の
現
賓
生
活
を
根
底
か
ら

規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
、
戦
園
以
降
は
、
血
縁
の
論
理
が
崩
壊
し
て
、

よ
り
「
人
間
化
」
し
た
枇
曾
と
な
る
。
拙
著
で
は
、
前
者
を

「
原
中
国
」
、
後
者
を
「
惇
統
中
国
」
と
呼
び
、
雨
者
を
全
く
異
な

っ
た
性
格
の
枇
舎
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

同
じ
こ
と
を
、
祖
先
観
念
に
即
し
て
具
龍
的
に
言
え
ば
、
嘗
時
、
祭
把
な
ど
の
機
舎
に
、
生
者
の
願
望
を
祖
先
に
惇
え
る
と
と
も
に
、
逆
に

租
先
の
意
志
を
生
者
に
惇
え
る
役
目

(雨
者
の
媒
介
者
)
を
果
た
し
た
「
祝
」
は
、
存
在
自
龍
が
、
神
と
人
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
観

を
象
徴
す
る
。
そ
の
よ
う
な
榊

・
人
の
媒
介
者
た
る
覗
が
、
春
秋
以
前
に
お
い
て
は
、
諸
侯
園
を
は
じ
め
、
世
族
の
家
、

一
般
の
家
な
ど
あ
ら
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ゆ
る
レ

ベ
ル
の
集
固
に
必
要
不
可
放
の
存
在
と
し
て
普
通
的
に
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
戦
園
以
降
は
、
血
族
意
識
や
祖
先
観
念
の
形
骸
化
と
と

(
日
)

も
に
、
そ
の
存
在
意
義
は
極
端
に
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
。

本
章
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
原
中
園
の
世
界
観
に
照
ら
し
て
三
の
観
念
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
紳
と
人
と
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界

観
の
も
と
で
行
わ
れ
る
儀
櫨
で
は
、
何
故
に
、

三
度
の
繰
り
返
し
が
全
盟
、
無
限
を
意
味
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
儀
雄
行
矯
の
完
結
を

感
得
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
知
上
の
原
中
国
の
世
界
観
と
富
時
に
お
け
る
儀
穫
の
明
確
な
る
接
黙
を
見
出
し
、
そ
こ
で
三
が
い
か
な

る
意
味
を
有
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
、
儀
穫
が
行
わ
れ
る
場
所
、
す
な
わ
ち
廟
で

あ
る
。
榊
と
と
も
に
世
界
を
構
成
し
て
い
た
嘗
時
の
人
々
は
、
首
内
事
に
つ
い
て
租
先
の
指
示
を
仰
ぎ
、
祖
先
に
報
告
し
、
そ
の
援
助
と
庇
護
を

期
待
し
た
。
そ
れ
故
、
租
先
祭
紀
(
吉
雄
)
の
み
な
ら
ず
、
即
位
儀
雄
(
吉
種
)、
冠
種
、
昏
櫨
(
と
も
に
嘉
穂
)
、
特
種

(賓
櫨
)
、
既
タ
瞳

(凶



種
)
、
そ
の
ほ
か
出
障
の
儀
式
(
軍
穫
)
、
策
命
、
結
盟
な
ど
、
重
要
な
儀
櫨
は
ほ
と
ん
ど
廟
で
行
わ
れ
一
切
こ
の
こ
と
自
身
が
紳
人
一
躍
の
世

界
観
を
反
映
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
世
界
観
を
具
象
化
し
た
施
設
と
し
て
廟
の
前
に
贋
が
る
庭
が
あ
っ
た
。

(
児
)

原
中
園
に
お
け
る
庭
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
嘗
時
の
世
界
観
と
三
の
関
係
を
明
確
に
す

る
た
め
に
、
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
庭
は
、
天
子
、
諸
侯
、
卿
大
夫
な
ど
諸
階
層
の
、
廟
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
建
築
物
に
設
け
ら
れ
、
ま

た
舎
盟
地
、
軍
管
地
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
天
帝
の
鎮
座
す
る
世
界
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
普
遍
的

な
存
在
を
示
す
庭
で
は
、
儀
曜
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
活
動
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
本
質
的
な
機
能
は
、
そ
こ
へ
参
集
し
た
人
々
の
聞
の
階

屠
性
な
ら
び
に
封
等
性
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
庭
の
意
味
を
、
首
時
の
世
界
観
に
照
ら
し
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
庭
と
は
、

祖
先
一
脚
や
天
の
意
志
が
表
れ
る
場
所
と
し
て
、
上
は
天
上
、
下
は
地
下
に
封
し
て
意
識
的
に
関
か
れ
た
露
天
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘗
時
の
観
念
で
は
、
天
帝
や
租
先
榊
は
、
天
と
地
の
隻
方
か
ら
現
世
の
人
々
を
見
守
っ
て
い
た
が
、
時
に
庭
に
来
臨
し

つ
ま
り
、
庭
と
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
人
聞
の
活
動
だ
け
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
階
層
性
を
示
す
場
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
同
時
に
、
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て
、
そ
の
意
志
を
表
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
庭
は
、
天
地
の
聞
に
存
在
す
る
一
空
間
、
す
な
わ
ち
天
・
地
・
人
か
ら
な
る
全
韓
世
界
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
こ
に
お
け
る
階

暦
性
は
、
あ
く
ま
で
人
と
人
と
の
聞
と
い
う
限
定
さ
れ
た
局
面
に
お
け
る
も
の
で
し
か
な
い
。
庭
が
天
地
の
聞
に
存
在
す
る
限
定
さ
れ
た
空
間

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、

つ
ま
り
人
聞
が
人
間
以
上
の
存
在
で
あ
る
天
や
祖
先
神
と
引
き
比
べ
て
自
ら
の
存
在
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
時
、

そ
こ
に
は
階
層
性
で
は
な
く
、
封
等
性
こ
そ
が
賓
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
人
は
、
庭
上
に
あ
っ
て
、
人
間
相
互
に
お
け
る
階
層
性
に
規

定
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
天
と
地
の
聞
に
お
け
る
封
等
性
を
共
有
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
庭
と
は
、
世
界
を
構
成
す
る
天
・
地
・
人
三
界
の
通
い
路
、
あ
る
い
は
結
節
貼
と
で
も
稽
す
る
べ
き
施
設
で
あ
っ
た
。
原
中

園
に
お
い
て
、
人
間
と
と
も
に
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
た
天
帝
や
租
先
榊
の
本
来
の
居
場
所
は
、
天
上
や
地
下
の
異
空
間
で
あ
っ
た
が
、
祭
杷
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な
ど
特
殊
な
機
曾
に
は
人
関
空
間
に
来
臨
し
た
。
庭
と
は
、
ま
さ
に
天
地
の
一
紳
の
来
臨
の
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
、
全
種
世
界
が
、
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現
世
の
人
と
天
地
の
紳
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
具
象
化
し
た
空
間
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
庭
の
賓
例

は
、
古
く
殿
代
早
期
ま
で
遡
り
、
必
然
的
に
そ
の
よ
う
な
世
界
観
の
存
在
も
殿
代
早
期
以
前
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。

天
・
地
・
人
三
界
か
ら
な
る
世
界
観
の
も
と
で
行
わ
れ
る
儀
種
に
お
い
て
、

三
が
無
限
あ
る
い
は
全
健
を
意
味
す
る
数
字
で
あ
っ
た
の
は
、

ま
さ
に
、
そ
の
三
が
世
界
観
に
由
来
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
天

・
地
・
人
の
三
界
、
す
な
わ
ち
賓
数
と
し
て
の
三
が
、
同

時
に
世
界
全
憶
を
意
味
す
る
虚
数
と
し
て
の
三
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
黙
を
儀
稽
に
も
ど
っ
て
考
え
る
と
、
庭
で
行
わ
れ
る
最
重
要
事
は
、

第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
儀
種
執
行
者
た
る
賓
主
雨
者
が
、
庭
を
東
西
に
二
分
し
て
練
り
歩
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
雨
者
聞
の
封
等

性
を
明
示
す
る
た
め
の
、
こ
の
「
分
庭
抗
種
」
の
儀
穫
に
お
い
て
も
、

三
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
雨
者
は
、
門
を
入
っ
て
か
ら
、

左
右
に
方
向
を
壁
え
る
時
に
揖
し
、
そ
の
後
、
雨
者
と
も
北
向
き
に
方
向
を
愛
え
る
時
に
二
度
目
の
揖
を
行
い
、

さ
ら
に
北
に
向
か
っ
て
進
み

庭
上
に
立
つ
碑
と
並
ぶ
地
黙
に
至
っ
た
時
、
三
度
目
の
慢
を
行
っ
た
。
庭
上
の
三
地
貼
で
揖
を
三
度
繰
り
返
す
こ
と
で
、
針
等
性
が
さ
ら
に
強

く
意
識
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
天
地
人
の
三
界
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
針
等
性
が
賓
感
さ
れ
る
庭
上
に
お
い
て
、

三
た
び
の
揖
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は
、
無
限
に
揖
を
行
う
の
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

三
が
全
健
あ
る
い
は
無
限
を
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
原
中
国
の
世
界
観
の
も
と
に
お
い
て
こ
そ
な
の
で
あ
っ
た
。
儀
穫
と
は
世
界
観

を
目
に
見
え
る
形
で
顕
在
化
す
る
機
舎
で
あ
る
が
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
儀
穫
に
三
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
自
健
、
そ
れ
が
世
界
観
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
賓
際
に
、
三
が
世
界
観
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
数
字
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

や

は
り
世
界
観
を
象
徴
す
る
庭
が
普
遍
的
な
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

た
ん
に
儀
稽
の
み
な
ら
ず
、
一
吐
曾
・
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に

お
い
て
機
能
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
原
中
国
に
そ
う
し
た
状
況
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

三
が
世

界
観
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
逆
に
誼
援
立
て
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
理
由
に
よ
り
、
股
代
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
に
、
三
の
よ
っ
て
来
た
る
上
速
の
如
き
世

界
観
の
存
在
が
、
股
代
早
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
。
第
二
に
、
原
中
園
と
は
、
夏
に
相
品
回
国
す
る
時
代
か
ら
春
秋
時
代
ま
で
を
意
味
す
る
が
、
こ
の



う
ち
史
料
的
に
見
て
、
世
界
観
に
つ
い
て
の
議
論
が
可
能
な
時
代
は
、
殿
、
西
周
、
春
秋
で
あ
る
。
な
か
で
も
甲
骨
卜
辞
は
、
殿
王
な
ど
昔
時

の
支
配
屠
が
封
峠
し
た
歴
史
的
世
界
の
重
要
事
に
闘
す
る
卜
占
の
内
容
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
嘗
然
、
支
配
層
の
、
と
い
う
限
定
は

あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
世
界
観
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
一一
一
に
、
ト
僻
の
研
究
は
確
か
に
困
難
で
、
解
穫
の
幅
も

大
き
い
が
、
近
年
、
各
分
野
の
研
究
が
集
大
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
奥
え
ら
れ
て
い
る
知
見
は
、
問
題
に
よ
っ
て
は
、
西
周
、

春
秋
時
代
よ
り
も
、
は
る
か
に
詳
細
か
つ
具
躍
的
な
議
論
を
可
能
と
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。

以
下
、
殿
代
を
中
心
と
し
て
、
三
が
全
龍
あ
る
い
は
無
限
を
意
味
す
る
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
卜
占
・
箆
占
、
時
間
観
念
、
空
間
認
識
、

軍
事
組
織
の
順
に
考
え
て
い
く
。

ト
占
・
箪
占

何
度
も
述
べ
る
よ
う
に
、
原
中
園
の
人
々
は
、
天
帝
や
租
先
一
紳
な
ど
人
間
以
上
の
存
在
に
根
底
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
嘗
時
に

お
い
て
は
、
神
意
を
知
る
た
め
の
占
い
が
、
自
ら
の
意
志
決
定
の
際
の
不
可
鉄
に
し
て
重
要
な
手
段
と
さ
れ
た
。
周
知
の
如
く
、
そ
う
し
た
手

(
問
)

段
と
し
て
卜
占
と
箪
占
が
あ
り
、
前
者
の
卜
占
の
記
録
が
、
い
わ
ゆ
る
甲
骨
文
と
し
て
、
嘗
時
の
都
城
で
あ
る
殿
嘘
や
周
原
な
ど
か
ら
大
量
に

(
初
)

出
土
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
輩
占
も
、
張
政
燥
な
ど
に
よ
る
数
字
卦
の
解
讃
を
契
機
と
し
て
、
段
さ
ら
に
は
新
石
器
時
代
以
来
の
存
在
が
、

(
幻
)

考
古
撃
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
惇
来
文
献
で
あ
る
『
尚
書
』
や

『左
傍
』
な
ど
に
も
、
卜
占
、
箆
占
に
閲
す
る
多
く
の
記
載
が
蔑
さ
れ
て
い

こ
ん
べ
ん

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
亀
を
抱
い
て
南
面
」
す
る
卜
占
の
官
に
封
し
、
天
子
は
巻
晃
(
先
王
を
杷
る
た
め
の
種
服
)
を
つ
け
「
北
面
」
し
て
敬
え

を
受
け
た
後
に
意
志
を
決
定
す
る
(
『
鵡
一
記
」
祭
義
)
と
い
う
記
載
や
、
箆
占
に
よ
っ
て
こ
そ

「天
下
の
志
に
通
じ
、
以
て
天
下
の
業
を
定
め
、

天
下
の
疑
い
を
断
ず
る
」
(
『周
易
』
繋
辞
上
)
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
記
載
は
、
時
代
的
に
些
か
後
れ
、
惇
統
中
園
に
成
立
し
た
書
物
に
見
え

な
が
ら
、
原
中
園
に
お
け
る
一
定
の
歴
史
的
巽
賓
を
惇
え
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

特
筆
大
書
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
原
中
国
に
お
け
る
世
界
観
の
必
然
の
産
物
と
見
な
す
べ
き
、
こ
れ
ら
卜
占
、
箪
占
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
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三
の
論
理
が
貫
徹
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

-51-
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ま
ず
卜
占
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
代
中
園
を
代
表
す
る
甲
骨
研
究
者
、
宋
鎮
豪
の
一
連
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
段
代
晩
期
の
特
徴
的
な
占
卜

制
度
の

一
つ
に
、

「三
卜
制
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
同

一
事
項
に
つ
い
て
、
同
時
に

(時
間
を
ず
ら
す
場
合
も
あ
り
)、
元
卜
、
右
卜
、
左
卜
と
い
う

三
つ
の
獣
骨
で
占
う
制
度
を
意
味
し
、
か
り
に

一
つ
の
獣
骨
で
何
度
、

卜
占
し
よ
う
と
、
そ
の
獣
骨
か
ら
は

一
つ
の
占
断
が
導
き
出
さ
れ
る
だ

け
で
、
結
局
三
つ
の
獣
骨
に
よ
る
多
数
決
で
最
終
的
な
占
断
が
下
さ
れ
る
と
い
う
。
亀
甲
の
場
合
に
は
、
本
来
は
一
度
に
五
枚
の
甲
を
用
い
る

「
五
卜
」
で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
獣
骨
同
様
、

三
卜
が

一
般
的
に
な
っ
た
と
い
う
。

一
度
の
占
卜
に
三
骨
あ
る
い
は
三
亀
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
考
古
準
的
に
も
検
誼
可
能
で
あ
り
、
段
嘘
な
ど
で
三
枚
一
組
と
な
っ
た
卜
骨
、

卜
甲
の
出
土
例
が
少
な
か
ら
ず
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
河
北
省
藁
城
牽
西
村
段
代
遺
跡
に
お
け
る
三
基
の
墓
の
二
層
重
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
三
枚
一
組
と
な
っ
た
牛
の
卜
骨
が
琵
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
三
卜
制
は
、
そ
れ
に
封
摩
す
る
卜
官
制
度
の
存
在
に
よ
っ
て
も

確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
三
卜
の
う
ち
最
も
決
定
的
な
意
味
を
有
す
る
元
卜
は
段
王
自
ら
が
槍
嘗
し
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
形
で
右
卜
、
左
卜

の
淵
源
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
文
献
に
よ
る
謹
明
も
可
能
で
あ
り
、
殿
の
遺
臣
箕
子
に
よ
れ
ば
、
卜
箆
を
行
う
場
合
、
「
三
人
占
ぃ
、
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を
槍
嘗
す
る
卜
官
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
古
代
で
は
卜
官
と
史
官
は
直
別
さ
れ
ず
、
こ
の
右
卜
、
左
卜
は
、
王
の
左
右
に
控
え
る
右
史
、
左
史一

人
の
言
に
従
う
」
の
が
段
の
櫨
制
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(『
書
経
』
洪
範
)。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
三
卜
制
が
原
理
的
に
は
、
西
周
、
春
秋
戦
国
時
代
に
到
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
も
、

多
く
の
史
料
に
よ

っ
て
明
ら
か

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
周
の
武
王
が
病
に
な
っ
た
時
、
周
公
旦
が
「
乃
ち
三
亀
を
卜
」
し
た
と
さ
れ
(
『書
経
』
金
勝
)、
ま
た

『
儀
稽
』
士
喪

櫨
で
は
、
「
占
者
三
人
」
が
埋
葬
の
日
を
卜

っ
て
お
り
、
『
左
傍
」
哀
公
九
年
に
よ
れ
ば
、
耳
目
で
は
卜
占
の
結
果
を
史
越
、
史
墨
、
史
亀
の
三
人

の
史
官
に
判
じ
さ
せ
、
さ
ら
に

『公
羊
惇
」
信
公
三

一
年
に
は
、
明
確
に
「
一
一一
卜
は
種
な
り
。
:
:
:
吉
を
求
め
る
の
遁
は
三
な
り
」
と
あ
る
。

大
略
、
以
上
の
よ
う
な
宋
氏
の
「
三
卜
制
」
説
を
極
め
て
強
力
に
傍
誼
す
る
の
が
、
歴
組
ト
辞

(
貞
人

・
歴
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
卜
鮮
群
)

を
具
瞳
的
に
記
し
た
刻
辞
、

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
斉
文
心
「
歴
組
肝
骨
記
事
刻
僻
試
緯
」

(『中
園
史
研
究
』

い
わ
ゆ
る
記
事
刻
辞
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
記
事
は
、
あ
る
干
支
の
日
に
、

一
九
九

一
年
四
期
)
は
、
卜
占
に
用
い
る
卜
骨
を
準
備
す
る
過
程

お
そ
ら
く
史
官
と
思
わ
れ
る
人
物



が
、
加
工
工
房
か
ら
取
り
寄
せ
た
う
え
で
、
鎖
撃
を
施
し
た
卜
骨
の
数
量
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
無
論
、
卜
占
を
行
う
時
ま
で
、
管
理
保
管

す
る
た
め
の
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
線
計
四
十
三
僚
の
刻
僻
の
ほ
と
ん
ど
が
、
三
組
(
二
枚

一
組
て
あ
る
い

は
三
枚
の
卜
骨
に
鏡
撃
を
施
し
た
と
記
し
て
い
る
。
一
一
一
卜
制
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
嫌
に
物
語
る
誼
様
で
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
殻
恭

「
我
柄
最
古
的
書

甲
骨
文
亀
所
」

(『
文
物
参
考
資
料
』

一
九
五
四
年
五
期
)
は
、
中
園
最
古
の
書
物
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
木
竹
筒
同
様
、
複

数
の
亀
甲
を
ひ
と
く
く
り
と
し
た
「
亀
慨
」
の
存
在
を
想
定
し
、

『段
虚
文
字
乙
篇
』
所
収
四
五
二
八
片
の
刻
僻
「
三
冊
、
加
凡
三
」
に
基
づ

き
、
三
枚
の
亀
甲
が
一
組
の
「
珊
」
で
あ
っ
た
と
し
た
。
二

O
O三
年
三
月
、
山
東
省
済
南
市
で
段
代
の
甲
骨
文
が
護
見
さ
れ
て
脚
光
を
浴
び

て
い
る
が
、
李
撃
勤
「
済
南
大
辛
荘
甲
骨
卜
辞
的
初
歩
考
察
」
(
『文
史
折
己
二
O
O
三
年
八
期
)
は
、
そ
の
う
ち
の
釣
貞
卜
鮮
が
刻
ま
れ
た
大
亀

甲
に
穿
た
れ
た
小
さ
な
穴
に
つ
い
て
、
知
上
の
殻
恭
論
文
に
基
づ
き
、
そ
こ
に
縄
を
通
し
て
「
亀
所
」
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
や
は
り
、
三
卜
制
存
在
の
傍
誼
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
原
中
国
に
お
け
る
卜
占
は
、
三
骨
あ
る
い
は
三
亀
を
用
い
る
の
が
常
制
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
漢
代
の
格
少
孫
が

『史
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記
』
亀
策
列
俸
を
補
っ
て
惇
え
る
嘗
時
の
卜
法
に
お
い
て
も
1
1
1
お
そ
ら
く
、
殿
代
以
来
の
卜
法
を
踏
襲
し
て
い
る
と
見
て
誤
り
な
か
ろ
う
が

や
は
り
一
一
一と
い
う
数
字
が
無
視
し
え
ぬ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
卜
占
を
行
う
に
嘗
た
っ
て
は
、
亀
甲
に
鐙
と
呼
ば
れ
る
穴

を
ほ
り
、
こ
の
部
分
に
燃
え
た
刑
木
を
押
し
嘗
て
て
灼
き
、
生
じ
た
亀
裂
に
よ

っ
て
占
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
程
的
に
は
、
ま
ず
甲
羅
の

「
中
」
と
「
亀
首
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
穴
、
す
な
わ
ち
鎖
を
ほ
り
、
各
々
を
三
た
び
灼
く
。
そ
の
う
え
で
再
度
、
そ
れ

ぅ
。
こ
の
あ
た
り
の
記
載
は
複
雑
か
つ
難
解
で
あ
り
、

ぞ
れ
の
鐙
を
三
た
び
灼
い
た
後
、
亀
裂
の
生
じ
た
甲
羅
を
手
に
し
て
、
刑
木
を
焼
い
た
火
の
ま
わ
り
を
三
た
び
め
ぐ
り
、
祝
詞
を
あ
げ
る
と
い

(
お
)

お
そ
ら
く
誤
脱
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
り
に
張
文
虎
の
校
正
に
従
い
、
「
中
」
と

一
枚
の
亀
甲
の
あ
わ
せ
て
三
箇
所
に
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
鐙

(
M
)
 

を
ほ
り
、
各
々
を
三
た
び
灼
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
校
正
の
是
非
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
、
段
周
以
来
の
停
統
を
受
け
縫
ぐ
漢
代
の
卜

「
亀
首
」
に
加
え
、
「
足
」
に
も
三
つ
の
鐙
を
ほ
り
、

三
た
び
灼
い
た
と
す
れ
ば
、

459 

法
が
、
三
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
誼
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
卜
占
に
お
け
る
三
に
つ
い
て
述
べ
た
。
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三
の
機
能
は
、
卜
占
だ
け
で
な
く
、
輩
占
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
年
の
考
古
撃
の
進
展
に
よ
り
、
易
の
卦
の
原
初
形
態
と

考
え
ら
れ
る
数
字
卦
が
、
新
石
器
時
代
以
降
、
段
周
時
代
に
お
け
る
陶
片
や
甲
骨
、
青
銅
器
、
木
竹
筒
上
で
緩
々
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
基
本
的
に
三
個
あ
る
い
は
六
個
の
数
字
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る

一
種
の
符
競
で
あ
り
、

数
を
陰
交
と
し
て
、
易
の
卦
に
比
定
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
数
字
が
、 一

般
に
は
、
数
字
卦
と
し
て
、
奇
数
を
陽
交
、
偶

い
わ
ゆ
る
盤
占
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
と

い
う
誼
擦
は
現
在
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
、
陽
交
、
陰
交
を
以
て
え
が
い
た
卦
書
一
も
い
ま
だ
護
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら

を
無
前
提
に
『
易
』
の
卦
僻
と
関
連
さ
せ
て
解
得
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
不
確
賓
な
部
分
を
抱
え
な
が

ら
も
、
こ
れ
ら
の
符
競
が
、

一
定
の
時
聞
を
経
て
、
蓋
占
に
よ
る
卦
書
一
に
琵
展
・
愛
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

数
字
卦
に
闘
す
る
多
く
の
貼
で
未
だ
明
確
な
認
識
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
ひ
と
え
に
史
料
不
足
の
故
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
車

卦

(三
字
封
)
と
重
卦

(六
字
卦
)
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
『
易
』
繋
辞
以
来
、
車
卦
か
ら
重
卦
へ
と
い
う
時
代
的
展
開
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
接
見
例
で
は
、
古
く
か
ら
雨
者
が
併
存
し
て
お
り
、
通
読
を
裏
附
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
雨
者
の
前
後
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関
係
に
つ
い
て
は
、
諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
の
が
現
朕
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
以
下
の
理
由
か
ら
、
少
な
く
と
も
段
代
後
期
に
は
、

(
お
)

が
盆
占
の
基
本
数
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

(
お
)

ま
ず
第

一
に
、
段
嘘
出
土
の
卜
骨
、
卜
甲
に
刻
ま
れ
た
十

一
の
数
字
卦
に
限
定
し
て
分
析
し
た
宋
鎮
豪
に
よ
れ
ば
、
通
説
の
よ
う
に
車
卦
か

ら
重
卦
へ
の
設
展
過
程
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
数
字
卦
は
、
三
回
の
占
い
を
も
と
に
導
き
出
さ
れ
た
軍
卦
を
基
本
と

す
る
。
従
来
の
研
究
が
、
あ
ら
ゆ
る
数
字
卦
、
す
な
わ
ち
出
土
地
貼
や
年
代
を
大
き
く
異
に
し
、
種
々
の
器
物
に
刻
ま
れ
た
様
々
の
数
字
卦
を

一
括
し
て
議
論
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
説
得
力
に
富
む
。

第
二
に
、
宋
氏
の
分
析
し
た
殿
嘘
の
例
を
含
め
、
数
字
卦
の
多
く
は
卜
骨
、
卜
甲
上
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
嘗
時
の
筆
占
が
、
ト
占
と
同

時
に
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
卜
占
で
用
い
ら
れ
た
卜
骨
、
卜
甲
に
書
き
記
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
既
速
の
如
く
、
卜
占
に
お
い
て
は
、
殿

末
以
降
、

一一一
卜
制
が
確
立
し
て
い
た
が
、
殿
嘘
で
は
、
同
じ
坑
か
ら
出
土
し
た
一
一
一
枚
の
卜
骨
の
う
ち
の
一
枚
に
三
つ
の
数
字
卦
が
刻
ま
れ
て
い



る
例
、
さ
ら
に
一
枚
の
卜
甲
に
三
つ
の
数
字
卦
が
刻
ま
れ
て
い
る
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
卜
占
と
同
時
に
行
わ
れ
る
輩
占
に
お
い
て
も
、
お

(
幻
)

そ
ら
く
三
が
機
能
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
宋
鎮
豪
は
一
一
一
卜
制
の
影
響
に
よ
り
成
立
し
た
「
三
箆
制
」
の
誼

様
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
三
に
、
既
遮
の
如
く
、
漢
代
の
ト
法
に
お
い
て
確
認
で
き
る
三
の
機
能
は
、
段
代
以
来
の
卜
法
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

『易
』
繋
鮮
に
基
づ
き
朱
子
が
確
立
し
た
盆
法
で
、

や
は
り
三
が
大
き
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
古
く
股
代

の
益
法
に
お
い
て
も
三
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
周
知
の
知
く
、
『
易
」
繋
僻
に
基
づ
く
筆
法
で
は
、

三
が
大
き
な
機
能
を

果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
の
交
は
、
三
度
の
盤
竹
操
作
の
結
果
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
、

三
叉
か
ら
な
る
卦
は
都
合
九
回
の
操
作
に

よ
っ
て
得
ら
れ
、
こ
れ
を
重
ね
れ
ば
六
十
四
卦
と
な
る
。

以
上
の
如
く
、
殿
代
後
期
に
お
い
て
は
、
三
卜
制
、
あ
る
い
は
三
盆
制
が
成
立
し
て
お
り
、
三
人
の
占
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
占
具
を
用
い
て
占

ぃ
、
多
数
決
に
よ
っ
て
占
断
が
く
だ
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
、
三
つ
の
卜
骨
、
三
枚
の
卜
甲
、
あ
る
い
は
三
組
の
盤
竹
に
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よ
っ
て
占
断
が
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
占
い
を
行
う
卜
法
、
筆
法
に
つ
い
て
も
、
三
度
の
繰
り
返
し
、
三
回
の
操
作
が
基
本
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
略
に
言
え
ば
、
三
に
規
定
さ
れ
た
占
法
に
よ
っ
て
得
た
結
果
を
、
三
つ
合
わ
せ
て
占
断
を
く
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

昔
時
に
お
け
る
占
い
と
は
、
天
帝
や
組
先
一
刑
の
意
志
の
表
れ
と
し
て
の
将
来
の
吉
凶
、
あ
る
い
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
、
事
前
に
殻

知
す
る
行
震
で
あ
る
。
三
度
の
繰
り
返
し
、

三
回
の
操
作
、
三
卜
制
、
三
蓋
制
に
お
け
る
=
一
は
、

い
ず
れ
も
無
限
回
数
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
未
知
の
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
把
握
す
る
た
め
に
寓
全
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

時
間
観
念

次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
段
代
に
お
け
る
時
間
観
念
も
、

や
は
り
三
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
年
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
周
知
の
知
く
、
嘗
時
、

一
年
が
「

一
杷
」
の
語
で
表
さ
れ
た
の
は
、
先
王
、
先
批
に
釘
す
る
五
種
類
の
祭
杷
を
行
う
の
に
要
す
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る
時
聞
が
ほ
ぼ
一
年
に
相
等
し
た
か
ら
で
あ
る
。
殿
人
は

一
年
と
い
う
時
聞
の
長
さ
を
祖
先
祭
杷
の
賓
行
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
た
。
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常
玉
芝
『
商
代
周
祭
制
度
』

(中
園
枇
曾
科
祭
出
版
祉
、

き

い

き

ょ

っ

ゅ
う

「
宝
」
祭
、
「
血
管
」
祭
、
「
ノ
ノ
/
」
祭
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
「
翌
」
祭
、
「
祭
」
祭

・
「
宝
」
祭
・
「
糸
口
」
祭
の
三
祭
、
「
ノ
ノ
ノ
」
祭
の
三
グ
ル
ー
プ
に

一
九
八
七
年
)
に
よ
れ
ば
、
そ
の
五
種
類
の
祭
杷
と
は
順
に
、
「
翌
」
祭
、
「
祭
」
祭
、

分
け
、
ま
ず
草
濁
で
「
翌
」
祭
を
行
い

つ
ぎ
に
「
祭
」
祭
・
「
窒
」
祭
・
「
脅
」
祭
を

一
旬
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
同
時
卒
行
的
に
執
り
行
い
、

そ
の
後
ふ
た
た
び
「
ノ
ノ
/
」
祭
を
車
濁
で
賀
行
す
る
。
こ
の
祭
杷
に
は
、
先
王
は
即
位
順
に
、
先
批
は
配
偶
先
王
の
即
位
順
に
祭
り
、
し
か
も
先

王
、
先
批
の
名

(廟
競
)
の
一
字
を
占
め
る
天
干
と
同
じ
日
に
祭
る
と
い
う
原
則
が
あ
り
、

一
種
類
の
祭
杷
に
要
す
る
時
間
は
、
十
旬
、
す
な

わ
ち
百
日
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

五
種
類
の
祭
紀
そ
れ
ぞ
れ
に
、
祭
杷
を
賓
行
す
る
前
旬
の
甲
日
に
、
祭
杷
封
象
と
祭
杷
日
を
記
し
た
祭
杷
殻

定
表
と
で
も
稽
す
べ
き
「
典
」
を
、
先
王
、
先
枇
に
針
し
て
告
げ
る
「
工
典
」
(
工
は
貢
の
意
)
な
る
儀
式
を
行
う
必
要
が
あ
り
、

一
種
類
の
祭

杷
完
了
は
賓
際
に
は
十

一
旬
を
要
し
た
。

具
健
的
に
は
、
第
一
旬
に
、
「
翌
」
祭
の
た
め
の
工
典
を
行
っ
た
後
、
十
句
を
か
け
て
「
翌
」
祭
を
全
員
に
行
う
。
次
の
第
十
二
句
に
は
、
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「
祭
」
祭
の
た
め
の
工
典
を
行
い
、
第
十
三
句
に
は
「
祭
」
祭
を
賓
施
す
る
と
と
も
に
、
「
宝
」
祭
の
工
典
を
行
う
。
さ
ら
に
第
十
四
旬
に
は
、

「
祭
」
祭
と
「
宝
」
祭
を
繕
績
し
つ
つ
、
「
脅
」
祭
の
工
典
を
行
う
。
こ
う
し
て
第
十
五
旬
以
降
、
「
祭
」
・
「
室
」
・
「
各
国
」
の
三
祭
を
同
時
卒
行

的
に
進
め
、
第
二
十
四
句
に
完
了
す
る
。
次
の
第
二
十
五
句
に
「
ノ
ノ
ノ
」
祭
の
工
典
を
行
い
、
第
二
十
六
句
か
ら
始
め
る
「
ノ
ノ
ノ
」
が
、
第
三
十
五

旬
に
終
了
す
る
。
次
の
第
三
十
六
旬
に
至
っ
て
、
祭
杷
を
(
貫
施
せ
ぬ
空
白
の

一
旬
を
迎
え
る
が
、
こ
の

一
旬
を
境
と
し
て
、
次
の
新
た
な
サ
イ

ク
ル
に
入
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
は
三
十
七
旬
を
要
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
適
宜
調
節
し
て
、
周
祭
の
平
均
完
了
期
間
と
暦
上
の
一
年
と
の

整
合
が
園
ら
れ
た
。
か
く
し
て
嘗
時
の
人
々
は
、

一
年
を
、
周
祭
の
サ
イ
ク
ル
、
す
な
わ
ち

「
一
杷
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

以
上
が
五
杷
周
祭
の
大
要
で
あ
る
が
、
指
摘
す
べ
き
は
、

一
紀
、
す
な
わ
ち

一
年
と
は
、
十

一
旬
ま
た
は
二
二
句
か
け
て
行
わ
れ
る
三
グ

ル
ー
プ
の
祭
杷
が
完
了
す
る
時
聞
の
長
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
段
人
に
と
っ
て
の
一
年
は
、
陳
夢
家
の
い
わ
ゆ
る
三

(
お
)

「
杷
季
」
、
す
な
わ
ち
三
種
類
の
祭
杷
期
間
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
一
月
に
つ
い
て
。
殿
人
は
、

一
年
よ
り
下
位
の
時
間
軍
位
と
し
て
、
天
干
と
地
支
を
組
み
合
わ
せ
た
六
十
干
支
を
用
い
て
い
た
が
、
六



十
日
を
越
え
る
と
嘗
然
、
干
支
が
重
複
す
る
不
便
が
生
じ
、
よ
り
短
い
時
間
車
位
で
あ
る
月
に
よ
っ
て
直
別
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
殿
人
に
と

(
鈎
)

つ
て
の
月
は
、
月
象
の
観
察
に
基
づ
い
た
太
陰
月
で
あ
り
、
そ
の
長
さ
は
大
月
、
小
月
を
含
む
、
極
め
て
不
均
等
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陳
夢
家
が

「管
子
』
宙
合
篇
の
「
月
に
上
、
下
、
中
旬
あ
り
」
と
い
う
記
載
を
引
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

三
旬
が

「
お
お
む
ね
一
月
に
相
嘗
し
た
」
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
上
述
の
知
く
、
周
祭
に
よ
っ
て
一
年
の
長
さ
を
認
識
し
て
い
た
殿
人
に

と
っ
て
、
旬
と
は
、
そ
の
う
ち
の
天
干
と
重
な
る
廟
競
を
持
つ
先
王
(
世
系
の

一
部
)
を
即
位
順
に
祭
る
、
最
小
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
、
極
め

て
意
味
の
あ
る
時
間
単
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黙
は
、

い
わ
ゆ
る
卜
句
卜
辞
、
す
な
わ
ち
、
き
た
る
十
日
開
の
吉
凶
を
占
う
ト
辞

が
、
大
量
に
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
黙
を
踏
ま
え
て
、
殿
代
に
お
け
る
一
月
は
、

三
句
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
日
の
時
間
直
分
と
そ
の
時
稀
(
名
稽
)
に
関
し
て
は
、
過
去
の
研
究
を
網
羅
し
た
う
え
で
丹
念
に
分
析
し
た
常
玉
芝
『
段
商
暦
法
研
究
」

(吉
林
文
史
出
版
枇
、

一
九
九
八
年
)
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
殿
代
の

一
日
は
、
大
ま
か
に
董
と
夜
に
二
直
分
さ
れ
、
全
龍
で
は
十
直
分
、
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二
十
六
の
時
稽
が
奥
え
ら
れ
て
い
た
(
同
一
匿
分
に
複
数
の
時
稽
が
あ
る
)
。
そ
の
う
ち
わ
け
は
、
壷
は
、
七
直
分
、
す
な
わ
ち
、
午
前
の
三
直
分

に
績
き
、

日
中
、
督
、
董
な
ど
の
時
務
で
呼
ば
れ
る
正
午
が
あ
り
、
さ
ら
に
午
後
が
三
直
分
で
、
あ
わ
せ
て
二
十
三
時
稽
を
数
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
う
ち
太
陽
が
南
中
す
る
正
午
は
、
段
人
に
と
っ
て
太
陽
の
運
行
を
測
量
し
、
ま
た
方
位
を
定
め
る
時
間
で
あ
り
、
ま
た
十
日
神
話

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
彼
ら
の
太
陽
観
か
ら
し
て
も
、
特
殊
な
時
間
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
聞
に
よ
っ
て

輩
が
午
前
、
午
後
に
二
分
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
釘
し
て
、
夜
は
暮
れ
始
め
、
夜
明
け
直
前
に
時
務
を
輿
え
、
そ
の

他
の
時
間
は
「
タ
」
で
線
括
し
、
長
さ
と
し
て
は
極
め
て
不
均
等
で
あ
る
が
、

や
は
り
一
一
一
直
分
、
三
時
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
上
を
要
す
る

に
、
段
人
の
一
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
は
不
均
等
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
大
き
く
午
前
、
午
後
、
夜
に
三
直
分
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
が
三

匿
分
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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」
の
よ
う
に
殿
人
に
と
っ
て
は
、

一
年、

一月、

一
日
と
い
う
時
聞
が
い
ず
れ
も
、
三
つ
の
時
間
車
位
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
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た
段
代
の
時
間
観
念
は
、

お
そ
ら
く
、
以
下
に
見
る
後
世
の
時
間
観
念
に
お
け
る
三
の
機
能
に
一
定
の
影
響
を
輿
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

々

の
奉
例
は
控
え
る
が
、

『儀
稽
」
に
記
さ
れ
る
種
々
の
儀
躍
で
は
、
儀
曜
富
日
の
一一一
目
前
、
あ
る
い
は
三
日
後
、

三
月
後
、
三
年
後
に
重
要
な

段
階
を
迎
え
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
が

一
定
の
時
間
車
位
と
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
稽
記
』
祭
義
に
よ
れ
ば
、
租
先
祭
杷
の

前
に
は
、
聖
な
る
時
間
へ
の
移
行
措
置
と
し
て
十
日
間
の
粛
戒
が
行
わ
れ
た
が
、
最
後
の
三
日
聞
を
「
致
粛
」
と
言
い
、
極
度
の
精
神
集
中
が

求
め
ら
れ
、

三
日
目
に
は
死
者
の
姿
が
初
仰
と
し
て
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
『
稽
記
」
王
制
に
よ
れ
ば
、
三
年
耕
せ
ば
必
ず
一

年
の
食
が
鈴
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
固
に
九
年
の
蓄
え
無
き
を
不
足
と
日
い
、
六
年
の
蓄
え
無
き
を
急
と
日
い
、

そ
の
園
に
あ
ら
ず
と
日
う
」
。
ま
た

『史
記
』
天
官
書
に
は
、
「
夫
れ
天
運
、

三
十
歳
を

一
小
愛
、
百
年
を
中
壁
、
五
百
載

(年
)
を

一
大印刷昼、

三
年
の
蓄
え
無
き
を
闘

三
大
獲
を
一
紀
と
す
。
三
紀
に
し
て
大
い
に
備
わ
る
」
と
あ
り
、

い
ず
れ
も
時
間
観
念
に
お
け
る
一一一
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

空
間
認
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
、

い
わ
ば
立
韓
的
空
間
認
識
に
針
し
、
平
面
的
空
間
は
、
ど
の
よ
う
に
認
識
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つ
ぎ
に
空
間
認
識
に
関
し
て
。
本
章
冒
頭
で
は
庭
に
つ
い
て
考
察
し
た
拙
稿
に
基
づ
き
、
庭
な
る
施
設
は
、
世
界
が
天
地
人
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
周
書
燦
『
中
園
早
期
国
家
結
構
研
究
」

(人
民
出
版
社
、
二
O
O
二
年
)
は
、
『
詩
経
』
商

墳
の
「
玄
鳥
」
、
「
長
瑳
」
、
「
殿
武
」
な
ど
の
諸
篇
か
ら
、
殿
代
の
天
下
観
念
を
、
次
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
心
に
、
「
段

土
」
「
邦
畿
」
「
商
ロ
巴
」
な
ど
の
語
で
表
さ
れ
る
段
王
の
支
配
の
及
ぶ
地
域
が
あ
り
、
そ
の
周
固
に
は
、
「
四
方
」
「
四
海
」
「
九
有
」
「
九
園
」
な

ど
の
、
天
下
回
方
が
慶
が
り
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
「
海
外
」
と
稽
さ
れ
る
僻
遠
の
地
が
庚
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
『
詩
経
』
商
領
の
詩

篇
が
示
す
の
は
、
春
秋
期
宋
園
の
人
々
が
抱
い
た
か
な
り
陵
昧
な
地
理
概
念
で
は
あ
る
が
、
賓
際
に
甲
骨
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
検
誼
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
殿
王
朝
の
政
治
的
な
ら
び
に
地
理
的
中
心
と
し
て
の
王
畿
、
殿
王
朝
と
の
聞
に
複
雑
な
緊
張
を
は
ら
み
な
が
ら
密
接
な
交
流
開

係
を
有
す
る
諸
侯
の
存
立
地
域
、
さ
ら
に
段
文
化
の
最
大
影
響
圏
に
釘
懸
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
殿
代
の
天
下
観
念
は
、
王
畿
を
中

(

初

)

(

幻
)

心
と
す
る
三
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
見
方
が
、
か
つ
て
は
陳
夢
家
に
よ
っ
て
、
近
年
は
宋
鎮
豪
に
よ



っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

軍
事
組
織

殿
代
に
は
、
軍
事
組
織
は
三
を
基
軸
と
し
て
編
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
観
念
が
明
ら
か
に
存
在
し
た
。
殿
代
の
軍
事
制
度
に
つ
い
て

は
、
常
備
軍
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
説
と
そ
れ
を
否
定
す
る
説
が
併
存
し
て
い
る
が
、
軍
事
組
織
が
三
を
基
軸
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た

と
い
う
黙
は
共
通
し
て
い
る
。
前
者
の
説
を
代
表
す
る
宋
銭
豪

「商
代
軍
事
制
度
」
(
『早
期
奴
隷
制
枇
曾
比
較
研
究
』
第
九
章
、
中
園
枇
舎
科
挙
出

版
社
、
一
九
九
六
年
)
に
よ
れ
ば
、
常
備
軍
は
右
、
中
、
左
の
三
師
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
各
師
は
、
三
つ
の
戦
車
部
隊
、
三
つ
の
騎
兵
部
隊
、
三

つ
の
歩
兵
部
隊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
補
充
兵
力
と
し
て
族
兵
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
師
の

「一一一編
制
」
に
な
ら
い
、
右
、
中
、

左
の
三
放
か
ら
な
り
、
後
に
は
別
の
族
兵
部
隊
と
し
て
、
右
、
中
、
左
の
三
戊
が
登
場
し
た
と
す
る
。

こ
れ
に
釘
し
て
、
沈
長
雲
一

「殿
契
王
作
三
師
解
」

(『
上
古
史
新
探
」
中
華
書
局
、

二
O
O
二
年
)
は
、
段
代
に
お
け
る
常
備
軍
の
存
在
を
認
め
ず
、
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軍
事
的
必
要
に
醸
じ
て
、
王
族
や
多
子
族
か
ら
召
集
し
た
兵
力
に
よ
り
、
軍
隊
を
組
織
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
の
場
合
、
師
、
放
、
馬
、

射
な
ど
規
模
や
戦
闘
内
容
を
異
に
す
る
各
種
部
隊
は
、
賞
際
の
作
戦
行
動
に
お
い
て
は
、
左
師

・
中
師

・
右
師
の
如
く
、
必
ず
三
部
隊
に
編
成

さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
殿
代
の
軍
事
編
成
は

「
三
を
以
て
常
数
」
と
し
て
い
た
と
い
う
。

な
お
、
陳
恩
林

『先
秦
軍
事
制
度
研
究
』
(
吉
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
は
、
首
時
の
軍
事
編
制
が
三
千
人
、

三
百
人
、
三
十
人
を
戦
闘

同
国
十
位
と
す
る

「三
進
制
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
狩
猟
の
際
に
野
獣
を
三
方
か
ら
包
園
し
て
捕
獲
す
る
方
法
が
戦
争
に
臨
応
用
さ
れ
、
左
、

中
、
右
の
三
陣
形
が
登
場
し
た
と
す
る
。
後
世
に
至
る
ま
で
、
三
軍
の
語
を
以
て
全
軍
を
表
す
の
は
、
こ
こ
に
端
を
瑳
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に

『逸
周
書
』
武
順
に
見
え
る
、
兵
百
人
の
長
を
伯
と
し
、
三
伯
の
長
を
佐

(三
O
O
人
)
と
し
、
三
佐
の
長
を
右

(九
O
O
人
)
、
三
右
の
長
を

き
み

正

(二
七
O
O
人
)、
三
正
の
長
を
卿

(八
一
O
O
人
)
と
し
、
三
卿
が
辞

(二
四
三
O
O
人
)
に
従
う
と
い
う
軍
事
編
制
は
、
古
い

「
三
進
制
」

(

日

記

)

の
形
式
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う
。
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以
上
、
原
中
国
の
世
界
観
に
由
来
す
る
数
字
三
が
、
卜
占
、
筆
占
、
時
間
観
念
、
{八エ
開
認
識
、
軍
事
組
織
な
ど
祉
曾

・
文
化
の
様
々
な
側
面
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に
お
い
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

三
が
全
龍
、
完
成
あ
る
い
は
無
限
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
枇
曾

・
文
化
の
様
々
な
側
面
に
お
い
て
三
の
機
能
を
確
認
で
き
る
こ
と
自
慢
、

三
な
る
数
字
が
世
界
観
に
由
来
す
る
こ
と
を
誼
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
黙
を
最
も
明
確
に
示
す
の
は
、
甲
骨
文
字
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
と
に
張
-
棄
権
は
、
甲
骨
文
の
段
階
で
三
に
虚
数
と
し
て
の
用
例
が
あ

(
羽
)

そ

う

ぜ

入

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
じ
文
字
を
三
つ
組
み
合
わ
せ
て
多
数
、
全
健
を
意
味
す
る
例
と
し
て
、
衆
、
森
、
露
、
韓
な
ど
を

悲
げ
、
ま
た
若
、
長
、
老
な
ど
は
、

三
本
の
線
で
人
健
の
無
数
の
髪
や
眉
毛
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
、

五
本
書
き
揃
え
る
こ
と
が
そ
れ

ほ
ど
困
難
と
も
思
わ
れ
ぬ
手
や
足
の
指
に
つ
い
て
も
、

三
本
で
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

三
を
以
て
全
種
を
意
味
さ
せ
る
観
念
が
存
在
す
る
と

(
お
)

三
つ

の
黙
で
雨
を
象
徴
す
る
例
な
ど
を
琴
げ
て
い
る
。

し
た
。
そ
の
ほ
か
、

三
つ

の
果
賓
で
全
て
の
果
賓
を
、

三
枚
の
葉
で
全
て
の
葉
を
、

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、

三
と
い
う
数
字
そ
の
も
の
が
、
無
限
あ
る
い
は
寓
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
西
周
・
春
秋
時
代

- 60一

の
青
銅
器
銘
文
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
語
「
三
喜
蒔
」
の
「
三
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
宗
周
鐘
に
は

「
先
王
其
れ
巌
と
し
て
上
に
あ
り
:
:
:
余
に
順

さ

わ

き

孫
を
一晒
し
、

参
誇
こ
れ
を
剛
め
し
め
よ
」
、

暴
仲
壷
に
は
「
三
番
前
に
し
て
殻
徳
蔦
年
な
ら
ん

こ
と
を
匂
む
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

『詩
経
』
魯

b
?っ

領

・
悶
宮
に
も
「
三
寄
に
し
て
朋
び
な
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一一
一
(
参
)
に
つ
い
て
は
、
王
額
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
文
脈
的
に
は
、

(

町
四

)

他
の
青
銅
器
銘
文
の

「寓
蕎
」
あ
る
い
は
「
高
年
」
と
い

っ
た
表
現
に
相
賞
す
る
た
め
、
ま
さ
し
く
高
、
あ
る
い
は
無
限
の
意
味
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
も
王
額
に
よ
れ
ば
、
「
三
事
詩
」
の
ほ
う
が
蔦
寄
よ
り
も
時
代
的
に
先
行
す
る
表
現
方
法
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
張
光
直
に
よ
れ
ば
、

卜
鮮
の
捗
・
降
は
、

シ
ャ
l
マ
ン
が
天
上
界
と
下
界
の
聞
を
上
り
下
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
文
字
は
、
上
昇
あ
る
い
は
下
降
を
象

徴
す
る
二
つ
の
足
跡
と

ご
」
ざ
と

へ
ん
M

か
ら
な

っ
て
い
る
。
こ
ざ
と
へ
ん
は
、

阜、

つ
ま
り
天
界
と
下
界
を
結
ぶ
天
梯
と
し
て
の
山
陵
を
示

す
と
さ
れ
る
が
、
古
く
は
三
段
の
階
段
状
を
呈
し
て
い
る
。

以
上
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
原
中
国
に
お
け
る
三
と
は
、
世
界
が
天
地
人
の
三
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
世
界
観
に
由
来
し
、

全
種
、
完
成
あ
る
い
は
多
数
、
無
限
を
意
味
す
る
特
殊
な
数
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
原
中
園
の
世
界
観
に
照
ら
し
て
理
解
す
れ
ば
、
本
稿
冒



頭
で
提
示
し
た
諸
問
題
、
す
な
わ
ち
賓
数
と
し
て
の
三
が
、
虚
数
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
、
儀
雄
行
震
の
な
か
で
、
三
回
の
繰
り
返
し
が

儀
種
の
完
結
を
意
味
す
る
こ
と
、
孔
子
の
数
え
が
三
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
『
詩
経
』
に
三
度
の
繰
り
返
し
が
多
く
見
ら
れ
る
こ

と
、
な
ど
に
つ
い
て
無
理
な
く
理
解
で
き
よ
う
。

三
才
思
想
か
ら
参
才
思
想
ヘ

原
中
園
の
儀
種
に
お
け
る
三
の
象
徴
性
に
つ
い
て
、
論
ず
る
べ
き
こ
と
は
ほ
ぼ
蓋
き
た
が
、
な
お
一
つ
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

天
地
人
の
三
者
が
世
界
を
構
成
す
る
と
い
う
原
中
園
の
世
界
観
が
、

い
わ
ゆ
る
三
才
思
想
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
既
速
の
如
く
、
世
界
が
天
地
人
の
三
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
す
る
観
念
の
存
在
は
、
少
な
く
と
も
殿
代
早
期
ま
で
は
確
賓

(
お
)

に
遡
る
。
今
後
、
考
古
島
干
の
進
展
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
遡
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
地
人
三
界
が
世
界
を
構
成
す

る
と
い
う
観
念
は
、
通
常
、
三
才
思
想
(
才
は
根
源
の
意
)
な
る
語
を
以
て
概
括
さ
れ
、
史
料
的
に
は
『
櫨
記
』
、
『
萄
子
』
、

『周
易
』
繋
鮮
な

(

刊

日

)

ど
戦
国
末
期
か
ら
漢
代
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
書
物
に
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
時
代
固
有
の
世
界
観
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

こ
う
し
た
通
説
と
本
稿
の
主
張
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

- 61ー

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
世
界
を
構
成
す
る
天
・
地

・
人
と
い
う
三
要
素
自
瞳
は
、
古
く
原
中
園
以
来
、
中
園
の
人
々
の

観
念
の
中
に
存
在
し
績
け
た
の
で
あ
る
が
、
戦
園
時
代
以
降
、
す
な
わ
ち
紳
人
共
同
種
の
崩
壊
を
ま
っ
て
、
そ
れ
ら
三
者
の
関
係
性
に
激
饗
が

見
ら
れ
、
こ
こ
に
通
常
、
三
才
思
想
と
呼
ば
れ
る
世
界
観
が
成
立
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
黙
を
明
確
に
す
る
た
め
、
今

一
度
、
三
才
思
想
が
成
立
す
る
過
程
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

原
中
園
の
崩
壊
と
は
、
そ
れ
ま
で
人
聞
を
規
定
し
て
い
た
天
帝
や
鬼
神
の
存
在
が
も
は
や
副
次
的
な
も
の
と
な
り
、
人
聞
が
、
人
聞
の
世
界

を
主
宰
し
、
秩
序
の
中
心
を
占
め
る
と
い
う
新
た
な
世
界
観
が
創
出
さ
れ
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
聞
の
鷲
見
、
あ
る
い
は
覚
醒
と
で
も

467 

稽
す
べ
き
事
態
が
琵
生
し
つ
つ
あ

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
劃
期
的
な
事
態
は
、
様
々
な
形
で
現
象
化
し
た
が
、
最
も
分
か
り
ゃ
す
い
の
は

給
董
史
料
に
お
け
る
劇
的
な
嬰
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
青
銅
器
の
装
飾
文
様
に
限

っ
て
考
え
る
と
、
段
や
西
周
期
に
極
盛
を
見
た
、
お
ど
ろ
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お
ど
ろ
し
い
鬼
神
を
中
心
と
す
る
文
様
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
形
骸
化
の
途
を
辿
り
、
春
秋
晩
期
か
ら
戦
園
に
い
た
っ
て
、

つ
い
に
戦
争

や
狩
猟
、
儀
式
、
燕
築
な
ど
専
ら
人
聞
の
活
動
を
描
い
た
文
様
が
出
現
す
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
青
銅
器
研
究
者
、
馬
承
源
は
、

そ
れ
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
人
間
自
身
が
青
銅
種
器
の
装
飾
に
お
い
て
、

片
隅
の
場
所
す
ら
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
天
と
鬼
神
を
中
心
と
す
る
天
命
論
を
造
り
上
げ
、
自
ら
を
極
め
て
低
い
位
置
に
置
い

は
、
極
め
て
嘗
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
観
念
が
ひ
と
た
び
放
棄
さ
れ
る
や
、
禁
術
に
よ
っ
て
人
閉
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
の

(
刊
)

と
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
朱
鳳
織
も
、
殿
や
西
周
の
祉
舎
は
、
「
紳
霊
を
崇
奔
す
る
神
秘
主
義
」
に
お

お
わ
れ
、
人
々
は
自
ら
の
力
量
に
つ
い
て
深
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
神
秘
主
義
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
閉
そ
の
も
の
を
萎
術
的

に
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
春
秋
末
期
に
い
た
っ
て
、

よ
う
や
く
青
銅
器
に
、
人
間
の
豊
か
な
枇
曾
生
活
の
情
景
を
描
い
た
固
柄

が
出
現
す
る
の
は
、
人
々
が
束
縛
さ
れ
た
受
動
的
な
位
置
か
ら
脱
却
し
、
自
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
額
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意

(
引
)

味
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
間
中
心
の
新
た
な
世
界
観
の
創
出
を
、
最
も
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
の
が
、

『
種
記
』

中
庸
の
「
天
の
命
ず
る
、
こ
れ
を
性
と

謂
い
、
性
に
率
う
、
こ
れ
を
遁
と
謂
い
、
遁
を
惰
む
る
、
こ
れ
を
数
と
謂
う
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
が
人
聞
に
賦
輿
し
た
本
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来
性
は
、
す
で
に
自
ら
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
。
人
は
自
己
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
ら
の
本
来
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
従

っ
て
自
ら
の
遁
を
進
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

天
命
を
知
る
た
め
に
は
、
も
は
や
、
卜
占
、
盤
占
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
外
在
的
な
手
段
は
不
要
で
あ
り
、
自
ら
の
内
部
に
沈
潜
す
る
こ
とた

す

こ
そ
が
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
中
庸
」
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
こ
そ
が
、
「
天
地
の
化
育
を
賛

け
、
:
:
:
天
地
と
参
ず
る
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
唱
え
る
。
同
じ
く

『櫨
記
』
穫
運
に
も
、

「聖
人
は
天
地
に
参
し
、
鬼
神
に
並
び
、
以
て

政
を
治
む
る
な
り
」
と
あ
り
、
「
経
解
」
に
は
、
「
天
子
は
天
地
と
参
す
。
故
に
徳
は
天
地
に
配
し
、
首
向
物
を
粂
利
す
」
と
あ
る
。
人
界
を
代
表

す
る
聖
人
、
天
子
と
は
、
天
地
と
比
肩
す
る
、
か
つ
ま
た
世
界
の
主
宰
者
た
る
存
在
な
の
で
あ
る
。



『
萄
子
」
天
論
は
、
人
聞
の
主
龍
性
を
よ
り
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
天
を
大
と
し
て
こ
れ
を
思
う
は
、
物
を
畜
わ
え
こ
れ
を

制
す
る
に
い
ず
れ
ぞ
。
天
に
従
い
て
こ
れ
を
領
え
る
は
、
天
命
を
制
し
て
こ
れ
を
用
う
る
に
い
ず
れ
ぞ
」
の
知
く
、
天
に
釘
す
る
従
属
・
依
存

か
ら
脱
却
し
、
逆
に
人
聞
の
方
か
ら
天
に
働
き
か
け
て
天
命
を
「
用
う
る
」
べ
き
で
あ
る
と
す
ら
述
べ
、
能
動
的
な
姿
勢
の
必
要
性
を
唱
え
る
。

し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
こ
そ
、
「
天
に
其
の
時
あ
り
、
地
に
其
の
財
あ
り
、
人
に
其
の
治
あ
り
、
夫
れ
こ
れ
を
能
く
参
ず
る
と

謂
う
」
、
す
な
わ
ち
、
天
の
時
、
地
の
財
を
活
用
し
て
、
天
地
と
な
ら
ぶ
存
在
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
王
制
」
に

見
え
る
「
天
地
は
君
子
を
生
じ
、
君
子
は
天
地
を
理
む
。
君
子
な
る
も
の
は
、

天
地
の
参
な
り
」
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
も
、
楊
僚
の
「
こ
れ

(
天
地
)
と
相
い
参
じ
、
と
も
に
化
育
を
成
す
な
り
」
と
い
う
注
の
如
く
、
君
子
と
は
、
天
地
の
働
き
に
参
奥
し
て
こ
れ
を
治
め
、
世
界
蔦
物

(
位
)

の
営
み
を
遂
げ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

『櫨
記
」
や

『萄
子
』
に
見
え
る
三
才
思
想
と
は
、

天
地
に
封
し
て
人
聞
が
能
動
的
に
働
き
か
け
、
爾
者
に
参
興
し
た
う
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え
で
、
全
程
世
界
の
主
宰
者
と
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
そ
の
核
心
は
、
「
参
ず
る
」
と
い
う
人
聞
の
側
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
天
地
人

の
世
界
が
造
り
上
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
貼
に
あ
る
。
人
間
こ
そ
が
世
界
成
立
の
要
、
す
な
わ
ち
、
人
聞
に
よ
っ
て
こ
そ
天
地
人
が
世
界
た
り
う

る
、
と
い
う
関
係
性
が
、
こ
の
「
参
」
と
い
う
動
詞
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
聞
の
能
動
性
を
重
視
す
る
三
才
思
想
に
比
べ
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
原
中
園
の
世
界
観
の
場
合
、
主
宰
者
は
人
で
は
な
く
、

天
地
で
あ
る
。
世
界
は
、
人
聞
が
天
地
の
意
思
に
従
っ
て
こ
そ
、
世
界
た
り
え
た
の
で
あ
る
。
人
聞
は
、
あ
く
ま
で
世
界
の

一
部
、
し
か
も
従

層
的
な
一
部
で
し
か
な
か
っ
た
。
か
り
に
、
原
中
園
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
世
界
観
、
す
な
わ
ち
天
地
人
三
界
に
よ
っ
て
世
界
が
構
成
さ
れ
る

と
い
う
観
念
を
「
三
才
思
想
」
の
語
を
以
て
表
す
な
ら
ば
、
人
聞
の
能
動
性
・
主
程
性
を
前
提
と
す
る
戟
園
以
降
の
そ
れ
は
「
参
才
思
想
」
と

表
現
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い。

469 
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お

わ

り

古
代
中
闘
の
儀
種
に
お
け
る
三
の
象
徴
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
本
稿
は
、
次
の
如
く
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
譲
り
の
儀
種
の
み
な
ら
ず
、

嘗
時
の
儀
謹
一
般
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
三
は
、
世
界
が
天
地
人
の
三
界
か
ら
な
る
と
い
う
嘗
時
の
世
界
観
に
由
来
す
る
敷

字
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
象
徴
的
数
字
に
あ
わ
せ
て
儀
種
の
全
過
程
を
三
段
階
に
分
け
る
、
あ
る
い
は
儀
種
行
矯
そ
の
も
の
を
一一一
度

繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
種
の
目
的
や
行
矯
者
の
意
志
が
十
全
に
達
成
さ
れ
る
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
深
層
に
お
い
て
は
、

人
聞
が
、
天
地
の
間
に
あ
っ
て
、
天
帝

・
鬼
神
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

三
は
、
世

界
が
人
と
神
と
に
よ
っ
て
造
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
認
識
そ
れ
自
龍
に
由
来
す
る
数
字
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
慶
く
一
吐
舎
化
・
規
範

(
幻
)

化
し
て
、
儀
穫
や
行
動
に
組
み
込
ま
れ
、
首
時
の
人
々
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
春
秋
以
前
の
古
典
の
諸
虚
に
見
え
る
「
三
」
が
、
何
故
「
三
」
で
な
け
れ
ば
な

64 -

ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
氷
解
す
る
。
蛇
足
の
感
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
例
を
奉
げ
て
お
こ
う
。
春
秋
時
代
に
お
い
て
臣
下
に
釘
す
る
賜

(
制
)

ム
叩
は
、
何
故
に
「
三
命
」
を
以
て
最
高
と
し
た
の
か
。
斉
の
簡
公
が
陳
成
子
に
拭
殺
さ
れ
た
時
、
何
故
、
孔
子
は
「
一一一
日
」
薪
戒
し
た
う
え
で
、

魯
の
哀
公
に
釘
し
て
、

「三
た
び
」
湾
攻
撃
を
請
、っ
た
の
か

(『左
博
』
哀
公
一
四
年
)
。
『
国
語
』
周
語
上
に
見
え
る

「夫
れ
獣
は
三
を
群
と
な
し
、

さ
人

人
は
三
を
衆
と
な
し
、
女
は
三
を
祭

(美
)
と
な
す
」
と
い
う
語
に
お
い
て
、
何
故
、

三
が
直
切
り
と
な

っ
て
い
る
の
か
。
『
園
誼
巴
亙
日
語
八

に
は
、
「
三
世
」
す
な
わ
ち
租
孫
三
代
に
わ
た
り
、
大
夫
の
家
に
仕
え
れ
ば
、
こ
れ
を
「
君
」
と
し
て
仕
え
、
二
代
以
下
は
「
主
」
と
し
て
仕

え
る
、
と
い
う
語
が
見
え
る
が
、
何
故
、
「
三
世
」
に
よ

っ
て
質
的
費
化
が
生
ず
る
の
か
。
『
老
子
』
四
二
章
の
「
遁
は
一
を
生
じ
、

一
は
二
を

生
ず
。
二
は
三
を
生
じ
、

三
は
禽
物
を
生
ず
」
に
お
い
て
、
苦
肉
物
を
生
ず
る
の
は
何
故
に
つ
三

で

あ
る
の
か
、
と
い

っ
た
疑
問
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
文
字
史
料
に
基
づ
き
、

三
が
世
界
観
に
由
来
す
る
数
字
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
主
張
は
、

嘗
然
な
が
ら
考
古
事
的
遺
跡
や
遺
物
に
よ
っ
て
検
誼
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
逆
に
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
穫
で



き
る
事
例
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註(
1
)

「春
秋
時
代
の

「譲
』
に
つ
い
て
l

|
自
己
抑
制
の
政
治
撃
」

(『
中
圏
中
世
史
研
究
績
編
」
京
都
大
島
平
準
術
出
版
曾
、
一
九
九
五

年
)。

ま
た
、
「
君
子
の
交
わ
り
、
君
子
の
戦
い
|
|
種
で
結
ぼ
れ
た

古
代
中
園
の
人
々
」
(『
洗
練
と
粗
野
」
東
京
大
祭
出
版
舎
、
一

九
九

五
年
)
で
も
、
互
敬

・
互
譲
の
精
神
が
古
代
中
園
に
お
け
る
人
的
結

合
の
特
質
と
し
て
機
能
し
て
い
た
賓
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

(
2
)

在
中
「
得
三
九」

(『
遮
拳
」
内
篇
)、
劉
師
培
「
古
籍
多
虚
数
説
」

(『左
貧
集
』
巻
八)、

周
高
法

「上
古
語
法
札
記
・
古
籍
中
的
虚

数」

(『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
一
二
本、

一
九
五
O

年
)、
楊
希
枚
「
中
園
古
代
的
神
秘
数
字
論
稿
」
(
『中
央
研
究
院
民

族
同
学
研
究
所
集
刊
』
三
三
期
、
一
九
七
二
年
)
、
堀
池
信
夫

『漢
貌

思
想
史
研
究
」
(
明
治
書
院、

一
九
八
八
年
)、

川
原
秀
城
「
三
統
暦

の
世
界
」(『
中
園
思
想
史
研
究
』
創
刊
競
、一

九
七
七
年
)
な
ど
参

n
ロ"。

(
3
)

こ
の
黙
に

つ
い

て
は
、
か
つ
て
拙
著

『先
秦
の
社
舎
と
思
想
』

(創
文
壮
、

二
O
O
一
年
)
八
O
頁
に
お
い
て
、
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
る
。

(
4
)

以
下
、
本
稿
で
し
ば
し
ば
用
い
る
古
代
中
園
と
い
う
語
は
、
夏
に

相
賞
す
る
時
代
か
ら
春
秋
時
代
ま
で
を
指
す
。
拙
著

『先
秦
の
一吐
舎

と
思
想
』
(
創
文
一
吐
、

二
O
O
一
年
)
で
は
、
同
じ
時
代
を
原
中
関

と
呼
び
、
戦
園
以
降
、
清
末
ま
で
の
惇
統
中
園
と
釘
比
さ
せ
て
用
い

た
。
た
び
た
び
主
張
し
て
き
た
よ
う
に
、
ま
た
本
稿
第
三
章
で
も
述

べ
る
が
、
私
は
春
秋
・
戟
園
の
交
替
を
劃
期
と
し
て
、
中
園
枇
舎
の

構
造
が

一
愛
し
た
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
春
秋
時
代
は
、
そ

れ
以
前
の
歴
史
的
性
格
の
完
成
期
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、

春
秋
時
代
の
諸
事
象
に
は
、
そ
の
淵
源
を
西
周
、
肢
は
言一
う
に
及
ば

ず
、
夏
に
相
嘗
す
る
時
代
ま
で
遡
り
う
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
な

お
、
拙
稿
「
古
代
中
園
に
お
け
る
庭
に
つ
い
て
」

(『
名
古
屋
大
祭
東

洋
史
研
究
報
告
』

一
六
競
、

一
九
九
二
年
)
も
、
同
様
の
税
黙
で
古

代
中
園
の
語
を
用
い

て
い
る
。

(5
)

な
お
位
牌
を
新
廟
へ
移
す
儀
植
を
記
し
た

『大
戴
種
記
』
諸
侯
遷

廟
に
よ
れ
ば
、
位
牌
の
移
動
開
始
、
新
廟
へ
の
安
置
、
移
動
完
了
の

そ
れ
ぞ
れ
の
時
黙
に
お
い
て
、
祝
が
祖
霊
に
封
し
祝
詞
を
奉
げ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も

「聾
す
る
こ
と
三
た
び
」
の
如
く
、
同
じ
祝
詞
が

三
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

(6
)

楊
寛
「
冠
種
新
探
」

(『
古
史
新
探
」
中
華
書
局
、

一
九
六
五
年
)

参
照
。

(
7
)

楊
寛

「郷
飲
酒
穫
輿
饗
種
新
探
」

(註

(6
)
前
掲
書
)
参
照
。

(8
)

古
代
中
園
の
音
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
瞥
援
の
力
|
|
春

秋
時
代
の
盲
人
楽
師
に
つ
い
て
」

(『
山
口
大
皐
文
拳
曾
志
』
四

一
巻、

一
九
九

O
年
)
を
参
照
。

(
9
)

鴨
種
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
春
秋
時
代
の
稗
種
に

65ー
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つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
四
七
巻
四
競
、
一
九
八
九
年
)
を
参
照
。

(
印
)
な
お
、
前
王
の
死
の
直
後
に
行
わ
れ
、
喪
雄
と
逮
捕
制
す
る
性
格
が

濃
厚
に
見
ら
れ
る
即
位
儀
櫨
が
、
吉
穫
に
属
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

嘉
穂
に
属
す
る
の
か
は
、
容
易
に
判
断
し
が
た
い
。
こ
こ
で
は
、
銚

彦
渠
「
春
秋
曾
要
』
に
従
ぃ
、
士
口
穫
と
考
え
て
お
く
。
ま
た
、
以
下

に
遮
べ
る
康
王
が
献
酒
し
た
釘
象
に
つ
い
て
は
、
即
位
儀
雄
全
罷
の

理
解
と
も
閥
わ
り
、
種
種
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

深
入
り
し
な
い
。

(
日
)
軍
穫
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
春
秋
時
代
の
箪
穫
に

つ
い
て
」
(
「
名
古
屋
大
挙
東
洋
史
研
究
報
告
』

一一

鏡
、
一
九
八
六

年
)
参
照
。

(
ロ
)
楊
寛
「
大
蒐
稽
新
探
」
(
註

(
6
)
前
掲
書
)
参
照
。

(
日
)
楊
寛
「
射
穫
新
探
」
(
註
(
6
)
前
掲
書
)
参
照
。

(
日
)
こ
の
黙
に
閲
し
て
は
、
楊
寛
『
西
周
史
」
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九
九
年
)
一
一

頁
、
沈
文
俸
「
略
論
櫨
典
的
賓
行
和
儀
耀
書
本

的
撰
作
」
(
『宗
周
櫨
祭
文
明
考
論
』
杭
州
大
間
晶
子
出
版
社
、

一
九
九
九

年
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
徐
喜
辰
等
『
中
園
通
史
』
第
三
巻
(
上
海
人
民
出
版
枇
、
二

0
0

一
年
)
五
l
七
頁
な
ど
参
照
。

(
日
)
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
春
秋
時
代
の
神

・
人
共

同
髄
」
(
『
中
園
|
|
枇
舎
と
文
化
」
五
競
、
一
九
八
九
年
)
、

「夢
に

み
る
春
秋
時
代
の
祖
先
神
」
(
『
名
古
屋
大
撃
東
洋
史
研
究
報
告
』
一

四
競
、
一
九
八
九
年
)
、
「
替
隊
の
力
」
(
註

(
8
)
所
掲
)
、
「
春
秋

左
氏
傍
|
|
歴
史
と
法
の
源
流
」
(
『
中
園
法
制
史
』
東
京
大
挙
出
版

舎、

一
九
九
三
年
)
な
ど
で
論
じ
た
。

(口
)

楊
寛
「
試
論
西
周
春
秋
問
的
宗
法
制
度
和
貴
族
組
織
」
(
註
(
6
)

前
掲
書
)
参
照
。

(同
)

註
(
4
)
前
掲
「
古
代
中
園
に
お
け
る
庭
に
つ
い
て
」
。

(四
)

『周
穫
』
春
宮
・
大
卜
に
よ
れ
ば
、
占
い
の
方
法
に
は
卜
占
、
釜

上
口
、
夢
占
の
三
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
=
一
兆
の
法
」
、
「
一二
易
の

法
」
、
三
一夢
の
法
」
と
呼
ば
れ
る
一一
一
種
の
異
な
っ
た
方
式
が
あ
っ
た
。

三
種
類
に
三
方
式
と
は
、
あ
ま
り
に
整
理
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
が
、
以

下
の
如
く
嘗
時
の
卜
占
や
笈
占
に
お
い
て
は
、
確
か
に
三
一
度
行
う
こ

と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
な
お
、
「
大
卜
」
の
記
載
に
つ

い
て
は
、
李
皐
勤

『周
易
経
停
遡
源
』
(
長
春
出
版
祉
、
一
九
九
二

年
)
を
参
照
。

(
初
)
「
試
得
周
初
青
銅
器
銘
文
中
的
易
卦
」
(
『
考
古
筆
報
』
一
九
八
O

年
四
期
)
な
ど
。

(
幻
)
張
立
文
「
周
易
吊
書
浅
説
」
(
『
周
易
吊
書
今
注
今
誇
』
撃
生
害
局
、

一
九
九
一
年
)
、
近
藤
浩
之
「
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
周
易
研
究
概
説
」

上

(『
中
園
哲
向
学
研
究
』
八
競
、
一
九
九
四
年
)
、
李
零
「
早
期
卜
笈

的
新
設
現
」
(
『
中
園
方
術
考
』
東
方
出
版
社
、
二

O
O
O年
)
な
ど

参
照
。

(
勾
)
「
段
代
習
卜
和
有
閑
占
卜
制
度
的
研
究
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九

八
七
年
四
期
)
、
「
論
古
代
甲
骨
占
ト
的
三
卜
制
」
(
『
殿
嘘
博
物
苑
苑

刊
』
創
刊
競
、
一
九
八
九
年
)
、
王
字
信
等
『
甲
骨
拳
一
百
年
』
(
壮

曾
科
挙
文
献
出
版
紅
、
一
九
九
九
年
)
一
一
一

二
l
一
二
七
頁
、
「
再

論
股
商
王
朝
甲
骨
占
卜
制
度
」
(
『中
園
歴
史
博
物
館
館
刊
』
二

0
0

0
年
一
期
)
。

(
お
)
『
校
刊
史
記
集
解
索
隠
正
義
札
記
』
袋
五

・
亀
策
列
惇

- 66-
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(
川
叫
)
近
年
出
土
し
た
戦
圏
中
期
の
包
山
楚
簡
の
い
わ
ゆ
る
占
卜
類
の
内

容
を
検
討
す
る
と
、
段
以
来
の
惇
統
的
な
卜
占
の
方
法
や
形
式
が
根

強
く
繕
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
註

(幻
)
所
掲
李
零
論
考
第
三
節
「
楚
占
卜
竹
筒
」
参
照
。

(
お
)
必
ず
し
も
賞
初
か
ら
、
笈
竹
(
著
草
)
を
操
作
す
る
、
い
わ
ゆ
る

笈
法
が
確
立
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
何
ら
か

別
の
方
法
で
数
字
卦
を
導
い
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
黙

を
踏
ま
え
た
う
え
で
こ
の
語
を
用
い
る
。

(
お
)
『
甲
骨
曲
学
一
百
年
」一一

一
七
頁
(
註
(
勾
)
前
掲
書
)

(
幻
)
な
お
、
『
周
易
」
繋
辞
下
で
は
、
三
叉
と
は
、
天
地
人
の
三
界
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
繋
僻

上
で
「
易
は
天
地
と
準
ず
。
故
に
能
く
天
地
の
遁
を
瀬
総
す
」
と
主

張
し
う
る
の
で
あ
る
。『
周
易
』
繋
辞
の
年
代
に
つ
い
て
、
近
年
、

李
曲
学
勤

「周
易
経
傍
遡
源
』
(
註
(
山
口
)
前
掲
)
な
ど
は
、
従
来
よ

り
大
幅
に
遡
ら
せ
て
、
遅
く
と
も
戟
圏
中
葉
に
は
成
立
し
て
い
た
と

す
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
後
代
の
史
料
で
あ
る
こ
と
に
は
愛
わ
り

な
く
、
そ
こ
に
原
中
閣
の
世
界
観
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

自
身
極
め
て
興
味
深
い
。
し
か
し
、
現
時
駄
で
は
数
字
卦
に
は
不
明

部
分
が
多
く
、
こ
の
記
濯
に
基
づ
き
、
三
交
は
、
嘗
初
か
ら
原
中
園

の
世
界
観
を
象
徴
し
て
い
た
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
控
え
て
お
く
。

(
お
)
『
殿
虚
卜
辞
綜
述
」
二
三
六
頁
(
科
拳
出
版
祉
、
一
九
五
六
年
)
。

(
鈎
)

か
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
三
旬
が
一
月
を
構
成
す
る
と

い
う
人
魚
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
鈎
)
『
殿
虚
卜
僻
綜
逮
』
第
九
章
政
治
匿
域
(
註

(
犯
)
前
掲
書
)
。

(
泊
)
『
早
期
奴
隷
制
祉
曾
比
較
研
究
』
(
中
園
枇
曾
科
拳
出
版
施
、

九
九
六
年
)
第
六
章
商
王
朝
的
園
土
経
緯
構
造
。
な
お
、
魯
の
園
都

の
構
造
「
三
郊
三
遂
」
、
斉
の
園
都
の
構
造
「
参
園
伍
都
」
な
ど
に

お
い
て
、

三
が
多
見
す
る
こ
と
も
偶
然
で
は
あ
り
え
ま
い
。

(
日
記
)
段
代
、
西
周
時
代
の
官
僚
制
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
明
の
黙
が
多

い
が
、
西
周
の
官
制
に
つ
い
て
、
楊
寛
「
西
周
中
央
政
権
機
構
剖

析
」
(
『西
周
史
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)
は
、
卿
事
寮

と
太
史
寮
の
二
大
官
署
が
設
け
ら
れ
、
卿
事
寮
の
属
官
に
司
徒
、
司

馬
、
司
杢
の
「
三
有
司
」
が
あ
り
、
別
に
王
畿
内
の
主
要
な
政
務
を

つ
か
さ
ど
る
「
一
一
一
事
大
夫
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
か
つ
て
楊

向
歪
「
周
種
的
内
容
分
析
及
其
成
書
時
代
」
(
『
鐸
史
薪
拳
術
文
集
」

上
海
人
民
出
版
祉
、

一
九
八
三
年
)
は、

『周
種
』
に
見
え
る
公
侯

伯
子
男
の
五
等
院
制
は
、
命
数
な
ど
の
種
制
の
面
で
は
、
八
ム
が

一
等、

侯
と
伯
が
問
位
一
等
、
子
と
男
が
同
位
一
等
の
「
三
等
爵
」
制
で
あ

っ
た
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
る
。
張
豆
初
、
劉
雨
『
西
周
金
文
官
制

研
究
」
(
中
華
書
局
、

一
九
八
六
年
)
は
、
楊
氏
の
主
張
す
る
三
等

爵
制
が
、
金
文
に
見
え
る
諸
侯
の
三
等
爵
と
針
臨
服
し
て
い
る
こ
と
に

基
づ
き
、
「
西
周
の
制
度
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

春
秋
、
戦
園
へ
と
時
代
が
く
だ
る
と
、
三
公
、
三
卿
、
三
珪
な
ど
、

官
僚
制
に
お
け
る
三
の
機
能
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば

『種
記
』
昏
義
に
は
、
「
古
者
、
天
子
の
后
、
六
宮
を
立
て
、
三
夫

人
、
九
績
、
二
十
七
世
婦
、
八
十
一
御
委
あ
り
、
以
て
天
下
の
内
治

を
聴
き
、
:
:
:
天
子
、
六
{
巴
を
立
て
、

三八
ム
、
九
卿
、
二
十
七
大
夫
、

八
十
一
元
土
あ
り
、
以
て
天
下
の
外
治
を
聴
く
」
と
あ
る
。

(
お
)
こ
の
ほ
か
、
『
雲
一夢
秦
簡
白
書
』
、
『五
十
二
病
方
」
な
ど
戦
園
か

ら
漢
代
に
至
る
出
土
史
料
に
よ
っ
て
も
、
呪
文
を
唱
え
る
、
馬
歩
を
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行
う
な
ど
後
々
な
呪
的
行
震
に
お
い
て
三
度
の
繰
り
返
し
が
重
要
な

意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
定
型
的
行
矯
の
強
固
な
縫

縦
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
卜
占
や
笈
占
と
同
様
、
そ
れ
ら
は
、
殿
周
以

来
の
侍
統
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
弘
)

「
甲
骨
文
所
見
的

『数
』
」
(
『中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊
』
四
六
本
三
分、

一
九
七
五
年
)。
な
お
宋
鎖
豪
は
、
張
乗
穫
の

説
を
論
機
と
し
て
、

三
卜
制
は
、

三
が
全
健
を
象
徴
す
る
と
い
う
段

人
の
概
念
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
お
)

な
お
、

三
が
完
全

・
全
館
・
無
限
を
表
す
概
念
を
反
映
し
て
い
る

き
ょ
う

せ
人

さ

人

ぜ

人

文
字
と
し
て
、
「
説
文
解
字
』
か
ら
、
力
加
、
川
刷
、
長
、
品
、
義
、

ダ
よ
P

与

え
ん

υよ
P

ぜ
い

ほ
ん

ら

い

き

ょ

う

じ

よ
う

ら
ゅ
う

表

、
成
、
森
、

口問
、
娠
、

茶
、
唱
輔
、
得
、
語
、
晶
、
語
、
品
、

せ
人

と
う

そ

う

ひ

ゅ

う

し

ゅ

ん

せ

ん

そ

一線
、
轟
、
錦
、
品
、
飯
、
組
側
、
雌
な
ど
の
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で

込
C
7
Q

。

(お
)

「

『詩
経
』
悶
宮

ニ
ニ
詩
作
朋
H

解」

(
『古
漢
語
研
究
論
文
集
』

北
京
出
版
祉
、

一
九
八
二
年
)。

(幻
)

「
商
代
的
基
輿
京
一術」

(
『中
図
書円
銅
時
代
二
集
』
三
聯
書
底、

一

九
九

O
年
)。

(
お
)

本
来
、
数
字
三
が
い
つ
、
い
か
な
る
論
理
で
三
才
的
世
界
観
を
象

徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
史
料
的

制
約
が
大
き
く
、
首
面
は
闘
疑
と
せ
さ
る
を
え
な
い
。
考
古
撃
の
進

展
に
期
待
し
た
い
。

(
ぬ
)

な
お
、

三
才
思
惣
の
出
現
に
附
し
て
は
、
た
と
え
ば

『左
停
」
の

「
民
は
天
地
の
中
を
受
け
以
て
生
ず
」

(成
公

一
三
年
)
、
「
善
人
は

天
地
の
紀

(天
地
を
つ
な
ぐ
綱
)
な
り
」

(成
公

一
五
年
)
な
ど
の

記
載
に
よ
り
、
春
秋
に
遡
ら
せ
る
考
え
方
も
あ
る
。
ま
た
食
偉
超

「先
秦
雨
漠
美
術
考
古
材
料
中
所
見
世
界
観
的
繁
化
」
(
『古
史
的
考

古
筆
探
索
』
文
物
出
版
社
、

二
O
O
二
年
)
は
、
漢
以
前
の
世
界
観

を
園
像
資
料
に
よ
り
系
譜
的
に
検
討
し
て
、
祖
霊
を
中
心
と
す
る
多

紳
激
的
世
界
観
の
後
を
受
け
、
天
地
人
の
三
界
か
ら
な
る
世
界
観
が

成
立
し
た
の
は
、
春
秋
晩
期
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(ω
)
馬
承
源
「
中
園
古
代
青
銅
義
術
」

(
『中
園
青
銅
器
研
究
』
上
海
古

籍
出
版
一祉、

二
O
O
二
年
)。

(
引
)

朱
鳳
品
開

『古
代
中
間
青
銅
器
』
(
南
開
大
山
学
出
版
枇
、
一
九
九
五

年
)
四
O
七
頁。

(
必
)

「
王
」
の
字
義
に
闘
し
て
の
「
三
重
に
し
て
そ
の
中
を
連
ぬ
、
こ

れ
を
王
と
謂
う
。
三
重
は
天
地
と
人
な
り
」
と
い
う

『春
秋
繁
露
』

王
遁
通
三
の
説
明
は
、
古
文
字
向
学
的
に
は
、
林
淫
「
説
王
」
(
『考

古
』
一

九
六
五
年
六
期
)
な
ど
に
よ
り
、
漢
代
的
な
解
稼
と
し
て
否

定
さ
れ
て
い
る
が
、

三
才
思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
極
め
て
重

要
な
記
載
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
と
は
、
人
間
の
代
表
と
し

て
天
地
と
融
合
・

一
億
化
し
て
世
界
を
貧
慢
化
さ
せ
う
る
存
在
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)

な
お
、
古
代
中
園
の
儀
曜
に
お
け
る
三
の
象
徴
性
が
、
シ
ャ

l
マ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
上
中
下
三
暦
構
造
の
世
界
観
、
さ
ら
に
は
印
欧
諸

族
の
枇
曾
構
造
に
開
す
る
分
類
原
理
と
し
て
の
三
匿
分
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
な
ど
と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
の
か
は
、
別
に
論
ず
る
必
要

が
有
る
。

(
M
H
)

晃
一
施
林
『
先
秦
枇
舎
形
態
研
究
」
(
北
京
師
範
大
向
学
出
版
枇
、

二

0
0
一二
年
)
二
四
六
頁
。
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spotism and the establishment of constitutionalism,vehemently criticizedthe“in-

tegration of the schools and the civileχaminations”and pursued the ministry of

education to change the awards system. For the constitutionalistgentry and the

intellectualsthe abolishment of the awards system was a politicalstruggle to sepa-

rate the students from the authority of the monarchy. The rejection of the awards

system that promised individual success in the world in return for following the

moral standards designated by the state was ａ necessary outcome for those who

promoted the constitutional movement and saw the system as ａ relic of despo-

tism.

THE SYMBOLISM OF THE NUMBER THREE

　　　　

IN ANCIENT CHINESE RITUALS

Takagi Satomi

　　

The fact that the number three generally played an important function in

rituals in ancient China is derived from the contemporary worldview that saw the

universe as divided into heaven, earth, and humans. ０ｎ the basis of this belief, it

was thought that the purpose of the ritual or the aim of the practitioner would be

absolutely fulfiUed if the entire ritual process was divided into three stages, ０ｒthat

the ritual was repeated three times. Moreover, at ａ deeper level it can be seen

that that reinforced ａ consciousness of human beings as situated between heaven

and earth and of their ｅχistence being one regulated by both the supreme being in

heaven and supernatural spirits on earth. In other words, the number three was a

significant number precisely because it derived from the worldview that viewed

the umverse as composed of humans and supernatural beings. The concept spread

widely throughout society, became normative, and adapted into rituals and actions.

The concept of three regulated the lives of the people of the age.

２


