
東
方
學
報

京
都
第
八
六
册

(二
〇
一
一
)
：
一
三
九
-一
六
七
頁

八
仙
卓
を
め
ぐ
る
諸
問
題

︱
︱
名
稱
の
出
現
時
�
お
よ
び
	
代
の
事
例
を
中
心
に
︱
︱

高

井

た

か

ね

一
︑
は

じ

め

に

八
仙
卓
は
一
邊
に
二
人
ず
つ
八
人
が
け
で
き
る
方
卓
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
現
代
に
お
い
て
も
︑
と
り
わ
け
農
村
部
で
は
こ
れ
を
使

用
す
る
家
庭
が
あ
る
し
︑
そ
の
ほ
か
觀
光
地
と
し
て
開
放
さ
れ
た
古
邸
宅
︑
古
庭
園
の
円
物
內
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
い
っ
た
い
わ

ゆ
る
傳
瓜
�
な
室
內
空
閒
を
殘
し
た
場

で
は
︑
八
仙
卓
は
廣
閒
や
客
閒
と
い
っ
た
公
�
空
閒
で
あ
る
廳
堂
に
お
か
れ
る
の
が
一
般
�
で
あ
り
︑

廳
堂
正
面
奧
の
壁
に
沿
っ
て
︑
器
物
を
陳
設
す
る
た
め
の
供
卓
︑
畫
卓
︑
天
然
几
な
ど
と
い
っ
た
長
方
卓
を
置
き
︑
そ
の
�
に
八
仙
卓
を
二
脚

の
椅
子
と
と
も
に
配
置
す
る
︑
さ
ら
に
茶
几
ひ
と
つ
を
椅
子
二
脚
で
夾
み
︑
こ
れ
を
八
仙
卓
の
手
�
左
右
に
向
か
い
合
わ
せ
て
列
べ
る
と
い
う

の
が
�
も
典
型
�
な
廳
堂
の
家
具
配
置
で
あ
る

(圖

︑

)
︒

1

2

淺
川
滋
男
氏
は
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
︑
浙
江
︑
江
蘇
を
中
心
と
し
た
江
南
地
方
の
古
民
家
︑
家
具
に
つ
い
て
實
地
�
査
を
お
こ
な
っ
て

い
る
︒
ま
ず
は
そ
の
報
吿
に
從
っ
て
現
代
に
み
ら
れ
る
八
仙
卓
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
鯵
單
に
ま
と
め
て
お
く
と
︑
�
の
よ
う
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な
も
の
に
な
ろ
う
︒

報
吿
に
よ
る
と
︑
八
仙
卓
は
儀
禮
や
祝
宴
に
用
い
る
テ
ー
ブ
ル
で
あ
り
︑
�
常
は
食
卓
と
い
う
よ
り
も
部
屋
の
格
式
を
示
す
存
在
と
し
て
圖

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
配
置
で
廳
堂
に
置
か
れ
る
も
の
で
︑
客
を
も
て
な
し
た
り
︑
祝
宴
を
も
よ
お
す
と
き
に
は
︑
こ
れ
を
部
屋
の
中
央
に
も

2ち
だ
し
て
食
事
す
る
の
だ
と
い
う
︒
ま
た
︑
家
庭
內
に
は
別
に
四
仙
卓
︑
板
卓
と
い
う
方
卓
が
使
わ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
報
吿
し
て
い
る

が
︑
八
仙
卓
は
卓
面
の
下
に
彫
刻
な
ど
の
裝
�
が
施
さ
れ
豪
華
に
仕
上
げ
ら
れ
た
點
に
お
い
て
︑
ほ
か
の
方
卓
と
は
區
別
さ
れ
る
の
だ
と
い
う(

)

︒
1

つ
ま
り
︑
八
仙
卓
は
そ
れ
が
置
か
れ
る
部
屋
の
︑
ひ
い
て
は
そ
の
家
の
格
式
を
示
す
存
在
で
あ
り
︑
ま
た
︑
も
っ
と
も
フ
ォ
ー
マ
ル
で
特
別
な

場
面
で
使
わ
れ
る
卓
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
江
戶
時
代
の
日
本
に
目
を
向
け
る
と
︑
寶
曆
中

(一
七
五
一
-
一
七
六
四
)

に
は
淸
國
の
宴
席
樣
式
の
記
錄
と
し
て
﹃
八
�
卓
燕
式
記
﹄

な
る
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
淸
人
吳
成
閏
に
日
本
人
の
山
西
金
右
衞
門
が
接
待
を
"
け
た
際
の
宴
席
を
記
錄
し
た
も
の
で
︑
そ
の
書

名
が
示
す
と
お
り
︑
朱
漆
で
塗
り
斑
竹
を
緣
に
打
っ
て
獅
子
型
の
脚
を
持
つ
﹁
八
仙
卓
﹂
を
使
用
し
た
宴
席
で
あ
る
︒
こ
の
書
物
の
著
さ
れ
た
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圖 1 廳堂の家具配置 (浙江省嘉興市西塘、
種福堂) 中央手�が八仙卓

圖 2 廳堂における家具配置の一典型



當
時
は
す
で
に
上
方
で
も
卓
袱
料
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い(

)

が
︑
そ
の
液
行
を
背
景
に
︑﹃
卓
袱
會
席
趣
向
帳
﹄
や
﹃
卓
子
式
﹄
な
ど
︑

2

卓
袱
料
理
や
そ
れ
に
用
い
る
器
物
や
し
つ
ら
え
に
つ
い
て
記
述
し
た
料
理
書
も
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る(

)

︒
卓
袱
料
理
と
は
い
う
ま
で
も
な

3

く
︑
飮
食
ス
タ
イ
ル
の
點
か
ら
い
う
と
︑
日
本
で
そ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
坐
式
︑
銘
々
膳
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
卓
袱
臺
と
呼
ば
れ

た
テ
ー
ブ
ル

(も
し
く
は
坐
卓
)

を
會
席
者
で
圍
み
︑
共
�
の
食
器
か
ら
食
事
を
取
り
分
け
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
共
食
方
式
を
︑
長
崎
に
渡
來
し

た
淸
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
國
人
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
シ
ッ
ポ
ク
﹂
と
い
う
語
は
中
國
の
も
の
で
は
な
く
ベ
ト
ナ
ム
の
言

葉
に
由
來
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が(

)

︑
い
ず
れ
に
し
て
も
﹁
卓
袱
﹂
の
語
を
冠
し
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑
そ
の
料
理
︑
獻
立
の
怨
味
も
さ
る

4

こ
と
な
が
ら
︑
衣
國
風
の
食
事
樣
式
に
も
そ
の
特
衣
性
を
み
い
だ
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
卓
袱
料
理
は
社
會
*

體
に
+
く
,
-
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
影
.
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
ま
た
︑
こ
の
風
俗
と
後
の
時
代
に
日
本
で
�
/
し
た
共

食
と
が
直
接
關
連
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
︑
日
本
の
飮
食
�
1
2
の
一
側
面
に
八
仙
卓
が
一
定
の
足
跡
を
殘
し
た
こ
と
は
事
實
で
あ

る
︒
あ
る
い
は
︑
八
仙
卓
を
用
い
た
飮
食
ス
タ
イ
ル
は
︑
た
と
え
そ
れ
が
當
時
の
中
國
に
お
け
る
飮
食
�
1
を
*
面
�
に
反
映
し
た
も
の
で
な

く
て
も
︑
淸
國
式
の
樣
式
と
し
て
模
倣
さ
れ
る
ほ
ど
︑
そ
の
飮
食
樣
式
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
日
本
人
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
中
國
の
室
內
空
閒
に
お
い
て
重
3
な
位
置
を
占
め
︑
ま
た
他
國
に
お
い
て
も
中
國
の
生
活
4
俗
を
代
表
す
る
事
物
の
ひ

と
つ
と
み
な
さ
れ
た
八
仙
卓
で
あ
る
が
︑
﹁
八
人
掛
け
の
大
き
な
方
卓
﹂
と
い
う
お
決
ま
り
の
口
上
は
ど
こ
か
ら
で
も
聞
か
れ
る
も
の
の
︑
歷

2
�
な
觀
點
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
は
多
く
な
い(

)

︒
日
常
生
活
に
關
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
瑣
末
な
問
題
と
み
な
さ
れ
や
す
く
︑

5

さ
ら
に
は
6
料
の
制
7
が
災
い
し
て
大
方
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
が
︑
こ
れ
も
ま
た
中
國
�
1
に
お
け
る
一
側
面
を
8
成
す
る
も
の
で
あ
り
︑

と
り
わ
け
八
仙
卓
は
︑
現
在
の
我
々
が
思
い
描
く
中
國
の
傳
瓜
�
な
廳
堂
空
閒
に
お
い
て
︑
重
3
な
一
3
素
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
い
つ
︑

ど
の
よ
う
に
現
れ
︑
ま
た
い
か
に
し
て
現
代
に
ま
で
み
ら
れ
る
室
內
空
閒
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
︑
中
國
居
9
�
1
2
に
お

け
る
重
3
問
題
の
ひ
と
つ
た
り
得
る
は
ず
で
あ
る
︒

八仙卓をめぐる諸問題
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先
に
筆
者
は
八
仙
卓
に
關
す
る
問
題
に
初
步
�
な
檢
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
り
︑
八
仙
卓
の
出
現
時
�
︑
	
代
に
お
け
る
八
仙
卓
の
形
狀
お

よ
び
用
<
︑
そ
れ
が
宴
席
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
︑
そ
の
當
時
の
考
え
を
述
べ
た(

)

︒
本
稿
で
再
び
同
樣
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
理
由

6

は
︑
第
一
に
︑
八
仙
卓
と
い
う
名
稱
の
出
現
時
�
に
つ
い
て
怨
た
な
2
料
を
み
い
だ
し
︑
考
え
を
改
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
︑
そ

し
て
こ
の
出
現
時
�
を
訂
正
し
た
う
え
で
︑
あ
ら
た
め
て
八
仙
卓
出
現
の
背
景
を
考
え
る
必
3
が
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
八
仙
卓
と
い
う
名
稱
は

﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
た
び
た
び
登
場
し
︑
こ
れ
ま
で
筆
者
は
こ
の
卓
の
出
現
時
�
は
萬
曆
年
閒

(一
五
七
三
-
一
六
二
〇
)

か
ら
そ
れ
ほ
ど
i
ら
な

い
も
の
と
考
え
て
き
た(

)

が
︑
後
�
に
擧
げ
る
�
獻
2
料
に
よ
り
︑
そ
れ
を
百
年
?
く
i
る
弘
治

(一
四
八
八
-
一
五
〇
五
)

初
め
に
は
存
在
し
て

7

い
た
こ
と
が
確
@
で
き
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
�
稿
執
筆
時
に
は
氣
が
つ
か
な
か
っ
た
資
料
︑
取
り
上
げ
な
か
っ
た
問
題
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
︑
と
く
に
	
代
の
事
例
に

限
っ
て
補
足
�
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
時
代
を
限
定
す
る
の
は
︑
淸
代
に
は
い
る
と
八
仙
卓
に
關
す
る
6
料
も
大
幅
に
增
え
る
こ
と
か
ら
︑

ま
ず
は
�
稿
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
6
料
を
B
加
す
る
こ
と
で
︑﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
の
卓
が
現
れ
た
	
代
の
事
例
を
で
き
る
だ
け
提
示
し

て
お
こ
う
と
の
C
圖
か
ら
で
あ
る
︒

二
︑
名
稱
の
出
現
時
�

八
仙
卓
の
出
現
を
論
じ
る
に
は
︑
そ
の
名
が
使
わ
れ
始
め
た
時
�
︑
そ
し
て
︑﹁
八
仙
卓
﹂
と
呼
ば
れ
る
卓
が
ほ
か
の
卓
と
區
別
さ
れ
う
る

特
定
の
形
狀
を
そ
な
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
よ
う
な
樣
式
の
卓
が
怨
た
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
�
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
後
者
の
場
合
︑
何
を
も
っ
て
﹁
八
仙
卓
﹂
と
呼
び
う
る
か
と
い
う
問
題
を
ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
ず
︑

し
か
も
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
變
1
し
て
い
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
︒
一
方
︑
�
者
は
�
獻
2
料
中
に
そ
の
名
が
現
れ
れ
ば
︑
そ
れ
が
記
さ
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れ
た
時
�
に
は
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
@
で
き
る
か
ら
︑
後
者
を
檢
討
す
る
よ
り
も
比
�
�
	
確
な
答
え
が
出
せ
よ
う
︒

こ
こ
で
は
︑
ま
ず
﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
が
使
わ
れ
始
め
た
時
�
に
つ
い
て
	
ら
か
に
し
た
い
︒

｢八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
の
出
現
時
�
に
つ
い
て
直
接
論
じ
た
硏
究
は
多
く
な
い(

)

が
︑
の
ち
に
詳
し
く
紹
介
す
る
と
お
り
︑
萬
曆
中
�
頃
ま

8

で
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
﹃
金
瓶
梅
詞
話(

)

﹄
に
は
た
び
た
び
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
が
現
れ
︑
ま
た
こ
の
ほ
か
に
も
﹃
長
物
志(

)

﹄︑﹃
魯
班
經
匠
家
鏡(

)

﹄

9

10

11

と
い
っ
た
︑
比
�
�
?
い
時
�
の
�
獻
中
に
そ
の
名
が
み
え
る
こ
と
は
從
來
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
こ
れ
よ
り
早
く
八
仙
卓
の
名
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
2
料
も
存
在
す
る
︒
G
起
元
﹃
客
座
贅
語
﹄
に
は
︑
宴
會
樣

式
の
變
�
を
述
べ
た
﹁
南
都
舊
日
宴
集
﹂
と
題
す
る
一
�
が
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
正
瓜
年
閒

(一
四
三
六
-
一
四
四
九
)

の
宴
席
に

﹁
八
仙
卓
﹂
を
用
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
*
�
を
譯
す
と
︑
�
の
よ
う
に
な
る

(譯
�
中
で
は
單
な
る
言
い
奄
え
や
鯵
單
な
H
釋
に

は

(

)
を
︑
原
�
に
な
い
も
の
を
筆
者
が
補
っ
た
場
合
に
は
︹

︺
を
使
用
し
た
︒
以
下
同
じ
︒
)

｢南
都
舊
日
宴
集
﹂

か
つ
て
外
舅
の
少
冶
公
が
言
う
に
は
︑
正
瓜
中
の
南
都

(南
京
)

で
は
客
を
招
く
の
に
︑
た
だ
そ
の
當
日
の
I
早
く
に
越
僕
一
人
を
各

家
へ
や
っ
て
招
待
し
︑﹁
食
事
に
い
ら
し
て
下
さ
い

(
J
吃
飯
)
﹂
と
言
わ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
︒
巳
の
時

(午
�
十
時
頃
)

に
な
る
と
︑
客

は
す
で
に
み
な
集
ま
っ
て
い
る
︒
も
し
客
が
六
人
や
八
人
で
あ
れ
ば
︑
た
だ
大
八
仙
卓
を
一
卓
用
い
る
だ
け
で
︑
料
理
は
大
盤
四
つ
と
四

隅
に
置
い
た
小
L
四
つ
の
み
︑
果
物
は
設
け
な
い
︒
酒
は
大
き
な
杯
二
つ
を
使
っ
て
回
し
飮
み
し
︑
卓
の
中
央
に
は
大
碗
ひ
と
つ
を
置
き
︑

こ
れ
に
水
を
H
い
で
お
い
て
杯
を
す
す
ぎ
︑
あ
ら
た
め
て
酒
を
M
ん
で
�
の
客
に
N
る
︑︹
こ
の
大
碗
を
︺
﹁
汕
碗(

)

﹂
と
い
う
︒
午
後
に
な

12

れ
ば
散
會
と
な
る
︒

そ
の
の
ち
十
數
年
し
て
︑
よ
う
や
く
�
日
に
招
待
を
�
知
し
︑
�
の
日
の
I
に
ふ
た
た
び
訪
ね
る
︒
卓
や
料
理
は
以
�
と
同
じ
で
︑
た
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だ
四
つ
の
杯
を
用
い
︑
八
杯
に
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
け
で
あ
る
︒

さ
ら
に
十
數
年
の
ち
に
は
︑
初
め
て
�
日
に
︹
單
︺
帖
一
枚
を
用
い
︑
帖
の
幅
は
一
寸
三
︑
四
分
︑
長
さ
は
五
寸
ほ
ど
︑︹
自
署
は
︺

﹁
某
生
﹂
と
は
書
か
ず
︑
た
だ
﹁
姓
名
拜
﹂
と
す
る
だ
け
で
︑
上
に
は
﹁
某
日
午
の
刻
に
一
食
差
し
上
げ
ま
す

(某
日
午
刻
一
飯
)
﹂
と
書
く
︒

卓
と
料
理
は
以
�
と
同
樣
で
あ
る
︒

さ
ら
に
十
數
年
の
ち
に
は
初
め
て
雙
帖

(二
つ
折
り
の
J
帖
)

を
用
い
る
が
︑
三
つ
折
り
以
上
に
は
せ
ず
︑
長
さ
は
五
︑
六
寸
︑
幅
二
寸
︑

い
ま
や
﹁
眷
生
﹂
あ
る
い
は
﹁
侍
生
某
拜
﹂
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
初
め
て
開
席
を
設
け
て
二
人
で
一
席
と
し
︑
果
物
や
料
理
は
七
︑

八
皿
設
け
︑
ま
た
巳
の
刻
に
席
に
入
り
︑
申
の
刻
の
お
わ
り

(午
後
五
時
頃
)

に
な
っ
て
P
い
た
︒

正
德
︑
嘉
靖
年
閒
に
至
っ
て
︑
S
樂
を
設
け
た
り
厨
師
を
慰
勞
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た(

)

︒
13

こ
の
記
事
は
︑
妻
の
父
か
ら
傳
え
聞
い
た
と
い
う
正
瓜
か
ら
嘉
靖

(一
五
二
二
-
一
五
六
六
)

に
か
け
て
の
南
京
に
お
け
る
宴
會
樣
式
の
變
�

を
記
し
た
も
の
で
︑
宴
會
の
諸
側
面
︑
た
と
え
ば
招
待
の
仕
方
︑
招
待
狀
の
樣
式
︑
料
理
數
︑
飮
酒
方
法
な
ど
に
つ
い
て
も
言
/
し
て
い
る
︒

な
お
︑
G
起
元
の
外
舅
で
あ
る
少
冶
公
と
い
う
の
は
王
可
大
と
い
う
人
物
で
︑
字
元
鯵
︑
號
少
冶
︑
南
京
錦
衣
衞
籍
︑
嘉
靖
三
十
二
年

(一
五

五
三
)

の
T
士
で
あ
る(

)

︒
14

こ
こ
で
は
使
用
す
る
卓
や
そ
の
用
い
方
に
關
す
る
內
容
だ
け
を
ま
と
め
て
お
く
と
︑
正
瓜
年
閒
に
は
宴
席
に
客
を
招
い
た
場
合
︑
人
數
が
六

人
や
八
人
で
あ
れ
ば
﹁
大
八
仙
卓
﹂
ひ
と
つ
を
用
い
る
だ
け
︑
そ
の
十
年
餘
り
の
ち
は
以
�
と
同
じ
︑
そ
の
ま
た
十
年
餘
り
の
ち
も
同
じ
︑
し

か
し
︑
さ
ら
に
十
餘
年
後
に
は
﹁
開
席
﹂
を
設
け
始
め
︑
二
人
で
一
席
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
一
�
を
言
葉
ど
お
り
に
"
け
取
る
と
︑
正
瓜
年
閒
に
は
す
で
に
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
稱
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹃
客

座
贅
語
﹄
末
尾
に
は
Ö
者
自
身
の
萬
曆
四
十
六
年

(一
六
一
八
)

の
識
語
が
あ
っ
て
︑﹁
こ
の
書
は
數
年
來
札
記
し
て
き
た
も
の
で

(此
書
乃
數
年
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來

札
記
者
)
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
萬
曆
末
頃
と
知
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
か
ら
正
瓜
年
閒
ま
で
は
少
な
く
と
も
百
六
十
年

に
わ
た
る
時
閒
�
U
た
り
が
あ
り
︑
さ
ら
に
こ
れ
が
傳
聞
に
基
づ
く
記
錄
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
︑
G
起
元
の
執
筆
當
時
に
�
用
し
て
い

た
﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
を
形
狀
や
機
能
の
似
か
よ
っ
た
卓
に
對
し
て
使
用
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
ほ
か
に
正
瓜
年
閒
︑
あ
る
い

は
そ
れ
に
?
い
時
�
に
こ
の
名
を
使
用
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
2
料
が
み
い
だ
せ
な
か
っ
た
こ
と
︑
ま
た
�
震
亨

(一
五
八
五
-
一
六
四
五
)
﹃
長

物
志
﹄
卷
六
︑
方
卓
の
條
に
﹁
?
製
八
仙
等
式

(
?
ご
ろ
作
ら
れ
る
八
仙
な
ど
の
樣
式
)
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
?
製
﹂
は
Ö
者
で
あ
る
�

震
亨
の
生
ま
れ
た
萬
曆
十
三
年(

)

か
ら
そ
う
大
き
く
U
た
る
こ
と
は
な
く
︑
G
起
元
の
傳
え
る
正
瓜
年
閒
ま
で
溯
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
考

15

え
た
こ
と
か
ら
︑
筆
者
は
�
稿
に
お
い
て
︑
こ
の
�
中
の
﹁
八
仙
卓
﹂
は
︑
實
際
に
著
述
し
た
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
名
稱
を
過
去
に
i
っ
て

使
用
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
萬
曆
中
︑
あ
る
い
は
そ
の
少
し
�
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
の
で
あ

る
︒
な
お
︑
西
澤
治
彥
氏
は
﹃
客
座
贅
語
﹄
の
こ
の
記
事
を
引
い
て
︑
八
仙
卓
の
名
稱
が
	
代
�
W
に
i
る
可
能
性
も
︑
そ
の
名
を
過
去
に
i

ら
せ
て
使
用
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
い
い
︑
い
ず
れ
と
も
答
え
を
出
し
て
い
な
い(

)

︒
16

し
か
し
︑
�
稿
執
筆
よ
り
數
年
を
經
て
あ
ら
た
め
て
�
査
を
し
た
結
果
︑
以
下
に
紹
介
す
る
2
料
二
點
を
み
い
だ
し
た
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑

そ
の
名
が
遲
く
と
も
弘
治
初
め
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
@
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
ひ
と
つ
は
莫
旦
﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄
で
あ
る
︒
莫
旦
は
成
1
元
年

(一
四
六
五
)

の
擧
人
で
江
蘇
吳
江
の
人
で
あ
る(

)

が
︑
こ
の
書
は
天
下

17

の
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
盛
り
X
む
こ
と
を
名
目
に
賦
を
な
し
た
も
の
で
︑
各
段
の
下
に
︑
そ
の
內
容
と
關
連
す
る
事
物
を
條
目
ご
と
に
分
類
し
て

H
す
る
と
い
う
形
式
を
Z
っ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
家
具
[
具
類
の
名
稱
を
列
擧
し
た
箇

も
あ
り
︑
三
卷
本

(
內
閣
�
庫
藏
I
鮮
活
字
本
)
﹃
大
	

一
瓜
賦
﹄
卷
下
︑
第
十
五
\
︑
作
息
同
樂
兮
語
言
同
S
\
令
同
曆
兮
日
用
同
器
︑
家
器
の
H
に
は
︑﹁
]
椅
︑
竹
椅
︑
⁝
⁝
醉
公
床
︑
合
歡
床
︑

網
巾
筒
︑
東
坡
椅
︑
八
仙
卓
︑
碧
紗
廚
︑
⁝
⁝
﹈﹂
と
︑
多
く
の
器
物
名
と
と
も
に
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
が
み
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
に
擧
げ
た
三
卷
本
の
末
尾
に
は
司
馬
泰
に
よ
る
嘉
靖
十
六
年

(一
五
三
七
)

の
後
叙
が
み
え
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
年
に
一
度
刊
行
さ
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れ
た
と
い
う(

)

か
ら
︑
內
閣
�
庫

藏
の
I
鮮
本
は
︑
こ
の
嘉
靖
刊
本
を
I
鮮
で
_
刻
し
た
も
の
ら
し
い
︒
な
お
﹃
中
國
古
籍
善
本
總
目
﹄
に
は
︑

18

﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄
の
三
卷
本
は
嘉
靖
十
五
年
�
�
刻
本
︑
嘉
靖
十
六
年
刊
本
二
種
︑
嘉
靖
三
十
年
汪
雲
`
刻
本
の
計
四
種
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(

)
19

が
︑
い
ず
れ
も
未
見
で
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
三
卷
本
と
は
別
に
︑﹃
大
	
一
瓜
賦
補
﹄
と
題
し
た
四
卷
本

(
內
閣
�
庫
藏
)
︑
萬
曆
中
に
胡
�
煥

が
刊
行
し
た
同
じ
く
四
卷
本

(臺
北
國
立
中
央
圖
書
館
藏
)

が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
三
卷
本
と
は
大
き
く
8
成
が
衣
な
り
︑
い
ず
れ
も
八
仙
卓
の

名
を
含
む
家
器
の
H
は
卷
二
に
み
え
る
︒
こ
の
二
種
は
そ
れ
ぞ
れ
嘉
靖
中
︑
萬
曆
中
の
記
事
を
も
含
み(

)

︑
�
者
の
書
名
に
﹁
補
﹂
字
が
加
え
ら

20

れ
て
い
る
の
が
示
す
と
お
り
︑
莫
旦
の
脫
稿
後
に
增
修
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
過
`
で
*
體
の
8
成
に
も
手
が
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
莫
旦
が
い
つ
脫
稿
し
た
か
と
い
え
ば
︑﹃
南
廱
志
﹄
卷
四
に
は
︑
弘
治
二
年

(一
四
八
九
)

正
c
に
訓
d
莫
旦
が
﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄

を
T
e
し
︑
皇
f
は
こ
れ
を
嘉
し
て
南
京
國
士
監
學
正
と
し
た
と
み
え
る(

)

か
ら
︑
こ
の
時
よ
り
も
�
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
二
種
の
四
卷
本
に
は

21

と
も
に
莫
旦
の
娘
婿
で
あ
る
趙
寬
に
よ
る
弘
治
二
年
十
c
の
書
後
が
付
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
は
︑﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄
は
莫
旦
が
浙
江
怨
昌

縣
の
訓
d
で
あ
っ
た
と
き
に
Ö
し
た
も
の
で
︑
怨
昌
の
士
人
が
こ
れ
を
刊
行
し
た
と
も
記
さ
れ
る(

)

こ
と
か
ら
︑
こ
の
と
き
す
で
に
刊
行
さ
れ
︑

22

お
そ
ら
く
こ
れ
が
初
版
本
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
に
擧
げ
た
內
閣
�
庫

藏
三
卷
本
は
︑
先
述
の
と
お
り
嘉
靖
十
六
年
以
影
の
刊
行
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
も
四
卷
本
と
同
樣
︑
莫

旦
の
脫
稿
か
ら
刊
行
ま
で
の
閒
に
手
が
加
わ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
本
の
テ
キ
ス
ト
に
は
成
1
二
十
年

(一

四
八
四
)

ま
で
の
記
事
を
含
ん
で
い
る(

)

が
︑
四
卷
本
の
よ
う
に
こ
れ
以
後
の
記
事
は
確
@
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
は
莫
旦
の
脫
稿
時

23

か
初
版
時
の
g
を
ほ
ぼ
留
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
成
1
二
十
年
以
影
︑
弘
治
二
年
以
�
に
成

立
し
た
と
い
え
よ
う
し
︑
そ
の
な
か
に
み
ら
れ
る
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
も
成
1
の
末
︑
あ
る
い
は
弘
治
初
年
に
は
使
わ
れ
て
い
た
と
確
@
で
き
る
︒

ま
た
︑
た
と
え
嘉
靖
の
刊
行
ま
で
の
閒
に
テ
キ
ス
ト
の
變
h
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
�
に
擧
げ
る
2
料
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
︑
﹁
八
仙
卓
﹂
の

名
が
弘
治
初
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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い
ま
ひ
と
つ
の
2
料
は
︑
弘
治
﹃
常
熟
縣
志
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
卷
三
叙
官
治
︑
器
物
に
は
︑
各
官
署
や
壇
8
に
備
え
置
く
器
物
や
祭
器
の
名

稱
︑
そ
し
て
そ
の
數
量
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
う
ち
察
院
の
器
物
に
︑

公
座
椅
幷
座
褥
︑
書
案
幷
案
衣
︒

地
j
一
︒
凉
轎
一
︒
k
轎
一
︒
鎗
架
一
︒
杖
斷
牌
一
︒
放
吿
牌
一
︒
牙
棍
六
︒
八
仙
卓
一
︒
印
臺
一
︒
大
腰
臺
二
︒
書
厨
二
︒
詞
訟
禁
7

牌
四
︒
睡
床
二
︒
鐵
浴
堈
一
︒
時
辰
牌
一
︒
屛
風
四
︒
盌
厨
一
︒
木
櫃
臺
一
︒
卓
十
二
︒
椅
十
二
︒
卷
架
二
︒
靴
架
一
︒
凉
傘
一
︒
雨
傘

一
︒

と
︑﹁
八
仙
卓
﹂
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹃
常
熟
縣
志
﹄
の
卷
末
に
は
弘
治
十
二
年

(一
四
九
九
)

三
c
の
桑
瑜
に
よ
る
跋
�
が
付
さ
れ
︑
そ
こ
に
﹁
弘
治
十
一
年
秋
八
c
に
仕

事
を
始
め
︑
�
の
年
の
春
正
c
に
脫
稿
し
た

(始
事
於
弘
治
戊
午
秋
八
c
︑
至
�
年
春
正
c
稿
始
脫
)
﹂
と
み
え
る
か
ら
︑
弘
治
十
二
年
の
成
立
が
確

@
で
き
る
︒
つ
ま
り
﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
も
こ
の
年
以
�
に
は
︑
少
な
く
と
も
常
熟
で
す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
こ
の
器
物
の
條
に
は
︑
八
仙
卓
の
名
が
擧
げ
ら
れ
る
察
院
器
物
の
ほ
か
に
︑
縣
廳
︑
幕
廳
︑
樵

(
譙
)

樓
︑

(
m
)

撫
都
察
院
︑

廵

公
館
︑
鑾
駕
庫
︑
儒
學
	
倫
堂
︑
東
西
齋
︑
n
經
閣
の
各
器
物
と
︑
�
8
︑
社
稷
壇
︑
城
隍
8
︑
風
雲
雷
雨
山
川
壇
︑
仲
雍
8
︑
周
神
8
︑
白

龍
祠
の
祭
器
と
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
ほ
か
の
項
目
に
は
八
仙
卓
の
名
が
み
え
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
何
を
C
味
す
る
か
に
つ

い
て
は
︑
い
ま
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
	
確
な
考
え
を
述
べ
る
用
C
が
な
い
︒
ま
た
察
院
器
物
の
う
ち
に
は
睡
床
や
靴
架
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
︑

必
ず
し
も
執
務
用
の
備
品
だ
け
で
な
く
︑
起
居
室
に
相
當
す
る
場

で
の
使
用
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
八
仙
卓
も

察
院
の
ど
の
よ
う
な
場

に
置
か
れ
た
も
の
か
は
r
然
と
し
な
い
︒
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さ
て
︑﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄
と
弘
治
﹃
常
熟
縣
志
﹄
に
八
仙
卓
の
名
が
み
え
る
こ
と
を
總
じ
て
考
え
る
と
︑
そ
れ
が
江
蘇
︑
浙
江
の
地
に
限
ら

れ
る
と
し
て
も
︑
遲
く
と
も
弘
治
十
二
年
以
�
︑
早
け
れ
ば
成
1
中
に
も
こ
の
名
が
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
﹃
客
座
贅

語
﹄
の
記
事
に
つ
い
て
再
び
考
え
て
み
る
と
︑
�
中
で
﹁
八
仙
卓
﹂
を
使
っ
た
と
い
う
正
瓜
年
閒
は
︑
�
獻
で
名
稱
の
t
用
が
確
@
で
き
た
時

�
の
四
︑
五
十
年
�
に
あ
た
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ま
で
筆
者
が
考
え
て
い
た
よ
り
も
さ
ら
に
?
い
時
�
の
使
用
例
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
︑
よ
り
確
實
な
根
據
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
︑
こ
こ
で
八
仙
卓
の
名
を
一
擧
に
正
瓜
年
閒
ま
で
i
ら
せ
る
こ
と
は
や
め
て
お
く
︒
た
だ
し
︑

少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
そ
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
3
が
で
て
き
た
の
は
確
か
で
あ
る(

)

︒
24

三
︑﹁
八
仙
卓
﹂
出
現
の
背
景

｢八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
は
︑
遲
く
と
も
弘
治
初
め
に
ま
で
i
る
こ
と
が
確
@
で
き
た
︒
こ
の
時
�
を
﹁
八
仙
卓
﹂
と
よ
ば
れ
る
樣
式
の
卓
︑

も
し
く
は
︑
少
な
く
と
も
﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
の
出
現
時
�
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
宴
席
儀
禮
の
變
�
と
關
連
づ
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に

よ
り
︑
�
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
︒

G
起
元
﹃
客
座
贅
語
﹄
の
記
事
は
︑
宴
會
の
樣
式
︑
手
順
が
徐
々
に
盛
大
で
複
雜
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
過
`
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
使

用
す
る
卓
に
關
し
て
い
え
ば
︑
八
仙
卓
か
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
方
卓
ひ
と
つ
を
圍
む
樣
式
か
ら
︑﹁
開
席
﹂
と
い
う
二
人
で
一
席
の
怨
し
い

樣
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
言
葉
を
�
面
ど
お
り
に
"
け
取
っ
て
﹁
開
席
﹂
の
始
ま
っ
た
時
�
を
單
純

に
計
算
す
る
と
︑
ず
い
ぶ
ん
と
幅
は
で
る
が
︑
成
1
あ
る
い
は
弘
治
年
閒
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
�
に
お
い
て
︑
南
京
か
ら
そ
う
u
く
な
い
松
江
の
富
裕
家
庭
で
は
︑﹁
列
卓
﹂
と
﹁
團
坐
﹂
と
い
う
宴
席
樣
式
の

使
い
分
け
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
つ
ま
り
�
稿
で
も
紹
介
し
た
﹃
宋
氏
家
規
部
﹄
で
︑
こ
の
書
は
華
亭
縣
の
人
︑
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宋
詡
の
著
︑
弘
治
十
七
年

(一
五
〇
四
)

の
自
序
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
に
?
い

時
�
に
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
︑
內
容
は
日
常
生
活
に
お
け
る
規
範
︑
心
得
や

家
財
の
管
理
な
ど
に
つ
い
て
記
し
て
あ
り
︑
そ
の
奉
賓
客
の
條
に
は
︑
來
客
の
も
て
な
し
方
を

客
の
種
類
に
應
じ
た
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
列
卓
﹂
と
﹁
團
坐
﹂
と

い
う
二
樣
式
を
使
い
分
け
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る(

)

︒
ま
た
そ
れ
に
續
く
家
宴
の
條
で

25

は
︑
\
日
や
儀
禮
に
お
け
る
家
宴
に
つ
い
て
は
﹁
列
卓
﹂
し
︑
賓
客
を
も
て
な
す
の
と
同
じ
く

す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る(

)

(表

)
︒
こ
こ
に
い
う
﹁
列
卓
﹂
と
﹁
團
坐
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ

26

1

が
宴
席
で
用
い
る
卓
や
座
席
の
設
け
方
に
關
わ
る
こ
と
は
	
ら
か
で
あ
り
︑
宴
席
に
は
こ
れ
ら

の
ほ
か
に
も
︑
ど
ん
な
料
理
や
酒
を
ど
れ
く
ら
い
用
C
す
る
か
な
ど
と
い
っ
た
別
の
3
素
が
存

在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
卓
︑
席
の
設
け
方
が
宴
席
の
ス
タ
イ
ル
を
決
定
づ
け
る
第
一
の
3

素
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
H
目
さ
れ
る
︒
宴
席
を
開
く
に
あ
た
り
︑
こ
れ
が
強
く
C
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
か
ら
は
讀
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

大
變
興
味
深
い
こ
と
に
︑﹁
八
仙
卓
﹂
の
名
稱
が
�
獻
上
で
確
@
で
き
る
の
も
ち
ょ
う
ど
こ

れ
ら
と
同
じ
時
�
か
ら
で
あ
っ
て
︑
﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
特
別
な
名
稱
︑
あ
る
い
は
そ
の
よ
う

な
名
�
を
與
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
樣
式
の
卓
が
現
れ
る
こ
と
も
︑
宴
席
が
盛
大
で
複
雜
に

な
っ
て
い
く
過
`
に
お
い
て
︑
そ
れ
に
使
用
す
る
卓
へ
の
C
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
︒

嘉
靖
﹃
江
陰
縣
志
﹄
に
は
︑
	
初
の
風
俗
は
質
素
で
あ
り
︑
宴
席
に
關
し
て
は
﹃
客
座
贅
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冠婚喪祭の際の客

贈り物を屆けにきた使い (yのzい場合)贈り物を屆けにきた使い (yの厚い場合)

長らく祭祀をしていなかった者

古い友人・陳y・議論でu來の者

元{・端陽・七夕・重陽・小至・除夜、
上壽・慶喜・餞行・飮至の家宴

慶賀謝恩で儀式の多い者

團坐列卓

表 1 『宋氏家規部』にみえる「列卓」「團坐」の使い分け

贈り物を持ってきた者

よく見知った者初めて會う者



語
﹄
の
い
う
正
瓜
中
の
例
に
似
て
︑
﹁
宴
會
で
は
︹
料
理
は
︺
八
器
︑
四
人
が
と
も
に
坐
っ
て
一
席
と
し

(燕
會
八
簋
︑
四
人
合
坐
爲
一
席
)
﹂
て

い
た
と
い
い
︑
ま
た
同
時
に
︑
そ
の
あ
と
の
成
1
以
影
は
奢
侈
の
風
が
增
し
た
と
も
い
う(

)

︒
成
1
︑
弘
治
の
時
代
は
︑
先
の
正
瓜
f
が
土
木
堡

27

で
オ
イ
ラ
ト
の
エ
セ
ン
に
敗
れ
て
の
ち
︑
對
外
�
に
は
防
御
に
園
し
て
ひ
と
ま
ず
危
機
�
狀
況
を
脫
し
た
時
�
で
あ
り
︑
民
衆
の
生
活
面
で
も

安
定
と
富
裕
1
が
う
か
が
え
︑
そ
の
�
後
の
時
代
に
く
ら
べ
て
j
穩
な
時
代
で
あ
っ
た
と
}
價
さ
れ
て
い
る(

)

︒
嘉
靖
﹃
江
陰
縣
志
﹄︑
そ
し
て

28

﹃
客
座
贅
語
﹄
の
記
事
も
︑
こ
う
い
っ
た
時
代
背
景
が
風
俗
面
に
あ
ら
わ
れ
た
現
象
を
傳
え
る
例
で
あ
り
︑
成
1
︑
弘
治
閒
に
起
き
た
宴
席
儀

禮
の
複
雜
1
︑
ひ
い
て
は
﹁
八
仙
卓
﹂
の
出
現
も
︑
こ
の
よ
う
な
時
代
の
液
れ
の
中
に
あ
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
︒

四
︑
	
代
の
八
仙
卓
︱
︱
形
狀
︑
用
<
︑
設
置
場


�
述
の
﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄︑
弘
治
﹃
常
熟
縣
志
﹄
で
は
器
物
の
名
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
現
段
階
で
�
初
�
の
も
の

と
み
ら
れ
る
八
仙
卓
に
つ
い
て
︑
そ
の
形
狀
や
用
<
な
ど
の
關
連
y
報
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
八
仙
卓
の
名
が
み
え
て
以
影
︑

萬
曆
中
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
や
こ
れ
に
?
い
時
�
の
�
獻
に
出
現
す
る
ま
で
は
︑
そ
の
具
體
�
な
y
報
を
得
る
こ
と
は
い
ま

の
と
こ
ろ
で
き
ず
に
い
る
︒

筆
者
は
�
稿
に
お
い
て
︑
八
仙
卓
の
形
狀
︑
機
能
等
に
つ
い
て
も
﹃
長
物
志
﹄︑﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
み
え
る
例
に
よ
っ
て
初
步
�
な
檢
討
を

加
え
た
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
�
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
︒

①

	
末
の
八
仙
卓
も
ま
た
方
卓
で
︑
少
な
く
と
も
八
人
が
け
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

②

�
に
宴
席
で
使
用
さ
れ
る
︒

③

そ
の
た
め
﹁
飮
中
八
仙
﹂
の
﹁
八
仙
﹂
を
冠
し
て
﹁
八
仙
卓
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
︒
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④

當
時
の
宴
席
樣
式
に
お
い
て
︑
八
仙
卓
の
よ
う
な
方
卓
が
用
い
ら
れ
る
一
卓
を
圍
む
樣
式
は
︑
複
數
の
長
方
卓
を
使
用
す
る
樣
式
よ

り
も
格
下
の
樣
式
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
現
代
の
八
仙
卓
が
特
別
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
面
で
使
わ
れ
る
と
い
う
報
吿
と
は
相
�
す
る
︒

⑤

た
だ
し
八
仙
卓
は
客
と
同
席
す
る
か
︑
家
內
で
特
別
な
行
事
の
あ
る
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
八
仙
卓
は
各
種

テ
ー
ブ
ル
中
で
も
格
の
高
い
も
の
で
あ
り
︑
あ
る
`
度
の
禮
\
が
求
め
ら
れ
る
席
で
は
︑
こ
れ
を
使
う
こ
と
で
一
定
の
格
式
を
あ
ら

わ
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

�
稿
で
は
	
代
後
�
の
宴
席
樣
式
と
あ
わ
せ
て
檢
討
し
た
た
め
︑
八
仙
卓
に
つ
い
て
は
十
分
に
言
を
盡
く
さ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
︒
こ
こ

で
は
�
稿
の
補
足
を
す
る
こ
と
を
目
�
に
︑
八
仙
卓
に
關
す
る
問
題
に
つ
い
て
い
く
ら
か
觸
れ
て
お
き
た
い
︒

(

)

形
狀

1蘇
州
の
人
︑
�
震
亨
に
よ
る
﹃
長
物
志
﹄
卷
六
几
榻
︑
方
卓
の
條
に
は
﹁
?
製
の
八
仙
等
式
の
ご
と
き
は
︑
Í
か
に
宴
集
に
供
す
べ
し
︑
�

器
に
あ
ら
ざ
る
な
り(

)

﹂
と
あ
り
︑
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
現
代
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
	
末
の
八
仙
卓
も
方
卓
で
あ
り
︑
ま
た
宴
席

29

で
使
わ
れ
る
卓
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

同
時
�
に
お
け
る
八
仙
卓
の
よ
り
具
體
�
な
形
狀
に
つ
い
て
は
︑
�
獻
6
料
で
は
円
築
・
家
具
の
制
作
仕
樣
書
で
あ
る
﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄

に
記
載
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
各
部
位
の
尺
寸
を
記
し
た
も
の
は
︑
管
見
の
限
り
に
お
い
て
こ
れ
よ
り
ほ
か
に
な
い
︒
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
︑

實
の
と
こ
ろ
こ
れ
か
ら
確
か
な
y
報
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
無
駄
に
紙
幅
を
費
や
す
よ
う
で
も
あ
る
が
︑
八
仙
卓
を
取
り

上
げ
な
が
ら
︑
こ
の
一
�
を
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
ま
ず
は
こ
の
書
の
八
仙
卓
の
條
を
確
@
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

『魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
は
﹃
魯
班
經
﹄
と
も
略
稱
さ
れ
︑
先
行
す
る
円
築
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
︑﹃
魯
班
營
�
正
式
﹄
を
下
�
き
に
し
て
成
っ
た
も
の

で
︑﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
成
立
の
段
階
に
お
い
て
怨
た
に
家
具
や
器
物
に
關
す
る
條
目
が
B
加
さ
れ
た(

)

︒
そ
の
現
存
�
古
の
版
は
萬
曆
︑
あ
る

30
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い
は
崇
禎
の
閒
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る(

)

が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
本
で
あ
る
內
閣
�
庫
藏
﹃
重
訂
相
宅
�
福
*
書
﹄

收

31

本
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
︒

そ
の
卷
二
に
﹁
八
仙
棹

(卓
)
﹂
の
條
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
�
の
よ
う
に
い
う

(原
�
中
︑
�
り
は

(

)
に
入
れ
︑
正
し
い
と
思
わ
れ
る
字
句
を

︹

︺
內
に
示
し
た
︒
以
下
同
じ
)
︒

高
二
尺
五
寸
︑
長
三
尺
三
寸
︑
大
二
尺
四
寸
︑
脚
一
寸
五
分
大
︒
若
下
爐
盆
︑
下
層
四
寸
七
分
高
︑
中
閒
方

(員
)
︹
圓
︺
九
寸
八
分
無

悞
︒
勒
水
三
寸
七
分
大
︑
脚
上
方

(員
)
︹
圓
︺
二
分
線
︒
棹
框
二
寸
四
分
大
︑
一
寸
二
分
厚
︒
時
師
依
此
式
大
小
︑
必
無
一
悞
︒

(高
さ
二
尺
五
寸
︑
長
さ
三
尺
三
寸
︑
幅
二
尺
四
寸
︑
脚
︹
の
斷
面
は
方
︺
一
寸
五
分
︒
も
し
下
に
火
爐
火
盆
を
置
く
な
ら
ば
︑
下
の
臺
座
は
高
さ
四
寸
七
分
と

し
︑
そ
の
內
側
の
︹
孔
の
︺
大
き
さ
は
︹
直
徑
︺
九
寸
八
分
と
す
れ
ば
閒
�
い
な
い
︒
牙
條

(幕ま
く

板い
た

)
は
幅
三
寸
七
分
︑
脚
に
は
幅
二
分
の
線
脚

(面
取
り
)

を
施
す
︒
卓
面
の
框
は
幅
二
寸
四
分
︑
厚
さ
一
寸
二
分
︒
い
ま
の
師
傅
も
こ
の
規
格
の
寸
法
に
從
え
ば
︑
決
し
て
閒
�
い
が
な
い
︒
)

こ
の
條
�
で
い
う
と
こ
ろ
の
卓
が
方
卓
で
は
な
く
長
方
卓
を
指
す
の
は
	
ら
か
で
あ
る
が
︑
こ
の
書
の
家
具
に
關
す
る
條
目
に
校
點
︑
H
釋

を
ほ
ど
こ
し
た
王
世
襄
氏
は
︑
そ
の
條
名
の
�
り
を
疑
っ
て
い
る(

)

︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
�
稿
に
も
す
で
に
紹
介
し
︑
筆
者
も
ひ
と
ま
ず
こ
れ
に

32

從
っ
た
︒
ま
た
﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
を
英
譯
し
た
ク
ラ
ー
ス
・
ル
ー
テ
ィ
ン
ビ
ー
ク
氏
も
︑
こ
の
條
で
い
う
テ
ー
ブ
ル
は
︑
八
仙
卓
に
つ
い
て

�
常
い
わ
れ
て
い
る
︑
八
人
が
け
で
き
る
大
き
な
方
形
の
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
仕
樣
に
合
致
し
な
い
と
い
う(

)

︒
ル
ー
テ
ィ
ン
ビ
ー
ク
氏
は
ま
た
︑

33

筆
者
が
こ
こ
で
用
い
た
の
と
同
じ
い
わ
ゆ
る
現
存
�
古
の
版
に
は
テ
キ
ス
ト
や
揷
圖
上
の
�
り
な
ど
が
數
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
版

が
﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
の
初
版
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
︑
そ
の
テ
キ
ス
ト
上
の
�
り
の
一
例
と
し
て
︑
卷
二
の
棹

(卓
)

と
案
棹

(卓
)

式

の
二
條
が
同
�
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る(

)

︒
こ
こ
で
用
い
た
版
本
が
初
版
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
も
︑
棹
と
案
棹
の
二
條
の
う
ち
棹
の

34
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條
は
八
仙
卓
條
の
直
�
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
こ
の
八
仙
卓
條
に
も
や
は
り
テ
キ
ス
ト
の
混
亂
を
疑
う
必
3
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

現
段
階
で
は
ほ
か
に
八
仙
卓
が
長
方
卓
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
6
料
は
み
い
だ
せ
ず(

)

︑﹃
長
物
志
﹄
や
後
世
の
例
を
鑑
み
て
も
︑
	
末
の
八

35

仙
卓
も
方
卓
で
あ
る
こ
と
は
閒
�
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
卷
二
に
は
ま
た
別
に
八
仙
卓
の
名
が
み
え
︑
一
字
棹

(卓
)

式

條
に
︑﹁
八
仙
卓
の
よ
う
な
牙
條

(幕
板
)

を
作
り
︑
幅
三
寸
五
分
と
す
る

(做
八
仙
棹
勒
水
花
牙
︑
三
寸
五
分
大
)
﹂
と
い
う(

)

か
ら
︑
こ
の
書
に
は

36

本
來
八
仙
卓
の
條
が
設
け
ら
れ
て
い
た
に
は
�
い
な
い
が
︑
王
氏
の
い
う
よ
う
に
條
名
が
�
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
︑
も
し
く
は
本
�
中
の
テ

キ
ス
ト
に
混
亂
が
あ
る
の
を
疑
う
の
が
�
當
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
に
擧
げ
た
條
�
か
ら
た
し
か
に
八
仙
卓
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
y
報

は
な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
︒

も
し
條
�
の
尺
寸
の
み
の
�
り
で
す
む
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
八
仙
卓
の
y
報
と
し
て
利
用
で
き
よ
う
が
︑﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄

中
で
閒
�
い
な
く
方
卓
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
唯
一
の
例
︑﹁
棋
盤
方
棹

(卓
)

式
﹂
の
條
�
で
は
︑
卓
面
の
尺
寸
を
﹁
方

(員
)
︹
圓
︺
二
尺
九

寸
三
分
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
こ
の
記
�
ス
タ
イ
ル
を
考
慮
す
る
と
︑
八
仙
卓
條
が
單
純
に
數
字
の
�
り
だ
け
と
考
え
て
す
み
そ
う
に
な
い
︒
ま

た
︑
一
字
卓
式
條
か
ら
八
仙
卓
に
牙
條
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
が
︑
こ
れ
は
ひ
と
り
八
仙
卓
の
み
な
ら
ず
︑
同
書
で
は
︑
卓
類
の
う

ち
小
琴
卓
式
︑
圓
卓
式
に
も
施
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
︑
こ
れ
が
八
仙
卓
の
外
形
上
の
特
�
だ
と
は
と
て
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
こ
の
八
仙
卓
條
で
あ
る
が
︑
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
淸
刊
本
に
お
い
て
も
條
名
︑
條
�
と
も
に
*
く
改
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く

は
た
だ
單
に
何
ら
校
訂
を
經
ず
に
重
刊
さ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
も
ま
た
惱
ま
し
い
點
で
あ
る
︒

さ
て
︑﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
が
あ
て
に
な
ら
な
い
と
な
れ
ば
︑
あ
と
は
斷
片
�
な
記
述
か
ら
y
報
を
得
る
し
か
な
い
︒﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
の
例

に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
に
は
あ
わ
せ
て
十
一
回
八
仙
卓
の
名
が
登
場
す
る
が

(表

)
︑
八
仙
卓
に
着
く
同
席
者
の
人
數
は
場
面
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま

2

で
あ
っ
て
︑
知
り
う
る
範
圍
で
い
え
ば
二
人

(三
十
二
回
)

か
ら
八
人

(六
十
三
回
)

で
あ
り
︑
當
時
の
八
仙
卓
も
少
な
く
と
も
八
人
が
け
で
き

る
も
の
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
︒
た
だ
し
﹁
大
八
仙
卓
﹂
な
る
も
の
が
三
度

(六
十
一
・
八
十
九
・
九
十
六
回
)

登
場
し
て
い
る
の
で
︑
あ
る
い
は

八仙卓をめぐる諸問題
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八
人
以
上
か
け
ら
れ
る
大
き
さ
の
も
の

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
一
卓

の
八
仙
卓

(も
し
く
は
大
八
仙
卓
)

に
八

人
以
上
と
い
う
例
は
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄

中
に
み
ら
れ
な
い
︒
以
上
は
�
稿
で
も

�
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
大
八
仙
卓
に

つ
い
て
い
え
ば
︑﹁
大
﹂
と
い
う
�
字

が
冠
さ
れ
て
い
る
の
は
八
仙
卓
に
大
小

二
種
類
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
︑

お
そ
ら
く
八
仙
卓
が
ほ
か
の
種
類
の
卓

よ
り
も
大
き
い
と
い
う
物
理
�
條
件
︑

あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
心
理
�
印
象
が

こ
の
よ
う
な
表
現
に
表
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹃
客

座
贅
語
﹄
中
の
﹁
大
八
仙
卓
﹂
に
も
同

じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う(

)

︒
37

な
お
�
稿
で
は
︑
八
仙
卓
が
各
種

テ
ー
ブ
ル
中
で
も
格
の
高
い
も
の
だ
と
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永福寺內大八仙卓子
(二張)

89

春梅 c娘 吳大舅夫人西門慶三周忌、孝
哥 (西門慶の息子)
�生日

西門慶宅、後邊
	閒 (奧にある
中央の閒)

大八仙卓席96

呼稱 設置場 場面 同席者回數

表 2 『金瓶梅詞話』中の「八仙卓」使用例

重陽同、�邊
(表側)

八仙卓席61

吳大舅 吳二舅 溫秀才 應 謝
韓 陳經濟 (西門娘婿) 西門

李瓶兒(第六夫人)
のお悔やみに來た
客との食事

同、�邊廂�八仙卓席63

西門 c娘 (以上、上位) 嬌兒
玉樓 金蓮 �娥 (以上、橫)

孟玉樓 (第三夫人)
�生祝

同、上� (吳c
娘居) 	閒
(中央の閒)

八仙卓73

吳大舅夫人 c娘 玉樓 春梅
(もと西門家女中) 如C (�母)
小玉 (c娘の女中) 女中

應 謝 西門 李桂姐 (妓女)同、花園中��八�卓兒52

應等 西門同、�廳
(表側の廣閒)

八仙卓兒55

西門 吳c娘 (西門正妻) 李嬌兒
孟玉樓 潘金蓮 李瓶兒 孫�娥
(以上五名、西門の妾) 西門大姐
(西門の娘)

重陽家宴同、花園中大�
�聚景堂

大八仙卓席61

吳大舅 (c娘の兄) 應 謝 常時\
(以上三名、西門取り卷き) 西門

薛內相 西門慶宦官の接待西門慶宅、��八仙卓32

應伯� 謝希大 (以上、西門の取
り卷き、上位) 西門 (�位) 韓
[國 (西門糸店番頭、橫)

同、花園中��
翡*軒

八仙卓兒35

應 謝 (以上、上位) 西門 (�位)
李智 黃四 (以上、橫)

同、書�八仙瑪瑙籠漆卓兒45

※場の名稱は基本�に原�中のものに從い、言い奄えが必3なものは ( ) 內に補った。また同席者について

は、人物に關する說	と、原�中に	示されている場合は座位を ( ) 內に補った。



の
考
え
か
ら
︑
あ
る
い
は
現
代
に
お
い
て
い
わ
れ
る
の
と
同
じ
く
︑
そ
の
格
式
を
表
現
す
る
豪
華
な
加
工
が
施
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と

推
測
し
た
︒
表
に
み
る
と
お
り
︑
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
の
十
一
例
の
う
ち
一
例
の
み
は
﹁
八
仙
瑪
瑙
籠
漆
卓
兒
﹂
と
稱
さ
れ
︑
瑪
瑙
を
嵌
め
て
漆

を
か
け
る
と
い
う
裝
�
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
こ
う
い
っ
た
手
法
で
豪
華
に
仕
上
げ
ら
れ
る
の
が
八
仙
卓
の
�
例
で
あ
る
か

否
か
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
檢
討
の
材
料
が
な
く
︑
未
詳
で
あ
る
︒

�
後
に
參
考
と
し
て
崇
禎
本
﹃
金
瓶
梅
﹄
の
揷
圖

(圖

︑

)

を
擧
げ
て
お
く
︒
こ
れ
は
八
仙
卓
使
用
の
場
面
で
あ
る
が
︑
表

の
三
十

3

4

2

五
︑
七
十
三
回
の
例
に
あ
た
る
も
の
で
︑
こ
の
圖
に
對
應
す
る
崇
禎
本
の
テ
キ
ス
ト
で
も
八
仙
卓
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

)

︒
こ
の

38

手
の
揷
圖
が
必
ず
し
も
テ
キ
ス
ト
の
內
容
を
忠
實
に
再
現
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
H
C
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
︑
現
存
す
る
實
物
6
料
で

は
︑
銘
�
や

藏
目
錄
な
ど
で
器
物
名
が
確
@
で
き
な
い
限
り
は
︑
い
ず
れ
が
實
際
に
八
仙
卓
と
呼
ば
れ
た
の
か
確
定
で
き
ず
︑
ま
た
繪
畫
︑

版
畫
に
し
て
も
︑
何
ら
か
の
�
字
y
報
と
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
描
か
れ
た
卓
が
八
仙
卓
か
ど
う
か
r
斷
で
き
な
い
以
上
︑
こ
の
二
例
は
少
な
く
と
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圖 3 崇禎本『金瓶梅』第三十五回揷圖

圖 4 崇禎本『金瓶梅』第七十三回揷圖



も
圖
︑
�
の
兩
者
が
そ
ろ
っ
て
い
る
點
に
お
い
て
︑
	
代
の
八
仙
卓
に
つ
い
て
可
視
�
な
イ
メ
ー
ジ
を
得
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
希
少
な
例
で

あ
る
︒
な
お
十
一
︑
四
十
二
回
揷
圖
に
も
一
邊
二
人
が
け
の
よ
く
似
た
方
卓
が
み
え
る
が
︑
テ
キ
ス
ト
で
は
八
仙
卓
と
確
@
で
き
な
い
︒

(

)

用
�

2先
に
擧
げ
た
﹃
長
物
志
﹄
の
�
か
ら
︑
八
仙
卓
が
宴
集
に
使
わ
れ
る
卓
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
︑
ま
た
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
中
の
十
一

例
で
も
*
て
宴
飮
︑
飮
食
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
以
外
の
作
業
や
器
物
の
陳
設
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で

に
�
稿
で
確
@
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

さ
て
︑
�
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
例
と
し
て
︑﹃
大
	
一
瓜
賦
﹄
や
弘
治
﹃
常
熟
縣
志
﹄
の
よ
う
に
八
仙
卓
の
名
稱
の
み
で
關
連
y
報

が
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
い
も
の(

)

を
除
く
と
︑
ほ
か
に
八
仙
卓
に
つ
い
て
記
し
た
	
代
の
�
獻
に
は
︑

39

①

陸
粲
﹃
庚
巳
�
﹄
卷
九
︑
�
衝
龍(

)

﹁
正
德
□
□
年
︑
雲
南
�
衝
龍
衞
地
震
︒
其
初
︑
日
數
十
度
︑
漸
至
十
餘
度
︑
後
至
一
二
度
︑
凡

40

W
年
乃
止
︒
�
一
山
傾
爲
j
地
︑
一
村
坊
居
民
數
十
家
︑
皆
陷
沒
入
土
中
︑
餘
以
震
壓
死
者
不
可
�
數
︒
民
無
寧
居
︑
皆
卽
空
曠
處

搆
廬
舍
以
自
庇
︒
擧
人
汪
城
者
︑
家
人
盡
宿
後
圃
︑
夜
W
�
龍
見
於
圃
中
八
仙
桌
上
﹂︒

②

凌
濛
初
﹃
二
刻
拍
案
驚
奇
﹄
卷
八
︑
沈
將
仕
三
千
買
笑
錢
王
I
議
一
夜
¢
魂
陣
﹁
卻
在
軒
後
一
小
閣
中
︑
�
些
燈
影
在
窗
隙
裏
射
將

出
來
︒
⁝
⁝
元
來
沈
將
仕
窗
隙
中
看
去
︑
見
裡
頭
是
美
女
七
八
人
︑
£
立
在
一
張
八
仙
桌
外
︑
桌
上
	
晃
晃
點
着
一
映
高
燭
︑
中
閒

放
下
酒
榼
一
架
︑
一
个
骰
盆
︑
盆
邊
七
八
堆
采
物
︑
每
一
美
女
面
�
一
堆
︑
是
將
來
作
H
賭
釆
�
﹂︒

③

馮
夢
龍
﹃
醒
世
恒
言
﹄
卷
三
︑
賣
油
郞
獨
占
花
魁
﹁
中
閒
客
座
上
面
︑
⁝
⁝
九
媽
讓
秦
小
官
坐
于
客
位
︑
自
己
�
位
相
陪
︒
少
頃
之

閒
︑
丫
鬟
掌
燈
過
來
︑
擡
下
一
張
八
仙
桌
兒
︑
六
碗
時
怨
果
子
︑
一
架
攢
盒
︑
佳
餚
美
醞
︑
未
曾
到
口
︑
香
氣
撲
人
﹂︒

と
い
う
三
例
が
あ
る
︒
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①
は
狀
況
が
特
殊
で
あ
り
︑
地
震
で
円
物
が
倒
壞
す
る
の
を
恐
れ
︑
裏
の
畑
で
寢
泊
ま
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
夜
中
そ
こ
に
置
い
た
八
仙
卓

の
上
に
龍
が
現
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒

②
は
邸
宅
の
庭
に
あ
る
小
閣
內
で
︑
女
性
七
︑
八
名
が
こ
れ
を
取
り
圍
ん
で
賭
¨
を
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

③
は
油
賣
り
の
秦
重
が
妓
樓
で
飮
食
の
接
待
を
"
け
る
際
に
使
わ
れ
る
も
の
で
︑
こ
れ
は
宴
飮
の
具
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
︒

こ
こ
に
B
加
で
き
た
例
は
ほ
ん
の
Í
か
で
あ
る
が
︑
①
な
ど
の
具
體
�
な
用
<
の
よ
く
分
か
ら
な
い
例
や
︑
賭
け
事
に
用
い
た
②
と
い
う
例

外
は
あ
る
も
の
の
︑
	
末
ま
で
の
事
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
も
の
は
︑
ほ
ぼ
*
て
が
宴
飮
︑
飮
食
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
@

で
き
る
︒
ま
た
賭
¨
に
用
い
る
②
で
あ
る
が
︑
こ
れ
も
複
數
の
人
物
が
一
卓
を
圍
ん
で
享
樂
を
と
も
に
す
る
と
い
う
C
味
あ
い
で
は
︑
宴
飮
︑

飮
食
と
同
じ
路
線
上
に
あ
る
も
の
と
み
な
せ
よ
う
︒
そ
も
そ
も
中
國
の
生
活
空
閒
に
お
い
て
︑﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
が
現
れ
る
よ
り
ず
っ

と
以
�
か
ら
方
卓
︑
も
し
く
は
卓
よ
り
も
©
の
低
い
方
形
の
臺
は
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
サ
ラ
・
ハ
ン
ド
ラ
ー
氏
に
そ
う
い
っ
た
方

形
の
臺
︑
卓
の
歷
2
の
槪
略
を
た
ど
っ
た
�
違
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
用
<
に
つ
い
て
︑
長
方
形
の
卓
が
書
畫
や
詩
作
と
い
っ
た
孤
獨

な
創
作
活
動
に
用
い
ら
れ
る
の
と
は
對
照
�
に
︑
方
卓
は
人
と
共
�
さ
れ
る
喜
び
︑
と
く
に
宴
會
の
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
さ
ら
に
食
や
«
戲

の
樂
し
み
に
他
人
を
も
招
く
も
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る(

)

︒
あ
ま
り
に
大
ま
か
な
區
分
に
過
ぎ
よ
う
が
︑
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
確
@
で
き
た

41

八
仙
卓
の
い
ず
れ
の
用
<
に
つ
い
て
も
︑
ハ
ン
ド
ラ
ー
氏
の
い
う
方
卓
の
性
格
に
完
*
に
重
な
る
も
の
と
@
め
ら
れ
る
︒

(

)

設
置
場
�

3
�
後
に
八
仙
卓
の
設
置
場

に
つ
い
て
述
べ
る
が
︑
こ
れ
は
廳
堂
の
家
具
配
置
と
も
關
わ
る
問
題
で
あ
る
︒
ま
ず
は
﹃
金
甁
梅
詞
話
﹄
で
八

仙
卓
の
置
か
れ
た
場

を
表
で
確
@
す
る
と
︑
寺
院
內

(八
十
九
回
)

で
一
度
登
場
す
る
以
外
︑
す
べ
て
西
門
慶
の
邸
宅
內
で
あ
り
︑
�
廳

(五
十
五
回
)
︑
円
物
の
中
央
の
閒
で
あ
る
	
閒

(七
十
三
︑
九
十
六
回
)

と
い
っ
た
︑
廣
閒
や
客
閒
に
相
當
す
る
比
�
�
公
�
な
空
閒
に
置
か
れ
る
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ほ
か
︑
書
�

(四
十
五
回
)
︑
花
園
の
�
�

(棟
木
を
置
か
ず
弓
形
の
輪
垂
木
を
架
け
て
蛇
腹
天
井
に
し
た
円
物
︑
三
十
二
︑
三
十
五
︑
五
十
二
︑
六
十
一
回
)
︑

廂
�

(六
十
三
回
)

の
例
が
あ
る
︒
ま
た

(

)
で
擧
げ
た
①
は
畑
︑
②
は
庭
の
小
閣
︑
③
は
三
閒
の
j
屋
の
う
ち
中
央
の
客
閒
で
あ
る
︒

2

た
だ
し
八
仙
卓
登
場
場
面
の
�

を
み
る
と
︑
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
部
屋
に
は
じ
め
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ほ
か

の
場

か
ら
持
ち
X
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
�
に
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
八
仙
卓
が
登
場
す
る
場
面
の

記
述
を
み
て
お
こ
う(

)

︒
42

三
十
二
回
﹁
西
門
慶
陪
他
吃
了
茶
︑
擡
上
八
仙
卓
來
先
擺
飯
﹂︒

(西
門
慶
は
彼

(薛
內
相
)
の
相
手
を
し
て
茶
を
飮
み
お
わ
る
と
︑
八
仙
卓
を
®
ん
で
き
て
ま
ず
食
事
を
竝
べ
さ
せ
た
︒
)

三
十
五
回
﹁
西
門
慶
家
中
︑
印
添
買
了
許
多
L
蔬
︑
後
晌
時
分
︐
在
花
園
中
翡
*
軒
�
�
內
︑
放
下
一
張
八
仙
卓
兒
﹂︒

(西
門
慶
の
家
內
で
は
︑
ま
た
た
く
さ
ん
の
料
理
を
買
い
足
し
て
︑
午
後
に
な
る
と
︑
花
園
中
に
あ
る
翡
*
軒
と
い
う
�
�
に
一
卓
の
八
仙
卓
を
置
い
た
︒
)

四
十
五
回
﹁
少
頃
︑
玳
安
走
上
來
J
問
︑
爹
︑
在
®
裡
放
卓
兒
︒
西
門
慶
令
擡
T
卓
兒
︑
就
在
°
裡
坐
罷
︒
于
是
玳
安
與
書
越
兩
個
︑
一
±

撘
擡
T
一
張
八
仙
瑪
瑙
籠
漆
卓
兒
T
來
︑
騎
着
火
盆
︑
安
放
在
地
j
上
﹂︒

(し
ば
ら
く
し
て
︑
玳
安
が
や
っ
て
き
て
²
ね
た
︒﹁
旦
®
樣
︑
ど
ち
ら
に
卓
を
置
き
ま
し
ょ
う
か
？
﹂
西
門
慶
は
卓
を
持
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
て
︑﹁
こ
こ
で
8

わ
な
い
よ
﹂
と
︒
そ
こ
で
玳
安
と
書
越
の
二
人
は
︑
±
に
擔
い
で
瑪
瑙
籠
漆
八
仙
卓
を
一
卓
®
ん
で
き
て
︑
火
鉢
に
ま
た
が
ら
せ
て
床
板
の
上
に
置
い
た
︒
)

五
十
二
回
﹁
只
見
西
門
慶
使
了
畫
越
兒
來
J
桂
姐
︑
方
向
c
娘
�
中
粧
點
︑
勻
了
臉
︑
³
花
園
中
來
︒
�
�
內
︑
印
早
放
下
八
�
卓
兒
︑
�

後
放
下
簾
櫳
來
﹂︒

(そ
こ
へ
西
門
慶
が
畫
越
に
︹
李
︺
桂
姐
を
呼
び
に
來
さ
せ
︑
そ
こ
で
︹
吳
︺
c
娘
の
部
屋
へ
い
っ
て
1
粧
を
し
︑
お
し
ろ
い
を
の
ば
し
て
︑
花
園
へ
と
や
っ
て

き
た
︒
�
�
內
に
は
早
く
か
ら
八
仙
卓
が
置
い
て
あ
り
︑
�
後
に
は
簾
が
下
ろ
さ
れ
て
い
る
︒
)
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五
十
五
回
﹁
西
門
慶
就
叫
玳
安
里
邊
討
出
L
蔬
嗄
飯
點
心
小
酒
︑
擺
着
八
仙
卓
兒
︑
就
與
諸
人
燕
飮
︑
就
叫
兩
個
歌
越
�
來
唱
﹂︒

(西
門
慶
は
玳
安
に
奧
へ
料
理
や
點
心
︑
酒
を
た
の
ま
せ
︑
八
仙
卓
を
置
い
て
︑
み
な
と
宴
飮
し
︑
二
人
の
歌
越
に
唱
い
に
來
さ
せ
た
︒
)

六
十
一
回
﹁
于
是
分
付
廚
下
︑
收
拾
酒
菓
肴
饌
︑
在
花
園
大
�
�
聚
景
堂
內
︑
安
放
大
八
仙
卓
席
︑
放
下
簾
來
︑
合
家
宅
眷
︑
在
®
裡
飮
酒
︑

慶
賞
重
陽
佳
\
﹂︒

(そ
こ
で
厨
�
へ
言
い
つ
け
て
︑
酒
や
果
物
︑
料
理
を
整
え
さ
せ
︑
花
園
の
大
き
い
方
の
�
�
で
あ
る
聚
景
堂
に
大
八
仙
卓
を
置
き
︑
簾
を
下
ろ
し
て
︑
一
家
*

員
そ
こ
で
酒
を
飮
み
︑
重
陽
の
佳
\
を
祝
っ
た
︒
)

同
﹁
于
是
讓
至
�
邊
坐
下
︑
c
娘
連
忙
敎
廚
下
打
發
L
兒
上
去
︒
琴
越
與
王
經
︑
先
安
放
八
仙
卓
席
端
正
︑
拿
上
小
L
果
酒
上
去
﹂︒

(そ
こ
で
�
邊

(
�
地
の
表
側
)
へ
案
內
し
て
坐
っ
て
も
ら
い
︑
c
娘
は
大
µ
ぎ
で
厨
�
へ
言
い
つ
け
て
料
理
の
荏
度
を
さ
せ
た
︒
琴
越
と
王
經
は
︑
ま
ず
八
仙

卓
と
席
を
き
ち
ん
と
置
き
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
お
か
ず
や
果
物
︑
酒
を
持
っ
て
き
た
︒
)

六
十
三
回
﹁
玳
安
于
是
和
畫
越
兩
個
︑
大
盤
大
碗
拿
到
�
邊
︑
安
放
八
仙
卓
席
﹂︒

(玳
安
は
そ
こ
で
畫
越
と
二
人
で
大
盤
や
大
碗
を
表
側
へ
も
っ
て
い
き
︑
八
仙
卓
の
席
を
設
置
し
た
︒
)

七
十
三
回
﹁
7
後
晌
時
分
︑
c
娘

(兩
個
放
)
︹
放
兩
個
︺
卓
兒
︑
炕
屋
里
J

(坐
諸
堂
客
)
︹
諸
堂
客
坐
︺
︑
	
閒
內
坐
�
齋
整
︑
錦
帳
圍
屛
︑

放
八
仙
卓
︑
鋪
着
火
盆
︑
(
L
)
︹
擺
︺
�
案
酒
﹂︒

(だ
い
た
い
午
後
の
時
閒
に
な
る
と
︑
c
娘
は
二
卓
を
置
い
て
炕
部
屋
の
中
で
は
女
性
の
來
客
た
ち
に
坐
っ
て
も
ら
い
︑
	
閒
內
は
き
ち
ん
と
整
え
て
︑
錦
の
帳

に
圍
屛
を
立
て
ま
わ
し
︑
八
仙
卓
を
置
き
︑
火
鉢
を
置
い
て
︑
酒
の
肴
を
竝
べ
た
︒
)

八
十
九
回
﹁
說
畢
︑
長
老
敎
小
和
尙
放
卓
兒
︑
擺
齋
上
來
︒
兩
張
大
八
仙
卓
子
︑
蒸
酥
煠
餠

點
心
︑
各
樣
素
饌
L
蔬
︑
堆
滿
春
臺
﹂
︒

饊

(話
し
¹
わ
る
と
︑
長
老
は
小
坊
�
に
言
い
つ
け
て
卓
を
置
き
︑
お
齋
を
竝
べ
さ
せ
た
︒
二
卓
の
大
八
仙
卓
に
は
︑
蒸
し
菓
子
︑
揚
げ
パ
ン
︑
お
こ
し
に
點
心
︑

各
種
の
精
T
料
理
と
︑
春
臺
一
杯
に
積
み
上
が
っ
た
︒
)
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九
十
六
回
﹁
然
後
周
圍
設
放
圍
屛
︐
火
爐
內
生
起
炭
火
︐
安
放
大
八
仙
卓
席
︐
擺
茶
上
來
﹂︒

(そ
の
あ
と
周
圍
に
圍
屛
を
し
つ
ら
え
︑
火
爐
に
は
炭
火
を
お
こ
し
︑
大
八
仙
卓
の
席
を
設
置
し
て
︑
茶
を
竝
べ
た
︒
)

こ
こ
に
み
ら
れ
る
と
お
り
︑﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
登
場
す
る
八
仙
卓
は
︑
*
て
の
場
面
で
﹁
擡
上
～
來
﹂
(擔
い
で
く
る
︑
®
ん
で
く
る
)
︑
あ
る

い
は
﹁
安
放
﹂
(置
く
︑
設
置
す
る
)

な
ど
と
い
っ
た
語
と
と
も
に
現
れ
る
︒
う
ち
八
十
九
回
の
一
件
の
み
は
﹁
八
仙
卓
﹂
の
語
が
こ
の
種
の
動

詞
を
直
接
¼
わ
な
い
が
︑
こ
れ
も
先
に
み
え
る
﹁
放
卓
兒
﹂
が
こ
の
八
仙
卓
を
置
く
こ
と
で
あ
る
の
は
�

か
ら
	
ら
か
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ

も
ほ
か
と
同
樣
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
︒
さ
ら
に
︑
先
に
擧
げ
た
﹃
醒
世
恒
言
﹄
の
例
で
も
ま
た
﹁
一
卓
の
八
仙
卓
を
®
ん
で
き
て

(擡
下
一

張
八
仙
桌
兒
)
﹂
と
い
う
か
ら
︑
同
じ
こ
と
が
確
@
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
八
仙
卓
が
使
わ
れ
る
の
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
宴
飮
︑
飮
食
で
あ
っ
た
が
︑

そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
場

に
は
じ
め
か
ら
常
設
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
︑
飮
食
で
使
用
す
る
た
び
に
使
用
人
が
®
ん
で
き
て
据
え
付
け
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
は
八
仙
卓
だ
け
で
は
な
く
︑
飮
食
に
供
さ
れ
る
卓
は
い
ず
れ
も
同
樣
で
あ
っ
て
︑﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
限
っ
て
も
︑﹁
安
放
卓
﹂

(卓
を
置
い
て
)
︑
あ
る
い
は
﹁
令
放
卓
﹂
(卓
を
出
す
よ
う
い
い
つ
け
る
)

に
類
似
す
る
表
現
は
料
理
が
出
て
く
る
�
に
は
隨

で
み
ら
れ(

)

︑
と
に
か

43

く
飮
食
用
の
卓
と
い
う
の
は
食
事
場

に
常
設
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
食
事
場

自
體
が
一
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑
食

事
を
出
す
段
に
な
っ
て
初
め
て
卓
も
用
C
す
る
の
が
�
例
で
あ
る
︒
�
出
の
﹃
宋
氏
家
規
部
﹄
で
も
︑
同
席
者
や
宴
席
の
種
類
に
よ
っ
て
卓
の

種
類
や
設
け
方
を
使
い
分
け
る
よ
う
い
う
よ
う
に
︑
各
宴
飮
場
面
の
條
件
に
よ
っ
て
卓
席
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
大
き
く
衣
な
ろ
う
か
ら
︑
少
な

く
と
も
條
件
に
よ
っ
て
使
い
分
け
で
き
る
だ
け
の
種
類
と
數
量
の
卓
を

�
し
︑
ま
た
そ
れ
を
し
つ
ら
え
る
使
用
人
の
い
る
西
門
家
の
よ
う
な

富
裕
階
層
に
お
い
て
は
︑
飮
食
の
都
度
︑
條
件
に
あ
っ
た
卓
を
そ
の
場
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
︒
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そ
れ
で
は
八
仙
卓
︑
も
し
く
は
飮
食
に
使
う
卓
を
ど
こ
か
ら
持
ち
出
し
て
く
る
の
か
と
い
え
ば
︑
も
と
も
と
t
用
す
る
部
屋
の
中
に
置
か
れ

て
い
る
︑
つ
ま
り
現
代
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
狀
態
で
部
屋
に
常
設
さ
れ
て
い
る
も
の
を
︑
食
事
の
際
に
は
座
席
の
位
置
ま
で
持
ち
出
し
て
く

る
の
か
︑
ま
た
は
別
の
部
屋
︑
場

か
ら
持
ち
X
む
の
か
︒

す
で
に
何
度
か
紹
介
し
た
西
澤
治
彥
氏
に
は
宋
か
ら
民
國
�
に
か
け
て
の
宴
會
儀
禮
に
關
す
る
硏
究
が
あ
る(

)

が
︑
そ
れ
に
擧
げ
ら
れ
た
6
料

44

を
あ
ら
た
め
て
み
る
と
︑
	
代
の
例
と
し
て
用
い
た
�
出
﹃
客
座
贅
語
﹄
や
來
華
宣
敎
師
に
よ
る
記
錄
に
は
︑
宴
席
の
出
席
者
が
½
え
の
閒
か

ら
宴
席
の
準
備
が
さ
れ
た
部
屋
へ
と
移
動
す
る
こ
と
を
傳
え
る
記
事
は
あ
る
も
の
の
︑
卓
の
搬
入
に
關
す
る
記
述
は
な
い
︒
た
だ
し
江
戶
時
代

の
日
本
で
中
國
式
の
宴
會
を
紹
介
し
た
著
作
の
う
ち
︑
	
和
八
年

(一
七
七
一
)

自
跋
の
あ
る
太
田
6
玟
﹃
卓
子
宴
儀
﹄
に
は
︑
客
の
�
に
卓

を
®
び
入
れ
る
こ
と
を
傳
え
て
お
り(

)

︑
ま
た
長
崎
の
淸
人
か
ら
の
聞
き
書
き
で
︑
乾
隆
頃
の
江
蘇
︑
浙
江
︑
福
円
あ
た
り
の
風
俗
を
傳
え
る
も

45

の
と
し
て
知
ら
れ
る
﹃
淸
俗
紀
聞
﹄
に
は
︑
食
事
の
あ
と
に
は
卓
を
收
め
て
し
ま
う
こ
と
が
記
さ
れ(

)

︑
ま
た
回
千
と
い
う
菓
子
類
を
卓
に
載
せ
︑

46

使
用
人
二
人
で
®
び
入
れ
る
場
面
の
圖

(圖

)

も
描
か
れ
て
い
る(

)

︒

5

47

淸
代
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑
食
事
が
始
ま
る
際
に
卓
を
®
び
入
れ
︑
ま

た
¹
わ
れ
ば
撤
收
す
る
と
い
っ
た
手
順
の
記
錄
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
︑﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
に
み
ら
れ
る
食
事
場
面
に
つ
い
て
も
︑
飮
食
に
使
う

卓
が
室
外
か
ら
持
ち
X
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
例
が
あ
る
と
み
て
も
差

し
荏
え
な
か
ろ
う
︒
先
に
擧
げ
た
例
の
う
ち
第
四
十
五
回
で
は
︑
ど
こ
に

卓
を
置
く
か
を
使
用
人
が
²
ね
︑
そ
れ
か
ら
卓
を
®
ん
で
く
る
と
い
っ
た

段
取
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
場
面
は
室
外
か
ら
八
仙
卓
を
持
ち
X
ん

で
來
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
は
じ
め
に
み
た
八
仙
卓
の
設
置
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場

は
︑
あ
く
ま
で
臨
時
の
設
置
場

で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
部
屋
に
常
設
さ
れ
る
こ
と
を
C
味
し
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
八
仙
卓

を
用
い
た
飮
食
が
お
こ
な
わ
れ
る
場

と
み
る
の
が
正
し
い
理
解
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
い
ず
れ
の
例
に
し
て
も
八
仙
卓
が
も
と
も
と
あ
っ
た
場

を
	
示
し
て
お
ら
ず
︑
こ
の
點
が
皆
目
わ
か
ら
な
い
︒
こ
の
問
題
に
關

連
し
て
︑
後
代
に
八
仙
卓
が
常
設
さ
れ
る
廳
堂
の
家
具
配
置
に
つ
い
て
い
う
と
︑
朱
家
溍
﹃
	
淸
室
內
陳
設
﹄
に
は
︑
繪
畫
や
木
版
畫
と
い
っ

た
畫
宴
6
料
に
み
ら
れ
る
樣
子
に
基
づ
い
て
︑
	
代
の
大
廳
に
は
中
央
に
屛
風
が
一
座
置
か
れ
る
が
︑
そ
の
ほ
か
の
床
面
に
は
何
も
な
く
︑
用

<
に
應
じ
て
隨
時
卓
椅
や
そ
の
ほ
か
の
器
物
を
移
動
す
る
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る(

)

︒
た
し
か
に
室
內
を
描
い
た
	
代
の
畫
宴
6
料
の
な
か

48

に
は
︑
圖

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
家
具
配
置
が
描
か
れ
た
例
は
︑
筆
者
の
知
る
限
り
ひ
と
つ
も
み
い
だ
せ
な
い
こ
と
か
ら
︑
少
な
く
と
も
こ
の

2

時
代
の
廳
堂
は
後
代
と
は
衣
な
る
g
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
八
仙
卓
に
つ
い
て
も
︑
�
段
か
ら
こ
の
よ
う
な
部
屋
に
常
設
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

少
し
時
代
を
下
っ
て
乾
隆
中
の
著
作
に
よ
れ
ば
︑
黃
圖
珌
の
﹃
看
山
閣
集
﹄
に
︑﹁
正
廳
に
は
方
卓
を
用
い
る
の
が
よ
い
︑
俗
に
八
仙
卓
と

い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る

(正
廳
宜
用
方
桌
︑
俗
呼
爲
八
仙
桌
者
是
也
)
﹂
と
い
う(

)

︒
正
廳
も
廳
堂
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
︑
少
な
く
と
も
乾
隆
中
に

49

は
八
仙
卓
の
廳
堂
へ
の
常
設
を
示
唆
す
る
例
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
陳
設
が
先
の
時
代
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い

の
か
︑
あ
る
い
は
こ
の
時
代
ま
で
に
廳
堂
の
家
具
配
置
の
�
例
に
お
い
て
變
1
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
に
關
し
て
は
︑
筆
者
に
い

ま
だ
十
分
な
檢
討
を
す
る
用
C
が
な
い
︒
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

五
︑
む

す

び

以
上
︑﹁
八
仙
卓
﹂
と
い
う
名
稱
の
出
現
時
�
と
そ
の
背
景
︑
そ
し
て
	
代
の
6
料
に
み
え
る
八
仙
卓
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒
�
稿
の
訂
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正
と
補
足
と
い
う
本
稿
の
性
格
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
︑
と
く
に
後
W
に
つ
い
て
は
6
料
を
提
示
し
て
思
い
つ
く
と
こ
ろ
を
述
べ

る
の
に
¹
始
し
︑
	
代
の
八
仙
卓
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
は
あ
ま
り
	
確
な
答
え
を
提
示
で
き
ず
に
¹
わ
っ
た
き

ら
い
が
あ
る
︒

�
稿
で
は
宴
席
に
お
い
て
使
用
す
る
卓
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
八
仙
卓
の
役
割
に
焦
點
を
あ
て
て
�
べ
た
の
で
あ
る
が
︑
9
居
內
の
接
客
︑
公

�
空
閒
で
あ
り
︑
い
わ
ば
家
の
顏
で
あ
る
廳
堂
の
室
內
空
閒
8
成
に
お
い
て
八
仙
卓
が
重
3
な
一
À
を
擔
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
︒
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
︑
中
國
の
い
わ
ゆ
る
傳
瓜
�
な
廳
堂
の
g
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
と

い
う
の
は
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
八
仙
卓
以
外
に
も
︑
部
屋
の
奧
に
立
て
ら
れ
る
屛
風
や
障
壁
︑
そ
の
�
に
置

か
れ
る
器
物
陳
設
用
の
長
方
卓
︑
そ
し
て
坐
具
な
ど
︑
い
く
つ
も
の
3
素
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
が
︑
�
後
に
疑
問
を
提
示
し
た
と
お
り
︑
こ

の
廳
堂
の
典
型
�
空
閒
8
成
の
形
成
と
八
仙
卓
と
の
關
わ
り
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
︑
ま
た
八
仙
卓
に
關
し
て
も
怨
た
に
み
え
て
く
る
と

こ
ろ
が
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
︒

�(

)

淺
川
滋
男
﹃
9
ま
い
の
民
族
円
築
學
﹄
円
築
6
料
硏
究
社
︑
一
九
九
四
︑
八
〇
-

1

八
四
頁
︒

(

)

越
中
哲
也
﹃
長
崎
卓
袱
料
理
﹄
ナ
ガ
サ
キ
イ
ン
カ
ラ
ー
︑
一
九
八
五
︑
九
四
頁
︒

2(

)

『八
�
卓
燕
式
記
﹄︑﹃
卓
袱
會
席
趣
向
帳
﹄︑﹃
卓
子
式
﹄
は
い
ず
れ
も
吉
井
始
子

3

�
﹃
江
戶
時
代
料
理
本
集
成
6
料
Á
﹄
(臨
川
書
店
︑
一
九
七
八
)︑﹃
_
刻
江
戶

時
代
料
理
本
集
成
﹄
(同
︑
一
九
八
一
)
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

古
賀
十
二
郞
�
﹃
長
崎
市
2
風
俗
�
﹄
上
卷
︑
一
九
二
五
︑
六
二
八
-六
三
〇
頁
︒

4

越
中
哲
也
︑
�
出
︑
九
五
-九
七
頁
︒

(

)

西
澤
治
彥
﹃
中
國
食
事
�

1

の
硏

究
﹄
(風
.

社
︑
二
〇
〇
九
)︑
S
a
ra
h

5

H
a
n
d
le
r,
“
A

S
q
u
a
re
T
a
b
le
W
h
e
re
th
e
Im
m
o
rta
ls
D
in
e
”
(
in
A
u
stere

L
u
m
in
o
sity
o
f
C
h
in
ese
C
la
ssica
l
F
u
rn
itu
re,
U
n
iv
e
rsity
o
f
C
a
lifo
rn
ia

P
re
ss,
2
0
0
1
)
で
は
︑
內
容
の
一
部
に
八
仙
卓
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

(

)

高
井
た
か
ね
﹁
	
代
後
�
の
宴
席
に
お
け
る
食
卓
の
使
用
樣
式

︱
︱
｢列
卓
﹂・

6

﹁
團
坐
﹂
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
京
都
大
學
總
合
人
閒
學
部
紀
3
﹄
第
十
卷
︑

二
〇
〇
三
︒
以
下
︑
本
�
で
は
﹁
�
稿
﹂
と
略
稱
す
る
︒

(

)

高
井
た
か
ね
︑
�
出
︑
一
四
一
-一
四
二
頁
︒

7(

)

た
と
え
ば
陶
�
臺
氏
は
	
淸
]
替
�

(﹁
	
淸
之
際
﹂
)
と
い
う

(﹃
中
國
烹
飪
2

8

略
﹄
江
蘇
科
學
技
÷
出
版
社
︑
一
九
八
三
︑
一
〇
〇
頁
)︒
西
澤
治
彥
氏
は
陶
氏

の
說
な
ど
を
紹
介
す
る
一
方
︑
後
述
の
﹃
客
座
贅
語
﹄
の
記
事
に
よ
り
︑
八
仙
卓
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の
名
稱
が
	
代
�
W
に
i
る
可
能
性
も
︑
そ
の
名
を
過
去
に
i
ら
せ
て
使
用
し
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
す
る

(西
澤
治
彥
︑
二
〇
〇
九
︑
二
九
八
・
三
七
三

頁
)︒

(

)

こ
の
書
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
︑
作
者
に
未
だ
定
說
が
な
い
こ
と
と
絡
ん
で
論

9

者
に
よ
り
そ
の
說
は
衣
な
る
が
︑
大
き
く
幅
を
持
た
せ
れ
ば
萬
曆
W
ば
頃
ま
で
に

ほ
ぼ
落
ち
着
く
よ
う
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
吳
晗
﹁︽
金
瓶
梅
︾
�
著
作
時
代
/

其
社
會
背
景
﹂
(﹃
�
學
季
刊
﹄
創
刊
號
︑
一
九
三
四
年
一
c
︑
一
七
二
-
一
九
三

頁
)
で
は
︑
こ
の
書
に
は
萬
曆
中
の
事
象
が
書
き
X
ま
れ
て
お
り
︑
成
書
は
萬
曆

十
年
か
ら
三
十
年

(一
五
八
二
-一
六
〇
二
)︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
幅
を
廣
げ
て
も

隆
慶
二
年

(一
五
六
八
)
以
影
︑﹃
金
瓶
梅
﹄
に
つ
い
て
記
錄
す
る
﹃
萬
曆
野
獲

�
﹄
が
成
っ
た
萬
曆
三
十
四
年

(一
六
〇
六
)
以
�
だ
と
い
う
︒
ま
た
梅
\

﹁︽
金
瓶
梅
︾
成
書
�
上
限
﹂
(﹃
金
瓶
梅
論
集
﹄
第
一
輯
︑
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一

九
九
〇
︑
八
四
-九
二
頁
)
で
は
︑
萬
曆
五
年
の
﹁
南
河
南
徙
﹂︑
つ
ま
り
淮
河
が

河
[
を
南
に
移
し
た
出
來
事
と
︑
萬
曆
十
年
の
永
濟
怨
河
の
開
�
が
書
き
X
ま
れ

て
い
る
と
し
て
︑
成
書
は
萬
曆
十
年
以
影
と
み
る
︒
陳
詔
﹁︽
金
瓶
梅
︾
小
考
﹂

(﹃
紅
樓
夢
與
金
瓶
梅
﹄
寧
夏
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
︑
四
三
〇
-
四
六
〇
頁
)

で
は
︑
嘉
靖
二
十
七
年
以
影
の
こ
と
が
書
き
X
ま
れ
て
い
る
た
め
成
書
は
こ
れ
以

降
と
い
う
︒
荒
木
猛
氏
は
�
中
に
み
え
る
干
荏
を
分
析
し
て
︑
嘉
靖
四
十
年
か
ら

隆
慶
六
年
の
十
數
年
を
か
け
て
書
き
あ
げ
た
も
の
と
す
る

(﹃
金
瓶
梅
硏
究
﹄
第

一
部
第
一
違
﹃
金
瓶
梅
﹄
執
筆
時
代
の
推
定
︑
第
三
違
﹃
金
瓶
梅
﹄
と
楊
繼
盛
︑

第
三
部
﹃
金
瓶
梅
﹄
に
投
影
さ
れ
た
2
實
︑
思
�
閣
出
版
︑
二
〇
〇
九
)︒
そ
の

ほ
か
の
例
は
荒
木
�
揭
書
︑
第
三
部
第
一
違
︑
第
三
違
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

(

)

『長
物
志
﹄
の
成
書
年
代
は
	
確
で
は
な
い
が
︑
荒
井
永
氏
は
﹃
長
物
志
﹄
譯
H

10

の
解
說
に
お
い
て
︑
天
ú
七
年

(一
六
二
七
)
以
後
︑
崇
禎
九
年

(一
六
三
六
)

以
�
に
脫
稿
し
た
と
推
定
し
て
い
る

(荒
井
永
他
譯
H
﹃
長
物
志
﹄
一
︑
解
說
︑

j
凡
社
︑
一
九
九
九
︑
二
五
頁
)︒

(

)

こ
の
書
の
フ
ル
タ
イ
ト
ル
は
﹃
怨
鐫
京
板
工
師
雕
斵
正
式
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄︒
現

11

存
す
る
�
も
早
い
版
は
萬
曆
刊
と
も
崇
禎
刊
と
も
い
わ
れ
る
︒
詳
し
く
は

K
la
a
s

R
u
ite
n
b
e
e
k
,
C
a
rp
en
try
a
n
d
B
u
ild
in
g
in
L
a
te
Im
p
eria
l
C
h
in
a
:
A
S
tu
d
y

o
f
th
e
F
ifteen
th
-
C
en
tu
ry
C
a
rp
en
ter̓
s
M
a
n
u
a
l
L
u
B
a
n
Jin
g
,
E
.J.
B
rill,

1
9
9
3
,
p
p
.1
1
7
-
1
1
8
參
照
︒

(

)

宋
︑
�
獬
﹃
觥
記
H
﹄

(﹃
重
�
說
郛
﹄
九
十
四
科

收
)
に
﹁
汕
碗
︑
折
酒
之

12

大
椀
也

(汕
碗
は
︑
酒
を
あ
け
る
大
き
な
器
で
あ
る
)﹂
と
あ
り
︑
G
起
元
も

﹃
說
略
﹄
卷
二
十
五
食
憲
に
こ
れ
を
引
く
︒
ま
た
	
︑
沈
沈
﹃
酒
槪
﹄
卷
一
︑
三

之
器
に
も
﹁
汕
碗
︑
折
酒
大
器
︑
汕
︑
舒
散
也
﹂
と
い
い
︑
	
︑
田
藝
蘅
﹃
留
靑

日
札
﹄
卷
二
十
五
︑
酒
器
に
も
同
樣
の
�
を
引
く
が
︑
ほ
か
に
は
﹃
觥
記
H
﹄
を

引
用
す
る
も
の
以
外
︑﹁
汕
碗
﹂
に
關
す
る
記
事
を
み
い
だ
せ
な
い
︒﹁
八
仙
卓
﹂

と
同
樣
︑
こ
の
語
も
正
瓜
年
閒
に
使
用
さ
れ
た
も
の
か
疑
問
を
殘
す
︒

(

)

G
起
元
﹃
客
座
贅
語
﹄
卷
七
︑
南
都
舊
日
宴
集
﹁
外
舅
少
冶
公
嘗
言
︑
南
都
正
瓜

13

中
�
客
︑
止
當
日
早
令
一
越
子
至
各
家
邀
︑
云
J
吃
飯
︒
至
巳
時
︑
則
客
已
畢
集

矣
︒
如
六
人
八
人
︑
止
用
大
八
仙
卓
一
張
︑
殽
止
四
大
盤
︑
四
隅
四
小
L
︑
不
設

菓
︒
酒
用
二
大
盃
輪
飮
︑
卓
中
置
一
大
碗
︑
H
水
滌
盃
︑
h
斟
N
�
客
︑
曰
汕
碗
︒

午
後
散
席
︒
其
後
十
餘
年
︑
乃
先
日
邀
知
︑
�
早
再
柿
︒
卓
/
殽
如
�
︑
但
用
四

杯
︑
�
八
杯
者
︒
再
後
十
餘
年
︑
始
先
日
用
一
帖
︑
帖
濶
一
寸
三
四
分
︑
長
可
五

寸
︑
不
書
某
生
︑
但
具
姓
名
拜
耳
︑
上
書
某
日
午
刻
一
飯
︒
卓
殽
如
�
︒
再
後
十

餘
年
始
用
雙
帖
︑
亦
不
過
三
#
︑
長
五
六
寸
︑
濶
二
寸
︑
方
書
眷
生
或
侍
生
某
拜
︒

始
設
開
席
︑
兩
人
一
席
︑
設
果
殽
七
八
器
︑
亦
巳
刻
入
席
︑
申
末
卽
去
︒
至
正
德

嘉
靖
閒
︑
乃
�
設
樂
/
勞
厨
人
之
事
矣
﹂︒

(

)

陳
作
霖
﹃
金
陵
�
傳
﹄
卷
十
九
に
﹁︹
G
︺
起
元
︑
字
太
初
︑
一
字
鄰
初
︑
少
好

14

¨
覽
︑
王
可
大
以
女
妻
之
﹂
と
い
い
︑
﹃
客
座
贅
語
﹄
中
に
も
卷
二
︑
�
輩
�
紳

武
弁
︑
卷
五
︑
少
冶
先
生
}
李
王
詩
︑
同
︑
少
冶
公
H
杜
詩
︑
卷
七
︑
少
冶
先
生

里
居
な
ど
に
王
可
大
に
關
す
る
記
事
が
み
え
る
︒
王
可
大
の
傳
は
︑
康
煕
﹃
江
寧

府
志
﹄
卷
二
十
二
人
物
傳
三
︑
乾
隆
﹃
江
南
�
志
﹄
卷
一
三
九
︑
人
物
志
︑
宦
績
︑

江
寧
府
︑﹃
金
陵
�
傳
﹄
卷
十
六
︑
陳
田
﹃
	
詩
紀
事
﹄
己
籤
卷
十
一
に
み
え
る
︒

(

)

�
震
亨
の
生
年
は
︑
G
苓
﹁
武
英
殿
中
書
舍
人
致
仕
�
公
行
狀
﹂
(﹃
塔
影
園
集
﹄

15

卷
一

收
)
に
﹁
公
生
于
萬
曆
乙
酉
﹂
と
み
え
る
︒
萬
曆
乙
酉
は
萬
曆
十
三
年

東 方 學 報
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(一
五
八
五
)︒

(

)

H

(

)
參
照
︒

16

8

(

)

乾
隆
﹃
江
南
�
志
﹄
卷
一
六
五
人
物
志
︑
�
苑
一
︑
蘇
州
府
﹁
莫
旦
︑
字
景
周
︑

17

吳
江
人
︑
成
1
乙
酉
擧
人
︑
卒
業
太
學
︑
作
一
瓜
賢
關
二
賦
︑
名
動
京
師
﹂︒
ま

た
H

(

)
に
引
く
趙
�
の
書
後
參
照
︒

22

(

)

司
馬
泰
﹁
叙
大
	
一
瓜
賦
後
﹂﹁
⁝
⁝
撫
臺
蔡
W
洲
�
得
是
�
︑
每
爲
稱
善
︑
閒

18

出
示
泰
︑
乃
J
歸
郡
齋
少
加
校
讎
︑
刻
之
以
貽
諸
人
人
云
︒
嘉
靖
丁
酉
夏
四
c
旣

�
︑
咸
寧
司
馬
泰
Ö
﹂︒
嘉
靖
丁
酉
は
嘉
靖
十
六
年
︑
撫
臺
蔡
W
洲
�
は
張
經
の

こ
と
︒
な
お
︑
司
馬
泰
は
同
じ
年
に
張
經
の
﹃
W
洲
稿
﹄
四
卷

(﹃
四
庫
*
書
存

目
叢
書
﹄
集
部

收
)
も
刊
行
し
て
い
る
︒

(

)

『中
國
古
籍
善
本
總
目
﹄
2
部
︑
地
理
類
︑
總
志

(綫
裝
書
局
︑
二
〇
〇
五
)︒

19(

)

內
閣
�
庫
藏
﹃
大
	
一
瓜
賦
補
﹄
卷
四
︑
第
二
十
\
︑
當
時
亮
采
中
I
者
皆
八
元

20

兮
八
愷
︑
歷
科
狀
元
お
よ
び
同
︑
歷
科
會
元
の
H
に
は
嘉
靖
辛
丑

(二
十
年
︑
一

五
四
一
)
科
ま
で
の
狀
元
︑
會
元
を
擧
げ
て
¹
わ
る
︒
ま
た
萬
曆
中
胡
�
煥
刊
本

の
同
じ
條
目
の
H
は
︑
同
じ
く
嘉
靖
辛
丑
科
ま
で
擧
げ
た
あ
と
︑﹁
校
續
﹂
と
し

て
嘉
靖
甲
辰

(二
十
三
年
)
よ
り
萬
曆
壬
辰

(二
十
年
︑
一
五
九
二
)
科
ま
で
擧

げ
て
¹
わ
る
︒

(

)

『南
廱
志
﹄
卷
四
﹁
弘
治
二
年
春
正
c
甲
戌
︑
訓
d
莫
旦
T
大
	
一
瓜
賦
︑
上
嘉

21

之
︑
擢
爲
本
監
學
正
﹂︒

(

)

趙
�
﹁
書
大
	
一
瓜
賦
後
﹂﹁
大
	
一
瓜
賦
︑
�
外
舅
鱸
鄕
先
生
訓
d
怨
昌
時


22

Ö
也
︒
怨
昌
士
子
刻
之
︑
以
傳
於
士
林
︒
⁝
⁝
先
生
名
旦
︑
字
景
周
︑
姓
莫
氏
︑

吳
江
人
︑
鱸
鄕
其
別
號
也
︒
弘
治
二
年
歲
�
己
酉
冬
十
c
之
吉
︑
賜
T
士
𠛬
部
郞

中
門
壻
趙
�
謹
識
﹂︒

(

)

卷
下
︑
第
二
十
一
\
︑
春
榜
爭
元
鴻
臚
唱
名
︑
歷
科
狀
元
の
H
に
は
成
1
甲
辰

23

(二
十
年
︑
一
四
八
四
)
科
ま
で
の
狀
元
を
擧
げ
て
¹
わ
り
︑
同
じ
く
歷
科
會
元

で
は
成
1
辛
丑

(十
七
年
︑
一
四
八
一
)
科
の
あ
と
を
成
1
甲
戌
科
と
す
る
が
︑

こ
れ
は
甲
辰
科
の
�
り
で
あ
ろ
う
︒

(

)

參
考
ま
で
に
︑
北
宋
の
時
に
八
仙
卓
の
名
が
あ
っ
た
と
す
る
說
が
あ
る
こ
と
も
擧

24

げ
て
お
く
︒
こ
れ
は
北
宋
の
晁
補
之
﹁
八
仙
案
銘
﹂
の
﹁
東
皋
松
菊
堂
︑
飮
中
八

仙
案
︑
八
仙
何
必
來
︑
松
菊
自
吾
¼
﹂
(﹃
鷄
肋
集
﹄
卷
三
十
二

收
)
を
根
據
と

す
る
も
の
で
︑
淸
の
翟
灝
﹃
�
俗
�
﹄
卷
二
十
六
︑
器
用
︑
八
仙
卓
の
條
で
は
︑

こ
の
銘
を
引
い
て
﹁
こ
の
卓
名
は
北
宋
の
時
か
ら
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る

(﹁
晁

補
之
鷄
肋
集
�
八
仙
案
銘
︑
東
皋
松
菊
堂
︑
飮
中
八
仙
案
︑
八
仙
何
必
來
︑
松
菊

自
吾
¼
︒
按
︑
此
卓
名
自
北
宋
�
之
︑
而

謂
八
仙
乃
飮
中
八
仙
也
﹂
)︒
晁
補
之

は
飮
酒
の
際
に
使
用
す
る
案
を
飮
中
八
仙
と
關
連
づ
け
て
こ
の
銘
を
な
し
︑
後
述

の
と
お
り
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
︑﹃
長
物
志
﹄
な
ど
に
登
場
し
た
八
仙
卓
も
ま
た
宴
席

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
同
じ
く
八
仙
卓
も
飮
中
八
仙
の
名
を
冠
し
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
は
高
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
八
仙
案
銘
﹂
か
ら
だ
け
で
は
︑
北
宋
當

時
こ
の
名
が
特
定
の
樣
式
の
器
物
を
指
す
名
稱
と
し
て
@
知
さ
れ
て
い
た
と
は
い

え
ず
︑
ま
た
八
仙
案
が
飮
酒
に
使
わ
れ
た
こ
と
以
外
に
何
の
手
が
か
り
も
な
い
こ

と
か
ら
︑
數
百
年
後
に
現
れ
た
﹁
八
仙
卓
﹂
と
直
接
關
わ
り
が
あ
る
と
は
今
の
と

こ
ろ
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
︒

(

)

宋
詡
﹃
宋
氏
家
規
部
﹄
卷
三
︑
時
飮
食
︑
奉
賓
客
﹁
凡
�
賀
謝
多
儀
而
來
︑
必
留

25

列
卓
︑
特
致
%
敬
︒
凡
�
執
贄
而
來
︑
必
留
列
卓
︑
特
致
%
敬
︑
或
饋
以
饌
︑
或

侑
以
&
︒
視
齒
德
n
貴
隆
︑
以
殊
禮
絕
席
︒
凡
初
識
︑
留
飮
必
列
卓
︒
凡
常
見
︑

留
飮
必
團
坐
︒
凡
久
曠
享
儀
而
來
︑
必
留
團
坐
︒
凡
�
故
ú
事
問
難
而
來
u
︑
亦

留
飮
團
坐
︒
元
旦
�
賀
客
︑
親
疎
皆
留
宴
︒
冬
至
�
賀
客
︑
親
疎
皆
留
宴
︒
冠
昏

喪
祭
︑
凡
待
賓
皆
列
卓
︒
列
卓
宜
豐
﹇
用
官
卓
﹈︒
團
坐
宜
殺
﹇
用
宴
几
︒
倪
雲

林
制
︑
�
長
中
短
七
卓
︒
縱
橫
共
七
十
�
六
則
﹈
︒
親
賓
)
使
饋
*
︑
必
留
︑
或

列
卓
︑
或
團
坐
︑
不
計
物
之
厚
z
︑
而
推
y
之
輕
重
﹂︒
(﹃
北
京
圖
書
館
古
籍
珍

本
叢
刊
﹄
六
一
︑
書
目
�
獻
出
版
社
︑
一
九
八
八
)﹇

﹈
內
は
原
H
︒

(

)

『宋
氏
家
規
部
﹄
卷
三
︑
時
飮
食
︑
家
宴
﹁
元
{
端
陽
七
夕
重
陽
小
至
除
夜
︑
俱

26

列
卓
同
待
賓
︒
上
壽
慶
喜
餞
行
飮
至
︑
俱
列
卓
同
待
賓
﹂︒
(
�
出
)

(

)

嘉
靖
﹃
江
陰
縣
志
﹄
卷
四
︑
風
俗
記
第
三
﹁
國
初
時
︑
民
居
尙
儉
朴
︑
三
閒
五
架

27

制
甚
狹
小
︑
,
布
素
老
者
穿
紫
花
布
長
衫
︑
戴
j
頭
巾
︑
少
者
出
«
于
市
見
一
華

衣
︑
市
人
怪
而
譁
之
︒
燕
會
八
簋
︑
四
人
合
坐
爲
一
席
︑
折
鯵
不
盈
幅
︒
成
1
以

八仙卓をめぐる諸問題
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後
︑
富
者
之
居
僣
侔
公
室
︑
麗
裾
豐
膳
日
以
過
求
︑
旣
其
衰
也
︑
維
家
之
索
︑
非

�
日
比
矣
﹂︒

(

)

た
と
え
ば
愛
宕
松
男
・
寺
田
隆
信
﹃
モ
ン
ゴ
ル
と
大
	
f
國
﹄
.
談
社
學
÷
�
庫
︑

28

一
九
九
八
︑
三
五
二
-
三
五
五
頁
︑
岸
本
美
緖
・
宮
嶋
¨
2
﹃
	
淸
と
李
I
の
時

代
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
九
八
︑
七
四
-七
七
頁
︒

(

)

�
震
亨
﹃
長
物
志
﹄
卷
六
几
榻
︑
方
卓
﹁
若
?
製
八
仙
等
式
︑
Í
可
供
宴
集
︑
非

29

�
器
也
﹂︒

(

)

劉
敦
楨
﹁
魯
班
營
�
正
式
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
六
二
年
二
�
)︑
R
u
ite
n
b
e
e
k
,
p
p
.

30

1
2
6
-
1
3
7
,
1
3
9
-
1
4
0
.

(

)

H

(

)
參
照
︒

31

11

(

)

王
世
襄
﹃
	
式
家
具
硏
究
﹄
�
字
卷
︑
三
聯
書
店
︑
一
九
八
九
︑
二
〇
六
頁
︒

32(

)

R
u
ite
n
b
e
e
k
,
p
.2
3
4
.

33(

)

R
u
ite
n
b
e
e
k
,
p
.1
2
6
.

34(

)

M
ic
h
e
l

B
e
u
rd
e
le
y
;
tra
n
sla
te
d

b
y

K
a
th
e
rin
e

W
a
tso
n
,
C
h
in
ese

35

F
u
rn
itu
re,
K
o
d
a
n
sh
a
In
te
rn
a
tio
n
a
l,
1
9
7
9
,
p
.8
8
で
は
︑
八
仙
卓
を
方
形
あ

る
い
は
長
方
形
と
い
う
︒
そ
の
よ
る
と
こ
ろ
を
	
記
し
な
い
が
︑﹃
魯
班
經
匠
家

經
﹄
の
八
仙
卓
條
に
よ
る
も
の
か
︒

(

)

一
字
棹
式
條
﹁
高
二
尺
五
寸
︑
長
二
尺
六
寸
四
分
︑
濶
一
尺
六
寸
︑
下
稍
一
寸
五

36

分
︑
方
好
合
T
︒
做
八
仙
棹
勒
水
花
牙
︑
三
寸
五
分
大
︑
棹
頭
三
寸
五
分
長
︑
框

一
寸
九
分
大
︑
一
寸
二
分
厚
︑
框
下
關
頭
八
分
大
︑
五
分
厚
﹂︒
な
お
︑
內
閣
�

庫
に
は
も
う
一
本
︑
單
行
本
の
﹃
魯
班
經
匠
家
鏡
﹄
(
內
閣
�
庫
三
〇
五
-
二
七

〇
)
を
藏
し
︑
ま
た
北
京
圖
書
館
藏
本
は
﹃
北
京
圖
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
﹄
四
七

ほ
か
に
景
印
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
本
稿
で
使
用
し
た
本
と
同
板
で
あ
る
と

@
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
い
ず
れ
も
一
字
棹
式
の
條
が
含
ま
れ
る
內
閣
�

庫
藏
﹃
重
訂
相
宅
�
福
*
書
﹄

收
本
の
卷
二
第
二
十
一
葉
を
缺
き
︑
し
か
も
そ

の
部
分
に
は
︑﹃
�
福
*
書
﹄
本
の
第
三
十
葉
が
︑
板
心
に
二
十
︑
二
十
一
と
二

種
の
丁
數
を
ふ
っ
て
揷
入
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

�
出
の
西
澤
治
彥
氏
も
︑﹃
客
座
贅
語
﹄
中
に
は
﹁
大
八
仙
卓
﹂
と
書
い
て
い
る

37

こ
と
か
ら
︑
後
代
の
開
席
に
用
い
る
卓
は
長
卓
で
小
さ
め
の
卓
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る

(西
澤
治
彥
︑
二
〇
〇
九
︑
二
九
七
頁
)
︒

(

)

崇
禎
本
﹃
怨
刻
繡
宴
批
}
金
瓶
梅
﹄
第
三
十
五
回
﹁
西
門
慶
印
添
買
了
許
多
L
蔬
︑

38

後
晌
時
分
︑
在
翡
*
軒
�
�
內
︑
放
下
一
張
八
仙
桌
兒
︑
應
伯
�
謝
希
大
先
到
了
︒

⁝
⁝
不
一
時
︑
韓
[
國
到
了
︑
二
人
叙
禮
畢
坐
下
︒
應
伯
�
謝
希
大
居
上
︑
西
門

慶
關
席
︑
韓
[
國
打
橫
﹂︒
第
七
十
三
回
﹁
7
後
晌
時
分
︑
c
娘
放
桌
兒
︑
炕
屋

裏
J
衆
堂
客
︑
幷
三
個
姑
子
坐
�
︑
印
在
	
閒
內
︑
放
八
仙
桌
兒
︑
鋪
着
火
盆
︑

擺
下
案
酒
︑
與
孟
玉
樓
上
壽
︒
不
一
時
︑
瓊
漿
滿
泛
︑
玉
斝
高
擎
︑
孟
玉
樓
打
扮

�
粉
裝
玉
琢
︑
先
與
西
門
慶
遞
了
酒
︑
然
後
與
衆
姊
妹
叙
禮
︑
安
席
而
坐
︒
陳
敬

濟
和
大
姐
︑
印
與
玉
樓
上
壽
︑
行
畢
禮
︑
就
在
旁
邊
坐
下
︒
⁝
⁝
西
門
慶
坐
在
上

面
﹂︒
テ
キ
ス
ト
に
は
東
京
大
學
東
洋
�
1
硏
究

漢
籍
善
本
*
�
影
宴
6
料
庫

(
h
ttp
:/
/
sh
a
n
b
e
n
.io
c
.u
-
to
k
y
o
.a
c
.jp
/
in
d
e
x
.h
tm
l)
に
公
開
す
る
﹃
怨
刻
繡
宴

批
}
金
瓶
梅
﹄
二
十
卷

(
雙
紅
堂
︱
小
說
︱

)
を
用
い
た
︒

48

(

)

た
と
え
ば
�
�
鳳
﹁
報
府
第
�
殿
安
設
﹂
が
あ
る
︒﹃
皇
極
Á
﹄
卷
十
五
伊
書
2

39

孔
邇
錄
二
︑
報
府
第
�
殿
安
設
﹁
査
得
︑
本
縣
于
役
王
事
者
三
︒
其
一
則
府
第
安

設
︑
其
二
則
�
殿
安
設
︑
其
三
則
續
�
府
第
安
設
︒
⁝
⁝
王
事
旣
訖
︑
應
列
其
什

物
而
報
之
︒
其
爲
府
第
之
安
設
者
︑
爲
龍
鳳
絨
氊
︑
爲
三
號
紅
氊
︑
爲
八
仙
卓
︑

爲
漆
卓
︑
爲
燈
挂
椅
︑
⁝
⁝
以
件
計
者
︑
槩
一
千
二
百
五
十
︒
⁝
⁝
﹂︒

(

)

ま
た
沈
德
符
﹃
萬
曆
野
獲
�
﹄
卷
二
十
九
︑
正
德
龍
衣
に
も
同
じ
記
事
が
み
え
る
︒

40(

)

H
a
n
d
le
r,
p
p
.1
8
1
-
2
0
2
.

41(

)

本
稿
で
使
用
す
る
﹃
金
瓶
梅
詞
話
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
は
︑
大
安
に
よ
る
一
九
六
三

42

年
の
景
印
本
を
使
用
し
た
︒
こ
の
景
印
本
は
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
天
海
藏
本
︑
德

山
毛
利
氏
棲
息
堂
本
に
基
づ
き
︑
北
京
圖
書
館
藏
景
印
本
に
よ
り
補
配
し
た
も
の

で
あ
る
︒
底
本
に
�
字
の
�
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇

に
つ
い
て
は
︑
各
種
校

訂
本
や
崇
禎
本
﹃
怨
刻
繡
宴
批
}
金
瓶
梅
﹄
等
を
參
考
に
し
て
改
め
た
︒

(

)

た
と
え
ば
第
十
八
回
﹁
c
娘
於
是
分
付
厨
下
︑
安
排
了
一
卓
酒
餚
點
心
︑
午
閒
J

43

經
濟
T
來
吃
一
頓
飯
︒
°
陳
經
濟
撇
了
工
`
︑
敎
賁
四
看
管
︑
逕
到
後
邊
參
見
c

娘
︒
作
畢
揖
︑
旁
邊
坐
下
︒
小
玉
拿
茶
來
吃
了
︑
安
放
桌
兒
︑
拿
蔬
L
案
酒
上
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來
﹂︑
第
五
十
一
回
﹁
西
門
慶
印
說
︑
盛
儀
感
謝
不
盡
︒
說
畢
︑
因
J
寬
衣
︑
令

左
右
安
放
卓
席
︒
黃
�
事
就
3
起
身
︒
安
�
事
[
︑
實
吿
︑
我
與
黃
年
兄
如
今
>

³
東
j
胡
大
尹
®
里
赴
席
︒
因
打
n
府
過
︑
敢
不
奉
謁
︒
容
日
再
來
取
擾
︒
西
門

慶
[
︑
就
是
³
胡
公
處
︑
去
路
尙
許
u
︒
縱
二
公
不
@
︑
其
如
從
者
何
︒
學
生
不

敢
具
M
︑
只
脩
一
飯
在
此
︑
以
犒
手
下
從
者
︒
于
是
先
打
發
轎
上
攢
盤
︒
廳
上
安

放
卓
席
︑
珍
羞
衣
品
︑
極
時
之
盛
︒
⁝
⁝
西
門
慶
將
小
金
鍾
只
奉
了
三
盃
︑
連
卓

兒
抬
下
去
︑
管
待
親
隨
家
人
︑
A
典
﹂︑
第
六
十
八
回
﹁
說
話
中
閒
︑
西
門
慶
令

放
卓
兒
︒
安
郞
中
[
︑
學
生
實
吿
︑
>
3
³
黃
泰
宇
®
裡
拜
拜
去
︒
西
門
慶
[
︑

旣
如
此
︑
少
坐
片
時
︑
敎
跟
從
者
吃
些
點
心
︒
不
一
時
︑
放
了
卓
︑
就
是
春
盛
案

酒
︑
一
色
十
六
碗
﹂︒

(

)

西
澤
治
彥
︑
二
〇
〇
九
︑
二
三
七
-三
八
六
頁
︒

44(

)

方
桌
子
・
金
留
犂
・
¿
子
・
匙
子
條
︒
原
本
は
東
北
大
學
附
屬
圖
書
館
狩
野
�
庫

45


藏
︒
西
澤
治
彥
氏
に
よ
る
_
刻
︑
現
代
語
譯
が
あ
り
︑
寫
眞
版
も
添
付
さ
れ
て

い
る
︒
西
澤
治
彥
﹁
江
戶
時
代
の
中
國
料
理
書
の
_
刻
と
解
題

(そ
の
一
)﹃
卓

子
宴
儀
﹄﹂
武
藏
大
學
人
�
學
會
雜
誌
︑
三
七
卷
二
號
︑
二
〇
〇
五
︒

(

)

中
川
忠
英
﹃
淸
俗
紀
聞
﹄
卷
九
賓
客
︒

46(

)

『
淸
俗
紀
聞
﹄
卷
八
婚
禮
︒

47(

)

朱
家
溍
﹃
	
淸
室
內
陳
設
﹄
紫
禁
城
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
︑
二
八
頁
︒

48(

)

黃
圖
珌
﹃
看
山
閣
集
﹄
閒
筆
卷
十
二
淸
翫
部
︑
桌
椅

(﹃
四
庫
未
收
書
輯
刊
﹄
十

49

輯
十
七
册
︑
北
京
出
版
社
︑
一
九
九
八
)︒
本
書
に
は
乾
隆
十
七
年
の
自
序
が
あ

る
︒

【
図
版
出
典
︼

圖

二
〇
〇
二
年
一
c
筆
者
撮
影
︒

1
圖

淺
川
滋
男
﹃
9
ま
い
の
民
族
円
築
學
﹄
円
築
6
料
硏
究
社
︑
一
九
九
四
︑
八
六
頁
︑

2

圖

-

︒

1

33

圖

『
怨
刻
金
甁
梅
詞
話
﹄
古
佚
小
說
刊
行
會
︑
一
九
三
三
︑
附
圖

(王
孝
慈
藏
崇
禎

3

本
景
印
)︒

圖

同
右
︒

4
圖

『
淸
俗
紀
聞
﹄
卷
八
婚
禮
︑
回
千
圖

(
�
政
十
一
年
刊
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏

5

究

藏
)︒

附
記
：
本
稿
の
一
部
に
は
︑
家
具
[
具
室
內
2
學
會
二
〇
一
〇
年
度
大
會

(
二
〇
一
〇
年

五
c
十
六
日
︑
於
學
4
院
大
學
)
に
お
い
て
︑﹁
	
代
の
八
仙
卓
に
つ
い
て

︱
︱

そ
の
出
現
時
�
お
よ
び
用
<
を
中
心
に
︱
︱
﹂
と
題
し
て
口
頭
發
表
し
た
內
容

を
含
ん
で
い
る
︒
貴
重
な
機
會
と
ご
C
見
を
賜
っ
た
こ
と
に
對
し
︑
こ
こ
に
記
し

て
感
謝
を
表
し
た
い
︒

八仙卓をめぐる諸問題
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