
春
秋
時
代
の
聴
理
に
つ
い
て

高

木

智

見

は

じ

め

に

第

一
章
聴
穫
の
兵
種
田
過
程

第

二

章

将

躍

の

意

義

第
三
章

紳

・
人

一
僅
の
交
流

お

わ

り

に
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t主

じ

め

従
来
の
春
秋
戦
園
史
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
は
、
数
多
の
邑
制
園
家
が
激
烈
な
相
互
淘
汰
と
深
甚
な
枇
曾
饗
動
の

ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
領
域
園
家
の
併
立
献
況
を
現
出
し
、
最
終
的
に
は
皇
帝
を
頂
貼
と
す
る
中
央
集
権
的
な
秦
漢
一
帝
園
へ
と
牧

放
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
、
封
建
的
政
治
睦
制
か
ら
郡
鯨
制
へ
、
世
襲
官
僚
制
か
ら
買
力
主
義
的

官
僚
制
へ
、
貴
族
戦
士
制
か
ら
徴
兵
制
へ
、
な
ど
な
ど
諸
制
度
に
お
い
て
大
き
な
動
き
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
時
代
の
趨
勢
と
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
周
到
に
網
羅
さ
れ
た
史
料
や
巌
密
に
考
註
さ
れ
た
事
買

は
相
蛍
な
量
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
、
と
り
わ
け
春
秋
時
代
の
歴
史
的
特
質
が
鮮
や
か
な
像
を

727 

結
ん
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
と
言
え
ば
、

必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
時
代
や
民
族
の
固
有
の
性
格
を
い
ろ
づ
け
る
の
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そ
の
内
側
に
存
在
す
る
血
肉
と
も
稿
す
べ
き
行
筋
者
の
心
的
態
度
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ

(

1

)

 

う
な
兵
践
的
生
活
の
不
可
量
的
な
要
素
を
こ
そ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
1

ー
と
い
う
魅
力
的
な
主
張
の
下
に
準
め
ら
れ
た
増
淵
龍
夫

は
、
生
活
の
骨
格
と
し
て
の
外
郭
的
機
構
で
は
な
く
、

氏
の
研
究
に
射
し
で
も
、
以
下
の
如
き
不
満
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

第

一
に
、
秦
漢
一
帝
園
の
成
立
と
そ
の
性
格
の
解
明
か
}
至
上
の
課
題
と
す
る
増
淵
氏
に
あ
っ
て
は
、
春
秋
時
代
は
、
秦
漢
に
先
行
す
る
前
史
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
的
結
合
に
せ
よ
官
僚
制
に
せ
よ
、
奏
漢
時
代
に
お
け
る
特
徴
的
な
事
象
の
先
行
形
態
を
歴
史
を
遡
っ
て

見
い
出
し
、
そ
の
展
開
過
程
を
追
う
と
い
う
立
場
か
ら
、
春
秋
戦
園
史
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
秦
漢
史
研
究
か
ら
す
れ

ば
、
こ
う
し
た
方
向
白
健
に
誤
り
は
な
く
、
周
知
の
如
く
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
春
秋
時
代
に
固
有
な
事
象

を
選
び
と
り
、
時
代
に
即
し
て
理
解
す
る
と
い
う
姿
勢
は
疎
か
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
春
秋
時
代
の
春
秋
時
代
た
る
所
以
を
描
き
切
れ
な
い
で

い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
右
の
貼
と
も
重
な
る
が
、
増
淵
氏
は
秦
漠
的
支
配
原
理
を
内
面
か
ら
支
え
る
心
的
態
度
に
着
目
し
、

か
し
、
支
配

・
被
支
配
の
関
係
は
、
確
か
に
重
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
も
人
聞
が
相
互
に
結
ぶ
様
々
な
関
係
に
お
け
る
一
側
面
に
す
ぎ

な
い
。
ま
し
て
古
代
社
舎
に
あ
っ
て
は
、
人
間
相
互
の
閥
係
よ
り
、
組
先
神
や
自
然
紳
な
ど
人
間
以
上
の
存
在
と
人
間
と
の
閥
係
の
方
が
重
要

一
貫
し
て
考
察
さ
れ
た
。

し
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で
あ
る
場
合
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
増
淵
氏
は
、
豊
か
な
贋
が
り
を
持
つ
人
聞
の
諸
関
係
の
中
か
ら
、
支
配

・
被
支
配
と
い
う
限
定

さ
れ
た

一
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

庭
史
同
学
が
過
去
と
い
う
異
文
化
を
理
解
す
る
製
聞
で
あ
る
な
ら
ば

ま
ず
要
求
さ
れ
る
の
は

解
捌
伴
者
の
主
翻
的
立
場
を
一
旦
、

揚
棄
し

て
、
自
ら
の
覗
貼
を
過
去
の
人
々
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
人
々
の
立
場
に
立
ち
、
彼
ら
の
生

の
内
面
的
構
造
を
全
睦
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
第
一
の
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
支
配
を
問
題
と
す
る
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
作
業
を
踏

ま
え
、
過
去
の
人
々
の
内
面
世
界
全
践
を
了
解
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
人
が
人
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た

の
か
を
明
ら
か
に
で
き
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
嘗
然
な
が
ら
、
過
去
の
事
象
は
、
首
時
の
人
々
の
意
識
や
観
念
な
ど
内
面
世
界
を
充
分
に



把
握
し

は
じ
め
て
議
論
の
封
象
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
現
在
の
春
秋
史
研
究
が
最
も
必
要
と
す
る
の
は

春
秋
時
代
の
人
々
の
立
場
に
立
ち

彼
ら
の
内
面
的
諸
債
値
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
歴
史
的
特
質
を
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

春
秋
史
研
究
の
宿
命
と
し
て
つ
き
ま
と
う
史
料
の
絶
射
的
な
不
足
欣
況
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
し
、
新
た
な
春
秋
史
像
を
創
出

す
る
た
め
に
は
、
儀
躍
や
習
俗
の
研
究
が
最
も
有
殺
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
儀
雄
』

一
七
篇
に
記
さ
れ
る
諸
儀
躍
は
、
そ
の
具
鐙

的
過
程
に
つ
い
て
極
め
て
細
か
な
こ
と
ま
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
儀
雄
は
、
通
常
の
史
料
に
よ

つ
て
は
窺
い
難
い
人
聞
の
内
面
的
な
諸
債
値
を
、

つ
ま
り
人
々
の
観
念
や
一意
識
の

一
端
を
、

可
視
的
か
つ
且
(
睦
的
な
行
魚

・
行
動
に
よ
り
表
出

す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
諸
儀
躍
は
、
君
臣

・
父
子

・
郷
黛
な
ど
種
々
の
祉
舎
関
係
を
律
す
る
秩
序
規
範
、
世
界
観
さ
ら
に
は
園
家
一
意
識
、
死
生
観
な
ど
を

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
具
睦
的
形
式
行
動
、
身
帥
匝
行
震
に
よ
っ
て
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

『
左
停
』
や
『
圏
一
語
』
に
散
見
す
る
習

俗
化
さ
れ
た
形
式
行
動
や
身
瞳
行
震
も
、

『
儀
瞳
』
所
載
の
諸
儀
躍
ほ
ど
洗
練
化
、
盟
系
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
嘗
時
の
人
々
の
内
面
世
界

を
陸
現
し
て
い
る
と
い
う
黙
で
は
遜
色
な
い
。

こ
う
し
た
儀
躍
や
習
俗
に
分
析

・
整
理
あ
る
い
は
復
原
の
手
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
鐙
現
さ
れ
て
い

る
内
面
的
諸
債
値
を
歴
史
的
文
脈
に
照
ら
し
て
把
握
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
春
秋
時
代
史
研
究
の
最
も
有
数
な
方
法
で
あ
り
、
ま
た
急
務
の
課

題
で
も
あ
る
。
筆
者
は
既
に
、
結
盟
習
俗
、
軍
躍
、
肩
脱
ぎ
の
習
俗
を
と
り
あ
げ
、
嘗
時
の
人
々
の
内
面
世
界
の
ひ
ろ
が
り
を
明
ら
か
に
し
ょ

(
2〉

う
と
試
み
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
同
じ
立
場
か
ら
の
研
究
の

一
環
と
し
て
鴨
躍
を
考
察
の
劉
象
と
す
る
。

周
知
の
如
く
春
秋
時
代
は
、
二
百
数
十
の
邑
制
園
家
が
二
十
儀
の
戦
園
領
域
園
家
へ
と
枚
数
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苛
酷
な
時
代
趨

勢
の
中
で
存
績
を
園
る
各
諸
侯
園
に
と
っ
て
は
、
他
の
諸
侯
園
と
の
聞
に
如
何
な
る
関
係
を
設
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
最
大
の
課
題
で

729 

あ
っ
た
。
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『
春
秋
』
経
の
記
載
内
容
の
八
割
が
諸
侯
園
聞
の
外
交
関
係
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
統
計
的
事
買
に
最
も
よ
く
表
れ
て
い

(
3
)
 

る
。
す
な
わ
ち
、
全
鐙
の
四
割
が
征
伐
(
職
争
)
、
二
割
が
禽
盟
、
さ
ら
に
二
割
が
朝
聴
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
と
レ
ぅ
。

ま
た
首
時
に
お
け
る
外
交
関
係
の
重
要
性
は
、
次
に
引
く
『
論
語
』
憲
問
の
孔
子
の
言
葉
に
も
窺
え
る
。
あ
る
時
、
孔
子
は
、
無
道
の
君
主

の
も
と
に
あ
る
街
園
が
滅
び
な
い
の
は
何
故
か
、
と
問
わ
れ
、
賓
客
(
卒
時
の
外
交
〉
、
宗
廟
、
軍
放
(
駁
時
の
外
交
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
を
有
能
な
臣

下
が
推
賞
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
答
え
た
。
諸
侯
園
存
立
の
た
め
の
三
要
件
の
う
ち
、
賓
客
と
軍
放
の
二
つ
ま
で
が
外
交
関
係
な
の
で
あ

こ
れ
は

る。
つ
ま
り
、
嘗
時
の
人
々
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
諸
侯
の
外
交
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
園
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
閥
鍵
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
春
秋
時
代
の
史
買
で
最
も
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
時
代
の
特
徴
を
描
き
出
す
た
め
の
最
良
の

素
材
と
も
な
る
の
は
、
こ
の
外
交
関
係
な
の
で
あ
る
。

前
引
の
孔
子
の
言
葉
ど
お
り
、
外
交
関
係
に
は
軍
旗
と
賓
客
と
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
軍
嫁
と
は
武
器
を
執
り
戦
場
で
相
い
見
え
る
開

係

つ
ま
り
戦
時
に
お
け
る
矛
盾
封
立
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
針
し
賓
客
は
、
互
い
に
連
絡
交
渉
し
共
存
を
困
る
開
係
、

つ
ま
り
卒
時
に
お
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け
る
協
調
親
和
の
関
係
で
あ
る
。

前
者
の
封
立
開
係
は
、
隻
方
が
和
睦
の
盟
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
し
、

後
者
の
親
和
的
関
係
に
入
る
。

(

4

)

 

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
結
盟
に
よ
っ
て
擬
制
的
兄
弟
関
係
が
措
定
さ
れ
た
諸
侯
聞
に
は
、
困
窮
し
た
時
に
援
助
し
、
慶
事
に
は
祝
賀
し
、
不
幸
を
見
舞
い
、
死
亡

(

5

)

〈

6
)

を
弔
問
す
る
な
ど
の
義
務
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
、
「
(
参
盟
諸
侯
は
)
相
い
害
す
る
な
か
れ
」
、
「
大
(
園
)
は
小
(
園
〉
を
侵
す
な
か
れ
」
な
ど

(

7

)

 

の
盟
僻
、
あ
る
い
は
「
大
圏
は
各
其
勢
力
範
囲
を
設
定
し
、
其
上
で
兵
器
を
作
ら
ず
、
現
欣
の
ま
ま
卒
和
の
関
係
を
樹
立
せ
ん
と
期
し
た
」
と

い
う
卒
和
(
現
丘
ハ
)
曾
議
の
内
容
が
物
語
る
よ
う
に
、
参
盟
諸
侯
聞
で
不
可
侵
の
と
り
決
め
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
共
存
を
困
る
開
係
が

一
度
の
結
盟
に
よ
っ
て
永
遠
の
縫
績
を
保
誼
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
絶
え
ず
確
認

・
強
化
が
行

(
8〉

一
つ
は
、
同
じ
内
容
を
再
び
盟
い
あ
う
尋
盟
で
あ
る
。
い
ま

一
つ
は
、

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
の
方
法
は
二
つ
あ
っ
た
。



諸
侯
が
恒
常
的
に
使
者
を
相
互
波
遣
し
、
意
志
疏
通
を
園
る
方
法
で
あ
り
、
君
主
自
ら
使
者
に
立
つ
の
を
朝
、
臣
下
が
使
者
と
な
る
の
を
璃
と

(

9

)

 

い
う
。『

周
薩
』
秋
官
・
大
行
人
に
、

「
凡
そ
諸
侯
の
邦
交
、
歳
に
相
い
問
い

股
(
数
年
お
き
)
に
相
い
聴
し
、

世
〈
一
代
の
閲
〉
に
相
い
朝
す
る

な
り
」
と
あ
る
が
、
要
す
る
に
朝
・
轄
と
は
友
好
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
外
交
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
分
析
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
嘗
時
の
諸
侯
関
係
の
卒
時
に
お
け
る
特
質
を
捉
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

朝
と
轄
の
う
ち
、
以
下
の
理
由
に
よ
っ
て
本
稿
で
は
聴
躍
を
と
り
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
『
儀
躍
』
に
は
「
蒋
躍
」
、
「
公
食
大
夫
瞳
」
な
ど
勝

(

日

〉

薩
の
過
程
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、
ま
た
『
左
惇
』
に
残
さ
れ
て
い
る
諸
躍
で
は
聴
躍
が
最
も
備
わ
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
よ
う

(

日

〉

に
、
史
料
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
聴
躍
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
よ
り
複
雑
な
内
容
を
持
つ
朝
躍
を
解
明
す
る
た

め
の
基
礎
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
、

義、

ま
ず
『
儀
雄
』
に
依
接
し
て
聴
曜
の
具
睦
的
過
程
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

さ
ら
に
は
歴
史
的
背
景
を
問
う
、
と
い
う
手
順
で
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

つ
い
で
、
聴
捜
の
目
的
、
歴
史
的
意
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第
一
章

務
障
の
具
瞳
的
過
程

諸
侯
聞
の
卒
時
に
お
け
る
外
交
活
動
で
あ
る
聴
躍
の
考
察
に
あ
た
り
、

(

ロ

)

か
に
し
よ
う
。
璃
躍
と
は
、
あ
る
園
〈
勝
図
)
の
使
者
、

ま
ず
『
儀
躍
』
聴
躍
に
よ
っ
て
こ
の
儀
躍
の
全
鐙
像
と
特
徴
を
明
ら

す
な
わ
ち
賓

(
聴
使
)
が
、

君
か
ら
授
け
ら
れ
た
命
(
停
達
す
る
言
葉
〉
と
玉
圭
と
幣

(
贈
り
物
〉
の
三
者
を
捕
え
て
、
訪
問
園
(
主
園
〉
へ
使
い
し
、
そ
れ
ら
を
俸
え
、
引
き
渡
す
儀
式
を
行
う
。
そ
れ
が
済
め
ば
、
訪
問
園
か
ら
の

逗
躍
と
し
て
贈
ら
れ
た
幣
と
、返
還
さ
れ
た
玉
圭
と
を
持
ち
返
り
、
由
開
園
し
て
反
命
(
報
告
〉
す
る
。

大
略
右
の
如
き
鴨
瞳
に
は
、
貫
際
に
は
極
度
に
煩
噴
な
儀
節
が
伴
う
。
以
下
、
全
瞳
の
流
れ
を
辿
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
簡
略
に
ま
と
め

て
み
よ
う
。
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ま
わ
れ
て
い
た
玉
圭
が
朝
に
お
い
て
賓
に
授
け
ら
れ

ま
ず
、

賓

(
制
使
)
と
な
る
人
物
が
決
定

・
任
命
さ
れ
、
出
設
前
日
に
幣
(
贈
り
物
)
が
渡
さ
れ
る
。
嘗
日
に
は
、
槙
(
玉
器
専
用
の
箱
)
に
し

同
時
に
主
園
(
訪
問
先
〉
の
君
に
停
え
る
命
が
託
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
準
備
高
端
が
整
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い
い
よ
い
よ
出
設
す
る
。

途
中
、
第
三
園
を
経
る
場
合
に
は

そ
の
園
に
許
可
を
得
て
か
ら
通
行
す
る
。

ま
た
聴
躍
中
最
も
主
要
な
儀
簡
で
あ
る
蒋
・
享
(
後
述
)
に

お
け
る
威
儀
振
舞
い
を
練
習
し
て
お
く
。

こ
の
時
貼
か
ら
園
都
の
宿
舎
に
到
着
す
る
ま
で
に
、

ぬ
ぐ

わ
せ
て
三
た
び
幣
と
玉
圭
の
存
在
を
確
認
す
る
。
と
く
に
玉
圭
に
つ
い
て
は
、
専
門
に
扱
う
買
人
が
い
ち
い
ち
北
面
し
て
拭
う
と
い
う
念
の
入

賓
一
行
は
、
主
園
の
園
境
に
至
る
と

開
人
(
関
所
の
役
人
)
に
来
意
を
告
げ
る
。

よ』
口

れ
よ
う
で
あ
る
。

一
行
が
近
郊
に
至
る
と
、
主
園
の
側
で
は
、
卿
に
幣
(
東
南
の
贈
り
物
〉
を
持
た
せ
、

「
郊
第
」
す
な
わ
ち
賓
に
劃
す
る
ね
ぎ
ら
い
の
儀
式
を
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行
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
郊
務
の
買
施
さ
れ
る
場
所
が
賓
の
宿
舎
で
あ
る
公
館
内
で
あ
る
た
め
、
勝
艦
全
睦
と
し
て
の
賓
主
の
立
場
が

一
時
的
に

逆
聴
し
、

賓

(
特
使
)
が
主
と
な
り
、
主
閣
の
卿
が
賓
と
な
っ
て
躍
が
進
め
ら
れ
る
。

チ
胃
ウ

つ
ぎ
に
賓

一
行
が
園
都
に
着
く
や
、
主
闘
は

「
不
肌
な
る
先
君
の
桃
(
胸
)
に
て
、

(
臼
)

と
い
う
一意
味
で
あ
る
。

は

ら

ま

既
に
検
い
て
以
て
侠
て
り
」
と
の
言
葉
を
か
け
て
歓
迎

す
る
。
租
先
の
蛮
と
と
も
に
迎
え
る
、

勝
の
蛍
日
、
主
(
主
図
の
君
)
は
自
ら
大
門
(
内
)
ま
で
迎
え
に
出
、

れ
ぞ
れ
の
門
を
入
る
時
、

賓
主
は
互
い
に
三
度
借
す
る
。
揖
と
は
、
左
手
で
右
手
の
拳
を
包
み
、
胸
元
か
ら
雨
手
を
員
直
に
伸
ば
し
、
上
中
T

身

(

M

)

 

を
前
か
が
み
に
し
て
敬
意
を
一ホ
す
身
世
行
魚
で
あ
る
。
さ
ら
に
廟
堂
の
階
を
升
る
時
に
は
、
主
は
賓
に
三
た
び
譲
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ

に
先
立

っ
て
廟
上
に
「
宜
し
く
神
の
依
る
べ
き
(
郷
註
)
」
九
鐙
(
祖
先
の
勉
が
滋
依
す
る
た
め
の
脇
息
と
数
き
物
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

賓
(
勝
図
の
使
者
)
を
導
い
て
大
門
、

雑
門
、
廟
門
を
入
ら
せ
る
。
そ

る。
か
く
て
聴
陛
全
世
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
す
な
わ
ち
賓
が
廟
堂
上
で
、
本
園
か
ら
描
与
え
て
き
た
命
と
玉
圭
と
を
主
閣
の
君
主
に
俸



ぇ
、
引
き
渡
す
。
こ
の
儀
簡
を
「
務
」
と
呼
ぶ
。

つ
い
で
幣
を
贈
る
儀
式
、
す
な
わ
ち
「
甘
さ
が
、
や
は
り
揖
と
譲
と
で
互
い
に
敬
意
一
を
示
し
つ
つ
進
め
ら
れ
る
。
も
し
聴
・
享
と
は
別
に
、

主
園
に
封
し
て
告
げ
る
こ
と
、
請
う
こ
と
、
問
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
享
躍
の
後
に
揖
一
譲
一
を
も
っ
て
行
う
。

次
に
は
主
園
の
君
が
賓
を
も
て
な
す
儀
節
(
「主
君
嘘
賓
」〉

が
繍
き
、

堂
上
の
榊
九
・
神
席

賓
を
迎
え
る
際
の
揖
譲
は
先
と
同
様
で
あ
る
。

た
ら
と

(
祖
先
紳
の
慾
代
と
な
る
脇
息
と
敷
き
物
)
が
改
め
ら
れ
、
賓
が
使
う
九
は
、
君
自
ら
秩
で
三
回
排
っ
た
後
、
手
ず
か
ら
賓
に
渡
す
。
そ
う
し
て
君

か
ら
賓
に
酷
(
儀
式
用
の
酒
〉
と
幣
と
が
贈
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
賓
が
個
人
の
資
格
で
幣
を
持
っ
て
主
園
の
君
に
ま
み
え
る
(
「
私
闘
」
)
。
こ
の
時
、
君
は
「
臣
躍
」
で
は
な
く
、

「
客
躍
」
を
以
て

受
け
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
鴨

・
享

・
主
君
雄
賓

・
私
聞
な
ど
鴨
躍
の
中
で
最
も
重
要
な
一
連
の
儀
式
が
完
了
す
る
と
、
賓
は
退
出
す
る
。
君
は
自

ら
送
り
出
し
、

そ
の
際
、
聴
園
の
君
及
び
重
臣
の
安
否
を
問
い
、
あ
わ
せ
て
賓
の
第
苦
を
直
接
ね
ぎ
ら
う
。
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め
、
賓
主
の
立
場
が
入
れ
か
わ
り

こ
の
あ
と
主
園
の
君
は
、
卿
に
命
じ
て
賓
の
宿
舎
へ
食
物
を
贈
ら
せ
る
。
こ
の
時
に
も
先
の
郊
労
と
同
じ
く
、
場
所
が
賓
の
宿
舎
で
あ
る
た

賓

(
使
者
)
が
主
と
な
り
、

主
園
の
卿
が
賓
と
な
っ
て
、
揖
一
譲
一
で
互
敬
の
念
を
示
し
つ
つ
行
わ
れ
る
。
賓

(
使
者
〉
の
方
か
ら
も
、
主
園
の
卿
に
射
し
幣
を
贈
っ

て
ね
ぎ
ら
う
。

つ
い
で
賓
は
、
主
園
の
卿
大
夫
及
び
鴨
園
を
訪
問
し
た
こ
と
の
あ
る
下
大
夫
な
ど
に
ま
み
え
、

そ
れ
に
昨
応
え
て
食
物
を
贈
っ
て
報
い
る
。

趨
幣
(
贈
り
物
〉
を
贈
る
。

卿
大
夫
ら
も
、

以
上
の
よ
う
な
諸
儀
簡
が
終
了
し
て
か
ら
、

主
園
の
君
は

自
ら
が
玉
圭
を
受
け
と
っ
た
時
に
着
用
し
た
の
と
同
じ
種
類
の
服
装
(
皮
弁
)

を
卿
に
着
用
さ
せ
て
、

賓
が
聴
園
か
ら
持
ち
来
た
ら
し
た
玉
圭
を
そ
の
ま
ま
賓
の
宿
舎
ま
で
返
還
さ
せ
る
。
さ
ら
に
鴨

・
享
に
報
い
る
た
め、

勝
園
の
君
に
射
し
相
躍
の
贈
り
物
を
す
る
。
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賓

一
行
が
蹄
途
に
つ
く
時
に
は
、
君
自
ら
宿
舎
ま
で
赴
い
て
迂
る
。
出
設
し
た
賓
は
近
郊
で
止
ま
り
、
再
び
主
園
か
ら
の
ね
ぎ
ら
い
の
幣
を
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受
け
と
る
。

使
命
を
果
た
し
た
賓

一
行
は
、
道
中
の
不
鮮
を
躍

っ
た
後
に
園
へ
入
り
、
持
ち
返
っ
た
玉
圭
を
執
り
、
主
園
か
ら
返
瞳
と
し
て
贈
ら
れ
た
幣

を
朝
に
な
ら
べ
て
蹄
闘
報
告
を
す
る
。

つ
い
で
そ
れ
ら
を
君
に
渡
す
。

『
左
俸
』
の
慮
々
に
見
ら
れ
る
鴨
躍
に
つ
い
て
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聴
使
が

玉
圭
や
幣
を
捕
え
て
主
園
を
訪
問
し
、
勝

・
享
の
儀
式
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
史
料
が
散
見
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
宵
の
園
荘
子

(

日

)

の
来
聴
す
る
や
、
郊
務
よ
り
贈
賄
(
還
玉
の
際
の
返
雄
〉
に
至
る
ま
で
、
躍
成
り
て
こ
れ
に
加
う
る
に
敏
を
以
て
す
」
と
の
記
載
は
、
聴
艦
が
如

上
の
一
連
の
儀
簡
が
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誼
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
『
儀
雄
』
聴
躍
の
過
程
は
、

勝
園
と
主
園
の
聞
で
行
わ
れ
る
こ
う
し
た
聴
陛
か
ら
、

一
位
何
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
次
の
一
一
一
貼
に
注
目
し
た
い
。
第
一
は
、
互
敬
の
意
志
を
表
す
た
め
の
撹
譲
が
く
ど
い
ほ
ど
丁
寧
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
揖
認
は
、
『
儀
陸
』
土
冠
雄
、
土
昏
雄
、
郷
飲
酒
躍
、
郷
射
躍
な
ど
の
儀
躍
に
お
い
て
も
常
見
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
宗
族
や
郷
黛
な
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ど
、
木
来
、
親
和
的
な
開
係
に
あ
る
人
々
の
聞
で
見
ら
れ
る
の
に
射
し
、
聴
撞
の
場
合
に
は
、
他
園
の
人
と
の
聞
に
そ
う
し
た
躍
的
秩
序
が
成

立
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
は
、

一
方
か
ら
の
贈
興
に
射
し
、
必
ら
ず
他
方
か
ら
逗
曜
の
贈
興
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
し
か
も
隻
方
は
、
車
に
贈
興

(
日
〉

王
園
維
が
述
べ
た
よ
う
に
、
贈
興
の
量
に
お
い
て
も
均
等
で
あ
っ
た
。
王
氏
の
興
味
深
い
統

の
頻
度
に
お
い
て
均
等
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

計
に
よ
れ
ば
、

一
度
の
勝
植
に
お
い
て
隻
方
が
や
り
と
り
す
る
幣
(
東
南
・
束
錦

・
東
紡
)
の
綿
量
一
は
、

敵
将
園
か
ら
主
園
へ
は
六

一
束
(
三
O
五

逆
に
主
固
か
ら
鴨
園
へ
の
逗
離
は
七
一
束
(
三
五
五
匹
)
で
あ
る
。
ほ
ぽ
等
量
、
正
確
に
は
返
瞳
の
贈
輿
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
贈
興
の
頻
度
と
量
か
ら
す
れ
ば
、
勝
園
と
主
園
の
聞
に
は
、
「
主
園
、
躍
を
賓
園
(
勝
園
)
に
致
す
所
以
は
、
首
に
賓
闘
の
鴨
躍
の

お

し

(

げ

)

厚
相
仰
を
覗
て
、
こ
れ
が
財
を
魚
す
ベ
し
。
沓
む
べ
か
ら
ず
、
豊
に
す
る
(
輿
え
す
ぎ
る
)
べ
か
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
互
酬
的
関
係
が
成
立

匹し
て
い
た
の
で
あ
る
。



第
三
は
、
賓
と
主
の
立
場
が
固
定
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
り
、
主
(
主
園
の
卿
)
が
賓
と
な
っ
た
。

賓
の
宿
舎
で
は
隻
方
の
立
場
が
逆
轄
し、

賓
〈
柚
特
使
)
が
主
と

つ
ま
り
、
雨
者
の
賓
主
関
係
は
互
換
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
児
〉

こ
れ
ら
三
貼
を
つ
き
つ
め
る
と
、
雨
者
は
「
封
等
」
な
関
係
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
の
賓
主
一
の
立
場
の
互
換
性
に
つ

い
て

更
に
検
討
し
て
こ
の
貼
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

す
な
わ
ち
賓
主
の
立
場
の
逆
時
は
、
単
に
一
度
の
鴨
曜
に
お
け
る
こ
、
三
の
儀
節
の
中
で
、
し
か
も
賓
と
主
園
の
卿
と
の
雨
者
間
だ
け
に
お

い
て
起
こ
る
例
外
的
な
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
買
は
、
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
聴
躍
に
は
鴨
躍
を
以
て
報
い
る
の
が
定
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

一
方
が
先
に
賓
園
と
な
れ
ば
、
次
の
機
舎
に
は
他
方
か
ら
の
聴
使
を
迎
え
る
主
園
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
、
聴
躍
の
質
施

獣
況
を
調
べ
れ
ば
一
目
了
然
で
あ
る
。
以
下
、
魯
の
『
春
秋
』

を
踏
ま
え
る
と
い
う
『
左
惇
』
の
性
格
に
鑑
み
、
魯
と
他
の
諸
侯
と
の
聴
問
回

数
を
調

'̂' 
て
み
よ

3"1，， 1，，4，，4，，11，， 5，， 8，，竺
回33回31回29回27回25回23回21巨119 u 
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回
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1
回
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嘗
然
な
が
ら
、
右
の
数
字
を
以
て
春
秩
時
代
に
質
施
さ
れ
た
聴
躍
の
総
数
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
宋
魯
聞
の
聴
に
つ

い
て
、
春
秋
二
百
四
、
五
十
年
聞
に
こ
れ
だ
け
の
回
数
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
雨
闘
の
良
好
な
関
係
か
ら
考
え
て
道
理
に
合
わ
ぬ
、
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(

お

)

と
楊
伯
峻
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

『
左
停
』
の
記
事
は
あ
く
ま
で
全
鐙
事
賓
の

一
部
分
を
お
お
う
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
う
し
た
数
字
か
ら
で
も
ご
疋
の
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
欣
況
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
依
る
べ
き
史
料
と

し
て
扱
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
二
園
聞
の
聴
の
回
数
は
必
ら
ず
し
も
均
等
で
は
な
い
。
特
に
、
魯
か
ら
菅
や
斉
な
ど
大
圏
に
射
す
る
蒋
の
回
数
は
、
大
圏
か
ら
魯

へ
の
そ
れ
に
比
べ
て
顕
著
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
個
々
の
事
例
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
れ
ば
、
大
圏
か
ら
小
園
へ
の
鴨
は
上
意
下
達
的
な

(

お

〉

(

幻

)

傾
向
が
強
く
、
逆
に
小
園
か
ら
大
圏
へ
の
そ
れ
は
、
恭
順
服
従
の
意
を
示
す
機
舎
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

た
と
え
そ
の
よ
う
な
支
配
開
係
へ
と
連
ら
な
る
面
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
回
数
に
お
い
て
も
相
互
に
多
寡
の
差
が
あ
る
も
の

買
で
あ
る
。

の
、
勝
躍
が
ど
ち
ら
か
一
方
か
ら
だ
け
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
常
に
相
互
に
鴨
使
が
往
来
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
事

こ
の
貼
は

つ
ぎ
に
見
る
報
酬
明
に
よ
っ
て

一
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
す
な
わ
ち
聴
躍
は
、
皐
に
莫
然
と
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
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の
鴨
暗
に
劃
し
て
は
、
そ
れ
へ
の
返
躍
と
し
て
一
定
の
時
聞
を
経
た
後
に
鴨
躍
を
以
て
報
い
た
の
で
あ
る
(
報
酬
明
〉
。
以
下
に
、
認
日
魯
聞
の
鴨

・

報
聴
の
朕
況
を
記
し
て
み
る
〈
な
お
、
魯
君
自
ら
赴
い
た
朝
も
含
め
る
。
介
U
な
い
し

H
U
は
帥
仰
を
、
↑
!
な
い
し
|
↓
は
報
開
を
表
す
)
。

一成
日

成
18 

喪
1 

|酉

官|

都
2整

来
聴
円
H
U

T

-成
日

季
武
子

報
鴨
且
粒
盟
也

活
宣
子

↓。
成

朝
嗣
君
主
日
悼
公
)

成
r、j
ム入

知
武
子

来
鳴
門

U
今|
衷
4

穆
叔

報
知
武
子
之
鴨



裏
8 

裏
12 

裏
29 

昭
2 

活
宣
子

土
紡

活
献
子

韓
宣
子

来
耳号、
E 
奔
/，¥. 
ムョ、

之
厚
告
絡
用
師
子
鄭

↑↓ 3 
裏裏
9 8 

来
聴
且
奔
師

nu
↑
|
裏
ロ

来
聴
拝
城
杷
也
円

U
↑
1

裏
mm

来
聴
且
告
魚
政

H
U

↑

l
昭
2

裏
公

季
武
子

裏
/、j

.ム語、

朝
且
奔
土
紡
之
厚

朝
且
聴
朝
勝
之
敷

報
宣
子
之
聴

報
宣
子
也

こ
の
他
、
魯
と
菅
以
外
の
園
と
の
聴
・
報
轄
の
事
例
は
、
以
下
の
ご
と
き
が
確
認
で
き
る
。
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宣
10 

-
宣
叩

737 

成
4 

岡劉
康
公

同圏
武
子

|宋l華
元

|魯|

来
報、

↓む

孟
献
子

閤

来

耳号、

↓U 

季
文
子

国

来
聴

nu
↑
|
成
5

孟
献
子

孟
孝
伯

報
活
叔
也

叔
弓

(

m
品

)

勝
子
周

(

ぬ

)

初
勝
子
斉

報
華
元



738 

園公
孫
割

閣

喪裏
7 1 

来来
勝、鴨

量、↑。

季
武
子

報
子
叔
之
聴
且
辞
緩
報
非
武
也

孫
文
子

|薗

1亙

旺
25 

女
叔

来
聴

nu
↑
|
荘
お

公
子
友

、
(
必
)

報
女
叔
之
蒋

こ
れ
ら
の
例
を
見
れ
ば
、
他
園
か
ら
の
来
聴
に
封
し
て
報
脱
帽
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
衛
の
来
聴
に
劃
し

そ
む
く

て
、
六
年
後
に
や
っ
と
報
鳴
す
る
こ
と
が
で
き
た
魯
は
、
「
緩
く
報
ぜ
し
も
試
に
非
ず
」
、
つ
ま
り
報
聴
が
遅
れ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
衛
と

の
閲
係
を
悪
化
し
よ
う
と
す
る

一一意
固
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
、
と
わ
ざ
わ
ざ
揖
明
し
た
。
こ
の
丁
重
な
る
挨
拶
に
割
し
、
衛
の
側
で
は
さ

(

姐

)

ら
に
聴
し
て
報
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

-120ー

「
躍
は
往
来
を
向
ぶ
。
往
き
て
来
ら
ざ
る
は
躍
に
非
ざ
る
な
り
、
来
り
て
往
か
ざ
る
も
ま
た
艦
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
『
瞳

(

M

M

)

 

記
』
曲
艦
上
の
記
載
さ
な
が
ら
に
、
敵
将
躍
は
商
園
聞
で
常
に
挫
務
的
、
互
換
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
嘗
然
、
壁
方
の
賓
と
主
の
立
場
も
互

(

円

相

)

換
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
立
場
に
お
け
る
互
換
性
が

(

M

H

)

 

存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
諸
侯
閲
係
を
、

一
方
的

・
片
務
的
な
支
配

・
被
支
配
の
関
係
と
す
る
こ

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
勝
躍
を
や
り
と
り
す
る
諸
侯
聞
に
は
、
躍
的
秩
序
、
贈
輿
に
つ
い
て
の
互
酬
性
、

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
交
互
に
聴
使
を
汲
遣
し
て
賓
主
の
立
場
を
入
れ
換
え
る
「
劃
等
」
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
、
返
せ
ば
、

た
と
え
現
質
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
上
下
の
支
配
闘
係
と
み
な
す
べ
き
面
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
に
は
互
い
に
賓
と
な
り
主

と
な
る
「
劃
等
」
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
、
大
固
か
ら
小
園
へ
の
そ
れ
と
、
逆
に
小
園
か
ら
大
園
へ
の
そ
れ
が
、
と
も



に
同
じ
く
蒋
躍
な
る
語
で
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
聴
瞳
の
具
盤
的
過
程
の
整
理
か
ら
出
設
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
雨
園
聞
で
の
揖
譲
の
貫
施
、
頻
度
・
量
と
も
に
均
等
な
る
互

酬
的
賠
興
、
賓
主
の
立
場
の
互
換
性
と
い
う
三
黙
の
特
徴
を
見
い
出
し
、
こ
う
し
た
蒋
躍
を
や
り
と
り
す
る
整
方
の
開
に
は
「
劃
等
」
な
関
係

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
聴
躍
は
如
何
な
る
歴
史
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
は
何
故
に
友
好
関
係
の
維
持
を
可
能
と
す
る
の

か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
一
軍
を
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
二
章

勝

躍

の

意

義

前
一
章
で
は
、
勝
躍
の
儀
簡
と
そ
こ
に
表
れ
た
諸
侯
聞
の
「
封
等
」
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
、
聴
躍
が
何
を
目

-121ー

的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
嘗
時
に
お
い
て
如
何
な
る
一
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
れ
ば
、
何
故
に
鴨
躍
に
よ
っ
て
友
好
関
係
の
維
持
を
園
り
え
た
の
か
と
い
う
聞
い
に
つ
い
て
も
、
自
ず
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
勝
曜
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
勝
園
か
ら
何
か
特
別
の
惇
達
事
項
を
俸
え
る
こ
と
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
勝
園
の
君
が
蒋
使

に
託
す
「
命
」
は
、
必
要
に
庭
じ
て
饗
わ
る
特
別
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
『
左

か
た
じ
け
な
き

(

必

)

、

、

(

日

明

〉

「
且
つ
公
の
辱
を
奔
す
」
、
「
且
つ
政
を
震
す
を
告
げ
て
衆
見
す
」
、
「
且
つ

俸
』
等
に
は
、
「

O
O来
聴
せ
り
」
と
い
う
記
載
の
後
に
、

(
円
引
〉

武
子
の
言
を
奔
す
」
な
ど
の
記
載
が
績
く
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
の
用
件
が
あ
る
時
に
は
、
繭
特
捜
に
乗
ね
て
俸
達
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聴
躍
に
は
濁
自
の
意
義
が
あ
り
、
勝
使
に
託
さ
れ
る
「
命
」
は
、

お
そ
ら
く
定
型
的
な
内
容
の
文
言
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
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『
儀
膿
』
聴
躍
に
も
、

鴨
・
享
の
後
に
「
若
し
言
あ
れ
ば
、

も
ち

則
ち
東
南
を
以
い

享
躍
の
如
く
す
」
と
あ
り
、

鄭
玄
は
「
言
あ
る
と
は
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告

・
請
す
る
所
あ
り
。
若
し
く
は
問
う
所
あ
る
な
り
」
と
注
し
て
い
る
。
敵
将
櫨
以
外
に
特
別
の
俸
達
事
項
が
あ
れ
ば
、
鴨
・
享
の
後
で
述
べ
る

と
い
う
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
首
然
、
務
・
享
だ
け
で
事
が
終
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
将
躍
濁
自
の
意
義
と
は
一
位
、
那
迭
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
賓
が
掲
行
す
る
躍
物
の
中

で
最
も
解
穫
し
難
い
玉
圭
の
存
在
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
聴
園
の
君
か
ら
朝
に
お
い
て
恭
し
く
賓
に
託
さ
れ
た
玉
圭
は
、
債
な
る
専
用
の
箱
に
入
れ
ら
れ
、
買
人
な
る
専
従
の
官
吏
が
と

り
扱
う
。
訪
問
園
へ
の
途
上
、
他
の
幣
と
と
も
に
三
回
に
わ
た
っ
て
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
特
に
玉
圭
だ
け
は
買
人
が
北
面
し
て
坐
し
て
拭

う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
玉
圭
を
主
園
の
君
に
呈
す
る
時
の
鴨
使
の
精
神
欣
態
た
る
や
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
『
論
語
』
郷
黛
は
そ
の

hr
タ
Ar
--

ウ

た

様
子
を
、
「
圭
を
執
る
こ
と
鞠
弼
如
と
し
て
(
恐
れ
慢
し
み
、
そ
の
重
責
に
)
勝
え
ざ
る
が
如
し
。
上
ぐ
る
こ
と
揖
す
る
が
如
く
、
下
ぐ
る
こ

ポ
ァ
・J
g

uy

s

タ
υy
z

タ

し

た

が

と
授
く
る
が
如
し
。
勃
如
と
し
て
戦
色
あ
り
(
顔
色
は
殿
然
と
し
て
緊
張
に
震
え
て
い
る
)
。
足
は
蹄
蹄
と
し
て
循
う
有
る
が
如
し
(
歩
幅
を
小
さ

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に

か
く
も
念
入
り
に
運
ば
れ
、

極
度
の
緊
張
の
う
ち
に
引
き
渡
さ
れ
た
玉
圭
は
、

し
ば
ら
く
の
開
(
賓
の
滞
在
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く
、
恨
重
に
足
を
運
ぶ
ど
の
よ
う
に
活
寓
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
に
臨
ん
だ
首
時
の
人
の
緊
張
感
が
自
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

期
閲
〉
は
主
閣
の
君
の
手
元
に
置
か
れ
る
が
、

賓

一
行
が
開
園
す
る
時
に
は
返
還
さ
れ
て
、
賓
と
と
も
に
再
び
本
園
ま
で
戻
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
玉
圭
の
こ
の
不
可
思
議
な
往
来
に
こ
そ
、
勝
躍
の
一
意
義
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

玉
圭
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば

『
雄
記
』
郊
特
牲
に
は
、

「
大
夫
、
圭
を
執
り
て
使
い
す
る
は
、
信
を
申
ぶ
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
を

〈

必

〉

「
君
命
を
致
し
て
信
誠
を
通
ず
る
所
以
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
鄭
玄
は
「
君

こ
れ
を
以
て
鳴
す
る
は
、

瞳
を
重
ん
ず
れ
ば
な
り
。
こ
れ
を
還
す
は

徳
は
人
に
取
る
べ
か
ら
ず
、

相
い
切
属
す
る

敷
街
し
た
後
代
の
注
揮
者
は

子
、
玉
に
徳
を
比
す
。

(
は
げ
ま
し
つ
と
め
る
)
の
義
な
り
」
と
解
四
押
し
て
い
る
。

『

瞳

記
』
勝
義
の
「
己
に
繭
押
し
て
圭
車
を
還
す

は
、
此
れ
財
を
軽
ん
じ
て
躍
を
重
ん
ず
る
の
義
な
り
」
と
い
う
説
明
に
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
極
め
て
漢
代
人
的
な
道
徳
主
義
的

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
考
え
は

設
想
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。



よ
り
歴
史
的
な
解
揮
を
さ
れ
て
い
る
の
は
林
巳
奈
夫
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
諸
侯
が
分
封
の
際
に
輿

え
ら
れ
る
圭
・
壁
は
、
車
な
る
瑞
節
ハ
分
封
の
し
る
し
〉
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
侯
が
封
地
に
お
い
て
紳
を
降
ろ
し
、
祭
把

・
盟
誓
を
つ

敵
将
雄
に
お
け
る
玉
圭
の
涯
、
且
速
に
つ
い
て
、

か
さ
ど
る
た
め
の
重
要
な
器
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
重
要
な
器
物
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
を
返
還
す
る
し
き
た
り

が
あ
っ
た
」
の
で
あ
り

不
都
合
が
あ
れ
ば
取
り
上
げ
る
と
い
ふ
含
み
を
持
っ
た
、
諸
侯
統
制

の
政
治
的
配
慮
に
起
源
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
さ
ら
に
春
秋
時
代
の
蒋
曜
の
あ
り
方
は
、
周
の
統
制
力
が
衰
え
た
後
の
「
形
骸
化
」

(

必

)

し
た
欣
態
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
こ
れ
を
持

っ
て
蒋
せ
し
め
る
と
い
ふ
の
は
、

し
か
し
林
氏
の
見
解
に
劃
し
て
は
、
以
下
の
如
き
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
第
一
は
、
論
文
冒
頭
で
こ
と
わ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う

に
、
氏
の
見
解
が
『
周
躍
』
典
瑞
、

玉
人
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
『
周
撞
』
の
記
載
は
、
考
古
皐
的
成
果
の
蓄
積
と
と
も

に
、
そ
の
信
恵
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
個
別
的
具
瞳
的
事
責
に
闘
し
て
で
あ
っ
て
、

『
周
躍
』
の
描
く
あ
の

整
然
と
し
た
中
央
集
権
的
官
僚
機
構
が
、
西
周
全
土
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
林
氏
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自
身
も
注
意
深
く
「
圭
や
壁
の
瑞
と
し
て
の
用
法
は
、
西
周
金
文
で
は
は
っ
き
り
確
か
め
ら
れ
な
い
。
瑞
と
し
て
の
玉
の
用
法
が
果
し
て
西
周

に
遡
る
か
否
か
に
つ
い
て
こ
の
艶
疑
問
が
残
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
周
王
朝
か
ら
賜
輿
さ
れ
た
圭
壁
を
返
還
し
、

不
都
合
が
あ
れ
ば
取
り

上
げ
ら
れ
る
と
い
う
諸
侯
の
立
場
が
西
周
時
代
に
存
在
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

(

印

)

端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
欣
況
は
、
む
し
ろ
林
氏
が
傍
謹
と
し
て
引
用
さ
れ
た
『
向
書
大
俸
』
や
『
白
虎
逼
』
な
ど
が
成
立
し
た
漢
代

の
中
央
集
権
鐙
制
下
に
置
か
れ
た
官
僚
の
立
場
の
投
影
と
す
べ
き
で
あ
り
、
春
秩
以
前
に
か
く
の
如
き
統
治
鐙
制
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
考
え

(

日

)

に
く
い
。

「
諸
侯
と
し
て
の
役
割
を
果
す
ゃ
う
王
か
ら
命
を
受
け
た
こ
と
を
誼
す
る
印
」
、
す

(

臼

)

な
わ
ち
命
圭
で
あ
る
と
は
、
必
ら
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
後
世
の
注
煙
家
も
、
命
圭
は
君
自
身
が
王
に
朝
す
る
時
、
あ
る
い
は
両
君
相

ま
し
て
、
聴
躍
の
際
に
諸
侯
聞
を
往
来
す
る
玉
圭
が

741 

見
の
際
に
執
る
も
の
で
あ
っ
て
、
使
者
の
執
る
鴨
圭
は
必
ら
ず
そ
れ
よ
り

一
等
下
が
る
は
ず
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
典
型
的
な
経
準
的
論
理
に
よ
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っ
て
、
勝
圭
は
命
圭
と
は
別
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

『
儀
雄
』
鴨
躍
に
「
唯
だ
其
の
賓
と
す
る

『
左
停
』
文
公

一
二
年
に
「
不
映
な
る
先
君
の
倣
器
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
賓
」
あ

一
等
下
が
る
か
否
か
は
と
も
か
く
も
、

所
、
以
て
鴨
す
れ
ば
可
な
り
」
と
あ
り
、

る
い
は

「
先
君
の
倣
器
」
で
あ
っ
て
、

命
圭
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
場
合
に
よ
っ
て
は

命
圭
が
「
賀
」
も
し
く
は

「
先
君
の
倣
器
」
と
さ
れ
、
納
付
圭
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
林
氏
の
見
解
が
成
り
立
っ
た
め
に

は
、
勝
圭
に
は
常
に
命
圭
が
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が
第
二
の
疑
問
で
あ
る
。

第
三
に
林
氏
の
論
考
は
、
諸
侯
か
ら
周
朝
へ
の
勝
瞳
に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
鴨
躍
の

一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
前
一
章
で
述
べ
た

よ
う
に
、
勝
躍
と
は
諸
侯
聞
に
お
い
て
相
互
の
「
劉
等
」
関
係
を
維
持
・
確
認
す
る
た
め
に
互
酬
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
意
味
に

(

臼

)

お
い
て
は
周
王
朝
も
例
外
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
宋
鼎
宗
氏
も
「
天
王
下
鴨
」
の
項
に
お
い
て
、
春
秋
時
代
の
周
朝
が
魯
に
射
し
て
行
っ
た
聴

聞
を
八
例
翠
げ
、
「
成
周
之
遺
制
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
林
氏
の
見
解
で
は
、
王
朝
の
側
が
自
ら
の
「
命
圭
」
を
捕
え
諸
侯
を

聴
聞
す
る
と
い
う
奇
妙
な
事
態
も
想
定
で
き
、
勝
曜
の
本
質
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
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玉
圭
と
そ
の
逗
還
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
稗
に
は
承
服
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

(
臼
)

で
再
び
林
氏
の
研
究
に
つ
い
て
見
る
必
要
が
出
て
く
る
。
聴
躍
に
閲
す
る
氏
の
見
解
に
は
上
述
の
如
く
納
得
し
が
た
い
が
、
氏
の
玉
研
究
全
般

は
、
精
確
な
考
古
皐
的
検
討
と
文
献
の
博
引
芳
誼
と
を
結
合
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
極
め
て
示
唆
と
数
示
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

(

日

)

「
玉
器
に
紳
が
依
る
と
い
ふ
観
念
」
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

う
ち
玉
圭
と
の
関
連
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は

玉
器
に
ま
つ
わ
る
そ
う
し
た
観
念
を
示
す
例
と
し
て
、
以
下
の
三
黙
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
第

一
に
、
震
掘
品
と
し
て
の
青
銅
製
の

へ
キ
ン
ヨ
ウ

「
棺
飾
」
と
『
艦
記
』
明
堂
位
に
見
え
る
「
壁
笠宮
」
と
を
関
連
づ
け
、

要
の
上
に
載
せ
ら
れ
る
圭
は
、

氏
は
、

「死
人
の
魂
」
あ
る
い
は
「
死
人
を
守

護
す
る
租
先
榊
乃
至
は
そ
の
地
の
自
然
紳
」
を
招
き
降
す
も
の
と
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
重
病
に
か
か
っ
た
周
の
武
王
の
治
癒
祈
願
の
儀
式
に
お
け
る
壁
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
周
公
旦
は
、
周
朝
の
祖
先
で
あ

る
大
王
〈
武
王
の
曾
祖
〉
、

王
季
(
武
王
の
祖
父
)
、
文
王
(
武
王
の
父
〉
に
封
し
、

自
ら
の
生
命
を
以
て
、
兄
、
武
王
に
代
わ
ら
ん
こ
と
を
覗
告
し



た
。
そ
の
際
に
は
、
三
つ
の
壇
を
築
き
、

第
三
の
例
と
し
て
林
氏
は
、

そ
れ
ら
「
三
王
の
坐
」
に
、
各
の
神
霊
が
依
る
べ
き
壁
を
置
い
た
(
『
倫
書
』
金
隙
)
と
い
う
。

に
お
い
て
諸
侯
が
誓
う
封
象
と
な
る
方
明
(
上
下
四
方
の
神
明
を
象
徴
す
る
も

の
)
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
六
玉
を
奉
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の
圭
、
下
の
壁
、
南
の
輩
、
西
の
班
、
北
の
項
、
東
の
圭
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

六
方
の
紳
が
降
臨
す
る
と
考
え
ら
れ
た
ら
し
い
、
と
言
わ
れ
る
。

『
儀
膿
』
観
躍
の

「
禽
同
の
躍
」

玉
器
が
神
々
の
、
と
り
わ
け
租
先
紳
の
窓
代
と
な
る
例
は
、
林
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
他
に
も
、
以
下
の
如
き
が
あ
る
。
楚
の
共
王
に
は
嫡
子
が

五
人
の
庶
子
の
う
ち
誰
を
立
て
る
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
お
お
い
に
群
望
(
名
山
大
川
の
一
柳
)
を
ま
つ
り
、

っ
か
さ
ど

者
よ
り
揮
び
、
社
理
を
主
ら
し
め
よ
」
と
祈
っ
て
、
壁
を
手
に
と
り
群
望
に
相
い
射
し
、

な
り
。
誰
か
敢
え
て
こ
れ
に
違
わ
ん
」
と
ち
か
っ
た
。

な
く
、

「
請
う
、
五
人
の

「
壁
に
嘗
た
り
て
奔
す
る
者
は
、
神
の
立
つ
る
所

太
室
(
租
廟
)
の
庭
に
壁
を
埋
め
て
お
き
、
五
人
の
庶
子
に
順
に
拝
さ

(

回

)

せ
た
。
こ
う
し
た
選
擦
の
結
果
、
再
拝
し
て
二
度
と
も
壁
に
あ
っ
た
棄
疾
が
立
て
ら
れ
、
後
の
卒
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、

所
が
太
室
、
す
な
わ
ち
組
廟
の
庭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

加
え
て
『
左
停
』
の
少
し
後
の
所
で
棄
疾
は
「
先
神
」

す
すE
わ
ちし
「か
粗し
先奔
の(し
神5プた
L'-"場
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こ
の
例
で
は
一
見
、
玉
壁
に
愚
依
し
た
群
皐
が
次
代
の
王
と
な
る
べ
き
者
を
引
き
寄
せ
た
、
と
解
揮
で
き
そ
う
で
あ
る
。

が
命
じ
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
玉
壁
に
葱
依
し
て
い
た
の
は
、
租
先
紳
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
群
呈
は
お
そ

ら
く
、
事
の
衣
第
を
照
覧
す
る
、
言
わ
ば
立
禽
人
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
『
尚
書
』
頗
命
に
は
、
玉
製
の
凡
に
組
先
紳
が
降
臨
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。

「
顧
命
」
は
成
王
の
崩
御
を
う
け
て
行
わ
れ
た
康

ま
ど

王
の
即
位
儀
躍
を
記
し
た
篇
で
あ
る
。
儀
躍
の
行
わ
れ
る
廟
室
内
の
什
物
の
配
置
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
廟
室
北
側
の
二
つ
の
踊
の
問
、

西
序
(
西
の
絡
)
、
東
序
(
東
の
踏
)
、
西
爽
(
西
の
わ
き
部
屋
)
の
四
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
色
で
縁
ど
り
し
た
敷
き
物
(
第
)
を
し
き
、

そ
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
華
玉
で
飾
っ
た
伺
凡
(
先
王
が
生
前
用
い
た
脇
息
)
、
文
貝
の
侃
凡
、
離
玉
の
の
九
、
漆
の
侃
凡
が
置
か
れ
た
。

王
園
維
は
こ
れ
ら
の
九
を
「
天
下
の
重
き
を
俸
う
る
故
、
ま
た
凡
鑑
を
設
け
以
て
紳
を
依
ら
し
む
。
其
の
依
る
所
の
紳
は
、
乃
ち
周
の
先
王

を
粂
ね
、
成
王
な
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
た
う
え
で
、
四
つ
の
九
涯
に
は
そ
れ
ぞ
れ
大
王
、
王
季
、
文
王
、
武
王
の
霊
が
降
臨
す
る
と
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744 

(
国
)

い
う
推
測
を
行
っ
て
い
る
。
王
氏
は
さ
ら
に
、
東
西
の
序
に
並
べ
ら
れ
た
陳
賀
、
赤
万
、
大
訓
、
弘
壁
、
碗
攻
、
大
玉
、
夷
玉
、
天
球
、
河
園

は
、
す
べ
て
玉
で
作
ら
れ
た
宗
器
で
あ
る
と
す
る
が
、
麗
々
し
く
陳
列
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
玉
器
に
も
祖
霊
の
降
臨
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

以
上
、
林
氏
の
説
か
れ
た
「
玉
器
に
神
が
依
る
と
い
ふ
翻
念
」
を
改
め
て
確
認
し
た
。
祖
先
紳
や
自
然
一
押
な
ど
神
々
に
封
す
る
祭
杷
の
あ
り

そ
れ
ら
神
々
を
愚
依
さ
せ
る
こ
と
が

(
印
)

で
き
る
玉
に
は
、
極
め
て
大
き
な
債
値
が
認
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
玉
に
関
す
る
多
く
の
説
話
や
格
言
が
残
さ
れ
て
お
り
、
人

(ω
〉

(

飢

〉

瞳
の
各
部
、
あ
る
い
は
人
格
そ
の
も
の
ま
で
も
が
玉
に
比
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
金
(
銅
)
や
自
巾
と
と
も
に
財
産
の
多
寡
を
表
す
指

(

臼

〉

(

臼

)

(

臼

)

(

臼

〉

標
に
さ
れ
た
り
、
依
碩

・
降
服

・
誓
い
を
す
る
場
合
の
艦
物
、
も
し
く
は
供
物
に
も
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
機
能
が
附
輿
さ
れ
た
の

は
、
ひ
と
え
に
神
々
の
恐
代
に
な
る
と
い
う
削
念
及
び
そ
れ
に
由
来
す
る
大
き
な
憤
値
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

方
如
何
が
、
現
貫
世
界
に
お
け
る
秩
序
維
持
に
直
接
の
影
響
を
興
え
る
と
考
え
ら
れ
た
嘗
時
に
お
い
て
、

の
で
な
い
か
、
と
極
め
て
自
然
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
貼
を
念
頭
に
置
き
、

い
ま
一
度
帥
特
捜
の
儀
簡
を
ふ
り
、逗
る
と
、
前
章
で
摩
げ
た
三
黙
の
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玉
に
封
し
て
い
だ
か
れ
た
こ
う
し
た
観
念
か
ら
推
せ
ば
、
聴
曜
に
お
い
て
雨
園
聞
を
往
来
し
た
玉
圭
に
も
何
ら
か
の
紳
格
が
湿
依
し
て
い
た

特
徴
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
れ
は

主
園
の
祖
先
一
脚
が
大
き
く
閥
興
し
て
い
る
、

は
ら

ま

「
不
酬
な
る
先
君
の
桃
に
て
既
に
挽
い
て
以
て
侠
て
り
」
と
の
歓
迎
の
言
葉
が
か
け
ら
れ
た
。
寅
際
に
、
聴
躍
の
最
も
主
要
な
儀
簡
は
廟

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

既
に
指
摘
し
た
と
お
り

主
園
に
到
着
し
た
賓
に
劃
し
て

t主堂
に
お
い
て
穆
行
さ
れ
た
の
で
あ
り

し
か
も
そ
こ
に
は

「
宜
し
く
神
の
依
る
べ
き
」
紳
凡
と
紳
涯
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
さ
に
胡
培
翠

『
儀
雄
正
義
』
に、

「
こ
れ
に
臨
ま
し
む
る
に
先
君
を
以
て
し
、
以
て
二
園
の
好
を
結
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
組
先
紳
と
と
も
に
賓

一
行
を
迎

え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
主
園
の
側
が
祖
先
神
と
も
ど
も
鴨
躍
に
臨
ん
で
い
る
と
い
う
事
賞
を
踏
ま
え
、
こ
れ
に
主
園
と
鴨
園
の
立
場
に
お
け
る
互
換

性
、
整
方
の
劉
等
性
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
勝
因
の
方
で
も
組
先
紳
が
閥
興
し
て
い
た
、
と
大
き
な
蓋
然
性
を
も
っ
て
言
え
よ
う
。
さ
ら



に
加
え
て
、
前
述
の
如
く
雨
園
聞
を
往
来
す
る
玉
圭
に
は
何
ら
か
の
紳
が
愚
依
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

も
は
や
自
明
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
聴
瞳
に
お
け
る
玉
圭
は
、
勝
園
の
祖
先
紳
が
降
臨
す
る
た
め
の
愚
代
で
あ
り
、

(
前
)

「
先
君
の
倣
器
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
玉
圭
の
不
可
思
議
な
往
来
に
つ
い
て
の
疑
問
は
氷
解
す

る
。
す
な
わ
ち
玉
圭
の
返
還
と
は
、
そ
れ
に
愚
依
し
て
主
園
を
訪
問
し
て
い
た
租
先
紳
が
、
蒋
理
の
終
了
と
と
も
に
、
賓
と

一
緒
に
本
園
へ
掃

こ
の
た
め
に
こ
そ

還
す
る
、

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
園
が
玉
圭
を
受
け
と
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
な
ど
、
考
う
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
聴
使
が
あ
れ
ほ
ど
念
入
り
に
運
び
、
緊
張
し
て
と
り
扱
っ
た
の
も
、

ま
さ
に
自
園
の
-
組
先
神
を
奉
じ
て
い
る
が
故
の
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

鴨
躍
の
意
義
を
探
っ
た
本
章
で
は
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
の
人
々
が
観
念
す
る
聴
躍
に
お
い
て
は
、
玉
圭
に

患
依
し
た
祖
先
神
が
鴨
使
と
と
も
に
主
園
を
訪
問
し
、
主
園
の
側
も
廟
堂
に
据
え
ら
れ
た
凡
涯
に
降
臨
す
る
租
先
神
と
も
ど
も
賓

一
行
を
迎
え

つ
ま
り
璃
艦
は
勝
園
の
君
の
命
を
受
け
た
鴨
使
が
主
園
の
君
を
訪
問
す
る
機
舎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
雨
園
の
既
存
の
関
係
を

設
定
し
た
か
つ
て
の
嘗
事
者
で
あ
る
整
方
の
租
先
紳
が
、
主
園
の
廟
に
お
い
て
再
び
の
避
遁
を
果
た
す
機
曾
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
の
で
あ
る
。
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換
性
、 こ

う
し
た
中
で
と
り
行
わ
れ
る
鴨
躍
は
、
前
述
の
如
く
、
雨
園
聞
に
介
在
す
る
雄
的
秩
序
、
贈
輿
に
つ
い
て
の
互
酬
性
、
立
場
に
お
け
る
互

一
言
で
い
え
ば
整
方
の
「
針
等
」
性
を
、
儀
躍
と
い
う
象
徴
的
な
形
式
を
以
て

一
翠
に
嘗
事
者
た
ち
に
宣
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故

に
こ
そ
、
勝
躍
に
よ
っ
て
友
好
関
係
の
確
認
・
強
化
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

m

山

〉

(

伺

〉

「
前
好
を
修
」
め
、
「
醤
好
を
繕
」
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
首
時
の
人
が
し
ば
し
ば
口
に
し
た
の
は
、
単
に
既
存

し
た
が
っ
て
聴
躍
が

の
関
係
を
縫
績
す
る
と
い
う
一
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

か
つ
て
の
嘗
事
者
で
あ
る
祖
先
紳
と
現
世
の
嘗
事
者
が

一
世
と
な
り
、
整
方
の

「
封
等
」
性
が
具
現
化
す
る
儀
躍
を
奉
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
言
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
観
念
の
共
有
を
可
能
な
ら
し
め
る
儀
瞳
を
行
う
こ

745 

と
に
よ
っ
て
、
先
君
以
来
の
友
好
関
係
を
艦
績
す
る
、
と
い
う
一
意
味
な
の
で
あ
る
。

と
な
っ
て
交
流
す
る
、
一
紳

・
人

一
世
の
外
交
儀
躍
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
勝
躍
は
、
整
方
の
租
先
紳
と
現
世
の
人
と
が

一
世
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勝
雄
の
一
意
義
が
以
上
の
如
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
考
う
べ
き
は
、
そ
れ
で
は
嘗
時
の
諸
侯
関
係
は
何
故
に
紳
・
人

一
世
の
交
流
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
次
章
で
は
、
務
躍
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

第
三
章

紳

・
人
一
世
の
交
流

前
章
ま
で
に
聴
躍
と
は
、
柚
特
使
と
租
先
紳
と
が
つ
れ
だ
っ
て
商
圏
聞
を
互
酬
的
に
往
来
す
る
外
交
儀
躍
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本

章
で
は
そ
の
傍
誼
も
粂
ね
、
そ
う
し
た
紳

・
人

一
世
と
な
っ
た
諸
侯
関
係
の
具
瞳
像
を
今
少
し
掘
り
下
げ
、

そ
の
歴
史
的
背
景
を
探
っ
て
み
よ

う

『
公
羊
体
』
荘
公
四
年
に
、
「
古
者
、
諸
侯
必
ら
ず
舎
緊
の
事
、
相
い
朝
す
る
の
遁
あ
り
。
挽
僻
に
は
必
ら
ず
先
君
を
稽
し
、
以
て
相
い
接

す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
嘗
時
の
外
交
上
の
辞
令
や
口
上
に
は
、
し
ば
し
ば
「
先
君
」
な
る
語
が
登
場
し
、
組
先
一
押
を
主
位
と
し
て
表
現
さ
れ
る

場
合
が
多
か
っ
た
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
現
世
の
人
と
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
他
園
に
何
ら
か
の
依
頼
を
す
る
時
に
は

我
々
を
救
っ
て
ほ
し
い
と
直
裁
に
言
う
の
で
は
な
く

粗
先
紳
と
と
も
に
我
々
を
救
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ぃ
、
そ
の
報
い
と
し
て
彼
ら
租
先
神
か
ら
幸
一
帽
を
受
け
と
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
常
套
句
と
な
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
鄭
が
楚
に
包
囲
さ
れ
て
降
服
し
た
時
、

鄭
の
裏
公
は
楚
の
荘
王
に
劃
し
て
、
「
(
荘
王
が
)
若
し
前
好
を
恵
顧
し
、
一
帽
を
属

・

も

と

ほ

る
ほ

(

印

)

宣
・
桓
・
武
(
そ
れ
ぞ
れ
郷
の
祖
先
榊
)
に
微
め
、
其
の
祉
榎
を
混
」
さ
ぬ
な
ら
、
甚
だ
恩
恵
を
感
ず
る
、
と
懇
願
し
た
。

た

す

同
じ
く
、
湾
が
菅
に
婚
姻
を
求
め
た
時
に
は
、
「
(
菅
〉
君
、
若
し
先
君
の
好
を
忘
れ
ず
、
胃
園
を
恵
顧
し
、
寡
人
(
斉
景
公
)
を
辱
牧
け
、

も
と

わ
が
〈
に

(

初

)

一摘
を
太
公
(
斉
の
始
祖
)
、

丁
公
(
太
公
の
子
)
に
徽
め
、
倣
邑
に
照
臨
し
、
其
の
祉
稜
を
鎮
撫
」
し
て
頂
け
れ
ば
有
難
い
、
と
願
っ
た
。
さ
ら
に

菅
に
拘
わ
れ
た
魯
の
季
文
子
の
樺
放
を
求
め
る
僻
に
は
、

「
(
菅
の
園
)
若
し
猶
お
(
魯
を
)
棄
て
ず
、
周
公
(
魯
の
始
租
〉
の
一
帽
を
徴
め
、
寡

(

礼

〉

君
(
成
公
〉
を
し
て
菅
君
(
腐
公
〉
に
事
う
る
を
得
」
し
め
ば
、
幸
い
で
あ
る
と
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
現
世
の
人
と
い
う
よ
り
祖
先
紳
の
方
が
前
面
に
推
し
立
て
ら
れ
、

祖
先
紳
と
も
ど
も
我
が
園
(
我
が
身
〉
を
救
っ
て
ほ
し
い
、

と



表
現
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
援
助
を
依
頼
す
る
時
、
相
手
園
の
現
世
の
人
に
で
は
な
く
、
ま
ず
そ
の
租
先
神
に
依
頼
し
た
。
た
と
え
ば
宵
を
攻
略
す
る
た
め

も

と

さ

い

わ

い

ゾ

ウ

シ

(
m
M
M

の
軍
隊
涯
遣
を
魯
に
求
め
る
菅
の
使
者
の
酔
は
、
「
一
帽
を
周
公
に
徽
む
る
を
欲
し
、
霊
を
臓
氏
に
乞
う
を
願
う
」
と
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
の

(

百

〉

場
合
、
周
公
が
現
世
の
人
で
な
い
の
と
同
様
、
誠
氏
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
菅
を
援
け
て
費
を
伐
っ
た
魯
の
臓
文
仲
以
下
の
賊
氏
の
租
先
た
ち

(

社

)

の
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
嘗
時
の
戦
争
は
、
租
先
神
が
木
主
、
旗
、
軍
鼓
な
ど
に
愚
依
し
て
戦
場
へ
赴
く
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
援
軍
依
頼
の
劃
象
が
組
先
紳
で
あ
る
の
は
、
決
し
て
単
な
る
修
辞
な
ど
で
は
な
く
、

」
の
貼
こ
そ
最
も
春
秋
時
代
的
現
買
を
反
映
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
菅
と
針
抗
す
る
た
め
に
、
魯
と
の
友
好
関
係
の
確
立
を
園
ろ
う
と
す
る
秦
の
使
者
の
僻
に
は
、

(

布

〉

公
に
徴
め
以
て
君
(
魯
文
公
)
に
事
う
る
こ
と
を
願
う
」
と
あ
っ
た
。

コ
帽
を
周
公
、
魯

こ
れ
ら
の
常
套
句
に
よ
れ
ば
、
相
手
閣
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
べ
き
は
、
現
世
の
自
分
達
が
生
き
る
場
と
し
て
の
祖
先
神
の
園
で
あ
っ
た
。
ま

た
依
頼
の
封
象
と
さ
れ
た
の
は
、
相
手
園
の
現
世
の
人
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
の
祖
先
神
で
あ
っ
た
。

六
と
馨
の
滅
亡
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
魯
の
蹴
文
仲

諸
侯
園
の
滅
亡
を
記
す
際
に
一
一
層
、

た
と
え
ば
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こ

う

し

た

観

念

は

、

鮮

明

と

な

る

。

に

わ

か

は
、
「
皐
陶
(
六
の
租
先
紳
〉
、
庭
堅
(
萎
の
祖
先
紳
)
肥
ら
れ
.
さ
る
こ
と
忽
諸
な
り
」
の
よ
う
に
、
最
初
に
租
先
の
杷
り
が
絶
た
れ
る
こ
と
に
同

(

叩

山

)

情
を
寄
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
祖
先
神
が
「
血
食
」
し
な
い
、
す
な
わ
ち
子
孫
の
祭
把
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
諸
侯
園
の

滅
亡
そ
の
も
の
を
一
意
味
し
た
。
た
と
え
ば
『
園
語
』
斉
語
で
は
、
桓
公
が
「
宗
廟
の
掃
除
せ
ず
、
枇
寝
の
血
食
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
」
と
、

ま
た
『
園
語
』
果
語
の
「
我
が
祉
稜
宗
廟
を
残
い
以
て
卒
原
と
な
し
、

自
園
の
滅
亡
を
危
倶
し
て
い
る
。

血
食
せ
し
め
ざ
ら
ん
」
、

『
呂
氏
春

秋
』
嘗
染
の
「
宗
廟
血
食
せ
ず
、
其
の
後
類
を
絶
つ
」
な
ど
の
表
現
も
、
諸
侯
園
の
滅
亡
を
意
味
し
て
い
る
。

右
の
外
交
辞
令
や
滅
亡
を
記
す
表
現
か
ら
、
嘗
時
の
人
々
が
諸
侯
園
を
意
識
す
る
場
合
、
自
園
で
あ
る
と
他
園
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
ま
ず

第
一
に
祖
先
紳
を
、
つ
い
で
現
世
の
人
を
念
頭
に
浮
か
べ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
『
墨
子
』
明
鬼
篇
の
「
古

の
聖
王
の
天
下
を
治
む
る
や
、
故
よ
り
必
ら
ず
鬼
紳
を
先
に
し
て
人
を
後
に
す
る
」
と
い
う
記
載
は
、
ま
さ
し
く
春
秋
時
代
の
人
々
の
観
念
を

747 
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反
映
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
何
故
に
、

ま
ず
第

一
に
租
先
神
を
想
起
し
た
の
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
首
時
の
祖
先
観
念
に
正
面
か
ら
と
り
組
む
必
要

が

生

ず

る

。

こ

こ
で
は
次
の

一
黙
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

は
、
諸
侯
園
は
組
先
紳
と
現
世
の
人
の
雨
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
翻
念
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
嘗
時
の
政
治
を

揖
っ
た
貴
族
た
ち
の
言
葉
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
諸
侯
園
の
安
定
の
た
め
に
は
、
現
世
の
人
だ
け
で
は
な
く
祖
先
紳
に
劃
し
て
満

足
を
興
え
、
そ
の
支
持
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
た
。

そ
の
作
業
の
詳
細
は
衣
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て

す
な
わ
ち
、

嘗
時
に
お
い
て

た
と
え
ば
菅
の
活
文
子
が
、
文
公
か
ら
景
公
に
至
る
五
代
の
君
に
仕
え
、
菅
の
園
を
覇
者
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
「
能
く

よ
る
乙

紳

・
人
を
飲
ば
し
む
」
能
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
諸
侯
の
聞
で
評
判
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
の
家
は
よ
く
治
ま
り
、
政
治
に
闘

す
る
瑳
言
に
私
情
を
挟
ん
だ
り
、
隠
蔽
す
る
所
が
な
か
っ
た
(
人
を
満
足
さ
せ
た
)
だ
け
で
な
く
、
彼
の
家
の
祝
史
、
が
租
先
に
射
し
員
買
を
述
べ

(
η
)
 

て
も
、
そ
の
言
葉
に
恥
ず
る
所
些
か
も
な
か
っ
た
(
一
仰
を
満
足
さ
せ
た
)
と
い
う
。

、

(

叩

川

)

ま
た
嘗
時
に
お
い
て
、
「
紳

・
人
を
享
」
す
る
こ
と
こ
そ
園
の
頼
み
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
其
の
民
を
治
め
紳
に
敬
事
せ
ば
、
以
て
鮮
を
得

(
乃
)

、

、

(印〉

ベ
し
」
と
言
わ
れ
、
逆
に
「
榊
怒
り
、
民
叛
け
ば
、
何
を
以
て
能
く
久
し
か
ら
ん
」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
園
家
の
安
定
は
祖
先
紳
と
現
世
の
人

と
い
う
観
念
の
故
で
あ
る
。
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の
雨
者
に
ど
う
劉
鹿
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
、

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
神
と
人
と
が
諸
侯
園
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

こ
の
故
に
こ
そ
、
組
先
紳
に
満
足
を
興
え
る
た
め
の
直
接
の
手
段
、
す
な
わ
ち
祖
先
祭
杷
が
、

(

凱

〉

「園
の
大
事
は
杷
と
戎
と
に
あ
り
ー
」
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
国
家
運
営
に
お
け
る
最
重
要
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
孔
子
が
翠
げ
た
諸
侯
園
存
立
の

た
め
の
三
要
件
の
う
ち
、
二
つ
が
外
交
関
係
に
関
す
る
こ
と
、
残
り
の

一
つ
は
宗
廟
、
す
な
わ
ち
祖
先
紳
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

れ
さ
せ
る
こ
と
な
く

た
。
さ
ら
に
、
楚
の
園
の
買
を
問
わ
れ
た
王
孫
圏
は
豊
能
な
雲
夢
の
揮
に
な
ら
べ
て
、
外
交
を
つ
か
さ
ど
る
翻
射
父
と
、

(
位
〉

「
鬼
神
を
説
」
ば
し
め
る
左
史
街
相
の
両
名
を
翠
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
租
先
紳
が
現
世
の
人
と
同
様
、

「
先
王
の
業
」
を
忘



諸
侯
園
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
た
め
、
あ
る
園
を
救
う
こ
と
は
、
そ
の
園
の
紳
・
人
隻
方
を
救
う
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
魯
が
宵
に
穀
物
援
助
を
求
め
た
時
、
援

助
が
か
な
う
な
ら
ば
、
「
宣
に
た
だ
寡
君
(
魯
の
妊
公
)
と
二
、
三
の
臣
と
、
ま
こ
と
に
君
(
斉
の
痘
公
)
の
賜
を
受
く
る
の
み
な
ら
ん
や
。
其

(

回

〉

(

U

m

)

れ
周
公
(
魯
の
始
祖
)
、
太
公
(
伯
禽
)
、
及
び
百
辞
神
祇
(
八
百
高
の
紳
)
ま
こ
と
に
永
く
う
け
て
こ
れ
に
頼
ら
ん
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
宵
と
の
縁

よ
ろ
ζ

日

「
其
れ
唐
叔
(
耳
目
の
始
祖
)
よ
り
以
下
、
ま
こ
と
に
こ
れ
を
寵
嘉
と
せ
ん
」

組
み
を
承
諾
し
た
菅
は
、
質
現
す
れ
ば
君
及
び
群
臣
だ
け
で
な
く
、

(

山

山

)

と
の
言
葉
を
返
し
た
。

し
か
も
前
述
の
如
く
、
首
時
の
人
が
園
を
意
識
す
る
時
に
は
、
祖
先
紳
と
現
世
の
人
の
南
者
の
う
ち
、
ま
ず
第
一
に
租
先
紳
の
方
を
念
頭
に

浮
か
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
墨
子
』
明
鬼
篇
に
、
租
先
祭
杷
は
、
「
内
に
は
宗
族
、
外
に
は
郷
里
、
皆
と
も
に
こ
れ
を
飲
食

よ
し
み

あ

っ

せ
し
む
る
を
得
。
た
と
い
鬼
神
ま
こ
と
に
亡
し
と
雄
も
、
此
れ
猶
お
以
て
臨
を
合
わ
せ
衆
を
褒
め
、
親
を
郷
里
に
取
る
ベ
し
」

に
、
共
食
儀
薩
を
伴
う
租
先
祭
租
に
よ
っ
て
、
現
賓
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
買
に
擦
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
あ
る
よ
う
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と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
紳
・
人
の
両
者
に
よ
っ
て
諸
侯
園
が
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
観
念
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

諸
侯
園
と
諸
侯
園
の
交
流
か
、
整
方
の
現
世
の
人
ど
う
し
の
関
係
の
み
で
完
結
す
る
道
理
は
な
い
。
雨
園
の
祖
先
一
脚
が
閥
興
し
て
、

い
や
む
し

ろ
祖
先
紳
が
商
圏
闘
係
の
主
位
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て
十
全
な
関
係
の
設
定
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

は
、
神
・
人
一
世
の
交
流
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
諸
侯
闘
係

『
左
停
』
昭
公
七
年
に
よ
れ
ば
、
魯
の
裏
公
が
楚
へ
朝
す
る
時
に
は
、
魯
の
始
祖
・
周
公
旦
が
夢
枕
に
立
ち
、
道
中
の
安
全
を
祈
る
出
立
の

儀
式
を
し
た
う
え
で
、
楚
ま
で
の
道
案
内
を
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
昭
公
が
楚
へ
朝
す
る
時
に
は
、
そ
の
裏
公
が
夢
枕
に
立
ち
同
様
の
こ
と
を

し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
租
先
紳
と
現
世
の
人
と
が
つ
れ
だ
っ
て
他
園
を
訪
問
す
る
夢
は
、
首
時
の
人
々
が
諸
侯
関
係
を
そ
の
よ
う
な
榊

・

人
一
盟
の
交
流
と
し
て
観
念
し
て
い
た
こ
と
の
誼
し
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
嘗
然
、
鴨
躍
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
も
は
や
、
聴
躍

が
紳
・
人
一
鐙
と
な
っ
た
外
交
儀
躍
で
あ
る
と
い
う
本
稿
の
主
張
に
闘
し
て
、
何
ら
の
疑
念
も
生
ぜ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

749 
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右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
明
躍
に
具
現
化
す
る
諮
侯
聞
の
「
針
等
」
性
は
、
買
は

こ
の
紳

・
人
一

世
と
な
っ

た
交

〈

山

山

)

流
に

こ
そ
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
前
稿
で
、
春
秋
時
代
の
戦
闘
場
面
に
お
け
る
特
徴
的
な
行
魚
、
す
な
わ
ち
敵

・
味
方
が
交
互
に
攻

撃
す
る
、

窮
地
に
あ
る
敵
を
攻
め
な
い
な
ど
の
軍
艦
は
、
祖
先
祭
間
集
図
聞
に
存
在
す
る
「
劃
等
意
識
」
に
基
づ
く
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
祖

先
制
念
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
た
嘗
時
の
人
々
は
、
た
と
え
敵
の
そ
れ
で
あ
っ
て
も
、
祖
先
祭
杷
に
よ
り
秩
序
の
維
持
を
固
る
と
い
う
構
造
自

瞳
は
破
壊
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
行
痛
は
、
同
じ
論
理
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
自
ら
の
秩
序
基
盤
の
否
定
に
通
ず
る
か
ら
で
あ

ν
イ
や

る
。
し
か
も
敵
を
激
減
す
れ
ば
、
敵
の
租
先
は
子
孫
の
祭
杷
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ぬ
属
鬼
と
化
し
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
種
々
の
崇
に
直
面

と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
ら
の
祖
先
祭
杷
の
催
績
を
願
う
よ
う
に
、

の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
祭
柁
集
固
と
し
て
の
諸
侯
園
聞
に
存
在
し
た
「
劉
等
一一意
識
」
の
由
り
て
来
た
る
所
以
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
敵
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
祭
記
纏
績
に
必
要
な
人
員
と
そ
の
組
織
は
確
保
し
よ
う
と
し

敵
の
祭
肥
の

存
績
を
期
待
す
る
こ
と
(
存
亡
緩
紹
〉
さ
え
あ
っ
た

し
か
も
、
こ
の
よ
う
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に
首
時
の
人
々
の
祖
先
概
念
自
世
に
由
来
す
る
、

言
わ
ば
自
然
設
生
的
な

「封
等
意
識
」

は
、
春
秋
以
降
に
成
立
し
て
く
る
同
類
意
識
、
共
通

(

閉

山

)

の
文
化
一
意
識
な
ど
に
よ
っ
て
、
常
に
自
質
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
諸
侯
聞
に
介
在
し
た
右
の
よ
う
な

「
制
等
一
意
識
」
が

戦
時
に
は
軍
艦
と
し
て
、

卒
時
に
は
鴨
躍
と
し
て
額
現
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
逆
に
、
軍
艦
や
鴨
砲
な
ど
の
機
舎
を
通
じ
て
、
相
互
の
「
針
等
」
関
係
が
確
認
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

以
上
本
意
で
は
、
神
・
人
一

位
と
な
っ
た
諸
侯
開
係
の
歴
史
的
背
景
を
考
察
し、

次
の

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
嘗
時
の
概
念

で
は
、
諸
侯
園
そ
の
も
の
が
祖
先
紳
と
現
世
の
雨
者
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
諸
侯
園
が
他
の
諸
侯
固
と
関
係

を
持
つ
時
に
は
、
嘗
然
紳

・
人
の

一
世
化
し
た
関
係
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
鴨
躍
に
具
現
化
し
た
諸
侯
聞
の
「
針
等
」
性
は
、
諸
侯

園
が
紳

・
人
の
雨
者
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
嘗
時
の
人
々

の
世
界
認
識
(
祖
先
制
念
)
自
躍
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



お

わ

り

本
稿
で
は
、
春
秋
時
代
の
外
交
儀
酷
で
あ
る
聴
躍
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
た
。
は
じ
め
に
具
艦
的
過
程
の
分
析
に
よ
っ
て
、
揖
譲
に
見
ら
れ

る
躍
的
秩
序
、
賠
興
に
つ
い
て
の
互
酬
性
、

立
場
に
お
け
る
互
換
性
と
い
う
三
黙
の
特
徴
を
見
い
出
し
、
こ
の
よ
う
な
聴
躍
を
や
り
と
り
す
る

壁
方
の
聞
に
は
「
劉
等
」
関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

つ
い
で
、
主
園
に
引
き
渡
さ
れ
た
あ
と
不
可
思
議
に
も
、
返
還
さ
れ
る
玉
圭
は
、
聴
園
の
租
先
一
脚
が
降
臨
す
る
た
め
の
愚
代
で
あ
る
と
考
え

た
。
し
た
が
っ
て
聴
躍
と
は
、
両
国
の
組
先
神
と
現
世
の
人
と
が
一
躍
と
な
っ
た
交
流
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う

し
た
諸
侯
関
係
及
び
そ
れ
を
規
定
す
る

「
劉
等
」
性
は
、
諸
侯
園
の
構
造
そ
の
も
の
が
紳
と
人
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
租
先
祭
把
集
固
で
あ

る
、
と
す
る
嘗
時
の
人
々
の
世
界
観
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。
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要
す
る
に
聴
躍
は
、
人
と
人
と
の
関
係
が
粗
先
紳
を
介
在
さ
せ
て
は
じ
め
て
十
全
な
も
の
に
な
る
と
い
う
歴
史
的
係
件
を
背
景
と
し
て
生
ま

(∞∞〉

れ
た
外
交
儀
躍
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
嘗
然
、
そ
の
よ
う
な
後
件
が
な
く
な
れ
ば
、
勝
雄
も
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
。
貫
際
に
、
古
く
劉
向

(
加
問
〉

や
顧
炎
武
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
春
秋
時
代
に
あ
れ
ほ
ど
盛
行
し
た
刑
判
躍
は
、
戦
園
に
至
る
や
、
杏
と
し
て
跡
を
絶
つ
の
で
あ
る
。
こ

(

ω

)

 

の
こ
と
は
、
結
盟
習
俗
や
箪
，
艦
の
消
滅
と
同
様
、
春
秋
と
戦
園
の
聞
に
大
き
な
歴
史
的
轄
換
の
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
本
稿
の
主
張
に
即
し
て
言
え
ば
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
に
租
先
紳
が
介
在
し
た
時
代
か
ら
、
介
在
の
必
要
が
な
い
時
代
へ
と
移
行
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
以
上
に
壷
き
る
が
、
如
上
の
考
察
の
結
果
、
次
の
二
黙
が
今
後
の
課
題
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

第

一
一
は
、
祖
先
翻
念
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
組
先
紳
は
現
世
の
人
と
と
も
に
諸
侯
園
を
措
う
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
翻
念
の

751 

存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
次
に
は
、
両
者
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
春
秋
時
代
人
に
と
っ
て
組
先
紳
は
ど
の
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よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
祖
先
制
念
の
内
容
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
春
秋
時
代
の
内
面
世
界
に
一
層
接
近

し、

彼
ら
が
生
き
た
謹
し
と
し
て
の
様
々
の
歴
史
事
象
を
、
彼
ら
の
立
場
に
立
っ
て
、

つ
ま
り
這
佳
験
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
租
先
紳
が
人
的
結
合
紐
帯
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
え
な
く
な

っ
た
時
に
、
如
何
な
る
人
的
結
合
が
如
何
に
し

て
登
場
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
春
秋
時
代
に
固
有
の
覇
者
政
治
に
つ
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
覇
者
の
立
場
は
曾
盟
の
主
催
に
よ
っ
て
確
立
し
た
の
で
あ
る

が
、
勝
雄
の
寅
施
も
覇
業
の
形
成
及
び
維
持
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
『
園
語
』
斉
語
に
よ
れ
ば
、
桓
公
の
覇
業
は
次
の
よ
う
に

し
ば
し
ば

「
重
く
こ
れ
が
皮
幣
を
魚
し
て
以
て
腰
、
諸
侯
に
聴
眺
」
し
た
。

し
て
成
っ
た
。
ま
ず
圏
内
秩
序
を
安
定
さ
せ
て
、

す
な
わ
ち
、
圏
内
の
安

定
を
確
保
し
た
う
え
で
、
脂
興
の
品
物
を
充
分
に
用
意
し
て
諸
侯
を
聴
聞
し
、
四
郊
の
園
々
と
の
友
好
関
係
を
築
い
た
。
次
に
、
軍
事
力
を
蓄

え
遠
方
の
諸
侯
を
来
服
さ
せ
、
さ
ら
に
葵
丘
の
舎
で
勤
王
の
買
を
一示
し、

ま
た
魯
や
邪
な
ど
を
救
い
、
天
下
の
諸
侯
を
蹄
服
さ
せ
た
。
こ
う
し

て
確
立
し
た
覇
者
の
立
場
は
、
鴨
躍
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
侯
と
は
、
「
諸
侯
の
使
、
葉
(
空
袋
)
を
垂
れ
て
入
り
、
掴
載

来
聴
の
際
の
躍
幣
は
極
め
て
軽
く
、

(
馬
車
に
満
載
〉
し
て
蹄
る
」
と
い
う
閥
係
を
持
っ
た
。

つ
ま
り
、

反
射
に
楕
円
か
ら
の
返
躍
は
極
め
て
重
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い
と
い
う
刑判
躍
の
や
り
と
り
を
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
支
配

・
被
支
配
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
覇
閣
と
諸
侯
の
聞
に
は
、

一
面
に
お
い
て
聴
躍
を
や
り
と
り
す
る
雨
者
聞
に
存
在
す

る
「
針
金ザ
」
性
が
見
い
出
せ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
翻
貼
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

(

町

出

)

(

児

〉

た
と
え
ば
覇
者
の
同
義
語
で
あ
る
「
覇
主
」
、
「
盟
主
」

に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
場
合
の

「主」

は
支
配

・
被
支
配
を
表
す
主

・
従
の
主
で

は
な
く
、

「
封
等
」

閲
係
を
意
味
す
る
賓

・
主
(
耐
特
捜
を
や
り
と
り
す
る
雨
者
)
の
主
で
あ
る
、

と
い
う
解
樺
も
可
能
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本

来
、
互
換
的
な
賓

・
主
の
立
場
が
、
常
に
宵
が
主
で
、
諸
侯
が
賓
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
固
定
化
し
て
お
り
、
こ
の
貼
に
支
配
関
係
の
浸
透
を

見
る
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
諸
侯
に
と
っ
て
の
覇
者
が
、
決
し
て
一
方
的
な
支
配
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

(

伺

)

も
ま
た
事
買
で
あ
る
。
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
覇
者
と
は
同
盟
諸
侯
に
と
っ
て
の
「
長
兄
」
で
あ
り
、
ま
た
右
の
如
く
賓
と
し
て
の



(

倒

)

こ
の
よ
う
に
、
賓
と
し
て
の
立
場
を
保
ち
つ
つ
覇
園
の
支
配
に
服
す
る
こ
と
を
、
首
時
に
お
い
て
は

「
賓
舎
」
あ
る
い
は

「
賓
属
」
と
呼
ん

「
た
だ
ひ
と
り
湾
、

諸
侯
を
迎
え
る

「
主
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
。
す
な
わ
ち
『
史
記
』
賢
太
公
世
家
に
は
、

中
園
の
禽
盟
を
な
し
、

桓
公
よ
く
其
の
徳
を
宣
ぶ
。

故
に
諸
侯
賓
舎
せ

り
」
と
あ
り
、

『
管
子
』
覇
言
篇
に
は
、

「諸
侯
を
等
列
し
、

四
海
を
賓
属
せ
し
め
、
天
下
を
時
匡
せ
り
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
覇

閣
の
支
配
は
、
諸
侯
と
の
賓
・
主
関
係
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

詳
細
な
検
討
は
将
来
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
が
、
以
上
の
如
き
観
貼
に
立
て
ば
、
覇
者
擢
力
の
支
配
の
性
格
を
、
嘗
時
の
歴
史
賦
況
の
中
に

お
い
て
理
解
す
る
途
が
聞
け
て
こ
よ
う
。
さ
ら
に
覇
者
擢
力
が
何
ら
か
の
形
で
西
周
王
権
の
停
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し

た
翻
貼
は
西
周
王
朝
の
支
配
の
性
格
を
理
解
す
る
う
え
に
お
い
て
も
有
数
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註(
1
〉
こ
こ
で
は
、
主
に
『
中
園
古
代
の
社
曾
と
園
家
』
(
弘
文
堂
、
一
九

六
O
年
〉
所
枚
の
諸
論
考
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
な
お
、
増
淵
氏
の

見
解
に
射
す
る
詳
し
い
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(

2

)

「春
秩
時
代
の
結
盟
習
俗
に
つ
い
て
L

、

『
史
林
』
六
八
径
六
鋭
、

一
九
八
五
年
、

「春
秋
時
代
の
軍
躍
に
つ
い
て
」、
『
名
古
屋
大
皐
東

洋
史
研
究
報
告
』

一一

鋭、

一
九
八
六
年
、

「古
代
中
園
に
お
け
る
肩

脱
ぎ
の
習
俗
に
つ
い
て
」、
『
東
方
曲
学
』
七
七
輯
、

一
九
八
九
年
。

(

3

)

閥
助
吾

「『
春
秋
』
一
書
中
反
映
輿
生
産
有
閥
的
一
一
一
一
一
事
」
、

『
中
園

歴
史
文
献
研
究
所
集
刊
』
第

一
集
、一

九
八

O
年。

(
4
〉

註
(

2

)

所
掲
結
盟
論
考
。

(
5
〉

践
土
の
盟
の
盟
僻
。
『
左
停
』
信
公
二
八
年
。

(
6
〉
督
揚
の
盟
の
盟
僻
。
『
左
停
』
褒
公

一
九
年。

(

7

)

岡
崎
文
夫
『
古
代
支
那
史
要
』
、

年。

(

8

)

尋
盟
に
つ
い
て
は
、
註
(

2

)

結
盟
論
考
第
一
章
参
照
。

(

9

)

た
と
え
ば
、
『
公
羊
停
』
際
公
一
一
年
参
照
。

(
叩
)
士
山
田
元
弼
『
雄
経
同
学
』
巻
四
・
舎
通
。
沈
文
律

「略
論
喰
典
的
安
行
和

『
儀
雄
』
室
田
本
的
撰
作
」、

『
文
史
』

一
五
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
八

二
年
参
照
。

(
口
〉
『
論
語』

に
も
子
路
篇
、
郷
黛
篇
な
ど
に
関
連
記
事
が
少
な
く
な

-
W
 

(
ロ
)
以
下
の
『
儀
躍
』
帥
特
捜
の
讃
み
は
、
謝
徳
笠
『
儀
雄
糖
値
岨
儀
節
研

究
』
、
文
史
哲
出
版
社
、

一
九
八
三
年
、
池
田
末
利
『
儀
謹
』

E
、
東

海
大
拳
出
版
舎
、

一
九
七
四
年
を
参
照
し
た
。
な
お
勝
躍
に
つ
い
て

-135ー

一九
六
頁
、

弘
文
堂
、

一九
四
四
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は
、
洪
鈎
培
『
春
秋
図
際
公
法
』
、
接
的
中
華
書
局
、
一
九
七
一
年
、

陳
顧
遠

『
中
園
園
際
法
湖
源
』
、
忍
尚
一
商
務
印
書
館
、
一
九
六
七
年
な

ど
の
関
係
部
分
、
さ
ら
に
宋
鼎
宗
「
春
秋
左
氏
傍
賓
膿
嘉
嘘
考
」
、
『閤

立
芯
一的
師
範
大
皐
図
文
研
究
所
集
刊
』

一
六
期
、
一
九
七
二
年
参
照
。

(
日
)
た
と
え
ば

『
逸
周
書
』
文
政
筋
の
「
惟
れ
十
有
三
紀
、
王
、
管
に
あ

り
。
管
、
茶
、
宗
を
開
き
て
王
に
循
う
」
と
い
う
記
事
も
、
宗
廟
を
開

い
て
迎
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
筒
所
と
近
い
。

(
H
〉
張
光
裕

『
儀
雄
土
昏
躍
土
相
見
之
艦
儀
的
研
究
』
九
百
且、

寂
湾
中
華

者一口局
、
一
九
七
一
年
参
照
。

(
日
)
『
左
侍
』
倍
公
三
三
年
。
ま
た
『
園
語
』
周
語
中
に
引
用
さ
れ
る

「
周
之
秋
官
」
の
「
敵
図
質
至
、
開
予
以
告
・
・
」
の
部
分
も
、

『儀

魁
』
の
記
載
と
照
隠
し
て
い
る
。

(
日
)
「
稗
幣
」
、

『
海
寧
王
静
安
先
生
法
書
』
八
加
所
枚
。

(
口
〉
『
儀
雄
正
義
』
径

一
八
、
勝
躍
記
「
賄
、
在
勝
子
賄
」
の
係
正
義。

ま
た、

『
周
砲
』
秋
官

・
司
れ
に
は
、

「
九
そ
諸
侯
の
交
、
各
、
其
の

あ
わ

邦
に
稽
せ
て
こ
れ
が
幣
を
矯
し
、
其
の
幣
を
以
て
こ
れ
が
躍
を
魚
す
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
図
に
あ
わ
せ
て
幣
の
多
少
を
決
め
、
逆
に
受

け
と
っ
た
側
(
主
図
)
は
、
そ
の
幣
に
見
合
う
だ
け
の
返
陸
を
す
る
の

で
し
め
る
。

(
川
崎
)
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
場
合
の
「
釣
等
」
性
は
、
主
固
と
刑
判
図
の
聞
の
そ

れ
で
あ
り
、
特
捜
執
行
者
聞
の
そ
れ
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
主
(
主
園

の
君
)
が
賓

(籾
図
の
使
者
)
を
迎
え
る
の
は
大
門
外
で
は
な
く
、
大

門
内
で
あ
り、

閥
堂
に
主
の
方
が
先
に
升
っ
て
い
る
の
は
、
執
行
者
の

身
分
差
が
儀
仰
の
形
を
と
り
歴
然
と
表
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

(
印
〉
隠
七
、
際
九
、
桓
四
、

桓
五
、
桓
八
、
妊
二
三
、

信
三

O
、
宣
一

O
。

(
却
)

信
三
O
、
文
一
、
宣
九
、
袈
二
四
。

(
幻
)
際
七
、
桓
三
、

信
三
三
、
宣
一

O
、
裂
二
七
。

(
幻
)

倍
七
、
信
二
二
、
佑
二
八
、

文

て

文

一
七
、
文
一
八
(
二
回
)
、

宣

一
(
二
四
円
宣
八
、
宣
一

O
(二
回
)
、
成
一

一、

喪
二

O
、
昭

九
、
定
一

O
。

(
幻
)
成
三
、
成
八
、
成
一
て
成
一
八
、
袈
て
裂
八
、
裏
一
二
、
裏
二

六
、
袈
二
九
、
昭
二
、
昭
二
一
。

(

M

)

信
一二

O
、
信
三
一
、
文
五
、
文
六
、
文
一
五
(
二
回
〉
、
宣
一
八
、

成
六

(
二
回
)
、
成
一
一
、
裏
四
、
襲
五
、

衷
六
、
袈
九
、

裏
二
ハ
、

袈
一
九
、
袈
二
四
、
袈
二
八
、
袈
二
九
、
昭
二
、
昭
六
、
昭
八
、
昭
二

三
、
定
六
。

(
お
)
成
四
、
成
八
、
袈
一
五
、
昭
一
二
。

(

M

m

)

文
一
一
、
成
五
、
袈
二
、
袈
二

O
、
昭
五
。

(
幻
)
文
四
、
成
三
、
袈

一
、
袈
七
。

(
お
)
褒
七
。

(

m

U

)

荘
二
五
。

(

m

山
)
荘
二
五
、
文
六
。

(
紅
)

径

一
O
。

(
泣
)
信
一

O
。

(
お
)
荘
二
三
、
文
九
、
褒
三

O
。

(
制
)
昭
六
。

(お〉

『
春
秋
左
氏
停
注』

(中
華
話
局
、
一
九
八
一
年
〉
、
八
一
八
頁。

(
お
〉
た
と
え
ば
『
左
侮
』
袈
公
八
年
に
、

E
日
の
沼
宣
子
が
来
耐
押
し
た
の

は
、
「
公
の
辱
(
春
に
袈
公
が
菅
に
朝
し
た
こ
と
〉
を
奔
し
、
ま
さ
に

-136ー



755 

鄭
に
師
を
用
い
ん
と
す
る
を
告
」
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
う
け

て
翌
九
年
、
魯
は
諸
侯
と
と
も
に
鄭
を
伐
っ
て
お
り
、
沼
宣
子
の
来
帥
仰

は
寅
質
的
に
魯
に
射
し
て
鄭
攻
撃
へ
の
参
加
を
要
請
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
幻
)
た
と
え
ば
『
左
停
』
宣
公
一
四
年
に
、
「
臣
聞
く
な
ら
く
、
小
園
の

大
図
に
売
る
る
や
、
勝
し
て
物
を
献
ず
、
是
こ
に
於
い
て
庭
貸
放
百

(
各
種
の
礎
物
)
あ
り
・
・
」
と
あ
り
、
ま
た
袈
公
二
二
年
に
は
「
(
鄭

君
が
管
に
〉
朝
せ
ざ
る
の
関
、
放
と
し
て
略
せ
ざ
る
な
く
、
役
と
し
て

従
わ
ざ
る
な
し
・
・
・

」
と
あ
る
。
さ
ら
に
衷
公
二
九
年
に
は
「
魯
の
菅

み

や

げ

に
於
け
る
や
、
職
責
乏
し
か
ら
ず
、
玩
好
時
に
至
り
、
公
卿
大
夫
、
朝

に
相
い
縫
ぎ
、
府
に
虚
月
な
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
小

園
に
射
す
る
牧
奪
の
手
段
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
が
、
問
題
は
そ
れ

が
常
に
勝
躍
を
通
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
貼
に
あ
る
の
で
あ
る
。

(
お
)
こ
の
時
の
勝
は
、
同
年
春
に
「
王
使
来
た
り
て
聴
を
徽
す
」
と
あ
る

よ
う
に
、
周
か
ら
魯
に
針
し
て
な
さ
れ
た
勝
間
の
要
求
に
際
じ
て
賀
行

さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
権
威
を
失
墜
し
た
周
王
朝
が
躍
的
秩
序
再
現
の

意
図
に
基
づ
き
徴
聴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
翌
年
に
周
が

行
な
っ
た
報
科
も
あ
る
べ
き
躍
的
秩
序
に
の
っ
と
り
賀
行
さ
れ
た
は
ず

で
あ
り
、
勝
と
報
鴨
の
木
来
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
鈎
)
こ

の
場
合
の

「
初
」
は
、
主
図
・
湾
の
頃
公
が
即
位
し
て
か
ら
初
め

て
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
即
位
の
際
の
鴨
は
、
相
手
閣
の
即
位
を
祝
う

場
合
と
自
閣
の
即
位
を
通
知
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
本
文
で
後
述
す
る

よ
う
に
、
祝
い
や
遁
知
は
、
本
来
の
腸
に
粂
ね
て
行
わ
れ
た
。

(
必
)
こ
の
報
聴
は
『
左
停
』
に
記
載
な
く
、
『
春
秋
』
に
、
「
冬
、
公
子

友
、
陳
に
如
く
」
と
あ
り
、
社
預
が

「女
叔
の
帥
刊
に
報
ず
る
な
り
」
と

注
し
て
い
る
こ
と
に
依
る
。
な
お
公
子
友
と
女
叔
に
は
個
人
的
な
交
友

が
あ
っ
た
と
い
う
。

(
似
)
『
左
停
』
袈
公
七
年
。

(
必
〉
こ
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
服
部
字
之
吉
「
躍
の
思
想
」
、
『
東
洋
思

潮
』
一
八
の
二
二
、
一
九
三
五
年
参
照
。

(
刊
日
)
鴨
躍
の
こ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
は
、
古
く
太
宰
純
〈
春
蔓
)
『
六

経
略
説
』
(
『
日
本
倫
理
奨
編
』
古
拳
汲
下
所
枚
)
が
、
「
朝
帥
刊
は
、

ζ
も
C
も

自
園
と
他
図
と
往
来
し
て
、
更
に
賓
と
な
り
主
と
な
る
事
な
れ
ば
、

其
睦
む
つ
か
し
く
重
き
こ
と
、
徐
事
の
比
類
に
あ
ら
ず
」
と
鋭
く
指
摘

し
て
い
る
。

(
μ

む
た
と
え
ば
呂
振
菊
『
段
周
時
代
的
中
関
社
告
閏
』
、
生
活
積
書
新
知
三

聯
書
庖
、
一
九
七
九
年
、
二
四
六
頁
で
は
、
帥
帽
を
強
大
な
領
主
(
諸

侯
)
の
弱
小
領
主
に
削
到
す
る
搾
取
(
の
手
段
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
林
巳
奈
夫
「
中
園
古
代
の
祭
玉
、
瑞
玉
」
、
『
東
方
皐
報
』
四

O
加
、
一
九
六
九
年
に
は
、
勝
穫
は
「
諸
侯
統
制
の
政
治
的
配
慮
に
起

源
す
る
も
の
」
と
あ
る
。

(
必
)
『
左
停
』
袈
公
八
年
。

(
必
〉
『
左
停
』
昭
公
二
年
。

(
幻
)
『
左
俸
』
袈
公
七
年
。

(
川
叩
)
担
閥
復
『
儀
雄
図
』
径
八
。

〈
州
日
〉
註
(

H

H

)

前
掲
論
考
。
以
下
の
引
用
は
、
す
べ
て
こ
の
論
考
に
よ
る
。

(
印
〉
日
原
利
園
「
『
白
虎
通
義
」
研
究
諸
論
」
、
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
、

研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
参
照
。

(
日
)
官
僚
の
統
治
責
績
に
臨
応
じ
て
賞
罰
を
輿
え
る
上
計
の
制
度
は
、
楊
寛

『
戟
園
史
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八

O
年
、
二

O
O頁
「
年
彩
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考
綴
制
度
的
確
立
」
〉
に
よ
れ
ば
、
戟
園
時
代
に
確
立
す
る
。

(
臼
)
『
儀
雄
正
義
』
鴨
躍
・
貰
人
西
面
坐
の
僚
の
疏
。

(
臼
)
註
(
ロ
)
前
掲
宋
氏
論
考
。
さ
ら
に
註
(
犯
)
参
照
。

(

U

A

)

註
(
H
H

〉
前
掲
論
考
の
他
、
「
侃
玉
と
綬
」、

『東
方
率
報
』
四
五
加
、

一
九
七
三
年
、
「
先
股
時
代
の
玉
器
文
化
」
、
『
ζ
C
ω
虫
」
玄
』
一
二
三

四
、
一
九
七
九
年
、
「
中
園
古
代
の
酒
強
」、
『
考
古
摩
雑
誌
』
六
五
、

一
九
七
九
年
、
「
良
治
文
化
の
玉
怒
を
め
ぐ
っ
て
」、

『
玄
Cω
開

C
P
A』

三
四

O
、
一
九
八
一
年
な
ど
。
と
り
わ
け
玉
総
文
化
の
夜
遂
と
政
治
権

力
の
形
成
と
に
相
闘
を
認
め
ら
れ
る
な
ど
興
味
深
い
指
摘
が
多
い
。

(
白
山
)
註
(
川
制
)
前
掲
論
考
。
以
下
の
所
設
も
こ
の
論
考
に
よ
る
。

(
切
)
『
左
体
』
昭
公

一
三
年
。

(
日
)

『
左
氏
合
築
』

昭
公
一

一一一年。

(
臼
〉
「
周
書
顧
命
後
考
」
、
『
槻
堂
集
林
』
径
一
。

(
印
)
た
と
え
ば
、
民
公
(
桓
一

O
)
や
斡
宣
子
(
昭
一
六
)
の
玉
に
射
す

る
過
度
の
固
執
、
逆
に
子
宰
(
袈
一
五
〉
の
玉
に
劉
す
る
悟
淡
さ
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
説
話
が
自
に
つ
く
。
ま
た
、
「
匹
夫
、
罪
な
し
。
髪
を

懐
く
は
其
の
罪
な
り
」
と
い
う
「
周
の
諺
」
が
あ
り
(
桓

一
O
H
「小

人
、
壁
を
懐
か
ば
以
て
郷
を
越
ゆ
る
べ
か
ら
ず
」
と
も
言
わ
れ
た
(
裏

一五〉。

(
印
)
『
左
停
』
だ
け
で
も
、
玉
面
(
宣
二

一)、
玉
祉

(
信
二
六
な
ど
)

の
例
を
翠
げ
う
る
。

(
m
U

〉
た
と
え
ば
『
躍
記
』
勝
義
に
は
、
孔
子
の
言
と
し
て
、
「
昔
者
、
君

子
、
徳
を
玉
に
比
す
。
瓶
澗
に
し
て
津
あ
る
は
仁
な
り
。
総
密
に
し
て

栗
な
る
は
知
な
り
:
・・」

の
如
く
、
玉
の
性
質
と
人
閲
の
性
格
を
類
比

し
て
い
る
。
ま
た
、
『
詩
経
』
術
風
・
浜
奥
は
、
い
わ
ゆ
る
切
瑳
琢
磨

の
語
の
典
践
で
あ
り
、
秦
風

・
小
戎
、
小
雅

・
白
駒
で
も
人
格
を
玉
に

比
し
て
い
る
。

(
臼
)
た
と
え
ば
『
左
停
』
袈
公
五
年
に
は
、

魯
の
季
文
子
は
、
死
後
、

「衣
南
の
妥
な
く、

食
莱
の
馬
な
し
。
金
玉
を
磁
す
る
な
く
・
」

の

如
く
、
清
潔
な
政
治
生
活
を
お
く
り
公
室
に
忠
で
あ
っ

た
と
あ
る
。
な

お
、
玉
の
交
換
償
値
に
つ
い
て
は
、

朱
活

「西
周
幣
制
論
」
、
『
西
周

史
研
究
』、
人
文
雑
誌
編
集
部
、
一
九
八
四
年
に
簡
要
な
記
述
が
あ
る
。

(
臼
)
た
と
え
ば
、
温
の
舎
に
お
け
る
裁
判
で
京
師
へ
連
行
さ
れ
た
術
の
成

公
の
穣
放
を
請
う
た
め
、
魯
の
信
公
は
、
周
王
と
E
百
侯
に
そ
れ
ぞ
れ
玉

一
O
射
を
贈
っ
た
(
『
左
俸
』
倦
公
三

O
年)。

(
臼
)
た
と
え
ば
、
『
左
侍
』
昭
公
七
年
に
記
さ
れ
る
燕
の
斉
に
針
す
る
降

阪
で
は
、
「
先
君
の
倣
密
」
た
る
瑠
刊
誌
(
玉
の
か
め
〉
、
玉
樹
(
玉
の

は
こ
)
、
母
耳
(
玉
の
杯
)
が
贈
ら
れ
た
。

(
臼
)
そ
も
そ
も
盟
鮮
は
玉
圭
な
ど
玉
器
に
書
か
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

ま
た
耳
目
の
文
公
が
子
犯
に
同
心
を
誓
っ
た
時
に
は
、
壁
を
河
に
投
げ
て

供
物
と
し
た
(
『
左
停
』
傍
公
凶
年
〉
。

(
印
)
『
左
停
』
文
公
一
一
一
年
。

(
釘
)
『
左
惇
』
成
公
二
年
。

(
印
)

『
左
停
』
文
公
四
年
。

(
的
〉
『
左
停
』
宣
公

二

一年。

(
刈
)
『
左
停
』
昭
公
三
年
。

(
礼
)
『
左
俸
』
成
公

一
六
年
。

(
η
)

『
左
侮
』
亥
公
二
四
年。

(

η

)

こ
の
時
貼
か
ら
一
六

O
年
ほ
ど
前
の
信
公
二
六
年
に
、
減
文
仲
は
楚

の
令
ヂ
子
玉
ら
と
と
も
に
斉
を
伐
っ
て
い
る
〈
『
左
停
』
信
公
二
六
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年)。

(
冗
〉
註
〈
2
〉
所
掲
軍
躍
論
考
第
二
章
。

(
万
)
『
左
停
』
文
公
一

一一
年。

(
祁
)
『
左
傍
』
文
公
五
年
。

「忽
諸
」
に
つ
い
て
は
、
註
(
お
)
所
掲
『
春

秋
左
氏
傍
注
』
五
四

O
頁
参
照
。

(η
〉
『
左
停
』
袈
公
二
七
年
及
び
昭
公
二

O
年
。

(
苅
)
『
左
侍
』
昭
公
四
年
。

(
m
m
〉
『
左
俸
』
哀
公

一
六
年
。

(
前
)
『
左
停
』
昭
公

一
年。

(目
白
〉
『
左
停
』
成
公

一一一
一年。

(
回
〉
『
図
語
』
楚
語
下
。

〈
部
〉
こ
の
太
公
を
済
の
呂
向
で
は
な
く
、

魯
の
伯
禽
と
す
べ
き
こ
と
に
つ

い
て
は
、
大
野
峻
『
園
語
』
明
治
書
院
、

一
九
七
五
年
、
上
加
、
一
一
一
一
一

三
頁
を
参
照
。

(
制
〉
『
圏
一
語
』
魯
語
上
。

(
お
)
『
左
俸
』
昭
公
三
年
。

(

M

m

)

註
(

2

)

所
掲
軍
躍
論
考
。

(
幻
〉
春
秋
時
代
の
諮
侯
聞
に
は
、
戦
争
を
含
め
た
様
々
の
交
流
の
結
果
、

し
だ
い
に
統
一
的
な
交
通
闘
が
形
成
さ
れ
(
陳
築

「春
秋
列
図
的
交

通
」
、
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
三
七
節
、
一
九
六
七

年
)
、
ま
た
飲
食
、
言
語
、
服
装
な
ど
文
化
的
な
統
一
も
進
行
し
て
い

た
〈
山
田
統
「
天
下
と
い
う
観
念
と
園
家
の
形
成
」
、
『
山
田
統
著
作

集』

て

明
治
書
院
、
一
九
八

一
年
)
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、

「
戎
秋
は
務
狼
に
し
て
厭
か
し
む
べ
か
ら
ず
。
諸
夏
は
親
暗
に
し
て
棄

つ
べ
か
ら
ず
」

(
『
左
停
』
問
公
一
年
)
と
い
う
言
葉
に
表
れ
出
る
よ

う
な

「
同
類
一
意
識
、
共
通
の
文
化
意
識
」
(
増
淵
龍
夫

「
左
俸
の
世

界
」、

『
世
界
の
歴
史
』
三
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六

O
年
〉
が
成
立
し

て
く
る
。

(部〉

「
校
戟
園
策
塗
日
銀
」
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
春
秋
時
代
に
は
周
の

文
王
武
王
の
理
想
的
佳
制
が
な
ご
り
を
と
ど
め
、
諸
侯
聞
に
は
義
が
存

し
、
「
歌
詩
以
て
相
い
感
じ
、
鴨
親
以
て
相
い
交
り
、
期
禽
以
て
相
い

一
と
な
り
、
盟
議
以
て
相
い
救
」
う
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
戦
闘

に
至
る
と
道
徳
は
腹
れ
、
秩
序
は
失
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
陸
譲
を
す
て

て
戟
争
を
た
っ
と
び
、
仁
義
を
顧
ず
詐
請
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
、
と。

(
的
〉
『
日
知
銭
』
巻

二
二
、
周
末
風
俗
に
は
、

「春
秋
の
時
、
猶
お
雄
を

傘
び
信
を
重
ん
ず
。
七
図
は
則
ち
躍
と
信
と
を
言
わ
ず
。
:
:
:
春
秋
の

時
、
猶
お
祭
犯
を
般
に
し
、
将
享
を
重
ん
ず
。
七
園
は
則
ち
其
の
事
な

し」

と
あ
る
。

(
卯
)
と
も
に
註
(

2

)

所
掲
拙
稿
参
照
。

〈
引
)
『
左
俸
』
成
公
八
年
。

(
但
〉
『
左
停
』
文
公
六
年
。

(
回
)
註
(

2

)

所
掲
結
盟
論
考
第
三
章。

(
川
出
〉
こ
の
ほ
か
同
義
語
と
し
て
「
賓
限
」
、
「
賓
従
」
が
あ
る
。
『
園
語
』

英
語
に
は
、
越
が
楚
、

E

日
、
斉
な
ど
諸
大
園
に
射
し
て
、

「春
秋
の
皮

幣
玉
吊
子
女
、
以
て
賓
服
し
、
未
だ
嘗
て
敢
え
て
紹
た
ず
L

と
あ
る
。

ま
た
賓
服
は
、
古
来
喧
し
く
論
議
さ
れ
て
き
た
旬
服
、
侯
服
な
ど

「
五

服
」
の
う
ち
に
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
『
史
記
』
五
帯
木
紀
に
は
、
寅

一
帝
に
封
し
て
「
諸
侯
威
く
来
た
り
て
賓
従
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

中
図
上
古
の
支
配
関
係
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら

の
語
に
つ
い
て
も
全
面
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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tilizerdeveloped. In Jiangnan the use　of such fertilizercontributed to

the development of its productive capacity. Thus, the construction ｏ£

embankments to　keep salt water　out and dredging　to　clear　clogged

waterways reordered the natural effects of salt on agriculture so that,

along with the use of riverbed slush fertilizer,they provided fundamental

elements in the development of Jiangnan agriculture.

ON DIPLOMATIC RITES 聘膿DURING

THE SPRING AND AUTUMN PERIOD

Takagi Satomi

　　

As one link in ａ continuing study of rites, this paper examines

“diplomatic rites聘膿,”or the ritesproviding for the exchange of missions

between the various feudal states of ancient China during the Spring and

Autumn period. In doing so,it willtry to describe the historicalcharacter

of that age as well.

　　

First, taking the Ceremonial儀澄as its main source, the paper gives

an ordered, analytical description of the concrete processes involved in

“diplomatic rites."　It also indicates tｈｅ“egalitarian”relationswhich

existed among those countries involved in these rites.

　　

The paper then discusses the jade tablet used in the diplomatic rites.

This jade tablet was　ａ very peculiar ritual utensil which held great

significancein every rite in which it was used. While the jade tablet

was firstgiven to the party whom the diplomatic mission visited,the

rites demanded that it be returned. Since the jade tablet was believed to

be possessed with the ancestralspiritsof the party owning it,its presence

served as ａ substitute for the presence of those ancestral spirits. Acco-

rdingly, this paper suggests that in the Spring and Autumn period“diplo-

matic rites”were considered as ritesin which living persons, as well as

their ancestral spirits,joined together in negotiations.

　　

Also, the paper considers the“egalitarian”nature of relationsamong

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－



the various feudal states and the rites which regulated them as having

originated out of the Spring and Autumn period ■worldview that the

various feudal states were themselves associationsof ancestral worshippers

comprised of living human beings and their ancestral spirits｡

　　

Essentially the“diplomatic　rites” were ones which embodied the

historical character of the Spring and Autumn period in which human

relations were firstfully mediated by ancestral spirits. Accordingly, with

the

　

Warring

　

States' period, which had a very different　historical

character, the“diplomatic rites”which once had且ourished in the Spring

and Autumn period, gradually vanished.

CHANGES IN THE FINANCIAL BASIS OF OUTER

　

PROVINCES DURING THE DAOGUANG 道光AND

　　　　　　

THE XIANFENG 咸豊PERIODS

-by Focussing on the Career of Zhang Jixin 張集馨－

Tanii Yoko

　　

After the middle of the Qing dynasty, the accumulation of deficits

in public treasuries in outer lying areas of China became the major

problem in public financial affairs. Since the income of these areas was

never sｕ伍cient to provide for the ｅχpenditures of their governments,

this problem necessarily arose.　The policies devised by the bureaucrats

of these areas were the following:

　　

(1) Since the cancellation of deficits at the department and district

level was impossible by the magistrate acting alone, these problems were

usually inherited by his successor. ０ｎ that occasion, the Prefect and the

Intendant, who　were　the magistrate's　superior　authorities, officially

recognized the continuation of the problem. However, while the outgoing

ｏ伍cial entrusted his　successor with　the resolution of these financial

problems, in fact they were not resolved at all.

　　

(2)Ｔｈｅ Governor-General, the Governor, and the Provincial Trea･

surer conducted special inspections of the area's financial accounts, clarified
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