
泰
山
娘
娘
の
登
場

34　（506）

1
碧
霞
元
君
信
仰
の
源
流
と
明
代
に
お
け
る
展
開

石

野

一

主
目

目

【
要
約
】
　
一
六
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
極
め
て
多
く
の
民
衆
が
泰
山
に
巡
礼
し
た
。
彼
ら
の
目
当
て
は
頂
上
に
祀
ら
れ
る
女
神
「
碧
親
元
君
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
女
神
は
、
北
宋
の
真
宗
の
封
禅
の
際
に
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
る
玉
女
像
が
そ
の
起
源
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
明
中
期
ま
で
は
碧
霞
元
帥
と
い
う

名
前
は
見
ら
れ
ず
、
信
仰
も
泰
山
府
君
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
現
在
の
よ
う
な
地
位
を
得
た
の
は
、
国
家
に
よ
る
顕
彰
を
受
け
た
明
代
申
期
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
後
半
に
泰
山
を
旅
し
た
文
人
は
、
夜
明
け
前
か
ら
集
団
で
参
詣
す
る
敬
慶
な
人
び
と
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
光

景
を
見
た
明
輝
の
士
大
夫
た
ち
は
、
国
家
に
認
め
ら
れ
た
こ
の
女
神
が
由
緒
正
し
い
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
が
主
張
し

た
の
は
、
碧
霞
元
慰
は
黄
帝
の
娘
や
華
山
の
玉
女
で
あ
る
と
い
う
物
語
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
は
民
衆
の
認
識
と
は
乖
離
し
て
い
た
。
民
衆
に

と
っ
て
薄
霞
元
君
は
あ
く
ま
で
も
泰
山
娘
娘
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
三
巻
四
号
　
二
〇
一
〇
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

刑
部
の
宮
を
そ
れ
ま
で
歴
任
し
て
い
た
挙
世
貞
は
厳
嵩
を
批
判
し
た
楊
継
盛
を
支
持
し
た
こ
と
を
切
っ
掛
け
に
厳
嵩
と
対
立
し
、
嘉
靖
三
十

五
年
（
一
五
五
六
）
年
に
山
東
按
察
副
使
兼
青
州
兵
備
副
使
に
任
じ
ら
れ
た
。
王
様
貞
は
嘉
靖
三
十
七
年
か
ら
三
十
八
年
に
三
回
に
わ
た
っ
て

泰
安
府
を
訪
れ
て
い
る
が
、
初
め
て
泰
山
を
訪
れ
た
嘉
靖
三
十
七
年
正
月
に
印
象
深
い
光
景
を
眼
に
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
朝
晩
は
ひ
ど
く
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①

冷
え
込
む
。
彼
が
泰
山
に
登
る
そ
の
日
、
目
を
覚
ま
し
た
の
は
三
蓋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
鼓
と
い
え
ば
真
夜
中
の
十
一
時
～
一
時
頃
。
自
ら

の
泊
ま
っ
て
い
た
使
院
の
北
側
の
扉
を
開
け
て
泰
山
の
方
を
眺
め
る
と
、
白
絹
の
ご
と
き
光
が
泰
山
の
麓
か
ら
頂
上
に
向
か
っ
て
登
っ
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

王
世
貞
が
不
思
議
に
思
っ
て
あ
れ
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
巡
礼
の
人
々
が
松
明
の
火
を
掲
げ
て
次
々
と
泰
山
を
登
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
、
銅
鐸
を
鳴
ら
し
て
節
と
し
て
い
た
。
泰
安
州
の
城
内
に
は
そ
の
音
が
遠
く
か
ら
か
す
か
に
聞
こ
え
て
く
る
の

　
　
　
③

で
あ
っ
た
。

　
泰
山
へ
の
参
詣
は
黎
明
の
こ
ろ
に
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
頂
上
近
く
に
も
宿
屋
街
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
が
、
数
も
限
ら
れ
、
値
段
も

高
い
。
こ
れ
ら
は
富
裕
層
の
た
め
の
施
設
で
し
が
な
か
っ
た
。
道
観
な
ど
に
泊
ま
る
こ
と
も
で
き
た
よ
う
だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
士
大
夫
層

や
特
別
な
縁
の
あ
る
檀
家
に
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
大
半
の
参
詣
者
は
夜
中
の
う
ち
に
麓
の
宿
屋
を
出
発
し
て
、
闇
の
中
を
松
明
を
掲
げ

日
の
出
ま
で
に
頂
上
に
た
ど
り
着
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
に
は
羊
の
腸
に
讐
え
ら
れ
る
細
く
曲
が
り
く
ね
っ
た
四
十
里
も
の
坂
遵
を
半
日
か
け
て
登
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昼
間

で
さ
え
危
な
い
山
道
を
、
暗
い
中
手
に
明
か
り
を
持
ち
な
が
ら
登
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
嘉
靖
三
十
三
年
に
内
幣
か
ら
一
万
両
の
大
金
が
支
出

さ
れ
、
泰
山
の
盤
路
が
修
復
さ
れ
た
た
め
、
石
段
が
全
面
的
に
整
備
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
旅
を
少
し
ば
か
り
楽
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
以
前
に
は
夜
も
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に
、
足
下
の
覚
束
な
い
急
な
坂
道
を
松
明
を
片

手
に
登
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
彼
ら
が
目
指
し
た
頂
上
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
頂
上
は
太
平
頂
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
に
は
か
っ
て
の
封
禅
台
の
跡
地
に

亡
帝
観
（
太
清
宮
）
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
い
つ
創
建
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
成
層
年
間
に
宙
官
に
よ
っ
て
重
修
さ
れ
て
い
た
こ

の
廟
に
は
、
諸
神
を
束
ね
る
存
在
で
あ
る
玉
藻
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
建
て
ら
れ
て
い
る
場
所
か
ら
考
え
て
も
泰
山
に
お
い
て
重
要
な
廟
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
衆
が
目
指
し
た
の
は
こ
の
廟
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
隆
慶
年
間
に
は
こ
の
廟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
泰
山
の
頂
上
を
覆
い
隠
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
頂
上
の
後
方
に
移
築
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
程
度
の
扱
い
で
し
が
な
か
っ
た
。
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彼
ら
が
向
か
っ
た
場
所
は
そ
の
玉
帝
観
か
ら
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
三
間
程
度
の
廟
で
あ
っ
た
。
門
の
前
に
は
大
き
な
「
火
池
」
つ
ま

り
火
鉢
が
あ
り
、
神
へ
の
願
い
事
を
記
し
た
疏
や
紙
銭
な
ど
が
燃
や
さ
れ
、
も
う
も
う
と
し
た
煙
を
上
げ
る
。

　
嘉
禎
年
間
に
張
付
が
こ
の
廟
を
訪
れ
た
際
、
門
を
く
ぐ
り
中
に
入
る
と
、
そ
こ
も
参
詣
者
で
押
し
合
い
へ
し
合
い
。
中
に
何
が
あ
る
の
か
も

よ
く
分
か
ら
な
い
。
数
十
人
の
男
に
担
が
れ
て
、
ま
わ
り
の
参
詣
者
た
ち
を
な
ぎ
払
っ
て
前
に
進
ん
で
い
く
と
、
鉄
の
柵
で
厳
重
に
囲
ま
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

中
に
一
体
の
神
像
が
鎮
座
し
て
い
た
。
そ
れ
は
泰
山
府
君
で
は
な
く
、
三
尺
ば
か
り
の
小
さ
な
女
性
の
像
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
中
国
の
民

衆
、
特
に
華
北
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
た
碧
霞
仁
君
の
像
で
あ
る
。
時
に
は
あ
ま
り
の
人
の
多
さ
に
参
詣
者
が
将
棋
倒
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

　
　
　
⑦

も
あ
っ
た
。
人
々
は
饗
銭
や
絹
布
、
装
飾
品
な
ど
の
贈
り
物
を
柵
の
中
に
投
げ
込
ん
で
い
っ
た
。
柵
の
中
に
は
そ
う
い
っ
た
も
の
が
積
も
り
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
っ
て
い
き
、
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
官
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
す
ぐ
近
く
に
建
て
ら
れ
て
い
る
東
霊
廟
に
は
つ
い
で
に

香
を
捧
げ
る
と
い
う
人
も
少
な
く
、
す
っ
か
り
寂
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
王
思
任
は
登
霞
元
君
の
廟
は
「
大
き
く
立
派
で
輝
く
よ
う
で
、
神
霊

も
大
変
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
に
、
雷
雲
は
こ
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
小
便
を
す
る
も
の
ま
で
い
る
。
」
と
そ
の
有
様
を
伝
え
て
い

⑨る
。
も
は
や
泰
山
の
主
人
は
泰
山
府
君
で
は
な
く
碧
寒
心
君
で
あ
っ
た
ζ
蕎
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
で
は
、
民
衆
が
信
仰
し
た
こ
の
碧
霞
元
君
と
は
い
っ
た
い
何
者
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
な
に
ゆ
え
泰
山
府
君
を
上
回
る
信
仰
を
獲
得
し
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
や
羅
香
林
、
さ
ら
に
日
本
で
は
奥
村
義
信
や
橘
撲
さ
ら
に
は
沢
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

瑞
穂
と
い
っ
た
研
究
者
た
ち
が
注
目
し
彼
ら
な
り
の
回
答
を
試
み
て
き
た
。
出
自
に
つ
い
て
は
概
説
な
ど
で
泰
山
府
君
の
娘
と
し
て
紹
介
さ
れ

　
　
　
　
　
⑪

る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
碧
霞
元
君
の
出
自
を
語
る
説
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
い
っ
か
ら
碧
霞
元
君
に
対
す
る

信
仰
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
定
説
は
な
い
。
碧
霞
元
君
が
何
故
泰
山
府
君
に
か
わ
っ
て
信
仰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

集
め
た
の
か
と
言
う
問
題
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
生
死
を
司
る
泰
山
へ
の
信
仰
が
こ
の
神
様
へ
の
信
仰
を
強
め
た
の
だ
と
言
い
、
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

メ
ラ
ン
ツ
（
℃
O
H
P
Φ
H
四
轡
N
）
は
そ
の
若
さ
と
美
し
さ
が
泰
山
府
君
よ
り
も
男
衆
に
好
ま
れ
た
の
だ
と
も
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
様
々
な
史
料
を
引
用
し
、
そ
の
論
述
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
半
の
研
究
は
明
末
以
降
、
と
く
に
碧
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繋
縛
君
の
信
仰
が
華
北
全
体
に
広
が
り
、
北
京
の
妙
峰
山
で
の
信
仰
も
顕
著
に
な
り
始
め
た
清
代
か
ら
民
国
に
か
け
て
の
史
料
を
中
心
に
検
討

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
少
な
く
と
も
元
代
ま
で
の
泰
山
の
主
と
言
え
ば
泰
山
若
君
で
あ
る
と
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
東
嶽
廟
に
足

を
運
び
泰
山
府
齎
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
時
代
か
ら
、
女
神
が
そ
れ
以
上
の
信
仰
を
集
め
る
時
代
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
史
料
に
基

づ
い
た
説
明
を
行
っ
て
は
い
な
い
。

　
ま
た
我
々
が
依
る
べ
き
史
料
の
性
格
に
も
問
題
が
あ
る
。
史
料
の
書
き
手
で
あ
る
士
大
池
た
ち
は
「
愚
民
」
た
ち
の
心
を
付
度
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
く
、
た
だ
単
に
観
察
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
我
々
は
現
象
と
し
て
の
信
仰
を
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
庶
民
の

心
性
に
近
づ
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
文
化
入
類
学
の
研
究
、
あ
る
い
は
民
俗
学
的
研
究
は
、
実
際
に
巡
礼
団
に
参
加
し
、
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

成
員
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
染
型
元
受
を
信
仰
し
、
そ
れ
を
祀
っ
た
廟
に
な
ぜ
赴
く
の
か
を
解
き
明
か
す
。
こ
れ
ら

の
研
究
が
我
々
に
与
え
る
示
唆
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
雷
っ
て
良
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
解
き
明
か
さ
れ
る
の
は
こ
れ
ま
で
の
民

衆
の
信
仰
の
伝
統
や
、
あ
る
い
は
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
の
信
仰
に
限
ら
れ
る
。
彼
ら
が
泰
山
府
慰
で
は
な
く
碧
霞
元
君
を
信
じ
る
の
は
、

す
で
に
多
く
の
人
々
が
碧
霞
元
旦
を
信
じ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
両
親
や
祖
父
母
が
信
じ
て
い
た
か
ら
、
自
然
と
こ
の
神
様
を
信
じ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
要
素
も
大
き
い
は
ず
で
、
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
曇
霞
窯
業
と
い
う
一
つ
の
神
様
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

　
我
々
は
泰
山
博
論
や
他
の
神
様
を
信
じ
て
い
た
り
、
特
定
の
信
仰
を
持
た
な
か
っ
た
り
し
た
民
衆
が
、
何
故
碧
霞
元
君
を
信
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
そ
の
転
換
点
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
理
由
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ

の
神
様
が
な
ぜ
信
仰
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
歴
史
的
問
題
に
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
答
え
に
直
接
の
答
え
を
与
え
る
よ
う
な
文
献
は
存
在
し
て
い
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
行
う
べ

き
は
こ
の
碧
霞
元
君
と
い
う
神
が
信
仰
を
集
め
始
め
た
と
さ
れ
る
明
代
以
箭
の
史
料
を
収
集
し
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的

経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
明
清
の
文
人
た
ち
の
奮
説
を
無
批
判
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
史
料
の
書
き
手
自
身
が
経
緯
を
理
解
せ
ぬ
ま
ま
発
言
し
て
い
る
こ
と
は
後
に
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
神
が
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
信

37　（509）



仰
を
集
め
た
の
か
、
明
代
の
華
北
に
お
け
る
信
仰
や
社
会
状
況
全
般
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
本
稿
で
用
い
る
史
料
は
、
弘
治
『
泰
安
州
志
』
・
嘉
靖
『
泰
山
志
』
、
そ
し
て
万
暦
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
岱
史
』
と
い
っ
た
明
代
の
泰
山
関

係
の
文
献
が
核
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
に
は
泰
山
の
歴
史
の
概
要
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
士
大
夫
の
遊
記
や
泰
山
の
寺
観
を
建
造
・
修
復

し
た
際
の
記
録
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
明
代
に
つ
い
て
は
そ
の
信
仰
の
過
渡
期
で
あ
る
と
か
、
発
展
期
で
あ
る
と
い
っ
た
位
置
づ
け
が

な
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
徹
底
的
に
研
究
し
た
も
の
は
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
。
本
稿
で
こ
れ
ら
山
嵐
中
に
残
る
碧
霞
元
君
に

関
す
る
記
載
を
網
羅
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
常
識
と
さ
れ
て
き
た
事
柄
の
｝
部
は
推
断
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
は
先
行
研
究
に
用
い
ら
れ
て
き
た
史
料
を
中
心
に
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
憩
霞
元
君
と
は
い
か
な
る
神
で
あ
る

の
か
、
そ
の
概
要
を
通
時
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
で
は
碧
霞
元
手
が
三
斜
謬
言
の
士
大
夫
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

た
の
か
を
論
じ
、
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
中
国
社
会
に
お
い
て
民
衆
が
碧
霞
元
君
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
か
考
察
し
な

が
ら
、
碧
清
元
君
と
い
う
女
神
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
女
神
信
仰
、
ひ
い
て
は
民
間
信
仰
の
全
体
像
に
つ
い
て
の
展
望
を
示
し
た
い
。
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①
沈
徳
符
『
現
象
堂
集
臨
巻
十
三
。

②
王
世
貞
「
遊
泰
山
志
」
（
『
岱
史
睡
巻
十
八
「
登
覧
志
」
）
。

③
　
張
岱
『
破
娯
文
集
隔
巻
二
「
岱
志
」
。

④
嘉
靖
『
泰
山
志
臨
巻
二
。

⑤
『
岱
史
』
巻
十
三
。

⑥
張
岱
『
瑛
嬢
文
集
騙
巻
二
「
岱
志
」
。

⑦
欄
堅
甲
㎏
巻
十
四
。

⑧
『
岱
史
愚
巻
十
三
。

⑨
王
思
任
『
文
飯
小
品
』
巻
四
。

⑩
羅
香
林
「
碧
霞
元
君
」
（
『
罠
俗
勧
六
九
・
七
十
二
合
刊
妙
峰
山
進
香
調
査
専
号
、

　
一
九
二
七
年
）
、
顧
頷
剛
『
妙
峰
山
暁
（
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
研
究
所
、
　
九

　
二
八
年
）
、
奉
寛
糊
妙
峯
山
環
記
暁
（
国
立
中
山
大
学
民
俗
学
会
、
　
九
二
九
年
）
。

　
円
画
。
信
碧
麟
O
プ
印
く
固
⇒
鵠
①
ω
闇
い
鳴
円
§
O
瀞
亀
違
野
糞
帖
譜
ミ
N
o
濤
ミ
§
ミ
配
陣
曾
謁
ミ
』
尉

　
O
ミ
き
黄
℃
鼠
ω
闇
一
〇
念
昌
（
菊
地
章
太
訳
臨
監
山
一
中
国
人
の
信
仰
』
勉
誠
出

　
版
、
二
〇
〇
一
年
）
、
奥
村
義
信
明
満
洲
娘
里
門
輪
（
満
洲
事
情
案
内
所
、
　
九
四

　
〇
年
）
、
山
田
辰
雄
・
家
近
亮
子
・
浜
口
裕
子
編
噸
橘
僕
翻
刻
と
研
究
i
『
京

　
津
日
日
新
聞
捻
（
慶
態
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
中
、
四
韻
糊
支
那
思
想

　
研
…
究
』
（
日
本
評
瓢
醐
社
、
　
一
九
一
二
⊥
ハ
年
）
。

⑪
例
え
ば
胡
孚
珠
主
編
『
中
華
道
教
大
辞
典
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九

　
九
五
年
）
、
霞
三
鋤
姻
。
げ
戸
b
§
鋳
ミ
建
、
ミ
贈
8
鰹
じ
d
邑
押
b
。
O
O
ρ
な
ど
が
あ
る
。
ま

　
た
日
本
入
の
研
究
と
し
て
は
沢
出
瑞
穂
『
中
国
の
民
間
信
仰
』
（
工
作
舎
、
一
九

　
八
二
年
）
、
小
南
一
郎
「
女
神
の
目
覚
め
…
曇
霞
元
霜
と
春
の
祀
り
」
（
『
説
話

　
論
集
』
第
十
三
集
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）
が
あ
る
。

⑫
い
匹
。
§
a
O
ご
く
雪
幕
9
信
．
職
昏



⑬
紫
2
器
経
℃
。
窪
窪
尽
．
．
℃
。
話
さ
O
①
註
①
「
乙
訓
註
包
信
同
島
。
。
臼
ぎ
普
Φ
9
滞
。
暁

　
チ
①
Ω
o
段
Φ
ω
。
。
o
｛
↓
偉
。
尻
群
犠
．
甲
↓
丁
零
。
『
①
図
痺
鈴
。
。
甲
面
し
u
一
μ
芝
8
α
q
曽
9
匿

　
剛
磐
＝
尾
《
¢
Φ
島
‘
9
へ
N
§
配
湯
恥
ミ
ミ
§
O
ミ
、
N
§
§
ミ
、
9
ω
口
駄
o
a
ご
巳
・

　
＜
Φ
邑
郷
軍
Φ
貫
一
8
刈
．

⑭
そ
の
他
の
主
な
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
平
木
康
平
「
中
国
母
神
の
研
究

　
一
娘
娘
神
成
立
込
」
（
『
東
方
宗
教
駄
第
六
十
巻
、
一
九
八
二
年
）
、
呉
龍
安

　
『
碧
霞
元
君
信
仰
・
伝
説
之
研
究
臨
（
台
湾
中
国
文
化
大
学
中
国
文
学
研
究
所
修

　
士
論
文
、
一
九
八
九
年
）
、
通
義
「
論
碧
霞
元
君
信
仰
的
起
源
」
（
明
民
俗
研
究
臨

　
二
〇
〇
七
年
第
三
期
）
。
欧
米
の
研
究
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
⇔
d
江
き
男
■
U
o
9
寒
ミ
野
口
欝
ら
琳
§
舅
競
喧
尋
嵩
曇
ミ
§
§
馬
§
こ
㌧
四
ト
ミ
貼

　
§
督
識
ミ
9
§
ド
麟
碧
毒
a
¢
⇒
ぞ
①
邑
受
》
。
。
賦
○
①
箕
①
ゴ
鱒
O
O
《
Q
り
話
き
窯
餌
－

　
ρ
巳
戸
譜
ぎ
軽
謹
ミ
蔑
円
転
、
ミ
O
昼
隠
妻
ミ
8
・
遣
Q
P
¢
ぼ
く
。
睦
2
0
｛
O
塾
・

　
♂
邑
節
軍
①
。
。
ω
曽
b
。
O
O
ρ
囚
Φ
目
Φ
昏
℃
。
ヨ
㊦
「
き
斜
δ
H
曲
。
管
舞
ざ
9
些
。
匹
。
×
ざ

　
9
巳
簿
Φ
O
o
ま
①
。
・
ω
（
Φ
ω
）
o
｛
日
m
訪
訂
p
、
ド
§
籍
ミ
G
ぎ
ミ
る
。
。
－
H
b
O
O
刈
．

⑮
顧
頷
剛
が
北
京
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
頃
、
四
月
の
妙
峰
山
巡
礼
の
時
期

　
に
民
衆
が
市
街
地
に
会
啓
と
呼
ば
れ
る
張
り
紙
を
貼
っ
て
巡
礼
の
時
期
を
告
知
す

　
る
民
俗
を
知
っ
た
の
は
、
妙
峰
山
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
て
か
ら
の
こ

　
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
彼
は
そ
う
い
っ
た
張
り
紙
を
目
に
し
て
い
た
の
に
も
関

　
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑯
近
年
は
サ
ン
グ
レ
ン
（
ω
雪
σ
q
お
口
）
ら
が
台
湾
を
中
心
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ

　
て
い
る
（
℃
■
ω
8
＜
Φ
p
ω
磐
α
q
お
P
襲
笥
。
辺
§
眠
竃
ら
ミ
ぎ
鑓
幾
§
織
G
浮
凡
、
義
偽

　
○
§
ミ
§
曇
ω
冨
三
。
匹
Q
歩
く
⑦
『
ω
ξ
軍
Φ
ω
。
・
し
り
。
。
刈
層
）
。

第
一
章
碧
霞
元
君
の
源
流

第
［
節
　
泰
山
の
玉
女
信
仰

泰山娘娘の登場（石野）

　
碧
霞
元
君
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
。
碧
霞
元
詰
に
つ
い
て
の
研
究
は
近
年
中
国
を
中
心
に
格
段
に
増
え
、
そ
の
信
仰
の

持
つ
意
味
に
つ
い
て
も
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
や
羅
香
林
の
研
究
を
超
え
る
も
の
は
未
だ
に
現
れ
て
い

な
い
。
本
章
で
は
、
ま
ず
碧
霞
諸
君
と
い
う
神
が
い
っ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
文
献
上
に
登
場
し
て
き
た
の
か
、
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
た

多
く
の
史
料
を
概
観
し
な
が
ら
そ
の
源
流
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
多
く
の
文
献
は
『
文
献
通
事
』
の
記
事
に
従
っ
て
碧
雲
黒
影
の
登
場
を
北
嶺
の
真
宗
の
封
禅
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。
ま
ず
は
そ
の
文

章
を
見
て
い
き
た
い
。

　
　
泰
山
の
玉
塩
池
は
太
平
頂
に
あ
り
、
池
の
側
に
は
石
像
が
あ
る
。
泉
の
水
源
は
も
と
も
と
塞
が
り
濁
っ
て
い
た
が
、
泰
山
で
封
禅
の
儀
式
を
行
う
準
備
の
た
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め
陣
営
を
麓
に
設
け
た
と
こ
ろ
、
泉
が
た
ち
ま
ち
湧
き
出
し
、
役
夫
が
山
を
登
っ
て
ゆ
く
と
そ
の
水
は
自
然
と
広
が
っ
て
ゆ
き
、
ま
る
で
鏡
の
よ
う
に
冷
た

　
く
、
味
も
ま
た
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
経
度
制
置
使
の
王
欽
若
は
こ
れ
を
書
様
す
る
よ
う
願
い
出
た
。
像
は
ひ
ど
く
壊
れ
て
い
た
の
で
、
真
宗
は
皇
城
使
劉
承

　
珪
に
命
じ
て
新
た
に
玉
石
で
作
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
出
来
上
が
る
と
、
真
宗
は
近
臣
と
と
も
に
そ
れ
を
見
て
、
使
者
を
遣
わ
し
て
石
を
削
っ
て
寵
を
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
り
、
元
の
場
所
に
奉
納
し
、
王
欽
若
に
祭
祀
を
行
う
よ
う
命
じ
、
皇
帝
は
こ
の
た
め
に
記
を
作
っ
た
。

真
宗
の
封
禅
の
際
に
先
遣
隊
と
し
て
向
か
っ
た
王
欽
若
は
、
泰
山
の
頂
上
に
玉
垂
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
沢
田
瑞
穂
氏
を
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
と
す
る
諸
研
究
は
こ
の
記
述
を
も
と
に
、
碧
霞
元
君
は
こ
れ
以
前
よ
り
民
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
。

　
玉
女
と
い
う
の
は
簡
単
に
言
え
ば
仙
女
の
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
こ
れ
は
民
間
の
信
仰
の
証
で
あ
り
、
誰
か
が
す
で
に
こ
の
石
像
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

紀
っ
て
い
た
の
だ
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
石
像
は
見
つ
か
っ
た
と
き
に
は
す
で
に
ひ
ど
く
破
損
し
て
い
た

た
め
に
、
玉
石
で
作
り
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
当
に
民
間
の
祭
祀
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
小
さ
な
屋
根
付
き

の
祠
が
建
て
ら
れ
た
り
し
て
、
石
像
が
そ
の
よ
う
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
王
欽
若
の
報
告
で
あ
る
と

い
う
の
は
い
か
に
も
胡
散
臭
い
。
泰
山
に
方
書
が
下
っ
た
と
す
る
事
件
と
と
も
に
真
宗
の
封
禅
と
い
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
を
引
き
立
た
せ
る
た
め

の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
だ
。
玉
女
の
像
は
、
突
然
そ
の
姿
を
現
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
五
代
や
唐
の
頃
に

何
者
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ
の
池
の
側
に
置
か
れ
て
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少

な
く
と
も
こ
の
頂
上
に
あ
っ
た
池
が
「
玉
女
池
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
工
事
の
途
上
で
こ
の
像
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

　
「
真
宗
が
玉
女
を
碧
霞
元
宵
に
封
じ
た
」
と
い
う
説
は
、
聖
代
に
は
一
度
も
語
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
実
は
明
代
の
俗
説
か
ら
来
る

も
の
で
あ
っ
た
。
明
宋
に
お
け
る
北
京
の
名
勝
を
紹
介
し
た
『
帝
京
景
物
略
』
の
引
く
稗
史
に
は
「
碧
霞
元
君
と
は
天
仙
玉
女
で
あ
り
、
真
宗

が
碧
魚
心
君
に
封
じ
緬
」
と
あ
喉
碧
露
兀
君
の
起
源
を
宋
代
に
求
め
て
い
た
研
究
の
論
拠
は
こ
こ
に
帰
着
す
る
・
し
か
し
・
後
述
す
る
よ
う

に
、
玉
女
に
こ
の
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た
の
は
明
代
の
こ
と
で
、
明
末
に
な
っ
て
有
名
な
真
宗
の
封
禅
の
故
事
が
こ
じ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ

　
⑤

つ
た
。
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泰山娘娘の登場（石野）

　
碧
乱
訴
溜
が
宋
代
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
記
録
と
し
て
『
夷
堅
志
』
の
｝
節
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

沢
田
瑞
穂
氏
は
『
夷
堅
志
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
て
、
宋
代
に
お
け
る
「
碧
霞
元
君
信
仰
」
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
東
郡
の
趙
承
之
は
政
和
七
年
四
月
に
播
州
阜
城
か
ら
東
嶽
に
詣
で
、
戊
午
に
奉
符
県
に
至
り
、
己
未
に
祠
下
に
拝
謁
し
、
玉
女
難
に
遊
ん
だ
。
水
は
完
全
に

　
尽
き
て
お
り
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
紙
幣
が
山
の
よ
う
に
現
れ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
七
去
の
曹
絵
解
に
会
っ
た
と
こ
ろ
、
彼
が
言
う
に
は
「
四
月
八
日
に
な
る
と
、

　
四
方
か
ら
や
っ
て
く
る
人
々
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
水
を
抜
い
て
池
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
を
取
っ
て
、
帳
簿
に
付
け
て
道
観
の
中
に
入
れ
る

　
の
で
す
。
県
吏
が
こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
そ
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
」
ど
れ
ほ
ど
の
額
が
得
ら
れ
る
の
か
と
問
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
「
今
で
は
　
年
に
黄
金
が
二
百
鉢
、
白
金
が
そ
の
数
倍
、
絹
地
の
衣
服
は
数
百
を
数
え
ま
す
。
」
と
答
え
た
。

確
か
に
こ
の
逸
話
に
は
泰
山
の
玉
釜
池
が
参
詣
者
で
賑
わ
っ
て
い
た
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
逸
話
の
舞
台
は
泰
山
の
麓
で
あ
り
、
こ

こ
で
言
う
嗣
と
は
聖
廟
、
玉
女
池
は
い
ま
の
王
母
池
の
こ
と
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
夷
堅
志
』
は
南
南
で
作
ら
れ
た
書
物
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
か
ら
、
著
者
が
実
際
に
泰
山
に
行
っ
た
こ
と
が
な
く
地
理
的
描
写
に
正
確
性
を
欠
い
て
い
た
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
こ

の
逸
話
は
天
承
之
自
身
の
遊
記
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
こ
の
記
述
か
ら
碧
霞
雪
花
信
仰
が
宋
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
結

論
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
ま
た
こ
の
記
述
の
中
で
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
曹
絵
慶
の
「
四
月
八
日
に
は
四
方
か
ら
や
っ
て
く
る
人
が
少
な
く
な
る
」
と
い
う
言

葉
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
泰
由
府
君
の
誕
生
日
で
あ
る
三
月
二
十
八
日
を
過
ぎ
る
と
徐
々
に
参
詣
者
も
減
少
し
、
十
日
も
す
る
と
一
段
落
し
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
晶
群
元
霜
の
誕
生
日
は
い
つ
ご
ろ
定
着
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
明
清
の
華
北
で
は
四
月
十
八
日
に
誕
生
日
を
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
南
宋
の
段
階
で
は
玉
女
の
誕
生
日
は
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
設
定
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
誕
生
日
に
人
々
が
玉
女
目
当
て
に
押
し
寄
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
池
に
紙
幣
な
ど
を
投
げ
入
れ
た
人
々
は
、

あ
く
ま
で
も
泰
山
府
君
に
対
し
て
捧
げ
も
の
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
時
期
の
浮
女
信
仰
に
つ
い
て
は
『
山
左
金
石
志
』
に
も
二
つ
の
関
連
す
る
二
極
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
達
士
の
題
記
、
も
う
一
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⑪

つ
は
金
代
の
題
記
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
詔
を
奉
じ
、
東
平
廟
に
て
祈
祷
し
た
後
に
玉
響
祠
に
拝
謁
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
玉
女
祠
は
公
の
使
者

が
参
拝
す
る
場
で
あ
り
、
泰
山
の
申
で
も
重
要
な
廟
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
正
式
に
祭
祀
が
行
わ
れ
る
場
で
も
な
か
っ

た
。
あ
く
ま
で
も
、
序
で
に
参
詣
す
る
場
で
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
泰
山
の
玉
筆
の
信
仰
は
、
泰
山
周
辺
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
蔦
元
の
時
期
に
は
各
地
に

東
堺
廟
が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
、
泰
山
信
仰
が
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
泰
山
府

君
で
あ
っ
て
、
玉
野
で
は
な
か
っ
た
。
泰
山
府
君
の
傍
ら
に
忍
女
が
陪
祀
さ
れ
て
い
た
と
す
る
文
章
も
、
管
見
の
限
り
は
な
い
。
玉
女
は
あ
く

ま
で
も
泰
山
の
玉
女
で
し
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
政
権
下
の
泰
山
で
は
、
道
士
が
玉
女
連
を
改
築
し
て
名
を
「
昭
真
観
」
に
改
め

た
。
昭
真
観
は
複
数
の
詩
歌
に
詠
ま
れ
た
が
、
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
玉
女
で
あ
り
、
碧
霞
元
君
と
呼
ば
れ
る
女
神
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
し
て
、
民
衆
が
頂
上
の
こ
の
廟
に
押
し
寄
せ
る
と
書
う
こ
と
も
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
玉
女
は
泰
山
府
君
の
娘
で
あ

る
と
い
う
説
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
説
が
広
ま
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
本
節
で
は
早
急
に
お
け
る
聖
女
信
仰
に
つ
い
て
関
連
資
料
を
検
討
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
有
力
と
さ
れ
て
き
た
北
宋
に
起
源
を
有
す
る
と
い
う

説
の
根
拠
は
曖
昧
で
あ
り
、
民
衆
の
信
仰
の
有
無
を
明
確
に
す
る
よ
う
な
史
料
は
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
、
碧
霞
元

鴛
の
起
源
を
真
宗
の
封
禅
に
求
め
て
い
る
た
め
、
碧
単
元
君
と
い
う
名
称
そ
の
も
の
が
宋
代
か
ら
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
述
べ
る
概
説
や
先
行
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

究
も
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
確
実
に
番
え
る
こ
と
は
、
明
代
以
降
の
史
料
で
は
真
宗
の

封
禅
の
際
に
「
発
見
」
さ
れ
た
玉
女
が
碧
下
元
君
信
仰
の
起
源
で
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
は
い
え
、
宋
元
で
は
そ
の
信
仰
が
「
碧
霞

元
君
」
の
名
前
で
呼
ば
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
玉
藻
信
仰
と
い
う
碧
霞
郷
雲
信
仰
の
萌
芽
ら

し
き
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
史
料
上
に
そ
の
記
録
は
少
な
く
、
地
理
的
な
広
が
り
も
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
時
期
ま
で
の
泰
山

信
仰
は
あ
く
ま
で
も
泰
山
府
君
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
泰
山
忠
君
の
家
族
が
大
い
に
信
仰
さ
れ
た
が
、
そ
の
中

で
圧
倒
的
な
人
気
を
誇
っ
て
い
た
の
は
三
男
の
柄
長
公
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
泰
山
の
玉
繭
の
信
仰
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
後
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世
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
圧
倒
的
な
影
響
力
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
あ
の
碧
霞
元
君
信
仰
の
熱
狂
は
い
っ
か
ら
始
ま
る
の
か
。
そ
し
て
我
々
の
耳
に
な
じ
ん
で
い
る
最
善
暴
君
と
い
う
名
前
は
い
つ

頃
現
れ
、
い
つ
頃
定
着
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
節
で
は
明
初
か
ら
明
中
期
ま
で
の
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
明
ら

か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

第
二
節
　
明
中
期
に
お
け
る
「
碧
霞
元
君
」
の
登
場

泰山娘娘の登場・（石野）

　
朱
謝
罪
の
時
代
は
、
中
国
の
民
間
信
仰
の
大
き
な
劃
期
で
あ
っ
た
。
汐
干
の
朝
廷
に
お
い
て
次
々
と
濫
発
さ
れ
た
牢
記
に
よ
り
、
諸
神
の
名

前
は
十
文
字
を
越
え
る
長
々
し
い
も
の
に
な
り
、
そ
の
位
も
王
や
帝
に
至
る
ま
で
昇
進
し
、
い
さ
さ
か
イ
ン
フ
レ
気
味
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

朱
元
璋
は
そ
の
よ
う
な
状
態
に
異
を
唱
え
大
難
を
振
る
う
。
洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）
に
「
嶽
漬
の
霊
は
上
帝
に
命
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

国
家
が
封
号
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
の
理
由
で
、
泰
山
府
君
に
与
え
ら
れ
て
い
た
封
号
が
全
て
削
ら
れ
、
た
だ
「
東
嶽
泰
山
之
神
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
際
に
玉
女
の
地
位
に
つ
い
て
何
か
決
定
が
下
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か

　
⑭つ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ま
で
に
泰
山
の
男
女
に
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う
封
号
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
女
神
は
泰
山
驚
悸
と
同
列
に
語
ら
れ
る
ほ
ど
の
重
要
性
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
聖
典
に
組
み
込
ま
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
淫
祠
と
し
て
破
壊
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
玉
女
を
祀
っ
た
昭
真
観
は
洪
武
年
間
に
重
修
さ
れ
た
の
ち
相
変
わ
ら
ず
泰

山
の
頂
上
近
く
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
明
初
に
お
い
て
も
賢
女
の
信
仰
に
特
別
な
転
機
は
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
玉
女
に
つ
い
て
の
記
事
は
正
統
年
間
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
済
南
府
泰
安
州
の
道
正
司
が
「
泰
山
の
昭
真
観
な
ど
の
宮
観
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

数
量
を
経
た
古
い
神
祠
で
あ
り
ま
す
が
、
時
が
経
ち
破
損
が
目
立
ち
ま
す
の
で
、
修
復
賜
り
ま
す
よ
う
。
」
と
述
べ
、
昭
真
観
が
様
々
な
宮
観

の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
道
観
の
地
位
が
比
較
的
高
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
約
八
十
年
の
あ
い

だ
重
修
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
が
積
極
的
に
保
護
を
行
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
信
仰
も
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
か
っ
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た
可
能
性
が
高
い
。

　
こ
の
女
神
の
歴
史
に
大
き
な
転
…
機
が
訪
れ
る
の
は
～
五
世
紀
も
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
泰
山
に
つ
い
て
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
伝
え
る
の
が
、
弘
治
『
泰
安
州
志
』
と
嘉
靖
『
泰
山
志
』
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
皇
祖
元
中
信
仰
が
出
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
た
研
究
が
多
か
っ
た
た
め
、
こ
の
時
期
の
記
録
は
、
明
申
期
に
も
碧
二
元
君
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
際
に
使
わ
れ
る
だ
け

で
、
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
泰
山
の
玉
章
信
仰
か
ら
碧
霞
元
君
信
仰
へ
移
行
す
る
過
渡
期
と

思
わ
れ
る
状
況
が
垣
間
見
え
る
。

　
許
彬
は
永
楽
九
年
（
一
四
一
一
）
に
郷
軍
で
首
席
と
な
り
、
済
南
府
で
試
験
を
終
え
て
故
郷
の
出
離
に
戻
る
そ
の
足
で
泰
山
に
立
ち
寄
っ
た
。

そ
の
こ
時
は
流
れ
て
天
意
五
年
（
一
四
六
一
）
、
山
東
監
察
御
史
ら
の
泰
山
行
に
付
き
従
い
二
度
目
の
泰
山
旅
行
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
彼
ら
が
頂
上
で
拝
し
た
神
の
名
前
は
「
泰
山
天
仙
心
事
碧
霞
岳
君
之
神
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
天
田
年
間
に
碧
軸
元
君
と
い
う
名
前
が
す
で

に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う
言
葉
が
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
る
初
め
て
の
例
で
あ
る
。
許
彬
は

い
っ
か
ら
こ
の
神
が
碧
霞
下
畑
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
た
だ
、
「
泰
山
天
硬
玉
女
碧

単
元
艦
之
神
」
と
言
う
名
前
は
あ
ま
り
に
も
長
く
、
朱
元
璋
が
こ
の
よ
う
な
名
前
を
認
め
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
泰
山
の
雪
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
こ
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
許
彬
の
こ
の
記
録
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
豪
華
な
正
殿
の
中
に
は

泰
山
天
仙
歌
女
が
祀
ら
れ
、
周
囲
に
は
垣
根
を
巡
ら
し
、
道
士
に
香
火
の
管
理
を
さ
せ
、
門
の
開
け
閉
め
を
さ
せ
て
、
聖
地
を
汚
さ
ぬ
よ
う
に

し
た
。
こ
の
よ
う
な
管
理
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
は
か
な
り
の
数
の
民
衆
が
こ
の
地
に
や
っ
て
き
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

そ
の
東
西
に
は
廊
と
し
て
三
間
つ
つ
を
置
き
、
東
側
に
は
「
配
享
煙
雨
」
西
側
に
は
「
管
制
聖
母
」
が
置
か
れ
、
そ
の
下
に
は
ま
た
各
五
間
つ

つ
の
建
物
が
置
か
れ
陰
府
の
宮
属
と
土
民
官
祀
の
神
を
祀
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
碧
霞
形
君
の
呼
称
よ
り
も
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
陪
祀
さ
れ
る
神
々
で
あ
る
。
「
配
享
」
と
は
祭
り
の
際
に
主
神
と
い
っ
し
ょ

に
他
の
神
も
ま
つ
る
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
草
聖
さ
れ
て
い
る
女
神
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
監
池
聖
母
と
は
お
そ
ら
く
年
女
池
を
監
視

44　（5！6）



泰山娘娘の登場（石野）

す
る
女
神
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
碧
蔦
元
君
も
両
脇
に
複
数
の
女
神
が
陪
縄
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
許
彬
の
見
た
そ
れ
は

我
々
が
現
在
目
に
す
る
女
神
た
ち
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。

　
清
末
以
降
の
碧
霞
元
君
の
両
脇
に
は
様
々
な
職
能
を
有
す
る
二
～
八
人
の
女
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
眼
光
娘
娘
と
呼
ば
れ
る
女
神

は
眼
病
の
治
療
を
司
り
そ
の
手
に
は
「
目
」
を
持
っ
て
い
る
。
送
継
娘
娘
は
子
授
け
に
御
利
益
が
あ
り
、
手
に
は
赤
ん
坊
を
抱
い
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
こ
れ
は
民
衆
が
碧
楠
元
君
廟
に
眼
病
治
療
と
祈
子
の
た
め
に
訪
れ
た
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
他
に
も
疫
病
を
治
療
す
る
女
神
や
、

子
育
て
の
無
事
を
祈
る
女
神
な
ど
、
民
衆
の
願
い
を
叶
え
る
様
々
な
女
神
が
碧
霞
元
霜
の
周
り
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
中
で
も
二
人

の
女
神
だ
け
が
陪
祀
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
が
典
型
的
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
大
半
が
眼
光
娘
娘
と
上
子
娘
娘
と
相
場
が
決
ま
っ
て

　
⑳

い
る
。

　
し
か
し
、
主
だ
っ
た
泰
山
お
よ
び
碧
霞
元
君
関
係
の
資
料
を
通
覧
し
た
限
り
で
は
、
「
配
享
元
君
」
「
監
池
聖
母
」
が
陪
祀
さ
れ
た
例
は
こ
こ

だ
け
で
あ
る
。
碧
二
元
君
の
両
脇
に
別
の
女
神
を
配
置
す
る
こ
と
は
天
順
年
間
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
女
神
た
ち
の
姿

は
我
々
が
今
宿
っ
て
い
る
姿
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
配
享
忠
君
」
「
監
池
聖
母
」
は
明
代
中
期
に
の
み
見
ら
れ
る

女
神
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
時
代
は
少
し
く
だ
っ
て
、
成
化
初
年
に
は
李
裕
と
い
う
人
物
が
泰
山
を
旅
し
て
い
る
。
成
化
元
年
（
一
四
六
五
）
三
月
初
め
、
こ
の
年
に
赴

任
し
て
き
た
御
史
の
李
景
賢
と
と
も
に
、
済
南
か
ら
曲
阜
に
行
き
、
そ
の
帰
り
に
泰
安
に
立
ち
寄
り
、
夜
に
按
察
司
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。

そ
の
と
き
に
景
賢
が
彼
を
誘
い
、
翌
朝
に
泰
山
に
登
る
こ
と
に
な
る
。
薄
も
や
の
な
か
州
城
を
出
た
彼
ら
は
、
た
ま
た
ま
参
政
の
象
棋
痕
と
副

使
の
荘
尚
源
に
濯
遁
し
、
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
様
々
な
名
所
を
見
な
が
ら
山
を
登
っ
て
ゆ
き
、
南
天
門
ま
で
た
ど
り
つ
く
と
、
そ
こ
か
ら

し
ば
ら
く
し
て
昭
真
観
に
た
ど
り
着
く
。
こ
こ
で
冬
服
を
着
替
え
、
お
参
り
を
す
る
。
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
は
「
紫
霞
元
君
」
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
い
た
道
士
は
「
い
つ
の
頃
か
ら
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
毎
年
春
に
な
る
と
四
方
か
ら
拝
謁
す
る
者
が
し
き
り
に
や
っ
て
参
り
ま
す
。
敬

虞
な
心
が
な
け
れ
ば
た
ち
ま
ち
罰
が
当
た
り
ま
す
。
」
と
李
裕
に
語
る
。
春
に
泰
山
に
巡
礼
に
来
る
人
々
が
向
か
う
先
は
間
違
い
な
く
こ
の
昭
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真
祠
で
あ
っ
た
。

　
差
額
の
遊
記
で
注
目
し
た
い
の
は
、
碧
霞
官
報
と
同
一
と
思
わ
れ
る
神
の
名
が
「
紫
霞
元
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
成
化
末
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
遊
記
で
は
、
こ
の
建
物
の
こ
と
を
旧
来
ど
お
り
長
泣
宮
と
呼
ん
で
い
る
が
、
対
象
と
な
る
神
様
は
す
で
に
「
碧
霞
元
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「
紫
」
と
「
碧
」
、
音
と
し
て
は
大
き
く
異
な
る
が
、
彼
ら
が
似
た
意
味
を
持
つ
二
つ
の
漢
字
を
混
同
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う

る
。
こ
の
よ
う
に
、
岡
じ
信
仰
対
象
が
複
数
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
碧
霞
元
君
と
い
う
名
称
が
必
ず
し
も
定

着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
士
大
夫
に
と
っ
て
は
女
神
の
名
前
な
ど
些
末
な
事
柄
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
成
化
年
間
は
じ
め
ま
で
に
は
、
泰
山
の
頂
上
に
は
「
碧
霞
幕
君
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
女
神
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
祀
る
寺
廟
は
相
変
わ
ら
ず
昭
真
観
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
霊
化
年
間
の
泰
山
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
事
件
の
ひ
と
つ
が
昭
真
観
の
重
修
で
あ
る
。
劉
定
之
の
「
重
修
玉
女
記
」
に
よ
れ
ば
、
糖
化
十
五

年
（
一
四
七
九
）
に
は
陳
喜
と
い
う
宙
官
が
昭
真
観
の
修
復
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
際
に
か
か
っ
た
膨
大
な
資
金
は
す
べ
て
内
絡
か
ら
出
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
成
書
年
間
の
お
墨
付
き
に
は
お
そ
ら
く
万
貴
妃
の
影
響
が
大
き
い
。
彼
女
は
山
東
省
諸
城
県
の
出
身
で
、
お
そ
ら
く
は
宮
廷

に
入
る
前
か
ら
泰
山
の
信
仰
に
つ
い
て
は
耳
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
憲
宗
は
万
貴
妃
の
意
の
ま
ま
で
あ
り
、
注
直
や
梁
芳
と
い
っ
た
聴

官
を
重
用
し
て
い
た
。
太
監
た
ち
が
深
く
信
頼
さ
れ
、
西
廠
が
設
置
さ
れ
た
こ
の
時
期
、
「
恐
怖
政
治
」
の
た
だ
な
か
科
道
官
す
ら
口
を
つ
ぐ

ま
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
が
こ
の
世
を
去
る
成
化
二
十
三
年
（
一
四
八
七
）
ま
で
の
あ
い
だ
は
、
北
京
を
中
心
に
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
か
ら
ぬ
寺
院
の
造
営
が
行
わ
れ
た
。
昭
真
観
の
修
復
は
三
年
の
時
を
費
や
し
、
よ
り
大
き
く
豪
華
な
建
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

　
碧
霞
元
君
の
歴
史
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
工
事
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
建
物
に
「
碧
盗
心
応
宮
」
と
い
う
新
た
な
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
初
め
て
建
物
に
「
置
畳
元
塩
」
と
い
う
神
の
名
前
の
～
部
で
あ
る
「
碧
霞
」
の
称
号
が
冠
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
碧
霞
元
君
と
い
う
名
前
は
文
献
の
上
に
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
時
期
に
宙
官
が
派
遣
さ
れ
て
修
復
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
た
泰
山
の
廟
は
実
に
多
い
。
霊
化
年
間
と
は
泰
山
玉
女
を
祀
っ
た
廟
が
国
家
の
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保
護
を
受
け
て
大
き
く
発
展
す
る
と
と
も
に
、
驚
喜
元
君
と
い
う
名
前
が
定
着
す
る
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。

　
次
の
弘
治
年
間
は
宙
宮
が
政
治
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
善
政
が
行
わ
れ
た
中
興
期
で
あ
り
、
宙
宮
た
ち
の
寺
廟
建
設
に
も
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ

た
。
し
か
し
、
皇
帝
の
命
に
よ
り
重
修
さ
れ
た
廟
の
存
在
に
異
議
を
唱
え
る
者
は
現
れ
な
か
っ
た
。
碧
霞
霊
五
宮
は
弘
治
八
年
越
一
四
九
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
火
災
に
見
舞
わ
れ
焼
け
落
ち
て
し
ま
う
が
、
と
き
の
山
東
総
捲
書
軸
は
再
建
を
求
め
る
上
奏
を
行
い
許
可
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
は
内
幣

で
は
な
く
、
香
銭
か
ら
資
金
が
調
達
さ
れ
た
。
内
証
は
わ
ず
か
百
両
の
み
、
全
体
の
七
千
両
あ
ま
り
の
工
事
費
用
を
考
え
れ
ば
、
微
々
た
る
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
国
家
か
ら
の
積
極
的
な
保
護
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
上
露
る
民
間
か
ら

の
財
力
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
参
詣
者
が
自
発
的
に
寄
進
し
た
金
銭
あ
る
い
は
供
物
が
相
当
蓄
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

　
そ
し
て
弘
治
十
六
年
（
一
五
〇
三
）
に
は
、
苗
蓬
と
い
う
窟
官
が
泰
山
に
派
遣
さ
れ
る
。
そ
れ
は
東
屋
廟
で
祭
祀
を
行
う
の
で
も
な
く
、
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

霞
元
君
廟
の
視
察
を
行
う
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
病
か
ら
の
回
復
と
安
寧
を
祈
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
皇
帝
ま
で
碧
霞
細
君
と
い
う

神
に
祈
り
を
捧
げ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
こ
の
成
化
・
弘
治
年
間
に
は
、
経
済
の
活
発
化
に
加
え
轟
轟
元
食
鳥
が
内
幣
に
よ
っ
て
重
修
さ

れ
、
三
宮
や
宮
廷
の
女
性
た
ち
が
碧
霞
元
勲
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
巡
礼
者
を
呼
び
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
国
家
や

宮
廷
の
意
向
も
ま
た
そ
の
廟
の
動
向
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
正
徳
年
間
に
な
る
と
、
巡
礼
者
は
ま
す
ま
す
増
え
続

け
、
彼
ら
に
よ
っ
て
泰
山
に
落
と
さ
れ
る
財
も
莫
大
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
目
を
付
け
た
の
が
宙
敵
た
ち
で
あ
る
。

　
東
岳
泰
山
に
は
春
霞
元
壮
行
が
あ
る
。
鎮
守
太
監
の
宝
鑑
は
香
銭
を
お
さ
め
適
宜
修
理
に
あ
て
た
い
と
請
う
た
と
こ
ろ
こ
れ
を
許
し
た
。
工
科
給
事
中
の
石

　
天
柱
ら
は
「
画
面
に
は
た
だ
東
岳
泰
山
之
神
の
み
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
碧
霞
元
君
な
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
淫
祀
は
非
礼
で
あ
る
の
に
更
に
こ
れ
を
崇

　
重
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
や
。
ま
し
て
や
風
霜
を
と
る
こ
と
は
上
底
を
す
り
減
ら
し
、
国
典
を
損
な
い
、
二
君
を
ひ
ら
き
、
邪
慢
を
崇
拝
す
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
を
殿
さ
れ
ま
す
よ
う
。
」
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こ
の
議
論
の
重
点
は
、
碧
霞
元
君
は
淫
祀
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
香
銭
が
も
た
ら
す
実
害
は
あ
く
ま
で
も
翻
次
的
な
も
の
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
時
の
議
論
で
は
、
香
税
つ
ま
り
入
山
料
徴
収
の
対
象
と
な
る
の
は
泰
山
府
君
で
は
な
く
碧

霞
元
鱈
の
祠
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
玉
傷
の
奇
行
は
様
々
な
史
料
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
お
気
に
入
り
の
俳
優
な
ど
を
偏
愛
し
た
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を

伝
え
る
逸
話
の
ひ
と
つ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
命
を
奉
じ
て
泰
山
碧
毛
織
慰
を
拝
し
に
行
く
際
に
礼
部
の
牌
を
用
い
た
の
で
、
官
吏
が
行
く
先
々
で
迎
え
た
。
山
東
省
の
省
都
で
あ
る
済
南
に
至
っ
た
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
に
は
、
三
司
が
城
郊
ま
で
出
て
こ
れ
を
労
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
は
ま
さ
か
こ
れ
が
伶
官
で
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
の
驚
き
は
使
者
が
俳
優
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
碧
三
元
君
の
と
こ
ろ
に
使
者
が
送
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
皇
帝
に
よ

っ
て
碧
蝶
理
君
を
祀
る
た
め
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
当
た
り
前
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
碧
忍
駒
君
の
地
位
は
確
実

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
安
定
し
た
と
言
え
る
。

第
三
節
　
嘉
靖
・
万
暦
年
間
に
お
け
る
碧
霞
泣
輪
信
仰
の
広
が
り

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
碧
霞
元
宵
は
泰
山
で
も
っ
と
も
信
仰
さ
れ
る
神
様
と
な
り
、
多
く
の
民
衆
が
そ
の
廟
に
押
し
寄
せ
た
の
は
冒
頭

で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
嘉
靖
初
年
の
段
階
で
「
天
仙
玉
全
量
霞
元
仁
」
の
名
は
文
献
に
定
着
し
、
こ
の
落
す
で
に
年
間
十
万
人
単
位
の
参
詣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

者
が
頂
上
に
押
し
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
麓
に
も
数
百
の
宿
屋
が
建
ち
並
び
、
さ
ら
に
泰
山
澗
辺
に
は
差
上
三
業
に
ま
つ
わ
る
新
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

巡
礼
ス
ポ
ッ
ト
も
生
ま
れ
て
く
る
。
山
東
省
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
省
か
ら
も
様
々
な
人
々
が
押
し
寄
せ
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
本
籍
を
ご
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
し
、
香
税
の
額
を
少
し
で
も
安
く
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
者
も
現
れ
た
。
と
き
の
権
力
者
に
も
そ
の
霊
験
が
知
ら
れ
、
嘉
靖
帝
の
母
が
太
山
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

派
遣
し
て
掌
裏
を
行
っ
た
り
、
万
暦
年
間
に
は
張
居
正
が
自
ら
の
病
気
を
治
す
た
め
、
も
っ
と
も
霊
験
あ
ら
た
か
な
女
神
と
し
て
泰
山
の
碧
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

元
君
廟
に
息
子
を
派
遣
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
正
統
年
間
に
『
道
蔵
』
が
編
纂
さ
れ
た
際
に
は
碧
霞
元
君
の
経
典
は
一
つ
も
収
録
さ
れ
て
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い
な
か
っ
た
が
、
万
暦
年
間
に
続
刊
さ
れ
た
際
に
は
『
碧
織
元
君
護
国
農
民
尊
志
保
生
妙
経
』
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
期
の
碧
霞
妻
君
信
仰
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
碧
霞
元
素
の
姿
の
定
着
、
も
う
ひ
と
つ
は
碧
霞
元
君
信
仰

の
地
域
的
広
が
り
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
天
順
年
間
に
は
泰
山
の
頂
上
の
女
神
の
名
前
は
碧
銀
元
君
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ

の
姿
は
、
現
在
の
碧
霞
元
君
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
単
独
で
鎮
座
し
て
い
る
か
、
左
右
に
配
置
・
悪
世
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
名
前
の

女
神
を
付
き
従
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
よ
う
や
く
現
在
み
る
よ
う
な
王
子
・
眼
光
の
ふ
た
つ
の
女
神
が
現
れ
る
。

例
え
ば
嘉
靖
四
十
一
年
（
一
五
六
二
）
に
北
京
郊
外
の
碧
霞
元
君
廟
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
天
仙
娘
娘
六
二
」
と
い
う
碑
刻
に
は
、
以
下
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
嘉
靖
三
十
一
年
壬
子
の
歳
に
私
は
寿
蔵
を
万
安
山
の
門
頭
村
に
建
て
た
。
そ
の
工
事
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
休
息
す
る
た
め
の
場
所
が
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、

　
そ
こ
で
、
荘
塁
を
掘
山
村
に
置
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
荘
の
西
側
に
は
か
つ
て
娘
娘
廟
が
一
件
あ
っ
た
。
歳
月
が
経
っ
て
雨
風
に
晒
さ
れ
、
木
は
落
ち
壁
は

　
崩
れ
、
神
像
も
壊
れ
て
し
ま
っ
た
。
お
ま
け
に
そ
の
敷
地
は
手
狭
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
私
は
「
廟
貌
が
整
っ
て
い
な
く
て
ど
う
し
て
神
を
住
ま
わ
す

　
　
こ
と
が
で
き
よ
う
。
神
像
も
尊
厳
な
く
ど
う
し
て
衆
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私
は
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」
と
嘆
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
で
資
金
を
出
し
て
天
仙
娘
娘
・
眼
光
娘
娘
・
送
生
娘
娘
の
正
殿
三
間
と
両
廟
を
建
て
て
、
諸
神
を
供
え
終
え
た
。

　
天
仙
娘
娘
と
は
つ
ま
り
碧
二
元
鴛
の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
嘉
靖
末
年
ま
で
に
は
眼
光
・
送
生
娘
娘
（
送
子
娘
娘
）
が
碧
隠
元
霜
と
セ

ッ
ト
に
な
っ
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
夏
霞
元
君
信
仰
の
広
が
り
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
宋
代
か
ら
明
初
に
い
た
る
ま
で
、
泰
山
の
婦
女
と
そ
れ
を
祀
っ
た
廟
は
＝
疋
の
信
仰
を
集
め

て
い
た
。
そ
し
て
、
各
地
に
東
嶽
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
も
多
く
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
各
地
の
東
嶽
廟
と
玉
女
の
信
仰

は
、
管
見
の
限
り
は
関
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
泰
山
の
子
女
に
つ
い
て
泰
山
の
外
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
か
ら
そ
の
よ
う
な
状
況
に
変
化
が
生
じ
る
。
特
に
顕
著
な
こ
と
は
舌
車
元
三
の
行
宮
が
各
地
に
次
々
と
建
て
ら
れ

て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
前
は
「
碧
蔦
元
君
行
宮
」
「
薄
霞
宮
」
な
ど
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
も
の
が
多
い
が
、
「
泰
山
宮
」
「
泰
山
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⑲

殿
」
と
い
っ
た
名
前
で
建
て
ら
れ
た
廟
も
、
そ
の
多
く
が
碧
霞
元
霜
を
奪
っ
た
も
の
で
あ
る
。
玉
女
は
泰
山
の
名
前
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
が
、

こ
の
時
期
に
は
す
で
に
泰
山
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
廟
に
碧
霞
元
君
は
祀
ら
れ
、
地
域
住
民
の
信
仰
を
集
め

た
。
誓
事
元
君
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
四
月
十
八
日
に
な
る
と
、
華
北
を
中
心
と
す
る
多
く
の
地
域
で
盛
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

確
認
さ
れ
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
天
啓
年
間
の
「
藍
建
一
天
門
碧
翻
意
君
行
宮
碑
」
と
い
う
碑
文
に
「
元
君
行
宮
遍
宇
内
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

書
か
れ
る
よ
う
に
、
至
る
所
に
碧
霞
元
看
の
廟
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
う
い
つ
た
碧
霞
元
鱈
廟
の
広
が
り
方

に
は
あ
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
北
京
か
ら
江
南
ま
で
大
運
河
沿
い
に
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
顧
頷
剛
ら
の
研
究
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

碧
霞
元
君
は
華
北
最
大
の
女
神
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
無
塩
な
ど
の
江
南
の
運
河
沿
い
に
も
碧
霞
元
君
廟
は
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
反
面
、
実
は

幹
線
を
外
れ
る
と
、
華
北
で
あ
っ
て
も
碧
霞
元
鱈
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
地
方
志
を
見
る
限
り
で
は
、
河
南
に
は
あ
る
て
い
ど

碧
霞
元
押
廟
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
山
西
や
陳
西
に
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
。
山
西
や
陳
西
は
、
泰
山
へ
巡
礼
す
る
人
も
少
な
く
、
巡
礼
と
言
え

ば
武
当
山
で
あ
っ
た
。
現
在
、
東
北
に
は
数
多
く
の
夕
霞
聖
君
廟
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
曇
霞
母
君
を
信
仰
し
て
い
る
由
東
省
の
人
び
と

が
清
末
以
降
に
移
住
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
た
め
で
、
現
地
に
住
ん
で
い
た
人
々
が
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
運
河
と
い
う
莫
大
な
財
と
人
を
動
か
す
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
存
在
が
、
人
び
と
の
信
仰
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
可
能
性

を
示
唆
す
る
。

　
碧
霞
母
君
を
祀
っ
た
廟
は
、
多
く
の
地
方
志
で
そ
の
起
源
を
嘉
靖
年
代
以
降
に
求
め
、
そ
れ
以
前
か
ら
建
て
ら
れ
て
い
た
と
す
る
も
の
は
ほ

ぼ
皆
無
で
あ
る
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
と
も
と
廟
が
建
て
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
碧
早
早
漕
を
祀
っ
た
場
所
で
は
な
く
、
明
末

以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
碧
霞
聖
君
廟
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
記
録
で
あ
る
。
や
は
り
碧
霞
元
君
が
民
衆
の
圧
倒
的
な
支
持
を
集
め
、

人
々
が
そ
こ
に
殺
到
し
始
め
た
の
は
明
代
中
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
事
実
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
我
々
が
ま
ず
考
察
を
加
え
る
べ
き
は
、
幾
代
で
も
民
国
で
も
な
く
あ
く
ま
で
も
こ
の
明
代
初
期
か

ら
明
代
中
期
に
か
け
て
の
時
代
状
況
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
転
機
は
宋
代
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
時
期
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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清
代
や
民
国
の
史
料
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
碧
五
型
君
信
仰
は
、
明
中
期
ま
で
の
信
仰
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
明
中
期
ま
で
の
碧
霞
元
君
に
対
す
る
記
述
は
き
わ
め
て
淡
泊
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
民
衆
の
信
仰
の
高
ま
り
の
中
、
士
大
夫
た
ち
は

碧
窯
元
慰
に
つ
い
て
詳
し
く
語
り
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
章
に
お
い
て
、
そ
の
時
期
の
士
大
夫
の
目
に
碧
霞
元
君
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て

い
た
の
か
論
じ
て
み
た
い
。

泰山娘娘の登場（石野）

①
　
　
『
鮮
血
通
考
臨
調
九
十
「
郊
社
考
」
。

　
　
泰
山
玉
女
池
在
太
平
頂
、
池
鰐
有
石
像
、
泉
源
素
置
上
濁
。
東
封
先
螢
頓
置
、

　
　
泉
忽
濡
涌
、
上
徒
昇
山
、
其
流
質
贋
、
煮
冷
可
肇
、
味
甚
甘
美
。
経
度
制
置
使

　
　
王
欽
若
請
俊
治
之
。
避
止
催
折
、
詔
皇
城
使
劉
承
珪
易
以
玉
石
。
既
成
、
上
與

　
　
近
臣
臨
観
、
遣
使
磐
石
為
寵
、
奉
謡
本
所
、
令
品
目
致
祭
、
上
為
彊
記
。

　
な
お
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
七
十
に
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、

　
多
少
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
一
部
の
文
字
を
改
め
て
読
み
直
し

　
た
。
『
績
資
治
通
鑑
長
編
睡
の
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
泰
山
玉
女
池
在
太
平
頂
、
泉
源
素
太
東
濁
。
初
鶏
蕪
菜
山
下
、
醗
泉
登
、
池
水

　
　
亦
漂
、
及
工
仁
心
山
、
南
流
自
慶
、
清
批
可
成
、
味
甚
営
為
、
心
頼
以
済
。
王

　
　
欽
若
請
凌
治
之
、
池
測
有
石
像
、
頗
叢
叢
、
詔
劉
承
圭
易
以
玉
石
。
既
成
、
上

　
　
輿
輔
臣
臨
観
。
辛
酉
、
遣
使
磐
石
為
舘
、
奉
置
薔
所
、
令
欽
若
致
祭
。

②
沢
田
瑞
穂
前
掲
書
。

③
葉
濤
声
泰
山
香
社
研
究
駒
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
七
七
一
八
三

　
頁
。

④
噸
帝
京
景
物
略
』
巻
三
門
弘
仁
橋
」
。

⑤
明
人
の
高
晦
は
「
三
女
考
」
（
嘉
靖
『
泰
山
志
』
無
二
）
と
い
う
文
章
の
中
で
劉

　
萬
錫
の
「
送
東
白
張
練
師
」
と
い
う
詩
の
「
久
事
亡
君
住
翠
微
」
と
い
う
一
節
に

　
「
出
面
」
と
い
う
醤
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
李
白
の
「
遊
泰
山
」
と
い
う

　
詩
の
一
落
に
「
玉
女
四
五
人
、
瓢
瓢
下
九
核
扁
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
唐
代
か
ら
す
で
に
野
島
墨
流
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま

　
ま
踏
襲
す
る
先
行
研
究
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
劉
禺
錫
の
詩
に
現
れ
る
コ
兀

　
翼
」
は
あ
く
ま
で
も
修
行
を
積
ん
だ
仙
女
と
い
う
一
般
名
詞
と
し
て
の
用
法
で
し

　
か
な
い
。
明
清
の
文
献
で
「
元
押
」
と
い
え
ば
碧
垂
簾
霜
を
指
す
こ
と
が
多
い
と

　
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
古
い
時
代
に
遡
っ
て
適
用
す
る
わ
け
に
は
い

　
か
な
い
。
ま
た
李
白
の
言
う
門
玉
繭
」
も
あ
く
ま
で
も
道
教
の
神
様
の
側
仕
え
を

　
す
る
仙
女
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
し
か
な
い
。
や
は
り
源
流
は
あ
く
ま
で
も
北

　
宋
の
真
宗
の
封
禅
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑥
沢
田
瑞
穂
前
掲
書
。

⑦
『
夷
堅
志
臨
支
癸
巻
一
「
趙
雌
鶏
遊
岱
岳
」
。

⑧
こ
の
よ
う
な
例
は
普
陀
山
な
ど
の
聖
地
へ
の
お
参
り
に
つ
い
て
記
し
た
白
話
小

　
説
に
も
時
折
見
ら
れ
る
。
『
後
金
瓶
梅
』
で
は
普
陀
山
に
お
参
り
に
行
く
場
面
が
、

　
大
き
な
役
翻
を
果
た
し
て
い
る
が
、
寺
廟
な
ど
の
位
置
が
実
際
の
状
況
と
皿
致
し

　
な
い
。

⑨
北
京
の
妙
峰
山
の
廟
会
は
四
月
八
日
前
後
に
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
碧
霞
元
君

　
の
誕
生
日
と
仏
誕
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑳
『
山
左
金
石
志
』
巻
十
七
「
劉
衰
岱
頂
題
名
」
。

⑪
糊
山
左
金
石
志
』
巻
十
七
「
岱
頂
題
名
十
一
種
」
。

⑫
な
お
、
元
代
の
黒
雲
傑
の
遊
記
に
は
至
元
重
脚
継
三
日
に
泰
山
に
登
っ
た
こ
と

　
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
彼
に
従
っ
た
者
は
三
百
入
。
そ
の
中
で
「
玉
女

　
池
」
を
通
り
過
ぎ
た
こ
と
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
礼
拝
を
す
る
わ
け
で
も

　
な
か
っ
た
（
『
岱
史
幅
巻
十
八
「
登
覧
志
」
）
。
多
か
れ
少
な
か
れ
玉
女
の
綱
に
謁
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す
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
明
代
の
遊
記
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
陳
垣

　
編
纂
、
陳
智
超
・
曽
慶
瑛
校
補
『
道
家
金
石
略
』
（
文
物
出
版
社
、
～
九
入
八

　
年
）
六
四
七
頁
の
「
重
修
東
嶽
簡
里
山
神
祠
碑
漏
に
は
、
東
嶽
以
外
の
神
は
祀
典

　
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
篇
里
山
の
廟
を
修
復
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

　
お
そ
ら
く
玉
女
も
祀
典
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
た
と
え
ば
沢
田
瑞
穂
氏
は
、
碧
霞
元
君
は
宋
代
か
ら
存
在
す
る
神
で
、
本
来
は

　
碧
霞
玄
君
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
康
煕
帝
の
名
を
避
け
て
コ
兀
君
」
に
な
っ
た

　
の
だ
と
述
べ
る
が
、
明
代
の
文
献
に
は
す
で
に
「
元
君
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ

　
の
説
は
誤
り
で
あ
る
。
実
際
に
宋
代
の
碑
刻
の
拓
本
を
も
と
に
碧
霞
一
7
6
君
と
い
う

　
名
前
が
斜
懸
に
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
と
す
る
研
究
も
あ
っ
た
が
、
拓
本
中
に

　
宋
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
地
名
や
職
官
名
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
明
末
の
偽
刻

　
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
（
閏
山
川
「
碧
粟
田
蟻
封
号
問
題
的
新

　
考
辮
」
一
世
界
宗
教
研
究
扇
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）
。

⑭
　
　
『
明
実
録
漏
太
祖
実
録
巻
五
三
、
洪
武
三
年
六
月
癸
亥
。

⑮
　
こ
れ
を
も
っ
て
、
玉
女
と
泰
山
府
君
の
地
位
が
相
対
的
に
狭
ま
り
、
そ
れ
が
碧

　
霞
～
7
5
君
信
仰
の
隆
盛
に
つ
な
が
っ
た
と
霊
平
す
る
研
究
も
あ
る
。

⑯
弘
治
噸
泰
安
州
志
臨
巻
…
門
聖
廟
」
。

⑰
『
明
実
録
徳
英
宗
実
録
巻
二
丑
二
、
正
統
十
年
九
月
乙
亥
。

⑱
全
国
的
な
名
山
に
関
し
て
は
宋
代
以
蒲
か
ら
山
僧
が
編
纂
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

　
の
と
き
に
至
る
ま
で
泰
山
に
つ
い
て
専
門
に
記
さ
れ
た
由
志
は
存
在
し
て
い
な
か

　
つ
た
。
こ
れ
は
泰
山
と
い
う
国
家
の
祭
祀
に
使
わ
れ
る
名
山
は
わ
ざ
わ
ざ
山
志
を

　
作
る
必
要
が
な
か
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
現
在
は
周
郵
駅
の
校

　
注
本
（
周
郵
校
証
『
泰
山
志
校
読
嚇
、
前
山
書
社
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
り
閲
覧

　
は
容
易
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
圏
会
図
書
館
所
蔵
の
北
平
図
書
館
善
本
轡
マ
イ
ク

　
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
構
い
た
。

⑲
弘
治
『
泰
安
州
志
睡
巻
六
。

⑳
弘
治
『
泰
安
州
志
蝕
四
六
整
形
「
重
修
玉
女
祠
記
漏
。

⑳
羅
香
林
前
掲
論
文
な
ど
。

⑫
　
李
裕
「
鮎
苗
総
記
」
（
『
岱
史
無
意
十
八
「
登
簿
志
」
）
。

⑳
　
尚
綱
「
遊
泰
山
記
略
偏
（
㎎
岱
史
』
巻
十
八
「
遊
覧
志
」
）
。

⑳
　
弘
治
『
泰
安
州
志
臨
巻
六
。

⑮
　
劉
定
之
「
重
修
玉
璽
記
」
（
弘
治
『
泰
安
州
志
㎏
巻
六
）
。

⑯
　
弘
治
噸
泰
安
州
志
瞼
巻
一
「
祠
廟
」
、
弘
治
『
泰
安
州
志
紬
巻
六
、
歩
龍
「
重

　
修
泰
山
翌
週
記
扁
。

⑳
　
た
と
え
ば
、
頂
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
玉
本
願
の
修
復
に
は
御
馬
下
太
監
の
銭

　
喜
が
そ
の
責
任
者
に
当
て
ら
れ
た
。

⑳
　
　
隅
謙
齋
写
録
輪
巻
二
。
な
お
こ
の
文
章
に
関
し
て
は
碑
刻
の
現
物
が
泰
山
に
残

　
っ
て
い
る
。
（
門
重
訂
夏
霞
霊
態
書
記
碑
」
、
『
泰
山
石
刻
撫
八
四
一
頁
）
。

⑳
　
韻
書
『
泰
山
志
』
巻
二
「
廟
宇
」
。

⑳
門
明
実
録
隔
武
宗
実
録
巻
＝
二
九
、
正
徳
十
｝
年
秋
七
月
甲
申
。
な
お
『
績
文

　
献
通
考
臨
巻
二
四
「
征
椎
考
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
太
監
の
名

　
前
が
黎
鑑
で
は
な
く
黎
雅
に
な
っ
て
い
る
。

⑳
『
明
実
録
輪
武
宗
実
録
巻
一
六
三
、
正
徳
十
三
年
六
月
辛
未
。

⑫
　
な
お
『
泰
安
州
志
翫
の
冒
頭
に
は
州
城
な
ど
の
図
と
と
も
に
、
泰
山
の
全
体
像

　
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
数
多
く
の
購
の
名
前
が
書
か
れ
て
お
り
、
頂
上
に

　
は
玉
女
寺
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
「
碧
霞
」
の
名
前
が
こ
こ
に
現
れ
る
こ
と

　
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
嘉
靖
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
山
志
で
も
同
様
で
、
こ
の
と
き

　
に
は
す
で
に
豊
田
元
君
の
名
が
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

　
ら
ず
、
図
に
は
「
霊
早
宮
」
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
図
に
「
碧
霞
」
の
名
前
が

　
現
れ
る
の
は
万
暦
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
岱
史
』
が
最
初
で
あ
っ
た
。

⑱
　
　
胃
泰
由
論
述
記
開
巻
轟
ハ
。

⑭
　
嘉
靖
『
泰
山
志
輪
巻
二
「
祠
廟
」
。
隆
慶
年
間
ま
で
に
は
碧
霞
元
君
が
こ
の
場

　
所
で
修
行
し
た
と
い
う
伝
説
が
で
き
あ
が
り
、
そ
れ
が
語
々
の
問
に
広
が
り
始
め

　
た
結
果
、
実
際
に
そ
の
場
所
に
建
築
物
が
建
ち
、
一
部
の
入
々
に
よ
っ
て
参
詣
さ
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れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
清
代
に
な
る
と
曇
霞
二
君
の
墓
ま
で
出
来
上
が

　
る
。
（
凹
泰
山
石
刻
挽
一
三
九
六
頁
）
。

⑮
　
　
噸
岱
史
㎏
巻
十
三
「
重
税
志
」
。

⑳
　
　
門
岱
史
隔
巻
九
「
霊
宇
記
扁
。

⑰
　
　
『
張
太
岳
文
集
撫
巻
三
十
三
「
寄
山
東
凡
百
楊
本
立
雷
凶
事
乃
告
終
之
兆
」
。

⑳
　
　
鯉
北
京
図
書
館
藏
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
羅
編
晦
第
五
十
六
冊
、
七
六
頁
。

⑲
　
　
『
甘
巣
小
志
慢
罵
三
。

⑳
　
　
噛
岱
史
撫
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
馬
遷
「
泰
山
別
冊
紀
勝
碑
」
（
道
光
『
臨
邑

　
県
志
睡
巻
一
五
）
、
順
治
咽
招
遠
県
志
幽
巻
三
「
寺
領
」
な
ど
数
多
く
の
史
料
が

　
あ
る
。

⑳
『
泰
山
石
刻
臨
六
九
三
頁
。

⑫
　
顧
至
剛
前
掲
書
。
羅
香
林
前
掲
論
文
。

第
二
章
　
明
末
士
大
夫
の
碧
霞
元
君
観

泰山娘娘の登場（石野）

漆
工
元
君
の
信
仰
の
高
ま
り
は
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
、
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
末
に
お
い
て
た
い
へ
ん
多
く

の
士
大
夫
が
こ
の
女
神
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
何
者
で
あ
る
の
か
理
解
で
き
る
者
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
｝
般
に
は
碧
霞
驚
異
は
泰
山
府
君
の
娘
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
。
近
年
の
研
究
で
も
、
そ
れ
を
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
②

め
て
い
る
も
の
は
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
当
時
の
文
献
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
士
大
夫
た
ち
に
は
か
な
り
懐
疑
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
羅
香
林
は
碧
霞
元
鷺
の
起
源
に
関
し
て
、
四
つ
の
説
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
①
泰
山
府
君
の
娘
、
②
黄
帝
の
娘
、
③
華
山
の

玉
女
の
娘
、
④
民
間
の
女
性
で
あ
っ
た
。
羅
香
林
は
こ
れ
ら
の
説
を
並
列
的
に
並
べ
た
上
で
、
独
自
の
結
論
を
導
き
出
す
。
こ
の
結
論
に
つ
い

て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
興
味
深
い
の
は
こ
れ
ら
の
説
が
全
て
揃
う
の
が
、
嘉
靖
年
間
か
ら
万
暦
年
間
に
か
け
て
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
以
下
に
個
々
の
説
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
こ
と
で
当
時
の
士
大
美
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
ず
は
概
説
な
ど
で
も
よ
く
紹
介
さ
れ
る
泰
山
内
君
の
娘
と
い
う
説
に
つ
い
て
検
証
し
よ
う
。
羅
香
林
は
、
北
方
の
民
衆
の
多
く
が
碧
霞
元

君
は
泰
山
器
量
の
娘
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
と
し
、
北
京
の
朝
陽
門
大
照
（
つ
ま
り
東
嶽
廟
が
あ
る
通
り
で
あ
る
）
の
茶
館
の
番
頭
か
ら
聞
い
た

話
と
し
て
「
蔵
置
元
気
は
も
と
も
と
玉
江
と
い
う
名
前
で
、
泰
山
府
君
と
と
も
に
泰
山
に
住
ん
で
い
た
。
人
々
は
か
つ
て
石
像
を
彫
っ
て
泰
山
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の
玉
女
池
に
置
い
た
。
後
に
宋
朝
の
皇
帝
が
泰
山
で
封
禅
を
行
っ
た
際
に
玉
女
の
石
像
を
見
て
、
そ
こ
で
彼
女
を
天
仙
玉
女
と
し
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
山
東
通
志
』
の
記
載
と
符
合
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
記
載
は
『
文
献
知
嚢
』
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
山
東
通
志
』
の
記
述
を
虚
心
に
読
め
ば
、
玉
女
は
あ
く
ま
で
も
一
般

名
詞
で
あ
り
、
泰
山
府
君
と
玉
女
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
何
一
つ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
か
る
の
は
罠
胆
嚢
に
北
京
の
街
の

人
々
が
こ
の
説
を
信
じ
て
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
碧
霞
藩
吏
は
泰
山
聖
君
の
娘
で
あ
る
と
い
う
説
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
元
代
に
刊
刻
さ
れ
た
『
新
編
宰
相
捜
神
広
記
』
の
「
東
嶽
」
の
項

目
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
泰
山
府
君
の
息
子
が
数
人
列
挙
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
最
後
に
、
泰
山
聖
君
に
は
娘
も
い
て
そ
れ
は
泰
山
の
頂
上
に
あ

る
娘
娘
で
あ
る
、
と
い
う
一
行
に
も
満
た
な
い
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
が
泰
山
の
二
女
を
泰
山
聖
君
の
娘
と
関
連
づ
け
た
初
め
て
の
文
献
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
書
物
を
引
用
し
て
議
論
す
る
士
大
夫
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
影
響
力
が
極
め
て
小
さ
い
書
物
で
あ
っ
た
か
、
士
大
夫
が
こ

の
よ
う
な
俗
書
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
を
偉
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
代
以
降
こ
の
よ
う
な
話
が
広
ま
り
、
多
く
の
民
衆
に
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
泰
山
の
頂
上
に
は
玉
溜
池
と
い
う
場
所
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
玉
眼
の
像
が
あ
っ
た
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
は
別
々
の
事
柄
に
過
ぎ
な
い
。
も
と
も
と
泰
山
単
玉
の
娘
と
し

て
登
場
し
た
神
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
碧
霞
聖
君
と
泰
山
府
君
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
文
献
は
多
い
の
で
、
巷
閥
で
は
碧
胸
元
君
は
泰
山
の
娘
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
③

い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
士
大
夫
は
少
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
碧
霞
元
君
の
由
来
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

語
る
際
、
多
く
は
こ
の
説
に
全
く
触
れ
な
い
か
、
こ
の
説
を
荒
唐
無
稽
と
退
け
て
自
説
を
展
開
す
る
。
少
な
く
と
も
、
「
碧
霞
元
君
は
東
嶽
の

娘
で
あ
る
」
と
い
う
説
を
そ
の
ま
ま
主
張
し
た
言
論
は
、
明
代
に
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
。
泰
山
府
君
に
娘
が
い
る
と
い
う
記
述
は
古

い
文
献
に
は
ま
っ
た
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
巷
間
で
語
ら
れ
る
荒
唐
無
稽
な
話
を
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
う
考
え
た
彼
ら
は
、
こ
の
説
に
異
を
唱
え
た
の
で
あ
っ
た
。
国
家
の
妙
典
に
入
れ
る
た
め
の
条
件
は
、
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
神
、
国
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家
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
の
大
き
い
神
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
文
献
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
荊
冠
元
君
と
い
う
神
は
皇
帝
や
皇
后

の
庇
護
を
受
け
て
、
し
ば
し
ば
祭
祀
も
執
り
行
わ
れ
る
の
で
こ
れ
を
否
定
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
う
な
る
と
士
大
夫
の
側
が
で
き
る
こ

と
は
た
だ
一
つ
、
民
間
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
話
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
話
は
誰

で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
故
事
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
代
表
的
な
説
は
、
羅
香
林
が
二
番
目
に
挙
げ
る
「
黄
帝
が
七
人
の
娘
を
遣
わ
し
て
西
昆
真
人
を
迎
え
た
」
と
い
う

故
事
を
持
ち
出
し
て
、
翠
霞
元
君
は
そ
の
中
の
一
人
な
の
だ
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
故
事
の
出
典
は
宋
の
李
誇
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
瑞
池
記
」
と
い
う
文
章
で
、
か
な
り
多
く
の
士
大
夫
に
支
持
さ
れ
る
説
で
あ
っ
た
。
『
五
雲
組
』
の
文
章
か
ら
見
て
も
、
碧
霞
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

君
は
そ
れ
ま
で
民
間
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
泰
山
府
君
と
は
関
係
な
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
説
が
成
立
し
た
理
由
を
直
接
説
明
す
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
可
能
性
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
碧
霞
元
霜
は
祀
典
に

入
っ
て
い
な
い
神
様
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
淫
祠
で
あ
っ
た
。
東
嶽
の
娘
で
あ
る
と
い
う
説
は
お
そ
ら
く
は
民
間
で
広
ま
っ
て
い
た
俗
説
で

あ
り
、
何
の
根
拠
も
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
自
が
怪
し
い
神
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
も
は
や
多
く
の
民
衆
が
信
仰
を
し
て
し

ま
っ
て
い
る
神
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
香
税
を
徴
収
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
ぐ
る
み
で
馬
鐸
元
君
を
神
と
し
て
認
め
た
も

同
然
で
あ
っ
た
。
確
か
に
国
家
や
地
方
で
祀
る
べ
き
祀
典
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
霊
験
の
あ
ら
た
か
さ
は
、

多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
地
方
か
ら
霊
験
を
上
奏
す
る
ま
で
も
な
く
、
万
暦
年
間
に
は
張
居
正
も
皇
帝
も
そ
の
碧
霞
肝

心
の
も
と
へ
使
い
を
送
っ
て
そ
の
霊
験
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
庶
民
た
ち
の
信
仰
は
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
中
で
、
や
は
り
自
然
と
士
大
夫
た
ち
も
納
得
で
き
る
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
三
つ
目
に
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
道
教
の
経
典
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
、
曇
霞
元
霜
は
華
山
の
雌
蕊
で
あ
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
説
を

紹
介
し
た
の
は
王
世
貞
で
あ
る
が
、
彼
も
「
（
碧
霞
）
元
君
は
ど
の
よ
う
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
華
山
の
心
労
だ
と
い
う
者
が
い
る
」
と
そ
の
説
を
述
べ
る
。
そ
の
説
が
正
し
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
な
く
、
世
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
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⑧

が
言
わ
れ
て
い
る
、
と
紹
介
す
る
だ
け
で
あ
る
。
王
士
性
な
ど
も
遊
記
で
簡
単
に
そ
の
説
に
触
れ
る
。
彼
の
文
章
は
『
海
内
奇
観
』
な
ど
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
明
末
の
一
時
期
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
説
に
触
れ
る
士
大
夫
は
多
い
が
、
誰
も
詳
し
い
内
容
に
触
れ
る
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
ど
の
文
献
に
書
い
て
あ
る
と
言
う
こ
と
も

な
い
。
泰
山
を
訪
れ
た
者
は
誰
一
人
と
し
て
碧
長
元
君
と
は
何
か
理
解
で
き
ず
、
み
な
怪
誘
そ
う
に
こ
の
神
を
語
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
碧
霞

元
君
と
は
い
つ
の
間
に
か
泰
山
の
頂
上
に
鎮
座
す
る
よ
う
に
な
っ
た
不
思
議
な
女
神
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
顧
炎
武
は
碧
霞
元
君
に
つ
い
て
の
様
々
な
言
説
の
乱
立
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
泰
山
頂
上
の
碧
霞
元
君
は
宋
の
真
宗
が
封
じ
た
も
の
で
あ
り
、
世
間
の
溶
々
の
多
く
は
泰
山
の
娘
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
の
文
人
は
そ
の
説
に
根
拠
が
な

　
　
い
こ
と
を
知
り
、
黄
帝
が
玉
響
を
使
わ
し
た
と
い
う
物
語
を
作
り
上
げ
て
付
会
し
た
。
当
時
、
真
宗
が
ど
う
い
う
理
由
で
褒
癒
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

　
も
と
も
と
泰
山
の
娘
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
考
証
し
て
み
る
と
、
心
学
は
宋
の
時
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
泰
山
の
娘
と
い
う
説
は
晋
の
こ
ろ
か
ら

　
す
で
に
あ
っ
た
。
張
華
の
博
物
志
に
は
「
〔
周
の
〕
文
王
は
太
公
（
太
公
望
）
を
灌
壇
の
令
と
し
、
一
年
の
あ
い
だ
、
〔
善
政
が
行
わ
れ
た
た
め
〕
風
が
ま
つ

　
た
く
音
を
鳴
ら
さ
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
商
圏
は
夢
で
婦
人
が
路
上
で
泣
い
て
い
る
の
を
み
た
。
理
由
を
問
う
と
「
私
は
東
海
泰
山
の
各
誌
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
嫁
い
で
西
海
の
妻
と
な
り
ま
し
た
。
東
に
里
帰
り
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
が
灌
壇
の
令
が
私
の
道
を
塞
い
で
お
り
ま
す
。
太
公
は
徳
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
私

　
　
は
暴
風
疾
雨
を
も
た
ら
し
て
通
り
過
ぎ
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
」
文
王
は
夢
か
ら
覚
め
、
翌
日
に
太
公
を
召
し
た
。
す
る
と
三
日
三
晩
、
疾
瓜
と
縢

　
　
雨
が
西
か
ら
や
っ
て
き
た
。
文
士
は
そ
こ
で
太
公
に
大
司
馬
の
位
を
授
け
た
。
」
と
い
う
の
が
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
干
賓
の
『
捜
神
言
』
に
、
後
漢
の
胡
母

　
班
が
嘗
て
泰
山
の
そ
ば
に
至
っ
た
際
に
泰
山
府
君
に
召
さ
れ
て
、
娘
婿
の
河
伯
に
手
紙
を
届
け
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
。
「
黄
河
の
中
流
に
至
り
、
船
を
止
め

　
　
て
召
使
い
を
呼
べ
ば
、
き
っ
と
手
紙
を
取
り
に
来
る
者
が
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
だ
。
」
す
る
と
果
た
し
て
手
紙
を
渡
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
河
伯
の
意
を
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
君
に
伝
え
た
。
こ
れ
が
二
つ
め
の
事
で
あ
る
。

　
顧
講
武
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
民
間
で
「
碧
霞
元
級
は
泰
山
の
娘
」
と
い
う
説
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
多
く
の
士
大
夫
は
事
実
無
根
と

し
て
否
定
す
る
が
、
実
は
全
く
荒
唐
無
稽
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
あ
え
て
牽
強
付
会
し
て
新
し
い
説
を
作
り
上
げ
る
必
要
な
ど
な
い
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
顧
炎
武
の
考
証
そ
の
も
の
は
誤
っ
て
い
る
。
宋
代
に
碧
器
量
君
と
い
う
名
前
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
泰
山
法
面
に
娘
が
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
と
並
々
亡
君
信
仰
を
結
び

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
顧
炎
武
の
議
論
で
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
、
明
末
重
量
の
士
大
夫
た
ち
の
遠
島
金
言
に
関
わ
る
言
説

が
、
ど
れ
も
み
な
充
分
な
裏
付
け
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
こ
の
地
を
巡
礼
し
て
い
る
人
々
の
意
識
の
中
に
は
碧
霞
元
君
と
黄
帝
・
華
田
は
何
の
関
連
づ
け
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
か
ら
、
士
大
夫
の
言
説
を
追
っ
て
い
く
だ
け
で
は
、
碧
霞
元
鴛
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
有
効
な
回
答
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
羅
香
林
が
紹
介
す
る
四
つ
目
の
説
も
民
間
で
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
れ
は
、
明
末
に
な
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
西
大
乗
教
な
ど

の
宝
巻
つ
ま
り
経
典
を
題
材
に
し
た
語
り
物
に
記
さ
れ
て
い
た
以
下
の
よ
う
な
謡
で
あ
っ
た
。
王
思
任
は
万
暦
年
間
に
泰
山
を
訪
れ
た
際
に
こ

の
よ
う
な
興
味
深
い
記
録
を
残
し
て
い
る
。

　
三
軸
門
か
ら
う
ね
う
ね
と
数
里
ゆ
く
と
小
さ
な
村
に
入
っ
た
よ
う
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
山
頂
は
も
う
屋
の
前
で
あ
る
。
私
は
ま
ず
五
帝
に
お
詣
り
し
よ
う

　
と
思
っ
た
の
だ
が
、
道
士
は
碧
講
元
君
の
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
碧
還
元
君
の
始
ま
り
を
考
え
る
に
、
黄
帝
が
泰
山
を
封
じ
た
際
に
、
娘
の
七
人
の
仙

　
女
を
派
遣
し
て
箆
裾
山
の
真
人
を
迎
え
さ
せ
た
が
、
勉
励
は
そ
の
な
か
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
国
軍
細
君
澗
の
前
に
、
「
西
牛
国
石
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
の
娘
が
曹
仙
の
指
を
得
て
、
天
空
山
の
碧
霞
宮
に
入
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
書
い
て
あ
る
が
、
い
っ
た
い
何
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
確
証
任
の
知
識
で
は
碧
霞
元
君
と
は
黄
帝
の
娘
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
碧
霞
元
君
廟
の
前
で
見
た
の
は
石
氏
と
い
う
女
性
が
、

修
行
を
行
っ
た
末
に
仙
人
と
な
っ
て
こ
の
宮
室
に
入
っ
た
と
い
う
奇
妙
な
物
語
で
あ
っ
た
。
細
思
任
が
こ
の
よ
う
な
話
を
知
ら
な
か
っ
た
の
も

無
理
は
な
い
。
こ
れ
は
当
時
広
ま
っ
て
い
た
「
玉
女
巻
」
と
い
う
宝
巻
に
よ
っ
て
民
間
で
語
ら
れ
て
い
た
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
士
大
夫
は
宝
巻

な
ど
に
目
を
通
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
ら
の
蛭
巻
が
節
を
つ
け
て
読
み
上
げ
ら
れ
る
際
に
、
民
衆
に
混
じ
っ
て
耳
を
傾
け
る

と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
王
思
弁
に
と
っ
て
は
愚
民
が
語
る
荒
唐
無
稽
な
話
で
し
が
な
か
っ
た
の
だ
。
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こ
の
よ
う
な
庶
民
の
娘
が
最
終
的
に
碧
霞
元
君
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
説
話
は
現
在
に
な
っ
て
も
山
東
地
方
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
『
泰
山
民

間
故
事
大
観
』
に
紹
介
さ
れ
る
碧
霞
元
君
の
故
事
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
石
敢
当
に
三
人
の
娘
が
あ
り
そ
の
三
女
が
碧
耳
元
君
で
あ
っ
た
。
耳
隠
山
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
彼
女
は
、
あ
る
日
老
婆
に
お
ま
え
は
仙
女
の
生
ま
れ
変
わ

　
り
だ
か
ら
泰
山
へ
行
き
な
さ
い
と
告
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
老
婆
の
率
い
つ
け
通
り
泰
山
に
行
っ
て
自
分
が
履
く
刺
繍
の
靴
を
片
方
埋
め
た
。
本
当
は
柴
王
が

　
先
に
木
魚
を
埋
め
て
い
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
に
埋
め
た
の
で
、
彼
女
が
泰
由
に
一
番
乗
り
し
た
神
様
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
女
が
泰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
山
の
主
と
し
て
玉
皇
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
泰
山
府
君
の
話
は
全
く
出
て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
故
事
は
探
せ
ば
も
っ
と
多
く
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
文
献
に
は
残

ら
な
い
形
で
様
々
な
説
が
村
々
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
以
上
の
よ
う
に
、
碧
霞
元
君
の
出
自
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る
が
、
有
力
な
説
の
多
く
は
明
末
の
文
献
に
初
め
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、

な
ぜ
民
衆
が
碧
霞
男
君
を
信
仰
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
士
大
夫
に
よ
っ
て
辻
褄
が
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
臣
。
爵
凱
○
冨
く
昏
器
。
。
”
鼻
9
昏

②
沢
田
瑞
穂
前
掲
轡
。

③
例
え
ば
沈
～
貫
『
啄
鳴
文
集
撫
巻
五
な
ど
。

④
王
士
性
「
岱
遊
記
」
（
『
岱
史
輪
巻
～
八
）
、
土
煙
潮
「
登
山
記
」
（
『
旧
史
下
巻

　
一
八
）
。

⑤
陳
文
燭
「
遊
泰
山
記
」
（
『
岱
史
』
巻
一
八
）
、
楊
時
喬
「
泰
山
文
藻
刻
」
（
噸
岱

　
史
即
事
一
八
）
。

⑥
謝
肇
澗
『
錯
雑
組
』
巻
囮
。

⑦
王
世
貞
『
鼻
州
四
部
稿
』
巻
一
七
西
。

⑧
王
士
性
『
五
嶽
遊
草
輪
巻
｝
。

⑨
陳
汝
鋳
『
甘
露
園
短
書
隔
巻
六
「
岱
嶽
」
。

⑩
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
二
五
「
湘
君
」
。

⑪
王
思
任
『
文
飯
小
品
島
巻
四
「
観
泰
山
記
」
。

⑫
陶
陽
・
徐
紀
民
・
呉
綿
編
『
泰
山
罠
間
故
事
大
観
輪
「
泰
山
女
神
碧
霞
元
君
的

　
来
歴
」
（
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
。

⑬
そ
の
他
に
も
地
域
に
よ
っ
て
泰
山
府
君
の
母
や
夫
入
な
ど
様
々
な
説
が
で
き
あ

　
が
っ
て
い
っ
た
。
（
黄
中
堅
噸
畜
齋
二
集
隔
巻
五
「
募
建
碧
設
備
君
行
宮
扁
）
。
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第
三
章
　
民
衆
に
と
っ
て
の
碧
霞
元
君

　
我
々
が
第
二
章
ま
で
に
見
て
き
た
の
は
士
肝
炎
の
目
か
ら
見
た
碧
諸
元
君
信
仰
で
あ
っ
た
。
民
衆
が
自
ら
の
言
葉
で
直
接
信
仰
に
つ
い
て
告

白
す
る
こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
士
大
夫
の
目
を
通
し
て
観
察
す
る
は
か
な
か
っ
た
。
で
は
、
碧
首
元
君
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
は
こ
れ
以

上
接
近
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
羅
香
林
の
議
論
を
手
が
か
り
に
現
時
点
で
筆
者
が
注
目
し
て
い
る
二
つ
の
点
を
指

摘
し
今
後
の
女
神
研
究
の
可
能
性
を
探
り
た
い
。

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
羅
香
林
は
当
時
の
限
ら
れ
た
研
究
環
境
の
中
で
、
碧
霞
元
君
に
か
か
わ
る
多
く
の
史
料
を
見
つ
け
出
し
、
碧
霞
元
君

の
出
自
に
つ
い
て
の
説
が
い
く
つ
か
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
羅
香
林
が
も
っ
と
も
自
信
を
持
っ
て
提
示
し
た
の
は
四
番
目
の
説
、
民
間
の
女
性
が
納
豆
元
君
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
あ
っ

た
。
彼
は
地
位
の
低
い
女
性
た
ち
が
男
性
の
許
可
な
し
に
は
行
動
が
で
き
ず
、
何
か
苦
し
み
が
あ
っ
て
も
自
由
に
外
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
中
で
、
三
姑
六
婆
が
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
慈
姑
心
惑
と
は
、
落
丁
（
尼
僧
）
・
道
下
（
女
道
士
）
・
卦
姑
（
占
い
師
）
の
三
姑
と
牙
婆
・
悪
婆
・
師
婆
・
慶
婆
・
薬
婆
・
穏
婆
の
六
婆
の
総

　
　
　
①

称
で
あ
る
。
牙
婆
は
人
身
売
買
の
仲
介
人
、
媒
婆
は
仲
人
、
師
婆
は
女
性
の
シ
ャ
ー
マ
ン
、
慶
婆
は
妓
楼
の
お
か
み
、
薬
婆
は
薬
を
処
方
す
る

女
性
、
穏
婆
は
産
婆
で
あ
る
。
女
性
の
宗
教
者
と
自
ら
の
技
術
で
稼
ぎ
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
女
性
た
ち
と
言
え
よ
う
。
彼
女
た
ち
は
、
「
口

が
達
者
で
巧
み
に
人
を
丸
め
込
む
」
と
か
「
い
つ
も
金
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
」
な
ど
と
郷
楡
さ
れ
、
士
大
夫
た
ち
か
ら
蔑
ま
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
社
会
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
二
〇
世
紀
初
頭
に
生
ま
れ
、
後
に
客
位
研
究
な
ど
で
多
大
な
業
績
を
残
す
こ
と
に
な
る
羅
香
林
は
広
東
省
で
育
っ
た
子
供
の
頃
、
家
の
女
性

が
よ
く
三
姑
六
婆
の
話
を
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
羅
香
林
は
自
ら
の
経
験
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

　
幼
い
頃
、
村
で
は
わ
い
わ
い
が
や
が
や
と
仙
婆
を
連
れ
て
き
て
関
鬼
・
扶
拮
・
魂
童
を
し
よ
う
、
と
か
薬
婆
を
呼
ん
で
き
て
暖
騰
・
放
火
・
南
風
を
し
よ
う
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と
か
い
っ
た
問
題
を
話
し
合
っ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は
暇
が
あ
れ
ば
集
ま
っ
て
誰
々
の
夫
が
好
い
と
か
運
勢
が
好
い
と
か
話
し
た
り
、
ど
の
仙
婆
の
関
鬼
の

　
霊
験
が
よ
い
と
か
、
ど
の
薬
婆
の
捉
癌
の
や
り
方
が
優
れ
て
い
る
な
ど
と
語
っ
た
り
し
、
仙
婆
や
薬
婆
の
影
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
と
き
は
な
か
っ
た
。
も
し

　
も
彼
女
た
ち
の
間
で
も
っ
と
も
御
利
益
の
あ
る
仙
婆
が
死
ん
だ
ら
、
彼
女
た
ち
は
き
っ
と
そ
の
死
を
惜
し
ん
で
、
彼
女
の
た
め
に
廟
を
建
て
て
祀
っ
た
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ろ
う
。
農
村
の
様
々
な
不
可
思
議
な
仙
億
宮
や
聖
母
宮
は
、
；
繭
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
大
半
が
こ
の
よ
う
に
し
て
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
自
身
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
説
に
資
料
的
裏
付
け
は
な
い
。
彼
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
周
囲
の
女
性
は
三
姑
六
婆
を
大
事
に
し
て
い

た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
三
聖
六
婆
た
ち
が
廟
に
肥
ら
れ
る
の
を
見
た
と
は
書
い
て
は
い
な
い
。
し
か
も
彼
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
華
北
か
ら
遠

く
離
れ
た
広
東
の
地
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
仮
に
羅
香
林
の
仮
説
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
三
姑
六
籍
を
信
仰
す
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
文
献
に
は
残
ら
な
い
。
か

り
に
三
筆
六
婆
を
信
仰
す
る
と
す
れ
ば
、
間
違
い
な
く
そ
れ
は
淫
祠
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
亡
く
な
っ
た
無
頼
や
訟
師
と
い
っ
た
人
々
が
、

少
な
く
と
も
表
面
上
は
信
仰
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
い
く
ら
霊
験
が
あ
ら
た
か
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
堂
々

と
信
仰
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
碧
霞
元
君
は
民
間
の
女
性
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
「
身
近
な
人
間
を
祭
祀
し
た
こ
と
が
起
源
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

観
点
は
無
視
で
き
な
い
。
三
悪
六
婆
と
く
に
六
婆
の
仕
事
を
見
て
み
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
彼
女
た
ち
の
従
事
し
て
い
る
職
業

に
医
療
に
関
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
中
国
社
会
で
は
女
性
が
男
性
の
医
者
に
診
て
も
ら
う
こ
と
を
よ
し
と
し
な

い
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
『
醒
世
恒
言
』
の
～
節
に
は
、
あ
る
男
の
娘
の
病
気
が
ど
う
し
て
も
治
ら
ず
仕
方
な
く
何
人
も
の
男
の
医
者
を
呼
ん
で
く
る
場
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
あ
る
。
こ
こ
で
、
医
者
に
応
対
す
る
の
は
父
親
自
身
で
あ
っ
た
。
家
の
女
性
だ
け
で
男
の
医
者
に
応
対
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
女
性
た
ち
に
と
っ
て
三
姑
六
根
は
そ
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
『
野
拙
漫
言
』
の
他
の
場
面
に
は
「
王
百
会
」
と
言
う
三

　
　
　
　
　
　
　
⑤

美
方
婆
が
登
場
す
る
。
さ
し
ず
め
「
な
ん
で
も
で
き
る
王
お
ば
さ
ん
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
は
産
婆
・
針
仕
事
・
結
婚
斡
旋
、
そ
し
て
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さ
ら
に
は
脈
ま
で
診
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
は
家
か
ら
自
由
に
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
性
の
た
め
に
様
々
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
・
轟
な
の
は
医
療
は
出
産
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
翰
・
男
の
子
を
授
か
る
》
」
と
は
中
国
の
民
衆
の
誰
も
が
望

む
こ
と
で
あ
っ
た
。
男
性
か
ら
見
れ
ば
跡
継
ぎ
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
女
性
か
ら
み
れ
ば
老
後
を
支
え
て
く
れ
る
の
は
息
子
し
か
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
子
供
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
夫
婦
も
存
在
す
る
。
産
ま
れ
て
く
る
子
供
が
か
な
ら
ず
し
も
男
の
子
と
も
限
ら

な
い
。
三
十
～
四
十
歳
に
な
っ
て
も
男
の
子
を
得
ら
れ
な
い
夫
婦
た
ち
が
寺
廟
に
行
っ
て
子
供
を
授
か
る
よ
う
祈
る
こ
と
は
日
常
的
に
行
わ
れ

て
お
り
、
病
気
の
治
癒
と
並
ん
で
も
っ
と
も
多
い
願
い
事
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
彼
女
た
ち
は
な
に
も
せ
ず
に
神
頼
み
に
走
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
身
近
に
い
る
医
療
従
事
者
と
く
に
三
姑
六
婆
を
頼
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
そ
う
い
っ
た
人
々
が
周
囲
に
い
な
か
っ
た
り
、
八
方
手
を
尽
く
し
て
も
子
供
が
授
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
が

あ
る
。
そ
う
い
っ
た
場
合
に
な
っ
た
と
き
彼
女
た
ち
は
碧
霞
元
君
な
ど
の
女
神
に
相
談
し
に
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
碧
霞
心
急
の
廟
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
く
「
金
銀
娃
娃
」
と
呼
ば
れ
る
子
供
の
形
を
し
た
人
形
が
奉
納
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
主
に
女
性
た
ち
が
息
子
を
授
か
る
こ
と
の
望
ん
で
行
わ

れ
た
習
俗
で
あ
り
、
現
代
で
も
多
く
の
廟
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
碧
鼻
元
霜
の
姿
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
こ
の
女
神
の
両
脇
に
は
複
数
の
女
神
が
祀
ら
れ
る
。
送
子
娘
盛
は
そ
の
名
の
通
り
子
供
を

授
け
、
眼
光
娘
娘
は
眼
の
病
を
治
療
す
る
。
眼
光
娘
娘
が
手
に
持
っ
て
い
る
「
目
」
は
民
国
期
の
北
京
な
ど
で
よ
く
見
ら
れ
る
眼
科
医
の
看
板

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
実
に
よ
く
似
て
お
り
、
あ
る
い
は
医
婆
の
申
に
は
こ
の
よ
う
な
目
印
を
使
っ
て
い
た
も
の
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
謝
肇
渕
は
福
建
省
な
ど
の
沿
海
部
で
の
信
仰
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

　
お
お
よ
そ
わ
が
郡
の
人
は
鬼
を
尊
び
、
巫
を
好
み
、
立
派
に
お
祭
り
を
し
て
余
念
が
無
く
、
婦
女
が
正
嗣
を
身
ご
も
る
よ
う
、
ま
た
子
が
生
育
す
る
よ
う
お

　
祈
り
す
る
に
至
っ
て
は
、
願
掛
け
の
お
参
り
は
百
を
も
っ
て
数
え
、
そ
の
祈
祷
す
る
神
々
も
里
風
面
媒
と
い
っ
た
も
の
で
、
こ
じ
つ
け
て
姓
名
を
つ
け
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
の
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
も
大
笑
い
す
べ
き
で
あ
る
。
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こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
冷
水
夫
人
に
対
す
る
人
々
の
信
仰
の
篤
さ
で
あ
る
が
、
「
祈
祷
す
る
神
々
も
里
堰
村
媒
と
い
っ
た
も
の
」
と

い
う
表
現
は
大
変
に
面
白
い
。
つ
ま
り
、
罠
衆
た
ち
は
き
ら
び
や
か
に
着
飾
っ
た
立
派
な
神
様
で
は
な
く
、
と
て
も
身
近
な
人
々
の
姿
を
し
た

数
多
の
神
様
を
信
仰
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
中
国
の
民
衆
が
信
仰
し
て
い
る
神
様
に
は
三
姑
聖
堂
の
よ
う
な
姿
を
し
た
も
の
が
大
変
多
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
碧
霞
元
号
の
姿
と
三
姑
六
婆
の
姿
は
確
か
に
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
姿
や
行
い
が
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
碧
霞

養
君
が
三
姑
六
婆
か
ら
生
ま
れ
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
碧
霞
元
号
の
廟
に
巡
礼
し
た
人
々
の
中
に
は
、
碧
霞
元

君
の
神
像
の
姿
に
身
近
な
女
性
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
者
も
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
民
衆
と
墨
差
元
鷺
の
関
係
に
つ
い
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
甲
信
七
去
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
碧
霞
元
君
」
と
呼
ば

れ
る
神
の
こ
と
を
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
昆
衆
が
こ
の
女
神
の
こ
と
を
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

名
前
で
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
。
確
か
に
彼
ら
が
掲
げ
る
旗
に
「
碧
霞
元
君
」
の
四
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

顧
堅
剛
が
妙
峰
山
で
調
査
を
行
っ
た
際
に
も
碧
勢
望
君
の
名
前
が
書
か
れ
た
提
灯
が
目
撃
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
い
く
つ
か
の
白
話

小
説
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
一
つ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
。
民
衆
は
こ
の
神
の
こ
と
を
「
碧
霞
元
君
」
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。
と
く
に
台
詞
の
部

分
で
「
碧
霞
元
君
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
～
度
も
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
女
の
家
で
も
一
つ
の
会
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
正
月
十
五
日
に
泰
山
娘
娘
廟
に
お
参
り
す
る
会
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
金
瓶
梅
』
の
続
編
の
～
つ
で
あ
る
『
隔
簾
花
影
』
の
一
場
面
で
あ
る
。
泰
山
娘
娘
と
は
、
つ
ま
り
碧
霞
元
君
の
こ
と
で
あ
る
。

　
秋
員
外
が
問
う
「
お
一
一
人
さ
ん
ま
た
い
ら
し
て
、
き
っ
と
ま
た
な
に
か
菩
薩
様
の
誕
生
日
な
の
で
し
ょ
う
。
扁
二
人
が
言
う
「
き
ょ
う
四
月
十
八
日
は
泰
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
妨
妨
の
お
誕
生
日
で
す
よ
。
ま
さ
か
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
扁

こ
れ
は
明
末
の
山
東
地
方
を
舞
台
に
描
か
れ
た
小
説
『
醒
世
姻
縁
伝
』
の
中
で
、
登
場
人
物
の
家
に
道
婆
が
や
っ
て
き
て
彼
の
妻
を
泰
山
巡
礼

に
誘
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
碧
霞
元
鱈
の
こ
と
を
「
泰
山
妨
妨
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
衆
は
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う
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言
葉
を
口
に
出
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
文
献
に
「
碧
霞
元
君
」
と
書
か
れ
て
い
る
神
様
の
名
前
を
「
泰
山
娘
娘
」
と
か
「
泰
山
妨
妨
」
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
い
は
「
聖
母
娘
娘
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
娚
妨
の
ほ
う
が
も
ち
ろ
ん
位
が
上
で
、
複
数
の
女
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
中

央
の
碧
延
元
鱈
だ
け
が
妨
妨
と
呼
ば
れ
、
残
り
の
女
神
た
ち
を
娘
娘
と
呼
ん
だ
。
こ
こ
に
挙
げ
た
例
は
氷
山
の
一
角
で
し
か
な
い
が
、
管
見
の

限
り
で
は
自
話
小
説
の
中
で
地
の
文
以
外
の
部
分
で
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う
雷
葉
が
口
に
出
さ
れ
た
シ
ー
ン
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
れ
は
観
音
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
白
衣
観
音
は
白
衣
娘
行
な
い
し
は
妨
妨
と
呼
ば
れ
た
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
「
娘
娘
」

や
「
音
便
」
が
正
し
い
呼
称
な
の
で
あ
る
。
正
し
く
は
「
碧
霞
元
三
」
で
俗
称
は
「
娘
娘
」
と
い
う
の
は
史
料
の
中
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
士
大
夫
の
立
場
、
あ
る
い
は
文
献
に
よ
っ
て
研
究
を
進
め
る
者
の
立
場
で
し
か
な
い
。
毘
衆
に
と
っ
て
は
泰
山
に
い

る
の
は
碧
霞
忠
君
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
一
人
の
女
性
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
「
碧
池
元
君
」
と
い
う
名
前
を
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
我
々
が
信
じ
て
い
る
「
娘
娘
」
様
は
、
「
碧
霞
元
君
」
と
い
う
偉
い
名
前
を
お
持
ち
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
く
ら
い
は
宝
巻
の
再
読
な

ど
を
通
し
て
葺
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
実
感
に
根
差
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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①
魍
南
村
畷
耕
録
睡
巻
十
。

②
三
軍
六
婆
に
つ
い
て
は
衣
若
潮
噸
三
儀
六
婆
一
明
代
婦
女
與
社
会
的
探
索
臨

　
（
稲
郷
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
が
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
研
究
で
あ
る
。

③
羅
香
林
前
掲
論
文
。

④
『
醒
世
一
言
』
巻
二
十
八
。

⑤
『
醒
世
羅
言
』
巻
十
四
。

⑥
男
の
子
を
授
か
る
た
め
の
方
法
は
様
々
な
日
用
類
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
例

　
え
ば
『
五
車
抜
錦
㎞
巻
十
「
治
婦
人
無
子
法
」
な
ど
。

⑦
『
岱
史
撫
巻
十
三
。

⑧
疫
病
を
治
す
女
神
よ
り
も
眼
光
娘
娘
の
方
が
優
先
的
に
出
現
す
る
の
は
、
あ
る

　
い
は
寒
冷
化
が
進
ん
で
い
た
こ
の
時
期
の
華
北
で
は
、
江
南
や
福
建
・
広
東
ほ
ど

　
疫
病
の
驚
異
に
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
福
建
の
用
水
妃
の
両

　
脇
に
控
え
て
い
る
の
は
子
供
を
授
け
る
女
神
と
疫
病
か
ら
身
を
守
る
女
神
で
あ
っ

　
た
。
広
東
や
台
湾
で
も
そ
の
序
列
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
華
北
で
は
そ
う
い
っ

　
た
疫
病
よ
り
も
、
眼
の
病
気
の
方
が
身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑨
謝
肇
渕
『
五
雑
組
隔
巻
十
五
。

⑳
例
え
ば
、
清
代
北
京
の
碧
霞
元
鱈
廟
の
祭
り
を
描
い
た
「
群
賊
過
会
図
横
幅
」

　
（
中
国
国
家
博
物
館
噌
中
国
国
家
博
物
館
館
藏
文
物
研
究
叢
誉
一
絵
画
巻
風
俗

　
画
隔
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
八
ニ
ー
二
八
五
頁
）
を
参
照
。

＠＠⑬

顧
頷
剛
前
掲
書
。

噸
隔
簾
花
影
』
第
八
回

婦
人
家
亦
有
～
個
会
、
是
正
月
十
五
泰
山
娘
単
孤
進
香
的
会
。

『
醒
肱
E
禰
胴
縁
伝
撫
第
山
肌
山
－
八
開
凹
「
侯
二
藍
影
億
｝
邪
教
馳
駅
生
白
同
控
妻
麗
」

狭
員
外
間
道
、
一
極
又
到
自
家
、
㎝
定
轟
音
那
位
菩
薩
聖
誕
了
。
両
個
道
、
這
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⑭

四
月
十
八
日
泰
山
妨
妨
的
聖
誕
、
没
的
就
忘
記
了
。

崇
禎
隅
大
城
県
志
輪
巻
八
門
聖
母
霊
応
碑
記
」
。

⑮
隅
醒
世
姻
縁
伝
輪
第
六
十
八
回
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
「
碧
榎
茸
君
と
は
何
か
」
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
た
め
、
泰
山
で
の
碧
霞
面
立
信
仰
が
隆
盛
を
誇
っ
た

明
認
ま
で
の
歴
史
の
流
れ
を
た
ど
り
、
そ
の
歴
史
的
事
実
を
土
台
に
し
て
、
士
大
夫
の
認
識
や
、
そ
の
民
衆
の
認
識
と
の
乖
離
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　
羊
蹄
元
君
と
は
、
北
宋
の
真
宗
の
い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
封
禅
」
の
際
に
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
る
玉
聖
像
に
そ
の
起
源
を
発
す
る
が
、
少
な
く

と
も
明
中
期
ま
で
は
碧
霞
元
肥
と
い
う
名
前
は
見
ら
れ
ず
、
泰
山
頂
上
の
玉
肥
廟
へ
の
信
仰
は
あ
く
ま
で
も
泰
山
府
警
へ
の
信
仰
を
上
園
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
元
溜
が
現
在
の
よ
う
な
地
位
を
得
た
の
は
、
明
代
中
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
元
末
あ
た
り
か
ら

玉
女
の
信
仰
は
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
も
の
の
、
実
際
に
雲
霞
童
謡
と
呼
ば
れ
、
泰
山
府
君
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
信
仰
へ

と
変
化
す
る
の
は
、
万
化
年
間
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
国
家
に
よ
る
碧
霞
悲
愴
の
顕
彰
、
と
く
に
宮
廷
の
女
性
た

ち
や
五
官
た
ち
の
信
仰
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
部
の
科
道
官
た
ち
か
ら
、
夏
霞
元
君
が
逸
士
に
入
っ
て
い
な
い
と
い
う

指
摘
を
受
け
る
な
ど
、
そ
の
地
位
は
す
ぐ
に
は
安
定
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
も
碧
霞
元
君
廟
に
参
詣
す
る
人
び
と
は
増
え
続
け
、
国
家
に
よ

っ
て
香
雲
が
取
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
碧
霞
堤
霜
を
批
判
す
る
声
は
か
き
消
さ
れ
て
い
っ
た
。
十
五
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
数
多

く
の
士
大
夫
が
泰
山
を
旅
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
ら
が
見
た
も
の
は
、
夜
明
け
前
か
ら
集
団
で
参
詣
す
る
敬
慶
な
人
び
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
光
景
を
見
た
人
び
と
は
、
彼
ら
が
参
詣
す
る
対
象
が
自
分
た
ち
の
よ
く
知
ら
な
い
神
、
曇
霞
元
君
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

の
由
来
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
士
大
夫
た
ち
の
知
識
体
系
の
中
に
は
碧
霞
尊
君
と
い
う
名
前
は
な
い
。
仏
典
に
も
、
道
教
の
経
典

に
も
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
評
に
入
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
香
税
を
徴
収
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
国
家
が
お
墨
付
き
を
与
え

て
い
る
に
等
し
い
。
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そ
の
た
め
、
士
大
夫
た
ち
は
彼
ら
な
り
に
そ
の
女
神
が
由
緒
正
し
い
神
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
民
衆

が
信
じ
て
い
る
、
泰
山
諸
君
の
娘
や
黒
氏
の
娘
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
彼
ら
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う

な
話
は
、
彼
ら
の
知
識
体
系
の
中
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
そ
こ
で
彼

ら
が
考
え
出
し
た
の
は
黄
帝
の
娘
や
華
山
の
玉
響
と
い
う
彼
ら
が
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
文
献
に
登
場
す
る
仙
女
が
、
碧
霞
元
山
に
姿
を
変
え

た
の
だ
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
び
と
は
、
こ
う
い
つ
た
話
に
必
ず
し
も
合
点
が
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ

で
も
と
り
あ
え
ず
の
と
こ
ろ
、
こ
じ
つ
け
で
は
あ
る
が
説
明
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
碧
霞
前
壷
の
行
宮
が
続
々
と
各
地
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
信
仰
は
確
実
に
泰
山
の
外
へ
と
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
明
初
以
前
に
も
各
地
に
営
倉
廟
や
行
事
が
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
泰
山
府
君
を
祀
る
廟
で
あ
っ
て
、
碧
喉
元
君
、

な
い
し
は
泰
山
玉
女
を
祀
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
碧
霞
元
君
廟
あ
る
い
は
泰
山
娘
娘
廟
が
各
地
に
建
て
ら
れ
る
の
は
ご
く
ご
く
わ
ず
か
な
例

外
を
除
い
て
嘉
靖
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
既
往
の
研
究
で
は
、
こ
の
現
象
を
、
碧
霞
元
君
信
仰
が
各
地
に
広
ま
っ
て
行
く
過
程
と
と
ら
え
て
き
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
も
う
一
つ
の
可

能
性
を
頭
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
碧
霞
元
君
信
仰
や
碧
霞
元
押
と
い
う
神
様
が
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
碧
霞
元
鱈
」
と
い
う
名

前
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
蟹
走
元
君
」
が
広
ま
っ
た
土
地
に
は
、
当
然
な
が
ら
も
と
も
と
罠
衆
が
信
仰

し
て
い
た
神
様
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
神
様
は
何
ら
か
の
娘
娘
、
つ
ま
り
女
神
様
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
献
に
は
現
れ
な
い
形
で

す
で
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
娘
娘
は
も
ち
ろ
ん
祀
典
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
淫
祠
邪
教
と

断
じ
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
堂
々
と
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
域
の
住
民
た
ち
の
問
で
細
々
と
信
仰
さ
れ
て
い
る
女
神
様

が
、
地
域
ご
と
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
土
地
に
、
商
人
た
ち
を
は
じ
め
と
す
る
絶
え
間
な
い
人
々
の
移
動
に
よ

り
碧
身
元
君
と
い
う
泰
山
の
女
神
の
霊
験
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
、
碧
康
元
君
と
い
う
名
目
で
あ
れ
ば
堂
々
と
廟
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
廟
に
杷
ら
れ
て
い
る
の
は
「
碧
心
元
君
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
拝
む
民
衆
た
ち
は
果
た
し
て
そ
れ
を
ど
う
認
識
し
て
い
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た
の
か
。
彼
ら
は
こ
の
女
神
の
こ
と
を
碧
霞
輝
輝
で
は
な
く
平
々
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
「
娘
娘
」
と
い
う
響
き
に
含
ま
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は

お
そ
ら
く
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
彼
ら
の
脳
裏
に
は
違
う
像
が
浮
か
ん
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
民
衆
と
く
に
女
性
た

ち
が
信
じ
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
悩
み
事
を
相
談
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
親
し
み
や
す
い
「
娘
娘
」
の
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
泰
山
の
頂

上
に
紀
ら
れ
て
い
た
碧
霞
暴
君
と
は
個
々
人
の
娘
娘
イ
メ
ー
ジ
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
碧
霞
元
亨
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
筆
者
の
現
時
点
で
の
考
え
で
は
、
中
国
の
民
間
信
仰
を
最
も
良
く
表
し
て
い
る
漢
字
を
～
つ
だ
け
挙
げ
う
と
書
わ
れ
れ
ば
間
違
い
な
く

「
香
」
を
挙
げ
る
。
寺
廟
の
繁
栄
を
示
す
際
に
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
「
忌
火
不
絶
」
「
煙
火
罪
質
」
等
の
表
現
で
あ
っ
た
。
地
域
住
民
、
あ
る

い
は
僧
侶
や
道
士
に
よ
っ
て
適
切
に
管
理
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
聖
火
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
を
拝
む
人
が

次
々
に
押
し
寄
せ
れ
ば
、
煙
が
も
う
も
う
と
立
ち
上
る
。
そ
れ
は
『
姑
蘇
繁
華
図
』
で
寺
上
の
内
部
が
見
え
な
い
く
ら
い
に
も
く
も
く
と
煙
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

立
ち
上
っ
て
い
る
風
景
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
衆
は
、
実
際
に
か
つ
て
は
こ
の
世
に
い
た
人
び
と
、
あ
る
い
は
こ
の
世
に
い
た

と
さ
れ
て
い
る
人
び
と
を
信
仰
す
る
。
そ
の
人
び
と
が
こ
の
世
か
ら
去
っ
た
後
、
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
な
世
界
が
あ
の
世
に
広
が
っ
て
い
る
。

民
衆
は
、
こ
の
世
で
い
く
ら
努
力
し
て
も
思
い
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
が
あ
る
と
き
、
た
と
え
ば
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
子
供
が
生
ま
れ
な
い

と
か
、
医
者
に
診
せ
て
も
病
気
が
治
ら
な
い
と
か
、
ど
ん
な
に
働
い
て
も
貧
乏
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
と
き
、
あ
の
世
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
人
び
と
に
願
い
ご
と
を
し
た
り
相
談
し
た
り
す
る
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ド
ッ
ト
（
即
鼠
昌
U
。
巳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

言
う
「
和
老
妬
座
談
一
陣
」
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
の
世
と
こ
の
世
と
を
つ
な
ぐ
も
の
、
そ
れ
は
煙
、
と
く
に
香
か
ら
立
ち

上
る
煙
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
あ
の
世
の
人
び
と
、
と
く
に
現
世
に
あ
っ
た
と
き
に
民
衆
を
助
け
て
く
れ
た
人
び
と
に
自
分
の
思
い
が
伝
わ
り
、

そ
の
人
び
と
が
助
け
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
民
衆
は
そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
寺
廟
に
参
詣
し
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
の
聖
地
に
は

山
が
多
い
。
そ
の
理
由
に
は
人
里
離
れ
た
土
地
、
修
行
し
や
す
い
土
地
、
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
民
衆
に
と
っ
て

み
れ
ば
、
天
に
で
き
る
だ
け
近
い
と
こ
ろ
で
香
を
焚
い
た
ほ
う
が
、
よ
り
効
果
的
に
思
い
を
あ
の
世
の
人
び
と
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
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え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ス
ー
ザ
ン
・
ナ
キ
ン
（
ω
葺
き
客
認
巳
昌
）
は
中
国
の
文
献
の
中
で
国
一
α
q
二
丁
鋤
σ
Q
①
に
最
も
近
い
言
葉
と
し
て
「
朝
山

　
　
　
　
　
　
　
　
③

調
香
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
民
衆
は
山
に
ゆ
き
神
様
に
向
か
っ
て
香
を
捧
げ
た
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
民
衆
が
聖
地
に
赴
く
最
大
の
理

由
で
あ
っ
た
。
香
は
あ
の
世
と
こ
の
世
を
結
ぶ
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
民
衆
は
そ
の
立
ち
上
る
煙
が
天
上
に
い
る
人
び
と
の
所
ま
で
無
事

届
く
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
中
国
の
多
く
の
神
様
は
観
音
も
含
め
て
、
困
っ
た
人
び
と
の
所
に
や
っ
て
き
て
救
済
す
る
も
の
が
多
い
。

わ
ざ
わ
ざ
廟
や
ら
聖
地
や
ら
に
行
か
な
け
れ
ば
助
け
て
く
れ
な
い
な
ど
と
い
う
ケ
チ
な
こ
と
を
い
う
神
様
は
い
な
い
。
し
か
し
人
び
と
は
続
々

と
廟
を
訪
れ
、
神
様
が
お
住
ま
い
に
な
る
と
い
わ
れ
る
聖
地
に
足
を
運
ぶ
。
そ
れ
は
、
心
の
ど
こ
か
に
、
お
願
い
を
す
る
な
ら
相
手
の
所
に
ま

で
赴
く
の
が
礼
儀
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
精
神
を
そ
こ
に
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
濱
島
敦
俊
氏
が
言
う
よ
う
に
、
中
国
の
民
間
信
仰
は
聖
者
信
仰
に
近
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
そ
の
聖
者
は
、
近
世
中
国
で
は
奇
跡

を
起
こ
し
た
人
び
と
と
言
う
よ
り
は
、
自
ら
の
職
権
や
技
術
を
利
用
し
て
民
衆
を
助
け
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
羅
香
林
の
狂
う
、
碧

霞
元
君
は
三
姑
六
婆
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
何
の
資
料
的
根
拠
も
な
く
、
彼
の
体
験
に
基
づ
く
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
姑
六

畜
と
呼
ば
れ
た
「
働
く
女
性
た
ち
」
が
こ
の
世
で
果
た
し
て
い
た
役
割
と
、
碧
霞
元
仁
を
初
め
と
す
る
娘
娘
を
祀
っ
た
曲
学
に
お
参
り
す
る
人

び
と
の
願
い
は
、
面
白
い
よ
う
に
似
て
い
る
。
女
性
が
こ
の
世
で
困
っ
た
と
き
に
ま
ず
助
け
を
求
め
る
の
が
三
重
六
婆
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
女

性
た
ち
が
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
彼
女
た
ち
が
助
け
を
求

め
る
の
は
娘
娘
で
あ
っ
た
。

　
碧
霞
元
君
信
仰
が
各
地
に
広
が
り
を
見
せ
る
時
期
は
、
中
国
全
体
が
好
景
気
に
沸
い
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。
良
家
の
女
性
た
ち
は
、
も
ち

ろ
ん
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
都
市
や
農
村
に
暮
ら
す
貧
し
い
女
性
の
中
に
は
、
自
ら
の
腕
で
稼
ぐ
人
び
と
も
多
か
っ
た
。

彼
女
た
ち
は
、
士
大
夫
た
ち
に
表
で
は
ひ
ど
く
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
清
末
に
至
る
ま
で
そ
の
姿
が
決
し
て
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
結
婚
・
出

産
・
子
育
て
・
医
療
な
ど
に
関
わ
る
、
女
性
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
柔
軟
に
提
供
で
き
る
の
は
彼
女
た
ち
だ
け
で
あ

っ
た
。
私
た
ち
が
文
献
上
で
目
に
す
る
碧
霞
元
君
が
実
は
三
宝
六
婆
だ
っ
た
と
し
て
も
実
は
そ
れ
ほ
ど
驚
く
に
は
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
考
え
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
れ
ば
、
中
国
に
お
け
る
宗
教
、
信
仰
を
包
括
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
宗
族
、

即
身
仏
、
舎
利
、
神
々
…
…
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
中
に
大
き
な
違
い
を
有
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
祖
先
に
対
し
て
生
け
蟄
を
捧
げ

て
香
を
焚
く
こ
と
と
、
娘
娘
と
呼
ば
れ
る
神
像
あ
る
い
は
絵
画
の
目
の
前
で
念
仏
を
唱
え
た
り
香
を
焚
い
た
り
す
る
こ
と
。
我
々
は
前
者
を
儒

教
の
祭
祀
と
し
て
、
後
者
は
民
間
信
仰
、
と
き
に
は
迷
信
と
呼
び
、
祖
先
祭
祀
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う

い
つ
た
現
象
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
立
ち
上
る
煙
を
介
し
て
、
こ
の
世
に
は
い
な
く
な
っ
た
「
偉
人
」
た
ち
と
交
流
す
る
こ
と
、
と
理
解
す
る

こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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c｝uded　after　the　Soldiers’　ruot　in　1882，　made　it　possible　for　Japanese　army　othcers

to　travel　throughout　Korean　tenitory，　rnost　of　which　had　been　closed　to　fore－

igners．　Under　the　escort　of　Korean　oeecials，　they　made　field　trips　on　the　courses

stated　in　the　safe－conduct　passes　issued　by　the　Korean　authorities，　and　produced

sirnllar　draft　maps　to　those　made　of　China．

　　Just　before　the　start　of　the　Sino－Japanese　War，　these　draft　maps　were　compiled

into　a　collection　of　131　sheets　on　a　1：200，000　scaie，　covering　areas　from　Korea　to

the　environs　of　Peking．　However，　the　longitude　and　latitude　and　£he　coastlme

shown　in　them　were　derived　from　foreign　sources，　especially　nautical　charts　made

by　Western　countrtes．　Blanl〈　space　between　the　rnain　routes　prevails　in　most

sheets．　These　maps　t］hat　show　little　more　than　the　youtes　between　major　places，

accordingly，　had　lirnited　use　on　the　battlefie｝ds　of　the　Sino－Japanese　War　and　sup－

plementary　maps　were　prepared　to　compensate　for　their　weaknesses．

　　　　　　　　　　On　the　Appearance　of　Taishan　Niangniang：

Rethinking　the　Origin　of　Bixia　Yuanjun　and　the　Growing　Popularity

　　　　　　　　　　　　　of　Her　Cult　during　．the　Ming　Dynasty

by

ISHINo　Kazuharu

　　Bixia　Yuanjun　（the　Primoydial　Sovereign　of　Azure　Cloud）　was　one　of　the　most

popular　dei£ies　in　late　imperial　China．　Her　temple　on　the　summit　of　Mount　Tai

attracted　a　large　number　of　pilgrims．　This　goddess　has　long　been　a　topic　of　special

interest　to　scholars　of　history　and　retigion　in　China，　but　recent　studies　have　mainly

focused　on　sources　from　the　17th　century　onward，　and　little　attention　has　been

given　to　tkose　from　the　16th　century　and　earlier．　For　that　reason，　some　previous

works　have　taken　the　claims　of　sources　compiled　during　late－Ming　period　as　his－

torical　fact，　and　uncritically　accepted　the　theory　that　this　deity　appeared　as　the

daughter　of　the　God　of　Mount　Tai　du血g　the　Song　Dynasty．　Therefore　the　ques－

tions　of　the　nature　of　Bixia　Yuanjun　and　when　her　cult　became　popular　remain　un－

settled．

　　The　central　pui’pose　of　this　study　is　to　review　all　tlie　source　materials　written

about　Bixia　Yuanjun　before　the　late－Ming　period　and　to　explore　the　otGgin　of　Bixia

Yuanjun．　Secondary　purposes　are　to　grasp　late－rVling　literati　perceptions　of　Bixia

Yuanjun　and　dernonstrate　the　gap　between　the　Bixia　Yuanjun　of　written　historical
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sources　and　£he　Taishan　Niangniang　worshiped　by　ordinary　people．　On　that　basis，

this　study　has　attempted　to　show　a　clearer　picture　of　Chinese　popular　religion．

　　The　foliowing　were　the　mairi　findmgs　of　this　study．

　　Although　it　has　been　thought　that　Bixia　Yuanjun　appeared　during　the　Song

Dynasty，　there　were　no　records　of　Bbζia　Yuanjun　before　the　15th　cen加ry．　Re－

cords　of　Taishan　Yunif，　the　foreruRner　to　Bixia　Yuanjun，　can　be　found，　but　the　cult

was　very　restricted．　There　was　no　local　ternple　of　Taishan　Yunti，　and　the　birthday

festival　of　Yunti　was　not　celebrated．　The　cult　of　Taishan　Yunti　never　approached

the　thriving　post－17こ口－century　cult　of　Bixia　Yuanjun　in　popularity．

　　Although　the　origins　of　Bixia　Yuar加n　may　go　back　to　Song　Dynasty，　i£was　il

the玉ate　15th　cen加ry廿lat　the　name　of　the　deity　BiXia　Yual加n且rst　appeared　il

written　sources．　Additionally，　this　early　image　differed　sliglttly　from　the　later　form．

Song　Zi　Niangniang　and　Yan　Guang　Niangniang，　who　are　now　generaily　enshrined

with　B斑a　Yuanjun，　had　not　yet　appeared．　One　of丘cial　who　traveled　around　Mount

Tai　in　this　period　described　the　deity　as　Zixia　Yuanjun　（the　Prirnordial　Sovereign　of

the　Purple　Cloud）．　This　indicates　that　the　cult　of　Bixia　Yuanjun　had　not　yet　been

established　and　the　literati　sometirnes　rnisunders£ood　her　name．

　　However，　once　Emperor　Chenghua　and　his　empress　supported　the　deity’s　tem－

ple，　her　status　was　established．　By　the　Jiajing　era，　worship　of　Bbda　Yuar加n　had

spread　quiclcly；　many　｝ocal　temples　were　bullt　throughout　the　North　China　plain，

especialiy　along　the　Great　Canal．　Song　Zi　Niangniang　and　Yan　Guang　Niangniang

also　appeared血t短s　pe直od．　The　iconography　and　name　of　BiXia　Yuar加n　were

well　established　by　this　time．　lt　would　be　no　exaggeration　to　say　that　late　15th

century　was　the　great　turr｝ir｝g　point　for　Bixia　Yuanjun　and　the　16th　century　was

the　period　of　development．

　　In　the　late－Ming，　many　literati　had　witnessed　the　pligrimage　to　Bixia　Yuanjun

and　been　confotmded　by　this　fanatical　belief．　They　were　doubtful　of　her　orthodoxy，

but　the　Ming　court　had　already　given　tacit　approval　of　tltis　deity．　ln　addition，　the

entrance　fee　to　her　temple　（the　incense　tax）　made　a　great　contributlon　to　gov－

errmient　finances．　They　had　ijttle　choice　but　to　make　up　a　feasible　explanation　for

the　phenomenon．　lt　was　not　possible　for　them　to　accept　the　stoxies　that　Bixia

Yuanjun　was　the　daughter　of　the　God　of　Taishar｝　（Taishan　Fujun），　as　ordinary　peo－

ple　betieved．　Therefore　the　literati　made　an　alternative　story：　she　was　one　of　the

daughters　of　the　Yellow　Emperor　（Huangdi）．　ln　other　words，　the　tale　was　only　a

la£er　fabrication．　The　Bixia　Yuanjun　of　written　sources　was　far　diliferent　from　the

deity　worshiped　by　orCtinary　people．　Ordinary　people　who　appear　in　17th　century

novels　Emd　dramas　never　caB　this　goddess　Bixla　Yuanjun，　but　instead　call　her

Taishan　Niangniang　or　Nainai，　which　refers　to　a　respected　older　woman　such　as　a
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mother　or　grandmother．

　　Although　it　is　very　difficult　to　grasp　Wterate　people’s　mentatity　from　historica1

sources，　the　findings　reported　in　this　study　have　implications　fo！’　the　study　of　the

nature　of　Chinese　popular　religion．　The　author　believes　that　the　word　“incense”

（xiang）　surns　up　the　essence　of　Chinese　popular　religion．　By　means　of　the　smoke

rising　from　incense，　Chinese　people　may　have　conducted　a　dialogue　with　the　de－

parted　and　also　commemorated　them．

　　　　　　　A　Reconstruction　of　the　System　of　Official　Seals　Bestowed

on　Neighboring　Peoples　during　the　Wei　and　Jin　Dynasties　with　Some　Notes

　　　　on　the　Odicial　Seals　Mentioned　in　the　So一　Called　Gishi　PI｝ral’inden

by

AKIyAMA　Shingo

　　The　three　seals　mentioned血the　section　of　the　Vaeishu細書that圭s　known　as

£heα5雇吻初伽魏志士人伝in　Japan，　L　e．1）the　Seal　of　the　Kin9　of　Wo　who　is

Friendly　to　Wei親魂倭王印，2）the　Seal　of　the　Leader　of　the　Court　Gentleman

who　Leads血r　the　Good畑中良隠印，3）and　the　Seal　of血e　Co㎜andant　who

Leads　for　£he　Good率善校尉印are　the　core　elements　of　the　passage　concerned

With　Wo倭σP．　Wa）becoming　a　guardian　state藩屏of　Wei魏．　However，　the

meaning　of　the　bestowal　of　these　seals，　what　they　mea虚n　te㎜s　of　Wei’s　evaiua－

tion　of　Wo，　is　a　matter　of　scholarly　debate．　This　is　due　to　the　fact　that　arguments

have　pyoceeded　Without　sut丘ciently　clarifying　the　critical　issue　of　the　Wei　policy　to一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バward　neighboring　peoples．　In　order　to　grasp　this　pohcy血圭ts　entirety，　Oba　Osa－

mu’s　Shingi　wao“（The　King　of　Wa　who　was　Friendly　with　Wei），　pubhshed　by

Gakuseisha血1971，　proVides　an　early　examp圭e　of　an　effective　methodology　fbr

compiling　and　orga麺z血g　the　newly　excavated　ot丘cial　seals　fbr　neighbor沁g　peoples

bestowed　by　the　Wei　and　Jin晋dynas£ies　and　comparing　them　with　written　sour一

　　　　　　　ces．　In　Oba’s　day　there　were　only　siX　newly　excavated　Wei　and　Jin　seals　extant，

but　as　of　2008　there　were　over　40．　In　add圭tion，　dur血g　that　span　a　n繊nber　of　ex－

cellent　works　on　ofEcial　seals　have　been　published　in　China．　This　study　includes　a

comprehensive　comp錘ation　of　such　examples　and　re－examines　the　w盛tten　sources，

£hereby　succeeding　in　a　re－construction　of　the　poHcy　of　the　Wei　and　Jin　gov－

ern：ments　to　bestow　of且cial　sea至s　on　foreign　peQp正es．　As　a　resu豆t　of　this　study　it　is

clear　that　the　system　of　bestowal　of　of丘cial　seals　was　composed　of　three　ranks，
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