
　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
儀

國
は
過
去
八
年
闘
に
わ
た
る
め
が
貸
本
と
の
鞍
ぴ
を
戦
ぴ
と
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
そ
の
民
族
的
強
じ
ん
さ
を
泌
界
に
示
し
え
だ
が
，
世
界

鞭
叢
叢
了
後
の
現
在
は
、
三
た
び
南
京
を
中
心
と
す
る
國
民
黛
と
満

洲
∵
蒙
零
丁
よ
ぴ
陳
背
寧
邊
蝦
を
足
場
と
す
る
中
國
共
産
窯
と
の
衛

北
爾
世
界
の
劉
立
を
き
た
し
つ
つ
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
劉
立
は
、
從
衆
み
て
き
疫
や
う
な
農
耕
民
族
と
遊
牧

民
族
と
か
、
富
方
世
界
と
北
方
世
界
と
か
の
、
民
族
的
な
い
し
は
継

史
的
・
地
理
的
差
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
　
方
は
三
民
主
義
を

威

儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髄
八

致
治
の
凍
理
と
し
、
他
方
は
薪
驚
儲
主
義
を
政
治
理
念
と
す
る
イ
デ

オ
・
ギ
ィ
の
依
違
に
も
と
つ
く
宿
北
の
抗
争
で
あ
る
。
し
が
も
爾
者

は
、
た
だ
ち
に
警
固
の
民
主
主
義
諸
等
界
と
、
ソ
蓮
の
就
會
共
濃
主

義
的
世
界
に
つ
な
が
る
と
い
ふ
、
発
世
界
「
を
背
景
に
す
る
墾
ひ
で
あ

る
。
か
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
諸
方
史
の
み
の
繰
…

造
の
中
に
は
包
撰
し
き
れ
な
い
で
、
岡
時
に
種
界
史
の
席
題
で
め
る

と
い
へ
よ
う
。
　
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
流
購
筆
軸
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阿
年
＋
月
十
七
口
史
學
研
究
曾
天
職
講
演
）

（48）

i
周
代
貴
族
生
活
の
理
念
と
そ
の
儒
教
化
一

貝

塚

茂

樹
昏

一

　
威
儀
と
い
ふ
言
葉
は
申
國
古
代
の
講
書
や
儒
…
敏
の
経
典
の
な
か
で

度
々
使
は
れ
て
る
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
電
蓄
を
蓮
じ
て
威
儀

の
意
味
、
を
霧
へ
て
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
蓮
つ
允
方
向
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
威
儀
を
ば
一
つ
の
孤
立
し
た
言
葉
と

し
て
、
專
ら
そ
の
言
葉
の
指
示
し
て
み
る
概
念
の
内
包
を
面
懸
的
に

明
か
に
し
て
見
よ
う
と
す
る
行
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
齢
し
て
今
一



つ
の
考
へ
方
は
威
儀
と
い
ふ
柔
柔
を
、
類
似
し
た
禮
と
い
ふ
需
葉
と

關
蓮
さ
し
て
、
繭
語
の
騒
係
に
於
、
て
、
そ
の
意
義
を
概
念
的
に
定
義

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
○
行
き
方
に
從
ふ
と
威
儀
と
は
周

縛
代
の
貴
族
が
、
そ
の
蓼
加
す
る
公
私
の
行
璽
に
於
て
必
ら
す
心
得

必
ら
す
鰹
際
に
鴛
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
貴
族
に
ふ
さ
は
し
い
行
儀
作
法

の
纏
騰
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
漕
後
の
行
き
方
に
よ
る

と
古
代
の
國
家
就
會
を
支
配
す
る
政
治
覇
業
道
徳
の
綜
合
的
な
原
理

で
あ
る
禮
に
謝
し
て
、
威
儀
は
具
髄
的
な
場
合
に
警
備
華
客
ふ
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

行
儀
作
法
に
託
て
の
労
い
規
…
定
と
考
へ
ら
れ
る
。
前
の
定
義
が
主
と

し
て
詩
の
諾
篇
に
現
れ
る
西
熊
貴
族
砒
會
に
於
け
る
壇
側
に
即
し
て

考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
に
封
し
て
、
後
の
定
義
は
政
治
道
徳
の
原
理

a
し
て
禮
を
軍
要
親
し
た
孔
子
の
後
を
織
い
だ
儒
教
の
諸
礼
派
の
禮

の
論
議
に
現
は
れ
る
定
義
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
二
つ
の
異
っ
た
定
義
は
威
儀
と
い
ふ
牌
∵
怠
が
形
成
さ
れ

経
過
し
た
二
つ
の
異
つ
売
腿
史
的
時
代
を
代
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

岡
代
の
貴
族
的
生
活
に
慣
脅
的
に
傅
は
つ
て
み
た
威
儀
と
い
ふ
生
活

の
準
則
は
、
孔
子
に
敵
て
、
こ
れ
ら
の
慣
警
が
薩
と
し
て
敵
會
の
親

範
と
化
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
下
っ
て
そ
の
後
墨
の
徒
に
於
て
禮
の
本
質

　
　
　
凌
　
　
　
　
　
　
　
　
嚢

　
　
　
墓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

に
つ
い
て
の
省
察
が
始
っ
て
く
る
と
と
も
に
．
艘
認
串
早
宮
が
「
穐

儀
三
百
、
威
儀
三
千
」
と
い
っ
た
様
に
、
幽
思
朝
の
禮
の
一
般
的
に

し
て
か
つ
基
本
的
な
簡
潔
な
比
較
的
少
数
の
原
則
に
鮒
し
て
、
特
殊

な
場
合
に
感
じ
た
姻
別
的
な
煩
難
な
行
儀
作
法
の
末
節
を
意
味
す
る

も
の
と
な
っ
た
。
馨
詮
で
は
禮
の
行
纂
に
於
け
る
蓬
退
動
作
の
作
法

を
意
昧
す
る
曇
霞
と
い
ふ
書
簗
が
使
用
さ
れ
、
膿
器
篇
で
は
儒
家
の

蕉
統
な
経
に
書
か
れ
た
維
禮
三
百
に
蜀
レ
て
、
委
酷
を
継
し
て
読

明
さ
れ
溢
禮
で
あ
る
曲
憩
…
二
千
と
い
ふ
も
の
が
並
べ
て
あ
る
が
、
ど

ち
ら
も
威
儀
三
千
と
同
一
の
内
察
を
指
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

代
貴
族
の
敏
養
と
し
て
歓
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
威
「
儀
が
、
孔
子

の
道
徳
難
読
の
根
源
と
し
て
と
れ
に
重
火
な
影
響
を
輿
へ
た
こ
と
か

ら
、
し
か
も
そ
の
後
言
の
艘
…
論
の
興
起
に
よ
っ
て
、
禮
に
從
驕
す
る

位
置
に
疑
さ
れ
て
行
く
過
程
を
威
儀
の
概
念
の
灘
轡
的
意
味
の
鍵
化

を
通
じ
て
明
に
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
の
が
小
篇
の
主
要
な
田
絢
で
あ

る
。

　
こ
の
や
う
な
威
儀
の
概
念
の
縫
遜
は
、
数
年
前
加
藤
常
賢
博
士
が

「
禮
の
超
源
と
瀧
ハ
獲
蓬
」
沈
満
て
、
禮
の
概
念
に
即
し
て
、
原
始
氏

族
耽
舎
を
支
帯
…
す
る
麗
麗
的
宗
教
的
な
発
馬
的
な
原
理
．
で
あ
っ
た
禮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
九

（49）



　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
縫
・

　
が
儀
禮
と
道
徳
と
に
分
離
し
て
行
く
週
程
と
し
て
、
明
快
に
心
胆
せ

　
ら
れ
疫
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
壁
加
藤
博
士
に
於
い
て
は
論
題
の
閥
係

　
上
、
禮
と
威
儀
と
が
春
秋
時
代
以
後
二
つ
に
分
離
し
て
行
く
現
實
の

「
雁
史
的
過
程
が
十
分
に
閑
明
さ
れ
て
み
な
い
憾
を
耀
し
一
」
み
る
。
糠

　
士
は
こ
の
分
離
の
過
程
は
春
秋
聴
代
に
於
て
竃
現
さ
ソ
れ
た
と
考
へ
ら

　
れ
、
こ
れ
を
左
脚
に
現
は
れ
た
禮
論
を
麺
じ
て
實
解
し
よ
う
と
さ
れ

　
　
だ
。
し
か
し
左
岸
に
現
は
れ
た
艘
詮
が
ど
こ
ま
で
現
實
に
藤
秋
跨
代

　
に
行
d
ぼ
れ
・
た
禮
と
瞬
兄
事
す
’
こ
－
こ
が
で
き
る
璽
か
一
ぼ
椀
魯
．
千
丁
も
す
で
に
考
へ

　
ら
れ
た
如
く
大
き
な
闇
題
で
あ
る
。
博
士
は
た
博
の
な
か
で
し
ば
し

　
ば
鴛
子
曳
く
と
題
し
て
醜
論
を
蓮
べ
て
る
る
も
の
を
、
左
肩
に
於
け

　
る
後
世
の
附
葡
的
部
分
と
し
て
、
左
図
蔵
書
の
禮
論
4
3
ゐ
貧
料
と
す
る

　
こ
と
を
避
け
て
ゐ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
常
然
な
交
獄
墨
的
な

配
慮
で
あ
る
。
し
か
し
博
士
は
左
薄
の
な
か
の
簾
史
的
入
物
の
欝
葉

　
の
な
か
の
禮
に
關
…
す
る
議
論
を
、
概
し
て
當
該
入
物
の
現
魔
に
｛
4
7
つ

・
て
辮
論
と
し
て
取
扱
っ
て
居
ら
れ
る
。

　
私
は
今
こ
玉
に
清
末
民
嗣
初
年
の
公
競
演
’
派
に
よ
る
左
鱒
の
本
か
へ

挑
評
、
我
國
に
於
け
る
新
撰
∵
飯
島
・
津
田
諸
博
士
の
左
急
騰
作
年

代
に
野
す
る
論
争
を
解
決
し
脳
広
う
と
い
ふ
野
心
も
準
備
秀
も
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

い
。
た
穿
現
在
の
形
の
左
薄
が
文
獄
と
し
て
成
立
し
た
年
代
は
何
時

に
め
る
か
と
い
ふ
問
題
と
は
随
別
し
て
、
左
傳
に
含
ま
れ
て
み
る
諸

傳
承
の
類
型
を
、
左
醇
の
論
陣
承
の
形
成
さ
れ
た
交
化
史
的
な
環

境
馬
と
く
に
精
紳
史
酌
な
情
…
況
と
を
に
ら
み
金
せ
つ
鼠
脈
…
史
的
に
理

解
し
旋
ら
と
考
へ
る
も
の
で
め
る
。

　
津
田
博
士
が
「
左
徳
の
思
劇
更
的
研
究
」
に
於
い
て
も
す
で
に
指

摘
さ
れ
た
如
く
、
禮
ま
た
は
威
偽
…
の
有
蕪
が
政
治
家
の
蓮
命
を
支
配

す
る
と
い
ふ
め
は
群
薄
に
も
っ
と
も
腿
現
れ
る
説
話
で
あ
る
。
こ
の

や
う
な
論
話
の
型
が
だ
…
薄
に
多
く
現
は
れ
る
こ
と
の
膏
心
味
を
ば
儒
教

に
於
け
る
威
儀
の
墨
論
の
鍵
化
と
蓮
關
さ
せ
て
詮
明
し
よ
う
と
い
ふ

の
が
臨
監
の
立
場
で
あ
る
。

二

　
威
儀
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
を
よ
く
論
明
す
る
の
は
左
穣
嚢
公

三
十
一
年
（
西
紀
萌
戴
四
二
）
に
即
位
離
々
覇
主
で
の
る
楚
國
に
φ
4
8
日

見
得
の
顔
を
し
た
衛
姦
謀
に
麗
重
し
た
北
濃
墨
予
が
、
雷
時
飛
ぶ
鳥

を
落
す
聖
心
を
示
し
て
み
た
大
國
の
執
政
の
子
欝
停
威
儀
が
金
く
…
閣

君
と
饗
な
い
こ
と
を
見
て
、
子
園
の
経
の
を
よ
く
し
な
い
こ
と
を
豫

（　r）o　）



黒
し
だ
言
葉
の
な
か
に
現
れ
る
。
二
子
の
論
明
に
よ
る
と

　
勉
め
つ
て
畏
ろ
べ
き
・
も
の
を
威
と
い
ひ
、
儀
あ
っ
て
象
る
べ
き
も

　
の
を
儀
と
い
ふ
。

と
あ
る
。
威
と
は
人
の
容
貌
風
釆
が
、
所
謂
威
風
堂
々
あ
た
り
を
携

っ
て
、
他
人
に
漿
敬
の
念
を
起
さ
す
こ
と
で
あ
る
。
儀
と
は
進
退
動

作
が
作
法
に
か
な
っ
て
他
人
の
模
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
風
釆
に

自
然
と
罷
み
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
作
法
に
か
な
ひ
、
入
に
償
頼
感
を

蹴
ハ
へ
る
の
が
威
儀
で
め
る
と
さ
れ
る
。
交
子
は
ま
た
詩
大
雅
の
劇
戦

P　
威
儀
を
敬
ぴ
愼
む
。
こ
れ
民
の
則
な
り
。

を
引
い
て
す
べ
て
治
著
が
威
儀
を
つ
玉
し
む
と
、
民
の
模
範
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
み
る
。
威
儀
と
は
何
よ
り
も
治
者
の
徳
で

あ
る
。
支
配
者
が
民
の
盤
頼
を
受
け
る
に
は
、
ま
つ
風
釆
動
作
が
民

の
模
範
と
な
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
周
代
の
封
建
國
家
て
は
。
治
者
の
聞
に
は
豪
た
身
分
的
階
隠
が
あ

、
る
。
丈
子
に
よ
る
と

　
君
に
は
需
の
威
儀
あ
れ
ば
、
そ
の
匝
憂
れ
て
愛
し
、
の
っ
と
ー
ー
・
て

　
か
た
ど
る
9
故
に
よ
く
國
籏
を
保
ち
、
令
…
聞
あ
っ
て
世
を
長
く

　
　
　
滅
　
　
　
　
　
　
縫

　
す
。
臣
に
は
阻
の
威
儀
あ
っ
て
そ
の
下
穫
る
べ
し
。
そ
の
下
畏
れ

　
　
　
恥

　
て
愛
す
。
故
に
能
く
官
職
を
穿
P
、
族
を
保
ち
家
に
宜
し
。
こ
れ

　
よ
夢
以
下
皆
か
く
の
如
し
。
こ
玉
を
も
つ
て
上
下
能
く
枳
囲
き
な

　
り
。
君
販
上
下
父
子
兄
弟
内
外
大
小
の
砦
威
儀
あ
る
を
い
ふ
。

と
い
っ
て
み
る
。
鴛
。
臣
・
父
子
。
兄
弟
な
ど
，
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
、

に
態
じ
た
威
…
憐
の
差
等
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
威
儀
に
は
封
建

的
な
身
分
祉
會
に
於
け
る
治
者
で
あ
る
磐
主
官
僚
や
、
家
族
内
に
於

け
る
父
兄
子
弟
の
身
分
的
階
騰
に
合
す
る
差
等
が
認
め
ら
れ
る
。

と
く
に
治
渚
の
徳
で
あ
る
か
ら
、
民
の
模
範
と
な
り
、
民
を
威
服
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

さ
せ
る
や
う
な
算
貌
と
侮
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
威
儀
で
あ
　
（

る
。

　
こ
の
交
子
の
言
と
い
は
れ
る
も
の
に
現
れ
る
威
儀
の
論
明
に
は
詩

の
聖
句
が
引
網
せ
ら
れ
て
る
る
。
そ
れ
ら
詩
篇
は
西
瑚
時
代
後
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
が

作
贔
で
あ
る
か
ら
、
と
の
威
儀
と
い
ふ
劇
界
は
春
秋
時
代
の
貴
族
文

化
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
て
、
爾
爾
時
代
に
す
で
に
存
在
し
て
み

た
の
で
あ
る
。
前
引
の
抑
篇
の
庶
か
大
雅
民
勢
篇
に
岡
じ

　
威
儀
を
敬
蟻
…
’
し
、
も
っ
て
有
徳
に
近
｝
つ
く
。

と
い
ふ
旬
の
ぽ
か
、
蒸
掌
篇
の
賞
黒
時
代
の
名
叡
仲
由
雷
…
の
徳
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
嚇



縫

駕
え
て

　
忍
辱
こ
れ
式
り
、
威
儀
こ
れ
力
む
。

と
歌
つ
海
の
は
、
丙
路
周
主
朝
に
於
て
治
齋
…
た
る
貴
族
の
備
え
ね
ば
な

ら
ぬ
徳
と
し
て
、
恥
を
威
服
す
る
威
儀
の
徳
ボ
考
へ
ら
れ
て
る
π
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
稠
時
代
の
威
儀
は
決
し
て
春
秋
蒔
代
、
ま
だ

は
孔
子
後
墨
ゐ
徒
の
間
の
や
う
な
執
廷
の
儀
式
に
於
け
る
立
居
振
舞

と
か
、
下
民
に
示
す
態
度
と
か
い
ふ
他
入
や
魏
下
に
見
せ
る
傷
め
の

儀
…
禮
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
無
常
生
活
に
議
し
疫
自
然
…
な

感
構
の
蓑
出
を
と
も
な
う
動
作
の
か
た
で
あ
っ
疫
。
小
雅
賓
の
初
鑓

の
篇
に

　
賓
の
初
め
て
濁
す
る
、
温
々
と
し
て
恭
な
夢
。
そ
の
未
だ
酵
は
ざ

　
る
、
威
儀
反
簾
た
り
。
す
で
に
辞
ふ
。
威
儀
幡
凌
た
り
。
そ
の
坐

　
を
す
て
」
遜
る
。
屡
舞
ふ
て
福
塩
た
り
。
そ
の
未
だ
酵
は
ざ
る
威

儀
樋
口
疫
り
。
醜
に
醇
ふ
と
い
ふ
。
威
儀
事
々
た
り
。
こ
れ
を
醜

　
に
醇
ふ
と
い
ふ
G
そ
の
秩
を
知
ら
す
。

と
あ
っ
て
、
耐
寒
の
宴
に
招
か
れ
た
賓
客
は
酒
を
過
す
と
と
も
に
少

し
う
か
れ
て
坐
を
立
っ
て
舞
ぴ
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
子
を
詩

入
は
形
無
し
て
「
威
儀
幡
々
」
　
「
威
儀
心
々
」
と
か
穂
し
て
み
る
の

鰐
鳥

で
あ
る
。
毛
傳
に
よ
る
と
幡
々
と
は
威
儀
を
失
し
た
か
旋
ち
で
あ
り
、

秘
々
は
ふ
ざ
け
疫
か
浸
ち
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
詩
序
は
こ
の
詩
は
周

聖
王
が
小
人
を
近
づ
け
飲
酒
度
を
絶
し
た
秘
め
、
天
下
淫
風
に
化
し

た
こ
と
を
調
刺
し
た
も
の
と
論
明
し
て
み
る
。
そ
こ
で
鰹
玄
の
箋
注

は
こ
の
一
章
は
蜜
が
始
め
て
宴
席
に
臨
ん
だ
と
き
は
自
心
し
て
禮
を

守
夢
、
威
儀
を
失
は
な
か
っ
た
が
、
獄
酬
を
重
ね
る
う
ち
に
、
乱
入

の
本
性
が
出
　
、
て
き
た
さ
ま
を
描
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
次
の
・

章
に
は
賓
客
が
醇
ふ
て
喚
號
織
舞
す
る
さ
ま
淋
歌
は
れ
て
る
る
。
そ

し
て

　
既
に
醇
ふ
て
欝
づ
ゆ
蛙
に
そ
の
畷
を
受
く
。
醇
ふ
て
崩
で
す
。
ど

　
れ
を
徳
を
伐
つ
と
い
ふ
。
酒
を
飲
む
は
な
は
だ
慕
し
。
こ
れ
そ
の

　
心
墨
な
り
。

と
附
嶋
撮
す
る
。
痂
負
は
適
慶
に
醇
が
廻
れ
ば
蹴
淫
す
べ
き
で
、
か
く
て

こ
そ
主
人
と
と
も
に
よ
き
群
を
う
け
る
の
で
あ
る
が
、
凱
醇
に
及
ん

で
瞬
ら
な
い
の
は
、
徳
を
ぎ
つ
つ
け
る
も
の
で
あ
る
Q
嘉
賓
を
招
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
立
瀕
に
威
儀
を
示
す
こ
と
こ
そ
宴
轡
の
徳
で
あ
る
と
蓮
べ
る
の
で

あ
る
。

　
威
儀
と
い
ふ
言
葉
は
こ
の
場
A
m
は
宴
席
に
於
、
い
て
酒
の
饗
慮
を
受

（　o－2　）



け
た
賓
客
の
振
舞
ひ
に
つ
い
て
い
は
れ
て
み
る
。
か
玉
る
宴
’
曾
は
一

年
中
の
憾
定
の
季
節
、
穀
物
の
敢
入
れ
が
嵩
ん
だ
後
に
租
榊
を
迎
え

て
の
豊
年
祭
り
な
ど
を
機
と
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
小
雅
の

楚
茨
篇
に
は
、
こ
の
や
う
な
祭
り
に
俘
ふ
宴
席
の
さ
ま
を
窮
し
て
み

る
。　

蜜
た
り
客
た
り
、
職
酵
交
錯
す
。
雲
華
こ
と
ご
と
く
度
あ
り
、
笑

　
舷
…
こ
と
ご
と
く
樽
π
り
。
帥
保
こ
れ
い
た
夢
、
報
ゆ
る
に
介
輻
を

　
も
っ
て
し
、
寓
隷
報
ゆ
る
と
こ
ろ
あ
り
。
　
　
呼

と
歌
っ
て
み
る
の
は
、
主
人
賓
客
の
閣
の
獄
酬
淋
縦
横
に
交
さ
れ
な

が
ら
、
そ
の
鷹
酬
が
よ
く
威
儀
に
か
な
ひ
慶
を
過
さ
す
、
笑
ひ
さ
い

め
き
も
宜
に
か
な
っ
て
み
る
。
そ
の
子
孫
霰
客
の
撒
射
す
る
う
ち
に

こ
の
祭
り
の
主
膿
で
あ
る
戸
に
鷹
難
し
た
灘
先
の
嬢
が
、
戸
の
目
を

蓮
じ
て
子
孫
た
ち
に
観
編
を
輿
へ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
禮
関
す
な

は
ち
威
儀
と
は
こ
の
酒
宴
の
席
に
於
け
る
主
客
の
振
舞
ひ
、
醇
ひ
ぶ

り
に
つ
い
て
の
作
法
を
意
昧
す
る
。
賓
之
初
縫
紋
に
於
け
る
胤
醇
は

こ
の
節
慶
を
失
っ
た
が
故
に
威
儀
を
失
す
と
…
批
難
さ
れ
た
の
で
あ
っ

だ
。
宴
舎
に
於
け
る
威
儀
は
適
度
の
醇
に
鶴
な
ふ
笑
語
と
歌
舞
の
な

か
に
於
て
示
さ
れ
る
Q
招
か
れ
た
賓
客
は
所
艶
に
よ
っ
て
必
ら
す
舞

　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
儀

ぴ
を
俘
つ
た
昔
語
り
の
藝
を
嵩
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
蚕
國
の
郷

村
就
脅
の
か
つ
て
の
作
法
で
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
竪
町
の
霞
代
の
単

二
の
し
き
た
り
で
め
り
、
三
儀
で
も
の
っ
た
。
そ
の
容
貌
動
作
を
麺
、

じ
て
の
表
現
が
威
儀
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
雅
既
酔
篇
に
於
け
る

剛
朋
友
揖
す
る
と
こ
ろ
、
樋
す
る
に
威
儀
を
も
つ
て
す
。

　
威
儀
は
な
は
だ
時
な
り
。
鴛
予
時
あ
り
・

の
威
儀
に
し
て
も
、
ま
た
閥
じ
く
椴
樂
篇
．
の

　
威
儀
抑
抑
、
徳
菅
秩
秩
た
り
。

の
威
儀
に
し
て
も
、
そ
の
先
行
の
章
に
は
酒
食
の
饗
態
及
び
こ
れ
に

封
ず
る
灘
先
の
験
の
子
孫
へ
の
醜
輻
が
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
か
ら
、
灘

先
の
祭
祀
と
と
も
に
行
は
れ
る
饗
燕
の
席
に
於
け
る
主
客
の
威
儀
を

指
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
威
儀
は
西
屑
時
代
に
於
て
は
、
ま
だ
郷

村
の
共
同
膿
の
祭
祀
に
於
け
る
共
同
飲
酒
の
作
法
で
あ
っ
た
原
形
を

濃
厚
に
保
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
前
に
引
用
さ
れ
た
紳
篇
の
威
儀
は
王
侯
軌
政
者
が

こ
れ
を
運
守
す
る
と
き
、
民
の
模
範
と
な
り
、
國
家
の
秩
序
が
保
た

れ
る
が
、
こ
れ
を
諒
す
る
と
き
は
堤
心
を
失
ぴ
、
道
徳
の
頽
慶
と
な

っ
て
母
家
の
危
機
を
將
來
す
る
も
の
と
擬
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
・
大
雅
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
…
齢
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威

儀

翻
篇
の

　
廓
ρ
？
嘩
鮮
ぜ
す
、
威
儀
の
・
、
訊
か
ら
ざ
る
、
人
こ
れ
を
亡
と
い
ふ
。

　
郵
國
珍
掬
す
。

と
い
ふ
の
は
治
者
過
る
貴
族
階
緻
の
威
儀
の
喪
失
が
西
…
周
王
朝
の
襟

威
の
失
墜
を
奏
す
も
の
で
あ
燈
と
刺
る
の
で
あ
る
。
…
四
…
糊
の
末
期
の

朝
廷
の
宴
愈
の
席
上
で
歌
は
れ
歌
で
あ
っ
掩
雅
の
な
か
に
は
、
す
で

に
説
便
貴
族
の
刺
廷
に
於
け
る
威
儀
を
國
蒙
の
政
治
と
密
接
に
蓮
華

さ
せ
る
傾
陶
が
聖
帝
と
な
っ
て
き
て
み
る
。
威
儀
は
郷
蹴
…
に
於
け
る

・
農
村
駅
馬
膿
の
興
同
飲
酒
に
於
け
る
作
法
か
ら
帯
し
て
、
頓
興
の
朝

に
於
、
け
る
貴
族
た
ち
の
複
頑
な
身
分
的
な
叢
等
に
感
じ
た
制
慶
的
な

徳
統
と
化
し
て
き
沁
。
さ
き
に
引
用
し
浸
假
樂
篇
の
威
儀
が
實
は
こ

れ
に
先
立
つ
二
章
の

　
磐
に
宜
し
く
王
に
宜
し
く
、
筆
墨
す
忘
れ
す
蕉
章
に
し
た
が
ひ
よ

　
る
。

と
い
ふ
の
を
受
け
て
み
る
の
は
、
こ
の
や
う
な
威
儀
の
貴
族
祉
脅
の

…
規
範
と
し
て
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な

、
身
労
的
莱
等
の
櫨
統
さ
れ
た
威
儀
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
を
守
る
も

の
は
こ
の
西
周
末
期
の
主
事
に
於
、
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誠
鋤

　
怨
ま
る
駄
こ
と
な
く
悪
ま
る
玉
こ
と
な
く
、
鮮
匹
に
し
た
が
ひ
よ

　
　
　
　
　
　
　
唱

　
る
。
傭
を
焚
く
る
こ
と
駿
な
く
、
閥
　
方
の
綱
た
ウ
。
こ
れ
帯
し
こ

　
れ
紀
し
、
燕
は
鵬
友
に
及
ぶ
。
買
騨
の
螂
士
、
天
子
に
め
で
ら
れ

　
位
に
お
こ
た
ら
す
、
民
の
い
こ
ふ
と
こ
ろ
た
り
め

と
い
ふ
や
弓
に
側
膳
上
下
の
衆
望
を
え
て
、
卿
士
と
し
て
王
朝
凌
支

配
す
る
位
置
に
つ
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
威
儀
は
本
來
は
農
村
臓
會
に
於
け
る
祭
祀
に
於
け
る
共

同
欽
酒
の
席
に
於
け
る
作
法
に
起
原
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い

が
、
西
一
糊
の
朝
廷
の
貴
族
癒
會
の
作
法
と
な
る
や
ろ
に
な
っ
て
か
ら

可
な
り
の
脚
質
を
う
け
だ
し
た
の
で
あ
る
σ
威
儀
が
田
園
の
共
同
膿

の
宥
審
に
於
け
る
作
法
か
ら
墜
っ
て
堂
々
た
る
宮
廷
の
宴
席
の
作
法

と
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
内
察
的
に
い
ふ
と
官
職
の
高
下
に
俘
ふ
身

分
的
な
差
等
が
紐
み
入
れ
ら
れ
て
き
浸
。
こ
の
や
弓
な
身
分
制
に
よ

る
叢
等
は
、
こ
の
宴
席
の
作
法
を
次
第
に
複
雑
化
せ
ね
ば
や
ま
な

い
。
作
法
は
次
第
に
細
か
い
規
定
を
生
ん
で
き
て
、
裏
す
ノ
V
作
法

の
原
型
で
あ
る
儀
禮
に
存
し
た
意
味
が
失
は
れ
、
入
工
的
な
も
の
と

化
し
、
滲
列
す
る
諸
員
の
喜
怒
哀
…
榮
の
感
惰
の
豪
然
の
表
現
を
妨
げ

朝
廷
に
於
け
る
宴
愈
の
儀
式
を
乾
燥
無
昧
な
も
の
と
す
る
傾
陶
を
も

（　rotl　）



つ
で
あ
ら
う
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賓
羅
馬
毯

篇
㌫
．
於
い
て
礪
周
末
期
に
於
、
い
で
、
縛
統
的
な
婁
愈
の
作
法
で
あ
る
威

儀
が
無
観
さ
れ
、
酒
食
に
就
っ
て
胤
醇
に
及
ん
だ
貴
族
が
少
く
な
い

こ
と
が
調
刺
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
や
う
な
現
象
は
小
隊
大
束
篇
に

　
東
入
の
干
、
職
と
し
て
冷
し
て
外
せ
ら
れ
す
、
西
人
の
子
、
燦
々

　
た
る
衣
服
あ
り
。
舟
入
の
子
、
熊
野
こ
れ
袈
と
す
る
に
、
私
入
の

　
子
、
霧
四
囲
れ
も
ち
ゐ
ら
る
。

と
歌
っ
た
如
く
、
早
早
の
貴
族
階
級
の
ろ
ち
に
浸
落
し
た
滑
が
多
か

っ
だ
の
に
反
し
て
、
こ
れ
に
從
旙
役
使
さ
れ
て
る
た
家
人
た
ち
が
、

新
し
く
砂
嵐
と
し
て
登
用
せ
ら
れ
、
支
醗
階
級
の
費
質
が
著
し
い
攣

化
を
甚
し
、
礎
來
の
貴
族
瀧
會
の
燃
統
で
あ
ウ
奮
章
で
あ
る
威
儀
を

心
得
な
い
も
の
が
一
躍
し
て
王
廷
に
出
入
し
、
王
の
饗
婁
に
列
席
す

る
や
う
に
な
っ
た
こ
と
も
一
丙
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
生
ん
だ
今

叫
つ
の
要
閃
　
と
し
て
、
爾
槻
来
期
叩
に
於
、
け
る
王
廷
の
威
儀
の
極
慶
の

煩
雑
化
、
固
定
化
が
反
動
的
に
こ
れ
へ
の
反
感
を
誘
塾
し
て
、
か
へ

っ
て
節
度
の
破
壊
を
も
た
ら
し
た
と
い
ふ
こ
と
も
考
へ
ち
れ
る
の
で

．
あ
る
。

　
獺
燭
末
期
に
於
け
る
威
儀
ほ
侮
よ
り
も
支
鷹
者
で
あ
る
貴
旋
ぷ
臣

　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
撲

民
に
謝
し
て
身
分
に
も
と
つ
く
教
養
の
優
越
を
誇
示
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
醗
民
、
を
威
駁
さ
す
と
い
ふ
政
治
的
な
機
能
を
、
演
ず
る
本
題
の

意
識
の
有
無
に
間
せ
す
、
獲
得
し
て
來
π
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
威
儀

の
威
は
入
を
威
服
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
模
範
と
な
る
も
の
で

あ
る
と
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
き
た
。
春
秋
時
代
に
入
っ
て
、

こ
の
締
陶
は
さ
ら
に
明
確
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
類
像
に
難
く

な
い
。
威
あ
っ
て
畏
る
べ
く
、
儀
あ
り
て
攣
る
べ
し
と
い
ふ
衛
の
三

宮
愚
子
の
概
ハ
へ
た
と
い
ふ
威
儀
の
定
義
は
う
も
ち
ろ
ん
難
事
の
侮
詮

の
恒
と
し
て
、
こ
の
歴
史
的
．
入
物
が
現
籔
に
表
白
し
た
言
葉
で
は
な

か
つ
允
と
し
て
も
、
少
く
と
も
春
秋
時
代
の
末
期
の
芋
棒
の
人
士
の

威
儀
に
聴
し
て
も
っ
て
み
た
凝
念
を
添
す
も
の
と
藩
徹
し
て
支
障
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
、
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

“

　
左
侮
の
な
か
で
励
儀
に
爾
し
て
詳
論
し
た
の
は
前
に
も
引
朗
し
た

衛
の
皇
宮
交
子
の
君
蹴
で
あ
る
。
北
宮
交
子
は
楚
令
ヂ
子
園
の
威
儀

が
薫
を
鰹
し
て
み
る
の
に
よ
っ
て
そ
の
野
心
を
暦
破
し
、
な
ほ
そ
の

非
違
の
企
圓
が
灘
L
敗
に
草
し
女
牢
の
死
を
と
げ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
場

（　or，r」　）



　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
儀

豫
書
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
檬
に
威
儀
に
よ
っ
て
命
乞
或
は
そ
㊨
氏

族
、
國
蒙
の
蓮
命
を
見
透
し
た
豫
欝
は
左
徳
の
な
か
に
無
数
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
い
曳
位
多
落
馬
あ
る
。
允
と
え
ば
成
公
十
四
年
・
（
箭
露
七
七
）
留
の

豪
族
郡
氏
の
一
入
で
あ
る
郡
簗
が
衛
爾
を
訪
聞
し
た
と
き
、
そ
の
漱

迎
の
宴
に
於
け
る
彼
の
態
度
ば
倣
慢
を
極
め
陀
の
で
、
F
衛
O
大
福
寧

量
子
が
「
郡
氏
は
き
っ
と
滅
亡
す
る
ゆ
晋
か
、
ら
宴
會
と
い
ふ
竜
の
は

威
儀
を
槻
、
蝸
輻
を
獅
…
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
倣
漫
は
輌
を

取
る
道
だ
」
と
批
評
し
た
が
、
数
年
を
出
す
に
郷
氏
は
滅
亡
し
た
と

い
ふ
話
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
ま
た
同
年
周
の
大
臣
の
釧
…
殿
公
成
粛
…
公
が
二
者
誉
・
公
を
始
め
諸
侯

を
魯
し
て
秦
國
を
征
伐
の
鋸
を
起
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
儀
式
に

語
い
で
成
公
の
融
の
祭
肉
を
受
け
る
動
作
が
不
敬
で
あ
っ
．
た
。
岡
役

の
直
焼
は
「
動
作
謝
儀
威
儀
の
法
期
は
、
人
の
蓮
命
を
決
物
す
る
も

の
で
あ
る
。
祭
鴻
と
軍
譲
と
は
國
の
大
事
で
あ
る
の
に
、
威
公
が
こ

れ
を
す
ぼ
ら
に
し
た
の
は
肖
分
の
命
を
騰
と
す
も
の
だ
し
と
無
言
し

疫
の
も
こ
れ
に
算
す
る
G
左
傳
の
同
年
の
條
に
ば
脅
か
ら
魯
國
に
娼

無
ハ
を
依
顧
し
た
使
に
窯
つ
た
郷
鋳
の
使
ひ
ぶ
り
が
ボ
複
、
で
あ
っ
た
。

魯
國
の
大
意
孟
獄
子
が
「
郷
子
は
き
っ
と
亡
び
る
で
あ
ヅ
つ
う
、
禮
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叢
六

｝
身
の
幹
で
あ
り
、
敬
は
丁
芽
の
基
で
あ
る
。
軽
子
は
基
な
く
、
か

つ
卿
と
し
て
出
　
兵
の
大
命
の
使
と
な
っ
て
そ
の
動
作
な
ほ
ざ
り
で
あ

る
か
ら
、
嚢
つ
と
亡
び
る
」
ど
い
っ
た
の
も
同
種
の
徳
詮
で
あ
る
。

し
か
じ
こ
玉
で
益
子
の
豫
嘗
は
こ
胃
も
威
儀
に
は
乱
れ
ら
れ
て
る
な

い
で
、
軍
に
不
敬
と
い
ひ
、
禮
に
關
係
づ
け
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
様
に
貴
族
の
言
動
を
批
評
し
そ
の
宣
命
を
豫
漉
し
た
例

は
左
傳
・
語
語
の
な
か
で
数
へ
上
げ
る
こ
と
も
不
可
能
な
ほ
ど
多
緻

現
れ
て
み
る
。
・
左
記
の
こ
の
や
う
な
論
話
は
、
す
べ
て
威
儀
を
も
ち

塒
し
て
は
み
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
雰
を
見
る
走
結
馬
麗
人
の
雷

動
の
禮
に
か
な
ひ
、
威
儀
を
失
し
な
い
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
蓮

令
を
判
じ
変
と
い
ふ
形
式
を
と
っ
て
み
る
。
左
傳
國
語
の
こ
の
種
類

の
俳
説
に
現
れ
た
歴
奥
親
は
、
禮
が
鰺
豪
を
支
配
す
る
唯
一
の
カ
で

あ
り
、
威
儀
が
邦
國
例
人
の
露
命
を
か
へ
る
唯
一
の
ヵ
で
あ
る
こ
と

を
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
や
う
な
臓
史
擬
が
左
徳
の
如
上
詑
蓮

を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
な
っ
て
み
る
の
で
み
る
。

　
爾
欝
に
於
て
は
威
儀
は
支
醜
滴
で
あ
る
薫
僕
貴
族
の
蓮
命
、
す
な

は
ち
敵
治
ゆ
臆
測
決
定
す
る
梅
島
．
も
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
突

配
階
級
で
あ
る
王
便
貴
族
が
朝
廷
の
祭
祀
燕
享
な
ど
の
式
典
で
の
作

（　ro6　）



法
を
重
要
覗
す
る
の
は
、
さ
き
の
笥
子
の
書
葉
で
は
、
　
「
民
は
天
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
中
を
受
け
て
生
れ
る
。
そ
れ
が
命
で
あ
る
」
と
晶
凱
置
き
さ
れ
て
み

る
や
う
に
、
民
の
、
命
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
塩
湖
は
實
に
前
蓮
し
だ
草
聖
を
敬
め
ぱ
民
の
則
と
な
る
、
す

な
は
ち
支
晒
者
で
あ
る
貴
族
の
威
儀
が
民
の
模
範
と
な
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
國
の
安
危
を
決
定
す
る
と
い
ふ
、
、
爾
周
末
期
の
史
槻
を
、

さ
ら
に
一
種
の
宿
命
観
の
裏
附
け
の
も
と
に
藪
訓
諏
の
な
か
に
と
り
’

入
れ
売
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
諏
訓
乏
適
言
と
の
結
合
と
し
て

の
特
異
燦
．
は
濃
く
は
な
っ
て
は
み
る
け
れ
ど
も
、
機
転
時
代
を
難
じ

て
卓
越
し
た
威
儀
親
は
、
支
配
階
級
で
あ
る
貴
族
の
徳
、
す
な
は
ち

貴
族
階
級
の
人
間
典
型
で
あ
る
鴛
子
の
徳
と
し
て
、
民
を
支
配
す
る

徳
と
し
て
こ
れ
を
見
る
と
い
ふ
態
度
は
爾
周
時
代
末
期
と
は
縫
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
春
秋
末
期
に
出
た
孔
ヂ
に
覧
て
も
こ
の
泰
秋
時
代
の
威
儀
槻
は
受

け
つ
が
れ
て
み
る
。

　
し
か
し
左
徳
の
な
か
で
は
威
儀
と
禮
と
の
分
化
を
語
る
禮
設
が
す

で
に
上
蓮
の
や
う
な
威
儀
と
禮
と
を
鱒
、
一
物
と
し
て
、
個
人
の
禽
纂

に
於
て
示
し
た
威
儀
が
そ
の
入
の
蓮
命
を
支
配
す
る
と
い
ム
豫
需
薄

　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
儀

論
と
蔑
ん
で
存
在
し
て
み
る
こ
と
は
す
で
に
加
藤
博
士
の
指
摘
せ
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
玉
に
於
て
は
威
儀
と
禮
と
を
不
可
分
と
し

掩
西
周
の
貴
族
の
糊
念
と
は
杢
く
異
り
、
國
家
瀧
愈
の
政
治
崇
…
教
道

徳
の
原
理
と
し
て
の
禮
の
虜
畳
が
高
ま
り
、
綱
人
の
行
事
に
於
け
る

威
儀
は
禮
の
呈
上
と
し
て
下
位
に
置
く
聾
し
い
親
念
が
現
れ
て
き
た

「
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
…
號
念
を
代
表
す
る
の
は
鄭
國

の
学
界
子
薩
、
の
雷
葉
と
さ
れ
て
み
る
惹
の
で
あ
る
Q
昭
公
二
十
五
年

（
荊
蹴
一
七
）
の
黄
父
の
魯
に
覇
心
落
の
灘
で
あ
る
趨
簡
子
が
鄭
の

賢
雛
子
大
壁
に
逢
っ
て
互
譲
湖
旋
の
禮
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
子
大

叔
は
こ
ん
な
こ
と
は
儀
で
あ
っ
て
禮
で
は
な
い
と
い
っ
て
野
へ
な

い
。
趙
子
の
し
か
ら
ば
禮
と
は
偲
か
と
い
ふ
算
問
に
聾
し
て
、
子
大

叔
は
先
年
死
ん
だ
鄭
國
の
興
産
か
ら
聞
い
た
需
葉
だ
と
し
て
、

　
禮
は
天
の
経
な
り
、
地
の
義
な
り
、
民
の
行
な
り
。
天
地
の
維
に

　
し
て
民
實
に
の
っ
と
る
。
、
天
の
明
に
則
り
、
地
の
性
に
よ
り
、
そ

　
の
六
氣
を
生
じ
、
そ
の
五
行
を
用
ふ
。
氣
は
五
．
味
た
り
、
醒
し
て
．

　
五
色
と
な
り
、
章
は
れ
て
五
蛉
と
な
る
。
淫
す
れ
ば
讐
観
し
、
民

　
そ
の
幾
を
失
ふ
。
こ
の
故
に
薩
を
つ
く
り
て
奉
ず
。
、

と
い
ふ
常
葉
に
始
っ
て
、
禮
が
天
地
宇
雷
の
原
理
で
あ
蟄
、
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七

（　oret　）



　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
儀
，

入
卜
す
な
は
ち
民
の
命
を
支
配
す
る
原
理
と
な
り
、
針
蓄
解
の
規
斑
ゐ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

！
な
る
こ
と
を
齢
附
い
て
み
る
◎
・
縫
を
軍
に
一
身
の
懸
命
だ
け
で
は
叛
く

、
耽
愈
、
國
籏
の
安
危
と
に
蘭
す
る
基
本
的
な
膚
然
法
で
あ
る
と
い

ふ
漸
、
へ
け
…
左
薄
の
糖
榊
公
二
年
の
瓶
蹴
の
豊
田
服
の
「
義
は
も
っ
て
御
報
㍗
、
出

し
、
禮
は
．
惹
っ
て
致
を
膿
し
、
政
は
も
っ
て
民
を
正
す
」
と
い
ふ
辮

論
に
も
あ
る
や
う
に
、
春
秋
初
年
か
ら
そ
の
例
に
乏
し
く
な
い
。
し

か
し
聞
す
な
は
ち
威
儀
と
禮
と
の
醜
刷
を
明
確
に
し
ょ
う
と
す
る
の

は
、
こ
の
鄭
の
子
滞
の
系
統
を
引
く
子
大
叔
の
雷
と
根
子
五
年
の
女

熊
襲
の
曹
侯
へ
の
鍬
問
と
を
代
表
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
や

う
な
例
は
頗
る
乏
し
い
。
私
は
か
つ
て
「
孔
子
と
子
産
」
の
論
交
に

於
て
辮
秋
巾
期
を
啓
蒙
時
代
と
し
て
、
そ
の
指
導
的
政
治
家
た
る
子

塵
。
叔
向
・
曇
嬰
の
活
動
す
る
時
代
が
中
巻
古
代
精
聯
史
あ
，
に
占
め

る
で
あ
ろ
う
重
大
澄
紘
置
に
つ
い
て
蓮
べ
、
孔
子
の
思
蕉
は
こ
れ
ら

の
賢
相
と
く
に
ヂ
滞
か
ら
承
け
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
れ
㍗
魔
羅
黙

と
し
て
、
彼
の
褐
特
の
政
、
治
道
暗
黒
期
を
稜
展
さ
し
だ
こ
赴
を
主
張

し
た
。

　
こ
の
や
う
な
一
般
的
な
情
勢
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
子
大
叔

．
が
子
産
の
言
と
し
て
引
く
鼎
論
そ
の
も
の
は
、
天
地
入
が
鵜
経
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
つ
て
支
配
翻
れ
る
と
い
ふ
禮
の
｝
元
論
を
譲
り
に
灘
然
と
展
開
…
し
て

　
み
る
黙
厩
於
て
、
赤
秋
巾
期
の
騨
蒙
藤
代
と
し
て
は
患
蕪
的
に
進
み

遡
ぎ
て
み
る
の
鴫
、
、
子
烏
の
原
の
言
簗
で
は
な
く
て
、
後
世
の
傳
教

　
の
潤
色
を
維
て
る
る
こ
と
は
疑
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
や
弓
な
言

論
を
子
産
の
嘗
葉
と
し
て
鄭
國
に
傳
へ
て
る
だ
と
い
ふ
薄
、
承
肉
膿
は

決
し
て
無
根
で
は
な
い
。
子
産
は
之
の
や
う
な
患
想
傾
向
を
も
つ
て

み
た
こ
と
は
、
歴
史
的
な
事
實
で
あ
っ
沌
と
考
へ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
髪
際
・
叔
向
が
融
…
を
ば
園
蒙
政
治
の
基
本
と
読
い
涜
言
葉
が
嚢

～
公
ニ
や
一
年
、
二
十
三
年
の
條
に
も
現
は
れ
て
る
る
か
ら
、
こ
の
國

蒙
政
治
の
翠
霞
と
し
て
の
禮
維
へ
の
自
蝿
は
啓
蒙
時
代
に
於
て
始
め

て
明
確
と
な
っ
た
と
雌
4
3
へ
て
大
逓
な
い
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
威
儀
と

禮
と
の
分
離
が
製
織
的
に
實
現
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
時
代
に
於
、
て
ビ

あ
る
と
見
な
し
て
み
輩
支
な
い
。

　
函
岡
以
凍
の
貴
族
階
級
の
保
持
し
て
き
た
交
化
の
最
高
表
現
と
し

ズ
の
威
儀
は
今
や
そ
の
海
秋
串
期
の
賢
相
な
ち
に
よ
っ
て
、
國
寂
の

政
治
の
原
理
で
あ
る
禮
と
は
置
別
せ
ら
れ
て
、
末
梢
的
、
技
術
的
な

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
慣
殖
は
や
玉
低
く
下
げ
ら
れ
る
こ
と
玉
な
つ

廻
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
伺
尚
を
ば
、
賢
籾
の
思
想
更
的
な
後
綴

（5S）



四

曜脅

尋
あ

る

子
は

　碧“

穿
　！竃ノ

な

風

置

け

つ
　Lh

だ

あ

ろ

　5

か
　　o

　
孔
子
の
論
藷
に
於
け
る
藪
養
あ
惹
入
…
間
の
典
型
で
あ
る
君
子
の
徳

田
の
な
か
に
は
ゑ
に
蓮
べ
た
威
儀
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
孔
子

は　
判
子
重
か
ら
ざ
れ
ば
威
あ
ら
す
。
（
學
而
篇
）

と
い
っ
て
み
る
の
は
、
君
予
は
威
儀
を
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

最
つ
だ
竜
の
と
解
し
て
よ
い
。
こ
の
や
う
な
威
儀
の
必
要
は
、
孔
子

に
よ
る
と

　
知
は
こ
れ
に
及
び
、
仁
能
く
こ
れ
を
守
る
も
、
敢
以
て
こ
れ
に
の

　
ぞ
喪
ぎ
れ
ば
篤
敬
は
す
．
。
知
こ
れ
に
及
び
仁
能
く
こ
れ
を
寄
り
笠

　
蕪
も
て
こ
れ
に
の
ぞ
む
も
、
之
を
動
ず
に
融
を
も
一
、
せ
ざ
れ
ば
未

　
だ
蒜
か
ら
す
。
　
（
衛
鎭
公
篇
）

と
い
っ
て
み
る
。
民
に
仁
政
を
署
す
だ
け
で
は
い
げ
な
い
、
激
し
い

態
慶
で
臨
ま
ね
ば
民
の
償
．
頼
を
程
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
の
は
、
毅
子
は
威

儀
を
必
要
と
す
る
、
威
儀
は
溝
濟
が
斑
を
旨
み
る
た
め
に
必
要
な
徳

で
あ
、
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
孔
子
に
於
て
は
民
に

　
　
　
戴
　
　
　
　
　
　
畿

蕪
即
ち
威
陛
揺
を
も
つ
て
臨
む
だ
け
で
は
ま
だ
守
り
な
い
。
蝿
を
動
か

す
に
は
禮
を
も
つ
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ハ
ニ
計
み
る
の
で
あ
る
か

ら
、
威
儀
は
禮
の
下
位
に
置
か
れ
て
み
る
。
威
縫
は
禮
に
比
較
す
る

と
低
次
の
徳
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
き
た
ら
し
く
も
見

え
る
。

　
禮
ど
い
ひ
禮
と
い
ふ
も
、
玉
．
鵬
な
ら
ん
や
。
　
（
陽
貨
篇
）

も
禮
に
使
用
す
る
祭
幣
贈
物
．
の
や
う
な
も
の
は
末
巻
で
あ
っ
て
、
禮

の
原
理
．
に
は
鵜
島
が
な
い
か
ら
、
深
く
介
意
す
る
に
足
り
な
い
と
鋭

い
て
る
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
孔
子
に
於
け
る
威
儀
と
駕

す
な
は
ち
行
儀
作
法
と
魏
の
原
理
と
の
分
・
化
の
意
識
を
示
す
も
の
玉

如
く
と
ら
れ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
二
章
は
論
語
申
の
比
較
的
晩
期
の
編
纂
に
か
」

る
ヂ
物
狂
に
物
し
て
み
る
。
こ
れ
に
全
し
上
論
の
な
か
で
は
大
廟
に

入
っ
て
事
ご
と
に
有
司
に
間
ふ
た
孔
子
、
告
湖
の
羊
を
保
存
し
よ
う

と
し
旋
孔
子
（
八
借
篇
）
が
描
か
れ
て
み
る
。
禮
の
本
を
た
つ
ね
た
林

放
に
陣
し
て
「
大
い
な
る
か
な
開
」
と
前
提
1
4
て

　
轍
は
そ
の
碧
．
ら
ん
よ
り
は
寧
ろ
倹
な
れ
、
喪
は
そ
の
易
な
．
ら
ん
よ

　
り
は
寧
ろ
戚
し
く
せ
よ
。
　
（
醐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九

（　r）9　）



　
　
　
威
　
　
　
　
　
　
儀

と
い
っ
て
み
る
。
禮
の
本
末
論
、
す
な
は
ち
禮
の
本
賛
論
は
鹸
り
夫
「

・
子
の
好
ん
だ
題
門
、
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
雛
の
器
具
を
奢
り
す

ぎ
る
こ
と
が
u
素
意
さ
れ
、
ま
た
喪
の
心
得
と
し
て
は
悲
哀
の
感
情
が
．

根
本
だ
と
い
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
孔
子
自
身
も
　
こ
の
威
儀

と
禮
と
の
本
末
は
、
反
立
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
啓
蒙
時
代

の
政
治
家
の
や
う
に
儀
と
禮
と
を
明
快
に
分
け
、
蝿
取
の
基
本
と
し

て
の
灘
の
本
質
を
、
尊
し
と
し
て
威
儀
を
蔑
親
す
る
こ
と
は
夫
子
の
態

慶
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
こ
の
こ
と
は
晶
醐
論
文
で
も
論
い
た
や
う
に
、
啓
蒙
期
の
子
藤
は
政

治
上
の
主
義
と
し
て
は
法
治
主
義
を
と
っ
て
み
た
の
に
劉
し
て
、
孔

廟
は
む
し
ろ
反
動
的
に
徳
治
主
義
を
と
っ
た
と
い
ふ
立
場
と
も
枳
闘

記
す
る
亀
の
で
あ
る
。
孔
子
は
子
窟
等
の
点
く
威
儀
と
禮
と
を
分
け

る
立
場
に
識
し
て
、
一
歩
退
い
て
周
の
魏
、
す
な
は
ち
貴
挨
階
級
の

生
活
の
準
則
で
あ
る
威
儀
を
ぱ
す
て
去
ら
す
、
爵
來
る
だ
け
保
存
し

威
儀
の
徳
を
も
っ
た
現
業
の
君
子
と
い
ふ
翌
翌
を
さ
ら
に
昇
華
し
て

仁
の
至
上
の
徳
に
撃
っ
て
努
力
す
る
磐
子
の
典
型
を
結
晶
さ
し
だ
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
威
儀
に
っ
．
い
て
は
前
に
引
用
し
た
二
三
の
問
答
の

　

ほ
か
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
い
意
見
を
の
べ
た
章
が
論
語
の
な

六
Q

か
に
は
見
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
孔
子
胸
懸
は
留
り
辮
を
費
さ
な
か
っ
た
威
儀
に
つ
い
で
夫

子
の
後
面
は
か
へ
っ
て
重
要
な
間
題
と
し
て
取
り
上
げ
だ
。
子
夏
・

子
張
漁
子
溝
等
の
門
弟
た
ち
に
と
っ
て
、
醗
を
如
何
に
し
て
寒
行
し

威
儀
を
守
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
墨
涙
の
根
本
に
關
す
る
霊
大
な
問

題
と
な
っ
た
。
論
語
の
子
短
篇
に
は
予
夏
の
雷
と
し
て

　
階
子
に
三
墾
毒
り
。
こ
れ
を
窒
め
ば
横
然
た
り
。
こ
れ
に
即
け
ば

　
濫
か
し
。
こ
の
需
を
き
け
ば
属
し
。

と
い
ふ
の
は
、
震
子
の
威
儀
を
論
じ
だ
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
と
く
．

に
こ
れ
を
望
め
ば
綴
敵
た
り
と
熔
ふ
の
は
威
儀
の
畏
る
べ
し
と
い
ふ

左
眼
の
定
義
に
霜
志
す
る
も
の
で
あ
る
。
子
夏
と
か
な
り
密
接
な
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

係
に
あ
っ
た
子
張
と
孔
子
と
の
問
答
が
工
専
の
な
か
に
あ
る
が
、
そ

の
な
か
で
子
張
の
葱
め
ど
も
費
さ
す
と
い
ふ
二
葉
の
憲
味
の
聞
に
野

へ
、

　
君
子
は
そ
の
衣
冠
を
帰
し
、
そ
の
曙
観
を
奪
く
し
て
俄
然
た
り
。

　
入
望
ん
で
こ
れ
を
繋
る
。
こ
れ
ま
た
威
あ
っ
て
猛
か
ら
ざ
る
に
あ

　
ら
す
や

と
い
っ
た
の
も
、
ま
た
鴛
予
の
外
容
に
つ
い
て
い
っ
た
の
で
、
威
儀
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の
溌
明
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
霧
子
の
外
貌
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

が
他
誌
に
畏
敬
の
念
を
翼
へ
る
馬
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乏
さ
れ

て
る
る
。
威
儀
と
は
ま
つ
こ
の
や
う
な
君
子
の
外
貌
に
つ
い
て
｝
智
は

れ
る
徳
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
子
夏
・
子
張
た
ち
め
簿
へ
る
孔
予
の

威
儀
論
で
あ
ら
う
。
同
じ
子
張
篇
に
は

　
子
夏
の
書
入
小
子
、
洒
掃
慮
劃
進
退
に
常
っ
て
は
則
ち
可
な
り
。

　
そ
も
く
末
な
り
、
本
は
則
ち
な
し
、
こ
れ
を
如
何
せ
ん

と
子
游
が
雰
難
し
た
と
い
は
れ
て
み
る
。
子
夏
の
門
入
た
ち
は
拭
掃

除
や
適
当
や
儀
式
の
進
退
な
ど
の
作
法
の
末
飾
ば
か
り
練
習
し
て
み

た
と
い
な
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
夏
の
學
派
で
は
威
儀
の
・

墨
隈
を
も
つ
と
も
重
要
嘱
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
毒
る
。
し
か
し

こ
れ
を
非
難
し
た
子
游
の
離
派
で
も
、
そ
の
墨
涙
の
掛
で
あ
る
と
い

ば
れ
た
曲
鵜
篇
の
冒
頭
に

　
簡
膿
に
円
く
、
敬
せ
ざ
る
こ
と
な
か
れ
、
磁
と
し
て
患
ふ
が
長
く

　
僻
を
安
定
せ
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

と
歎
っ
て
み
る
。
敬
せ
ざ
る
こ
と
な
く
澱
と
し
て
思
ふ
が
如
く
、
書

葉
使
ぴ
を
大
事
に
す
る
と
は
威
儀
の
第
一
義
に
外
な
ら
な
い
。
子
下

の
灘
論
で
蕗
、
こ
れ
ら
の
難
多
の
禮
の
来
節
的
規
定
の
素
行
を
遍
じ

減

儀

て
獲
…
得
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
子
夏
子
張
の
學
涙
で
も
．
理
想
と
し

て
追
求
し
て
み
た
鱈
子
の
徳
で
あ
る
威
儀
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の

　
　
　
　
が

で
あ
る
。
子
夏
が
こ
の
末
節
を
忠
實
に
奉
行
す
る
℃
と
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
通
じ
て
威
儀
を
騰
得
し
ょ
う
と
す
る
に
…
下
し
て
、
子
溝
は
ま

つ
こ
の
指
導
的
な
理
念
で
あ
る
威
儀
の
意
義
を
知
っ
て
、
こ
れ
の
演

繹
と
し
て
灘
の
末
節
を
敏
へ
や
う
と
い
ふ
や
う
に
學
習
の
順
序
を
異

に
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
熱
の
な
か

で
は
磐
子
の
威
儀
を
涛
こ
そ
か
に
坐
し
て
覚
ハ
鈍
す
る
が
如
く
あ
れ
と

毅
へ
、
威
儀
は
恩
索
的
な
皐
者
の
も
っ
て
み
る
外
貌
と
と
ら
れ
て
る

る
。
子
夏
で
は
衣
冠
を
正
し
く
し
疫
貴
族
に
ふ
さ
は
し
い
外
貌
で
あ

っ
た
の
が
、
こ
玉
に
於
て
全
く
墨
・
者
に
ふ
さ
は
し
い
外
貌
に
と
墾
化

さ
れ
た
の
、
で
あ
る
。
威
骸
憐
は
西
…
周
時
代
に
於
て
は
支
蹴
階
級
で
あ
る

貴
族
が
桁
事
に
於
て
守
る
べ
く
そ
し
て
貴
族
に
ふ
さ
は
し
い
禮
儀
作

法
で
あ
っ
だ
Q
そ
れ
は
民
に
と
っ
て
翻
る
べ
き
威
鷹
を
感
ぜ
し
め
る

外
貌
を
件
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
威
儀
は
あ
る
場
合
は
外
客
と
し

て
動
作
と
も
辞
別
さ
れ
、
あ
る
場
倉
に
は
動
作
の
作
法
を
も
包
撰
し

旋
こ
と
も
あ
る
。
威
儀
は
動
作
を
も
含
め
て
行
事
に
於
け
る
作
法
を

指
し
た
の
が
本
義
で
み
つ
夜
の
が
、
次
第
に
動
作
を
分
離
し
て
澱
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
コ

（16）



　
　
　
　
威
　
　
　
　
、
儀

な
外
貌
だ
け
を
指
す
や
う
に
轄
化
し
て
費
掩
の
で
あ
る
。
孔
子
が
鷺

子
鐙
か
ら
ざ
れ
ば
威
あ
ら
す
と
い
ふ
の
も
こ
の
傾
向
を
襲
っ
た
も
の

で
あ
る
。
薄
統
的
な
貴
族
的
贈
級
の
生
活
の
趣
味
は
既
然
に
動
的
な

も
の
か
ら
灘
的
な
も
の
へ
移
り
や
す
い
。
威
儀
は
酒
周
貴
族
の
生
活

の
な
か
で
、
も
は
や
こ
の
檬
な
灘
的
な
外
貌
を
形
審
す
る
も
の
と
し

て
、
固
定
化
し
た
型
式
と
な
り
か
け
て
み
た
。

　
孔
子
は
こ
の
や
う
叛
生
活
の
型
式
を
と
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、

交
化
の
形
成
物
に
撫
し
て
深
論
客
を
も
つ
彼
は
、
こ
の
貴
族
階
級

．
の
…
敏
養
の
結
界
に
よ
っ
て
到
蓬
で
き
る
美
的
な
理
念
を
そ
の
ま
玉
に
‘

新
興
士
人
の
禮
の
墨
習
の
な
か
に
と
り
入
れ
た
。
禮
の
本
質
を
ば
塞

噛
せ
す
に
、
こ
の
威
儀
を
習
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
磯
験
的
に
了
解
せ

さ
よ
う
と
い
ふ
の
が
、
彼
の
教
育
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
威
儀
は
貴
族

の
生
偲
的
の
趣
味
で
も
敏
養
で
も
な
く
て
、
そ
れ
の
學
脅
の
難
の
本

質
を
膿
得
す
る
乎
だ
て
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
威
儀
ぽ

か
つ
て
は
貴
族
が
生
活
の
實
…
既
に
於
で
無
意
識
に
獲
ら
れ
霞
美
的
な

徳
で
あ
っ
た
が
、
今
や
墨
者
が
道
徳
の
完
成
の
た
め
に
意
…
識
的
に
求

め
た
徳
と
な
っ
た
の
で
め
る
。
威
儀
は
貴
族
の
慈
か
ら
、
墨
者
で
あ

る
弾
入
の
徳
と
攣
化
し
た
の
で
あ
る
。

五

六
二

　
以
上
蕩
周
時
代
の
貴
族
生
活
の
作
法
で
あ
る
威
儀
が
孔
子
の
創
始

し
た
儒
講
掛
園
で
鱈
子
の
徳
R
の
一
と
し
て
轡
は
割
る
に
至
っ
た
樫
「

路
を
概
覚
し
允
。
こ
の
威
儀
な
る
観
念
の
雁
史
的
な
獲
懸
の
巡
程
を

三
つ
泥
後
に
改
め
て
春
秋
時
代
の
政
治
家
だ
ち
の
言
動
の
威
儀
を
批

判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
蓮
命
を
豫
即
し
て
み
る
数
多
の
論
話
が

左
傳
虹
に
物
語
の
聖
書
の
な
か
に
あ
の
や
う
に
多
数
現
は
れ
て
く
る

と
い
ふ
事
寳
の
も
っ
て
み
る
意
義
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
ま
え
に
は
左
傳
．
の
ヶ
ち
と
く
に
子
産
叔
歌
聖
の
啓
蒙
時
代
の
賢
粗

の
言
論
と
・
い
は
れ
る
も
の
ム
な
か
に
國
家
倉
會
の
規
範
と
し
て
の
禮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
個
人
の
蟹
隈
の
現
は
れ
で
あ
る
威
儀
乏
を
置
蓋
し
、
前
者
を
優
位

に
恥
き
、
後
者
を
下
位
に
さ
げ
る
見
禦
淋
表
明
さ
れ
て
み
る
こ
と
、

そ
し
て
か
玉
る
尋
、
前
論
が
彼
等
致
治
家
に
よ
っ
て
丈
字
通
り
に
話
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
啓
蒙
時
代
の
思
事
界
の
麺
念
を
示
す
も
の
と

見
倣
し
5
ろ
こ
と
を
論
い
た
。
し
か
し
左
薄
身
語
に
、
か
玉
ろ
鋼
入

の
威
儀
と
匿
励
さ
れ
た
園
猿
祉
・
曾
の
規
範
で
あ
ろ
醗
を
説
い
た
い
ぐ
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ら
か
思
辮
的
な
諸
病
と
死
熾
し
て
遙
に
頻
繁
に
現
れ
て
く
る
の
が
さ

き
に
も
遽
べ
た
威
偽
に
よ
つ
旋
個
人
の
亭
亭
豫
鴛
の
僻
論
で
あ
る
。

威
儀
と
禮
と
の
分
別
を
主
張
す
る
言
論
が
特
に
春
秋
中
期
の
啓
蒙
期

髪
機
と
し
て
賢
相
に
結
び
付
け
ら
れ
て
み
る
傾
向
が
め
り
、
特
殊
の

　
　
　
　
　
　
　

鷹
曳
的
な
意
義
を
示
し
一
み
る
ら
し
い
の
に
超
し
甲
」
、
こ
の
種
の
論

話
は
楽
書
の
な
か
に
縛
建
の
時
代
と
霞
棚
と
糊
人
と
に
白
面
な
く
、

普
心
的
に
敬
赤
し
て
る
る
。
こ
の
こ
と
は
か
玉
溜
朗
話
は
一
般
に
左

る
國
語
の
論
話
の
原
型
が
で
き
上
っ
た
、
丈
化
実
的
な
環
境
を
物
語

億
も
の
と
し
て
解
繹
を
ぜ
ね
ば
な
ぢ
ぬ
や
う
に
見
・
π
る
。

　
さ
き
に
孔
子
の
晩
年
の
門
弟
の
な
か
で
子
重
税
夏
の
爾
墨
涯
の
聞

℃
禮
の
墨
藩
法
に
話
し
て
原
理
で
あ
る
灘
の
理
解
を
先
と
す
べ
き
で

あ
る
か
、
或
は
個
々
の
二
合
に
於
け
る
作
法
で
あ
る
威
儀
の
習
得
を

先
に
す
べ
逢
で
あ
る
か
と
い
ふ
論
争
を
生
じ
た
こ
と
を
蓮
べ
た
。
子

夏
は
威
儀
の
…
轡
熟
を
先
務
と
し
、
こ
れ
を
…
遡
じ
て
瀬
槻
の
原
理
を
膿
得

す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
子
夏
の
威
儀
槻
冷
∴
歴
典

の
解
，
｛
樺
に
遽
8
1
し
た
な
ら
ば
、
だ
傳
に
現
は
れ
疫
や
う
叛
滅
儀
に
よ

る
入
闇
蓮
命
の
豫
雷
と
い
ふ
論
蔵
を
生
す
呼
帰
で
幽
ら
汽
こ
と
は
葱
像

に
難
く
な
い
。
愛
詑
の
孔
子
燈
家
に
は
孔
子
の
春
秋
の
著
作
は
筆
創

威

鷺
し
き
を
得
て
凹
U
入
子
…
凝
の
み
ぎ
も
一
か
ら
、
、
一
字
を
も
つ
け
加
へ
る
こ

と
が
で
ま
な
か
っ
た
と
い
ふ
が
載
せ
ら
れ
て
み
る
。
孔
子
が
麻
秋
を

膚
ら
醸
出
し
た
か
否
か
は
わ
が
武
内
博
士
以
來
問
題
と
な
っ
て
み
る

と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
此
の
観
劇
は
庫
入
孔
子
の
交
物
制
作
俳
読
の
一

に
麟
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
傳
論
で
子
夏
は
輩
に
孔

子
の
門
弟
で
子
細
と
相
蝕
ん
で
文
學
の
幽
門
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
．

の
序
論
の
引
合
に
斑
さ
れ
允
と
い
ふ
に
遍
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
か
。

實
は
刺
馬
蓬
の
こ
の
認
事
は
、
立
動
の
公
羊
疏
に
3
1
炉
て
る
る
戴

宏
の
・
公
輩
傳
に
帰
ナ
夏
か
ら
公
鴻
串
轡
両
に
億
冊
へ
ら
れ
胃
た
と
い
ひ
、
ま
た
態

働
の
風
俗
通
に
よ
る
と
子
夏
は
こ
れ
を
穀
梁
赤
に
…
響
へ
た
と
い
っ
て

　
　
　
　
ダ

み
る
か
、
ら
、
濃
餅
．
聯
秋
の
溢
血
は
予
夏
の
墨
派
の
薯
作
に
か
製
る
と

い
ふ
傳
承
が
漢
代
に
も
存
し
て
み
た
。
子
壷
の
孔
子
の
春
秋
著
作
に

就
て
子
夏
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
子
夏
．
の
名
は
蓉
秋
の
著
作
と
密

接
な
る
蓮
絡
の
め
る
門
弟
と
し
て
の
記
憶
．
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
公
簿
春
秋
は
早
く
亜
鉛
に
翻
り
、
穀
梁
は
魯
地
に
薄
り
、
齊

魯
の
皐
派
に
受
け
つ
が
れ
て
、
今
文
…
獣
め
綻
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
直
し
清
夏
は
晩
年
西
河
に
赴
き
、
．
言
文
侯
の
師
と
な
つ
．

た
と
い
は
れ
て
み
る
。
現
在
の
左
薄
、
醐
蛾
禰
の
爾
畿
薦
に
は
勿
論
蘇
，
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
驚

（　3PJ　）



　
　
　
ソ
ロ
鰻
ン
議
の
オ
フ
イ
レ
航
海
に
就
い
て

列
麟
の
典
蓼
を
慶
ぐ
税
遣
し
て
み
る
け
れ
ど
も
、
衛
聚
寡
言
が
「
寮

旋
研
究
」
で
論
じ
た
如
く
、
三
膏
の
史
費
を
詑
逃
し
て
も
っ
と
も
詳

密
を
極
め
て
み
る
こ
と
は
、
今
入
も
認
定
で
き
な
い
遅
滞
で
あ
る
。

左
薄
の
穂
論
の
史
料
と
し
て
は
、
慣
習
の
國
典
及
び
傳
論
が
も
っ
と

も
多
く
利
用
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
要
部
分
が
三
習

で
製
作
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
翼
然
で
あ
っ
て
、
魏
に
於
げ
る
子

夏
の
実
写
の
艇
の
聞
で
左
痺
園
語
の
原
型
が
編
纂
せ
ら
れ
允
と
推
定

す
る
こ
と
も
、
或
は
あ
な
が
ち
無
稽
の
想
像
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
だ
穿
こ
の
殿
に
思
し
て
は
左
薄
を
魯
國
の
逆
子
養
護
明
の
著
作

と
す
る
劉
向
の
別
録
に
詑
し
て
み
る
傳
受
の
系
統
が
障
害
と
な
る
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
鶏

れ
ど
聴
、
こ
の
後
超
の
傳
受
の
系
譜
に
大
き
な
鷺
慮
を
彿
ふ
必
饗
は

な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
ら
の
黙
に
帯
し
て
は
更
に
激
論
す
る

機
関
を
待
つ
こ
と
玉
し
て
、
こ
』
に
は
贅
t
な
い
。

　
要
す
る
に
雑
輩
に
瞥
遍
納
骨
威
儀
に
よ
つ
て
入
の
蓮
命
を
豫
書
す

．
る
評
論
は
、
こ
れ
を
儒
教
の
禮
論
の
墾
羅
史
か
ら
見
る
と
、
孟
子
荷

薄
め
と
く
如
き
祉
禽
國
家
の
規
範
乃
至
は
基
本
法
と
し
て
の
禮
の
槻

念
で
は
な
く
て
、
貴
族
的
教
養
と
し
て
の
威
儀
槻
に
よ
っ
て
書
か
れ

て
み
る
の
で
、
愛
翫
の
繋
属
の
門
弟
た
ち
の
開
で
威
長
し
た
寸
話
で

あ
っ
た
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
ふ
の
が
私
の
到
達
し
た
結
論

で
あ
る
。

（　6‘1　）

ソ
ロ
モ

ン
王
の
オ
フ
ィ
以
航
海
に
就
い
て

織

田

武

雄

　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ピ

「
ソ
ロ
モ
ン
王
凱
ド
ム
の
地
紅
海
の
護
に
鞭
て
エ
ラ
テ
の
託
り
な
δ
エ
ジ

オ
ン
ゲ
ベ
ル
に
て
醗
数
鍵
を
邉
れ
り
、
ヒ
ラ
ム
海
の
窺
を
知
紅
る
舟
人
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な

其
嫌
…
違
ソ
ロ
モ
ン
の
僕
と
僧
…
に
典
船
に
て
潤
せ
り
彼
等
オ
フ
ル
に
鰹
り
其
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
タ
ゆ

よ
り
金
四
百
二
十
タ
ラ
ン
ト
を
取
り
て
、
“
こ
れ
を
ソ
ロ
モ
ン
王
の
駈
に
携
來


