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【
要
約
回
　
飯
氏
祠
懸
象
石
の
「
水
綾
交
戦
図
」
は
、
種
々
の
点
で
特
異
な
要
素
を
含
む
画
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
誌
代
の
戦
備
に
於
い
て
は
用
い
ら

れ
な
い
車
馬
或
い
は
婦
人
等
が
、
戦
織
醐
画
中
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
後
漢
の
風
俗
に
合
致
し
な
い
。
又
、
武
器
祠
以
外
の
一
群
の
武
懸
盤
画
象
石
中
に
、

こ
の
主
題
が
四
圓
表
わ
さ
れ
、
し
か
も
大
雲
影
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
戦
闘
園
と
は
い
え
何
ら
か
の
故
泰
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
い
ず
れ
も
、
故
事
の
発
生
し
た
時
代
、
或
い
は
地
域
が
山
東
繭
象
の
題
材
と
し
て
は
余
り
に
も
遠
隔
す
ぎ
は
し
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
の
図
の
題
材
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
そ
の
結
果
「
水
流
注
」
　
「
後
漢
書
踏
外
に
記
載
を
み
る
〃
呂
難
解
兵
”
の

故
事
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
呂
録
起
兵
の
事
蹟
と
は
、
埋
葬
時
代
、
赤
樹
の
乱
の
口
火
を
切
っ
た
と
も
い
う
べ
き
出
来
寮
で
、
出
東
沿
岸
に
て
増
齢
な

る
婦
人
が
、
吾
が
子
を
殺
し
た
県
の
役
人
に
復
警
を
爾
て
、
任
侠
ら
を
海
に
結
集
し
、
そ
の
役
人
を
攻
め
討
っ
た
と
い
う
劇
的
な
物
語
で
あ
る
。
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一

　
近
年
、
中
国
各
処
に
於
い
て
頻
繁
に
古
代
画
象
石
が
発
見
さ
れ
る

と
は
い
え
、
題
材
の
豊
富
さ
と
い
う
点
で
は
、
後
漢
時
代
の
武
属
祠

画
三
石
を
し
の
ぐ
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
題
材
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
先
学
に
よ
り
、
多

大
の
成
果
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
解
決
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
点
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。

　
も
と
よ
り
画
象
石
は
、
或
る
題
材
が
く
り
返
し
伝
襲
的
に
刻
ま
れ
、

し
か
も
画
象
が
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
の
故
事
も
ま
た
、
か
っ
て
そ
の
土

地
に
広
く
親
し
ま
れ
た
説
話
伝
説
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

今
日
で
は
既
に
伝
承
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

が
、
そ
う
し
た
内
容
に
関
す
る
検
討
は
、
画
堅
石
を
知
る
上
か
ら
も
、

最
も
関
心
の
寄
せ
ち
れ
る
点
で
あ
り
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
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る
武
氏
祠
爾
象
石
中
の
所
講
、
〃
水
陸
交
戦
図
”
は
、
こ
と
の
ほ
か
大

き
く
、
し
か
も
く
り
返
し
の
多
い
画
面
で
あ
る
点
か
ら
、
そ
の
題
材

が
一
静
注
霞
を
引
く
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
逡
に
提
起
さ
れ
た
議

論
は
、
各
々
、
傾
聴
す
べ
き
多
く
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
も
今
一
つ
の
妥
雨
性
に
欠
け
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
、
こ

の
画
面
に
対
す
る
再
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。　

そ
こ
で
、
以
下
こ
の
「
水
陸
交
戦
図
」
の
題
材
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
れ
迄
に
こ
の
図
に
対
し
言
及
し
た
人
と
し
て
は
『
石
瀬
』
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
④

E
・
シ
ャ
ヴ
ー
ノ
ソ
ヌ
、
米
沢
嘉
圃
、
A
・
ソ
ー
．
バ
ー
等
の
諸
氏
が
あ

げ
ら
れ
る
。

　
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
シ
ャ
ヴ
一
・
ソ
ヌ
は
、
敦
濡
髪
史
と
な

っ
た
武
斑
が
西
方
に
於
い
て
胡
族
と
対
戦
し
た
図
、
或
い
は
中
国
人

対
非
中
国
人
、
恐
ら
く
中
国
人
対
山
東
原
住
民
と
の
対
戦
の
情
景
を

画
い
た
図
で
あ
っ
て
、
歩
兵
は
そ
の
非
中
野
人
を
あ
ら
わ
す
の
で
は

な
い
か
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
米
沢
氏
は
、
後
漢
の
名
将
馬
援
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

建
武
十
八
年
（
爵
鋭
り
）
に
広
東
地
方
の
交
阯
の
蛮
夷
を
征
伐
す
る
光

景
と
し
、
福
島
女
兵
士
が
み
え
る
の
は
徴
姉
妹
達
で
あ
ろ
う
と
説
明

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
舞
台
が
余
り
に
も
か
け
離
れ
す
ぎ
て

い
は
し
な
い
か
。
い
か
に
歴
史
的
に
有
名
な
事
蹟
で
あ
ろ
う
と
も
、

広
東
地
方
と
い
う
南
方
の
事
蹟
が
遠
く
山
東
に
ま
で
及
び
、
国
君
一

族
が
か
く
も
好
ん
で
と
り
上
げ
る
程
、
強
い
必
要
性
が
あ
り
得
た
か

ど
う
か
、
そ
の
点
は
な
は
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
又
、
ソ
…
パ
ー
氏
は
毅
の
武
丁
の
鬼
斗
征
伐
を
画
い
た
図
と
み
な

し
た
。
氏
に
よ
る
と
、
画
面
は
婦
人
ら
し
き
兵
士
を
含
め
た
歩
兵
と

車
馬
隊
と
の
対
戦
で
あ
り
、
こ
の
戦
闘
様
式
は
後
漢
代
の
風
習
に
合

致
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
．
そ
し
て
左
に
示
す
武
斑
の
碑

文
に
も
と
ず
き
、
殴
の
武
丁
の
鬼
方
征
伐
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、

　
敦
煤
長
史
武
艦
諜
斑
字
宣
長
、
昔
毅
王
武
丁
克
伐
鬼
方
。
元
功
章
嫡
。
勲

　
滅
王
府
。
宮
当
分
折
。
因
以
為
代
脈
。
…
…
武
氏
蓋
其
後
也
。

と
い
う
。
碑
文
は
、
彼
ら
武
一
族
は
股
の
形
勝
の
浅
紫
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
ソ
ー
パ
i
氏
は
、
交
戦
図
が
殊
更
大
画
面
で
あ
る

の
も
、
武
残
一
族
が
、
彼
ら
の
先
祖
の
後
代
に
ま
で
有
名
な
鬼
方
征

伐
と
い
う
事
蹟
を
称
揚
す
る
為
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
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武氏自画象石「水陸交戦図」の一A解釈（土務）

　
こ
の
ソ
ー
。
バ
ー
説
が
麹
ち
に
肯
定
繊
来
な
い
の
は
、
ま
ず
、
股
代

で
ぼ
時
代
が
余
り
に
も
遡
ぽ
り
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
又
、
シ
ャ
ヴ
匪
，
ソ
ヌ
に
せ
よ
ソ
！
パ
ー
に
せ
よ
、
も
し
至
巧
一
族

の
窃
蹟
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
武
氏
詞
緬
有
の
題
材
で
あ

り
、
従
っ
て
武
氏
祠
画
象
成
立
以
前
に
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。

孝
堂
山
石
祠
の
橋
の
図
は
ど
う
か
。
こ
れ
が
も
し
武
氏
祠
交
戦
図
に

関
係
あ
り
と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
於
い
て
も
二
者
の
見
解
は
納

得
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

三

　
先
ず
、
画
、
面
に
つ
い
て
一
通
り
見
て
お
き
た
い
。

　
尊
志
祠
画
象
石
中
の
交
戦
図
と
し
て
は
、
前
石
室
第
六
石
（
第
2
図
）
、

　
　
　
　
　
⑦

後
石
室
第
七
石
（
第
2
図
）
、
後
石
室
第
八
石
（
第
3
図
）
、
未
紹
介
の
も

　
　
　
　
　
⑧

の
と
し
て
残
石
一
（
箪
4
図
）
、
計
四
石
が
認
め
ら
れ
、
武
氏
画
溝
橋
最

も
く
り
返
し
が
多
い
題
材
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
．
石
室
第
六
石
と

後
石
室
第
七
石
は
、
石
室
側
壁
を
二
分
し
て
下
層
一
ば
い
に
展
開
さ

れ
た
約
。
。
O
o
影
×
昏
。
H
O
o
B
の
大
画
面
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
後
石
室

第
八
石
と
残
石
は
、
丁
度
屋
根
の
論
難
に
当
る
部
分
の
石
に
刻
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
画
面
は
両
者
共
網
当
破
損
さ
れ
て
い
て
判

然
と
し
な
い
。
た
冥
、
橋
、
人
物
等
の
画
面
を
構
成
す
る
道
具
建
て

か
ら
み
て
、
先
の
二
石
の
簡
略
図
と
し
て
支
障
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
以
上
鉱
石
に
つ
い
て
傾
々
に
説
明
を
加
え
た
い
。

　
ま
ず
、
前
石
室
第
六
石
（
第
－
鋼
）
に
つ
い
て
。
『
石
索
』
も
述
べ
る

様
に
一
見
し
て
交
戦
の
状
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
橋
を
警
む

水
陸
両
様
の
戦
い
で
あ
っ
て
、
相
対
す
る
兵
は
、
車
馬
に
乗
っ
た
人

物
と
歩
兵
と
に
分
け
ら
れ
、
碁
盤
は
様
六
の
武
器
を
手
に
し
た
兵
士
湿

達
で
あ
る
。
車
馬
隊
は
全
部
で
六
台
の
馬
車
と
、
六
頭
の
騎
兵
が
数

え
ら
れ
る
が
、
武
器
と
し
て
は
、
や
り
か
ほ
こ
を
も
っ
て
、
た
ち
向

っ
て
来
る
歩
兵
の
父
先
を
防
い
で
い
る
。
そ
の
車
馬
の
間
隙
に
、
歩

兵
は
立
っ
た
り
か
が
ん
だ
り
し
て
入
り
み
だ
れ
、
は
げ
し
い
交
戦
の

状
を
く
り
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
謀
議
に
登
場
す
る
人
物

　
　
　
　
　
⑨

は
、
ソ
ー
パ
ー
も
指
摘
す
る
通
り
、
風
俗
の
点
で
後
漢
語
の
戦
闘
の

実
情
に
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
に
於
け
る
戦
闘

は
、
趙
の
武
霊
王
以
来
一
大
変
革
が
な
さ
れ
、
車
馬
は
廃
止
さ
れ
、

騎
馬
隊
と
な
っ
て
、
服
装
は
活
動
的
な
難
業
の
軽
装
に
変
え
ら
れ
た
。

以
来
中
国
の
戦
闘
法
は
実
際
に
車
馬
か
ら
騎
馬
戦
術
に
と
っ
て
変
っ

た
。
事
書
董
趨
象
の
戦
闘
が
巌
壁
以
・
て
表
し
て
い
・
鱒

点
か
ら
み
て
も
、
後
漢
籍
後
期
の
画
象
に
、
遡
常
の
車
馬
行
列
と
変
　
9
9



第1図武力祠前石室第皿石
’
．

懲
　
ら
ぬ
車
馬
隊
の
画

　
　
か
れ
て
い
る
事
、

　
　
又
、
乗
車
す
る
人

　
　
物
は
平
服
を
着
て

　
　
い
る
等
の
事
は
、

　
　
余
り
に
も
時
代
の

　
　
習
慣
と
錯
誤
し
す

　
　
ぎ
て
い
る
。

　
　
　
又
、
こ
こ
に
登

　
　
場
す
る
車
馬
に
つ

　
　
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
刻
銘
が
あ
っ
て
、

　
　
「
功
口
車
」
「
洋
弓

　
　
車
」
「
賊
曹
車
」
「
主

　
　
横
車
」
「
主
記
車
」

　
　
と
い
っ
た
、
い
ず

　
　
れ
も
当
時
の
官
吏

　
　
所
用
の
六
斎
で
あ

　
　
⑩
．

　
　
る
。
従
っ
て
、
こ

れ
ら
車
馬
隊
の
人
々
は
縫
代
の
官
吏
達
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
対
し
歩
兵
の
方
は
ど
う
か
。
歩
兵
は
橋
の
上
部
に
十
三
人

匿
い
る
。
彼
ら
の
服
装
は
、
単
純
な
庶
民
風
の
い
で
た
ち
で
あ
る
。

が
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
兵
士
は
、
ソ
ー
パ
ー
ら
が
云
う
如
く
、
頭

飾
が
花
弁
状
に
画
か
れ
て
い
る
点
で
、
武
優
駿
画
象
で
は
、
こ
の
形

状
を
し
た
人
物
は
女
性
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
婦

人
兵
士
で
あ
っ
て
、
戦
闘
に
婦
人
兵
士
の
参
加
し
て
い
る
と
い
う
ま

こ
と
に
珍
ら
し
い
現
象
で
あ
る
。

　
又
、
歩
兵
の
一
部
、
橋
の
右
方
の
斜
面
の
た
も
と
近
く
に
い
る
二

人
の
人
物
は
、
他
の
歩
兵
達
に
比
べ
、
少
年
風
の
印
象
を
与
え
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
様
に
、
．
道
具
建
て
と
い
う
点
で
こ
の
交
戦
図
は
、
漢
代
の
一

般
の
戦
争
の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
数
々
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
構
図
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
画
面
は
中
央
の
台
形
の
大

き
な
橋
に
よ
っ
て
大
き
く
二
分
さ
れ
、
上
下
で
そ
れ
ぞ
れ
に
場
面
が

展
開
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
橋
は
、
画
面
の
中
央
よ
り
可
成
り

左
に
位
し
、
右
方
た
も
と
に
は
一
本
の
大
樹
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

反
面
左
方
は
三
人
の
人
物
が
狭
い
場
所
一
ぱ
い
に
お
し
込
ま
れ
、
非

100　（414）



武氏嗣繭象石「水陸交戦閣」の一解釈（土居）

常
に
つ
ま
っ
た
感
じ
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
右
方
の
樹
木
に
は
、

中
に
歩
兵
様
の
頭
形
を
し
た
人
頭
が
画
か
れ
、
傍
ら
を
兵
の
騎
乗
し

て
い
な
い
馬
が
右
筆
し
、
そ
の
下
方
に
心
な
し
の
胴
体
が
こ
ろ
が
っ

て
い
る
。
恐
ら
く
、
樹
木
の
な
か
の
兵
士
は
、
歩
兵
側
の
伏
兵
で
あ

ろ
う
。

　
橋
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
た
画
面
は
、
ま
ず
橋
の
下
方
で
は
、
魚
・

舟
の
描
写
に
よ
り
水
上
の
藁
薦
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
橋
に

そ
っ
て
は
鳥
が
左
右
よ
り
飛
び
か
い
、
中
心
の
辺
り
で
相
対
し
て
い

る
。
飛
鳥
の
位
遣
に
よ
っ
て
、
橋
下
の
一
二
が
水
面
と
空
中
と
い
う

広
が
り
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
よ
う
。
こ
の
橋
下
の
中
央

ば
、
大
き
く
画
か
れ
た
官
吏
風
の
一
人
物
で
、
左
右
よ
り
婦
人
様
の

兵
士
に
は
さ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
全
画
爾
中
最
大
の
人
物
で
あ
る

と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
恐
ら
く
題
材
中
の
重
要
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
も
、
全
画
面
の
中
央
に
痴
る
橋
上
の
馬
車
の
真
下
に
あ
る

ゆ
え
、
こ
の
両
者
は
、
関
連
あ
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

、
つ
。

　
そ
こ
で
第
二
は
、
橋
の
曾
爾
に
そ
っ
て
颪
か
れ
た
人
物
と
車
馬
の
、

橋
上
の
戦
闘
で
あ
る
。
丁
度
、
橋
の
中
央
に
さ
し
か
し
つ
た
所
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禰

二
人
乗
り
の
施
耳
紹
車
は
、
前
後
よ
り
婦
人
様
兵
士
に
よ
っ
て
攻
撃

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
馬
車
に
は
一
人
の
人
物
が
乗
る
の
み
で
、
後
に

身
を
の
り
出
し
て
後
方
の
兵
に
向
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
先
述
の

水
中
の
人
物
が
、
こ
の
馬
車
の
も
う
一
人
の
乗
者
人
物
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
歩
兵
が
狙
う
人
物
で
、
橋
上
で
襲
撃
さ
れ
r

て
水
中
に
墜
落
し
、
ま
た
水
中
で
追
撃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。

歩
兵
側
の
兵
士
が
舟
に
乗
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
宮
吏
風
の
一

人
物
は
船
外
に
あ
る
と
い
っ
た
異
状
な
光
景
か
ら
も
、
こ
う
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
又
欄
干
上
の
斜
面
の
兵
士
は
、
左
右
共
中
央
を
め

が
け
て
突
き
進
ん
で
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
、
画
面
の
上
方
の
部
分
に
も
歩
兵
と
車
馬
の
交
戦

の
情
景
は
続
い
て
い
る
。
が
、
こ
こ
は
橋
の
傾
斜
と
は
全
く
関
係
な

く
配
置
さ
れ
て
い
て
、
殆
ん
ど
の
車
馬
は
、
左
右
よ
り
進
み
、
丁
度

橋
上
の
施
耳
紹
車
の
上
あ
た
り
で
、
婦
人
様
兵
士
達
に
た
ち
防
が
れ

て
い
る
。
こ
こ
は
陸
上
の
場
面
と
見
る
外
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
図

は
全
体
が
、
中
央
に
向
っ
て
集
中
す
る
構
成
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

右
端
の
＝
列
の
み
右
行
ず
る
為
、
一
見
、
全
体
の
車
馬
は
右
行
ず
る

か
の
感
が
あ
る
が
、
画
面
は
そ
の
主
題
と
み
な
さ
れ
る
中
央
の
施
恵

紹
車
及
び
水
中
の
人
物
に
、
巧
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
注
心
す
べ
き
事
は
、
第
一
線
に
立
つ
兵
土
は
、
皆
婦
人
様
丘
ハ
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麺艦i
灘
欝
．
、i謹

士
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
以
上
の
如
き
三
つ
の

場
面
は
、
水
上
、
橋
上
、

陸
上
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異

っ
た
舞
台
で
あ
っ
て
、

●

本
来
、
広
い
自
然
を
舞

台
と
し
た
情
景
で
あ
る

も
の
を
、
こ
の
様
に
直

直
法
の
未
発
達
な
時
期

に
於
け
る
、
特
有
の
様

式
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

実
際
の
位
置
関
係
を
考

え
る
と
、
三
つ
の
場
面

は
全
く
不
合
理
で
あ
る
。

河
川
を
営
む
橋
上
並
に

水
上
の
戦
い
が
主
要
な

場
で
あ
る
た
め
に
、
ま

ず
中
央
に
お
さ
め
、
上
方
の
空
間
に
陸
上
の
野
戦
の
光
景
を
お
さ
め

た
と
い
う
、
水
上
・
橋
上
・
陸
上
の
場
が
象
徴
的
な
構
図
を
以
っ
て

画
か
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
画
面
構
成
も
、
後
石
室
第
七
石
と
な
る
と

多
少
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
後
石
室
第
七
石
（
第
2
図
）
に
つ
い
て
。
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
は
祠

　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

堂
復
原
に
際
し
て
、
こ
の
石
を
左
石
室
の
左
壁
と
し
て
組
入
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
祠
堂
内
に
於
け
る
画
面
の
位
置
は
、

前
石
室
の
場
合
と
全
く
同
様
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
画
象
の
大

き
さ
は
詞
。
日
×
卜
。
誕
。
目
で
、
前
石
室
と
殆
ん
ど
大
差
な
い
大
画
面

で
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
全
く
似
か
よ
っ
た
祠
堂
の
中
に
於
い
て

同
様
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。

　
画
面
は
、
前
石
室
と
類
似
す
る
水
陸
交
戦
の
情
景
で
、
こ
の
方
は
、

中
央
の
橋
は
殆
ん
ど
画
面
の
中
央
に
お
さ
め
ら
れ
、
右
方
の
三
人
の

立
っ
た
人
物
も
無
理
な
く
画
か
れ
て
い
て
、
そ
の
右
端
に
唯
一
つ
未

刻
で
は
あ
る
が
傍
題
の
箇
所
が
あ
る
。
位
置
か
ら
す
る
と
こ
の
三
人

の
人
物
に
つ
い
て
の
傍
題
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
画
に
と
っ
て
何
ら
か

の
意
味
あ
る
要
素
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
う
ち
、

左
右
の
二
人
は
、
進
王
冠
を
つ
け
た
官
吏
風
の
人
物
で
、
両
側
よ
り
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第3図　武氏飼後石室第八石

真
中
の
人
物
を
と
ら
え
て
い
る
。
真

中
の
は
歩
兵
側
の
入
物
で
あ
ろ
う
。

又
、
画
面
の
断
と
に
樹
木
が
配
さ
れ
、

時
に
伏
兵
と
お
ぼ
し
き
隠
さ
れ
首
が

認
め
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
画
面
中
央
に
当
る
橋
上

に
は
施
耳
鋼
車
と
呼
ば
れ
る
馬
車
が

さ
し
か
か
っ
た
の
を
前
後
よ
り
婦
人

様
兵
士
が
攻
撃
し
、
馬
車
上
の
入
物

は
一
人
、
後
方
に
ふ
り
向
い
て
防
い

で
い
る
。
こ
の
真
下
に
当
る
水
上
の

場
面
も
前
石
室
と
変
ら
な
い
。
又
、

陸
上
の
馬
車
騎
兵
は
全
て
、
左
右
よ

り
こ
の
施
耳
力
車
に
向
っ
て
集
中
さ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
賄
に
落
ち

な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
施

耳
輻
車
を
は
さ
み
打
ち
す
る
婦
人
様

兵
士
の
う
ち
、
後
方
の
兵
士
も
当
然

橋
上
に
い
な
継
れ
拭
な
ら
数
い
。
に

も
拘
ら
ず
、
全
く
橋
を
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
は
、
位
置
関
係

と
し
て
不
合
理
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の

す
ぐ
上
方
の
婦
人
様
兵
士
も
い
さ
さ
か
浮
き
上
っ
て
い
る
。
，
こ
う
し

た
二
一
二
の
点
を
見
る
と
、
前
石
室
に
比
べ
、
後
石
室
の
画
面
は
や
や

散
漫
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
或
い
は

蒔
期
と
し
て
も
こ
の
方
が
遅
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
か
、

全
体
の
画
面
は
前
石
室
と
同
じ
く
、
同
一
テ
ー
マ
を
全
く
同
じ
手
法

に
よ
っ
て
扱
っ
た
も
の
で
、
他
に
比
べ
て
、
殊
の
外
大
画
面
と
し
て

画
か
れ
た
点
は
全
く
奇
異
と
い
う
他
は
な
い
。

　
後
石
室
第
八
石
（
第
3
図
）
に
つ
い
て
。
こ
の
石
は
彦
根
の
妻
側
に

妾
る
部
分
で
、
画
面
は
O
昏
。
×
鷲
刈
。
き
と
あ
っ
て
も
、
縦
は
石
の
両
は

じ
が
切
れ
て
い
る
為
可
成
り
縮
ま
っ
て
い
る
。
中
央
に
は
岡
じ
く
橋

が
あ
る
が
、
施
耳
輻
車
は
左
方
の
斜
面
に
あ
り
、
後
方
か
ら
歩
兵
が

襲
い
か
か
っ
て
い
る
が
、
乗
っ
て
い
る
二
人
の
人
物
は
前
方
を
向
い

た
ま
で
あ
る
。
車
馬
の
前
方
は
破
損
が
は
な
は
だ
し
く
て
不
明
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
の
車
馬
騎
兵
の
す
べ
て
は
一
率
に
左
方
向
に
向
っ
て

お
り
、
所
々
歩
兵
が
た
ち
向
う
と
い
っ
た
先
の
二
石
同
様
交
戦
図
で

は
あ
る
が
、
変
化
に
と
ぼ
し
い
。
又
、
注
目
さ
れ
る
の
は
橋
下
の
場

面
で
あ
っ
て
、
二
本
の
柱
の
如
き
棒
が
立
ち
、
そ
の
糊
か
ら
ま
る
で
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第4図早大会津記念室蔵拓

何
か
動
物

の
首
の
如

き
も
の
が

の
ぞ
い
て

い
る
様
に

見
受
け
ら

れ
る
。
そ

し
て
橋
と

柱
の
間
に

あ
る
も
の

も
、
尻
尾

が
あ
り
人

物
で
は
な

い
、
た
だ

下
方
に
は

人
物
も
見

ら
れ
る
。

い
ず
れ
に

せ
よ
、
橋

下
の
情
景
に
つ
い
て
は
前
の
二
石
と
同
類
と
見
な
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
景
よ
り
交

戦
図
と
断
定
出
来
る
と
考
え
る
。

　
た
だ
問
題
は
、
こ
の
後
石
室
第
八
石
は
先
の
同
第
七
石
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

、
W
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
夫
人
に
よ
る
祠
堂
復
原
の
結
果
で
は
、
左
石
室

に
組
入
れ
ち
れ
て
い
る
。
従
っ
て
一
祠
堂
内
に
同
一
テ
ー
マ
が
二
度

く
り
返
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
武
氏
祠
中

で
は
殆
ん
ど
例
の
な
い
事
で
、
し
か
も
、
第
八
石
・
第
七
石
の
二
者

を
比
較
す
る
と
、
妻
側
の
方
は
、
同
一
テ
ー
マ
と
見
る
限
り
、
余
り

に
も
無
造
作
に
す
ぎ
る
の
で
、
一
時
期
の
作
と
見
る
事
に
疑
問
を
感

ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
な
お
復
原
上
残
さ
れ
て
い
る
問
題
で

あ
ろ
う
。
祠
堂
の
数
に
つ
い
て
も
亦
、
妻
側
に
当
る
凹
石
が
も
う
一

つ
見
出
さ
れ
た
事
に
よ
っ
て
も
、
他
に
祠
堂
が
存
在
し
た
事
が
想
像

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
血
石
（
第
4
図
）
に
つ
い
て
。
こ
れ
も
交
戦
図
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま

り
橋
の
欄
干
及
び
、
そ
の
下
に
明
ら
か
に
婦
人
様
の
兵
士
が
、
上
記

の
大
画
面
と
同
様
な
姿
で
見
ら
れ
る
点
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
し
武
氏
酒
中
の
、
一
祠
堂
に
同
一
テ
ー
マ
の
く
り
返
し
が
な
い
と

仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
石
も
亦
第
八
石
と
は
別
の
祠
堂
の
も
の
と
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第5國孝堂山石室梁西面

な
る
わ
け
で
あ
り
、
相
次
い

で
五
つ
の
祠
堂
が
建
て
ら
れ

た
と
す
る
記
載
に
と
っ
て
は
、

一
つ
の
裏
づ
け
と
な
り
得
よ

、
つ
。

　
以
上
、
四
個
の
交
戦
図
に

つ
い
て
説
明
を
試
み
た
。
要

す
る
に
構
成
す
る
要
素
は
、

同
様
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

後
盛
代
の
対
外
戦
争
の
風
俗

に
合
致
せ
ず
、
婦
人
或
い
は

少
年
風
の
兵
士
の
登
場
も
奇

異
で
あ
る
。
中
心
と
な
る
の

は
橋
上
の
車
馬
と
そ
の
下
の

水
上
の
人
物
を
主
体
と
す
る

婦
人
様
兵
士
と
の
対
戦
で
あ

る
。
そ
し
て
又
、
車
馬
騎
兵

の
人
物
達
は
常
服
を
ま
と
っ

た
官
吏
風
の
姿
で
あ
る
点
も
見
逃
せ
な
い
α

　
こ
れ
が
、
武
氏
一
族
の
功
績
を
た
た
え
る
た
め
の
画
象
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
以
上
の
如
き
要
素
を
備
え
た
画
象
が
、

武
尊
慮
画
象
以
前
に
存
在
し
な
い
場
合
は
と
も
か
く
と
し
て
、
孝
堂

山
画
象
の
｝
場
面
（
第
5
図
〉
に
極
め
て
よ
く
似
た
画
象
構
成
を
見
る

時
、
　
一
応
検
討
の
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
画
象
と
は
、
孝
堂
山
石
祠
堂
の
吻
側
の
壁
面
上
方
に
あ
り
、

大
き
な
橋
を
側
颪
よ
り
画
き
、
そ
の
中
央
に
右
方
向
に
向
う
一
台
の

車
馬
が
あ
り
、
前
方
か
ら
一
人
の
人
物
が
槍
で
突
き
上
げ
て
い
る
。

車
馬
上
に
人
物
の
姿
は
見
え
ず
、
橋
下
の
水
中
で
仰
む
け
に
誉
れ
た

二
人
の
人
物
が
、
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
図
の
解
釈
は
、
現
在
、

　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
破
礼
故
事
」
或
い
は
「
犯
畢
図
」
と
い
う
見
方
が
あ
っ
て
、
一
人

物
が
身
繕
で
橋
上
に
至
っ
た
と
こ
ろ
を
何
者
か
に
襲
わ
れ
て
水
中
に

墜
落
し
し
た
。
そ
の
人
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
橋
下
で
は
役
人
達
が

働
ら
き
、
一
方
橋
上
で
は
役
人
が
犯
人
の
検
問
を
し
て
い
る
情
景
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
が
塙
今
目
こ
の
解
釈
に
対
し
い
さ
さ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
様
に
、
水
中
の
朴
れ
た
二
人
は
、
共
に
槍
の

如
き
も
の
で
突
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
舟
上
の
槍
を

も
っ
た
人
物
は
、
橋
上
の
槍
で
突
く
人
物
と
同
様
の
服
装
で
あ
り
、
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卦
れ
て
い
る
人
物
は
冠
を
つ
け
官
吏
風
の
様
子
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
光
景
は
、
先
の
武
氏
澗
画
象
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
武

民
祠
の
水
陸
交
戦
図
の
系
譜
と
し
て
た
ど
り
得
る
一
例
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
先
述
の
如
く
、
武
氏
綱
交
戦
図
を
武
氏
一
族
に
関
す
る

事
跡
を
画
い
た
も
の
と
す
る
E
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
、
A
・
ソ
ー
パ
ー

ら
の
見
解
は
、
こ
の
点
に
於
い
て
も
不
合
理
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
だ
ろ
う
。

　
結
局
、
こ
の
孝
堂
由
［
石
祠
堂
よ
り
武
氏
祠
に
至
る
西
紀
一
〇
〇
年

ご
ろ
よ
り
西
紀
一
五
〇
年
に
か
け
て
展
開
し
た
題
材
で
あ
る
と
い
う

観
点
よ
り
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
水
経
注
』
の
銀
水
の
項
に
あ
る
次
の
如
き
記

載
が
注
目
さ
れ
る
。

　
又
、
棄
北
よ
り
青
男
県
の
酒
界
、
安
民
亭
の
南
を
過
ぎ
、
波
水
東
北
よ
り

　
来
り
て
之
に
注
ぐ
。

　
　
…
…
封
水
又
梁
山
の
東
を
運
た
り
。
嚢
宏
の
北
征
賦
に
、
梁
山
を
遺
し

　
　
て
、
波
波
を
載
く
、
と
日
ふ
は
、
即
ち
此
処
な
り
。
　
（
中
略
）

山
の
西
南
に
畠
仲
悌
の
墓
有
り
。
河
の
東
岸
に
石
橋
有
り
。
橋
は
本
卦

に
当
れ
し
が
、
河
移
れ
る
が
故
に
岸
に
側
す
る
な
り
。
古
老
善
く
、
此

橋
は
東
海
の
呂
母
の
兵
を
起
し
て
造
る
所
の
も
の
な
り
と
。
山
の
北
三

里
に
吊
母
宅
有
り
。
宅
の
東
三
里
は
即
ち
済
水
な
り
。
　
（
済
水
は
又
即

し
て
須
郵
亭
の
西
を
蓬
…
…
）

　
こ
の
記
録
は
、
山
東
省
地
方
を
斜
め
に
流
れ
る
済
水
が
、
山
策
省

西
方
部
の
寿
張
県
の
南
に
あ
る
梁
山
附
近
を
過
ぎ
る
あ
た
り
の
地
誌

で
あ
る
。
文
中
、
震
宏
の
「
北
征
賦
」
を
引
く
よ
う
に
、
梁
山
附
近

は
古
来
重
要
な
要
塞
で
あ
っ
た
。
又
そ
こ
に
は
、
呂
仲
悌
墓
、
一
石

橋
、
抱
手
宅
と
い
っ
た
二
三
の
遺
跡
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
問
題

は
石
橋
と
呂
母
起
兵
の
伝
説
及
び
呂
早
撃
で
あ
る
。
石
橋
は
、
か
っ

て
は
河
に
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
郷
道
元
の
見
た
時
は
既

に
、
河
の
流
れ
の
変
化
に
よ
っ
て
河
岸
に
と
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
。
が
、
土
地
の
古
老
が
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
昔
菓
海
の
呂
母
が

起
兵
に
際
し
て
造
っ
た
橋
で
あ
る
と
い
う
。
恐
ら
く
呂
母
宅
は
算
勘

中
の
雲
母
に
関
す
る
遺
趾
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
に
既
に
河
筋
の

変
っ
た
後
ま
で
も
語
り
伝
え
を
も
っ
て
い
る
一
劃
は
相
当
大
き
な
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

蹟
の
あ
っ
た
地
に
ち
が
い
な
い
。
後
世
の
地
理
誌
『
元
和
郡
県
志
』

寿
張
県
の
条
に
も
そ
の
猛
烈
が
あ
っ
て
、

106 （420）



武氏融師r水瞭戦図」の一脅獣（土農）

梁
山
は
県
南
三
十
五
里
に
在
り
。

呂
落
籍
は
県
の
東
南
ご
｝
十
五
里
に
在
ウ
。
後
漢
の
東
海
の
愚
母
衆
を
此
に

合
す
。
莞
州
の
人
は
城
の
実
中
を
謂
い
て
地
と
い
う
。

と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
、
畠
母
宅
は
塊
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
方
言
』
に
「
亮

人
写
実
城
中
日
塊
」
と
あ
り
、
塊
の
意
味
は
城
中
現
在
人
の
往
ん
で

い
る
処
を
い
い
、
『
石
経
注
』
の
「
宅
〕
に
作
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

又
、
呂
母
起
兵
の
事
蹟
は
こ
こ
で
は
塊
に
ま
つ
わ
る
故
事
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
。
今
こ
の
塊
と
石
橋
の
位
概
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、

『
水
経
注
』
に
梁
山
の
北
三
里
に
呂
母
塊
は
あ
り
、
そ
の
東
三
里
に

済
水
が
流
れ
、
石
橋
は
梁
山
附
近
の
脱
水
の
東
岸
に
あ
る
と
い
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
三
三
は
済
水
を
は
さ
ん
で
東
西
に
位
置
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
地
点
が
、
か
っ
て
東
海
の
呂
母

な
る
人
物
が
挙
兵
し
た
処
で
、
詫
は
石
橋
を
前
に
し
た
要
塞
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
様
に
後
代
迄
伝
え
ら
れ
た
呂
母
挙
兵
の
事
を
想
像
す
る
に
、

そ
の
舞
台
で
あ
る
梁
山
附
近
は
、
水
流
あ
り
、
石
橋
あ
り
、
又
呂
母

と
い
う
名
前
よ
り
婦
人
と
お
ぼ
し
き
人
物
の
登
場
と
い
っ
た
様
々
な

道
具
建
を
そ
な
え
て
い
て
、
こ
れ
が
問
題
と
す
る
画
象
の
水
陸
交
戦

図
の
要
素
に
合
致
す
る
点
が
あ
る
こ
と
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
し
か
し
一
方
画
車
上
に
は
車
馬
隊
の
官
吏
風
の
煮
た
や
歩
兵
が

現
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
呂
書
起
兵
の
事
が
そ
う
し
た
特
徴
を
十
分
に

備
え
得
る
内
容
か
ど
う
か
、
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ま
ず
『
元
和
郡
県
志
』
の
記
す
「
後
漢
の

東
海
の
呂
母
し
と
い
う
一
句
が
、
時
代
と
場
所
を
示
し
て
い
る
。
古

代
に
於
い
て
、
山
菓
地
方
に
三
遍
と
し
て
伝
わ
る
有
名
な
人
物
は
、

呂
尚
、
呂
后
、
呂
理
事
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
呂
母
と
関

係
有
り
と
は
認
め
が
た
く
、
結
局
『
後
漢
書
』
中
の
一
挿
話
で
あ
る

頭
邪
海
曲
で
起
博
し
た
呂
母
と
い
う
一
婦
人
が
該
妾
す
る
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
。
そ
の
挿
話
と
は
次
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
三
盆
子
な
る
者
、
太
山
式
の
人
に
し
て
、
城
陽
景
三
章
の
後
な
り
。
祖
父

　
憲
は
、
元
三
の
三
三
ぜ
ら
れ
て
式
侯
と
な
る
。
父
硝
嗣
ぐ
。
王
葬
位
を
纂

　
う
や
国
は
濡
せ
ら
れ
、
因
っ
て
式
の
人
と
な
る
。
天
一
元
年
、
瑛
邪
海
繭

　
に
呂
織
な
る
者
あ
り
。
子
は
県
吏
と
な
り
て
小
罪
を
犯
し
宰
は
之
を
論
殺

　
す
。
吊
母
は
宰
を
怨
み
、
密
か
に
客
を
忌
め
以
っ
て
報
仇
せ
ん
こ
と
を
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
も

　
る
。
働
の
家
は
素
よ
り
豊
か
に
し
て
賛
産
数
百
万
、
乃
ち
益
≧
醇
酒
を
醸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
お
ご

　
し
て
刀
剣
衣
服
を
質
い
、
少
年
の
来
り
て
構
う
者
皆
絵
り
て
之
に
与
え
、

　
其
の
乏
し
き
者
を
視
れ
ば
観
ち
衣
裳
を
仮
し
、
多
少
を
欄
わ
ず
。
数
年
に
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し
て
財
稽
く
尽
く
る
を
も
っ
て
、
少
年
相
与
に
之
を
償
わ
ん
と
欲
す
る
や
、

　
　
　
、

　
呂
母
垂
泣
し
て
堅
く
、
諸
君
に
厚
く
せ
し
所
以
は
利
を
求
め
ん
と
欲
す
る

　
　
　
　
　
た
ゴ

　
に
は
非
ず
、
徒
、
察
宰
の
不
道
に
吾
子
を
柾
殺
せ
し
を
以
っ
て
、
報
怨
を

　
為
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
諸
悪
、
寧
ぞ
之
を
哀
れ
ま
ん
こ
と
を
肯
ぜ
ん
か
。

　
少
年
其
の
意
を
壮
と
し
、
又
素
よ
り
恩
を
受
け
た
れ
ば
皆
許
若
せ
り
。
其

　
中
の
勇
士
、
膚
ら
猛
虎
と
号
し
、
遂
に
相
平
め
て
数
十
百
人
を
得
た
り
。

　
閣
っ
て
思
母
と
与
に
海
中
に
入
り
、
亡
命
の
衆
を
招
合
し
て
数
千
に
至
る
。

　
呂
母
は
自
ら
将
軍
と
称
し
、
兵
を
引
き
て
還
り
て
攻
め
、
海
曲
を
破
り
て

　
県
宰
を
執
う
。
三
三
叩
頭
し
て
宰
の
為
め
に
講
う
。
母
曰
く
、
吾
子
の
犯

　
せ
し
小
罪
は
死
に
は
当
ら
ず
、
蒲
る
に
宰
の
殺
す
所
と
な
る
。
人
を
殺
さ

　
ば
当
に
死
す
べ
し
。
又
何
を
諸
わ
ん
乎
。
遂
に
之
を
斬
り
、
其
首
を
も
つ

　
て
子
の
家
に
祭
り
、
復
海
中
に
還
る
。
後
数
歳
に
し
て
瑛
邪
の
人
界
崇
、

　
兵
を
萬
に
起
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
．
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
話
は
、
他
に
『
前
漢
書
』
巻
九
九
王
言
伝
及
び
『
東
観
漢
記
』

等
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
有
名
な
事
蹟
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
前
記

の
如
く
、
内
容
は
践
母
と
い
う
一
婦
人
が
吾
子
を
死
罪
に
処
し
た
県

の
役
人
に
対
し
て
仇
を
討
つ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
事
は
『
後
漢
書
』

に
よ
る
と
銀
邪
海
曲
の
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の
山
東
省

日
照
県
の
西
方
に
当
る
所
で
、
こ
の
一
帯
は
古
来
東
海
地
方
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
も
な
お
日
照
県
の
塞
に
は
譲
母
姻
と
称
す

る
名
称
が
あ
っ
⑱
『
後
漢
籍
で
い
う
量
起
兵
の
地
点
と
断
定

す
る
事
が
出
来
よ
う
。
又
『
水
経
学
』
に
い
う
〃
、
東
海
袋
張
”
も
こ

の
娘
邪
海
曲
の
人
物
と
見
て
差
支
え
な
く
、
古
老
の
伝
う
る
所
の
呂

母
起
因
の
伝
説
も
亦
東
海
地
方
で
の
起
兵
と
何
ら
か
の
関
係
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
天
鳳
年
間
（
峯
鋭
U
’
～
お
｝
u
’
）
に
発
生
し
た
亡

母
起
兵
の
事
蹟
が
、
数
世
紀
を
降
る
北
魏
の
時
代
ま
で
山
東
の
地
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
事
蹟
が
山
東
地
方
の
人
々

に
と
っ
て
と
り
わ
け
感
銘
深
い
事
件
故
に
、
そ
の
後
も
忘
れ
が
た
い

語
り
ぐ
さ
と
な
っ
て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
事
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

　
『
後
漢
書
』
に
よ
れ
ば
、
塗
壁
の
下
に
集
ま
っ
た
人
々
は
土
地
の

少
年
貧
者
で
、
当
時
の
任
侠
と
呼
ば
れ
る
壮
士
達
で
あ
っ
て
、
県
の

官
吏
を
戦
鋒
と
し
た
彼
ら
の
守
兵
は
、
無
慮
の
圧
政
に
抵
抗
す
る
農

　
　
　
　
　
　
⑫

民
運
動
で
あ
っ
た
。
山
東
地
方
は
、
特
に
一
室
劉
氏
の
一
族
に
対
す

る
崇
敬
の
傾
向
が
強
く
、
劉
氏
一
族
の
一
人
を
首
領
と
し
て
鋒
起
す

る
運
動
が
演
算
に
勃
発
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
海
食
の
呂
母
起

兵
の
一
件
も
そ
れ
ら
の
運
動
の
一
端
に
他
な
ら
ず
、
『
東
羅
漢
記
』
で

は
赤
眉
関
係
の
記
事
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
又
『
後
漢
書
』
で
は
「
劉

盆
子
伝
し
中
に
組
入
れ
ら
れ
て
、
赤
磐
の
運
動
の
発
端
を
な
す
事
件
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と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
が
余
り
に
も
劇
的
な
動
火
線
で

あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
話
が
単
に
一
隅
の
小
事
と
し
て
終
る
こ
と
な

く
、
後
世
に
残
る
逸
話
と
な
っ
た
所
以
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

山
東
地
方
は
漢
室
を
正
系
と
す
る
思
想
が
信
仰
に
も
類
す
る
根
強

さ
を
以
っ
て
人
々
の
内
に
ひ
ろ
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
赤
虫
運
動
の

基
盤
と
も
な
り
、
ま
た
こ
の
影
画
起
兵
の
逸
話
を
育
て
る
温
床
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
衷
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
画
象
で
あ
る
が
、
武
氏
祠
画
廃
石
は
後
漢
代
の
中
頃
、
西
紀
7

百
五
十
年
前
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
呂
奮
起
兵
後
百
三
四
十

年
の
後
に
か
か
る
題
材
が
同
じ
山
東
の
地
の
画
象
の
内
に
採
択
さ
れ

た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
『
水
色
注
』
の
梁
山

附
近
に
伝
わ
っ
て
い
る
呂
母
起
兵
の
伝
説
に
せ
よ
『
後
漢
書
』
の
海

南
で
の
起
兵
に
せ
よ
、
舞
台
は
、
特
に
後
者
は
海
を
拠
点
と
し
て
お

り
、
こ
れ
が
水
陸
両
様
の
戦
い
を
画
か
せ
る
基
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

登
場
人
物
も
、
婦
人
や
少
年
、
官
吏
と
い
っ
た
人
々
が
通
常
の
服
装

で
あ
る
事
も
亦
逸
話
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
当
然
う
な
ず
け
る
点
で
は

な
い
か
。
恐
ら
く
、
人
女
の
記
憶
に
定
着
し
た
こ
の
逸
話
を
、
水
陸

漁
象
徴
的
に
表
す
こ
の
画
面
の
う
ち
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
残
る
。
即
ち
、
山
東
海
岸
の
日

照
県
が
最
も
中
心
的
な
起
兵
の
地
で
あ
っ
た
。
が
、
一
方
、
　
『
水
経

注
』
の
示
す
心
張
近
辺
の
石
橋
、
聖
母
塊
と
あ
る
地
点
に
も
聯
碁
随

意
兵
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
又
、
画
象
に
は
、
そ
れ
が

水
陸
を
表
す
象
微
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
大
き
な
橋
が

画
、
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
合
せ
る
と
、
寿
張
県
の
梁
山
附
近

も
何
か
ゆ
か
り
の
あ
る
地
と
し
て
画
象
成
立
に
無
視
ル
得
な
い
処
な

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
事
は
、
海
曲
で
勃
発
し
た
赤
枯
の
軍

は
次
第
に
西
に
向
っ
て
行
動
し
て
お
り
、
各
地
を
転
戦
す
る
う
ち
に
、

昌
億
の
事
蹟
も
そ
れ
に
伴
っ
て
伝
播
し
、
時
に
揚
る
地
方
に
は
根
を

お
ろ
す
に
至
っ
た
。
そ
の
顕
著
な
一
つ
が
こ
の
梁
山
附
近
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
見
惹
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昌
母
の
一
団
の
そ
の

後
の
経
過
地
を
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
『
後
漢
書
』
の
先

に
続
く
文
章
は
、
次
の
如
く
、
同
じ
山
東
で
起
兵
し
た
百
寮
に
つ
い

て
、
そ
め
後
”
蒔
に
呂
母
病
死
す
〃
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
呂
母
の
死
後
、
其
の
衆
は
赤
眉
、
青
犠
、
銅
平
中
に
分
散
し
た

と
い
う
一
件
よ
り
し
て
、
明
ら
か
に
呂
母
の
一
覧
も
こ
の
時
ま
で
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

地
を
廻
っ
て
い
た
事
実
は
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
後
数
歳
に
し
て
娘
邪
の
熱
砂
崇
は
渕
に
起
兵
す
。
百
余
人
を
予
め
、
転
じ

　
て
調
に
入
り
、
自
ら
三
老
と
号
す
。
蒔
に
青
、
徐
大
い
に
磯
え
、
竃
賊

　
蜂
起
す
。
群
盗
は
崇
の
勇
猛
な
る
を
以
っ
て
紫
之
に
附
し
、
一
歳
の
問
に

　
万
余
人
に
至
れ
り
。
崇
の
同
郡
の
人
髪
安
、
東
海
の
入
穿
宣
、
謝
禄
、
楊

　
音
は
各
々
起
暗
し
て
数
万
人
を
合
し
、
復
引
き
て
崇
に
従
い
て
共
に
還
り

　
て
落
を
攻
む
る
も
下
す
こ
と
能
ず
。
転
配
し
て
姑
幕
に
歪
り
、
因
っ
て
王

　
葬
の
探
湯
候
二
丁
を
繋
ち
大
い
に
之
を
破
り
、
万
余
人
を
殺
し
、
遂
に
北

　
し
て
三
州
に
入
る
。
過
る
所
、
虜
掠
す
。
還
り
て
太
山
に
至
り
南
城
に
留

・
屯
せ
り
。
初
め
崇
等
は
園
窮
し
憲
を
為
せ
る
を
以
っ
て
、
攻
城
、
旧
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
や

　
計
無
し
、
衆
の
既
に
寝
く
盛
ん
な
り
、
…
…
（
中
略
）
乃
ち
王
葬
は
平
均
公

　
廉
丹
、
太
師
王
匡
を
遣
わ
し
て
之
を
回
し
む
。
一
等
戦
わ
ん
と
回
せ
し
が

　
三
三
、
葬
の
兵
と
乱
れ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
乃
ち
皆
其
贋
を
朱
く
し
、
以
っ

　
て
相
識
別
せ
り
、
是
に
由
り
号
し
て
赤
樹
と
日
う
。
赤
膚
遂
に
大
い
に
丹

　
匡
の
軍
を
破
り
万
余
人
を
殺
し
、
追
い
て
無
塩
に
薫
る
。
潮
境
は
戦
死
し
、

　
王
匡
は
走
る
。
崇
又
其
爆
殺
余
万
を
引
き
復
還
り
て
蕩
を
闘
む
。
数
月
し

　
て
還
る
人
、
崇
に
説
き
て
日
く
、
趨
は
父
母
の
国
な
り
。
な
ん
ぞ
之
を
攻

　
め
ん
や
、
と
。
乃
ち
解
き
て
理
る
。
時
に
鼠
母
病
死
す
。
其
の
衆
分
れ
て

　
赤
眉
い
青
毛
、
銅
馬
中
に
入
る
。
赤
坪
遂
粛
灘
を
憲
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
焚
崇
の
足
ど
り
は
、
菖
－
太
山
i
姑
幕
一

青
州
・
太
山
一
無
塩
…
菖
と
た
ど
る
こ
と
が
田
来
る
。
崇
は
菖
を
起

点
と
し
て
西
北
方
に
進
み
、
途
中
逢
安
ら
数
団
を
煽
え
転
戦
す
る
が
、

そ
の
最
大
の
対
決
は
山
東
西
方
無
塩
に
於
け
る
王
葬
側
の
軍
勢
と
の

戦
い
で
あ
っ
た
。
重
葬
側
の
廉
潔
、
王
匡
軍
を
大
破
し
、
無
塩
ま
で

追
跡
し
て
こ
．
こ
で
王
葬
の
側
に
敗
績
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
一
戦
が
時
の
曝
葬
政
権
に
と
っ
て
は
決
定
的
な
打
撃
と
な
り
、

そ
の
後
数
年
を
経
ず
し
て
王
葬
政
府
は
終
り
を
つ
げ
た
。
こ
の
無
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
は
、
故
城
が
今
の
東
平
の
東
二
十
里
に
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て

問
題
の
梁
山
か
ら
東
に
三
水
を
隔
て
た
方
角
に
回
り
可
成
り
接
近
し

て
い
る
。

　
そ
こ
で
無
塩
で
の
戦
い
は
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
前
漢
書
』
で
は
こ
の
点
に
関
し
や
や
異
っ
た
記
載
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
次
に
あ
げ
た
い
。

　
冬
、
無
塩
の
索
盧
等
は
兵
を
挙
げ
て
城
に
反
く
。
廉
丹
、
王
匡
之
を
攻
抜

　
し
、
斬
首
万
雲
級
、
　
（
王
）
葬
は
中
郎
将
を
遣
し
令
書
を
奉
ら
し
め
、
丹

　
・
匡
を
労
い
て
爵
を
進
め
て
公
と
為
し
、
吏
士
の
功
有
る
者
十
余
人
を
封

　
ぜ
し
む
。
赤
汐
、
別
校
、
董
憲
等
の
衆
数
万
人
、
梁
郡
に
在
り
。
王
羅
は
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之
を
進
饗
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
、
七
隈
以
為
ら
く
、
新
た
に
城
を
抜
け
ば
罷

労
せ
ん
。
薮
に
且
ら
く
土
を
休
め
て
威
を
養
う
べ
し
、
と
。
匡
聴
か
ず
、

兵
を
引
き
て
独
り
進
む
。
丹
之
に
随
い
、
宅
診
に
て
合
戦
し
丘
ハ
敗
れ
、
匡

走
る
。
丹
は
吏
を
し
て
其
の
印
顛
の
符
節
を
持
せ
し
め
、
匡
に
付
え
し
め

て
曰
く
、
小
児
走
る
憂
し
。
吾
は
可
な
ら
ず
、
と
。
遂
に
止
り
て
戦
死
す
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
無
塩
で
は
翠
蓋
が
王
葬
軍
で
あ
る
丹
・
匿
の
兵

と
対
戦
し
、
こ
の
時
は
雪
乞
軍
に
大
破
さ
れ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
時
、
零
丁
側
の
別
校
翠
苔
ら
別
の
軍
勢
が
下
郡
に
在
り
、
勢
に

乗
っ
た
丹
・
皇
軍
が
之
を
攻
め
て
螢
雪
の
地
で
会
戦
し
、
そ
の
結
果

丹
・
匡
軍
が
敗
走
し
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
王
葬
箪
と
の
決
戦
地

は
『
後
漢
書
』
の
無
塩
に
対
し
、
成
昌
の
地
と
な
っ
て
い
る
。
成
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
は
余
り
明
ら
か
で
は
な
く
、
今
の
東
平
県
の
西
方
、
或
い
は
無

塩
県
界
と
も
さ
れ
て
い
る
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
東
平
よ
り
さ
ほ
ど

遠
隔
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
先
の
記
載
中
の
梁
郡
が
問
題
で
あ
っ

て
、
古
代
梁
郡
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
今
日
の
河
南
省
商
丘
県
当
り

で
あ
る
か
ら
、
曇
り
に
別
校
董
憲
等
が
こ
こ
に
占
拠
し
て
居
た
と
し

て
、
無
塩
か
ら
丹
・
裏
罫
が
こ
の
商
兵
県
に
ま
で
討
ち
入
っ
て
、
そ

こ
で
敗
れ
た
と
い
う
事
は
、
一
方
の
埜
崇
が
丹
・
千
軍
を
追
っ
て
無

塩
に
て
破
っ
た
と
い
う
事
と
余
り
に
も
地
理
的
に
差
異
が
あ
り
す
ぎ

る
。
し
か
も
、
丹
・
匡
軍
が
無
量
よ
軌
出
発
し
、
別
号
董
憲
ら
が
商

丘
県
よ
り
出
発
し
、
そ
の
会
戦
地
が
無
塩
近
辺
の
成
冒
で
あ
る
と
い

う
の
も
不
肖
然
に
す
ぎ
よ
う
。
従
っ
て
梁
郡
を
他
の
地
点
と
考
鬼
ざ

る
を
得
な
い
。
が
、
山
東
に
梁
郡
の
地
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な

い
。
し
か
し
先
の
状
況
よ
り
、
土
寄
、
成
昌
よ
り
さ
程
遠
隔
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
射
り
に
梁
山
附
近
と
冤
な
し
て
は
ど
う
か
。
無
塩
を
撃

っ
た
丹
・
粛
軍
は
、
董
憲
ら
を
撃
つ
べ
く
西
方
に
向
っ
て
成
昌
に
至

ろ
う
と
し
た
時
、
そ
の
西
方
の
梁
山
に
待
期
し
て
い
た
野
盗
ら
の
軍

は
一
挙
に
こ
れ
に
向
い
、
丁
度
無
塩
・
梁
山
の
中
央
あ
た
り
の
成
昌

に
て
出
会
う
結
果
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
が
輪
姦
の
西
、
済
水
の

附
近
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

　
几
糖
類
を
梁
山
と
す
る
と
以
上
の
様
な
想
定
が
成
り
た
つ
の
で
あ
っ

て
、
『
水
経
注
』
の
酵
母
起
兵
の
伝
説
の
残
る
済
水
の
石
橋
あ
た
り

が
丁
度
そ
の
場
所
に
盗
る
こ
と
に
な
る
。
少
く
と
も
こ
の
辺
が
、
赤

眉
の
軍
と
王
医
の
軍
と
の
決
戦
場
で
あ
っ
た
事
に
相
違
は
な
い
。
そ

し
て
、
埜
崇
、
或
い
は
三
校
蟄
憲
ら
の
赤
眉
側
の
軍
勢
の
中
に
は
、

寮
母
の
一
団
が
加
わ
っ
て
い
た
事
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
、
そ
の

時
の
赤
塚
軍
の
大
勝
利
が
土
地
の
人
々
に
強
い
感
銘
を
与
え
、
そ
れ

が
呂
母
塊
と
い
っ
た
名
称
を
残
す
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
海
曲
で
の
呂
黒
藻
兵
伝
説
も
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
運
動
の
西

行
に
伴
っ
て
伝
え
ら
れ
、
時
の
経
過
す
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
事
実

と
も
伝
説
と
も
つ
か
な
い
語
り
伝
え
と
な
っ
て
、
こ
の
ゆ
か
り
の
地

に
定
着
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
警
笛
西
方
部
を
地
図
で
な
が
め
る
と
、
梁
山
近
辺
に
は
伝
説
で
名

高
い
土
地
は
少
く
な
い
。
六
親
祠
画
象
に
も
題
材
と
な
っ
て
い
る
斉

の
無
塩
の
醜
女
の
話
は
こ
と
無
盧
の
地
に
、
又
量
尤
伝
説
は
梁
山
の

南
近
く
の
鈍
野
の
地
に
各
々
伝
わ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
説
を
生
成
す

る
伝
統
的
な
地
盤
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
嘉
祥
県
の
武
疵
祠
も
叩

こ
う
し
た
地
域
の
中
に
あ
る
こ
と
は
注
国
す
べ
き
事
で
あ
る
。

五

　
以
上
の
如
く
、
武
氏
繭
画
象
中
の
水
陸
交
戦
図
は
、
王
党
時
代
の

東
海
海
蘭
に
於
け
る
呂
早
起
兵
の
故
宮
を
題
材
と
し
た
画
象
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　
画
面
に
つ
い
て
、
水
陸
両
様
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
故
事
で
呂

母
は
海
上
を
根
拠
地
と
し
、
海
か
ら
襲
撃
を
し
た
と
い
う
故
事
の
性

格
に
基
ず
く
も
の
で
あ
り
、
車
馬
隊
の
登
場
は
、
県
の
役
人
達
を
表

し
、
更
に
少
年
婦
人
の
登
場
は
、
任
挾
達
を
集
め
て
一
団
と
な
っ
た

呂
母
側
の
兵
士
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
要
す
る
に
故
事
中

の
呂
母
が
海
髪
県
を
海
よ
り
奇
襲
し
て
、
県
宰
を
捕
え
る
場
面
で
あ

ろ
う
。

　
画
面
の
橋
上
の
中
央
で
中
心
的
な
意
味
を
な
す
施
耳
昭
車
は
県
宰

の
車
馬
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
又
、
前
石
室
に
の
み
刻
さ
れ
た

刻
銘
も
、
県
警
側
の
令
車
で
あ
る
と
し
て
侮
ら
抵
触
す
る
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　
山
東
地
方
に
於
い
て
、
こ
の
主
題
が
爾
象
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は
、
今
日
知
ら
れ
る
限
り
孝
堂
山
を
以
っ
て
最
古
と
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
事
件
発
生
後
輩
八
十
年
を
経
過
し
た
時

期
で
あ
り
、
こ
の
祠
堂
で
も
相
当
な
大
き
さ
を
占
め
る
画
面
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
半
世
紀
を
降
る
武
氏
祠
に
至
っ
て
、
こ
の
題
材
は
最
盛
期

を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
れ
以
後
の
例
に
つ
い
て
は
今
日
明
ら
か
で
は
な
い
。
同

じ
山
東
地
方
に
て
発
見
さ
れ
た
交
戦
図
と
し
て
涜
南
画
象
石
墓
門
至

上
の
画
象
が
あ
る
が
、
水
陸
両
様
で
は
あ
っ
て
も
こ
の
方
は
胡
族
と

の
対
戦
で
、
明
ら
か
に
聖
母
伝
説
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
又
、
隣
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
江
蘇
北
部
に
碓
寧
県
旧
思
懸
九
界
敏
画
象
、
徐
州
東
海
県
昌
梨
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武氏祠画蛇石「水陸交戦國」の一解釈（土贋）

　
　
　
⑳

水
庫
画
象
に
各
女
橋
を
配
し
た
画
面
が
あ
る
が
、
共
に
交
戦
図
で
は

な
く
別
種
の
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
題
材
は
種
肉
異
っ
て
も
構

図
と
し
て
、
こ
の
様
に
橋
を
配
す
る
手
法
は
、
山
東
・
江
蘇
地
方
の

古
代
画
象
の
一
つ
の
型
と
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

山／N

　
大
画
面
の
水
陸
交
戦
図
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
画
象
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
前
石
室
第
六
石
（
第
一
図
）
の
交
戦
図
上
に
あ
る
細
長
い
一

層
の
画
面
で
あ
る
。
右
端
は
破
損
し
て
い
る
が
、
『
石
索
』
に
よ
れ

ば
張
型
の
兵
士
二
人
が
い
る
。
そ
の
左
に
は
常
服
の
士
が
あ
り
、
そ

れ
に
向
っ
て
霞
ま
ず
い
て
話
し
か
け
る
一
婦
人
が
い
る
。
左
方
か
ら

は
車
馬
が
並
び
、
二
人
の
武
器
を
手
に
し
た
人
物
の
あ
た
り
で
相
対

し
て
い
る
か
の
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た
人
物
達
の
出
立
ち
は

下
の
交
戦
図
と
類
似
し
て
お
り
、
又
、
車
馬
は
令
車
で
あ
る
事
等
よ

り
、
交
戦
図
に
関
係
あ
る
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
呂
母
起
丘
ハ
の
故
事

で
あ
る
な
ら
ば
、
呂
母
が
傷
兵
す
る
に
際
し
、
土
地
の
人
女
に
自
分

の
意
図
を
打
明
け
て
い
る
一
節
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
は
し
な
い

か
。　

一
方
後
石
室
の
大
画
面
で
は
こ
の
一
重
は
設
け
ら
れ
て
な
い
。
し

か
し
、
後
石
室
第
九
石
の
下
履
一
段
は
可
成
り
似
か
よ
っ
た
点
の
あ

る
画
象
で
あ
る
。
こ
の
石
は
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
に
よ
っ
て
左
石
室

と
さ
れ
、
先
の
後
石
室
第
八
石
の
屋
根
の
部
分
の
図
（
第
三
図
）
と
表
「

裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
画
面
の
方
向
は
前
石
室
第
六
石

と
逆
方
向
で
あ
っ
て
右
方
に
車
馬
が
並
び
、
そ
の
左
に
武
器
を
も
っ

た
常
服
の
人
物
二
人
が
そ
れ
に
相
対
し
、
ま
た
左
に
は
膝
ま
ず
い
た

人
物
が
い
る
。
頭
形
か
ら
は
一
概
に
婦
人
と
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、

こ
の
人
物
の
傍
に
下
刻
の
榜
題
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
隅
特
定
の

人
物
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
左
端
は
破
損
が
は
な
は
だ
し

く
明
ら
か
で
な
い
。
後
石
室
で
は
、
第
八
石
の
交
戦
図
が
側
面
に
大

々
的
に
画
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
か
か
る
画
象
が
一
祠
堂

内
に
画
か
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
様
に
斯
て
来
る

と
、
武
由
旬
祠
堂
に
於
け
る
こ
の
題
材
が
い
か
に
大
き
な
比
重
を
持

つ
も
の
で
あ
る
か
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
般
に
画
象
石
に
画
か

れ
る
題
材
は
、
歴
史
的
事
象
で
あ
れ
、
既
に
現
実
性
を
全
く
勃
却
し

去
っ
た
説
話
の
属
が
多
い
。
そ
れ
に
比
べ
呂
母
伝
説
は
事
蹟
の
発
生

し
た
時
期
も
近
く
、
当
時
と
し
て
は
未
だ
多
分
に
社
会
性
を
も
っ
て

い
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
丈
に
一
段
と
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
生
き

た
物
語
り
で
あ
っ
た
と
も
云
え
る
。
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①
『
石
索
』

　
前
石
室
第
穴
石
の
説
明
に
、

　
　
此
一
贋
画
車
騎
攻
戦
之
状

　
　
箆
鷺
二
車
軸
戦
士
一
題
工
官
名
一
面
不
レ
載
二
人
名
口
業
当
臼
武
士
有
二
軍
功
一
者
、
故

　
　
薗
子
日
壁
ハ
今
不
レ
可
｝
考
知
（
武
斑
碑
云
「
支
払
士
隊
虎
之
怒
、
薄
伐
（
敏
九
字
）

　
　
着
姓
頼
レ
之
、
邦
域
以
禦
」
可
ゾ
見
夷
、
下
膚
同

　
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
武
氏
｝
族
の
軍
功
あ
る
者
に
関
す
る
図
で
は
な
い
か
と
見
て

　
い
る
。

②
想
』
訂
く
撃
濤
ω
．
．
ピ
騨
ω
。
巳
讐
霞
①
。
。
霞
讐
。
霞
Φ
§
O
瓢
器
磐
富
彗
鷲

　
曾
の
α
窪
田
α
唄
鄭
霧
甑
配
点
ρ
鈍
、
、
弓
専
一
ρ
一
〇
。
¢
Q
。
．

③
米
沢
嘉
圃
門
顯
慢
之
の
蘇
雲
雲
台
国
記
に
就
い
て
」
七
、
『
国
華
隠
露
刈
所
収
、

　
昭
1
8
。

④
〉
。
ω
。
聴
同
．
．
閑
吟
α
q
漢
画
蒙
品
．
。
・
≦
簿
。
蔓
。
く
實
誓
Φ
．
．
器
p
ぎ
。
h

　
α
o
旨
。
昌
①
”
、
興
野
一
げ
ロ
ω
諺
ω
凶
器
く
〇
一
’
〆
〈
昌
噛
ど
お
緯
．

⑤
『
後
漢
書
』
巻
五
十
四
馬
言
伝
に
、

灘
女
霰
製
糖
徴
弐
反
。
繍
楼
謙
徳
艦
馳
無
礁
籔
灘
攻

　
没
其
郡
。
九
真
日
南
合
浦
蛮
夷
智
応
之
。
憲
略
嶺
外
穴
十
絵
城
。
側
自
立
為
王
。

　
於
是
璽
書
拝
援
伏
波
将
軍
。
　
（
註
略
）
以
扶
楽
侯
劉
隆
為
副
。
蹴
自
照
酩
督
楼
船

　
将
軍
隈
志
等
。
南
繋
交
響
。
軍
至
豊
浦
衙
志
病
卒
。
詔
援
井
将
三
兵
。
遂
縁
海
而

　
進
。
随
山
刊
遣
千
鹸
里
。
　
〔
建
武
〕
十
八
年
春
。
軍
至
事
情
上
。
与
賊
戦
破
之
。

　
斬
酋
数
千
級
。
降
審
万
除
人
。
援
追
徴
下
等
棄
禁
総
。
数
敗
之
。
賊
遂
散
走
。
明

　
年
正
月
軽
羅
側
徴
弐
。
伝
首
洛
陽
。

⑥
痴
愚
に
つ
い
て
は
諸
説
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
爵
戎
秋
人
と
い
っ
て
外
罠
族
を

　
さ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
た
り
、
単
に
遠
方
の
事
と
も
鋲
う
。
　
『
後
漢
書
』
で
は
西

　
籠
伝
に
鬼
方
を
西
戒
地
、
つ
ま
り
当
時
の
青
海
境
と
し
て
お
り
、
『
大
清
｝
統
志
隔

　
は
「
商
周
間
之
鬼
方
即
今
貴
州
地
」
と
云
う
。
又
鬼
方
に
つ
い
て
は
王
国
維
の
『
観

　
堂
集
林
臨
に
詳
し
い
。
ソ
ー
パ
ー
に
よ
る
と
、
漢
代
に
は
鬼
方
を
楚
鼠
地
方
と
考

　
え
ら
れ
て
お
り
、
楚
と
北
方
譜
臨
と
の
戦
い
は
常
に
河
を
舞
台
に
し
て
行
わ
れ
た

　
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
鬼
方
を
楚
闘
方
画
に
当
て
た
時
代
は
、
む
し
ろ

　
周
の
環
と
見
ら
れ
る
む
き
が
強
い
。

⑦
後
石
室
第
七
石
、
八
石
は
、
W
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
夫
人
の
祠
堂
三
原
に
よ
り
、

　
左
石
室
を
構
成
す
る
石
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
以
下
綜
名
の

　
ま
ま
後
石
室
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
芝
二
導
9
国
ζ
9
巳
♂
．
．
8
ぎ
＆
㊦
二
農
ω
芸
ヨ
㊦
ω
。
h
、
≦
β
ご
竃
σ
q

　
円
N
．
帥
．
、
．
鵠
鴛
ぐ
餌
乙
　
冒
β
ヨ
巴
　
o
楠
｝
ω
置
け
圃
o
o
Q
ε
象
㊦
ω
．
＜
o
一
璽
①
。
昌
。
．
μ
．

　
彫
り
禽
・

⑧
こ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
園
録
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
残
石
画
像
と
し
て
第
四

　
図
が
あ
る
。
入
物
、
橋
の
描
写
か
ら
み
て
、
明
ら
か
に
一
群
の
武
藁
薦
画
像
石
の

　
　
断
片
で
あ
ろ
う
。
現
在
こ
の
拓
本
を
所
蔵
す
る
処
は
早
稲
田
大
学
会
津
記
念
室
、

　
東
京
大
学
建
築
科
等
で
、
会
津
記
念
室
蔵
置
に
は
、
左
端
に

　
　
里
（
是
）
石
両
面
（
颪
）
管
画
与
少
松
所
得
両
二
者
無
異
寿
生
記
。

　
と
い
う
刻
銘
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
こ
の
石
は
両
面
に
画
象
が
あ
っ
た
事
が
窺
え

　
る
。
繭
堂
で
は
側
壁
で
は
な
く
、
中
央
の
梁
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

　
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

⑨
　
註
④
。

⑩
　
ソ
ー
パ
…
は
前
掲
論
文
に
於
て
、
こ
れ
ら
の
刻
銘
は
、
当
時
の
親
み
あ
る
官
吏

　
の
車
馬
名
を
つ
け
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
又
、
確
か
に
ソ
ー
パ
ー
の
云

　
う
よ
う
に
、
彩
簾
漆
醐
で
は
醒
象
と
刻
名
の
錯
誤
し
た
例
も
あ
る
が
、
算
氏
祠
廼

　
象
中
で
そ
う
し
た
例
が
あ
る
の
は
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
題
材
が
明
ら
か
に

　
さ
れ
た
上
で
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
後
漢
代
の
官
吏
の
車
馬
名
で
あ
る
審

　
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑪
註
⑦
。

⑫
　
〃

⑬
　
羅
哲
文
「
孝
堂
由
算
氏
墓
石
岡
」
『
文
物
』
「
九
六
一
年
、
四
・
五
期
合
併
号
、
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武氏嗣画一石「水陸交職園」の一解釈（土居う

　
五
十
頁
、
麟
の
説
明
後
に
、

　
　
据
『
金
石
葦
編
魅
『
鷹
索
』
以
及
其
他
曲
面
所
課
為
墜
車
故
事
。
橋
下
舟
為
救

　
　
援
落
水
者
、
橋
上
鼻
端
一
空
鞍
馬
石
駕
車
之
馬
。
但
按
画
上
歯
情
崇
直
来
、
不

　
　
無
援
救
之
状
。
蓋
若
救
援
劉
不
需
有
人
持
群
群
幡
羅
。
橋
爾
来
一
窪
鞍
馬
亦
不

　
　
韻
書
上
之
馬
、
車
前
一
人
亦
不
似
挽
鞭
潜
、
而
似
以
矛
織
春
。
舟
中
人
所
持
頂

　
　
佐
墜
叢
書
御
物
似
矛
而
不
似
竿
。
按
武
梁
祠
及
活
南
漢
慕
等
薄
紫
密
画
置
石
、

　
　
漫
画
水
陸
攻
戦
子
橋
上
、
但
垂
雪
斗
激
烈
、
戦
場
情
景
更
詳
述
繊
。
按
此
画
上

　
　
的
情
燈
齎
、
却
有
几
分
類
似
両
端
囲
檎
…
逃
走
之
車
干
橋
上
、
不
知
出
自
什
仏

　
　
故
事
、
亦
漢
為
推
測
而
己
。

　
と
い
っ
て
い
る
。

⑭
米
沢
嘉
圃
「
顧
燈
之
の
画
雲
台
山
群
に
就
い
て
」
圏
、
『
国
華
隠
8
一
所
収
、
昭
1
7
。

⑮
註
⑬
。

⑯
　
『
水
経
注
』
巻
八
済
水
。

　
又
東
北
過
寿
張
県
西
界
、
安
民
無
謬
、
波
水
従
東
北
来
注
之

　
　
…
…
済
水
又
蓬
梁
山
東
、
裳
宏
北
征
賦
田
、
背
梁
山
、
裁
波
波
、
即
此
処
也
、

　
　
劉
澄
之
引
難
山
以
謹
梁
父
為
不
近
情
爽
、
山
之
西
南
有
爵
艸
悌
塞
、
河
東
爆
有

　
　
石
橋
、
橋
本
当
河
、
河
移
糸
満
嶽
也
、
古
老
言
、
此
橋
東
海
品
即
時
兵
所
造
也
、

　
　
山
北
三
里
、
有
島
愚
宅
、
宅
東
三
里
、
即
済
水
、
済
水
又
北
蓬
上
士
城
西
…
…

⑰
　
『
一
兀
和
㎜
櫛
県
士
心
賑
巻
十
・
河
申
閑
道
六
、
寿
張
県
、

　
　
梁
山
在
県
南
三
十
五
毘
。

　
　
呂
撮
蛇
在
韓
東
齋
ヨ
十
五
塁
、
後
漢
東
海
崎
手
合
衆
於
此
、
発
州
人
謂
城
口
中

　
　
毘
（
愚

・
⑱
『
後
漠
書
』
巻
四
十
一
劉
盆
子
伝
。

劉
華
桑
嚢
入
顯
幣
、
城
陽
二
重
軽
量
無
腰
、
祖
父
題
元

　
帝
時
封
為
式
侯
、
父
萌
嗣
、
王
葬
鎮
位
鼠
除
園
為
式
入
寮
。
天
鳳
元
年
、
張
邪
海

砦
燈
者
、
子
壷
藷
小
罪
篇
殺
之
儲
蓄
彫
綴
薙
御
斎
㌦
呂

　
緑
怨
宰
密
緊
客
規
以
報
仇
、
舞
家
素
豊
凶
産
数
百
万
、
乃
益
醸
醒
酒
嫌
嫌
衣
服
、

　
少
年
来
酷
者
皆
除
与
之
、
視
其
乏
齎
轍
仮
衣
裳
不
妊
多
少
、
数
年
期
首
稽
尽
、
少

　
職
工
相
与
償
之
、
呂
母
御
泣
薦
、
所
以
淳
諸
二
者
非
欲
求
利
、
藁
菰
梨
宰
不
道
在

　
殺
吾
子
、
欲
望
報
怨
耳
、
諸
寺
寧
有
繋
哀
之
乎
、
少
年
状
其
意
、
又
素
受
恩
皆
許

若
、
其
中
勇
士
舞
猛
虎
、
遂
導
函
数
吉
人
翻
無
慮
業
繋
甥
醗

鮪
筆
意
、
攣
愚
入
海
中
馨
輔
導
護
千
、
愚
縁
将
軍
引
照
援
、

　
遠
海
曲
報
論
難
、
諸
吏
叩
頭
論
議
請
、
町
田
、
螺
子
犯
小
論
侍
蟻
死
箭
為
宰
醒
殺
、

　
殺
人
謙
死
、
又
何
講
乎
、
遂
斬
之
録
事
首
祭
子
駅
、
復
還
海
中
、
後
数
歳
狼
邪
人

　
焚
崇
起
兵
二
重
。

⑲
『
前
漢
書
』
巻
九
十
九
王
葬
伝
。

　
〔
天
鳳
西
年
〕
瑛
邪
女
子
畠
偉
亦
起
、
初
呂
糧
子
為
県
吏
、
為
宰
所
窺
殺
、
緑
敬

　
家
財
以
原
酒
買
兵
務
、
陰
門
貧
窮
少
年
得
百
除
入
、
遂
攻
海
藤
県
殺
花
婿
以
祭
子

　
墓
、
引
兵
入
海
其
衆
浸
多
、
後
皆
万
数
。
…
…

⑳
『
東
観
漢
記
』
巻
二
十
三
。

　
呂
偲
、
海
曲
鼠
愚
獅
子
欝
積
濡
濡
小
罪
県
宰
殺
之
、
吊
傍
満
濃
蕪
稿
産
乃
益
醸
醇

　
酒
、
少
年
来
沽
鎌
脚
之
視
貧
乏
者
轍
仮
衣
装
少
年
。

⑳
　
こ
の
地
一
帯
に
つ
い
て
は
『
後
毒
魚
集
解
』
に
次
の
薄
き
記
載
が
み
ら
れ
る
。

　
患
棟
日
、
李
吉
甫
議
論
東
海
有
繋
母
懇
即
旧
集
之
所
也
、
楽
観
云
黒
蟻
固
在
東
海

　
磁
北
ヨ
十
七
墨
黄
平
由
南
嶺
上
高
二
審
呂
母
遼
海
中
保
此
以
下
灘
遂
発
馬
母
固
、

　
先
謙
田
島
母
閲
在
今
繍
照
県
南
。

　
そ
し
て
王
先
謙
の
云
う
黒
傍
圃
は
、
小
高
い
丘
の
塞
と
し
て
臼
照
娘
の
南
の
海
岸

　
に
現
存
し
、
そ
の
名
を
と
窒
め
て
い
る
こ
と
が
、
『
文
物
参
考
資
料
』
（
一
九
猛
七

　
年
第
二
期
・
十
二
頁
）
或
い
は
漆
侠
等
著
『
秦
漢
農
厩
戦
争
史
』
　
（
北
京
」
九
六

　
エ
年
六
月
刊
）
挿
図
8
8
－
8
9
に
紹
…
介
さ
れ
て
い
る
。

⑳
蕗
漆
挾
等
『
秦
漢
農
民
戦
争
史
』
（
北
京
一
九
六
二
）
。

　
な
お
赤
潤
の
反
乱
と
山
東
の
劉
疵
崇
拝
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
に
詳
し
い
。

　
志
田
不
動
歴
｝
「
赤
儒
の
賊
と
漢
城
転
轍
叢
叢
と
の
関
係
鳳
（
『
歴
史
教
育
臨
五
昭
五
）
。

⑳
　
『
後
漢
譲
』
巻
四
十
一
劉
里
子
伝
。
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後
数
歳
硬
邪
人
毎
崇
趨
兵
於
蕊
、
衆
百
鯨
人
転
入
太
山
鶴
愚
三
老
、
時
響
徐
大
鰹

　
憲
賊
蜂
起
、
群
盗
以
鎖
勇
猛
皆
附
之
、
一
歳
闘
棄
万
延
人
、
懸
詞
郡
人
謹
安
、
東

　
海
入
興
宣
、
謝
罪
、
揚
音
、
昏
夢
兵
禽
数
万
人
、
復
引
落
還
攻
菖
不
能
下
、
転
掠

　
盃
妓
蘇
、
因
撃
王
葵
探
湯
候
田
況
大
破
之
。
殺
万
土
入
、
遂
北
入
勢
州
、
所
過
礎

　
掠
、
還
至
太
山
留
屯
爾
城
、
初
躾
等
以
慰
窮
為
竃
、
急
撃
斌
絢
地
二
君
、
衆
既
護

　
盛
（
中
略
）
王
葬
邉
平
均
公
廉
丹
、
太
醸
王
匡
撃
之
、
巌
駆
詰
戦
、
恐
其
衆
与
葬

　
兵
乱
、
乃
皆
朱
其
膠
以
絹
識
別
。
由
叢
薄
日
赤
尉
。
赤
樹
遂
大
破
舟
匡
軍
殺
万
除

　
人
。
塁
無
蔑
驚
徽
難
、
、
廉
丹
発
。
轟
熊
崇
又
裂
兵
＋
絵
万

　
復
還
囲
筥
、
数
月
或
説
崇
田
藤
父
母
国
奈
侮
攻
之
、
初
漁
表
、
時
鋸
盤
病
死
、
其

　
衆
分
入
赤
帽
晋
頼
銅
馬
中
、
赤
贋
遂
毯
東
海
。

鱒
　
　
『
後
漢
書
集
解
』
の
註
に
、

　
　
野
芝
、
県
名
、
故
城
在
今
織
州
須
愚
県
東
、
　
〔
集
解
〕
先
謙
田
今
泰
安
府
東
平

　
彌
東
工
＋
黒
。

　
　
と
あ
る
。

⑳
　
『
前
漢
欝
』
巻
九
十
九
王
葬
伝
。

　
　
冬
、
無
塩
索
盧
等
挙
兵
反
城
、
廉
丹
王
匡
攻
抜
之
、
斬
首
万
除
害
、
葬
遣
中
郎
将

　
奉
璽
講
、
労
丹
匡
進
爵
暴
露
、
封
吏
土
有
功
蛮
十
無
人
。
赤
暇
別
校
璽
撚
目
衆
数

　
　
万
入
在
梁
郡
、
王
博
覧
進
撃
之
、
廉
丹
以
為
職
抜
域
罷
労
、
漁
且
二
士
養
威
。
匡

　
　
不
聴
、
引
兵
籍
進
、
丹
随
之
、
合
戦
成
愚
、
羨
慕
、
匡
走
。
論
纂
吏
持
久
印
鹸
符

　
　
節
付
臼
、
小
児
可
走
、
吾
不
可
、
遂
症
戦
死
。

　
⑳
成
愚
の
地
に
つ
い
て
は
余
り
記
載
が
み
ら
れ
な
い
。
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
三
十
八

　
　
の
註
で
、
胡
三
省
は
「
師
古
臼
成
愚
地
名
也
、
厳
器
後
漢
欝
亦
当
在
無
塩
県
界
」

　
と
い
っ
て
『
後
漢
激
起
に
照
合
し
て
無
難
難
界
と
推
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

㊧
　
梁
郡
に
せ
よ
成
禺
に
せ
よ
、
共
に
『
前
漢
書
』
に
現
わ
れ
た
地
名
で
あ
る
が
、

　
そ
の
後
の
記
録
に
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
今
臼
そ
の
地
点
を
明
確
に
比
定

　
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
王
葵
時
代
の
地
名
に
は
漸
々
こ
の
主
な
例
が
み
ら
れ
る

　
が
、
こ
れ
ら
も
そ
の
属
な
の
で
は
な
い
か
。

⑳
　
武
氏
嗣
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
大
体
西
紀
酉
五
十
離
前
後
と
み
な
さ
れ
て

　
い
る
。
長
広
敏
雄
『
武
氏
譜
左
石
室
第
九
石
の
画
象
に
つ
い
て
』
註
⑥
、
『
建
方

　
階
子
報
』
嫡
男
冊
、
　
　
九
六
一
　
・
五
。

⑳
　
『
江
蘇
徐
州
漢
瓢
磁
石
』
考
古
学
専
刊
、
二
種
第
十
号
、
中
黒
科
学
院
考
古
学
研

　
究
所
編
、
一
九
五
九
年
、
図
版
2
1
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q

⑳
　
南
京
南
物
院
「
昌
梨
水
庫
漢
慕
群
発
掘
簡
報
」
『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
七
年

　
第
十
一
期
所
収
、
拓
片
墓
1
自
立
颪
横
額
上
的
雛
灘
（
残
響
）
。
残
片
二
つ
が
示
さ

　
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
室
の
北
痴
の
梁
上
に
東
西
に
並
べ
ら
れ
た
累
石
で
あ
る
。

　
大
き
さ
も
記
さ
れ
て
な
い
為
明
ら
か
で
な
い
が
、
工
石
共
橋
上
の
車
馬
行
列
で
あ

　
る
。
紹
介
さ
れ
た
状
態
で
は
、
中
央
に
台
形
の
橋
を
配
し
た
構
図
と
は
な
ら
な
い

　
が
、
し
か
し
右
方
の
橋
上
に
は
織
女
徽
と
同
じ
よ
う
な
欄
柱
が
立
っ
て
い
る
。

⑫
　
臨
緑
の
子
が
県
宰
に
殺
さ
れ
た
年
は
、
『
後
漢
霧
』
が
天
鳳
元
年
（
謹
｝
∪
）

　
と
し
、
こ
れ
に
対
し
、
隠
避
起
兵
の
年
は
、
　
『
前
漢
書
』
に
よ
り
天
鳳
四
年
・
（
嵩

　
鋭
O
）
と
み
な
さ
れ
る
。
焚
崇
が
起
織
し
た
の
は
、
黒
山
起
兵
無
数
歳
後
と
い
う
。

　
又
、
王
舞
政
権
が
終
っ
た
年
は
地
皇
欄
年
（
ひ
。
ω
》
」
）
）
で
あ
っ
て
、
東
平
で
の
決

　
戦
は
『
前
漢
書
』
が
地
皇
三
年
（
卜
◇
b
コ
》
．
U
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
大

　
体
の
年
代
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
東
学
園
窩
校
講
師
）
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cities，　as　the　fo．undations　of　cities　in　the］しater】E）do　Period，　ill　sgcces－

sion　to　the　developing　period　of　cities　at　th，e’　present　times．

　　The　market　structure　in　the　feudal　society　was　an　important　power，

regulating　the　region　as　a　basis　of　the　then　cities．

The　‘Battle　at　the　Bridge’　of　the　Stone　Relief　of

　　　　　　　　　　　　　the　WZt－shih　tz’u　武氏祠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiko　Doi

Among　the　series　of　stone　reliefs　of　the　Wu－shih　tz’u　in　Shan－tung

山：東there　are　four　scenes　which　are　called　the‘Ba枕le　at　the　Bridge’。

These　scenes　contain　remarl｛able　and　unique　elements．　First，　the

custoins　and　manners　whicla　appear　in　these　scenes　do　not　agree　witk

those　of　the　Later　｝lan　era　when　the　i”eliefs　were　engraved．　For’“

example，　chariots　and　woinen　foot－soldiers　are　described　in　the　scenes，

although　they　did　not　appear　in　the　other　pictures　o£　the　Later　Haii．

Moreover，　it　is　interesting　to　find　this　battle　scene　repeatedly　engraved

on　tlae　．Wu－shih　tz’u　in　siniilar　versions　covering　wider　areas　than

other　scenes．

　　It　is　considered，　therefore，　that　the　subject　of　this　scene　was　taken

from　a　liistorical　event　which　many　scholars　have　tried　to　explaiB　iii

many　ways．　Nowever，　when　1　try　to　apply　their　explanations　to　this

scene　of　the　Wu－shih　tz’u．　there　are　some　geographicai　and　chronologic－

al　problems　left　unanswered，　so　that　1　can　not　find　a　satisfactory

reason　for　its　inclusion　among　tlae　Wu－shih　tz’u　reliefs．

In　this　essay　1　am　trying　to　rb－investigate　the　theme　of　the　‘Battle

a．t　the　Bridge’，　coRclucled’@that　this　scene　represents　the　historical

event　of　the‘Battle　of　mother　Litl呂母’呈n　Shan－tUng　Il東which　is

recorded　in　the　Shi－ching－chu二二注and　the　Hou・”a｝z・shu後漢書，　whlch

to6k　plLlce　ill　Jin－chao　iil照prefecture　on　the　Shan－tung山東coast

during　tl｝e　Wang－mang　EEes　period　（8－23　A．　D．）．　The　‘Battle　of　mother

Lzit呂母’was　the　event　in　which　mother　Ltt　kllled　a　government

ofificial　at　fihchao．　［一I　SII”’．　in　revenge　for　his　murder　of　her　sOn，　which

was　the　very　sparl〈　that　ignited　the　famous　battle　of　Red－painted

Brow赤眉during　the　first　century　A．　D．．
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