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に
違
ひ
な
い
。
そ
の
研
究
は
古
代
中
瞬
の
宗
教
、
軍
事
、
社
会
制
度
を
開
か
に
す
る
上
に
必
須
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
筆
者
は
周
礼
、
司
常
の
官
の
掌
　
　

る
九
種
の
旗
の
記
述
を
参
考
ピ
し
・
先
番
代
の
図
驚
表
現
に
み
ら
れ
る
各
種
の
旗
の
名
称
・
作
り
・
用
途
を
研
究
し
た
・
旗
に
つ
け
ら
れ
た
轟
の
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

点
息
匠
の
研
究
は
旗
墨
染
教
義
、
四
的
機
能
を
明
か
に
す
φ
上
に
不
可
欠
で
あ
る
墾
一
紙
面
の
都
合
で
別
書
ム
甕
鷲
葬
鴛
∴

　
軍
隊
の
観
念
か
ら
軍
旗
や
徽
章
類
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

中
国
先
秦
時
代
の
武
器
、
或
ひ
は
軍
事
組
織
の
研
究
は
従
来
い
く
つ

も
発
表
さ
れ
て
み
る
が
、
旗
に
つ
い
て
は
資
料
が
不
十
分
な
た
め
か
、

ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な
い
。
旗
は
、
そ
れ
を
以
て
直
接
敵
を
殺
傷
す

る
武
器
で
は
な
い
が
、
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
は
単
な
る
附
随
的
な

部
隊
の
象
徴
に
止
っ
た
は
つ
は
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
的
な
威
力
を
も

っ
て
、
青
銅
製
の
武
器
と
同
等
の
、
或
い
は
そ
れ
以
上
の
力
を
以
て

敵
を
圧
倒
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
旗
を
研

究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
の
軍
隊
の
性
格
、
組
織
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
築
者
が
不
十
分
な
資
料
を
以
て

こ
の
方
面
の
研
究
に
手
を
つ
け
た
所
以
で
あ
る
。

　
古
代
中
国
の
旗
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
種
の
形
態
の
も
の

が
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
意
匠
の
図
柄
が
つ
け
ら
れ

て
る
た
。
旗
の
研
究
は
こ
の
浦
幌
の
研
究
を
ま
っ
て
始
め
て
完
全
な

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
紙
．
面
の
都
合
で
主
と
し
て
旗

の
各
種
の
形
態
を
扱
ふ
こ
と
に
し
た
い
。
図
柄
の
方
は
旗
と
は
ま
た



中閣先秦時代の旗（林）

別
の
方
面
に
も
関
聯
す
る
の
で
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
所
存
で
あ
る
。

周
礼
、
司
常
に
記
さ
れ
る
旗

　
先
秦
時
代
の
旗
の
実
物
な
い
し
、
旗
の
圧
痕
な
ど
の
痕
跡
は
現
在

殆
ん
ど
全
く
発
見
さ
れ
て
る
な
い
。
そ
こ
で
資
料
は
文
献
の
記
述
と
、

同
時
代
の
図
像
的
表
現
に
限
ら
れ
る
。
最
初
に
先
秦
時
代
の
旗
の
種

類
、
用
途
の
別
を
記
し
た
剃
礼
、
春
官
、
司
常
の
文
か
ら
検
討
し
よ

う
。
始
め
に
司
常
の
取
扱
ふ
旗
の
種
類
を
記
し
て
次
の
ご
と
く
い
ふ
。

　
司
常
掌
莚
旗
之
物
名
、
各
有
属
以
待
園
事
、
日
月
為
常
、
交
龍
為
族
、
通

　
臨
為
癒
、
雑
酷
為
物
、
熊
虎
為
旗
、
鳥
隼
為
重
、
亀
蛇
為
旋
、
全
羽
為
礎
、

　
析
羽
為
族

　
　
即
ち
、
黒
の
族
旗
、
を
司
る
役
の
司
常
は
、
次
の
九
型
の
旗
の
異
っ
た
図

　
案
と
名
称
を
取
扱
ふ
。
こ
れ
ら
の
旗
に
は
各
々
徽
識
、
即
ち
小
さ
い
布
製

　
の
徽
章
が
つ
い
て
．
を
り
、
そ
れ
ぞ
れ
國
の
行
事
に
そ
な
へ
て
あ
る
。
日
月

　
の
図
案
を
つ
け
た
の
を
「
、
常
」
と
い
ひ
、
交
龍
の
図
案
を
つ
け
た
の
を

　
「
肪
」
と
い
ふ
。
一
色
の
生
地
で
作
っ
た
の
を
皿
、
旛
ご
と
い
ひ
、
色
ち
が

　
ひ
の
生
地
で
作
っ
た
の
を
「
物
」
と
い
ふ
。
熊
虎
の
図
案
を
つ
け
た
の
を

　
「
旗
」
と
い
ひ
、
鳥
篭
の
図
案
を
つ
け
た
の
を
「
旗
」
と
い
ひ
、
悪
事
の

　
図
案
を
つ
け
た
の
を
「
旗
」
と
い
ふ
。
鳥
の
羽
根
で
作
っ
た
の
を
「
論
拠

　
と
い
ひ
、
裂
い
た
羽
根
で
作
っ
た
の
を
「
族
」
と
い
ふ

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
つ
い
で
國
の
行
事
の
際
の
こ
れ
ら
の
旗
の
用
途

が
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
略
す
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
各
種
の
旗
の
う
ち
、
ま
つ
鄭
玄
が
形
式
の
違
ふ

も
の
と
し
て
説
明
し
て
み
る
も
の
か
ら
そ
の
県
体
的
な
形
を
考
へ
て

み
た
い
。

櫨
i
鰯
玄
は
本
文
の
瀕
と
物
に
つ
き

　
通
畠
謂
大
赤
、
団
円
引
色
、
無
飾
、
雑
畠
者
以
畠
、
素
簸
其
側
、
膚
股
之

　
蕉
色

　
　
即
ち
、
美
玉
と
い
ふ
の
は
赤
一
色
の
旗
を
い
ひ
、
赤
は
瑚
薫
朝
の
山
色

　
に
よ
っ
た
も
の
で
、
装
飾
は
な
い
。
雑
畠
と
い
ふ
の
は
吊
で
作
り
、
白
い

　
絹
で
ふ
ち
を
飾
る
。
白
は
殴
王
朝
の
蕉
色
だ

と
い
ふ
。
三
論
譲
は
鄭
玄
が
施
、
物
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
独
立
し
た
一

種
類
の
旗
の
名
と
し
て
み
る
の
は
誤
り
で
、
こ
れ
ら
は
常
、
族
、
旗
、

旗
、
旋
の
五
種
に
共
通
し
た
記
述
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
。

孫
氏
は
こ
の
五
旗
は
五
行
の
各
色
に
対
応
し
て
大
常
は
黄
、
大
族
は

青
と
い
ふ
や
う
に
五
色
の
う
ち
の
一
色
の
布
で
作
ら
れ
た
、
と
い
ふ

説
を
と
る
か
ら
か
う
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
五
行
説

で
古
典
を
整
理
し
て
説
明
す
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
の
説
で
、
先
駈

時
代
に
実
際
に
あ
っ
た
事
実
の
反
影
と
し
て
週
番
を
利
用
し
よ
う
と
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中園先秦時代の旗（材こ）
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串悶先秦時伐の旗（林）

o o

乱
　
測
索
燕

蓼

2

4

’
　
　
　
、
、
∵
∵
、

し
鰍

5

図4．春秋，戦国時代の族旗

71　（239）





巾照先秦時代の旗（：林）

い
ふ
場
合
に
は
採
る
に
は
当
る
ま
い
。

　
…
郷
玄
は
塘
に
つ
い
て
赤
一
色
の
旗
だ
と
い
ふ
の
に
つ
い
て
は
、
孫

弘
繭
譲
が
引
く
ご
と
く
漢
魏
時
代
に
他
に
も
生
地
の
色
だ
け
で
図
案
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

画
い
て
な
い
の
を
糖
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
漢
時
代
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

朱
一
色
の
旗
、
例
へ
ば
遼
陽
、
棒
台
子
屯
営
．
爾
墓
の
例
の
ご
と
き
類

を
頭
に
置
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
鄭
玄
が
「
雑
吊
為
物
」

に
つ
い
て
色
ち
が
ひ
の
生
地
を
縫
ひ
禽
せ
て
作
っ
た
一
種
類
の
旗
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
の
も
、
こ
の
墓
の
朱
黒
両
色
の
旗
の
ご
と
き
も
の
を
考
へ
て
言

っ
た
に
枳
違
な
い
。
恐
ら
く
鄭
玄
が
考
へ
た
ご
と
く
、
先
秦
時
代
に

も
同
様
な
も
の
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
一
方
、
孫
飴
譲
は
王
の
五
旗
で
も
、
大
事
に
は
一
色
の
生
地
の
も

の
を
用
ゐ
、
小
事
に
は
色
ち
が
ひ
の
生
地
を
は
い
だ
も
の
を
用
み
た

ら
う
と
い
ふ
。
大
事
、
小
事
と
い
ふ
標
準
で
実
際
に
区
諾
し
た
か
は

別
と
し
て
、
通
じ
形
式
の
旗
で
か
う
い
ふ
生
地
の
使
ひ
方
の
違
ふ
も

の
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
考
へ
ら
れ
る
。
図
3
、
1
と
2
の
左
側

の
旗
を
比
べ
て
み
る
と
、
同
じ
く
β
月
の
類
と
思
は
れ
る
図
案
を
飾

っ
た
同
形
式
の
旗
で
あ
り
な
が
ら
2
の
方
は
生
地
が
一
色
と
思
は
れ

る
に
対
し
、
1
の
方
は
末
の
方
が
日
月
と
同
じ
凸
で
浮
き
出
し
に
表

は
さ
れ
、
こ
こ
は
色
ち
が
ひ
の
生
地
を
使
っ
た
こ
と
を
表
は
し
て
み

る
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
物
－
…
1
司
常
の
本
文
「
雑
吊
預
物
」
に
つ
い
て
郷
玄
は
前
引
の
ご

と
く
旗
の
本
体
の
へ
り
に
毅
の
正
色
た
る
白
の
絹
で
ふ
ち
を
つ
け
る

と
解
釈
し
て
み
る
。
釈
名
、
釈
兵
に
も
雑
色
の
生
地
で
燕
尾
形
の
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ち
を
つ
け
た
も
の
が
「
物
」
だ
と
い
ふ
解
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

図
1
、
1
、
2
の
旗
の
ふ
ち
に
縫
ひ
つ
け
ら
．
れ
た
や
う
な
も
の
を
頭

に
お
い
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
れ
は
一
説
で
あ
る
が
、
漢
人
に
は
別
に
次
に
記
す
ご
と
く
、
ふ

ち
ど
り
と
は
別
な
、
　
「
物
」
を
独
立
の
旗
の
一
形
式
と
す
る
解
釈
が

あ
る
。
即
ち
、
説
文
、
側
部
に

　
劾
、
州
毘
所
建
言
、
三
層
柄
有
三
游
、
篠
吊
、
上
半
異
、
野
趣
民
…
…
旛
、

　
或
杁
か

　
即
ち
「
劾
は
州
盤
の
建
で
る
旗
で
あ
る
。
こ
の
字
形
は
こ
の
旗
の
柄
と
、

　
峯
本
の
吹
き
流
し
を
象
る
。
生
地
は
半
幅
つ
つ
墜
ち
が
ひ
に
な
っ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
…
…
こ
の
字
は
ま
た
か
に
杁
っ
て
砺
に
作
る
」

と
。　

孫
諮
譲
は
こ
こ
に
コ
ニ
游
」
と
い
ふ
の
は
字
形
に
よ
っ
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
③

も
の
だ
と
い
ふ
。
ま
あ
、
吹
流
し
は
三
本
に
は
限
る
ま
い
。
こ
こ
に

い
ふ
施
は
、
鄭
玄
ら
の
い
ふ
旗
の
ふ
ち
取
り
の
布
と
は
異
な
る
も
の
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と
思
は
れ
る
。
こ
の
字
が
象
る
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
色

の
幡
の
狭
い
布
を
何
本
か
束
に
し
た
五
月
の
節
句
の
吹
流
し
状
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
零
墨
の
図
像
の
う
ち
に
は
見
附
か
ら
な

い
が
、
戦
国
蒔
代
の
狩
猟
の
画
像
に
現
れ
る
、
図
3
、
6
の
右
の
馬

車
の
後
に
み
る
も
の
が
こ
れ
に
当
る
と
思
は
れ
る
。
こ
の
や
う
な
色

ち
が
ひ
の
布
を
何
本
か
束
ね
た
も
の
が
「
物
」
と
す
れ
ば
、
一
色
の

布
一
本
を
以
て
す
る
檀
と
対
に
し
て
挙
げ
ら
れ
る
に
丁
度
ふ
さ
は
し

い
で
あ
ら
う
。
　
「
物
」
は
図
3
、
6
の
左
の
馬
車
に
み
る
ご
と
く
、

別
の
形
式
の
旗
の
柄
に
と
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
漢
人
が
他

の
形
式
の
旗
の
附
属
物
と
解
釈
し
た
「
物
」
は
ふ
ち
取
り
の
や
う
な

も
の
で
な
く
、
本
来
は
こ
の
や
う
な
形
で
附
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
時
代
の
図
陳
に
つ
い
て
の
右
の
判
断
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、

「
物
」
（
旛
）
は
独
立
の
旗
の
種
類
で
は
な
く
、
常
、
游
等
五
旗
の
形

式
に
関
す
る
も
の
だ
と
す
る
孫
論
陣
の
説
は
一
方
的
で
あ
る
。
独
立

の
旗
と
し
て
も
用
ゐ
ら
れ
る
し
、
他
の
旗
に
附
属
す
る
も
の
と
し
て

使
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
ふ
の
が
真
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
旛
と
旛
－
一
孫
治
譲
は
血
漿
の
本
文
に
掲
て
く
る
…
跳
と
、
こ
れ
に

つ
け
る
と
い
は
れ
る
旛
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
考
証
し
て
み
る
。
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ち
爾
雅
釈
天
、
そ
の
郭
注
、
公
羊
俵
、
寛
公
十
二
年
何
注
な
ど
を
引

き
、
旛
は
薦
の
端
末
に
つ
け
ら
れ
る
燕
尾
形
の
布
で
色
ち
が
ひ
の
も

の
を
用
み
る
こ
と
に
注
意
し
、
劉
煕
が
釈
名
に
旗
の
わ
き
に
つ
け
る

と
し
た
の
は
間
違
ひ
だ
と
い
っ
て
み
る
。

　
図
繰
で
さ
が
す
と
、
蟻
と
そ
れ
に
つ
け
ら
れ
た
施
は
、
図
1
、
3

に
見
る
ご
と
き
も
の
に
違
ひ
な
い
。
端
末
は
燕
尾
形
に
な
っ
て
を
り
、

く
字
形
の
文
様
が
何
段
か
つ
い
て
み
る
の
は
、
下
色
か
の
布
を
縫
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
も

合
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
旗
は
旗
の
柄
に
つ
け
ら
れ
た
ふ
さ

状
の
も
の
に
つ
な
が
れ
て
る
る
。
棒
の
先
に
つ
け
た
こ
の
や
う
な
ふ

さ
は
旛
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
後
漢
時
代
の
車
馬
行
列
の

先
頭
を
行
く
伍
傭
の
も
っ
こ
の
式
の
持
物
（
図
2
、
1
）
が
施
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

る
こ
と
は
さ
き
に
筆
者
が
説
明
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
梶
に
銚
を
つ
け
る
こ
と
は
先
秦
時
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、
詩
、
小
雅
、
娼
車
の
「
設
此
旛
突
、
思
懸
旅
　
」
の
句
を
鄭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

箋
は
、
旗
を
施
に
つ
な
い
で
戎
車
に
建
て
た
の
だ
と
説
明
し
て
み
る
。

ま
た
左
伝
、
定
公
四
年
に
は
稗
人
が
羽
施
を
黒
人
か
ら
眠
り
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
銚
、
旅
を
ぶ
ら
さ
げ
た
話
が
出
て
み
る
。

　
族
－
一
司
常
の
「
全
羽
義
軍
、
析
単
為
族
」
に
つ
い
て
鄭
玄
は

　
全
羽
析
羽
皆
五
六
、
繋
之
於
彊
施
之
上
、
所
謂
注
下
灘
干
茸
也
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即
ち
、
全
備
、
析
羽
は
み
な
五
色
で
、
彊
、
族
の
上
に
つ
な
い
だ
も
の
だ
。

　
詩
、
干
梶
の
毛
伝
に
「
瀬
野
於
干
首
」
と
い
ふ
の
が
こ
れ
だ
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

孫
論
譲
は
こ
の
黒
羽
、
析
羽
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
考
察
し
て
み
る
。

即
ち北

俵
、
裏
公
十
四
年
「
竃
竃
子
仮
羽
毛
於
斉
…
…
」
の
孔
頴
達
の
正
義
に

「
全
羽
、
析
羽
と
は
鳥
の
翼
の
羽
根
全
部
を
使
ふ
か
そ
の
一
本
一
本
を
別

に
分
け
て
使
ふ
か
の
区
別
だ
ろ
う
」
と
い
ふ
。
し
か
し
こ
れ
は
確
か
で
な

い
。
質
公
彦
は
周
礼
の
宏
壮
の
正
義
に
一
，
周
礼
に
は
鳥
の
羽
根
を
染
め
る

官
が
あ
る
。
鄭
玄
が
「
五
采
羽
」
と
い
ふ
の
は
鳥
の
羽
根
を
五
色
に
染
め

て
旛
や
施
に
使
っ
た
の
だ
ら
う
」
と
い
ふ
。
　
一
方
儀
礼
、
郷
射
礼
に
隷
旋

に
つ
い
て
7
日
羽
書
朱
羽
繰
」
と
い
ふ
か
ら
、
　
一
本
の
羽
根
を
目
色
に
染

め
る
の
で
な
く
、
一
色
だ
け
に
染
め
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る

と
、
こ
れ
を
使
っ
た
方
が
析
羽
で
あ
り
、
　
一
本
一
本
が
五
色
に
染
め
て
あ

っ
た
の
が
全
量
だ

と
。　

然
し
全
羽
、
析
羽
と
い
ふ
時
、
全
、
析
の
語
は
孫
論
譲
の
い
ふ
や

う
な
意
味
に
と
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
析
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
「
破
算

也
」
と
い
ふ
の
が
本
義
で
、
分
、
解
、
分
異
等
の
意
味
が
あ
る
。
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

氏
が
周
礼
、
楽
師
の
正
義
で
引
く
ご
と
く
楽
師
の
注
に
群
肝
は
「
械

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

析
菰
采
糟
」
と
い
ひ
、
訴
人
の
注
に
「
祓
列
五
采
緻
為
之
」
と
い
ふ
。

孫
氏
は
後
者
の
正
義
に
注
意
す
る
ご
と
く
、
列
は
説
文
に
「
分
解

也
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
今
の
「
析
五
聖
維
」
は
ど

う
し
て
も
「
五
采
の
糟
を
裂
く
（
裂
い
て
多
数
集
め
て
使
ふ
）
と
い
ふ

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
問
題
の
全
羽
、
析
羽
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

時
も
、
一
本
一
本
の
羽
根
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
使
ふ
も
の
と
、
一
本

一
本
の
羽
根
を
裂
い
た
上
で
使
ふ
も
の
、
と
取
る
べ
き
で
あ
る
。

　
旛
…
、
旛
、
を
形
成
す
る
羽
根
に
つ
い
て
は
こ
れ
で
わ
か
っ
た
が
、

そ
の
形
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
前
引
の
鄭
注
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

体
的
に
記
し
て
み
な
い
。
孫
論
譲
は
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
末
、
こ

れ
ら
は
常
、
族
、
旗
、
旗
、
旛
に
つ
け
た
施
の
ご
と
き
形
式
の
も
の

で
、
こ
れ
を
羽
根
で
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
は
さ
う
い
ふ
名
の
独

立
し
た
旗
の
種
類
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
ふ
結
論
を
出
し
て

み
る
。
こ
れ
も
さ
き
の
旛
、
旗
に
つ
い
て
の
場
合
の
ご
と
く
、
五
方
、

五
色
に
配
さ
れ
た
蓋
旗
の
観
念
に
と
ら
は
れ
た
見
解
で
、
到
底
従
ひ

難
い
。

　
私
は
当
然
旛
、
旛
と
も
に
独
立
し
た
種
類
の
旗
で
あ
る
と
考
へ
る
。

族
は
説
文
に

　
游
車
載
権
、
析
羽
注
施
首
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と
い
ふ
。
游
車
、
即
ち
王
が
田
猟
な
ど
に
使
ふ
車
に
建
て
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

析
羽
を
施
の
上
に
く
っ
つ
け
た
も
の
だ
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
爾
雅
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

釈
天
に
も
旅
の
上
に
く
っ
つ
け
る
も
の
を
族
と
い
ふ
、
と
あ
る
。
施

は
前
記
の
ご
と
く
、
図
2
、
1
の
ご
と
く
竿
の
頭
に
つ
け
た
毛
の
房

の
類
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
形
の
も
の
の
上
に
析
羽
で
作
っ
た
と
思

は
れ
る
旗
を
着
け
た
例
は
、
本
来
の
旗
の
類
の
図
像
の
中
か
ら
は
見

出
さ
れ
な
い
が
、
図
4
、
4
の
ご
と
く
鼓
の
上
に
着
け
た
例
が
あ
る
。

鼓
の
上
か
ら
診
た
軸
の
上
に
旋
と
み
ら
れ
る
房
が
あ
り
、
そ
の
上
に

軽
く
翻
る
長
い
旗
の
類
が
つ
け
ら
れ
て
る
る
。
こ
の
旗
に
は
魚
骨
状

の
線
が
細
か
く
画
か
れ
、
析
羽
を
つ
づ
り
合
せ
た
も
の
と
解
釈
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
活
常
古
画
像
石
墓
発
掘
報
告
に
、
鼓
の
上
の
飾
り
の
説
明
と
し

て
漢
書
、
礼
楽
志
、
安
世
房
中
歌
の
「
裁
上
翠
族
」
と
あ
る
の
を
引

い
て
み
る
の
は
正
確
で
あ
る
。
こ
の
「
庶
施
翠
族
」
に
つ
い
て
顔
師

古
が
、

　
謂
析
五
采
羽
、
注
翠
旅
心
首
言
為
厩
耳

即
ち
「
五
采
の
羽
を
裂
き
、
翠
の
旋
の
上
に
つ
な
い
で
族
と
し
た
の

だ
」
と
説
明
し
て
み
る
の
は
頗
る
適
確
で
あ
る
。
立
論
譲
ら
は
こ
の

形
を
正
確
に
表
象
し
損
つ
た
た
め
に
葛
引
の
ご
と
き
考
を
持
つ
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
爾
…
雅
、
釈
天
の
「
注
詫
首
日
薩
」
の
注
に
郭
僕
は

　
載
施
於
竿
頭
、
知
今
之
瞳
、
田
富
備

と
い
ふ
。
こ
こ
に
出
て
く
る
纏
と
は
筆
者
が
さ
き
に
説
明
し
た
ご
と

⑳く
、
図
2
、
2
の
ご
と
き
も
の
で
、
旋
の
房
を
大
型
に
し
た
や
う
な

も
の
で
あ
る
。
竿
の
頭
に
笠
の
や
う
な
形
で
つ
く
所
に
、
施
が
竿
頭

に
短
い
紐
で
吊
し
た
の
と
異
る
点
が
あ
る
。
郭
撲
の
注
は
こ
の
違
ひ

を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
爾
雅
に
施
と
い
ふ
の
は
、
当
時
の
施

の
ご
と
く
（
図
2
、
1
）
紐
で
強
し
た
の
で
な
く
、
瞳
の
や
う
に
（
図
2
、

2
）
竿
頭
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
注
意
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。

図
4
、
4
の
鼓
に
つ
い
た
飾
り
は
施
の
つ
き
方
か
ら
み
て
条
件
に
合

す
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
こ
の
郭
僕
の
注
を
族
の
説
明
と
取
る
の
は
誤

り
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
な
ほ
「
亦
有
旛
」
と
い
ふ
の

は
、
こ
の
竿
頭
に
の
せ
た
塊
に
は
旋
の
他
に
硫
も
つ
い
て
み
た
、
と

い
ふ
注
意
で
あ
る
。

　
始
め
に
引
い
た
旛
、
族
の
作
り
に
つ
い
て
の
蕉
翁
の
注
の
最
後
に

「
所
謂
注
旋
於
落
首
」
と
あ
る
の
は
、
詩
、
干
施
「
矛
矛
干
施
」
の
伝

「
注
施
於
干
首
、
大
夫
之
旛
也
」
を
引
い
た
も
の
と
い
ふ
。
こ
こ
の

鄭
箋
に
は
旛
、
　
「
物
」
は
み
な
首
に
施
を
つ
な
ぐ
旨
記
さ
れ
て
み
る
。

然
ら
ば
巖
、
旋
の
説
明
の
た
め
に
こ
れ
を
引
い
た
と
い
ふ
の
は
、
携
、
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旋
が
施
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
旛
の
竿
の
頭
に
も
詫
が
つ
い
て
み

た
こ
と
を
言
は
う
と
し
た
の
だ
と
取
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
族
が
詫
で

な
い
こ
と
、
旛
、
　
「
物
」
が
施
で
な
い
の
と
岡
様
で
あ
る
。

　
旛
を
本
来
の
旗
と
し
て
使
っ
た
例
は
漢
時
代
の
図
像
約
資
料
に
は

今
の
と
こ
ろ
見
出
し
え
な
い
。
戦
国
時
代
に
つ
い
て
み
る
と
、
図
3
、

1
、
2
の
右
、
図
3
、
4
の
ご
と
き
、
杉
葉
状
の
も
の
が
析
羽
を
つ

づ
っ
た
族
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
筆
者
が
さ
き
に
注
意
し
た
ご
と
く
で

　
㊧

あ
る
。
図
3
、
4
は
田
猟
の
車
に
つ
け
ら
れ
て
る
る
。
司
常
に
「
旛

車
載
族
」
と
あ
る
の
に
当
る
。
ま
た
図
4
、
5
に
は
射
の
的
で
あ
る

侯
の
わ
き
に
麗
か
れ
た
旗
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
郷
射
撃
に
服
不
氏

が
合
図
を
す
る
に
使
ふ
旋
で
あ
ら
う
こ
と
も
さ
き
に
筆
者
が
記
し
た

　
　
　
　
　
㊧

ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
煙
弾
を
以
て
作
っ
て
あ
る
た

め
か
、
軽
々
と
空
中
を
う
ね
っ
て
み
る
。
図
4
、
3
も
同
じ
く
族
で

あ
ら
う
か
。
こ
れ
ら
に
は
い
つ
れ
も
は
っ
き
り
施
に
つ
け
ら
れ
て
る

る
と
断
ず
べ
き
表
現
が
欠
如
し
て
み
る
。
図
4
、
5
の
旛
の
竿
頭
に

小
円
が
表
は
さ
れ
て
み
る
の
は
、
或
ひ
は
施
の
つ
も
り
か
も
し
れ
な

い
が
。

　
縫
－
次
に
「
全
羽
為
搬
」
ど
い
ふ
旛
と
は
具
体
約
に
ど
の
よ
う

な
形
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
説
文
に
は

　
癒
｝
、
導
車
所
柄
軟
、
全
紙
　
以
為
ム
ル
、
＾
尤
、
准
一
也
（
毅
注
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）

と
あ
る
。
全
羽
で
も
つ
て
允
と
い
ふ
も
の
を
作
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら

う
か
。
允
の
何
た
る
か
は
明
か
で
な
い
。
導
車
、
即
ち
車
馬
行
列
の

先
頭
に
近
い
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
る
車
に
の
せ
る
と
い
ふ
が
、
そ
れ

ら
し
き
も
の
を
の
せ
た
図
像
も
今
の
と
こ
ろ
見
附
か
ら
な
い
。

　
ま
た
周
礼
、
天
官
、
夏
釆
に
「
大
喪
…
…
以
乗
車
建
鞍
、
復
於
四

郊
」
と
あ
る
緩
に
つ
い
て
、
気
転
は

　
故
書
鞍
為
槌
、
杜
三
春
云
、
　
「
当
為
緩
、
髄
非
」
、
是
也

と
い
ふ
。
雑
書
に
鞍
を
樋
と
書
い
て
み
る
の
は
、
杜
子
春
の
い
ふ
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

り
緩
と
す
る
方
が
よ
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
孫
諮
譲
は
こ
れ
に
対

し
、
段
粗
裁
、
金
榜
、
駒
引
之
の
説
を
引
い
て
、
こ
こ
は
謎
と
す
べ

き
で
、
縫
は
説
文
に
旛
の
或
体
と
す
る
旛
　
で
あ
っ
た
は
つ
だ
、
と
い

ふ
。
す
る
と
い
ま
の
聞
題
の
搬
…
は
天
子
が
な
く
な
っ
た
疇
そ
の
乗
用

車
に
建
て
て
四
郊
を
廻
り
、
天
子
の
魂
を
呼
び
か
へ
す
儀
式
に
使
は

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
鄭
玄
は
こ
の
紐
に
つ
い
て
、
礼
記
、
明
党
位
に
「
有
虞
茂
之
緩
」

と
い
は
れ
る
旛
旗
の
一
つ
で
あ
り
、
字
は
繧
に
作
る
べ
き
だ
と
い
ひ
、

そ
の
作
り
に
つ
い
て

　
緩
以
施
牛
尾
為
之
、
綴
於
樋
上
、
所
謂
注
鷹
於
干
善
者
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と
い
ふ
。
「
所
謂
」
以
下
は
司
常
の
文
に
も
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
　
「
繧
は
早
牛
の
尾
で
作
り
、
・
旗
竿
の
上
に
つ
け
る
」
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
こ
の
繧
の
説
明
は
施
そ
の
も
の
の
説
明
で
あ
る
。
孫
治
譲

　
　
　
　
　
⑳

が
記
す
ご
と
く
、
夏
蝉
の
注
で
綴
と
い
ふ
名
の
旛
旗
を
考
へ
た
際
、

鄭
玄
が
冠
の
あ
ご
ひ
も
の
結
び
目
か
ら
長
く
垂
れ
た
飾
り
ひ
も
と
い

ふ
意
味
の
綾
を
意
識
し
て
み
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ら
う
。
後
者
の
意

味
の
縷
は
後
漢
時
代
に
い
く
ら
も
図
像
が
残
る
ご
と
く
、
図
2
、
6

の
男
の
頸
の
後
に
み
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
郷
玄
の
鞍
に
つ
い
て
の
観
念
に
何
ら
か
の
古
い
時
代
か
ら
の

根
抵
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
緩
は
塊
と
共
通
し
た
作
り
の
特
徴
を
も
つ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
即
事
の
鞍
が
実
は
司
常

に
「
全
羽
為
旛
」
と
い
ふ
旛
で
あ
る
と
な
る
と
旛
は
毛
の
や
う
な
や

は
ら
か
い
も
の
の
代
り
に
、
ぴ
ん
と
し
た
七
つ
ぼ
の
羽
根
を
束
ね
た
、

例
へ
ば
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
羽
根
の
や
う
な
作
り
の
も
の
、
と
い
ふ
こ

と
に
な
ら
う
。

　
西
周
初
期
の
願
方
鏡
銘
中
、
作
器
者
が
…
賜
与
さ
れ
た
品
物
を
記
し

た
う
ち
に
「
遂
毛
」
が
あ
り
、
陳
夢
家
は
こ
れ
を
「
旗
旋
」
と
読
み
、

　
　
　
　
　
　
㊧

左
伝
に
出
て
く
る
馴
鹿
と
類
比
し
て
こ
れ
を
全
羽
で
作
っ
た
旋
と
み

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
る
る
。
白
川
静
劇
も
同
意
見
で
あ
る
。
薬
玉
と
は
毛
で
作
っ
た
旅

や
羽
根
（
析
羽
か
）
で
作
っ
た
施
に
要
し
、
全
羽
で
作
っ
た
鷹
旗
の

一
種
た
る
籐
の
形
武
の
旅
、
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
と
、

鄭
玄
が
旛
に
対
し
て
旋
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
て
み
た
の
も
誤

っ
て
み
な
い
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
図
像
で
い
へ
ば
、
図
5
、

1
1
3
、
1
1
、
1
2
の
竿
頭
、
1
5
－
1
9
の
父
に
つ
い
た
飾
り
の
ご
と
き

も
の
が
こ
れ
と
考
へ
ら
れ
る
。
礎
の
図
像
に
つ
い
て
は
馬
糧
に
も
っ

と
く
は
し
く
説
明
す
る
。

　
司
常
の
注
に
形
式
の
違
ひ
が
説
明
さ
れ
て
み
る
の
は
右
の
ご
と
く

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
次
に
司
常
の
本
文
に
そ
れ
に
つ
け
ら
れ
る
図
案

の
槽
違
の
み
が
、
ま
た
醜
美
に
旋
、
即
ち
ふ
ち
に
つ
け
る
ひ
ら
ひ
ら

す
る
布
の
数
の
相
違
の
み
が
記
さ
れ
て
み
る
常
、
競
、
旗
、
旗
は
同

じ
形
式
の
旗
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
さ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
次
に
こ

れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
常
－
司
常
に
常
は
田
月
の
図
案
を
つ
け
た
も
の
と
い
は
れ
る
が
、

日
月
を
つ
け
た
も
の
が
す
べ
て
「
常
」
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
。
族

　
　
　
　
　
⑳

に
こ
れ
が
あ
る
。
図
案
が
旗
の
名
称
を
区
別
す
る
目
安
と
は
い
へ
な

い
証
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
常
」
は
周
部
で
は
大
証
、
祭
礼
な
ど
の

時
に
王
が
建
て
る
も
の
と
さ
れ
る
。
巡
礼
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
実
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際
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
も
、
恐
ら
く
大
き
さ
、
作
り
が
最
も
堂
々
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
図
1
、
1
、
2
は
鬼
神
の
乗
り

物
で
あ
る
が
、
裂
地
を
何
枚
も
は
ぎ
合
せ
た
、
ま
る
で
鍛
帳
の
や
う

な
旗
で
、
赤
地
に
β
月
と
思
は
れ
る
図
案
が
つ
け
ら
れ
、
わ
き
、
下
縁

に
ぴ
ら
ぴ
ら
し
た
ふ
ち
取
り
が
あ
る
。
「
日
月
為
常
」
と
い
ふ
「
常
」

は
か
う
い
ふ
も
の
を
言
っ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
　
「
常
漏
の
語
は
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

文
に
「
下
常
也
…
…
裳
、
常
或
夙
衣
」
と
い
ふ
。
は
か
ま
の
意
味
で
、

裳
と
も
書
く
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
今
の
図
に
あ
る
や
う
な
、
た
て

に
何
枚
も
の
裂
地
を
は
ぎ
合
せ
た
旗
は
常
（
は
か
ま
）
の
名
に
ふ
さ

は
し
い
。

　
周
礼
、
巾
車
に
よ
る
と
常
に
は
十
二
本
の
静
が
つ
け
ら
れ
た
と
い

　
⑫

ふ
が
、
そ
の
や
う
な
も
の
の
図
像
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。

　
游
一
司
常
に
は
「
交
耀
為
旛
」
と
あ
る
。
雷
名
、
釈
兵
に
も
同

　
　
　
　
　
　
　
⑯

様
な
解
説
が
あ
る
が
、
龍
を
表
は
し
た
も
の
、
と
い
ふ
だ
け
で
は
そ

の
形
式
を
推
す
手
が
か
り
と
は
な
ら
な
い
。

　
一
方
説
文
に

　
游
、
旗
有
衆
鈴
、
以
令
衆

即
ち
族
は
衆
鈴
の
つ
い
た
旗
で
、
そ
れ
で
以
て
衆
に
令
す
る
も
の
だ
、

と
い
ひ
、
爾
雅
釈
天
に
も

　
有
鈴
臼
族

即
ち
鈴
の
つ
い
た
も
の
を
蕨
と
い
ふ
、
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
の
旗

の
形
式
を
推
す
手
が
か
り
と
な
る
。
鈴
を
ど
こ
に
つ
け
た
か
に
つ
い

て
・
郭
僕
は
爾
雅
の
含
条
の
注
に
蓋
に
懸
け
る
と
い
触
別
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

李
巡
の
旛
の
端
に
つ
け
る
と
い
ふ
説
が
あ
る
。
段
玉
器
は
竿
頭
に
つ

け
る
の
は
羽
施
で
、
鈴
は
竿
頭
に
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
李

巡
の
説
の
方
が
よ
い
と
い
ふ
。
こ
れ
は
礼
の
説
の
範
囲
内
で
の
判
断

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
少
し
広
い
予
震
の
資
料
か
ら
総
贅
言
に

判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
栃
と
い
ふ
も
の
は
西
周
時
代
、
王
よ
り
臣
下
へ
の
賜
り
も
の
と
し

て
金
文
中
に
頻
繁
に
現
れ
る
。
康
王
時
代
の
大
乱
鼎
に
「
な
ん
じ
の

祖
の
南
公
の
族
を
賜
る
」
と
あ
る
の
が
最
も
蒔
代
の
遡
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
。
ま
た
例
へ
ば
番
生
計
に
「
朱
鷺
…
…
…
二
鈴
あ
り
」
と
あ
る
ご
と

く
、
た
し
か
に
筋
に
鈴
が
つ
い
て
み
た
こ
と
が
証
せ
ら
れ
る
。

　
一
方
西
周
後
期
の
金
文
の
賜
り
も
の
の
中
に
「
幣
串
」
と
繍
と
筋

を
連
続
し
て
い
ふ
も
の
が
多
い
。
繍
は
和
鷺
の
鷲
で
、
馬
車
の
衡
に

　
　
　
ス
ズ

つ
け
る
鈴
の
類
の
意
味
が
あ
る
。
す
る
と
「
綴
笏
」
と
い
ふ
と
一
応

鷲
の
つ
い
た
族
、
と
い
う
こ
と
か
と
も
考
へ
う
る
。
し
か
し
族
に
附

属
す
る
も
の
と
し
て
は
古
典
中
に
例
外
な
く
「
鈴
」
が
あ
げ
ら
れ
て
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を
り
、
ま
た
金
文
の
体
例
か
ら
い
っ
て
、
綴
が
族
の
附
属
昂
で
あ
る

な
ら
「
馬
前
」
（
族
。
白
あ
り
）
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
金
文

中
に
は
七
年
趙
曹
鼎
、
免
簾
等
の
ご
と
く
游
だ
け
を
賜
る
も
の
が
あ

る
。
す
る
と
「
繍
族
」
と
つ
づ
け
て
記
さ
れ
て
み
る
の
は
馬
車
の
附

属
晶
た
る
欝
、
及
び
族
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
驚
は
下
が
ソ
ケ
ッ
ト
に
な
っ
た
柱
状
の
台
の
上
に
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ズ

定
さ
れ
た
凸
レ
ン
ズ
状
の
鈴
で
、
物
の
上
に
樹
て
る
や
う
に
出
来
て

み
る
。
も
し
さ
き
の
郭
僕
の
説
の
や
う
に
、
游
の
竿
頭
に
つ
け
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ

し
た
ら
欝
が
最
適
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
族
に
は
鷺
で
な
く
鈴
が
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ

た
こ
と
は
右
に
記
し
た
と
こ
ろ
が
ら
確
定
的
で
あ
る
。
鈴
と
は
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ズ

ま
で
も
な
く
漠
然
た
る
鈴
で
は
な
く
、
高
さ
数
セ
ン
チ
の
昂
鐘
形
の

鈴
で
、
上
に
吊
す
た
め
の
弓
な
り
の
耳
が
つ
い
た
形
の
も
の
を
い
ふ
。

　
　
　
　
ン
イ

游
に
こ
の
鈴
が
つ
い
て
み
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
竿
頭
で
な
く
、
前

引
の
李
巡
の
や
う
に
、
布
製
の
部
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ

　
高
さ
数
セ
ン
チ
の
青
銅
製
の
鈴
を
吊
す
と
な
る
と
、
こ
の
旗
は
横

に
長
く
な
び
か
せ
る
形
式
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
や
う
な
重

し
が
つ
い
た
の
で
は
、
こ
の
や
う
な
旗
は
だ
ら
し
な
く
垂
れ
る
だ
け

で
な
く
、
竿
に
堅
く
巻
き
つ
い
た
り
し
か
ね
な
い
。
鈴
が
つ
く
と
い

ふ
旋
は
、
然
ら
ば
股
、
西
周
初
の
図
象
記
号
に
普
遁
に
表
は
さ
れ
え

図
5
、
1
1
1
0
の
ご
と
き
旗
で
あ
ら
う
。
竿
の
わ
き
に
臼
本
の
幟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
ご
と
き
縦
長
の
裂
地
、
旛
が
つ
い
て
み
る
。
こ
の
表
現
か
ら
す
る

と
、
上
に
は
恐
ら
く
貨
本
の
幟
の
ご
と
く
水
平
の
支
へ
の
榛
が
あ
っ

た
と
思
は
れ
る
。
こ
の
縦
長
の
部
分
の
下
辺
外
座
は
鈴
を
吊
す
の
に

好
適
で
あ
る
。
鈴
は
こ
の
旛
を
ぴ
ん
と
さ
せ
る
た
め
の
重
し
の
役
も

兼
ね
た
で
あ
ら
う
。
日
本
の
織
の
こ
の
部
分
に
砂
を
容
れ
た
布
袋
を

お
も
し
に
下
げ
る
こ
と
は
よ
く
見
か
け
る
所
で
あ
る
。

　
以
上
鈴
が
あ
る
と
い
ふ
手
が
か
り
か
ら
籏
の
形
式
を
明
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
信
ず
る
。

　
旗
一
次
は
司
常
に
「
露
礁
為
旗
」
と
い
ふ
「
旗
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

「
旗
」
に
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
「
司
常
掌
九
旗
之
物
名
」
と
い
ふ

「
旗
」
の
ご
と
く
、
旗
指
物
全
般
を
指
す
用
例
が
あ
る
こ
と
は
い
ふ

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
狭
義
の
「
旗
」
の
形
が
問
題
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
と
こ
ろ
、
古
典
中
に
も
図
像
中
に
も
ど
の
や

う
な
も
の
が
同
時
代
に
狭
義
の
「
旗
」
と
呼
ば
れ
た
か
、
そ
の
特
殊

性
を
確
定
す
べ
き
適
当
な
資
料
が
み
つ
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
営
業
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
段
玉
矛
が
「
団
旗
学
費
之
通
称
、
族

有
羽
者
、
旗
未
有
羽
者
、
各
挙
其
一
、
受
認
九
旗
」
と
い
ふ
。
篠
は

羽
根
の
つ
い
た
旗
、
旗
は
羽
根
の
つ
か
な
い
旗
で
、
各
代
表
を
あ
げ
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中國先船時代の旗（林）

て
九
種
類
の
旗
を
総
括
さ
せ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
旗
」

と
い
ふ
種
類
の
旗
は
例
へ
ば
二
代
に
例
の
多
い
図
2
、
4
．
の
ご
と
く

最
も
普
通
に
み
か
け
る
布
製
の
旗
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
然
ら

ば
確
定
的
で
は
な
い
が
、
図
3
、
1
、
2
の
ご
と
く
族
を
建
て
た
船

と
向
ひ
合
っ
た
船
に
建
て
ら
れ
て
み
る
も
の
は
、
恐
ら
く
狭
義
の
旗

と
呼
ば
れ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
面
一
－
一
そ
れ
で
は
司
常
に
「
鳥
隼
為
横
」
と
い
ふ
横
は
ど
の
や
う

な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
爾
雅
釈
天
に
は

　
錯
革
鳥
日
旗

と
い
ひ
、
説
文
に
も

　
漁
…
、
描
黒
革
－
鳥
其
上
（
段
注
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）

と
い
ふ
。
こ
こ
に
い
は
れ
る
「
革
鳥
」
と
は
何
か
。
　
「
錯
」
く
と
い

ふ
の
は
ど
こ
に
お
く
の
か
。
段
玉
裁
は
説
文
の
右
の
条
の
注
に
こ
の

問
題
に
関
係
の
注
釈
を
引
い
て
み
る
。

　
即
ち
、
毛
亨
は
詩
、
六
月
「
織
文
鳥
章
」
の
伝
に
「
鳥
章
と
は
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

鳥
を
錯
い
て
章
上
し
た
も
の
」
と
い
ひ
、
春
秋
公
羊
伝
、
宣
公
十
二

年
の
疏
に
引
か
れ
る
李
巡
の
説
で
は
「
革
を
以
て
こ
れ
を
作
り
、
継

　
　
　
　
⑬

の
端
に
置
く
」
と
い
ひ
、
同
所
に
引
か
れ
る
孫
炎
の
説
で
は
「
錯
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

置
な
り
。
革
は
急
な
り
。
急
疾
の
鳥
を
慌
に
顯
く
を
い
ふ
」
と
い
ふ
。

郭
僕
は
爾
雅
釈
天
の
前
上
の
注
に
「
こ
れ
は
鳥
の
皮
毛
を
ま
る
は
ぎ

に
し
、
こ
れ
を
竿
頭
に
難
く
を
い
ふ
、
礼
記
に
『
載
，
漏
及
鳴
鳶
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

あ
る
も
の
だ
」
と
い
ふ
。

　
孫
炎
の
解
釈
は
周
礼
司
常
の
規
定
と
同
じ
こ
と
に
な
る
が
、
彼
だ

け
が
画
く
と
い
っ
て
「
錨
く
」
と
い
は
な
い
点
に
疑
ひ
が
残
る
。
錯

は
画
と
は
異
な
り
、
錯
金
（
象
嵌
の
こ
と
）
の
用
語
で
わ
か
る
や
う
に
、

生
地
の
上
に
異
っ
た
材
質
の
も
の
を
文
様
と
し
て
錆
く
こ
と
で
あ
る
。

「
錯
」
を
絶
対
多
数
で
生
か
す
と
な
る
と
、
革
鳥
を
革
で
作
っ
た
鳥

と
し
、
こ
れ
を
お
く
、
と
し
た
李
巡
の
説
が
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。
李

巡
の
説
は
同
時
代
の
、
旛
の
端
に
鳥
頭
を
飾
っ
た
も
の
（
図
2
、
7
）

を
頭
に
置
い
て
番
つ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
郭
撲
の
、
鳥
の
剥
製
を

竿
頭
に
つ
け
た
と
い
ふ
説
は
、
或
ひ
は
例
へ
ば
折
南
画
像
石
の
鼓
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
つ
け
た
櫨
の
頂
上
に
鳥
を
飾
っ
た
も
の
の
ご
と
き
を
頭
に
置
い
て

言
っ
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
「
錯
」
の
語
義
か

ら
外
れ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。

　
以
上
紙
面
を
費
し
て
検
討
し
て
き
た
司
常
の
九
旗
を
、
そ
こ
に
記

さ
れ
る
順
に
要
約
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
常
－
裳
（
は
か
ま
）
の
ご
と
く
、
何
枚
も
の
裂
地
を
縦
に
は
ぎ
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会
せ
て
作
っ
た
幅
広
い
旗
。
当
然
上
端
に
芯
を
入
れ
、
芯
の
両
端
か

ら
綱
を
渡
し
て
中
央
で
昂
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ
ボ
リ

　
二
一
二
本
の
織
の
形
式
を
も
つ
た
旗
で
、
上
に
艀
が
あ
り
、
旛

　
　
　
　
　
　
レ
イ

の
下
縁
外
端
に
鈴
を
吊
す
。

　
擬
一
一
色
の
長
い
裂
地
を
竿
の
頭
に
つ
け
た
も
の
。
図
案
を
画

か
な
い
。

　
物
（
旛
）
1
色
ち
が
ひ
の
細
長
い
裂
地
を
何
本
か
｝
ま
と
め
に

し
て
竿
に
つ
け
た
吹
流
し
状
の
旗
。

　
旗
i
1
長
い
裂
地
を
竿
の
頭
に
つ
け
た
旗
で
、
図
案
を
画
い
た
も

の
。　

旗
一
…
1
細
長
い
裂
地
な
い
し
は
旛
の
端
に
鳥
を
象
っ
た
革
の
飾
り

を
つ
け
た
旗
。

　
旛
－
二
恩
ば
か
り
の
細
長
い
裂
地
の
先
に
燕
尾
状
の
飾
り
を

（
色
わ
け
に
し
て
何
段
か
）
つ
け
た
旗
。

　
旗
－
一
点
の
羽
根
を
裂
か
ず
に
丸
つ
ぼ
の
ま
ま
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の

羽
根
状
に
ま
と
め
て
竿
の
先
に
つ
け
た
も
の
。

　
族
－
一
裂
い
た
鳥
の
羽
根
を
長
い
紐
か
布
に
つ
づ
り
つ
け
た
旗
。

　
か
う
み
る
と
司
常
に
身
分
の
高
下
に
従
っ
て
系
列
づ
け
ら
れ
て
る

る
九
種
の
旗
は
、
股
周
時
代
に
実
際
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
た
形
式
を
異

に
す
る
各
種
の
旗
を
、
高
き
ざ
、
作
り
の
立
派
さ
の
程
度
を
参
考
に

し
て
秩
序
づ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
旗
に
つ
け
ら
れ

る
図
案
も
、
勿
論
司
常
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
一
形
式
に
一
種
類
と
い

ふ
や
う
な
窮
屈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
例
へ
ば
既
に

記
し
た
ご
と
く
日
月
の
図
案
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
「
常
」
に
は
限
ら

れ
て
み
な
い
。

二
　
徽

識

　
旗
の
う
ち
に
は
日
本
の
指
物
の
や
う
に
戦
士
が
個
人
個
人
で
体
に

つ
け
る
小
型
の
類
が
あ
り
、
ま
た
徽
識
と
呼
ば
れ
る
徽
章
類
も
盛
ん

に
用
ゐ
ら
れ
た
。
周
礼
、
司
常
の
「
不
為
属
」
の
属
に
つ
い
て
嶺
町

は　
属
謂
徽
識
也
、
大
熱
謂
之
詰
論
、
今
城
門
雑
面
所
被
、
及
亭
長
著
緯
衣
、

　
皆
其
旧
象

と
い
ふ
。
即
ち
「
属
と
い
ふ
の
は
徽
識
の
こ
と
で
、
尚
書
大
伝
で
は

徽
号
と
呼
ん
で
み
る
。
後
漢
時
代
の
城
門
僕
射
が
つ
け
る
も
の
、
亭

長
が
制
服
の
赤
い
上
衣
に
つ
け
て
み
る
も
の
は
み
な
そ
の
伝
統
に
よ

る
も
の
だ
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
漢
時
代
に
兵
士
が
肩
に
赤
い
布
で

作
り
、
端
が
燕
尾
状
に
な
っ
た
徽
章
を
っ
け
、
ま
た
城
門
無
籍
が
背
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に
赤
い
幡
を
負
っ
て
み
た
こ
と
は
孫
論
譲
が
孔
広
森
、
任
大
挙
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
引
い
て
証
し
て
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
漢
よ
り
古
い
時
代
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
幡
、
即
ち
旛
を
背
に
負
っ
て
み
る
図
像
は
図
3
、
3
に
み
ら
れ

る
。
車
の
後
に
立
つ
人
物
の
背
に
立
っ
て
る
る
の
は
、
注
⑳
に
説
明

し
た
旛
で
あ
る
。

　
端
が
燕
尾
形
の
布
切
れ
と
い
ふ
と
、
丁
度
現
今
の
団
体
旅
行
の
メ

ン
バ
…
が
印
に
つ
け
て
み
る
リ
ボ
ン
の
や
う
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
る

が
、
こ
の
や
う
な
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
図
像
の
中
か
ら
発
見
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
然
し
、
例
へ
ば
春
秋
左
氏
伝
、
昭
公
二
十
一
年
に

「
厨
人
望
…
…
日
、
揚
徽
老
、
公
徒
也
」
と
あ
る
ご
と
く
、
先
秦
時

代
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
図
像
に
み
ら
れ
る
徽
識
の
も
う
一
つ
の
例
は
図
3
、
5
で
あ
る
。

四
人
一
組
に
な
っ
て
戦
ふ
歩
兵
の
一
人
で
あ
る
が
、
肩
か
ら
族
と
同

様
な
、
杉
葉
状
の
も
の
が
醸
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
国
語
、
晋
語
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

「
被
羽
先
升
」
と
い
ふ
「
羽
を
被
ふ
」
姿
に
違
ひ
な
い
。
こ
の
や
う

な
風
習
は
や
は
り
後
漢
時
代
に
ま
で
遺
っ
て
を
り
、
後
漢
書
、
質
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

伝
に
「
於
是
被
羽
先
登
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
学
識
の
用
途
に
つ
い
て
郵
玄
は
さ
き
の
司
常
の
条
の
注

に
戦
争
で
殺
さ
れ
た
時
制
か
わ
か
る
や
う
に
名
を
書
い
た
札
を
下
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
お
く
の
だ
、
と
い
っ
た
の
に
対
し
孫
論
譲
は
恵
士
奇
の
説
を
引
き
、

色
、
着
け
る
場
所
な
ど
に
よ
っ
て
兵
士
の
部
暑
や
部
隊
を
識
別
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
く
は
し
く
考
証
し
て
み
る
。
長
く
な
る
の
で

引
用
し
な
い
。

三
　
段
、
西
周
時
代
の
文
字
、
記
号
等
に
表
は
さ
れ
た
旗

　
戦
国
時
代
以
後
の
旗
関
係
の
図
像
に
つ
い
て
は
前
二
節
で
引
証
し

た
の
で
改
め
て
も
う
一
度
解
説
す
る
必
要
は
な
か
ら
う
。
し
か
し
毅
、

繭
周
時
代
の
文
字
、
記
号
に
現
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
節
で

触
れ
な
か
っ
た
問
題
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
を
加
へ
て

お
き
た
い
。

　
游
－
図
5
、
1
1
1
0
に
現
れ
る
旗
の
類
が
游
を
象
っ
た
も
の
で

あ
ら
う
こ
と
は
さ
き
に
記
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記
号

に
表
は
さ
れ
た
旗
の
形
は
、
金
文
旅
、
游
な
ど
の
字
の
各
時
代
に
お

け
る
字
体
の
変
遷
を
た
ど
れ
ば
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
明
か
に
説
文
の

か
に
変
化
し
て
行
っ
た
も
と
の
形
で
あ
る
。
図
象
記
号
で
竿
ぞ
ひ
の

旛
を
表
は
し
た
幅
広
い
部
分
が
文
字
で
は
な
く
な
っ
て
み
る
。
図
5
、

5
、
6
は
同
じ
記
号
で
あ
る
が
、
6
で
は
旛
が
略
さ
れ
て
み
る
。
游
と
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旛
は
多
く
一
つ
づ
き
に
表
は
さ
れ
て
み
る
が
、
両
者
が
別
々
に
竿
に

つ
け
ら
れ
た
ご
と
き
表
現
も
あ
る
（
図
5
、
7
、
1
0
）
。
図
5
、
3
、
4

に
は
游
が
二
本
表
は
さ
れ
て
み
る
。
、
竿
は
多
く
人
の
背
の
二
倍
以
上

に
表
は
さ
れ
て
み
て
、
当
時
の
旗
竿
の
長
さ
の
標
準
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
図
5
、
2
の
ご
と
く
短
小
な
も
の
も
あ
る
。
こ
の
形

　
　
　
　
ユ
ン

が
説
文
の
ガ
字
の
原
形
で
あ
る
と
は
い
へ
、
説
文
に
い
ふ
「
施
旗
の

游
が
高
く
舞
ひ
上
る
様
」
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
意
味
を
表
は
す
も

の
で
な
く
、
游
の
画
像
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
崇
牙
一
図
5
、
1
1
の
旗
は
旛
と
游
の
下
縁
が
鋸
歯
状
に
な
っ
て

み
る
。
こ
れ
は
礼
記
、
明
堂
位
に

　
有
毒
氏
之
繊
、
夏
后
氏
之
綱
練
、
股
之
崇
牙
、
周
之
難
饗

と
あ
る
う
ち
、
股
の
崇
牙
と
い
は
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
鄭
玄
の
注

に
「
夏
は
旗
の
竿
を
練
で
つ
つ
み
、
練
で
硫
を
作
っ
た
。
殴
は
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

糟
で
重
牙
を
作
り
、
そ
の
へ
り
を
飾
っ
た
」
と
説
明
し
て
み
る
。
旛

の
へ
り
に
牙
状
の
飾
り
を
つ
け
る
と
い
ふ
と
、
丁
度
こ
の
図
の
ご
と

き
も
の
と
な
ら
う
。
こ
れ
は
旛
に
も
同
じ
飾
り
が
及
ん
で
み
る
。

　
二
一
⊥
別
引
の
明
品
位
の
文
に
周
の
壁
襲
と
い
ふ
も
の
が
引
か
れ

て
み
る
。
鄭
玄
は
「
こ
の
義
旗
と
翼
は
み
な
喪
葬
の
飾
で
あ
る
…
…

雲
は
枢
路
を
前
後
左
右
か
ら
は
さ
む
。
天
子
は
八
巽
で
、
み
な
壁
と

垂
羽
を
の
せ
る
。
諸
侯
は
六
野
で
、
み
な
圭
を
の
せ
る
。
大
夫
は
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

嚢
、
士
は
こ
巽
で
、
み
な
綾
を
の
せ
る
」
と
解
説
す
る
。
雲
の
数
は

下
記
、
礼
器
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
嚢
は
棺
を
埋
め
る
時
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

緒
に
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。
陳
県
上
村
嶺
一
七
〇
六
、
一
七
〇
一
号

春
秋
前
期
ご
ろ
の
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
青
銅
製
の
「
棺
飾
」
と
い
は

れ
る
遺
物
（
図
4
、
！
、
2
）
は
右
に
引
い
た
襲
を
青
銅
で
作
っ
た
も

　
の
に
違
ひ
な
い
。
中
央
に
圭
が
立
ち
、
「
諸
侯
課
率
、
皆
載
坐
」
と
い

　
ふ
の
に
該
当
す
る
。
一
七
〇
六
号
墓
で
は
墨
描
に
立
て
か
け
ら
れ
た

形
で
長
辺
に
二
つ
づ
つ
、
短
辺
に
は
鳥
形
の
飾
り
だ
け
が
各
一
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
⑭

計
六
個
が
発
見
さ
れ
、
　
一
七
〇
一
号
墓
で
は
縮
上
に
置
い
た
形
で
短

辺
に
各
二
、
中
央
に
一
つ
、
更
に
短
辺
に
対
応
す
る
墓
臓
の
壁
の
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

く
に
各
一
つ
、
計
七
つ
と
な
っ
て
み
る
。
数
が
ほ
ぼ
合
ふ
の
は
偶
然

と
も
思
は
れ
な
い
。
圭
の
立
つ
台
は
三
宝
の
や
う
な
独
特
な
形
を
し

て
み
る
が
、
或
ひ
は
図
5
、
8
の
旗
の
頂
上
に
つ
い
て
み
る
、
施
の

や
う
な
飾
り
を
影
絵
風
に
表
現
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
図
4
、

2
の
方
は
下
方
に
釘
孔
が
み
え
る
。
こ
の
下
に
何
か
柄
を
つ
け
た
も

の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
上
に
鳥
が
と
ま
っ
た
形
の
飾
り
が
あ
る
が
、
こ

の
や
う
な
も
の
に
つ
い
て
古
典
に
記
載
が
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な

・
い
。
相
ひ
近
い
遺
物
は
陳
西
省
宝
町
県
陽
平
鎮
の
春
秋
後
期
の
墓
か
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⑧

ら
も
発
見
さ
れ
て
る
る
。

右
の
判
断
に
誤
り
が
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
は
旛
旗
関
係
の
稀
な
遺

物
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
翼
に
つ
い
て
の
礼
の
所
伝
が
春
秋
初

に
ま
で
遡
る
伝
統
を
ふ
ま
へ
た
も
の
で
、
意
外
に
適
確
に
実
際
に
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
れ
た
縫
会
慣
行
を
伝
へ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
証
さ
れ
る
。

　
旗
i
図
5
、
1
－
7
、
1
1
－
1
3
の
旗
の
竿
頭
に
は
、
三
叉
ま
た

は
す
す
き
の
穂
状
の
も
の
が
つ
い
て
み
る
。
後
者
は
股
時
代
の
鳥
の

羽
根
の
表
現
で
あ
る
。
羽
、
非
な
ど
の
字
が
こ
れ
に
二
っ
て
る
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
前
者
も
や
は
り
鳥
の
羽
根
で
、
こ
れ
を

何
本
か
束
ね
た
形
と
考
へ
ら
れ
る
。
図
5
、
7
の
記
号
は
、
ま
た
竿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

頭
が
三
叉
に
な
っ
た
形
で
で
も
表
は
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
羽

根
は
し
ゃ
ん
と
立
っ
て
る
る
か
ら
裂
い
た
羽
根
で
な
く
金
羽
で
あ
ら

う
。
全
羽
を
東
ね
て
上
向
き
に
竿
頭
に
着
け
て
み
る
の
で
あ
る
。
司

常
に
「
転
地
為
旛
」
と
い
ふ
旛
の
一
類
に
違
ひ
な
い
。

　
園
5
、
1
5
1
1
9
に
は
所
謂
立
父
上
の
図
象
記
号
を
引
い
た
。
黄
の

「
内
」
端
に
吊
さ
れ
た
飾
り
が
、
全
羽
を
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
羽
根
状

に
ま
と
め
た
旛
で
は
な
い
か
と
先
に
推
測
し
た
。
1
5
で
は
長
い
羽
根

の
根
本
の
方
は
ぴ
ん
と
し
て
、
先
の
方
が
ひ
ら
ひ
ら
し
た
様
が
表
は

さ
れ
て
み
る
と
見
ら
れ
る
。
1
6
で
は
こ
れ
が
も
う
少
し
簡
潔
に
な
り
、

以
下
1
7
1
珍
と
簡
略
化
の
あ
と
が
た
ど
ら
れ
る
、
一
九
五
〇
年
発
掘

の
武
官
村
大
墓
、
W
8
か
ら
嵐
土
し
た
文
に
は
「
内
」
に
鳥
羽
の
一

長
段
が
残
存
し
て
み
た
と
い
ふ
。
報
告
者
は
こ
れ
は
「
舞
二
言
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

執
っ
た
武
器
だ
ら
う
か
と
い
ふ
。
こ
こ
に
推
測
し
た
父
の
「
内
」
に

吊
し
た
旋
の
金
羽
の
あ
と
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
こ
こ
に
引
い
た
曳
の
図
像
の
秘
の
下
端
に
は
「
内
」
に
用
さ
れ
て

る
る
の
と
同
じ
飾
り
が
つ
い
て
み
る
。
す
る
と
こ
れ
も
旛
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
は
石
突
き
に
当
り
、
こ
の
や
う
な
所
に
羽
根
の

飾
り
を
着
け
た
ら
、
父
を
つ
き
立
て
た
時
台
な
し
に
な
り
は
し
な
い

か
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
股
の
文
の
秘
は
一
米
内
外
の
ご
く
短
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
を
地
面
に
突
き
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に

違
ひ
な
い
。
藏
割
り
の
柄
の
手
許
を
地
上
に
突
く
こ
と
は
な
い
の
と

同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
秘
に
つ
け
ら
れ
た
魔
は
紐
で
吊
す
の
で
な
く
、
直
接
秘
に
作

り
つ
け
ら
れ
て
み
る
。
旗
の
竿
頭
に
つ
け
る
と
同
じ
方
式
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
も

さ
き
に
旋
に
つ
い
て
こ
れ
が
竿
頭
に
は
た
き
の
や
う
に
、
野
牛
の
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

を
く
く
り
つ
け
た
も
の
と
、
は
た
き
の
頭
を
も
い
で
紐
で
竿
、
頭
に
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
下
げ
た
や
う
な
も
の
と
塁
壁
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
。
旛
に
も

同
様
二
つ
の
と
り
つ
け
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。

85　（253）



　
と
こ
ろ
で
「
内
」
端
と
秘
の
下
端
に
こ
の
や
う
な
飾
り
を
つ
け
た

立
父
形
の
翰
墨
記
号
を
注
意
し
て
み
る
と
、
こ
の
父
の
援
は
す
べ
て

長
さ
が
短
く
幅
の
広
い
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
実
用
的
な
機
能
に
お

い
て
劣
る
と
思
は
れ
る
こ
の
形
式
の
父
に
こ
の
や
う
な
飾
り
が
つ
い

て
み
る
の
は
、
こ
の
父
が
宗
教
的
な
い
し
儀
式
的
性
格
の
強
い
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
思
は
れ
る
。

　
「
牽
」
の
竿
頭
1
i
図
5
、
1
0
の
竿
頭
に
つ
く
も
の
は
「
幸
」
字

と
同
形
で
あ
り
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
手
枷
で
あ
る
。

　
鹿
一
図
5
、
8
の
竿
頭
の
飾
り
は
両
側
に
垂
れ
て
み
る
。
施
か
、

羽
掩
の
や
う
な
、
や
は
ら
か
い
類
を
表
は
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
図
5
、
1
2
の
游
は
ー
ー
1
1
ま
で
の
も
の
と
異
な
り
、
も
と
に
丸
い

も
の
が
つ
い
て
み
る
。
恐
ら
く
施
首
に
旛
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
膓
－
・
図
5
、
1
3
に
つ
く
吹
流
し
状
の
も
の
は
、
同
形
の
も
の
に

結
ば
れ
て
み
る
。
比
例
か
ら
み
て
図
5
、
1
5
－
1
9
の
父
の
「
内
」
に

着
く
も
の
よ
り
長
大
で
あ
る
。
施
に
つ
な
い
だ
筋
と
見
ら
れ
よ
う
。

図
5
、
1
4
は
竿
に
直
接
筋
を
つ
け
て
み
る
。

　
図
5
、
2
0
1
2
2
は
旅
字
で
あ
る
。
詩
形
の
旗
と
車
は
多
く
分
離
し

て
書
か
れ
て
み
る
が
、
こ
こ
に
示
し
た
も
の
は
車
上
に
人
が
立
っ
て

旗
を
持
つ
も
の
、
車
上
に
立
て
た
形
の
も
の
を
引
い
た
。
馬
車
の
上

に
旗
を
建
て
る
こ
と
が
殴
時
代
よ
り
行
は
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
2
2
は
例
外
的
に
族
の
形
式
で
は
な
く
、
筋
の
形
式
の
旗
が

建
っ
て
る
る
。

　
申
－
図
5
、
2
3
1
2
5
、
3
1
1
3
4
は
い
つ
れ
も
一
本
の
竿
に
複
数

の
慌
の
つ
い
た
、
形
式
か
ら
い
ふ
と
旛
の
形
式
に
近
い
旗
を
表
は
し

た
文
宇
で
あ
る
。
唐
蘭
は
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
「
中
」
字
で
あ
る
こ

と
を
証
し
、
図
5
、
3
5
は
最
も
簡
略
化
さ
れ
た
体
で
、
こ
れ
ら
は
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
旗
を
象
っ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
み
る
。
た
し
か
と
思
は
れ
る
。
ま

た
旗
の
類
で
「
中
」
と
い
ふ
意
味
を
表
は
す
わ
け
に
つ
い
て
、
こ
の

旗
は
始
め
は
氏
族
社
会
に
お
け
る
徽
織
で
あ
り
、
周
壁
、
黙
劇
に
旗

に
各
種
の
記
号
、
図
案
を
つ
け
る
や
う
に
い
は
れ
て
み
る
の
は
古
代

の
ト
ー
テ
ム
制
度
の
残
存
で
あ
る
。
こ
の
徽
幟
は
氏
族
員
が
そ
の
も

と
に
参
、
署
す
る
中
心
と
な
っ
た
た
め
に
「
中
」
の
意
味
が
生
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
⑧

と
説
明
し
て
み
る
。
胡
厚
宣
も
こ
の
「
中
」
字
を
旗
と
見
、
ト
辞
の

「
立
中
」
、
「
立
蒔
偏
そ
の
他
の
語
か
ら
こ
れ
を
疵
族
の
軍
事
、
開
墾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

活
動
の
中
心
と
し
て
立
て
ら
れ
た
旗
と
考
へ
て
る
る
。

　
六
礼
、
司
常
の
文
で
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
人
を
集
合
さ
せ
る
に
各

社
会
グ
ル
ー
プ
の
集
合
場
所
を
示
す
の
に
旋
旗
が
使
は
れ
た
こ
と
は

た
し
か
で
あ
り
、
般
時
代
に
も
さ
う
い
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
に
相
違
な
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い
。
し
か
し
「
中
」
を
表
は
す
文
字
に
は
ヴ
ア
リ
エ
イ
シ
ョ
ソ
が
多

い
と
は
い
へ
、
複
数
、
そ
れ
も
二
本
一
ま
と
め
の
旛
…
の
束
が
、
一
本

の
竿
に
上
下
対
称
に
つ
け
ら
れ
た
形
で
表
は
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
、

自
ら
他
の
旗
と
は
異
な
っ
た
一
種
類
の
形
式
を
具
へ
て
る
る
。
錦
ち

ど
の
種
類
の
旗
で
で
も
「
中
」
と
い
ふ
意
味
が
表
は
せ
た
わ
け
で
な

い
と
こ
ろ
に
前
引
の
諸
説
の
難
点
が
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
形
式
の
旗

は
股
時
代
に
さ
き
に
引
い
た
説
明
よ
り
も
も
っ
と
限
定
さ
れ
た
象
徴

的
意
味
、
機
能
を
も
つ
た
旗
で
あ
っ
た
と
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し

か
し
そ
の
原
義
に
つ
い
て
は
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ
よ
い
意
見
の
持
ち

合
せ
が
な
い
。

　
嘉
、
史
－
図
5
、
2
6
は
金
文
の
事
字
で
あ
る
。
上
半
に
は
明
か

に
竿
頭
に
旛
の
類
を
つ
け
、
游
の
あ
る
斎
言
の
形
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
体
の
例
は
稀
で
、
普
通
は
游
の
な
い
字
体
が
用
ゐ
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

金
文
、
甲
骨
文
に
は
図
5
、
2
7
、
3
6
と
書
か
れ
て
み
る
。
こ
の
簡
略

な
方
の
体
は
、
か
に
夙
ふ
字
の
游
に
当
る
筆
劃
を
省
く
こ
と
が
な
い

こ
と
か
ら
み
て
、
筆
劃
を
省
い
た
と
い
ふ
よ
り
、
そ
の
象
っ
た
鰐
象

が
多
く
游
を
つ
け
て
み
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
こ

の
字
は
ま
た
躍
増
に
も
使
は
れ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
然
ら
ば
こ
の
族
旗
の
竿
の
中
途
に
あ
る
口
慣
は
何
で
あ
ら
う
か
。

旛
旗
に
つ
く
も
の
と
い
へ
ば
直
ち
に
図
5
、
1
7
、
1
8
の
父
に
つ
け
ら

れ
た
巖
の
形
が
思
ひ
起
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
は
下
向
き
に
な

っ
て
み
る
が
、
事
字
で
は
竿
の
中
途
に
上
向
き
に
つ
け
ら
れ
て
る
る
。

ぴ
ん
と
し
た
忍
事
を
も
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
戦
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

時
代
初
め
頃
の
水
陸
交
戦
鴬
嬢
を
み
る
と
、
黄
戟
の
秘
の
中
途
に
、

旋
と
同
様
な
杉
葉
状
の
飾
り
が
上
向
き
に
出
て
み
る
。
こ
れ
も
羽
根

の
装
飾
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
こ
の
や
う
な
旗
の
つ
け
方
の
遺

制
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
事
字
か
ら
携
を
残
し
て
上
部
を
切
り
去
っ
た
形
が
甲
骨
文
、
金

文
史
字
で
あ
る
（
図
5
、
2
8
、
2
9
、
3
7
）
。
図
5
、
1
7
を
み
る
と
、
こ
の

黄
の
秘
の
下
半
を
と
っ
て
上
下
逆
に
し
、
こ
れ
を
手
に
も
っ
た
形
が

史
字
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
稀
な
例
で
あ
る
が
、
史

見
旛
の
蓋
銘
に
は
史
を
普
通
に
図
5
、
2
9
に
作
る
に
対
し
、
器
銘
で

は
3
0
に
作
る
。
父
に
つ
け
た
旛
…
を
或
ひ
は
図
5
、
4
0
に
、
或
ひ
は
図

5
、
4
1
に
作
る
の
と
平
行
例
と
考
へ
ら
れ
る
。
史
字
の
従
ふ
図
5
、

42

ｪ
父
に
着
け
ら
れ
る
の
と
同
じ
魔
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
か
う
み
る
と
、
史
は
旛
を
手
に
持
つ
形
、
事
は
竿
の
途
中
に
旛
を

つ
け
た
当
言
を
手
に
持
つ
形
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
史
、
事
の
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最
も
古
い
時
代
の
資
料
で
あ
る
甲
骨
文
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
白
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

静
氏
が
く
は
し
く
研
究
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
史
の
官
の
原
義
に
つ
い
て

氏
は
「
史
は
祭
祀
の
祝
告
を
掌
る
も
の
で
あ
り
、
史
の
起
原
は
祭
肥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
お
け
る
祝
告
の
儀
礼
、
祝
辞
の
管
掌
に
あ
る
」
、
と
さ
れ
た
こ
と
は

正
鵠
を
え
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
、
史
、
事
の
字
形
に
つ
い

て
「
図
5
、
3
7
、
字
の
従
ふ
図
5
、
4
3
、
4
4
が
い
つ
れ
も
祝
冊
を
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
る
器
の
形
を
示
す
も
の
」
　
「
図
5
、
3
6
に
は
遠
く
に
使
す
る
意
味

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
い
ま
そ
の
字
形
に
よ
っ
て
い
へ
ば
図
5
、

45

ﾍ
叉
頭
の
長
桿
で
あ
っ
て
、
図
5
、
3
7
が
た
だ
宗
廟
の
中
で
祝
冊

を
神
木
に
懸
け
て
捧
持
す
る
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
遠
く
都
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

出
る
意
を
含
ま
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
」
と
い
は
れ
る
の
に
は
賛
成

し
難
い
。
長
桿
、
神
木
に
皿
形
の
容
器
を
懸
け
、
こ
れ
に
冊
を
盛
っ

て
捧
持
す
る
と
い
ふ
の
も
、
中
味
が
落
ち
ば
し
な
い
か
と
不
安
な
限

り
で
あ
る
。

　
史
字
、
事
字
の
従
ふ
図
5
、
4
4
を
形
の
方
面
か
ら
旛
の
類
と
見
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
次
に
記
す
ご
と

く
、
さ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
文
字
の
原
義
が
頗
る
明

決
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
史
の
字
が
旛
の
類
を
手
に
持
つ
形
で
表
は
さ
れ
る
の
は
、
旛
が
神

や
祖
霊
を
呼
び
降
す
た
め
の
必
須
の
道
具
で
あ
る
か
ら
と
考
へ
ら
れ

る
。
夏
釆
が
復
す
る
（
死
者
の
魂
を
呼
び
返
す
）
の
に
旛
を
用
み
た
こ

と
は
七
六
頁
に
引
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
周
礼
、
男
巫
に
は

　
労
招
以
茅

と
あ
る
。
即
ち
四
方
の
霊
祭
す
る
神
々
を
茅
縫
の
類
で
招
く
の
で
あ

る
。
神
を
招
き
降
す
ほ
か
、
茅
旛
は
宗
繭
で
も
使
は
れ
た
。
即
ち
、

春
秋
公
羊
伝
、
宣
公
十
二
年
「
弱
冠
肉
担
、
左
青
茅
雄
」
の
注
に

　
茅
族
祀
宗
廟
噺
用
、
迎
道
神
指
、
護
寄
集

と
い
ふ
。
即
ち
「
茅
族
は
宗
廟
を
泥
る
の
に
用
み
る
所
で
、
神
の
意

を
迎
篤
し
、
祭
を
護
る
も
の
だ
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
各
種
の
祭
祀
に
際
し
て
行
は
れ
る
舞
に
は
羽
根
や
施
の
類
が

用
ゐ
ら
れ
る
。
周
礼
、
楽
師
に
、

　
凡
舞
、
有
油
玉
、
有
羽
舞
、
有
三
舞
、
有
産
舞
、
有
干
舞
、
有
人
舞

と
あ
る
。
祓
舞
は
丸
の
ま
ま
の
羽
根
或
は
五
采
の
縛
を
束
ね
て
柄
を

　
　
　
　
＠

つ
け
た
も
の
を
持
つ
舞
。
善
業
は
白
羽
を
裂
い
た
も
の
で
、
祓
と
同

　
　
　
　
　
　
　
⑧

じ
形
に
作
っ
た
も
の
を
も
っ
て
す
る
舞
。
皇
舞
は
五
采
の
羽
根
を
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
た
も
の
で
祓
と
同
じ
形
に
作
っ
た
も
の
を
も
っ
て
す
る
舞
。
こ
れ

ら
の
六
舞
は
楽
師
の
注
に
始
め
か
ら
順
に
評
語
、
宗
廟
、
四
方
、
瀞

塵
、
兵
事
、
星
辰
を
祭
る
に
使
ふ
と
い
ひ
、
塗
師
で
は
始
め
か
ら
三
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っ
は
順
に
社
櫻
、
四
方
、
纂
輯
に
用
み
る
と
さ
れ
、
兵
舞
は
山
川
の

祭
祀
に
用
み
る
と
い
ふ
。
各
種
祭
祀
に
用
ゐ
ら
れ
る
舞
に
羽
根
を
束

ね
た
撫
…
な
い
し
羽
施
、
掩
の
類
を
持
っ
て
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
持
物
は
本
来
単
な
る
美
観
の
た
め
の
小
道
具
で

あ
っ
た
と
は
考
へ
難
い
。
い
つ
れ
も
神
を
招
き
降
す
旛
と
同
じ
意
味

あ
ひ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
野
馬
の
類
の
神
事
を
司
る
官

で
あ
る
史
が
、
羽
根
を
つ
け
た
道
具
を
手
に
持
つ
形
で
象
ら
れ
て
み

る
の
も
同
じ
関
聯
に
お
い
て
で
あ
る
と
見
る
の
が
穏
当
と
考
へ
ら
れ

る
所
以
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
事
・
使
宇
が
や
は
り
旛
を
つ
け
た
雄
旗
の
類
を
手
に
も

つ
形
で
表
は
さ
れ
る
の
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
白
川
琉

は
、
　
「
事
」
は
王
の
た
め
に
祭
認
を
行
ふ
こ
と
が
原
義
で
あ
り
、
卜

辞
に
み
る
ご
と
く
「
使
」
は
祭
主
の
地
に
事
（
祭
事
）
の
た
め
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
む
く
義
が
あ
る
、
と
い
は
れ
る
。
祭
事
の
羅
的
の
た
め
に
神
を
招

き
降
す
施
旗
を
王
か
ら
あ
づ
か
っ
て
持
参
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ら
う
。
さ
き
に
事
字
は
多
く
持
の
な
い
形
で
表
は
さ
れ
、
そ
れ

が
実
際
に
用
ゐ
ら
れ
た
旗
が
こ
れ
を
欠
い
て
み
る
の
を
象
っ
た
の
で

あ
ら
う
こ
と
に
注
意
し
た
。
こ
の
や
う
な
艀
を
と
り
玄
つ
た
旗
は
周

礼
、
夏
譲
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
。
躍
ち
前
引
の
ご
と
く
王
の
官
で
あ

る
夏
采
は
大
喪
に
際
し
、
王
の
乗
車
の
馬
車
に
旛
を
た
て
、
こ
れ
に

乗
っ
て
四
郊
に
復
の
礼
を
行
ふ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
鄭

玄
は

　
王
祀
四
郊
乗
玉
翰
、
建
大
常
、
今
以
之
復
、
唐
輪
簾
、
異
之
凝
望
、
心
因

　
先
王
有
徒
繧
者

と
解
説
す
る
。
即
ち
「
王
は
生
時
に
は
四
郊
を
祀
る
に
玉
で
飾
っ
た

馬
車
に
乗
り
、
大
常
の
旗
を
建
て
て
み
た
。
王
が
な
く
な
っ
た
今
、

こ
の
馬
車
に
乗
っ
て
復
の
礼
を
行
ふ
の
に
、
そ
の
裂
地
の
部
分
を
と

り
去
っ
て
（
竿
頭
の
旛
だ
け
を
残
し
）
、
生
時
と
区
別
す
る
。
ま
た
先
王
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

即
ち
有
虞
氏
の
用
み
た
と
伝
へ
ら
れ
る
、
裂
地
の
部
分
を
つ
け
ず
旛

だ
け
を
つ
け
た
旛
旗
の
制
度
に
よ
る
の
で
あ
る
」
。
と
。

　
こ
こ
に
出
て
く
る
竿
と
こ
れ
に
つ
け
た
巖
だ
け
を
残
し
て
裂
地
の

部
分
を
外
し
て
し
ま
っ
た
旛
旗
は
、
丁
度
普
通
の
事
字
の
象
る
旋
旗

の
形
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
愚
説
は
王
の
乗
用
の
馬
車
に
こ
れ
を
建
て

て
祭
事
に
四
郊
に
お
も
む
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
股
時
代
の
事
・

使
命
は
王
の
た
め
に
臣
が
祭
事
の
た
め
に
祭
罷
の
地
に
お
も
む
く
義

が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
無
関
係
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
は
困
難

で
あ
ら
う
。
か
う
み
る
と
事
・
使
字
が
旛
を
つ
け
た
旛
旗
の
類
を
手

に
持
つ
形
で
あ
る
こ
と
は
決
定
的
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
後
世
、
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王
の
使
者
が
節
を
し
る
し
に
持
っ
て
使
ひ
に
お
も
む
く
風
醤
が
あ
る
。

節
と
は
図
2
、
5
に
示
し
た
人
物
が
持
つ
も
の
で
あ
る
。
傍
に
「
漢

使
者
」
と
題
さ
れ
て
み
る
。
使
者
が
こ
の
よ
う
な
秩
に
旋
の
つ
い
た

も
の
を
持
っ
て
し
る
し
に
す
る
と
い
ふ
の
も
、
恐
ら
く
使
・
事
字
に

象
ら
れ
る
ご
と
き
、
旛
・
鷹
の
類
の
施
旗
を
持
っ
て
王
事
に
あ
た
っ

た
伝
統
の
残
存
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
事
字
に
は
游
の
つ
い
た
旋
旗
を
手
に
も
つ
形
の
も
の
も
あ
る
こ
と

は
前
記
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
旗
は
図
5
、
1
－
1
0
に
示
し
た
ご

と
き
、
さ
き
に
筆
者
が
旋
と
し
た
形
式
の
旗
の
竿
に
旛
を
附
加
し
た

形
で
あ
る
。
族
が
王
の
祭
事
に
用
ゐ
ら
れ
る
旗
で
あ
っ
た
こ
と
は

西
周
時
代
に
な
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
函
周
金
文
、
特
に
後
期
の
も

の
に
は
賜
り
も
の
の
品
目
を
列
挙
し
た
最
後
に
「
用
事
」
　
（
別
て
事

せ
よ
）
と
あ
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
語
の
あ
る
例
の
う
ち
、
賜
り
も

の
の
中
に
旗
を
含
む
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
の
旗
は
み
な
族
で

　
⑯

あ
る
。
　
「
用
て
事
す
る
」
た
め
の
旗
が
鋳
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

⑧
る
。　

以
上
、
旗
と
い
っ
て
も
竿
に
魔
や
施
の
つ
い
た
も
の
は
神
を
招
き

降
す
力
の
あ
る
、
い
は
ば
恐
し
い
力
を
も
つ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
た
。
例
へ
ば
戦
場
な
ど
に
こ
れ
を
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
、

日
本
で
い
へ
ば
比
叡
山
の
僧
兵
が
日
吉
の
神
輿
を
か
つ
ぎ
娼
し
て
く

る
の
と
同
様
、
由
々
し
い
大
事
で
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
旗
の
宗

教
的
、
社
会
的
機
能
は
、
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
け
ら
れ
た
し
る
し
、

図
案
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
は
ず
し
て
は
十
全
に
明
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
近
い
将
来
に
発
表
し
た
い
と
期
し

て
み
る
。

①
孫
一
九
〇
五
、
五
霊
、
一
四
。

②
孫
一
九
〇
五
、
五
三
、
一
四
。
左
伝
、
傅
、
二
十
八
年
孔
疏
の
引
く
孫
炎
の
説

　
に
「
悶
其
緩
色
以
為
旗
、
章
不
画
工
」
と
い
ひ
、
釈
名
、
釈
兵
に
「
旛
（
旛
に
同

　
じ
）
通
以
赤
色
為
之
、
無
文
采
」
と
い
ふ
。

③
李
一
九
五
五
、
二
〇
。

④
同
右
、
一
九
。

⑤
孫
一
九
〇
五
、
一
五
。

⑥
「
雑
畠
為
物
、
以
雑
色
綴
其
辺
為
燕
尾
扁
と
。

⑦
段
玉
裁
は
注
に
経
典
の
「
物
扁
の
字
は
こ
の
物
の
設
だ
ら
う
と
い
ふ
。

⑧
孫
　
九
〇
五
、
五
王
、
一
五
。

⑨
岡
右
、
一
五
一
六
。

⑩
幽
雅
、
釈
天
に
「
継
当
繍
施
」
と
あ
り
、
郭
注
に
「
吊
続
旛
末
為
燕
尾
者
」
と

　
い
ひ
、
公
羊
伝
、
寛
公
十
二
年
「
荘
王
親
自
手
族
」
の
何
注
に
「
緬
広
充
輻
、
長

　
尋
田
撫
…
、
継
撫
…
如
燕
羅
顕
施
」
と
あ
る
。

⑪
　
林
一
九
六
六
、
一
九
閥
－
五
。

⑫
　
設
魏
春
、
属
之
於
干
施
而
建
之
戎
箪
。

⑬
　
蕾
人
仮
羽
施
於
鄭
、
鄭
人
与
之
、
明
日
或
施
以
会
。

⑭
　
孫
一
九
〇
五
、
五
三
、
　
六
。
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⑮
　
同
、
四
四
、
五
。

一
＠
　
金
羽
に
つ
い
て
は
楽
蘭
の
正
義
に

　
し
て
み
る
。

（
四
四
、
こ
す
孫
論
譲
も
こ
の
や
う
に
解
釈

⑰
　
孫
一
九
〇
五
、
五
三
、
一
六
一
八
。

⑱
注
は
属
の
義
。

⑲
注
施
首
日
漉
。

⑳
　
一
二
六
世
子
。

⑳
　
林
一
九
六
六
、
二
〇
一
－
二
。

㊧
　
な
ほ
こ
の
条
の
孫
炎
注
（
疏
弓
）
に
は
鷹
の
他
鯵
も
あ
る
と
し
て
み
る
。
李
下

　
注
に
は
（
疏
引
）
「
施
牛
尾
著
竿
首
」
と
い
ひ
、
施
が
旗
だ
と
い
ふ
説
明
と
も
み

　
え
る
が
、
公
羊
伝
、
賞
公
十
二
年
齢
に
引
く
と
こ
ろ
で
は
「
驚
牛
尾
薩
酋
者
」
と

　
あ
り
、
竿
養
が
旋
薫
と
な
り
、
動
詞
が
な
い
。
原
形
を
復
原
し
え
な
い
の
で
こ
こ

　
に
は
利
用
し
な
い
。

⑳
　
周
礼
孤
卿
建
栴
、
大
夫
建
物
、
皆
幕
議
施
。

へ
魍
　
林
　
九
六
一
－
二
、
ω
、
　
四
二
。

殉
　
岡
右
、
～
二
。

⑳
｝
　
孫
一
九
〇
颪
、
　
一
六
、
　
四
瓢
一
。

⑳
　
頓
知
、
四
四
。

譲
　
定
公
四
年
（
注
⑬
所
引
の
条
）
、
襲
公
十
四
年
（
七
二
頁
繊
麗
の
条
）
。

⑳
　
陳
一
九
五
五
、
一
〇
八
一
九
。

⑳
　
白
川
一
九
六
五
、
　
（
九
）
、
五
二
四
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

⑳
暴
説
、
明
堂
位
に
篇
所
稀
有
二
等
、
日
月
之
章
」
と
い
ふ
。

⑫
　
周
礼
、
節
服
氏
の
「
維
王
之
大
常
」
の
漉
に
鄭
玄
は
「
王
旛
十
島
旛
、
両
々
以

　
締
催
綴
連
労
」
と
い
ふ
。
両
側
の
へ
り
に
縫
ひ
つ
け
た
と
い
ふ
解
釈
で
あ
る
。

　
　
「
交
龍
為
旗
、
族
、
依
也
、
単
作
幽
翠
、
梱
話
頭
、
諸
侯
所
建
也
」
と
。

⑰鍵

県
鈴
於
竿
頭
、
画
交
譲
於
読
。

詩
、
周
頒
、
載
晃
「
龍
脇
陽
々
、
誤
謬
努
々
」
の
疏
引
「
以
鈴
著
簾
端
」
。

説
文
、
塀
｛
子
の
注
。

「
朱
游
、
鞭
、
金
葬
、
二
黒
」
と
あ
る
。
纈
を
郭
沫
若
は
（
郭
　
九
五
七
、
考

　
釈
、
ご
工
三
）
周
礼
、
司
常
の
「
通
畠
為
麟
」
の
籏
と
し
て
み
る
。
是
で
あ
ら
う
。

　
一
方
門
金
突
」
を
錦
妨
（
紡
は
柄
）
と
駅
し
、
「
釈
天
所
産
『
素
錦
心
紅
』
、
如
為

　
金
属
之
紅
不
易
挙
、
故
知
金
必
為
錦
」
と
い
ふ
の
は
蛇
足
で
あ
る
。
「
金
軍
」
「
金

　
母
（
子
）
」
等
は
ど
う
解
釈
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
は
普
通
に
「
青

　
銅
の
金
具
で
飾
っ
た
」
の
意
味
の
「
金
」
で
よ
い
。

磯
呉
一
九
〇
六
、
二
、
四
「
織
、
和
欝
、
脇
、
龍
族
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
な
ほ
い
つ
も
鎌
の
次
に
鋳
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
何
故
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
帰
命

　
後
期
金
文
の
賜
り
物
の
列
挙
の
順
が
繊
定
化
し
て
み
た
事
実
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

　
よ
う
。

鐙
　
林
一
九
六
四
a
、
　
二
九
〇
。

⑳
　
こ
の
縦
長
の
裂
地
は
説
文
に
「
旛
、
旛
胡
也
、
謂
旗
影
之
下
王
者
扁
と
い
ふ
旛

　
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
ふ
胡
は
、
牛
の
頸
に
垂
れ
た
皮
の
こ
と
で
、
父
の
刃

　
の
下
に
垂
れ
た
部
分
も
こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
み
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ

　
の
図
象
記
号
に
装
は
さ
れ
た
縦
長
の
裂
地
は
胡
の
名
に
ふ
さ
は
し
い
。

⑪
　
説
文
、
ガ
の
注
。

⑫
　
鳥
章
、
錯
革
鳥
為
章
也
。

　
　
以
革
為
之
、
綴
於
旋
端
。

⑭
　
錯
、
羅
也
、
革
、
急
也
、
言
醐
衡
心
疾
之
鳥
干
旛
…
。
　
（
詩
、
六
月
疏
の
引
田
川
に
は

　
「
子
硫
扁
を
「
鎖
鎌
隠
に
作
る
）
。

㊧
　
此
謂
食
剣
鳥
皮
毛
、
置
之
竿
頭
、
那
礼
記
云
、
下
寺
及
鳴
鳶
。

⑳
　
欝
一
九
五
六
、
図
版
八
八
。

⑰
　
孫
一
九
〇
五
、
　
　
三
。
東
京
賦
「
黒
田
謹
選
揚
揮
」
の
薩
…
綜
注
に
「
揮
為
肩
上

　
緯
幟
、
如
燕
尾
春
也
」
　
（
揮
は
徽
）
と
あ
り
、
説
文
巾
部
に
「
微
、
徽
識
也
、
以

　
緯
｛
吊
、
三
芳
背
」
（
段
注
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
）
と
い
ひ
、
ま
た
衣
部
に
「
楮
、

　
卒
也
、
卒
衣
有
薄
襟
渚
」
と
あ
る
の
を
引
く
。
ま
た
城
門
僕
射
の
服
装
に
つ
い
て

　
は
続
漢
霞
輿
服
志
に
「
卿
非
冠
…
…
宮
殿
門
奥
僕
射
繕
事
、
負
赤
幡
、
晋
麺
燕
尾
、

　
諸
白
射
藤
野
如
之
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
だ
と
い
ふ
。

⑳
　
章
懐
太
子
注
に
「
被
猶
負
也
、
析
羽
為
族
旗
、
将
軍
所
謂
」
と
い
ふ
。
或
ひ
は

　
無
代
の
図
2
、
3
の
や
う
な
姿
を
想
潔
し
た
の
か
と
思
は
れ
る
が
、
旋
旗
を
負
つ
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た
と
い
ふ
の
は
少
々
不
正
確
で
、
被
羽
と
い
ふ
か
ら
に
は
今
の
隈
の
や
う
に
肩
か

　
背
に
燕
け
て
る
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

⑲
兵
凶
購
、
若
有
死
事
者
、
当
以
相
別
也
。

⑳
　
孫
一
九
〇
五
、
五
五
、
四
四
。

⑪
　
夏
綱
其
紅
以
練
、
為
之
慌
、
般
又
要
撃
為
重
芽
、
以
飾
縁
側
。

鐙
　
此
旛
旗
及
嬰
、
皆
喪
葬
之
飾
…
…
饗
応
枢
路
、
左
右
前
後
、
天
子
八
翼
、
混
載

　
壁
垂
羽
、
諸
侯
六
嬰
、
紫
載
申
ま
、
大
議
大
四
婁
、
　
土
二
翼
ハ
、
紫
茄
球
差
。

萄
　
礼
記
、
檀
．
君
上
に
「
二
人
旛
塾
主
」
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
階
は
棺
の
お
ほ

　
ひ
。

⑭
　
中
巾
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
五
九
、
図
二
九
。

⑳
岡
右
、
図
五
。

⑭
　
険
西
文
管
会
一
九
六
五
、
三
三
九
、
随
一
。

⑰
　
筆
者
は
さ
き
に
戦
園
時
代
の
画
像
紋
を
研
究
し
た
際
、
射
、
宴
楽
等
に
つ
い
て
、

　
儀
礼
な
ど
の
礼
の
書
が
些
小
な
細
部
ま
で
戦
国
蒔
代
に
実
際
に
行
は
れ
た
礼
を
伝

　
へ
て
み
る
こ
と
に
注
意
し
た
（
林
誌
九
山
四
一
…
二
）
。

磯
林
一
九
五
三
、
二
一
一
。

魯
　
羅
…
一
九
廿
工
ハ
、
　
一
五
、
　
士
一
Q

⑳
郭
～
九
五
一
、
三
七
。

⑪
七
四
頁
。

⑫
唐
一
九
豊
四
、
三
七
…
四
〇
。

⑳
　
同
、
鵬
○
！
一
。

⑭
胡
一
九
五
五
、
序
、
五
。

⑯
　
園
象
記
号
、
金
文
で
三
叉
に
表
は
さ
れ
る
翠
色
の
竿
を
顎
骨
文
で
は
二
叉
の
頭

　
の
つ
い
た
形
で
表
は
す
こ
と
は
、
艀
、
旅
の
甲
骨
文
を
麟
5
、
3
8
、
3
9
に
袈
は
す

　
こ
と
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
ら
う
。

⑯
　
目
林
一
九
六
一
－
二
、
㎜
凶
工
。

⑰
　
白
川
一
九
五
五
、
隣
貰
以
下
。

礁
同
右
、
一
。

⑳
同
右
、
一
四
。

㊧
同
旨
、
　
九
。

⑳
　
周
礼
舞
師
注
に
「
鄭
司
農
云
、
嬢
舞
蒋
全
羽
」
と
。
ま
た
鼓
問
注
に
郷
玄
は

　
「
帳
、
列
五
采
繍
為
之
、
有
藁
扁
と
。

⑳
　
舞
噸
の
注
に
「
羽
、
析
白
羽
為
之
、
形
如
帳
」
と
。

⑳
　
鄭
司
農
が
楽
師
注
に
羽
根
を
頭
に
つ
け
た
舞
と
す
る
に
対
し
、
鄭
玄
は
舞
師
の

　
注
に
「
皇
、
析
出
采
羽
為
之
、
調
帳
帳
」
と
い
ふ
。

㊧
　
白
川
一
九
五
五
、
二
〇
。

㊧
　
礼
盤
、
明
賞
位
「
有
華
氏
之
旗
、
夏
爵
氏
之
緩
」
注
門
標
縫
氏
当
…
＝
口
鞍
、
夏
后

　
氏
当
欝
族
、
此
蓋
錨
誤
也
」
。

⑯
　
便
宜
の
た
め
郭
一
九
五
七
か
ら
引
く
と
、
尊
王
の
次
の
葉
に
例
が
見
撫
さ
れ
る
。

　
六
五
、
七
二
、
七
三
、
七
七
、
七
九
、
八
○
、
八
九
、
一
〇
〇
、
一
〇
六
、
一
一

　
四
、
一
一
五
、
｝
二
一
、
＝
　
五
、
一
四
九
、
一
二
○
、
｝
五
照
等
。

・
⑳
　
な
ほ
白
規
静
氏
は
大
皿
血
鼎
銘
の
「
賜
藩
祖
南
公
耕
」
に
つ
い
て
、
門
こ
の
よ
う
な

　
祖
考
の
耕
、
市
が
ど
う
し
て
天
子
の
許
に
あ
り
、
そ
の
子
孫
に
賜
与
さ
れ
る
か
」

　
に
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
父
根
の
後
を
嗣
ぐ
も
の
が
、
そ
の
綱
襲
の
際
に
先
ん
の
遺

　
品
、
特
に
曾
て
王
か
ら
賜
与
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
択
ん
で
、
こ
れ
を
天
子
に
返

　
納
す
る
礼
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
推
測
さ
れ
て
る
る
（
白
娼

　
｝
九
六
五
、
〔
一
二
〕
、
六
六
八
）
。
恐
ら
く
さ
う
い
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
こ
こ
で
考
察
し
て
き
た
族
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
こ
れ
は
い
は
ば
後
世
の
節
の
や
う

　
な
も
の
で
、
任
務
が
終
れ
ば
や
は
り
返
却
す
べ
き
筋
合
ひ
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る

　
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と
金
文
の
［
易
」
は
賜
る
と
読
ま
れ
て
み
る
が
、
今
の

　
意
味
で
賜
る
と
い
ふ
の
と
は
内
容
が
違
っ
て
み
た
こ
と
に
な
る
。
か
う
い
っ
た
問

　
題
は
未
だ
明
か
に
さ
れ
て
み
な
い
点
が
多
い
。
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・rl：国先秦時代の旗（林）
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五
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一
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五
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、
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京
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九
五
五
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「
釈
史
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甲
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金
文
学
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初
集
、
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六
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静
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一
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、
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A
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九
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」
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第
九
輯
、

　
　
　
窮
一
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迅
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四
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inzmdation，　it　is　difficult　to　prove　the　succession　of　settlement，　and

to　reconstitute　exactly　the　past　landscapes　with　very　few　related

sources．　These　several　years，　through　the　examination　of　documeRts，

the　interpretation　of　aerial　photographs　and　the　field－survey，　we　have

tried　£o　make　elear　the　limit　of　the　manor　and　to　reconstieute　the

old　physical　environment　and　the　medieva｝　settlemen£．

　　This　paper・　is　a　report　of　our　latest　result．　The　area　is　situated

on　the　piain　under　the　alluvial　action，　forming　a　subsidence　block，

high　in　the　north　and　west　．and　low　in　the　south　and　east，　having

the’　remarkable　netted　traces　of　abancloned　channels　made　with

frequent　variation　of　the　main　current；　in　which　the　old　central

sanclbanl〈s　and　natural　levees　formed　a　lower　highlands．　The　develo－

pment　otF　the　lleedct　Rianor　is　thought　to　be　a　result　of　culgivating

at　first　this　lower　highlands　and　then　aclvancing　into　the　lowlands

such　as　current　trace　and　back　marsh．　Those　who　maintained　the

terininal　Organ　aS‘Zczifee在家’in　the　rUling　syStem　Of　a　rem碗e　manOr，

were　the　leader　class　of　the　social　groups　which　occupied　separately

the　lower　higklands；　but　‘Zaifee’　or．aanized　only　a　small　community，

not　ruling　naany　serves　of　his　own　with　his　strong　power　like　in

the　other　remote　land　of　medieval　Japan．　ln　the　lkeda　manor　people

seeined　to　live　separately　arotmd　the　Zaifee，　forniing　a　hamlet　or　．a

small　scale　of　the　thinly　housed　village　as　a　unit　which　consisted　of

several　families　ot　almost　the　same　origin　occupying　the　lower　high－

lands．

　　　　　　　　　　　べChiRese　Flags　in　the　Pノ’e－Ch《in先秦 Period

　　　　　by

Minao　Hayashi

　　No　relics　of　the　flags　in　the　Pre－Ch’in先’秦　period　have　been　found

yet；　the　arran．ffed　description　about　£heir　khids　and　uses　is　found　in

the　chapter　S2z2－ch’ang　”t’］’Y：t＃　abotit　the　fiag－managiiig　office　of　Chou－li

周礼，in　which　fiags　with　various　names　were　distinguished　nbt　by

their　forms　but　by　their　painted　design；　but　the　fiags　in　pictoi’ial

signs　or　characters　in簿e　Yi・n股and　the　westem　Chozt西周period

and　tho＄e　in　the　pictures　from　the　Warring－states　period　to　Han漢

dynasty　had　various　styles．

　This　article　proves　that　various　lcinds　of　flags　in　the　chapter　of
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Chozt－li　were　natura！ly　the　following　styles，　uslng　tlie　sources　of　the

comments　in　classics　and　the　above　pictorial　expressions：

Ch’ang

Ch’i

Chan

Wu
Ch’i

Yiil

Chao
Sui

Tsing

（常）一…・且g．1－1，2

（拶の……fig．5－1～10

（tw）・・・…　fig．　3一一1，　2　left

（物）……行9．3－6

（旗）……丘9．2－4

（旗）・…一丘9．2－7

（麓◎……負9．1－3

（腿）……fig．5－1㌻3，11，12，　i5～19

（旛）・…一且9。3－4

In　addition，　we　explain　the　ensigns　in　the　ciassics　and　the　reai　styles

of　the　flags　and　the　like　used　in　funeral，　and　also　make　reference　to

the　religious　origin　fiags　in　China－to　invite　God　from　Heaven．

Administration　of　Marltime　Customs　in　the　Ching清Dynasty

by

Takanobu　Terada

　　‘History　of　the　Maritime　Customs　in　Ching清’can　be　roughly

divided　into　two　periods；one　is　ill　the　period　of　Kang－hsi康照，　Yung－

cheng雍正，　Chien－lung乾隆，　and　Kia－ching嘉慶，　and　the　o℃her　ill　the

period　after　the　conclu．sion　of　the　1＞々η1短η9薦京　Treaty　in　Tao－kuang

道うiL・　22，　1842．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軌

　This　article　tries　to　clraw　a　rough　sl〈etch　of　maritime　cus£oms

administratiod　or　instltutional　liListory　of　niLaritime　custonas　in　the

first　half　period，　especially　treats　she　organization　and　system　of

maritime　custonas　ancl　coilectioR　and　use　of　customs，　to　offer　the

several　materials　in　consicleration　of　the　character　of　maritime　cus－

tonas　in　Ching．　．　，
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