
�
漢
�
制
論
議
と
﹃
禮
記
﹄
祭
法
�

末

永

高

康

は
じ
め
に

一
︑
祭
法
�
の
�
制

二
︑
�
漢
に
お
け
る
�
制
論
議
一
斑

三
︑
祭
法
�
に
つ
い
て

︱
︱
怨
出
土
�
料
を
手
が
か
り
に
し
て

お
わ
り
に

は

じ

め

に

�
漢
時
�
の
�
制
が
後
世
の
經
學
者
の
目
か
ら
見
て
き
わ
め
て
混
亂
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
萬
斯
同

﹃
�
制
圖
考
﹄
な
ど
は
﹁
宗
�
の
制
︑
西
漢
�
も
不
經
た
り
﹂
と
�
し
て
︑
そ
の
失
十
二
を
列
舉
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ

は
理
念
	
さ
れ
た
周
禮
を
基
準
と
す
る
經
學
�
視
點
に
よ
る
非
歷
�
�
な
�
價
に
�
ぎ
な
い
︒
漢
代
�
制
も
ま
た
そ
の
歷
�
�
な
�
義
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
り
︑
實
際
︑
津
田
左
右
吉
︑
板
野
長
八
︑
西
嶋
定
生
の
三
氏
を
代
表
と
す
る
�
代
の
歷
�
學
�
硏
究
は
︑
漢
初
の
郡
國
�
の
設

置
や
︑
元
�
�
以
後
の
宗
�
改
革
を
中
心
に
し
て
︑
そ
の
歷
�
�
�
義
や
そ
の
背
後
に
あ
る
政
治
�
�
圖
の
解
�
を
行
っ
て
い
る(1

)
︒
た
だ
︑
鷲

尾
祐
子
﹁
�
漢
祖
宗
�
制
度
の
硏
究
﹂
(﹃
立
命
館
�
學
﹄
第
五
七
七
號
︑
二
〇
〇
二
年
)
に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
の
議
論
は
必
ず
し
も
﹁
宗
�
制
度
自
體

お
よ
び
宗
�
祭
祀
に
つ
い
て
の
言
說
・
思
惟
か
ら
出
發
﹂
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
︑
�
漢
の
�
制
論
議
が
依
據
す
る
思
想
�
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

に
つ
い
て
十
分
な
目
�
り
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
南
部
英
彥
﹁
�
漢
後
�
の
宗
�
制
論
議
等
を
�
し
て
見
た
る
儒
敎
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國
敎
	

︱
︱
そ
の
親
親
・
�
�
�
義
の
分
析
を
軸
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
五
十
一
集
︑
一
九
九
九
年
)
も
ま
た
︑
先
行
硏
究
に

お
い
て
﹁
京
師
の
宗
�
整
理
論
議
に
つ
い
て
は
鯵
略
な
論
 
し
か
な
さ
れ
て
﹂
お
ら
ず
︑﹁
論
爭
當
事
者
の
�
張
の
根
據
に
あ
る
﹂﹁
儒
敎
觀

念
﹂
に
つ
い
て
﹁
十
分
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
﹂
と
�
し
て
い
る
︒
經
學
者
か
ら
は
﹁
不
經
﹂
と
さ
れ
る
郡
國
�
の
設
置
に
お
い
て
も(2

)
︑

そ
の
背
後
に
﹁
戰
國
時
代
よ
り
培
わ
れ
て
き
た
儒
學
思
惟
﹂
が
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
鷲
尾
論
�
が
示
す
�
り
で
あ
ろ
う
し
︑
後
世
の
經
學
者
か

ら
は
非
難
さ
れ
る
內
容
を
含
む
も
の
の(3

)
︑
元
�
以
後
の
�
制
改
革
が
禮
經
の
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
�
り

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
背
後
に
あ
る
﹁
儒
敎
觀
念
﹂
に
つ
い
て
は
南
部
論
�
が
さ
ら
に
詳
細
な
檢
討
を
加
え
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
の
﹁
儒
學
思
惟
﹂

や
﹁
儒
敎
觀
念
﹂
の
中
核
の
一
つ
に
﹃
禮
記
﹄
祭
法
�
が
あ
る
こ
と
︑
�
漢
(特
に
元
�
�
)
の
�
制
論
議
に
お
い
て
こ
の
�
が
本
質
�
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
�
年
の
硏
究
に
お
い
て
も
い
ま
だ
十
分
な
$
�
が
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る(4

)
︒

�
漢
�
制
と
同
樣
︑﹃
禮
記
﹄
祭
法
�
も
ま
た
經
學
者
か
ら
の
�
%
の
惡
い
一
�
で
あ
る
︒﹁
雜
﹂
な
る
も
の
の
多
い
﹃
禮
記
﹄
諸
�
に
あ
っ

て
も
︑﹁
尤
も
�
雜
に
し
て
信
ず
べ
か
ら
ず
﹂
(孫
希
旦
﹃
禮
記
集
解
﹄)
と
'
�
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
�
首
と
�
末
が
﹃
國
語
﹄
魯
語
上
の
展
禽

(柳
下
惠
)
の
語
を
二
分
し
て
�
後
を
(
に
し
た
杜
÷
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
の
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
︑
そ
の
中
閒
に
は
さ
ま
れ
た
�

制
や
五
祀
な
ど
に
關
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
︑﹁
皆
な
絕
妄
に
し
て
其
の
義
を
究
む
る
能
は
ざ
る
者
﹂﹁
蓋
し
據
る
べ
か
ら
ず
︑
之
を
置
く
と
雖

も
可
な
り
﹂
(任
銘
善
﹃
禮
記
目
錄
後
案
﹄
齊
魯
書
社
︑
一
九
八
二
年
)
と
す
こ
ぶ
る
�
%
が
惡
い
︒
�
制
に
し
て
も
五
祀
に
し
て
も
︑
確
か
に
こ

の
�
の
存
在
が
︑
そ
の
議
論
を
大
き
く
混
亂
さ
せ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が(5

)
︑
た
だ
︑
こ
れ
は
經
典
-
體
を
疎
�
し
て
整
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
經

學
�
思
考
の
方
に
無
理
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
元
來
﹁
祭
法
の
禮
記
営
が
別
系
瓜
で
あ
る(6

)
﹂
に
�
ぎ
な
い
︒
他
經
と
の
齟
齬
を
も
っ
て
こ
の
�

の
�
料
�
價
値
を
い
た
ず
ら
に
貶
め
る
の
は
當
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

本
論
で
は
︑
�
漢
に
お
け
る
�
制
論
議
の
い
く
つ
か
に
密
着
し
な
が
ら
︑
そ
こ
で
祭
法
�
の
は
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
確
.
す
る
と
と

も
に
︑
こ
の
不
/
な
一
�
に
つ
い
て
初
步
�
な
檢
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

― 36 ―

408



一
︑
祭
法
�
の
�
制

さ
て
︑
以
下
の
議
論
に
先
立
っ
て
︑
ま
ず
祭
法
�
の
�
制
に
か
か
る
部
分
の
解
釋
を
確
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
祭
法
�
の
﹁
二
祧
﹂

の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
&
玄
と
王
肅
が
銳
く
對
立
し
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
部
分
を
ど
う
解
釋
す
る
か
は
經
學
上
の
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
分
岐
が
生
ず
る
の
は
︑
禮
經
に
見
え
る
�
制
の
記
営
が
あ
い
ま
い
で
か
つ
互
い
に
一

致
し
な
い
こ
と
に
あ
る
が
︑
な
か
で
も
2
の
三
つ
の
�
料
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
す
る
か
が
問
題
と
な
る
︒

A
：﹃
禮
記
﹄
王
制
12
-13
b (7
)

天
子
は
七
�
︑
三
昭
三
穆
︑
大
祖
の
�
と
七
︒

諸
侯
は
五
�
︑
二
昭
二
穆
︑
大
祖
の
�
と
五
︒

大
夫
は
三
�
︑
一
昭
一
穆
︑
大
祖
の
�
と
三
︒

士
は
一
�
︒

庶
人
は
寢
に
祭
る
︒

B
：﹃
禮
記
﹄
祭
法
46
-8
a

是
の
故
に
王
は
七
�
一
壇
一
墠
を
立
つ
︒
曰
く
考
�
︑
曰
く
王
考
�
︑
曰
く
皇
考
�
︑
曰
く
顯
考
�
︑
曰
く
祖
考
�
︑
皆
な
5
ご
と
に
之

を
祭
る
︒
6
�
を
祧
と
爲
し
︑
二
祧
7
り
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒
祧
を
去
る
を
壇
と
爲
し
︑
壇
を
去
る
を
墠
と
爲
し
︑
壇
墠
は
禱
7
れ

ば
之
を
祭
り
︑
禱
無
く
ん
ば
乃
ち
止
む
︒
墠
を
去
る
を
鬼
と
曰
ふ
︒

諸
侯
は
五
�
一
壇
一
墠
を
立
つ
︒
曰
く
考
�
︑
曰
く
王
考
�
︑
曰
く
皇
考
�
︑
皆
な
5
ご
と
に
之
を
祭
る
︒
顯
考
�
・
祖
考
�
は
︑
享
嘗

し
て
乃
ち
止
む
︒
祖
を
去
る
を
壇
と
爲
し
︑
壇
を
去
る
を
墠
と
爲
し
︑
壇
墠
は
禱
7
れ
ば
之
を
祭
り
︑
禱
無
く
ん
ば
乃
ち
止
む
︒
墠
を
去
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る
を
鬼
と
爲
す
︒

大
夫
は
三
�
二
壇
を
立
つ
︒
曰
く
考
�
︑
曰
く
王
考
�
︑
曰
く
皇
考
�
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒
顯
考
・
祖
考
は
�
無
し
︑
禱
7
れ
ば
壇

を
爲
り
て
之
を
祭
る
︒
壇
を
去
る
を
鬼
と
爲
す
︒

8
士
は
二
�
一
壇
︑
曰
く
考
�
︑
曰
く
王
考
�
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒
皇(8

)
考
は
�
無
し
︑
禱
7
れ
ば
壇
を
爲
り
て
之
を
祭
る
︒
壇
を
去

る
を
鬼
と
爲
す
︒

官
師
は
一
�
︑
曰
く
考
�
︒
王
考
は
�
無
く
し
て
之
を
祭
る
︒
王
考
を
去
る
を
鬼
と
爲
す
︒

庶
士
・
庶
人
は
�
無
し
︒
死
す
れ
ば
鬼
と
曰
ふ
︒

C
：﹃
禮
記
﹄
喪
9
小
記
32
-7
a

(�
二
句
は
大
傳
34
-1
a
に
も
見
え
る
)

王
者
︑
其
の
祖
の
自
り
て
出
ず
る
:
を
禘
し
︑
其
の
祖
を
以
て
之
に
�
し
て
︑
四
�
を
立
つ
︒

こ
れ
ら
の
�
料
を
め
ぐ
る
經
學
者
た
ち
の
議
論
に
つ
い
て
は
︑
池
田
末
利
氏
の
一
聯
の
硏
究
に
ゆ
ず
る
と
し
て(9

)
︑
こ
こ
で
は
天
子
七
�
に
つ
い

て
の
&
玄
說
と
王
肅
說
の
み
を
圖
式
�
に
示
し
て
お
く(10

)
︒

【&
玄
說
】
(親
�
を
四
︑
�
武
の
�
を
二
祧
と
す
る
)

〔穆
〕

�
王

(=

祧
)

(成
王
⁝
)

高
祖
︱
祖

后
稷

〔昭
〕

武
王

(=

祧
)

(康
王
⁝
)

曾
祖
︱
a

(父
)

【王
肅
說
】
(親
�
を
六
︑
高
祖
・
曾
祖
の
祖
を
二
祧
と
す
る
)
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〔穆
〕

�
王

(成
王
⁝
)

高
祖
の
祖
(=

祧
)
︱
高
祖
︱
祖

后
稷

〔昭
〕

武
王

(康
王
⁝
)

曾
祖
の
祖
(=

祧
)
︱
曾
祖
︱
a

后
稷
︑
�
︑
武
の
三
�
を
不
衛
と
す
る
點
は
同
じ
だ
が
︑
&
玄
は
�
・
武
の
二
�
を
﹁
二
祧
﹂
に
當
て
親
�
を
四
と
す
る
の
に
對
し
︑
王
肅
は

親
�
を
六
と
し
て
︑
高
祖
・
曾
祖
の
祖
を
﹁
二
祧
﹂
に
當
て
て
い
る
︒
王
肅
が
自
說
の
根
據
の
一
つ
と
し
て
舉
げ
る
の
は
︑
例
に
よ
っ
て
﹃
孔

子
家
語
﹄
で
あ
る
が
︑
こ
の
書
の
�
制
�
の
�
違
は
祭
法
�
と
王
制
�
を
雜
揉
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
︒

是
の
故
に
天
子
は
七
�
を
立
つ
︒
三
昭
三
穆
︑
太
祖
の
�
と
七
︒
太
祖
・
�
�
︑
皆
な
5
ご
と
に
之
を
祭
る
︒
6
�
を
祧
と
爲
し
︑
二
祧

7
り
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒

諸
侯
は
五
�
を
立
つ
︒
二
昭
二
穆
︑
太
祖
の
�
と
五
︒
曰
く
︑
祖
考
�
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒

大
夫
は
三
�
を
立
つ
︒
一
昭
一
穆
︑
太
祖
の
�
と
三
︒
曰
く
︑
皇
考
�
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒

士
は
一
�
を
立
つ
︑
曰
く
考
�
︒
王
考
は
�
無
し
︑
合
し
て
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒

庶
人
は
�
無
し
︑
四
時
に
寢
に
祭
る
︒

此
れ
7
A
よ
り
以
て
周
に
至
る
の
變
ら
ざ
る
:
な
り
︒

こ
の
部
分
の
末
尾
で
﹁
7
A
か
ら
周
に
至
る
ま
で
變
ら
な
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
言
う
以
上
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
二
祧
﹂
を
周
の
�
制
に
特
7
の

も
の
と
し
て
�
武
の
二
�
に
當
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
三
昭
三
穆
﹂
の
內
︑﹁
親
未
だ
盡
き
ざ
る
﹂
の
四
親
�
を
﹁
�
�
﹂︑﹁
親
盡
く
﹂
の

二
�
を
﹁
6
�
﹂
す
な
わ
ち
﹁
二
祧
﹂
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹃
家
語
﹄
は
そ
の
-
部
が
王
肅
の
僞
作
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な

い
に
せ
よ
︑
王
肅
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
か
ら(11

)
︑
こ
れ
を
根
據
に
&
玄
說
を
B
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
︒
た
だ
︑

﹁
二
祧
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て
は
&
玄
に
で
は
な
く
王
肅
に
從
う
べ
き
も
の
と
思
う
︒
祭
法
�
の
�
に
し
て
も
︑
天
子
七
�
の
內
︑﹁
考
�
﹂﹁
王
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考
�
﹂﹁
皇
考
�
﹂﹁
顯
考
�
﹂﹁
祖
考
�
﹂
の
五
�
は
5
ご
と
に
祭
る
と
記
し
た
後
に
︑

6
�
を
祧
と
爲
し
︑
二
祧
7
り
︑
享
嘗
し
て
乃
ち
止
む
︒
祧
を
去
る
を
壇
と
爲
し
︑
壇
を
去
る
を
墠
と
爲
し
︑
壇
墠
は
禱
7
れ
ば
之
を
祭

り
︑
禱
無
く
ん
ば
乃
ち
止
む
︒

と
續
け
ら
れ
て
い
る
︒
5
ご
と
に
祭
る
五
�
に
對
し
︑﹁
6
�
﹂
で
あ
る
﹁
二
祧
﹂
は
﹁
享
嘗
﹂
す
な
わ
ち
春
夏
秋
冬
の
四
時
の
祭
し
か
行
わ

ず
︑
そ
の
﹁
祧
﹂
を
去
っ
て
﹁
壇
﹂﹁
墠
﹂
の
み
と
な
れ
ば
不
定
�
の
﹁
禱
﹂
の
時
に
し
か
祭
ら
れ
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑﹁
五

�
｣↓
｢二
祧
｣↓
｢壇
﹂﹁
墠
﹂
と
親
等
が
下
る
と
と
も
に
︑
祭
祀
の
頻
度
が
減
ら
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
�
ら
か
で
あ
る
︒﹁
五
�
﹂
よ

り
も
親
等
の
下
る
も
の
と
し
て
﹁
二
祧
﹂
を
と
ら
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
解
し
て
も
﹁
五
�
﹂
よ
り
も
親
等
の
下
る
も

の
と
し
て
︑
�
・
武
の
二
�
を
﹁
二
祧
﹂
に
當
て
る
解
釋
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
︑
�
・
武
の
二
�
は
不
衛
の
�

で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
﹁
祧
﹂
に
當
て
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
祧
を
去
る
を
壇
と
爲
す
﹂
と
は
絕
對
に
言
わ
れ
得
な
い
は
ず
で
︑
こ
の
祭
法

�
の
�
違
に
基
づ
く
限
り
︑
&
說
を
擁
護
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
孫
希
旦
﹃
禮
記
集
解
﹄
あ
た
り
も
祭
法
�
に
$
し
て

此
に
﹁
6
�
を
祧
と
爲
す
﹂
と
言
ふ
は
︑
蓋
し
高
祖
の
父
・
高
祖
の
祖
の
�
を
謂
ふ
な
り
︒
之
を
6
�
と
謂
ふ
者
は
︑
其
の
世
數
6
く
し

て
將
に
�
ら
ん
と
す
る
を
言
ふ
な
り
︒

と
﹃
家
語
﹄
王
肅
$(12

)
と
同
樣
の
解
釋
を
與
え
て
い
る
が
︑
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

孫
氏
は
さ
ら
に
祭
法
�
の
五
�
の
名
稱
に
も
考
證
を
加
え
て
︑
曾
祖
の
�
を
﹁
皇
考
�
﹂
と
呼
ぶ
の
は
︑﹃
禮
記
﹄
曲
禮
下
�
5
-
22
a
の

﹁
父
を
皇
考
と
曰
ふ
﹂
な
ど
と
齟
齬
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
︑﹁
祖
考
�
﹂
に
つ
い
て
も

印
た
凡
そ
始
祖
之
を
大
祖
と
謂
ふ
に
︑
今
稱
し
て
祖
考
と
爲
す
は
︑
則
ち
祖
の
稱
と
相
ひ
亂
れ
り
︒

と
�
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
は
ま
だ

(經
典
の
記
営
は
互
い
に
無
矛
盾
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
)
經
學
�
思
考
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

祭
法
�
が
記
す
﹁
考
�
｣
↓
｢王
考
�
｣
↓
｢皇
考
�
｣
↓
｢顯
考
�
｣
↓
｢祖
考
�
｣
↓
｢二
祧
﹂
の
順
序
か
ら
し
て
も
﹁
祖
考
﹂
は
﹁
顯
考
﹂
の
父
︑

﹁
二
祧
﹂
の
子
孫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
つ
と
に
王
引
之
﹃
經
義
営
聞(13

)
﹄
が
指
摘
し
て
い
る
︒
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引
之
謹
し
み
案
ず
る
に
︑
祭
法
の
祖
考
�
は
王
制
の
大
祖
の
�
と
同
じ
か
ら
ず
︒
王
制
の
大
祖
の
�
は
︑
始
祖
を
謂
ふ
︒
周
の
后
稷
の
若

き
是
れ
な
り
︒
�
の
祧さ

ら
ざ
る
者
な
り
︒
祭
法
の
祖
考
�
は
顯
考
の
父
を
謂
ふ
︒
�
の
親
盡
く
れ
ば
則
ち
祧
る
者
な
り
︒
⁝
⁝
二
祧
に
至

り
て
は
︑
則
ち
當
に
一
は
祖
考
の
考
た
り
て
︑
一
は
祖
考
の
王
考
た
る
べ
し
︒
⁝
⁝
故も

と

よ
り
祭
法
は
王
制
と
同
じ
か
ら
ず
︒
學
者
�
に
依

り
て
之
を
解
し
て
︑
疑
は
し
き
:
を
闕
け
ば
︑
可
な
り
︒
必
ず
合
し
て
以
て
一
と
爲
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
則
ち
絲
を
治
め
て
之
を
棼み

だ

す
な

り
︒

ま
こ
と
に
﹁
脫
經
學
者
﹂
た
る
王
引
之
の
面
目
N
如
と
い
う
べ
き
解
釋
で
あ
る
が(14

)
︑
他
經
と
の
O
和
を
求
め
て
無
理
な
讀
み
を
し
な
い
限
り
︑

祭
法
�
の
こ
の
部
分
は
王
氏
の
よ
う
に
し
か
解
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
︑
祭
法
�
に
示
さ
れ
た
�
制
は
︑
始
祖
�

(太
祖
�
)
の
存
在
を
�
提
と
し
な
い
も
の
と
な
る
︒
の
み
な
ら
ず

昭
穆
を
對
に
す
る
形
の
昭
穆
制
の
存
在
も
�
提
と
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
天
子
︑
諸
侯
︑
大
夫
の
�
數
が
奇
數
で
あ
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
昭
穆
が
對
に
な
る
の
は
不
衛
で
あ
る
太
祖
�
の
一
を
除
く
か
ら
で
あ
る
︒
祭
法
�
で
は
諸
侯
の
�
制
の
記
営
に
お
い
て
﹁
祖
を

去
る
を
壇
と
爲
す
﹂
と
あ
る
か
ら
︑﹁
祖
(考
)
�
﹂
が
不
衛
で
な
い
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
が
︑
か
り
に
一
步
讓
っ
て
祭
法
�
の
﹁
祖
考
﹂

を
始
祖

(太
祖
)
と
解
す
る
と
し
て
も
︑
大
夫
の
場
合
は
﹁
考
�
﹂﹁
王
考
�
﹂﹁
皇
考
�
﹂
を
立
て
る
だ
け
で
︑﹁
顯
考
・
祖
考
は
�
無
し
﹂

で
あ
る
か
ら
︑
そ
も
そ
も
始
祖
�

(太
祖
�
)
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
こ
こ
に
昭
穆
制
を
持
ち
P
む
と
︑﹁
昭
﹂﹁
穆
﹂
の
い
ず
れ
か
が
一
つ
多

く
な
っ
て
兩
者
が
對
に
な
ら
な
い
か
ら
︑
こ
の
大
夫
の
例
は
︑
祭
法
�
が
始
祖
�
の
存
在
を
�
提
と
し
な
い
こ
と
︑
昭
穆
を
對
に
す
る
昭
穆
制

の
存
在
を
�
提
と
し
な
い
こ
と
を
�
瞭
に
示
し
て
い
よ
う
︒
始
祖
と
い
う
例
外
を
設
け
ず
に
︑
親
等
が
下
る
に
つ
れ
て
︑﹁
�
｣
↓

(﹁
祧
｣
↓
)

﹁
壇
｣
↓
(﹁
墠
｣
↓
)
﹁
鬼
﹂
と
移
行
し
て
い
く
と
す
る
の
が
祭
法
�
の
�
制
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
�
制
が
い
わ
ゆ
る
周
制
と
系
瓜
を
殊
に

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

祭
法
�
の
他
の
部
分
の
記
営
で
︑
�
漢
�
制
論
議
と
の
關
係
に
お
い
て
さ
ら
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹃
國
語
﹄
魯
語
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上
と
重
複
す
る
部
分
に
見
え
る
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
に
關
す
る
記
営
で
あ
る
︒

(a
)
46
-
1
a
祭
法
︑
7
A
氏
は
黃
�
を
禘
し
て
嚳
を
郊
し
︑
顓
頊
を
祖
し
て
堯
を
宗
す
︒
夏
后
氏
も
亦
た
黃
�
を
禘
し
て
鯀
を
郊
し
︑

顓
頊
を
祖
し
て
禹
を
宗
す
︒
殷
人
は
嚳
を
禘
し
て
冥
を
郊
し
︑
契
を
祖
し
て
湯
を
宗
す
︒
周
人
は
嚳
を
禘
し
て
稷
を
郊
し
︑
�
王
を
祖
し

て
武
王
を
宗
す
︒

(b
)
46
-
14
b
夫
れ
U
王
の
祭
祀
を
制
す
る
や
︑
法

民
に
施
せ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
死
を
以
て
事
に
勤
む
れ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
勞
を

以
て
國
を
定
む
れ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
能
く
大
菑
を
禦
げ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
能
く
大
患
を
捍
げ
ば
則
ち
之
を
祀
る
︒
(以
下
省
略
)

(a
)
は
�
頭
に
位
置
し
︑
(b
)
は
�
末
に
位
置
す
る
が
︑
�
初
に
記
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
部
分
は
魯
語
上
の
展
禽
の
語
を
二
分
し
た
も
の
で
︑

魯
語
で
は

(b
)
(a
)
の
順
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
基
本
�
な
考
え
方
は
︑
(b
)
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
民
生
に
多
大
な
る
功
績

を
あ
げ
た
も
の
が
祭
祀
の
對
象
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
(b
)
で
省
略
し
た
部
分
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
功
績
を
あ
げ
た
人
物
が
そ
の
功

績
と
と
も
に
列
舉
さ
れ(15

)
︑
そ
れ
ら
の
人
物
が
各
王
W
で
祭
祀
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
(a
)
で
示
す
形
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の

(a
)

に
見
え
る
﹁
禘
﹂﹁
郊
﹂﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
が
具
體
�
に
ど
の
よ
う
な
祭
祀
で
あ
る
の
か
は
經
學
上
の
大
問
題
で
あ
る
が(

16
)

︑
祭
法
�
(あ
る
い
は
魯

語
)
に
卽
し
て
言
え
ば
︑﹁
祖
﹂
が
王
W
の
始
祖
を
祭
る
も
の
で
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
︒
こ
れ
は
7
A
氏
︑
夏
后
氏
が
と
も
に
﹁
顓
頊
﹂
を

﹁
祖
﹂
す
る
こ
と
と
︑
周
人
が
始
祖
の
﹁
后
稷
﹂
で
は
な
く
﹁
�
王
﹂
を
﹁
祖
﹂
す
る
こ
と
か
ら
�
ら
か
で
あ
る
︒
ど
の
よ
う
な
基
準
で
﹁
禘
﹂

﹁
郊
﹂﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
の
對
象
に
割
り
當
て
ら
れ
る
の
か
は
不
�
で
あ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
そ
の
功
績
ゆ
え
に
祭
祀
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
り
︑
單
に
王
W
の
始
祖
︑
あ
る
い
は
Y
命
の
王
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
祭
祀
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
は

(b
)
の

省
略
し
た
部
分
で
︑
王
W
の
始
祖
あ
る
い
は
Y
命
の
王
と
し
て
そ
れ
ら
の
人
物
を
特
Z
づ
け
る
記
営
が
な
い
こ
と
か
ら
も
�
ら
か
で
あ
る
︒

こ
の
祭
法
�

(あ
る
い
は
魯
語
)
の
考
え
方
を
鯵
[
に
示
し
た
も
の
が
︑
賈
誼
な
ど
に
よ
っ
て
引
か
れ
る

禮
︑
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
︒
(﹃
漢
書
﹄
賈
誼
傳
︑
ま
た
﹃
怨
書
﹄
數
寧
�
)

で
あ
る
︒
こ
の
規
定
は
現
存
の
禮
經
に
見
え
て
い
な
い
も
の
の
︑
思
想
�
に
祭
法
�
と
同
じ
系
瓜
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
︒
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こ
れ
は
直
接
�
に
は
�
制
に
關
す
る
規
定
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
賈
誼
が
﹁
^
成
�
﹂
(
�
�
�
)
を
﹁
太
宗

(�
)
﹂
と
す
る

�
_
で
こ
の
禮
を
持
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に(17

)
︑
�
制
と
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
規
定
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
の
被
祭
祀
者
に

不
衛
の
�
を
立
て
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
祭
法
�
か
ら
`
か
れ
る
�
制
の
骨
格
は
2
の
形
に
な
る
︒

始
祖
�
も
含
め
て
�
�
と
し
︑
一
定
の
親
等
か
ら
外
れ
る
�
は
衛
っ
て
︑
�
�
數
を
一
定
に
す
る

特
別
な
功
績
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
︑
�
�
と
せ
ず
に
不
衛
の
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
等
の
�
と
す
る

祭
法
�
で
は
天
子

(王
)
は
﹁
七
�
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
6
�
﹂
た
る
﹁
二
祧
﹂
は
�
ら
か
に
他
の
五
�
と
性
格
を
殊
に
す
る
か
ら
︑
實
質
�
な

天
子
の
�
�
の
數
は
﹁
五
﹂
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
�
制
を
祭
法
�
が
內
a
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
從
來
ほ
と
ん
ど
$
�
が
は
ら
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
�
漢
の
�
制
論
議

を
考
え
る
に
際
し
て
は
︑
こ
の
よ
う
な
�
制
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
b
が
あ
る
︒
實
際
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
そ
れ
ら
の
議
論
は
︑

&
玄
說
か
王
肅
說
か
︑
あ
る
い
は
七
�
說
か
五
�
說
か
と
い
っ
た
視
點
で
は
ま
っ
た
く
分
析
不
可
能
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

二
︑
�
漢
に
お
け
る
�
制
論
議
一
斑

さ
て
︑
景
�
は
卽
位
の
元
年
に
︑
賈
誼
が
引
い
た
禮
の
規
定
と
同
じ
﹁
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
の
語
を
引
き
つ
つ
︑
�
�
�

の
處
/
に
つ
い
て
下
問
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑
申
屠
嘉
等
が

臣
謹
み
議
す
る
に
︑
世
功
︑
高
皇
�
よ
り
大
な
る
は
莫
く
︑
德
︑
孝
�
皇
�
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
し
︒
高
皇
�
宜
し
く
�
者
太
祖
の
�
と

爲
す
べ
く
︑
孝
�
皇
�
�
宜
し
く
�
者
太
宗
の
�
と
爲
す
べ
し
︒
天
子
宜
し
く
世
世
祖
宗
の
�
に
獻
ず
べ
し
︒
郡
國
諸
侯
宜
し
く
各
お
の

孝
�
皇
�
の
爲
め
に
太
宗
の
�
を
立
つ
べ
し
︒
諸
侯
王
列
侯
の
c
者
︑
天
子
に
侍
祠
し
︑
歲
ご
と
に
祖
宗
の
�
に
獻
ず
べ
し
︒
之
を
竹
帛

に
著
し
て
︑
天
下
に
宣
布
せ
ん
こ
と
を
f
ふ
︒

と
上
奏
し
︑
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
︑
�
�
�
が
不
衛
の
太
宗
�
と
さ
れ
︑
ま
た
郡
國
に
太
宗
�
が
加
え
ら
れ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る(18

)
︒
こ
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の
論
議
が
﹁
禮
︑
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
の
理
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
が
︑
�
揭
の
鷲
尾
論
�
で
は
︑
こ
の

こ
と
を
指
摘
し
て
︑
祖
宗
�
の
祭
祀
の
性
格
に
つ
い
て
︑

高
祖
・
太
宗
が
功
德
に
よ
り
神
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
漢
の
宗
�
祭
祀
と
は
劉
姓
の
み
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
公
共
の
福
利
の
た

め
の
祭
祀
で
あ
り
︑
高
祖
・
太
宗
は
劉
姓
祖
先
神
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
公
共
の
神
格
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

と
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
理
解
は
基
本
�
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が(19

)
︑
こ
の
よ
う
な
政
治
�
な
�
圖
は
措
く
と
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
が
$
目
す

べ
き
は
こ
こ
で
高
祖
も
ま
た
そ
の
功
績
ゆ
え
に
太
祖
の
�
號
を
與
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
高
祖
沒
時
に
そ
の
�
號
を
定
め

る
に
際
し
て
群
臣
が
す
で
に
高
祖
を
﹁
太
祖
﹂
と
呼
ん
で
い
る
例
が
あ
る
し
︑

群
臣
皆
曰
く
︑﹁
高
祖
j
細
よ
り
k
り
︑
亂
世
を
撥
し
之
を
正
に
反
へ
し
︑
天
下
を
l
定
し
て
︑
漢
の
太
祖
と
爲
る
︑
功
�
も
高
し
︒﹂
�

號
を

上
た
て
ま
つ

り
て
高
皇
�
と
爲
す
︒
(﹃
�
記
﹄
高
祖
本
紀
︑﹃
漢
書
﹄
高
�
紀
下
ほ
ぼ
同
じ
)

ま
た
�
�
元
年
正
5
の
7
司
の
語
に
︑

高
�
親
ら
士
大
夫
を
q
い
︑
始
め
て
天
下
を
l
ら
か
に
し
て
︑
諸
侯
を
円
て
︑
�
者
太
祖
と
爲
る
︒
諸
侯
王
 
び
列
侯
の
始
め
て
國
を
Y

く
る
者
も
皆
な
亦
た
其
の
國
祖
と
爲
る
︒
(﹃
�
記
﹄
�
�
本
紀
︑﹃
漢
書
﹄
�
�
紀
ほ
ぼ
同
じ
)

と
あ
っ
て
︑﹁
太
祖
﹂
が
﹁
國
祖
﹂
と
對
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
單
に
王
W
の
創
始
者
の
�
味
で
﹁
太
祖
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
が(20

)
︑
こ
こ
で
の
群
臣
の
語
で
も
直
後
に
﹁
功
�
も
高
し
﹂
と
續
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
太
祖
﹂
の
呼
び
名
と
﹁
功
﹂
と
の

關
聯
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
漢
初
に
多
く
秦
制
を
襲
っ
て
い
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
﹁
皇
�
﹂
と
い
う
稱
か
ら
し
て
秦
を
襲
っ

た
も
の
で
あ
る
︒
高
祖
が
そ
の
父
に
贈
っ
た
﹁
太
上
皇
﹂
の
�
號
も(21

)
︑
始
皇
�
が
莊
襄
王
を
s
�
し
て
﹁
太
上
皇
﹂
と
呼
ん
だ(22

)
の
に
倣
っ
て
い

る
︒
沒
時
に
高
祖
が
﹁
太
祖
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
も
︑
秦
の
二
世
が
始
皇
�
を
そ
の
功
績
ゆ
え
に
�
ん
で
そ
の
�
を
﹁
�
者
祖
�
﹂
と
呼
ん
だ
の

と(
23
)

あ
な
が
ち
無
關
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
功
﹂﹁
德
﹂
ゆ
え
に
﹁
太
祖
﹂﹁
太
宗
﹂
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
觀
念
は
元
�
時
に
お
け
る
�

制
改
革
の
論
議
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
︒
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元
�
は
永
光
四
年

(�
四
〇
)
に
郡
國
�
を
廢
止
し
て
t
一
5
後
︑
今
度
は
京
師
の
�
を
整
理
す
る
た
め
の
詔
を
下
し
て
い
る
︒
こ
の
時
に

存
在
し
て
い
た
京
師
の
祖
�
は
太
上
皇
︑
高
祖
(太
祖
)
︑
孝
惠
︑
孝
�

(太
宗
)
︑
孝
景
︑
孝
武

(
世
宗
)
︑
孝
昭
︑
皇
考
︑
孝
宣
の
九
�
で
あ

る
︒
武
�
を
世
宗
と
呼
ぶ
の
は
宣
�
に
始
ま
り(24

)
︑
皇
考
�
は
宣
�
の
父
の
�
で
宣
�
の
元
康
元
年

(�
六
五
)
に
立
て
ら
れ
て
い
る(25

)
︒
こ
の
元

�
の
詔
は
2
の
言
葉
で
始
ま
る
︒

蓋
し
聞
く
︑
�
王
禮
を
制
し
て
︑
親
�
四
を
立
て
︑
祖
宗
の
�

萬
世
衛
た
ざ
る
は
︑
祖
を
�
び
宗
を
敬
ふ
を
�
ら
か
に
し
て
︑
親
に
親

し
む
を
著
は
す
:
以
な
り
︒
(﹃
漢
書
﹄
韋
玄
成
傳
︑
以
下
こ
の
傳
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
出
典
を
表
記
し
な
い
︒)

こ
こ
か
ら
︑
親
�
四
と
﹁
太
祖
﹂﹁
太
宗
﹂
の
不
衛
�
二
か
ら
な
る
�
制
を
元
�
が
提
案
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
に
對
す
る
︑
韋
玄

成
等
四
十
四
人
の
奏
議
は
2
の
も
の
で
あ
る
︒
u
宜
�
に
四
段
に
分
け
て
引
用
す
る
︒

(a
)
禮
︑
王
者
の
始
め
て
Y
命
す
る
と
︑
諸
侯
の
始
め
て
封
ぜ
ら
る
る
の
君
は
︑
皆
な
太
祖
と
爲
し
︑
以
下
︑
五
�
に
し
て
v

か
た
み

に
衛
ち
︑

衛
�
の
�
は
太
祖
に
臧
せ
ら
れ
︑
五
年
に
し
て
再
び
殷
祭
す
る
は
︑
壹
は
禘
︑
壹
は
祫
な
る
を
言
ふ
な
り
︒
祫
祭
な
る
者
は
︑
衛
�
と
未

だ
衛
た
ざ
る
の
�
と
の
�
を
皆
な
太
祖
に
合
食
し
︑
父
は
昭
た
り
︑
子
は
穆
た
り
︑
孫
は
復
た
昭
た
る
は
︑
古
の
正
禮
な
り
︒

(b
)
祭
義
に
曰
く
︑﹁
王
者
は
其
の
祖
の
自
り
て
出
づ
る
と
こ
ろ
を
禘
し
︑
其
の
祖
を
以
て
之
に
�
し
て
︑
四
�
を
立
つ
﹂
と
︒
言
ふ
こ

こ
ろ
は
始
め
て
Y
命
し
て
王
た
り
て
︑
天
を
祭
る
に
其
の
祖
を
以
て
�
し
て
︑
爲
に
�
を
立
て
ざ
る
は
︑
親
盡
く
れ
ば
な
り
︒
親
�
四
を

立
つ
る
は
︑
親
に
親
し
む
な
り
︒
親
盡
き
て
v
に
衛
つ
は
︑
親
駅
の
殺
︑
y
り
7
る
を
示
す
な
り
︒

(c
)
周
の
七
�
な
る
:
以
の
者
は
︑
后
稷
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
︑
�
王
・
武
王
Y
命
し
て
王
た
る
を
以
て
︑
是
を
以
て
三
�
衛
た
ず
︑
親

�
四
と
七
あ
り
︒
后
稷
の
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
︑
�
・
武
の
Y
命
の
功
7
る
者
に
非
ざ
れ
ば
︑
皆
な
當
に
親
盡
き
て
衛
つ
べ
し
︒
成
王
二
U

の
業
を
成
し
︑
禮
を
制
し
樂
を
作
り
︑
功
德
茂
盛
な
る
も
︑
�
は
z
ほ
世
よ
せ
ず
し
て
︑
行
ひ
を
以
て
諡
と
爲
す
の
み
︒
禮
︑
�
は
大
門

の
內
に
在
り
︑
敢
へ
て
親
を
6
ざ
け
ざ
る
な
り
︒

(d
)
臣
愚
以
爲
ら
く
高
�
Y
命
し
て
天
下
を
定
む
︒
宜
し
く
�
者
太
祖
の
�
と
爲
し
て
︑
世
世
衛
た
ざ
る
べ
し
︒
後
を
承
く
る
は
屬
盡
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き
な
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
今
宗
�
處
を
衣
に
し
︑
昭
穆
序
せ
ず
︒
宜
し
く
入
り
て
太
祖
�
に
就
き
て
昭
穆
を
序
す
る
こ
と
禮
の
如
く
な

る
べ
し
︒
太
上
皇
︑
孝
惠
︑
孝
�
︑
孝
景
�
皆
な
親
盡
く
︑
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
皇
考
�
親
未
だ
盡
き
ず
︑
故
の
如
く
せ
よ
︒

こ
こ
で
は
王
W
の
創
始
者
と
し
て
の
﹁
太
祖
﹂
と
︑
そ
の
﹁
太
祖
﹂
の
祖
先
で
﹁
天
﹂
に
�
さ
れ
る
も
の

(以
下
こ
れ
を
﹁
�
天
の
祖
﹂
と
呼
ぶ
)

が
區
別
さ
れ
て
い
る
︒
(a
)
で
引
用
さ
れ
て
い
る
﹁
禮
﹂
(今
の
禮
經
に
は
見
え
て
い
な
い
)
で
︑﹁
王
者
の
始
め
て
Y
命
す
る
は
︑
⁝
皆
な
太

祖
と
爲
す
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
�
者
で
あ
り
︑
(b
)
で
﹁
祭
義(26

)
﹂
を
引
い
て
︑﹁
始
め
て
Y
命
し
て
王
た
り
﹂
と
言
わ
れ
る
﹁
王
者
﹂

も
�
者
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
(b
)
で
こ
の
﹁
王
者
﹂
が
天
を
祭
る
に
際
し
て
�
祭
は
す
る
も
の
の
︑﹁
親
の
盡
く
る
﹂
が
た
め
に
﹁
�
を
立
て

ざ
る
﹂
も
の
が
後
者
の
﹁
�
天
の
祖
﹂
で
あ
る
︒
後
の
經
學
の
議
論
で
は
︑
た
と
え
ば
周
の
始
祖
で
あ
り
︑
こ
こ
で
言
う
﹁
�
天
の
祖
﹂
で
あ

る
后
稷
が
ま
た

(王
制
�
で
言
わ
れ
る
�
味
で
の
)
﹁
太
祖
(大
祖
)
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
韋
玄
成
等
の
考
え
に
お
い
て
は
﹁
太
祖
﹂
と
﹁
�
天
の
祖
﹂

は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
區
別
の
も
と
で
︑
親
�
四
が
基
本
と
さ
れ
︑
親
の
盡
き
た
�
天
の
祖
に
は
�
を
立
て
な
い
こ
と
が

(b
)
で
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
韋
玄
成
等
の
考
え
る
�
制
で
は
︑
(王
W
の
創
始
者
の
祖
先
で
あ
る
)
始
祖
の
�
も
含
め
て
﹁
親
盡
く
れ
ば
衛
つ
﹂

が
原
則
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
原
則
か
ら
外
れ
る
の
が

(a
)
で
引
用
さ
れ
て
い
る
﹁
禮
﹂
に
見
え
る
﹁
太
祖
﹂
す
な
わ
ち
﹁
王
者
の
始
め
て
Y
命
す
る
﹂
者
も
し
く

は
﹁
諸
侯
の
始
め
て
封
ぜ
ら
る
る
の
君
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
太
祖
﹂
の
�
だ
け
は
不
衛
と
し
て
︑﹁
太
祖
﹂
以
�
の
祖
先
も
︑﹁
太
祖
﹂
以
後
の

祖
先
も
親
の
盡
き
た
衛
�
の
�
は
す
べ
て
こ
の
不
衛
の
�
に
{
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
︒
(a
)
で
は
祖
靈
を
合
わ
せ
祭
る
﹁
祫
祭
﹂
を
こ
の

﹁
太
祖
﹂
�
で
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑﹁
�
天
の
祖
﹂
を
�
祭
す
る
﹁
禘
祭
﹂
が
行
わ
れ
る
場
:
に
つ
い
て
の
記
営
が
な
い
も
の

の
︑
同
じ
く
﹁
太
祖
﹂
の
�
で
行
う
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹁
禘
祭
﹂
を
行
う
と
し
な
が
ら
﹁
�
天
の
祖
﹂
の
�
を
立
て
な
い
と

い
う
の
は
奇
妙
な
話
で
︑
秦
蕙
田
な
ど
も
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
が(27

)
︑
韋
玄
成
等
の
奏
議
を
見
る
限
り
で
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
の
﹁
太
祖
﹂
�
は
�
常
一
つ
で
あ
る
が
︑
周
の
場
合
は
始
封
の
君
た
る
后
稷
と
︑
Y
命
の
王
た
る
�
・
武
の
計
三
人
が
﹁
太
祖
﹂
た
る
�

格
を
持
つ
か
ら
︑
例
外
�
に
こ
の
三
�
が
不
衛
と
さ
れ
て
︑
親
�
四
と
で
七
�
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
が

(c
)
の
記
営
で
あ
る
︒
こ
こ
で
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も
そ
の
﹁
始
封
﹂
や
﹁
Y
命
﹂
の
﹁
功
﹂
ゆ
え
に
こ
の
三
人
の
�
が
不
衛
と
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て

(a
)
の
禮
の
規
定
も
︑
單
に

Y
命
の
王
と
始
封
の
君
が
自
動
�
に
﹁
太
祖
﹂
と
な
る
と
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
功
ゆ
え
に
﹁
太
祖
﹂
と
な
る
と
い
う
考
え
を
背
後

に
し
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
功
を
勘
案
し
た
上
で
︑
漢
の
場
合
︑﹁
�
者
太
祖
の
�
﹂
に
あ
た
る
の
は
高
祖
の
�
だ
け
で

あ
る
と
し
て
︑
孝
景
以
上
の
親
の
盡
き
た
�
は
衛
つ
べ
き
で
あ
る
と
�
張
す
る
の
が

(d
)
で
あ
る
︒

始
祖
�
も
含
め
て
原
則
�
に
�
�
と
な
る
と
し
て
い
る
點
︑
王
W
の
創
始
者
た
る
﹁
太
祖
﹂
の
�
は
そ
の
創
業
の
﹁
功
﹂
ゆ
え
に
不
衛
と
さ

れ
る
と
す
る
點
で
︑
こ
の
韋
玄
成
等
の
�
制
に
つ
い
て
の
基
本
�
な
考
え
方
は
︑
祭
法
�
か
ら
`
か
れ
る
�
制
に
�
い
と
い
え
る
︒
こ
の
後
者

の
點
に
つ
い
て
は
︑
}
年

(永
光
五
年
)
に
下
さ
れ
た
元
�
の
2
の
詔
に
よ
り
�
確
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
說
�
の
u
の
た
め
に
一
�
ご
と
に
ナ

ン
バ
ー
リ
ン
グ
し
て
お
く
︒

①
蓋
し
聞
く
︑
王
者
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
る
は
︑
�
�
の
大
義
な
り
︒
親
�
四
を
存
す
る
は
︑
親
親
の
至
恩
な
り
︒
②

高
皇
�
天
下
の
爲
め
に
暴
を
誅
し
亂
を
除
き
︑
Y
命
し
て
�
た
り
︑
功

焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
︒
③
孝
�
皇
�
國
に
代
王
た
る
と
き
︑

諸
呂
亂
を
作
し
︑
海
內
搖
動
す
︒
然
れ
ど
も
群
臣
黎
庶
�
を
壹
に
せ
ざ
る
は
靡
く
︑
北
面
し
て
歸
心
す
る
も
︑
z
ほ
�
辭
固
讓
し
て
而
る

後
に
卽
位
し
︑
亂
秦
の
跡
を
�
り
︑
三
代
の
風
を
興
す
︒
是
を
以
て
百
姓
晏
然
と
し
て
︑
咸
な
嘉
福
を
獲
た
り
︑
德

焉
よ
り
盛
ん
な
る

は
莫
し
︒
④
高
皇
�
を
漢
の
太
祖
と
爲
し
︑
孝
�
皇
�
を
太
宗
と
爲
し
︑
世
世
祀
を
承
け
︑
之
を
無
窮
に
傳
ふ
る
は
︑
�
甚
だ
之
を
樂

し
む
︒
⑤
孝
宣
皇
�
は
孝
昭
皇
�
の
後
た
り
︑
義
に
於
て
壹
體
な
り
︒
孝
景
皇
�
�
 
び
皇
考
�
は
皆
な
親

(未
だ
)
盡

(
き
ず
)
︑
其

れ
禮
の
儀
を
正
せ
︒

①
の
冒
頭
部
で
は
︑
景
�
も
用
い
た
﹁
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
が
引
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
段
階
で
は
す
で
に
郡
國
�
は
廢
棄

さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
景
�
時
と
は
衣
な
り
︑
こ
こ
に
は
鷲
尾
論
�
が
論
じ
た
よ
う
な
政
治
�
�
圖
は
も
は
や
存
在
し
な
い
︒
禮
經
の
理
念
と
し

て
こ
れ
を
引
い
て
︑﹁
功
﹂﹁
德
﹂
あ
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
と
し
て
祭
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
そ
う
す
る
こ
と
を
﹁
�
�
の
大
義
﹂

で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
他
方
︑
親
�
四
を
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
﹁
親
親
の
至
恩
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
こ
の
二
つ
を
�
制
の
原
則
と
す
る
︒

― 47 ―

419



こ
の
二
つ
の
原
則
は
さ
し
あ
た
り
獨
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ま
ず
は
�
者
の
原
則
に
從
っ
て
︑
②
で
高
祖
が
﹁
功

焉
よ
り
大
な
る

は
莫
き
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
③
で
�
�
が
﹁
德

焉
よ
り
盛
ん
な
る
は
莫
き
﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
.
さ
れ
︑
④
で
高
祖
を
﹁
太
祖
﹂︑
�

�
を
﹁
太
宗
﹂
と
し
て
︑
そ
の
�
を
不
衛
に
し
た
い
と
す
る
元
�
の
�
向
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
王
W
の
創
始
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
動

�
に
﹁
太
祖
﹂
と
な
る
と
觀
念
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
天
下
の
爲
に
暴
を
誅
し
亂
を
除
き
﹂︑
そ
の
功
績
が
﹁
天
﹂
に
.

め
ら
れ
て
﹁
Y
命
し
て
�
﹂
と
な
っ
た
と
い
う
創
業
の
﹁
功
﹂
ゆ
え
に
﹁
太
祖
﹂
た
る
�
格
を
7
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
功
﹂﹁
德
﹂
あ
る
が
故
に
不
衛
�
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
︑
元
�
�
に
お
け
る
�
制
改
革
論
議
の
口
火
を
切
っ
た
貢
禹
も
ま
た
共

7
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
�
制
に
か
か
わ
る
貢
禹
の
奏
言
は
2
の
も
の
し
か
殘
さ
れ
て
い
な
い
︒

古
者
天
子
七
�
︑
今
孝
惠
︑
孝
景
�
皆
な
親
盡
く
︑
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
郡
國
�
に
 
ん
で
は
古
禮
に
應
ぜ
ず
︑
宜
し
く
正
定
す
べ
し
︒

た
だ
短
い
な
が
ら
も
︑
そ
の
�
制
の
槪
略
を
う
か
が
う
に
は
十
分
で
あ
る
︒
孝
景
�
に
つ
い
て
﹁
親
盡
く
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

そ
れ
以
下
の
孝
武
︑
孝
昭
︑
皇
考
︑
孝
宣
の
四
�
が
親
�
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
貢
禹
も
ま
た
親
�
四
を
�
提
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒
當
時
︑
殘
さ
れ
て
い
た
祖
�
は
九
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
親
�
四
と
孝
惠
︑
孝
景
の
二
�
を
除
く
と
︑
殘
る
は
太
上
皇
︑
高
祖
︑
�
�
の
三

�
の
み
︒
よ
っ
て
︑
貢
禹
が
こ
の
不
衛
�
三
と
親
�
四
と
で
﹁
天
子
七
�
﹂
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ど
う
し
て
太
上
皇
�
が
不
衛
と
さ

れ
る
の
か
︑
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
︑
高
祖
・
�
�
の
二
�
に
關
し
て
は
そ
の
﹁
功
﹂﹁
德
﹂
あ
る
が
故
に
不
衛
と
さ
れ
た
も
の

と
思
う
︒
許
愼
の
﹃
五
經
衣
義
﹄
で
は
貢
禹
の
說
を
引
い
て
︑

謹
し
み
案
ず
る
に
︑
春
秋
公
羊
・
御
�
大
夫
貢
禹
說
︑
王
者
德
7
る
を
宗
と
し
︑
�
は
衛
た
ず
︒
宗
と
し
て
復
た
衛
つ
は
︑
德
を
�
ぶ
の

義
に
非
ず
︒
(﹃
詩
﹄
商
頌
・
烈
祖
駅
20
．3
-9
b
引
く
)

と
言
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
c
わ
れ
て
い
る
の
は
﹁
禮
︑
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
の
後
�
部
だ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
後
�
部
だ
け

を
切
り
取
っ
て
�
�
�
の
み
を
そ
の
﹁
德
﹂
ゆ
え
に
不
衛
と
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
對
と
な
る
�
�
部
の
﹁
功
7
る
を
祖
と
す
﹂
の
理
念
に

よ
っ
て
高
祖
�
が
不
衛
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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こ
の
親
�
四
と
﹁
功
﹂
(﹁
德
﹂)
に
よ
る
不
衛
�
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
考
え
方
は
こ
の
時
�
の
儒
者
に
は
廣
く
Y
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
︑
宣
�
時
の
石
渠
論
で
も
︑

石
渠
論
・
白
虎
�
に
云
ふ
︑
周
は
后
稷
︑
�
︑
武
を
以
て
︑
特
に
七
�
な
り
︒
(﹃
禮
記
﹄
王
制
駅
12
-14
b
引
く
馬
昭
難
王
義
)

と
言
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
親
�
四
に
﹁
功
﹂
に
よ
る
后
稷
︑
�
︑
武
の
不
衛
�
三
を
加
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
特
﹂
の

一
字
は
︑﹁
功
﹂
に
よ
る
不
衛
�
が
た
ま
た
ま
三
で
あ
っ
た
か
ら
例
外
�
に
七
�
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
て
い
よ
う
︒

親
�
四
は
別
と
し
て
︑﹁
功
﹂﹁
德
﹂
に
よ
る
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
の
不
衛
�
と
い
う
考
え
方
は
︑
景
�
�
の
�
制
論
議
に
見
え
る
﹁
天
子
宜
し
く

世
世
祖
宗
の
�
に
獻
ず
べ
し
﹂
の
語
に
も
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
�
漢
�
の
�
制
論
議
を
貫
く
ひ
と
つ
の
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
︒
こ
れ
ら

の
議
論
に
お
い
て
︑
高
祖
�
が
そ
の
﹁
功
﹂
に
よ
っ
て
不
衛
の
太
祖
�
と
な
る
こ
と
が
繰
り
�
し
確
.
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
高
祖
が
︑
周
の
后

稷
と
同
じ
よ
う
な
�
味
で
の
始
祖
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
Y
命
の
功
は
.
め
る
と
し
て
も
祖
�
祭
祀
に
お
け
る
始
祖
の
地
位
を

高
祖
が
自
動
�
に
持
つ
わ
け
で
は
な
い
し
︑
出
自
の
身
分
の
低
か
っ
た
高
祖
は
そ
も
そ
も
始
祖
�
を
持
っ
て
い
な
い
︒
始
祖
�
の
存
在
を
�
提

と
す
る
周
の
宗
�
制
を
そ
の
ま
ま
漢
に
持
ち
P
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

上
の
韋
玄
成
等
の
論
議
は
︑
周
で
あ
れ
ば
始
祖
后
稷
に
あ
た
る
﹁
�
天
の
祖
﹂
を
�
�
と
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
高
祖
の
祖
先
と
し
て
の
始
祖

�
の
不
在
を
不
問
に
し
︑
高
祖
�
を
實
質
�
な
始
祖
�
に
据
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
︒
こ
れ
を
可
能
に
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
用
い
ら

れ
た
の
が
﹁
親
�
四
︑
親
盡
き
て
v
に
衛
つ
﹂
と
い
う
原
則
と
︑
不
衛
�
を
定
め
る
﹁
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
の
原
則
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
高
祖
�
が
不
衛
の
太
祖
�
と
し
て
實
質
�
な
始
祖
�
に
据
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
︑
惠
�
以
下
の
昭
穆
が
定

ま
り
︑
衛
�
の
�
の
行
方
も
定
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

以
上
に
示
し
た
�
制
論
議
に
お
い
て
︑
不
衛
�
と
�
�
を
あ
わ
せ
た
�
數
-
體
の
制
限
數
か
ら
議
論
を
始
め
る
も
の
が
�
液
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
も
$
目
に
値
し
よ
う
︒
貢
禹
だ
け
は
﹁
古
者
天
子
七
�
﹂
か
ら
說
き
k
こ
し
て
い
る
か
ら
︑
-
體
の
�
數
の
制
限
か
ら
議
論
を
始
め
て
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い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
︑
そ
の
議
論
の
詳
細
が
分
か
ら
な
い
か
ら
措
く
と
し
て
︑
元
�
に
せ
よ
︑
韋
玄
成
等
に
せ
よ
︑
�
數
-
體
の
制
限
數

か
ら
議
論
を
始
め
て
い
な
い
︒
上
の
韋
玄
成
等
の
提
案
す
る
�
制
は
結
果
�
に
不
衛
�
一
︑
�
�
四
の
い
わ
ゆ
る
五
�
制
と
一
致
し
て
い
る
も

の
の
︑
ま
ず
�
數
五
を
定
め
た
上
で
︑
そ
こ
に
占
め
る
不
衛
�
の
數
を
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
韋
玄
成
等
の
奏
議
に
對
し
て
は
︑

大
司
馬
車
騎
將
軍
許
嘉
等
二
十
九
人
が
さ
ら
に
�
�
(太
宗
)
�
を
不
衛
と
す
る
こ
と
を
�
張
し
︑
廷
尉
尹
忠
は
さ
ら
に
武
�
(世
宗
)
�
を

不
衛
と
す
る
こ
と
を
�
張
し
︑
諫
大
夫
尹
�
始
等
十
八
人
は
皇
考
�
を
衛
つ
こ
と
を
�
張
し
て
い
る
が
︑
彼
ら
も
ま
た
不
衛
�
・
�
�
を
あ
わ

せ
た
�
數
-
體
の
制
限
數
か
ら
こ
れ
ら
の
�
張
を
`
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
永
光
四
年
の
元
�
の
詔
に
至
っ
て
は
︑﹁
祖
﹂

﹁
宗
﹂
の
不
衛
�
二
と
親
�
四
の
六
�
制
を
提
案
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
天
子
六
�
を
制
限
數
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
`
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑

�
�
を
四
に
固
定
し
て
︑
不
衛
�
を
二
と
し
た
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
�
數
六
が
`
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
考
え
方
は
}
年
の
詔
に

お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
︑
こ
の
詔
の
⑤
の
部
分
に
も
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

永
光
五
年
詔
の
②
か
ら
④
が
﹁
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
の
原
則
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑﹁
親
�
四
を
存
す
﹂
の

原
則
に
よ
っ
て
ど
の
�
を
殘
す
か
に
つ
い
て
営
べ
た
の
が
⑤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
は
問
題
の
あ
る
箇
:
で
上
の
引
用
で
の
括
弧
內
の

﹁
未
﹂
字
は
王
柏
中
﹁
漢
代
�
制
問
題
深
討
﹂
(﹃
�
學
5
刊
﹄
二
〇
〇
三
年
第
六
�
)
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
補
わ
な
い
と
︑
孝

景
�
も
皇
孝
�
も
親
が
盡
き
る
こ
と
に
な
る
が
︑
昭
�
と
宣
�
を
分
け
て
二
と
數
え
て
も
︑
景
�
以
後
で
殘
っ
て
い
る
の
は
あ
と
武
�
だ
け
で

あ
る
か
ら
︑﹁
親
�
四
を
存
す
﹂
と
な
ら
な
い
︒
元
�
と
し
て
は
︑
昭
�
・
宣
�
を
一
體
の
も
の
と
し
て
一
つ
に
數
え
︑
景
�
︑
武
�
︑
昭

�
・
宣
�
︑
皇
考
を
﹁
親
�
四
﹂
に
當
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
昭
�
�
に
せ
よ
宣
�
�
に
せ
よ
︑
す
で
に
獨
立
し
た
二
つ
の
�
と

し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
�
味
で
一
體
と
見
な
し
得
る
の
か
は
不
�
で
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
を
一
體
と
し

た
の
に
は
昭
穆
制
に
對
す
る
�
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
こ
の
詔
に
對
す
る
2
の
韋
玄
成
等
の
奏
議
か
ら
知
ら
れ
る
︒

祖
宗
の
�
は
世
世
衛
た
ず
︑
繼
祖
以
下
は
︑
五
�
に
し
て
v
に
衛
つ
︒
今
高
皇
�
は
太
祖
た
り
︑
孝
�
皇
�
は
太
宗
た
り
︑
孝
景
皇
�
は

昭
た
り
︑
孝
武
皇
�
は
穆
た
り
︑
孝
昭
皇
�
は
孝
宣
皇
�
と
俱
に
昭
た
り
︒
皇
考
�
は
親
未
だ
盡
き
ず
︒
太
上
︑
孝
惠
�
は
皆
な
親
盡
く
︑
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宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒
(以
下
省
略
)

景
�
以
下
の
昭
穆
を
�
示
し
て
い
る
以
外
は
︑
基
本
�
に
元
�
と
同
じ
考
え
方
を
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
祖
宗
・
太
宗
兩
�
を
不

衛
と
し
︑
昭
�
・
宣
�
を
一
體
の
も
の
と
し
て
景
�
︑
武
�
︑
昭
�
・
宣
�
︑
皇
考
で
親
�
四
を
�
成
し
て
い
る
︒
皇
考
�
の
昭
穆
が
記
さ
れ

て
い
な
い
が
︑
親
�
四
を
二
昭
二
穆
と
す
る
な
ら
ば
︑
穆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
︑
皇
考
は
武
�
の
孫
に
當
た
る
か
ら
こ
の
血
筋
か
ら
考
え

て
も
穆
で
あ
る
︒
昭
�
・
宣
�
を
一
體
と
す
る
こ
と
に
對
し
て
︑
顏
師
古
は

一
體
は
俱
に
昭
た
る
を
謂
ふ
︒
禮
︑
孫
は
祖
と
俱
に
昭
た
り
︒
宣
�
の
昭
�
に
於
け
る
は
從
孫
た
り
︑
故
に
﹁
義
に
於
て
一
體
﹂
と
云
ふ
︒

と
解
す
る
が
︑
單
に
孫
と
祖
を
一
體
と
す
る
な
ら
ば
武
�
と
皇
考
を
一
體
と
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
︑
皇
考
が
�
位
に
就
い
て
い
な
い
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
︑
そ
の
方
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
處
理
の
よ
う
に
も
思
え
る
︒
が
︑
こ
れ
が
で
き
な
い
の
は
昭
穆
制
の
�
り
に
よ
る
︒
昭

�
と
宣
�
を
二
つ
に
數
え
︑
武
�
・
皇
考
を
一
體
と
し
て
し
ま
う
と
︑
三
昭
一
穆
と
な
っ
て
昭
穆
が
對
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
皇
考

が
親
�
四
に
加
え
ら
れ
る
の
も
同
じ
く
昭
穆
制
の
�
り
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
皇
考
を
拔
い
て
︑
景
�
︑
武
�
︑
昭
�
︑
宣
�
で
親
�
四
と
し

て
し
ま
う
と
︑
や
は
り
三
昭
一
穆
と
な
っ
て
昭
穆
が
對
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
昭
�
・
宣
�
を
一
體
と
す
る
な
ら
ば
︑
上
に
�
�
を
加
え

て
︑
�
�
︑
景
�
︑
武
�
︑
昭
�
・
宣
�
で
二
昭
二
穆
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
�
�
を
太
宗
�
と
し
て
す
で
に
親
�
か
ら

外
し
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
�
擇
肢
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
昭
穆
を
對
に
し
よ
う
と
す
る
と
皇
考
�
を
親
�
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
の
で
あ
る(28

)

も
っ
と
も
︑
親
�
に
皇
考
�
を
加
え
た
場
合
︑
武
�
︑
昭
�
︑
皇
考
︑
宣
�
で
四
親
�
を
�
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
︑
實
際
︑
一
年

�
の
永
光
四
年
に
お
け
る
韋
玄
成
等
の
奏
議
で
は
そ
の
よ
う
な
親
�
�
成
を
提
案
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
ど
う
し
て
昭
�
・
宣

�
を
一
體
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︑
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
一
體
	
は
﹁
五
�
に
し
て
v
に
衛
つ

(
五
�

而
v
衛
)
﹂
の
解
釋
に
j
妙
な
影
�
を
與
え
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
語
は
一
年
�
(永
光
四
年
)
の
韋
玄
成
等
の
奏
議
に
も
﹁
(太
祖
)
以
下
︑
五
�
而
v
衛
﹂
と
見
え
て
い
て
︑
そ
こ
で
の
�
_
か
ら
す
れ
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ば
︑
不
衛
の
太
祖
�
と
親
�
四
で
﹁
五
�
﹂
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
五
�
﹂
を
�
-
體
の
數
と
見
て

(い
わ
ゆ
る
五
�
制
と
し

て
)
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
今
囘
の
場
合
は
太
祖
︑
太
宗
の
不
衛
の
二
�
に
親
�
四
を
殘
す
こ
と
が
�
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑﹁
五
�
﹂
を

�
の
總
數
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
一
年
�
の
も
の
と
衣
な
り
︑
今
囘
の
も
の
は
﹁
繼
祖
以
下
︑
五
�
v
衛
﹂
と
﹁
繼
祖
﹂
の
二
�

字
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
太
祖
を
除
い
て
︑
太
祖
を
繼
ぐ
も
の

(=

｢繼
祖
以
下
﹂)
に
つ
い
て
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
を
求
め
て
い
る
と
解
す

る
こ
と
が
一
應
は
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
不
衛
の
太
宗
�
と
親
�
四
で
﹁
五
�
﹂
と
數
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
問
題
は
こ

の
同
じ
言
葉
が
哀
�
時
に
お
い
て
も
2
の
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

繼
祖
宗
以
下
︑
五
�
に
し
て
v
に
衛
ち
︑
後
に
賢
君
7
り
と
雖
も
︑
z
ほ
祖
宗
と
竝
び
列
す
る
を
得
ず
︒
子
孫
褒
大
顯
揚
し
て
之
を
立
て

ん
と
欲
す
と
雖
も
︑
鬼
神
�
け
ざ
る
な
り
︒
孝
武
皇
�
功
烈
7
り
と
雖
も
︑
親
盡
き
な
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
︒

こ
れ
は
武
�

(世
宗
)
�
を
不
衛
と
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
光
祿
勳
彭
宣
︑
詹
事
滿
昌
︑
�
士
左
咸
等
五
十
三
人
か
ら
示
さ
れ
た
�
見
で
あ

り
︑
今
度
は
﹁
繼
祖
宗
以
下
︑
五
�
而
v
衛
﹂
と
﹁
繼
祖
以
下
﹂
で
は
な
く
﹁
繼
祖
宗
以
下
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
上
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
︑﹁
祖
宗
﹂
す
な
わ
ち
太
祖
︑
太
宗
を
除
い
て
︑
太
祖
︑
太
宗
を
繼
ぐ
も
の

(=

｢
繼
祖
宗
以
下
﹂)
に
つ
い
て
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
こ
で
彼
ら
が
世
宗

(武
�
)
�
を
不
衛
と
し
て
い
る
な
ら
ば
︑
不
衛
の
一
�
と
親
�
四
の
﹁
五
�
﹂
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
が
︑
彼
ら
の
�
張
は
武
�
�
に
つ
い
て
も
﹁
親
盡
き
な
ば
宜
し
く
衛
つ
べ
し
﹂
と
い
う
も
の
で
︑
こ
れ
を
不
衛
と
す
る
も

の
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
﹁
五
�
﹂
は
�
�
五
と
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
言
葉
の
竝
び
か
ら
し
て
も
﹁
五
�

而
v
衛
﹂
は

︱
︱
こ
の
﹁
五
�
﹂
を
不
衛
�
を
も
含
む
�
の
總
數
と
見
な
い
な
ら
ば
︱
︱
︑
す
べ
て
�
�
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
と
取
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
不
衛
�
が
增
え
て
も
こ
の
表
現
が
c
わ
れ
續
け
て
い
る
の
は
︑
こ
れ
が
も
と
も
と
は
不
衛
�
を
含
ま
な
い
五
�
�
に
つ
い

て
の
命
題
だ
っ
た
か
ら
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

實
際
︑
永
光
五
年
の
韋
玄
成
等
の
奏
議
に
お
い
て
も
︑
昭
�
・
宣
�
を
一
體
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
か
け
上
親
�
四
を
�
成
し
て
い
る
だ

け
で
︑﹁
一
體
﹂
と
は
言
っ
て
も
現
實
の
�
と
し
て
は
二
つ
の
�
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
數
え
分
け
れ
ば
�
�
は
五
と
な
る
︒
�
�
五
の
�
味
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で
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
︒
哀
�
時
に
お
け
る
世
宗
�
の
議
論
に
し
て
も
︑
こ
れ
は
哀
�
の
代
に
な
っ

て
武
�
の
親
が
盡
き
る
こ
と
に
よ
る
議
論
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
時
﹁
未
だ
親
の
盡
き
ざ
る
﹂
も
の
の
候
補
は
︑
昭
�
︑
皇
考
︑
宣
�
︑
元
�
︑

成
�
の
五
�
で
あ
る
︒
光
祿
勳
彭
宣
等
が
︑
昭
�
と
宣
�
の
關
係
や
皇
考
�
の
處
/
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
が
︑
こ
の
五
�
を
以
て
�
�
の
五
と
し
て
不
可
は
な
い
︒

こ
の
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
と
實
質
�
に
同
じ
言
葉
は
︑
韋
玄
成
の
後
に
丞
相
と
な
っ
た
匡
衡
が
衛
�
に
謝
し
た
言
葉
の
中
に
も
見
え
て
い
る
︒

天
は
五
行
を
序
し
︑
人
は
五
屬
に
親
し
む
︒
天
子
は
天
を
奉
ず
︑
故
に
其
の
�
に

q
し
た
が

ひ
て
其
の
制
を
�
ぶ
︒
是
を
以
て
禘
嘗
の
序
︑
五

を
�
ぐ
る
こ
と
7
る
靡
し
︒
Y
命
の
君
は
天
に
躬
接
し
て
︑
萬
世
墮こ

ぼ

た
ず
︒
繼
烈
以
下
は
︑
五
�
に
し
て
�
る
︒
上
は
太
祖
に
陳
ね
︑
閒

歲
に
し
て
祫
し
︑
其
の
�
天
に
應
ず
︑
故
に
福
祿
永
に
y
る
︒

こ
こ
で
は
﹁
五
行
﹂﹁
五
屬
﹂
か
ら
解
き
始
め
て
︑﹁
禘
嘗
の
序
︑
五
を
�
ぐ
る
こ
と
7
る
靡
し
﹂
と
`
い
て
い
る
か
ら
︑﹁
五
�
に
し
て
�
る

(五
�
而
�
)
﹂
の
﹁
五
�
﹂
は
�
數
-
體
を
指
し
︑﹁
萬
世
墮
た
ざ
る
﹂﹁
Y
命
の
君
﹂
の
�
と
親
�
四
の
指
す
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒
だ
が
︑

こ
の
時
︑
�
�
(太
宗
)
�
は
す
で
に
不
衛
と
さ
れ
て
い
る
し
︑
實
際
︑
衛
�
に
謝
す
る
に
先
立
っ
て
匡
衡
は
﹁
高
祖
︑
孝
�
︑
孝
武
�
に

禱
っ
て
﹂
い
る
︒
こ
の
時
︑
武
�
�
は
未
だ
親
が
盡
き
て
い
な
い
が
︑
匡
衡
と
し
て
は
太
祖
・
太
宗
と
同
じ
く
世
宗

(武
�
)
�
も
不
衛
に
値

す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
他
方
︑﹁
繼
烈
以
下
﹂
は
顏
師
古
が
$
す
る(29

)
よ
う
に
﹁
高
祖
の
業

(=

烈
)
を
繼
い
で
そ
の
位
を
嗣

ぐ
﹂
も
の
以
下
す
べ
て
を
指
す
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
こ
に
は
�
�
も
武
�
も
含
ま
れ
る
︒﹁
五
�
而
�
﹂
を
太
祖
�
を
の
ぞ
い
た
親
�
四
を
�

す
こ
と
に
つ
い
て
言
う
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
規
定
が
�
�

(や
武
�
)
�
に
も
8
用
さ
れ
て
そ
れ
が
�
�
の
方
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
し
︑
こ
の
﹁
五
�
﹂
を
�
の
總
數
と
し
て
こ
こ
に
不
衛
の
太
宗

(
�
�
)
�
も
數
え
P
む
な
ら
ば
︑
今
度
は
親
�
が
三
と
な
っ
て
よ

り
奇
妙
な
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る(30

)
︒
も
っ
と
も
︑﹁
五
�
而
�
﹂
が
�
�
五
を
�
味
す
る
も
の
と
解
し
て
も
同
樣
の
困
難
は
�
け
ら
れ
な

い
か
ら(

31
)

︑
こ
の
語
の
�
味
を
確
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
が
︑﹁
五
�
而
v
衛
﹂
に
せ
よ
﹁
五
�
而
�
﹂
に
せ
よ
︑
彼
ら
に
と
っ
て
は

な
か
ば
慣
用
�
な
表
現
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
不
用
�
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
に
解
し
が
た
い
部
分
が
で
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
︒

こ
の
な
か
ば
慣
用
�
な
表
現
が
︑
つ
ね
に
﹁
太
祖
�
＋
親
�
四
﹂
を
�
味
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
そ
の
﹁
五
�
﹂
は
不
衛
・
�
�
を
含
め
た
�

數
-
體
の
數
と
な
り
︑
ま
さ
し
く

(天
子
)
五
�
制
を
語
る
も
の
と
な
る
︒
た
だ
︑
元
�
�
に
お
け
る
�
制
論
議
の
多
く
が
︑
�
數
-
體
の
制

限
數
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
の
な
か
ば
慣
用
�
な
表
現
が
�
初
か
ら
い
わ
ゆ
る
五
�
制
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
疑
問
に
思
え
て
く
る
︒
こ
の
思
い
を
さ
ら
に
强
く
す
る
の
が
祭
法
�
の
存
在
で
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
天
子
に
つ
い
て
も
こ
の
�
は
實

質
�
に
五
�
�
制
を
語
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
と
い
う
慣
用
�
な
表
現
を
`
い
た
の
は
祭
法
�
で
あ
り
︑
こ
の

﹁
五
�
﹂
は
も
と
も
と
は
五
�
�
を
�
味
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
︑﹃
儀
禮
﹄
喪
9
の
喪
制

(四
親
等
の
祖
ま
で
喪
に
9
す
)
や
︑

﹃
禮
記
﹄
喪
9
小
記
�
の
﹁
王
者
⁝
四
�
を
立
つ
﹂
の
規
定
な
ど
か
ら
`
か
れ
た
親
�
四
と
ぶ
つ
か
っ
て
︑
五
�
�
の
一
が
不
衛
�
に
當
て
ら

れ
た
の
が
︑
韋
玄
成
等
の
奏
議

(永
光
四
年
)
に
お
け
る
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
︒
元
�
や
韋
玄
成
等

(永
光

五
年
)
が
昭
�
・
宣
�
を
一
體
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
�
四
を
�
成
し
て
い
る
の
も
︑
�
と
し
て
昭
穆
制
の
b
求
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
︑

五
�
�
と
の
O
和
を
圖
り
た
か
っ
た
も
の
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
と
は
い
え
︑﹁
五
�
而
v
衛
﹂
の
﹁
五
�
﹂
が
も
と
も
と
は
五
�
�
を

�
味
し
て
い
た
と
す
る
の
は
な
お
大
膽
な
�
張
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
こ
れ
を
営
べ
る

に
と
ど
め
て
︑﹁
五
�
而
v
衛
﹂
が
常
に
﹁
太
祖
�
＋
親
�
四
﹂
の
い
わ
ゆ
る
五
�
制
を
�
味
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
$
�
を
う
な

が
し
て
お
き
た
い(32

)
︒

さ
て
︑﹁
五
�
而
v
衛
﹂
が
祭
法
�
に
由
來
し
た
か
否
か
は
措
く
と
し
て
︑
祭
法
�
が
內
a
す
る
�
制
が
�
漢
�
に
お
け
る
宗
�
論
議
の
骨

格
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
以
上
の
論
営
か
ら
ほ
ぼ
�
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
祭
法
�
が
內
a
す
る
�
制
と
は
2
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

始
祖
�
も
含
め
て
�
�
と
し
︑
一
定
の
親
等
か
ら
外
れ
る
�
は
衛
っ
て
︑
�
�
數
を
一
定
に
す
る

特
別
な
功
績
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
︑
�
�
と
せ
ず
に
不
衛
の
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
等
の
�
と
す
る
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永
光
五
年
の
元
�
の
詔
に
典
型
�
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
親
�
を
存
す
る
﹁
親
親
の
至
恩
﹂
と
﹁
功
7
る
を
祖
と
し
德
7
る
を
宗
と
す
﹂

に
よ
っ
て
不
衛
�
を
定
め
る
﹁
�
�
の
大
義
﹂
と
が
�
漢
�
の
�
制
論
議
の
二
大
原
則
で
あ
り
︑
こ
の
二
大
原
則
が
そ
れ
ぞ
れ
上
の
二
つ
に
對

應
す
る
︒
衣
な
る
の
は
�
�
の
數
と
︑
昭
穆
制
の
7
無
で
あ
る
が
︑
不
衛
�
を
含
む
�
數
-
體
の
制
限
か
ら
議
論
を
は
じ
め
る
こ
と
は
せ
ず
︑

�
�
の
數
は
保
持
し
つ
つ
も
︑
不
衛
�
が
增
や
さ
れ
て
い
く
點
に
お
い
て
︑
祭
法
�
が
內
a
す
る
�
制
の
影
�
は
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒

實
際
︑
祭
法
�
の
�
制
ほ
ど
�
漢
代
の
狀
況
に
8
合
�
な
も
の
は
な
い
︒
后
稷
を
始
祖
と
し
て
そ
こ
か
ら
昭
穆
を
數
え
る
い
わ
ゆ
る
周
制(33

)
で

は
︑
王
W
の
創
始
者
た
る
Y
命
の
王
で
あ
る
�
王
・
武
王
も
ま
た
昭
穆
の
い
ず
れ
か
に
屬
す
る
の
で
あ
り
始
祖
と
し
て
の
地
位
を
持
た
な
い
︒

こ
れ
を
漢
に
持
ち
P
む
な
ら
ば
︑
誰
を
始
祖
と
し
︑
高
祖
の
昭
穆
を
い
ず
れ
に
定
め
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
す
ぐ
に
行
き
詰
る
こ
と
に
な
る
︒

祭
法
�
の
よ
う
に
始
祖
�
を
も
含
め
て
�
�
と
す
る
な
ら
ば
︑
始
祖
�
の
不
在
は
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
し
︑
特
別
な
功
績
の
あ
る
も
の
に
は

不
衛
の
﹁
祖
﹂﹁
宗
﹂
の
�
が
立
て
ら
れ
る
か
ら
︑
王
W
の
創
始
者
と
し
て
の
高
祖
の
�
を
そ
の
功
ゆ
え
に
不
衛
の
太
祖
�
と
し
て
か
ま
わ
な

い
︒
そ
の
上
で
︑
こ
れ
を
實
質
�
な
始
祖
�
と
し
て
そ
こ
に
昭
穆
制
等
を
含
ん
だ
�
制
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
�
漢
�
末
�
の
劉
歆
等
の
�
制
論
議
に
な
る
と
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
�
の
﹁
天
子
は
七
�
︑
三
昭
三
穆
︑
太
祖(34

)
の
�
と
七
﹂
や

﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
僖
公
十
五
年
8
-12
b
﹁
天
子
は
七
�
︑
諸
侯
は
五
︑
大
夫
は
三
︑
士
は
二
﹂
を
引
い
て
︑
-
體
の
�
數
制
限
か
ら
議
論
が
組

み
立
て
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
く
る
︒
た
だ
︑
そ
こ
で
も
︑

七
な
る
者
は
︑
其
の
正
法
の
數
︑
常
數
と
す
べ
き
者
な
り
︒
宗
は
此
の
數
の
中
に
在
ら
ず
︒
宗
は
︑
變
な
り
︑
苟
も
功
德
7
れ
ば
則
ち
之

を
宗
と
し
︑
預
め
爲
に
數
を
設
く
る
べ
か
ら
ず
︒

と
﹁
宗
﹂
を
﹁
七
�
﹂
に
數
え
P
ま
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
︑
太
宗

(
�
�
)
�
と
世
宗

(武
�
)
�
︑
特
に
後
者
を
不
衛
と
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
際
に
根
據
と
し
て
引
か
れ
る
の
が
や
は
り
祭
法
�
な
の
で
あ
る
︒

禮
記
祀
典
に
曰
く
︑﹁
夫
れ
U
王
の
祀
を
制
す
る
や
︑
功

民
に
施
せ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
勞
を
以
て
國
を
定
む
れ
ば
則
ち
之
を
祀
り
︑
能

く
大
災
を
救
へ
ば
則
ち
之
を
祀
る
﹂
と
︒
竊
に
孝
武
皇
�
を
觀
る
に
︑
功
德
皆
な
�
ね
て
7
り
︒
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｢禮
記
祀
典
﹂
と
あ
る
も
の
の
︑
中
身
は
祭
法
�
の
�
違
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
祭
法
�
が
﹁
祀
典
﹂
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
が
問
題
と
な
る

が
︑﹃
漢
書
﹄
で
は
郊
祀
志
下
の
王
厭
言
に
お
い
て
も
﹁
禮
記
祀
典
﹂
と
冠
し
て
こ
の
�
の
�
が
引
か
れ(

35
)

︑
律
曆
志
下

(
世
經
)
で
は
﹁
祭
典

曰
﹂
と
冠
し
て
こ
の
�
の
句
が
引
か
れ
て
い
る(36

)
︒
こ
れ
ら
﹁
祀
典
﹂﹁
祭
典
﹂
が
こ
の
�
の
別
名
で
あ
る
の
か
︑
楊
樹
�
が
言
う
よ
う
に
一
般

名
詞
な
の
か
不
�
で
あ
る
も
の
の(37

)
︑
こ
れ
ら
が
祭
法
�
か
ら
の
引
用
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う(38

)
︒
上
に
引
い
た
末
句
で
祭
法
�
か
ら
の
引
用

に
見
え
な
い
﹁
德
﹂
字
が
見
え
て
い
る
の
は
︑
賈
誼
等
の
引
く
﹁
禮
︑
功
7
る
を
祖
と
し
︑
德
7
る
を
宗
と
す
﹂
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
祭
法
�
か
ら
の
影
�
は
�
ら
か
で
あ
る

劉
歆
は
ま
た
2
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︒

故
に
春
秋
外
傳
に
曰
く
︑﹁
日
に
祭
り
︑
5
に
祀
り
︑
時
に
享
し
︑
歲
に
貢
し
︑
y
に
王
す
﹂
と
︒
祖
・
a
は
則
ち
日
に
祭
り
︑
曾
・
高

は
則
ち
5
に
祀
り
︑
二
祧
は
則
ち
時
に
享
し
︑
壇
墠
は
則
ち
歲
に
貢
し
︑
大
禘
は
則
ち
y
に
王
す
︒

こ
の
﹃
春
秋
外
傳
﹄
の
語
は
周
語
上
で
祭
公
謀
父
が
穆
王
を
諫
め
た
言
葉
の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が(39

)
︑
そ
の
後
ろ
の
部
分
が
祭
法
�
を

下
�
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
�
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
祭
法
�
が
一
括
し
て
親
�
五
を
﹁
5
祭
﹂
と
し
て
い
た
も
の
が
︑
こ
こ
で
は

﹁
祖
・
a
﹂﹁
曾
・
高
﹂﹁
二
祧
﹂
の
三
つ
の
昭
穆
の
ペ
ア
を
�
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
王
制
�
の
三
昭
三
穆
に
8
合
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
︑

後
世
︑
祭
法
�
の
﹁
祖
考
�
﹂
が
太
祖
�
に
�
解
さ
れ
る
に
至
る
�
を
開
い
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
劉
歆
は
祭
法
�
が
內
a
す
る
�
制

の
一
を
取
り
︑
一
を
改
變
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
高
祖
(太
祖
)
�
を
實
質
�
な
始
祖
�
に
當
て
る
作
業
は
元
�
�
の
議
論
に

よ
っ
て
す
で
に
完
�
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
上
に
立
っ
て
︑
よ
り
經
典
-
體
に
8
合
�
な
�
制
の
�
と
武
�
(世
宗
)
�
の
處
/

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
武
�

(世
宗
)
�
の
處
/
と
い
っ
た
個
別
の
現
實
�
な
問
題
を
取
り
除
い
て
し
ま
え
ば
︑
殘
る
の
は
經
典
-
體
に
よ
り
8
合
�
な

�
制
の
s
求
と
い
う
純
粹
に
經
學
�
な
問
題
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
︑﹁
功
﹂﹁
德
﹂
ゆ
え
の
不
衛
�
と
い
う
原
則

(と
い
う
よ

り
例
外
規
定
)
に
重
き
を
置
く
必
b
は
も
は
や
な
く
な
る
し
︑
始
祖
�
を
も
�
�
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
祭
法
�
の
記
営
は
︑
か
え
っ
て
他
經
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か
ら
`
か
れ
る
�
制
を
破
壞
し
か
ね
な
い
危
險
な
も
の
と
な
る
︒
そ
こ
で
︑
�
識
�
か
無
�
識
�
か
︑
そ
の
﹁
祖
考
�
﹂
を
太
祖
�
に
當
て
る

と
い
う
曲
解
の
下
で
︑
經
學
に
お
け
る
�
制
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
︒
祭
法
�
が
本
來
內
a
し
て
い
た
�
制
は
こ
こ
に
歷
�
�
な
c
命
を

y
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒

三
︑
祭
法
�
に
つ
い
て

︱
︱
怨
出
土
�
料
を
手
が
か
り
に
し
て

さ
て
︑
以
上
で
�
漢
�
︑
特
に
元
�
�
を
中
心
と
し
た
�
制
論
議
と
祭
法
�
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
営
べ
y
え
た
こ
と
に
な
る
と

思
う
︒
2
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
祭
法
�
そ
れ
自
體
の
問
題
で
あ
る
︒

こ
の
�
の
�
首
と
�
末
が
﹃
國
語
﹄
魯
語
上
の
展
禽

(柳
下
惠
)
の
語
に
基
づ
く
こ
と
は
�
初
に
営
べ
た
�
り
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
は
さ
ま

れ
た
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
區
分
で
き
る
︒

(1
)
46
-3
b
﹁
燔
柴
於
泰
壇
︑
祭
天
也
﹂
以
下
の
い
わ
ゆ
る
﹁
六
宗
﹂
に
關
す
る
部
分

(2
)
46
-6
b
﹁
大
凡
生
於
天
地
之
閒
者
︑
皆
曰
命
﹂
以
下
の
五
代
︑
七
代
の
﹁
變
﹂﹁
不
變
﹂
を
語
る
部
分

(3
)
46
-7
b
﹁
天
下
7
王
︑
分
地
円
國
﹂
以
下
の
�
制
に
關
す
る
部
分

(4
)
46
-11
b
﹁
王
爲
群
姓
立
社
︑
曰
大
社
﹂
以
下
の
﹁
社
﹂
に
關
す
る
部
分

(5
)
46
-12
b
﹁
王
爲
群
姓
立
七
祀
﹂
以
下
の
い
わ
ゆ
る
﹁
五
祀
﹂
に
關
す
る
部
分

(6
)
46
-14
a
﹁
王
下
祭
殤
五
﹂
以
下
の
﹁
祭
殤
﹂
に
關
す
る
部
分

こ
の
內
︑
(2
)
の
部
分
に
は
︑

七
代
の
�
に
立
つ
る
:
の
者
は
︑
禘
︑
郊
︑
宗
︑
祖
︒
其
の
餘
は
變
は
ら
ざ
る
な
り
︒

と
あ
っ
て
︑﹁
禘
﹂︑﹁
郊
﹂︑﹁
宗
﹂︑﹁
祖
﹂
の
不
衛
�
の
設
定
は
各
代
に
よ
っ
て
衣
な
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
�
制
に
變
	
は
な
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
よ
う
で
︑
魯
語
と
重
複
す
る
部
分
と
︑
(3
)
の
�
制
に
關
す
る
部
分
を
つ
な
ぐ
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
︒
(6
)
は
王
肅
が
﹃
U
證
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論
﹄
で印

た
祭
法
に
云
ふ
︑﹁
王
下
は
殤
五
を
祭
り
︑
五
世
の
來
孫
に
 
ぶ
﹂
と
︑
則
ち
下
は
無
親
の
孫
に
 
ぶ
に
︑
上
を
祭
る
に
無
親
の
祖
に

 
ば
ざ
る
は
︑
亦
た
詭
な
ら
ず
や
︒
(﹃
禮
記
﹄
王
制
駅
12
-14
a
引
く
︑
ま
た
﹃
�
典
﹄
卷
四
七
)

と
引
く
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
殤
五
を
祭
る
﹂
と
�
�
五
は
關
聯
す
る
か
ら
︑
(3
)
の
�
制
と
表
裏
を
な
す
︒
以
上
は
人
鬼
に
關
す
る
祭
祀
記
事

で
あ
る
︒
(1
)
は
天
神
︑
地
Ì
︑
四
方
山
川
等
の
︑
(4
)
は
社
の
︑
(5
)
は
宮
中
の
祭
祀
記
事
で
あ
っ
て
互
い
に
獨
立
し
た
內
容
を
持
つ

が
︑
(4
)
(5
)
は

(3
)
と
同
じ
く
︑
王
︑
諸
侯
︑
大
夫
等
の
身
分
の
差
に
應
じ
た
 
い
を
列
舉
し
て
お
り
︑
(1
)
で
も

天
下
を
7
つ
者
は
百
神
を
祭
る
︒
諸
侯
は
其
の
地
に
在
れ
ば
則
ち
之
を
祭
り
︑
其
の
地
に
¡
く
ん
ば
則
ち
祭
ら
ず
︒

と
︑﹁
天
下
を
7
つ
者
﹂
(王
)
と
諸
侯
と
の
 
い
に
觸
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
り
の
よ
い
一
�
と
は
言
え
な
い
も
の
の
︑
�
b
な
祭
祀

對
象
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
を
身
分
に
よ
っ
て
等
差
附
け
よ
う
と
す
る
¢
者
の
�
識
は
�
確
で
あ
る
︒
魯
語
の
展
禽
語
に
觸
發

さ
れ
た
者
が
︑
そ
の
語
を
用
い
つ
つ
諸
祭
祀
に
つ
い
て
整
理
を
加
え
た
結
果
が
こ
の
一
�
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
�
の
成
立
を
考
え
る
上
で
ま
ず
$
目
す
べ
き
は
︑
(1
)
と
﹃
孔
叢
子
﹄
論
書
�
と
の
重
複
で
あ
る
︒
後
者
で
﹁
六
宗
﹂
に
つ
い
て
孔

子
が
語
る
言
葉
は
︑
そ
の
大
�
が

(1
)
と
重
複
し
て
お
り
︑﹃
孔
叢
子
﹄
が
祭
法
�
を
襲
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑﹃
孔
叢
子
﹄
の

成
立
年
代
に
つ
い
て
は
議
論
が
多
く(40

)
︑
こ
こ
か
ら
祭
法
�
の
成
立
の
下
限
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒

こ
の
�
の
成
立
に
つ
い
て
︑
よ
り
よ
い
手
が
か
り
を
與
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は

(5
)
の
﹁
五
祀
﹂
に
關
す
る
部
分
で
あ
る
︒
古
く
は

違
太
炎
が
こ
の
部
分
を
�
た
る
根
據
と
し
て
祭
法
�
の
楚
人
制
作
說
を
唱
え
て
い
る(41

)
︒
經
典
に
見
え
る
﹁
五
祀
﹂
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
﹁
五

祀
考
﹂
(﹃
東
方
宗
敎
﹄
第
一
七
號
︑
一
九
六
一
年(42
))

が
﹁
地
示

(Ì
)
の
五
祀
﹂
と
﹁
宮
中
の
五
祀
﹂
に
二
分
さ
れ
て
い
る
が
︑
祭
法
�
に
見
え
る

﹁
五
祀
﹂
は
後
者
で
あ
る
︒﹁
宮
中
の
五
祀
﹂
は
﹃
禮
記
﹄
5
令
等
で
は
門
︑
戶
︑
中
霤
︑

︑
行
と
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
︑
祭
法
�
で
は
身

分
に
よ
っ
て
等
差
が
附
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
2
の
も
の
が
當
て
ら
れ
て
い
る
︒

王

(七
祀
)

司
命
︑
中
霤
︑
國
門
︑
國
行
︑
泰
厲
︑
戶
︑
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諸
侯

(五
祀
)

司
命
︑
中
霤
︑
國
門
︑
國
行
︑
公
厲

大
夫

(三
祀
)

族
厲
︑
門
︑
行

8
士

(二
祀
)

門
︑
行

庶
士
庶
人

(一
祀
)

戶
ま
た
は


こ
こ
に
見
え
る
﹁
司
命
﹂
に
つ
い
て
︑
漢
初
に
長
安
に
置
か
れ
た
官
祠
に
お
い
て
﹁
荊
巫
﹂
が
﹁
司
命
﹂
を
祠
っ
て
い
る
こ
と
か
ら(43

)
︑
違
太
炎

は
こ
れ
を
楚
系
瓜
の
も
の
と
推
測
し
︑﹃
楚
辭
﹄
九
歌
の
﹁
大
司
命
﹂
を
王
の
﹁
司
命
﹂︑﹁
少
司
命
﹂
を
諸
侯
の
﹁
司
命
﹂
に
當
て
︑
さ
ら
に

九
歌
の
﹁
國
殤
﹂
を
王
の
﹁
泰
厲
﹂
と
諸
侯
の
﹁
公
厲
﹂
に
︑﹁
山
鬼
﹂
を
大
夫
の
﹁
族
厲
﹂
に
當
て
て
い
る
︒
た
だ
︑
上
営
の
官
祠
で
は

﹁
晉
巫
﹂
も
ま
た
﹁
司
命
﹂
を
祠
っ
て
い
る
か
ら(44

)
︑
こ
れ
を
楚
に
特
7
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い(45

)
︒

祭
法
�
の
五
祀
が
楚
地
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
傳
え
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
︑
a
山
二
號
楚
墓
出
土
の
五
祀
木
�
か
ら
�
ら
か
で
あ
る(46

)
︒
こ

れ
は
同
墓
西
室
出
土
四
一
五
號
竹
笥
中
に
{
め
ら
れ
て
い
た
五
枚
一
組
の
小
木
è
で
︑
互
い
に
形
を
衣
に
す
る
五
枚
の
小
木
è
に
は
︑
そ
れ
ぞ

れ
﹁
室
﹂
(﹁
中
霤
﹂
に
當
た
る
)
︑﹁

﹂︑﹁
門
﹂︑﹁
戶
﹂︑﹁
行
﹂
の
一
字
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
墓
�
の
卲
厳
の
身
分
は
大
夫
と
推
定
さ
れ
て
い

る
か
ら(

47
)

︑
こ
の
身
分
の
者
で
も
戰
國
楚
地
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
五
祀
を
祀
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
興
味
深
い
の
は
そ
の
卜

筮
禱
祠
記
錄
に
お
い
て
實
際
に
禱
祠
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
五
祀
は
門
︑
行
だ
け
で
︑
こ
の
點
で
は
祭
法
�
と
の
一
致
が
見
ら
れ
る(48

)
︒
と
は
い

え
︑
¦
山
楚
鯵

(墓
�
は
楚
公
族
悼
固
)
で
は
さ
ら
に

も
祀
ら
れ
て
い
る
し
︑
怨
蔡
í
陵
楚
鯵

(
墓
�
は
楚
封
君
l
夜
君
成
)
で
は
さ
ら
に
室
中

や
戶
も
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
決
し
て
王
の
み
が
五
祀
-
體
を
祀
り
得
た
わ
け
で
は
な
い
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
乙
�
(三
一
～
四
〇
貮(49
))

に
も
2
に
示
す
よ
う
に
五
祀
の
祀
日
が
記
さ
れ
て
い
て
︑
秦
代
に
入
っ
て
も
少
な
く
と
も
楚
地
で
は
そ
れ
ほ
ど
身
分
の
高
く
な
い
者
ま
で
が
五

祀
を
祀
り
得
た
こ
と
が
わ
か
る(50

)
︒

祠
室
中
日
︑
辛
丑
︑
癸
亥
︑
乙
酉
︑
己
酉
は
︑
吉
︒
龍
は
︑
壬
辰
申(51

)
︒

祠
戶
日
︑
壬
申
︑
丁
酉
︑
癸
丑
亥
は
︑
吉
︒
龍
は
︑
丙
寅
︑
庚
寅
︒
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祠
門
日
︑
甲
申
辰
︑
乙
亥
丑
酉
は
︑
吉
︒
龍
は
︑
戊
寅
︑
辛
巳
︒

祠
行
日
︑
甲
申
︑
丙
申
︑
戊
申
︑
壬
申
︑
乙
亥
は
︑
吉
︒
龍
は
︑
戊
︑
己
︒

祠
︻
(52

)
︼
日
︑
己
亥
︑
辛
丑
︑
乙
亥
︑
丁
丑
は
︑
吉
︒
龍
は
︑
辛
□

祠
五
祀
日
︑
丙
丁
は
︑

︒
戊
己
は
︑
內
中
土
︒︻
甲
︼
乙
は
︑
戶
︒
壬
癸
は
︑
行
︒
庚
辛
は
︑︻
門
︼︒

こ
の
﹃
日
書
﹄
の
記
営
で
興
味
深
い
の
は
︑﹁
祠
五
祀
日
﹂
の
部
分
で
は
︑
五
祀
が
完
-
に
五
行
と
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
の
に
對
し
て

(木
：
戶
／
火
：

／
土
：
室
／
金
：
門
／
水
：
行
)
︑
五
祀
そ
れ
ぞ
れ
の
祀
日
の
吉
凶

(﹁
龍
﹂
は
凶
日
を
示
す
)
を
示
す
部
分
に
お
い
て
は
︑
五
行

と
の
關
係
が
�
確
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
に
關
し
て
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
江
陵
嶽

山
秦
日
書(53

)
に
も
見
え
て
い
て
︑

祠
門
良
日
は
︑
甲
申
辰
︑
乙
亥
丑
酉
︑
丁
酉
︒
忌
は
︑
丙
︒

祠

良
日
は
︑
乙
丑
酉
未
︑
己
丑
酉
︑
癸
丑
︑
甲
辰
︒
忌(54

)
は
︑
辛
︑
壬
︒
(木
牘
M
36
:
43
背
面
)

と
な
っ
て
お
り
︑
睡
虎
地
の
も
の
と
は
祀
日
の
吉
凶
に
ぶ
れ
が
存
在
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
祀
〇
良
日
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日

書
﹄
甲
�
(七
八
︑
七
九
正
貮
)
に
も

祀
父
母
良
日
は
︑
乙
丑
︑
乙
亥
︑
丁
丑
亥
︑
辛
丑
︑
癸
亥
︑
三
5
を
出
で
ず
し
て
大
い
に
得
る
7
り
︒
三
は
乃

も
し
く

は
五
︒

祠
行
良
日
︑
庚
申
は
是
れ
天
昌
な
り
︑
三
歲
を
出
で
ず
し
て
必
ず
大
い
に
得
る
7
り
︒

と
見
え
て
い
て
︑
こ
こ
で
﹁
祠
行
良
日
﹂
と
さ
れ
る
﹁
庚
申
﹂
は
上
の
﹁
祠
行
日
﹂
の
吉
日
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
種
の
﹁
良
日
﹂
を

記
し
た
も
の
は
﹃
日
書
﹄
に
頻
出
し
︑
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
で
は
甲
�

(八
〇
～
九
四
正
貮
)
に
﹁
人
良
日
﹂﹁
馬
良
日
﹂﹁
牛
良
日
﹂﹁
羊
良

日
﹂﹁
豬
良
日
﹂﹁
市
良
日
﹂﹁
犬
良
日
﹂﹁
鷄
良
日
﹂﹁
金
錢
良
日
﹂﹁
蠶
良
日
﹂
が
列
舉
さ
れ
︑
乙
�
(
六
六
～
七
六
壹
)
に
﹁
木
良
日
﹂﹁
馬
良

日
﹂﹁
牛
良
日
﹂﹁
羊
良
日
﹂﹁
豬
良
日
﹂﹁
犬
良
日
﹂﹁
鷄
良
日
﹂
が
列
舉
さ
れ
て
い
る
が(55

)
︑
そ
の
吉
凶
日
は
互
い
に
一
致
し
て
い
な
い
︒
い
ま
︑

﹁
鷄
良
日
﹂
を
例
に
取
れ
ば
︑
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【甲
�
︼

鷄
良
日
︑
甲
辰
︑
乙
巳
︑
丙
午
︑
戊
辰
︑
丙
辰
は
︑
以
て
鷄
を
出
入
す
べ
し
︒
鷄
忌
日
︑
辛
未
︑
庚
寅
︑
辛
巳
は
︑
以
て
鷄
を
出
入
す
る

こ
と
勿
れ
︒
(九
二
正
貮
)

【乙
�
︼

鷄
良
日
は
︑
甲
辰
︑
乙
巳
︑
丙
午
︑
丙
辰
︑
庚
辰
︒
忌
は
︑
辛
巳
卯
︑
庚
寅
︑
丁
未
︒
(七
六
壹
)

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
︒﹃
日
書
﹄
の
吉
凶
は
五
行
等
を
用
い
て
規
則
�
に
�
當
さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
な
か
で
︑
こ
れ
ら
﹁
〇
良
日
﹂

の
吉
日
凶
日
は
い
か
な
る
規
則
に
よ
っ
て
`
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
上
の
五
祀
に
つ
い
て
の
﹁
祀
〇
日
﹂
の
吉
日
凶
日

も
ま
た
そ
の
規
則
性
が
不
�
な
も
の
で
あ
る(56

)
︒
ど
う
や
ら
︑
何
ら
か
の
經
驗
則
に
よ
っ
て
`
か
れ
た
﹁
(祀
)
〇
良
日
﹂
が
多
數
存
在
し
て
い

て
︑
そ
こ
か
ら
五
祀
に
關
す
る
も
の
を
拔
き
出
し
て
き
た
の
が
上
の
﹁
祠
室
中
日
﹂
以
下
の
五
條
の
よ
う
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
五
條
に
お
け
る

吉
日
凶
日
と
五
行
と
の
關
係
が
不
�
確
で
あ
る
こ
と
は
︑
五
祀
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
對
象
が
も
と
も
と
は
五
行
と
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る(57

)
︒
そ
れ
が
︑
あ
る
段
階
で
五
行
と
結
び
つ
い
た
こ
と
を
﹁
祠
五
祀
日
﹂
は
示
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
の
五
行
へ
�
當
と
﹃
呂
氏
春

秋
﹄
十
二
紀
に
お
け
る
そ
れ
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
︑
戰
國
�
末
�
に
は
こ
の
�
當
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
a
山

二
號
楚
墓
の
五
祀
木
�
の
存
在
は
五
祀
と
い
う
ま
と
ま
り
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
©
示
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
�
成

b
素
が
五
で
あ
る
必
然
性
が
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
︒
宮
中
の
祭
祀
對
象
は
五
に
限
ら
な
い
か
ら
︑
な
お
そ
の
數
や
組
み
合
わ
せ
が
變

動
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
れ
が
五
行
に
�
當
さ
れ
て
は
じ
め
て
︑
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
と
も
か
く
と
し
て
︑
五
祀
と
い
う
ま
と
ま
り
が
固
定

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒

祭
法
�
の
五
祀
の
場
合
︑
天
子
︑
諸
侯
︑
大
夫
︑
8
士
で
﹁
門
﹂﹁
行
﹂
の
二
者
を
共
7
し
︑
そ
こ
に
﹁
厲
﹂︑﹁
中
霤
﹂︑﹁
司
命
﹂
が
順
2

に
加
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
�
成
を
取
っ
て
い
る
︒
天
子
︑
庶
士
庶
人
に
見
え
る
﹁
戶
﹂﹁

﹂
を
加
え
れ
ば
確
か
に
五
祀
の
セ
ッ
ト
が
あ
ら

わ
れ
る
も
の
の
︑
こ
の
�
成
か
ら
し
て
︑
こ
こ
で
中
心
と
な
っ
て
い
る
五
者
は
む
し
ろ
﹁
門
﹂﹁
行
﹂﹁
厲
﹂﹁
中
霤
﹂﹁
司
命
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
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�
の
作
者
が
戶
︑

︑
中
霤
︑
門
︑
行
の
五
者
を
セ
ッ
ト
と
す
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
︒
睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
や
﹃
呂

氏
春
秋
﹄
十
二
紀
の
よ
う
に
︑
こ
の
五
者
が
五
行
に
�
さ
れ
︑
こ
れ
を
セ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
が
自
�
視
さ
れ
た
後
に
︑
祭
法
�
の
よ
う
な
記
営

が
な
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

祭
法
�
の
五
祀
の
記
営
に
﹁
井
﹂
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
︑
そ
の
成
立
が
漢
代
に
影
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
︒
楚
鯵
︑

秦
鯵
で
は
そ
も
そ
も
﹁
井
﹂
が
祭
祀
の
對
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く(58

)
︑
も
ち
ろ
ん
五
祀
と
い
う
括
り
に
﹁
井
﹂
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ

れ
が
漢
代
に
入
る
と
︑﹃
淮
南
子
﹄
時
則
�
︑﹃
漢
書
﹄
郊
祀
志
︑﹃
白
虎
�
﹄
五
祀
�
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
行
﹂
の
代
わ
り
に

﹁
井
﹂
が
﹁
五
祀
﹂
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る(59

)
︒
秦
の
呂
不
韋
の
も
と
で
¢
ま
れ
た
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
十
二
紀
で
楚
地
と
同
じ
く
﹁
井
﹂
が

﹁
五
祀
﹂
に
含
ま
れ
ず
︑
漢
代
に
入
っ
て
舊
楚
地
の
淮
南
で
¢
ま
れ
た
﹃
淮
南
子
﹄
に
お
い
て
﹁
行
﹂
が
﹁
井
﹂
に
置
き
奄
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
︑﹁
行
﹂
か
﹁
井
﹂
か
は
地
域
差
と
い
う
よ
り
も
時
代
差
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
禮
記
﹄
の
5
令
は
十
二
紀
を
襲
っ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
措
く
と
し
て
︑
漢
人
が
祭
法
�
を
記
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
に
﹁
行
﹂
で
は
な
く
﹁
井
﹂
が
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ

る
︒楚

鯵
の
卜
筮
禱
祠
記
錄
に
お
け
る
禱
祠
の
對
象
は
多
種
多
樣
で
あ
り
︑
祭
法
�
に
見
え
る
﹁
司
命
﹂
や
﹁
厲
﹂
も
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

る(
60
)

︒
楚
地
以
外
の
狀
況
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
︑
各
地
に
お
い
て
も
相
應
に
多
樣
な
祭
祀
の
對
象
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
の
よ
う
な
多
樣
な
祭
祀
對
象
か
ら
戶
︑

︑
中
霤

(室
中
)
︑
門
︑
行
が
拔
き
出
さ
れ
て
五
祀
と
し
て
固
定
	
さ
れ
る
以
�
に
︑﹁
司
命
﹂
や

﹁
厲
﹂
も
含
む
形
で
身
分
ご
と
の
祭
祀
對
象
を
整
理
し
た
の
が
祭
法
�
の
五
祀
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
成
立
の
下
限
も
戰
國

�
末
�
よ
り
は
下
ら
な
い
と
す
る
の
が
穩
當
と
思
わ
れ
る(61

)
︒

楚
鯵
の
卜
筮
禱
祠
記
錄
に
お
け
る
人
鬼
系
瓜
の
禱
祠
の
對
象
も
ま
た
︑
祭
法
�
の
�
制
と
の
關
係
で
興
味
深
い
︒
そ
の
對
象
は
2
の
三
つ
の

部
分
か
ら
な
っ
て
い
る(62

)
︒
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①

三
楚
先

(老
越
︑
祝
融
︑
鬻
熊
)

②

歷
代
楚
王

③

親
祖

①
は
楚
の
始
祖
に
相
當
し
︑
a
山
楚
鯵(63

)
で
は
︑

楚
先
老
僮
︑
祝
融
︑
鬻
熊
を
與
禱
す
︒
各
お
の
一
牂
︒
(
鯵
217
)

な
ど
の
例
が
見
え
︑
怨
蔡
楚
鯵
で
は
﹁
三
楚
先
﹂
の
語
も
見
え
る

(甲
三
214
な
ど
)
︒
こ
れ
が
一
人
で
は
な
く
三
人
が
當
て
ら
れ
て
い
る
の
が
$

目
さ
れ
よ
う(64

)
︒
②
は
歷
代
の
楚
王
を
合
わ
せ
祀
る
も
の
で
あ
り
︑
a
山
楚
鯵
で
は

荊
王
を
與
禱
し
︑
熊
麗
よ
り
以
て
武
王
に
就
く
︒
五
牛
︑
五
豕
︒
(
鯵
246
)

の
例
が
見
え
て
い
る
︒
こ
れ
は
鬻
熊
の
孫
の
熊
麗
か
ら
楚
武
王

(熊
�
)
ま
で
を
合
わ
せ
祀
る
も
の
で
あ
る
が
︑
つ
ね
に
こ
の
範
圍
の
楚
王
が

祭
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
︑
怨
蔡
楚
鯵
で
は
こ
れ
と
衣
な
る
範
圍
の
楚
王
を
祀
る
例
が
あ
る
︒
③
は
直
�
の
親
祖
で
あ
り
︑
a
山
楚
鯵

の
場
合
は

昭
王
を
幻
禱
す
︒
特
牛
︑
之
を
饋
る
︒
�
l
輿
君
︑
郚
公
子
春
︑
司
馬
子
°
︑
蔡
公
子
家
を
幻
禱
す
︒
各
お
の
特
豢
︑
酒
食
あ
り
︒
(
鯵

200
)

の
よ
う
に
︑
墓
�
卲
厳
の
五
代
の
親
祖

(昭
王−

�
l
輿
君−

郚
公
子
春−

司
馬
子
°−

蔡
公
子
家
)
が
祀
ら
れ
て
い
る
︒
昭
王
は
他
の
四
人
と
祭
品

が
衣
な
る
か
ら
︑
四
代
親
祖
か
ら
區
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
秦
家
嘴
楚
鯵(65

)
で
は
︑

五
世
を
賽
禱
し
て
以
て
親
父
母
に
至
る
︒
肥
豢
︒
(M
13
鯵
1
)

と
い
っ
た
表
現
も
見
え
て
い
る
か
ら
︑
四
代
親
祖
が
必
ず
一
組
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

も
と
よ
り
こ
れ
ら
卜
筮
禱
祠
記
錄
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
禱
祠
の
對
象
に
�
ぎ
な
い
か
ら
︑
こ
こ
か
ら
當
時
の
�
制
を
復
元
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
︒
a
山
楚
鯵
で
五
世
の
親
祖
を
禱
祠
の
對
象
と
す
る
の
は
︑
た
ま
た
ま
祭
法
�
の
大
夫
の
﹁
三
�
二
壇
﹂
と
一
致
し
て
い
る
が
︑
も
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し
︑
當
時
の
楚
に
お
け
る
大
夫
の
�
制
が
祭
法
�
と
一
致
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
墓
�
卲
厳
の
二
代
�
に
は
ま
だ
楚
の
昭
王
の
�
が
こ
の

家
系
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
楚
王
の
傍
系
の
さ
ら
に
傍
系
に
當
た
る
こ
の
家
系

(
�
l
輿
君
で
分
荏
し
︑
郚
公
子
春
で
ま
た

分
荏
し
て
い
る
)
に
楚
の
昭
王
を
祀
る
�
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
四
代
親
祖
よ
り
も
親
等
の
下
る
昭
王
の
祭
品
の
等
²
が
高
い
と
い
う

の
も
祭
法
�
の
�
制
の
考
え
方
と
は
ズ
レ
て
い
よ
う
︒
た
だ
︑
始
祖
に
あ
た
る
人
物
が
三
人
で
あ
る
の
は
︑
功
に
よ
っ
て
不
衛
の
�
を
立
て
る

と
い
う
考
え
方
と
の
關
聯
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
し
︑
五
代
の
親
祖
を
祀
る(66

)
の
は
昭
穆
制
を
�
提
と
し
な
い
こ
と
を
©
示
さ
せ
て
い
る
か
ら
︑

い
わ
ゆ
る
周
制
よ
り
は
祭
法
�
の
內
a
す
る
�
制
に
�
い
も
の
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

『周
禮
﹄
に
典
型
�
な
よ
う
に
︑
禮
�
獻
は
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
制
度
が
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
︒
そ
こ
に
記
さ
れ
た

禮
制
に
は
作
者
に
よ
る
理
念
�
な
整
理
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
祭
法
�
に
示
さ
れ
た
整
然
と
し
た
�
制
も
︑
こ
れ
が
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
も

の
で
は
な
く
︑
こ
の
�
の
作
者
の
理
念
に
よ
る
產
物
で
あ
る
こ
と
は
︑
そ
の
王

(天
子
)
の
�
制
が
い
わ
ゆ
る
周
制
と
衣
な
る
こ
と
か
ら
も
�

ら
か
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
が
理
念
の
產
物
で
あ
れ
︑
禮
制
の
よ
う
な
も
の
は
現
實
か
ら
ま
っ
た
く
µ
離
し
た
形
で
そ
れ
を
�
成
す
る
こ
と
は

難
し
い
︒
下
²
の
者
も
五
祀
を
祀
る
こ
と
が
常
識
�
で
あ
る
場
に
あ
っ
て
︑
祭
法
�
の
五
祀
記
営
の
よ
う
な
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
と
は
考
え

難
い
し
︑
不
衛
の
始
祖
�
の
存
在
や
昭
穆
制
が
常
識
�
で
あ
る
場
に
あ
っ
て
︑
祭
法
�
の
よ
う
な
�
制
が
�
想
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
こ

の
�
制
が
�
想
さ
れ
た
場
が
︑
周
の
�
制
の
外
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
楚
地
以
外
の
�
制
の
�
は
さ
ら
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
か

ら
︑
祭
法
�
の
�
制
が
�
想
さ
れ
た
場
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
戰
國
楚
地
は
そ
の
候
補
の
一
つ
と
な
ろ
う
︒
も
と
よ
り
こ
れ
は
︑

祭
法
�
の
�
制
が
楚
地
で
實
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
�
味
で
は
な
く
︑
楚
地
の
�
制
を
背
景
に
し
て
祭
法
�
の
�
制
が
理
念
�
に
�
成
さ

れ
た
可
能
性
を
言
う
に
�
ぎ
な
い
︒
五
祀
や
他
の
祭
祀
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
祭
法
�
の
內
a
す
る
�
制
を
�
ら
か
に
し
︑
そ
れ
が
�
漢
�
の
�
制
論
議
の
骨
組
み
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
︑
さ
ら
に
祭
法
�
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の
成
立
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
祭
法
�
や
�
漢
�
制
論
議
に
つ
い
て
の
硏
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
改
め
て
感
じ

る
の
は
︑
そ
こ
に
お
け
る
經
學
�
思
考
の
影
�
の
大
き
さ
で
あ
る
︒
祭
法
�
の
�
料
性
に
對
す
る
不
當
に
低
い
�
價
も
︑
經
典
の
記
営
は
無
矛

盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
經
學
�
思
考
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
︑
祭
法
�
の
�
制
に
關
す
る
正
し
い
理
解
を
王
引
之
が
す
で
に
示
し
て

い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
が
廣
く
Y
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
も
︑
&
玄
︑
王
肅
に
代
表
さ
れ
る
經
學
�
思
考
の
影
�
の
大
き
さ
に
よ

る
︒
�
漢
�
制
論
議
の
分
析
の
多
く
が
七
�
制
か
五
�
制
か
と
い
う
枠
組
み
で
行
わ
れ
て
い
る
の
も
&
玄
說
︑
王
肅
說
の
影
�
力
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
︒
經
學
�
思
考
お
よ
び
こ
の
思
考
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
思
索
や
思
想
の
�
は
思
想
�
硏
究
の
對
象
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
し
︑

こ
の
思
考
の
も
と
で
經
の
創
¶
�
解
釋
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
本
義
へ
の
s
求
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
�
味
を
�
小
�
價
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
經
學
が
s
求
す
る
の
は
諸
經
か
ら
歸
{
さ
れ
る
理
念
で
あ
っ
て
︑
個
々
の
經
の
背
後
に
あ
る
歷
�
�
事
實
で
は
な
い
︒

そ
の
�
味
で
經
學
は
本
質
�
に
非
歷
�
�
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
成
果
を
歷
�
硏
究
に
持
ち
P
む
に
際
し
て
は
相
應
の
$
�
が
必
b
と
さ
れ
よ

う
︒以

上
は
經
學
の
議
論
に
わ
れ
わ
れ
が
呑
み
P
ま
れ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の
$
�
で
あ
る
が
︑
他
方
︑
經
學
者
の
議
論
を
分
析
す
る
に
際
し
て

は
︑
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
そ
の
經
學
�
思
考
と
附
き
合
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
元
�
�
以
後
の
�
制
論
議
が
﹁
古
禮
﹂
へ
の

復
歸
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
從
來
の
硏
究
の
示
す
�
り
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
﹁
古
禮
﹂
な
る
も
の
か
ら
し
て
經
學
�
思
考
の
產

物
な
の
で
あ
る
︒
各
經
の
內
a
し
て
い
る
�
制
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
か
ら
︑
ど
の
經
を
�
と
し
︑
經
�
相
互
の
關
係
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
`
か
れ
る
﹁
古
禮
﹂
の
�
も
ま
た
衣
な
っ
て
く
る
︒
:
與
と
し
て
の
﹁
古
禮
﹂
が
存
在
し
て
︑
そ
こ
に
復
歸
す
れ
ば
よ

い
と
い
う
單
純
な
も
の
で
は
な
い
︒
經
學
が
成
熟
し
て
く
れ
ば
細
部
は
と
も
か
く
と
し
て
﹁
古
禮
﹂
の
大
枠
に
つ
い
て
は
し
だ
い
に
共
�
.
識

が
得
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が

(と
は
い
え
&
玄
說
と
王
肅
說
と
の
對
立
な
ど
は
依
然
殘
さ
れ
て
い
る
)
︑
�
漢
�
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
經
學
そ

の
も
の
が
い
ま
だ
形
成
·
上
に
あ
る
︒
元
�
�
の
�
制
論
議
の
基
O
が
衛
�
不
衛
�
を
あ
わ
せ
た
�
數
制
限
か
ら
議
論
さ
れ
る
形
で
な
い
の
も
︑

目
の
�
に
あ
る
漢
代
�
制
へ
の
�
慮
も
あ
ろ
う
が
︑
經
學
の
議
論
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒
元
�
�
以
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後
の
�
制
論
議
は
儒
敎
國
敎
	
と
の
關
係
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
國
敎
	
の
�
提
と
し
て
の
經
學
の
議
論
の
成
熟
の
問
題

︱
︱
經

學
の
形
成
�
¸
の
問
題
︱
︱

に
つ
い
て
も
さ
ら
に
檢
討
を
加
え
て
い
く
必
b
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

�(1
)

津
田
左
右
吉
﹁
漢
代
政
治
思
想
の
一
面
﹂
第
四
違
﹁
郊
祀
︑
封
禪
︑

 
び
郡
國
�
﹂
(﹃
津
田
左
右
吉
-
集
﹄
第
一
七
卷
︑
岩
波
書
店
︑
一

九
六
五
年
︑
:
收
)︑
板
野
長
八
﹃
中
國
古
代
に
お
け
る
人
閒
觀
の

展
開
﹄
(岩
波
書
店
︑
一
九
七
二
年
)
第
二
十
違
﹁
�
漢
末
に
於
け

る
宗
�
・
郊
祀
の
改
革
¹
動
﹂︑
同
氏
﹃
儒
敎
成
立
�
の
硏
究
﹄
(岩

波
書
店
︑
一
九
九
五
年
)
第
一
違
﹁﹃
孝
經
﹄
の
成
立
﹂
第
三
º

(二
)﹁
漢
の
�
制
と
﹃
孝
經
﹄﹂
(も
と
﹃
�
學
雜
誌
﹄
六
四
¢
三
・

四
號
︑
一
九
五
五
年
)︑
同
第
十
二
違
﹁
儒
敎
の
成
立
﹂
第
四
º

(一
)﹁
宗
�
・
郊
祀
の
改
革
﹂
(も
と
﹃
岩
波
»
座
世
界
歷
�
﹄
第

四
卷
︑
一
九
七
〇
年
)︑
西
嶋
定
生
﹁
皇
�
荏
�
の
成
立
﹂
(﹃
岩
波

»
座
世
界
歷
�
﹄
第
四
卷
︑
一
九
七
〇
年
)︑
同
氏
﹃
秦
漢
�
國

︱
︱
中
國
古
代
�
國
の
興
¡
﹄
(»
談
社
︑
一
九
七
四
年
︒
改
訂
版
︑

»
談
社
學
¼
�
庫
︑
一
九
九
七
年
)
第
三
違
﹁
漢
初
の
劉
氏
政
權
﹂

一
﹁
呂
氏
の
亂
﹂
お
よ
び
第
六
違
﹁
儒
敎
の
國
敎
	
と
王
厭
政
權
の

出
現
﹂
一
﹁
儒
家
官
僚
の
½
出
と
禮
制
改
革
﹂︒

(2
)

萬
斯
同
﹃
�
制
圖
考
﹄
は
﹁
立
天
子
�
於
郡
國
︑
五
失
也
﹂
と
十

二
失
の
一
つ
に
數
え
て
い
る
︒

(3
)

王
先
�
﹃
漢
書
補
$
﹄
は
韋
玄
成
傳
に
お
け
る
韋
氏
の
�
制
論
議

に
對
し
て
﹁
五
�
﹂
を
指
摘
す
る
秦
蕙
田
﹃
五
禮
�
考
﹄
(卷
五
八

﹁
宗
�
制
度
﹂
の
﹁
四
代
七
�
之
制
﹂)
の
說
を
引
い
て
い
る
︒

(4
)

上
記
以
外
で
�
漢
�
の
�
制
論
議
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
︑

¾
川
正
數
﹃
漢
代
に
お
け
る
禮
學
の
硏
究
﹄
(風
閒
書
¿
︑
一
九
六

八
年
)
第
一
違
﹁
宗
�
制
に
つ
い
て
﹂
︑
北
村
良
和
﹁
�
漢
末
の
改

禮
に
つ
い
て
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
三
十
三
集
︑
一
九
八
一

年
)
︑
伊
¾
德
男
﹁
�
漢
の
宗
�
制

︱
︱
七
�
制
の
成
立
を
中
心

に
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
東
北
學
院
大
學
論
集

(歷
�
學
・
地
理
學
)﹄
第

一
三
號
︑
一
九
八
三
年
)
︑
金
子
修
一
﹃
古
代
中
國
と
皇
�
祭
祀
﹄

(À
古
書
院
︑
二
〇
〇
一
年
)
第
三
違
﹁
漢
代
の
郊
祀
と
宗
�
と
�

堂
 
び
封
禪
﹂
︑
同
氏
﹃
中
國
古
代
皇
�
祭
祀
の
硏
究
﹄
(岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
六
年
)
第
四
違
﹁
漢
代
に
お
け
る
郊
祀
・
宗
�
制
度
の
形
成

と
そ
の
¹
用
﹂
︑
保
科
季
子
﹁
�
漢
後
�
�
に
お
け
る
儒
家
禮
制
の

Y
容

︱
︱
漢
�
傳
瓜
と
の
對
立
と
皇
�
觀
の
變
貌
︱
︱
﹂
(﹃
方
法

と
し
て
の
丸
山
眞
男
﹄
靑
木
書
店
︑
一
九
九
八
年
︑
:
收
)︑
永
井

彌
人
﹁
�
漢
元
�
�
の
﹁
祖
宗
﹂
論
爭
に
關
す
る
一
試
論
﹂
(﹃
早
稻

田
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
紀
b
﹄
第
四
四
輯
第
一
分
册
︑
一
九
九

八
年
)
な
ど
が
あ
る
︒

(5
)

�
制
に
つ
い
て
の
經
學
�
議
論
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
﹁
�
制
考

︱
︱
制
限
�
數
の
問
題
︱
︱
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
一
一
集
︑
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一
九
六
九
年
)︑
同
氏
﹁
�
制
續
考
︱
祧
の
本
質
と
�
・
武
二
祧
說

︱
﹂
(﹃
廣
島
大
學
�
學
部
紀
b
﹄
第
一
六
號
︑
一
九
六
九
年
)︑
五

祀
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
氏
﹁
五
祀
考
﹂
(﹃
東
方
宗
敎
﹄
第
一
七
號
︑

一
九
六
一
年
)
參
照
︒
以
上
は
と
も
に
同
氏
﹃
中
國
古
代
宗
敎
�
硏

究

︱
︱
制
度
と
思
想
︱
︱
﹄
(東
海
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
一
年
)

に
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

(6
)

池
田
�
揭
書
︑
七
九
二
頁
︒

(7
)

『十
三
經
$
駅
﹄
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑
嘉
慶
本
の
卷
數
︱

葉
數

(a
：
表
／
b
：
裏
)
の
形
で
示
す
︒
た
だ
し
卷
數
に
つ
い
て

は
一
部
省
略
し
て
あ
る
︒

(8
)

原
�
﹁
顯
﹂︒
&
$
に
從
い
﹁
皇
﹂
に
改
め
る
︒

(9
)

m

(5
)
の
�
制
に
關
す
る
論
�
參
照
︒

(10
)

兩
說
に
つ
い
て
は
諸
橋
轍
2
﹃
荏
p
の
家
族
制
﹄
(大
修
館
書
店
︑

一
九
四
〇
年
)
宗
�
�
第
三
º
﹁
天
子
七
�
說
五
�
說
﹂
參
照
︒

(11
)

�
年
の
怨
出
土
�
料
の
知
見
か
ら
﹃
孔
子
家
語
﹄
を
總
合
�
に
檢

討
し
た
も
の
と
し
て
︑
鄔
可
晶
﹃︽
孔
子
家
語
︾
成
書
考
﹄
(中
西
書

局
︑
二
〇
一
五
年
)
が
あ
る
︒

(12
)

｢
祧
︑
6
�
︑
親
盡
爲
祧
︒
二
祧
者
︑
高
祖
之
父
母
祖
是
也
︒﹂

(毛
晉
本
に
基
づ
く
﹃
漢
�
大
系
﹄
本
に
よ
る
︒
四
部
叢
刊
本
は
末

句
を
﹁
高
祖
 
父
母
祖
是
也
﹂
に
作
る
)
末
句
の
﹁
母
﹂
は
﹁
 
﹂

の
�
り
で
あ
ろ
う
︒

(13
)

禮
記
下
の
﹁
曰
祖
考
�
﹂
條
︒

(14
)

王
引
之
の
學
問
の
﹁
脫
經
學
﹂
�
性
格
に
つ
い
て
は
池
田
秀
三

﹁
訓
詁
の
虛
と
實
﹂
(﹃
中
國
古
典
學
の
か
た
ち
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇

一
四
年
︑
:
收
︑
も
と
﹃
中
國
思
想
�
硏
究
﹄
第
四
號
︑
一
九
八
一

年
)
參
照
︒

(15
)

｢是
故
厲
山
氏
之
7
天
下
也
︑
其
子
曰
農
︑
能
殖
百
穀
︒
夏
之
衰

也
︑
周
弃
繼
之
︑
故
祀
以
爲
稷
︒
共
工
氏
之
霸
九
州
也
︑
其
子
曰
后

土
︑
能
l
九
州
︑
故
祀
以
爲
社
︒
�
嚳
能
序
星
辰
以
著
衆
︑
堯
能
賞

均
𠛬
法
以
義
y
︑
舜
勤
衆
事
而
野
死
︒
鯀
鄣
鴻
水
而
殛
死
︑
禹
能
脩

鯀
之
功
︒
黃
�
正
名
百
物
以
�
民
共
財
︑
顓
頊
能
脩
之
︒
契
爲
司
徒

而
民
成
︑
冥
勤
其
官
而
水
死
︒
湯
以
寬
治
民
而
除
其
Ã
︒
�
王
以
�

治
︑
武
王
以
武
功
︑
去
民
之
菑
︒
此
皆
7
功
烈
於
民
者
也
︒﹂
(
46
-

14
b
)

(16
)

�
二
者
の
經
學
�
議
論
に
つ
い
て
は
池
田
末
利
﹁
�
獻
:
見
の
祀

天
儀
禮
序
說

︱
︱
禘
祭
の
經
說
�
�
考
察
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
學
誌
﹄

二
本
︑
一
九
六
五
年
)︑
同
氏
﹁
�
獻
:
見
の
祀
天
儀
禮
序
說

︱
︱

郊
祭
の
經
說
�
�
考
察
︱
︱
﹂
(﹃
廣
島
大
學
�
學
部
紀
b
﹄
二
五

卷
一
號
︑
一
九
六
五
年
)
參
照
︒
と
も
に
同
氏
�
揭
書
:
收
︒

(17
)

｢
禮
祖
7
功
而
宗
7
德
︑
c
^
成
之
�
稱
爲
太
宗
︑
上
�
太
祖
︑

與
漢
¡
極
︒﹂
(﹃
漢
書
﹄
賈
誼
傳
)

(18
)

『�
記
﹄
孝
�
本
紀
︒﹃
漢
書
﹄
景
�
紀
ほ
ぼ
同
じ
︒

(19
)

た
だ
し
︑
太
上
皇
︑
高
祖
の
郡
國
�
が
立
て
ら
れ
た
當
初
の
�
圖

は
︑﹁
地
方
に
散
ら
ば
っ
た
劉
氏
一
族
に
︑
共
に
祖
宗
を
祭
ら
せ
よ

う
と
い
う
﹂
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
保
科
�
揭
論
�

參
照
︒

(20
)

�
�
以
�
の
も
の
で
は
他
に
惠
�
時
に
叔
孫
�
が
﹁
高
�
︑
漢
太

祖
﹂
(﹃
�
記
﹄
叔
孫
�
傳
)
と
言
う
例
が
あ
る
︒
ち
な
み
に
﹃
�

記
﹄
に
お
け
る
﹁
太
祖
﹂
の
用
例
は
︑
後
補
の
部
分
と
さ
れ
る
禮
書

﹁
故
王
者
天
太
祖
﹂︑
三
王
世
家
﹁
高
皇
�
円
天
下
︑
爲
漢
太
祖
﹂
の
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二
例
を
除
く
と
以
上
の
四
例
に
盡
き
て
い
る
︒

(21
)

『�
記
﹄
高
祖
本
紀
﹁
於
是
高
祖
乃
�
太
公
爲
太
上
皇
︒﹂

(22
)

『�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
﹁
s
�
莊
襄
王
爲
太
上
皇
︒﹂

(23
)

『�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
﹁
以
�
始
皇
�
爲
�
者
祖
�
︒﹂

(24
)

『漢
書
﹄
宣
�
紀

(本
始
二
年
六
5
)﹁
�
孝
武
�
爲
世
宗
�
︒﹂

同
郊
祀
志
下
﹁
�
孝
武
�
爲
世
宗
︒﹂
同
韋
玄
成
傳
﹁
復
�
孝
武
�

爲
世
宗
�
︒﹂
同
夏
侯
Ä
傳
﹁
7
司
�
f
�
孝
武
�
�
爲
世
宗
�
︒﹂

(25
)

『漢
書
﹄
宣
�
紀

(元
康
元
年
)﹁
夏
五
5
︑
立
皇
考
�
︒﹂

(26
)

今
本
﹃
禮
記
﹄
祭
義
�
に
こ
の
語
は
見
え
な
い
︒
こ
の
語
は
上
に

引
用
し
た
よ
う
に
喪
9
小
記
�
に
見
え
て
い
る
︒

(27
)

｢禮
莫
大
於
�
天
︒
旣
祭
天
以
祖
�
矣
︑
而
乃
不
爲
祖
立
�
︒
豈

宗
�
之
禮
︑
反
隆
於
�
天
之
禮
︑
而
乃
靳
之
耶
︑
三
�
﹂
(﹃
漢
書
補

$
﹄
引
く
﹃
五
禮
�
考
﹄
卷
五
八
)︒

(28
)

永
光
四
年
の
�
制
論
議
で
諫
大
夫
尹
�
始
等
十
八
人
は
﹁
皇
考
�

上
序
於
昭
穆
︑
非
正
禮
︑
宜
衛
﹂
と
�
張
し
て
皇
考
�
の
廢
止
を
求

め
て
い
る
が
︑
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
昭
穆
の
�
當
を
考
え
て
い
た
の

か
は
不
�
で
あ
る
︒

(29
)

｢烈
︐
業
也
︒
繼
謂
始
嗣
位
者
也
︒
烈
︑
業
也
︒
繼
謂
始
嗣
位
者

也
︒﹂

(30
)

同
樣
の
事
態
は
永
光
五
年
の
韋
玄
成
等
の
奏
議
に
お
い
て
も
生
ず

る
︒

(31
)

こ
の
場
合
で
も
�
�
�
等
は
�
�
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

(32
)

本
稿
提
出
後
︑
二
〇
一
七
年
七
5
二
九
日
に
伊
東
貴
之
氏
を
硏
究

代
表
者
と
す
る
國
際
日
本
�
	
セ
ン
タ
ー
の
共
同
硏
究
會
に
お
い
て

以
上
の
內
容
を
報
吿
し
た
と
こ
ろ
︑
參
會
の
一
人
か
ら
︑﹃
禮
記
﹄

喪
9
小
記
�
32
-
7
b
で
小
宗
に
つ
い
て
﹁
7
五
世
而
�
之
宗
︑
其

繼
高
祖
者
也
﹂
と
言
わ
れ
︑﹃
孟
子
﹄
離
婁
�
下
8
s
12
b
の
﹁
君

子
之
澤
︑
五
世
而
漸
﹂
に
つ
い
て
趙
岐
が
﹁
自
高
祖
至
玄
孫
﹂
(13

a
)
と
$
し
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
︑
﹁
五
�
而
v
衛
﹂
等
は
高

祖
以
下
の
親
�
四
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
︑
と
の
�
見

を
賜
っ
た
︒
上
の
例
に
お
け
る
﹁
五
世
﹂
が
高
祖
以
下
を
指
す
の
は
︑

自
分
の
世
代
を
含
め
て
數
え
る
か
ら
で
あ
る
が
︑
漢
代
で
は
生
�
が

立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
今
上
の
生
�
を
含
め
て
高
祖
以
下
の
﹁
五

�
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
五
�
而
v
衛
﹂
や
﹁
五
�
而
�
﹂
が
語
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る

(m

(4
)
:
揭
の
北
村
論
�

が
一
部
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
)︒
た
だ
︑
永
光
五
年

の
韋
玄
成
等
の
奏
議
に
お
け
る
﹁
繼
祖
以
下
︑
五
�
而
v
衛
﹂
な
ど

は
︑
こ
れ
を
親
�
四
に
つ
い
て
営
べ
た
も
の
と
す
る
と
︑
不
衛
の
太

宗
�
が
Ê
い
て
し
ま
う
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
表
現
す
べ
て
を
た
だ
ち
に

親
�
四
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
疑
問
も
殘

る
︒
そ
こ
で
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
に
殘
し
︑
こ
れ
ら

の
表
現
の
正
確
な
�
味
に
つ
い
て
は
諸
賢
に
敎
示
を
f
う
こ
と
と
し

た
い
︒

(33
)

こ
れ
が
實
際
に
周
で
行
わ
れ
て
い
た
か
否
か
は
問
わ
な
い
︒
こ
こ

で
は
あ
く
ま
で
經
學
�
な
﹁
事
實
﹂
と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
る
︒

(34
)

韋
玄
成
傳
の
引
用
で
﹁
太
祖
﹂
と
す
る
の
に
從
う
︒

(35
)

｢禮
記
祀
典
︑
功
施
於
民
則
祀
之
︒
天
�
日
5
星
辰
︑
:
昭
仰
也
︒

地
理
山
川
海
澤
︑
:
生
殖
也
︒﹂

(36
)

｢
祭
典
曰
︑
共
工
氏
伯
九
域
︒﹂
(
師
古
$
﹁
祭
典
︑
卽
禮
經
祭
法

也
︒﹂)
ま
た
﹃
孔
子
家
語
﹄
�
制
�
で
も
子
羔
が
﹁
祭
典
云
﹂
と
冠
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し
て
祭
法
�
の
句
を
引
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒

(37
)

『漢
書
窺
管
﹄
卷
八
﹁
然
祭
典
或
祀
典
︑
b
是
鋭
稱
︑
z
言
祭
祀

之
法
則
耳
︒
�
名
祭
法
︑
亦
以
是
得
稱
︑
非
祭
法
�
印
名
祭
典
或
祀

典
也
︒
禮
記
祀
典
︑
z
言
禮
書
記
営
祀
典
耳
︒﹂

(38
)

¾
川
正
數
�
揭
書
一
二
〇
頁
參
照
︒
こ
こ
で
祭
法
�
と
は
衣
な
る
︑

﹃
禮
記
﹄
の
佚
�
を
想
定
す
る
必
b
は
な
い
と
思
う
︒

(39
)

ま
た
楚
語
下
に
も
﹁
是
以
古
者
先
王
日
祭
︑
5
享
︑
時
類
︑
歲

祀
﹂
と
類
似
句
が
見
え
て
い
る
︒

(40
)

『孔
叢
子
﹄
に
つ
い
て
の
�
怨
の
硏
究
と
し
て
は
孫
少
華
﹃︽
孔
叢

子
︾
硏
究
﹄
(中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
)
が
あ
り
︑

そ
の
第
一
違
﹁︽
孔
叢
子
︾
成
書
硏
究
﹂
で
こ
の
書
の
成
書
年
代
に

關
す
る
諸
說
が
檢
討
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
書
の
﹁
連
叢
子
﹂
以
�
の

部
分
が
﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
の
記
す
よ
う
に
﹁
陳
Ä
�
士
孔
鮒
÷
﹂
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば

(孫
氏
も
基
本
�
に
こ
れ
を
荏
持
す
る
)︑
こ

の
こ
と
は
祭
法
�
の
成
立
が
漢
代
以
�
に
¦
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に

な
る
が
︑﹃
孔
叢
子
﹄
の
�
料
性
に
つ
い
て
は
な
お
愼
重
な
%
斷
が

求
め
ら
れ
る
と
思
う
︒

(41
)

『膏
蘭
室
札
記
﹄
卷
三
﹁
大
夫
五
祀
三
祀
說
﹂
(﹃
違
太
炎
-
集

(一
)﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑
:
收
)
ま
た
﹃
太
炎
�

錄
初
¢
﹄
�
錄
卷
一
﹁
大
夫
五
祀
三
祀
辯
﹂
(﹃
違
太
炎
-
集

(四
)﹄

上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
︑
:
收
)︒

(42
)

ま
た
池
田
�
揭
書
:
收
︒

(43
)

『�
記
﹄
封
禪
書
︒
違
太
炎
は
﹃
漢
書
﹄
郊
祀
志
の
方
で
言
 
し

て
い
る
︒

(44
)

同
上
︒

(45
)

楊
華
﹁
楚
鯵
中
�
諸
﹁
司
﹂
 
其
經
學
�
義
﹂
(同
氏
﹃
怨
出
鯵

帛
與
禮
制
硏
究
﹄
臺
灣
古
籍
︑
二
〇
〇
七
年
:
收
︑
も
と
﹃
中
國
�

	
硏
究
﹄
二
〇
〇
六
年
第
一
�
)
參
照
︒
楊
氏
の
こ
の
論
�
で
は
ま

た
︑
﹃
齊
侯
壺
﹄
(﹃
洹
子
孟
姜
壺
﹄)
で
﹁
二
天
子
﹂
﹁
大
巫
﹂
﹁
司

愼
﹂
﹁
大
司
命
﹂﹁
南
宮
子
﹂
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
大
司

命
﹂
の
崇
拜
が
齊
地
に
も
存
在
し
て
い
た
と
し
て
い
る
︒

(46
)

『a
山
楚
墓
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
の
圖
版
四
七
參
照
︒

(47
)

王
紅
星
﹁
a
山
楚
墓
墓
地
試
析
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
八
八
年
第
五

�
)
︒
ま
た
︑
﹃
a
山
楚
墓
﹄
結
語
︒

(48
)

楚
鯵
︑
秦
鯵
に
見
え
る
五
祀
關
係
の
記
営
は
︑
楊
華
﹁“
五
祀
”

祭
禱
與
楚
漢
�
	
�
繼
承
﹂
(﹃
江
漢
論
壇
﹄
二
〇
〇
四
年
第
九
�
︑

の
ち
�
揭
同
氏
書
:
收
)
に
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お
り
︑
以
下
に
示
す

例
は
す
べ
て
こ
の
論
�
に
よ
る
︒
こ
の
論
�
以
後
に
公
開
さ
れ
た
楚

鯵
に
お
け
る
﹁
五
祀
﹂
の
用
例
と
し
て
は
﹃
說
命
下
﹄
鯵
八
﹁
克
漸

五
祀
﹂
(﹃
淸
華
大
學
藏
戰
國
竹
鯵

(參
)
﹄
中
西
書
局
︑
二
〇
一
二

年
)
が
あ
る
が
︑
﹁
宮
中
の
五
祀
﹂
に
つ
い
て
の
記
営
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒

(49
)

以
下
︑
睡
虎
地
秦
鯵
か
ら
の
引
用
は
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
�

物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
)
に
よ
り

(
た
だ
し
句
讀
は
一
部
變
え
て

あ
る
)︑
鯵
番
號
も
こ
の
書
に
從
う
︒

(50
)

非
發
掘
鯵
で
は
あ
る
が
︑﹃
上
海
�
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書

(
四
)﹄

(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
)
:
收
の
﹃
內
禮
﹄
に
も
﹁
君

子
曰
︑
孝
子
父
母
7
疾
︑
冠
不
綰
︑
行
不
º
︑
不
萃
立
︑
不
庶
語
︒

時
昧
攻
禜
︑
行
祝
於
五
祀
︑
剴
必
7
益
︒
君
子
以
成
其
孝
﹂
(
鯵

八
：
隸
定
は
季
旭
昇
�
¢
﹃
︽
上
海
�
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書

(四
)︾
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讀
本
﹄
萬
卷
樓
︑
二
〇
〇
七
年
に
よ
る
︒
た
だ
し
假
借
字
は
�
行
字

に
置
き
奄
え
た
)
と
﹁
五
祀
﹂
の
用
例
が
見
ら
れ
︑
こ
の
﹁
孝
子
﹂

は
天
子
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
天
子
以
外
で
も
五
祀
が
祭
り

得
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(51
)

｢壬
辰
申
﹂
は
﹁
壬
辰
︑
壬
申
﹂
を
略
記
し
た
も
の
︒
下
の
﹁
癸

丑
亥
﹂﹁
乙
亥
丑
酉
﹂
等
も
同
樣
︒

(52
)

【

︼
內
は
︑
缺
字
や
脫
字
を
工
¾
元
男
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
よ
り
み

た
秦
代
の
國
家
と
社
會
﹄
(創
�
社
︑
一
九
九
八
年
)
第
八
違
﹁
禹

の
變
容
と
五
祀
﹂
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
內
中

土
﹂
は
﹁
中
霤
﹂
に
相
當
︒
劉
樂
賢
﹃
睡
虎
地
秦
鯵
日
書
硏
究
﹄

(
�
津
出
版
社
︑
一
九
九
四
年
)
は
一
說
と
し
て
﹁
內
中
土
﹂
の

﹁
土
﹂
を
﹁
甲
﹂
の
�
寫
と
す
る
胡
�
輝
說
を
紹
介
し
て
い
る
︒

(53
)

湖
北
省
江
陵
縣
�
物
局
・
荊
州
地
區
�
物
館
﹁
江
陵
嶽
山
秦
漢

墓
﹂
(﹃
考
古
學
報
﹄
二
〇
〇
〇
年
第
四
�
)︒

(54
)

整
理
者
は
﹁
巳

(子
)﹂
と
隸
定
す
る
︒
こ
の
部
分
の
寫
眞
は

﹃
考
古
學
報
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
同
じ
木
牘
の
表
の
寫
眞

が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
整
理
者
が
﹁
巳

(子
)﹂
と
隸
定
す

る
�
字
は
�
ら
か
に
他
の
﹁
巳
﹂
字
と
衣
な
り
﹁
己
﹂
字
の
よ
う
に

見
え
る
︒
こ
の
字
も
﹁
己
﹂
で
︑﹁
忌
﹂
の
假
借
ま
た
は
�
記
と
思

わ
れ
る
︒

(55
)

江
陵
嶽
山
秦
日
書
で
も
こ
れ
ら
の
﹁
〇
良
日
﹂
が
列
舉
さ
れ
︑

﹁
鷄
良
日
﹂
は
﹁
丙
辰
︑
乙
巳
︑
丙
午
︒
其
忌
︑
庚
寅
﹂
(木
牘
M
36
：

43
正
面
)
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

(56
)

工
¾
�
揭
書
一
四
六
頁
も
こ
の
部
分
を
引
い
て
﹁
こ
う
し
た
良
日

と
龍
日
の
干
荏
が
ど
の
よ
う
な
理
論
に
も
と
づ
い
て
�
ば
れ
︑
ま
た

い
か
な
る
規
則
性
を
も
つ
の
か
は
︑
さ
だ
か
で
な
い
﹂
と
言
う
︒

(57
)

工
¾
�
揭
書
三
〇
一
頁
も
﹁
お
そ
ら
く
五
祀
は
も
と
も
と
そ
れ
ぞ

れ
單
獨
で
特
定
の
良
日
に
祭
祀
さ
れ
︑
あ
る
い
は
種
々
の
占
卜
の
中

に
︑
そ
の
�
成
b
素
の
一
部
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
︑

五
行
思
想
の
�
 
に
よ
っ
て
五
祀
と
し
て
整
理
瓜
合
さ
れ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
﹂
と
言
う
︒

(
58
)

睡
虎
地
秦
鯵
﹃
日
書
﹄
甲
一
〇
三
正
貮
に
﹁
毋
以
寅
祭
祀
鑿
井
﹂

と
あ
る
が
︑
劉
樂
賢
�
揭
書
が
﹁
祭
祀
﹂
で
句
讀
を
切
っ
て
﹁
祭

祀
﹂
と
﹁
鑿
井
﹂
を
分
け
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
︒
同
一
〇
四
正

貮
に
も
﹁
不
可
□
井
池
﹂
と
あ
る
が
︑
劉
氏
同
書
が
推
測
す
る
よ
う

に
こ
の
缺
字
は
﹁
鑿
﹂
ま
た
は
﹁
Ò
﹂
で
あ
ろ
う
︒

(59
)

『�
典
﹄
卷
五
十
一
﹁
天
子
七
祀
﹂
に
も
﹁
按
漢
諸
儒
戴
U
︑
聞

人
�
漢
等
︑
白
虎
�
議
五
祀
則
7
井
之
說
﹂
と
あ
り
︑
(お
そ
ら
く

は
石
渠
論
議
に
お
け
る
)
戴
U
︑
聞
人
�
漢
等
も
五
祀
に
﹁
井
﹂
を

加
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(60
)

�
揭
楊
華
﹁
楚
鯵
中
�
諸
﹁
司
﹂
 
其
經
學
�
義
﹂︑
﹁﹁
五
祀
﹂

祭
禱
與
楚
漢
�
	
�
繼
承
﹂
參
照
︒

(61
)

王
鍔
﹃
︽
禮
記
︾
成
書
考
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
)
は
祭
法

�
の
成
立
を
﹁
戰
國
中
�
﹂
と
推
定
し
て
い
る
が
︑
違
太
炎
說
に
依

據
し
つ
つ
﹃
楚
辭
﹄
九
歌
の
成
立
時
�
を
以
て
た
だ
ち
に
祭
法
�
の

成
立
時
�
に
當
て
る
年
代
推
定
の
方
法
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
︒

(62
)

以
下
︑
楚
鯵
の
卜
筮
禱
祠
記
錄
に
お
け
る
人
鬼
系
瓜
の
禱
祠
對
象

に
つ
い
て
は
︑
楊
華
﹁
楚
禮
�
制
硏
究
︱
︱
�
論
楚
地
�
﹁
Ó

祀
﹂﹂
(
同
氏
�
揭
書
:
收
︑
も
と
﹃
楚
�
	
論
集
﹄
第
六
集
︑
二
〇
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〇
五
年
)
參
照
︒
以
下
で
引
用
す
る
楚
鯵
で
の
例
�
も
す
べ
て
こ
の

論
�
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

(63
)

以
下
a
山
楚
鯵
︑
怨
蔡
楚
鯵
か
ら
の
引
用
は
︑
陳
洩
﹃
楚
地
出
土

戰
國
鯵
册
﹇
十
四
種
﹈﹄
(經
濟
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
)
に
よ

る
︒
た
だ
し
假
借
字
は
�
行
字
に
置
き
奄
え
る
︒

(64
)

た
だ
し
﹁
鬻
熊
﹂
に
つ
い
て
は
衣
論
が
あ
る
︒
�
揭
楊
華
﹁
楚
禮

�
制
硏
究
﹂
參
照
︒

(65
)

晏
昌
貴
﹃
巫
鬼
與
Ó
祀

︱
︱
楚
鯵
:
見
方
¼
宗
敎
考
︱
︱
﹄

(
武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
附
錄
二
﹁
秦
家
嘴
卜
筮
祭
禱

鯵
釋
�
輯
校
﹂
に
よ
る
︒

(66
)

怨
蔡
楚
鯵
で
は
五
代
以
上
の
親
祖
を
祀
っ
て
い
る
︒
�
揭
楊
華

﹁
楚
禮
�
制
硏
究
﹂
參
照
︒

(附
記
)
本
稿
は
J
S
P
S
科
硏
費
26370044
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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central government. Third, it may be that he had no choice but to build his tomb at

a location far from the capital because he could not get the backing of local

residents.

Based on the above, I emphasize that examining the kingsʼ tombs is very

effective in grasping how the relationships between kings, who came from

elsewhere to rule residents in their kingdoms, and those residents were established.

THE CONTROVERSY OVER THE ANCESTRAL TEMPLE SYSTEM IN

THE FORMER HAN DYNASTY AND THE “JIFA” 祭法

CHAPTER OF THE LIJI

SUENAGA Takayasu

In this paper the author analyzes the ancestral temple system contained in the

“Jifa” 祭法 chapter of the Liji, making clear that this system provided the

framework of the controversy over the ancestral temple system during the Former

Han dynasty, especially in the period of the reign of Emperor Yuan, and also makes

a preliminary investigation of the formative period of the creation of the “Jifa.”

As is well known, there is a discrepancy in the interpretations of the ertiao二祧

(two receptacles for the tablets of more remote ancestors) by Zheng Xuan \玄

and Wang Su 王肅 in the description of the ancestral temple system in the “Jifa.”

Both err in interpreting Zuxiaomiao祖孝` in this chapter as the ancestral temple

of the great ancestor. Only Wang Yinzhi 王引之 correctly interpreted Zuxiaomiao

as the ancestral temple of the ancestor five generations earlier, and interpreted

ertiao as two receptacles for the tablets of ancestors six and seven generations

earlier. Based on Wang Yinzhiʼs interpretation, the basis for the ancestral temple

system contained in the “Jifa” is the following two principles.

One, scrapping the ancestral temple of ancestors without the prescribed

degree of consanguinity (the great ancestor included) and fixing the number of

coexisting ancestral temples. Two, preserving the ancestral temple of the

ancestors who rendered particularly distinguished services, and making them

permanent temples called zu 祖, zong宗 and the like.

According to these two principles in this system, the number of coexisting

ancestral temple of recent ancestors was set substantially at five.

The main issue in the controversy over the ancestral temple system in the
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Former Han dynasty especially in the period of the reign of Emperor Yuan involved

these two principles. The former principle clarified the problem of the absence of

the great ancestor of Emperor Gaozu, and the latter principle, by making the

ancestral temple of Gaozu permanent, created a system suited to the Han dynasty

substantially making it possible for the ancestral temple of Gaozu to replace that of

the great ancestor. The main issue in the controversy over the ancestral temple

system in this period had not begun as an argument over restrictions on the total

number of ancestral temples, so neither the theory of Zheng Xuan nor that of Wang

Su could be brought to bear. When Liu Xin 劉歆 started his argument at the end of

the Former Han dynasty by dealing with restrictions on the total number of

ancestral temples, he also provided the impetus for distorting the meaning of

Zuxiaomiao as the ancestral temple of the great ancestor, and the ancestral temple

system contained in the “Jifa” had therefore accomplished its historical mission and

sank into oblivion.

As concerns the formative period of the “Jifa,” the wusi五祀 (five sacrifices of

the house) described by the “Jifa” are very different from the so-called wusi

composed of shi室(center of a house), zao竈(a cooking stove), men門 (a gate), hu

戶 (a door) and xing行 (a road), so we can presume that formation of the “Jifa” is

older than the formation of the so-called wusi. The Wusi Muzhu 五祀木�(five

tablets for sacrifices of the house) and Bushi Daoci卜筮禱祠 (divination and

prayer) records of the Baoshan Chu tomb, the Rishu日書 of Shuihudi Qin bamboo

slips, the Shierji十二紀 of the Lüshichunqiu, and other such materials show that at

the end of the Warring States period the combination of so-called wusi had already

appeared, so the formative period of the “Jifa” can be assumed to go back to the

Warring States period.

ON THE DIPLOMATIC TIES BETWEEN THE LIAO AND

THE WESTERN XIA, AS SEEN FROM THE VIEWPOINT OF

POLITICAL MARRIAGE

FUJINO Tsukiko

In order to clarify the actual state of diplomatic policy regarding the marriage

by the Liao dynasty, this paper analyzes the frequent marriages between imperial

princesses of the Liao and kings of the Western Xia.
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