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中
国
研
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集
刊
眼
号
（
総
五
十
三
号
）
平
成
二
十
三
年
六
月
一
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凡
そ
人
を
治
む
る
の
道
、
證
よ
り
急
な
る
は
莫
し
、
證
に
五

綬
有
り
、
祭
よ
り
重
き
は
莫
し
。
夫
れ
祭
と
は
物
の
外
自
り

至
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
中
自
り
出
で
心
に
生
ず
る
な
り
。

お
そ

心
慌
れ
て
而
て
之
を
奉
ず
る
に
種
を
以
て
す
。

（
凡
治
人
之
道
、
莫
急
於
證
、
證
有
五
経
、
莫
重
於
祭
。
夫

祭
非
物
自
外
至
者
也
。
自
中
出
生
於
心
也
。
心
慌
而
奉
之

以
證
。
）
（
注
1
)

こ
の
一
節
は
、
祭
祀
の
根
源
を
語
る
箇
所
で
あ
る
。
人
を
治
め
る

た
め
に
最
も
重
要
と
な
る
祭
祀
は
、
自
分
の
外
に
あ
る
何
者
か
か

ら
や
っ
て
来
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
心
の
内
よ
り
生
ま
れ
出

『
證
記
』
祭
法
篇
冒
頭
に
、
か
く
日
う
。

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る
儒
教
祭
祀
の
敗
北
I

懐
徳
堂
記
念
祭
の
意
義

二

頁

る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
心
が
畏
れ
謹
む
と
き
に
礼
と
い
う
行

為
と
し
て
発
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
祀
が
人
を
治
め
る
手
段
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
儒
教
の
影
響
が
強
い
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、

伝
統
的
に
祭
祀
が
極
め
て
重
視
さ
れ
、
祭
祀
の
挙
行
は
政
治
と
密

接
に
関
係
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
け
る
祭
祀
と
は
、
基
本
的
に
は
神
道
か

仏
教
か
に
よ
る
。
両
者
と
も
に
儒
教
の
影
咽
は
随
所
に
見
ら
れ
る

が
、
し
か
し
現
代
日
本
に
お
い
て
、
儒
教
祭
祀
が
自
立
的
に
挙
行

さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
儒
教
祭
祀

の
有
り
方
を
説
明
す
る
場
合
、
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
か
ら
、
日
本

で
は
儒
教
祭
祀
が
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
理
解
が
一
般
的
で

あ
ろ
う
。
例
え
ば
黒
住
真
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

し
た
が
っ
て
儒
教
は
、
神
道
と
仏
教
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た

思
想
市
場
に
新
た
に
徐
々
に
食
い
込
む
形
で
、
と
く
に
神
仏

里
J "~ 

田

秀

敦
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一
部
の
先
進
的
な
儒
教
的
為
政
者
・
政
治
学
者
は
、
国
家
や

地
域
の
秩
序
の
安
定
に
は
宗
教
的
祭
祀
の
確
立
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
、
そ
の
点
か
ら
は
仏
教
に
祭
祀
を
委
ね
て
し
ま
う

こ
と
に
不
安
・
不
満
を
も
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
十

八
世
紀
初
め
に
は
、
新
井
白
石
、
荻
生
祖
練
な
ど
が
、
儒
教

に
も
と
づ
く
国
家
祭
祀
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た

試
み
は
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
水
戸
学
・
平
田
国
学
な
ど
の

主
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
お
こ
な
わ
れ
た

祭
祀
定
立
の
試
み
は
、
総
じ
て
神
道
中
心
な
い
し
神
儒
習
合

ま
た
黒
住
は

て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
注
釈
に
お
い
て
、
次
の
如
く
補
足
し

が
独
占
し
た
祭
祀
以
外
の
領
域
に
お
い
て
、
徳
川
社
会
に
広

が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
儒
教
は
、
道
徳
・
治
世
・
学

問
の
技
術
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
分
野
で
将
来
的
価
値
と
需

要
と
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

…
…
（
中
略
）
…
…

十
八
世
紀
初
め
ま
で
は
一
部
の
儒
教
思
想
家
は
、
儒
教
的
祭

祀
を
充
実
し
、
儒
教
を
自
己
確
立
し
よ
う
と
す
る
構
想
も
抱

い
た
。
し
か
し
結
局
は
、
従
来
の
伝
統
を
押
し
の
け
て
そ
れ

を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
注
2
)
0

の
形
で
あ
っ
て
、
儒
教
祭
祀
の
自
立
的
な
実
行
は
あ
り
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
（
注
3
)
0

つ
ま
り
、
儒
教
は
学
問
、
道
徳
と
し
て
の
み
日
本
社
会
に
受
容
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
儒
教
祭
祀
は
、
儒
教
を
信
奉
す
る
一
部
の
儒
者

が
実
践
を
こ
こ
ろ
み
た
に
過
ぎ
ず
、
国
家
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
歴
史
の
結
果
と
し
て
、

儒
教
祭
祀
は
日
本
に
根
付
か
な
い
ま
ま
今
に
至
っ
た
。
故
に
こ
う

し
た
見
解
に
疑
問
を
抱
く
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
理
解
に
は
、
或
る
難
点
を
指
摘
で
き
る
。

そ
れ
は
、
儒
教
祭
祀
の
対
象
に
関
す
る
理
解
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
儒
教
が
祭
祀
対
象
と
す
る
も
の
は
、
広
範
囲
で
あ
る
。
し
か
し

身
分
に
よ
っ
て
祀
る
対
象
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝
の

み
が
制
限
無
し
に
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
士
庶
人

に
許
さ
れ
る
儒
教
祭
祀
は
、
実
は
せ
い
ぜ
い
祖
先
祭
祀
く
ら
い
で
、

他
は
二
、
三
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
元
4
)
。
つ
ま
り
、
近

世
日
本
の
儒
者
た
ち
に
よ
る
儒
教
祭
祀
の
実
践
と
研
究
と
で
、
葬

祭
に
つ
い
て
の
も
の
が
突
出
す
る
の
は
、
儒
教
祭
祀
と
し
て
は
、

そ
れ
が
儒
者
個
人
に
許
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
点
に
も
注
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
藤
原
裡
窯
や
林
羅
山
を

は
じ
め
、
江
戸
時
代
初
期
の
儒
者
は
、
釈
莫
の
実
行
に
も
情
熱
を

傾
け
て
い
た
（
注
5
)
。
そ
し
て
そ
の
釈
莫
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
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幕
府
が
挙
行
す
る
国
家
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
で
き

る
だ
ろ
う
（
注
6
)
0

近
世
日
本
の
儒
者
は
、
確
か
に
祭
祀
と
し
て
の
儒
教
も
実
践
し

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
儒
者
の
全
員
が
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
儒
者
の
人
口
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
儒
者
と
は
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
知
識
人
に
よ
っ
て
言

論
活
動
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
国
家
組
織
で
あ
る
幕
府
が
釈
莫
と
い

う
儒
教
祭
祀
を
挙
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
祭
祀
を
鏃
論
に
挙
げ
る
場
合
、
必
然
的
に
問
題
と
な

る
の
は
、
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
宗
教
」

の
定
義
は
非
常
に
難
し
い
し
、
儒
教
は
宗
教
で
あ
る
か
否
か
、
と

い
う
こ
と
も
時
に
論
争
と
な
る
。
本
論
で
は
「
宗
教
」
の
定
義
に

は
立
ち
入
ら
ず
、
何
ら
か
の
祭
祀
体
系
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
宗

教
的
性
質
と
看
倣
し
、
祭
祀
の
挙
行
を
宗
教
的
行
為
と
し
て
お
く
。

そ
う
し
た
前
提
の
も
と
、
本
論
で
は
「
そ
も
そ
も
（
近
世
）
日
本

に
は
、
宗
教
と
し
て
の
儒
教
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
先

入
観
を
捨
て
、
「
日
本
に
お
い
て
、
如
何
に
儒
教
の
宗
教
性
が
消
滅

し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
挙
行
さ

れ
た
儒
教
祭
祀
を
通
じ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

先
ず
は
明
治
時
代
に
お
け
る
日
本
儒
教
の
祭
祀
形
式
を
確
認
し

た
後
、
そ
の
明
治
時
代
の
儒
教
祭
祀
が
形
作
ら
れ
た
原
因
と
、
日

本
に
お
け
る
儒
教
祭
祀
の
様
相
を
探
る
た
め
、
江
戸
時
代
に
遡
っ

-
｀
懐
徳
堂
記
念
祭
の
式
次
第

懐
徳
堂
と
は
、
享
保
九
(
-
七
二
四
）
年
に
大
坂
に
お
い
て
、

儒
教
を
学
ば
ん
と
し
た
有
力
町
人
が
共
同
出
資
を
し
て
設
立
し
た

儒
教
の
学
校
で
あ
る
。
開
学
後
間
も
無
く
し
て
中
井
登
庵
の
尽
力

に
よ
り
、
享
保
十
一
(
-
七
二
六
）
年
に
は
幕
府
か
ら
官
許
を
得

る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
四
代
学
主
の
中
井
竹
山
が
没
し
て

以
降
は
衰
退
に
入
り
、
官
許
を
得
て
い
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
明
治
二
(
-
八
六
九
）
年
に
幕
府
の
後
を
追
う
か

の
よ
う
に
し
て
、
閉
校
の
運
命
を
迎
え
た
。

し
か
し
、
明
治
時
代
に
欧
化
政
策
の
反
動
か
ら
儒
教
の
倫
理
・

道
徳
面
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
大
阪
に
お
い
て
懐

徳
堂
の
復
興
運
動
が
起
こ
っ
て
き
た
。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
は
、

大
阪
朝
日
新
聞
の
主
筆
で
あ
り
漢
学
者
で
も
あ
っ
た
西
村
天
囚
と
、

歴
代
学
主
を
世
襲
し
た
中
井
家
の
末
裔
で
あ
る
中
井
木
菟
麻
呂
と

で
あ
る
。
そ
し
て
大
正
二
(
-
九
一
三
）
年
に
は
財
団
法
人
懐
徳

堂
記
念
会
が
設
立
さ
れ
、
大
正
五
(
-
九
一
六
）
年
に
は
大
阪
府

よ
り
敷
地
を
無
償
貸
与
さ
れ
る
形
で
、
重
建
懐
徳
堂
と
し
て
悲
願

の
復
興
を
遂
げ
た
。

こ
の
復
興
に
先
立
つ
明
治
四
十
四
(
-
九
―
-
）
年
十
月
五
日
、

て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(102) 



大
阪
の
中
之
島
公
会
堂
に
お
い
て
、
懐
徳
堂
記
念
祭
と
い
う
祭
典

が
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
懐
徳
堂
復
興
運
動
の
一
大
事
業

と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
近
代
に
お
け
る
懐

徳
堂
復
興
運
動
に
関
す
る
詳
細
は
、
竹
田
健
二
『
市
民
大
学
の
誕

生
ー
大
坂
学
問
所
懐
徳
堂
の
再
興
ー
（
注
7
)
』
に
詳
し
い
。
竹
田
の

研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
中
井
木
菟
麻
呂
と
西
村

天
囚
率
い
る
懐
徳
堂
記
念
会
と
の
、
確
執
と
協
調
と
で
あ
る
。
懐

徳
堂
歴
代
学
主
の
後
裔
た
る
木
菟
麻
呂
と
、
大
坂
に
活
動
拠
点
を

有
し
て
い
た
漢
学
者
天
囚
と
は
、
懐
徳
堂
の
復
興
を
目
指
し
た
と

い
う
点
で
、
目
標
は
合
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
姿

で
再
興
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
両
者
は
相
容
れ
な
い
構
想

を
描
い
て
い
た
。
木
菟
麻
呂
は
、
基
本
的
に
中
井
家
の
顕
彰
を
脳

裏
に
描
い
て
い
た
。
対
し
て
天
囚
は
、
「
中
井
家
の
懐
徳
堂
」
で
は

な
く
、
「
大
阪
学
問
所
と
し
て
の
懐
徳
堂
」
を
復
興
し
よ
う
と
し
て

い
た
。こ

の
両
者
の
緊
迫
感
あ
ふ
れ
る
関
係
は
、
明
治
四
十
四
年
の
懐

徳
堂
記
念
祭
に
お
け
る
式
次
第
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
式

次
第
は
、
竹
田
健
二
の
近
代
懐
徳
堂
に
関
す
る
調
査
の
中
で
発
見

さ
れ
た
新
資
料
「
懐
徳
堂
祭
典
執
行
次
第
（
注
8
)
」
と
い
う
原
稿
用

紙
四
枚
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
竹
田
は
こ
の
式
次
第
と
、
当

時
の
新
聞
報
道
（
注
9
)
と
を
比
較
し
、
当
初
木
菟
麻
呂
は
祭
文
を
朗

読
す
る
予
定
は
な
く
、
た
だ
拝
礼
だ
け
を
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の

懐
徳
堂
祭
典
執
行
次
第
（
注
12)

明
治
四
十
四
年
十
月
五
日
於
中
ノ
島
公
会
堂

一
同
参
集
午
前
八
時

第
一
令
（
懐
徳
堂
所
用
木
司
令
ヲ
用
フ
）

一
同
着
席

第
二
令

拳
帳

献
観

第
三
令

奏
楽

奏
楽

が
、
土
壇
場
に
な
っ
て
木
菟
麻
呂
が
二
番
目
に
祭
文
を
朗
読
す
る

こ
と
に
な
り
、
代
わ
り
に
当
初
祭
文
朗
読
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
門
人
総
代
の
伊
藤
介
夫
が
、
実
際
に
は
拝
礼
し
か
行
わ
な
か

っ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
（
注
IO)°

竹
田
の
研
究
は
木
菟
麻

呂
と
天
囚
及
び
懐
徳
堂
記
念
会
と
の
駆
け
引
き
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
懐
徳
堂
記
念
祭
へ
の
祭
礼
と
し
て
の
分
析

は
、
設
備
な
ど
は
和
風
の
趣
き
が
強
い
が
、
釈
莫
を
参
考
に
し
つ

つ
儒
礼
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
に
留
ま
る
（
注

I
l
)
0

し
か
し
、
僅
か
四
枚
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
懐
徳
堂
記
念
祭
の
式
次
第
は
、
こ
れ
を
儒
教
祭
祀
と
い
う
観
点

か
ら
検
討
す
る
と
、
実
は
極
め
て
奇
怪
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
式
次
第
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

一
同
起
立
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竹
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
釈
莫
を
参
考
に
し
て
い
る

だ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
釈
莫
と
い
え
ば
孔
子
を
祀
る
祭

祀
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
そ
も
そ
も
の
「
釈
莫
」
は
、
孔

子
と
は
関
係
な
く
、
先
師
を
祀
る
も
の
で
あ
っ
た
（
注
13)°

孔
子
を

祀
る
も
の
だ
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
代
に
釈
莫
を
以
て
孔
子
を

二
、
儒
教
祭
祀
と
し
て
の
懐
徳
堂
記
念
祭

祭
文
朗
読

第
四
令

拝
礼

会
頭
挨
拶

委
員
長
報
先

第
五
令

特
別
会
員
順
次
拝
礼

普
通
会
員
順
次
拝
礼

随
意
退
散

式
次
第
の
記
録
は
、
舞
楽
の
演
目
や
従
事
す
る
人
員
の
名
簿
を
取

り
除
け
ば
、
僅
か
こ
れ
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

こ
の
式
次
第
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
儒
礼
と
し
て
見
た
場
合
、

極
め
て
異
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

祀
る
の
が
一
般
化
し
た
が
た
め
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
懐
徳
堂
の
先

儒
を
祀
る
た
め
に
釈
莫
を
参
考
に
し
た
の
は
、
大
い
に
謂
わ
れ
の

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

全
体
的
に
は
確
か
に
釈
莫
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
懐
徳
堂
記

念
祭
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
釈
莫
と
決
定
的
に
異
る
の
は
、
祭
祀

の
対
象
、
す
な
わ
ち
祈
り
を
捧
げ
る
対
象
が
「
何
か
」
と
い
う
点

で
あ
る
。
誰
を
祀
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
は

な
い
し
、
或
い
は
像
か
神
主
か
と
い
う
形
状
で
も
な
い
。
問
題
と

な
る
の
は
、
祈
り
を
捧
げ
た
対
象
に
、
何
が
宿
っ
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
懐
徳
堂
記
念
祭
に
お
い
て
、
「
祭
祀
の
対
象
」
と
し
た
の
は
、

懐
徳
堂
歴
代
の
学
者
で
あ
る
（
注
14)°

祭
壇
中
央
に
は
、
高
さ
四
尺

（
約
―
二

0
セ
ン
チ
）
、
幅
二
尺
五
寸
（
約
七
十
五
セ
ン
チ
）
、
厚

さ
一
尺
（
約
三
十
セ
ン
チ
）
と
い
う
巨
大
な
神
主
（
い
わ
ゆ
る
位

牌
に
相
当
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
神
主
中
央
に
は
「
懐
徳
堂
師
儒

諸
先
生
之
霊
」
と
書
か
れ
、
そ
の
左
右
に
三
宅
石
庵
以
下
懐
徳
堂

に
関
係
す
る
儒
者
十
六
人
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
安

置
さ
れ
て
い
た
祭
壇
は
、
白
い
垂
絹
で
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
垂

絹
が
「
李
帳
」
の
時
に
巻
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
神
主
が
参
列

者
の
前
に
現
れ
る
形
式
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、
先
儒
の
霊
を
祭
祀
の
対
象
と
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
先
師
を
祭
祀
対
象
と
す
る
釈
莫
と
し
て
は
、
何
も
異
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常
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
程
掲

げ
た
式
次
第
を
注
意
し
て
見
る
と
、
儒
教
祭
祀
に
お
け
る
重
要
な

儀
式
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
神
主
と
は
、
神
聖
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
聖

で
あ
る
所
以
は
、
そ
こ
が
「
神
」
の
宿
る
場
所
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
祈
り
を
奉
げ
る
対
象
は
、
木
製
の
「
物
体
」
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
木
製
の
物
体
に
宿
る
「
神
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
神
主
に
せ
よ
像
に
せ
よ
、
祭
祀
の
始
め
に
は
、
「
神
」

を
招
く
儀
式
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
家
庭
内
の
一
般
的
な
祭
祀
で

あ
る
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
、
儒
礼
で
は
神
主
を
奉
じ
た
後
に
「
降

神
」
を
行
う
（
注
ts)
。
ま
た
釈
莫
で
は
「
迎
神
」
と
い
う
儀
礼
に
よ

っ
て
、
祀
る
べ
き
「
神
」
を
招
き
入
れ
る
。
釈
莫
儀
礼
は
漢
土
に

お
い
て
も
時
代
や
土
地
に
よ
っ
て
細
か
い
出
入
は
あ
る
も
の
の
、

釈
莫
儀
礼
の
中
核
を
為
す
初
献
、
亜
献
、
終
献
の
三
献
儀
礼
の
前

後
に
、
「
神
」
を
送
り
迎
え
す
る
「
迎
神
」
、
「
送
神
」
の
儀
礼
が

必
ず
存
在
す
る
。
こ
の
時
に
は
専
用
の
奏
楽
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
迎
神
」
、
「
送
神
」
は
三
献
儀
礼
の
前
後
に
お
け
る
最
も
重
要
な

儀
礼
と
な
っ
て
い
る
（
注
16)
。
と
こ
ろ
が
懐
徳
堂
記
念
祭
で
は
、
「
迎

神
」
も
「
送
神
」
も
行
っ
て
お
ら
ず
、
「
懐
徳
堂
師
儒
諸
先
生
之
霊
」

と
大
書
さ
れ
た
神
主
に
催
礼
を
奉
げ
て
も
、
懐
徳
堂
の
先
儒
に
は

祈
り
が
届
い
て
い
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

「
窄
帳
」
の
時
に
奏
楽
を
す
る
こ
と
か
ら
、
「
窄
帳
」
が
「
迎
神
」

に
相
当
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
釈
莫
に
お
け
る
儀
礼
で
は
、
「
迎
神
」
の
前
に
、
「
啓
扉
」
と

い
う
儀
礼
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
普
段
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
聖
廟
の

門
を
開
け
る
と
い
う
儀
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
詮
は
門
を
開
く

と
い
う
儀
式
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
時
に
奏
楽
は
し
な
い
。
ま

た
日
本
の
釈
莫
で
は
「
啓
扉
」
の
儀
式
に
お
い
て
、
聖
廟
の
門
で

は
な
く
、
神
寵
の
扉
を
開
け
て
お
り
、
こ
れ
が
日
本
釈
興
の
特
徴

と
さ
れ
て
い
る
（
注
17)0

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
懐
徳
堂
記
念
祭
に
お
け
る
神
主
は
、

そ
れ
が
置
か
れ
た
舞
台
全
体
が
白
布
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
お
り
、

「
窄
帳
」
に
よ
っ
て
垂
絹
が
取
り
払
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
た
か
も
開
門
す
る
が
如
き
儀
式
で
あ
り
、
こ
の
時
に
奏

楽
を
行
う
の
は
不
適
で
あ
る
。
懐
徳
堂
記
念
祭
の
意
図
か
ら
す
る

と
、
「
窄
帳
」
を
す
れ
ば
眼
前
に
神
主
が
登
場
す
る
の
で
、
だ
か
ら

こ
そ
奏
楽
を
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
の
釈
莫
の
風
習
に
照
ら
し

合
わ
せ
ば
、
「
啓
扉
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

要
す
る
に
式
次
第
を
作
成
し
た
記
念
会
は
、
祭
祀
の
対
象
と
す
べ

き
「
神
」
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。

故
に
懐
徳
堂
記
念
祭
に
お
い
て
は
、
「
単
な
る
大
き
な
板
」
に
対

し
て
祭
文
を
朗
読
し
、
拝
礼
し
た
の
で
あ
り
、
儒
礼
と
し
て
考
え

た
場
合
、
滑
稽
極
ま
り
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、

儒
教
の
学
校
で
あ
っ
た
懐
徳
堂
の
再
興
を
図
っ
て
懐
徳
堂
の
先
儒
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を
祀
ろ
う
と
い
う
の
に
、
儒
教
に
お
け
る
礼
学
を
検
討
せ
ず
、
た

だ
漠
然
と
「
儒
教
っ
ぽ
い
」
式
典
に
仕
上
げ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

こ
と
が
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
合
図
に
し
て
も
「
木
司
令
」
を
用
い

る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
懐
徳
堂
に
お
い
て
講
義
の
開
始
な
ど

を
知
ら
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
祭
祀
と
は

全
く
関
係
が
な
く
、
単
に
「
懐
徳
堂
っ
ぽ
い
」
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

出
す
た
め
に
木
司
令
を
持
ち
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
事
実
、
「
懐
徳

堂
祭
典
執
行
次
第
」
の
当
該
箇
所
で
は
、
当
初
「
第
一
鈴
」
と
書

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
鈴
」
を
「
令
」
に
改
め
、
そ
し
て
木
司
令
の

使
用
を
欄
外
に
注
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
懐
徳
堂
記
念
祭
に
お
け
る
神
主
は
、
そ
も
そ
も
材
質
か

ら
し
て
儒
礼
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
儒
礼
の
神
主
は
、
周
制
に
則
り
栗

を
用
い
て
作
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て

儒
葬
を
研
究
し
実
行
し
て
い
た
日
本
の
儒
者
も
踏
襲
し
て
い
た
。

懐
徳
堂
も
同
様
で
あ
り
、
中
井
梵
庵
『
喪
祭
私
説
』
に
も
神
主
は

「
澤
栗
作
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
懐
徳
堂
記
念
祭
」
に
お
け
る
神
主
は
、
檜
を
用
い
て

作
成
さ
れ
て
い
た
。
檜
を
重
視
す
る
の
は
、
神
道
で
あ
る
。
例
え

ば
幕
末
明
治
期
の
国
学
者
古
川
射
行
の
『
喪
儀
略
』
に
「
霊
璽

…
…
（
中
略
）
…
…
。
材
は
檜
を
用
ゐ
る
べ
し
°
（
注
lB
）
」
と
あ
る

よ
う
に
、
神
葬
祭
を
志
向
す
る
も
の
が
檜
を
用
い
て
神
主
を
作
成

し
て
い
た
。
ま
た
、
「
懐
徳
堂
師
儒
諸
先
生
之
霊
」
と
い
う
書
き
方

も
、
儒
礼
と
し
て
は
奇
妙
で
あ
る
。
儒
教
で
は
「

O
神
位
」
「

O
O

神
主
」
な
ど
と
す
べ
き
で
あ
り
、
「

O
O
之
霊
」
と
す
る
の
は
、
神

葬
祭
に
お
け
る
霊
璽
（
い
わ
ゆ
る
位
牌
に
相
当
）
の
書
式
を
努
鼎

と
さ
せ
る
（
注
1
9
)
°
つ
ま
り
、
懐
徳
堂
記
念
祭
に
お
け
る
神
主
は
、

神
道
形
式
の
色
彩
が
色
濃
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
懐
徳
堂
記
念
祭
が
神
道
形
式
の
祭
祀
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
神
官
も
関
与
し
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
神
道
形
式
の
祭

祀
に
欠
か
せ
な
い
「
修
祓
」
の
儀
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る。
要
す
る
に
、
懐
徳
堂
記
念
祭
で
は
、
儒
教
に
よ
っ
て
霊
魂
を
祀

る
と
い
う
意
識
が
完
全
に
欠
如
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
懐
徳
堂

で
は
、
初
代
学
主
の
三
宅
石
庵
以
来
、
儒
葬
を
研
究
し
、
儒
葬
に

よ
っ
て
葬
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
（
注
20)
。
そ
う
し
た
懐
徳
堂
の
先
儒

に
と
っ
て
し
て
み
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
祭
礼
で
自
分
を
祀
ら
れ
て

は
、
墓
か
ら
出
て
き
て
講
釈
の
―
つ
で
も
垂
れ
た
く
な
る
こ
と
で

あ

ろ

う

。

．

で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
祭
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
直
接
的
な
原
因
は
西
村
天
囚
ら
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
に
お
け
る
儒
教
祭
祀
と
い
う

視
点
か
ら
考
え
る
場
合
、
通
史
的
に
思
想
史
、
政
治
史
の
見
地
か

ら
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
公
に
行
わ
れ
て
い
た
儒
教
祭
祀
で
あ
る
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江
戸
幕
府
に
よ
る
釈
莫
の
由
来
は
、
林
家
の
忍
岡
聖
堂
に
お
け

る
私
的
な
釈
莫
に
遡
る
。
寛
永
七
(
-
六
三

O
)
年
、
徳
川
家
光

は
林
羅
山
に
上
野
忍
岡
に
五
千
三
百
五
十
三
坪
と
二
百
両
と
を
与

え
た
（
注
21)
。
こ
う
し
て
建
て
ら
れ
た
の
は
林
家
の
私
塾
で
あ
っ
た

が
、
更
に
寛
永
九
(
-
六
三
二
）
年
に
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
の
援

助
を
受
け
て
、
先
聖
殿
が
建
て
ら
れ
た
（
注
22)°

忍
岡
聖
堂
と
呼
ば

れ
る
こ
の
建
物
で
初
め
て
釈
莫
が
行
わ
れ
た
の
は
、
寛
永
十
（
一

六
三
三
）
年
二
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
（
注
23)
。
ま
た
同
年
七
月
に

は
、
家
光
が
先
聖
殿
へ
拝
礼
に
訪
れ
て
い
る
。
家
光
、
そ
し
て
続

く
四
代
将
軍
家
綱
は
、
頻
繁
に
忍
岡
聖
道
に
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
飽
く
迄
も
林
家
の
私
塾
に
対
し
て
援
助
を
行

っ
た
も
の
で
あ
り
、
家
光
の
「
儒
学
」
振
興
政
策
の
一
環
に
過
ぎ

な
い
だ
ろ
う
。
忍
岡
聖
堂
に
拝
礼
し
た
の
は
、
家
光
は
寛
永
十
年

の
一
度
だ
け
、
家
綱
に
至
っ
て
は
一
度
も
訪
れ
て
い
な
い
。
度
重

な
る
金
銭
面
で
の
支
援
に
相
反
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
身
は
聖
廟

に
参
詣
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の

こ
ろ
の
幕
府
は
、
儒
教
祭
祀
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

、
江
戸
幕
府
に
よ
る
聖
堂
の
造
営

釈
莫
を
軸
に
し
て
、
日
本
に
お
け
る
儒
教
祭
祀
の
動
向
を
検
討
す

る。

が
わ
か
る
。
家
光
、
家
綱
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
儒
教
と
は
、

学
問
、
知
識
に
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
寛
永
七
年
に
羅
山
を
し
て
学
問
所
を
建
て

さ
せ
た
と
き
に
、
学
舎
と
書
庫
し
か
建
設
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
先
聖
殿
の
建
立
を
援
助
し
た

徳
川
義
直
は
、
明
ら
か
に
儒
教
祭
祀
に
心
を
寄
せ
て
い
た
。
事
実
、

そ
の
徳
川
義
直
は
慶
安
三
(
-
六
五

O
)
年
に
没
す
る
に
際
し
て
、

葬
儀
は
儒
葬
で
行
う
よ
う
に
遺
言
し
て
い
る
。

寛
文
十
一
(
-
六
七
一
）
年
、
当
時
幕
政
を
掌
握
し
て
い
た
大

老
酒
井
忠
清
は
、
一
子
酒
井
忠
明
を
忍
岡
聖
堂
の
釈
莫
に
派
遣
し
、

参
詣
せ
し
め
た
。
こ
の
酒
井
忠
明
の
参
列
が
契
機
と
な
り
、
以
後

幕
閣
有
力
者
の
子
弟
や
諸
大
名
が
、
忍
岡
聖
堂
の
釈
莫
に
列
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
儒
教
祭
祀
が
、
幕
府
や
諸
大
名

と
い
う
為
政
者
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。
も
っ
と
も
将
軍
が
聖
堂
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

そ
も
そ
も
幕
閣
や
大
名
自
身
が
行
く
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
態
が
一
転
し
た
の
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
で
あ

る
。
元
禄
元
(
-
六
八
八
）
年
か
ら
元
禄
三
(
-
六
九

O
)
年
三

月
に
か
け
て
、
綱
吉
は
実
に
三
度
も
忍
岡
聖
堂
に
参
詣
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
の
時
に
は
、
綱
吉
も
三
日
の
斎
戒
を
行
う
な
ど
、
儒
礼

に
則
り
厳
粛
に
拝
礼
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
24)
。
そ
し
て
元
禄
三

（
一
六
九

O
)
年
七
月
、
綱
吉
は
林
信
篤
に
忍
岡
聖
堂
と
そ
の
釈
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は
じ

孔
廟
の
設
、
原
と
尾
張
公
に
創
む
、
而
て
朝
を
累
ね
因
り
て

以
て
崇
を
加
え
隆
然
す
る
も
、
義
朝
典
に
本
づ
か
ざ
る
は
、

殆
ん
ど
盛
心
に
闊
る
有
り
、
且
つ
地
は
寺
刹
に
逼
り
、
細
流

接
縦
す
、
夫
れ
薫
癌
器
を
同
じ
う
せ
ず
、
矧
ん
や
儒
佛
共
境

せ
ん
や
、
将
に
爽
壇
を
審
捉
し
廟
殿
を
鼎
新
し
、
以
て
國
家

崇
尚
の
義
を
昭
か
に
す

（
孔
廟
之
設
、
原
創
於
尾
張
公
、
而
累
朝
因
以
加
崇
隆
然
、

義
不
本
於
朝
典
、
殆
有
闊
於
盛
心
、
且
地
逼
寺
刹
、
細
流

接
蹴
、
夫
薫
癌
不
同
器
、
矧
儒
佛
共
境
乎
、
将
審
捉
爽
壇

鼎
新
廟
殿
、
以
昭
國
家
崇
尚
之
義
）
（
注
25)

忍
岡
聖
堂
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
三
つ
の
点
で
あ
る
。
第
一
は
、

忍
岡
聖
堂
の
学
舎
は
幕
府
の
資
金
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
聖
廟
が
尾
張
藩
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
と
も
と
尾
張
徳
川
家
は
、
徳
川
本
家
と
は
良
好
な
関
係
を
築
い

て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
将
軍
が
親
し
く
参
詣
す
る
孔
子
廟
が
そ

の
尾
張
藩
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に

幕
府
の
面
目
と
い
う
観
点
か
ら
鑑
み
て
、
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か

し
第
二
は
、
朝
典
に
基
づ
か
な
い
、
つ
ま
り
日
本
の
釈
莫
と
し
て

不
備
が
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
理
由
と
し
て
、

莫
と
の
難
点
を
挙
げ
、
「
幕
府
の
聖
堂
」

の
建
設
を
命
じ
た
。

忍
岡
聖
堂
が
寛
永
寺
に
郡
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
綱
吉
の
意
図
が
尾
張
藩
と
の
関
係
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
第

二
、
第
三
の
理
由
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
幕
府
が
聖
廟

を
作
る
こ
と
で
、
「
国
家
崇
尚
の
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
ま
で
言

っ
て
い
る
。

幕
府
自
ら
聖
廟
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
れ

は
単
に
幕
府
内
部
に
お
け
る
儒
教
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
か

ら
と
い
う
説
明
に
な
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
儒
教
が
日
本
に
お

い
て
興
隆
し
て
き
た
か
ら
だ
、
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
あ
れ
ば
、
第
二
の
理
由
は
必
要
な
い
。

綱
吉
の
将
軍
就
位
は
延
宝
八
(
-
六
八

O
)
年
で
あ
り
、
就
任

直
後
か
ら
林
信
篤
を
召
し
出
し
て
は
、
し
ば
し
ば
講
義
を
受
け
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
禄
元
年
ま
で
忍
岡
聖
堂
に
綱
吉
が
参
詣
す

る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
元
禄
元
年
か
ら
毎
年
参
詣
し
、

元
禄
三
年
の
幕
府
に
よ
る
聖
堂
建
設
に
至
る
と
い
う
あ
わ
た
だ
し

い
経
緯
を
考
え
た
場
合
、
ど
う
し
て
元
禄
元
年
に
行
き
始
め
た
の

か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
須
藤
敏
夫
は
、
綱
吉
が
儒
教
を

好
ん
で
い
た
こ
と
と
、
将
軍
就
位
以
来
、
林
信
篤
に
親
し
く
講
義

を
受
け
て
お
り
、
両
者
の
関
係
が
徐
々
に
深
ま
っ
て
い
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
（
注
26)°

し
か
し
綱
吉
の
儒
学
好

き
と
い
う
個
人
的
志
向
だ
け
で
は
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
説
明
す

る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
飯
田
須
賀
斯
は
、
佐
賀
藩
多
久
邑
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が
孔
子
廟
を
作
ろ
う
と
し
て
、
幕
府
に
相
談
し
て
い
た
こ
と
が

つ
の
動
機
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
注
27)
。
し
か
し
飯
田
自
身
も
述

べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
時
す
で
に
尾
張
藩
、
岡
山
藩
が
聖
廟
を

建
て
て
お
り
、
足
利
学
校
や
長
崎
の
聖
廟
も
有
っ
た
状
況
で
は
、

多
久
邑
の
聖
廟
建
立
が
如
何
ほ
ど
ま
で
に
綱
吉
に
影
響
を
与
え
た

か
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
幕
府
聖
堂
の
造
営
を
綱
吉
周
辺
も
し
く
は
幕
府

の
み
を
見
て
も
、
直
接
的
な
動
機
は
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
国

家
祭
祀
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
個
人
の
嗜
好
と
は
別
の
動

機
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。

そ
も
そ
も
日
本
に
お
け
る
国
家
祭
祀
と
は
、
本
来
、
朝
廷
が
行

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
祭
祀
と
は
、
政
治
的
に
見
れ
ば
統
治

の
た
め
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
故

に
動
乱
の
時
代
を
経
て
安
定
し
た
政
権
が
打
ち
立
て
ら
れ
れ
ば
、

祭
祀
制
度
が
整
え
ら
れ
、
儀
礼
が
備
わ
る
。
米
田
雄
介
は
、
幕
府

前
期
に
あ
っ
て
、
「
幕
府
も
独
自
の
儀
式
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
に

よ
っ
て
朝
廷
に
対
抗
し
よ
う
と
」
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
（
注
28)
。
幕
府
に
よ
る
聖
廟
の
造
営
及
び
釈
莫
の
挙
行
は
、
こ
の

流
れ
の
中
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

綱
吉
の
治
政
中
、
朝
廷
で
あ
る
重
要
な
祭
祀
が
復
活
し
た
。
朝

廷
の
祭
祀
に
お
い
て
、
大
小
様
々
あ
る
祭
祀
の
中
で
最
も
重
要
と

さ
れ
る
の
は
、
天
皇
一
代
一
度
限
り
の
大
嘗
祭
で
あ
る
。
毎
年
十

一
月
、
収
穫
祭
と
し
て
新
嘗
祭
が
挙
行
さ
れ
る
が
、
即
位
後
初
の

新
嘗
祭
は
、
即
位
し
た
天
皇
が
天
皇
霊
を
そ
の
玉
体
に
降
ろ
し
て

ま
こ
と
の
天
皇
に
な
る
と
い
う
大
嘗
祭
と
し
て
、
特
に
重
視
さ
れ

て
お
り
（
注
29)
、
『
延
喜
式
』
で
は
唯
一
の
「
大
祀
」
と
さ
れ
て
い
る

（注
30)°

し
か
し
朝
廷
の
窮
乏
や
戦
乱
に
よ
り
、
文
正
元
(
-
四
六
六
）

年
の
一

0
三
代
後
土
御
門
天
皇
を
最
後
に
、
こ
の
大
嘗
祭
は
永
く

途
絶
え
て
い
た
。
そ
の
大
嘗
祭
が
‘
貞
亨
四
（
一
六
八
七
）
年
に
、

―
一
三
代
東
山
天
皇
に
よ
っ
て
、
実
に
二
百
二
十
三
年
ぶ
り
に
復

活
し
た
の
で
あ
る
。

長
ら
く
絶
え
て
い
た
日
本
の
最
上
位
に
据
え
ら
れ
る
祭
祀
が
、

遂
に
朝
廷
に
復
活
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
政
治
的
問
題
と
し
て
、

幕
府
の
側
が
祭
祀
と
い
う
も
の
を
強
く
意
識
し
た
と
し
て
、
何
ら

不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
大
嘗
祭
の
復
活
は
、
実
際
に
は

院
政
を
行
っ
て
い
た
霊
元
上
皇
の
手
腕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
霊
元
上
皇
は
朝
廷
の
権
威
の
復
活
を
追
求
し
て
お
り
和
31)

、
幕

府
嫌
い
で
通
っ
て
い
た
。

こ
の
大
嘗
祭
の
挙
行
も
、
一
応
は
幕
府
の
了
解
を
と
り
、
幕
府

の
支
援
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
幕
府
は
、
朝
廷
が
大
嘗
祭
に
関

す
る
重
要
な
行
事
だ
と
し
て
実
行
を
強
く
願
っ
た
賀
茂
川
行
幸
を

却
下
し
た
。
そ
も
そ
も
幕
府
は
天
皇
が
御
所
か
ら
出
る
こ
と
を
禁

止
し
て
お
り
、
天
皇
の
存
在
を
社
会
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
朝
廷

支
配
の
方
針
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
和
32)0
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朝
廷
が
日
本
最
高
格
式
の
祭
祀
を
復
活
さ
せ
た
か
ら
に
は
、
幕

府
側
も
そ
れ
な
り
に
権
威
あ
る
祭
祀
を
行
い
、
幕
府
の
威
光
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
注
33)
。
朝
廷
が
格
式
高
く
由
緒
あ

る
祭
礼
を
行
え
ば
、
幕
府
も
ま
た
相
応
に
格
式
の
あ
る
祭
礼
を
行

う
必
要
が
出
て
き
た
の
で
ぁ
る
。

し
か
し
格
式
あ
る
祭
祀
を
行
お
う
と
し
て
も
、
何
を
行
う
べ
き

な
の
か
、
そ
の
選
択
肢
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
も
そ
も
儀
礼
の
体

系
を
有
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
伝
統
的
に
存
在

し
て
い
た
の
は
、
神
道
と
仏
教
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
道
は
あ

ま
り
に
も
天
皇
、
朝
廷
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
一
方
で
仏
教
で

も
、
国
家
祭
祀
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
由
緒
と
イ
ン
パ
ク
ト
を

有
す
る
祭
礼
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
返
答
に
困
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
至
り
、
幕
府
に
と
っ
て
、
儒
教
祭
祀
の
存
在
が
非
常
に

大
き
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
に
お
い
て
初
め
て
釈
莫
が
行

わ
れ
た
の
は
、
『
績
日
本
紀
』
に
よ
る
と
大
宝
元
（
七

0
I

)

年
で

あ
り
（
注
34)
、
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
大
学
寮
に
お
い
て
式
次
第
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
中
世
に
入
る
と
形
骸
化
し
て
衰
微
す
る
も
の
の
、

そ
れ
で
も
な
お
執
念
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
が
、
遂
に
応
仁
の

乱
に
よ
っ
て
中
断
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
朝
廷
は
釈
奨

の
復
興
を
画
策
し
て
お
り
、
後
光
明
天
皇
(
-
六
三
三

S
一
六
五

四
）
の
時
に
は
具
体
的
な
復
興
が
計
画
さ
れ
な
が
ら
も
、
失
敗
に

終
わ
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
由
緒
と
格
式
を
有
し

な
が
ら
、
今
は
朝
廷
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
国
家
祭
祀

と
し
て
の
釈
莫
を
、
幕
府
こ
そ
が
再
興
す
る
と
い
う
大
義
名
分
が

立
ち
、
朝
廷
に
対
し
て
痛
烈
な
意
趣
返
し
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
武
」
の
み
で
は
な
く
「
文
」
も
徳
川
将
軍
が
差
配
す
る
の

だ
と
い
う
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
ろ
う
。

ま
た
当
時
の
国
際
社
会
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
釈
莫
の
重
要
性

は
更
に
明
ら
か
に
な
る
。
例
え
ば
李
氏
朝
鮮
で
は
、
孔
子
へ
の
祭

祀
は
中
祀
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
祀
は
王
室
で
あ
る
李

氏
に
関
す
る
祭
祀
で
あ
り
、
釈
莫
は
王
室
祭
祀
に
次
ぐ
中
祀
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
釈
莫
が
い
か
に
重
要
な
祭
祀
で

あ
る
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
（
注
35)
。
当
時
朝
鮮
と
国
交
を
有
し
て
い

た
幕
府
は
、
国
家
の
体
面
と
し
て
も
釈
莫
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
を
取
り
巻
く
情
勢
を
観
察
す
る
と
、
綱
吉
が

信
篤
に
示
し
た
第
二
、
第
三
の
理
由
が
、
単
に
儒
学
好
き
だ
か
ら

な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
強
い
政
治
的
意
図
に
基
づ
い
て
出

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
幕
府
が
釈
莫
を
挙
行
す
る

こ
と
で
、
幕
府
こ
そ
が
日
本
の
祭
祀
を
再
興
す
る
主
役
に
な
る
の

だ
か
ら
、
朝
典
、
す
な
わ
ち
日
本
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
て
い
た
釈

莫
を
継
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
釈
莫
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
儒
教
の
自
立
し
た
祭
祀
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
仏
教

と
儒
教
と
を
完
全
に
切
り
離
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
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想
で
は
な
く
祭
祀
体
系
と
し
て
も
、
儒
教
の
確
立
を
図
っ
て
い
る

と
も
言
え
よ
う
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
確
か
に
こ
の
時
、
神
道
、

仏
教
に
続
き
、
第
三
の
宗
教
と
し
て
儒
教
が
幕
府
に
よ
っ
て
認
識

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
、
湯
島
聖
堂
で
あ
っ
た
。
元
禄
四

（
一
六
九
一
）
年
二
月
、
綱
吉
自
ら
幕
閣
を
伴
っ
て
湯
島
聖
堂
に

趨
き
、
幕
府
に
よ
る
釈
莫
を
盛
大
に
挙
行
し
た
。

こ
う
し
て
幕
府
の
祭
祀
と
し
て
挙
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
釈

莫
は
、
新
井
白
石
に
よ
っ
て
、
儀
礼
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
。
白

石
は
宝
永
七
（
一
七
―

O
)
年
に
『
繹
莫
儀
注
』
を
六
代
将
軍
家

宣
に
献
上
し
、
こ
の
白
石
の
儀
礼
が
幕
府
に
採
用
さ
れ
た
。
白
石

に
よ
る
変
更
は
、
林
信
篤
と
の
政
争
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

御
束
帯
を
用
ひ
ら
る
べ
し
や
否
の
事
、
内
々
其
儀
あ
り
し
か

ど
、
「
今
の
冠
は
、
後
世
帷
頭
の
制
に
し
て
、
本
朝
の
え
ぼ
う

し
と
い
ふ
も
の
、
周
弁
の
遺
制
あ
り
。
ま
た
、
先
王
の
礼
服

は
こ
と
ご
と
く
直
垂
領
な
り
。
今
の
団
領
は
胡
服
に
出
た
り
」

と
て
、
御
え
ぼ
う
し
、
御
直
垂
を
用
ひ
ら
る
。
ま
た
、
九
拝

の
中
、
震
動
拝
に
至
て
は
、
倭
国
に
其
礼
の
こ
り
ぬ
と
鄭
大

夫
が
説
に
も
見
え
た
れ
ば
と
て
、
「
神
拝
」
の
儀
さ
づ
け
ま
い

ら
せ
よ
」
と
あ
り
し
か
ば
、
其
儀
を
授
け
奉
り
き
（
注
36)0

白
石
の
変
更
と
は
、
服
制
は
日
本
の
烏
帽
直
垂
を
用
い
、
参

拝
に
あ
た
っ
て
は
「
振
動
拝
」
、
す
な
わ
ち
柏
手
を
以
て
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
神
道
形
式
の
釈
莫
な

ど
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
白
石
自
身
は
、
あ
く
ま
で
も
周

の
遺
制
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
注
37)°

な
お
撲
頭
と
は
唐
代
の
頭
巾
の
こ
と
で

あ
り
、
「
振
動
拝
」
と
は
『
周
證
』
春
官
宗
伯
第
三
に
お
け
る
大
祝

の
拝
礼
方
法
を
指
す
(It38)°

要
す
る
に
白
石
は
、
中
華
文
化
の
根

源
で
あ
る
周
代
の
制
で
行
え
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
綱

吉
に
あ
っ
て
は
「
朝
典
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た

が
、
白
石
は
そ
う
し
た
「
日
本
色
」
を
欲
し
た
の
で
は
な
く
、
「
正

当
な
中
華
の
礼
制
」
を
追
求
し
、
大
ま
じ
め
に
儒
教
祭
祀
を
整
え
、

幕
府
も
ま
た
そ
れ
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
幕
府
釈
莫
の
完
成

し
か
し
、
こ
う
し
た
白
石
の
改
革
は
享
保
元
(
-
七
六
）
年
、

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
、
釈
莫
は
林
家
の
旧
に

戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
倹
約
重
視
と
い
う
立
場
か
ら
、

吉
宗
は
釈
莫
の
挙
行
も
規
模
を
縮
小
さ
せ
、
自
身
は
一
度
も
湯
島

聖
堂
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
吉
宗
の
態
度
は
、
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儒
教
の
「
実
学
」
面
を
重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
の
現
れ
と
も
理
解

さ
れ
る
が
（
注
39)
、
し
か
し
「
実
学
」
と
「
祭
祀
」
と
の
単
純
な
対

比
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
吉
宗
が
「
祭
祀
」
に
興
味

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

吉
宗
は
享
保
十
三
(
-
七
二
八
）
年
に
、
実
に
六
十
五
年
ぶ
り

と
な
る
将
軍
の
日
光
東
照
宮
参
詣
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
寛
文
三

（
一
六
六
三
）
年
に
四
代
家
綱
が
参
詣
し
て
以
来
の
も
の
で
あ
り
、

平
素
は
倹
約
に
う
る
さ
い
吉
宗
も
、
こ
の
時
ば
か
り
は
出
費
を
惜

し
ま
ず
、
盛
大
に
挙
行
し
て
い
る
。
吉
宗
の
徳
川
家
康
に
対
す
る

崇
敬
ぶ
り
は
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
神
君
家
康
が
「
民
俗
神
」

と
し
て
各
地
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
、
吉
宗
が

東
照
宮
祭
祀
を
政
策
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
（
注
40)
、

吉
宗
が
必
要
と
し
て
い
た
国
家
の
祭
祀
と
は
、
神
祖
家
康
に
対
す

る
も
の
で
あ
り
、
神
道
、
仏
教
、
儒
教
な
ど
と
い
う
「
宗
教
」
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

幕
府
が
国
家
祭
祀
と
し
て
儒
教
を
重
要
視
し
な
く
な
れ
ば
、
湯

島
聖
堂
に
お
け
る
釈
莫
が
衰
微
し
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
り
、
以

後
、
松
平
定
信
に
よ
る
正
学
復
興
ま
で
、
林
家
が
か
ろ
う
じ
て
継

続
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
体
で
あ
っ
た
。

定
信
に
よ
る
学
問
に
関
す
る
指
令
は
、
寛
政
の
改
革
に
お
け
る

重
要
事
項
で
あ
り
、
学
問
所
の
改
制
や
異
学
の
禁
と
い
っ
た
政
治

的
、
思
想
的
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
今
こ
こ
で
釈
莫
に

焦
点
を
当
て
れ
ば
、
火
災
に
よ
り
興
廃
し
て
い
た
聖
廟
を
復
興
、

増
改
築
を
し
、
新
聖
廟
の
も
と
で
寛
政
十
二
(
-
八

O
O
)
年
に

挙
行
し
た
釈
莫
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
前
年
か
ら
釈
莫
の
儀

礼
に
つ
い
て
研
究
及
び
教
義
が
行
わ
れ
、
『
輝
莫
儀
注
』
が
制
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
『
繹
莫
儀
注
』
に
お
け
る
式
次
第
は
、
多
少
の
出

入
は
あ
る
も
の
の
、
『
延
喜
式
』
を
忠
実
に
踏
襲
し
て
お
り
、
幕
府

の
意
思
が
、
本
朝
の
祭
祀
と
し
て
の
釈
莫
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
和
41)°

吉
宗
以
来
、
国
家
祭
祀
と
し
て
の
釈

莫
は
甚
だ
軽
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
国
家
祭
祀
と

し
て
の
儒
教
が
興
隆
し
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
幕
府
が
釈
莫
の
儀

礼
に
つ
い
て
も
制
定
し
た
こ
と
で
、
た
だ
道
徳
、
観
念
論
と
し
て

の
儒
教
を
称
賛
す
る
の
で
は
な
く
、
祭
祀
を
も
含
め
た
儒
教
体
系

を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
幕
府
の
財
政
難
か
ら
、
幕
府
が
積
極
的
に
釈
莫
を
顕

彰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば

大
坂
の
官
許
学
問
所
で
あ
る
懐
徳
堂
は
、
寛
政
四
(
-
七
九
二
）

年
に
、
大
坂
の
大
火
事
に
よ
っ
て
全
焼
し
て
し
ま
う
。
時
の
学
主

中
井
竹
山
は
、
懐
徳
堂
を
再
建
す
る
た
め
の
資
金
援
助
に
つ
い
て

幕
府
と
交
渉
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
竹
山
の
当
初
の
再
建
構
想
で

は
、
大
阪
大
学
に
現
存
し
て
い
る
図
面
に
よ
る
と
（
注
42)
、
聖
廟
も

建
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
見
積
も
り
千
四

五
百
金
は
幕
府
に
よ
っ
て
値
切
り
に
値
切
ら
れ
、
結
局
三
百
金
し
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五
、
明
治
中
期
の
釈
莫
再
興
運
動

か
援
助
は
受
け
ら
れ
ず
、
懐
徳
堂
は
聖
廟
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず

に
終
わ
っ
た
（
注
43)°

時
の
老
中
松
平
定
信
は
大
坂
に
来
た
と
き
、

わ
ざ
わ
ざ
竹
山
を
大
坂
城
に
召
し
出
し
、
政
治
経
済
に
つ
い
て
意

見
の
提
出
を
求
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
懐
徳
堂
再
建
の

折
に
、
定
信
が
特
に
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

定
信
に
あ
っ
て
は
、
飽
く
迄
も
「
幕
府
が
釈
莫
を
行
う
」
こ
と
に

こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
方
針
は
幕
府

滅
亡
ま
で
続
け
ら
れ
て
お
り
、
最
後
の
釈
莫
は
実
に
慶
応
三
（
一

九
六
七
）
年
八
月
、
二
条
城
に
あ
っ
た
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
か

ら
名
代
が
派
遣
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
和
44)°

十
月
十
四
日
の
大

政
奉
還
を
目
前
に
し
て
、
幕
府
と
倒
幕
派
と
が
子
烈
な
抗
争
を
し

て
い
た
時
で
も
、
釈
莫
は
国
家
祭
祀
と
し
て
挙
行
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
幕
府
が
滅
び
る
そ
の
時
ま
で
、
儒
教
祭
祀
は

確
か
に
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
寛
政
の
改
革
以
後
、
各
地
の
藩
校

で
は
孔
子
を
祀
る
祭
礼
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
地
方
に
よ
っ
て
は

庶
民
も
釈
莫
の
参
観
が
許
さ
れ
る
な
ど
、
儒
教
祭
祀
の
存
在
が
庶

民
層
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
注
45)
。
か
く
し
て
江
戸

時
代
後
期
に
は
、
孔
子
を
祀
る
儒
教
祭
祀
が
全
国
に
滲
透
し
て
い

こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

幕
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
釈
莫
は
、
式
次
第
や
服
制
に
出

入
は
あ
る
も
の
の
、
儒
教
儒
礼
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
迎
神
」
に
よ
り
孔
子
の
神
を
迎
え
、

こ
れ
に
拝
礼
す
る
の
で
あ
る
。

明
治
二
(
-
八
二
九
）
年
に
、
昌
平
條
に
置
か
れ
た
明
治
政
府

の
「
大
学
校
」
聖
廟
に
お
い
て
、
八
意
思
兼
命
を
祀
る
学
神
祭
が

行
わ
れ
た
。
学
神
祭
の
挙
行
は
、
大
学
校
に
お
け
る
漢
学
派
と
国

学
派
と
の
抗
争
の
産
物
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
熾
烈
な
闘
争
は

相
討
ち
の
形
と
な
り
、
大
学
校
の
廃
止
と
い
う
事
態
を
招
い
て
、

湯
島
聖
堂
に
お
け
る
祭
祀
は
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ

う
し
た
抗
争
の
影
響
を
受
け
て
、
地
方
で
も
釈
莫
の
風
習
が
一
斉

に
途
絶
え
て
い
っ
た
。

周
知
の
如
く
、
明
治
政
府
は
神
道
を
以
て
国
家
祭
祀
と
し
、
い

わ
ゆ
る
国
家
神
道
を
樹
立
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
儒
教
の
知
識
、

道
徳
論
が
、
「
漢
学
」
と
い
う
素
養
、
教
養
、
道
徳
論
と
し
て
の
み

生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
歴
史
の
結
果
で
あ
る
。

で
は
、
江
戸
時
代
に
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
祭
祀
と
し
て
の
儒

教
は
、
ど
う
し
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
和
46)0

実
は
明
治
二
十
二
(
-
八
八
九
）
年
ご
ろ
か
ら
、
湯
島
聖
堂
に

お
け
る
釈
莫
の
復
興
が
政
府
に
提
言
さ
れ
る
と
い
う
動
き
が
あ
っ

た
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
実
現
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明

治
二
十
九
(
-
八
九
六
）
宮
本
正
貫
は
学
礼
会
を
組
織
し
、
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春
日
局
の
墓
所
と
し
て
有
名
な
本
郷
麒
祥
院
に
お
い
て
釈
莫
を
挙

行
し
た
。
仏
教
寺
院
で
行
う
と
い
う
あ
た
り
に
、
も
は
や
江
戸
時

代
の
儒
者
と
は
性
質
が
異
っ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
学
礼
会
の
釈
莫
で
は
、
初
献
は
宮
本
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

次
ぐ
亜
献
は
井
上
賢
道
が
行
っ
て
い
る
。
こ
の
井
上
は
漢
文
の
オ

豊
か
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
上
海
や
台
湾
で
熱
心
に
布
教
活
動
を

し
て
い
た
東
本
願
寺
の
僧
侶
で
あ
る
（
注
47)
。
つ
ま
り
、
「
儒
者
」
以

外
が
中
心
に
い
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
仏
教
勢
力
と
協
力
し

て
釈
莫
を
行
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
経
済
的
な
問
題
が
大
き
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
日
本
に
お
い
て
儒
教
勢
力
は
教
団
な

ど
の
組
織
が
無
く
、
庇
護
者
た
る
政
府
組
織
が
な
く
な
れ
ば
、
途

端
に
活
動
場
所
も
資
金
も
失
い
、
自
立
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
難

し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
時
の
釈
莫
は
、
宮
本
が
「
領
袖
は
和
の
古
に
取
り
、
胸
襟

は
歌
に
取
り
、
背
辟
在
は
竺
に
取
り
、
前
製
は
漢
土
の
賊
に
擬
す
、

孔
子
言
は
ず
や
、
夏
の
時
を
行
ひ
、
殷
の
絡
に
乗
り
、
周
の
覧
を

服
す
と
、
蓋
し
孔
子
は
大
集
し
て
折
中
す
る
も
の
な
り
、
此
服
に

於
い
て
は
我
僭
に
其
志
を
継
ぐ
、
願
く
は
孔
聖
の
一
孝
児
た
ら
ん

か（注
48)
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
時
流
に
沿
う
よ
う
、

実
に
和
、
洋
、
漢
、
さ
ら
に
は
仏
教
の
様
式
ま
で
織
り
交
ぜ
た
も

の
に
し
て
お
り
、
率
直
に
言
っ
て
、
何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も

の
に
仕
上
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
仏
教
を
取
り
入
れ
る
と

明
治
二
十
一
(
-
八
八
八
）
年
、

に
お
い
て
、
議
長
の
伊
藤
博
文
は
、

る。

六
、
儒
教
祭
祀
の
自
滅

は
驚
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
儒
者
が
聞
け
ば
、
驚
愕
し

か
ね
な
い
事
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
時
代
の
釈
莫
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
だ

け
は
十
分
評
価
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
学
礼
会
は
、
日
本
に
お

け
る
釈
莫
儀
礼
を
作
成
し
、
宮
内
大
臣
に
提
出
せ
ん
と
し
て
い
た

（注
49)°

つ
ま
り
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
も
、
儒
教
は
国
家
祭
祀
と

し
て
の
地
位
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
釈
莫
の
挙
行
を
宮
内
省
に
提
出
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
明
治
十
(
-
八
七
七
）
年
、

内
務
省
に
社
寺
局
が
設
置
さ
れ
、
神
道
と
仏
教
と
は
内
務
省
が
管

轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
故
に
、
も
し
儒
教
が
神
道
や
仏
教
と
並

び
立
つ
位
置
を
求
め
る
な
ら
ば
、
内
務
省
に
提
出
し
て
然
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
敢
え
て
宮
内
省
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
皇
室

祭
祀
と
し
て
の
釈
莫
復
興
を
目
指
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
で

は
、
な
ぜ
皇
室
祭
祀
と
し
て
奏
上
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
明
治
時
代
に
お
け
る
宗
教
政
策
と
関
係
し
て
い
る
。

憲
法
制
定
に
お
け
る
枢
密
院

「
起
案
ノ
大
綱
」
を
述
べ
て
い
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然
ル
ニ
我
国
二
在
テ
ハ
宗
教
ナ
ル
者
其
力
微
弱
―
―
シ
テ
、
一

モ
国
家
ノ
機
軸
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
仏
教
ハ
一
タ
ビ
隆
盛

ノ
勢
ヒ
ヲ
張
リ
上
下
ノ
人
心
ヲ
繋
ギ
タ
ル
モ
、
今
日
二
至
テ

ハ
巳
二
衰
替
二
傾
キ
タ
リ
。
神
道
ハ
祖
宗
ノ
遺
訓
二
基
キ
之

ヲ
祖
述
ス
ト
ハ
雖
、
宗
教
ト
シ
テ
人
心
ヲ
帰
向
セ
シ
ム
ル
ノ

カ
ニ
乏
シ
。
我
国
二
在
テ
機
軸
ト
ス
ヘ
キ
ハ
独
リ
皇
室
ニ
ア

ル
ノ
ミ
（
注
50)0

枢
密
院
は
天
皇
臨
席
の
も
と
で
開
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、

仏
教
は
お
ろ
か
神
道
す
ら
も
、
国
家
の
基
軸
と
し
て
は
失
格
と
さ

れ
て
い
た
。
更
に
皇
室
の
み
を
国
家
の
基
軸
に
据
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
皇
室
と
神
道
と
の
間
も
、
直
接
的
に
は
断
絶
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（
注
51)0

も
ち
ろ
ん
、
神
道
が
国
家
の
基
軸
と
し
て
落
第
だ
っ
た
と
し
て

も
、
皇
室
祭
祀
が
神
道
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
然
的
に
神
道
が
国

家
の
祭
祀
と
し
て
の
地
位
に
収
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
が
形

成
さ
れ
た
。
し
か
し
政
府
首
脳
に
と
っ
て
の
神
道
の
存
在
意
義
は
、

あ
く
ま
で
も
皇
室
の
祭
祀
と
い
う
役
割
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
明
治
中
期
に
お
け
る
実
情
で
あ
っ
た
。
故
に
儒
教
が
国
家

祭
祀
と
し
て
の
地
位
を
目
指
す
な
ら
ば
、
神
道
と
同
様
に
、
皇
i

の
祭
祀
と
し
て
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
時
に
、
儒
教
が
自
ら
「
非
宗
教
」
の
立
場
を
選
択
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
明
治
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教

諸
国
と
の
外
交
問
題
か
ら
、
憲
法
制
定
前
か
ら
も
建
前
上
は
政
教

分
離
を
標
榜
し
て
い
た
が
た
め
に
、
「
神
道
は
宗
教
に
非
ず
」
、
と

し
、
神
道
は
「
儀
礼
」
で
あ
る
と
し
て
押
し
通
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。「

宗
教
に
非
ず
」
と
さ
れ
た
神
道
が
、
教
理
の
点
で
ど
の
よ
う

な
事
態
に
な
っ
た
の
か
は
、
神
葬
祭
の
例
を
見
れ
ば
分
か
り
や
す

い
だ
ろ
う
。
西
本
願
寺
の
島
地
黙
雷
が
、
葬
儀
は
宗
教
行
為
で
あ

る
と
主
張
し
、
政
教
分
離
を
口
実
に
し
て
政
府
を
攻
撃
し
た
結
果
、

明
治
十
五
(
-
八
八
二
）
年
に
「
神
官
ハ
教
導
職
ノ
兼
補
ヲ
廃
シ

葬
儀
二
関
係
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
内
務
省
通
達
が
出
さ
れ
、

神
官
は
葬
儀
に
関
与
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
民
社
に
つ
い
て

は
自
由
と
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
民
社
は
地
方
の
習
俗
に
よ

っ
て
勝
手
気
ま
ま
な
方
法
で
行
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ

う
し
た
理
由
に
よ
り
、
神
葬
祭
の
研
究
、
発
展
が
中
断
さ
れ
て
し

ま
い
、
こ
れ
が
現
代
に
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
神
葬

祭
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
中
期
か
ら
議
論
が
活
発
に
な
り
、
明
治

時
代
に
な
っ
て
も
、
な
お
形
成
途
上
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
霊
魂
の

取
り
扱
い
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
死
者
の
魂
を
霊
璽

に
遷
す
御
魂
遷
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
中
核
部

分
で
、
神
道
界
で
は
今
も
論
争
が
く
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
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は
、
戦
後
に
な
っ
て
再
び
神
社
も
葬
儀
に
関
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
が
、
神
葬
祭
に
関
す
る
理
論
的
研
究
が
六

0
年
も
中
断
さ
れ
、

ま
た
実
践
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
非

宗
教
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
霊
魂
の
認
識
、
存
在

に
つ
い
て
の
考
究
活
動
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

儒
教
が
神
道
と
同
様
に
国
家
祭
祀
の
地
位
を
目
指
せ
ば
、
必
然

的
に
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
否
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
同
時
に
、
明
治
政
府
が
必
要
と
し
た
も
の
は
、
憲
法
起

草
者
で
あ
る
井
上
毅
の
「
益
々
哲
学
思
想
ヲ
養
成
シ
テ
以
テ
高
尚

ナ
ル
愛
国
心
ヲ
増
加
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
注
52)

」
と
い
う
発
言
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
で
あ
っ
た
。
山
口
輝
臣
は
、
そ
の
哲
学

思
想
の
養
成
が
想
定
さ
れ
る
場
所
は
教
育
で
あ
ろ
う
と
す
る
が

（注
53)
、
儒
教
が
宗
教
的
側
面
を
自
ら
否
定
し
、
教
育
の
場
で
哲
学

思
想
に
特
化
す
れ
ば
、
ま
さ
に
道
徳
論
、
倫
理
論
で
し
か
な
く
、

故
に
霊
魂
の
取
り
扱
い
を
論
じ
る
事
は
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
結
果
、
霊
魂
や
神
と
い
っ
た
存
在
は
、
儒
教
の
意
識

外
に
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
儒
教
と
し
て
如
何
に
霊
魂
と
接
す

る
か
と
い
う
問
題
意
識
自
体
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

祭
祀
と
は
基
本
的
に
霊
魂
な
ど
の
超
自
然
物
に
対
し
て
行
う
も
の

で
あ
る
。

か
く
し
て
祭
祀
を
国
家
に
売
り
込
も
う
と
し
て
国
家
に
接
近
し

よ
う
と
し
た
儒
教
は
、
そ
の
祭
祀
を
自
ら
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い

う
、
皮
肉
な
結
果
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
山
口
輝
臣
は
、

近
代
日
本
に
お
い
て
儒
教
が
宗
教
化
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

「
儒
教
は
語
り
方
を
創
り
出
せ
る
よ
う
な
存
在
が
少
な
か
っ
た

（注
54)
」
と
し
、
儒
教
が
流
さ
れ
る
ま
ま
「
非
宗
教
」
に
な
っ
た
と

見
て
い
る
が
、
む
し
ろ
儒
教
は
積
極
的
に
「
非
宗
教
」
を
目
指
し

て
い
た
こ
と
が
、
学
礼
会
の
行
動
か
ら
窺
え
る
だ
ろ
う
。

湯
島
聖
堂
に
お
け
る
釈
莫
は
、
明
治
四

O
（
一
九

0
七
）
年
、

孔
子
祭
典
会
の
手
に
よ
っ
て
孔
子
祭
と
し
て
再
興
さ
れ
た
。
孔
子

祭
典
会
は
、
大
正
七
(
-
九
一
八
）
年
に
諸
団
体
と
統
合
し
て
斯

文
会
に
合
流
し
、
現
在
で
も
斯
文
会
に
よ
っ
て
孔
子
祭
が
続
け
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
再
興
さ
れ
た
湯
島
聖
堂
の
釈
莫
は
、

も
は
や
儒
教
祭
祀
と
は
言
い
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
神
道
の

神
官
が
祭
官
を
務
め
、
儀
礼
の
初
め
に
修
祓
と
い
う
神
道
の
祓
い

を
行
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
神
道
祭
祀
と
し
て
挙
行
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
儒
教
の
自
立
し
た
祭
祀
で
は
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
の
学
礼
会
が
仏
教
と
結
合
し
た
こ
と
と
好
対
照

で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
儒
教
が
自
立
的
に
祭
祀
を
挙
行
で
き
な
い

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
国
家
祭
祀

と
い
う
地
位
こ
そ
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
第
四
回
の
明
治
四

十
三
(
-
九
一

O
)
年
か
ら
は
、
毎
年
、
皇
族
の
台
臨
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
（
注
芭
。
学
礼
会
が
目
指
し
た
皇
室
の
祭
祀
と
い
う

も
の
か
ら
は
後
退
し
た
が
、
し
か
し
、
皇
室
と
の
繋
が
り
は
持
つ
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お
わ
り
に

こ
と
が
で
き
た
。
但
し
、

滅
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

言
え
よ
う
。

そ
の
代
償
が
自
立
し
た
儒
教
祭
祀
の
消

失
っ
た
も
の
は
余
り
に
も
大
き
か
っ
た
と

以
上
、
駈
け
足
で
は
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に

至
る
ま
で
の
釈
莫
と
国
家
と
の
関
係
を
軸
に
し
て
、
日
本
近
世
、

近
代
に
お
け
る
儒
教
祭
祀
の
変
遷
を
見
て
き
た
。
近
世
に
あ
っ
て
、

確
か
に
独
立
し
た
「
宗
教
」
と
し
て
幕
府
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
て

い
た
儒
教
祭
祀
で
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、
改
め
て
祭

祀
と
し
て
の
儒
教
を
国
家
に
売
り
込
ま
ん
と
し
て
、
自
ら
宗
教
性

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
性
を
否
定
し
た
結
果
、
皮
肉
な

こ
と
に
自
立
し
て
祭
祀
を
行
う
こ
と
す
ら
出
来
な
く
な
っ
た
し
ま

っ
た
。ま

た
、
学
礼
会
の
釈
莫
は
、
急
激
に
変
化
す
る
近
代
日
本
に
適

合
し
た
礼
制
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
あ
っ
た
も
の
の
、

し
か
し
仏
教
勢
力
の
補
助
が
な
け
れ
ば
、
挙
行
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
一
方
で
孔
子
祭
典
会
の
釈
莫
は
、
神
道
に
呑
込
ま
れ

て
し
ま
っ
て
い
た
。
明
治
初
期
に
お
け
る
神
道
と
仏
教
と
の
熾
烈

な
抗
争
の
中
で
、
も
と
も
と
勢
力
と
し
て
弱
か
っ
た
儒
教
は
、
神

道
か
仏
教
か
の
ど
ち
ら
か
と
結
び
つ
く
こ
と
で
し
か
、
祭
祀
を
行

う
こ
と
は
で
き
な
か
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
結
果
の
産
物
の
―
つ
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
儒
教

の
学
校
の
再
興
を
唱
え
な
が
ら
、
し
か
し
儒
教
祭
祀
と
し
て
は
破

綻
し
て
い
た
明
治
四
十
四
年
の
懐
徳
堂
記
念
祭
で
あ
っ
た
。
霊
魂

に
対
し
て
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
を
や
め
た
近
代
日
本
の
儒
教
に

と
っ
て
、
も
は
や
霊
魂
は
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、
懐
徳
堂
の
先
儒
の
霊
魂
に
対
し
て
如
何
に
祭
祀
を

行
う
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
問
題
意
識
と
し
て
生

ま
れ
る
は
ず
が
な
い
。
単
な
る
檜
の
板
に
拝
礼
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
す
ら
、
気
付
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

懐
徳
堂
の
先
儒
を
祀
る
祭
礼
は
、
戦
後
は
懐
徳
堂
記
念
会
が
懐

徳
忌
と
し
て
毎
年
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
平
成
に
至
る
今

も
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
。
嘗
て
懐
徳
堂
の
儒
者
は
、
仏
教
を
忌

み
嫌
い
、
儒
葬
を
研
究
し
、
儒
葬
を
実
行
し
て
、
宗
教
と
し
て
の

儒
教
を
実
践
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
先
儒
を
祀
る
懐
徳
忌
は
、
誓

願
寺
に
よ
る
仏
式
法
要
で
あ
る
。

(
1
)

『
證
記
正
義
』
、
院
元
校
勘
嘉
鹿
二
十
年
版
十
三
経
注
疏

(
2
)

黒
住
真
『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』
一
七
一

s
一
七
二
頁
（
。
へ
り

か
ん
社
、
平
成
十
五
（
二

0
0
三
）
年
四
月
）

注
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(
3
)
黒
住
前
掲
書
一
八
八
頁
注
(
9
)

(
4
)
吾
妻
重
二
「
儒
教
祭
祀
の
性
格
と
範
囲
に
つ
い
て
」
（
『
ア
ジ
ア
文

化
交
流
研
究
』
第
一
号
、
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
、

平
成
十
八
（
二

0
0六
）
年
三
月
）

(
5
)
詳
し
く
は
吾
妻
重
二
「
江
戸
初
期
に
お
け
る
学
塾
の
発
展
と
中
国
・

朝
鮮
ー
藤
原
涅
窯
、
姜
坑
、
松
永
尺
五
、
堀
杏
庵
、
林
羅
山
、
林
鵞

峰
ら
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
二
号
、
関
西
大

学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
一
（
二

O
O
九
）
年
三

月
）
を
参
照
。

(
6
)
な
お
、
近
世
日
本
に
お
け
る
幕
府
釈
莫
の
研
究
と
し
て
は
、
須
藤

敏
夫
『
近
世
日
本
釈
莫
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
三
（
二

O

0
-
）
年
三
月
）
と
い
う
大
著
が
あ
る
。
幕
府
釈
莫
に
お
け
る
式
次

第
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
こ
の
研
究
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
通
史
的
な
見
地
に
よ
る
日
本
釈
莫
の
儀
礼
面
に
お
け
る
特
色
、

及
び
地
方
の
藩
校
な
ど
に
お
け
る
釈
奨
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
所
功

「
日
本
に
お
け
る
釈
莫
祭
儀
の
特
色
」
（
『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
第

二
十
七
巻
第
四
号
人
文
科
学
系
列
第
二
十
四
号
、
平
成
九
(
-
九

九
七
）
年
三
月
）
が
詳
し
い
。
本
論
に
お
い
て
も
、
江
戸
幕
府
の
釈

莫
に
つ
い
て
は
両
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
て
い
る
。

(
7
)
大
阪
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
二
（
二

0
1
0
)
年
二
月

(
8
)
現
・
懐
徳
堂
記
念
会
所
蔵

(
9
)
大
阪
朝
日
新
聞
十
月
五
日
付
記
事

(10)

竹
田
前
掲
書
ニ
―
三
頁

(11)

竹
田
前
掲
書
八
十
三
頁

(12)
実
際
に
は
、
奏
人
な
ど
の
名
簿
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
。

(13)
『
證
記
』
文
王
世
子
篇
「
凡
そ
學
は
春
官
其
の
先
師
に
繹
莫
し
、

秋
冬
も
亦
た
之
の
如
く
す
。
（
凡
學
春
官
繹
莫
干
其
先
師
、
秋
冬
亦
如

之。）」

(14)

以
下
、
懐
徳
堂
記
念
祭
の
様
式
情
報
に
つ
い
て
は
、
竹
田
前
掲
書

に
拠
る
。

(15)
朱
子
『
家
證
』
巻
五
、
祭
穂
（
『
朱
子
全
書
修
訂
版
』
第
柴
冊
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
1
0年
九
月
、
九
三
六
頁
以
後
）

(16)
杜
美
芥
「
蛋
濶
孔
子
祀
典
人
文
競
儀
序
空
間
廟
學
解
構
後
的
術
嬰
」

（
『
齋
鴻
東
亜
文
明
研
究
學
刊
』
第
三
巻
第
一
期
（
純
第
五
期
）
、
民

國
九
五
（
二

0
0
六
）
年
六
月
）
一
四
四
頁

(17)
杜
美
芥
前
掲
論
文
一
五
三
頁

(18)
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
、
ぺ
り

か
ん
社
、
平
成
七
(
-
九
九
五
）
年
三
月
）
四
五
七
頁

(19)

但
し
、
神
葬
祭
に
お
け
る
霊
璽
（
い
わ
ゆ
る
位
牌
）
に
記
す
霊
号

に
は
、
実
の
所
今
に
至
る
ま
で
定
説
は
な
く
、
神
葬
祭
全
て
に
お
い

て
、
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

(20)
懐
徳
堂
の
儒
葬
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
懐
徳
堂
学
派
葬
祭
説
の
来

源
ー
『
喪
祭
私
説
』
主
面
書
式
を
手
掛
り
に
し
て
ー
」
（
『
待
兼
山
論

叢
：
哲
学
篇
』
第
三
十
九
号
、
平
成
十
七
（
二

0
0
五
）
年
十
二
月
）
、
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「
理
想
の
葬
礼
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』
、
大
阪
大

学
出
版
会
、
平
成
二
十
一
（
二

0
0九
）
年
二
月
）
、
高
橋
文
博
「
『
喪

祭
私
説
』
に
お
け
る
「
家
礼
」
受
容
ー
徳
川
儒
教
に
お
け
る
仏
教
批

判
の
一
方
向
」
（
『
懐
徳
』
第
六
十
一
号
、
平
成
十
五
（
二

0
0
三）

年
一
月
）
、
高
橋
文
博
『
近
世
の
死
生
観
徳
川
前
期
儒
教
と
仏
教
』

（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
八
（
二

0
0
六
）
年
六
月
）
、
田
世
民
「
懐

徳
堂
に
お
け
る
儒
教
儀
礼
の
受
容
ー
中
井
家
の
家
礼
実
践
を
中
心
に

_
」
（
『
壊
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
二

0
0八
』
、
平
成
二

O
（二

0
0
八）

年
二
月
）
を
参
照
。

(21)
『
大
猷
院
殿
御
賀
紀
』
巻
十
六
寛
永
七
年
冬

(22)
『
大
猷
院
殿
御
賞
紀
』
巻
二
十
一
寛
永
九
年
是
年

(23)
『
大
猷
院
殿
御
賞
紀
』
巻
二
十
二
寛
永
十
年
二
月
十
日

(24)
『
昌
平
志
』
巻
二
事
実
志
元
禄
元
年
十
一
月
二
十
一
日

(25)
『
昌
平
志
』
巻
二
事
実
志
元
禄
三
年
七
月

(26)
須
藤
前
掲
書
二
六
ー
ニ
七
頁

(27)

「
江
戸
時
代
の
孔
子
廟
建
築
」
（
『
近
世
日
本
の
儒
学
』
、
徳
川
公
継

宗
七
十
年
祝
賀
記
念
会
編
、
昭
和
十
四
(
-
九
三
九
）
年
八
月
）
九

五
三
頁

(28)
「
朝
儀
の
再
興
」
（
辻
達
也
編
『
日
本
の
近
世
天
皇
と
将
軍
』
、

中
央
公
論
社
、
平
成
三
(
-
九
九
一
）
年
九
月
）
一
六
八
頁

(29)
大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
（
『
折
口
信

夫
全
集
』
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
平
成
七
(
-
九
九
五
）
年
四
月
）
、

松
前
健
「
大
嘗
祭
と
記
紀
神
話
」
（
松
前
健
『
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀

9

日
本
神
話
の
周
辺
ー
』
、
塙
書
房
、
昭
和
四
九
(
-
九
七
四
）
年
四

月
）
な
ど
を
参
照
。

(30)
『
延
喜
式
』
四
時
祭
上

(31)

詳
し
く
は
米
田
前
掲
論
考
参
考
。

(32)

こ
の
大
嘗
祭
復
活
に
関
す
る
朝
廷
と
幕
府
と
の
閲
ぎ
合
い
に
つ
い

て
は
、
久
保
貴
子
「
天
和
・
貞
享
期
の
朝
廷
と
幕
府
|
~
霊
元
天
皇

を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
』

第
十
四
集
哲
学
・
史
学
編
、
昭
和
六
十
三
(
-
九
八
八
）
年
一
月
）

を
参
照
。

(33)

高
埜
利
彦
は
、
こ
の
大
嘗
祭
復
興
の
影
響
に
つ
い
て
、
「
大
営
祭
の

影
響
力
は
、
朝
廷
内
に
と
ど
ま
っ
た
儀
式
で
あ
り
、
一
般
庶
民
で
知

っ
た
の
は
京
都
の
町
隔
れ
を
通
し
て
知
っ
た
人
々
だ
け
で
あ
っ
て
、

全
国
の
一
般
の
庶
民
が
こ
の
大
嘗
祭
を
知
る
こ
と
な
ど
は
、
近
世
で

は
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
（
『
集
英
社
版
日
本
の
歴
史
十
三
元

禄
•
享
保
の
時
代
』
、
集
英
社
、
平
成
四
(
-
九
九
二
）
年
、
一
五
七

頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
幕
府
が
全
国
支
配
に
際
し
て
先
ず
念
頭

に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
諸
国
の
民
衆
を
統
治
す
る
大
名

で
あ
ろ
う
。
幕
府
は
諸
大
名
に
対
し
て
権
威
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(34)
『
績
日
本
紀
』
巻
二
文
武
天
皇
大
宝
元
年
二
月

(35)

李
朝
の
国
家
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
桑
野
栄
治
「
朝
鮮
時
代
の
国
家
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祭
祀
と
儒
教
ー
|
主
権
の
創
造
と
演
出

i
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
学
五
〇
、

勉
誠
出
版
、
平
成
十
五
（
二

0
0
三
）
年
四
月
）
参
照
。

(36)
『
折
た
＜
柴
の
記
』
中
巻
宝
永
七
年
七
月
廿
五
日
条

(37)
陳
碑
芥
は
、
白
石
の
こ
の
儀
礼
を
「
神
道
式
礼
制
」
と
し
て
い
る
。

（
「
近
代
日
本
漢
學
的
庶
民
性
特
徴

i
漢
學
私
塾
、
漢
學
社
群
輿
民

間
祭
孔
活
動
」
（
『
成
大
宗
教
輿
文
化
學
報
』
第
四
期
、
民
國
九
三
（
ニ

0
0
四
）
年
十
二
月
）
二
八
三
頁
）
し
か
し
白
石
の
念
頭
に
「
神
道

に
よ
っ
て
行
う
」
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
修
跛
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
神
道
祭
祀
と
し
て
の
形
式
は
整
え
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
を
「
神
道
式
」
と
呼
称
し
て
良
い
か
は
、

慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(38)
『
周
證
』
に
お
け
る
九
拝
は
、
「
大
祝
は
九
拝
に
緋
る
。
一
に
稽
首

と
日
う
。
二
に
頓
首
と
日
う
。
三
に
空
首
と
日
う
。
四
に
振
動
と
日

う
。
五
に
吉
拝
と
日
う
。
六
に
凶
拝
と
日
う
。
七
に
奇
拝
と
日
う
。

八
に
褒
拝
と
日
う
。
九
に
粛
拝
と
日
う
。
以
て
右
の
祭
祀
を
享
す
（
緋

九
拝
、
一
日
稽
首
、
二
日
頓
首
、
三
日
空
首
、
四
日
振
動
、
五
日
吉

拝
、
六
日
兇
拝
、
七
日
奇
拝
、
八
日
褒
拝
、
九
日
粛
拝
、
以
享
右
祭

祀
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鄭
大
夫
の
説
と
は
『
周
證
』
当

該
箇
所
の
鄭
玄
注
に
「
鄭
大
夫
云
へ
ら
く
、
「
動
讀
み
て
蓋
為
り
、

書
も
亦
或
は
盛
と
為
す
。
「
振
薔
」
雨
手
を
以
て
相
撃
つ
な
り
。
（
鄭

大
夫
云
、
「
動
讀
為
蓋
、
書
亦
或
為
蓋
。
振
蓋
以
雨
手
相
撃
也
。
」
）
」

と
あ
り
、
陸
徳
明
『
経
典
繹
文
』
巻
八
「
周
穂
音
義
上
」
「
振
動
」
に

「
今
倭
人
拝
す
る
に
雨
手
を
以
て
相
撃
つ
こ
と
、
鄭
大
夫
の
説
の

如
し
。
蓋
し
古
の
遺
法
な
り
。
（
今
倭
人
拝
以
雨
手
相
繋
、
如
鄭
大
夫

之
説
。
蓋
古
之
遺
法
。
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
倭
国
に
其
礼
の
こ
り

ぬ
」
と
は
陸
徳
明
の
発
言
で
あ
っ
て
、
白
石
の
誤
読
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
白
石
と
同
様
に
こ
の
『
周
證
』
の
記
述
及
び
陸
徳
明
の
発
言

か
ら
、
日
本
の
柏
手
は
周
礼
の
振
動
拝
が
起
源
で
あ
る
と
す
る
説
が
、

近
年
で
も
漢
土
の
人
士
に
よ
っ
て
度
々
出
さ
れ
て
い
る
。
楊
寒
英
「
柏

手
の
起
源
に
つ
い
て
」
（
『
式
内
社
の
し
お
り
』
第
五
十
一
号
、
平
成

五
(
-
九
九
三
）
年
三
月
）
、
王
勇
『
中
国
史
の
な
か
の
日
本
像
』
（
平

成
十
二
（
二

O
O
O
)
年
九
月
）
―
二
八
頁
、
呂
玉
新
『
古
代
東
亜

政
治
環
境
中
天
皇
輿
日
本
國
的
産
生
』
（
香
港
中
文
大
學
、
二

0
0
六

年
）
七
十
八
頁
を
参
照
。

し
か
し
『
周
證
』
に
お
け
る
九
拝
は
神
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
倭
人
の
風
習
は
人
に
奉
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
九

拝
の
中
で
、
ど
う
し
て
第
四
の
振
動
だ
け
が
倭
人
の
習
俗
に
あ
る
の

か
、
と
い
う
説
明
は
ま
っ
た
く
さ
れ
な
い
。
似
た
も
の
を
取
り
出
す

だ
け
で
は
、
両
者
の
関
係
性
を
論
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
杜
撰
な

学
説
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

(39)
須
藤
前
掲
書
五
十
二
頁

(40)
根
岸
前
掲
論
文
二
九
八
頁

(41)
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
釈
莫
と
、
『
繹
莫
儀
注
』
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
須
藤
前
掲
書
第
四
章
「
幕
府
釈
興
の
再
興
」
二
「
聖
堂
の
再

(120) 



、
憲
法
草
案
•
明
治
二
十
一

(
4
7
)
詳
し
く
は
川
邊
雄
大
「
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
清
国
布
教

に
つ
い
て
松
本
白
華
•
北
方
心
泉
を
中
心
に
」
（
『
文
化
交
渉
に
よ

る
変
容
の
諸
相
』
、
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
、
平
成
二

十
二
（
二

0
-
O
)
年
六
月
）
参
照
。

(
4
8
)
『
東
洋
哲
学
』
第
三
篇
第
三
琥
、
哲
学
館
、
明
治
二
十
九
(
-
八
九

六
）
年

(
4
9
)
三
浦
叶
『
明
治
の
漢
学
』
（
汲
古
書
院
、
平
成
十
(
-
九
九
八
）
年

五
月
）
二
五
二
頁

(
5
0
)
『
枢
密
院
会
謡
筆
記
』

（
一
八
八
八

月
）
参

建
と
釈
莫
の
改
革
」
に
詳
し
い
。

(
4
2
)
「
懐
徳
堂
結
構
新
旧
図
」
、
現
・
大
阪
大
学
所
蔵

(
4
3
)
詳
し
く
は
湯
浅
邦
弘
「
懐
徳
堂
の
祭
祀
空
間
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐

徳
堂
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
平
成
十
九
（
二

0
0七
）
年
十

照。

(
4
4
)
『
績
徳
川
賞
紀
』
疫
応
三
年
八
月
二
十
六
日

(
4
5
)
所
前
掲
論
文
一
七
一
頁

(
4
6
)
な
お
多
久
聖
廟
で
は
、
維
新
後
も
儒
礼
に
よ
る
釈
莫
（
釈
菜
）
が

行
わ
れ
続
け
現
在
に
至
る
が
、
こ
れ
は
例
外
と
も
言
え
る
事
例
で
あ

ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
邑
校
（
東
原
痒
舎
）
を
町
人
、
百
姓
に

至
る
ま
で
解
放
し
て
い
た
結
果
、
「
多
久
の
す
ず
め
は
論
語
を
さ
え
ず

る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
邑
内
に
漢
学
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
よ
う
。

年
自
六
月
十
八
日
至
七
月
十
三
日

(51)

山
口
輝
臣
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
十
一

（
一
九
九
九
）
年
六
月
）
一
五

0
頁

(
5
2
)
『
尾
崎
三
良
日
記
』
明
治
二
十
一
年
六
月
六
日

(
5
3
)
山
口
前
掲
書
―
四
九
頁

(54)

山
口
前
掲
書
四
十
八
頁

(
5
5
)
た
だ
し
大
正
二
(
-
九
一
三
）
年
、
大
正
三
(
-
九
―
四
）
年
は
、

明
治
天
皇
の
喪
に
服
す
た
め
か
、
皇
族
台
臨
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

(121) 


