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序
楚
国
の
歴
史
と
文
化
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
悩
ま
し
い
問

題
は
、既
存
文
献
伝
承
に
み
え
る
都
城
や
重
要
な
城
邑
な
ど
の
位
置
が
、は
っ

き
り
と
は
判
明
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
秦
諸
国
の

ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
歴
史
地
理
に
お
い
て
未
解
決
の
懸
案
問
題
を
、
多
か
れ

少
な
か
れ
い
く
つ
か
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
楚
国
の
場
合
、
西
周
時
代

の
楚
族
の
居
地
丹
陽
と
春
秋
戦
国
時
代
の
都
城
郢
都
の
位
置
を
は
じ
め
と
し

て
、
そ
の
位
置
が
判
明
し
て
い
な
い
地
名
の
例
は
あ
ま
り
に
も
多
く
、
し
か

も
そ
れ
ぞ
れ
の
異
論
が
主
張
す
る
そ
の
比
定
位
置
が
彼
此
相
互
に
あ
ま
り
に

も
か
け
離
れ
て
い
て
、
そ
の
事
情
の
複
雑
さ
は
量
に
お
い
て
も
質
に
お
い
て

も
、
他
の
先
秦
諸
国
の
そ
れ
ら
の
比
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
江
陵
紀
南
城
遺
跡
の
発
掘
を
皮
切
り
に
、
楚
国

考
古
学
は
め
ざ
ま
し
い
展
開
を
と
げ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
新
し
い
考
古
資

料
を
用
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
第
一
の
問
題
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の

歴
史
地
理
上
の
懸
案
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。

事
実
、
新
し
い
考
古
遺
跡
や
考
古
遺
物
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
の
考
古
報
告

の
公
表
と
同
時
に
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
考
古
新
資
料
を
導
入

し
た
歴
史
地
理
上
の
新
見
解
が
公
表
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
発

刊
以
来
ほ
ど
な
く
総
一
二
五
号
を
迎
え
る
『
江
漢
考
古
』
を
い
く
冊
か
手
に

と
っ
て
目
次
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
一
目
瞭
然
な
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
地
理
上

の
懸
案
問
題
は
、
楚
史
楚
文
化
研
究
者
の
頭
中
に
完
全
に
入
り
込
ん
で
し

ま
っ
て
、
も
は
や
離
し
出
す
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
困
っ
た
こ
と
に
と
い
う
べ
き
か
、
考
古
新
資
料
が
増
加
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
異
論
百
出
の
状
態
に
拍
車
が
か
か
り
、
意
見
は
収
束
し
て
い
く
ど
こ

ろ
か
、
か
え
っ
て
よ
り
細
か
く
よ
り
複
雑
に
分
散
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
と
い
う
の
も
、
発
見
が
続
い
て
い
る
考
古
遺
跡
や
考
古
遺
物
は
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
れ
が
楚
族
の
居
住
地
な
の
か
ど
う
か
、
楚

文
化
の
器
物
な
の
か
ど
う
か
、
判
定
が
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
ば
か
り
な
の

で
あ
る
が
、
他
面
そ
れ
は
ど
れ
も
が
楚
族
の
居
住
地
で
あ
り
、
ど
れ
も
が
楚

文
化
の
遺
物
で
あ
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
で
も
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
が
そ

の
一
縷
の
可
能
性
に
か
け
て
、
歴
史
地
理
上
の
新
見
解
を
次
々
と
提
出
す
る

の
が
常
態
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
考
古
新
資
料
が
増
加
す
る

の
は
も
ち
ろ
ん
歓
迎
す
べ
き
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
と
楚
国
歴
史
地
理
研

究
の
懸
案
問
題
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
増
加
が
問
題
の
解
決
に
か
え
っ
て

〝
あ
だ
〞
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
情
況
が
三
十
年
以
上
も
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
楚
史
楚
文
化
研
究
者
の
多
く
は
、
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
現
況
に
対

清
華
簡
楚
居
の
発
現
と
楚
国
歴
史
地
理
研
究
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し
て
、
い
さ
さ
か
の
戸
惑
い
と
い
さ
さ
か
の
疲
労
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
恐
ら
く
誰
も
が
、
一
種
困
惑
状
態
に
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
こ
の
局
面
を
一
挙
に
打
開
す
る
よ
う
な
、
新
し
い
考
古
資
料
が
登
場
す
る

こ
と
を
切
望
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
場
合
の
考
古
新
資
料
と
は
、

以
上
の
事
情
か
ら
し
て
従
来
通
り
の
考
古
遺
跡
や
考
古
遺
物
で
は
あ
る
は
ず

が
な
く
、
そ
れ
以
外
の
考
古
資
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
今
の
考
古

発
見
情
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
い
わ
ゆ
る
戦
国
楚
簡
を
お
い
て

他
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
遣
策
・
卜
筮
祭
祷
文
書
・
司
法
文
書
、
そ
し
て
思

想
文
書
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
戦
国
楚
簡
が
大
量
に
出
土
し
て
き

て
い
る
以
上
、
歴
史
地
理
関
係
文
書
も
早
晩
発
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
期
待
を

抱
く
の
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
出
土
文
字
資
料
と
い
う
考
古
資

料
に
よ
っ
て
新
し
い
歴
史
地
理
資
料
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
誰
も
が

願
っ
て
や
ま
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
今
回
、
清
華
大
学
所
蔵
竹
簡
の
な
か
に
、
整
理
者
が
「
楚
居
」
と

仮
に
名
付
け
る
文
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
楚
国
歴

史
地
理
研
究
の
新
資
料
で
あ
る
と
の
報
道
に
接
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と

ん
ど
小
躍
り
す
る
に
等
し
い
気
持
ち
が
、
研
究
者
全
員
の
心
中
に
昂
じ
た
に

ち
が
い
な
い
。
は
た
し
て
公
刊
さ
れ
た
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中

心
編
・
李
学
勤
主
編
・
上
海
文
芸
出
版
集
団
中
西
書
局
刊
『
清
華
大
学
蔵
戦

国
竹
簡
（
壱
）』
を
開
い
て
み
る
と
、
後
尾
に
「
楚
居
」
が
載
せ
ら
れ
、
楚

王
の
遠
い
祖
先
た
ち
に
ま
つ
わ
る
山
名
・
河
川
名
、
西
周
以
前
の
先
王
た
ち

の
居
地
、
某
郢
と
表
記
さ
れ
る
春
秋
以
降
の
楚
王
の
居
地
な
ど
、
数
多
い
地

名
が
登
場
し
て
い
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
半
数
で
も
そ
の
位
置
を
確
定
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
の
い
く
つ
か
が
氷
解
す

る
で
あ
ろ
う
と
、
誰
も
が
予
想
す
る
に
ち
が
い
な
い
内
容
で
あ
る
。
こ
う
し

て
「
楚
居
」
を
手
に
し
た
そ
の
日
か
ら
、
そ
の
地
名
位
置
の
比
定
に
没
頭
す

る
毎
日
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
は
、
は
た
し
て
如
何
?　

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
に
、
ど
れ
一

つ
と
し
て
、
そ
の
正
し
い
位
置
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
、

三
に
つ
い
て
は
、
な
ん
と
か
成
案
を
出
せ
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
決

定
的
な
証
拠
は
や
は
り
見
い
だ
せ
ず
、
自
説
の
提
示
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
自
身
の
不
才
に
よ
る
と

こ
ろ
も
大
き
く
、
事
実
、「
楚
居
」
公
刊
直
後
か
ら
数
多
く
の
研
究
者
が
、

そ
の
地
名
位
置
に
つ
い
て
矢
継
ぎ
早
に
意
見
を
公
表
し
つ
づ
け
て
き
て
お

り
、
そ
の
議
論
の
活
発
さ
を
前
に
す
る
と
、
一
つ
と
し
て
自
説
を
提
示
し
え

て
い
な
い
自
身
の
非
力
さ
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
今
一
度
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、

ど
う
や
ら
ど
の
学
説
も
必
ず
し
も
確
た
る
証
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い

よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
研
究
者
の
数
だ
け
異
説
の
数
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に

如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
正
解
は
一
つ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研

究
者
が
真
に
決
定
的
な
証
拠
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
意
見
は
自
ず
か
ら
一
つ
に

帰
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
で
は
な
く
異
説
が
並
び
立
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
証
拠
が
い
ず
れ
も
真
に
は
決
定
的
で
は

な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
楚
居
」の
出
現
は
、

楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
に
つ
い
て
、
意
見
の
収
束
に
向
か
わ
せ
る

ど
こ
ろ
か
、
よ
り
一
層
そ
の
分
散
化
に
拍
車
を
か
け
る
と
い
う
結
果
を
招
い

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

期
待
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
事
態
に
は
さ
す
が
に
悄
然
と
し
た
想
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い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
四
省
楚
文

化
研
究
会
第
十
二
次
年
会
（
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
主
管
・
於
武
漢
）
に

参
加
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
想
い
を
助
長
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
予
想

通
り
、「
楚
居
」所
見
地
名
の
位
置
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
意
見
が
提
出
さ
れ
、

甲
論
乙
駁
の
論
争
状
態
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。そ
の
極
め
つ
き
は
、何
と
い
っ

て
も
北
京
大
学
高
崇
文
教
授
の
閉
幕
式
講
話
で
あ
ろ
う
。
参
会
し
た
研
究
者

を
代
表
し
て
の
講
話
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
年
会
の
学
術
的
意
義
を
総
括

さ
れ
る
の
で
は
と
も
予
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、そ
う
で
は
な
く
「
楚
居
」

所
見
地
名
位
置
に
つ
い
て
の
自
説
を
淡
々
と
主
張
す
る
と
い
う
専
題
報
告
で

臨
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
、
季
連
・
穴
熊
・
熊

・
熊
繹
と
い
う
四
祖
先
の

居
地
で
あ
る
〝
京
宗
〞
に
つ
い
て
、
高
氏
は
そ
れ
は
周
の
鎬
京
＝
宗
周
で
あ

る
と
、は
っ
き
り
言
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
周
王
朝
に
仕
え
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
鎬
京
＝
宗
周
に
居
住
し
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
の
が
そ
の
第
一

の
論
拠
で
あ
る
。
京
宗
の
位
置
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
楚
族
の
故
郷
と
考
え
る
河
南
中
部
西
南

部
・
湖
北
西
北
部
な
ど
、
各
地
の
ど
こ
か
に
あ
て
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
高
氏
の
意
見
は
き
わ
め
て
異
例
な
意
見
で
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
高
氏
が
現
在
に
お
け
る
代
表
的
な
楚
史
楚
文
化
研
究
者
で

あ
る
こ
と
は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
学
説
は
看
過
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
意
見
が
著
名
な
研
究
者
か
ら
発

せ
ら
れ
た
と
す
る
と
、
論
争
は
と
う
て
い
収
束
に
向
か
う
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
。中
国
語
に
不
案
内
な
者
に
も
、こ
の
部
分
の
発
言
だ
け
は
な
ぜ
か
は
っ

き
り
と
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
軽
い
衝
撃
を
お

ぼ
え
て
し
ば
し
茫
然
と
す
る
の
を
、
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
（
高
氏
の
こ
の
際
の
発
言
は
、
そ
の
後
「
清
華
簡
《
楚
居
》
所
載
楚
早
期

居
地
辨
析
」『
江
漢
考
古
』
二
〇
一
一
年
四
期
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
）。

帰
国
後
も
悄
然
と
茫
然
の
念
は
消
え
る
こ
と
が
な
く
一
年
が
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
年
後
の
今
に
至
っ
て
突
然
思
い
立
っ
た
よ
う

に
「
楚
居
」
に
関
す
る
一
文
を
草
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り

そ
の
理
由
を
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
国
楚
簡
に
見
え
る
地
名
と
い

え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
『
包
山
簡
』
や
『
新
蔡
葛
陵
簡
』
に
も
多
数
の
楚
国

地
名
が
見
え
て
い
て
、
そ
の
位
置
比
定
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
試
み
ら

れ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
不
可
能
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

そ
れ
ら
の
文
書
は
そ
も
そ
も
卜
筮
祭
祷
簡
が
中
心
で
あ
っ
て
、
文
書
そ
の
も

の
の
な
か
に
地
名
考
証
の
手
が
か
り
が
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
以
上
、

い
た
し
か
た
の
な
い
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
地
理

資
料
の
性
格
を
そ
な
え
た
「
楚
居
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
文
書
そ
の
も
の
の

な
か
に
や
は
り
地
名
考
証
の
手
が
か
り
は
な
く
、情
況
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。

今
後
、「
楚
居
」
と
同
じ
よ
う
な
内
容
の
戦
国
楚
簡
が
発
現
し
た
と
し
て
も
、

こ
と
所
見
地
名
の
位
置
比
定
に
つ
い
て
は
、
同
じ
こ
と
の
く
り
か
え
し
で
あ

ろ
う
。

で
は
、
な
す
す
べ
も
な
く
た
だ
悄
然
・
茫
然
と
し
て
手
を
こ
ま
ね
い
て
見

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
名
位
置
の
比
定
と
い
う
直
接

的
な
手
段
で
も
っ
て
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
に
立
ち
向
か
う
こ
と

は
で
き
な
い
ま
で
も
、
何
か
間
接
的
な
手
段
で
立
ち
向
か
う
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
か
。そ
の
間
接
的
な
手
段
と
は
、「
楚
居
」に
は
戦
国
楚
国
の
人
々

の
楚
国
の
過
去
に
対
す
る
認
識
、
い
わ
ば
歴
史
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
認
識
を
た
よ
り
に
、
そ
こ
に
戦
国
以
前
の
楚
国
歴
史
地
理
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の
情
況
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
探
り
あ
て
て
い
く
、
と
い
う

手
段
を
お
い
て
他
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う

な
方
法
以
外
に
、「
楚
居
」
の
よ
う
な
出
土
文
字
資
料
を
歴
史
地
理
研
究
の

資
料
と
し
て
生
か
す
道
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
思
い
つ
い
て
、

「
楚
居
」
の
全
文
を
今
一
度
熟
読
し
て
み
る
と
、
懸
案
問
題
解
決
の
参
考
と

な
る
よ
う
な
歴
史
認
識
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
い

く
つ
か
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
懸
案
問
題
の
解
決
に
少
し
で
も
貢
献
す
る
こ

と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
一
文
を
草
す
る
に
至
っ
た
理
由

で
あ
る
。

「
清
華
簡
楚
居
の
発
現
と
楚
国
歴
史
地
理
研
究
」
と
い
う
論
題
に
は
、「
楚

居
」
の
よ
う
な
出
土
文
字
資
料
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
地
理
懸
案
問
題

解
決
の
資
料
と
し
て
活
用
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
合
い
を

こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
え
ば
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
誰
も
が
常
識
的
に

考
え
つ
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
一
年
間
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
自
体
ま
こ

と
に
う
か
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
地
名
位
置
比
定
が
ま
っ
た
く
で
き

な
か
っ
た
衝
撃
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
悄
然
・
茫
然
と
し
た
ま
ま
月
日
が

経
過
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
い
い
わ
け
と
し
て
白
状
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

学
術
論
文
の
序
文
は
、
論
文
の
意
義
・
方
法
な
ど
を
、
な
る
べ
く
簡
要
に

淡
々
と
綴
る
べ
き
を
旨
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
以
上
の
序
文
は

私
情
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
し
か
も
冗
長
で
、
紙
幅
の
無
駄
遣
い
で
あ
る
と

の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
十
分
自
覚
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、し
か
し
、「
楚
居
」
を
手
に
し
て
以
来
こ
こ
二
年
あ
ま
り
の
心
情
を
、

一
端
で
も
記
し
て
お
く
こ
と
は
、
た
だ
個
人
的
な
心
情
を
吐
露
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
お
そ
ら
く
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
資
料
的
現
況
を
伝
え
る
こ
と
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
し
た
。
ご
容
赦
願
い
た
い
と
思
う
。

な
お
、
公
表
さ
れ
た
「
楚
居
」
に
関
す
る
論
文
は
、
手
に
し
た
も
の
だ
け

で
も
す
こ
ぶ
る
多
い
。
そ
の
全
部
を
読
み
終
え
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
所
在

を
知
り
な
が
ら
複
写
を
手
に
い
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
、
あ
る

い
は
本
稿
の
内
容
と
同
じ
も
の
が
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
な
い

と
は
い
え
な
い
。
も
し
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
存
在
に
気
づ
か
れ

た
方
は
、
是
非
ご
一
報
い
た
だ
き
た
い
。
次
回
、
関
連
の
論
文
を
草
す
る
際

に
そ
の
こ
と
を
注
記
し
て
、
先
に
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
研
究
者
の
プ
ラ
イ
オ

リ
テ
ィ
を
明
確
に
し
た
い
と
思
う
。
本
邦
研
究
者
の
関
連
論
文
は
必
ず
し
も

多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
浅
野
裕
一
「
清
華
簡
『
楚
居
』
初
探
」（
浅
野

裕
一
・
小
澤
賢
二
『
出
土
文
献
か
ら
見
た
古
史
と
儒
家
経
典
』
汲
古
書
院
・

二
〇
一
二
年
、初
出
『
中
国
研
究
集
刊
』
五
三
号
）
と
小
寺
敦
「
清
華
簡
『
楚

居
』
譯
注
」（『
出
土
文
獻
と
秦
楚
文
化
』
第
6
號
）
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。

「
楚
居
」
を
読
む
た
め
の
情
報
と
意
見
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
、

本
稿
の
執
筆
に
お
い
て
も
多
く
の
点
で
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
あ
え
て

美
を
掠
め
ず
、
あ
ら
か
じ
め
と
く
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

＊
以
降
、
清
華
簡
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
清
華
大
学
蔵

戦
国
竹
簡
（
壱
）（
弐
）』
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る

李
守
奎
氏
ら
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
し
た
〈
注
釈
〉
を
適
宜
引
用
す
る
こ

と
に
す
る
。
ま
た
清
華
簡
以
外
の
楚
簡
を
引
用
す
る
場
合
は
、
釈
文
は
原

則
と
し
て
陳
偉
主
編
『
楚
地
出
土
戦
国
簡
冊
﹇
十
四
種
﹈』（
二
〇
〇
九
年
・

経
済
科
学
出
版
社
）、
原
字
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
題
報
告
書
の
原
字
を
引
用
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す
る
も
の
と
す
る
。

＊
一
節
で
と
り
あ
げ
る 

①
②
③
、
二
節
で
と
り
あ
げ
る 

⑴
⑵
⑶
⑷ 

の
記
事

は
、「
楚
居
」
全
文
釈
文
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
筆
者
が
つ
け
た
傍
線
番

号
に
対
応
す
る
。

＊
周
知
の
よ
う
に
、
既
存
文
献
伝
承
の
楚
王
名
号
〝
熊
〞
は
「
楚
居
」
で
は

〝
酓
〞
に
、〝
敖
〞
は
〝
囂
〞
に
作
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
音
通
同
義
で
あ

り
、
以
下
に
は
熊
と
敖
で
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

＊
な
お
本
稿
は
、
平
成
二
四
年
一
二
月
八
日
、
成
城
大
学
を
会
場
に
開
催
さ

れ
た
中
国
出
土
資
料
学
会
例
会
に
お
い
て
、「
清
華
簡
楚
居
の
発
現
と
楚

国
歴
史
地
理
研
究
」
と
題
し
て
実
施
し
た
口
頭
発
表
の
内
容
に
加
筆
訂
正

し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
準
備
不
足
か
ら
、
予
定
内
容
の
半

分
も
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
き
わ
め
て
あ
い
ま
い

な
立
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
会
場
で
お
聞
き
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
あ

ら
た
め
て
お
わ
び
す
る
と
と
も
に
、
本
稿
を
も
っ
て
当
日
の
口
頭
発
表
内

容
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
お
許
し
ね
が
い
た
い
と
思
う
。

一
　
字
釈
・
文
意
に
つ
い
て
の
私
見
及
び
「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格

李
学
勤
を
ト
ッ
プ
と
す
る
整
理
者
た
ち
に
よ
る
「
楚
居
」
の
釈
文
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
⑻
頁
）。

全
文
の
大
意
に
つ
い
て
は
、
整
理
者
・
浅
野
氏
・
小
寺
氏
、
そ
の
他
の
研

究
者
の
間
に
、そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
見
の
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、個
々

の
字
釈
や
文
意
と
な
る
と
、
そ
れ
こ
そ
異
論
百
出
の
情
況
で
あ
る
。
絶
対
的

な
確
信
を
も
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
個
々
の
字
釈
・
文
意
に
つ
い

て
は
、
提
出
可
能
な
私
見
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
を
提
示
し

て
お
き
た
い
と
思
う
。

①　

出
于
喬
山　
　

問
題
と
な
る
の
は

で
あ
り
、こ
れ
に
対
す
る
〈
注
釈
は
〉〝

、即
「
前

進
」
之
「
前
」。《
礼
記
・
中
庸
》
注
：「
亦
先
也
。」〞
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

従
う
と
す
る
と
こ
こ
は
「
進
出
し
て
喬
山
に
出
た
（
至
っ
た
）」
と
い
う
文

意
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
十
分
に
文
意
は
通
じ
る
と
思
う
が
、
実
は
こ
の

に
つ
い
て
は〈
注
釈
〉と
は
異
な
っ
た
意
見
が
数
種
類
提
出
さ
れ
て
お
り
、

な
か
で
も
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
の
は
凡
国
棟
氏
の
意
見
で
あ
る
（
凡
国

棟
）。
凡
氏
は

の
字
義
に
つ
い
て
の
諸
説
を
あ
げ
た
う
え
で
、
ど
れ
も
が

い
ま
一
つ
納
得
で
き
な
い
と
し
て
、
実
は
こ
の
部
分
に
は
誤
記
が
あ
り
、

は
喬
の
下
に
く
る
べ
き
で
あ
っ
て
、「
出
于
喬

山
」
と
い
う
の
が
本
来

の
字
順
で
あ
る
と
主
張
し
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
つ
ま
り
「
喬

山
に
出
た
（
至
っ
た
）」
と
い
う
の
が
こ
こ
の
文
意
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
の
喬

山
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
凡
氏
は
独
自
の
見
解
を
提
出
し
て
い

る
。
字
順
を
訂
正
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
大
胆
な
意
見
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
凡
氏
の
意
見
に
は
に
わ
か
に
従
い
か
ね
る
が
、
そ
の
大
胆
さ

に
後
押
し
さ
れ
て
、
私
見
を
提
出
し
て
み
た
い
。

整
理
者
の
字
釈
の
う
ち
、
辵
に
つ
い
て
は
異
論
な
い
で
あ
ろ
う
。
止
に
つ

い
て
は
、
は
た
し
て
こ
の
通
り
で
よ
い
の
か
ど
う
か
何
と
も
い
え
な
い
。
そ

こ
で
残
る
の
は
、〝
舟
〞
の
当
否
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
見
て

の
と
お
り
原
字
が
や
や
不
鮮
明
な
の
は
何
と
も
残
念
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
判

定
し
に
く
い
。
そ
こ
で
他
の
戦
国
楚
簡
の
な
か
に
よ
く
似
た
字
形
を
さ
が
し

て
い
く
と
、
た
と
え
ば
『
包
山
簡
』
一
三
一
・
一
三
六
・
一
三
七
に
人
名
と
し
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て
、
整
理
者
が
〝

〞
と
釈
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
そ
の
原
字
は
、

（
一
三
一
）　

・

（
一
三
六
）　

（
一
三
七
）

で
あ
る
。
ま
た
『
郭
店
簡
』「
太
一
生
水
」
に
も
、
同
様
に
整
理
者
が
〝

〞

と
釈
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
そ
の
原
字
は
、

（「
太
一
生
水
」
六
）

で
あ
る
。「
楚
居
」
の
整
理
者
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
っ
た
事
例
を
念

頭
に
お
き
つ
つ
、形
や
傾
き
に
若
干
の
差
は
あ
る
も
の
の
、『
包
山
簡
』
や
『
郭

店
簡
』「
太
一
生
水
」
の
そ
れ
の
変
形
体
と
み
て
、
不
鮮
明
な
が
ら
「
楚
居
」

の
そ
れ
に
お
い
て
も
、
辵
の
右
側
を
〝
舟
〞
と
釈
し
た
の
に
相
違
な
い
。
も

し
整
理
者
の
こ
の
判
定
が
正
し
い
と
す
る
と
、
実
は
そ
の
字
義
に
つ
い
て
興

味
深
い
想
定
が
浮
か
ん
で
く
る
。　

『
包
山
簡
』
と
『
郭
店
簡
』「
太
一
生
水
」
の
こ
の
字
形
は
、
実
は
き
わ
め

て
よ
く
似
た
も
の
が
『
郭
店
簡
』「
老
子
甲
」
に
も
見
え
て
い
る
。

以
逾
甘
露　

　
（
老
子
甲
・
一
九
）

〈
注
釈
〉
は
、〝
逾
、
簡
文
从
「

」
从
「
舟
」
从
「
止
」。
帛
書
本
作 

「

」、
整
理
者
認
為
：「

、
疑
読
為
揄
或
輸
」。
可
從
。〞
と
な
っ
て
い
て
、

そ
れ
に
従
う
と
す
る
と
こ
こ
は
「
甘
露
を
運
び
致
す
」
と
い
っ
た
文
意
に
な

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
意
見
に
つ
い
て
も
異
な
っ
た
意
見
が
多
数
提
出
さ
れ

て
い
て
、
丁
四
新
氏
が
詳
細
な
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
（
丁
四
新
）、

や
は
り
注
目
す
べ
き
は
陳
偉
氏
の
意
見
で
は
な
か
ろ
う
か
（
陳
偉
）。

陳
氏
は
、こ
の
部
分
が
今
本
老
子
・
三
十
二
章
で
は
〝
以
降
甘
露
〞
と
な
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、こ
の
字
の
字
義
を
「
降
（
下
る
）」
と
と
ら
え
、

そ
し
て
こ
の
字
形
は
『
鄂
君
啓
節
』「
舟
節
」
の
〝
逾
〞
と
同
形
で
あ
る
か
ら
、

舟
節
の
こ
の
字
も
ま
さ
し
く
「
降
（
下
る
）
＝
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」

と
い
う
字
義
に
な
る
と
し
て
、『
鄂
君
啓
節
』
解
読
に
お
け
る
年
来
の
懸
案

問
題
に
決
着
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
鄂
君
啓
節
』「
舟
節
」
に
お
い
て
、
こ
の
字
は
必
ず
河
川
名
の
前
に
つ
い

て
お
り
、「
舟
節
」
全
文
の
通
読
上
、「
降
（
下
る
）
＝
流
れ
に
し
た
が
っ
て

下
る
」
と
い
う
字
義
以
外
を
当
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
丁
氏
は
全

幅
の
信
頼
を
お
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、『
鄂
君
啓
節
』「
舟
節
」
の
解

読
が
一
挙
に
明
快
に
な
る
と
う
い
う
魅
力
に
は
抗
し
が
た
い
。
陳
氏
の
意
見

に
従
っ
て
、「
降
（
下
る
）
＝
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」
と
い
う
字
義
を

前
提
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

『
郭
店
簡
』「
老
子
甲
」
一
九
の
逾

と
『
包
山
簡
』（
一
三
一
・

一
三
六
・
一
三
七
）・『
郭
店
簡
』「
太
一
生
水
」
六
の

は
、
厳
密
に
は
同
じ

字
形
で
は
な
い
。
最
大
の
差
異
は
、
前
者
に

が
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
に

は
そ
れ
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
辵
と
舟
を
成
分
と
し
て

も
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
が
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ

の
字
義
に
お
い
て
、
同
じ
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。『
包

山
簡
』
の
例
は
人
名
で
あ
る
か
ら
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
動
詞
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
『
郭
店
簡
』「
太
一
生
水
」
の
例
は
、
そ
の
字
義
に
お
い

て
ほ
ぼ
同
じ
方
向
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
「
太
一
生
水
」
に
は
、
太
一
↓
水
↓
天
地
↓
神
明
↓
陰
陽

↓
四
時
↓

熱
↓
濕
燥
↓
歳
と
い
う
生
成
順
序
と
歳
↑
濕
燥
↑

熱
↑
四

時
↑
陰
陽
↑
神
明
↑
天
地
↑
水
↑
太
一
と
い
う
逆
生
成
順
序
が
記
さ
れ
て
お

り
、「
太
一
生
水
」
の
作
者
が
こ
こ
に
太
一
か
ら
出
発
し
て
太
一
に
帰
着
す

る
循
環
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
に

続
け
て
、
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是
古
（
故
）
大
（
太
）
一

（
藏
）
於
水
、
行
於
時
、

（
周
）
而
或

（
又
）
□
、
□
□
□

と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
「
太
一
と
い
う
根
本
存
在
は
、
水
の
な
か
に
保
持

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
太
一
は
水
↓
天
地
↓
神
明
↓
…
神
明
↓
天
地
↓
水
と
姿

を
変
え
な
が
ら
循
環
し
、
ぐ
る
り
と
循
環
し
て
…
」
と
い
う
文
意
で
あ
る
こ

と
も
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
「
ぐ
る
り
と
循
環
し
て
」
と
い
う
意
味
を
示
す

動
詞
と
し
て

、
つ
ま
り

が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
周
）
は

整
理
者
の
解
釈
で
あ
り
、
整
理
者
が
当
て
て
い
る
こ
の
〝
周
行
〞
と
い
う
字

義
は
、
ほ
と
ん
ど
〝
循
環
〞
と
同
義
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。〝
周
〞

と
い
う
字
義
を
も
つ
動
詞
と
し
て
〝

〞
と
い
う
動
詞
が
措
定
さ
れ
て
い
る

の
は
、
両
者
の
音
が
通
ず
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
る

ま
い
。「
舟
に
乗
っ
て
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」
と
い
う
、
周
行
＝
循
環

に
相
応
ず
る
字
形
上
の
意
味
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
〝

〞
が
措
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
水
は
そ
の
通
有
性
・
融
通
性
か
ら
し

て
、
根
本
存
在
で
あ
る
太
一
が
運
行
す
る
際
の
〝
乗
り
物
〞
と
し
て
ま
こ
と

に
ふ
さ
わ
し
く
、
し
た
が
っ
て
太
一
は
そ
の
運
行
手
段
と
し
て
の
水
を
ま
ず

最
初
に
生
成
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
「
太
一
生
水
」
思
想
の
主
旨
の

一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
の
運
行
＝
循
環
が
、「
舟
に
乗
っ
て
（
水
の
）

流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」
よ
う
に
と
表
示
さ
れ
る
の
も
、
文
字
表
記
と
し

て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
郭
店
簡
』「
老
子
甲
」
の
逾
↓
『
郭
店
簡
』「
太
一
生
水
」

の

が
い
ず
れ
も
、「
降
（
下
る
）
＝
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」
と
い
う

基
本
字
義
を
も
っ
て
い
る
と
な
る
と
、
そ
の
変
形
体
で
あ
る
「
楚
居
」
の

も
お
の
ず
か
ら
同
じ
「
降
（
下
る
）
＝
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
る
」
と

い
う
字
義
を
も
っ
て
い
る
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
。
い
さ

さ
か
長
い
説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
楚
居
」
の

こ
の
部
分
は
、

（
あ
る
河
川
の
）
流
れ
に
し
た
が
っ
て
下
り
、
喬
山
に
出
た
（
至
っ
た
）

と
い
う
文
意
に
と
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。語
法
的
に
は
、

同
じ
く
清
華
簡
に
含
ま
れ
る
「
繋
年
」
が
伝
え
る
「
文
王
以
北

出
方
城
」

（「
繋
年
」
二
九
）
の
「

出
方
城
」（
国
土
を
開
拓
し
て
方
城
に
出
た
〔
至
っ

た
〕）
と
同
じ
用
法
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

②　
　
　
　
　

 

問
題
は
「
從
及
之
盤
」
の
文
意
で
あ
る
が
、〈
注
釈
〉
は
盤
を
〝
泮
〞（
水

涯
）
と
解
釈
し
て
、「（
季
連
は
）
妣
隹
と
い
う
女
性
を
追
い
か
け
て
、泮
（
水

涯
）
で
追
い
つ
い
て
、
そ
こ
で
結
ば
れ
た
」
と
い
う
文
意
に
と
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
小
寺
論
文
の
注
【
二
四
】
に
諸
説
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、
異

論
を
決
す
る
の
は
と
う
て
い
不
可
能
な
の
が
実
情
で
あ
る
。「
楚
居
」
の
こ

の
部
分
は
い
っ
た
い
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン

ト
は
、
お
そ
ら
く
季
連
の
次
に
登
場
し
て
い
る
穴
熊
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

穴
熊
は
妣

と
い
う
女
性
を
妻
と
し
、
そ
こ
に

と
麗
季
と
い
う
二

子
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
麗
季
が
出
生
す
る
際
の
分
娩
は
き
わ
め
て
異

常
で
、
母
の
脇
腹
が
割
り
裂
か
れ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。〈
注
釈
〉

は
、『
史
記
』「
楚
世
家
」
が
伝
え
る
、
陸
終
（
祝
融
）
六
子
が
や
は
り
母
の

脇
腹
か
ら
出
生
し
た
と
い
う
伝
承
を
引
い
て
、
麗
季
の
こ
の
出
生
伝
説
も
同

工
異
曲
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
楚
国
に
お
け
る
こ
の
よ
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う
な
異
常
出
生
伝
説
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
、
楚
国
の
伝
説
の
な
か
で

も
と
り
わ
け
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
虎
乳
子
文
伝
説
を
想
起
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。若

敖
は

か
ら
妻
を
娶
り
、
闘
伯
比
が
生
ま
れ
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
父

若
敖
が
死
ぬ
と
、
闘
伯
比
は
母
と
と
も
に

に
身
を
よ
せ
、
そ
こ
で
生

育
し
た
が
、

君
の
む
す
め
と
淫
通
し
、
子
文
を
生
ん
だ
。

君
の
夫

人
は
、
不
義
の
子
で
あ
る
か
ら
と
、
こ
の
乳
児
を
こ
っ
そ
り
と
夢
（
雲

夢
沢
）
に
棄
て
さ
せ
た
。
あ
る
日
、
君
が
雲
夢
沢
に
狩
り
に
い
く
と
、

虎
が
そ
の
乳
児
に
乳
を
飲
ま
せ
て
い
る
の
に
出
く
わ
し
た
。
こ
わ
く

な
っ
て
帰
っ
た
が
、
夫
人
は
こ
と
の
顛
末
を

君
に
告
白
し
た
。
そ
こ

で
こ
の
乳
児
を
収
容
し
て
育
て
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
楚
国
の

人
々
は
、
乳
の
こ
と
を
穀
と
よ
び
、
虎
の
こ
と
を
於
菟
と
よ
ん
だ
か
ら
、

こ
の
子
に
穀
於
菟
と
名
付
け
、
そ
の
む
す
め
を
正
式
に
闘
伯
比
の
夫
人

と
し
た
。
こ
の
乳
児
こ
そ
が
、つ
ま
り
令
尹
子
文
に
他
な
ら
な
い
（『
左

伝
』
宣
公
四
年
・
意
訳
）。

春
秋
楚
国
の
代
表
的
な
賢
人
政
治
家
で
あ
る
闘
穀
於
菟
（
子
文
）
の
出
生

と
生
育
に
ま
つ
わ
る
こ
の
伝
説
は
、子
文
の
よ
う
な
尋
常
な
ら
ざ
る
賢
人
は
、

そ
の
出
生
や
生
育
か
ら
し
て
尋
常
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
そ

の
不
正
常
性
は
つ
ま
り
、
彼
が
通
常
人
と
し
て
の
衆
人
と
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、
い
う
な
れ
ば
一
種
の
〝
聖
性
〞
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
正
常
性
を
も
っ
と
も
顕
著
に
示

し
て
い
る
の
が
、
虎
乳
に
よ
っ
て
生
育
し
た
と
い
う
伝
説
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

穴
熊
と
妣

の
間
に
生
ま
れ
た
二
人
の
子
の
う
ち
、
麗
季
が
割
り
裂
か

れ
た
母
の
脇
腹
か
ら
出
生
し
た
と
い
う
伝
説
は
、
子
文
の
場
合
は
出
生
後
の

生
育
に
お
け
る
不
正
常
性
で
あ
り
、
麗
季
の
場
合
は
出
生
情
況
そ
の
も
の
に

お
け
る
不
正
常
性
と
い
う
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
子
文
の
場
合
と
同
様
、

麗
季
の
聖
性
を
表
示
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
聖
性
は
ま
た
、
母
妣

と
父
穴
熊
の
聖
性
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
楚
居
」
を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
史
記
』「
楚
世
家
」
な
ど

に
登
場
し
て
い
る
神
話
・
伝
説
上
の
存
在
と
目
さ
れ
る
祖
先
の
う
ち
、「
楚
居
」

に
登
場
し
て
い
る
の
は
季
連
と
穴
熊
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ

の
両
者
こ
そ
が
楚
国
の
開
国
者
・
定
礎
者
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
、
両
者
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
開
国
・
定
礎
と
い
っ
た
事
情
に
ふ

さ
わ
し
い
そ
れ
ら
で
あ
る
こ
と
に
十
分
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う

い
っ
た
開
国
伝
説
・
定
礎
伝
説
に
は
、
い
わ
ゆ
る
感
生
伝
説
や
棄
子
伝
説
な

ど
、
不
正
常
性
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
伝
説
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
穴
熊
・
妣

夫
妻
の
子
麗
季
に
付
せ
ら
れ
た
脇
腹
出
生
伝
説
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
説

の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
、
穴
熊
の
前
、
す
な
わ
ち
祖
先
世
系
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
て
い

る
、
文
字
通
り
の
開
祖
で
あ
る
季
連
に
つ
い
て
も
、
彼
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の

な
か
に
、
そ
う
い
っ
た
不
正
常
性
を
主
旨
と
す
る
伝
説
が
あ
っ
て
し
か
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
然
、
季
連
・
妣
隹
の
結
婚
と
そ
の
二
子

白
・
遠
中
の
誕
生
を
伝
え
る
伝
承
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
関
連
す
る
記
事
を
今
一
度
読
ん
で
い
く
と
、
仔
細
に

読
む
ま
で
も
な
く
、

白
・
遠
中
の
出
生
情
況
や
生
育
事
情
に
ま
つ
わ
る

不
正
常
性
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
正
常
性
は
残

る
季
連
・
妣
隹
の
結
婚
事
情
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
何
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
虎
乳
子
文
伝
説
の
な
か

に
、
重
要
な
類
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
虎
乳
子
文
伝
説

に
お
け
る
不
正
常
性
と
は
、
虎
乳
に
よ
る
生
育
は
も
と
よ
り
と
し
て
、
雲
夢

沢
に
棄
て
ら
れ
た
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
父
闘
伯
比
と
母

君
の
む
す
め
が
淫
通
し
た
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。『
左
伝
』
は
こ

こ
を
「
淫
於

子
之
女
、
生
子
文
焉
。

夫
人
使
棄
諸
夢
中
。」
と
記
し
て

い
て
、
両
者
の
結
合
が
正
式
で
な
い
不
義
の
結
合
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
し
測
っ
て
く
る
と
、季
連
伝
承
の
問
題
部
分
「
從
及
之
盤
」

が
、
季
連
と
妣
隹
の
、
正
式
な
ら
ざ
る
、
野
合
の
ご
と
き
結
合
を
表
示
し
て

い
る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
段
を
、〈
注
釈
〉

を
援
用
し
て
「
季
連
は
、
妣
隹
に
は
す
で
に
正
式
の
結
婚
が
決
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
聞
き
」
と
い
う
文
意
に
と
り
、「
従
及
之
盤
」
は
、

追
い
つ
い
て
野
合
を
試
み
て
そ
れ
を
実
行
し

と
い
う
主
旨
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
私
見
な
の
で
あ
る
。
こ

の
理
解
は
、劉
楽
賢
氏
の
解
釈
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る（
劉
楽
賢
）。
た
だ
、

そ
う
な
る
と
、〝
盤
〞
は
野
合
の
場
所
か
、
あ
る
い
は
野
合
そ
の
も
の
を
示

す
動
詞
か
、
あ
る
い
は
野
合
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
何
ら
か
の
表
記
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
見
は
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
見
が
提
示
す
る
の
は
、
劉
氏
が
試
み
て
い

る
よ
う
な
字
形
・
字
義
上
か
ら
の
解
釈
で
は
な
く
、
伝
説
内
容
の
一
つ
の
蓋

然
性
か
ら
割
り
出
し
た
解
釈
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
点
、

や
は
り
あ
ら
た
め
て
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
季
連
伝
承
の
中
に
も
穴
熊
伝
承
の
中
に
も
不
正
常
性
を
モ

チ
ー
フ
と
す
る
伝
説
が
存
在
し
て
い
る
と
な
る
と
、
両
者
の
伝
承
を
楚
国
の

開
国
・
定
礎
の
そ
れ
と
し
て
受
容
し
て
い
た
楚
国
の
人
々
は
、
そ
こ
に
開
国
・

定
礎
時
代
の
祖
先
た
ち
の
聖
性
を
見
て
と
っ
て
、
そ
の
開
国
・
定
礎
の
意
味

あ
い
を
、
よ
り
納
得
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

③　

　

「
楚
居
」の
な
か
で
も
、そ
の
文
意
解
釈
が
も
っ
と
も
困
難
な
一
文
で
あ
る
。

〈
注
釈
〉
は
、
前
段
を
季
連
と
妣
隹
の
間
に
生
ま
れ
た
二
人
の
子
、

白
と

遠
中
の
生
育
が
順
調
で
あ
っ
た
と
い
う
文
意
に
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈

の
根
拠
は
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
小
寺
論
文
の
注
【
二
六
】【
二
七
】

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
諸
説
を
み
て
も
、
や
は
り
ど
れ
も
が
根
拠
の
は
っ
き
り

し
な
い
も
の
ば
か
り
で
、
賛
否
を
提
出
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
も
と
よ
り
確

証
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
視
点
か
ら
そ
の
文
意

を
推
測
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

一
つ
は
、
こ
の
一
文
に
は
、
後
世
の
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
何
か
き
わ
め

て
重
要
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
で
あ

る
。
季
連
と
妣
隹
の
子

白
と
遠
中
、
穴
熊
と
妣

の
子

と
麗
季
、

こ
の
二
組
の
親
子
は
、
後
世
の
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
、
開
国
者
・
定
礎
者

と
か
開
祖
・
族
祖
と
し
て
意
識
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
そ
う
い
っ

た
存
在
の
常
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
不
正
常
性
を
主
旨
と
す
る
伝
説
が
付

与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
季
連

の
脇
腹
出
生
伝
説
に
続
け
て
「
楚
居
」
が
き
わ
め
て
重
要
な
情
報
を
伝
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、割
れ
裂
け
て
し
ま
っ
た
脇
腹
を
、巫
が
楚
（
荊

棘
＝
茅
状
植
物
）
を
も
っ
て
縫
合
し
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
こ
の
一
族
は
み
ず
か

ら
を
〝
楚
人
〞
と
称
し
、
そ
の
称
謂
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
記
述
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で
あ
る
。
族
号
・
国
号
の
由
来
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
後

世
の
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
情
報
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。こ
の
情
報
が
季
連
の
不
正
常
出
生
に
関
連
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

族
祖
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
彼
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
。そ
う
す
る
と
、

白
と
・
遠
中
に
関
連
し
て
も
、
何
か
重
要
な
情
報
が
記
述
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
高
い
と
思
う
が
、
そ
れ
が
問
題
の
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
で

は
な
か
ろ
う
か
。

二
つ
は
、〈
注
釈
〉
は
こ
こ
を
〝

 

〞
の
三
字
で
断
句
し
て
い
る
が
、

羊
の
下
の
先
で
断
句
し
て
〝

 

先
〞
の
四
字
句
に
解
釈
す
る
可
能
性

が
、
皆
無
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
包
山
簡
』

や
『
新
蔡
葛
陵
簡
』
に
は
周
知
の
よ
う
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
て
、

〝
某
先
〞
と
い
う
表
記
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

・
與
禱
楚
先
老
僮
・
祝
融
・
毓
（
鬻
）
酓
（
熊
）、
各
一
牂
（『
包
山
簡
』

二
一
七
）。

・
與
禱
楚
先
老
僮
・
祝
融
・
毓
（
鬻
）
酓
（
熊
）、
各
両

（『
包
山
簡
』

二
三
七
）。

・

禱
三
楚
先
、
各
一
痒
（『
葛
陵
簡
』
乙
三
：
四
一
）。

・
乙
亥
禱
楚
先
与
五
山
、
…
（『
葛
陵
簡
』
甲
三
：
一
三
四
一
〇
八
）。

い
ず
れ
も
卜
筮
祭
祷
簡
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
こ
に
い
う
「
楚
先
」

と
は
、
ど
う
み
て
も
祭
祷
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
楚
族
の
祖
先
」
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、「

の
祖
先
」
を
意
味
す
る
〝

先
〞
と
い

う
表
記
が
存
在
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
二
の
視
点
に
従
っ
て
、
三
字
句
の
〝

〞
で
は
な
く
四
字
句

の
〝

 

先
〞
に
解
釈
す
る
と
し
て
、
一
の
視
点
の
と
お
り
に
、
そ
の

文
意
が
後
世
の
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
の
重
要
な
情
報
を
伝
え
て
い
る
と
す

る
と
、そ
の
情
報
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
論
じ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、

羊
と
い
う
字
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る

の
字
形
が
お
の
ず
か
ら
注
目
さ
れ
る

は
ず
で
あ
っ
て
、
こ
の
字
が
『
左
伝
』「
昭
公
十
三
年
」・『
史
記
』「
楚
世
家
」

な
ど
が
伝
え
る
楚
王
室
の
姓
〝
羋
〞
と
ほ
ぼ
同
形
で
あ
る
こ
と
に
、
容
易
に

気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
『
説
文
』
は
、「
羋
と
は
羊
の
鳴
き
声
で
あ
る
」

と
し
て
お
り
、
字
義
に
お
い
て
も
羊
と
羋
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
周
知

の
よ
う
に
出
土
文
字
資
料
に
お
け
る
楚
族
の
姓
は
、
青
銅
器
銘
文
に
〝
嬭
〞

の
字
面
で
見
え
て
い
る
以
外
、
簡
帛
資
料
に
は
例
が
な
く
、
一
抹
の
不
安
は

残
る
も
の
の
、
整
理
者
が
羊
と
釈
し
て
い
る
問
題
の
字
が
、
実
は
〝
羋
〞
で

あ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
の
姓
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
楚
族
の
姓
が

〝
羋
〞
で
あ
る
と
い
う
、
楚
と
い
う
国
号
・
族
号
の
由
来
に
匹
敵
す
る
、
き

わ
め
て
重
要
な
情
報
が
、

白
・
遠
中
二
子
の
誕
生
に
続
け
て
明
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
の
族
祖
と
し
て
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
明

示
の
場
所
は
き
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

要
す
る
に
、「

先
」
と
は
「
羊
先
」
で
は
な
く
「
羋
先
」
で
あ
り
、

羋
姓
（
楚
族
）
の
祖
先
た
ち

の
意
味
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

「

羋
先
」
と
い
う
一
文
の
文
意
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
羋
姓
の
祖
先
た
ち
（

白
・
遠
中
に
と
っ
て
は
子
孫

た
ち
）
を
繁
栄
さ
せ
た
」
と
か
「
羋
姓
の
祖
先
た
ち
に
血
統
が
う
け
つ
が
れ

た
」
と
か
と
い
う
文
意
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
測
を
提
示
す
る
の
が
せ

い
ぜ
い
で
、
私
見
め
い
た
も
の
す
ら
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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の
意
味
が
、
ど
う
し
て
も
判
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

諸
賢
の
高
説
を
否
定
す
る
の
は
ま
こ
と
に
心
苦
し
く
、
こ
と
に
整
理
者
の

苦
心
の
断
句
に
訂
正
を
せ
ま
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
心
苦
し
い
が
、
あ

え
て
私
見
を
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
、
字
釈
・
文
意
に
つ
い
て
三
個
の
私
見
を
提
出
し
た
。
も
と
よ
り
つ

た
な
い
意
見
で
は
あ
る
が
、「
楚
居
」
の
釈
読
に
少
し
で
も
寄
与
す
る
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
こ
の
「
楚
居
」
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
性
格
の
資
料
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
整
理
者
が
「
楚
居
」
と
名
付
け
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
そ

の
内
容
を
い
わ
ゆ
る
『
世
本
』「
居
篇
」
の
そ
れ
と
同
類
の
も
の
と
見
た
た

め
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
そ
の
資
料
的
性
格
を
云
々
す
る
た
め
に
は
、『
世
本
』

各
種
輯
本
「
居
篇
」
の
楚
国
関
連
記
事
と
「
楚
居
」
の
記
事
を
比
較
検
討
し

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
作
業
は
早
く
に
趙
平
安
氏
が
試
み
て
い

る
（
趙
平
安
1
）。
考
証
の
末
尾
で
、
趙
氏
は
、「
楚
居
」
は
い
う
と
こ
ろ
の

楚
史
『
檮
杌
』
の
部
分
的
抜
き
書
き
か
、
あ
る
い
は
『
檮
杌
』
を
基
礎
に
新

た
に
作
成
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
興
味
深
い
推
測
を
提
示
し
て

は
ば
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、浅
野
裕
一
前
掲
論
文
は
主
に『
史
記
』「
楚

世
家
」
の
内
容
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
異
同
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
詳
細
に

論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
資
料
的
性
格
を
直
接
論
じ
た
箇
所
は
な
い
も
の
の
、

「
そ
の
意
味
で
、
楚
の
始
祖
と
殷
王
・
盤
庚
と
の
姻
戚
関
係
を
語
る
『
楚
居
』

の
記
述
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
形
で
の
楚
人
の
自
立
意
識
を
示
す

資
料
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
か
「
し
た
が
っ
て
『
楚
居
』
が

記
す
麗
季
の
聖
誕
伝
説
も
、
楚
人
は
神
秘
的
な
力
を
備
え
た
格
別
の
存
在
だ

と
主
張
す
る
た
め
の
仕
掛
け
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
か
述
べ
て
、
そ
の
性
格

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
暗
示
し
て
い
る
（
浅
野
前
掲
論
文
）。

一
方
小
寺
敦
氏
の
意
見
は
今
少
し
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
、「
楚
居
」
に
見
ら

れ
る
楚
王
の
移
動
範
囲
が
春
秋
末
期
か
ら
戦
国
中
期
の
楚
の
領
域
を
ほ
ぼ
カ

バ
ー
し
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
戦
国
中
期
は
そ
う
し
た
領
域
が
し
だ
い
に

斉
や
秦
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
時
代
情
況
の

な
か
で
楚
国
の
歴
史
を
振
り
返
る
動
き
が
お
こ
り
、
そ
の
動
き
の
一
つ
の
例

が「
楚
居
」の
編
纂
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
推
測
し
て
い
る（
小
寺
敦
1
）。

小
寺
氏
は
ま
た
、
二
〇
一
二
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
に
お
い
て
「
先
秦
時

代
系
譜
編
纂
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
義
」
と
い
う
論
題
で
口
頭
発
表
を
行
っ

た
際
に
も
、「
楚
居
」
を
関
連
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
祭
祀
対

象
と
し
て
の
祖
先
を
確
認
す
る
と
い
う
意
義
か
ら
、
支
配
者
の
正
統
性
を
示

す
も
の
と
し
て
の
ル
ー
ツ
を
確
認
す
る
と
い
う
意
義
へ
、
系
譜
編
纂
の
意
義

が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
の
が
こ
の
発
表
の
主
旨
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
、
氏
は
後
者
の
例
の
一
つ
と
し
て
「
楚
居
」
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
（
小
寺
敦
2
）。

「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
に
言
及
し
た
研
究
は
多
い
が
、
総
じ
て
い
え
ば

一
つ
の
共
通
す
る
認
識
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、「
楚
居
」
は

戦
国
楚
国
の
内
部
に
伝
わ
り
戦
国
楚
国
の
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
た
伝
承

を
、
楚
国
の
人
々
自
身
が
整
理
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識

で
あ
る
。
よ
り
限
定
し
て
い
う
な
ら
ば
、「
楚
居
」は
楚
国
以
外
の
国
で
整
理
・

編
纂
さ
れ
た
史
書
・
系
譜
の
類
か
ら
、
楚
国
に
関
連
す
る
部
分
を
抜
き
書
き

し
た
も
の
で
は
な
く
、
楚
国
の
人
々
自
身
が
自
己
の
伝
承
に
よ
っ
て
整
理
・

編
纂
し
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
趙
氏
や
浅
野
氏
や
小
寺
氏
も
、
当

然
そ
う
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
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う
。
と
い
う
こ
と
は
、「
楚
居
」
は
ま
さ
し
く
純
然
た
る
〝
楚
簡
〞
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、同
じ
清
華
簡
で
あ
っ
て
も
た
と
え
ば
例
の
「
繋
年
」

が
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
楚
国
以
外
で
整
理
・
編
纂
さ
れ
た
史
書
の
抜
き

書
き
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
と
は
、
そ
の
資
料
的

由
来
に
お
い
て
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
を
云
々
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
が

限
界
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
止
ま
っ
て
し
て
は
、
貴
重
な
示
唆

を
与
え
ら
れ
た
趙
氏
や
浅
野
氏
や
小
寺
氏
に
申
し
訳
な
く
思
う
の
も
確
か
で

あ
り
、
そ
こ
で
、
や
は
り
つ
た
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
私
見
を
一
つ
提
示
し

て
お
き
た
い
。「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
を
云
々
す
る
場
合
に
も
っ
と
も
重

要
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、「
楚
居
」
に
は
周
王
朝
と
の
関
連
説
話
が
ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
浅
野
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ

の
代
わ
り
と
い
う
べ
き
か
、
殷
王
・
盤
庚
と
の
姻
戚
説
話
が
登
場
し
て
お
り
、

そ
れ
は
周
を
は
じ
め
と
す
る
中
原
諸
国
へ
の
対
抗
心
か
ら
、
自
己
の
正
統
性

を
強
調
す
る
た
め
に
、
周
王
な
ら
ぬ
殷
王
と
の
姻
戚
説
話
を
加
上
的
に
創
作

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
浅
野
氏
の
意
見
で
あ
る
。
浅
野
氏
の
こ
の
意

見
は
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
り
、
氏
が
い
ち
早
く
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の

は
卓
見
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
浅
野
前
掲
論
文
）。こ
の
貴
重
な
意
見
を
、

も
う
少
し
敷
衍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

熊
繹
が
周
の
成
王
か
ら
楚
蛮
の
地
に
封
ぜ
ら
れ
、
子
・
男
の
資
格
を
与
え

ら
れ
た
と
い
う
伝
承
（『
史
記
』「
楚
世
家
」）、
同
じ
く
熊
繹
が
斉
の
呂
伋
・

衛
の
王
孫
牟
・
晋
の
燮
父
・
魯
の
禽
父
と
と
も
に
周
の
康
王
に
仕
え
た
と
い

う
伝
承
（『
左
伝
』「
昭
公
十
二
年
」）、
あ
る
い
は
熊
麗
が
、
越
王
繄
虧
が
有

遽
か
ら
出
て
越
に
国
を
建
て
、
晋
の
唐
叔
と
斉
の
呂
伋
が
そ
れ
ぞ
れ
斉
・
晋

に
国
を
建
て
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
雎
山
の
間
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
伝
承

（『
墨
子
』「
非
攻
下
」）
な
ど
、
楚
の
祖
先
が
周
の
封
建
に
与
っ
た
と
い
う
伝

承
が
い
く
つ
か
残
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
「
楚
居
」
に
は
一
つ
見
え
な
い

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
高
崇
文
氏
の
よ
う
に
、
季
連
か
ら
熊
繹
に
至
る
祖
先

の
居
地
京
宗
を
鎬
京
＝
宗
周
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
周
王
朝
と
楚
の
祖
先
た

ち
の
関
係
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
（
高
崇
文
前
掲
論
文
）、
高

氏
の
意
見
に
簡
単
に
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
よ
し
ん
ば

従
っ
た
と
し
て
も
、
重
要
な
祖
先
の
一
人
と
し
て
「
楚
居
」
が
挙
げ
て
い
る

熊
繹
に
つ
い
て
、
彼
と
周
王
朝
の
関
連
伝
承
を
「
楚
居
」
自
身
は
ま
っ
た
く

伝
え
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
。

楚
の
祖
先
た
ち
が
周
の
封
建
に
与
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
そ
れ
が
史
実
で

あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
原
世
界
に
楚
国
の

正
統
性
を
主
張
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
楚
王
が
そ
の
支

配
権
の
正
統
性
を
楚
国
国
内
に
向
け
て
誇
示
す
る
場
合
に
も
有
効
な
手
段
と

な
り
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
第
一
義
的
に
は
や
は
り
中
原
世
界
へ
の

正
統
性
主
張
と
い
う
場
に
お
い
て
こ
そ
、
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
正
統
性
の
主
張
と
い
う
視
点
に
た
つ
と
す
る
と
、

『
左
伝
』
に
見
え
る
次
の
二
つ
の
記
述
が
ど
う
し
て
も
浮
か
ん
で
く
る
で
あ

ろ
う
。

・（
楚
の
霊
王
が
）、〝
わ
が
先
王
熊
繹
は
、
斉
の
呂
伋
・
衛
の
王
孫
牟
・

晋
の
燮
父
・
魯
の
禽
父
と
と
も
に
周
の
康
王
に
仕
え
た
が
、
四
国
に
は

そ
の
証
と
し
て
周
か
ら
賜
与
さ
れ
た
宝
器
が
あ
る
の
に
、
ひ
と
り
わ
が

楚
国
に
は
な
い
。
今
、
周
に
使
い
を
遣
っ
て
鼎
を
宝
器
と
し
て
よ
こ
す

よ
う
要
求
さ
せ
て
い
る
が
、
周
王
は
は
た
し
て
鼎
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
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か
?
〞
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、右
尹
子
革
は
次
の
よ
う
に
こ
た
え
た
。

〝
も
ち
ろ
ん
王
様
に
与
え
る
で
し
ょ
う
。
昔
、
わ
が
先
王
熊
繹
は
、
荊

山
と
い
う
辺
鄙
な
山
間
に
居
り
、
柴
草
で
作
っ
た
粗
末
な
車
に
乗
り
、

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
を
着
て
原
野
を
開
き
、
艱
難
辛
苦
し
て
山
川
を
め
ぐ
り

わ
た
り
天
子
に
仕
え
ま
し
た
が
、
そ
の
仕
事
は
、
た
だ
桃
の
木
で
作
っ

た
弓
、
茨
で
作
っ
た
矢
と
い
う
粗
末
な
武
器
で
も
っ
て
、
王
朝
の
軍
事

に
参
加
す
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
し
た
。
晋
・
魯
・
衛
・
斉
の
祖
先

は
周
王
の
弟
で
す
。
で
す
か
ら
、楚
国
に
は
賜
与
さ
れ
た
宝
器
が
な
く
、

四
国
に
は
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
今
や
、
四
国
も
周
自
身
も
王
様
に
服

従
し
て
い
ま
す
か
ら
、
な
に
ご
と
も
王
様
の
命
令
の
ま
ま
で
す
。
ど
う

し
て
鼎
を
惜
し
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。〞
と
。（「
昭
公
十
二

年
」・
意
訳
）。

・（
晋
の
欒
武
子
は
言
っ
た
）〝
楚
の
国
で
は
、
庸
の
戦
役
以
後
、
そ
の
君

主
は
毎
日
の
よ
う
に
国
人
を
訓
令
し
、
生
活
を
保
全
す
る
こ
と
は
生
易

し
い
こ
と
で
は
な
く
、
禍
は
い
つ
や
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
一
時
と
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
戒
め
て
お
り
ま
す
。
ま

た
軍
事
に
つ
い
て
も
き
び
し
く
訓
令
し
、
勝
利
を
維
持
す
る
こ
と
は
き

わ
め
て
困
難
で
、
殷
の
紂
王
は
百
戦
百
勝
で
あ
っ
た
が
、
結
局
は
滅
亡

し
て
子
孫
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
戒
め
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
先
王
の
若
敖
と
蚡
冒
が
柴
草
で
作
っ
た
粗
末
な
車
に
乗

り
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
衣
を
着
て
山
林
を
開
い
た
、
そ
の
艱
難
辛
苦
を
い
つ

も
思
い
出
し
て
忘
れ
る
で
な
い
ぞ
、と
訓
戒
を
た
れ
て
お
り
ま
す
。
…
〞

（「
宣
公
十
二
年
」・
意
訳
）。

〝
柴
で
作
っ
た
云
々
〞
と
い
う
一
文
の
原
文
は
、
熊
繹
の
そ
れ
に
つ
い
て

は
「
篳
路
藍
縷
、
以
處
草
莽
、
跋
渉
山
川
、
以
事
天
子
」
で
あ
り
、
若
敖
・

蚡
冒
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
篳
路
藍
縷
、
以
啓
山
林
」
と
な
っ
て
い
て
、
多

少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
「
篳
路
藍
縷
」
と
い
う
表
記
の
部
分
は
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
「
篳
路
藍
縷
」
と
い
う
表
記
は
、
創
業
の
艱
難
辛
苦
を

象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
後
世
の
史
書
類
に
し
ば
し
ば
見
え
る
よ
う

で
あ
る
が
、
用
例
と
し
て
は
こ
の
『
左
伝
』
に
お
け
る
楚
国
の
二
例
が
も
っ

と
も
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

創
業
の
艱
難
辛
苦
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、楚
国
お
い
て
は
熊
繹
と
若
敖
・

蚡
冒
の
二
組
の
祖
先
が
、
そ
の
表
記
を
付
与
さ
れ
る
、
創
業
の
業
績
を
も
っ

た
祖
先
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
意
識
さ
れ

る
祖
先
は
何
も
一
人
・
一
組
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
複
数
存
在
し
て
も
お

か
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
熊
繹
と
若
敖
・
蚡
冒
の
二
組
が
こ
の
業
績
を

付
与
さ
れ
て
い
て
も
、
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、
で
は
「
篳
路
藍
縷
」

と
い
う
表
記
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
創
業
の
祖

先
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
、
両
者
が
楚
国
の
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い

た
か
と
な
る
と
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
左
伝
』
の
二
つ

の
文
章
を
読
み
比
べ
れ
ば
一
読
瞭
然
な
よ
う
に
、
熊
繹
の
業
績
は
、
楚
国
の

正
統
性
を
周
を
は
じ
め
と
す
る
中
原
諸
国
に
主
張
す
る
場
に
お
い
て
回
顧
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
若
敖
・
蚡
冒
の
業
績
は
、
楚
国
の
人
々
が
国
家
の

維
持
と
民
生
の
保
全
を
み
ず
か
ら
意
識
し
よ
う
と
す
る
場
に
お
い
て
、
い
わ

ば
楚
国
構
成
員
の
内
在
的
な
精
神
的
紐
帯
と
し
て
回
顧
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
前
者
は
国
外
向
け
の
場
に
お
い
て
、
後
者
は
国
内
向

け
の
場
に
お
い
て
、
よ
り
強
く
そ
の
創
業
伝
説
と
し
て
の
意
味
を
発
揮
し
て

い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
、
今
一
度
「
楚
居
」
を
読
過
し
て
い
く
と
、

周
王
朝
と
の
関
連
伝
承
が
見
え
な
い
ば
か
り
か
、
楚
国
の
正
統
性
を
国
外
に

主
張
し
よ
う
と
す
る
場
に
お
い
て
こ
そ
、
よ
り
強
い
意
味
を
も
っ
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
伝
承
そ
の
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
大
半
が
、
楚

国
の
人
々
自
身
に
と
っ
て
よ
り
強
い
意
味
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

伝
承
な
の
で
あ
る
。
唯
一
の
例
外
は
、
殷
王
・
盤
庚
と
の
姻
戚
説
話
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
と
て
も
、
は
た
し
て
楚
国
の
正
統
性
を
国
外
に
主
張
す
る
場
に

お
い
て
口
説
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
え
ば
、
何
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

「
楚
居
」
に
見
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
伝
承
は
、
し
た
が
っ
て
、
国
内
向
け

の
場
に
お
い
て
よ
り
強
く
意
味
を
発
揮
し
て
い
た
祖
先
伝
承
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
が
、想
定
さ
れ
る
「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
の
一
つ
で
あ
り
、

「
楚
居
」
に
見
え
て
い
る
伝
承
の
多
く
が
、『
左
伝
』
な
ど
、
楚
国
以
外
の
国

で
整
理
・
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
史
書
に
見
え
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
伝

承
が
楚
国
国
内
向
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
、
国
外
で
整
理
・
編
纂
さ
れ

た
史
書
に
取
り
込
ま
れ
る
機
会
が
、
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
。

浅
野
氏
の
貴
重
な
意
見
を
ど
こ
ま
で
敷
衍
で
き
た
か
ど
う
か
、
心
も
と
な

い
が
、
以
上
を
も
っ
て
「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
に
つ
い
て
の
一
つ
の
私
見

と
し
た
い
と
思
う
。

二
　「
楚
居
」
に
見
ら
れ
る
歴
史
地
理
的
認
識

字
釈
と
文
意
に
つ
い
て
の
三
つ
の
私
見
と
、「
楚
居
」
の
資
料
的
性
格
に

つ
い
て
の
一
つ
の
私
見
を
提
出
し
た
上
で
、
さ
て
次
に
は
本
稿
の
本
題
で
あ

る
「
楚
居
」
に
示
さ
れ
て
い
る
、
戦
国
楚
国
の
人
々
の
歴
史
地
理
的
認
識
は

楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
提
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
そ
の
い
く
つ
か
の
懸
案
問
題
に
対
す
る
、
現
在
の
自
己

の
立
場
を
表
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
楚
国
歴
史
地
理
の
懸
案
問
題
と

は
、
要
す
る
に
西
周
時
代
の
先
王
た
ち
の
居
地
丹
陽
と
春
秋
戦
国
時
代
の
都

城
郢
都
の
位
置
を
、
ど
こ
に
比
定
す
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
あ

る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
の
私
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
、
丹
陽
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
陝
西
省
東
南
部
を
東
南
流
し
て
漢
水

に
流
入
す
る
丹
江
の
流
域
か
ら
、
河
南
省
西
南
部
南
陽
地
区
・
湖
北
省
西
北

部
漢
水
上
流
地
区
に
か
け
て
の
地
域
に
存
在
し
た
と
想
定
す
る
。

第
二
、
郢
都
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
春
秋
時
代
初
め
の
武
王
時
代
か
ら
、

前
二
七
八
年
の
秦
軍
に
よ
る
郢
都
陥
落
ま
で
、
お
よ
そ
五
百
年
間
、
ほ
ぼ
一

貫
し
て
江
陵
紀
南
城
遺
跡
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
。

第
三
、
と
す
る
と
、
西
周
か
ら
春
秋
時
代
の
初
め
に
か
け
て
、
楚
族
は
そ

の
拠
点
を
北
方
の
陝
西
省
・
河
南
省
・
湖
北
省
交
界
地
域
か
ら
南
方
荊
州
地

区
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
移
動
ル
ー
ト
は
、
湖
北
省
西
部
の

山
間
、
荊
山
の
東
麓
を
南
下
す
る
と
い
う
路
線
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
。

は
た
し
て
、「
楚
居
」
に
見
ら
れ
る
歴
史
地
理
的
認
識
は
、
こ
の
私
案
の

傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
逆
に
反
証
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
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う
か
。
こ
の
私
案
と
の
関
連
を
常
に
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
以
下
に
議
論
を
す

す
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴
　
季
連
・
穴
熊
伝
承
か
ら
抽
出
さ
れ
る
歴
史
地
理
的
認
識
。

季
連
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
中
に
登
場
し
て
い
る

山
・

・
喬
山
・

爰
波
・

水
・
方
山
、
穴
熊
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
中
に
登
場
し
て
い
る
哉
水
、

そ
し
て
季
連
・
穴
熊
・
熊

の
居
地
で
あ
る
京
宗
、
こ
れ
ら
の
河
川
・
山
陵
・

原
野
・
居
地
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
個
々
の
意
見

を
逐
一
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
諸
説
に
お
け
る
比
定
位
置
を
並
べ
て
み

る
と
、
あ
る
一
つ
の
分
類
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら

の
地
名
の
多
く
を
、
河
南
省
中
部
一
帯
に
お
く
か
、
湖
北
省
西
北
部
沮
水
・

漳
水
上
流
・
漢
水
南
側
の
荊
山
山
間
一
帯
に
お
く
か
、
丹
江
流
域
を
中
心
と

す
る
陝
西
省
・
河
南
省
・
湖
北
省
交
界
地
域
の
漢
水
北
側
に
お
く
か
、
意
見

は
お
よ
そ
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
季
連
の
降
っ
た

山
（

山
）
を
遠
く
青
海
高
原
に
当
て
る
劉
彬
徽
氏
の
意
見
や
（
劉
彬
徽
）、

京
宗
を
鎬
京
＝
宗
周
に
あ
て
る
高
崇
文
氏
の
意
見
は
（
高
崇
文
前
掲
論
文
）、

こ
の
分
類
の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
極
端
な
異
論
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
分
類
が
可
能
な
の
は
、
お
そ
ら
く
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る

前
提
と
な
る
定
見
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
見
と
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
季
連
は
祝
融
八
姓
（
陸
終

六
子
）
の
末
子
で
あ
る
と
の
伝
説
を
も
っ
て
お
り
、
祝
融
自
身
の
故
地
が
現

在
の
河
南
省
新
鄭
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
を
は
じ
め
、
祝
融
八
姓
諸
族
の
多
く

が
河
南
省
中
部
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
楚
族
の
本
来
の

故
地
は
当
然
河
南
省
中
部
一
帯
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
定
見
、〝
江
・
漢
・

沮
・
漳
は
、
楚
の
望
な
り
〞
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
江
漢
地
区
の
な
か
で
も

と
く
に
沮
水
と
漳
水
は
楚
国
に
と
っ
て
望
祭
の
対
象
と
な
る
重
要
な
河
川
で

あ
り
、
そ
の
上
流
に
文
献
伝
承
に
し
ば
し
ば
楚
族
の
故
郷
と
伝
え
ら
れ
る
荊

山
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
楚
族
の
本
来
の
故
地
は
当
然
荊
山
山
間
に

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
定
見
、
西
周
時
代
の
楚
族
の
居
地
丹
陽
を
丹
江
流

域
に
あ
っ
た
と
す
る
武
漢
大
学
故
石
泉
教
授
の
学
説
は
鉄
案
と
も
い
う
べ
き

整
合
的
な
意
見
で
あ
り
、
こ
の
石
泉
学
説
に
従
え
ば
、
楚
族
の
本
来
の
故
地

は
当
然
丹
江
流
域
一
帯
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
定
見
、
こ
の
三
つ
の
定

見
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
季
連
と
穴
熊
に
関
連
す
る
地
名
の
す
べ
て
を
こ
の

三
地
域
の
い
ず
れ
か
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
論
理
上
不
具
合
が
生
じ
る

場
合
も
多
く
、
そ
こ
で
あ
る
地
名
に
つ
い
て
は
河
南
省
中
部
、
あ
る
地
名
に

つ
い
て
は
丹
江
流
域
と
か
、
あ
る
地
名
に
つ
い
て
は
丹
江
流
域
、
あ
る
地
名

に
つ
い
て
は
荊
山
山
間
と
か
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
折
衷
案
を
提
出
し
て
い

る
研
究
者
も
多
い
が
、
し
か
し
、
ど
の
研
究
者
も
、
三
つ
の
定
見
の
い
ず
れ

か
を
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
意
見
の
大
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

こ
の
定
見
の
並
立
情
況
を
い
ま
少
し
詳
細
に
整
理
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
い

は
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
解
決
に
何
が
し
か
寄
与
す
る
こ
と
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
稿
が
も
く
ろ
ん
で
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
方
法
で

は
な
く
、
戦
国
楚
国
の
人
々
の
歴
史
地
理
的
認
識
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
懸

案
問
題
解
決
の
間
接
的
ヒ
ン
ト
に
し
よ
う
と
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
か
ら
、

と
も
か
く
季
連
・
穴
熊
に
ま
つ
わ
る
伝
承
の
中
か
ら
、
歴
史
地
理
的
認
識
を

抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
季
連
・
穴
熊
伝
承
か
ら
抽
出
し
う
る
そ
の
よ
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う
な
認
識
と
は
、
季
連
が

水
を
遡
っ
て
妣
隹
と
結
ば
れ
た
と
い
う
伝
説
、

穴
熊
が
哉
水
を
遡
っ
て
妣

と
結
ば
れ
た
と
い
う
伝
説
に
示
さ
れ
て
い
る
、

季
連
や
穴
熊
の
時
代
に
、
楚
族
は
あ
る
河
川
を
遡
っ
て
あ
る
種
族
と
結
合
し

た
と
い
う
認
識
を
お
い
て
、
他
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
、
季

連
が
あ
る
河
川
を
下
っ
て
喬
山
に
至
っ
た
、
と
い
う
私
見
が
正
し
い
解
釈
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
河
川
を
利
用
し
て
領
域
を
切
り
開
い
た
と
い

う
認
識
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
具
体
的
に
い
う
な
ら

ば
、
楚
族
は
本
来
、
あ
る
河
川
沿
岸
の
要
地
を
拠
点
と
す
る
一
種
族
で
あ
り
、

そ
れ
が
あ
る
河
川
を
上
下
し
て
、
他
の
沿
岸
要
地
を
拠
点
と
す
る
種
族
と
何

ら
か
の
結
合
を
果
た
し
た
と
い
う
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
他
の
勢
力
と
の
結

合
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
い
わ
ば
楚
国
形
成
の
は
じ
ま
り
と
い
っ
て
よ
く
、

こ
の
認
識
が
季
連
・
穴
熊
伝
承
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら

し
て
も
、
こ
の
両
者
は
「
楚
居
」
の
冒
頭
に
登
場
す
る
開
国
的
祖
先
・
定
礎

的
祖
先
に
ふ
さ
わ
し
い
わ
け
で
あ
る
。

戦
国
時
代
の
楚
国
の
人
々
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の

水
と
哉
水
の
位
置
を

承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、そ
の
二
水
は
戦
国
時
代
に
お
い
て
も
、

あ
る
程
度
の
水
運
機
能
を
は
た
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、

水
と
哉
水
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
資
料
的
に
絶
対
不
可
能
な
の
で
あ
る

が
、
た
だ
こ
の
ヒ
ン
ト
を
以
下
の
よ
う
に
さ
ら
に
詳
細
化
す
る
と
、
い
く
つ

か
の
候
補
を
あ
げ
る
こ
と
だ
け
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
。

第
一
、『
新
蔡
葛
陵
簡
』
に
は
、〝
江
・
漢
・
沮
・
漳
・
淮
〞
の
五
河
川
が

見
え
て
い
る
が
（
甲
三
・
二
六
八
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
字
は

水
・
哉
水
の
原

字
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

水
・
哉
水
は
こ
れ
ら
五

河
川
以
外
の
河
川
で
あ
り
、
当
然
、
長
江
・
漢
水
よ
り
小
さ
く
、
長
江
・
漢

水
の
支
流
ク
ラ
ス
あ
る
い
は
そ
の
支
流
ク
ラ
ス
で
、
あ
る
程
度
の
水
運
の
可

能
な
河
川
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

第
二
、

水
を
遡
る
と
、
妣
隹
と
い
う
女
性
の
い
る
勢
力
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
妣
隹
は
盤
庚
の
子
の
女
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
勢
力
は
殷
文
化
を
保
有
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
三
、
哉
水
を
遡
る
と
、
妣

と
い
う
女
性
の
い
る
勢
力
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
妣

は
〝

（
聶
）
耳
〞
と
い
う
特
異
な
容

貌
を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
勢
力
は
聶
神
崇
拝
と
い
っ
た

特
異
な
習
俗
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
河
川
を
、
こ
こ
で
は
西
周
時
代
の
居
地

丹
陽
の
位
置
を
め
ぐ
る
諸
説
か
ら
想
定
さ
れ
る
各
地
域
の
な
か
に
探
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
が
、
結
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
丹
陽
の
位
置
に
つ
い
て

の
諸
説
は
、
大
き
く
わ
け
て
次
の
四
説
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
丹
陽
は
丹
江
流
域
に
あ
り
、
当
初
丹
江
上
流
の
商
州
あ
た
り
に
あ
っ
た

が
、
西
周
時
代
の
あ
る
時
点
で
下
流
の
淅
川
あ
た
り
に
移
っ
た
と
み
る

説
（
丹
淅
説
）。

・
丹
陽
は
当
初
淅
川
あ
た
り
に
あ
り
、
西
周
時
代
の
あ
る
時
点
で
漢
水
を

南
に
こ
え
て
荊
山
東
麓
に
移
っ
た
と
み
る
説
（
淅
荊
説
）。

・
丹
陽
は
長
江
三
峡
の
旧
秭
帰
に
あ
っ
た
と
み
る
説
（
秭
帰
説
）。

・
丹
陽
は
荊
州
西
南
長
江
沿
い
の
旧
枝
江
に
あ
っ
た
と
み
る
説
（
枝
江

説
）。

丹
淅
説
と
淅
荊
説
は
北
方
説
、
秭
帰
説
と
枝
江
説
は
南
方
説
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
の
四
つ
の
学
説
と
、先
の
三
つ
の
定
見
を
並
べ
て
み
る
と
、

丹
陽
＝
丹
淅
説
は
、
三
定
見
の
う
ち
の
石
泉
説
そ
の
も
の
に
相
当
し
、
丹
陽



清華簡楚居の発現と楚国歴史地理研究

18（　 ）

＝
淅
荊
説
は
石
泉
説
と
荊
山
山
間
説
の
折
衷
形
態
に
相
当
す
る
こ
と
が
容
易

に
見
て
取
れ
る
し
、
河
南
省
中
部
一
帯
と
い
う
定
見
に
直
接
相
当
す
る
丹
陽

説
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
は
当
然
北
方
説
の
一
意
見
に
相
当
す
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
南
方
説
に
相
当
す
る
定
見
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
楚
居
」
季
連
・
穴
熊
部
分
の
地
名
考
証
を
試
み
て
い
る

研
究
者
た
ち
の
眼
中
に
、
丹
陽
＝
南
方
説
は
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
と
い

え
る
の
で
あ
っ
て
、
丹
陽
＝
秭
帰
説
・
丹
陽
＝
枝
江
説
は
、
今
日
そ
れ
ほ
ど

に
劣
勢
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
議
論
は
、
そ
の
劣
勢
さ
を
よ

り
確
か
に
確
認
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
予
想
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

丹
陽
と

水
・
哉
水
が
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
た
か
、
そ
の
距
離
感
は
も
ち

ろ
ん
相
対
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
在
の
河
南
省
・
陝
西
省
・

湖
北
省
・
湖
南
省
全
域
と
い
う
広
い
地
理
的
範
囲
の
な
か
で
、
丹
陽
と

水
・

哉
水
の
距
離
感
は
常
識
的
に
決
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、

水
と
哉
水
は

河
南
省
中
部
、
丹
陽
は
三
峡
と
い
っ
た
極
端
な
遠
隔
感
は
自
ず
か
ら
排
除
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
秭
帰
説
に
立
っ
て
、
三
峡
を
中
心
と
す
る
地
域
の
長
江
支

流
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
南
流
し
て
巫
山
県
城
で
長
江
に
流
入
す
る
巫
渓

水
や
、
南
流
し
て
旧
秭
帰
県
城
の
東
、
香
渓
鎮
で
長
江
に
流
入
す
る
香
渓
水

が
そ
の
候
補
に
な
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
水
運
機
能
は
ご
く
小
さ
い
も
の
で
あ

る
し
、
二
川
の
上
流
は
文
字
通
り
の
山
岳
地
帯
で
、
殷
文
化
の
痕
跡
や
聶
神

崇
拝
を
も
っ
た
種
族
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
相
応
の
勢
力
を
も
っ
た
集
団
が

存
在
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
。
次
に
、
枝
江
説
に
立
っ
て
、
付
近
を
眺

め
て
み
る
と
、
沮
水
と
漳
水
が
当
然
候
補
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
が

水
・
哉
水
で
な
い
こ
と
は
、
先
の
第
一
の
条
件
に
明
ら
か
で

あ
る
し
、
そ
の
他
の
河
川
の
な
か
に
も
適
当
な
候
補
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
殷
文
化
の
痕
跡
や
聶
神
崇
拝
を
も
っ
た
種
族
に
つ
い
て
も
、
探
索

す
れ
ば
行
き
当
た
る
か
と
思
う
も
の
の
、
そ
も
そ
も

水
と
哉
水
の
候
補
が

無
い
の
で
あ
る
か
ら
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
。

二
つ
の
南
方
説
は
、
両
者
と
も
由
来
の
古
い
伝
統
的
な
学
説
で
あ
り
な
が

ら
今
は
支
持
者
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
予
想
通
り
、

ど
の
よ
う
に
地
図
を
眺
め
て
み
て
も
、
該
当
す
る
地
域
に
「
楚
居
」
の
こ
の

水
と
哉
水
の
候
補
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、「
楚
居
」
の
発
現
以
降
、

南
方
説
の
支
持
者
は
よ
り
ま
す
ま
す
減
少
し
そ
う
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
期
待
は
二
つ
の
北
方
説
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
詳
細
に
地

図
を
眺
め
る
ま
で
も
な
く
、
該
当
す
る
陝
西
省
・
河
南
省
・
湖
北
省
交
界
一

帯
＝
漢
水
上
流
地
区
に
は
相
応
の
河
川
が
、
確
か
に
何
本
か
存
在
す
る
。
漢

水
北
側
で
は
、
丹
江
は
も
と
よ
り
、
現
在
は
老
灌
河
と
呼
ば
れ
て
い
る
淅
川
、

南
陽
を
通
る
白
河
つ
ま
り
古
の
淯
水
、
そ
し
て
唐
河
、
南
流
し
て
漢
水
に
流

入
す
る
こ
れ
ら
の
河
川
は
、
今
も
か
な
り
の
水
運
量
を
誇
っ
て
お
り
、
往
時

の
水
運
の
あ
り
さ
ま
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。漢
水
南
側
で
は
、竹
山
を
通
っ

て
北
流
す
る
堵
河
、
房
県
あ
た
り
か
ら
東
北
流
す
る
い
わ
ゆ
る
南
河
、
そ
し

て
蛮
河
、
北
流
あ
る
い
は
東
流
し
て
漢
水
に
流
入
す
る
こ
れ
ら
の
河
川
も
、

や
は
り
今
な
お
か
な
り
の
水
運
量
を
誇
っ
て
お
り
、
往
時
の
水
運
の
あ
り
さ

ま
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
丹
陽
＝
北
方
説
に
該
当
す
る
地
域
の
な
か
に
、
第
一
の
条
件

に
か
な
う

水
と
哉
水
の
候
補
を
あ
げ
う
る
と
な
る
と
、
で
は
こ
の
地
域
が

第
二
・
第
三
の
条
件
に
か
な
う
か
ど
う
か
が
当
然
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
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こ
れ
つ
い
て
も
ど
う
や
ら
目
途
ら
し
き
も
の
が
付
き
そ
う
で
あ
る
。
第
二
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
他
な
ら
ぬ
高
崇
文
氏
の
指
摘
が
重
要
な
参
考
に
な
る
。

高
氏
は
、
長
江
流
域
青
銅
器
文
化
の
形
成
を
論
じ
た
研
究
の
な
か
で
、
殷
文

化
が
四
川
方
面
に
伝
わ
っ
た
基
本
ル
ー
ト
は
、
河
南
省
西
部
か
ら
漢
中
盆
地

を
経
由
し
て
四
川
盆
地
に
南
下
す
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
高
崇
文
）。
近
年
話
題
を
呼
ん
で
い
る
漢
中
地
区
城
固
県
・
洋
県

の
殷
代
青
銅
器
文
化
は
、
そ
の
ル
ー
ト
上
に
栄
え
た
い
く
つ
か
の
殷
代
青
銅

器
文
化
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
趙
叢
蒼
）。
す
な
わ
ち
、
今
問

題
と
し
て
い
る
漢
水
北
側
・
漢
水
南
側
の
数
本
の
河
川
は
、
そ
の
基
本
ル
ー

ト
と
交
差
す
る
よ
う
に
南
北
方
向
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
域

に
か
つ
て
殷
文
化
を
も
っ
た
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高

い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
水
経
注
』「
丹
水
注
」
は
、〝
又
東
南
過
商
県
、

又
東
南
至
於
丹
水
県
、
入
於
均
〞
の
条
に
お
い
て
、

皇
甫
謐
と
闞
駰
は
、
と
も
に
〝
上
洛
の
商
県
で
あ
り
、
殷
商
と
い
う
名

称
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
〞
と
し
て
い
る
。

と
い
う
興
味
深
い
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
殷
・
商
の
商
と
い
う
名
称
が
商
県

の
商
に
由
来
す
る
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
史
実
で
は
な
く
、
単
な
る
異
伝

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
異
伝
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
丹
江
流
域

商
県
一
帯
に
か
つ
て
殷
文
化
が
存
在
し
、
そ
れ
が
後
世
に
ま
で
記
憶
と
し
て

残
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

第
三
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
黄
鳴
氏
の
貴
重
な
指
摘
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
穴
熊
と
結
ば
れ
た
妣

の
容
貌
を
、「
楚
居
」
は
〝

（
聶
）
耳
〞

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、〈
注
釈
〉
は
こ
れ
に
つ
い
て
『
山
海
経
』「
海

外
北
経
」
の
〝
聶
耳
之
国
、
…
為
人
両
手
聶
其
耳
〞
と
い
う
記
事
を
引
い
て

い
る
。
こ
の
聶
耳
之
国
を
具
体
的
に
探
索
し
た
の
が
黄
氏
で
あ
り
、黄
氏
は
、

と
い
う
徽
号
の
刻
ま
れ
た
殷
代
か
ら
西
周
は
じ
め
ご
ろ
に
か
け
て
の
青
銅

器
図
案
を
多
数
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
青
銅
器
を
も
つ
種
族
こ
そ
が
「
楚
居
」

に
い
う
妣

の
一
族
で
あ
る
と
断
定
し
、
そ
の
位
置
は
そ
れ
ら
青
銅
器
の

出
土
地
点
か
ら
し
て
、
河
南
省
北
部
輝
県
一
帯
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
（
黄
鳴
・
図
は
黄
氏
が
冒
頭
に
あ
げ
て
い
る
『
殷
周
金
文
集
成

一
四
六
二
』
の
図
版
）。

黄
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
楚
族
の
本
来
の
故
地
を
河
南
省
中
部
一
帯
に
あ
て

る
学
説
に
と
っ
て
強
力
な
援
軍
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、『
山
海
経
』
に
い
う
聶
耳
之
国
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

聶
神
崇
拝
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
勢
力
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ

れ
に
あ
て
は
め
ら
れ
そ
う
な
の
は
、
黄
氏
の
い
う
輝
県
一
帯
の
勢
力
が
唯
一

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
例
の
三
星
堆
の
青
銅
仮
面
の
耳
も
、
周
知
の
よ
う

に
並
は
ず
れ
た
大
耳
で
あ
っ
て
、
三
星
堆
の
勢
力
が
聶
神
崇
拝
を
も
っ
て
い
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た
可
能
性
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
皆
無
と
は
い

え
な
い
可
能
性
を
追
求
し
て
い
く
と
、
と
も
す
れ
ば
見
落
と
し
が
ち
な
、
あ

る
重
要
な
青
銅
器
図
案
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
巴
族
の
独
有
器
に
し
て
、
巴
族
青
銅
器
の
中
で
も
珍
品
中
の
珍
品
で

あ
る
虎
鈕
錞
于
の
盤
部
に
刻
ま
れ
た
図
案
で
あ
る
。
虎
鈕
錞
于
と
は
、
錞
于

と
い
う
青
銅
楽
器
の
う
ち
、
こ
れ
を
吊
る
す
鈕
（
つ
ま
み
の
部
分
が
）
虎
の

形
状
を
し
て
い
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
、
湖
北
省
西
部
・
湖
南
省
西
北
部
・

重
慶
地
区
な
ど
の
巴
族
居
住
区
の
み
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
と
、
巴
族
が
虎

神
崇
拝
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
巴
族
の
独
有
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
虎
鈕
と
い
う
特
異
な
形
状
だ
け
で
も
特
異
さ
は
十
分
際
立
っ
て
い
る
と

思
う
が
、
虎
鈕
の
立
つ
盤
部
に
奇
妙
な
図
案
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
も
ま
た
特

異
で
、
こ
こ
に
掲
げ
た
の
は
、
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
図
案
数
の
多
い
、

万
県
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
四
川
大
学
博
物
館
所
蔵
虎
鈕
錞
于
の
そ
れ
に
他
な

ら
な
い
（
李
純
一
『
中
国
上
古
出
土
楽
器
綜
論
』
一
九
九
六
年
・
文
物
出
版

社
・
図
二
一
八
―
１
）。
目
を
こ
ら
し
て
見
る
ま
で
も
な
く
、
双
耳
図
案
が

確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
虎
鈕
錞
于
の
盤
部
図
案
は
、
お
そ
ら
く
巴
族
を
構

成
す
る
各
種
族
そ
れ
ぞ
れ
の
崇
拝
神
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
こ
に
巴
族
の
な
か
の
あ
る
種
族
が
聶
神
崇
拝
を
も
っ
て
い
た

可
能
性
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

虎
鈕
錞
于
の
分
布
地
域
は
湖
北
省
西
部
・
湖
南
省
西
北
部
・
重
慶
地
区
で

あ
り
、
第
一
の
条
件
に
か
な
う
陝
西
省
・
河
南
省
・
湖
北
省
交
界
＝
漢
水
上

流
地
区
と
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
し
、
ま
た
虎
鈕
錞
于
は
戦
国
時
代
以
降
の

巴
族
青
銅
器
で
あ
り
、
殷
代
と
か
西
周
時
代
に
お
け
る
聶
神
崇
拝
種
族
の
存

在
を
直
接
証
拠
づ
け
る
手
段
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
反
論
が
聞
こ
え
て
き
そ

う
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
巴
族
の
本
来
の
故
地
は
、
の
ち
の
居
住
地
域
で
あ

る
湖
北
省
西
部
・
湖
南
省
西
北
部
・
重
慶
地
区
で
は
な
く
、
実
は
漢
水
上
流

地
区
で
あ
っ
た
と
い
う
学
説
が
、
今
日
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
学
説
に
従
う
と
す
る
と
、
巴
族
は
漢
水
上
流
地
区
か
ら
長
江
上
流
地
域

に
南
下
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
一
種
族
で
あ
る
聶
神
崇
拝
種
族
も
同
様
に

南
下
し
、
後
世
の
巴
族
青
銅
器
に
双
耳
図
案
を
残
し
た
の
だ
と
考
え
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。
殷
・
西
周
時
代
の
漢
水
上
流
地
区
に
、
聶
神
崇
拝
を
も
っ

た
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
、
決
し
て
皆
無
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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陝
西
省
・
河
南
省
・
湖
北
省
交
界
＝
漢
水
上
流
地
区
に
お
け
る
殷
文
化
勢

力
の
様
相
と
巴
系
諸
族
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
し
か
る
べ
き
詳
細
な
議
論
を

実
行
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
当
該

地
域
の
河
川
は
第
二
・
第
三
の
条
件
に
も
か
な
い
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
、
こ
こ
に
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

以
上
の
議
論
に
大
き
な
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
戦
国
時
代
の
楚
国
の

人
々
は
、
季
連
・
妣
隹
の

水
と
穴
熊
・
妣

の
哉
水
に
つ
い
て
、
陝
西
省
・

河
南
省
・
湖
北
省
交
界
＝
漢
水
上
流
地
区
の
あ
る
河
川
を
思
い
浮
か
べ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
楚
国
歴
史
地
理
研
究
の
懸
案
問
題
の
解
決
、
こ

と
に
丹
陽
位
置
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
認
識
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
季
連
・
穴
熊
伝
承
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
地
名
の
位
置
に
つ
い
て
、

多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
を
、
丹
陽
＝
南
方
説
に
相
当
す
る
地

域
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
丹
陽
＝
北
方
説
に
相
当
す
る
こ
の
地
域
、
及
び

東
方
や
や
近
隣
の
河
南
省
中
部
一
帯
に
求
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
結
果
に
お

い
て
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
か
な
り
の
程
度
証
明
さ
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

⑵
　
熊
繹
伝
承
か
ら
抽
出
さ
れ
る
歴
史
地
理
的
認
識
。

戦
国
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
、
熊
繹
も
ま
た
そ
の
業
績
上
、
記
憶
に
残
す

べ
き
特
別
な
祖
先
の
一
人
と
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
少
な
い
な
が
ら
も

伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
の
居
地
京
宗
か
ら

と
い
う
居
地
へ

移
動
し
た
こ
と
、

室
と
よ
ば
れ
る
宗
教
施
設
を
造
っ
て
〝

〞
と
よ
ば

れ
る
重
要
な
宗
教
儀
式
を
創
設
し
た
こ
と
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。
歴
史
地

理
的
認
識
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

へ
移
動
す
る
可
否
を
〝
鄀
〞
の

と
い
う
人
物
に
卜
占
さ
せ
た
と
い
う
記
事
、

室
で
の
宗
教
儀
式
に
不

可
欠
な
〝

〞
が
な
か
っ
た
が
た
め
、〝
鄀
人
〞
の
そ
れ
を
盗
ん
で
き
て
祭
っ

た
、と
い
う
記
事
の
双
方
に
み
え
て
い
る
鄀
の
位
置
が
問
題
と
な
ろ
う
。〈
注

釈
〉
も
い
う
よ
う
に
、
鄀
の
位
置
は

の
位
置
と
近
隣
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
戦
国
楚
国
の
人
々
も
そ
れ
を
十
分
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
楚
国
の
人
々
は
こ
の
鄀
の
位
置
を
十
分
承
知
し
て
い
た
と
思
う

が
、
周
知
の
よ
う
に
、
鄀
の
比
定
位
置
に
つ
い
て
は
、
丹
江
流
域
の
い
わ
ゆ

る
商
密
説
と
漢
水
中
流
宜
城
県
付
近
の
い
わ
ゆ
る
南
郡
鄀
県
説
が
対
立
し
て

お
り
、
異
論
決
し
が
た
い
情
況
に
あ
る
。
熊
繹
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
い
く
ら

眺
め
て
い
て
も
、
楚
国
の
人
々
が
ど
ち
ら
と
考
え
て
い
た
か
、
ヒ
ン
ト
す
ら

え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
は
熊
繹
以
外
の
祖
先
に
つ
い
て
の
伝
承

の
な
か
に
ヒ
ン
ト
を
探
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
次
に
あ
げ
る
宵
敖

熊
鹿
の
居
地
に
つ
い
て
の
伝
承
は
、
ど
う
や
ら
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て

く
れ
そ
う
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
宵
囂
の
居
地
伝
承
に
関
連
づ
け
て
議
論
を

展
開
す
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

熊
繹
が

に
移
動
し
て
以
降
、五
人
の
祖
先
が
こ
の

に
居
住
し
、

つ
い
で
熊

が
発
漸
に
移
動
し
て
、
以
降
二
人
の
祖
先
が
こ
の
発
漸
に
居
住

し
、
つ
い
で
熊

が
旁

に
移
動
し
、
つ
い
で
熊

が
旁

か
ら
喬
多
に

移
動
し
て
、
以
降
七
人
の
祖
先
が
こ
の
喬
多
に
居
住
し
、
つ
い
で
若
敖
熊
義

が
鄀
に
移
動
し
、
つ
い
で
焚
冒
熊
帥
が
鄀
か
ら
焚
に
移
住
し
、
つ
い
で
宵
敖

熊
鹿
が
焚
か
ら
宵
に
移
住
し
た
、
と
い
う
祖
先
名
と
居
地
の
変
遷
を
、
熊
繹

以
下
の
記
事
は
た
ん
た
ん
と
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。〈
注
釈
〉
は
、

こ

そ
が
既
存
文
献
伝
承
に
い
う
丹
陽
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
が
、
で
は
他
の

居
地
へ
の
移
動
に
と
も
な
っ
て
丹
陽
と
い
う
地
名
も
移
動
し
て
い
っ
た
の
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か
、
そ
う
で
は
な
く
丹
陽
は

の
み
で
、
他
の
居
地
は
別
の
地
名
で
も
っ

て
よ
ば
れ
た
の
か
、〈
注
釈
〉
に
も
他
の
研
究
者
の
意
見
に
も
は
っ
き
り
し

た
主
張
は
な
い
。
各
居
地
の
位
置
を
比
定
す
る
手
段
も
も
ち
ろ
ん
な
く
、
も

ど
か
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
宵
敖
熊
鹿
の
居
地
宵
に
つ
い
て
だ

け
は
、
以
下
の
通
り
、
幸
い
に
も
な
ん
と
か
そ
の
位
置
を
決
定
で
き
そ
う
な

の
で
あ
る
。

⑶
　
宵
の
比
定
位
置
と
そ
れ
が
楚
国
歴
史
地
理
懸
案
問
題
に
与
え
る
影
響
。

宵
敖
が
移
住
し
た
と
い
う
宵
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。こ
れ
も
も
ち
ろ
ん「
楚

居
」
の
記
事
自
身
の
な
か
に
は
、
そ
の
探
索
手
段
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
実

は
一
つ
の
有
力
な
意
見
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
秦
漢
の
簡
牘
資
料
に
み
え
る
南

郡
の
〝
銷
〞
に
あ
て
る
黄
錫
全
氏
や
趙
平
安
氏
の
説
で
あ
る
（
黄
錫
全
・
趙

平
安
2
）。
具
体
的
に
は
、
例
の
里
耶
秦
簡
・
里
程
簡
に
み
え
る
銷
が
そ
れ

で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
は
襄
陽
と
荊
州
の
ち
ょ
う
ど
中
間
点
あ
た
り
、
現

在
の
荊
門
市
の
北
、子
陵
鋪
・
石
橋
鎮
一
帯
に
そ
の
位
置
を
求
め
て
い
る
。「
楚

居
」
所
見
地
名
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
異
論
決
し
が
た
い

情
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
た
だ
こ
の
宵
＝
銷
と
い
う
意
見
だ
け
は
異
論
が
み

あ
た
ら
な
い
。
宵
敖
の
居
地
に
な
っ
た
ほ
ど
の
城
邑
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま

ま
秦
漢
時
代
の
県
城
に
な
っ
た
可
能
性
は
高
い
し
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
宵

と
銷
の
字
形
の
近
似
が
、
異
論
の
出
現
を
封
じ
込
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

先
秦
の
地
名
位
置
を
秦
漢
の
資
料
で
探
索
す
る
場
合
に
必
ず
生
じ
る
、
時
代

差
に
よ
る
資
料
上
の
不
安
定
さ
は
免
れ
な
い
も
の
の
、
行
論
の
都
合
上
、
何

か
一
つ
は
前
提
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
い
う

判
断
の
も
と
に
、
宵
は
銷
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
の
子
陵
鋪
・
石
橋
鎮
で
あ

る
と
い
う
こ
の
意
見
を
、
そ
の
何
か
一
つ
の
前
提
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に

し
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
宵
敖
の
居
地
宵
は
銷
で
あ
る
と
い
う
前
提
に

立
つ
と
す
る
と
、
次
の
三
つ
の
楚
国
歴
史
地
理
の
問
題
に
、
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
一
は
、
熊
繹
伝
承
に
み
え
る
、
先
述
の
鄀
の
位
置
比
定
に
与
え
る
影
響

で
あ
る
。
上
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
熊
繹
以
降
十
七
人
の
祖
先
が
五
回
に
わ

た
っ
て
居
地
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
、
宵
敖
に
至
っ
て
宵
に
移
動
し
て
き
た
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
熊
繹
以
降
宵
敖
に
至
る
ま
で
の
間
、
相
当
に
長
い
歳

月
を
か
け
て
、
相
当
に
長
い
距
離
を
移
動
し
て
き
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
熊
繹
時
代
の
鄀
が
も
し
南
郡
・
鄀
県
の
鄀
で
あ
っ
た
と
想
定
す

る
と
、
宵
＝
銷
と
の
直
線
距
離
は
お
よ
そ
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
十
七
人
の

祖
先
が
五
回
の
移
動
を
へ
て
到
達
し
た
距
離
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
短
か

す
ぎ
る
。
南
郡
・
鄀
県
説
に
は
従
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
二
者

択
一
的
に
、
鄀
は
丹
江
流
域
の
商
密
で
あ
っ
た
と
い
う
学
説
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
が
、
丹
江
流
域
と
宵
＝
銷
の
直
線
距
離
お
よ
そ
二
百
五
十
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
は
、
十
七
人
の
祖
先
が
五
回
の
移
動
を
へ
た
距
離
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
国
楚
国
の
人
々
が
承
知
し
て
い
た
熊
繹
時

代
の
鄀
は
丹
江
流
域
商
密
の
鄀
で
あ
っ
た
と
の
意
見
を
、
こ
こ
に
提
出
し
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
う
す
る
と
、
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
で
は

宵
敖
の
二
代
前
の
若
敖
の
鄀
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
、と
い
う
大
問
題
で
あ
る
。

実
は
、
こ
こ
ま
で
は
鄀
と
い
う
字
体
で
統
一
し
て
き
た
が
、「
楚
居
」
に
は

こ
の
字
に
該
当
す
る
字
は
複
数
回
登
場
し
て
お
り
、
整
理
者
の
字
釈
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
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1　

熊
繹
伝
承
の
占
卜
記
事
に
お
け
る
若

2　

熊
繹
伝
承
の
窃
盗
記
事
に
お
け
る

3　

若
敖
の
名
号
に
お
け
る
若

4　

若
敖
の
居
地
記
事
に
お
け
る
箬

5　

敖
の
居
地
記
事
に
お
け
る
箬

整
理
者
が
〈
注
釈
〉
で
す
で
に
1
・
2
の
そ
れ
を
鄀
と
書
き
変
え
て
い
る
よ

う
に
、
整
理
者
も
他
の
研
究
者
も
そ
し
て
本
稿
も
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
既
存

文
献
伝
承
に
み
え
る
鄀
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
統
一
し
て
鄀
と
い
う

字
体
を
使
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
正
し
く
は
な
い
。

ど
の
字
に
も
邑
（
お
お
ざ
と
）
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
表
記
上
の
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
も
、
1
に
は
艸

も
竹
も
つ
い
て
お
ら
ず
、
2
に
は
艸
が
つ
い
て
お
り
、
3
に
は
艸
も
竹
も
つ

い
て
お
ら
ず
、
4
と
5
に
は
竹
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不

可
思
議
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
文
書
の
な
か
で
、同
一
の
地
名
字
に
対
し
て
、

あ
る
場
所
で
は
何
も
つ
け
ず
、
あ
る
場
所
で
は
艸
を
つ
け
、
あ
る
場
所
で
は

竹
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
出
土
文
字
資
料
に
は

確
か
に
そ
の
例
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
場
合
も
す

べ
て
同
一
字
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
場
合
は
こ
の
場
合
で
、
何
ら
か
の
推
測
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
情
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

・
若
敖
は
箬
を
居
地
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
若
敖
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
3
の
若
と
4
の
箬
は
同
一
地
点
の
地
名
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

・
右
例
ほ
ど
の
確
率
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
じ
熊
繹
伝
承
の
な
か
に
登

場
し
て
い
る
若
と

が
異
な
っ
た
地
点
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
か

ら
、
1
の
若
と
2
の

も
同
一
地
点
の
地
名
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
で

あ
ろ
う
。（
ち
な
み
に
〈
注
釈
〉
は
、
こ
れ
が
姓
氏
と
し
て
使
用
さ
れ

る
場
合
は
艸
も
竹
も
つ
け
ず
に
若
、
こ
れ
が
居
地
の
地
名
と
し
て
使
用

さ
れ
る
場
合
は
艸
も
し
く
は
竹
を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

る
）。

・
そ
う
す
る
と
、
違
い
は
熊
繹
伝
承
の

に
は
艸
が
つ
い
て
い
る
の
に
対

し
て
、
若
敖
伝
承
及
び

敖
伝
承
の
箬
に
は
竹
が
つ
い
て
い
る
点
に
あ

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
熊
繹
時
代
の

と
若
敖
・

敖
時
代
の
箬
が
、

異
な
っ
た
地
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
推
測
を
あ
え
て
提
出
し
て
み
た
の
は
、
実
は
他
な
ら
ぬ
高
崇

文
氏
が
、
熊
繹
時
代
・
若
敖
時
代
・

敖
時
代
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

・
箬
・

箬
は
名
は
同
じ
で
も
地
点
は
異
な
る
と
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
高
氏
前
掲
論
文
）。
若
敖
時
代
の
箬
と

敖
時
代
の
箬
は
、
同
じ
竹
が

つ
い
て
い
る
以
上
、
両
者
を
同
名
異
地
と
と
ら
え
る
の
は
、
い
か
が
か
と
思

う
が
、
熊
繹
時
代
の

と
若
敖
時
代
の
箬
を
同
名
異
地
と
と
ら
え
る
の
は
、

艸
と
竹
の
違
い
に
は
っ
き
り
と
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

右
に
説
明
し
た
字
体
上
の
違
い
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
ふ
た
た
び
鄀
と

い
う
字
を
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
て
、
熊
繹
時
代
の
鄀
は
丹
江
流
域
の

商
密
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
そ
の
鄀
と
若
敖
時
代
の
鄀
は
異

な
っ
た
地
点
で
あ
る
と
の
推
測
に
従
う
な
ら
ば
、
若
敖
時
代
の
鄀
は
南
郡
の

鄀
で
あ
ろ
う
と
の
想
定
が
当
然
出
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

若
敖
・
鄀
（
南
郡
・
鄀
）
↓
焚
冒
・
焚
↓
宵
敖
・
宵
（
銷
）

と
い
う
三
代
間
の
移
動
距
離
と
し
て
、
南
郡
・
鄀
県
と
宵
＝
銷
と
の
直
線
距

離
お
よ
そ
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
、
ま
ず
は
常
識
的
な
も
の
あ
る
と
い
っ
て
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よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
焚
冒
の
焚
も
お
そ
ら
く
こ
の

五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
あ
っ
た
と
の
想
定
を
も
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ

う
。た

だ
も
ち
ろ
ん
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
鄀
は
す
べ
て
同
一
地
点
で
あ
る
と
の

推
測
も
当
然
可
能
で
あ
り
、
こ
の
推
測
に
従
っ
て
い
る
研
究
者
も
多
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
る
と
熊
繹
時
代
の
鄀
は
丹
江
流
域
の
商
密
で
あ
る
と
い
う
立

場
に
立
つ
以
上
、
若
囂
時
代
の
鄀
も
同
じ
商
密
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

若
敖
・
鄀
（
丹
江
流
域
・
商
密
）
↓
焚
冒
・
焚
↓
宵
敖
・
宵
（
銷
）

と
い
う
三
代
間
の
移
動
距
離
は
直
線
で
お
よ
そ
二
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
か

な
り
の
遠
隔
で
は
あ
る
が
、
他
の
先
秦
諸
国
の
遷
都
距
離
を
考
え
れ
ば
ま
っ

た
く
不
可
能
と
い
う
数
字
で
は
な
い
。
こ
の
理
解
で
あ
っ
て
も
、
決
定
的
な

支
障
は
な
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

若
敖
の
鄀
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う

に
五
ケ
所
に
み
る
鄀
の
位
置
を
、
同
名
異
地
と
み
る
か
同
名
同
地
と
み
る
か

に
よ
っ
て
、
南
郡
・
鄀
県
の
鄀
か
あ
る
い
は
丹
江
流
域
商
密
の
鄀
か
と
い
う

二
つ
の
意
見
が
想
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
宵
＝
銷
と
の
距
離
を
考
慮

す
れ
ば
、
前
者
が
ベ
タ
ー
で
は
あ
る
も
の
の
、
後
者
で
も
絶
対
不
可
能
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
は
、
結
局
異
論
決
し
が
た
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
熊
繹
時
代
の
鄀
は
丹
江
流
域
の
商
密
で
あ
る
可
能
性

が
き
わ
め
て
高
い
、
と
い
う
私
見
を
提
示
し
え
た
だ
け
で
も
十
分
よ
し
と
し

て
、
今
一
つ
の
若
敖
時
代
の
鄀
は
ど
こ
か
と
い
う
、
こ
の
大
問
題
を
こ
れ
以

上
詮
索
す
る
こ
と
は
い
っ
た
ん
休
止
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
陳
朝
霞
氏
の
近
作
は
、
こ
の
鄀
と
そ
れ
に
関
連
す
る
地
名
の
位
置

に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
精
密
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
内
容
を
紹
介
す
る

余
裕
は
な
い
が
、
本
稿
の
議
論
を
補
う
も
の
と
し
て
是
非
参
照
さ
れ
る
よ
う

お
願
い
し
た
い
（
陳
朝
霞
）。

第
二
は
、『
史
記
』「
楚
世
家
」
が
伝
え
る
熊
渠
三
子
伝
承
の
解
釈
に
与
え

る
影
響
で
あ
る
。
熊
渠
三
子
伝
承
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

熊
渠
に
は
三
人
の
子
が
あ
っ
た
。
周
の
夷
王
の
時
で
あ
っ
た
が
、
王
室

の
力
は
弱
く
な
り
、諸
侯
の
な
か
に
は
王
室
に
朝
さ
な
い
も
の
も
多
く
、

互
い
に
戦
い
あ
っ
て
い
た
。
熊
渠
は
、
江
漢
地
区
の
人
々
の
情
況
を
十

分
に
安
定
さ
せ
て
、
そ
の
勢
い
で
も
っ
て
軍
隊
を
興
し
て
庸
と
揚
粤
を

伐
ち
、
鄂
に
ま
で
到
っ
た
。
熊
渠
は
〝
我
々
は
蛮
夷
で
あ
る
か
ら
、
中

国
の
号
諡
の
制
度
を
守
る
必
要
は
な
い
〞
と
い
っ
て
、
つ
い
に
長
子
の

康
を
句
亶
王
に
封
じ
、
中
子
の
紅
を
鄂
王
に
封
じ
、
少
子
執
疵
を
越
章

王
に
封
じ
た
。
そ
の
封
地
は
い
ず
れ
も
〝
江
上
楚
蛮
之
地
〞
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
周
の
厲
王
の
時
に
な
る
と
、
厲
王
は
き
わ
め
て
暴
虐
で
戦
争

好
き
で
あ
り
、
熊
渠
は
周
が
楚
を
伐
ち
に
く
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
三
子

の
王
号
を
撤
廃
し
た
。（『
史
記
』「
楚
世
家
」・
意
訳
）。

三
子
の
封
地
の
う
ち
、
句
亶
の
位
置
に
つ
い
て
の
「
集
解
」・「
索
隠
」
の
意

見
は
江
陵
、
つ
ま
り
今
の
荊
州
、
鄂
の
位
置
に
つ
い
て
の
「
集
解
」・「
正
義
」

の
意
見
は
武
昌
、つ
ま
り
今
の
武
漢
付
近
、越
章
の
位
置
に
つ
い
て
は
決
ま
っ

た
注
記
は
な
い
が
、
長
江
中
流
域
か
ら
下
流
域
に
か
け
て
の
地
域
と
み
る
の

が
伝
統
的
・
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
地
と
も
長
江
本
流
流
域

で
あ
る
と
い
う
の
が
、
各
種
注
解
の
意
見
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
熊
渠
は
『
史
記
』「
楚
世
家
」
の
系
譜
で
は
、
宵
敖
か
ら
世
代
で

六
代
前
、
先
王
人
数
で
十
二
人
前
、「
楚
居
」
の
系
譜
で
は
、
世
代
で
は
七

代
前
、
先
王
人
数
で
十
一
人
前
の
人
物
で
あ
る
。
北
方
か
ら
南
下
し
て
き
た
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楚
族
が
、
宵
敖
の
時
に
よ
う
や
く
宵
＝
銷
に
到
達
し
た
と
な
る
と
、
そ
れ
よ

り
六
・
七
代
前
、
十
一
・
十
二
人
前
の
先
王
の
時
代
に
、
そ
の
三
子
が
宵
か
ら

は
る
か
南
方
の
、
長
江
本
流
域
の
各
地
に
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
で
あ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
考
え
て
、
あ
り
え
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。こ

の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
二
つ
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
三

子
封
王
伝
承
の
史
実
性
は
疑
わ
な
い
上
で
、「
集
解
」・「
索
隠
」・「
正
義
」

の
解
釈
を
疑
っ
て
、
句
亶
・
鄂
・
越
章
の
位
置
を
も
っ
と
北
方
に
引
き
上
げ

て
比
定
す
る
と
い
う
解
答
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
三
地
を

正
し
く
は
宵
＝
銷
の
北
方
、
少
な
く
と
も
宵
＝
銷
一
帯
付
近
を
南
限
と
し
て

あ
て
よ
う
と
す
る
解
答
で
あ
る
。
実
は
、
楚
国
の
歴
史
地
理
研
究
に
お
い
て

は
、「
楚
居
」
発
現
以
前
か
ら
、た
と
え
ば
鄂
の
位
置
を
武
漢
付
近
で
は
な
く
、

漢
水
中
流
か
ら
上
流
の
地
域
に
比
定
し
よ
う
と
す
る
意
見
が
少
な
か
ら
ず
あ

り
、「
楚
居
」
の
発
現
に
よ
っ
て
武
漢
付
近
説
が
破
綻
し
た
今
、
句
亶
・
越

章
の
位
置
も
ふ
く
め
て
、
こ
の
意
見
は
よ
り
勢
い
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

今
一
つ
は
、
こ
の
三
子
封
王
伝
承
の
史
実
性
を
、
そ
も
そ
も
疑
う
と
い
う

解
答
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
伝
承
は
、
後
世
の
楚
国
の
政
治
・
外
交
情

況
を
反
映
し
て
、
い
わ
ば
加
上
的
に
偽
造
さ
れ
た
史
実
な
ら
ざ
る
架
空
の
伝

説
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
後
世
あ
た
か
も
史
実
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
み
る
解
答
で
あ
る
。
そ
の
後
世
の
政
治
・
外
交
情
況
と
し
て

は
、
当
然
同
じ
「
楚
世
家
」
の
次
の
記
事
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
楚
武
王
の
）
三
十
五
年
、
楚
は
随
を
伐
っ
た
。
随
は
〝
何
の
罪
も
な

い
我
々
を
ど
う
し
て
攻
撃
す
る
の
か
〝
と
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
楚

は
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。〝
我
々
は
蛮
夷
で
あ
る
。
今
、
諸
侯
は
み
な

た
が
い
に
侵
略
し
あ
い
、
た
が
い
に
殺
し
合
い
、
情
況
は
大
い
に
混
乱

し
て
い
る
。
我
々
に
は
ひ
と
か
ど
の
軍
隊
が
あ
る
。
こ
れ
で
も
っ
て
中

国
の
政
治
を
み
て
や
ろ
う
と
思
う
。
つ
い
て
は
、周
の
王
室
に
頼
ん
で
、

我
々
に
も
っ
と
高
い
称
号
を
も
ら
っ
て
ほ
し
い
の
だ
〞
と
。
そ
こ
で
、

随
の
人
は
周
の
都
に
行
き
、
そ
の
称
号
を
も
っ
と
高
く
し
て
く
れ
る
よ

う
頼
ん
だ
が
、
周
王
は
許
さ
な
か
っ
た
。
帰
っ
て
楚
に
報
告
し
た
と
こ

ろ
、
熊
通
は
〝
吾
が
祖
先
鬻
熊
は
周
の
文
王
の
先
生
で
あ
っ
た
が
、
お

し
く
も
早
死
に
し
た
。そ
こ
で
周
の
成
王
は
我
ら
の
先
王
を
抜
擢
し
て
、

子
・
男
の
資
格
で
も
っ
て
こ
の
楚
の
地
に
封
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蛮
夷

は
み
な
服
従
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
な
の
に
今
周
が
我
々
の
称
号

を
高
く
し
な
い
と
い
う
な
ら
、
我
々
と
し
て
は
勝
手
に
高
く
す
る
ま
で

の
こ
と
だ
〞
と
い
っ
て
、自
ら
立
っ
て
武
王
と
な
っ
た
。（『
史
記
』「
楚

世
家
」・
意
訳
）。

武
王
の
称
王
と
い
う
重
要
な
事
件
を
契
機
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受

け
た
楚
国
の
中
原
進
出
と
い
う
過
程
に
お
い
て
、
熊
渠
三
子
封
王
伝
説
が
作

為
さ
れ
た
可
能
性
は
棄
て
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
伝
説
が
い
つ
し
か
史

実
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
長
江
本
流
地
域
に
も
広
ま

り
、
伝
説
の
な
か
の
句
亶
や
鄂
や
越
章
は
長
江
本
流
に
存
在
し
た
と
の
認
識

が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
「
集
解
」・「
索
隠
」・「
正
義
」
に
採
用
さ
れ
た
可
能
性

が
棄
て
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
熊
渠
三
子
伝
承
の
資
料
的
性
格
に
つ
い

て
は
、
鄭
威
氏
に
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
研
究
が
あ
り
、
詳
細
を
紹
介
す
る

余
裕
は
な
い
が
、
是
非
参
照
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
（
鄭
威
）。

既
存
文
献
伝
承
、
と
り
わ
け
西
周
時
代
及
び
そ
れ
以
前
の
時
代
に
相
当
す

る
伝
承
に
み
え
る
歴
史
地
理
問
題
を
扱
う
場
合
、
そ
の
伝
承
が
史
実
か
ど
う
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か
を
十
分
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
宵
囂
の
宵
は

銷
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
と
、
熊
渠
三
子
封
王
伝
承
に
つ
い
て
、
あ
ら

た
め
て
そ
の
資
料
吟
味
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

こ
の
理
解
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
解
答
の
ど
ち
ら
が
正

し
い
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
異
論
決
し
が
た
い
問
題
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
詮

索
は
ひ
か
え
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
重
要
な
意
味
を
指
摘
し
て
、

注
意
う
な
が
す
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
三
は
、
郢
都
の
位
置
問
題
を
め
ぐ
る
論
戦
に
与
え
る
大
き
な
影
響
で
あ

る
。「
楚
居
」
の
記
事
は
、
宵
囂
の
次
の
武
王
に
至
っ
て
郢
の
都
に
奠
都
し

た
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
郢
の
創
建
は
武
王
時
代
か
文
王
時
代
か
と
い
う

長
年
の
懸
案
問
題
に
、
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
さ
て
で
は
そ
の
郢
の
位
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
な
学
説

が
対
立
し
続
け
て
き
て
い
た
。

・
春
秋
時
代
の
初
め
武
王
時
代
か
ら
、
戦
国
晩
期
紀
元
前
二
七
八
年
の
秦

軍
に
よ
る
郢
の
陥
落
ま
で
、ほ
ぼ
一
貫
し
て
江
陵
紀
南
城
で
あ
っ
た（
紀

南
城
説
）。

・
春
秋
時
代
の
初
め
武
王
時
代
か
ら
、
春
秋
時
代
を
通
じ
て
宜
城
楚
皇
城

で
あ
り
、
春
秋
か
ら
戦
国
に
入
る
こ
ろ
に
江
陵
紀
南
城
に
移
り
、
そ
の

ま
ま
紀
元
前
二
七
八
年
ま
で
紀
南
城
で
あ
っ
た
（
楚
皇
城
↓
紀
南
城

説
）。

・
春
秋
時
代
初
め
武
王
時
代
か
ら
、
戦
国
晩
期
紀
元
前
二
七
八
年
の
秦
軍

に
よ
る
郢
の
陥
落
ま
で
、
一
貫
し
て
宜
城
楚
皇
城
で
あ
っ
た
（
楚
皇
城

説
―
武
漢
大
学
故
石
泉
教
授
の
学
説
）。

こ
れ
以
外
の
学
説
も
存
在
す
る
が
、
大
要
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
い
ず
れ

も
こ
の
三
説
の
い
ず
れ
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
に
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
楚
族
は
陝
西
省
・
河
南

省
・
湖
北
省
交
界
一
帯
＝
漢
水
上
流
地
区
か
ら
、
し
だ
い
し
だ
い
に
南
下
し

て
、
宵
敖
の
時
に
宵
＝
銷
、
つ
ま
り
現
在
の
子
陵
鋪
・
石
橋
鎮
あ
た
り
に
到

達
し
、
そ
し
て
春
秋
時
代
に
入
っ
て
武
王
の
時
に
郢
の
都
に
到
達
し
た
と
、

戦
国
楚
国
の
人
々
は
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
常
識
的
に

考
え
れ
ば
、
郢
の
位
置
は
宵
＝
銷
の
南
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宜
城
楚
皇

城
は
子
陵
鋪
・
石
橋
鎮
の
北
お
よ
そ
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
て
、
つ
ま

り
宵
＝
銷
は
す
で
に
楚
皇
城
を
南
へ
越
え
て
お
り
、
と
す
れ
ば
楚
皇
城
が
武

王
の
郢
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
限
り
な
く
小
さ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
楚
皇
城

↓
紀
南
城
説
、
つ
ま
り
石
泉
説
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
揺
ら
い
だ
こ
と

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
楚
国
歴
史
地
理
の
懸
案
問
題
に
、「
楚
居
」
の
内

容
が
与
え
る
も
っ
と
も
大
き
な
意
義
は
こ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
個
人

的
な
私
情
を
披
瀝
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
楚
居
」
を
読
ん
で
こ
こ
に
到
っ

た
時
、
思
わ
ず
拍
案
絶
叫
し
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
で
も
っ
て
紀
南
城
説
が
唯
一
の
正
解
と
し
て
立
ち
上

が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
武
王
の
郢
の
位
置
は
宵
＝
銷
の
南
方
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
条
件
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

紀
南
城
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
証
拠
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い

の
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
現
鍾
祥
県
郢
中
鎮
の
故
郢
州
城
に
あ
て
る
黄

錫
全
氏
の
意
見
（
黄
錫
全
）、
沮
水
・
漳
水
合
流
点
付
近
の
蔡
橋
遺
跡
に
あ

て
る
王
紅
星
氏
の
意
見
（
王
紅
星
）、
そ
し
て
紀
南
城
に
あ
て
る
程
少
軒
氏

の
意
見
（
程
少
軒
）
な
ど
が
並
び
立
っ
て
お
り
、
こ
の
郢
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
今
後
あ
ら
た
め
て
白
熱
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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⑷
　
盍
虜
内
郢
（
闔
廬
入
郢
）
の
郢
と
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。

春
秋
晩
期
の
楚
昭
王
時
代
に
、
呉
の
軍
隊
が
郢
に
侵
入
し
一
時
占
拠
さ
れ

た
と
い
う
の
は
、『
左
伝
』
な
ど
が
伝
え
る
史
上
有
名
な
事
件
で
あ
る
が
、「
楚

居
」
も
わ
ず
か
四
字
の
短
文
で
は
あ
る
も
の
の
、こ
れ
を
伝
え
て
い
る
。「
楚

居
」
を
一
覧
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
王
以
降
最
後
尾
の

折
王
（
悼

王
）
に
至
る
ま
で
の
記
事
は
、
た
だ
王
名
と
居
地
名
だ
け
を
記
す
だ
け
が
ほ

と
ん
ど
で
、
何
か
の
伝
承
ら
し
き
記
事
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
見
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
情
況
の
な
か
で
、
楚
国
に
と
っ
て
は
不
名
誉
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
呉
師
入
郢
事
件
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
楚
国

の
人
々
に
と
っ
て
こ
の
事
件
は
、
名
誉
・
不
名
誉
に
か
か
わ
ら
ず
ど
う
し
て

も
記
録
に
と
ど
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
大
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

※
石
川
三
佐
男
氏
は
、
そ
の
近
作
の
な
か
で
、
こ
の
呉
楚
戦
争
か
ら
生
じ

た
教
訓
が
、『
楚
辞
』
諸
篇
成
立
の
一
つ
の
重
要
な
思
想
的
動
機
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
「
楚
居
」
の

資
料
的
性
格
を
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
石
川
三
佐

男
）。

と
こ
ろ
が
こ
の
郢
が
い
っ
た
い
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、
皆
目
見
当
が
つ
か

な
い
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
多
数
登
場
し
て
い
る
某
郢
と
称
さ
れ
る

諸
郢
の
う
ち
の
ど
れ
で
あ
っ
た
の
か
、
い
や
そ
れ
以
外
の
某
郢
と
は
称
さ
れ

な
い
、
た
だ
郢
と
の
み
称
さ
れ
る
郢
で
あ
っ
た
の
か
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な

い
の
で
あ
る
。

『
望
山
簡
』
以
降
、今
日
に
至
る
ま
で
に
発
現
し
た
戦
国
楚
簡
に
は
〝
某
郢
〞

と
表
記
さ
れ
る
楚
王
の
居
地
が
多
数
み
え
て
い
る
。
某
郢
の
某
と
は
地
名
で

あ
り
、
郢
と
は
楚
王
の
居
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し

な
い
も
の
の
、
楚
王
は
し
ば
し
ば
遷
徙
を
く
り
か
え
し
て
お
り
、
竹
簡
記
事

の
書
か
れ
た
時
点
で
の
楚
王
の
居
地
を
相
互
に
区
別
す
る
た
め
、
そ
の
時
点

で
の
居
地
に
と
く
に
某
と
い
う
地
名
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
代
楚
王
の
遷
徙
の
回
数
分
だ
け
某
郢
が
存

在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、「
楚
居
」
に
は
実
に
十
四
ケ
所
の
某
郢
が
登
場
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
春
秋
戦
国
の
楚
王
が
思
い
も
よ
ら
な
い
ほ
ど
ひ
ん
ぱ
ん

に
遷
徙
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
、
今
回
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
闔
廬
入
郢
の
部
分
だ
け
は
た
だ
郢
と
の

み
記
さ
れ
て
、
某
郢
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
に
せ
不
名
誉
な
が
ら
記
録

に
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
大
事
件
な
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
国
楚
国
の
人
々
は
、

こ
の
郢
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
当
然
十
分
に
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
、
こ
の
郢
に
某
が
つ
い
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
郢
の
位
置
に
つ
い
て
の

楚
国
の
人
々
の
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
ま
こ
と
に

残
念
で
あ
る
。

現
時
点
で
も
っ
と
も
有
力
な
意
見
は
、
こ
れ
を
〝
為
郢
〞
と
み
て
、
何
か

の
理
由
で
〝
為
〞
が
省
略
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
張
碩
・
肖
洋
氏
な

ど
の
意
見
で
あ
ろ
う
（
張
碩
・
肖
洋
）。
為
郢
は
文
王
の
時
代
に
楚
王
の
居

地
の
一
つ
と
な
っ
て
以
降
、
穆
王
・
荘
王
が
一
時
期
に
遷
徙
し
た
の
ち
、
共

王
・
康
王
・

子
王
（
郟
敖
）
の
三
代
が
一
貫
し
て
こ
こ
を
居
地
と
し
、

昭
王
も
こ
こ
を
一
時
的
な
居
地
に
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
楚
王
が
遷
移
し

て
居
住
し
た
総
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
某
郢
の
な
か
で
も

郢
と

な
ら
ん
で
も
っ
と
も
長
い
の
で
あ
り
、
他
の
某
郢
か
ら
は
抜
き
ん
で
た
、
と

り
わ
け
重
要
な
城
邑
と
し
て
、
そ
の
重
要
さ
ゆ
え
時
と
し
て
為
郢
の
為
を
省
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略
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
の
不
思
議
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
な
に
よ
り
も
「
楚
居
」
は
、〝
鶚
郢

為
郢
、
盍
虜
内
郢
〞
と
、

為
郢
へ
の
遷
徙
記
事
に
す
ぐ
続
け
て
闔
廬
入
郢
記
事
を
挿
入
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
郢
が
為
郢
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
解
釈
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
蓋
然
性
の
高
い
意
見
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
た

だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
蓋
然
性
の
程
度
の
差
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
見
が
唯
一
絶

対
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
い
な
が
ら
も
こ
れ
と
は
異
な
っ

た
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
唯
一
絶
対
で
な
い
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
も
、
も
と
よ

り
為
郢
説
と
は
異
な
っ
た
意
見
の
提
出
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
た
め
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
以
下
に
一
つ
の
私
見
を
提
示
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
は
お
そ
ら
く
次
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

第
一
は
、『
新
蔡
葛
陵
簡
』
や
『
包
山
簡
』
に
は
〝
某
郢
〞
と
〝
郢
〞
の

双
方
が
み
え
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
新
蔡
葛
陵
簡
』
で

は
、
多
数
見
え
て
い
る
〝
王
徙
於
鄩
郢
之
歳
〞（
王
が
鄩
郢
に
移
っ
た
歳
）

の
鄩
郢
、い
く
つ
か
見
え
て
い
る〝
王
復
於
藍
郢
之
歳
〞（
王
が
藍
郢
に
も
ど
っ

た
歳
）
の
藍
郢
、〝
王
自
肥
遺
郢
徙
於
鄩
郢
之
歳
〞（
王
が
肥
遺
郢
よ
り
鄩
郢

に
移
っ
た
歳
：
甲
三
・
二
四
〇
）
の
肥
遺
郢
と
と
も
に
、〝
才
郢
〞（
郢
に
滞

在
す
る
：
乙
四
・
三
五
）
及
び
〝
居
郢
〞（
郢
に
居
る
：
乙
四
・
八
五
）
と
い
う
、

郢
と
の
み
単
称
す
る
例
が
見
え
て
お
り
、『
包
山
簡
』
で
は
、〝
王
廷
於
藍
郢

之
游
宮
〞（
王
が
藍
郢
の
游
宮
に
出
遊
す
る
：
七
）
の
藍
郢
、〝
致
胙
於

郢
之
歳
〞（
胙
を

郢
に
献
上
し
て
き
た
歳
：
一
二
）
の

郢
、
及
び
い
わ

ゆ
る
所

簡
に
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る

郢
・

郢
と
と
も
に
、〝
逾
於
郢
〞

（
船
で
郢
に
下
る
：
一
〇
二
背
）
と
い
う
、
郢
と
の
み
単
称
す
る
例
が
見
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
新
蔡
葛
陵
簡
』
や
『
包
山
簡
』
が
書
か
れ

た
当
時
、
某
郢
と
は
呼
ば
れ
ず
に
〝
郢
〞
と
単
称
さ
れ
る
郢
が
あ
っ
た
こ
と

を
明
示
し
て
お
り
、
当
時
の
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
の
郢
が
ど
こ
で

あ
る
か
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
も
ち
ろ
ん
自
明
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
闔
廬
入
郢
事
件
の
当
時
に
お
い
て
も
、
某
郢
と
は
呼
ば
れ

ず
に
〝
郢
〞
と
単
称
さ
れ
る
郢
が
あ
り
、当
時
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、「
楚
居
」

が
書
か
れ
た
戦
国
楚
国
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
の
郢
が
ど
こ
で
あ
る
か
、

も
と
よ
り
自
明
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。第

二
は
、
文
王
以
降
、
歴
代
の
楚
王
は
十
箇
所
以
上
の
某
郢
を
転
々
と
遷

り
渡
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
武
王
が
建
設
し
て
は
じ
め
て
〝
郢
〞

と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
郢
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

「
楚
居
」
は
、〝
武
王
が
到
達
し
た
免
の
地
は
居
住
可
能
範
囲
が
せ
ま
く
て

人
々
を
収
容
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
疆

之
波
（
坡
）」

を
埋
め
立
て
て
広
い
居
住
範
囲
を
確
保
し
、
人
々
を
収
容
し
た
。
そ
こ
か
ら

楚
王
と
人
々
が
住
む
こ
の
居
住
地
を
〝
郢
〞
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
の
呼

び
名
は
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
〝
と
記
し
て
い
る
。
武
王
が
最
初
に

到
達
し
た
免
の
地
、
つ
ま
り
免
郢
と
、
そ
の
後
新
た
に
創
建
し
た
疆
郢
の
地

が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
位
置
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
記
事
だ
け
か
ら
で

は
も
ち
ろ
ん
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、「
楚
居
」
は
こ
の
記
事
に
続
け
て
、

至
文
王
、
自
疆
郢

居

郢
、

郢

居

郢
、

郢

居
為
郢
、

為
郢

居
免
郢
、

改
名
之
曰
福
丘
。
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と
記
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
を
文
字
通
り
に
読
め
ば
、
そ
の
位
置
関
係
が

推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
の
文
意
が
、〝
武
王
は
疆
郢
に

居
住
し
て
い
た
が
、
武
王
が
死
ん
で
文
王
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
疆
郢
か
ら

郢
に
遷
り
、
次
に

郢
に
遷
り
、
次
に
爲
郢
に
遷
り
、
そ
し
て
さ
ら
に

免
郢
に
遷
っ
た
〞
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
免
郢
へ
の
遷
徙
が
〝

〞
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の

字
は
「
楚
居
」
の
他
の
箇
所
に
も
い
く
つ
か
見
え
て

お
り
、
以
前
か
つ
て
居
住
し
て
い
た
居
地
に
再
び
遷
移
し
て
き
た
と
い
う
意

味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 
│ 
先
に
引
用
し
た『
新
蔡
葛
陵
簡
』の〝
王

復
於
藍
郢
之
歳
〞
と
い
う
記
事
が
想
起
さ
れ
よ
う 

│
。
す
な
わ
ち
、
文
王

は
か
つ
て
免
郢
を
居
地
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
三
ケ
所
の
某
郢
を
経
て
、

再
び
免
郢
に
遷
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
文
王
が
以
前
免
郢
を
居
地
と
し
て

い
た
と
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
父
武
王
は
免

郢
の
側
に
疆
郢
と
造
成
し
、
そ
の
子
文
王
は
即
位
当
初
そ
の
疆
郢
に
居
た
の

で
あ
る
か
ら
、
文
王
の
復
帰
し
た
こ
の
免
郢
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
疆
郢
で

あ
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、〝

〞

と
い
う
表
記
が
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

思
う
に
、
免
郢
と
疆
郢
の
関
係
は
、
内
城
と
外
郭
、
東
城
と
西
城
と
い
っ

た
よ
う
な
、
同
一
の
城
邑
の
あ
る
部
分
を
免
郢
と
呼
び
、
あ
る
部
分
を
疆
郢

と
呼
ぶ
関
係
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
よ
り
推
測
を
た
く
ま
し
く
す
る

な
ら
ば
、
文
王
は
即
位
当
初
疆
郢
の
部
分
に
居
住
し
て
お
り
、
三
ヶ
所
の
某

郢
を
経
て
再
び
遷
っ
て
き
た
際
に
は
、
疆
郢
の
部
分
で
は
な
く
免
郢
の
部
分

に
居
住
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

免
郢
と
疆
郢
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
し
て
、
武
王
に
よ
る
こ

の
免
郢
と
疆
郢
か
ら
な
る
城
邑
の
建
造
、
つ
ま
り
郢
の
建
造
は
、
そ
の
築
造

工
事
が
「
楚
居
」
に
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
楚
国
史
上
画
期
を
な
す
一
大
城

邑
の
建
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
免
郢
部
分
だ
け
で
は
入
り
き
ら
ず
、

疆
郢
の
築
造
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
住
民
の
大
量
さ
が
想

像
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
王
号
を
称
し
た
の
は
武
王
が
最
初
で
あ
る
こ
と
、

〝
郢
〞
を
冠
せ
ら
れ
た
の
は
こ
の
城
邑
が
最
初
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

そ
の
建
造
は
要
す
る
に
、
宗
廟
・
社
稷
な
ど
の
祭
祀
組
織
と
官
衙
市
里
な
ど

の
都
市
機
能
を
備
え
た
本
格
的
都
城
の
、
楚
国
に
お
け
る
最
初
の
建
造
で

あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
文
王
以
降
、
歴
代
諸
王
は
何
回

も
某
郢
を
遷
り
渡
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
武
王
建

造
の
大
都
城
が
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
祭

祀
機
能
・
都
市
機
能
が
減
退
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
ひ
ん
ぱ
ん
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
頻
度
で
繰
り

返
さ
れ
た
某
郢
へ
の
遷
移
は
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
理
由
に
よ
る
楚
王
の
本

営
の
一
時
的
移
動
で
あ
っ
て
、
祭
祀
機
能
・
都
市
機
能
全
体
の
移
動
を
と
も

な
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
某
郢
へ
の
遷
移
に
か
か
わ
り
な
く
、
祭

祀
機
能
・
都
市
機
能
な
ど
の
本
来
の
都
城
機
能
は
、
依
然
と
し
て
武
王
創
建

の
郢
が
に
な
い
続
け
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。某
郢
へ
の
遷
移
は
、

本
来
都
城
の
転
移
を
と
も
な
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
な
い
限
り
、
そ
の
遷

移
の
ひ
ん
ぱ
ん
さ
が
、
ど
う
に
も
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
闔
廬
入
郢
と
い
う
大
事
件
を
『
左
伝
』
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
て

い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
関
連
す
る
記
事
を
並
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

　

前
五
五
九
年　

楚
の
子
嚢
は
呉
軍
と
の
戦
い
か
ら
帰
り
、
ほ
ど
な
く
亡
く
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な
っ
た
が
、
子
庚
に
向
っ
て
〝
郢
に
城
壁
を
築
き
、
呉
軍

の
侵
攻
に
備
え
よ
〞
と
遺
言
し
た
（
襄
公
十
四
年
・
要
約
）。

　

前
五
一
九
年　

子
嚢
の
孫
子
常
が
令
尹
と
な
り
、郢
に
城
壁
を
築
い
た（
昭

公
二
十
三
年
・
要
約
）。

　

前
五
〇
六
年　

十
一
月
庚
午
の
日
に
、
呉
・
楚
は
柏
挙
で
対
峙
し
、
戦
闘

の
結
果
、
楚
軍
が
敗
北
し
た
。
そ
の
後
、
五
回
の
戦
闘
を

へ
て
、
呉
軍
は
つ
い
に
郢
に
到
達
し
た
。
己
卯
の
日
に
、

楚
の
昭
王
は
妹
と
と
も
に
出
奔
し
た
。
庚
申
の
日
に
、
呉

軍
が
郢
に
入
っ
た
（
定
公
四
年
・
要
約
）。

　

前
五
〇
五
年　

楚
は
秦
の
援
軍
を
え
て
呉
を
撃
退
し
、
呉
軍
は
郢
か
ら
撤

退
し
た
。
昭
王
は
郢
に
入
っ
た
（
定
公
五
年
・
要
約
）。

　

前
五
〇
四
年　

呉
の
太
子
が
楚
の
水
軍
を
破
り
、
楚
の
将
軍
た
ち
を
捕
虜

に
し
た
。
楚
国
の
人
々
は
大
い
恐
れ
て
、
国
が
滅
び
る
の

で
は
な
い
か
と
恐
怖
に
お
の
の
い
た
。
つ
い
で
、
楚
の
子

期
が
率
い
る
陸
軍
が
繁
陽
で
呉
軍
に
及
ん
で
、
令
尹
子
西

は
喜
ん
で
〝
今
こ
そ
実
行
す
る
時
だ
〞
と
言
っ
て
、
つ
い

に
郢
を
鄀
に
遷
し
た
。
そ
し
て
楚
国
の
政
治
を
改
新
し
、

楚
国
を
安
定
さ
せ
た
〈（
令
尹
子
西
喜
曰
、
乃
今
可
為
矣
、

於
是
乎
遷
郢
於
鄀
、
而
改
紀
其
政
、
以
定
楚
国
〉（
定
公

六
年
・
要
約
）。

ま
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、『
左
伝
』
に
は
「
楚
居
」
が

伝
え
て
い
る
某
郢
へ
の
遷
徙
記
事
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、〝
郢
〞
と
単
称

さ
れ
る
城
邑
名
が
い
く
ど
か
登
場
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。『
左
伝
』
の
作

者
が
「
楚
居
」
の
内
容
を
承
知
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
も
ち
ろ
ん
詮
索
の

し
よ
う
が
な
い
が
、
も
し
承
知
し
て
い
た
と
す
る
と
、『
左
伝
』
に
見
え
る

単
称
の
郢
の
な
か
に
は
実
は
某
郢
が
含
ま
れ
て
お
り
、『
左
伝
』
の
作
者
が

何
ら
か
の
理
由
で
〝
某
〞
を
省
略
し
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
棄
て
き
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
前
五
五
九
と
前

五
一
九
の
郢
は
同
名
同
地
、
前
五
〇
六
・
前
五
〇
五
・
前
五
〇
四
の
郢
は
同

名
同
地
で
あ
る
こ
と
が
、
文
意
上
確
実
で
あ
る
も
の
の
、
前
者
の
郢
は
あ
る

某
郢
、
後
者
の
郢
は
そ
う
で
は
な
い
あ
る
某
郢
で
あ
る
可
能
性
が
棄
て
き
れ

な
い
の
で
あ
る
。

『
左
伝
』
を
素
直
に
読
め
ば
誰
で
も
了
解
で
き
る
と
思
う
が
、
右
に
掲
げ

た
五
つ
の
記
事
、
及
び
こ
れ
に
先
立
つ
〝（
黄
の
人
は
言
っ
た
）
郢
か
ら
わ

が
黄
ま
で
は
九
百
里
も
あ
る
〞（
僖
公
十
二
年
）、〝
公
子
燮
と
子
儀
が
ク
ー

デ
タ
ー
を
図
っ
て
、
郢
に
築
城
し
、
…
〞（
文
公
十
四
年
）、
と
い
う
二
つ
の

記
事
を
時
間
順
に
並
べ
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
郢
が
ど
こ
か
へ
遷
徙
し
た
と
い

う
記
事
が
こ
の
間
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
事
情
を
前
に
す
る
と
、
春
秋
前
期

以
降
、
前
五
〇
四
年
の
鄀
へ
の
遷
徙
ま
で
、
郢
の
位
置
に
は
変
化
が
な
か
っ

た
と
い
う
認
識
し
か
生
じ
よ
う
が
な
い
。
楚
国
歴
史
地
理
研
究
は
、こ
と『
左

伝
』
を
使
用
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
認
識
を
大
前
提
と
し
て
き
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
も
し
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
郢
は

あ
る
某
郢
、
あ
る
郢
は
そ
う
で
は
な
い
あ
る
某
郢
で
あ
り
、
た
が
い
に
ど
ち

ら
も
〝
某
〞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
は
異
名
異
地
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
同
名
同
地
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
解
が
そ
こ
に
生
ま
れ

ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
も
そ
も
の
大
前
提
が
崩
れ
て
、

春
秋
時
代
の
郢
を
云
々
す
る
手
段
と
し
て
、『
左
伝
』
の
記
事
は
も
は
や
意

味
を
な
さ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
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再
三
再
四
逡
巡
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
『
左
伝
』

に
見
ら
れ
る
単
称
の
郢
は
同
名
同
地
の
一
つ
の
郢
で
あ
り
、
前
五
〇
四
年
ま

で
そ
の
位
置
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
従
来
通
り
の
認
識
に
従
い
た
い

と
思
う
。
確
た
る
自
信
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
考

え
て
こ
そ
「
楚
居
」
が
闔
廬
入
郢
事
件
の
郢
を
〝
郢
〞
と
単
称
し
て
い
る
理

由
が
、
よ
り
整
合
的
に
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
一
の
理
由
な
の

で
あ
る
。

さ
て
、
右
に
挙
げ
た
五
つ
の
記
事
の
通
り
、
郢
に
築
城
工
事
を
試
み
る
な

ど
し
て
侵
攻
に
備
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
五
〇
六
年
、
つ
い
に
呉

軍
の
侵
入
を
許
し
、
呉
軍
の
撤
退
に
よ
っ
て
翌
年
に
は
回
復
し
た
も
の
の
、

そ
の
翌
年
に
は
ま
た
も
や
呉
軍
の
大
攻
勢
が
は
じ
ま
り
、
と
う
と
う
郢
を
鄀

に
遷
徙
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
と
な
っ
た
。

楚
国
は
い
う
な
れ
ば
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
の
で
あ
る
が
、
滅
亡
と
は
宗

廟
な
ど
の
宗
教
組
織
が
破
壊
さ
れ
て
、
祖
先
以
来
の
血
統
が
絶
た
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
都
城
の
も
つ
宗
教
組
織
や
都

市
機
能
そ
の
も
の
を
、
現
在
の
城
邑
か
ら
別
の
城
邑
に
遷
す
し
か
方
法
が
な

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
呉
軍
が
旧
都
城
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
宗
廟
な
ど
は
新

都
城
に
遷
さ
れ
て
お
り
、
別
の
地
で
血
統
を
継
承
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
新
都
城
へ
の
遷
徙
は
、
内
乱
・
外
圧
の
双
方
に
よ
っ
て
長

年
月
続
い
て
き
て
い
る
政
治
的
混
乱
を
、
一
挙
に
解
消
す
る
重
要
な
手
段
で

も
あ
る
。
令
尹
子
西
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
抜
本
的
方
策
の
実
行
機
会
を
か

ね
て
か
ら
伺
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
呉
軍
の
二
度
目
の
大
攻
撃
が
確
実
と

な
り
、
人
々
が
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
時
点
こ
そ
が
、
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
絶

好
の
機
会
と
な
っ
た
。
│ 『
左
伝
』
定
公
六
年
の
一
文
の
意
味
は
、
大
要
こ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

郢
を
鄀
へ
遷
徙
し
た
と
い
う
こ
の
事
件
は
、「
楚
居
」
が
伝
え
る
、
楚
王

本
営
の
某
郢
へ
の
一
時
的
遷
徙
と
は
質
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
都
城
が
も
つ
本
来
の
宗
教
組
織
・
都
市
機
能
そ

の
も
の
を
別
の
城
邑
に
遷
徙
す
る
と
い
う
、
文
字
通
り
の
〝
遷
都
〞
で
あ
っ

た
。
そ
の
本
来
の
宗
教
組
織
・
都
市
機
能
を
こ
こ
ま
で
に
な
い
続
け
て
き
て

い
た
の
が
、『
左
伝
』
が
僖
公
十
二
年
の
条
以
来
、
一
貫
し
て
〝
郢
〞
と
い

う
単
称
で
も
っ
て
表
示
し
て
き
た
都
城
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
郢
に

呉
軍
が
侵
入
し
、
翌
々
年
に
は
、
さ
ら
な
る
侵
攻
を
前
に
し
て
つ
い
に
都
城

の
全
機
能
を
別
の
城
邑
に
遷
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
楚
国
史
上
の
大

事
件
で
あ
る
。『
左
伝
』
が
三
年
間
の
記
事
に
わ
た
っ
て
、
一
連
の
経
緯
を

詳
細
に
記
し
て
い
る
の
は
、
事
件
の
重
大
さ
を
思
え
ば
、
し
ご
く
当
然
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
三
つ
の
問
題
に
対
す
る
議
論
が
、
大
筋
に
お
い
て
誤
り
な
い
も
の

と
す
れ
ば
、「
楚
居
」
が
伝
え
る
闔
廬
入
郢
記
事
の
郢
は
、
武
王
創
建
の
郢

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
郢
は
武
王
創
建
の
時
点
か
ら
昭
王
時
代
の
闔

廬
入
郢
事
件
ま
で
、
一
貫
し
て
都
城
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
。「
楚
居
」
の
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
つ
ま
り
『
左
伝
』
の
認
識

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
地
理
的
認
識
を
相
互
に

認
証
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。『
左
伝
』
が
は
た
し
て
「
楚
居
」
の
内

容
を
承
知
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、数
回
の
記
事
に
お
い
て
〝
郢
〞

と
単
称
し
て
い
る
城
邑
は
、
武
王
の
創
建
以
来
、
闔
廬
入
郢
事
件
ま
で
一
貫

し
て
都
城
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
、
そ
の
城
邑
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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江

『中華人民共和国地図集』（地図出版社、1979年）をもとに作製。
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考
え
て
み
れ
ば
、「
楚
居
」
は
、
武
王
が
疆
浧
之
披
に
造
成
工
事
を
施
し

て
居
住
地
を
確
保
し
た
た
め
、
そ
の
楚
王
と
人
々
の
居
住
地
を
〝
郢
〞
と
呼

ん
だ
と
記
し
、
そ
の
後
、
数
多
い
某
郢
を
列
挙
し
た
の
ち
、
闔
廬
入
郢
事
件

の
部
分
に
だ
け
に
〝
郢
〞
と
い
う
単
称
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

語
句
の
用
例
か
ら
い
っ
て
も
、
武
王
の
郢
と
闔
廬
入
郢
事
件
の
郢
が
同
名
同

地
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
二

つ
の
郢
が
異
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
に
も
〝
郢
〞
と
い
う
単

称
表
記
が
与
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
楚
居
」
を
読
ん
だ
楚
国
の

人
々
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
不
親
切
な
措
置
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
闔
廬
入
郢
事
件
の
翌
々
年
鄀
に
遷
都
し
て
の
ち
、
こ
の
武
王
以
来
の

都
城
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
漢
書
』「
地
理
志
」
を
は

じ
め
と
す
る
史
書
は
、
あ
る
時
点
で
再
び
都
城
機
能
が
旧
地
に
も
ど
さ
れ
、

以
降
長
年
月
に
わ
た
り
再
び
都
城
と
し
て
存
続
し
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

理
解
は
お
そ
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
闔
廬
入
郢
事
件
が
発

生
し
た
の
は
昭
王
の
時
で
あ
る
が
、「
楚
居
」が
昭
王
の
孫
で
あ
る
王
太
子（
簡

王
）
の
時
に
〝
疆
郢
〞
に
遷
っ
た
と
伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
疆
郢

は
、
武
王
創
建
以
降
闔
廬
入
郢
事
件
ま
で
存
続
し
て
き
た
〝
郢
〞
の
あ
る
部

分
な
の
で
あ
る
か
ら
、
疆
郢
へ
の
遷
徙
は
、
結
局
〝
す
で
に
〝
郢
〞
が
回
復

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
を
意
味
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
は
や
こ
こ
ま

で
く
れ
ば
、よ
り
一
段
進
ん
だ
推
測
を
提
出
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、

武
王
創
建
の
郢
は
、
都
城
全
体
を
指
す
場
合
は
〝
郢
〞
と
単
称
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
く
に
為
郢
の
部
分
・
疆
郢
の

部
分
を
指
定
し
て
指
す
場
合
は
〝
為
郢
〞・〝
疆
郢
〞
と
某
郢
称
謂
で
称

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
が
守
ら
れ
な
い
例

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
応
こ
れ
が
通
例
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
い
う
推
測
で
あ
る
。

王
太
子
（
簡
王
）
以
降
の
楚
王
も
、
い
く
ど
か
某
郢
へ
の
遷
徙
を
実
行
し

て
い
る
が
、
そ
の
間
も
こ
の
武
王
創
建
の
郢
は
都
城
と
し
て
の
機
能
も
っ
て

存
続
し
た
に
ち
が
い
な
い
。『
包
山
簡
』
や
『
新
蔡
葛
陵
簡
』
に
郢
と
単
称

さ
れ
て
い
る
城
邑
は
つ
ま
り
こ
の
郢
で
あ
り
、
前
二
七
八
年
に
秦
軍
の
攻
略

に
よ
っ
て
陥
落
し
た
郢
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
郢
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、「
楚
居
」

は
〝
武
王
建
造
の
そ
の
城
邑
は
郢
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
郢

と
い
う
称
謂
は
今
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
〞
と
記
し
て
お
り
、
と
す
れ

ば
そ
の
語
気
か
ら
し
て
、
武
王
の
郢
は
「
楚
居
」
を
読
ん
だ
人
々
の
時
代
ま

で
一
貫
し
て
存
続
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
守
彬
氏
の
意
見
を
ぜ

ひ
と
も
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
守
彬
）。

季
連
・
穴
熊
に
ま
つ
わ
る
伝
承
、
熊
繹
に
ま
つ
わ
る
伝
承
、
宵
囂
が
宵
に

到
達
し
た
と
い
う
伝
承
、
武
王
が
郢
を
創
建
し
た
と
い
う
伝
承
、
呉
軍
が
郢

に
侵
入
し
た
と
い
う
伝
承
、
こ
れ
ら
の
伝
承
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で

き
る
戦
国
楚
国
の
人
々
の
歴
史
地
理
的
認
識
が
、
楚
国
歴
史
地
理
の
懸
案
問

題
の
解
決
に
、
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
、
⑴ 

⑵ 

⑶  

⑷ 

と
順
を
お
っ
て
以
上
に
論
じ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
議
論
が
一
部
煩

瑣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
結
果
と
し

て
は
、
本
節
冒
頭
に
示
し
た
、
楚
国
歴
史
地
理
の
懸
案
問
題
に
対
す
る
目
下

の
私
案
を
、
大
き
く
揺
る
が
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
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結
以
下
に
は
、
本
稿
の
執
筆
を
終
え
た
時
点
で
の
、
楚
族
の
遷
徙
経
路
に
つ

い
て
の
腹
案
を
概
略
的
に
示
す
こ
と
で
、
結
語
に
代
え
た
い
と
思
う
。

の
ち
に
楚
国
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
楚
族
は
、
本
来
、
陝
西
省
東
南
部
・

河
南
省
西
南
部
・
湖
北
省
西
北
部
＝
漢
水
上
流
地
区
の
、
あ
る
河
川
の
沿
岸

の
あ
る
拠
点
を
根
拠
地
と
す
る
一
種
族
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
し
だ
い
に
、
水

運
を
使
っ
て
他
の
沿
岸
拠
点
の
種
族
と
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
一
種
の

地
域
的
結
合
体
を
形
成
し
た
。
季
連
と
妣
隹
と
の
婚
姻
伝
説
、
穴
熊
と
妣

と
の
婚
姻
伝
説
は
、
そ
の
よ
う
な
他
種
族
と
の
結
合
を
反
映
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
熊
繹
時
代
の
鄀
と
の
結
合
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
鄀
と
の
か

か
わ
り
の
過
程
に
お
い
て
、
楚
族
自
身
が
あ
る
種
の
祭
祀
組
織
を
創
設
し
た

と
思
わ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
政
治
的
な
結
合
、
経
済
的
な
結
合
、
文

化
的
な
結
合
、
そ
れ
と
と
も
に
祭
祀
宗
教
的
な
結
合
が
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の

地
域
的
な
結
合
体
が
よ
り
強
固
に
形
成
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地

域
的
結
合
体
の
形
成
に
お
い
て
、
楚
族
は
し
だ
い
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た

す
よ
う
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
情
況
は
、
楚

国
形
成
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

楚
族
の
本
来
の
根
拠
地
が
位
置
し
て
い
た
、
そ
の
あ
る
河
川
が
い
っ
た
い

ど
の
河
川
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
漢
水
北
側
の
河
川
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
丹
江
は
そ

の
も
っ
と
も
有
力
な
候
補
で
あ
り
、
既
存
文
献
伝
承
が
伝
え
る
西
周
時
代
の

居
地
丹
陽
が
、
そ
の
地
名
の
由
来
を
お
そ
ら
く
丹
江
流
域
に
も
っ
て
い
る
こ

と
、
熊
繹
時
代
の
鄀
の
位
置
が
淇
河
が
北
か
ら
丹
江
に
流
入
す
る
現
在
の
淅

川
県
寺
湾
鎮
一
帯
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
丹
江
流
域
の
商
南

県
過
鳳
楼
遺
跡
か
ら
い
わ
ゆ
る
楚
式
鬲
の
原
初
形
態
と
お
ぼ
し
き
陶
鬲
が
出

土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
陝
西
省
東
南
部
・
河
南
省
西
南
部
・
湖
北
省
西
北
部
＝
漢
水
上
流
地
区
、

と
く
に
漢
水
北
側
は
、
北
の
文
化
と
南
の
文
化
、
東
の
文
化
と
西
の
文
化
、

そ
し
て
陸
運
と
水
運
が
交
接
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
異
な
っ
た

文
化
、
異
な
っ
た
気
風
が
交
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
進
取
の
気
質
に
富
ん
だ

人
々
が
出
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
南
陽
か
あ
る
い
は
淅
川
出
身
と
伝
え
ら
れ

る
、
か
の
范
蠡
は
、
そ
の
代
表
的
な
見
本
で
あ
る
。
の
ち
に
強
大
な
楚
国
、

華
麗
な
楚
文
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
楚
族
が
、
本
来
そ
の
よ
う
な
地
に

拠
っ
た
、
進
取
の
気
質
に
富
ん
だ
種
族
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
十
分
に
考
え

ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
楚
族
は
漢
水
を
南
に
越
え
て
、
湖
北
省
西
北
部
の
荊
山
か
ら
沮

水
・
漳
水
に
か
け
て
の
地
域
に
南
下
し
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
に
お
い
て
南

北
文
化
交
往
の
も
っ
と
も
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
、
襄
陽
│
棗
陽
│
随
州

│
武
漢
と
い
う
、
随
棗
ル
ー
ト
に
入
っ
て
行
く
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
は
、

お
そ
ら
く
単
純
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
鄧
・
随
（
曾
）・
鄂
な
ど
の
、

殷
系
文
化
・
周
系
文
化
を
も
っ
た
強
大
な
勢
力
が
割
拠
し
て
お
り
、
進
入
が

も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
楚
族
は
漢
水

西
側
の
荊
山
東
麓
を
南
下
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
る

が
、
他
面
こ
の
こ
と
は
幸
い
に
も
、
荊
州
地
区
と
い
う
長
江
中
流
の
重
要
な

基
地
を
掌
握
し
う
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
だ
い
に
南
下

し
て
、
宵
敖
に
至
っ
て
宵
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
宵
は
襄
陽
│
荊

州
を
結
ぶ
幹
線
陸
路
上
の
要
地
で
あ
り
、
そ
こ
は
荊
州
地
区
を
指
呼
の
間
に
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望
む
、
絶
好
の
戦
略
拠
点
に
他
な
ら
な
い
。

＊
議
論
の
な
か
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
漢
水
北
側
か
ら
漢
水
南
側
へ

の
南
下
に
つ
い
て
は
、見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
記
事
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
『
新
蔡
葛
陵
簡
』
に
み
え
て
い
る
「
昔
我
先
出
自

、

宅

茲
沮
・
漳
、
…
」（
甲
三
：
一
一
・
二
四
）
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の

と
「
楚
居
」
季
連
伝
承
の

水
の

は
、
前
者
は
邑
に
従
い
後
者

は
水
に
従
っ
て
い
る
も
の
の
、〝
川
〞
の
部
分
は
共
通
し
て
い
る
。
つ

ま
り
前
者
は

水
流
域
の
城
邑
名
、
後
者
は
そ
の
河
川
名
そ
の
も
の
と

み
て
ま
ち
が
い
な
い
。
次
の

は
、
何
琳
儀
氏
に
従
っ
て
そ
の

と

の
間
で
断
句
し
て
動
詞
に
読
む
べ
き
で
あ
り
（
何
琳
儀
）、辵
に
従
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、〝
移
動
す
る
〞
と
い
う
字
義
に
と
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
は
、〝
我
ら
が
祖
先
は

（

水
）
か
ら
出
て

い
る
。
そ
の
の
ち
移
動
し
て
、
沮
水
・
漳
水
の
地
に
居
を
構
え
た
〝
と

い
う
文
意
に
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
（

）
水
と
沮
水
・

漳
水
の
地
は
、
相
応
に
離
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

沮
水
・
漳
水
が
漢
水
南
側
で
あ
る
以
上
、

（

水
）
は
漢
水
北
側
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
次
の
武
王
の
時
に
つ
い
に
免
に
到
達
し
、
以
降
、
春
秋
戦
国
時

代
を
一
貫
し
て
楚
国
の
都
城
と
し
て
機
能
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
郢
が
、
そ

こ
に
創
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
漢
水
北
側
を
出
発
し
て
以
来
、
長
期
間

に
わ
た
っ
て
南
下
し
て
き
た
楚
族
の
人
々
は
、
こ
こ
に
い
わ
ば
定
住
の
地
を

定
め
、
郢
は
楚
国
の
都
城
と
し
て
、
そ
の
長
い
繁
栄
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
都
城
の
建
設
と
い
い
、
王
号
の
開
始
と
い
い
、
長
期
間
に
わ

た
る
一
種
の
民
族
移
動
の
一
応
の
終
了
と
い
い
、
武
王
時
代
こ
そ
は
楚
国
形

成
の
一
つ
の
段
階
が
完
了
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
武
王
に
至
る
ま
で
の

楚
国
の
形
成
を
、
第
一
次
楚
国
の
形
成
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

も
っ
と
も
、
そ
の
郢
は
は
た
し
て
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、
依
然
と
し
て
謎

の
ま
ま
で
あ
る
。
第
一
次
楚
国
の
形
成
過
程
を
以
上
の
よ
う
に
回
顧
す
る
限

り
、
荊
州
地
区
以
外
の
ど
こ
か
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
季
家
湖
楚
城
や
蔡
橋
遺
跡
、
そ
し
て
紀
南
城
な
ど
、
荊
州
地
区

の
関
連
遺
跡
が
い
ず
れ
も
決
め
手
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
、
ま
こ
と

に
残
念
で
あ
る
。

武
王
の
次
の
文
王
以
降
、
楚
国
は
漢
水
東
部
、
さ
ら
に
は
淮
水
流
域
か
ら

中
原
地
区
へ
と
支
配
領
域
を
拡
大
し
、
伝
統
あ
る
古
国
を
次
々
と
支
配
下
に

お
さ
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。そ
の
広
大
な
領
域
を
も
っ
た
楚
国
の
形
成
は
、

第
一
次
楚
国
の
形
成
と
は
お
の
ず
か
ら
質
を
異
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

こ
の
文
王
以
降
の
楚
国
の
形
成
は
、
第
二
次
楚
国
の
形
成
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

文
王
以
降
、歴
代
の
楚
王
は
そ
の
居
地
を
し
き
り
に
移
動
さ
せ
た
。「
楚
居
」

が
伝
え
て
い
る
十
数
回
に
及
ぶ
某
郢
へ
の
遷
移
は
そ
の
例
で
あ
る
。し
か
し
、

そ
の
移
動
は
武
王
時
代
ま
で
の
よ
う
な
種
族
の
移
動
を
と
も
な
う
も
の
で
も

な
く
、
都
城
機
能
の
移
動
を
と
も
な
う
も
の
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
理
由
に

よ
る
楚
王
本
営
の
一
時
的
な
移
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
第
一
は

お
そ
ら
く
軍
事
作
戦
上
の
理
由
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
移
動

は
い
わ
ば
大
本
営
の
臨
時
的
移
動
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

何
回
に
も
及
ぶ
こ
の
よ
う
な
移
動
の
間
も
、
武
王
創
建
の
郢
が
一
貫
し
て
都

城
の
機
能
を
継
続
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、武
王
時
代
に
お
け
る
荊
州
地
区
の
掌
握
を
画
期
と
し
て
、
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楚
国
が
漢
水
東
部
・
淮
水
流
域
・
中
原
地
区
へ
と
急
激
に
支
配
圏
を
広
げ
て

い
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
荊
州
地
区
か
ら
漢

水
中
流
へ
と
い
う
、
ご
く
短
い
距
離
で
の
漢
水
へ
の
到
達
が
可
能
に
な
り
、

漢
水
の
水
運
権
の
掌
握
が
容
易
に
な
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
楚
族
は

も
と
も
と
水
運
に
長
じ
た
種
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
水
運
権
の
掌
握
は
、
彼
ら
の
飛
躍
的
発
展
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。「
楚
居
」
が
伝
え
る
某
郢
の
い
く
つ
か
は
、
漢
水
沿
岸
の
要
港
に
ち

が
い
な
い
と
ひ
そ
か
に
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
測
の
根
拠
の

一
つ
は
こ
こ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
腹
案
を
実
証
づ
け
る
に
は
、
そ
う
と
う
精
密
な
議
論
を
必
要
と
す

る
が
、
今
の
と
こ
ろ
議
論
ど
こ
ろ
か
、
該
当
す
る
現
地
に
い
っ
て
そ
の
地
勢

を
実
見
し
た
り
、
現
地
所
蔵
の
考
古
資
料
を
考
察
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
あ

る
。
末
尾
に
掲
げ
た
の
は
そ
の
現
地
調
査
報
告
類
の
一
覧
で
あ
り
、
も
し
御

覧
い
た
だ
け
れ
ば
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
、
石
泉
学
説
の
来
し
か
た
行
く
す
え
を
整
理
し
て
本
稿
を
締
め
く

く
り
た
い
と
思
う
。

武
漢
大
学
故
石
泉
教
授
の
学
説
は
、
次
の
三
つ
の
意
見
を
骨
子
と
し
て
い

る
。一

、
西
周
時
代
の
居
地
丹
陽
は
丹
江
流
域
に
あ
り
、
当
初
は
上
流
の
商
州

あ
た
り
に
あ
っ
た
が
、西
周
中
ご
ろ
に
下
流
の
淅
川
あ
た
り
に
移
っ
た
。

二
、
春
秋
戦
国
時
代
の
都
城
郢
は
、
春
秋
初
め
の
武
王
以
降
、
前
二
七
八

年
の
秦
軍
に
よ
る
陥
落
ま
で
、
一
貫
し
て
宜
城
楚
皇
城
で
あ
っ
た
。

三
、
そ
の
楚
皇
城
は
、
そ
の
ま
ま
秦
・
漢
の
南
郡
江
陵
県
城
と
な
っ
た
。

近
年
長
江
中
流
域
か
ら
大
量
に
発
現
し
て
い
る
秦
・
漢
時
代
の
簡
牘
資
料

を
読
む
か
ぎ
り
、
秦
・
漢
の
江
陵
県
城
が
荊
州
地
区
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
り
、
宜
城
楚
皇
城
で
あ
っ
た
と
す
る
三
の
意
見
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
本
稿
で
述
べ
た
と
お
り
、
宵
囂
の
宵
が
現
在
の
荊
門
市
の
北
方
、
子

陵
鋪
・
石
橋
鎮
一
帯
で
あ
る
な
ら
、
楚
皇
城
が
郢
で
あ
る
可
能
性
は
か
ぎ
り

な
く
低
い
も
の
に
な
り
、
二
の
意
見
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
き
わ
め

て
高
い
。
そ
う
す
る
と
、
残
る
は
一
の
意
見
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
が
、
本
稿
で
の
議
論
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
や
ら
当
分
の
間
は

そ
の
学
説
的
価
値
が
保
持
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
石
泉
教
授
四
十
年
の
学
問
大

系
が
、こ
の
よ
う
に
検
証
さ
れ
て
い
く
の
を
み
る
に
つ
け
、学
恩
を
こ
う
む
っ

た
者
の
一
人
と
し
て
、
い
さ
さ
か
の
感
慨
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
在

天
の
先
生
は
、こ
の
情
況
を
ど
の
よ
う
に
御
覧
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
楚
居
」
を
読
む
に
つ
け
て
も
、
往
時
の
先
生
の
温
容
が
、
な
つ
か
し
さ
と

と
も
に
し
き
り
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

引
用
論
著
一
覧
（
引
用
順
）

凡
国
棟
「
清
華
簡
《
楚
居
》
中
与
季
連
有
関
几
個
地
名
」（『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第
十
集
）。

丁
四
新
『
郭
店
楚
竹
書
《
老
子
》
校
注
』（
二
〇
一
〇
年
・
武
漢
大
学
出
版
社
）

一
二
五
・
一
二
六
頁
。

陳
偉
『
郭
店
楚
簡
別
釈
』（
二
〇
〇
二
年
・
湖
北
教
育
出
版
社
）
二
一
頁
。

劉
楽
賢
「
読
清
華
簡
札
記
」（
武
漢
大
学
簡
帛
網
・
二
〇
一
一
年
一
月
一
一
日
）。

趙
平
安
1
「《
楚
居
》
的
性
質
、作
者
及
写
作
年
代
」（『
清
華
大
学
学
報
』
二
〇
一
一
年
四
期
）。

小
寺
敦
1
「
清
華
簡
『
楚
居
』
に
み
え
る
楚
王
居
の
移
動
に
つ
い
て 

│ 

楚
国
領
域
観
の
成
立

に
関
す
る
試
論 

│
」（
復
旦
大
学
文
史
研
究
院
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
東
ア
ジ
ア
学
部
・

研
究
所
・
東
京
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
国
際
学
術
会
議
‥
小
寺
発
表
論
文
）。

小
寺
敦
2
「
先
秦
時
代
系
譜
編
纂
の
成
立
過
程
と
そ
の
意
義
」（『
歴
史
学
研
究
』
に
ほ
ど
な
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く
掲
載
予
定
の
二
校
コ
ピ
ー
を
小
寺
氏
自
身
か
ら
頂
戴
し
た
。
あ
つ
く
御
礼
申
し
あ
げ

た
い
）。

劉
彬
徽
「
関
于
清
華
簡
《
楚
居
》
的
思
考
（
之
一
）」（『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第
十
集
）。

高
崇
文
『
長
江
流
域
青
銅
文
化
研
究
』（
二
〇
〇
二
年
・
科
学
出
版
社
）「
二
．
長
江
流
域
礼

制
文
化
的
発
展
」。

趙
叢
蒼
主
編
『
城
洋
青
銅
器
』（
二
〇
〇
六
年
・
科
学
出
版
社
）「
第
三
章
．
相
関
問
題
研
究
」。

黄
鳴
「
从
《
楚
居
》
的
〝
聶
耳
〞
伝
説
看
商
周
之
際
的
楚
国
地
理
与
史
実
」（
武
漢
大
学
簡
帛
網
・

二
〇
一
一
年
・
一
二
月
・
二
一
日
）。

黄
錫
全
「
楚
武
王
〈
郢
〉
都
初
探 
│ 

読
清
華
簡
『
楚
居
』
札
記
之
一 

│
」（
復
旦
大
学
出
土

文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
網
站
・
二
〇
一
一
年
五
月
三
一
日
）。

趙
平
安
2
「
試
釈
『
楚
居
』
中
的
一
組
地
名
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
一
一
年
一
期
）。

陳
朝
霞
「
从
近
出
簡
文
再
析
鄀
国
歴
史
地
理
」（『
江
漢
考
古
』
二
〇
一
二
年
四
期
）。

鄭
威
「〈
史
記
・
楚
世
家
〉
熊
渠
三
子
史
料
性
質
小
考
」（『
江
漢
考
古
』
二
〇
一
一
年
一
期
）。

王
紅
星
「
楚
郢
都
探
索
的
新
線
索
」（『
江
漢
考
古
』
二
〇
一
一
年
三
期
）。

程
少
軒
「
談
談
〈
楚
居
〉
所
見
古
地
名
〝
宵
〞
及
相
関
問
題
（
武
漢
大
学
簡
帛
網
・
二
〇
一
一

年
五
月
三
一
日
）。

石
川
三
佐
男
「
近
年
の
楚
辞
研
究
に
見
る
多
彩
な
成
果
と
新
た
な
動
向
に
つ
い
て 

│ 

楚
辞
中

の
帝
辞
と
呉
楚
戦
争
教
訓
詠
の
復
元
的
研
究 

│
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
十
六
号
）

同　
「
楚
昭
王
の
人
物
事
跡
考 

│ 

楚
辞
天
問
篇
成
立
の
政
治
的
き
っ
か
け
を
作
っ
た
楚
王
「
失

格
」
の
王 

│
」（『
出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
6
号
）

張
碩
・
肖
洋
「
从
清
華
簡
《
楚
居
》
看
楚
昭
王
時
代
楚
国
都
城
的
遷
徙
」（『
楚
文
化
研
究
論
集
』

第
十
集
）。

守
彬
「
从
清
華
簡
《
楚
居
》
談
〝
×
郢
〞」（『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第
十
集
）。

何
琳
儀
「
新
蔡
竹
簡
選
釈
」（『
安
徽
大
学
学
報
・
哲
学
社
会
科
学
版
』
二
〇
〇
四
年
三
期
）。

＊
李
学
勤
・
李
守
奎
氏
ら
を
は
じ
め
と
す
る
清
華
大
学
グ
ル
ー
プ
の
清
華
簡
の
関
す
る
論
考

は
『
古
代
簡
牘
保
護
与
整
理
研
究
』（
二
〇
一
二
年
・
中
西
書
局
）「
清
華
簡
整
理
研
究

専
題
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

著
者
関
連
報
告
類

谷
口
満
「
楚
族
の
故
郷
を
探
し
訪
ね
て 

│ 

縮
酒
之
郷
・
南
漳 

│
」（
東
北
学
院
大
学
『
ア
ジ

ア
流
域
文
化
論
研
究
』
I
）。

同　
「
続
・
楚
族
の
故
郷
を
探
し
訪
ね
て
―
丹
江
＝
石
泉
ル
ー
ト
を
行
く 

│
」（
同
右
Ⅲ
）。

同　
「
三
足
鼈
的
故
郷 

│ 

談
談
丹
陽
的
地
望 

│
」（『
石
泉
先
生
九
十
誕
辰
紀
念
文
集
』）。

同　
「
楚
都
丹
陽
探
索
問
題
の
行
方 

│ 

丹
江
口
大
ダ
ム
一
帯
の
考
古
新
知
見
に
よ
せ
て 

│
」

（『
東
北
学
院
大
学
論
集
・
歴
史
と
文
化
』
四
四
号
）。

同　
「
襄
樊
博
物
館
所
蔵
楚
国
青
銅
器
珍
品
二
件 

│ 

楚
文
化
淵
源
探
索
の
新
資
料 

│
」（
東
北

学
院
大
学
『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
一
一
号
）。

同　
「
襄
陽
再
訪
記 

│ 

襄
陽
・
老
河
口
・
穀
城
・
宜
城
に
楚
式
鬲
を
訪
ね
て 

│
」（
東
北
学
院

大
学
『
ア
ジ
ア
流
域
文
化
研
究
』
VIII
）。

同　
「
試
論
清
華
簡
《
楚
居
》
対
于
楚
国
歴
史
地
理
研
究
的
影
響
」（『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第

十
集
）。

同　
「
談
談
奉
節
永
安
鎮
与
涪
陵
小
田
渓
出
土
的
珍
奇
巴
文
化
青
銅
器
」（
夔
州
文
化
曁
重
慶

歴
史
地
理
専
業
委
員
会
【
第
六
届
年
会
】
論
文
集
』）。

〔
付
記
〕
報
道
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
六
月
十
八
日
、
宜
昌
市
白
洋
鎮
の
工
事
現
場
か
ら

十
一
件
の
青
銅
鍾
と
一
件
の
青
銅
鼎
が
発
見
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
西
周
中
晩
期
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
鍾
の
一
つ
に
〝
楚
季
宝
鍾
厥
孫
乃
献
公
公
其
万
年
受
厥
福
〞

と
い
う
銘
文
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
劉
彬
徽
先
生
や
高
崇
文
先
生
な
ど
、
専
門
家
た
ち

の
熱
い
視
線
を
あ
び
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
銘
文
か
ら
し
て

西
周
時
代
の
楚
器
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
鄂
西
西
周
楚
文
化
の
資
料
的
空

白
を
埋
め
る
貴
重
な
発
見
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。（「
荊
楚
網
」
二
〇
一
二
年
八

月
二
〇
日
付
け
）。
一
日
も
早
い
報
告
の
公
表
を
望
み
た
い
。

※
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（C）
「
楚
式
鬲
か
ら
み
た
楚
文
化
の
形
成
と
展
開
及
び
そ

の
変
容
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


