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先
秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
（
一
）

　
　
　

―
―
既
存
文
献
伝
承
に
み
え
る
そ
の
平
面
配
置
プ
ラ
ン
―
―

谷
　
口
　
　
　
満

　
序本

稿
は
表
題
の
と
お
り
、
先
秦
都
城
の
平
面
構
造
を
、
も
っ
ぱ
ら
既
存
文

献
資
料
に
た
よ
っ
て
、
と
く
に
門
・
朝
と
内
城
・
外
郭
の
配
置
情
況
を
対
象

と
し
て
復
原
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
考
察
に
先
立
っ
て
ど
う
し
て

も
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

三
十
五
年
ほ
ど
も
前
、「
春
秋
時
代
の
都
市
―
城
・
郭
問
題
探
討
―
」
と

題
し
た
小
論
を
『
東
洋
史
研
究
』
四
六
巻
四
号
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
春
秋
時
代
の
列
国
都
城
は
原
則
と
し
て
、
内
・

外
二
つ
の
城
壁
を
も
つ
内
城
外
郭
式
構
造
を
も
っ
て
お
い
た
こ
と
を
、
も
っ

ぱ
ら
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
紙
幅
の
大
半
を
割
い
て
な
ん
と
か
関
連
記
事
を
羅
列
し
て
み
た
も

の
の
、
何
か
物
足
り
な
い
感
じ
が
し
て
、
末
尾
に
〝
釋
國
〞
と
題
し
た
小
節

を
設
け
、〝
國
〞は
本
来
内
城
部
分
の
み
を
指
し
、外
郭
の
部
分
は
含
ま
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
年
来
の
腹
案
を
思
い
切
っ
て
付
け
足
す
こ

と
に
し
た
。（
以
下
、
引
用
文
に
お
け
る
〝
國
〞
は
そ
の
ま
ま
〝
國
〞
と
表

記
し
、
本
稿
の
叙
述
に
お
い
て
は
〝
国
〞
と
表
記
す
る
）。

そ
の
際
、よ
る
べ
き
唯
一
の
資
料
と
し
て
掲
げ
た
の
が
次
の
一
文
で
あ
る
。

宋
人
取
邾
田
。
邾
人
告
於
鄭
曰
、
請
君
釋
憾
於
宋
、
敝
邑
為
道
。
鄭
人

以
王
師
会
之
、
伐
宋
、
入
其
郛
、
以
報
東
門
之
役
。
宋
人
使
来
告
命
。

公
聞
其
入
郛
也
、
将
救
之
、
問
於
使
者
曰
、
師
何
及
。
対
曰
、
未
及
國
。

公
怒
、
乃
止
。
辞
使
者
曰
、
君
命
寡
人
同
恤
社
稷
之
難
。
今
問
使
者
、

曰
師
未
及
國
。
非
寡
人
之
所
敢
知
也
（『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
五
年
）。

（『
春
秋
左
氏
伝
』
で
は
、
郭
は
一
般
に
〝
郛
〞
と
い
う
文
字
で
表
記
さ

れ
て
い
る
）。

こ
の
一
文
の
意
味
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

宋
が
邾
の
農
地
を
奪
う
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
邾
は
鄭
に

「
宋
へ
の
憾
み
を
は
ら
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
道
案
内
は
引
き
受
け

ま
す
」
と
た
き
つ
け
た
。
そ
こ
で
鄭
は
王
室
の
軍
隊
を
発
動
し
て
邾
の

軍
隊
と
会
合
し
、
進
ん
で
宋
を
伐
ち
、〝
そ
の
郛
に
入
り
〞、
二
年
前
に

宋
を
は
じ
め
と
す
る
列
国
軍
に
〝
鄭
国
都
城
の
東
門
を
囲
ま
れ
た
〞
戦

役
の
仇
を
か
え
し
た
。
宋
は
同
盟
国
で
あ
る
魯
に
使
者
を
遣
わ
し
て
援

軍
を
要
請
し
た
。
魯
の
隠
公
は
、鄭
の
軍
隊
が
宋
国
都
城
の〝
郛
に
入
っ
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た
〞
こ
と
を
す
で
に
聞
い
て
お
り
、
も
と
よ
り
軍
隊
を
出
動
さ
せ
て
宋

を
救
う
つ
も
り
で
い
た
が
、
念
の
た
め
宋
の
使
者
に
「
敵
軍
は
ど
こ
ま

で
及
ん
で
い
る
か
？
」
と
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
使
者
は
「
ま
だ
国
に
は
及

ん
で
お
り
ま
せ
ん
」
と
返
答
し
た
。
す
る
と
隠
公
は
怒
っ
て
、
救
援
軍

の
出
動
を
中
止
し
て
し
ま
い
、
使
者
に
こ
と
わ
っ
て
、「
宋
君
は
私
に
、

社
稷
（
国
家
）
に
危
機
が
生
じ
た
際
に
は
、
お
互
い
に
助
け
合
お
う
と

約
束
さ
れ
た
が
、
今
使
者
に
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
敵
軍
は
〝
ま
だ
国
に
は

及
ん
で
い
な
い
〞
と
の
こ
と
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
（
ま
だ
社
稷
の
危
機
と

い
う
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
）、
こ
ち
ら
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と

こ
ろ
で
す
」
と
い
っ
た
。

こ
れ
以
外
の
読
解
は
な
い
と
思
う
が
、
要
す
る
に
そ
の
主
旨
は

　

一
．
鄭
の
軍
隊
は
宋
国
都
城
の
〝
郛
に
入
っ
た
〞。

　

二
．
魯
の
隠
公
は
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
お
り
、
も
と
よ
り
救
援
軍
を
出
動

さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　

三
．
魯
の
隠
公
の
〝
敵
軍
は
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
る
か
？
〞
と
い
う
問
い

に
対
し
て
、
宋
の
使
者
は
な
ぜ
か
事
実
を
い
つ
わ
っ
て
〝
ま
だ
国
に
及

ん
で
お
り
ま
せ
ん
〞
と
応
え
て
し
ま
っ
た
。

　

四
．
そ
れ
を
聞
い
た
魯
の
隠
公
は
怒
っ
て
、
救
援
軍
の
出
動
を
中
止
し
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
〝
敵
軍
が
ま
だ
国
に
及
ん
で
い
な
い
状
態

は
、
互
い
が
助
け
合
う
べ
き
社
稷
の
危
機
（
社
稷
の
難
）
と
い
う
段
階

で
は
な
い
〞
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

の
四
点
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
鄭
軍
が
宋
国
都
城
の〝
郛
に
入
っ
た（
入
郛
）〞

と
い
う
事
実
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、〝
敵
軍
は
ど
こ
ま
で
入
っ

た
か
（
師
何
入
）
？
〞
と
訊
ね
、
そ
れ
に
対
し
て
事
実
を
い
つ
わ
っ
て
〝
ま

だ
郛
に
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
（
未
入
郛
）〞
と
応
え
た
と
記
し
て
い
れ
ば
、

難
解
で
も
な
ん
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
〝
敵
軍
は
ど
こ
ま
で
及
ん

で
い
る
か
（
師
何
及
）
？
〞
と
訊
ね
、
そ
れ
に
対
し
て
事
実
を
い
つ
わ
っ
て

〝
ま
だ
国
に
及
ん
で
お
り
ま
せ
ん（
未
及
國
）〞と
、〝
入
〞と
い
う
動
詞
を〝
及
〞

と
い
う
動
詞
に
変
え
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
難
解
さ
が
生
じ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、〝
入
〞
と
は
あ
る
ラ
イ
ン
を
越
え
て
ラ
イ
ン
の
内
側
に
入
っ
た

状
態
を
指
し
、〝
及
〞
と
は
あ
る
ラ
イ
ン
の
至
近
に
到
着
し
た
が
、
ま
だ
そ

の
ラ
イ
ン
を
越
え
て
い
な
い
状
態
を
指
す
と
い
う
、
字
義
上
の
違
い
、
い
い

か
え
れ
ば
〝
及
ぶ
（
及
）〞
は
〝
入
る
（
入
）〞
の
一
つ
前
の
段
階
を
示
し
て

い
る
と
い
う
常
識
的
な
字
義
上
の
違
い
を
前
に
す
れ
ば
、
解
釈
は
む
し
ろ
単

純
で
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

〝
郛
に
入
る
（
入
郛
）〞
を
い
つ
わ
る
と
す
れ
ば
、
当
然
〝
い
ま
だ
郛
に

入
ら
ず
（
未
入
郛
）〞
で
あ
る
が
、そ
れ
を
〝
い
ま
だ
国
に
及
ば
ず
（
未

及
國
）〞
と
い
う
表
現
に
変
え
て
応
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、〝
い
ま
だ
郛

に
入
ら
ず
（
未
入
郛
）〞
と
〝
い
ま
だ
国
に
及
ば
ず
（
未
及
國
）〞
は
同

じ
情
況
を
指
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
否
定
詞
〝
い
ま
だ
（
未
）〞

を
と
っ
た
〝
郛
に
入
る
（
入
郛
）〞
と
〝
国
に
及
ぶ
（
及
國
）〞
は
同
じ

情
況
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
宋
の
使
者
が
〝
郛
に

入
る
（
入
郛
）〞
と
い
う
事
実
を
そ
の
ま
ま
応
え
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は

当
然
〝
国
に
及
べ
り
（
及
國
）〞
と
な
っ
た
は
ず
あ
る
。
つ
ま
り
、
宋

の
使
者
は
、
敵
軍
が
す
で
に
〝
郛
に
入
っ
た
（
入
郛
）〞＝
す
で
に
〝
国

に
及
ん
だ
（
及
國
）〞
と
い
う
現
実
を
、
一
つ
前
の
段
階
で
あ
る
〝
ま

だ
郛
に
す
ら
入
っ
て
い
な
い
（
未
入
郛
）〞＝〝
い
ま
だ
国
に
は
及
ん
で
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は
い
な
い
（
未
及
國
）〞
と
い
つ
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

未
入
郛
↓
入
郛

　
　
　
　
　
　

未
及
国
↓
及
国
↓
入
国

こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、〝
国
に
及
ぶ
（
及
國
）〞
と
は
、〝
郛
に
入
っ
て
（
入

郛
）〞、国
の
一
歩
手
前
に
ま
で
到
達
し
た
段
階
で
あ
る
が
、し
か
し
次
の
〝
国

に
入
る
（
入
國
）〞
と
い
う
段
階
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
情
況
を
指
し
て

い
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
は
そ
の
到
達
し
た
場
所
は
〝
国
〞
の

範
囲
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
〝
郛
〞
の
範
囲
は
〝
国
〞
の
範
囲
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
〝
郛
〞
の
範
囲
が

〝
国
〞
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
郛
へ
の
侵
入
は
当
然
〝
国
に
入

る
（
入
國
）〞
と
記
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
郛
へ
の
侵
入
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、

そ
の
内
側
の
ラ
イ
ン
を
突
破
し
て
内
部
に
侵
入
し
て
、
は
じ
め
て
〝
国
に
入

る
（
入
國
）〞
と
い
う
次
の
段
階
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
郛
の
内
側
の
ラ

イ
ン
と
は
も
ち
ろ
ん
内
城
を
囲
む
内
城
壁
な
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
に
、〝
国
〞

は
、
本
来
郛
の
部
分
、
つ
ま
り
外
郭
部
分
を
含
ま
ず
、
そ
の
内
側
の
内
城
部

分
の
み
を
指
し
て
い
る
と
い
う
字
義
上
の
解
釈
に
い
き
つ
く
の
で
あ
る
。

宋
の
使
者
は
、
入
郛
（
入
郭
）
と
い
う
現
実
を
そ
の
一
つ
前
段
階
の
未
入

郛
＝
未
及
國
と
い
つ
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、〝
未
入
郛
〞
の
〝
入
〞
を
〝
及
〞

を
使
っ
て
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〝
及
郛
〞
な
の
で
あ
り
、
敵
軍
が
郛
（
外

郭
）の
外
側
へ
到
達
し
て
い
る
と
い
つ
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。こ
の
い
つ
わ
っ

た
情
況
で
あ
っ
て
も
、
都
城
の
外
郭
す
ぐ
近
く
に
ま
で
敵
軍
が
到
達
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
な
り
の
重
大
事
態
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
実
の
と
こ

ろ
そ
の
情
況
は
春
秋
時
代
の
都
城
攻
防
戦
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
敵
軍
に

よ
る
一
種
の
示
威
行
動
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
魯
の
隠
公
の
認
識
で
は
、
そ

れ
は
社
稷
の
危
機
と
い
う
段
階
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

郛
（
外
郭
）
に
侵
入
さ
れ
た
と
い
う
、
宋
国
都
城
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る

情
況
は
、
そ
の
内
側
の
内
城
壁
が
突
破
さ
れ
て
、
内
城
内
の
宮
殿
・
宗
廟
・

社
稷
が
制
圧
さ
れ
る
事
態
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
情
況
で
あ
り
、
ま
さ
し
く

社
稷
の
危
機
で
あ
っ
た
。

魯
の
隠
公
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
重
大
な
危
機
を
隠
さ
ず
認
め
る
よ
う
、
宋

の
使
者
に
せ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
使
者
に
要
求
し
た
回
答
が

〝
入
郛
〞
で
は
な
く
〝
及
國
〞
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。〝
入
郛
〞
と
い
う
事
実
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い

る
以
上
、要
求
す
る
回
答
は
〝
入
郛
〞
で
何
も
問
題
は
な
い
は
ず
な
の
に
、〝
師

何
入
〞
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
〝
師
何
及
〞
と
問
い
た
だ
し
て
〝
及
國
〞
と
い

う
回
答
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
は
、な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。そ
の
理
由
は〝
入
〞

と
〝
及
〞
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
く
、〝
郛
〞
と
〝
國
〞
の
違
い
に
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
郛
（
外
郭
）
が
周
囲
の
付
属
区
域
で
あ
る
の
に
対
し

て
国
（
内
城
）
は
宮
殿
・
宗
廟
・
社
稷
の
存
在
す
る
都
城
の
根
幹
部
分
で
あ

り
、敵
軍
の
外
郭
侵
入
と
い
う
同
一
の
情
況
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、

〝
入
郛
〞
と
い
う
表
現
よ
り
も
〝
及
國
〞
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
、
屈
辱
感
・

衝
撃
感
・
不
面
目
感
に
お
い
て
各
段
に
強
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
及
国
の
次
に
は
入
国
が
あ
り
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
滅
国
が
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
現
実
問
題
と
し
て
も
〝
及
國
〞
は
た
だ
な
ら
ぬ
表
現
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
魯
の
隠
公
は
、
宋
に
最
大
限
の
屈
辱
感
・
衝
撃
感
・
不
面

目
感
を
与
え
よ
う
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
〝
及
國
〞
と
い
う
回
答
を
引
き
出
だ

そ
う
と
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
、一
種
の
〝
嫌
が
ら
せ
〞

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
宋
の
使
者
に
し
て
み
れ
ば
、
公
室
が
存
亡
の
危
機
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に
瀕
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
大
き
な
屈
辱
・
衝
撃
・
不
面
目
で
あ

る
し
、
さ
ら
に
異
姓
の
魯
に
腰
を
低
く
し
て
救
援
軍
を
請
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
も
大
き
な
屈
辱
・
衝
撃
・
不
面
目
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
、

隠
公
か
ら
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
を
受
け
て
は
、
も
は
や
我
慢
の
限
界
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
隠
公
の
問
い
た
だ
し
に
対
し
て
〝
及
國
〞

と
い
う
事
実
を
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
我
慢
し
き
れ
ず
一
瞬
、〝
未
〞

を
つ
け
て
〝
未
及
國
〞
と
い
つ
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
使
者
の
心
中
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
結

果
と
し
て
魯
の
救
援
軍
を
見
込
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
外
交
上
の
大
失
敗
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

〝
入
郛
〞
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
た
め
に
な
ぜ
〝
師
何
及
〞
と
い
う
訊

ね
か
た
を
し
た
の
か
、
そ
れ
に
対
す
る
右
の
理
解
に
あ
ま
り
自
信
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
と
も
か
く
『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
五
年
の
記
事
を
以
上

の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
と
は
本
来
、
内
城
・
外
郭
の
う
ち

の
内
城
部
分
の
み
を
指
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
意
見
を
提
出
し
て

み
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
岩
波
書
店
『
図
書
』
昭
和
四
十
八

年
十
・
十
一
月
号
に
、
貝
塚
茂
樹
「
中
国
の
古
代
国
家
（
そ
の
一
・
そ
の
二
）」

と
い
う
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
偶
然
知
る
こ
と
と
な
り
、
さ
っ
そ
く

『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
を
捜
し
て
み
た
と
こ
ろ
、『
第
二
巻
・
中
国
古
代
の
社

会
制
度
』
の
な
か
に
、「
中
国
の
古
代
国
家
覚
え
書
き
」
と
改
題
さ
れ
て
採

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
読
過
し
て
い
く
と
、
古
代
人
の
国
家
像

を
論
じ
た
部
分
に
、
は
た
し
て
「
左
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
隠
公
五
年

の
問
題
の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。『
著
作
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
際
、

『
第
一
巻
・
中
国
の
古
代
国
家
』
以
外
は
ほ
と
ん
ど
目
を
通
さ
な
か
っ
た
怠

慢
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
見
落
と
し
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
隠
公
五
年
の
原
文
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
貝
塚
博

士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

魯
の
君
主
が
「
国
に
入
る
と
は
ど
う
し
た
の
か
、
本
当
に
国
に
入
っ
た

の
か
」
と
よ
く
問
い
た
だ
し
て
み
る
と
、
実
は
郭
に
入
っ
た
だ
け
で
あ

る
と
。
つ
ま
り
近
郊
の
郭
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
入
っ
た
だ
け
だ
と
い
う

の
で
、
初
め
は
援
軍
を
出
そ
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
ん

な
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
、
援
軍
を
出
す
の
を
中
止

し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
…
…
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
国
の
中
に

入
っ
て
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
中
へ

入
っ
て
き
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
大
事
件
だ
か
ら
、
親
し
い
魯
の
国
と
し

て
は
、ぜ
ひ
援
軍
を
出
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、郛
（
外
郭
）
に
入
っ

た
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
に
国
に
入
っ
た
の
で
は

な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
援
軍
を
出
す
こ
と
を
見
合

わ
せ
た
と
い
う
話
が
一
つ
の
物
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
。

隠
公
が
問
い
た
だ
し
た
の
は〝
及
國
〞か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、〝
入

國
〞
か
ど
う
か
を
問
い
た
だ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
博
士

が
な
ぜ
〝
国
に
入
る
〞
と
い
う
表
記
を
用
い
て
い
る
の
か
、
い
き
さ
つ
は
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
も
―
お
そ
ら
く
万
巻
の
読
書
量
を
ほ
こ
る
碩
学
に
あ
り
が

ち
な
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
―
、し
か
し
〝
郛
に
入
る
〞
こ
と
と
〝
国
に
入
る
〞

こ
と
を
別
段
階
の
状
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
博
士
自
身
も
〝
国
は
郛
（
郭
）
を
含
ま
ず
、
そ
の
内
側
の
内
城
だ

け
が
国
で
あ
っ
た
〞
と
考
え
て
お
ら
れ
た
可
能
性
が
、
き
わ
め
て
高
い
の
で
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あ
る
。

畏
敬
す
べ
き
碩
学
の
意
見
が
、
結
果
と
し
て
は
自
身
の
意
見
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
感
慨
を
お
ぼ
え
て
、見
落
と
し
を
わ
び
る
か
た
が
た
、

博
士
の
意
見
を
紹
介
す
る
文
章
を
す
ぐ
に
で
も
公
表
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で

あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
重
な
る
う
ち
に
歳
月
は
す
ぎ
、
三
十
数
年
が

流
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
こ
こ
に
、
往
時
の
見
落
と
し
を
故
博
士
と
読
者
諸
賢

に
あ
ら
た
め
て
お
詫
び
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
考
察
に
先
立
っ

て
ど
う
し
て
も
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

都
市
国
家
・
戦
士
国
家
・
祭
祀
共
同
体
国
家
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
、
故
博
士
の
先
秦
都
城
研
究
の
成
果
は
ま
こ
と
に
豊
富
で
あ
り
、
今

日
で
も
古
代
都
城
研
究
の
貴
重
な
指
針
で
あ
る
。
直
接
の
引
用
は
避
け
た
け

れ
ど
も
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
も
多
く
の
点
で
参
照
し
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　

な
お
、
中
国
古
代
都
市
国
家
説
と
い
え
ば
、
故
博
士
と
と
も
に
故
宮
崎
市

定
博
士
が
双
璧
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
中
国
城
郭
の
起
源
異
説
」
を
は

じ
め
と
す
る
宮
崎
博
士
の
先
秦
都
城
研
究
の
成
果
も
や
は
り
す
こ
ぶ
る
豊
富

で
あ
っ
て
、
本
稿
が
い
く
つ
か
の
点
で
そ
れ
ら
の
成
果
を
参
照
し
て
い
る
こ

と
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
両
博
士
が
先
秦
都
城
の
諸
問
題
を
相
互
に
直
接
議
論
す
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
第

一
巻
・
中
国
の
古
代
国
家
』「
あ
と
が
き
」
の
次
の
一
文
だ
け
は
見
落
と
し

て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
は
封
建
制
か
都
市
国
家
制
か
は
、
二
者
択
一
で
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、中
間
項
を
立
て
る
考
え
方
も
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
古
典
時
代
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
都
市
国
家
を
封
建
的
と
呼
び
、
都
市
封

建
制
と
い
う
範
疇
を
作
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
説
と
は

独
自
に
構
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
宮
崎
市
定
博
士
に
よ
る
「
封
建
的
都

市
国
家
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
博
士
に
よ
る
と
、
周
が
殷
を
平
定
し

た
後
、
そ
の
領
土
を
一
族
に
支
配
せ
し
め
る
と
き
、
都
市
国
家
の
形
式

を
採
用
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
都
市
国
家
の
君
主
は
周
本
国
に
臣
属
し
、

封
建
制
度
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
と
解
釈
し
、
封
建
的
都
市
国
家
と
い

う
名
称
を
使
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
は
都
市
国
家
制
と
封
建

制
の
矛
盾
概
念
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
し
て
非
難
す
る
論
者
も
あ
っ
た

が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
こ
れ
と
同
じ
術
語
を
用
い
て
い
た
こ
と
は
意
識
に

上
ら
な
か
っ
た
。

　

両
博
士
に
し
て
み
れ
ば
、
都
市
国
家
制
と
封
建
制
が
矛
盾
概
念
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
も
、
お
そ
ら
く
ど
う
答
え
て
よ
い
の
か
、
と
ま
ど
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
一
個
の
都
市
が
君
主
の
も
と
に
、
あ
た
か
も
一
つ
の
独
立
国

家
と
し
て
の
状
況
を
呈
し
な
が
ら
、
一
方
で
そ
の
君
主
が
他
の
都
市
国
家
の

君
主
に
臣
従
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
ご
く
普
通
に
あ
り
う
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
矛
盾
で
も
な
ん
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
両
博
士
が
ま
ず
注
目
し
た

の
は
、
そ
の
二
つ
の
状
況
の
う
ち
の
各
都
市
の
独
立
性
の
強
さ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
表
示
し
よ
う
と
し
て
都
市
国
家
と
い
う
用
語
を
使
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
も
う
一
方
の
各
君
主
間
の
主
従
関
係
の
強
さ
を
強
調
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
封
建
制
と
し
か
表
示
し
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ

う
。
両
博
士
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
中
国
古
代
の
政
治
的
現
実
で

あ
っ
て
、
そ
の
現
実
を
説
明
す
る
た
め
に
あ
る
場
合
に
は
都
市
国
家
と
い
う

用
語
を
、
あ
る
場
合
に
は
封
建
制
と
い
う
用
語
を
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
両
博
士
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
過
去
の
現
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
現

実
の
あ
る
場
面
を
よ
り
正
確
に
表
示
し
よ
う
と
し
て
、
都
市
国
家
と
い
う
用

語
が
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
使
用
し
、
封
建
制
と
い
う
用
語
が
適
切

で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
使
用
し
た
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
研
究
に
お
け

る
こ
の
当
た
り
前
の
方
法
を
、
故
貝
塚
博
士
の
こ
の
一
文
を
読
ん
で
、
今
一

度
か
み
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

本
稿
が
復
原
し
よ
う
と
し
て
い
る
先
秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
は
、
そ

の
復
原
の
結
果
に
お
い
て
両
博
士
の
都
市
国
家
説
を
、
わ
ず
か
な
程
度
で
は

あ
る
が
補
強
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
両
博
士
に
見

習
っ
て
で
き
る
だ
け
正
確
に
現
実
を
復
原
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意

思
の
確
認
を
こ
め
て
、
こ
の
場
を
借
り
て
、『
著
作
集
第
一
巻
』「
あ
と
が
き
」

の
一
文
を
掲
げ
て
み
た
の
で
あ
る
。

　

い
さ
さ
か
異
例
な
序
文
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
う
し
て
三
十
数
年
来

の
胸
の
つ
か
え
を
解
消
し
て
、
以
下
に
は
ま
ず
既
存
文
献
伝
承
の
み
を
た
よ

り
に
先
秦
都
城
の
門
・
朝
と
内
城
・
外
郭
の
配
置
構
造
を
復
原
し
て
み
た
い

と
思
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
試
み
に
対
し
て
は
、
何
を
今
さ
ら
と
い
う
非
難

が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
鄭
玄
か
ら
は
じ
ま
っ
て
清
朝
の
学
者
た
ち
、

そ
し
て
近
年
の
賀
業
矩
氏
や
そ
れ
こ
そ
貝
塚
博
士
や
宮
崎
博
士
に
い
た
る
ま

で
、
数
多
い
学
者
た
ち
が
残
存
資
料
を
網
羅
的
に
駆
使
し
て
緻
密
な
考
証
を

重
ね
、
精
確
な
意
見
を
出
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
付
け
足
す

べ
き
も
の
は
も
は
や
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
た
だ
万
に
一
つ
の

確
率
で
は
あ
ろ
う
が
、
付
け
足
す
も
の
が
見
つ
か
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の

万
一
の
可
能
性
へ
の
期
待
が
、
本
稿
執
筆
を
あ
え
て
実
施
す
る
第
一
の
理
由

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
課
題
に
お
け
る
基
本
的
資
料
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る

儒
家
経
典
が
中
心
と
な
る
が
、
従
前
の
学
者
た
ち
が
そ
れ
ら
古
典
の
解
読
に

い
か
に
苦
心
し
て
い
る
か
、
そ
の
有
様
は
見
ご
た
え
十
分
で
あ
る
。
見
ご
た

え
十
分
ま
で
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
自
身
も
そ
の
苦
心
を
少
し

で
も
味
わ
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
が
本
稿
執
筆
を
あ
え
て
実
施
す
る
第
二
の
理

由
に
他
な
ら
な
い
。

　

本
稿
の
考
察
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
も
っ
て
進
め
ら
れ
る
。

　

一
．『
周
礼
』
の
記
事
か
ら
、『
周
礼
』
の
作
者
（
作
者
た
ち
）
が
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
、
周
王
朝
都
城
の
門
朝
・
城
郭
配
置
構
造
を
復
原
す
る
。
そ
れ

は
具
体
的
に
い
え
ば
、
作
者
が
想
定
し
て
い
た
〝
周
王
朝
の
制
度
に
も
と
づ

く
都
城
構
造
そ
の
も
の
〞、
も
し
く
は
作
者
が
想
定
し
て
い
た
〝
儒
家
的
理

念
か
ら
し
て
こ
う
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
た
都
城
構
造
〞
で
あ
り
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
う
な
れ
ば
儒
家
的
理
想
型
と
し
て
の
〝
周
制
プ
ラ
ン
〞

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、必
要
な
限
り
に
お
い
て
『
礼
記
』

な
ど
の
記
事
も
参
照
す
る
。

　

二
．『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
か
ら
、
春
秋
列
国
都
城
の
門
朝
・
城
郭
配

置
構
造
を
復
原
す
る
。
こ
れ
は
春
秋
時
代
に
実
際
に
存
在
し
た
、
実
情
と
し

て
の
配
置
構
造
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
必
要
な
限
り
に
お

い
て
『
国
語
』
な
ど
の
記
事
も
参
照
す
る
。

　

ま
た
、
資
料
の
読
解
に
際
し
て
は
、
次
の
二
点
に
留
意
し
て
い
る
。

　

一
．『
周
礼
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
注
・
疏
を

は
じ
め
と
す
る
後
世
の
解
釈
を
な
る
べ
く
参
照
し
な
い
。
注
・
疏
な
ど
に
は

き
わ
め
て
有
用
な
意
見
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
後
世
人
の

解
釈
で
あ
っ
て
、『
周
礼
』・『
春
秋
左
氏
伝
』
の
原
文
の
認
識
と
は
、
実
は

必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
も
の
も
か
な
り
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
明



東北学院大学論集　歴史と文化　第 62号

7（　 ）

ら
か
に
し
た
い
の
は
、『
周
礼
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
自
身
の
認
識
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
、『
周
礼
』
や
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
原
文
自
体
を
彼
此
相
互
に

照
合
す
る
と
い
う
方
法
に
で
き
る
だ
け
徹
し
た
い
と
思
う
。

　

二
．
近
年
先
秦
都
城
を
め
ぐ
る
考
古
資
料
の
増
加
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の

が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
導
入
は
こ
の
既
存
文
献
伝
承
に
よ
る
作
業
が
終
了
し

た
の
ち
に
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
既
存
文
献
伝
承
の
情

報
を
考
古
資
料
で
も
っ
て
検
証
す
る
の
は
、
や
は
り
既
存
文
献
伝
承
を
精
査

し
た
の
ち
が
好
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
、
単
純
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

一
．『
周
礼
』
の
記
事
か
ら
想
定
さ
れ
る
周
王
朝
都
城
の
門
朝
・
城
郭

構
造

　
『
周
礼
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議

論
が
あ
る
経
典
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
は
た
し
て
周
王
朝
が
創
設
し
た
制
度

を
ど
こ
ま
で
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
か
、
異
論
の
多
い
経
典
で
あ
る
。
極
端

に
い
え
ば
、『
周
礼
』
に
み
え
る
周
王
朝
の
制
度
は
、
後
世
の
儒
者
が
捏
造

し
た
ま
っ
た
く
架
空
の
制
度
で
あ
っ
て
、『
周
礼
』
に
見
え
る
制
度
な
ど
実

際
は
何
も
存
在
し
な
か
っ
た
い
う
意
見
さ
え
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
っ

と
も
問
題
と
な
る
「
冬
官
考
工
記
」
は
、
あ
る
時
点
で
亡
失
し
て
の
ち
に
付

加
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
都
城
構
造
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
と

い
っ
て
も
「
冬
官
考
工
記
」
と
他
の
五
官
で
は
そ
も
そ
も
異
な
る
の
で
は
、

と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
対
す
る
本
稿
の
立
場
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
周
礼
』
の
作
者
（
作
者
た
ち
）
は
、
西
周
時
期
以
降
『
周
礼
』
成
立

時
期
に
至
る
ま
で
の
周
王
朝
の
都
城
構
造
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
認

識
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、『
周
礼
』
の
記
事
は
そ
れ
ら
の
認
識

を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
周
礼
』

の
原
文
か
ら
そ
れ
ら
の
認
識
を
抽
出
し
て
整
理
す
れ
ば
、
そ
こ
に
一
つ

の
都
城
構
造
が
復
原
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、『
周
礼
』
の
儒
家
経
典

と
し
て
の
格
付
け
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
儒
家
た
ち
が
描
い
た
さ
ま
ざ

ま
な
都
城
構
造
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
早
く
に
描
か
れ
た
も
っ
と
も

本
源
的
な
都
城
構
造
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
れ

を
周
制
プ
ラ
ン
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
の
周
制
プ
ラ
ン
を
『
周
礼
』
の

資
料
的
性
格
を
右
の
よ
う
に
と
ら
え
た
う
え
で
復
原
し
よ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。
ま
た
周
制
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
認
識
に
お
い
て
、「
冬
官
考

工
記
」
と
他
の
五
官
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
し

か
し
は
っ
き
り
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
も
し
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も

周
制
プ
ラ
ン
の
復
原
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で

は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
文
を
草
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
が
―
。
気
に
は
な
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
は
と
り
あ

え
ず
無
視
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、『
周
礼
』
の
示
し
て
い
る
門
朝
・
城
郭
の
配
置
構
造
と
い
え
ば
、

そ
の
「
冬
官
考
工
記
」〈
匠
人
〉
の
次
の
一
文
を
ま
ず
掲
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

匠
人
営
國
。
方
九
里
、
旁
三
門
。
國
中
九
経
九
緯
、
経
涂
九
軌
。
左
祖

右
社
。
面
朝
後
市
。
市
朝
一
夫
。
夏
后
氏
世
室
。
堂
脩
二
七
、
廣
四
脩

一
。
五
室
。
三
四
歩
、
四
三
尺
。
九
階
。
四
旁
両
夾
窻
。
白
盛
。
門
、

堂
三
之
二
、
室
三
之
一
。
殷
人
重
屋
。
堂
脩
七
尋
、
堂
崇
三
尺
。
四
阿
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重
屋
。
周
人
明
堂
。
度
九
尺
之
筵
、
東
西
九
筵
、
南
北
七
筵
。
堂
崇
一

筵
。
五
室
。
凡
室
二
筵
。
室
中
度
以
几
堂
、
上
度
以
筵
宮
、
中
度
以
尋
、

野
度
以
歩
、
涂
度
以
軌
。
廟
門
容
大
扃
七
个
、
闈
門
容
小
扃
参
个
。
路

門
不
容
乗
車
之
五
个
。
応
門
二
徹
参
个
。
内
有
九
室
、
九
嬪
居
之
。
外

有
九
室
、
九
卿
朝
焉
。
九
分
其
國
、
以
為
九
分
、
九
卿
治
之
。
王
宮
、

門
阿
之
制
五
雉
、
宮
隅
之
制
七
雉
、
城
隅
之
制
九
雉
。
経
涂
九
軌
、
還

涂
七
軌
、
野
涂
五
軌
。
門
阿
之
制
、
以
為
都
城
之
制
。
宮
隅
之
制
、
以

為
諸
侯
之
城
制
。
還
涂
、
以
為
諸
侯
経
涂
。
野
涂
、
以
為
都
経
涂
。

拠
る
べ
き
ま
と
ま
っ
た
唯
一
の
記
事
で
あ
る
「
冬
官
考
工
記
」〈
匠
人
〉
の

一
文
は
、
こ
の
よ
う
に
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
簡
単
な
ば
か
り
か
、
こ
れ
で

は
各
門
・
各
朝
の
配
置
情
況
、
内
城
・
外
郭
の
配
置
情
況
を
復
原
し
よ
う
が

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
復
原
に
は
ど
う
し
て
も
五
官
の
記
事
を
参
照
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
五
官
の
記
事
を
使
っ
て
い
く
つ
か
の

情
況
を
復
原
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

〔
治
朝
と
路
門
〕

「
天
官
」〈
宰
夫
〉
に
次
の
一
記
事
が
あ
る
。

　

宰
夫
之
職
、
掌
治
朝
之
灋
。
以
正
王
及
三
公
・
六
卿
・
大
夫
・
羣
吏
之

位
。
掌
其
禁
令
、
敘
羣
吏
之
治
、
以
待
賓
客
之
令
・
諸
臣
之
復
・
萬
民

之
逆
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、〝
治
朝
〞
と
い
う
広
場
で
の
会
同
に
お
い
て
所
定
の
場

所
（
位
）
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
王
・
三
公
・
六
卿
・
大
夫
・
羣
吏
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
公
・
六
卿
・
大
夫
・
羣
吏
が
、
治
朝
に
入
り
そ
こ
で

の
会
同
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
身
分
の
保
持
者
で
あ
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
六
卿
・
大
夫
と
並
ん
で
見
え
て
い
る
の
は
〝
士
〞
で
は
な

く
〝
羣
吏
〞
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
奇
異
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
疑
問

は
「
夏
官
」〈
司
士
〉
の
一
文
に
よ
っ
て
容
易
に
解
消
さ
れ
る
。

正
朝
儀
之
位
、
辨
貴
賤
之
等
。
王
南
郷
、
三
公
北
面
東
上
。
孤
東
面
北

上
。
卿
・
大
夫
西
面
北
上
。
王
族
故
士
・
虎
士
在
路
門
之
右
、
南
面
東

上
。
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
在
路
門
之
左
、
南
面
西
上
。
司
士
擯
、
孤
・

卿
特
揖
、
大
夫
以
其
等
旅
揖
、
士
旁
三
揖
。
王
還
、
揖
門
左
、
揖
門
右
。

大
僕
前
、
王
入
内
朝
、
皆
退
。

　

こ
の
朝
儀
に
参
加
し
て
い
る
の
は
、
王
・
三
公
・
孤
・
卿
・
大
夫
・
故
士
・

虎
士
・
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
で
あ
る
が
、
王
の
も
と
に
三
公
・
卿
・
大

夫
が
参
集
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、「
天
官
」〈
宰
夫
之
職
〉
の
治
朝
で
の
会

同
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
朝
儀
が
治
朝
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、朝
儀
の
最
後
に
孤
と
卿
が〝
特
揖
〞、大
夫
が〝
旅
揖
〞、

〝
士
〞
が
〝
旁
三
揖
〞
と
い
う
お
辞
儀
を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
朝
儀
に
士
身
分
の
者
も
参
加
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
士

身
分
の
者
と
は
、
王
の
右
側
と
左
側
に
南
面
し
て
整
列
し
て
い
る
、
故
士
・

虎
士
や
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
士
身
分
の
も
の
を
い

う
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
三
公
・
孤
・
卿
・
大
夫
の
背
後
に
整
列
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
士
身
分
の
者
を
い
う
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど
も
―
お
そ

ら
く
後
者
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
が
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
す

る
「
秋
官
」〈
朝
士
〉
の
〝
左
九
棘
、
孤
・
卿
・
大
夫
位
焉
。
羣
士
在
其
後
。〞

と
い
う
一
文
が
参
考
に
な
る
―
、
こ
の
治
朝
で
の
朝
儀
に
士
身
分
の
者
が
参

加
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
参
列
者
の
侍
立
位
置
を

差
配
す
る
職
位
が
〝
司
士
〞
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
何
よ

り
裏
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
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「
天
官
」〝
宰
夫
〞　

三
公
―
六
卿
―
大
夫
―
羣
吏

「
夏
官
」〝
司
士
〞　

三
公
―　
卿　
―
大
夫
―　
士

　

と
い
う
対
応
関
係
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
羣
吏
は
士
身
分
の
者
に

他
な
ら
ず
―
士
身
分
の
者
で
何
ら
か
の
職
位
に
就
い
て
い
た
も
の
に
違
い
な

い
―
、〈
宰
夫
之
職
〉
に
お
い
て
も
〈
司
士
〉
に
お
い
て
も
、
こ
れ
よ
り
下

位
の
者
の
参
加
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
治
朝
の
会
同
に
参
加

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
最
下
位
身
分
は
士
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
下
位
と
い
っ
て
も
、
卿
・
大
夫
に
比
べ
て
の
こ
と

で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
卿
・
大
夫
・
士
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
る
貴
戚

階
層
だ
け
が
治
朝
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
司
士
〉
の
一
文
に
、「
冬
官
考
工
記
」〈
匠
人
〉
が
か

か
げ
る
廟
門
・
闈
門
・
路
門
・
応
門
の
う
ち
の
〝
路
門
〞
が
、〝
王
族
故
士
・

虎
士
在
路
門
之
右
、
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
在
路
門
之
左
〞
と
い
う
文
面

に
お
い
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
路
門
と
は
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。「
春
官
」〈
小
宗
伯
〉
に
〝
縣
衰
冠
之
式
于
路
門
之
外
〞
と
あ
っ
て
、

小
宗
伯
の
職
掌
範
囲
か
ら
し
て
、
ど
う
や
ら
治
朝
に
面
す
る
門
で
あ
っ
た
ら

し
い
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
だ
け
で
は
な
ん
と
も
判
定
し

よ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
〈
司
士
〉
の
一
文
を
今
一
度
読
み
進
め
て
み
る
と
、

朝
儀
の
最
後
に
王
が
門
の
左
（
東
）
と
門
の
右
（
西
）
に
向
か
っ
て
会
釈
し
、

大
僕
が
先
導
し
て
王
は
〝
内
朝
〞
に
入
り
、
こ
れ
で
会
同
は
終
了
と
な
っ
て

参
加
者
も
退
出
し
て
い
く
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
王
は
当
然
何
か
の

門
を
く
ぐ
っ
て
内
朝
に
帰
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
門
は
、
王
族

故
士
・
虎
士
が
そ
の
門
前
の
右
（
西
）
に
整
列
し
、
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従

者
が
そ
の
左
（
東
）
に
整
列
し
て
い
た
路
門
を
お
い
て
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

王
が
会
釈
し
終
わ
る
と
、
大
僕
が
列
か
ら
離
れ
て
ま
ず
路
門
を
く
ぐ
り
、
彼

を
先
導
役
と
し
て
王
が
続
い
て
路
門
を
く
ぐ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
路
門

は
朝
儀
の
広
場
で
あ
る
治
朝
と
そ
の
内
側
の
内
朝
を
つ
な
ぐ
門
で
あ
り
、
治

朝
に
南
面
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

治
朝
で
会
同
が
あ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
三
公
・
孤
・
卿
・
大
夫
・
士
た
ち

が
治
朝
に
集
合
し
て
所
定
の
位
置
に
つ
き
静
か
に
王
の
出
御
を
待
っ
て
い

る
。
ほ
ど
な
く
し
て
王
は
、
―
お
そ
ら
く
大
僕
に
先
導
さ
れ
て
―
路
門
を
く

ぐ
っ
て
内
朝
か
ら
治
朝
に
出
御
し
、
居
並
ぶ
百
官
に
南
面
す
る
。
そ
の
王
の

位
置
は
、
も
ち
ろ
ん
路
門
の
南
端
を
出
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
そ
の
際
、
王
の
面
前
の
広
場
に
三
公
は
北
面
し
、
孤
は
そ
の
西
側

で
東
面
し
、
卿
・
大
夫
は
そ
の
東
側
で
西
面
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
王
族

故
士
・
虎
士
と
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
と
い
う
、
お
そ
ら
く
は
三
公
・
孤
・

卿
・
大
夫
よ
り
は
身
分
ラ
ン
ク
の
低
い
、
士
身
分
に
属
す
る
者
と
思
わ
れ
る

者
が
、
路
門
の
右
・
左
に
、
つ
ま
り
王
の
右
・
左
に
南
面
し
て
並
ん
で
い
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
理
由
の
推
測
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
故
士
と

は
士
身
分
の
者
の
な
か
で
も
王
及
び
先
王
と
と
く
に
関
係
の
深
い
由
緒
あ
る

者
、
虎
士
と
は
士
身
分
の
者
の
な
か
で
も
と
く
に
勇
猛
な
者
を
指
し
て
い
る

に
違
い
な
く
、
彼
ら
は
い
わ
ば
譜
代
の
兵
士
・
精
鋭
の
兵
士
と
し
て
、
王
の

護
衛
役
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
僕
・
大
右
・
大
僕
従
者
は
、

そ
の
字
面
か
ら
し
て
王
の
秘
書
役
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
王
の
侍
従
役
を

勤
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。王
の
出
入
に
際
し
て
先
導
役
を
務
め
る
と
い
う
、

大
僕
の
職
務
は
侍
従
役
の
一
つ
の
重
要
な
仕
事
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼

ら
は
王
を
護
衛
し
王
の
行
動
を
補
助
す
る
た
め
に
王
の
左
右
に
近
侍
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
王
を
守
護
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
も
っ
と
も
高
く
、
王
の
信
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頼
も
ま
た
も
っ
と
も
篤
い
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
の
手
足
と
し
て

の
活
動
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
王
の
左
右
至
近
の
位
置
に
立

侍
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
治
朝
で
も
し
不
測
の
事
態
が
起
こ
っ
た

場
合
、
決
し
て
そ
れ
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
南
面
し
て
い
た

の
は
、
治
朝
全
体
を
見
渡
し
監
視
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
み
て
、
ま
ち
が
い

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
卿
・
大
夫
・
士
身
分
の
百
官
が
会
同
す
る
治
朝
と
い
う
朝
と
、

治
朝
に
南
面
し
、
内
朝
・
治
朝
の
出
入
門
で
あ
る
路
門
の
存
在
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
二
つ
の
門
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

一
つ
は
、「
地
官
」〈
師
氏
〉
の
〝
居
虎
門
之
左
、
司
王
朝
〞
と
い
う
記
事

に
見
え
る
虎
門
で
あ
る
。
王
朝
と
は
王
の
視
朝
、
つ
ま
り
王
が
出
御
し
て
百

官
と
会
同
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
は
治
朝
で
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
際
に
師
氏
が
待
機
し
た
虎
門
と
は
路
門
の
別
名
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
路
門
が
な
ぜ
虎
門
と
も
呼
ば
れ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

虎
士
が
そ
の
右
（
西
）
に
侍
立
し
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

一
つ
は
、「
夏
官
」〈
大
僕
〉
の
〝
建
路
鼓
于
大
寝
之
門
外
而
掌
其
政
〞
と

い
う
記
事
に
見
え
る
大
寝
之
門
で
あ
る
。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
王
の
出
御
に

際
し
て
路
門
の
左
（
東
）
に
侍
立
す
る
の
が
大
僕
の
重
要
な
職
掌
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
し
て
も
、
ま
た
〝
路
鼓
〞
と
い
う
表
記
か
ら
し
て
も
、
こ
の
路
鼓

の
〝
路
〞
が
路
門
の
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
と
す
る
と
、
そ

の
路
鼓
が
建
て
ら
れ
た
大
寝
之
門
外
の
大
寝
之
門
と
は
、路
門
そ
の
も
の
か
、

そ
う
で
な
い
に
し
て
も
―
路
門
の
南
側
は
治
朝
と
い
う
広
場
で
門
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
か
ら
―
、
路
門
内
側
の
内
朝
諸
門
の
な
か
の
路
門
か
ら
そ
う

遠
く
な
い
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
が
正
解
で
あ
る
と
は
思
う
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
門
が
〝
大
寝
之
門
〞
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
を
見
落

と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
路
門
そ
の
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
内

朝
諸
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、〝
大
寝
〞
と
い
う
表
記
は
、
王
の
寝
所

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
夏
官
」〈
司
士
〉
に
見
え
る
〝
内

朝
〞
は
、王
の
寝
所
が
配
置
さ
れ
た
、い
わ
ば
王
の
私
的
な
生
活
空
間
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

〔
外
朝
と
象
魏
・
応
門
〕

「
秋
官
」〈
小
司
寇
〉
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

掌
外
朝
之
政
、
以
致
万
民
而
詢
焉
。
一
曰
詢
國
危
、
二
曰
詢
國
遷
、
三

曰
詢
立
君
。

　

ま
た
「
秋
官
」〈
朝
士
〉
に
は
、

掌
建
邦
外
朝
之
灋
。
左
九
棘
、
孤
・
卿
・
大
夫
位
焉
。
羣
士
在
其
後
。

右
九
棘
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
位
焉
。
羣
吏
在
其
後
。
面
三
槐
、
三

公
位
焉
。
州
長
・
衆
庶
在
其
後
。
右
嘉
石
平
罷
民
焉
、
右
肺
石
達
窮
民

焉
。

と
い
う
一
文
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
朝
と
い
う
広
場
に
は
、
孤
・
卿
・
大
夫
・
士
・
公
・
侯
・

伯
・
子
・
男
・
州
長
だ
け
で
な
く
、
万
民
・
衆
庶
・
罷
民
・
窮
民
な
ど
と
呼

ば
れ
る
階
層
身
分
の
者
も
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

階
層
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
規
定
は
む
つ
か
し
い
が
、〝
民
〞
と
い
う

表
記
を
援
用
し
て
、
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
一
応
〝
一
般
民
〞
と
い
う
規
定

を
与
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
外
朝
は
一
般
民
が
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。治
朝
に
は
士
以
上
の
者
し
か
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
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そ
の
治
朝
の
内
側
に
は
王
の
私
的
な
空
間
で
あ
る
内
朝
が
存
在
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
三
朝
の
配
置
が
、
王
の
寝
所
か
ら
南
へ
内
朝
―
治
朝
…
外
朝
の
順

で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
治
朝
と
外
朝
の
間
に
さ
ら

に
他
の
朝
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
右
の
記
事
だ
け
で
は
な
ん
と
も
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
治
朝
と
外
朝
の
間
は
、
こ
の
段
階
で
は
…
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
外
朝
の
機
能
を
云
々
す
る
の
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は

次
の
記
事
で
あ
る
。

正
月
之
吉
始
和
布
治
于
邦
國
都
鄙
。
乃
縣
治
象
之
灋
于
象
魏
、
使
万
民

観
治
象
、
挟
日
而
斂
之
（「
天
官
」〈
大
宰
〉）。

こ
の
記
事
は
、
治
象
之
灋
の
部
分
が
、「
地
官
」〈
大
司
徒
〉
で
は
教
象
之
灋
、

「
夏
官
」〈
大
司
馬
〉
で
は
政
象
之
灋
、「
秋
官
」〈
大
司
寇
〉
で
は
刑
象
之
灋

と
な
っ
て
同
文
が
見
え
て
い
る
が
、
象
魏
を
観
る
の
は
い
ず
れ
も
〝
万
民
〞

で
あ
る
。
万
民
が
集
合
す
る
の
は
外
朝
な
の
で
あ
る
か
ら
、
象
魏
を
観
る
た

め
に
彼
ら
が
集
合
し
た
場
所
も
当
然
外
朝
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

象
魏
と
は
、
万
民
が
そ
れ
を
観
て
施
政
の
内
容
を
知
る
、
一
種
の
看
板
で

あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
魏
は
お
そ
ら
く
〝
巍
巍
〞
の
意
で
あ
ろ
う

か
ら
、
そ
れ
は
高
所
に
聳
え
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
設
置
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
参
考
に
な
る
の
は
「
地
官
」〈
大
司
徒
〉

の
次
の
一
文
の
み
で
あ
る
。

若
國
有
大
故
、
則
致
万
民
於
王
門
。
命
無
節
者
、
不
行
於
天
下
。

こ
れ
と
前
掲
「
秋
官
」〈
小
司
寇
〉
の
、

掌
外
朝
之
政
、
以
致
万
民
而
詢
焉
。
一
曰
詢
國
危
、
二
曰
詢
國
遷
、
三

曰
詢
立
君
。

を
並
べ
て
み
れ
ば
、
前
者
の
大
故
は
後
者
の
國
危
・
國
遷
・
立
君
に
ほ
ぼ
相

当
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
大
事
を
諮
る
場
合
、
万
民
は
外
朝
に

入
っ
て
〝
王
門
〞
の
も
と
に
集
合
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
王
門
は
当
然
外
朝

に
面
す
る
門
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
象
魏
は
こ

の
王
門
上
に
設
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
王
門
と
い
う
の
は
通
称
・
美
称
の
類
で
あ
っ
て
、
ど
の
門
が
そ

う
呼
ば
れ
た
の
か
、〈
大
司
徒
〉
や
〈
小
司
寇
〉
の
記
事
の
み
か
ら
推
測
し

よ
う
と
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、〝
王
門
〞
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
、

と
く
に
重
要
で
荘
厳
な
門
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
こ
こ
に
あ
る

程
度
の
推
測
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

「
冬
官
考
工
記
」〈
匠
人
〉
が
掲
げ
て
い
る
門
は
、
廟
門
・
闈
門
・
路
門
・

応
門
の
四
門
で
あ
っ
た
。
諸
門
の
な
か
か
ら
と
く
に
こ
の
四
門
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
四
門
が
と
く
に
重
要
な
門
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
と
す
れ
ば
王
門
と
通
称
・
美
称
さ
れ
る
重
要
か
つ
荘
厳
な
門
が
こ
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
確
率
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
路
門
が

内
朝
・
治
朝
の
出
入
門
に
し
て
治
朝
に
面
す
る
門
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て

い
る
以
上
、
残
り
の
三
門
の
う
ち
か
ら
捜
索
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
廟

門
は
王
が
先
君
を
祀
る
祠
廟
の
門
で
あ
ろ
う
か
ら
、
王
族
に
連
な
る
卿
・
大

夫
・
士
身
分
の
者
な
ら
と
も
か
く
、
一
般
民
で
あ
る
大
勢
の
万
民
が
そ
の
門

前
に
集
合
し
て
象
魏
を
仰
ぎ
み
た
と
は
考
え
に
く
い
。次
に
闈
門
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
付
さ
れ
た
門
か
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
廟

門
の
大
き
さ
が
大
扃
（
大
車
）
七
輛
を
容
れ
う
る
幅
を
も
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
そ
の
容
れ
う
る
幅
は
小
扃
（
小
車
）
三
輛
分
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
規
模

は
〝
王
門
〞
と
よ
べ
る
よ
う
な
壮
大
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
王
門
と
は
応
門
の
こ
と
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
消
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去
法
で
あ
る
と
の
憾
み
は
残
る
が
、
象
魏
の
設
置
さ
れ
る
外
朝
に
面
す
る
門

に
し
て
、
時
に
王
門
と
通
称
・
美
称
さ
れ
る
門
は
応
門
で
あ
っ
た
と
の
意
見

を
こ
こ
に
提
出
し
た
い
と
思
う
。

以
上
が
、『
周
礼
』
の
各
記
事
自
身
を
彼
此
照
合
し
て
抽
出
さ
れ
て
く
る
、

門
・
朝
の
配
置
構
造
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
内
朝
―（
路
門
）

―
治
朝 … （
応
門
）―
外
朝
と
い
う
配
置
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

…
の
部
分
、
つ
ま
り
治
朝
と
外
朝
の
間
に
さ
ら
に
他
の
朝
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
も
や
は
り
不
明
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

の
存
在
を
示
す
よ
う
な
朝
名
や
門
名
は
『
周
礼
』
の
中
に
は
ま
っ
た
く
見
え

な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
段
階
で
は
、
…
を
―
に
変
え
て
、
治
朝
と
外
朝

は
北
・
南
に
隣
接
す
る
朝
で
、
そ
の
間
に
他
の
朝
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い

う
意
見
を
も
提
出
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

①　
《
周
礼
門
朝
》
内
朝
―（
路
門
）―
治
朝
―（
応
門
）―
外
朝
―（
？
門
）

　

そ
う
す
る
と
、
で
は
外
朝
を
挟
ん
で
応
門
と
北
と
南
に
向
か
い
合
い
、
一

般
民
が
外
朝
に
入
っ
て
く
る
門
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
題
に
な
る
で

あ
ろ
う
が
（
？
門
）、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
周
礼
』
の
記
事
自
身
の
み
で
は
、

ま
っ
た
く
想
定
不
可
能
で
あ
る
。こ
の
段
階
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
〔
城
と
郭
〕

　

次
に
内
城
・
外
郭
の
配
置
を
復
原
し
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
門
・
朝
の
そ

れ
以
上
に
関
連
記
事
は
零
細
で
あ
り
、か
ろ
う
じ
て
問
題
に
し
う
る
の
は「
夏

官
」〈
量
人
〉
と
〈
掌
固
〉
の
次
の
記
事
の
み
で
あ
る
。

掌
建
國
之
灋
、
以
分
國
為
九
州
、
営
國
城
郭
、
営
后
室
、
量
市
朝
・
道

巷
・
門
渠
（
量
人
）。

掌
脩
城
郭
・
溝
池
・
樹
渠
之
固
（
掌
固
）。

　

こ
こ
に
見
え
る
〝
城
郭
〞
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
部
分
を
さ
し
て
い
っ
て

い
る
の
か
、『
周
礼
』
の
記
事
に
は
直
接
説
明
し
て
い
る
も
の
が
な
い
。
お

そ
ら
く
手
が
か
り
と
な
り
う
る
の
は
前
者
の
〝
営
國
城
郭
〞
と
い
う
表
記
の

み
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
を
な
ん
と
か
追
求
し
て
い
く
し
か
他
に
手
段
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
〝
営
國
城
郭
〞
と
い
う
表
記
と
〈
匠
人
〉
条
の
〝
営
國
、方
九
里
・
旁
三
門
。

國
中
九
経
九
緯
、
…
。〞
と
い
う
表
記
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
前
者
の
〝
國
〞

と
後
者
の
〝
國
〞
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
〝
國
〞
は
ま
た
、

後
者
の
〝
國
中
〞
の
〝
國
〞
と
も
同
一
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
で

〝
國
中
〞
と
い
う
表
記
を
『
周
礼
』
の
な
か
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
と
、

・
掌
建
邦
之
教
灋
、
以
稽
國
中
及
四
郊
・
都
鄙
之
夫
家
九
比
之
数
（「
地

官
」〈
小
司
徒
〉）。

・
以
歳
時
登
其
夫
家
之
衆
寡
、
辨
其
可
任
者
。
國
中
、
自
七
尺
以
及

六
十
、野
、自
六
尺
以
及
六
十
有
五
、皆
征
之
（「
地
官
」〈
郷
大
夫
〉）。

・
各
掌
其
比
之
治
。
五
家
相
受
、
相
和
親
、
有
辜
・
奇
・
袤
、
則
相
及
。

徙
于
國
中
及
郊
、
則
従
而
授
之
（「
地
官
」〈
比
長
〉）。

・
以
廛
里
任
國
中
之
地
、
以
場
圃
任
園
地
、
以
宅
田
・
士
田
・
賈
田
任

近
郊
之
地
、
以
官
田
・
牛
田
・
賞
田
任
遠
郊
之
地
、
…
（「
地
官
」〈
載

師
〉）。

・
掌
國
中
失
之
事
、
以
教
國
子
弟
（「
地
官
」〈
師
氏
〉）。

・
一
曰
誓
、
用
之
于
軍
旅
、
二
曰
誥
、
用
之
于
会
同
、
三
曰
禁
、
用
諸

田
役
、
四
曰
糾
、
用
諸
國
中
、
五
曰
憲
、
用
諸
都
鄙
（「
秋
官
」〈
士

師
〉）。
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と
い
っ
た
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
に
み
え
る
〝
國
中
〞
は
、
い
ず
れ
も
四
郊
・
都
鄙
（
こ
の
都
は
今

問
題
と
し
て
い
る
国
都
＝
都
城
の
都
で
は
な
く
、
国
都
よ
り
小
規
模
な
城
壁

都
市
を
い
う
）・
野
・
郊
・
近
郊
・
遠
郊
と
対
比
し
て
登
場
し
て
お
り
、
明

ら
か
に
国
都
で
あ
る
都
城
の
内
側
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の

場
合
の
〝
國
〞
は
一
個
の
城
壁
都
市
と
し
て
の
都
城
を
指
し
て
い
る
は
ず
で

あ
り
、〈
匠
人
〉
の
〝
営
國
〞
と
は
そ
の
城
壁
都
市
と
し
て
の
都
城
を
建
設

す
る
こ
と
、〝
國
中
九
経
九
緯
〞
と
は
そ
の
城
壁
内
部
に
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
九

条
の
道
路
が
走
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。

こ
う
い
っ
た
事
例
か
ら
援
用
す
れ
ば
、〈
量
人
〉
に
見
え
る
〝
営
國
城
郭
〞

の
〝
國
〞
も
や
は
り
、一
個
の
城
壁
都
市
と
し
て
の
都
城
で
あ
り
、〝
國
城
郭
〞

と
は
〝
國
の
城
と
郭
〞
と
読
む
べ
く
、
都
城
内
部
を
構
成
す
る
城
と
郭
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、〈
匠
人
〉
に
見
え
る
〝
方
九
里
〞

の
城
壁
を
も
つ
都
城
の
内
部
が
城
の
部
分
と
郭
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、『
周
礼
』
の
作
者
（
作
者
た
ち
）

は
、
周
王
朝
の
都
城
は
内
城
・
外
郭
構
造
を
と
っ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
理
解
に
対
し
て
は
、
こ
の
場
合
の
〝
城
郭
〞
と
は
城
壁

あ
る
い
は
城
壁
で
囲
ま
れ
た
区
画
を
指
す
連
語
名
詞
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も

城
と
郭
と
い
う
、二
つ
の
城
壁
二
つ
の
区
画
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

〝
國
の
城
郭
〞
と
は
都
城
を
囲
ん
で
い
る
城
壁
も
し
く
は
都
城
を
構
成
し
て

い
る
城
壁
区
画
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
、
と
い
う
反
論
が

お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
反
論
に
回
答
を
返
す
た
め
に
は
、『
周
礼
』
以
外

の
資
料
を
持
ち
出
し
て
こ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
作
業
は
別
稿
を
も
っ
て
果
た

し
た
い
と
思
う
が
、こ
こ
で
は
関
連
す
る
二
つ
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

こ
の
段
階
で
の
回
答
と
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
外
な
ら
ぬ
基
本
資
料
で
あ
る
『
冬
官
考
工
記
』〈
匠
人
〉
に
見
え

る
記
述
な
の
で
あ
る
が
、
一
つ
は
、〝
王
宮
。
門
阿
之
制
五
雉
、
宮
隅
之
制

七
雉
、
城
隅
之
制
九
雉
〞
の
〝
城
隅
〞
の
〝
城
〞
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
王
宮
と
は
王
の
宮
殿
で
あ
り
、
そ
の
宮
殿
正
門
に
あ
る
何
ら
か
の
施

設
の
規
模
が
五
雉
、
そ
の
王
宮
四
壁
の
四
隅
に
あ
る
何
ら
か
の
施
設
の
規
模

が
七
雉
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
を
囲
む
城
壁
四
隅
の
何
ら
か
の
施
設
の
規
模
が

九
雉
と
い
う
の
が
、
こ
の
記
事
の
意
味
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
城
隅
之
制

九
雉
の
城
壁
の
周
長
を
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
と
想
定
し
て
い
る
の
か
残
念
な
が

ら
類
推
記
事
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
王
宮
を
囲
む
城
壁
と
な
る
と
、
そ
れ
が

一
王
宮
を
囲
む
も
の
で
あ
れ
複
数
王
宮
を
囲
む
も
の
で
あ
れ
、
常
識
的
に
お

よ
そ
の
想
定
は
可
能
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
辺
が
数
百
ｍ
、
ど
ん
な
に
長

く
と
も
千
ｍ
を
そ
う
大
き
く
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
周
礼
』

の
作
者
（
作
者
た
ち
）
は
方
九
里
の
都
城
の
な
か
に
、
王
宮
を
囲
む
こ
の
程

度
の
規
模
の
城
壁
が
存
在
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
一
つ
は
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、〝
営
國
。
方
九
里
、
旁
三
門
。〞
と
い
う

各
辺
三
門
を
も
っ
た
一
辺
九
里
の
城
壁
に
対
し
て
、『
周
礼
』
の
作
者
（
作

者
た
ち
）が
ど
の
よ
う
な
理
解
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
周

礼
』
の
使
用
し
て
い
る
一
里
が
ど
れ
ほ
ど
な
の
か
は
っ
き
り
は
し
な
い
も
の

の
、
約
四
百
ｍ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
う
す
る
と
九
里
は
四
㎞

弱
と
な
る
。
こ
の
九
は
も
ち
ろ
ん
聖
数
で
あ
っ
て
、
周
王
朝
都
城
の
現
実
を

そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
長
さ

が
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
先
秦
都
城
の
一
番
外
側
の
城
壁
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
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相
当
し
て
い
る
と
い
う
事
情
は
重
要
で
あ
る
。『
周
礼
』の
作
者（
作
者
た
ち
）

が
こ
の
王
朝
都
城
一
辺
九
里
の
城
壁
を
、
そ
の
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
一
番

外
側
の
城
壁
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
一
番
外
側
の
城
壁
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
で
は
〝
郛
〞
と
呼
ば
れ
、
い
わ
ゆ

る
外
郭
壁
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
周
礼
』
の
作
者
（
作
者
た
ち
）

が
一
辺
九
里
の
城
壁
を
〝
外
郭
壁
〞
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
可
能
性
は
、

高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
内
側
に
縦
横
九
条
の
道
路
が
走
っ
て
い
た

と
い
う
情
況
か
ら
し
て
も
、
そ
こ
を
外
郭
域
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、『
周
礼
』
の
作
者
（
作
者
た
ち
）
は
、
一
辺
九
里

か
ら
な
る
周
王
朝
の
都
城
、
つ
ま
り
〝
國
〞
は
、
王
宮
を
囲
む
内
城
と
縦
横

九
条
の
道
路
な
ど
を
囲
む
外
郭
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
に

違
い
な
い
と
い
う
意
見
を
、こ
の
段
階
で
提
出
し
て
お
き
た
い
。
と
す
る
と
、

『
周
礼
』
の
〝
國
〞
は
一
辺
九
里
の
城
壁
の
内
側
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
国
は
外
郭
を
も
含
む
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
序
に
示
し
た
よ
う

に
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
は
、〝
国
は
本
来
外
郭
を
含
ま
ず
内
城
部
分
の
み
を

指
し
て
い
た
〞
と
い
う
認
識
を
伝
え
る
記
事
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
比
較

す
る
と
、〝
國
〞
の
字
義
解
釈
に
限
っ
て
い
え
ば
、『
春
秋
左
氏
伝
』
か
ら
『
周

礼
』
の
間
に
、
そ
の
認
識
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、『
周
礼
』
記
事
分
析
の
最
後
と
し
て
、
宗
廟
と
社
稷
の
位
置
を
復

原
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
有
効
な
記
事
は
ま
っ
た
く
存

在
し
な
い
。
そ
れ
は
〝
外
朝
〞
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
意
見
は
お
そ
ら
く
正
し
い
の
で

あ
ろ
う
が
、
実
は
『
周
礼
』
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
そ
う
推
測
さ
せ
る
記
事

は
見
つ
か
ら
な
い
。〝
匠
人
〞
の
〝
左
祖
右
社
〞
や
「
春
官
」〈
小
宗
伯
〉
の
、

掌
建
國
之
神
位
、
右
社
稷
、
左
宗
廟
。
…
凡
天
地
之
大
災
類
、
社
稷
・

宗
廟
則
為
位
。

に
よ
っ
て
、
左
（
東
）
が
宗
廟
、
右
（
西
）
が
社
稷
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
が
内
朝
な
の
か
治
朝
な
の
か
外
朝
な
の
か
、
あ
る
い
は

外
郭
な
の
か
、
外
郭
外
、
つ
ま
り
都
城
な
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
外

朝
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
、
も
ち
ろ
ん
『
周
礼
』
以
外
の
資
料
か
ら
導
き
出

さ
れ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

な
お
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
事
情
に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
〈
匠
人
〉
が
掲
げ
る
四
門
の
廟
門
―
闈
門
―
路
門
―
応
門
と

い
う
順
序
で
あ
る
。
こ
の
順
序
が
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
な
も
の
で
あ
れ
ば
問
題
は

生
じ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
路
門
―
応
門
が
王
所
か
ら
み
て
そ
れ
ぞ
れ

よ
り
内
側
よ
り
外
側
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
判
明
し
て
い
る
以
上
、
あ
る
い

は
こ
の
順
序
は
王
所
か
ら
み
て
南
へ
順
に
廟
門
―
闈
門
―
路
門
―
応
門
と
並

ん
で
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
捨
て
去
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

性
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
闈
門
は
と
も
か
く
と
し
て
、
廟
門
は
字
面
か
ら
し

て
祖
先
祭
祀
に
供
す
る
祀
廟
の
門
で
あ
ろ
う
か
ら
、
路
門
の
さ
ら
に
内
側
、

お
そ
ら
く
内
朝
に
祀
廟
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し

そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
（
右
）
社
稷
・（
左
）
宗
廟
の
宗
廟

の
こ
と
な
の
か
、
違
う
と
す
れ
ば
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

重
要
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
検
討
し
よ
う
が
な
い
事
情
で
は
あ

る
が
、
一
応
、
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

『
周
礼
』
の
記
事
自
身
を
彼
此
照
合
し
て
得
ら
れ
る
周
王
朝
都
城
の
門
朝
・
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城
郭
構
造
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
以
上
の
よ
う
に
ご
く
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
以
下
に
は
『
周
礼
』
の
記
事
以
外
は
用
い
な
い
と
い
う
禁
忌
を
あ
え

て
や
ぶ
っ
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
う
少
し
情
報
を
付
け
加
え
た
い
と
思
う

が
、
禁
忌
を
や
ぶ
る
と
い
っ
て
も
、
後
世
の
注
・
疏
な
ど
を
使
用
し
て
し
ま
っ

て
は
、
当
初
の
目
論
見
自
体
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で

は
『
周
礼
』
に
な
ら
ぶ
〝
礼
〞
の
経
典
で
あ
る
『
儀
礼
』
と
『
礼
記
』
だ
け

に
限
っ
て
、
い
く
つ
か
の
関
連
記
事
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

も
っ
と
も
、『
儀
礼
』
で
は
路
門
が
〝
寝
門
〞
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

を
伝
え
る
、

管
人
布
幕
于
寝
門
外
、
…
。
宰
入
告
具
于
君
、
君
朝
服
出
門
左
、
南
郷

（「
聘
礼
」）

と
い
う
一
文
を
の
ぞ
け
ば
、
関
連
記
事
は
皆
無
に
等
し
く
、
そ
こ
で
い
き
お

い
『
儀
礼
』
に
比
べ
れ
ば
そ
れ
が
や
や
豊
富
な
『
礼
記
』
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
に
な
る
。

『
礼
記
』
の
な
か
で
、
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
記
事
は
次
の
二

つ
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
「
文
王
世
子
」
の
、

其
朝
于
公
、
内
朝
、
則
東
面
北
上
。
臣
有
貴
者
以
歯
。
其
在
外
朝
以
官
、

司
士
為
之
。
…
。
公
族
朝
于
内
朝
、
内
親
也
。
雖
有
貴
者
以
歯
、
明
父

子
也
。
外
朝
以
官
、
體
異
姓
也
。　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
前
段
と
後
段
の
間
に
は
少
し
長
い
文
章
が
は
さ
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
両
段
の
主
旨
は
同
じ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
前
段

の
〝
其
朝
于
公
、
内
朝
〞
と
い
う
表
記
に
は
何
か
誤
写
が
あ
る
よ
う
に
も
思

う
が
、
後
段
の
〝
公
族
朝
于
内
朝
〞
と
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
）。
公
族
と
は
『
周
礼
』「
夏
官
」〈
司
士
〉
に
い
う
三
公
・
孤
・
卿
・

大
夫
ク
ラ
ス
の
高
位
身
分
の
者
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
り
、
ち
な
み
に
〈
司

士
〉
の
記
事
で
〝
東
面
北
上
〞
し
て
い
る
の
は
〝
孤
〞
身
分
の
者
で
あ
っ
た
。

そ
う
す
る
と
こ
こ
に
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
こ
う

い
っ
た
高
位
身
分
の
者
が
集
合
す
る
の
は
『
周
礼
』
で
は
〝
治
朝
〞
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
文
王
世
子
」
で
は
そ
れ
が
〝
内
朝
〞
と
な
っ
て

い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
『
周
礼
』
で
は
〝
士
〞
身
分
の
者
も
治
朝
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
文
王
世
子
」
で
は
〝
其
在
外
朝
以
官
、
司
士
為
之
〞

と
な
っ
て
い
て
、〝
司
士
〞
の
管
理
に
従
う
士
は
〝
外
朝
〞
に
は
入
れ
る
も

の
の
、
そ
の
内
側
の
〝
内
朝
〞
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

今
一
つ
は
、「
玉
藻
」
の

朝
服
、
以
日
視
朝
於
内
朝
、
…
、
君
日
出
而
視
之
、
退
適
路
寝
聽
政
。

使
人
視
大
夫
。
大
夫
退
、
然
後
適
小
寝
釈
服
。

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
そ
の
文
意
は
〝
君
は
朝
儀
の
正
装
で
あ
る
朝
服
を
着

て
、
日
が
の
ぼ
る
と
内
朝
に
出
御
し
て
政
事
に
臨
む
、
…
君
は
日
が
の
ぼ
る

と
内
朝
に
出
御
し
て
政
事
に
臨
み
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
路
寝
に
引
き
返
し
て

さ
ら
に
政
事
を
行
う
。
そ
の
際
は
、
自
身
で
な
く
臣
僚
に
命
じ
て
大
夫
に
面

会
さ
せ
る
。
大
夫
が
す
べ
て
退
く
と
一
連
の
政
事
は
終
了
で
あ
り
、
君
は
小

寝
に
帰
っ
て
よ
う
や
く
朝
服
を
脱
ぐ
。〞
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

よ
る
と
公
族
の
集
合
場
所
で
あ
る
内
朝
の
内
側
に
は
〝
路
寝
〞
と
い
う
空
間

が
あ
り
―
お
そ
ら
く
そ
の
路
寝
の
な
か
に
小
寝
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
―
、
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こ
の
路
寝
が
『
周
礼
』
に
い
う
、
治
朝
内
側
の
私
的
生
活
空
間
で
あ
る
〝
内

朝
〞
に
相
当
す
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
路
寝
と
い

う
表
記
か
ら
そ
の
路
寝
と
内
朝
を
出
入
す
る
門
が
路
門
と
呼
ば
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
も
、
容
易
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
二
つ
の
記
事
の
内
容
を
『
周
礼
』
の
関
連
記
事
と
比
較
し
て

み
る
と
、『
周
礼
』
の
門
名
・
朝
名
と
『
礼
記
』
の
門
名
・
朝
名
に
は
異
同

が
あ
り
、
ま
た
士
身
分
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
理
解
に
異
同
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
今
後
者
の
異
同
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
前
者
の
異

同
に
対
応
す
る
門
朝
配
置
を
並
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
周
礼
』
内
朝
―（
路
門
）―
治
朝
―（
応
門
）―
外
朝

『
礼
記
』
路
寝
―（
路
門
）―
内
朝
―（
？
門
）―
外
朝

　

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
異
同
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
確
か
な

理
由
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
れ
な
い
も
の
の
、
一
つ
の
可
能
性
を
提
出
し
て
お
き

た
い
。『
周
礼
』
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
周
王
朝
の
都
城
た
だ
一
つ
で

あ
る
の
に
対
し
て
、『
礼
記
』
に
は
周
王
朝
都
城
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

魯
都
曲
阜
を
は
じ
め
と
す
る
列
国
都
城
の
情
報
が
、
諸
篇
の
な
か
に
混
然
と

な
っ
て
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
列
国
都
城
の
み

で
使
用
さ
れ
て
い
た
朝
名
や
門
名
が
、
何
か
の
事
情
で
周
王
朝
都
城
の
そ
れ

と
し
て
表
示
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
推
測
さ
せ
る
事
例
が
発
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
あ

ら
た
め
て
別
稿
を
立
て
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
『
礼
記
』
で
は
最
深
部
の
君
主
私
的
空
間
は
〝
路
寝
〞、
路
寝
と
内
朝

を
出
入
す
る
門
は
路
門
、
内
朝
の
南
隣
は
外
朝
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
な
る
と
、
内
朝
と
外
朝
を
出
入
す
る

門
と
そ
の
門
と
北
南
に
向
か
い
あ
う
、
外
朝
に
入
る
門
は
何
か
と
い
う
問
題

が
残
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

②　
《
礼
記
門
朝
》路
寝
―（
路
門
）―
内
朝
―（
？
門
）―
外
朝
―（
？
門
）

次
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
礼
記
』に
は『
周
礼
』に
は
ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
い
、
あ
る
重
要
な
門
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
〝
庫
門
〞
で
あ
る
。

一
．
魯
荘
公
之
喪
、既
葬
而
絰
不
入
庫
門
、士
大
夫
既
卒
哭
、麻
不
入
（「
檀

弓
下
」）。

二
．
既
卒
哭
、
宰
夫
執
木
鐸
、
以
命
于
宮
曰
、
舎
故
而
諱
新
、
自
寝
門
至

于
庫
門
（「
檀
弓
下
」）。

三
．
軍
有
憂
、
則
素
服
哭
於
庫
門
之
外
（「
檀
弓
下
」）。

庫
門
は
、魯
荘
公
死
後
の
事
情
を
伝
え
る
一
の
記
事
に
見
え
て
い
る
通
り
、

魯
都
曲
阜
城
の
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
。『
周
礼
』
に
こ
の
門
名
が
登
場
し
て

い
な
い
の
は
、
魯
都
の
門
名
で
あ
っ
て
周
王
朝
都
城
の
門
名
で
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
登
場
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
一
の
記
事
は
、
新
君
が
即
位

に
際
し
て
都
城
に
入
る
場
合
、
庫
門
を
く
ぐ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
二
の
記
事
は
、
新
君
へ
の
奉
仕
を
促
す
た
め

に
、
宰
夫
が
木
鐸
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
寝
門
か
ら
庫
門
に
ま
で
行
く
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、寝
門
か
ら
庫
門
ま
で
が
特
別
な
エ
リ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
、
庫
門
は
内
と
外
を
区
別
す
る
重
要
な
門
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
三
の
記
事
は
、
出
動
し
て
い
た
自
軍
の
敗
北
と
い
う
深
刻
な

事
態
に
直
面
し
て
、
戦
死
者
に
対
す
る
哀
悼
の
あ
ま
り
、
君
主
が
と
く
に
庫

門
か
ら
出
て
そ
こ
で
慟
哭
の
儀
式
を
行
っ
た
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
庫
門
を
出
る
と
い
う
行
為
が
と
く
に
異
例
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
、
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つ
ま
り
庫
門
は
い
わ
ば
、
通
例
越
え
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
の
ラ
イ
ン
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
重
要
な
門
で
あ
る
庫
門
は
魯
都
曲
阜
城
の
ど
こ
に
存
在
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
先
秦
都
城
を
考
察
対
象
と
す
る
場
合
、

誰
も
が
い
き
つ
く
こ
と
に
な
る
「
明
堂
位
」
の
一
文
に
、
や
は
り
い
き
つ
い

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

大
廟
、
天
子
明
堂
、
庫
門
、
天
子
皋
門
、
雉
門
、
天
子
応
門
。

魯
都
曲
阜
城
お
け
る
大
廟
は
周
王
朝
都
城
に
お
け
る
明
堂
に
相
当
し
、
庫
門

は
皋
門
に
相
当
し
、
雉
門
は
応
門
に
相
当
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
一
文
の

意
味
で
あ
る
。「
明
堂
位
」
の
作
者
は
、
王
朝
都
城
と
曲
阜
城
で
は
門
名
に

相
違
が
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
路
門
は
路
寝

の
門
、
雉
門
は
王
都
の
応
門
に
相
当
す
る
門
、
つ
ま
り
王
都
で
い
え
ば
治
朝

―
外
朝
を
、魯
都
で
い
え
ば
内
朝
―
外
朝
を
出
入
す
る
門
な
の
で
あ
る
か
ら
、

庫
門
（
皋
門
）
と
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
門
、
す
な
わ
ち
雉
門
（
応
門
）

と
北
―
南
に
向
い
あ
う
、
外
朝
に
入
る
門
を
お
い
て
他
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
こ
の
「
明
堂
位
」
の
一
文
を
え
て
、『
周
礼
』
記
事

の
彼
此
照
合
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
門
・
朝
配
置
、
つ
ま
り
周
王
朝
都
城
の

門
・
朝
配
置
（
前
掲
①
）
と
『
礼
記
』
記
事
の
彼
此
照
合
に
よ
っ
て
想
定
さ

れ
た
門
・
朝
配
置
、
つ
ま
り
魯
都
曲
阜
城
の
門
・
朝
配
置
（
前
傾
②
）
の
対

応
関
係
を
新
た
に
あ
ら
た
め
て
示
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
『
周
礼
』〔
王
都
〕
内
朝
―（
路
門
）―
治
朝
―（
応
門
）―
外
朝
―（
皋
門
）。

　
『
礼
記
』〔
魯
都
〕
路
寝
―（
路
門
）―
内
朝
―（
雉
門
）―
外
朝
―（
庫
門
）。

（
？
門
）
と
し
て
き
た
門
名
不
明
の
門
が
、
こ
こ
に
お
い
て
よ
う
や
く
す

べ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
皋
門
＝
庫
門
は
、
平
時
は
外
郭
域
に
居

住
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
一
般
民
が
、
特
別
な
場
合
に
外
朝
に
入
城
す
る
門
な

の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
内
城
の
最
南
門
に
し
て
、
内
城
内
と
外
郭
域
を
分
け

る
重
要
な
門
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
神
聖
な
空
間
（
禁
忌
エ

リ
ア
）
と
日
常
の
空
間
（
非
禁
忌
エ
リ
ア
）
を
分
け
る
機
能
な
の
で
あ
っ
て
、

即
位
に
臨
む
新
君
が
外
部
か
ら
入
っ
て
こ
の
門
を
く
ぐ
る
こ
と
は
、
彼
が
日

常
の
人
間
か
ら
神
聖
な
人
間
へ
と
昇
化
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
一
〜
三
に
見
え
る
庫
門
の
性
格
は
、
い
ず
れ
も
背

景
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
意
味
を
設
定
し
て
こ
そ
、
よ
り
正
確
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

都
城
の
建
設
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
必
要
と
な
る
作
業
は
宮
殿
・
門

朝
を
囲
む
内
城
壁
の
建
設
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
敵
の
侵
入
か

ら
政
権
の
中
枢
部
を
防
御
す
る
と
い
う
意
味
あ
い
も
さ
り
な
が
ら
、
政
権
の

神
聖
性
を
保
証
す
る
神
聖
な
空
間
を
、
一
般
日
常
の
エ
リ
ア
か
ら
隔
絶
せ
し

め
る
と
い
う
強
い
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
内
城
壁
を
建
設
す
る

以
上
、
そ
の
内
外
を
出
入
す
る
門
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
門
が
周

王
朝
都
城
で
は
皋
門
で
あ
り
、魯
都
曲
阜
城
で
は
庫
門
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

皋
門
＝
庫
門
の
建
造
が
い
か
に
重
要
な
作
業
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
古

公
亶
父
の
周
原
都
城
建
設
を
詠
っ
た
と
さ
れ
る
『
詩
経
』「
大
雅
・
緜
篇
」
の
、

迺
立
皋
門
、
皋
門
有
伉
、
迺
立
応
門
、
応
門
将
将
。

と
い
う
対
句
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
句
は
誰
し
も
が
そ
の
脳
裏
に

あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
で
『
周
礼
』
に
応
門
―
外
朝
が
登
場
し
て
い
る
以

上
、
応
門
と
北
・
南
に
向
か
い
合
い
、
外
朝
へ
の
入
口
で
あ
る
皋
門
も
当
然

登
場
し
て
い
る
と
予
想
し
て
『
周
礼
』
を
読
過
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
予
想
通
り
に
は
な
ら
ず
、
皋
門
に
つ
い
て
の
情
報
は
ど
こ
に
も
存
在
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し
な
い
と
い
う
事
態
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
せ
め
て
〈
匠
人
〉
が
廟
門
・

闈
門
・
路
門
・
応
門
と
な
ら
ん
で
、
皋
門
の
門
名
だ
け
で
も
掲
げ
て
お
い
て

く
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
な
い
。
本
稿
も
そ
の
隔
靴
掻
痒
の
感

に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、『
周
礼
』
の
記
事
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

こ
に
『
礼
記
』「
明
堂
位
」
の
一
文
に
い
き
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
ジ

レ
ン
マ
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、『
周
礼
』
の
記
事
と
そ
れ
に
『
礼
記
』
の
一
部
の
記
事
を
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
、
本
稿
が
い
う
儒
家
的
理
想
型
と
し
て
の

〝
周
制
プ
ラ
ン
〞
に
お
け
る
周
王
朝
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
の
門
朝
構
造
に
つ
い
て
い
え
ば
、
あ
わ
せ
て
抽
出
さ
れ
た
魯
都
曲
阜

城
の
門
朝
構
造
も
、
門
名
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
周
王
朝
都

城
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
門
朝
構
造
は
三
朝
三
門
配
置

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
．『
春
秋
左
氏
伝
』
に
み
ら
れ
る
春
秋
列
国
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構

造『
周
礼
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、『
春
秋
左
氏
伝
』
も
取
り
扱
い
に
注
意
を
要

す
る
文
献
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
の
す
べ
て
が
春
秋
時
代
の
事
実
を
伝

え
て
い
る
と
は
、
誰
も
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
あ
る
事
件
に
つ

い
て
の
あ
る
人
の
批
評
を
口
説
で
記
し
た
分
部
は
、
本
当
に
そ
の
春
秋
時
代

の
あ
る
人
が
そ
う
言
っ
た
の
で
は
な
く
、
春
秋
以
降
の
誰
か
が
、
そ
の
春
秋

時
代
の
あ
る
人
が
あ
た
か
も
本
当
に
そ
う
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
口
説
を
付

加
し
た
場
合
が
そ
う
と
う
に
多
い
よ
う
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
口
説

に
示
さ
れ
て
い
る
思
想
な
り
認
識
な
り
は
、
実
は
春
秋
時
代
の
そ
の
あ
る
人

の
も
の
で
は
な
く
、
口
説
を
付
加
し
た
春
秋
以
降
の
人
の
そ
れ
で
あ
る
可
能

性
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ど
の
記
事
も
そ
れ
が
春
秋
の

現
実
を
伝
え
た
も
の
か
、そ
う
で
は
な
く
春
秋
以
降
の
事
実
の
反
映
な
の
か
、

疑
え
ば
き
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
、
本
稿
で
引
用
す
る
よ
う
な
、
口

説
記
事
で
は
な
い
、
あ
る
事
象
の
推
移
な
ど
を
記
し
た
い
わ
ば
叙
事
記
事
に

つ
い
て
い
え
ば
、
春
秋
時
代
の
現
実
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
と
み

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
春
秋
左
氏
伝
』
各
種
記
事
の
性
格
を
そ
の

よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
関
連
記
事
を
抽
出
し
て
列
国
都
城
の
門
朝
・
城

郭
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

〔
内
城
と
外
郭
〕

旧
稿
『
春
秋
時
代
の
都
市
―
城
・
郭
問
題
探
討
―
』（『
東
洋
史
研
究
』

三
四
巻
・
四
号
）
で
は
、
ま
ず
外
郭
を
も
っ
た
城
壁
都
市
の
事
例
を
抽
出
し

て
み
た
の
で
あ
る
が
、
煩
を
避
け
ず
に
今
そ
の
結
果
を
再
録
し
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。（
な
お
、『
春
秋
左
氏
伝
』で
は
郭
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合〝
郛
〞

と
い
う
字
面
で
登
場
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
〝
郭
〞
と
い
う
字
面
も
皆
無
で

は
な
く
、
以
下
に
示
す
と
お
り
い
く
つ
か
の
用
例
が
あ
る
。〝
郛
〞
と
〝
郭
〞

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
も
本
稿
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
詮
索
は
後
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
引
用
文
に
お

い
て
は
〝
郛
〞・〝
郭
〞
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
叙
述
で
は
〝
郭
〞
を
統
一
し
て

用
い
る
こ
と
に
し
た
い
）（
以
下
、隠
公
元
年
↓
隠
元
の
ご
と
く
略
記
す
る
）。

①
宋
都
商
丘
。
鄭
、王
師
と
と
も
に
宋
を
伐
ち
、そ
の
郛
に
入
る
（
隠
五
）。

北
郭
に
盟
う
（
昭
六
）。

②
魯
都
曲
阜
。
郭
に
災
あ
り（
荘
二
四
）。
西
郛
に
城
く（
襄
一
九
・
哀
四
）。
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郭
門
（
哀
一
四
）。

③
斉
都
臨
淄
。西
郭
・
南
郭
・
東
郭
・
北
郭
（
襄
一
八
）。
北
郭
（
襄

二
八
）・
郭
関
（
哀
一
四
）。

④
曹
都
曹
城
。
斉
、
曹
を
伐
ち
、
其
の
郛
に
入
る
（
文
一
五
）。

⑤
許
都
許
城
。
鄭
、
許
を
伐
ち
、
其
の
郛
に
入
る
（
成
一
四
）。

⑥
鄭
都
鄭
城
。
晋
、諸
侯
を
帥
い
て
鄭
を
伐
ち
、其
の
郛
に
入
る
（
襄
元
）。

⑦
魯
邑
成
城
。
師
を
帥
い
て
成
の
郛
に
城
く
（
襄
一
五
）。

⑧
衛
都
楚
丘
。
諸
侯
、
衛
の
楚
丘
の
郛
に
城
く
（
僖
一
二
）。

⑨
衛
都
帝
丘
。
郭
門
（
昭
二
〇
）。
晋
、
衛
を
伐
ち
、
其
の
郛
に
入
り
、

将
に
城
に
入
ら
ん
と
す
（
哀
一
七
）。

⑩
楚
邑
巣
城
。
楚
、
巣
に
郭
す
（
昭
二
五
）。

⑪
楚
邑
巻
城
。
楚
、
巻
に
郭
す
（
昭
二
五
）。

⑫
斉
邑
廩
丘
。
魯
、
斉
を
侵
し
、
廩
丘
の
郛
を
攻
む
（
定
八
）。

⑬
魯
邑
郈
城
。
郭
門
（
定
一
〇
）。

⑭
晋
邑
朝
歌
。
晋
、
朝
歌
を
囲
み
、
其
の
郛
を
伐
つ
（
哀
三
）。

⑮
斉
邑
高
唐
。
晋
、
高
唐
の
郭
を
毀
つ
（
哀
一
〇
）。

　

以
上
の
十
五
記
事
は
い
ず
れ
も
外
郭
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
例
で
あ
る
が
、〝
其
の
郛
に
入
る
〞
と
は
郭
壁
を
突
破
し
て
外
郭
の
部
分

に
入
る
こ
と
で
あ
り
、い
う
ま
で
も
な
く
郭
壁
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
①
・
④
・
⑤
・
⑥
・
⑨
の
諸
城
は
い
ず
れ
も
郭
壁
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
に
郭
門
・
郭
関
が
郭
壁
の
あ
る
部
分
に
穿
た
れ
た
門

を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
②
・
③
・
⑬
の
各
城
に
は

必
然
的
に
郭
壁
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
〝
郭
を
毀
つ
〞
と
は
お

そ
ら
く
郭
壁
を
破
壊
す
る
こ
と
を
い
う
に
ち
が
い
な
く
、
⑮
も
や
は
り
郭
壁

を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
わ
け
で
あ
る
。そ
し
て〝
其
の
郭
に
城
く
〞〝
某

に
郭
す
〞
と
は
郭
壁
の
築
城
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
⑧
・
⑩
・
⑪
の
各
城

は
そ
の
築
城
時
点
で
は
じ
め
て
郭
壁
を
も
つ
に
至
っ
た
か
、
あ
る
い
は
以
前

か
ら
郭
壁
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
築
城
時
点
で
増
築
・
修
築
が
な
さ
れ
た
の

だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
十
五
例
中
十
三
例
に
つ
い
て
、
郭

壁
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
の
こ
る
二
例
は
、〝
郛

を
攻
む
〞
の
斉
邑
廩
丘
と
〝
郛
を
伐
つ
〞
の
晋
邑
朝
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
こ
の
二
記
事
だ
け
で
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
も
の
の
、
や
は
り
そ
の
敵

軍
は
郭
壁
を
突
破
し
て
外
郭
を
攻
め
外
郭
を
伐
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
、
外
郭
は
通
例
、
郭
壁
で
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

外
郭
と
い
う
空
間
は
郭
壁
と
内
城
壁
に
挟
ま
れ
た
部
分
を
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
外
郭
が
存
在
し
た
以
上
、
当
然
内
城
壁
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

と
こ
ろ
が
そ
の
内
城
壁
の
存
在
を
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
か
ら
確
認
す
る

こ
と
は
、
実
は
き
わ
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
郭
壁
の
存
在
が

か
な
り
の
程
度
に
確
認
し
う
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
残
念
至
極
な
事
態
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
資
料
が
不
足
し
て
い
る
と
い

う
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
内
城
壁
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は

も
ち
ろ
ん
な
い
は
ず
で
あ
り
、
事
実
不
十
分
な
記
事
な
が
ら
も
、
一
五
例
の

う
ち
の
次
の
諸
城
に
つ
い
て
は
内
城
壁
の
存
在
を
な
ん
と
か
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⑧
衛
都
楚
丘
。
諸
侯
、
楚
丘
に
城
い
て
衛
を
封
ず
（
僖
二
）。
諸
侯
、
衛

の
楚
丘
の
郛
に
城
く
（
僖
一
二
）。
前
者
の
築
城
が
内
城

壁
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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⑨
衛
都
帝
丘
。
晋
、
衛
を
伐
ち
、
其
の
郛
に
入
り
、
将
に
城
に
入
ら
ん
と

す
（
哀
一
七
）。
後
者
の
入
ろ
う
と
し
た
〝
城
〞
の
城
壁

が
内
城
壁
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

⑥
鄭
都
鄭
城
。
郭
壁
の
内
側
（
洧
水
の
内
側
）
に
〝
師
之
梁
〞
と
い
う
門

が
存
在
し
た
が
、
そ
の
門
は
内
城
壁
の
門
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
（
襄
二
六
・
三
〇
）。

③
斉
都
臨
淄
。
晋
が
斉
の
都
城
を
攻
撃
し
た
際
、
東
郭
・
北
郭
を
焼
き
、

揚
門
と
東
門
を
攻
め
た
。
外
郭
域
を
焼
き
、
さ
ら
に
二
つ

の
門
を
攻
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
門
は
外

郭
の
内
側
、
つ
ま
り
内
城
壁
の
門
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

（
襄
一
八
）。

⑬
魯
邑
郈
城
。
一
門
を
出
る
ご
と
に
門
を
閉
め
、
遂
に
郭
門
に
ま
で
及
ん

だ
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
郭
門
の
内
側
に
い
く
つ
か
の
門

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
る
も
の
は
内
城
壁
の

門
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
定
一
〇
）。

②
魯
都
曲
阜
。
伯
禽
の
弟
煬
公
が
茅
闕
門
を
造
営
し
た
と
伝
え
て
い
る

が
、こ
れ
は
雉
門
の
こ
と
で
あ
り
内
城
壁
の
門
で
あ
る（
定

二
）。

こ
の
六
例
は
、
内
城
壁
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
、
そ
の
想
定
確
度
の
高
い

順
に
排
列
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
一
五
例
の
う
ち
、
内
城
壁
の
存
在
を
な
ん

と
か
確
認
で
き
る
例
は
六
例
で
あ
る
と
い
う
こ
の
割
合
を
ど
う
評
価
す
る

か
、
確
率
論
的
に
は
評
価
が
別
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
常
識
的
に
考
え

れ
ば
、
残
り
の
九
例
も
内
城
壁
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
と
誰
も
が
考
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
五
例
の
う
ち
八
例
、
六
例
の
う
ち
五
例
が
列
国
都

城
で
あ
る
と
い
う
比
率
を
前
に
す
る
と
、
大
半
の
そ
れ
ら
は
資
料
上
確
認
で

き
な
い
も
の
の
、
春
秋
時
代
の
列
国
都
城
は
ど
れ
も
原
則
と
し
て
、
内
城
壁

と
外
郭
壁
を
も
つ
内
城
外
郭
式
構
造
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
旧
稿
で
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
た
情
況
で
あ
っ
た
。

で
は
、
そ
の
外
郭
と
内
城
の
様
相
を
『
春
秋
左
氏
伝
』
は
ど
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
記
事
は
断
片
的
で
ま
と
ま
っ
た
叙
述

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
外
郭
域
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
関
連
記
事
を
あ

げ
て
み
よ
う
。

夏
五
月
、
晋
韓
厥
・
荀
偃
帥
諸
侯
之
師
伐
鄭
、
入
其
郛
、
敗
其
徒
兵
於

洧
上
（
襄
元
）。

〝
洧
上
〞
の
洧
と
は
洧
水
の
こ
と
で
あ
り
、『
詩
経
』「
鄭
風
」〝
溱
洧
〞
の
詩

に
あ
る
と
お
り
、
溱
水
と
と
も
に
鄭
国
都
城
に
沿
う
よ
う
に
流
れ
て
い
た
。

こ
の
記
事
は
諸
侯
軍
が
そ
の
外
郭
域
に
侵
入
し
て
、
そ
の
歩
兵
を
洧
水
の
ほ

と
り
で
敗
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
郭
域
の
あ
る
部
分

を
洧
水
が
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
中
小
河
川
と
は
い
え
、『
詩
経
』
に

詠
わ
れ
る
規
模
の
河
川
が
流
れ
て
い
た
と
な
る
と
、
外
郭
域
の
広
さ
が
お
よ

そ
推
測
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
鄭
城
外
郭
域
を
流
れ
る
こ

の
洧
水
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

鄭
大
水
、
龍
闘
于
時
門
之
外
洧
淵
。
國
人
請
為
禜
焉
。
子
産
弗
許
、
曰
、

我
闘
、
龍
不
我
覿
也
、
龍
闘
、
我
独
何
覿
。
禳
之
、
則
彼
其
室
也
。
吾

無
求
於
龍
、
龍
亦
無
求
於
我
。
乃
止
也
（
昭
一
九
）。

龍
が
洧
水
の
淵
で
戦
い
、
人
々
が
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
時
の
大
水
は
洧
水
の
氾
濫
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
流
路
に
あ
た
る
外
郭
域
は
大
浸
水
の
状
況
を
呈
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
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そ
れ
は
お
そ
ら
く
内
城
へ
の
浸
水
も
が
危
惧
さ
れ
た
事
態
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
人
々
は
あ
ば
れ
る
龍
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
龍
が

闘
っ
て
い
る
洧
水
の
淵
は
時
門
と
い
う
門
の
外
側
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、

時
門
は
内
城
壁
に
穿
た
れ
た
門
に
相
違
な
く
、
外
郭
域
の
氾
濫
は
時
門
を
突

破
し
て
内
城
内
に
侵
入
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鄭
城
の
外
郭
域
は
、
洧
水
が
流
れ
、
そ
こ
で
歩
兵
を
投
入
し

た
戦
闘
が
行
わ
れ
、
大
水
の
際
に
は
大
浸
水
と
な
る
な
ど
、
か
な
り
の
面
積

を
も
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
居
住
区
・

街
路
・
市
場
・
手
工
業
区
な
ど
が
分
布
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

次
の
記
事
は
そ
の
様
相
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
。

秋
、
子
元
以
車
六
百
乗
伐
鄭
、
入
于
桔

之
門
。
子
元
・
闘
御
彊
・
闘

梧
・
耿
之
不
比
為
旆
、
闘
班
・
王
孫
游
・
王
孫
喜
殿
。
衆
車
入
自
純
門
、

及
逵
市
（
荘
二
八
）。

こ
れ
は
子
元
を
主
将
と
す
る
楚
の
大
軍
が
鄭
国
都
城
を
攻
撃
し
た
こ
と
を
伝

え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
純
門
か
ら
侵
入
し
た
戦
車
部
隊
が
ど
れ
ほ
ど
の

数
で
あ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
相
当
な
数
が
純
門
を
く
ぐ
っ
た
に

相
違
な
い
。
そ
の
侵
入
し
た
戦
車
部
隊
が
到
着
し
た
逵
市
の
逵
と
は
、
大
逵

（
隠
一
一
）・
逵
路
（
宣
一
二
）
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
道
で
あ
り
、

逵
市
と
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
大
道
に
面
し
た
市
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
楚

軍
の
戦
車
部
隊
は
お
そ
ら
く
そ
の
大
道
を
進
み
、
市
場
の
広
場
に
到
っ
て
整

然
と
陣
を
構
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
よ
う
な
大
道
や
戦

車
部
隊
が
整
列
す
る
ほ
ど
の
規
模
を
も
っ
た
市
場
広
場
は
、
外
郭
域
に
存
在

し
た
。
し
た
が
っ
て
、
楚
の
戦
車
部
隊
が
入
っ
た
純
門
と
は
、
も
ち
ろ
ん
外

郭
壁
に
穿
た
れ
た
郭
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
子
元
の
入
っ
た
桔

之

門
も
も
ち
ろ
ん
郭
門
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
外
郭
域
に
は
大
道
や
大
市
場
を

日
々
利
用
す
る
人
々
の
居
住
区
が
あ
り
、
ま
た
あ
る
種
の
手
工
業
区
も
分
布

し
て
い
て
、
い
わ
ば
日
常
生
活
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
楚
軍
の
大
戦
車
部

隊
が
侵
入
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
鄭
の
人
々
に
と
っ
て
自
ら
の
日
常
生

活
が
侵
略
軍
の
控
制
下
に
お
か
れ
る
危
険
が
せ
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

鄭
の
人
た
ち
は
、
こ
の
危
機
に
直
面
し
て
桐
丘
へ
の
逃
亡
を
は
か
る
の
で
あ

る
が
、
種
々
の
事
情
に
よ
り
楚
軍
が
撤
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
危
機
は

九
死
に
一
生
を
え
る
が
ご
と
く
に
終
息
し
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
事
件
の
最

終
的
な
決
着
で
あ
る
。

次
に
内
城
内
に
つ
い
て
の
関
連
記
事
に
移
り
た
い
が
、
こ
れ
も
鄭
城
に
つ

い
て
の
そ
れ
ら
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

六
月
丁
卯
夜
、
鄭
公
子
班
自
訾
求
入
于
大
宮
、
不
能
、
殺
子
印
・
子
羽
、

反
軍
于
市
。
己
巳
、
子
駟
帥
國
人
盟
于
大
宮
、
遂
従
而
尽
焚
之
、
殺
子

如
・
子
駹
・
孫
叔
・
孫
知
（
成
一
三
）。

こ
れ
は
鄭
の
公
子
班
（
子
如
）
が
君
位
を
ね
ら
っ
て
し
か
け
た
、
夜
の
ク
ー

デ
タ
ー
騒
動
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
公
子
班
が
め
ざ
し
た
の
は
大
宮

へ
侵
入
し
て
そ
こ
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
宮
の
宗
教
的

機
能
を
掌
握
す
る
こ
と
が
君
位
に
つ
く
大
前
提
で
あ
っ
た
た
め
に
ち
が
い
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
失
敗
に
お
わ
り
、
そ
こ
で
子
印
と
子
羽
を
殺
害
し
て
、

や
む
な
く
反
乱
軍
を
〝
市
〞＝
市
場
に
駐
屯
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

市
場
は
当
然
外
郭
域
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、そ
れ
は
結
局
、内
城
に
入
っ

て
大
宮
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
外
郭
域
に
軍
勢
を
配
置
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
軍
の

内
城
侵
入
を
阻
止
し
た
子
駟
た
ち
は
、
大
宮
を
確
保
し
て
そ
の
宗
教
的
威
霊
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の
も
と
に
国
人
と
盟
っ
て
彼
ら
の
支
持
を
と
り
つ
け
、
外
郭
域
に
出
て
市
場

に
駐
屯
し
て
い
た
ク
ー
デ
タ
ー
軍
を
焼
き
払
い
、
公
子
班
ら
を
殺
害
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
公
子
班
ら
が
大
宮
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
子

駟
た
ち
は
そ
こ
を
確
保
し
た
の
で
あ
り
、
記
事
の
文
意
か
ら
し
て
、
大
宮
は

内
城
内
に
あ
っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
件
に
関
連
し
て
、今
度
は
子
駟
た
ち
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

次
の
事
件
の
記
事
は
興
味
深
い
。

冬
十
月
戊
辰
、
尉
止
・
司
臣
・
侯
晋
・
堵
女
父
・
子
師
僕
帥
賊
以
入
、

晨
攻
執
政
于
西
宮
之
朝
、
殺
子
駟
・
子
国
・
子
耳
、
劫
鄭
伯
以
如
北
宮

（
襄
公
一
〇
年
）。

こ
れ
も
夜
明
け
前
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
ク
ー
デ
タ
ー
軍
が

西
宮
・
北
宮
ま
で
侵
入
し
て
子
駟
ら
を
殺
害
し
、
一
時
的
に
は
成
功
を
お
さ

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
う
の
は
、
彼
ら
が
西
宮
・
北

宮
と
い
う
重
要
な
宮
殿
に
ま
で
侵
入
し
た
か
ら
で
あ
り
、〝
帥
賊
以
入
〞
の

〝
入
〞
と
は
、
そ
れ
ら
の
配
置
さ
れ
て
い
る
内
城
内
へ
の
侵
入
を
指
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
は
鄭
都
の
内
城
内
に
西
宮
・
北
宮
と

い
う
宮
殿
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
は
、
こ
の
よ
う
に
大
宮
・
西
宮
・
北
宮
な
ど
、
某
宮
と

よ
ば
れ
る
宮
殿
が
鄭
都
の
内
城
内
に
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。ま
た
、

内
城
壁
あ
る
い
は
内
城
内
部
に
い
く
つ
か
の
門
が
存
在
し
た
こ
と
も
伝
え
て

い
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
各
宮
殿
と
各
門
の
配
置
、
つ
ま
り

門
・
朝
の
配
置
情
況
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
比

較
的
記
事
の
多
い
鄭
都
に
つ
い
て
で
す
ら
こ
の
状
態
で
あ
り
、
よ
り
少
な
い

他
の
列
国
都
城
と
な
る
と
、
実
は
探
索
し
よ
う
が
な
い
の
が
実
情
な
の
で
あ

る
。『

春
秋
左
氏
伝
』
か
ら
外
郭
と
内
城
の
様
相
を
抽
出
す
る
と
い
っ
て
も
、

資
料
の
有
効
性
か
ら
い
っ
て
以
上
の
よ
う
な
考
察
が
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
れ
以
上
詮
索
し
て
み
て
も
、
成
果
は
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
い
っ
た
ん
そ
の
作
業
を
中
断
し
て
、『
春
秋
左

氏
伝
』
の
記
事
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
、
内
城
・
外
郭
構
造
に
ま
つ

わ
る
重
要
な
問
題
に
視
点
を
移
し
た
い
と
思
う
。

〔
内
城
壁
の
宗
教
的
性
格
〕

そ
の
問
題
と
は
、
前
節
で
言
及
し
た
皋
門
（
庫
門
）
の
穿
た
れ
た
城
壁
、

つ
ま
り
内
城
壁
が
神
聖
な
空
間
（
禁
忌
エ
リ
ア
）
と
日
常
の
空
間
（
非
禁
忌

エ
リ
ア
）
を
分
け
る
、
重
要
な
宗
教
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
城
・
外
郭
の
存
在
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
を
列
挙
し
た
際
に
、
必
然
的
に
気
づ

か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
気
づ
く
き
っ
か
け
は
都

城
攻
防
戦
に
お
け
る
〝
入
〞
と
い
う
表
記
で
あ
っ
た
。
今
、
す
で
に
引
用
し

た
記
事
以
外
か
ら
、〝
入
〞
と
い
う
表
記
を
探
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な

例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
七
月
、
公
会
斉
侯
・
鄭
伯
伐
許
。
庚
辰
、
傅
于
許
。
潁
孝
叔
取
鄭
伯

之
旗
蝥
弧
以
先
登
、
子
都
自
下
射
之
、
顛
。
瑕
叔
盈
以
蝥
弧
登
、
麾
而

呼
曰
、
君
登
矣
。
鄭
師
畢
登
。
壬
午
、
遂
入
許
。
許
荘
公
奔
衛
（
隠

一
一
）。

こ
れ
は
魯
・
斉
・
鄭
が
許
の
都
城
を
攻
撃
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ

る
が
、〝
傅
〞
と
は
傅
着
の
意
味
で
あ
っ
て
、城
壁
に
と
り
着
く
こ
と
で
あ
る
。

先
陣
を
き
っ
て
城
壁
を
登
っ
た
の
は
鄭
の
武
将
潁
孝
叔
で
あ
り
、
彼
は
鄭
伯
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の
旗
印
を
掲
げ
て
登
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
下
か
ら
射
ら
れ
て
落
下
し
て
し

ま
っ
た
が
、
次
に
や
は
り
鄭
伯
の
旗
印
を
掲
げ
て
登
っ
た
瑕
叔
盈
は
上
ま
で

登
り
切
り
、
城
壁
上
で
旗
印
を
振
っ
て
〝
わ
が
君
は
登
ら
れ
た
ぞ
〞
と
叫
ん

だ
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
鄭
軍
は
全
員
が
登
り
切
り
、〝
遂
に
許
に
入
り
〞、
許

の
荘
公
は
曹
へ
逃
亡
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
荘
公
が
逃
亡
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
軍
が
取
り
着
き
、
鄭
の
全
軍
が
登
り
切
っ
て
入
っ
た

城
壁
は
、
許
都
の
内
城
壁
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
最
終
防
御
線
と
し
て
の

内
城
の
突
破
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、〝
遂
〞
に
い
う
表
記
が
わ
ざ
わ
ざ
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
月
、
鄭
子
展
・
子
産
帥
車
七
百
城
伐
陳
。
宵
突
陳
城
、
遂
入
之
。
陳

侯
扶
其
大
子
偃
師
奔
墓
、
…
（
襄
二
五
）。

こ
れ
は
鄭
軍
が
車
七
百
乗
を
も
っ
て
陳
の
都
城
を
攻
撃
し
、
城
壁
に
突
入

し
て
都
城
に
入
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
陳
侯
と
そ
の
太
子
が

墓
に
逃
亡
し
た
こ
と
と
い
い
、〝
遂
〞
と
い
う
表
記
と
い
い
、
や
は
り
最
終

防
御
線
で
あ
る
内
城
壁
を
突
破
し
て
内
城
に
入
っ
た
こ
と
を
表
示
し
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
。

慶
封
帰
、遇
告
乱
者
。
丁
亥
、伐
西
門
、弗
克
。
還
伐
北
門
、克
之
。
入
、

伐
内
宮
、
弗
克
（
襄
二
八
）。

こ
れ
は
斉
で
専
権
を
ふ
る
っ
て
い
た
慶
氏
に
対
し
て
、
陳
氏
や
鮑
氏
ら
が

ク
ー
デ
タ
ー
を
く
わ
だ
て
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
慶

氏
の
族
長
慶
封
は
外
出
し
て
お
り
、
帰
路
で
ク
ー
デ
タ
ー
勃
発
を
知
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
自
軍
を
率
い
て
斉
都
臨
淄
を
攻
撃
し
て
ま
ず
西
門
を
攻

め
た
が
、
こ
れ
に
は
失
敗
、
そ
こ
で
軍
を
迂
回
さ
せ
て
北
門
を
攻
め
こ
れ
に

は
成
功
し
た
。
こ
う
し
て
〝
入
り
〞、
内
宮
を
攻
め
た
が
こ
れ
に
は
失
敗
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
内
宮
を
攻
め
た
の
は
、
そ
こ
に
陳
氏
や

鮑
氏
が
景
公
を
擁
し
て
と
じ
こ
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
側

は
す
で
に
宮
中
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
宮
は
も
ち
ろ
ん
内
城
内
の

あ
る
宮
殿
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
〝
入
〞
と
は
内
城
壁
の
北
門
を
突
破

し
て
、
内
城
に
入
っ
た
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

い
っ
た
い
『
春
秋
左
氏
伝
』
は
数
多
い
都
城
攻
防
戦
を
伝
え
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
記
事
に
お
け
る
〝
入
〞
と
い
う
表
記
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
内
城

壁
を
突
破
し
て
内
城
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。〝
入
許
〞
と
は
許
都

の
内
城
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
国
君
が

逃
亡
す
る
か
、
降
伏
し
て
血
統
の
存
続
を
懇
願
す
る
か
が
通
例
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
〝
入
某
郛
〞
と
い
う
表
記
は
、
郭
壁
を
突
破
し
て
外
郭
に
は

入
っ
た
が
、
ま
だ
内
城
に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。〝
入

許
郛
〞
と
は
許
都
の
外
郭
に
は
入
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
内
城
に
は
入
っ
て

い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
攻
撃
さ
れ
る
側

と
し
て
は
緊
急
事
態
で
あ
り
、
時
に
は
こ
の
段
階
で
国
君
が
逃
亡
し
よ
う
と

し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
内
城
へ
の
侵
入
を
許
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
攻
撃
軍
の
目
的
は
、
滅
国
で
は

な
く
、
外
郭
域
に
は
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
、
換
言
す
れ
ば
威
嚇
に
よ

る
服
従
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
〝
入
〞
の
意
味
を
考
え
て
く
る
と
、
一
個
の
都
城
に
お
い
て

内
な
る
神
聖
な
空
間
（
禁
忌
エ
リ
ア
）
と
外
な
る
日
常
の
空
間
（
非
禁
忌
エ

リ
ア
）
を
分
け
る
ラ
イ
ン
は
、
内
城
壁
で
あ
っ
て
郭
壁
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
理
解
が
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
に
は
、
こ
の
理
解
を
よ
り
確
か

な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
一
つ
の
傍
証
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。
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そ
れ
は
〝
城
下
之
盟
〞
の
意
味
で
あ
り
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
事
が

あ
げ
ら
れ
る
。

新
城
之
盟
、
蔡
人
不
与
。
晋
郤
缺
以
上
軍
・
下
軍
伐
蔡
、
曰
、
君
弱
、

不
可
以
怠
。
戊
申
、
入
蔡
、
以
城
下
之
盟
而
還
。
凡
勝
国
、
曰
滅
之
。

獲
大
城
焉
、
曰
入
之
（
文
一
五
）。

こ
れ
は
、
新
城
の
盟
に
参
加
し
な
か
っ
た
蔡
を
譴
責
す
る
た
め
に
、
晋
が

蔡
を
攻
撃
し
て
そ
の
都
城
を
攻
略
し
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
い
う
〝
入
蔡
〞
と
は
も
ち
ろ
ん
蔡
都
の
内
城
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
事
態
を
、
内
城
を
大
城
と
表
現
し
て
〝
獲
大
城
焉
、

曰
入
之
〞
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
蔡
の
公
室
は
存
続
を
許

さ
れ
て
滅
亡
を
ま
ぬ
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
〝
城
下
之
盟
〞
と
い
う

屈
辱
を
味
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
城
下
之
盟
が
い
か
に
屈
辱
で
あ
っ
た

か
は
、
次
の
記
事
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

宋
人
懼
、
使
華
元
夜
入
楚
師
、
登
子
反
之
牀
、
起
之
。
曰
、
寡
君
使
元

以
病
告
、
曰
、
敝
邑
易
子
而
食
、
析
骸
而
爨
。
雖
然
、
城
下
之
盟
、
有

以
国
斃
、
不
能
従
也
。
去
我
三
十
里
、
唯
命
是
聴
。
子
反
懼
、
与
之
盟
、

退
三
十
里
、
宋
及
楚
平
（
宣
一
五
）。

こ
れ
は
、
楚
軍
に
よ
る
宋
都
包
囲
作
戦
の
推
移
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

楚
軍
が
宋
都
を
包
囲
し
て
持
久
戦
の
構
え
を
み
せ
は
じ
め
た
た
め
、
そ
れ
に

恐
怖
を
い
だ
い
た
宋
は
、
夜
半
、
華
元
を
こ
っ
そ
り
楚
軍
の
陣
営
に
送
り
込

み
、
楚
軍
の
主
将
子
反
の
ベ
ッ
ド
ま
で
侵
入
し
た
華
元
は
子
反
を
起
こ
し
て

次
の
よ
う
に
い
っ
た
。「
わ
が
君
（
宋
の
文
公
）
は
、
私
を
し
て
自
分
は
病

気
で
あ
る
と
あ
な
た
に
告
げ
さ
せ
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。〝
我
が

国
は
、
貴
軍
に
囲
ま
れ
て
窮
乏
し
、
互
い
に
自
分
の
子
供
を
取
り
換
え
て
食

ら
い
、
骸
骨
を
折
っ
て
薪
に
す
る
と
い
う
、
悲
惨
な
有
様
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
城
下
之
盟
だ
け
は
、
た
と
え
国
も
ろ
と
も
斃
れ
よ
う

と
も
、
絶
対
承
服
で
き
ま
せ
ん
。
願
わ
く
ば
、
貴
軍
が
三
十
里
退
い
て
く
だ

さ
る
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
従
い
ま
す
〞
と
」。
夜
中
に
襲
わ
れ
た
子
反

は
怖
く
な
っ
て
華
元
と
約
束
し
、
楚
軍
は
三
十
里
退
却
し
て
、
楚
と
宋
は
講

和
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
城
下
之

盟
は
国
の
滅
亡
す
ら
及
ば
な
い
屈
辱
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
城
下
之
盟
の
城
下
と
は
ど

こ
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
解
決
の
糸
口
と

な
る
の
は
お
そ
ら
く
次
の
一
記
事
の
み
で
あ
ろ
う
。

楚
師
伐
鄭
、
次
於
魚
陵
。
…
。
子
庚
門
于
純
門
、
信
于
城
下
而
還
、
渉

於
魚
歯
之
下
（
襄
一
八
）。

こ
れ
は
楚
軍
に
よ
る
鄭
都
攻
撃
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
楚
将
子
庚
は
、

そ
の
際
軍
勢
を
率
い
て
鄭
都
の
純
門
を
攻
撃
し
た
と
あ
る
が
、
純
門
と
は
先

の
荘
公
二
八
年
の
記
事
に
み
え
る
鄭
都
の
郭
門
で
あ
る
。
こ
の
時
は
た
し
て

外
郭
域
に
入
り
得
た
の
か
ど
う
か
、
直
接
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、〝
渉
於

魚
歯
之
下
〞
と
い
う
記
載
か
ら
確
度
の
高
い
想
定
が
可
能
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
襄
公
元
年
の
記
事
を
引
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鄭
都
の
外
郭

域
に
は
洧
水
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
子
庚
の
軍
が
帰
路
に
渉
っ
た

魚
歯
之
下
と
は
洧
水
の
渡
し
場
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
子
庚
の
軍

は
、
外
郭
域
に
ま
で
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
は
「
子
庚

の
軍
は
郭
門
で
あ
る
純
門
を
攻
撃
し
て
、こ
れ
を
突
破
し
て
外
郭
域
に
入
り
、

（
洧
水
を
渡
っ
て
さ
ら
に
内
側
の
内
城
に
せ
ま
っ
た
が
、
鄭
の
人
々
は
内
城

内
に
閉
じ
こ
も
っ
て
固
守
し
、
出
軍
し
て
応
戦
し
よ
う
と
い
う
け
は
い
が
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い
っ
こ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
）
子
庚
は
城
下
に
住
宿
し
て
一
応
圧
力
を
か
け

て
み
た
も
の
の
、
膠
着
状
態
を
溶
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
軍
を
引
き
返
し
て

魚
歯
之
下
で
洧
水
を
渡
っ
た
」
と
い
う
文
意
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
魚
歯
之
下
が
洧
水
の
渡
し
場
な
の
か
ど
う
か
、
一
抹
の
不
安
が
残
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
城
下
の
〝
城
〞
が
郭
壁
で
は
な
く
内
城
壁
で
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
内
城
壁
外
側
に
楚
軍
が
住
宿
し
た
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
鄭
の
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
恐
怖
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
鄭
は

耐
え
き
っ
て
応
戦
せ
ず
、
楚
は
そ
の
固
守
ぶ
り
を
見
て
無
理
な
突
入
を
は
か

ら
ず
、
こ
の
攻
城
戦
線
は
悲
惨
な
戦
役
と
な
ら
ず
に
終
息
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
襄
公
一
八
年
の
〝
城
下
〞
を
城
下
之
盟
に
援
用
す
る
な
ら
ば
、
城
下

之
盟
と
は
内
城
壁
の
外
側
で
の
盟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
っ
た
い
『
春
秋

左
氏
伝
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
盟
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
列
国
君
主
が
盟
を
主
催
す
る
場
合
、
そ
れ
は
本
来

内
城
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
盟
は
祖
先
の
霊
威

が
及
ん
で
い
る
空
間
に
お
い
て
そ
の
守
護
の
も
と
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
神
聖
な
空
間
で
あ
る
内
城
内
だ
け
が
条
件
に
か
な
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
盟
の
相
手
が
都
城
に
到
着
す
る
と
、
主
盟
者
で

あ
る
君
主
は
内
城
か
ら
出
て
相
手
を
出
迎
え
、
相
手
を
誘
導
し
て
内
城
に
入

り
、
祠
廟
な
ど
に
お
い
て
盟
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
主
盟
・
送
迎
は
君

主
の
代
わ
り
に
卿
・
大
夫
ク
ラ
ス
の
高
位
者
が
行
う
こ
と
も
あ
る
）。

甲
戌
、
晋
趙
武
入
盟
鄭
伯
。
冬
十
月
丁
亥
、
鄭
子
展
出
盟
晋
侯
（
襄

一
一
）。

こ
れ
は
晋
と
鄭
の
講
和
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
と
し
て
は
晋
軍

の
強
勢
の
前
に
講
和
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
形
式
的

に
は
対
等
の
盟
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
趙
武
が
晋
の
全
権
と
し
て
鄭

都
の
内
城
に
〝
入
り
〞、
そ
こ
で
鄭
の
簡
公
を
主
盟
者
と
し
て
両
者
で
盟
が

行
わ
れ
る
。
次
に
は
晋
侯
を
主
盟
者
と
す
る
盟
が
必
要
で
あ
り
、
鄭
側
は
本

来
な
ら
ば
遠
く
晋
都
に
赴
い
て
そ
の
内
城
に
入
り
、
晋
都
の
神
聖
な
空
間
で

盟
に
臨
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
今
は
晋
軍
が
鄭
都
に
ま
で
到
達
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
盟
は
晋
侯
が
主

盟
者
で
あ
る
か
ら
、鄭
都
の
内
城
で
行
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
鄭
の
全
権
子
展
は
鄭
都
の
内
城
か
ら
〝
出
て
〞、
お
そ
ら
く
晋
軍
駐

屯
地
に
設
置
さ
れ
た
会
場
に
赴
き
、
そ
こ
で
晋
侯
と
盟
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
会
場
に
は
、
晋
都
内
城
内
と
同
様
の
神
聖
性
を
保
証
す
る
何
ら
か
の
設
営

が
施
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
度
の
盟
に
お
い
て
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

と
っ
た
の
は
晋
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
鄭
は
一
度
目
の
盟
を
鄭
都
の
内
城

内
と
い
う
、
自
身
の
神
聖
な
空
間
で
実
施
し
え
た
の
で
あ
り
、
形
式
的
に
は

面
目
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
て
く
れ
ば
、
城
下
之
盟
が
な
ぜ
大
き
な
屈
辱
な
の
か
、
理
由
は

自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
盟
の
相
手
が
内
城
壁
の
す
ぐ
外
側
に
ま
で
来

て
い
な
が
ら
、
相
手
は
内
城
内
に
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に
強
制
さ
れ
て
内

城
の
外
に
、
い
わ
ば
引
き
出
さ
れ
て
盟
に
臨
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
自
己
を
保
護
し
て
く
れ
る
神
聖
な
空
間
が
す
ぐ
後
ろ
に
あ
り
な
が
ら
、

し
か
し
そ
の
空
間
の
中
に
居
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
き

な
苦
痛
を
受
け
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
痛
は
、
具
体
的
に
は
お
そ

ら
く
三
つ
の
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
そ
の
内
城
の

神
聖
性
は
要
す
る
に
祖
先
の
霊
威
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
保
証
さ
れ
続
け
て
き

た
も
の
で
あ
り
、そ
れ
を
相
手
側
に
否
定
さ
れ
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
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そ
れ
は
血
統
の
断
絶
、
つ
ま
り
滅
国
に
も
等
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の

否
定
・
無
視
が
内
城
と
い
う
神
聖
空
間
の
寸
前
で
生
じ
た
と
い
う
事
実
が
、

そ
の
衝
撃
を
さ
ら
に
大
き
く
し
て
い
る
と
い
う
意
味
あ
い
で
あ
る
。第
二
に
、

相
手
側
が
内
城
内
に
突
入
し
て
敗
死
し
た
と
す
れ
ば
、
滅
国
も
や
む
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
相
手
は
突
入
寸
前
ま
で
来
な
が
ら
、
わ
ざ
と
こ
の
滅
国
に

等
し
い
苦
痛
を
あ
た
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
死
し
て
の
滅
国
に
も
ま
さ
る

と
い
う
意
味
あ
い
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
辱
め
を
、
内
城
壁
の
す

ぐ
外
側
、
言
う
な
れ
ば
祖
先
が
見
て
い
る
眼
の
前
で
受
け
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
祖
先
に
対
し
て
こ
れ
以
上
の
不
面
目
は
な
い
と
い
う
意
味
あ
い
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
意
味
あ
い
は
、
城
下
之
盟
の
場
所
が
内
城
壁
す
ぐ

外
側
で
あ
っ
て
こ
そ
、
真
に
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
三
十
里
離
れ
て
く
れ

れ
ば
何
を
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
言
っ
た
先
の
宋
文
公
の
口
説
を
思
い

お
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

城
下
之
盟
が
も
つ
右
の
よ
う
な
意
味
あ
い
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
内
城
壁

の
も
つ
宗
教
的
な
性
格
に
正
し
く
対
応
し
て
い
る
。内
な
る
神
聖
な
空
間（
禁

忌
エ
リ
ア
）
と
外
な
る
日
常
の
生
活
空
間
（
非
禁
忌
エ
リ
ア
）
と
の
境
界
は
、

郭
壁
で
は
な
く
内
城
壁
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
そ
の
神
聖
な
空
間
で
な
さ
れ
る
べ
き
行
為
が
、
そ
の
空
間
の
す
ぐ

外
側
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
大
き
な
屈
辱
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

内
城
壁
の
宗
教
的
性
格
に
つ
い
て
の
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
幸
い
に
し

て
ま
ち
が
い
な
い
な
ら
ば
、
い
ま
ま
で
解
釈
に
不
安
が
あ
っ
た
『
春
秋
左
氏

伝
』
の
い
く
つ
か
の
記
事
の
、
そ
の
不
安
を
掃
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ

な
い
。
最
後
に
そ
の
う
ち
の
二
つ
の
記
事
を
か
か
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

初
、
内
蛇
与
外
蛇
闘
於
鄭
南
門
中
、
内
蛇
死
。
六
年
而
厲
公
入
（
荘

一
四
）。

　

鄭
の
厲
公
と
蔡
仲
の
対
立
は
、
勝
利
し
た
蔡
仲
が
昭
公
を
即
位
さ
せ
、
敗

北
し
た
厲
公
は
櫟
に
出
奔
す
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
後

十
数
年
に
し
て
厲
公
が
再
び
鄭
都
に
も
ど
っ
て
復
位
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
一
連
の
事
件
の
、
い
わ
ば
事
後
予
言
が
こ
の
記
事
で
あ
る
。
内
蛇

と
は
現
に
君
位
に
あ
る
昭
公
、
外
蛇
と
は
櫟
に
出
奔
し
て
い
る
厲
公
を
象
徴

し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
両
者
が
鄭
都
の
南
門
内
で
闘
っ
た

結
果
、
内
蛇
が
敗
死
し
、
そ
の
予
言
通
り
に
六
年
後
に
厲
公
が
復
位
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
両
者
が
闘
っ
た
そ
の
南
門
内
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
で
あ
ろ

う
か
。
内
城
壁
の
宗
教
的
性
格
が
確
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
特
定
は
そ

れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
内
城
は
君
位
に
つ
く
も
の
、
つ
ま
り
闘
い
の
結
果

と
し
て
、
勝
利
し
た
蛇
だ
け
が
入
る
こ
と
の
で
き
る
神
聖
な
空
間
な
の
で
あ

る
か
ら
、
勝
敗
を
決
す
る
闘
い
自
体
は
内
城
外
で
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
南
門
と
は
内
城
壁
の
門
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
南
門
は
郭
門

と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
両
者
は
内
城
壁
の
外
側
に
し
て
郭
壁
の
内
側
、
す
な

わ
ち
外
郭
域
で
闘
っ
た
の
で
あ
る
。
遠
く
櫟
か
ら
帰
っ
て
き
た
厲
公
蛇
は
外

郭
ま
で
は
容
易
に
到
達
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
側
の
内
城

に
入
る
た
め
に
は
、
迎
え
撃
つ
べ
く
内
城
か
ら
出
て
き
た
昭
公
蛇
と
の
決
戦

に
臨
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
神
聖
な
空
間
で
あ
る
内
城
を
望
み
う

る
一
歩
手
前
の
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
内
城
に
鎮
座
す
る
祖
先
の
神
霊
が

両
者
の
闘
い
を
見
下
ろ
す
場
所
で
も
あ
り
、
そ
し
て
外
郭
域
居
住
民
が
、
両

者
の
闘
い
を
見
守
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
次
に
君
公
と
し
て
内
城
に
入
る
こ

と
を
許
さ
れ
る
の
は
誰
か
、
そ
の
雌
雄
を
決
す
る
場
所
は
外
郭
域
を
お
い
て

他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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有
蛇
自
泉
宮
出
、
入
于
國
、
如
先
君
之
数
（
文
一
六
）。

こ
れ
も
事
後
予
言
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
い
っ
た
い

何
の
事
件
を
予
言
し
た
も
の
か
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
先
君
之
数

が
魯
国
の
初
代
か
ら
数
え
て
、
文
公
の
前
代
僖
公
ま
で
の
魯
公
の
数
を
い
う

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
も
し
「
魯
世
家
」
な
ど
を
信
じ
て
伯
禽
か
ら
数
え

れ
ば
、
そ
れ
は
十
七
で
あ
る
。
つ
ま
り
十
七
匹
の
蛇
が
泉
宮
か
ら
這
い
出
し

て
、〝
國
〞
へ
入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
―
泉
宮
の

位
置
が
不
明
で
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
―
こ
れ
は
あ
の
世
の

十
七
人
の
祖
先
が
蛇
に
姿
を
変
え
て
、
こ
の
世
の
現
君
で
あ
る
文
公
を
迎
え

に
い
っ
た
と
い
う
文
意
に
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、
つ
ま
り
ほ
ど
な
く
発
生
す
る

文
公
の
死
去
を
予
言
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は

〝
入
于
國
〞
の
国
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
内
城
を
指
し
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
そ
こ
は
文
公
が
現
に
存
在
す
る
空
間
で
あ
る
と
と
と
も
に
、
祖
先

の
神
霊
が
現
君
を
守
護
し
つ
つ
鎮
座
し
て
い
る
神
聖
な
空
間
で
あ
り
、
十
七

匹
の
蛇
は
そ
れ
ら
神
霊
の
化
身
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
入
る
こ
と
が
で

き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
は
本
来
、
外
郭
を
含
ま
ず
、
内
城
の
み

を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
の
、
一
つ
の
傍
証
資
料
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
内
城
・
外
郭
構
造
の
様
相
を

こ
の
よ
う
に
復
原
し
て
み
る
と
、
次
に
は
当
然
、
門
・
朝
構
造
の
様
相
を
復

原
し
て
み
た
い
思
い
に
か
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
春
秋
左
氏
伝
』
に
は
活
用
し
う
る
有
効
な
記
事
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

引
用
し
た
伝
文
に
は
大
宮
・
西
宮
・
北
宮
・
内
宮
と
い
っ
た
宮
殿
が
登
場
し

て
い
る
し
、
経
に
は
路
寝
や
雉
門
が
見
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
配
置
情

況
と
な
る
と
、確
か
な
見
当
を
つ
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
。『
周

礼
』
で
は
、
門
朝
構
造
に
つ
い
て
の
そ
れ
に
比
べ
て
城
郭
構
造
に
つ
い
て
の

記
事
が
よ
り
零
細
で
あ
り
、『
春
秋
左
氏
伝
』
で
は
、
城
郭
構
造
に
つ
い
て

の
そ
れ
に
比
べ
て
門
朝
構
造
に
つ
い
て
の
記
事
が
よ
り
零
細
で
あ
る
と
い

う
、
ち
ょ
う
ど
反
対
の
資
料
事
情
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
門
朝
の
配
置
に
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
と
い
う
と
い
う
の
も
大
き
な

片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
『
周
礼
』
の
際
に
『
礼
記
』
を
参
照

し
た
の
に
な
ら
っ
て
、『
春
秋
左
氏
伝
』
以
外
の
資
料
を
参
照
し
て
若
干
の

考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
『
春
秋
左
氏
伝
』
以
外
の
記
事
を
用

い
な
い
と
い
う
禁
忌
を
や
ぶ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
後
世
の
注
・
疏
な
ど
を

使
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
や
は
り
当
初
の
目
論
見
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
て
し
ま

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
参
照
す
る
の
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
の

姉
妹
資
料
と
い
っ
て
よ
い
『
国
語
』
で
あ
る
。『
国
語
』
で
あ
れ
ば
、
目
論

見
を
大
き
く
は
ず
れ
た
と
い
う
非
難
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
『
国
語
』
に
門
朝
構
造
に
つ
い
て
の
記
事
が
豊
富
に
あ
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
活
用
し
う
る
有
効
な
記
事
は
、
実
は
次
の
一
記
事
の
み

で
あ
る
。

王
乃
命
有
司
大
令
於
國
曰
、
苟
任
戎
者
、
皆
造
於
國
門
之
外
。
王
乃
命

於
國
曰
、
國
人
欲
告
者
来
告
、
…
。
王
乃
入
命
夫
人
。
王
背
屏
而
立
、

夫
人
向
屏
。
王
曰
、
自
今
日
以
後
、
内
政
無
出
、
外
政
無
入
。
内
有
辱
、

是
子
也
、
外
有
辱
、
是
我
也
。
吾
見
子
於
此
止
矣
。
王
遂
出
、
夫
人
送

王
、
不
出
屏
、
…
。
王
背
檐
而
立
、
大
夫
向
檐
。
王
命
大
夫
曰
、
食
土

不
均
、
地
之
不
修
、
内
有
辱
於
國
、
是
子
也
。
軍
士
不
死
、
外
有
辱
、

是
我
也
。
自
今
日
以
後
、
内
政
無
出
、
外
政
無
入
、
吾
見
子
於
此
止
矣
。
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王
遂
出
、
大
夫
送
王
不
出
檐
、
…
。
王
乃
之
壇
列
、
鼓
而
行
之
、
至
於

軍
、
…
（『
国
語
』「
呉
語
」）。

（
傍
線
は
注
意
す
べ
き
部
分
で
あ
る
と
考
え
、
筆
者
が
付
し
た
も
の

で
あ
る
）。

こ
れ
は
、
越
王
句
践
が
い
よ
い
よ
期
が
熟
し
た
と
判
断
し
て
呉
王
夫
差
と

の
決
戦
に
出
軍
し
て
い
く
、
越
都
で
の
そ
の
出
陣
の
様
子
を
描
い
た
記
事
の

一
部
で
あ
る
。
越
王
は
ま
ず
大
臣
に
命
じ
て
〝
國
〞
に
〝
軍
士
と
し
て
戦
役

に
参
加
し
よ
う
と
思
う
者
は
、
み
な
国
門
の
外
に
集
合
せ
よ
〞
と
大
い
に
号

令
さ
せ
た
。
そ
し
て
、〝
國
〞
に
命
令
を
下
し
て
い
う
に
は
、〝
国
人
の
何
か

意
見
の
あ
る
も
の
は
、
や
っ
て
き
て
意
見
を
申
せ
、
…
〞
と
。（
そ
の
一
連

の
措
置
を
終
え
る
と
）
王
は
〝
入
り
〞、
夫
人
に
い
い
つ
け
た
。
王
は
屏
を

背
に
し
て
北
を
向
い
て
立
ち
、
夫
人
は
屏
に
向
か
っ
て
南
を
向
く
。
王
は
い

う
、〝
今
日
以
後
は
、（
私
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
内
側
の
政
事
は

す
べ
て
そ
な
た
に
ま
か
せ
る
。
し
た
が
っ
て
）
こ
の
内
側
の
政
事
を
外
に
出

し
て
は
い
け
な
い
し
、
外
側
の
政
事
を
こ
の
内
側
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

も
し
こ
の
内
側
で
何
か
が
あ
っ
た
な
ら
、そ
れ
は
そ
な
た
の
責
任
で
あ
る
が
、

外
側
で
何
か
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
そ
な
た
で
は
な
く
私
自
身
の
責
任
で
あ

る
。
そ
な
た
と
は
、
こ
こ
で
見
納
め
と
な
る
〞
と
。
そ
し
て
、
王
は
そ
こ
か

ら
〝
出
て
〞
い
っ
た
が
、
夫
人
は
屏
の
と
こ
ろ
ま
で
送
り
、
そ
こ
か
ら
〝
出

て
い
か
な
か
っ
た
〞。（
王
は
出
て
、
次
の
広
場
で
）
王
は
檐
を
背
に
し
て
北

を
向
い
て
立
ち
、
大
夫
た
ち
は
檐
に
向
か
っ
て
南
を
向
く
。
王
は
大
夫
た
ち

に
言
い
つ
け
て
い
う
、〝（
今
日
以
後
、
私
は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

内
側
の
政
事
は
す
べ
て
大
夫
で
あ
る
諸
君
に
ま
か
せ
る
）
食
料
生
産
が
不
平

等
で
、
土
地
を
う
ま
く
治
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
こ
の
内
側
で
、

〝
國
〞
に
何
か
屈
辱
的
な
こ
と
が
お
こ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
諸
君
ら
の
責

任
で
あ
る
。私
は
外
に
出
軍
し
て
戦
う
が
、戦
士
が
死
を
か
け
て
戦
わ
な
か
っ

た
り
、
そ
の
外
で
何
か
屈
辱
的
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
諸
君

で
は
な
く
私
自
身
の
責
任
で
あ
る
。
今
日
以
後
、
こ
の
内
側
の
政
事
を
外
に

出
し
て
は
い
け
な
い
し
、外
側
の
政
事
を
こ
の
内
側
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

諸
君
ら
と
は
、こ
こ
で
見
納
め
と
な
る
〞
と
。
そ
し
て
、王
は
そ
こ
か
ら
〝
出

て
〞
い
っ
た
が
、
大
夫
た
ち
は
檐
の
と
こ
ろ
ま
で
送
り
、
そ
こ
か
ら
〝
出
て

い
か
な
か
っ
た
〞。（
そ
の
一
連
の
措
置
を
終
え
る
と
）
王
は
出
陣
式
の
た
め

に
し
つ
ら
え
た
祭
壇
に
行
き
、
軍
鼓
を
な
ら
し
て
行
進
し
、
軍
団
が
整
列
し

て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
。
―
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
文
意
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、王
が
入
っ
て
夫
人
に
諸
事
を
い
い
つ
け
た
場
所
は
、当
然
、『
周
礼
』

の
内
朝
・『
礼
記
』の
路
寝
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
り
、王
の
留
守
を
あ
ず
か
っ

て
王
に
代
わ
っ
て
こ
こ
の
政
事
を
主
催
す
る
夫
人
は
、
自
身
の
持
ち
場
を
固

く
守
っ
て
そ
こ
か
ら
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
王
が
出
て
行
っ
て
大

夫
た
ち
に
諸
事
を
言
い
つ
け
た
場
所
は
、
当
然
、『
周
礼
』
の
治
朝
・『
礼
記
』

の
内
朝
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
り
、
諸
事
を
い
い
つ
け
終
わ
る
と
王
は
そ
こ

か
ら
出
て
い
っ
た
が
、
王
の
留
守
を
あ
ず
か
っ
て
王
に
代
わ
っ
て
こ
こ
の
政

事
を
主
催
す
る
大
夫
た
ち
は
、
自
身
の
持
ち
場
を
固
く
守
っ
て
そ
こ
か
ら
出

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
が
夫
人
の
持
ち
場
か
ら
出
て
い
っ
た
門

は
、
当
然
、『
周
礼
』・『
礼
記
』
の
路
門
に
相
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

王
が
大
夫
た
ち
の
持
ち
場
か
ら
出
て
行
っ
た
門
は
、当
然
、『
周
礼
』
の
応
門
・

『
礼
記
』
の
雉
門
に
相
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
と
夫
人
、
王
と
大
夫

た
ち
の
会
同
を
示
す
こ
の
二
つ
の
場
面
は
、
内
朝
・
路
寝
―
（
路
門
）
―
治

朝
・
内
朝
―
（
応
門
・
雉
門
）
と
い
う
二
朝
・
二
門
の
存
在
を
前
提
と
し
て
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い
る
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
も
う
一
つ
の
（
応
門
・
雉
門
）
―
外
朝
―
（
皋
門
・
庫
門
）

と
い
う
構
造
も
前
提
と
し
て
い
そ
う
で
あ
る
が
、
皋
門
・
庫
門
に
相
当
す
る

門
名
は
見
え
な
い
も
の
の
、
応
門
・
雉
門
に
つ
い
て
い
え
ば
、〝
國
門
〞
こ

そ
が
そ
れ
に
相
当
し
、〝
國
門
之
外
〞
こ
そ
が
外
朝
に
相
当
す
る
と
み
て
、

ま
ち
が
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〝
苟
任
戎
者
〞
と
は
、
一
般
民
の
な

か
で
敢
え
て
軍
士
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
に
相
違
な
く
、
そ
の
よ
う
な
身
分

の
者
が
集
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
所
は
外
朝
の
機
能
を
も
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、そ
れ
に
〝
國
門
〞
と
い
う
呼
び
名
が
、『
周
礼
』
の
〝
王

門
〞
は
応
門
の
通
称
・
美
称
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
、
す
で
に
指
摘

し
た
事
情
を
思
い
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
都
城
の
な
か
で
と
り
わ
け
重
要

な
応
門
・
雉
門
が
、
そ
の
主
権
者
に
即
し
て
い
う
場
合
は
王
門
、
そ
の
国
都

に
即
し
て
い
う
場
合
は
国
門
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
は
、低
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

春
秋
越
都
の
門
朝
配
置
の
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、『
国

語
』「
呉
語
」
の
記
事
の
前
提
に
は
、春
秋
時
代
列
国
都
城
の
門
・
朝
構
造
は
、

原
則
と
し
て
内
朝
・
路
寝
―（
路
門
）―
治
朝
・
内
朝
―（
応
門
・
雉
門
）―
外
朝

―（
皋
門
・
庫
門
）
と
い
う
三
朝
三
門
配
置
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
。『
春
秋
左
氏
伝
』
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
認

識
を
前
提
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
春
秋
左
氏
伝
』

の
記
事
か
ら
そ
の
認
識
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
た
だ
有
効
な

抽
出
記
事
が
残
っ
て
い
な
い
に
過
ぎ
な
い
ま
で
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

今
一
つ
、
社
稷
と
宗
廟
の
位
置
に
つ
い
て
も
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事

か
ら
そ
れ
を
割
り
出
す
こ
と
は
、
実
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
問
題

を
考
察
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
今
少
し
時
間
を
か
け
て
か
ら

一
文
を
草
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
宗
廟
の
位
置
に
関
す
る
重

要
な
一
記
事
を
か
か
げ
る
だ
け
で
、
了
恕
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
。

秋
、
呉
子
壽
夢
卒
、
臨
於
周
廟
、
礼
也
。
凡
諸
侯
之
喪
、
異
姓
臨
於
外
、

同
姓
於
宗
廟
、
同
宗
於
祖
廟
、
同
族
於
禰
廟
（
襄
一
二
）。

異
姓
に
対
応
す
る
場
所
が
外
、
お
そ
ら
く
内
城
外
で
あ
る
の
は
容
易
に
想
定

で
き
る
と
し
て
、
同
姓
に
対
応
す
る
宗
廟
・
同
宗
に
対
応
す
る
祖
廟
・
同
族

に
対
応
す
る
禰
廟
の
位
置
関
係
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三

つ
の
祠
廟
が
、
一
か
所
に
集
ま
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
う

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
外
朝
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
宗
廟
↓
祖
廟
↓
禰
廟
と
配

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
祖
先
祠
廟
の
位
置
と
そ
の
位
置
の
変
遷
を

考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
示
唆
を
提
供
す
る
一
記
事
で
あ
る
と
思
う
。

本
稿
の
目
的
は
、『
周
礼
』（
及
び
『
礼
記
』）
と
『
春
秋
左
氏
伝
』（
及
び

『
国
語
』）
を
使
っ
て
、
先
秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
を
描
き
だ
す
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
以
上
の
結
果
が
結
論
と
い
え
ば
結
論
で
あ
り
、
何
か

そ
の
門
朝
・
城
郭
構
造
の
歴
史
的
意
義
と
か
に
つ
い
て
の
結
論
め
い
た
も
の

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
味
け

な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
最
後
に
故
宮
崎
市
定
博
士
の
研
究
を
と
り

あ
げ
て
、
本
稿
で
え
ら
れ
た
内
容
の
一
つ
の
結
論
に
し
て
お
き
た
い
。

故
博
士
の
中
国
古
代
都
市
国
家
説
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
城
郭
問
題

に
関
す
る
そ
れ
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
中
国
城
郭
の
起
源
異
説
」

（『
全
集
』
第
三
巻
）
に
そ
の
意
見
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。

故
博
士
は
、
そ
の
な
か
で
先
秦
時
代
の
城
壁
都
市
は
次
の
よ
う
な
変
遷
を

た
ど
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

山
城
式（
内
城
式
）↓
城
主
郭
従
式
↓
城
従
郭
主
式
↓
城
壁
式（
外
郭
式
）
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城
主
郭
従
式
と
は
、
内
城
外
郭
の
う
ち
、
内
城
の
機
能
が
主
で
外
郭
の
機
能

は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
段
階
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本

稿
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
春
秋
列
国
都
城
の
城
郭
構
造

は
、
ほ
ぼ
こ
の
段
階
に
相
当
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
城
壁
の

宗
教
的
性
格
や
最
終
防
御
線
機
能
、
あ
る
い
は
国
は
本
来
内
城
だ
け
を
指
す

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
当
時
の
列
国
都
城
に
お
け
る
城
壁
の
宗
教
的
・
政
治
的
重
要
さ
は
内
城

壁
に
あ
り
、
郭
壁
に
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
重
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
し
だ
い
に
城
従
郭
主
式
の
様
相
が
出
現
し

つ
つ
あ
っ
た
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
ま
だ
城
主
郭
従
式
の
段
階
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
か
。

と
こ
ろ
が
『
周
礼
』
で
は
、
内
城
と
外
郭
の
性
格
差
異
を
示
す
よ
う
な
記

事
は
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
た
だ
、
外
郭
部
分
も
国

に
含
ま
れ
る
と
い
う
意
識
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
だ
け
は
見
落
し
て
は

な
ら
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
と
は
異
な
っ
た
認
識
を

前
提
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
認
識
は
、
城
従
郭
主

式
の
段
階
に
相
当
す
る
と
み
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

城
郭
構
造
変
遷
の
時
間
的
段
階
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
認

識
は
よ
り
古
く
、『
周
礼
』
の
認
識
は
よ
り
新
し
い
と
い
え
る
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
。（
未
完
）。

＊
本
稿
は
平
成
二
八
年
度
学
校
法
人
東
北
学
院
共
同
研
究
助
成
金
「
都
市

平
面
プ
ラ
ン
の
思
想
的
規
範
に
関
す
る
比
較
史
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
・

櫻
井
康
人
東
北
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
及
び
科
学
研
究
費
・
国
際
共
同

研
究
強
化
（
B
）「
中
国
歴
代
都
城
の
宮
廟
官
寺
・
門
朝
城
郭
配
置
構
造

を
正
確
に
復
原
す
る
た
め
の
遺
跡
現
地
共
同
調
査
」（
1
9
K
K
0
0
1
3

研
究
代
表
者
・
谷
口
満
東
北
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。


