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《
論
文
》

斉
梁
革
命
と
『
周
礼
』
の
関
係
に
つ
い
て

戸
　
川
　
　
貴
　
行

　

南
朝
と
は
五
～
六
世
紀
に
南
中
国
を
支
配
し
た
劉
宋
・
南
斉
・
梁
・
陳
の
四
王
朝
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
南
斉
・
梁
で
は
︑
周
公
が
理

想
上
の
周
の
制
度
に
つ
い
て
記
し
た
と
さ
れ
る
儒
学
の
経
典
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
が
行
わ
れ
た
︒
こ
う
し
た
南
斉
・
梁
の
儀
礼
整

備
と
﹃
周
礼
﹄
の
関
係
に
つ
い
て
︑
従
来
の
研
究
で
は
次
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
南
斉
の
第
二
代
皇
帝
で
あ
る
武
帝
の
と
き

﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
五
種
類
の
儀
礼
（
五
礼
（
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
が
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
後
︑﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整

備
は
梁
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
武
帝
の
と
き
に
完
成
す
る
こ
と（

（
（

︒
五
礼
と
は
吉
礼
︑
凶
礼
︑
賓
礼
︑
軍
礼
︑
嘉
礼
と
い
う
五
種
類
の
儀
礼
の
こ
と

で
あ
る
︒

　

本
稿
で
は
こ
う
し
た
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
三
点
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
︒

　

そ
の
一
は
︑
南
斉
武
帝
の
五
礼
整
備
の
実
態
で
あ
る
︒
仮
説
に
よ
れ
ば
︑
南
斉
武
帝
の
儀
礼
整
備
は
五
礼
の
な
か
で
も
特
に
凶
礼
を
主
と
す

る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
改
革
を
断
行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
劉
宋
で
大
枠
の
で
き
て
い
た

儀
礼
の
細
部
を
補
う
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
︒
か
り
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
南
斉
武
帝
と
梁
武
帝
の
間
の
時
期
に
﹃
周
礼
﹄
に
も



　　お茶の水史学　64号　　52

と
づ
く
儀
礼
整
備
は
全
く
進
展
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
︒

　

そ
の
二
は
︑
南
斉
明
帝
の
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
で
あ
る
︒
南
斉
明
帝
と
は
南
斉
武
帝
の
従
弟
に
あ
た
り
︑
本
来
補
佐
す
べ
き
武

帝
の
孫
か
ら
皇
帝
の
位
を
簒
奪
し
た
南
斉
の
第
五
代
皇
帝
で
あ
る
︒
従
来
︑
南
斉
明
帝
に
よ
る
儀
礼
整
備
の
評
価
は
決
し
て
高
く
な
く
南
斉
武

帝
と
梁
武
帝
に
挟
ま
れ
た
︑
い
わ
ば
谷
間
の
時
代
と
見
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
南
斉
明
帝
期
に
は
梁
で
も
活
躍
す
る
何
佟
之
と
い
う
人
物
に

よ
っ
て
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
南
朝
の
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
の
本
格
化
に
つ
い
て
︑
か

つ
て
筆
者
は
北
魏
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（

（
（

︒
た
だ
前
稿
で
は
南
斉
明
帝
の
﹃
周
礼
﹄
に
も

と
づ
く
儀
礼
整
備
と
北
魏
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
本
稿
で
は
こ
の
点
を
中
心
に

論
じ
て
み
た
い
︒

　

そ
の
三
は
︑
梁
武
帝
の
新
王
朝
樹
立
で
あ
る
︒
南
斉
武
帝
︑
南
斉
明
帝
︑
梁
武
帝
は
三
人
と
も
蘭
陵
蕭
氏
の
家
系
で
あ
る
が
︑
こ
の
な
か
で

南
斉
皇
室
の
直
系
と
も
い
う
べ
き
は
初
代
皇
帝
の
長
子
で
あ
る
南
斉
武
帝
と
そ
の
子
孫
で
あ
り
︑
南
斉
明
帝
︑
梁
武
帝
は
そ
れ
以
外
の
傍
系
に

あ
た
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
南
斉
明
帝
は
本
来
輔
佐
す
べ
き
南
斉
武
帝
の
孫
か
ら
皇
帝
の
位
を
簒
奪
し
た
︒
そ
の
た
め
彼
の
即
位
は
﹃
周
礼
﹄
の
作

者
と
さ
れ
る
周
公
の
成
王
輔
政
の
故
事
と
大
き
く
乖
離
し
て
し
ま
い
︑﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
に
よ
っ
て
正
統
性
を
主
張
す
る
際
︑

北
魏
に
そ
の
弱
点
を
突
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
弱
点
を
克
服
す
る
べ
く
梁
武
帝
は
南
斉
皇
帝
と
同
姓
の
一
族
で
あ
り
な
が
ら
︑
南
斉
の

帝
位
を
継
承
せ
ず
梁
と
い
う
新
王
朝
を
樹
立
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
斉
梁
革
命
は
同
姓
の
一
族
の
間
で
王
朝
交
代
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
こ

れ
は
本
来
︑
易
姓
革
命
す
な
わ
ち
異
姓
の
一
族
が
新
王
朝
を
樹
立
す
る
中
国
王
朝
で
は
稀
有
の
こ
と
で
あ
る（

（
（

︒
本
稿
で
は
︑
そ
う
し
た
梁
武
帝

の
新
王
朝
樹
立
を
北
魏
と
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
争
い
に
注
目
し
て
論
じ
て
み
た
い
︒

　

以
上
の
問
題
関
心
か
ら
︑
本
稿
は
南
斉
武
帝
の
五
礼
整
備
の
実
態
︑
南
斉
明
帝
の
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
︑
梁
武
帝
の
新
王
朝
樹

立
に
つ
い
て
論
じ
︑
以
て
斉
梁
革
命
と
﹃
周
礼
﹄
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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第
一
節　

南
斉
武
帝
の
五
礼
整
備
の
実
態

　

ま
ず
南
斉
武
帝
の
五
礼
整
備
に
関
す
る
小
林
聡
氏
の
見
解
を
み
て
お
こ
う
︒
小
林
氏
に
よ
れ
ば
︑
南
斉
武
帝
期
（
四
八
二
～
四
九
三
（
に
お

け
る
五
礼
の
整
備
事
業
は
永
明
二
年
（
四
八
四
（
か
ら
当
時
の
実
力
者
の
王
倹
を
最
高
責
任
者
と
し
て
始
ま
り
︑
四
年
後
の
永
明
六
年
に
彼
が

死
去
し
た
後
︑
張
緒
を
へ
て
何
胤
に
引
き
継
が
れ
た（

（
（

︒

　

筆
者
は
氏
の
高
見
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
王
倹
︑
張
緒
︑
何
胤
の
う
ち
最
も
活
躍
し
た
の
が
王
倹
で
あ
る
︒
い
ま
こ
の
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
︒
張
緒
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
三
三
張
緒
伝
に
︑
王
倹
死
去
の
翌
年
に
あ
た
る
永
明
七
年
の
こ
と
と
し
て
︑

 

竟
陵
王
子
良 

國
子
祭
酒
を
領
す
︒
世
祖 

王
晏
に
敕
し
て
曰
は
く
︑
吾
れ
司
徒
を
し
て
祭
酒
を
辭
し
以
て
張
緒
に
授
け
し
め
ん
と
欲
す
︒

物
議 

以
爲
へ
ら
く
云い
か
ん何
︑
と
︒
子
良 
竟つ
ひ

に
拜
せ
ず
︑
緒
を
以
て
國
子
祭
酒
を
領
せ
し
む
︒（
竟
陵
王
子
良
領
國
子
祭
酒
︒
世
祖
敕
王
晏

曰
︑
吾
欲
令
司
徒
辭
祭
酒
以
授
張
緒
︒
物
議
以
爲
云
何
︒
子
良
竟
不
拜
︑
以
緒
領
國
子
祭
酒
︒（

と
あ
り
︑
王
倹
に
代
わ
り
国
士
祭
酒
を
領
し
て
五
礼
整
備
の
責
任
者
に
な
っ
た
も
の
の
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
一
六
百
官
志
に
︑
翌
永
明
八
年
の
こ

と
と
し
て
︑

國
子
博
士
何
胤 

單た

だ
祭
酒
と
爲
る
︒（
國
子
博
士
何
胤
單
爲
祭
酒
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
そ
の
任
を
何
胤
に
譲
っ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
何
胤
に
つ
い
て
も
︑
南
斉
の
儀
礼
整
備
を
概
括
す
る
﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
の
序
に
︑
永
明
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

太
子
步
兵
校
尉
伏
曼
容 

禮
樂
を
定
む
る
を
表ひ
よ
うす

︒
是
に
於
い
て
尚
書
令
王
儉
に
詔
し
新
禮
を
制
定
し
︑
治
禮
樂
學
士
及
び
職
局
を
立
て
︑

舊
學
四
人
・
新
學
六
人
・
正
書
令
史
各
々
一
人
・
幹
一
人
を
置
き
︑
祕
書
省 
能
書
弟
子
二
人
を
差
は
す
︒
因
り
て
前
代
を
集
め
︑
五
禮

を
撰
治
す
︒
吉
・
凶
・
賓
・
軍
・
嘉
な
り
︒（
太
子
步
兵
校
尉
伏
曼
容
表
定
禮
樂
︒
於
是
詔
尚
書
令
王
儉
制
定
新
禮
︑
立
治
禮
樂
學
士
及
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職
局
︑
置
舊
學
四
人
・
新
學
六
人
・
正
書
令
史
各
一
人
・
幹
一
人
︑
祕
書
省
差
能
書
弟
子
二
人
︒
因
集
前
代
︑
撰
治
五
禮
︒
吉
・
凶
・

賓
・
軍
・
嘉
也
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
王
倹
の
五
礼
整
備
は
詳
し
く
記
さ
れ
る
一
方
︑
何
胤
は
名
前
す
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑﹃
南
斉
書
﹄
礼
志
に
は

王
倹
に
よ
る
儀
礼
整
備
の
議
論
が
数
多
く
見
ら
れ
る
一
方
︑
何
胤
の
議
論
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
永
明
一
一
年
の
こ
と

と
し
て
︑

文
惠
太
子
薨
ず
︒
卒そ
つ

哭こ
く

し
︑
太
廟
の
陰
室
に
祔ふ

す
︒
︙
︙
右
僕
射
王
晏
・
吏
部
尚
書
徐
孝
嗣
・
侍
中
何
胤 

奏
す
ら
く
︑
故
太
子 

太
廟
に

祔
す
る
は
︑
既
に
先
准
無
し
︒
︙
︙
臣
等 

參
議
す
ら
く
︑
︙
︙
太
常 

廟
位
を
主
つ
か
さ
どり

︑
太
尉 

禮
祔
を
執
り
︑
太
孫 

拜
伏
し
︑
皆
な
之
と

俱
に
す
︒
正
禮 

既
に
畢お

は
れ
ば
︑
陰
室
の
祭
り
︑
太
孫 

宜
し
く
親み
づ
か自

ら
進し
ん

奠て
ん

す
べ
し
︑
と
︒
詔
し
可
と
す
︒（
文
惠
太
子
薨
︒
卒
哭
︑
祔

于
太
廟
陰
室
︒
︙
︙
右
僕
射
王
晏
・
吏
部
尚
書
徐
孝
嗣
・
侍
中
何
胤
奏
︑
故
太
子
祔
太
廟
︑
既
無
先
准
︒
︙
︙
臣
等
參
議
︑
︙
︙
太
常
主

廟
位
︑
太
尉
執
禮
祔
︑
太
孫
拜
伏
︑
皆
與
之
俱
︒
正
禮
既
畢
︑
陰
室
之
祭
︑
太
孫
宜
親
自
進
奠
︒
詔
可
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
武
帝
の
皇
太
子
で
父
よ
り
も
早
く
死
亡
し
た
文
恵
太
子
の
祭
祀
に
関
す
る
事
例
の
み
で
あ
る
︒
従
っ
て
張
緒
︑
何
胤
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
目
立
っ
た
活
躍
も
な
く
︑
王
倹
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

　

で
は
王
倹
の
五
礼
整
備
の
実
態
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
先
に
引
用
し
た
﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
の
序
に
﹁
永
明

二
年
︑
太
子
步
兵
校
尉
伏
曼
容 

禮
樂
を
表
定
す
︒
是
に
於
い
て
尚
書
令
王
儉
に
詔
し
新
禮
を
制
定
せ
し
む
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
王
倹
の
五
礼

整
備
は
伏
曼
容
と
い
う
人
物
の
上
表
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
伏
曼
容
と
は
劉
宋
︑
南
斉
に
仕
え
︑
儀
礼
に
関
わ
る
著
作
と
し
て

﹃
喪
服
集
解
﹄
を
撰
し
た
人
物
で
あ
る
（﹃
梁
書
﹄
巻
四
八
伏
曼
容
伝
（︒

　

彼
の
﹃
喪
服
集
解
﹄
は
五
礼
の
う
ち
凶
礼
の
著
作
で
あ
る
が
王
倹
も
ま
た
﹃
古
今
喪
服
集
記
﹄︑﹃
喪
服
図
﹄
を
撰
し
て
お
り
（﹃
南
斉
書
﹄

巻
二
三
王
倹
伝
︒﹃
隋
書
﹄
巻
三
二
経
籍
志
一
︑
礼
の
条
（︑
両
者
に
は
凶
礼
の
著
作
が
あ
る
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
︒
こ
の
点
を
踏
ま
え

た
上
で
﹃
梁
書
﹄
巻
四
八
伏
曼
容
伝
に
目
を
や
る
と
︑
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永
明
の
初
め
︑
︙
︙
衞
將
軍
王
儉 

深
く
相
ひ
交
好
し
︑
河か

内だ
い

の
司
馬
憲
・
吳
郡
の
陸
澄
と
共
に
喪
服
義
を
撰
せ
し
む
︒
旣
に
成
り
︑
又

た
之
と
禮
樂
を
定
め
ん
と
欲
す
る
も
︑
會た
ま

々た
ま

儉
薨
ず
︒（
永
明
初
︑
︙
︙
衞
將
軍
王
儉
深
相
交
好
︑
令
與
河
内
司
馬
憲
・
吳
郡
陸
澄
共
撰

喪
服
義
︒
旣
成
︑
又
欲
與
之
定
禮
樂
︑
會
儉
薨
︒（

と
あ
り
︑
伏
曼
容
は
王
倹
と
と
も
に
凶
礼
の
著
作
で
あ
る
﹃
喪
服
義
﹄
を
撰
し
た
後
︑
礼
楽
を
定
め
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
の
前
に
責
任
者
の
王

倹
が
死
去
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

さ
ら
に
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
一
一
楽
志
に
︑
永
明
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

太
子
步
兵
校
尉
伏
曼
容 
上
表
す
ら
く
︑
宜
し
く
英
儒
を
集
め
︑
雅
樂
を
刪さ
ん

纂さ
ん

す
べ
し
︑
と
︒
詔
し
外
に
付
し
詳
せ
し
む
る
も
︑
竟
に
行

は
れ
ず
︒（
太
子
步
兵
校
尉
伏
曼
容
上
表
︑
宜
集
英
儒
︑
刪
纂
雅
樂
︒
詔
付
外
詳
︑
竟
不
行
︒（

と
あ
り
︑
伏
曼
容
が
儀
礼
音
楽
で
あ
る
雅
楽
の
選
定
・
編
集
を
行
う
よ
う
に
上
表
し
た
が
結
局
︑
実
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
雅
楽
が
五
礼
の
う
ち
吉
礼
を
は
じ
め
と
し
て
賓
礼
︑
嘉
礼
な
ど
に
も
演
奏
さ
れ
る
も
の
の
凶
礼
に
は
用
い

ら
れ
な
い
点
で
あ
る
︒
右
を
踏
ま
え
る
と
︑
王
倹
の
五
礼
整
備
は
五
種
類
の
儀
礼
の
う
ち
凶
礼
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

　

で
は
凶
礼
以
外
の
儀
礼
整
備
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
王
倹
の
五
礼
整
備
の
う
ち
凶
礼
以

外
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
改
革
を
断
行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
︑
劉
宋
で
大
枠
の
で
き
て
い
た
儀
礼
の
細
部
を
補
う
と

い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
︒
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
永
明
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

祠
部
郎
中
蔡
履 

議
す
ら
く
︑
郊
と
明
堂
と
︑
本
と
宜
し
く
日
を
異
に
す
べ
し
︒
︙
︙
近
世 

存そ
ん

省せ
い

し
︑
故
よ
り
郊
・
堂
日
を
共
に
す
︒
來

年
の
郊
祭
︑
宜
し
く
定
准
有
る
べ
し
︑
と
︒
︙
︙
尚
書
令
王
儉 
議
す
ら
く
︑
︙
︙
宋 

明
堂
を
立
て
︑
唯
だ
郊
よ
り
宮
に
徂ゆ

く
の
義
に
據

り
︑
未
だ
天
を
祀
り
帝
を
旅
す
る
の
旨
に
達
せ
ず
︒
︙
︙
今
ま
宜
し
く
親
し
く
北
郊
を
祠
り
︑
明
年
正
月
上じ
よ
う

辛し
ん

に
昊こ
う

天て
ん

を
祠
り
︑
次じ

辛し
ん

に
后こ
う

土ど

に
瘞う
づ

め
︑
後こ
う

辛し
ん

に
明
堂
を
祀
る
べ
し
︑
と
︒
︙
︙
詔
し
可
と
す
︒（
祠
部
郎
中
蔡
履
議
︑
郊
與
明
堂
︑
本
宜
異
日
︒
︙
︙
近
世
存

省
︑
故
郊
・
堂
共
日
︒
來
年
郊
祭
︑
宜
有
定
准
︒
︙
︙
尚
書
令
王
儉
議
︑
︙
︙
宋
立
明
堂
︑
唯
據
自
郊
徂
宮
之
義
︑
未
達
祀
天
旅
帝
之
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旨
︒
︙
︙
今
宜
親
祠
北
郊
︑
明
年
正
月
上
辛
祠
昊
天
︑
次
辛
瘞
后
土
︑
後
辛
祀
明
堂
︒
︙
︙
詔
可
︒（

と
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
同
日
に
行
わ
れ
て
い
た
南
郊
と
明
堂
の
儀
礼
を
別
々
の
日
に
す
べ
し
と
提
案
さ
れ
た
の
を
受
け
︑
王
倹
が
南
郊
の
開
催
日

で
あ
る
上
辛
の
二
〇
日
後
に
あ
た
る
後
辛
に
明
堂
を
祭
る
べ
し
と
し
︑
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
か
つ
て
筆
者
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
明
堂
は
劉
宋
孝
武
帝
が
西
晋
の
都
で
あ
っ
た
洛
陽
の
奪
回
を
断
念
し
仮
住
ま
い
の
地
に
過
ぎ
な
か
っ
た
建
康
を
新
た
な

天
下
の
中
心
と
す
る
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
っ
た（

6
（

︒
と
す
れ
ば
明
堂
に
関
す
る
限
り
王
倹
の
議
論
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
改
革
を
断

行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
︑
す
で
に
劉
宋
孝
武
帝
期
に
大
枠
の
で
き
て
い
た
儀
礼
の
細
部
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
︒

　

ま
た
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
永
明
三
年
の
こ
と
と
し
て
︑

宋
の
元
嘉
・
大
明
以
來
︑
竝な
ら

び
に
立
春
後
の
亥が
い

日じ
つ

を
用
ふ
︒
尚
書
令
王
儉 

以
為
ら
く
亥
日
の
藉せ
き

田で
ん

︑
經
記
に
文
無
し
︑
と
︒
︙
︙
參
議

し
丁て
い

亥が
い

を
用
ふ
る
を
奏
す
︒
詔
し
可
と
す
︒（
宋
元
嘉
・
大
明
以
來
︑
竝
用
立
春
後
亥
日
︒
尚
書
令
王
儉
以
為
亥
日
藉
田
︑
經
記
無
文
︒

︙
︙
參
議
奏
用
丁
亥
︒
詔
可
︒（

と
あ
り
︑
劉
宋
の
元
嘉
・
大
明
年
間
以
来
︑
籍
田
儀
礼
の
開
催
日
が
立
春
後
の
亥
日
で
あ
っ
た
の
に
対
し
王
倹
が
丁
亥
に
す
べ
し
と
し
︑
そ
れ

が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
か
つ
て
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
南
朝
の
籍
田
儀
礼
は
劉
宋
孝
武
帝
の
父
で
あ
る
文
帝
の
元
嘉
年
間
か

ら
始
ま
り
︑
孝
武
帝
の
大
明
年
間
以
降
︑
民
爵
賜
与
と
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

︒
と
す
れ
ば
王
倹
の
整
備
は
明
堂
の
開
催
日
の

ケ
ー
ス
と
同
様
︑
劉
宋
期
に
大
枠
の
で
き
て
い
た
儀
礼
の
細
部
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
南
斉
武
帝
期
に
王
倹
が
凶
礼
以
外
の
整
備
に
つ
い
て
﹃
周
礼
﹄
を
全
く
意
識
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
か
し
前
掲
の

﹃
梁
書
﹄
伏
曼
容
伝
に
﹁
之
と
禮
樂
を
定
め
ん
と
欲
す
る
も
︑
會
々
儉
薨
ず
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
︑
凶
礼
以
外
の
儀
礼
整
備

は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
同
じ
く
永
明
三
年
の
こ
と
と
し
て
︑

詔
し
學
を
立
つ
︒
︙
︙
有
司
奏
す
ら
く
︑
︙
︙
先
聖
・
先
師
を
釋せ
き

奠て
ん

す
る
に
︑
︙
︙
未
だ
今
ま
當
に
何
の
禮
を
行
ひ
︑
何
の
樂
を
用
ふ
る
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べ
き
か
を
詳つ
ま
びら

か
に
せ
ず
︑
と
︒
︙
︙
尚
書
令
王
儉 

議
す
ら
く
︑
周
禮
︑
春
は
學
に
入
れ
て
︑
菜
を
舎お

き
舞
を
合
は
す
︑
と
︒
︙
︙
元

嘉 
學
を
立
つ
︒
裴
松
之 

議
す
ら
く
應
に
六り
く

佾い
つ

を
儛
ひ
︑
郊こ
う

樂が
く 

未
だ
具そ
な

は
ら
ざ
る
を
以
て
︑
故
に
權か
り

に
登と
う

歌か

を
奏
す
べ
し
︑
と
︒
今
ま
金

石 
已
に
備
は
れ
ば
︑
宜
し
く
軒け
ん

縣け
ん

の
樂
・
六
佾
の
舞
を
設
く
べ
し
︑
と
︒（
詔
立
學
︒
︙
︙
有
司
奏
︑
︙
︙
釋
奠
先
聖
・
先
師
︑
︙
︙
未

詳
今
當
行
何
禮
︑
用
何
樂
︒
︙
︙
尚
書
令
王
儉
議
︑
周
禮
︑
春
入
學
︑
舍
菜
合
舞
︒
︙
︙
元
嘉
立
學
︒
裴
松
之
議
應
儛
六
佾
︑
以
郊
樂
未

具
︑
故
權
奏
登
歌
︒
今
金
石
已
備
︑
宜
設
軒
縣
之
樂
・
六
佾
之
舞
︒（

と
あ
り
︑
国
学
で
釈
奠
を
行
う
際
︑
王
倹
が
劉
宋
文
帝
の
元
嘉
年
間
に
は
ま
だ
雅
楽
が
そ
な
わ
っ
て
お
ら
ず
暫
定
的
に
登
歌
と
い
う
歌
曲
の
み

を
演
奏
し
た
が
︑
今
は
す
で
に
雅
楽
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
用
い
る
べ
し
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
史
料
に
見
え
る
﹁
春
は

學
に
入
れ
て
︑
菜
を
舎
き
舞
を
合
は
す
﹂
は
﹃
周
礼
﹄
春
官
︑
大
胥
を
出
典
と
す
る
︒
筆
者
が
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
南
朝
の
雅
楽

は
劉
宋
孝
武
帝
の
と
き
建
康
を
天
下
の
中
心
に
せ
ん
と
す
る
国
策
の
一
環
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
父
の
文
帝
の
と
き
に
は
ま

だ
不
十
分
な
も
の
し
か
な
か
っ
た（

（
（

︒
そ
れ
を
踏
ま
え
︑
王
倹
は
劉
宋
孝
武
帝
期
に
整
備
さ
れ
た
南
朝
雅
楽
を
国
学
の
釈
奠
に
も
沿
用
す
べ
し
と

述
べ
た
の
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
南
朝
で
本
格
的
に
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
雅
楽
整
備
が
行
わ
れ
る
の
は
梁
武
帝
の
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
最
大
の
特
徴
は
﹃
周
礼
﹄
の

記
述
に
も
と
づ
き
歌
曲
名
を
特
定
の
一
字
で
統
一
し
た
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
中
国
最
後
の
王
朝
で
あ
る
清
ま
で
引
き
継
が
れ
た（

（
（

︒
こ
う
し
た

﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
伝
統
の
創
造
と
比
べ
る
と
︑
王
倹
の
議
論
は
劉
宋
孝
武
帝
期
に
で
き
た
雅
楽
を
他
の
儀
礼
に
沿
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
レ

ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

こ
の
よ
う
に
南
斉
武
帝
期
に
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
が
行
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
五
礼
の
う
ち
凶
礼
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
改
革
を
断
行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
︑
劉
宋
で
大
枠
の
で
き
て
い
た

儀
礼
の
細
部
を
補
う
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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第
二
節　

南
斉
明
帝
の
『
周
礼
』
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備

　

さ
て
︑
南
斉
明
帝
は
初
代
皇
帝
で
あ
る
高
帝
の
甥
に
あ
た
り
︑
高
帝
の
長
子
に
あ
た
る
南
斉
武
帝
の
孫
か
ら
簒
奪
に
よ
っ
て
帝
位
を
継
承
し

た
︒
明
帝
は
自
ら
の
傍
系
継
承
を
安
定
さ
せ
る
た
め
︑
高
帝
︑
武
帝
の
子
孫
の
多
く
を
殺
害
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
中
国
王
朝
で
は
︑
こ
う

し
た
傍
系
継
承
の
皇
帝
が
自
ら
の
即
位
を
正
統
化
す
る
た
め
に
儀
礼
を
整
備
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
︑

南
斉
明
帝
も
傍
系
継
承
を
正
統
化
す
る
た
め
に
儀
礼
を
整
備
し
た
と
い
う
点
に
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
︒

　

そ
れ
は
﹃
南
斉
書
﹄
お
よ
び
﹃
梁
書
﹄
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
南
斉
書
﹄
に
つ
い
て
は
巻
三
九
史
臣
曰

の
条
に
︑

永
明 

纂
襲
し
︑
︙
︙
王
儉 

輔
と
爲
り
︑
經
禮
に
長
ず
︒
︙
︙
建
武 

繼
立
し
︑
︙
︙
時
に
文
を
好
ま
ず
︑
︙
︙
前
軌 

追
ひ
難
し
︒（
永
明

纂
襲
︑
︙
︙
王
儉
爲
輔
︑
長
於
經
禮
︒
︙
︙
建
武
繼
立
︑
︙
︙
時
不
好
文
︑
︙
︙
前
軌
難
追
︒（

と
あ
り
︑
南
斉
武
帝
の
永
明
年
間
に
礼
を
得
意
と
す
る
王
倹
が
宰
相
に
な
っ
た
こ
と
︑
一
方
︑
南
斉
明
帝
の
建
武
年
間
は
そ
れ
に
及
ば
な
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
王
倹
の
儀
礼
整
備
は
凶
礼
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀

礼
改
革
を
断
行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
南
斉
書
﹄
を
撰
し
た
の
は
蕭
子
恪
と
い
う
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
南

斉
高
帝
の
孫
で
あ
っ
た
た
め
︑
建
武
年
間
に
南
斉
明
帝
に
よ
っ
て
兄
弟
と
も
ど
も
殺
さ
れ
か
け
た
こ
と
が
あ
る
（﹃
梁
書
﹄
巻
三
五
蕭
子
恪

伝
（︒
従
っ
て
︑
彼
の
手
に
な
る
﹃
南
斉
書
﹄
の
明
帝
評
価
に
負
の
バ
イ
ア
ス
が
全
く
か
か
っ
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
︒

　

一
方
︑﹃
梁
書
﹄
に
つ
い
て
は
巻
四
八
伏
曼
容
伝
に
︑

建
武
中
︑
︙
︙
明
帝 

儒
術
を
重
ん
ぜ
ず
︒
曼
容
の
宅 

瓦が

官か
ん

寺じ

の
東
に
在
り
︑
高
坐
を
聽
事
に
施
す
︒（
建
武
中
︑
︙
︙
明
帝
不
重
儒
術
︒
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曼
容
宅
在
瓦
官
寺
東
︑
施
高
坐
於
聽
事
︒（

と
あ
り
︑
建
武
年
間
に
明
帝
が
儒
術
を
重
ん
じ
な
か
っ
た
の
で
︑
伏
曼
容
が
経
典
を
講
義
す
る
た
め
の
高
座
を
自
宅
に
設
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
梁
書
﹄
巻
四
八
何
佟
之
伝
に
︑

高
祖 
踐せ
ん

阼そ

し
︑
儒
術
を
尊
重
し
︑
佟
之
を
以
て
尚
書
左
丞
と
爲
す
︒
是
の
時 

百
度 

草
創
す
︒
佟
之 

禮
に
依
り
議
を
定
め
︑
裨
益
す
る
所

多
し
︒（
高
祖
踐
阼
︑
尊
重
儒
術
︑
以
佟
之
爲
尚
書
左
丞
︒
是
時
百
度
草
創
︒
佟
之
依
禮
定
議
︑
多
所
裨
益
︒（

と
あ
り
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
に
梁
武
帝
は
儒
術
を
重
ん
じ
た
の
で
︑
何
佟
之
を
尚
書
左
丞
に
就
任
さ
せ
儀
礼
整
備
に
役
立
た
せ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
︒

　

し
か
し
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
伏
曼
容
は
五
礼
の
な
か
で
凶
礼
を
得
意
と
し
た
︒
そ
の
成
果
は
す
で
に
南
斉
武
帝
期
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
︑
か
り
に
伏
曼
容
が
明
帝
に
重
用
さ
れ
た
と
し
て
も
ど
こ
ま
で
さ
ら
な
る
儀
礼
整
備
の
発
展
に
役
立
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
︒
ま
た
︑﹃
梁

書
﹄
の
列
伝
は
梁
の
国
史
に
も
と
づ
い
て
い
る
（﹃
廿
二
史
箚
記
﹄
巻
九
梁
書
悉
拠
国
史
立
伝
（︒
そ
の
た
め
創
業
の
君
主
で
あ
る
梁
武
帝
に
つ

い
て
は
﹁
儒
術
を
尊
重
﹂
し
た
名
君
と
し
て
持
ち
上
げ
る
一
方
︑
そ
の
引
き
立
て
役
に
す
る
べ
く
南
斉
明
帝
に
﹁
儒
術
を
重
ん
ぜ
ず
﹂
と
い
う

対
照
的
な
評
価
を
下
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒

　

と
く
に
何
佟
之
の
扱
い
に
つ
い
て
は
︑
あ
た
か
も
梁
武
帝
期
に
な
っ
て
重
用
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
は
南
斉
明
帝
の

建
武
二
年
（
四
九
五
（
に
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
で
立
て
続
け
に
意
見
を
述
べ
て
お
り
明
帝
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
裁
可
し
て
い
る
︒

こ
れ
は
従
来
の
南
斉
明
帝
に
対
す
る
評
価
を
変
え
る
も
の
な
の
で
︑
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒

　

何
佟
之
と
は
﹃
周
礼
﹄︑﹃
儀
礼
﹄︑﹃
礼
記
﹄
の
三
礼
を
独
学
で
ま
な
び
南
斉
明
帝
の
建
武
年
間
に
﹁
京
邑
の
碩
儒
︑
唯
だ
佟
之
の
み
︒（
京

邑
碩
儒
︑
唯
佟
之
而
已
︒（﹂
と
称
さ
れ
た
碩
学
で
あ
り
︑
梁
武
帝
に
よ
る
天
監
元
年
（
五
〇
二
（
の
儀
礼
整
備
で
も
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る

（﹃
梁
書
﹄
巻
四
八
何
佟
之
伝
（︒﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
建
武
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

有
司 

景け
い

懿い

后こ
う 

新
廟
に
遷
登
せ
る
車
服
の
儀
を
奏
す
︒
祠
部
郎
何
佟
之 

議
し
て
曰
は
く
︑
周
禮
︙
︙
皇
后
の
六
服
︑
褘き

衣い 

上
と
爲
し
︑
褕よ
う
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翟て
き 

之
に
次
ぐ
︒
首
飾
に
三
有
り
︑
副 

上
と
爲
し
︑
編 

之
に
次
ぐ
︒
五
車
︑
重
ち
よ
う

翟て
き 

上
と
爲
し
︑
厭よ
う

翟て
き 

之
に
次
ぐ
︒
︙
︙
上
公
夫
人
に
副

及
び
褘
衣
有
り
︒
︙
︙
況
ん
や
景
皇
懿
后
の
禮 

九
命
よ
り
崇た
か

き
を
や
︒
︙
︙
后 

重
翟
に
乘
る
も
︑
亦
た
疑
ふ
に
非
ず
と
謂
ふ
な
り
︑

と
︒
︙
︙
之
に
從
ふ
︒（
有
司
奏
景
懿
后
遷
登
新
廟
車
服
之
儀
︒
祠
部
郎
何
佟
之
議
曰
︑
周
禮
︙
︙
皇
后
六
服
︑
褘
衣
爲
上
︑
褕
翟
次

之
︒
首
飾
有
三
︑
副
爲
上
︑
編
次
之
︒
五
車
︑
重
翟
爲
上
︑
厭
翟
次
之
︒
︙
︙
上
公
夫
人
有
副
及
褘
衣
︒
︙
︙
況
景
皇
懿
后
禮
崇
九
命
︒

︙
︙
后
乘
重
翟
︑
亦
謂
非
疑
也
︒
︙
︙
從
之
︒（

と
あ
り
︑
景
懿
皇
后
の
神
主
を
新
廟
に
遷
す
に
あ
た
り
神
主
に
ど
の
よ
う
な
車
服
を
用
い
る
べ
き
か
議
論
し
た
と
こ
ろ
何
佟
之
が
﹃
周
礼
﹄
に

も
と
づ
き
服
は
褘
衣
︑
頭
上
の
服
飾
は
副
︑
車
は
重
翟
に
す
べ
し
と
述
べ
︑
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
景
懿
皇
后
の
景

と
は
南
斉
明
帝
の
父
の
諡
（
高
帝
の
兄
︑
蕭
道
生
︒
明
帝
の
簒
奪
後
︑
始
安
王
か
ら
景
帝
に
追
尊
さ
れ
た
（
の
こ
と
で
あ
り
︑
懿
と
は
明
帝
の

母
の
諡
の
こ
と
で
あ
る
（﹃
南
斉
書
﹄
巻
六
明
帝
紀
︑
建
武
元
年
一
一
月
乙
酉
の
条
（︒
従
っ
て
︑
景
懿
皇
后
と
は
景
帝
の
配
偶
者
の
懿
皇
后
を

意
味
す
る
︒
こ
れ
ら
の
追
尊
は
︑
明
帝
が
傍
系
か
ら
南
斉
の
帝
位
を
継
承
し
た
こ
と
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
褘
衣
︑
副
︑
重

翟
は
そ
れ
ぞ
れ
﹃
周
礼
﹄
天
官
の
内
司
服
・
追
師
の
条
︑
春
官
の
巾
車
の
条
を
出
典
と
す
る
︒
何
佟
之
は
南
斉
明
帝
の
傍
系
継
承
に
と
も
な

い
︑
そ
の
母
に
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
皇
后
の
待
遇
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
や
は
り
建
武
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

祠
部
郎
何
佟
之 

奏
す
ら
く
︑
案
ず
る
に
周
禮
︙
︙
牧
人
に
云
は
く
︑
凡
そ
陽
祀
に
は
騂せ
い

牲せ
い

を
用
ひ
︑
陰
祀
に
は
黝ゆ
う

牲せ
い

を
用
ふ
︑
と
︒
鄭
じ
よ
う

玄げ
ん 

云
は
く
︑
騂
は
︑
赤
な
り
︒
黝
は
︑
黑
な
り
︒
陽
祀
は
︑
天
を
南
郊
に
祭
り
宗
廟
に
及
ぶ
な
り
︒
陰
祀
は
︑
地
を
北
郊
に
祭
り
社
稷

に
及
ぶ
な
り
︑
と
︒
︙
︙
今
ま
南
北
兩
郊 

同と
も

に
玄
牲
を
用
ひ
︑
又
た
明
堂
・
宗
廟
・
社
稷 

俱
に
赤
を
用
ふ
る
は
︑
昔せ
き

典て
ん

に
違
ふ
有
り
︒

︙
︙
盛
則
を
虧か

く
る
を
懼お
そ

る
︑
と
︒
︙
︙
之
に
從
ふ
︒（
祠
部
郎
何
佟
之
奏
︑
案
周
禮
︙
︙
牧
人
云
︑
凡
陽
祀
用
騂
牲
︑
陰
祀
用
黝
牲
︒

鄭
玄
云
︑
騂
︑
赤
︒
黝
︑
黑
也
︒
陽
祀
︑
祭
天
南
郊
及
宗
廟
︒
陰
祀
︑
祭
地
北
郊
及
社
稷
︒
︙
︙
今
南
北
兩
郊
同
用
玄
牲
︑
又
明
堂
・
宗

廟
・
社
稷
俱
用
赤
︑
有
違
昔
典
︒
︙
︙
懼
虧
盛
則
︒
︙
︙
從
之
︒（
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と
あ
り
︑
何
佟
之
が
﹃
周
礼
﹄
地
官
︑
牧
人
の
条
お
よ
び
鄭
玄
注
に
も
と
づ
き
祭
祀
の
犠
牲
動
物
に
つ
い
て
南
郊
・
宗
廟
は
赤
色
︑
北
郊
・
社

稷
は
黒
色
を
用
い
る
べ
し
と
述
べ
︑
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
陽
祀
に
あ
た
る
南
郊
お
よ
び
宗
廟
は
郊
廟
と

並
称
さ
れ
︑
中
国
王
朝
で
も
っ
と
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
す
で
に
金
子
修
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
郊

廟
の
う
ち
南
郊
に
つ
い
て
は
南
斉
明
帝
が
疑
い
深
く
行
幸
の
と
き
に
も
用
心
し
て
行
き
先
を
隠
し
た
た
め
一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た（
（1
（

︒
従
っ

て
︑
明
帝
に
と
っ
て
宗
廟
は
南
郊
の
祭
祀
を
行
っ
た
他
の
皇
帝
に
く
ら
べ
て
よ
り
重
要
な
儀
礼
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
宗
廟
は
歴
代
の

南
斉
皇
帝
と
傍
系
の
明
帝
を
祭
祀
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
場
で
も
あ
っ
た
︒
何
佟
之
は
そ
う
し
た
明
帝
が
行
う
宗
廟
儀
礼
の
儀
式
次
第
を
﹃
周

礼
﹄
に
も
と
づ
き
整
備
し
た
の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
九
礼
志
上
に
︑
同
じ
く
建
武
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

旱
︒
有
司 

雩う

祭さ
い 

明
堂
に
依
る
を
議
す
︒
祠
部
郎
何
佟
之 

議
し
て
曰
は
く
︑
周
禮 

司し

巫ふ

に
云
は
く
︑
若
し
國 

大
旱
す
れ
ば
︑
則
ち
巫
を

帥ひ
き

ゐ
て
雩
を
舞
ふ
︑
と
︒
︙
︙
禮 
雩
を
舞
ふ
は
乃
ち
闕か

く
る
無
か
ら
し
め
よ
︑
と
︒
︙
︙
之
に
從
ふ
︒（
旱
︒
有
司
議
雩
祭
依
明
堂
︒
祠

部
郎
何
佟
之
議
曰
︑
周
禮
司
巫
云
︑
若
國
大
旱
︑
則
帥
巫
而
舞
雩
︒
︙
︙
禮
舞
雩
乃
使
無
闕
︒
︙
︙
從
之
︒（

と
あ
り
︑
旱
害
解
消
の
た
め
の
雨
乞
い
儀
礼
で
あ
る
雩
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
議
論
し
た
と
こ
ろ
何
佟
之
が
雩
に
は
﹃
周
礼
﹄
春
官
︑
司

巫
の
条
に
も
と
づ
き
舞
を
と
も
な
う
べ
し
と
述
べ
︑
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
と
き
の
旱
害
に
つ
い
て
は
︑﹃
南

斉
書
﹄
巻
一
九
五
行
志
︑
金
の
条
に
︑
建
武
二
年
の
こ
と
と
し
て
︑

大
旱
︒
時
に
虜
寇 

方ま
さ

に
盛
ん
︒
皆
な
衆
を
動
か
す
の
應
な
り
︒（
大
旱
︒
時
虜
寇
方
盛
︒
皆
動
衆
之
應
也
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
北
魏
の
侵
略
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
侵
略
は
北
魏
孝
文
帝
が
南
斉
明
帝
の

簒
奪
に
よ
る
傍
系
継
承
に
目
を
つ
け
︑
そ
の
非
を
鳴
ら
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
（﹃
南
斉
書
﹄
巻
五
七
魏
虜
伝
（︒
と
す
れ
ば
右
の
﹃
周
礼
﹄

に
も
と
づ
く
雩
の
整
備
に
も
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
︑
明
帝
の
傍
系
継
承
が
関
わ
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
し
た
南
斉
明
帝
の
建
武
二
年
︑
何
佟
之
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
で
立
て
続
け
に
意
見
を
述
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べ
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
裁
可
さ
れ
て
い
る
︒
で
は
な
ぜ
傍
系
の
明
帝
が
自
ら
の
即
位
を
正
統
化
す
る
に
あ
た
り
︑﹃
周
礼
﹄
が
使
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒

　

当
時
︑
南
斉
明
帝
と
対
峙
し
て
い
た
北
魏
孝
文
帝
が
﹃
周
礼
﹄
を
極
め
て
重
視
し
た
点
に
つ
い
て
︑
川
本
芳
昭
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
﹃
周
礼
﹄
は
す
で
に
五
胡
十
六
国
時
代
に
騎
馬
遊
牧
民
の
政
権
に
よ
る
受
容
が
見
ら
れ
︑
北
魏
孝
文
帝
期
に
な
る
と
洛
陽
遷
都

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
国
策
決
定
の
根
本
と
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
︑
と（
（（
（

︒
筆
者
は
川
本
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
洛
陽
遷
都
は
四
九
四
年
に
行
わ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
た
建
武
二
年
（
四
九

五
（
の
前
年
に
あ
た
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
南
斉
明
帝
の
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
は
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

　

さ
ら
に
︑﹃
文
館
詞
林
﹄
巻
六
六
五
後
魏
孝
文
帝
遷
都
洛
陽
大
赦
詔
に
︑

營
周
を
改
め
成
魏
と
爲
し
︑
北
師
を
南
夏
に
移
す
︒（
改
營
周
爲
成
魏
︑
移
北
師
於
南
夏
︒（

と
あ
り
︑
洛
陽
遷
都
が
﹁
營
周
﹂
す
な
わ
ち
﹃
周
礼
﹄
の
作
者
と
さ
れ
る
周
公
の
成
周
造
営
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
に
と
も

な
い
北
魏
が
南
斉
討
伐
の
兵
を
あ
げ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
北
魏
孝
文
帝
が
南
斉
の
傍
系
継
承
の
非
を
鳴
ら
す
だ
け
で
な
く
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
洛
陽
遷
都
に
よ
っ
て
中
華
の
正
統
を
争

お
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
︑
明
帝
が
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
と
す
れ
ば
南
斉
明
帝
は
﹃
周
礼
﹄
を
理
想
と
す
る
北
魏
孝
文

帝
の
洛
陽
遷
都
に
対
抗
す
る
た
め
に
︑
あ
え
て
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
を
行
い
自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に
孝
文
帝
に
よ
る
洛
陽
遷
都
を
受
け
て
南
斉
明
帝
が
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
を
行
っ
た
こ
と
は
従
来
︑
あ
ま
り
注
目

さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
南
北
朝
に
お
け
る
﹃
周
礼
﹄
重
視
の
実
態
如
何
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
決
し
て
無
視
で
き
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
︒

　

た
だ
し
南
斉
明
帝
は
本
来
輔
佐
す
べ
き
武
帝
の
孫
か
ら
帝
位
を
簒
奪
し
た
か
ら
周
公
に
よ
る
成
王
輔
政
の
故
事
と
大
き
く
乖
離
し
て
し
ま

い
︑﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
に
よ
っ
て
正
統
性
を
主
張
す
る
際
︑
北
魏
に
そ
の
弱
点
を
突
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
弱
点
を
克
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服
す
る
べ
く
︑
梁
武
帝
は
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
こ
と
に
自
ら
の
即
位
を
な
ぞ
ら
え
南
斉
に
代
わ
り
梁
と
い
う
新
王
朝
を
樹
立
す

る
︒
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

第
三
節　

梁
武
帝
の
新
王
朝
樹
立

　

論
の
展
開
の
都
合
上
︑
ま
ず
南
斉
明
帝
の
簒
奪
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
北
魏
孝
文
帝
と
南
斉
の
使
者
で
あ
る
崔
慶
遠
の
や
り
と
り
を
見
て
み

よ
う
︒﹃
南
斉
書
﹄
巻
四
五
蕭
遥
昌
伝
に
︑
建
武
二
年
（
四
九
五
（︑
孝
文
帝
が
南
斉
の
使
者
の
崔
慶
遠
に
言
っ
た
こ
と
ば
を
載
せ
て
︑

聽
く
な
ら
く
卿
の
主
克よ

く
凶
嗣
を
黜し
り
ぞけ

︑
忠
孝
に
違
は
ず
︑
と
︒
何
を
以
て
近
親
を
立
て
︑
周
公 

成
王
を
輔た
す

く
る
が
如
く
せ
ず
し
て
︑

苟
し
く
も
自
ら
取
ら
ん
と
欲
す
る
︒（
聽
卿
主
克
黜
凶
嗣
︑
不
違
忠
孝
︒
何
以
不
立
近
親
︑
如
周
公
輔
成
王
︑
而
苟
欲
自
取
︒（

と
あ
り
︑
明
帝
が
凶
嗣
す
な
わ
ち
南
斉
武
帝
の
孫
（
鬱
林
王
と
海
陵
王
の
二
帝
（
を
廃
し
た
の
は
忠
孝
に
違
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
聞
く

が
︑
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
周
公
が
成
王
を
輔
政
し
た
よ
う
に
二
人
に
代
わ
る
近
親
者
を
立
て
ず
傍
系
の
自
ら
が
簒
奪
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
問
い

質
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
あ
と
明
帝
の
簒
奪
に
つ
い
て
孝
文
帝
と
崔
慶
遠
の
あ
い
だ
で
周
公
の
成
王
輔
政
︑
前
漢
霍
光
の
宣
帝
擁
立
を
踏
ま
え
た
や
り
と
り
が
な

さ
れ
最
終
的
に
崔
慶
遠
は
孝
文
帝
に
対
し
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
四
五
蕭
遥
昌
伝
に
︑

何
を
以
て
︑
武
王 

紂
を
伐
ち
︑
何
の
意
あ
り
て
微
子
を
立
て
て
之
を
輔
け
ず
︑
苟
し
く
も
天
下
を
貪
る
と
言
は
ざ
ら
ん
︒（
何
以
不
言
︑

武
王
伐
紂
︑
何
意
不
立
微
子
而
輔
之
︑
苟
貪
天
下
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
む
し
ろ
﹁
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
と
き
︑
な
ぜ
紂
王
の
兄
で
あ
る
微
子
を
立
て
て
輔
佐
せ
ず
自
ら
天
下
を
簒
奪

す
る
に
至
っ
た
の
か
﹂
と
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
切
り
返
し
た
︒
つ
ま
り
︑
南
斉
明
帝
の
即
位
を
殷
周
革
命
に
等
し
い
と
表
現
し
た
の
で
あ

る
︒
こ
の
よ
う
に
明
帝
の
即
位
は
殷
周
革
命
に
等
し
い
と
い
う
正
統
化
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
︑
実
際
は
周
公
の
成
王
輔
政
の
故
事
と
大
き
く
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乖
離
し
た
簒
奪
に
よ
る
傍
系
継
承
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
南
斉
明
帝
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
に
よ
っ
て
正
統
性
を
主
張
す
る

際
︑
北
魏
に
そ
の
弱
点
を
突
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
梁
武
帝
（
以
下
︑
蕭
衍
と
い
う
（
に
つ
い
て
は
︑﹃
梁
書
﹄
巻
一
三
沈
約
伝
に
︑
南
斉
末
︑
配
下
の
沈
約
が
皇
帝
即
位
を
勧
め
た
言

を
載
せ
て
︑

今
ま
童
兒
・
牧ぼ
く

豎じ
ゅ

︑
悉
こ
と
ご
とく

齊せ
い

祚そ 

已
に
終
は
る
を
知
る
︒
︙
︙
昔
し
武
王 

紂
を
伐
つ
︒
︙
︙
若
し
早
く
大
業
を
定
め
ざ
れ
ば
︑
天
人
の
望

み
を
稽と
ど

む
︒（
今
童
兒
・
牧
豎
︑
悉
知
齊
祚
已
終
︒
︙
︙
昔
武
王
伐
紂
︒
︙
︙
若
不
早
定
大
業
︑
稽
天
人
之
望
︒（

と
あ
り
︑
南
斉
の
天
命
が
す
で
に
尽
き
た
の
は
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
の
で
︑﹁
武
王 

殷
を
伐
つ
﹂
す
な
わ
ち
殷
周
革
命
に
な
ら
い
早
く
新
王

朝
を
樹
立
す
べ
し
と
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
沈
約
の
言
を
受
け
て
蕭
衍
は
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
こ
と
に
自
ら
の
即

位
を
な
ぞ
ら
え
︑
南
斉
に
代
わ
り
梁
と
い
う
新
王
朝
を
樹
立
し
た
︒

　

こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
梁
で
は
沈
約
の
よ
う
に
蕭
衍
を
周
の
武
王
に
な
ぞ
ら
え
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
父
で
あ
る
蕭
順
之
を
周
の
文
王
に
な

ぞ
ら
え
る
こ
と
も
強
く
意
識
さ
れ
梁
を
周
に
な
ぞ
ら
え
る
政
策
の
徹
底
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
蕭
衍
が
父
の
蕭
順
之
を
周
の
文
王
に

な
ぞ
ら
え
た
こ
と
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
︑
い
ま
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒

　
﹃
梁
書
﹄
巻
二
武
帝
紀
中
︑
天
監
元
年
（
五
〇
二
（
夏
四
月
丙
寅
の
条
に
︑

皇
考
を
追
尊
し
文
皇
帝
と
爲
し
︑
廟
を
太
祖
と
曰
ふ
︒（
追
尊
皇
考
爲
文
皇
帝
︑
廟
曰
太
祖
︒（

と
あ
り
︑
蕭
衍
が
即
位
に
と
も
な
い
父
の
蕭
順
之
の
諡
号
を
文
帝
︑
廟
号
を
太
祖
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
う
ち
諡
号
の
文
帝
に
つ
い
て
は
︑﹃
隋
書
﹄
巻
一
三
音
楽
志
上
︑
梁
の
条
に
︑
梁
の
宗
廟
儀
礼
で
祖
先
の
功
績
を
う
た
う
登
歌
の
歌
詞

を
載
せ
て
︑

於あ
あ

赫か
く

た
る
文
祖
︑
我
が
大
梁
を
基
づ
く
︒
土 

七
十
を
肇ひ
ら

き
︑
四
方
を
奄え
ん

有ゆ
う

す
︒（
於
赫
文
祖
︑
基
我
大
梁
︒
肇
土
七
十
︑
奄
有
四
方
︒（

と
あ
り
︑﹁
文
祖
﹂
す
な
わ
ち
蕭
順
之
が
梁
の
基
礎
を
き
ず
い
た
こ
と
を
﹁
土 

七
十
を
肇
き
︑
四
方
を
奄
有
す
﹂
と
表
現
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
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て
い
る
︒
こ
こ
に
み
え
る
﹁
土 

七
十
を
肇
き
﹂
と
は
﹃
孟
子
﹄
梁
恵
王
下
に
︑

文
王
の
囿そ
の

は
︑
方
し
ほ
う

七
十
里
︒（
文
王
之
囿
︑
方
七
十
里
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
周
の
文
王
の
狩
場
が
七
〇
里
あ
っ
た
と
い
う
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
四
方
を
奄
有
す
﹂
も
﹃
毛
詩
﹄

大
雅
︑
文
王
之
什
︑
皇
矣
に
︑

祿
を
受
け
て
喪う
し
なふ
無
く
︑
四
方
を
奄
有
す
︒（
受
祿
無
喪
︑
奄
有
四
方
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
周
が
天
よ
り
福
禄
を
受
け
て
そ
れ
を
う
し
な
う
こ
と
な
く
︑
つ
い
に
文
王
に
至
っ
て
天
下
を
お
お
い
た
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

一
方
︑
廟
号
の
太
祖
に
つ
い
て
も
︑﹃
毛
詩
﹄
周
頌
︑
臣
工
之
什
︑
雝
の
詩
序
に
︑

大た
い

祖そ

を
禘て
い

す
る
な
り
︒（
禘
大
祖
也
︒（

と
あ
り
︑
そ
の
鄭
箋
に
︑

大
祖
は
文
王
を
謂
ふ
︒（
大
祖
謂
文
王
︒（

と
あ
る
よ
う
に
︑
や
は
り
周
の
文
王
が
大
祖
（
大
は
太
に
通
ず
（
と
さ
れ
た
記
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
梁
よ
り
前
の
南
朝
で
太
祖
の

廟
号
を
も
つ
の
は
︑
劉
宋
の
第
三
代
皇
帝
で
あ
る
文
帝
と
南
斉
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
高
帝
で
あ
る
︒
両
帝
は
と
も
に
実
際
に
皇
帝
に
即
位
し
て

お
り
︑
劉
宋
文
帝
は
元
嘉
の
治
︑
南
斉
高
帝
は
王
朝
創
業
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
廟
号
に
相
応
し
い
功
績
を
立
て
て
い
る
︒
一
方
︑
蕭
衍
の
父
の

蕭
順
之
は
皇
帝
に
即
位
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
蕭
順
之
は
漢
末
の
曹
操
︑
魏
末
の
司
馬
昭
（
両
者
と
も
に
廟
号
は
太
祖
（
の
よ
う

に
︑
生
前
に
位
人
臣
を
極
め
た
わ
け
で
も
な
い
︒
と
す
れ
ば
蕭
衍
が
そ
う
し
た
父
の
廟
号
を
太
祖
と
し
た
の
は
か
な
り
異
例
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
蕭
衍
は
梁
を
樹
立
す
る
に
あ
た
り
父
を
周
の
文
王
に
な
ぞ
ら
え
る
の
を
強
く
意
識
し
︑
あ
え
て
そ
の
諡
号
を
文
帝
︑
廟

号
を
太
祖
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
斉
梁
革
命
を
殷
周
革
命
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
っ
て
も
蕭
衍
の
五
代
前
の
先
祖
は
蕭
整
と
い
う
人
物
で
あ
り
︑
彼
は
南
斉
の
初
代
皇
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帝
で
あ
る
高
帝
の
四
代
前
の
先
祖
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
斉
梁
革
命
は
同
姓
の
一
族
の
間
で
王
朝
交
代
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は

本
来
︑
易
姓
革
命
す
な
わ
ち
異
姓
の
一
族
が
新
王
朝
を
樹
立
す
る
中
国
王
朝
で
は
稀
有
の
こ
と
で
あ
る
︒
で
は
な
ぜ
蕭
衍
は
南
斉
の
帝
位
を
継

承
せ
ず
梁
と
い
う
新
王
朝
を
樹
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
蕭
衍
は
同
姓
の
一
族
と
い
っ
て
も
遠
縁
で
あ
る
か
ら
︑
南
斉
皇
帝
と
の
血
縁
的
つ
な
が
り
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
向
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
梁
書
﹄
巻
一
武
帝
紀
上
に
︑
中
興
元
年
（
五
〇
一
（
一
二
月
己
卯
に
お

け
る
蕭
衍
の
令
を
載
せ
て
︑

皇
家 

造な

ら
ず
︑
此
の
昏
凶
に
遘あ

ふ
︒
︙
︙
吾
れ
身 

皇こ
う

宗そ
う

に
籍
し
︑
先
顧
を
曲
き
よ
く

荷か

す
︒
︙
︙
仰
ぎ
て
朝
命
を
禀う

け
︑
任 

專
征
に
在
り
︒

（
皇
家
不
造
︑
遘
此
昏
凶
︒
︙
︙
吾
身
籍
皇
宗
︑
曲
荷
先
顧
︒
︙
︙
仰
禀
朝
命
︑
任
在
專
征
︒（

と
あ
り
︑
彼
が
挙
兵
当
初
︑
自
ら
を
﹁
皇
宗
﹂
す
な
わ
ち
南
斉
皇
帝
の
一
族
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
明
帝
の
子
で
あ
る
東
昏
侯
の
悪
政
を
見
過
ご

せ
ず
自
ら
擁
立
し
た
東
昏
侯
の
弟
で
あ
る
和
帝
の
朝
命
に
よ
っ
て
征
伐
に
及
ん
だ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　

ま
た
︑﹃
梁
書
﹄
巻
三
五
蕭
子
恪
伝
に
︑
天
監
年
間
︑
蕭
衍
が
南
斉
高
帝
の
孫
に
あ
た
る
蕭
子
恪
に
語
っ
た
言
を
載
せ
て
︑

齊
・
梁 

革
代
と
曰
ふ
と
雖
も
︑
義 

往
時
に
異
な
る
︒
我
と
卿
兄
弟
と
復
た
絕
服
二
世
と
雖
も
︑
宗
屬 

未
だ
遠
か
ら
ず
︒（
齊
・
梁
雖
曰

革
代
︑
義
異
往
時
︒
我
與
卿
兄
弟
雖
復
絕
服
二
世
︑
宗
屬
未
遠
︒（

と
あ
り
︑
自
ら
と
蕭
子
恪
ら
兄
弟
の
間
柄
を
﹁
宗
屬 

未
だ
遠
か
ら
ず
﹂
と
し
た
う
え
で
︑
同
姓
の
一
族
が
新
王
朝
を
樹
立
し
た
斉
梁
革
命
は

そ
れ
ま
で
の
易
姓
革
命
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
蕭
衍
は
自
ら
南
斉
皇
帝
の
﹁
皇
宗
﹂
で
あ
り
﹁
宗
屬 

未
だ
遠
か
ら
ず
﹂
と
述
べ
る
ほ
ど
︑
南
斉
皇
帝
と
の
血
縁
的
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
梁
と
い
う
国
号
も
ま
た
南
斉
の
初
代
皇
帝
で
あ
る
高
帝
（
以
下
︑
蕭
道
成
と
い
う
（
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
す

な
わ
ち
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
二
八
崔
祖
思
伝
に
︑
劉
宋
末
の
こ
と
と
し
て
︑

宋
朝 

初
め
太
祖
を
封
じ
梁
公
と
爲
す
を
議
す
︒
祖
思 

太
祖
に
啓
し
て
曰
は
く
︑
讖し
ん

書し
よ

に
云
は
く
︑
金き
ん

刀と
う

利り

刃じ
ん 

齊ひ
と

し
く
之
を
刈
る
︑
と
︒
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今
ま
宜
し
く
齊せ
い

と
稱
し
︑
實
に
天
命
に
應
ず
べ
し
︑
と
︒
之
に
從
ふ
︒（
宋
朝
初
議
封
太
祖
爲
梁
公
︒
祖
思
啓
太
祖
曰
︑
讖
書
云
︑
金
刀

利
刃
齊
刈
之
︒
今
宜
稱
齊
︑
實
應
天
命
︒
從
之
︒（

と
あ
り
︑
劉
宋
は
当
初
︑
蕭
道
成
を
﹁
梁
公
﹂
に
封
じ
よ
う
と
し
た
が
︑
崔
祖
思
が
将
来
の
宋
斉
革
命
を
見
越
し
て
讖
書
に
し
た
が
い
斉
と
称

す
べ
し
と
述
べ
蕭
道
成
も
こ
れ
に
従
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
南
斉
末
に
な
る
と
﹁
梁
﹂
の
封
号
は
も
と
も
と
蕭
道
成
に
仕

え
て
い
た
陶
弘
景
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
蕭
衍
に
進
め
ら
れ
つ
い
に
斉
梁
革
命
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
（﹃
梁
書
﹄
巻
五
一
陶
弘
景
伝
（︒
蕭
衍
が

こ
う
し
た
宋
斉
革
命
の
経
緯
を
全
く
知
ら
ず
に
国
号
を
﹁
梁
﹂
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
と
す
れ
ば
蕭
衍
は
国
号
に
選
定
す
る
ほ
ど
蕭
道
成

の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

さ
ら
に
︑
蕭
衍
の
子
で
あ
る
蕭
繹
が
撰
し
た
﹃
金
楼
子
﹄
巻
一
興
王
篇
に
︑
蕭
道
成
が
皇
位
の
行
方
に
関
す
る
夢
の
内
容
を
蕭
衍
の
父
で
あ

る
蕭
順
之
に
語
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑

始
め
齊
高 

府
に
在
り
︑
夢
み
ら
く
屐
は
き
も
のを
著つ

け 

太
極
殿
に
上
る
︒
三
人 

從
ふ
︒
一
人
は
齊せ
い

武ぶ

︑
一
人
は
齊せ
い

明め
い

︑
一
人
は
天
地
の
圖
を
張

り
て
識し

ら
ず
︑
意
言 

是
れ
太
祖
の
子
弟
な
り
︑
と
︒
踐
阼
す
る
に
及
び
︑
嘗か
つ

て
太
祖
と
密
謀
し
︑
太
祖
に
謂
ひ
て
曰
は
く
︑
我
れ
辛
苦

し
天
下
を
得
る
も
︑
祚
孫
に
傳
は
ら
ず
︒
我
れ
死
し
︑
龍
子 

當
に
得
べ
し
︒
龍
子
︑
齊
武
の
小
名
︒
龍
子 

死
し
︑
當
に
阿
度
に
屬
す
べ
し
︒

阿
度
︑
齊
明
の
小
名
︒
此
の
後
當
に
卿
の
子
孫
に
還
り
︑
遂
に
大
覇
に
至
る
べ
し
︑
と
︒（
始
齊
高
在
府
︑
夢
著
屐
上
太
極
殿
︒
三
人
從
︒

一
人
齊
武
︑
一
人
齊
明
︑
一
人
張
天
地
圖
而
不
識
︑
意
言
是
太
祖
子
弟
︒
及
踐
阼
︑
嘗
與
太
祖
密
謀
︑
謂
太
祖
曰
︑
我
辛
苦
得
天
下
︑
而

祚
不
傳
孫
︒
我
死
︑
龍
子
當
得
︒
龍
子
︑
齊
武
小
名
︒
龍
子
死
︑
當
屬
阿
度
︒
阿
度
︑
齊
明
小
名
︒
此
後
當
還
卿
子
孫
︑
遂
至
大
覇
︒（

と
あ
り
︑
自
分
の
死
後
は
皇
位
が
南
斉
武
帝
↓
南
斉
明
帝
↓
蕭
順
之
の
子
孫
の
順
に
移
る
と
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
夢
の

お
告
げ
に
よ
っ
て
斉
梁
革
命
を
正
統
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
も
や
は
り
南
斉
の
建
国
者
で
あ
る
蕭
道
成
の
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

　

で
は
そ
こ
ま
で
蕭
道
成
の
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
蕭
衍
は
南
斉
の
帝
位
を
継
承
せ
ず
梁
と
い
う
新
王
朝
を
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樹
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
四
二
蕭
坦
之
伝
に
︑
永
元
元
年
（
四
九
九
（︑
南
斉
皇
帝
の
一
族
で
あ
っ
た
蕭

坦
之
の
言
を
載
せ
て
︑

明
帝 
天
下
を
取
る
は
︑
已
に
次
第
に
非
ず
︒
天
下
の
人
今
に
至
る
ま
で
服
せ
ず
︒
今
ま
若
し
復
た
此
の
事
を
作
せ
ば
︑
恐
る
ら
く
は
四

海 

瓦
解
せ
ん
︒（
明
帝
取
天
下
︑
已
非
次
第
︒
天
下
人
至
今
不
服
︒
今
若
復
作
此
事
︑
恐
四
海
瓦
解
︒（

と
あ
り
︑
明
帝
の
傍
系
継
承
に
つ
い
て
天
下
の
人
々
は
未
だ
承
服
し
て
い
な
い
の
で
︑
も
う
一
度
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
せ
ば
今
度
こ
そ

南
朝
が
瓦
解
し
て
し
ま
う
と
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
先
述
の
北
魏
孝
文
帝
だ
け
で
な
く
︑
南
斉
皇
帝
の
一
族
も
明
帝
の
傍

系
継
承
の
正
統
性
を
疑
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
蕭
衍
は
南
斉
明
帝
の
と
き
︑
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
に
と
も
な
い
南
北
朝
の
激
戦
地
と
な
っ
た
雍
州
で
北
魏
の
侵
略
を
食
い
止
め
て
い

る
（﹃
梁
書
﹄
巻
一
武
帝
紀
上
（︒
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
孝
文
帝
の
侵
略
は
南
斉
明
帝
の
傍
系
継
承
の
非
を
鳴
ら
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑﹃
梁
書
﹄
巻
一
武
帝
紀
上
に
︑
中
興
元
年
（
五
〇
一
（
六
月
︑
蕭
衍
が
東
昏
侯
征
伐
に
苦
戦
し
た
た
め
同
じ
く
南
斉
皇

帝
の
一
族
で
あ
っ
た
蕭
穎
冑
た
ち
か
ら
北
魏
に
救
援
を
請
う
の
が
上
策
で
は
な
い
か
と
提
案
さ
れ
た
と
こ
ろ
︑

豈
に
容ま
さ

に
北
面
し
救
ひ
を
請
ひ
︑
以
て
自
ら
弱
き
を
示
す
べ
け
ん
︒
︙
︙
此
の
下
計
︑
何
ぞ
上
策
と
謂
は
ん
︒（
豈
容
北
面
請
救
︑
以
自

示
弱
︒
︙
︙
此
之
下
計
︑
何
謂
上
策
︒（

と
述
べ
︑
そ
れ
を
北
魏
に
北
面
し
自
ら
の
弱
体
を
さ
ら
す
下
計
で
あ
る
と
し
て
撥
ね
つ
け
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
蕭
衍
が
即

位
す
る
に
あ
た
り
︑
北
魏
の
存
在
を
全
く
意
識
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ
こ
に
は
も
し
自
ら
南
斉
明
帝
に
つ
い
で
傍
系
継
承
を
繰
り

返
せ
ば
︑﹃
周
礼
﹄
を
掲
げ
て
中
華
の
正
統
を
争
う
北
魏
に
再
び
弱
点
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
国
際
的
な
政
治
判
断
も
は
た
ら
い
て
い
た

で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
蕭
衍
が
南
斉
の
帝
位
を
継
承
せ
ず
斉
梁
革
命
を
行
っ
た
背
景
に
は
︑﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
き
洛
陽
遷
都
を
行
っ
た
北
魏

と
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

か
つ
て
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
蕭
衍
が
前
節
の
何
佟
之
ら
と
と
も
に
天
監
元
年
（
五
〇
二
（
に
つ
く
っ
た
の
が
︑﹃
周
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礼
﹄
に
も
と
づ
く
十
二
雅
と
よ
ば
れ
る
梁
の
儀
礼
音
楽
で
あ
っ
た（
（1
（

︒
ま
た
︑
天
監
四
年
︑
蕭
衍
は
﹃
周
礼
﹄
に
詳
し
い
と
い
う
理
由
で
沈
峻
と

い
う
農
夫
を
五
経
博
士
に
抜
擢
し
て
い
る（
（1
（

︒
さ
ら
に
︑
天
監
六
～
七
年
︑
梁
は
天
下
の
中
心
が
洛
陽
で
あ
り
そ
れ
は
日
影
の
長
さ
が
証
明
し
て

い
る
と
い
う
南
朝
に
不
利
な
﹃
周
礼
﹄
の
記
述
を
読
み
か
え
︑
如
何
な
る
地
で
も
天
下
の
中
心
に
な
れ
る
と
す
る
再
解
釈
を
行
っ
た（
（1
（

︒
こ
の
よ

う
に
蕭
衍
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
洛
陽
遷
都
に
よ
っ
て
中
華
の
正
統
を
争
う
北
魏
に
対
抗
す
る
た
め
に
︑
斉
梁
革
命
を
殷
周
革
命
に
な
ぞ
ら

え
る
だ
け
で
な
く
儀
礼
音
楽
の
整
備
︑
五
経
博
士
の
抜
擢
︑
影
長
の
再
解
釈
な
ど
を
お
こ
な
い
︑
梁
を
周
に
な
ぞ
ら
え
る
政
策
を
徹
底
さ
せ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

①
南
斉
武
帝
期
に
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
が
行
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
五
礼
の
う
ち
凶
礼
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
以
外

に
つ
い
て
は
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
改
革
を
断
行
す
る
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
な
く
︑
劉
宋
で
大
枠
の
で
き
て
い
た
儀
礼
の
細
部
を

補
う
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

②
南
斉
明
帝
は
﹃
周
礼
﹄
を
理
想
と
す
る
北
魏
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
に
対
抗
す
る
た
め
に
︑
あ
え
て
﹃
周
礼
﹄
に
も
と
づ
く
儀
礼
整
備
を
行
い

自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
た
︒
た
だ
し
南
斉
明
帝
は
本
来
輔
佐
す
べ
き
武
帝
の
孫
か
ら
帝
位
を
簒
奪
し
た
か
ら
周
公
に
よ
る
成
王
輔
政
の
故
事

と
大
き
く
乖
離
し
て
し
ま
い
︑
北
魏
に
そ
の
弱
点
を
突
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

③
明
帝
の
抱
え
た
弱
点
を
克
服
す
る
べ
く
︑
梁
武
帝
は
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
討
伐
し
た
こ
と
に
自
ら
の
即
位
を
な
ぞ
ら
え
南
斉
に
代
わ
り

梁
と
い
う
新
王
朝
を
樹
立
し
た
︒
そ
こ
に
は
も
し
自
ら
南
斉
明
帝
に
つ
い
で
傍
系
継
承
を
繰
り
返
せ
ば
︑﹃
周
礼
﹄
を
掲
げ
て
中
華
の
正
統
を

争
う
北
魏
に
再
び
弱
点
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
と
い
う
国
際
的
な
政
治
判
断
も
は
た
ら
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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一
二
九
編
第
四
号
︑
二
〇
二
〇
年
（
参

照
︒

（
3
）　
斉
梁
革
命
に
つ
い
て
︑
魏
晋
南
北
朝
史
の
古
典
的
研
究
で
あ
る

岡
崎
文
夫
﹃
魏
晋
南
北
朝
通
史
﹄
は
清
の
考
証
学
者
で
あ
る
王
鳴
盛

の
見
解
を
紹
介
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
岡
崎
氏
﹃
魏
晋
南
北

朝
通
史
﹄
二
八
二
～
二
八
三
頁
︑
弘
文
堂
︑
一
九
三
二
年
（︒

　
　
　

王
鳴
盛
は
梁
を
以
て
斉
の
延
長
で
あ
る
と
見
做
す
や
う
で
あ
る

が
︑
併
し
事
実
上
蕭
衍
は
斉
の
国
号
を
改
め
て
梁
朝
を
新
設
し

て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
彼
の
意
中
に
は
革
命
に
よ
つ
て
人
心

を
一
変
せ
ん
と
す
る
の
企
図
を
有
し
て
居
た

　
　

本
稿
は
﹃
周
礼
﹄
を
掲
げ
て
中
華
の
正
統
を
争
う
北
魏
と
の
国
際

関
係
と
い
う
新
視
点
か
ら
︑
南
斉
の
延
長
と
梁
の
新
設
と
い
う
二
つ

の
見
方
を
統
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

（
4
）　
小
林
氏
註
（
（
（
論
文
参
照
︒

（
5
）　
金
子
修
一
﹃
中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究
﹄
四
七
頁
（
岩
波
書

店
︑
二
〇
〇
六
年
（
参
照
︒

（
6
）　
拙
稿
﹁
劉
宋
孝
武
帝
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
︱
建
康
中
心
の
天

下
観
と
の
関
連
か
ら
み
た
︱
﹂（﹃
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
﹄
第
三
六

号
︑
二
〇
〇
八
年
︒
の
ち
拙
著
﹃
東
晋
南
朝
に
お
け
る
伝
統
の
創

造
﹄
第
二
編
第
二
章
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
所
収
（
参
照
︒

（
7
）　
拙
稿
﹁
魏
晋
南
朝
の
民
爵
賜
与
に
つ
い
て
﹂（﹃
九
州
大
学
東
洋

史
論
集
﹄
第
三
〇
号
︑
二
〇
〇
二
年
︒
の
ち
註
（
6
（
拙
著
第
一
編

第
一
章
所
収
（
参
照
︒

（
8
）　
拙
稿
﹁
東
晋
南
朝
に
お
け
る
伝
統
の
創
造
に
つ
い
て
︱
楽
曲
編

成
を
中
心
と
し
て
み
た
︱
﹂（﹃
東
方
学
﹄
第
一
二
二
輯
︑
二
〇
一
一

年
︒
の
ち
註
（
6
（
拙
著
第
二
編
第
四
章
所
収
（
参
照
︒

（
9
）　
拙
稿
﹁
中
国
古
代
の
音
楽
と
政
治
﹂（﹃
歴
史
と
地
理　

世
界
史

の
研
究
﹄
第
二
五
九
号
︑
二
〇
一
九
年
（
参
照
︒

（
10
）　
金
子
氏
註
（
（
（
著
書
二
四
六
頁
参
照
︒

（
11
）　
川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
国
・
北
朝
史
に
お
け
る
周
礼
の
受
容
を

め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
﹄
第
二
三
巻
︑
一
九
九

一
年
︒
の
ち
﹃
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
民
族
問
題
﹄
第
三
篇
第
二
章
︑

汲
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
所
収
（
参
照
︒

（
12
）　
註
（
（
（
拙
稿
参
照
︒

（
13
）　
拙
稿
﹁
南
北
朝
に
お
け
る
天
下
の
中
心
に
つ
い
て
﹂（﹃
唐
代
史
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研
究
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
一
八
年
（
参
照
︒

（
14
）　
註
（
（（
（
拙
稿
参
照
︒

︻
附
記
︼
本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
C
（

﹁
六
～
八
世
紀
華
北
に
お
け
る
南
朝
系
人
士
の
活
動
と
文
化
融
合
﹂

（
代
表
：
小
林
聡
（︑
二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

（
C
（﹁
国
家
儀
礼
か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア
音
楽
史
の
新
研
究
﹂
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

 

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
准
教
授
（


