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一

は
じ
め
に

―
西
周
前
期
の
銘
文
を
讀
む
視
點
の
提
示

（
一
）
殷
周
革
命
の
實
態
を
探
る
と
い
う
視
點

西
周
時
代
は
、
西
周
王
朝
の
武
王
が
殷
王
朝
最
後
の
王
・
帝
辛
（
紂
王
）
を
滅

ぼ
し
た
時
か
ら
始
ま
る
と
見
る
の
が
一
般
的
な
歷
史
認
識
で
あ
る
。
武
王
が
殷
を

滅
ぼ
し
た
こ
と
を
克
殷
と
略
稱
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
殷
周
革
命
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
宗
主
權
を
も
つ
王
朝
が
交
替
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
場
合
の
革
命
と
は
、
天
下
を
治
め
る
よ
う
天
か
ら
授
け
ら
れ
た
「
命め

い

が
革あ
ら
たま

る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
考
え
方

は
勝
者
で
あ
る
西
周
王
朝
側
の
新
た
な
統
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
敗
れ
た

殷
王
朝
側
の
人
た
ち
の
考
え
方
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
一
口
に
殷
王

朝
側
の
人
た
ち
と
い
っ
て
も
、
克
殷
前
に
西
周
王
朝
側
に
付
い
た
氏
族
が
あ
る
一

方
で
、
そ
れ
ま
で
の
殷
の
宗
敎
秩
序
を
守
ろ
う
と
し
た
氏
族
も
あ
っ
た
わ
け
で
、

新
舊
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
混
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
捨

象
し
て
、勝
者
の
立
場
か
ら
歷
史
を
描
き
出
す
の
が
中
國
の
歷
史
書
の
常
で
あ
る
。

こ
れ
も
今
さ
ら
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
周
知
の
事
柄
に
屬
す
る
だ
ろ
う
。

で
は
舊
勢
力
の
殷
系
氏
族
た
ち
は
ど
う
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

こ

こ
に
い
う
舊
勢
力
と
は
克
殷
の
後
も
西
周
王
朝
に
付
か
な
か
っ
た
氏
族
た
ち
す
な

わ
ち
殘
存
勢
力
の
こ
と
で
あ
る
。
中
で
も
代
表
的
な
の
は
金
文
資
料
で
は
王
子
聖

ま
た
は

子
聖
の
名
で
知
ら
れ（

1
）、『
史
記
』「
周
本
紀
」
で
は
祿
父
の
名
で
記
さ

れ
て
い
る
人
物
で
あ
る（

2
）。
王
子
聖
の
名
が
示
す
よ
う
に
克
殷
の
後
も
殷
王
朝
の

末
裔
と
し
て
ま
だ
殘
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
克
殷
な
ど
と
言
う
と
い
か
に
も
殷
王

朝
が
完
全
に
亡
ん
で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
殷
系
氏
族
の
全

て
が
一
網
打
盡
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
周
王
朝
に
付
か
な
か
っ
た
い
わ
ゆ

る
殘
存
勢
力
が
、
周
の
武
王
に
よ
る
克
殷
の
後
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
る
か
。

そ
の
行
く
末
を
追
跡
す
る
こ
と
が
殷
周
革
命
の
實
態
を
今
少
し
具
體
的
に
つ
か
む

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
關
心
か
ら
殷
系
氏
族
の
動
向
を
探
る
硏
究
が
こ

れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
五
〇
年
も
前
に
貝
塚
茂
樹
や
恩
師

白
川
靜
が
「
周
初
の
東
方
經
營
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
西
周
前
期
の
金
文
を
對
象
に

一
通
り
の
こ
と
を
論
じ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た（

3
）。
隨
分
以
前
の
硏
究
で
は
あ
っ

て
も
こ
の
方
面
の
硏
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
參
考
に
な
る

西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
二
）

―

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

二

の
だ
が
、た
だ
殷
周
革
命
の
實
態
を
探
る
と
い
う
問
題
の
立
て
方
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
問
題
意
識
の
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
問
題
意
識
の
違
い
は
殷
末
周
初
の
社

會
的
激
動
期
の
捉
え
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
具
體
的
に
い
え

ば
、
殷
周
革
命
の
よ
う
な
大
轉
換
が
起
き
た
社
會
的
背
景
に
對
す
る
理
解
の
仕
方

の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
殷
末
周
初
の
殷
周
關
係（

4
）」
で

二
重
權
力
論
の
觀
點
か
ら
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
展
開
し
た
こ
と
が
あ
る
。

今
回
「
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
」
と
し
て
問
題
別
に
進
め
て
い
る
の
は
、
殷
周
革
命

の
實
態
に
も
っ
と
具
體
的
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
何
れ
整
理
す
る
所
存
で
あ
る
が
、
今
回
は
殷

の
文
化
圈
內
に
あ
っ
た
氏
族
の
動
向
を
考
え
る
上
で
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
王

姜
の
特
殊
な
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
二
）
言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
る
と
い
う
視
點

勝
者
の
立
場
か
ら
歷
史
を
描
く
『
史
記
』
の
よ
う
な
歷
史
書
の
記
述
と
は
異
な

る
歷
史
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
の
が
出
土
資
料
で
あ
る
。
た
だ
、
出
土
資
料

に
も
樣
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
口
頭
で
傳
承
さ
れ
て
き
た
事
柄
を

あ
る
時
期
に
テ
キ
ス
ト
化
す
る
も
の
。
ま
た
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
斷
片
的
資
料
を

書
物
の
形
に
整
え
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
前
者
の
よ
う
な
も
の
は
後
者
に
吸
收
さ

れ
た
後
廢
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、發
見
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、

後
者
は
書
物
の
形
に
整
え
ら
れ
る
の
で
偶
然
に
發
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ご
く

最
近
に
な
っ
て
陸
續
と
發
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
戰
國
楚
棯
と
略
稱
さ
れ
る
戰

國
中
期
頃
の
竹
棯
群
が
そ
れ
で
あ
る（

5
）。
こ
れ
ら
戰
國
楚
棯
が
ど
の
よ
う
な
過
程

を
經
て
書
物
の
形
に
整
え
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
た
だ
書
物
の
形
に
な
る

ま
で
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
書
か
れ
て
い
る
內
容
を

解
釋
す
る
場
合
に
も
か
な
り
違
い
が
出
て
來
る
。も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、

文
字
が
口
頭
言
語
を
記
錄
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
は
い
っ
て
も
、

口
頭
傳
承
の
歷
史
は
そ
の
後
も
長
く
續
く
の
で
、
そ
う
し
た
文
書
を
い
き
な
り
文

字
言
語
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
現
實
的
で
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
口
頭
傳
承
を
記
錄
し
た
も

の
と
は
異
な
り
、
ほ
と
ん
ど
傳
承
過
程
を
經
ず
に
文
字
で
記
さ
れ
た
出
土
資
料
、

こ
れ
が
殷
代
の
甲
骨
文
と
西
周
時
代
の
金
文
で
あ
る
。
前
者
は
王
朝
內
で
占
卜
を

し
た
記
錄
で
あ
り
、
後
者
は
靑
銅
器
の
作
器
者
が
王
や
そ
れ
に
近
い
人
か
ら
表
彰

さ
れ
た
經
緯
を
記
錄
し
た
も
の
が
多
い
。
い
ず
れ
も
言
語
が
發
せ
ら
れ
た
時
か
ら

あ
ま
り
時
を
移
さ
ず
に
記
錄
さ
れ
た
も
の
で
、
直
接
性
、
臨
場
性
の
強
い
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
分
自
明
の
こ
と
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
い
ず
れ

も
祭
祀
の
場
に
お
い
て
發
せ
ら
れ
る
言
語
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
甲
骨
文
や
金

文
を
讀
む
場
合
、
こ
う
し
た
資
料
と
し
て
の
性
格
を
念
頭
に
お
い
て
讀
む
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
資
料
に
記
さ
れ
た
出
來
事
の
背
景
を
考
え
る
契
機
が
そ
こ
に
潛
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
回
西
周
時
代
前
期
に
見
え
る
王
姜
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
の
で
あ

る
が
、そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
事
象
」
を
ど
う
讀
む
の
か
が
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
「
事
象
」
を
記
し
て
い
る
文
字
、
そ
し
て
文
字
が
記
し
て
い
る
言
語
の
問
題

も
一
應
想
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
宗
主
權
が
殷
王
朝
か
ら
西
周

王
朝
へ
と
大
き
く
轉
換
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
朝
の
用
い
た
祭
祀
言
語
の

存
在
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
文
字
と
言
語
の
關
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係
に
對
す
る
考
え
方
つ
ま
り
文
字
觀
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。
文
字
は
言
語

を
記
錄
す
る
記
號
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
西
周
前
期
の
文
字
す
な
わ
ち
語
の

問
題
も
同
時
に
考
え
て
み
た
い
。

一　

  
西
周
前
期
の
言
語
と
文
字
と
の
關
係
が
固
定
的
で
な
い

現
象
に
つ
い
て

こ
こ
で
西
周
前
期
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
現
象
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
文
字
が
示
す
と
こ
ろ
の
言
語
表
現
に
か
な
り
混
亂
が
あ
る
點
で
あ
る
。

こ
こ
で
混
亂
と
い
う
の
は
、
文
字
と
語
と
の
關
係
が
一
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
殷
代
の
甲
骨
文
に
見
ら
れ
ず
、
ま
た
同
じ
西

周
時
代
で
も
中
期
以
降
の
金
文
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
一
時
的
な
現
象
で
あ
る

點
が
目
を
惹
く
の
で
あ
る
。
今
回
は
三
點
に
絞
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）「
令
」
字
の
過
渡
的
な
用
例
に
つ
い
て

改
め
て
說
明
す
る
ま
で
も
な
く
、「
令
」
は
臣
下
な
ど
に
命
じ
て
何
か
を
さ
せ

る
意
味
に
使
う
。
殷
代
の
甲
骨
文
の
字
形
で
は
「

」
と
書
い
て
拜
命
し
て
い
る

形
姿
を
示
す
が
、「
貞
、
王
勿
令
畢
以
衆
伐

方
」（
貞
ふ
、
王
、
畢
に
令
し
て
衆
を

以ひ
き

ゐ
て

方
を
伐
た
し
む
る
こ
と
な
か
ら
ん
か
？
）﹇
合
集
二
八（

6
）﹈
に
見
る
よ
う
に
、

後
世
の
語
法
と
全
く
違
わ
な
い
使
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
文
例

の
場
合
、
畢
と
い
う
氏
族
に
命
じ
て
衆
を
率
い
て

方
と
い
う
異
族
を
伐
た
せ
る

か
ど
う
か
を
、
神
に
問
う
て
い
る
例
で
あ
る
。
甲
骨
文
に
見
ら
れ
る
「
令
」
の
用

法
は
み
な
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
令
」
と
い
う
語
の
使
い
方
に
對
す

る
違
和
感
な
ど
全
く
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
殷
王
朝
が
亡
び
西
周
時

代
に
入
る
と
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
異
な
っ
た
用
法
が
現
わ
れ
る
。
以

下
四
つ
の
文
例
を
具
體
的
に
讀
み
な
が
ら
「
令
」
の
用
法
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

①
王
伐

子
𦔻
。
𠭯
厥
反
、
王
降
征
令
于
大
保
。
大
保
克

亡
譴
。
王
召
大
保
。

易
休
宋
土
。
用
𢆶
彝
對
令4

。《
大
保

》
集
成
四
一
四
〇

【
訓
讀
】

王
、
ろ
く

子し

聖せ
い

を
伐
つ
。
厥
の
反
す
る
に
𠭯お
よ

び
、
王
、
征
令
を
大
保
に
降
す
。
大

保
、
克よ

く
敬つ
つ

し
ん
で
譴と
が

亡な

し
。
王
、
大
保
を
召
し
。
宋
の
土
を
賜
休
す
。
茲こ

の
彝

を
用
て
令
た
ま
も
のに
對こ
た

ふ
。

說
明
の
た
め
一
度
全
文
を
讀
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
王
は

殷
を
滅
ぼ
し
た
武
王
の
子
の
成
王
で
あ
る
が
、
成
王
が
伐
っ
た
相
手
の

子
聖
と

は
殷
王
朝
の
殘
存
勢
力
を
代
表
す
る
王
子
聖
の
こ
と
で
あ
る
。
殷
を
滅
ぼ
し
た
と

い
っ
て
も
ま
だ
殘
存
勢
力
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
歷
史
と
は
單
純
な
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
こ
と
は
今
は
措
く
と
し
て
、
そ
の

子
聖
が
殘
存
勢
力

を
率
い
て
反
攻
に
出
た
の
を
成
王
が
伐
っ
た
。
冒
頭
の
一
文
は
そ
う
記
し
て
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
歷
史
的
出
來
事
と
し
て
の
記
述
で
あ
っ
て
、
實
際
に
は
大
保
と

呼
ば
れ
た
召
公
に
命
じ
て
こ
れ
を
伐
た
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
保
召
公
は
こ

の
任
務
を
全
う
し
て

子
聖
の
討
伐
に
成
功
し
表
彰
を
受
け
る
と
い
う
次
第
に

な
っ
て
い
る
。
成
王
は
大
保
に
宋
の
地
を
與
え
る
。「
賜
休
」
が
表
彰
し
て
賜
物

を
與
え
る
の
意
味
で
あ
る
。
大
保
が
靑
銅
器
の
祭
器
を
作
る
の
は
そ
の
表
彰
と
賜

與
と
を
記
念
し
て
作
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
用
𢆶
彝
對
令
」
と
表
現
し
て
い

る
。
だ
が
こ
う
し
た
「
令
」
の
使
い
方
は
命
令
の
意
を
示
す
一
般
的
な
用
法
で
は
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な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
を
記
す
場
合
、金
文
で
は
一
般
に
「
對
医
王
休
、用
作
𢆶
彝
。」

（
王
の
休
た
ま
も
のに
對
揚
し
て
、
用
て
こ
の
彝
を
作
る
）
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
例
に
見

る
よ
う
に
西
周
前
期
に
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
表
現
が
定
着
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。「
賜
休
」
と
い
う
語
が
、
宋
の
地
を
與
え
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
對
休
」
と
記
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
對

令
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
令
」
と
い
う
語
を
賜
物
の
意
に
用
い
て
い
る
と

考
え
る
外
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
語
法
か
ら
言
語
に
微
妙
な
ズ
レ
の
あ
る

こ
と
が
感
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
具
體
的
に
考
え
る
た
め
に
表
彰
式
の
場
面
を
想
像
し
て

み
た
い
。
表
彰
式
で
は
王
ま
た
は
そ
の
代
理
者
が
、
表
彰
さ
れ
る
者
に
向
か
っ
て

表
彰
內
容
や
經
緯
を
口
頭
で
傳
え
る
。
令
と
い
う
語
が
直
接
示
す
の
は
こ
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
許
愼
の
『
說
文
解
字
』
に
「
令
發
號
也
。」

（
令
は
發
號
す
る
な
り
）（
九
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
。
念

の
た
め
『
說
文
解
字
』
の
「
號
」
の
項
を
見
る
と
「
號
唬
也
」（
號
は
唬
な
り
）（
五

上
）
と
記
さ
れ
て
い
て
、
か
な
り
大
き
な
聲
で
も
っ
て
發
せ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
後
で
賜
物
を
與
え
る
と
い
う
次
第
に
な
る
。
こ
の
流
れ
は

中
期
か
ら
現
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
册
命
形
式
金
文
を
見
れ
ば
合
點
が
い
く
だ
ろ
う（

7
）。

こ
う
し
た
表
彰
式
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
捉
え
る
と
、「
令
」
と
い
う
語
が
示
す

の
は
、
口
頭
で
發
す
る
言
語
の
み
な
ら
ず
表
彰
式
全
體
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
賜
物
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
で
渡
さ
れ
る
賜
物
も

そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
。「
令
」
が
賜
物
と
い
う
槪
念
を
示
す
と
捉
え
る
の
は
抵

抗
が
あ
る
と
し
て
も
、
意
味
を
傳
え
る
た
め
の
訓
讀
と
し
て
は
必
ず
し
も
誤
り
で

は
な
い
。
と
は
い
え
「
令
」
と
い
う
語
が
含
む
表
彰
式
の
流
れ
を
念
頭
に
お
か
な

い
と
理
解
し
に
く
い
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。「
令
」と
い
う
語
に
つ
い
て
は
以
前『
令

字
論
序
說
』
で
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
理
解
す
る
上
で
參
考
に
な
る
こ
と
を
記
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で（

8
）、ご
參
照
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
次
に
見
る
銘
文
の
「
令
」

は
「
賜
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
表
彰
式
の
一
連
の
流
れ
の
中

で
捉
え
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
語
法
で
あ
る
。

②
隹
九
月
旣
望
庚
寅
。

白
于
遘
王
。
休
亡
尤
。
朕
辟
天
子

白
、
令4

厥
臣
獻
金

車
。
對
朕
辟
休
。
乍
朕
皇
考
光
父
乙
。
十
枻
不

。
獻
身
才
畢
公
家
。
受
天
子
休
。

《
獻

》
集
成
四
二
〇
五

【
訓
讀
】

こ
れ
九
月
旣
望
庚
寅
。
そ

伯
于ゆ

き
て
王
に
遘あ

ふ
。
休
せ
ら
れ
て
尤と
が

亡
し
。
朕
が

辟き
み

な
る
天
子

伯
、
厥
の
臣
獻け
ん

に
金
車
を
令た
ま

ふ
。
朕
が
辟
の
休
た
ま
も
のに
對こ
た

へ
て
、
朕
が

皇
考
光か

が
やけ
る
父
乙
を
作
る
。
十
世
ま
で
忘
れ
ず
。
獻
、
身み

、
畢
公
の
家
に
在
り
て
、

天
子
の
休
を
受
く
。

全
文
を
読
ん
で
い
る
と
長
く
な
る
の
で
、
端
折
れ
る
と
こ
ろ
は
端
折
る
こ
と
に

し
て
、
先
ず
注
目
す
べ
き
箇
所
、「
朕
辟
天
子

白
、
令
厥
臣
獻
金
車
。」（
朕
が

辟き
み

な
る
天
子

伯
、
厥
の
臣
獻け
ん

に
金
車
を
令た
ま

ふ
。）
の
と
こ
ろ
。
天
子
が
王
で
は

な
く

伯
を
示
し
て
い
る
例
外
的
な
銘
文
で
あ
る
點
に
つ
い
て
も
具
體
的
に
述
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
際

に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
「
令た
ま

ふ
」
は
定
型
的
な
表
現
を
す
る
な
ら
「
賜
」

か
「
休
」
か
で
表
現
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
「
令
」
の
用
法
も
、
①
の
場
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合
と
同
じ
よ
う
に
、
表
彰
式
の
場
面
を
想
定
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、「
乍
朕
皇
考
光
父
乙
」（
朕
が
皇
考
光か

が
やけ
る
父
乙
を
作
る
）
は
、「
乍
朕

皇
考
光
父
乙
寶

彝
」
の
よ
う
な
表
現
に
な
る
べ
き
だ
が
、「
寶

彝
」
を
省
略

し
て
「
父
乙
」
だ
け
で
そ
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
法
も
祭
祀
言
語
が
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る

が
、
祭
器
を
作
る
意
の
棯
略
な
表
現
は
他
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
後
ほ
ど
（
三
）

で
改
め
て
言
及
す
る
。

③
隹
五
月
旣
望
甲
子
。
王
〔
才

〕
京
。
令4

師
田
父
殷
成
周
〔
年
〕。
師
田
父
令4

小
臣
傳
非
余
。
傳
□
□
朕
考

。
師
田
父
令4

余
□
□
官
。
白
盂
父
賞
小
臣
傳
□
□
。

医
白
休
。
用
乍
朕
考
日
甲
寶
□
。《
小
臣
傳

》
集
成
四
二
〇
六

【
訓
讀
】

こ
れ
五
月
旣
望
甲
子
。
王
、
ほ

う

京き
や
うに
在
り
。
師し

田で
ん

父ほ

に
令
し
て
成
周
に
殷い
ん

せ
し

む
る
の
年
。
師
田
父
、
小
臣
傳で

ん

に
非ひ

よ余
を
令た
ま

ふ
。
傳
、
朕
が
考ち
ち

の

に
□
□
す
。

師
田
父
、
余
に
令
し
て
□
□
の
官
に
□
せ
し
む
。
伯
盂
父
、
小
臣
傳
に
□
□
を
賞

す
。
伯
の
休

た
ま
も
のに
揚こ
た

へ
て
、
用
て
朕
が
考ち
ち

日
甲
の
寶
□
を
作
る
。

こ
の
銘
文
で
も
「
令
」
字
が
（
1
）「
令4

師
田
父
殷
成
周
〔
年
〕。」、（
2
）「
師

田
父
令4

小
臣
傳
非
余
。」、（
3
）「
師
田
父
令4

余
□
□
官
。」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
（
1
）（
3
）
が
命
令
の
意
、（
2
）
が
賜
與
の
意
で
あ
る
。

ま
た
賜
與
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る「
賞
」も「
白
盂
父
賞
小
臣
傳
□
。」

に
見
え
る
。

④
隹
十
又
三
月
庚
寅
。
王
才
寒

。
王
令
大
史
兄
䙐
土
。
王
曰
、
中
、
𢆶
䙐
人
大

史
易
于

王
乍
臣
。
今
兄

女
䙐
土
。
乍
乃
采
。
中
對
王
休
令
4

4

䵼
父
乙

。
隹
臣

尚
中
。
臣
。《
中
方
鼎
》 

集
成
二
七
八
五

【
訓
讀
】

こ
れ
十
又
三
月
庚
寅
。
王
、
寒
師
に
在
り
。
王
、
大
史
に
令
し
て
䙐
土
を
お
く

ら

し
む
。
王
曰
は
く
、
仲
よ
。
茲こ

の
䙐
人
は
、
大
史
の
武
王
よ
り
賜
は
り
て
臣
と
作な

れ
る
も
の
な
り
。
今
、
汝
に
䙐
土
を

り

す
。
乃
の
采
と
作
せ
と
。
仲
、
王
の

休
令
を
父
乙
に
䵼す

す

む
る
の

に
對こ
た

ふ
。
隹
臣
尚
中
。
臣
。

こ
こ
で
は
休
と
令
と
を
組
み
合
わ
せ
た
「
休
令
」
と
い
う
語
を
用
い
て
「
中
對

王
休
令
䵼
父
乙

。」（
仲
、
王
の
休
令
を
父
乙
に
䵼す

す

む
る
の

に
對こ
た

ふ
。）
と
記
し
て

い
る
。
こ
こ
で
試
み
た
訓
讀
が
奇
妙
な
日
本
語
に
な
っ
て
い
る
の
は
承
知
の
上
で

あ
る
。
そ
の
訓
讀
に
合
わ
せ
て
譯
す
と
、
王
か
ら
受
け
た
「
休
令
」
の
こ
と
を
亡

父
乙
の
祭
器
に
應
え
る
と
讀
む
こ
と
に
な
る
。
日
本
語
と
し
て
舌
足
ら
ず
な
譯
に

な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
讀
み
方
を
試
み
た
の
は
、
こ
こ
の
語
法
を

ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
設
定
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
白
川
は
文
脈
か

ら
意
味
を
考
え
る
と
い
う
態
度
か
ら
「
對
」
を
「
記
す
」
の
意
味
に
解
し
、「
對し

る

す
」

と
讀
ん
で
い
る
。
意
味
を
傳
え
る
た
め
の
訓
讀
と
い
う
觀
點
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
で

一
應
の
意
味
は
通
る
の
だ
が
、
語
意
・
語
法
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

の
說
明
が
な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
る
。
適
切
で
な
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て

も
、「
對
」
と
い
う
語
が
「
記
す
」
の
意
味
だ
と
見
な
す
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ

抵
抗
が
あ
る
。
こ
こ
は
や
は
り
「
對
ふ
」
つ
ま
り
應
え
る
の
意
味
で
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
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こ
の
一
節
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
王
か
ら
䙐
土
の
地
を
賜
物
と
し

て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
記
念
し
て
亡
父
乙
の
た
め
の
祭
器
を
作
る
こ
と
で
あ
る

が
、
定
型
的
な
表
現
を
す
る
な
ら
ば
「
中
對
医
王
休
、
用
作
父
乙
䵼

。」（
仲
、

王
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
父
乙
の
䵼

を
作
る
）
と
で
も
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

賜
物
の
意
を
示
す
時
は
後
に
「
休
」
一
字
で
示
す
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
「
休
令
」
と
い
う
熟
語
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
祭
器
を
作
る
と
い
う
表

現
を
と
ら
ず
に
「
䵼
父
乙

」
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
語
順
も
「
父
乙
䵼

」
で

は
な
く
「
䵼
父
乙

」
と
し
て
い
る
點
も
不
審
で
あ
る
。
そ
れ
で
白
川
は
「
父
乙

に
䵼す

す

む
る
の

」
と
訓
讀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
巧
み
に
し
の
い
で
い
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
表
現
は
他
に
例
が
な
い
た
め
從
い
が
た
い
。
單
純
に
考
え
て
「
作
」

が
脫
落
し
た
と
考
え
る
か
、あ
る
い
は「
作
」と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て「
令
」

と
し
て
し
ま
っ
た
か
と
解
釋
す
る
こ
と
も
、「
䵼
父
乙

」
と
記
し
て
い
る
こ
と

か
ら
見
て
排
除
し
え
な
い
解
釋
だ
と
思
う
。
し
か
し
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
錯
誤
が

な
か
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
父
乙
の
祭
器
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
王
の
賜
物
に

應
え
る
と
い
う
趣
旨
で
「
中
對
王
休
令
䵼
父
乙

。」
と
記
し
た
も
の
と
考
え
る

外
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）「
休
（

）」
字
の
過
渡
的
な
用
例
に
つ
い
て

先
ほ
ど
は
「
令
」
が
「
賜
與
」
の
意
の
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
と
、「
賜
物
」

の
意
の
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
わ
け
だ
が
、
今
度
は

「
休
」
の
用
法
に
目
を
向
け
る
。「
休
」
と
い
う
文
字
（
語
）
は
甲
骨
文
で
は
ま
だ

後
世
の
休
む
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
あ
る
場
所
を
示
す

語
と
し
て
使
わ
れ
た
。
例
え
ば
、「
壬
□
卜
𡧊
貞
、王
往
休
。」（
壬
□
卜
し
て
𡧊ひ
ん

貞
ふ
、

王
、
休
に
往
か
ん
か
？
）﹇
合
集
八
一
五
六
﹈、
あ
る
い
は
「
貞
、
王
往
休
、
亡
災
。」（
貞

ふ
、
王
、
休
に
往
く
に
災
亡
き
か
？
）﹇
合
集
八
一
六
〇
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
王

が
主
語
で
あ
り
王
が
そ
こ
に
行
く
こ
と
の
可
否
を
問
う
卜
辭
で
あ
る
か
ら
、
王
朝

の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
る
場
所
を
示
す
語
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
っ
た
見
當

を
豫
め
つ
け
て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

西
周
前
期
の
金
文
を
見
る
限
り
で
は
、
甲
骨
文
の
用
例
に
見
る
よ
う
な
場
所
を

示
す
語
で
は
な
く
、「
表
彰
す
る
」
あ
る
い
は
「
賜
う
」
の
意
の
動
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。
そ
れ
が
後
に
「
對
医
王
休
、
用
作
某
寶

彝
」（
王
の
休
に
對
揚
し
て
、

用
て
某
の
寶

彝
を
作
る
。）
の
よ
う
な
定
型
的
な
表
現
へ
と
轉
成
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
今
回
西
周
前
期
の
銘
文
に
絞
っ
て
語
法
を
仔
細
に
觀
察
し
て
い
る
の
は
、
定

型
的
な
表
現
に
收
斂
す
る
前
段
階
の
過
程
的
な
表
現
の
樣
相
を
具
體
的
に
見
よ
う

と
い
う
問
題
意
識
か
ら
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
渡
期
の
新
し
い
語

法
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
よ
く
物
語
る
の
が「
令
」の
項
の
①
で
見
た「
易（
賜
）

休
」
と
④
で
見
た
「
休
令
」
で
あ
り
、そ
し
て
ま
た
こ
の
（
二
）
の
③
で
見
る
「
休

易
（
賜
）」
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、旣
成
の
語
で
あ
る
「
休
」「
令
」

「
易
（
賜
）」
を
組
み
合
わ
せ
た
熟
語
「
賜
休
」「
休
令
」「
休
賜
」
が
ほ
ぼ
同
等
の

意
味
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
た
語
で
あ
り
な
が
ら
、
語
形
と
し
て
は
ま
だ
定
着
し

な
い
新
し
い
用
語
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
、
そ
こ
に
新
た
な
祭
祀
言
語
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
過
程
を
垣
閒
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

①
唯
征
月
旣
望
癸
酉
。
王
獸
于
郷
眷
。
王
令
員
執
犬
、
休4

善
、
用
乍
父
甲
䵼
彝
。


。《
員
方
鼎
》
集
成
２
６
９
５

【
訓
讀
】
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七

こ
れ
正
月
旣
望
癸
酉
、
王
、
郷し
り
ん眷

に
狩
り
す
。
王
、
員え

ん

に
令
し
て
犬
を
執
ら
し

め
、
善
を
休
せ
ら
る
。
用
て
父
甲
の
䵼
彝
を
作
る
。

。

王
が
狩
り
を
し
た
時
に
員
（
人
名
）
に
命
じ
て
獵
犬
を
用
い
さ
せ
た
と
こ
ろ
大

い
に
成
果
を
上
げ
た
。
そ
こ
で
「
休
善
」
と
な
り
、「
用
乍
父
甲
䵼
彝
。」（
用
て
父

甲
の
䵼
彝
を
作
る
）
と
い
う
次
第
に
な
る
。
こ
の
「
休
善
」
を
「
善
を
休た
ま

ふ
」
す
な

わ
ち
「
善
」
を
與
え
ら
れ
る
と
見
る
。
こ
こ
の
「
休
」
は
場
所
を
示
す
語
で
は
な

く
賜
物
を
與
え
る
す
な
わ
ち
「
賜
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、こ
の
「
善
」
が
具
體
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

金
文
に
お
け
る
「
善
」
の
用
法
は
あ
ま
り
多
く
な
く
決
定
打
を
缺
く
憾
み
が
あ
る

が
、
何
ら
か
の
賜
物
を
示
す
語
で
あ
る
か
ら
、
假
に
「
膳
」
の
意
味
と
捉
え
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
文
脈
か
ら
し
て
、
狩
り
を
し
た
際
の
手
柄
に
對
し
て
贈
ら
れ
た

賜
物
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
金
文
に
は
「
善
夫
」
と
い
う
語
が
見
え
る（

9
）。

そ
れ
を
「
膳
夫
」
と
す
る
な
ら
ば
、「
休
膳
」
と
は
饗
宴
の
席
に
連
な
る
こ
と
を

特
別
に
許
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
𥃝
公
藉

。
休4

挨
小
臣

貝
五
朋
。
用
乍
寶

彝
。《
小
臣

鼎
》
集
成
二
五
五
六

【
訓
讀
】

𥃝
公
、

に
藉
す
。
小
臣

に
貝
五
朋
を
休た

ま

ふ
。
用
て
寶

彝
を
作
る
。

こ
の
場
合
訓
讀
の
仕
方
と
し
て
は
「
小
臣

に
貝
五
朋
を
休
す
る
」
と
し
て
も

か
ま
わ
な
い
が
、
要
す
る
に
「
賜
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
「
休た
ま

ふ
」
と
讀
む
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
、
白
川
の
『
字
通
』
の
「
休
」
字
の
項
を
見
る
と
、「
木
は
も

と
禾
形
に
作
る
。
禾
は
袖
木
の
あ
る
柱
。
軍
門
と
し
て
左
右
に
立
て
る
表
木
。
金

文
の
圖
等
に
そ
の
兩
禾
軍
門
の
象
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
そ
の
表
木
の
前
で
、
軍

功
の
人
を
表
彰
す
る
こ
と
を
休
と
い
う（
10
）。」
と
い
う
說
明
が
あ
る
。
こ
の
白
川
說

に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
甲
骨
文
に
お
け
る
「
休
」
は
表
彰
す
る
場
所
を
示
す
語
で

あ
っ
た
が
、
西
周
時
代
に
入
っ
て
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
單

に
賜
う
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
で
な
く
、「
休
」
な
る
場
所
で
行
な
わ
れ
る
表

彰
の
意
味
を
も
含
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
解
釋
し
て
も
良
さ
そ
う
で
あ

る
。
白
川
の
字
源
說
は
甲
骨
文
と
金
文
の
用
法
を
照
合
し
な
が
ら
實
に
よ
く
考
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
白
川
說
の
適
否
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で

の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
殷
代
の
甲
骨
文
の
「
休
」
が
表
彰

す
る
場
所
を
示
す
語
で
あ
っ
た
の
が
、
西
周
時
代
に
入
っ
て
動
詞
や
名
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
表
彰
す
る
こ
と
あ
る
い
は
賜
與
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
「
令
」
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
る
場
面
と
意
味
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
互
い
に
同
義

語
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
現
象
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
次

第
に
截
然
と
區
別
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

③
隹
正
月
甲
申
。

各
。
王
休
易

4

4

厥
臣
父

殴
。
王
勲
貝
百
朋
。
對
医
天
子
休
。

用
乍
寶

彝
。《


》
集
成
四
一
二
一

【
訓
讀
】

こ
れ
正
月
甲
申
。
��
格
る
。
王
、
厥
の
臣
父

に
殴
く
わ
んを
休
賜
す
。
王
、
貝
百
朋

を
勲
す
。
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。



西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

八

今
度
は
「
王
、
厥
の
臣
父

に
殴
を
休
賜
す
。」
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
「
休
」
に
は
も
と
も
と
表
彰
す
る
の
意
が
あ
り
、「
易
（
賜
）」
は
賜
う
の

意
で
あ
る
。
兩
方
の
意
味
を
表
わ
す
た
め
に
二
字
の
熟
語
の
形
で
「
休
易
（
賜
）」

と
表
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
同
じ
意
味
の
熟
語
で
語
順
が
逆
に
な
っ
て

い
る
「
易
（
賜
）
休
」
は
（
一
）
の
①
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

④
休
朕
公
君

侯
易
圉
貝
。
用
乍
寶

彝
。《
圉
方
鼎
》
集
成
二
五
〇
五

【
訓
讀
】

休
す
る
公
君

侯
、
圉ぎ
よ

に
貝
を
賜
ふ
。
用
て
寶

彝
を
作
る
。

白
川
は
こ
れ
を
「
朕
が
公
君

侯
、
圉
に
貝
を
賜
へ
る
を
休
よ
ろ
こ
びと
し
て
」
と
讀
ん

で
い
る
。
今
回
は
正
面
切
っ
て
と
り
上
げ
な
い
が
、
白
川
は
以
前
「
金
文
通
釋
」

で
「
休
王
」
が
「
康
王
」
の
生
稱
で
あ
る
と
い
う
說
を
詳
密
に
論
證
し
た
時
に
「
よ

ろ
こ
び
と
す
」
と
い
う
讀
み
方
を
不
自
然
だ
と
し
て
排
除
し
て
い
た（
11
）。
そ
の
後

西
周
王
朝
の
古
都
周
原
か
ら
王
統
譜
が
記
さ
れ
た
《
史
牆
盤
》
が
發
見
さ
れ（
12
）、

そ
こ
に
「
康
王
」
の
名
が
見
え
た
こ
と
か
ら
こ
の
說
を
撤
回
し
、「
休
」
の
訓
を
「
よ

ろ
こ
び
と
し
て
」
と
變
更
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
こ
こ
に
も
適
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
西
周
中
期
に
作
ら
れ
た
王
統
譜
に
「
康
王
」
の
名
が
見
え
て
も
、

西
周
前
期
の
王
名
で
あ
る
「
休
王
」
が
「
康
王
」
の
生
稱
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

を
撤
回
す
る
必
要
は
何
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
は
「
休
」
を
動
詞
と
見
な
し
て

「
よ
ろ
こ
び
と
す
」
と
す
る
讀
み
方
を
不
自
然
だ
と
し
た
白
川
の
舊
解
を
こ
こ
で

も
支
持
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
休
」
を
「
朕
公
君

侯
」
を
修
飾
す
る
何
ら
か
の

語
で
あ
る
と
捉
え
て
「
休
す
る
」
と
讀
み
、
表
彰
し
て
賜
與
す
る
意
の
動
詞
と
捉

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
適
用
す
る
と
す
れ

ば
「
休
王
」
と
い
う
王
名
の
由
來
も
、
表
彰
と
賜
與
と
を
行
な
う
王
と
い
う
意
味

で
「
休
王
」
と
稱
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【

】こ

の
字
は
西
周
前
期
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
「
休
」
と
同
義
語
と
し
て
用
い

ら
れ
る
。
白
川
は
こ
れ
を
「
宮
廟
の
象
で
、
神
靈
の
前
で
賜
賞
を
受
け
る
義
と
み

ら
れ
る
。」
と
し
て
い
る（
13
）。「


」
字
が
甲
骨
文
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、「
休
」

が
殷
以
來
の
語
で
あ
り
、「

」
は
西
周
時
代
に
入
っ
て
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
語
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

そ
う
假
定
し
て
み
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
み
よ
う
が
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑤
隹
王
于
伐
楚
白
、
才
炎
。
隹
九
月
旣
死
霸
丁
丑
、
乍
册

令

宜
于
王
姜
。
姜

商
令
貝
十
朋
・
臣
十
家
・
卸
百
人
・
公
尹
白
丁
父
兄
于
戍
戍
冀
𤔲
三
。
令
敢
医
皇

王

丁
公
文
報
。
用
𩒨
後
人
享
、
隹
丁
公
報
。

令
用
 


于
皇
王
。
令
敢

皇
王

、
用
乍
丁
公
寶

。
用

史
于
皇
宗
。
用

鄉
王
逆
磯
。
用
廏
寮
人
。
婦
子
後
人
永
寶
。

册
。《
作
冊

令

》
集
成
四
三
〇
〇
・

四
三
〇
一

【
訓
讀
】

こ
れ
王
、
于こ

こ

に
楚
白
を
伐
ち
て
、
炎
に
在
り
。
こ
れ
九
月
旣
死
霸
丁
丑
、
作
冊

��
令
、
王
姜
に

宜
す
。
姜
、
令
に
貝
十
朋
・
臣
十
家
・
鬲
百
人
・
公
尹
伯
丁
父

の
戍じ
ゆ

に
お
く

れ
る
戍
の
冀き

𤔲し

三
を
賞
す
。
令
、
敢
へ
て
皇
王
の


た
ま
も
のた
る
丁
公
の
文

報
に
揚
ふ
。
用
て
後
人
に
詣い
た

る
ま
で
享
し
て
、
こ
れ
丁
公
に
報
せ
よ
。
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九

令
、
用
て
皇
王
に
し

ん
ち

や
うせ
ら
る
。
令
敢
へ
て
皇
王
の

に
こ

た

へ
て
、
用
て
丁
公

の
寶

を
作
る
。
用
て
皇
宗
に

史
し
。
用
て
王
の
逆
磯
に
饗
し
。
用
て
寮
人
に

廏き
う

せ
む
。
婦
子
後
人
、
永
く
寶
と
せ
よ
。
鳥
形
册
図
象
。

「

」
を
「
休
」
に
置
き
換
え
て
も
意
味
に
違
い
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

全
文
の
說
明
は
省
略
し
て
、「

」
の
見
え
る
箇
所
だ
け
に
絞
る
。

「
令
敢
医
皇
王

丁
公
文
報
。」（
令
、
敢
へ
て
皇
王
の

た
る
丁
公
の
文
報
に
揚こ
た

ふ
。）

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
作
册
の
職
に
つ
く

令
（
人
名
）
が
王
か
ら
與
え
ら
れ

た
莫
大
な
賜
物（
實
は
賜
物
を
直
接
與
え
る
の
は
王
姜
で
あ
る
點
に
注
意
。
後
述
）

は
、
ひ
と
え
に
先
祖
丁
公
の
草
葉
の
陰
か
ら
の
お
力
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
こ
と

を
感
謝
し
て
王
か
ら
の
賜
物
に
應
え
る
形
で
こ
の
祭
器
を
作
る
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「

」
を
「
休
」
字
で
記
し
て
も
意
味
に
變
化
は
な
い
が
、

令

が
王
姜
に
對
し
て
行
な
っ
た「

宜
」と
い
う
祭
儀
が
よ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
で
王
姜
關
係
の
銘
文
を
見
る

際
に
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
令
敢

皇
王

、
用
乍
丁
公
寶

。」（
令
、
敢
へ
て
皇
王
の

に

へ
て
、
用
て

丁
公
の
寶

を
作
る
。）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
の
と
同
じ
趣

旨
の
こ
と
を
別
の
表
現
で
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
定
型
的
な
言
い
方
を
す

る
な
ら
「
令
敢
對
医
王
休
、
用
作
丁
公
寶

。」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑥
兮
公

盂
鬯
・
束
貝
十
朋
。
盂
對
医
公
休
、
用
乍
父
丁
寶

彝
。

。《
盂

》

集
成
五
三
九
九
﹈　

【
訓
讀
】

兮
公
、
盂
に
鬯
・
束
貝
十
朋
を
た

ま

ふ
。
盂
、
公
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
父
丁

の
寶

彝
を
作
る
。

。

「
兮
公
、
盂
に
鬯
を

ふ
。」
こ
の

は
明
ら
か
に
「
易
（
賜
）
ふ
」
の
意
で
あ

る
の
に
、
こ
の
字
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
こ
の
字
に
は
「

」
の
形
が
付
加
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は

字
と
區
別
す
る
た
め
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、
名
詞
の
賜
物

で
は
な
く
、
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「

」

字
形
や
「
彳
」
字
形
を
付
加
し
て
そ
の
字
が
動
詞
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
字

表
記
は
こ
の
時
期
に
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る（
14
）。

（
三
）「
祭
器
を
作
る
」
意
の
過
渡
的
な
表
現
に
つ
い
て

文
字
の
示
す
槪
念
が
ま
だ
定
着
し
な
い
現
象
の
他
に
、
表
現
自
體
が
十
分
熟
し

て
い
な
い
例
も
見
ら
れ
る
。
靑
銅
器
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
。
以

下
、
三
例
の
讀
み
方
は
み
な
白
川
の
訓
讀
と
は
異
な
る
讀
み
方
を
す
る
結
果
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
白
川
が
意
味
の
通
る
よ
う
に
讀
み
を
つ
け
る
と
い
う
態
度
で
訓

讀
し
た
か
ら
で
あ
る
。解
釋
そ
の
も
の
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
は
表
現
の
仕
方
が
ま
だ
言
語
と
し
て
定
着
し
て
い
な
い
の
で
、
そ

の
定
着
し
な
い
點
を
考
え
つ
つ
讀
ん
で
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
公
賞
朿
、
用
乍
父
辛
于
彝
。《
朿

》
補
五
一
七

【
訓
讀
】

公
、
朿
に
賞
す
。
用
て
父
辛
を
彝
に
作
る
。
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白
川
は
こ
う
い
う
讀
み
方
に
は
せ
ず
、「
用
て
父
辛
の
于
彝
を
作
る
。」
と
讀
み
、

「
于
」
は
大
の
意
で
あ
る
と
說
く
の
だ
が
、「
于
」
が
大
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
例

は
金
文
に
は
な
く
、
か
な
り
後
世
の
字
義
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
于
」
は
金
文

の
普
通
の
用
法
で
あ
る
介
詞
と
見
る
べ
き
で
、
父
辛
を
記
念
し
て
祭
器
を
作
る
と

い
う
意
味
で
「
父
辛
を
彝
に
作
る
」
と
記
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
意
味
を

傳
え
る
た
め
の
訓
讀
表
現
と
し
て
變
な
日
本
語
に
な
っ
て
お
り
落
ち
着
か
な
い

が
、「
于
彝
」
二
字
が
祭
器
を
示
す
と
い
う
認
識
に
は
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
が
あ
る
。

こ
う
し
た
語
法
と
し
て
不
自
然
な
言
語
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
現
象
が
西
周
前

期
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
自
體
に
今
は
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
さ

ら
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

②
乙
亥
。
王

畢
公
迺
易
史
䛗
貝
十
朋
。
䛗

于
彝
。
其
于
之
朝
夕
監
。《
史
䛗

》

集
成
四
〇
三
〇
・
四
〇
三
一

【
訓
讀
】

乙
亥
。
王
、
畢
公
に
つ

ぐ
。
迺
ち
史
䛗ば

う

に
貝
十
朋
を
賜
ふ
。
䛗
、
彝
に
お
こ

な
ふ
。

其
れ
之
の
朝
夕
に
于お

い
て
鑑か
ん
がみ
よ
。

「
䛗
、
彝
に
お
こ

（
載
）
な
ふ
」
と
訓
讀
し
た
と
こ
ろ
を
白
川
は
「
䛗
、
彝
に
載

せ
る
」
と
讀
ん
で
、
文
を
祭
器
に
記
す
の
意
と
解
釋
す
る
の
だ
が
、「

（
載
）」

の
用
法
は
、
甲
骨
文
の
「

王
事
」
を
解
讀
す
る
際
に
、
白
川
自
身
が
『
詩
經
』

の
用
例
な
ど
を
用
い
て
「
王
事
を
載お

こ
なふ
」
と
讀
む
と
い
う
結
論
を
導
く
の
に
成
功

し
た
も
の
で
、こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
「
行
な
ふ
」
の
意
で
讀
む
べ
き
だ
と
思
う
。

た
だ
し
、「
王
事
を
載
ふ
」
と
は
、
王
室
の
祭
祀
を
行
な
う
の
意
で
あ
る
か
ら
、

「

（
載
）」
は
一
般
的
な
意
味
で
の
行
な
う
で
は
な
く
、
祭
祀
を
行
な
う
の
意
味

に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
彝
に

（
載
）
ふ
」

と
は
、
祖
先
を
記
念
し
て
祭
祀
を
行
な
う
た
め
の
彝
器
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
記

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③
唯
三
月
丁
卯
。
師
旂
衆
僕
、
不
從
王
征
于
方
雷
。
使
厥
友
弘
、
吿
于
白
懋
父
。

才
𦮘
。
白
懋
父
廼
罰
得

古
三
百

。
今
弗
克
厥
罰
。

懋
父
令
曰
、
義
引
𠭯
厥
不
從
厥
右
征
。
今
毋
播

又
內
于
師
旂
。
弘

吿
中
史

書
。
旂
對
厥
䝳
于

彝
。《
師
旂
鼎
》
集
成
二
八
〇
九

【
訓
讀
】

こ
れ
三
月
丁
卯
。
師
旂き

の
衆
僕
、
王
の
于
方
雷
を
征
す
る
に
從
は
ず
。
厥
の
友

（
同
僚
）弘
を
し
て
、以
て
伯は
く

懋ば
う

父ほ

に
吿
げ
し
む
。
𦮘
じ
や
うに
在
り
。
伯
懋
父
廼す
な
はち
罰
し
、

け
ん

古
三
百
鍰く
わ
んを
得
（
贖
）
し
む
。
今
克あ
た

は
ず
ん
ば
、
厥
れ
罰
あ
ら
む
と
。

懋
父
令
し
て
曰
は
く
、
義よ

ろ

し
く
𠭯あ
あ

、
厥
の
、
厥
の
右
征
に
從
は
ざ
る
を
播う
つ

す
べ

し
。
今
播
る
こ
と
毋な

く
ん
ば
、
其
れ
師
旂
に
內い

る
る
こ
と
有
ら
む
と
。
弘
、
以
て

中
に
吿
げ
て
書
せ
し
む
。
旂
、
厥
の
䝳し

つ

（
質
）
を

彝
に
對こ
た

ふ
。

「
旂
、
厥
の
䝳
を

彝
に
對
ふ
。」
と
讀
ん
だ
が
、
白
川
は
「
對
」
を
意
味
に
合

わ
せ
て
「
記
す
」
と
し
て
い
る
。
訓
讀
が
解
釋
を
示
す
た
め
の
方
法
だ
と
い
う
點

で
は
そ
の
讀
み
方
に
誤
り
は
な
い
の
だ
が
、「
對
」
字
そ
の
も
の
は
金
文
で
も
應

え
る
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、「
對こ

た

ふ
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
伯
懋
父
の
命
令

に
應
え
て
師
旂
が
祭
器
を
作
り
、
そ
の
言
質
を
記
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
記
す
な
ら
ば
「
師
旂
對
懋
父
令
乍
寶

彝
、
書
䝳
」
と
で
も
記
す
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と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
し
た
表
現
が
な
さ
れ
ず
、
結
果
的
に
省
略
し
た
形
で
記
さ
れ

て
い
る
。

以
上
、「
令
」「
休
」「
彝
器
を
作
る
」
の
意
を
示
す
文
例
を
見
て
き
た
が
、
こ

れ
ら
は
こ
の
時
期
だ
け
に
見
え
る
も
の
で
言
語
表
現
と
し
て
は
ま
だ
熟
さ
な
い
過

渡
的
な
文
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
こ
う
し
た
文
例
は
ま
だ
他
に
も
見
ら
れ
る

が
、
今
回
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
ま
た
別
の
機
會
に
讓
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で

述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
言
語
を
記
す
時
の
用
字
が
ま
だ
固
定
的
で
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
が
固
定
的
で
な
い
原
因
は
、
言
語
表
現
が
固
定
的
で
な

い
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
言
語
表
現
が
固
定
的
で
な
い
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
ま
だ
表
現
の
仕
方
が
十
分
熟
さ
な
い
言
語
で
あ
っ
た
と
い
う
方
が
現

實
的
で
あ
ろ
う
。
金
文
の
記
す
言
語
は
祭
祀
で
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
言
語
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
ま
だ
熟
さ
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
現
象
を
ど
う
解
釋
す
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

殷
代
の
甲
骨
文
に
記
さ
れ
た
祭
祀
言
語
と
、
西
周
時
代
の
金
文
に
記
さ
れ
た
祭

祀
言
語
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
言
語
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
異
な
る
言
語
が
祭
祀
の
場
で
ど
の
よ
う
に
混
在
し
融
合
し
て
い
く
の
か
、
今
そ

う
い
う
問
題
意
識
で
見
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
だ
不
明
な
點
が

多
く
て
倉
卒
に
結
論
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と

は
、
西
周
前
期
は
中
期
以
降
に
見
ら
れ
る
定
型
的
な
表
現
と
比
べ
る
と
、
ま
だ
十

分
熟
さ
な
い
多
樣
な
語
法
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

王
姜
關
係
の
銘
文
を
讀
む

こ
こ
で
成
王
妃
で
あ
る
王
姜
の
出
て
く
る
銘
文
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
祭
祀
の

場
に
お
け
る
王
姜
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
白
川
靜
の
見
解
を
整
理
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
私

見
を
開
陳
す
る
と
い
う
方
向
で
進
め
て
い
き
た
い
。
王
姜
の
問
題
を
今
回
改
め
て

取
り
上
げ
る
の
は
、
言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
る
と
い
う
觀
點
か
ら
金
文
を

讀
み
直
す
と
、
新
た
に
氣
付
く
點
が
出
て
來
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
白
川
の
整
理

し
た
も
の
を
引
用
し
て
お
く（
15
）。

一
、
王
姜
は
祭
祀
そ
の
他
王
室
の
重
要
な
儀
禮
に
關
し
て
、
王
に
代
る
公
的

な
活
動
を
し
て
い
る
。
そ
の
行
爲
は
主
と
し
て
他
族
と
の
交
渉
に
關
し
て

い
る
。

二
、
王
姜
が
王
の
東
征
に
從
っ
て
遠
く
山
東
に
ま
で
赴
い
た
と
す
る
從
來
の

解
釋
は
妥
當
で
な
い
。
そ
の
行
動
は
、
知
ら
れ
る
範
圍
に
お
い
て
は
主
と

し
て
河
南
の
西
部
方
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。

三
、
こ
の
こ
と
は
王
姜
の
出
自
が
、
河
南
諸
姜
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
。
そ
し
て
河
南
の
諸
姜
が
、
殷
周
の
革
命
、
そ
の
後
の
こ
の
方
面
の

撫
恤
に
重
要
な
役
割
を
荷
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

四
、王
姜
の
活
動
は
主
と
し
て
成
王
期
の
後
半
以
後
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

五
、
以
上
の
諸
點
は
、
周
の
東
方
經
營
の
狀
態
の
一
面
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
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上
記
五
項
を
私
な
り
の
問
題
意
識
で
三
項
目
に
整
理
し
直
し
て
み
る
。

1
、
王
姜
は
王
室
の
重
要
な
儀
禮
に
お
い
て
王
に
代
る
公
的
な
活
動
を
行

な
っ
た
が
、
そ
れ
は
主
に
東
方
系
氏
族
と
の
交
渉
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
東
方
系
氏
族
を
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
殷
王
朝
の
宗
敎
的
秩

序
の
下
に
あ
っ
た
氏
族
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
王
姜
の
行
動
が
河
南
西
部
方
面
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
王
姜
は
河
南

の
姜
姓
四
國
の
出
自
と
思
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
限
定

し
な
い
で
古
代
羌
族
を
含
む
姜
姓
出
自
の
者
と
す
る
。

3
、
王
姜
の
活
動
は
主
と
し
て
成
王
期
の
後
半
以
後
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
成

王
の
幼
少
期
で
は
な
い
。

先
ず
關
係
銘
文
を
一
通
り
讀
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
王
姜
關
係
の
銘
文
に

は
《
王
㚸
鼎
》「
王
姜
乍
龍
姒
寶

彝
。」（
王
姜
、
龍
姒
の
寶

彝
を
作
る
。）﹇
補

二
四
三
﹈
の
よ
う
に
短
い
文
も
あ
る
が
、
や
や
長
め
の
文
が
多
い
。
そ
れ
で
銘
文

に
見
え
る
地
名
・
人
名
・
儀
禮
名
な
ど
に
よ
っ
て
多
少
と
も
具
體
的
な
場
面
を
描

き
出
す
手
掛
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
王
姜
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た

人
物
で
あ
る
か
を
考
え
る
材
料
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
銘
文
に
は
本
文
・
訓
讀
・
譯
讀
・
評
釋
を
添
え
た
。
紙
幅
の
關
係

で
語
釋
を
省
い
た
が
、
評
釋
の
中
で
適
宜
言
及
す
る
形
を
と
る
。
や
や
長
く
な
る

の
で
豫
め
私
見
の
一
端
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

成
王
妃
と
目
さ
れ
る
王
姜
が
王
の
立
ち
會
う
祭
祀
の
場
に
お
い
て
王
と
同
席
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
銘
文
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
【
①
②
④
⑤
】。
ま
た
、

同
席
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
背
後
に
王
の
存
在
を
感

得
で
き
る
場
合
も
あ
り
【
③
】、
王
と
と
も
に
あ
っ
た
王
姜
が
王
の
代
理
を
つ
と

め
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

①
作
册

﹇
集
成
五
四
〇
七
﹈

隹
十
又
九
年
。
王
才
𢇛
。
王
姜
令
乍
册

安
夷
白
。
夷
白
賓

貝
布
。
医
王
姜

休
、
用
乍
文
考
癸
寶

器
。

【
訓
讀
】

こ
れ
十
又
九
年
。
王
は
𢇛
に
在
り
。
王
姜
、
作
册

く
わ
んに
令
し
て
夷
伯
を
安
ん
ぜ

し
む
。
夷
伯
、

に
貝
布
を
賓お
く

る
。
王
姜
の
休
に
揚
へ
て
、
用
て
文
考
癸
の
寶


器
を
作
る
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
王
の
一
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
王
は
そ
の
時
𢇛
に
在
っ
た
。

王
姜
も
ま
た
王
と
と
も
に
𢇛
に
あ
り
、
王
の
代
理
と
し
て
作
册

に
命
じ
て
夷
伯

を
安
堵
せ
し
め
た
。
夷
伯
の
方
は
作
册

を
王
あ
る
い
は
王
姜
の
使
者
と
し
て
厚

く
も
て
な
し
貝
と
布
を
贈
っ
た
。
作
册

は
夷
伯
か
ら
の
儐
禮
を
王
姜
か
ら
の
賜

物
と
認
識
し
、
そ
れ
を
記
念
し
て
亡
父
文
考
癸
の
祭
器
を
作
る
の
で
あ
る
。

【
評
釋
】

作
器
者
の
作
册

は
そ
の
名
稱
か
ら
し
て
殷
王
朝
時
代
以
來
の
氏
族
と
思
わ
れ

る
。
作
册
と
い
う
任
務
は
官
職
名
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
近
代
社
會
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
確
固
と
し
た
官
僚
制
の
機
能
し
た
時
代
で
は
な
く
、
作
册
と
呼
ば

れ
る
職
務
に
携
る
者
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
程
度
の
理
解
を
し
て
お
く
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三

べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
し
當
た
っ
て
白
川
が
緻
密
に
論
證
し
た
よ
う
に（
16
）、
聖
獸
を

養
う
任
務
を
擔
掌
し
て
い
た
と
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
私
の
想
定
す
る

と
こ
ろ
で
は
、
史
の
祭
祀
に
用
い
る
册
書
を
用
意
す
る
こ
と
も
作
册
の
任
務
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
常
時
の
任
務
に
携
る
だ
け
で
な
く
、

時
に
應
じ
て
特
別
な
任
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

こ
で
は
作
册

が
夷
伯
を
「
安
ん
ず
る
」
任
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
安
ん

ず
る
を
「
安
堵
す
る
」
と
譯
し
た
の
は
、
王
に
よ
る
封
建
に
近
い
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
夷
伯
が
も
と
も
と
領
し
て
い
た
地
を
西
周
王

朝
の
地
と
見
な
し
た
上
で
、
そ
の
地
を
夷
伯
が
領
す
る
こ
と
を
王
朝
と
し
て
認
め

た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
解
釋
す
る
か
ら
で
あ
る
。
王
姜
の
派
遣
し
た
作
册

を
夷
伯
は
貝
と
布
を
贈
っ
て
歡
迎
し
、
王
朝
に
よ
る
安
堵
を
受
け
入
れ
た
も
の

で
あ
る
。
作
册

は
夷
伯
か
ら
の
賜
物
を
、
自
身
の
任
務
が
無
事
遂
行
で
き
た
記

念
と
見
て
こ
の
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
王
姜
の
休
（
賜
物
）」

と
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
は
王
姜
が
命
じ
た
と
い
う
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
《
作
册

》
と
同
じ
時
に
作
ら
れ
た
《
作
册

尊
》
で
は

「
王
姜
」
を
「
君
」
と
し
て
い
る
。「
君
」
と
は
女
君
の
こ
と
で
あ
る
。、『
左
傳
』

襄
公
十
四
年
に
も
「
夫
君
神
之
主
而
民
之
望
也
。」（
夫
れ
君
は
神
の
主
に
し
て
民
の

望
な
り
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
元
は
神
と
民
と
の
閒
に
立
つ

巫
祝
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
殷
代
の
よ
う
な
祭
政
一
致
の
宗
敎
秩
序
の
時
代
に

あ
っ
て
は
君
を
女
王
と
し
て
い
た
部
族
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
周
時
代

に
入
っ
て
も
そ
う
し
た
時
代
の
名
殘
が
あ
り
、
王
姜
の
他
に
天
君
な
ど
も
よ
く
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
作
册

に
と
っ
て
女
君

の
位
置
に
あ
っ
た
王
姜
が
夷
伯
の
安
堵
を
命
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。故
に「
王

姜
の
休
（
賜
物
）」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
王
姜
關
係
の
銘
文

で
は
こ
れ
を「
王
の
休（
賜
物
）」と
認
識
す
る
も
の
が
む
し
ろ
多
い
。
そ
の
場
合
、

直
接
命
じ
た
の
が
王
姜
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
命
令
が
王
に
よ
っ
て
發
せ
ら
れ
た
も

の
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
や
複
雜
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ

そ
が
西
周
王
朝
に
よ
る
新
た
な
秩
序
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
手
法
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

【
參
考
】《
作
册

尊
》﹇
集
成
五
九
八
九
﹈

才
𢇛
。
君
令
余
乍
册

安
夷
白
。
夷
白
賓
用
貝
布
。
用
乍
朕
文
考
日
癸

寶
。

。

【
訓
讀
】

𢇛
に
在
り
。
君
、
余
作
册

に
令
し
て
夷
白
を
安
ん
ぜ
し
む
。
夷
伯
、
賓お

く

る
に

貝
布
を
用
て
す
。
用
て
朕
が
文
考
日
癸
の

寶
を
作
る
。
 

。

②
叔

（
叔
隋
器
）﹇
集
成
四
一
三
二
・
四
一
三
三
﹈

隹
王
𠦪
于
宗
周
。
王
姜
史
叔
使
于
大
𠍙
。
賞
叔
鬱
鬯
・
白
金
・
□
牛
。
叔
對
大

𠍙
休
、
用
乍
寶

彝
。

【
訓
讀
】

こ
れ
王
、
宗
周
に
𠦪
す
。
王
姜
、
叔
を
し
て
大
保
に
使
い
せ
し
む
。
叔
に
鬱う

つ

鬯ち
や
う・
白
金
・
□
牛
を
賞
す
。
叔
、
大
保
の
休
に
對
へ
て
用
て
寶

彝
を
作
る
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
、
王
が
宗
周
に
お
い
て
𠦪
の
祭
り
を
擧
行
し
た
時
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
時
王
姜
は
叔
を
使
者
と
し
て
大
保
の
所
に
行
か
せ
た
。
大
保
は
叔
の

任
務
を
稱
え
て
鬱
鬯
・
白
金
・
□
牛
を
賞
と
し
て
與
え
た
。
叔
は
大
保
か
ら
の
賜



西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

一
四

物
に
應
え
て
寶

彝
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
評
釋
】

先
ず
人
物
の
位
置
關
係
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
王
は
宗
周
に
お
い

て
𠦪
の
祭
り
を
擧
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
王
姜
は
ど
こ
に
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
？　

一
々
記
さ
な
い
が
、
王
と
と
も
に
あ
っ
て
𠦪
の
祭
り
を
行
な
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
洛
陽
の
成
周
に
い
る
皇
天
尹
大
保
召
公
に
使
者
を
差
し
向
け
た
の

で
あ
る
。
大
保
召
公
が
宗
周
に
い
る
の
な
ら
、
こ
の
祭
祀
に
列
席
し
た
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
う
で
な
か
っ
た
の
で
、
叔
を
使
者
と
し
て
召
公
の
所
に
遣
わ
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
王
も
い
る
の
に
王
姜
が
命
令
を
發
す
る
と
い
う
例
が
多
い
が
、

こ
れ
は
王
の
代
理
と
し
て
命
令
を
發
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
拜
命
す
る

側
は
河
南
方
面
出
自
の
氏
族
つ
ま
り
、
か
つ
て
殷
の
宗
敎
的
秩
序
の
下
に
あ
っ
た

氏
族
が
多
く
、
陝
西
方
面
出
自
の
氏
族
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
王
姜
の

果
た
す
役
割
を
推
定
す
る
材
料
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
宗
周
で
催
さ
れ
た
「
𠦪
」
と
い
う
祭
祀
は
《
獻
侯
鼎
》
に
も
見
え
て
い

る
が
、《
盂
爵
》・《
圉

・
圉

・
圉（
17
）》
の
よ
う
に
成
周
で
行
な
わ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
王
朝
の
重
要
な
祭
祀
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
用
例
か
ら
見
て
農
耕
に

關
係
の
あ
る
祭
り
だ
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
宗
周
で
の
𠦪
の
儀
禮
に
列
席
で
き

な
か
っ
た
大
保
に
對
し
て
、
儀
禮
に
關
わ
る
な
ん
ら
か
の
措
置
が
加
え
ら
れ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
王
姜
の
使
者
叔
の
果
た
し
た
任
務
を
稱
え
て
大
保
召
公
は
叔
に

鬱
鬯
・
白
金
・
□
牛
を
賞
と
し
て
與
え
た
。
な
お
叔
と
い
う
人
物
の
作
っ
た
祭
器

が
洛
陽
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
大
保
召
公
と
近
親
の
關
係
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
今
は
詳
し
く
檢
討
す
る
餘
裕
が
な
い
。
ま
た
「
史
叔
使

于
大
保
」
の
「
史
」「
使
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
言
語
表
現
と
し
て
言
及
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
別
の
機
會
に
讓
る
こ
と
に
す
る
。

③

鼎
﹇
集
成
二
七
〇
四
﹈

唯
八
月
初
吉
。
王
姜
易

田
三
于
待

。
師

䣶
兄
。
用
對
王
休
。
子
子
孫
其

永
寶
。

【
訓
讀
】

こ
れ
八
月
初
吉
、
王
姜
、
よ

に
田
三
を
待

に
賜
ふ
。
師
そ

、
䣶ま

つ

り
て
お
く

る
。

用
て
王
の
休
た
ま
も
のに
對
ふ
。
子
子
孫
其
れ
永
く
寶
と
せ
よ
。）

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
、
八
月
第
一
週
の
こ
と
。
王
姜
が

に
田
三
を
與
え
た
。
與

え
ら
れ
た
田
の
場
所
は
沚

。
そ
の
時
、
師

も
立
ち
會
っ
て

に

っ
た
。


は
王
の
休
に
應
え
て
彝
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
子
々
孫
々
永
く
寶
と
せ
よ
。

【
評
釋
】

こ
の
銘
文
の
場
合
、
王
の
名
が
「
王
休
」
と
い
う
形
で
だ
け
出
て
來
て
、
そ
の

所
在
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
他
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
王
姜
の
出
て
來
る
銘

文
に
は
ほ
と
ん
ど
王
の
名
が
見
え
、
そ
の
賜
賞
の
式
の
場
に
同
席
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
具
體
的
な
位
置
關
係
に
つ
い
て
は
想
像
に
依
る
し
か
な
い
が
、
比
較

的
近
い
所
に
着
座
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
王

姜
は

に
田
三
を
與
え
る
。
田
の
大
小
は
と
も
か
く
と
し
て
、
三
箇
所
の
田
を
與

え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
を
待

と
記
す
。
そ
の
際
、
師

も
賜
賞
の
式
に
立

ち
會
っ
て
い
て
、

に
贈
呈
す
る
役
を
擔
當
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
田

三
を
與
え
ら
れ
た

は
、
そ
れ
を
記
念
と
し
て
こ
の
鼎
を
作
り
、
一
族
の
祭
り
を
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一
五

行
な
う
際
の
祭
器
と
し
て
子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
永
く
寶
と
す
る
よ
う
に
と
い

う
言
葉
で
結
ぶ
。
こ
の
賜
與
は
王
姜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

記
し
て
い
る
の
だ
が
、賜
與
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
こ
と
を
記
す
と
こ
ろ
で
は「
王

姜
の
休
」
で
は
な
く
「
王
の
休
」
で
あ
る
こ
と
を
敢
え
て
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

王
姜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
賜
與
が
、
王
の
發
令
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を

が

認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
「

」
は
「
史

」
の
名
で
出

て
く
る
こ
と
が
多
い
人
物
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
「
史
」
の
任
務
に
携
っ
て
い
た

殷
系
氏
族
だ
と
思
わ
れ
る
。

④
不
壽

 ﹇
集
成
四
〇
六
〇
﹈

隹
九
月
初
吉
戊
辰
。
王
才
大
宮
。
王
姜
易
不
壽
裘
。
對
医
王
休
、
用
乍
寶
。

【
訓
讀
】

こ
れ
九
月
初
吉
戊
辰
、
王
は
大
宮
に
在
り
。
王
姜
、
丕ひ

壽じ
ゆ

に
裘
を
賜
ふ
。
王
の

休
に
對
揚
し
て
。
用
て
寶
を
作
る
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
九
月
の
第
一
週
戊
辰
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は
部
族
連

合
の
宗
敎
的
行
事
を
行
な
う
大
宮
に
あ
っ
た
。
王
姜
も
そ
の
大
宮
に
あ
っ
て
、
王

の
代
理
と
し
て
丕
壽
に
裘
を
與
え
た
。
丕
壽
は
王
姜
を
通
じ
て
與
え
ら
れ
た
賜
物

に
應
え
て
、
寶
を
作
っ
た
。

【
評
釋
】

こ
の
銘
文
の
場
合
も
、
王
と
王
姜
が
と
も
に
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
《
作
册


令

》
と
同
樣
に
王
が
い
る
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
に
、
王
姜
の
い
る
場
所

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
敢
え
て
記
す
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
か
ら
記

さ
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
王
姜
關
係
の
他
の
銘
文
と
同
樣
に
、
王
と
王
姜

と
は
そ
の
賜
賞
の
式
の
場
に
同
席
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
「
大
宮
」

と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
あ
る
い
は
建
物
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
？　

白
川
は
「
地

名
、
宮
名
」
と
す
る
の
だ
が
、
語
意
の
方
面
か
ら
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
お
き
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
金
文
に
見
え
る
宮
廟
關
係
の
語
で
「
大
●
」
の
形
に
な
っ
て

い
る
の
は
、「
大
宮
」
の
他
に
大
廷
・
大
室
・
大
朝
（
廟
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

地
名
や
宮
名
と
い
う
よ
り
も
、「
大
」
と
い
う
修
飾
語
に
よ
っ
て
全
體
の
中
心
を

な
す
重
要
な
施
設
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。つ
ま
り
こ
の「
大

宮
」
と
は
あ
る
地
域
の
中
で
中
心
を
な
す
大
型
の
宮
廟
を
示
す
語
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
地
域
の
中
で
中
心
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地

域
全
體
の
宗
敎
連
合
的
な
共
同
體
が
、
そ
こ
で
共
同
の
祭
祀
を
催
す
よ
う
な
施
設

を
示
す
語
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
で
は
、
多
數
の
氏

族
が
集
ま
っ
て
お
り
、
丕
壽
の
他
に
も
賜
物
に
與
か
る
者
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
丕
壽
は
王
姜
か
ら
與
え
ら
れ
た
賜
物
に
應
え
て
記
念
の
祭
器
を

作
る
に
際
し
て
、
こ
れ
を
「
王
の
休
（
賜
物
）」
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

認
識
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
が
、
西
周
王
朝
の
宗
主
權
の
受
容
、
天
の
思
想
へ
の

恭
順
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
で
徐
々
に
西
周
王
朝
の
新
た
な
宗
敎
的
秩
序
が
進
行

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤
作
冊

令

﹇
集
成
四
三
〇
〇
・
四
三
〇
一
﹈

隹
王
于
伐
楚
白
、
才
炎
。
隹
九
月
旣
死
霸
丁
丑
、
乍
册

令

宜
于
王
姜
。
姜
商

令
貝
十
朋
・
臣
十
家
・
卸
百
人
・
公
尹
白
丁
父
兄
于
戍
戍
冀
𤔲
三
。
令
敢
医
皇
王
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丁
公
文
報
。
用
𩒨
後
人
享
、
隹
丁
公
報
。

令
用
 


于
皇
王
。
令
敢

皇
王

、
用
乍
丁
公
寶

。
用

史
于
皇
宗
。
用

鄉
王
逆
磯
。
用
廏
寮
人
。
婦
子
後
人
永
寶
。

册
。

【
訓
読
】

こ
れ
王
、
于こ

こ

に
楚
白
を
伐
ち
て
、
炎
に
在
り
。
こ
れ
九
月
旣
死
霸
丁
丑
、
作
冊

そ
く

令
、
王
姜
に

宜
す
。
姜
、
令
に
貝
十
朋
・
臣
十
家
・
鬲
百
人
・
公
尹
伯
丁
父

の
戍じ
ゆ

に
お
く

れ
る
戍
の
冀き

𤔲し

三
を
賞
す
。
令
、
敢
へ
て
皇
王
の

�
�
�
�た
る
丁
公
の
文
報

に
揚
ふ
。
用
て
後
人
に
詣い
た

る
ま
で
享
し
て
、
こ
れ
丁
公
に
報
せ
よ
。

令
、
用
て
皇
王
に
し

ん
ち

や
うせ
ら
る
。
令
敢
へ
て
皇
王
の

に
こ

た

へ
て
、
用
て
丁
公

の
寶

を
作
る
。
用
て
皇
宗
に

史
し
。
用
て
王
の
逆
磯
に
饗
し
。
用
て
寮
人
に

廏
せ
む
。
婦
子
後
人
、
永
く
寶
と
せ
よ
。
鳥
形
册
図
象
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
、
成
王
が
楚
を
討
伐
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
場
所
は
炎
の

駐
屯
地
、
日
は
九
月
の
第
四
週
丁
丑
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
殷
王
朝
で
作
册
の

職
を
務
め
た

令
は
、
成
王
妃
王
姜
に

宜
の
儀
禮
を
行
な
っ
た
。
成
王
の
代
理

者
た
る
王
姜
は

令
に
莫
大
な
賜
物
を
與
え
た
。
賜
物
は
貝
十
朋
、
臣
十
家
、
人

鬲
（
生
口
）
百
人
に
加
え
て
、
作
册
の
長
た
る
伯
丁
父
が
戍
﹇
地
名
﹈
に
贈
っ
た

戍
の
冀
司
三
で
あ
る
。

令
は
王
の
賜
物
及
び
、
こ
こ
に
い
た
る
過
程
で

令
に

力
を
下
さ
っ
た
今
は
亡
き
丁
公
の
恩
に
も
報
い
て
祭
器
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
祭
器
を
用
い
て
後
の
世
の
子
孫
も
饗
宴
を
催
し
、
丁
公
の
恩
に
報
い
よ
。


令
は
輝
け
る
王
の
賜
物
を
授
け
ら
れ
た
。

令
は
こ
の
賜
物
に
應
え
て
丁
公

の
寶

を
作
り
、
輝
け
る
わ
が
宗
廟
に
祭
祀
を
行
な
っ
て
祖
神
に
ご
報
吿
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
っ
て
王
の
格
別
の
ご
高
配
に
對
す
る
饗
を
催
し
、


令
と
職
を
と
も
に
す
る
者
た
ち
と
も
廏
の
祭
祀
を
行
な
う
。
女
も
子
ど
も
も
ま

た
そ
の
後
繼
者
た
ち
も
こ
れ
を
末
永
く
寶
と
し
て
祭
禮
を
行
な
え
。

【
評
釋
】

こ
れ
も
成
王
と
王
姜
と
が
同
席
し
て
い
る
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
例
に
よ
っ
て

も
っ
ぱ
ら
王
姜
が
前
面
に
出
て
來
て
王
の
代
理
を
つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
殷
系
氏

族
で
あ
る
作
册

令
が
王
姜
に
對
し
て
行
な
っ
た

宜
の
儀
禮
は
、
周
の
成
王
に

對
し
て
行
な
っ
た
の
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
儀
禮
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
か
、
他
に
用
例
が
な
い
た
め
に
推
測
に
賴
る
し
か

な
い
の
だ
が
、
語
の
構
成
を
見
る
と
「

」
字
の
右
側
が
酒
を
容
れ
る
銅
器
の
尊

を
捧
持
す
る
形
姿
で
あ
り
、
左
側
の

が
神
の
陟
降
す
る
神
梯
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、酒
を
用
い
て
神
を
招
來
す
る
儀
禮
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。ま
た「
宜
」

は
白
川
が
詳
密
に
證
明
し
た
と
こ
ろ
に
從
っ
て
祭
肉
を
用
い
て
行
な
う
祖
祭
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る（
18
）。
前
者
が
酒
を
用
い
た
儀
禮
、
後
者
が
肉
を
用
い
た
儀
禮

を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
熟
語
「

宜
」
は
酒
と
肉
と
を

用
い
る
殷
の
傳
統
的
な
祭
祀
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
が
殷

の
祭
祀
に
つ
い
て
よ
く
知
る
作
册

令
の
主
導
で
行
な
わ
れ
た
。「

宜
」
は
王

姜
つ
ま
り
は
成
王
に
對
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
祭
祀
を
通
じ
て
周

の
成
王
は
殷
の
祖
神
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
殷
の
祖
神
が
西
周
王
朝
の
神
々
に
組
み

込
ま
れ
る
契
機
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の

推
測
で
は
あ
る
が
、成
王
と
王
姜
が
同
席
す
る
場
面
、そ
し
て
「

宜
」
を
行
な
っ

た
作
册

令
に
與
え
ら
れ
た
賜
物
の
莫
大
さ
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
尋
常
な
祭
儀
で
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な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
の
王
姜
の
役
割
は
、
王
の
代
理
と
し

て
「

宜
」
を
受
け
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
取
り
も
直
さ
ず
成
王
が
「

宜
」
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。
作
册

令
は
「

宜
」
を
つ
つ
が
な
く
擧
行
し
た
功
績
に

對
し
て
莫
大
な
賞
を
王
姜
か
ら
授
與
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
賜
物
を
作
册

令
は

「
王
の
賜
物
」
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
王
姜
の
媒
介
的
な
役
割
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
本
節
の
冒
頭
で
整
理
し
た
白
川
の
考
え
を
土
臺
に
し

な
が
ら
、
私
な
り
の
考
え
を
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

三　

王
姜
の
役
割
に
つ
い
て

以
上
、
二
つ
の
角
度
か
ら
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割
を
考
え
る
視
點
を

提
示
し
た
。
一
つ
は
、
西
周
前
期
で
は
祭
祀
の
場
に
お
け
る
言
語
表
現
が
ま
だ
十

分
に
熟
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
現
象
。
い
ま
一
つ
は
、
王
姜
が
王
の
代
理
を

務
め
る
と
い
う
非
常
に
特
殊
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
現
象
。
こ
う
し
た

現
象
が
な
ぜ
起
き
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
改
め
て
捉
え
直
し
、
そ
れ
を

總
合
的
に
理
解
す
る
解
釋
を
提
示
し
て
み
た
い
。

先
ず
、
前
者
の
問
題
は
言
語
の
問
題
で
あ
る
。
金
文
に
記
さ
れ
た
言
語
は
祭
祀

儀
禮
の
場
で
發
せ
ら
れ
た
特
別
な
言
語
で
こ
れ
を
祭
祀
言
語
と
呼
ん
で
お
く
。
古

代
王
朝
の
よ
う
に
一
定
の
宗
敎
的
秩
序
を
も
つ
共
同
體
の
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有

の
祭
祀
言
語
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
王
室
を
頂
點
と

す
る
宗
敎
連
合
の
祭
祀
の
際
に
用
い
ら
れ
る
共
通
の
言
語
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
祭
祀
言
語
は
日
常
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
る
言
語
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で

あ
る
か
ら
こ
れ
を
雅
語
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
普
段
の
日
常
生
活
の
中

で
用
い
ら
れ
る
言
語
を
俗
語
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
あ
る
一
定
の
文
化
を
も

つ
民
族
や
王
朝
で
は
こ
う
し
た
儀
禮
祭
祀
の
時
に
だ
け
用
い
ら
れ
る
雅
語
を
持
つ

の
が
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
先
學
の
成
果
を
攝
取
し
な
が

ら
拙
著
『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論
』（
近
刊
）
の
中
で
も
か
な
り
詳
し
く
述
べ
て

お
い
た
。

王
姜
は
、
西
周
王
朝
の
祭
祀
の
場
で
、
周
王
と
殷
系
氏
族
と
の
閒
に
立
っ
て
周

王
の
發
令
を
直
接
傳
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
周
王
に
よ
っ
て
發
せ
ら
れ
る

は
ず
の
王
命
を
王
姜
が
周
王
に
成
り
代
わ
っ
て
發
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
王
姜

の
發
す
る
言
語
は
お
そ
ら
く
殷
系
氏
族
の
よ
く
知
る
殷
系
の
祭
祀
言
語
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
王
姜
は
西
周
王
朝
の
祭
祀
の
場
で
、
周
王
の
發
す
る
周
系
の
祭
祀

言
語
を
殷
系
の
祭
祀
言
語
に
言
い
換
え
て
發
令
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん

こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
時
期
に
限
っ
て
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
周
王
の
代
理
を
王
姜
が
務
め
る
と
い
う

現
象
が
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
周
王
に
成
り
代
わ
っ
て
王
姜
が
發
し

た
王
命
を
拜
受
す
る
殷
系
氏
族
は
、
王
姜
を
媒
介
に
し
て
西
周
王
朝
の
祭
祀
の
場

に
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
王
姜
が
直
接
賜
與
し
た
賜
物

を
「
王
の
賜
物
」
と
銘
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
う
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
殷
系
氏
族
が
西
周
王
朝
の
祭
祀
の
場
に
立
っ
て
い
る
と

認
識
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
彼
ら
が
西
周
王
朝
の
宗
敎
秩
序
に
組
み
込

ま
れ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
克
殷
の
後
に
西
周
王
朝
に
付
く
よ
う
に

な
っ
た
殷
系
氏
族
は
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
經
て
、
西
周
王
朝
の
宗
敎
的
秩
序
の

傘
下
に
入
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
字
の
示
す
と
こ
ろ
の
言
語
表
現
の

混
亂
と
い
う
西
周
前
期
だ
け
に
見
え
る
現
象
は
、
周
系
の
祭
祀
言
語
と
殷
系
の
祭

祀
言
語
と
が
接
觸
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
一
時
的
な
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
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新
た
な
祭
祀
言
語
の
形
成
過
程
の
一
端
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
「
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
」
の
二
回
目
と
し
て
、
西
周
前
期
に
お
け
る
王

姜
の
特
殊
な
役
割
の
意
味
を
考
え
て
き
た
。
克
殷
に
よ
っ
て
殷
王
朝
が
滅
ん
だ
と

見
な
す
の
は
あ
く
ま
で
公
式
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
う
し
た
公
式
的
な
歷
史
認
識

と
は
別
に
、
當
時
の
出
土
資
料
で
あ
る
靑
銅
器
の
銘
文
か
ら
は
よ
り
具
體
的
な
樣

相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
殷
周
革
命
の
實
態
と
で
も
言
う
こ
と
が
で

き
る
樣
相
で
あ
る
。
殷
周
革
命
と
は
殷
王
朝
に
あ
っ
た
宗
敎
的
な
宗
主
權
が
西
周

王
朝
に
移
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
金
文
に
記
さ
れ
た
事
柄
は
、
殷
系
氏

族
が
西
周
王
朝
に
付
く
經
緯
の
記
錄
で
あ
り
、
ま
た
殘
存
勢
力
が
西
周
王
朝
に
ど

の
よ
う
な
手
續
き
を
經
て
服
屬
し
て
い
く
か
と
い
う
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
宗
主
權
が
移
行
す
る
過
程
の
樣
相
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
引
き
續
き
別
の
角
度
か
ら
考
察
を
續
け
た
い
。

註（1
）《
王
子
聖
觚
》
集
成
九
二
八
二
、《
大
保

》
集
成
四
一
四
〇
（
後
述
）。
以
下
、
本

文
及
び
注
で
は
『
殷
周
金
文
集
成
』
收
錄
番
號
を
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

（
2
）『
史
記
』〈
殷
本
紀
〉「
封
紂
子
武
庚
祿
父
、
以
續
殷
祀
、
令
修
行
盤
庚
之
政
。」　
〈
周

本
紀
〉「
封
商
紂
子
祿
父
殷
之
餘
民
。」

（
3
）
貝
塚
茂
樹
「
殷
末
周
初
の
東
方
經
略
に
就
い
て

―
特
に
山
東
省
壽
張
縣
出
土
の
銅

器
銘
文
を
通
じ
て
」〔「
東
方
學
報
」〔
京
都
〕
第
十
一
册
第
一
分
・
第
二
分　

一
九
四
〇

年
〕。
同
「
新
出
檀
伯
達
器
考
」〔「
東
方
學
報
」〔
京
都
〕
第
八
册　

一
九
三
七
年
〕。

 

白
川
靜「
周
初
の
對
殷
政
策
と
殷
の
餘
裔

―
特
に
召
公
の
問
題
を
中
心
と
し
て（
上
・

下
）〔「
立
命
館
文
學
」
七
九
號　

一
九
五
一
年
。
同
八
二
號　

一
九
五
二
年
。〕

（
4
）「
周
原
出
土
甲
骨
の
歴
史
的
位
相
」〔「
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」

創
刊
號　

二
〇
〇
七
年
〕「
殷
末
先
周
期
の
殷
周
關
係

―
周
原
出
土
甲
骨
讀
解
試
論
」

〔「
學
林
」
第
四
六
・
四
七
合
併
號　

二
〇
〇
八
年
〕

（
5
）
戰
國
楚
棯
の
代
表
的
な
も
の
に
は
、『
郭
店
楚
墓
竹
棯
』（
文
物
出
版
社
）、『
上
海

博
物
館
藏
戰
國
楚
竹
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）、『
淸
華
大
學
藏
戰
國
竹
棯
』（
上
海
世

界
書
局
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）『
甲
骨
文
合
集
』
收
錄
番
號
二
八
の
意
。
以
下
同
樣
に
略
記
す
る
。

（
7
）《

方
尊
》
集
成
六
〇
一
三
の
例
を
擧
げ
て
お
く
。「
隹
八
月
初
吉
、
王
各
于
周
廟
。

穆
公
右

立
中
廷
北
鄉
。
王
册
令
尹
、
易

赤
市
・
幽
亢
・
攸
勒
。
曰
、
用
𤔲
六

。

王
行
參
有
𤔲
・
𤔲
土
・
𤔲
馬
・
𤔲
工
。
王
令

曰
、

𤔲
六

八


。

拜
𩒨
首
、

敢
對
医
王
休
、
用
乍
朕
文
且
益
公
寶

彝
。

曰
、
天
子
不
叚
不
其
、
萬
年
保
我
萬
邦
。

敢
拜
𩒨
首
曰
。
剌れ

つ

々
朕
身
。
更
朕
先
寶
事
。」

 

【
書
き
下
し
文
】
隹
八
月
初
吉
、
王 

周
廟
に
格い

た

る
。
穆
公 

を
右た

す

け
て
中
廷
に
立
ち
、

北
嚮
す
。
王 

尹
に
册
令
し
、

に
赤せ

き
ふ
つ市

・
幽い

う
か
う亢

・
攸い

う
ろ
く勒

を
賜
は
し
む
。
曰
く
、
用
て

六
師
を
𤔲
め
よ
。
王 

參さ
ん
い
う有

𤔲し

・
𤔲
土
・
𤔲
馬
・
𤔲
工
を
行め

ぐ

る
。
王
、
に
令
し
て
曰
く
、

併あ
は

せ
て
六
師
と
八
師
と
の
璽
を
𤔲
め
よ
」
と
。

拜
し
て
稽
首
し
、
敢
て
王
の
休

た
ま
も
のに

對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
文
祖
益し

公
の
寶

彝
を
作
る
。

曰
く
、
天
子 

丕ひ

か

ひ

き

叚
丕
其
に

し
て
、
萬
年
ま
で
我
が
萬
邦
を
保
た
ん
こ
と
を
。

敢
て
拜
し
て
稽
首
し
て
曰
く
、

剌れ
つ

ゝ
た
る
朕
が
身
、
朕
が
先
の
寶
事
を
更つ

が
む
。

（
8
）「『
令
』
字
論
序
說
〔
話
體
版
〕（
一
）」
第
一
章　
『
說
文
解
字
』
の
「
令
」
字
解

―
發
號
の
場
と
し
て
の
「
令
」（「
西
伯
」
第
六
號　

一
九
九
九
年
）

（
9
）《
善
夫
山
鼎
》﹇
集
成
二
八
二
五
﹈
に
見
え
る
「
善
夫
山
」、《
大
克
鼎
》﹇
集
成

二
八
三
六
﹈、《
小
克
鼎
》﹇
集
成
二
七
九
六
﹈
他
に
見
え
る
「
善
夫
克
」
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
白
川
靜
『
字
通
』「
休
」
の
項
。

（
11
）「
金
文
通
釋
」
卷
一
下
（
白
鶴
美
術
館
誌
）
四
七
七
頁
。《
召
圜
器
》
の
項
。

（
12
）《
史
牆
盤
》﹇
集
成
一
〇
一
七
五
﹈
に
「
𣶒
悊
康
王
、
㒸
尹
𠶷
彊
」
と
見
え
る
。

（
13
）「
金
文
通
釋
」
卷
一
上
の
二
六
九
頁
《
令

》
の
項
。

（
14
）「
各
（
格
る
）」
の
意
味
に
用
い
る
「
𢓜
」《
師
虎

》
や
「

」《
庚

》
等
の

例
が
あ
る
。

（
15
）『
金
文
通
釋
』
卷
一
上
の
二
五
四
頁
。
二
三
B
《
不
壽

》
の
項
の
最
後
に
整
理
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）
白
川
靜
『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
所
收
の
「
作
册
考
」
參
照
。

（
17
）《
獻
侯
鼎
》
集
成
二
六
二
六
「
唯
成
王
大
𠦪
才
宗
周
。
商
獻
侯
貝
。
用
乍
丁
侯
尊
彝
。」

 

《
盂
爵
》
集
成
九
一
九
四
「
隹
王
初
𠦪
于
成
周
。
王
令
盂
寧

白
。
賓
彝
貝
。
用
乍
父

寶

彝
。」

 

《
圉

》
集
成
九
三
五
「
王
𠦪
于
成
周
。
王
易
圉
貝
。
用
乍
寶

彝
。」



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
八
號

一
九

（
18
）
白
川
靜
『
甲
骨
金
文
學
論
叢
』
所
收
の
「
釋
師
」
參
照
。

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）



西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

二
〇

①

②



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
八
號

二
一

③

④



西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

二
二

⑤


