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は
じ
め
に

西
�
時
代
最
初
�
の
も
の
と
目
さ
れ
る
《
天
�
鮎
》
は
か
つ
て
多
く
の
論
�
が

解
讀
を
試
み
て
お
り
、
す
で
に
論
じ
盡
く
さ
れ
た
感
の
あ
る
銘
�
だ
が
、
な
お
重

�
な
點
が
不
�
な
ま
ま
殘
っ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
白
川
靜
も
�
名
を
《
大

豐
鮎
》
と
し
て
『
金
�
�
釋
』
の
�
頭
に
綿
密
な
考
證
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
か

ら（
（
（

、
私
ご
と
き
が
屋
上
屋
を
架
す
ま
ね
な
ど
無
用
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
き
た
。
だ

が
白
川
�
字
學
の
觀
點
か
ら
、
殷
末
�
初
の
�
原
甲
骨
を
論
じ
る
�
�
で
殷
�
關

係
を
考
え
る
新
た
な
�
點
を
得
て
か
ら
は
、《
天
�
鮎
》
を
再
讀
す
る
必
�
性
を

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
殷
末
�
初
に
�
こ
っ
た
王
�
の
交
代
劇
を
殷
�
革
命
と

呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
は
�
知
の
�
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
出
來
事
の
表
�
が
傳
え

ら
れ
て
き
た
だ
け
で
、
�
體
�
な
�
�
は
一
向
に
�
ら
か
で
な
か
っ
た
。
殷
王
�

が
滅
ん
だ
原
因
が
最
後
の
王
�
辛
（
紂
王
）
の
反
�
德
�
な
暴
�
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
の
ご
と
く
仕
立
て
ら
れ（

（
（

、
實
態
が
�
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
八
九
九
年
の
甲
骨
�
の
發
見
以
�
甲
骨
金
�
の
�
究
が
�
ん
で
、
殷

代
の
�
史
や
�
�
の
樣
相
が
�
第
に
�
體
�
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

ま
た
靑
銅
�
も
陸
續
と
出
土
し
銘
�
�
料
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
、
殷
�
時
代
の
�

史
を
復
元
す
る
上
で
重
�
な
役
�
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
殷
�
革
命
の

�
�
を
知
る
た
め
の
�
料
と
し
て
は
十
分
で
は
な
く
、
一
九
七
七
年
に
陝
西
省
の

岐
山
縣
か
ら
�
原
甲
骨
が
出
土
す
る
ま
で
は
今
一
つ
手
が
か
り
が
摑
め
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
今
回
は
《
天
�
鮎
》
を
對
象
と
す
る
が
、
殷
�
革
命
の
實
態
を
解
�

す
る
た
め
の
�
料
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
左
に
列
擧
す
る
。

一
、
殷
代
の
殷
墟
出
土
の
甲
骨
�
（「
殷
墟
甲
骨
」
と
略
稱
す
る
）

二
、
殷
末
�
初
の
�
原
出
土
の
甲
骨
�
（「
�
原
甲
骨
」
と
略
稱
す
る
）

三
、
殷
末
以
�
の
金
�

四
、
殷
末
�
初
の
�
公
�
�
址
出
土
の
甲
骨
�
（「
�
公
�
甲
骨
」
と
略
稱

す
る
）

こ
の
う
ち
四
は
、
二
〇
〇
三
年
に
陝
西
省
岐
山
縣
の
�
公
�
�
址
で
發
見
さ
れ

現
在
整
理
中
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
殷
末
�
初
に
關
す
る
從
來
の
�
史
理
解
を
大

幅
に
書
き
換
え
る
事
�
が
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
殷
�
革
命

《
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《
天
�
鮎
》
私
考	

二

の
實
態
を
解
�
す
る
た
め
の
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
�
料
と
な
る
の
は
�
ら
か
で
あ

る
。二

は
、
殷
末
�
初
の
殷
�
關
係
を
解
�
す
る
上
で
貴
重
な
�
味
を
も
つ
�
料
で

は
あ
る
が
、
細
か
く
�
れ
た
�
態
で
發
見
さ
れ
た
た
め
、
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
�

章
と
し
て
讀
め
る
も
の
が
極
少
數
に
�
ぎ
ず
、
�
料
と
し
て
十
分
に
活
用
で
き
て

い
な
い
の
が
實
�
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
制
�
の
下
に
あ
っ
て
も
、
殷
墟
甲
骨

や
殷
末
金
�
と
を
對
照
さ
せ
な
が
ら
私
な
り
に
解
�
を
試
み
、
一
つ
の
�
點
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
今
回
「
私
考
」
と
銘
打
っ
た
の
は
そ
の
�
點

に
立
っ
て
讀
解
を
試
み
る
と
い
う
�
味
を
�
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
讀
解

の
�
提
」
と
し
て
簡
單
に
記
し
て
お
き
た
い
。

讀
解
の
�
提

一
、
�
は
殷
の
超
越
神
で
あ
り
、
天
は
�
の
超
越
神
で
あ
る
。
�
は
上
�
と

も
い
う
。

二
、
�
の
�
王
は
殷
の
宗
敎
�
體
制
の
中
で
殷
王
と
の
間
に
君
臣
關
係
を
結

ん
だ
。（
西
伯
と
稱
さ
れ
る
。）

三
、殷
か
ら
西
史
召
と
稱
さ
れ
、外
郭
か
ら
殷
王
�
を
支
え
て
い
た
召
族
（
後

の
召
公
）
が
殷
末
に
西
�
王
�
に
付
い
た
。

四
、
召
公
は
西
�
王
�
で
は
皇
天
尹
大
保
と
稱
さ
れ
、
天
の
こ
と
を
掌
り
そ

の
長
官
の
位
�
に
あ
っ
た
。

一
の
�
の
捉
え
方
は
、
白
川
靜
『
甲
骨
�
の
世
界
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
常
識

�
な
こ
と
で
あ
る
か
ら（

（
（

改
め
て
�
�
を
�
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
に
つ
い
て
も
�

史
�
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
�
と
天
と
が
し
ば
し
ば
同
等
に
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
�
源

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
等
に
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、

西
�
王
�
の
中
で
�
（
上
�
）
も
天
も
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。《
天

�
鮎
》
は
そ
の
よ
う
な
祭
祀
の
樣
子
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
�
原
甲
骨
の
�
史
�
位
相（

（
（

』
と
『
殷
末
先
�
�
の
殷
�

關
係
─
─
�
原
出
土
甲
骨
讀
解
試
論（

（
（

』
と
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
小
考

は
そ
の
土
臺
の
上
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
の
召
公
に
つ
い
て
は
白
川
靜
「
召
方
考
」「
釋
史（

（
（

」
な
ど
に
詳
論
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
一
般
書
に
も
隨
所
に
言
�
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
ま
た
白
川
�
字
學
を

理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
手
引
き
と
し
て
書
い
た
拙
稿
「
讀
『
釋
史（

（
（

』」
に
も

記
し
て
お
い
た
の
で
ご
參
照
い
た
だ
き
た
い
。

四
に
つ
い
て
は
西
�
時
代
の
金
�
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
こ
と
な
の
で
�
知
事

項
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う（

（
（

。

以
上
の
�
提
に
基
づ
い
て
殷
末
�
初
の
�
史
�
經
�
を
簡
單
に
ま
と
め
る
と
�

の
よ
う
に
な
る
。

殷
王
�
は
超
越
神
・
�
を
上
に
戴
く
宗
敎
�
體
制
を
�
い
て
諸
族
を
王
�
の
傘

下
に
集
め
て
い
た
。
こ
の
體
制
は
神
の
力
に
よ
る
諸
族
の
統
合
で
あ
っ
て
、
諸
族

を
�
接
支
配
す
る
よ
う
な
政
治
�
體
制
で
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
白
川
は
殷

の
宗
敎
�
支
配
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
宗
敎
�
體
制
を
外
郭
か
ら
支
え
て
い

た
の
が
西
史
召
と
呼
ば
れ
た
召
族
で
あ
る
。
召
は
當
初
殷
か
ら
召
方
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
殷
王
�
に
從
屬
し
て
い
た
わ
け
で
は
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な
か
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
殷
の
祭
祀
を
積
極
�
に
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
西
史

召
と
い
う
呼
�
は
、
殷
の
西
方
に
あ
っ
て
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
�
の
�
味
で
あ

る
。
こ
の
體
制
が
殷
末
ま
で
續
く
。
殷
末
の
金
�
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す

例
が
見
え
る（

（1
（

。

殷
代
末
�
に
な
る
と
西
方
に
あ
っ
た
�
の
�
王
が
�
�
に
勢
力
を
集
め
る
よ

う
に
な
り
、
殷
王
�
と
對
峙
し
て
殷
を
壓
倒
す
る
形
勢
に
な
っ
て
く
る
。
だ
が

そ
の
よ
う
な
形
勢
に
あ
っ
て
も
�
王
は
殷
に
攻
め
入
る
こ
と
な
く
、
殷
の
宗
敎

�
體
制
の
中
で
は
殷
に
從
屬
す
る
形
を
と
っ
て
、
殷
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
�
王
が
殷
か
ら
西
伯
と
も
呼
ば
れ
た
の
は
�
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
西

伯
と
は
西
方
の
�
�
と
い
う
ほ
ど
の
�
味
で
あ
る
。
殷
を
中
心
と
す
る
宗
敎
�
秩

序
が
�
れ
る
の
が
殷
代
最
末
�
で
、
こ
の
時
�
に
召
族
が
西
�
王
�
に
付
く
の
で

あ
る
。
こ
の
動
向
が
ど
の
よ
う
な
�
勢
の
中
で
�
き
た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。

ま
た
、
殷
末
の
第
五
�
甲
骨
の
分
析
に
よ
っ
て
、
天
の
思
想
は
殷
に
も
�
�
し
つ

つ
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
想
定
を
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
い

た
。
�
�
の『
殷
末
先
�
�
の
殷
�
關
係
─
─
�
原
出
土
甲
骨
讀
解
試
論
』で
は
、

殷
末
の
こ
の
よ
う
な
�
勢
を
二
重
權
力
論
の
觀
點
か
ら
�
の
よ
う
に
捉
え
て
お
い

た
。
す
な
わ
ち
、
宗
敎
�
秩
序
の
宗
�
で
あ
る
殷
王
�
と
軍
事
�
力
を
も
つ
西
�

王
�
と
の
二
重
權
力
が
竝
び
立
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
。

�
王
の
死
後
息
子
の
武
王
が
卽
位
し
殷
を
滅
ぼ
す
。
こ
れ
は
史
書
に
も
書
か
れ

た
�
知
の
こ
と
だ
が
、
殷
を
滅
ぼ
し
た
と
い
っ
て
も
、
實
際
に
は
王
子
�
と
呼
ば

れ
た
彔
子
�
を
頭
に
戴
く
殘
存
勢
力
が
あ
っ
て
、
ま
だ
統
一
を
實
現
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
王
子
�
の
名
は
金
�
に
も
見
え
る（

（（
（

。
一
方
召
族
の
長
は
西
�
王
�

に
付
い
た
後
、
天
の
こ
と
を
掌
り
皇
天
尹
大
保
と
い
う
稱
號
を
得
る（

（1
（

。
そ
の
時
の

召
族
の
長
が
召
公
奭
で
あ
っ
た
。《
天
�
鮎
》
の
銘
�
は
こ
の
よ
う
な
�
勢
の
中

で
行
な
わ
れ
た
王
�
祭
祀
の
樣
子
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

《
天
�
鮎
》
�
�

�
の
出
土
時
�
は
淸
の
�
光
末
年
（
一
九
世
紀
中
頃
）、
出
土
地
は
陝
西
省
岐

山
縣
と
傳
え
ら
れ
る
。《
毛
公
鼎
》
と
同
出
と
も
傳
え
ら
れ
る
點
が
目
を
引
く
が

詳
細
は
不
�
で
あ
る
。
そ
れ
と
、《
毛
公
鼎
》
に
對
し
て
は
一
時
日
本
の
�
究
�

の
間
で
疑
問
を
も
た
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
�
い
に
く
い
靑
銅
�
と
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。《
毛
公
鼎
》
が
あ
た
か
も
僞
�
で
あ
る
か
の
よ
う
な
疑
問
を

�
か
れ
た
の
は
、
そ
の
頃
標
準
と
思
わ
れ
た
靑
銅
�
の
�
制
か
ら
か
な
り
外
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
私
の
記
憶
で
は
「
疑
い
を
�
こ
す
に
足
る
」
と

さ
れ
た
ま
ま
放
�
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。し
か
し「
疑
い
を
�
こ
す
に
足
る
」

と
い
う
�
見
が
出
た
だ
け
で
僞
物
だ
と
思
い
�
む
の
は
、
必
ず
し
も
學
問
�
な
態

度
で
は
な
い
。「
疑
い
を
�
こ
す
」
元
に
な
っ
た
理
由
が
�
切
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
三
年
に
�
公
�
�
址
か
ら
西
�
時
代
の
大
墓
が
出
て
王
陵
で
は
な
い
か

と
一
時
大
騷
ぎ
に
な
っ
た
が
、
今
は
�
公
の
領
地
で
あ
ろ
う
と
い
う
�
識
に
落
ち

�
き
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
�
公
�
�
址
の
一
角
か
ら
は
甲
骨
�
も
出
土
し
、

Ｍ
四
〇
と
呼
ば
れ
る
墓
か
ら
は
盜
掘
を
�
れ
た
靑
銅
�
も
發
見
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
靑
銅
�
が
變
わ
っ
た
�
制
を
し
て
い
る
と
い
う
報
�
も
さ
れ
た（

（1
（

。
こ
の
時
私
が

�
想
し
た
の
は
《
毛
公
鼎
》
で
あ
る
。
毛
公
は
�
公
の
後
裔
の
可
能
性
が
あ
る
。

西
�
時
代
の
銘
�
で
�
公
の
名
が
見
え
る
の
は
�
�
で
あ
っ
て
、
後
�
に
は
そ
の

名
が
見
え
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
毛
公
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
《
毛
公
鼎
》
の
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�
鮎
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四

銘
�
で
は
、
毛
公
が
宰
相
の
よ
う
な
位
�
に
あ
り
、
王
か
ら
政
務
を
託
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。《
毛
公
鼎
》
は
陝
西
省
岐
山
縣
と
だ
け

傳
え
ら
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
�
公
�
も
岐
山
縣
に
屬
す
る
。
そ
の
�
公
�
�
址
の
大
墓

が
ほ
と
ん
ど
根
こ
そ
ぎ
盜
掘
を
�
け
て
い
る
こ
と
が
こ
の
度
の
發
掘
�
査
に
よ
っ

て
�
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
靑
銅
�
の
在
處
は
こ
の
�
邊
の
村
人
だ
け
が

知
っ
て
い
て
、
北
京
大
學
の
考
古
學
�
た
ち
が
大
墓
を
發
見
す
る
ま
で
は
祕
�
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
た
。
ご
く
�
年
の
盜
掘
�
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

�
態
か
ら
し
て
、
古
來
一
部
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
祕
密
裡
に
盜
掘
さ
れ
て
き
た
實

態
も
�
ら
か
に
な
っ
た
。《
毛
公
鼎
》
が
�
公
�
�
址
の
出
土
で
あ
る
と
斷
定
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
考
え
て
い
る
。
正
式
な

發
掘
報
�
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
《
毛
公
鼎
》
と
同
じ
所
か
ら
出

土
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
の
が
《
天
�
鮎
》
で
あ
る
。
正
式
な
發
掘
に
よ
っ
て
出
土

し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
同
じ
所
と
い
え
ば
�
公
�
�
址
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
。
�
公
�
�
址
に
は
西
�
時
代
の
�
�
物
が
多
數
出
土
し
た
と
も
報

�
さ
れ
て
い
る
。
正
式
な
發
掘
が
ど
こ
ま
で
�
ん
で
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ

の
�
物
群
の
中
に
《
天
�
鮎
》
に
見
え
る
「
天
室
」
の
よ
う
な
�
物
も
あ
っ
た
か

圖１　陝西省扶風縣召陳村西����址 F（
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も
知
れ
な
い
と
想
像
す
る
。
天
室
と
い
え
ば
扶
風
縣
召
陳
村
に
「
天
室
」
を
思
わ

せ
る
天
圓
地
方
の
�
物
が
發
見
さ
れ
て
い
る
の
で
【
圖
１（

（1
（

】、
扶
風
縣
の
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
と
は
思
う
が
、
出
土
地
を
�
公
�
�
址
と
假
定
し
て
い
る
の
で

こ
の
銘
�
に
見
え
る
天
室
も
同
地
に
假
定
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

以
上
「
�
�
」
と
し
て
記
し
た
が
、《
天
�
鮎
》
の
銘
�
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

私
の
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
豫
め
記
し
て
お
い
た
。

本
�
と
訓
讀

乙
亥
、
王
又
大
豐
、
王

三
方
、
王
祀
挨
天
室
、
�
、
天
�
又
王
、
衣
祀
挨
王
、

不
顯
考
�
王
、
事
�
上
�
、
�
王
臨
才
上
、
不
顯
王
乍
省
、
不
甎
王
乍
咽
、
不
兢

王
衣
、
王
祀
、
丁
丑
、
王
鄕
、
大
宜
、
王
�
。
�
丗
�
後
□
、
隹
�
又
慶
、
�
医

王
休
挨


（
乙
亥
、
王
大
豐
あ
り
、
王 

三
方
に

す
。
王	

天
室
に
祀
る
。
�
る
。
天
�

王
を
佑
け
、
王
に
衣い

ん

祀し

す
。
丕
顯
な
る
考ち
ち

�
王
、
上
�
に
事
へ
て
�
ば
し
む
。
�

王
臨
み
て
上
に
在
り
。
丕
顯
な
る
王	

省
を
作
す
。、
丕
甎
な
る
王	
咽つ

ぐ
こ
と
を

作
す
。
不
兢
な
る
王
衣
す
。
王
祀
る
。
丁
丑
、
王
�
し
て
大
宜
す
。
王
�
る
。
�	

�
後
□
を
嘉よ
み

せ
ら
る
。
隹
れ
�
に
慶
�
り
。
王
の
休
を

に
敏
揚
す
。）

譯
讀

乙
亥
の
日
、
王
は
大
醴
の
儀
式
を
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
時
三
方
に
�
る
儀
式
を

行
な
わ
れ
た
。

そ
の
あ
と
王
は
天
室
で
天
の
祭
儀
を
行
な
い
、
天
室
を
�
り
ら
れ
た
。

�
い
で
わ
た
く
し
天
�
（
人
名
）
が
王
の
介
�
え
を
し
王
の
宮
室
で
殷
の
祭
祀

を
行
な
っ
た
。
賢
�
で
�
大
な
�
父
�
王
は
殷
の
至
上
神
で
あ
る
上
�
に
仕
え
て

樂
し
ま
せ
て
お
ら
れ
る
。
父
�
王
は
上
�
の
側
に
い
て
我
ら
下
界
を
見
守
っ
て
下

さ
っ
て
い
る
。

唱
え
言
。
賢
�
で
�
大
な
る
我
が
王
（
武
王
）
は
領
土
を
安
�
さ
れ
た
。
ま
た

大
い
に
威
嚴
の
あ
る
我
が
王
（
武
王
）
は
父
�
王
を
正
式
に
繼
承
さ
れ
た
。
ま
た

こ
の
上
な
く
愼
み
深
い
我
が
王
（
武
王
）
は
殷
の
祭
祀
を
行
な
わ
れ
た
。
か
く
て

乙
亥
の
祭
儀
を
�
え
た
。

二
日
後
の
丁
丑
の
日
、
王
は
�
宴
を
催
し
、
殷
王
�
由
來
の
大
宜
と
い
う
儀
禮

を
行
な
っ
た
。
か
く
て
丁
丑
の
祭
儀
を
す
べ
て
�
え
た
の
で
あ
る
。

圖２　天�鮎�影
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天
と
上
�
と
を
祭
る
重
�
な
儀
禮
を
擧
行
す
る
に
お
い
て
、
王
の
介
�
え
役
を

務
め
た
わ
た
く
し
�
は
、
そ
の
功
績
を
王
か
ら
稱
え
ら
れ
禮
�
の
�
後
□
を
賜

わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
慶
事
を
得
た
の
を
記
念
し
て
、
愼
ん
で
こ
の
�
を
作
り
王

の
賜
物
に
應
え
る
�
第
で
あ
る
。

語
釋
と
考
證

金
�
の
用
例
を
徹
底
�
に
集
め
て
き
て
語
の
�
念
を
絞
り
�
ん
で
い
く
と
い
う

方
法
は
白
川
靜
の
學
風
で
あ
る
。
本
稿
も
基
本
�
に
は
師
の
方
法
に
�
う
も
の
で

あ
る
が
、�
�
し
た
よ
う
な
事
�
を
�
提
に
銘
�
を
捉
え
�
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

大
豐
＝	

豐
は
醴
の
�
味
と
思
わ
れ
る
。
後
に
「
酉
」
と
い
う
限
定
符
を
付
加
し
て

�
醴
の
よ
う
に
醴
字
形
に
書
か
れ
る
が
、
酉
は
酒
�
の
�
の
象
形
で
あ

る
。
こ
の
限
定
符
に
よ
っ
て
醴
が
酒
を
用
い
た
儀
禮
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

王

三	

方
＝
「

」
字
が
不
�
で
あ
る
た
め
何
を
�
味
す
る
句
な
の
か
分
か
ら
な

い
が
、
字
形
は
「
�
（

）」　
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
賜
物
が
�
�
さ
れ

る
時
に
用
い
ら
れ
る
�
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
三
方
に
拜
禮
し
て

神
の
賜
物
を
�
る
�
味
と
見
な
し
て
お
く
。

王
祀
挨 

天
室
＝
天
室
に
祭
る
。
天
室
と
い
う
宗
敎
施
設
が
あ
り
、
そ
こ
で
王
が
儀

禮
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
室
と
い
う
語
は
こ
の
《
天
�
鮎
》
に
だ
け

見
え
る
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
超
越
神
と
し
て
の
天
が
祭
ら
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
天
�
は
天
の
こ
と
を
掌
る
職
務
を
擔
當
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
天
の
こ
と
を
掌
る
人
物
の
代
表
と
し
て
は
皇
天
尹
大
保
と
呼
ば

れ
る
召
公
が
い
る
。
尹
は
長
官
の
�
味
で
あ
る
か
ら
皇
天
尹
と
は
天
の
こ

と
を
掌
る
長
官
と
い
う
ほ
ど
の
�
味
に
な
る
。
天
�
は
召
公
の
配
下
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。《
天
�
鮎
》
の
出
土
が
�
公
一
族
の
邑
地
と
目
さ

れ
る
�
公
�
�
址
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
室
は
�
公
一
族
の
邑
地
に
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
�
公
�
�
址
の
東
方
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
�
原

東
部
の
扶
風
縣
か
ら
は
天
室
を
階
上
に
戴
く
�
�
の
�
�
物
が
出
土
し
て

い
る
【
圖
１
】。
こ
れ
は
天
圓
地
方
つ
ま
り
階
上
が
圓
形
、
階
下
が
方
形

に
な
っ
て
い
る
珍
し
い
�
�
の
�
物
で
、
い
か
に
も
天
を
祭
っ
て
い
る
�

物
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
扶
風
縣
の
も
の
を
天
室
と
見
な
し
て
い

い
の
か
、
あ
る
い
は
�
公
�
�
址
に
も
天
室
が
あ
っ
た
の
か
、
發
掘
の
報

�
を
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
扶
風
縣
の
件
の
�
物
は
一
棟
だ
け
が

圖３　天�鮎銘�
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�
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
�
�
群
の
中
の
一
棟
（
Ｆ
３
）
で
あ
る
【
圖

４（
（1
（

】。
�
公
�
�
址
に
は
そ
れ
よ
り
も
多
く
の
�
物
が
�
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る（

（1
（

。
私
の
漠
然
と
し
た
想
定
で
は
扶
風
縣
の
�
�
群
が
召
公
族
の
も

の
、
�
公
�
�
址
の
�
�
群
が
�
公
族
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
の
だ
が
、
發
掘
報
�
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
見
當
が
當
た
っ
て
い
る
か
ど

う
か
、
大
い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

�
＝	

天
室
か
ら
�
る
の
�
味
と
捉
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
�
と
い
う
語
に
は
�
の
四

つ
の
用
法
が
あ
る
。

①	

「
王
�
征
令
于
大
保
。」（
王 

征
令
を
大
保
に
�
す
）
の
よ
う
に
王
が
命

令
を
�
す
と
い
う
用
法
。

②	

「
大
神
其
陟
�
。」（
大
神
其
れ
陟
�
す
）
の
よ
う
に
神
が
天
地
の
間
を

陟の
ぼ

り
�
り
す
る
の
「
�
る
」
の
用
法
。

③	

「
上
�
�
懿
德
。」（
上
�
懿
德
を
�
す
）
の
よ
う
に
神
が
德
を
�
す
と

い
う
用
法
。
西
�
金
�
に
は
こ
の
他
に
「
�
多
福
。」（
多
福
を
�
す
）

の
用
例
が
多
數
見
ら
れ
る
。
�
す
の
�
語
は
�
神
で
あ
る
高
�
や
�
考

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
多
福
が
�
さ
れ
る
と
い
う
場
合
が
多
い
が
「
多

福
」
の
代
わ
り
に
「
大
魯
福
」「
厚
多
福
」「
魯
多
福
」
と
更
に
強
�
す

る
修
辭
も
見
ら
れ
る
。

④	

「
天
�
喪
。」（
天	

喪
を
�
す
）
の
よ
う
に
福
と
は
反
對
の
喪
（
天
災
）

を
�
す
と
い
う
用
法
。

こ
こ
の
�
は
、
�
�
か
ら
見
て
王
が
發
令
し
た
り
上
�
が
德
や
喪
を
�
す

�
味
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
②
の
用
法
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
王

が
天
室
で
祭
祀
を
行
な
っ
た
後
、
天
室
か
ら
�
っ
た
と
捉
え
る
の
が
�
當

圖４　陝西省扶風縣召陳村西���群
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で
あ
ろ
う
。
天
室
は
階
段
か
ら
陟
り
�
り
す
る
�
�
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

天
�
又
王
、
衣
祀
挨
王
＝
天
�
が
王
を
佑
け
、
王
に
衣
祀
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
？
　
�
の
王
と
後
の
王
と
は
同
じ
�
味
な
の
か
ど
う
か
。
白

川
は
後
�
を
王
所
と
解
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
王
所
と
は
ど
こ
の
こ
と

な
の
だ
ろ
う
？
　
儀
禮
を
行
な
う
時
に
王
の
卽
く
べ
き
所
定
の
位
�
と
い
う

�
味
で
あ
ろ
う
か
？
　
あ
る
い
は
王
の
居
る
所
定
の
部
屋
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
？
　
今
こ
れ
を
假
に
王
の
宮
室
と
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
�
に
衣

祀
の
�
味
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

衣
祀
と
い
う
語
は
殷
末
す
な
わ
ち
殷
墟
甲
骨
第
五
�
に
見
え
る
語
で
、
白

川
の
考
證
に
よ
り
、
殷
の
�
考
を
合
祀
す
る
こ
と
を
�
味
す
る
語
で
あ
る
こ

と
が
�
ら
か
に
な
っ
た（

（1
（

。
だ
が
そ
れ
は
殷
王
�
と
し
て
の
合
祭
で
あ
っ
て
、

西
�
王
�
の
合
祭
を
�
味
し
な
い
。
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
で
西
�
王
�
が
用
い

る
語
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
殷
祀
す
な
わ
ち
殷
の
祭
祀
と
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
殷
代
末
�
に
い
た
っ
て
西
�
の
�
王
は
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
を

�
け
入
れ
、
殷
と
の
間
に
宗
敎
�
君
臣
關
係
を
結
ん
だ
。
そ
の
關
係
が
こ
こ

に
も
繼
承
さ
れ
て
い
て
、
殷
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
こ
と
は
、
西
�
王
�
に
お
け
る
國
家
�
祭
祀
に
は
、
西
�
王
�

の
超
越
神
で
あ
る
天
を
祀
る
祭
祀
と
、
殷
王
�
の
超
越
神
で
あ
る
上
�
を
祀

る
祭
祀
と
が
行
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ

め
て
西
�
王
�
は
殷
系
氏
族
を
西
�
王
�
�
に
�
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
西
�
時
代
以
�
も
殷
の
超
越
神
が
祭
祀
の
對
象
と
し
て
繼
承
さ

れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
�
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
衣
祀
を
王
と
呼
ば
れ
る
宮

室
で
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

不
顯
考
�
王
＝
「
考
」
と
は
�
父
の
�
味
で
あ
る
か
ら
、「
丕
顯
な
る
考
」
と
い

う
呼
び
方
は
現
王
が
武
王
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

事
�
上
�
＝
�
王
で
あ
る
�
王
が
、
上
�
に
事
�
す
る
と
い
う
。
こ
の
「
事
�
」

が
問
題
に
な
る
。白
川
靜
は
こ
れ
を「
事
饎
」と
し
て「
よ
く
上
�
に
事
え
る
」

�
だ
と
す
る
。
た
だ
こ
れ
だ
け
で
は「
事
」の
�
味
を
�
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

「
�
」
は
［
字
�
］
に
は
「
神
に
�
る
と
き
、
鼓
を
う
っ
て
神
を
樂
し
ま
せ

る
�
。」
と
記
し
て
い
る
が
、
金
�
に
お
け
る
「
�
」
の
用
例
を
見
て
い
る

と
鐘
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
壓
倒
�
に
多
く
、
�
樂
で
も
っ
て
神
を
樂
し

ま
せ
る
�
味
に
用
い
る
の
が
一
般
�
な
よ
う
で
あ
る
。
參
考
ま
で
に
左
に
例

を
擧
げ
て
お
く
。
時
�
は
①
が
西
�
中
�
で
あ
る
の
を
除
け
ば
み
な
西
�
後

�
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
�
て
で
は
な
い
が
�
愛
し
た
。

①	

�
孝
于
高
�
辛
公
�
�
乙
公
皇
考
丁
公
龢
瘻
鐘
。
用
卲
各
�
侃
樂
�
歬

�
人
。《
糜
鐘
》
集
成
二
四
六

②	

兮
仲
作
大
廩
鐘
。
其
用
�
孝
于
皇
考
己
白
、用
侃
�
�
�
人
。《
兮
仲
鐘
》

集
成
六
五

③	

敢
對
揚
天
子
休
、用
作
�
皇
考
瘻
鐘
。
用
侃
�
上
下
。
用
樂
好
�
。《
鮮

鐘
》
集
成
一
四
三

④	

弔
㚤
乍
寶

鮎
。

仲
氏
萬
年
用
。
侃
�
百
生
。《
弔
㚤
鮎
》
集
成

四
一
三
七

⑤
�
皇
考
德
弔
大
桶
鐘
。
用
�
侃
�
�
人
。《
師
臾
鐘
》
集
成
一
四
一

⑥	

作
�
皇
考
弔
氏
寶
桶
鐘
。
用
�
侃
皇
考
。
皇
考
其
嚴
才
上
。《
士
父
鐘
》



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
所
紀
�
　
第
七
號	

九

集
成
一
四
五

⑦	

用
作
�
皇
�
考
龢
鐘
。
鎗
鎗
鏓
鏓
。
鍺
鍺
□
□
。
用
卲
各
�
侃
�
�
人
。

《
殘
其
鐘
》
集
成
一
八
七

⑧
作
厥
王
王
大
寶
。
用
�
侃
�
�
人
。《
五
祀
㝬
鐘
》
集
成
三
五
八

こ
の
用
法
は
西
�
後
�
の
場
合
が
多
く
、《
天
�
鮎
》
の
よ
う
な
用
法
は

例
外
に
屬
す
る
の
で
�
斷
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
西
�
最
初
�
の

銘
�
に
は
ま
だ
定
型
�
し
て
い
な
い
表
現
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
鮎
は
�
�

�
で
あ
る
か
ら
、�
物
を
神
に
供
薦
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
白
川
が「
事
饎
」

と
し
た
理
由
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
�
樂
か
�
物
か
の
�

い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
を
樂
し
ま
せ
る
�
味
に
は
�
い
な
い
の
で
、
�

王
が
上
�
に
仕
え
て
樂
し
ま
せ
る
と
い
う
�
味
に
な
る
。

�
は
�
（
上
�
）
に
つ
い
て
�
べ
る
。
上
�
は
單
に
�
と
だ
け
い
う
こ
と

が
多
い
。「
�
」
は
元
來
殷
王
�
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
超
越
神
で
あ
っ

て
、
西
�
王
�
の
超
越
神
で
は
な
い
。
西
�
王
�
の
超
越
神
は
「
天
」
で
あ

る
。
そ
の
上
�
を
天
と
同
樣
に
祭
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
ま
で

あ
ま
り
關
心
を
持
た
れ
な
か
っ
た
。
西
�
王
�
の
中
に
も
と
も
と
�
を
祭
る

風
�
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
�
の
名
は
甲
骨
�

に
�
出
す
る
殷
の
超
越
神
で
あ
る
。
風
の
神
、
山
の
神
、
河
の
神
、
雨
の
神

な
ど
八
百
萬
の
自
然
神
を
統
括
す
る
至
上
神
と
し
て
の
�
は
殷
人
の
崇
拜
す

る
對
象
で
あ
っ
た
。
�
王
は
殷
か
ら
西
伯
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
殷
の
宗

敎
�
體
制
�
に
お
け
る
西
方
の
�
�
で
あ
っ
た
。
そ
の
�
王
が
死
後
も
殷
の

至
上
神
で
あ
っ
た
上
�
に
事
え
て
樂
し
ま
せ
る
と
い
う
形
で
祭
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
殷
末
以
來
の
宗
敎
�
關
係
が
繼
承
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

�
王
臨
在
上
＝
�
王
が
天
上
に
あ
っ
て
下
界
を
見
守
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
三

字
目
が
若
干
缺
け
て
い
る
た
め
�
字
が
特
定
し
に
く
い
が
、
白
川
靜
は
臨
と

す
る
。
た
だ
金
�
の
臨
は
「

」
を
三
つ
竝
べ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
が
一

般
�
で
あ
る
た
め
字
形
�
識
と
し
て
は
疑
問
が
晴
れ
な
い
も
の
の
、
初
�

の
金
�
で
あ
る
か
ら

字
形
を
付
加
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
後
に

「

」
字
形
を
付
加
す
る
�
字
で
も
初
�
の
�
字
に
は
付
加
し
て
い
な
い
例

は
多
い
。

字
形
を
付
加
し
な
い
字
形
と
見
る
な
ら
ば
臥
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
場
合
の
臥
は
床
に
臥
す
の
�
味
で
は
な
く
、
白
川
が
「
人
が
臥

し
て
下
方
を
見
る
形
」
と
す
る
よ
う
に
、
下
を
見
下
ろ
す
の
�
味
で
あ
る
。

こ
の
字
形
を
臨
の
初
�
形
態
と
見
て
お
き
た
い
。『
字
�
』
に
は
「
監
は
鑑

に
臥
し
て
�
を
み
る
�
。
臨
は
そ
の
よ
う
な
�
勢
で
下
界
に
臨
む
こ
と
を
い

う
。」
と
あ
る
が
、
�
字
（
語
）
の
用
法
を
踏
ま
え
た
解
釋
に
な
っ
て
い
て

�
得
力
が
あ
る
。
�
王
は
天
上
に
あ
っ
て
超
越
神
で
あ
る
天
と
上
�
に
仕
え

な
が
ら
、
下
界
を
見
下
ろ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

丕
顯
王
乍
省
＝
領
土
の
安
�
を
い
う
。
こ
こ
か
ら
三
句
は
現
王
で
あ
る
武
王
の
事

蹟
を
稱
揚
す
る
言
葉
に
な
る
。
�
の
二
句
「
不
甎
王
」「
不
兢
王
」
の
王
を

武
王
で
は
な
く
成
王
と
康
王
に
當
て
る
の
が
白
川
の
解
釋
だ
が
、
こ
れ
は
衣

祀
が
�
考
の
合
祭
と
す
る
考
え
方
を
西
�
王
�
に
も
�
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
《
天
�
鮎
》
の
斷
代
を
康
王
に
ま
で
下
げ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
�
制
と
�
樣
を
考
古
學
�
に
見
る
と
康
王
�
ま
で
下
げ
る
と
收
ま

り
が
惡
い
。
林
巳
奈
夫
氏
の
分
�
で
は
西
�
Ⅰ
Ａ
と
し
、
�
�
・
陳
夢
家
・



《
天
�
鮎
》
私
考	

一
〇

銘
�
�
な
ど
み
な
武
王
�
と
す
る
よ
う
に
西
�
初
�
の
も
の
と
考
え
る
の
が

�
當
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
丕
顯
な
る
王
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
武
王
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
武
王
が
省
を
行
な
っ
た
。
省
と
は
�
利
し
て
得
た
領
土
を

�
�
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
こ
の
�
�
に
よ
っ
て
領
土
を
安
�
す
る
�

味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

丕
甎
王
乍
咽
＝
武
王
が
、
西
�
王
�
を
隆
�
に
�
い
た
�
王
を
繼
承
す
る
正
統
の

王
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。「
丕
甎
」
は
「
丕
い
に
甎
な
る
」
と
、
王
を
讚
え

る
形
容
語
で
あ
る
が
、
用
例
が
少
な
い
だ
け
に
ど
の
よ
う
な
�
味
合
い
の
語

で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
�
し
い
。
白
川
が
「
威
儀
あ
る
さ
ま
」
と
し

て
い
る
の
に
從
う
。
白
川
に
よ
れ
ば
「
丕
甎
」
は
德
を
も
っ
て
い
う
語
の
よ

う
だ
と
い
う
。「
丕
甎
」
が
そ
の
よ
う
な
�
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古
代
語

と
し
て
の
「
德
」
に
は
神
か
ら
賦
與
さ
れ
た
靈
力
（
カ
リ
ス
マ
）
の
�
味
が

あ
る
の
で
、
王
に
相
應
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
に
な
る
。「
德
」

に
こ
の
よ
う
な
�
味
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
春
秋
時
代
に
お
け

る
『
天
命
』
と
『
大
命（

（1
（

』」
に
�
べ
て
お
い
た
。

丕
兢
王
衣
＝
武
王
が
衣
祀
を
行
な
っ
た
。「
王
」
と
し
た
�
字
は
腐
�
に
よ
り
か

な
り
�
ら
れ
て
い
る
た
め
特
定
が
�
し
い
。
三
と
釋
す
る
�
と
乞
（
�
）
と

釋
す
る
�
が
あ
る
。
た
だ
三
と
い
う
�
字
だ
と
「
王

三
方
」
の
場
合
と
比

べ
て
刻
り
方
が
か
な
り
�
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
金
�
の
數
字
は
「
王


三
方
」
の
三
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
數
字
だ
け
に
特
�
の
刻
り
方
が
さ
れ
る

の
だ
が
、
こ
こ
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
刻
り
方
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た

乞
で
あ
れ
ば
第
三
線
が
右
下
に
流
れ
る
線
が
あ
る
筈
だ
が
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス

も
な
く
そ
う
し
た
流
れ
に
な
っ
て
い
な
い
。
王
の
字
は
こ
の
銘
�
で
は
一
二

回
出
て
く
る
が
、
�
字
の
大
小
も
形
も
多
�
で
そ
う
し
た
多
樣
な
字
形
の
範

圍
�
に
收
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
丕
兢
の
�
味
が
定
め
に
く
い
が
、「
兢
」

の
�
を
『
字
�
』
を
參
考
に
し
て
愼
み
深
い
の
�
味
に
と
り
、「
丕
兢
」
で

非
常
に
愼
み
深
い
の
�
と
す
る
。
衣
は
衣
祀
の
省
略
形
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
三
句
を
再
度
整
理
し
て
み
る
。
�
王
を
繼
承
し
た
武
王
の
事

蹟
を
稱
揚
し
た
も
の
で
、「
丕
顯
王
乍
省
」
で
領
土
の
安
�
を
�
べ
、「
丕
甎

王
乍
咽
」
で
王
位
の
繼
承
を
記
し
、
さ
ら
に
「
丕
兢
王
衣
」
に
よ
っ
て
殷
の

祭
祀
の
繼
承
を
記
す
。
こ
の
三
點
は
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
の
西
�
王
�
に
と
っ

て
非
常
に
重
�
な
�
味
を
も
つ
王
の
務
め
で
あ
っ
た
。
衣
祀
の
こ
と
を
繰
り

�
し
�
べ
る
�
容
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
殷
を
滅
ぼ
し
た
か
ら
と
い
っ
て
殷

の
超
越
神
や
殷
の
�
神
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
�
重
に
�
え

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
殷
系
諸
族
を
西
�
王
�
の
中
に
�
え
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
思
想
�
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
�
に
記
さ
れ

た
王
�
の
祭
祀
は
、
そ
の
天
と
�
と
を
と
も
に
祭
る
祭
儀
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

王
祀
＝
殷
の
衣
祀
を
行
な
っ
た
後
に
�
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
こ
の
日
の
祭
祀
を
し

め
く
く
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

丁
丑
王
�
大
宜
＝
乙
亥
の
�
々
日
の
丁
丑
の
日
に
王
が
�
宴
を
催
し
、
大
宜
と
い

う
儀
禮
を
行
な
っ
た
。
大
宜
と
い
う
語
は
西
�
時
代
の
金
�
で
は
こ
の
《
天

�
鮎
》
の
他
に
は
使
わ
れ
な
い
。
た
だ
「
宜
（

）」
と
い
う
儀
禮
は
甲
骨

�
で
は
�
神
を
祭
る
儀
禮
と
し
て
�
出
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
殷
王
�
由
來

の
儀
禮
と
思
わ
れ
る
。
西
�
時
代
以
�
は
初
�
の
靑
銅
�
で
あ
る
こ
の
《
天

�
鮎
》
の
他
に
、《
令
鮎
》
に
「

宜
」
の
形
で
用
い
ら
れ
る
く
ら
い
で
�
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一
一

第
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
行
っ
た
儀
禮
で
あ
る
。「

宜
」
は
こ
の
「
�

大
宜
」
と
同
じ
�
味
を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
令
と
い
う
人
物
は
西

�
王
�
で
は
�
字
の
こ
と
を
掌
る
作
册
の
職
に
あ
っ
た
殷
系
氏
族
で
、
西
�

王
�
に
付
い
た
後
も
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
だ
が
殷
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
西
�
�
�
ま
で
で
、
中
�
以
�

は
酒
�
が
�
�
に
�
え
て
い
く
現
象
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
西
�
王
�
本

來
の
祭
祀
へ
と
大
き
く
轉
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
宜
の
儀
禮
が
西
�
初
�

だ
け
に
見
え
る
の
も
そ
の
よ
う
な
動
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

王
�
＝
儀
禮
の
場
か
ら
�
り
る
の
�
で
あ
る
。
か
く
て
三
日
に
わ
た
っ
た
一
�
の

儀
禮
が
�
了
す
る
の
で
あ
る
。

�
丗
（
嘉
）
�
後
□
＝
こ
の
度
の
祭
祀
に
お
い
て
、
王
の
介
�
え
役
を
よ
く
務
め

た
天
�
が
稱
え
ら
れ
、
�
な
ど
の
彝
�
を
王
か
ら
賜
わ
っ
た
こ
と
を
い
う
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
丗
は
白
川
の
解
釋
に
從
っ
て
嘉
の
�
と
す
る
。「
�
」

字
は
靑
銅
�
の
�
を
象
っ
た
字
形
で
あ
る
。
�
の
描
き
方
は
一
般
�
に
簡
略

な
シ
ル
エ
ッ
ト
風
の
も
の
【
圖
５（

11
（

】
が
多
い
が
、
こ
の
「
�
」
字
は
�
ま
で

描
か
れ
て
い
る
點
で
�
例
が
な
い
。
□
と
し
て
お
い
た
も
の
も
彝
�
を
象
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彝
�
と
い
う
語
を
使
っ
た
が
儀
禮
に
用
い
る
靑
銅
�

を
�
味
す
る
語
で
あ
る
。

隹
�
又
慶
＝
�
に
以
上
の
よ
う
な
慶
事
が
�
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

�
医
（
敏
揚
）
王
休
挨

＝
王
の
上
記
の
賜
物
に
應
え
て
作
�
し
た
と
い
う
經
�

を
記
し
て
結
び
と
し
て
い
る
。
休
は
賜
物
の
�
。「
王
の
休
に
對
揚
し
て
寶


彝
を
作
る
」
と
い
う
言
い
方
が
後
に
定
型
�
し
て
い
く
が
、
時
に
は
「
敏

揚
」
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
對
揚
よ
り
も
い
っ
そ
う
�
重
な
�
味
に
な
る
。

西
�
最
初
�
の
《
天
�
鮎
》
の
銘
�
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
常
套
句
�
表
現
が

見
ら
れ
ず
、
そ
れ
だ
け
�
味
が
取
り
に
く
い
が
、
子
々
孫
々
ま
で
稱
え
ら
れ

る
べ
き
出
來
事
を
記
し
て
彝
�
を
作
る
と
い
う
經
�
を
記
す
�
容
に
な
っ
て

い
る
點
で
は
、
金
�
の
�
體
の
型
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。

�（
（
）「
白
鶴
美
�
�
誌
」第
一
輯「
金
�
�
釋
一
」（
白
鶴
美
�
�
　
一
九
六
二
年
）後
に『
白

川
靜
�
作
集
別
卷
』「
金
�
�
釋
」
一
上
（
�
�
�
　
二
〇
〇
四
年
）

（
（
）
例
え
ば
［
史
記
・
殷
本
紀
］
に
は
「
�
紂
�
辨
捷
疾
、
聞
見
甚
敏
。
材
力
�
人
、

手
格
猛
獸
。
知
足
以
距
諫
、
言
足
以
�
非
。
矜
人
臣
以
能
、
高
天
下
以
聲
、
以
爲
皆
出

己
之
下
。
好
酒
�
樂
、嬖
�
�
人
。
愛
妲
己
、妲
己
之
言
是
從
。
�
是
使
師
涓
作
新
�
聲
、

北
里
之
舞
、
靡
靡
之
樂
。
厚
賦
�
以
實
鹿
臺
之
錢
、
而
盈
鉅
橋
之
粟
。
益
收
狗
馬
奇
物
、

充
仞
宮
室
。
益
廣
沙
丘
苑
臺
、多
取
野
獸
蜚
鳥
�
其
中
。
�
�
鬼
神
。
大
冣
樂
戲
�
沙
丘
、

以
酒
爲
池
、
縣
�
爲
林
、
使
男
女
倮
相
�
其
閒
、
爲
長
夜
之
飮
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
白
川
靜
『
甲
骨
�
の
世
界
』（
�
�
�
東
洋
�
庫
　
一
九
七
二
年
）
第
二

章
「
神
々
の
世
界
」《
自
然
の
い
ぶ
き
》｢

�
は
自
然
の
秩
序
�
で
あ
り
、
王
は
そ
の
秩

序
を
地
上
に
實
現
す
る
責
任
を
も
つ
。
�
が
地
上
の
秩
序
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
�
思

を
示
そ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
自
然
の
異
變
を
も
っ
て
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
た
。
…
…｣

（
四
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）「
立
命
�
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
所
紀
�
」
創
刊
號
（
同
�
究
所
　

二
〇
〇
七
年
）

（
（
）「
學
林
」
四
六
號
・
四
七
號
合
�
號
《
白
川
靜
先
生
�
悼
號
》（
中
國
藝
�
�
究
會

　
二
〇
〇
八
年
）

圖５　�父癸盉



《
天
�
鮎
》
私
考	

一
二

（
（
）「
召
方
考
」「
作
册
」
と
も
『
白
川
靜
�
作
集
別
卷
』
の
『
甲
骨
金
�
學
論
叢
』
上

の
第
二
集
（
�
�
�
　
二
〇
〇
八
年
）
所
收
。

（
（
）『
金
�
の
世
界
』（
�
�
�
東
洋
�
庫
　
一
九
七
一
年
）
第
一
章
「
殷
代
の
金
�
」、

第
二
章
「
�
王
�
の
創
業
」
を
參
照
。

（
（
）「
立
命
�
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
所
紀
�
」
第
三
號
（
二
〇
〇
九
年
）

（
（
）『
金
�
の
世
界
』
第
一
章
「
殷
代
の
金
�
」、
第
二
章
「
�
王
�
の
創
業
」
を
參
照
。

（
（0
）《
四
祀
覊
其
卣
》
集
成
五
四
一
三
「
王
曰

�
武
�
乙
宜
。
在
豚
大

」（『
殷
�
金

�
集
成
』
所
收
五
四
　
　
一
三
番
の
�
。
以
下
同
じ
。）

（
（（
）《
王
子
�
觥
》
集
成
九
二
八
二
。

（
（（
）《
作
册
大
方
鼎
》
集
成
二
七
五
八	

に
見
え
る
。

（
（（
）「
白
草
坡
墓
地
因
水
�
�
長
年
沖
刷
、
三
座
墓
葬
已
經
暴
露
在
外
、
爲
防
止
再
被
盜

掘
、
考
古
所
對
其
�
行
了
搶
救
性
�
發
掘
。
發
掘
結
果
證
�
三
座
墓
葬
早
年
均
已
被
盜

擾
、
幸
�
�
是
各
墓
均
�
少
量
�
物
殘
留
、
其
中
Ｍ
四
〇
出
土
了
兩
件
帶
銘
�
銅
�
、

Ｍ
四
七
出
土
了
玉
�
等
五
件
玉
�
。
在
�
些
墓
葬
裏
出
土
了
一
件
銅
簋
和
簋
蓋
、
形
制

很
特
殊
。」（「
西
安
�
報
」二
〇
〇
五
年
一
�
一
一
日「
�
公
�
考
古
獲
得
階
段
性
成
果
」）

（
（（
）�
年
の《
天
�
鮎
》に
關
す
る
論
考（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
見
た
も
の
）を
見
る
と
、

岐
山
縣
の
眉
縣
と
し
て
い
る
論
�
や
、
禮
村
と
し
て
い
る
論
�
が
あ
る
が
不
確
か
な
�

報
に
よ
っ
て
い
る
。
禮
村
か
ら
出
た
の
は
《
大
盂
鼎
》
だ
と
い
う
こ
と
を
私
が
地
元
の

考
古
學
�
か
ら
�
接
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
（（
）
陝
西
省
扶
風
縣
召
陳
村
西
�
�
�
�
址
Ｆ
３
。
圖
１
參
照
。

（
（（
）
陝
西
省
扶
風
縣
召
陳
村
西
�
�
�
群
。
圖
４
參
照
。

（
（（
）「
�
�
新
發
現
�
西
�
�
�
基
址
單
體
�
四
〇
多
處
、
最
大
�
一
處
單
體
面
積
�

八
〇
〇
多
�
方
米
、
它
們
集
中
分
佈
在
西
�
最
高
等
�
墓
葬
群
�
陵
坡
墓
地
附
�
。
在

�
些
�
�
基
址
附
�
、
考
古
人
員
�
發
現
了
大
量
�
西
�
�
心
磚
・
板
磚
・
和
繩
�
板

瓦
�
碎
片
。
考
古
專
家
稱
、
�
些
�
�
基
址
等
�
很
高
、
從
其
分
佈
�
況
看
與
陵
坡
墓

地
・
白
草
坡
墓
地
以
�
甲
骨
坑
�
密
切
關
聯
、�
一
步
顯
示
出
�
公
�
�
址
�
重
�
性
。」

（「
央
�
國
際
」
二
〇
〇
五
年
四
�
一
九
日
「
�
公
�
�
址
新
發
現
四
〇
多
處
西
�
�
�

基
址
」）

（
（（
）
白
川
靜
「
衣
祀
考
」（「
�
林
」
第
二
卷
四
號
　
一
九
五
〇
年
）。

（
（（
）「
學
林
」四
九
號
合
�
號《
白
川
靜
先
生
�
悼
號
》（
中
國
藝
�
�
究
會
　
二
〇
〇
九
年
）

（
（0
）《
�
父
癸
盉
》
集
成
九
三
六
二
。

圖
版圖１

　
陝
西
省
扶
風
縣
召
陳
村
西
�
�
�
�
址
Ｆ
３
（「
�
物
」
一
九
八
一
年
第
三
�
所

載
の
傅
斯
年
「
陝
西
扶
風
召
陳
西
�
�
�
�
址
初
探
」
よ
り
）

圖
２
　
天
�
鮎
�
影
（
中
國
國
家
�
物
�
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
提
供
の
も
の
）

圖
３
　
天
�
鮎
銘
�
（
中
國
國
家
�
物
�
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
提
供
の
も
の
）

圖
４
　
陝
西
省
扶
風
縣
召
陳
村
西
�
�
�
群
（「
�
物
」
一
九
八
一
年
第
三
�
所
載
の
陝

西
�
原
考
古
�
「
扶
風
召
陳
西
�
�
�
群
基
址
發
掘
簡
報
」
よ
り
）

圖
５
　
�
父
癸
盉
　
集
成
九
三
六
二

（
立
命
�
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
文
�
�
究
所
客
員
�
究
員
）


