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緖
論

―
問
題
の
提
示

　
　
　
　
（
一
）
殷
周
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面

―
天
の
思
想
が
浸
透
す
る
過
程

　
　
　
　
（
二
）
王
と
天
子
の
捉
え
方
に
つ
い
て

　
　
　

一　

祭
祀
言
語
と
し
て
の
金
文

―
祖
祭
の
場
で
祖
先
の
榮
光
を

唱
す
る

　
　
　
　
（
一
）
金
文
の
基
本
構
造

　
　
　
　
（
二
）
西
周
時
代
の
諸
「
王
」
關
係
の
金
文

―
王
と
は
？

　
　

以
上
（
上
）

　
　
　
　
（
三
）
西
周
前
期
の
「
天
子
」
關
係
の
金
文

―
天
子
と
は
？

　
　
　
　
（
四
）
白
川
靜
の
提
示
す
る
「
天
子
」
に
つ
い
て

　
　
　

二　

天
の
思
想
が
浸
透
す
る
現
象

　
　
　
　
（
一
）「
對
揚
王
休
」
類
か
ら
「
對
揚
天
子
休
」
類
へ

　
　
　
　
（
二
）﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
莊
嚴
化
の
過
程

　
　
　
　
　
　

Ⅰ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型

　
　
　
　
　
　

Ⅱ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型

　
　
　
　
　
　

Ⅲ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型

　
　
　
　
　
　

Ⅳ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型

　
　
　
　
（
三
）
小
結

緖
論

―
問
題
の
提
示

前
回
の
「
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割（

1
）」
で
は
、
王
姜
が
、
西
周
王
朝

の
祭
祀
言
語
と
殷
王
朝
の
祭
祀
言
語
と
の
閒
に
介
在
し
て
そ
の
橋
渡
し
を
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
趣
旨
の
內
容
を
述
べ
た
。
い
わ
ば
祭
祀
の
場
に
お
け

る
言
語
の
違
い
を
超
え
て
、
祭
祀
儀
禮
の
場
を
共
通
の
も
の
に
す
る
た
め
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
回
、
天
の
思
想
と
天
子
槪
念
と
の
關
係
を
考
え
る
に
當
た
っ
て
、
前
回
同
樣

に
祭
祀
儀
禮
の
場
で
用
い
ら
れ
る
祭
祀
言
語
が
靑
銅
器
に
刻
ら
れ
た
金
文
で
あ
る

と
い
う
想
定
で
讀
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
金
文
の
言
語
場
を
そ
の
よ
う
に

想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
分
か
り
に
く
か
っ
た
金
文
の
文
體
構
造
も

整
理
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
件
は
後
ほ
ど
改
め
て
述
べ
る
こ

と
に
し
た
い
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
標
題
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に

豫
め
押
さ
え
て
お
く
べ
き
考
え
方
、問
題
意
識
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
殷
周
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
天
の
思

西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
三
）
上

―

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

二
六

想
が
諸
族
に
徐
々
に
浸
透
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
た
。
い
ま
一
つ
は
、「
王
」と「
天

子
」
と
い
う
二
つ
の
「
稱
號
」
の
關
係
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
。
こ
の
問

題
は
先
行
硏
究
者
が
樣
々
に
苦
心
し
て
論
じ
て
來
た
厄
介
な
問
題
で
あ
り
、
今
だ

に
解
決
で
き
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
金
文
の
言
語
場
を
上
記
の
よ
う
に
想
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
氷
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
略
述
し
た
二
點
に
つ

い
て
い
ま
少
し
具
體
的
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
一
）
殷
周
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面

―
天
の
思
想
が
浸
透
す
る
過
程

殷
系
氏
族
は
克
殷
と
い
う
大
き
な
出
來
事
が
起
き
る
少
し
前
か
ら
西
周
前
期
に

か
け
て
徐
々
に
西
周
王
朝
の
傘
下
に
參
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で

彼
ら
が
そ
れ
ま
で
崇
拜
し
て
い
た
超
越
神
も
西
周
王
朝
の
超
越
神
に
鞍
替
え
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
帝
の
崇
拜
か
ら
天
の
崇
拜
へ
の
轉
換
で
あ

る
。
鞍
替
え
や
轉
換
な
ど
と
い
う
と
い
か
に
も
簡
單
に
聞
こ
え
る
が
、
神
の
崇
拜

と
い
う
問
題
は
因
習
的
な
も
の
で
あ
り
ま
た
心
の
據
り
所
の
問
題
で
も
あ
る
か

ら
、
容
易
に
鞍
替
え
で
き
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
從
っ
て
崇
拜
の
轉

換
も
少
し
ず
つ
進
行
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
少
し

ず
つ
進
行
し
て
い
っ
た
時
期
が
西
周
前
期
で
あ
り
、
殷
周
革
命
の
宗
敎
的
側
面
の

實
態
で
も
あ
る
。
天
の
思
想
へ
の
轉
換
を
こ
こ
で
は
天
の
思
想
の
浸
透
過
程
と
し

て
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

た
だ
こ
こ
で
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
王
權
が
強
化
さ

れ
て
い
く
過
程
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く

ま
で
宗
敎
的
側
面
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
共
有
化
が
進
行
す
る
過
程
を
意
味

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
王
の
政
治
的
權
力
が
強
化
さ
れ
中
央
集

權
的
な
王
朝
が
出
來
上
が
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
天
の
思

想
に
よ
る
新
し
い
宗
敎
的
秩
序
の
形
成
、
こ
れ
こ
そ
が
殷
王
朝
の
宗
敎
的
秩
序
が

崩
壞
し
た
後
の
情
況
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
二
）
王
と
天
子
の
捉
え
方
に
つ
い
て

王
と
い
う
「
稱
號
」
と
天
子
と
い
う
「
稱
號
」
と
の
關
係
あ
る
い
は
差
異
に
つ

い
て
論
じ
た
先
行
論
文
に
は
王
國
維
の
「
古
諸
侯
稱
王
說
」
や
恩
師
白
川
靜
（
後

述
す
る
）
に
言
及
が
あ
る
他
に
左
記
の
論
考
が
あ
る（

2
）。

　

  

豐
田  

久
「
周
王
朝
の
君
主
權
の
構
造
に
つ
い
て

―
『
天
命
の
膺
受
』
者
を

中
心
に
」
一
九
七
九
年

　

田
中
柚
美
子
「「
王
と
天
子

―
周
王
朝
と
四
方
（
1
）」
一
九
八
九
年

　

竹
內
康
浩
「
西
周
金
文
中
の
﹇
天
子
﹈
に
つ
い
て
」
一
九
九
九
年

　

谷
秀
樹
「
西
周
代
天
子
考
」
二
〇
〇
八
年

こ
れ
ら
の
論
考
か
ら
は
少
な
か
ら
ず
刺
激
を
受
け
た
が
、
た
だ
何
れ
も
「
王
」

と
「
天
子
」
と
を
と
も
に
稱
號
と
し
て
捉
え
て
い
る
た
め
に
複
雜
な
議
論
を
展
開

す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
「
王
」
も
「
天
子
」
も
王
を
示
す
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
同
義
語
と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
、
さ

ら
に
「
稱
號
」
と
ま
で
呼
ば
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
捉
え
方
が
か

な
り
の
制
約
と
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
問
題
の
ポ
イ

ン
ト
は
「
天
子
」
と
い
う
語
の
捉
え
方
に
あ
る
。
後
ほ
ど
改
め
て
述
べ
る
が
、「
王
」

な
る
語
は
西
周
時
代
に
あ
っ
て
も
周
王
以
外
の
者
が
用
い
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
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な
、
か
な
り
廣
く
用
い
ら
れ
た
一
般
的
呼
稱
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、「
天
子
」

の
場
合
は
主
に
祭
祀
の
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
特
別
な
意
味
を
も
つ
呼
稱
で

あ
っ
て
、「
王
」
と
「
天
子
」
と
は
單
な
る
同
義
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
天
子
」
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
「
天
の
御
子
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す

語
で
あ
る
が
、
超
越
神
「
天
」
な
る
存
在
を
前
提
と
し
た
語
で
あ
る
。
殷
代
に
お

い
て
は
甲
骨
文
に
も
金
文
に
も
「
天
子
」
な
る
語
が
見
え
な
い
の
は
、
殷
王
朝
の

宗
敎
的
秩
序
に
お
け
る
超
越
神
は
「
帝
」
で
あ
っ
て
「
天
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。「
天
」
と
い
う
語
で
す
ら
、
そ
の
唯
一
の
例
外
は
、
殷
代
末
期
す
な
わ

ち
殷
墟
甲
骨
第
五
期
に
な
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る「
天
邑
商
」（
殷
都
を
示
す
語
）

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「
天
邑
商
」
に
つ
い
て
は
以
前
「
殷
末
先

周
期
の
殷
周
關
係

―
周
原
出
土
甲
骨
讀
解
試
論（

3
）」
で
私
案
を
提
示
し
た
こ
と
が

あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
觀
點
か
ら
の
立
論
で
あ
る
か
ら
、
先
行
論
文
を
踏
ま
え
て

そ
の
延
長
上
に
展
開
す
る
と
い
う
問
題
意
識
で
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と

を
こ
こ
に
一
言
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
が
對
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
「
天
子
」
と
い
う
語
は
あ
く
ま
で
「
天
の
御
子
」

を
示
す
語
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
王
」
と
い
う
語
と
同
列
に
扱
え
る
も
の
で
は

な
い
。「
王
」
と
は
王
朝
の
頂
點
に
あ
る
も
の
を
示
す
語
で
あ
る
。
周
王
朝
以
外

に
も
王
朝
と
い
う
意
識
を
持
つ
共
同
體
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
大
小
に

か
か
わ
ら
ず
王
を
名
告
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
實
際
、
西
周
時
代
の

金
文
に
も

そ
く

王
・
釐り

王
・
武
び

幾
王
・
豐
王
・
豳ひ
ん

王
・
呂
王
の
よ
う
な
例
が
あ
る

（
後
述
す
る
）。
だ
が
天
子
の
場
合
は
王
と
い
う
呼
び
名
と
は
か
な
り
樣
相
を
異
に

す
る
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
「
天
」
と
い
う
超
越
神
を
背
景
に
す
る
理
念

的
な
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
天
子
す
な
わ
ち
「
天
の
御
子
」
と
呼
ぶ
に
相
應
し

い
の
は
誰
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
天
」
の
命
を
受
け
て
天
下
を
治
め
る
任
務
を
託

さ
れ
た
者
、い
わ
ば
「
天
命
の
膺
受
者
」
で
あ
る
周
王
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
天
命
」

な
る
も
の
は
周
王
が
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
周
王
の
臣
下
（
族
長
）
が

そ
の
族
內
に
歸
っ
て
王
命
を
發
す
る
（
傳
え
る
）
場
合
に
は
「
天
命
」
を
背
景
に

し
た
王
命
で
あ
る
た
め
、
そ
の
臣
下
（
族
長
）
の
背
後
に
は
天
子
な
る
も
の
の
影

が
あ
る
。
王
の
臣
下
（
族
長
）
は
天
子
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、臣
下
（
族

長
）
の
臣
下
（
陪
臣
）
か
ら
す
れ
ば
主
君
の
背
後
に
は
天
子
の
影
が
あ
る
の
で

あ
る（

4
）。
こ
こ
に
周
王
の
臣
下
（
族
長
）
を
、
そ
の
臣
下
（
陪
臣
）
が
天
子
と
見

る
論
理
が
潛
在
す
る
の
で
あ
る
。
王
か
ら
臣
下
（
族
長
）
そ
し
て
陪
臣
さ
ら
に
は

そ
の
臣
下
と
い
う
よ
う
に
、
天
の
思
想
は
少
し
ず
つ
時
閒
を
か
け
て
か
な
り
末
端

に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
周
時
代
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味

で
の
天
の
思
想
が
徐
々
に
浸
透
す
る
時
代
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

王 

↓ 

臣
下
﹇
族
長
﹈ 

↓ 

陪
臣
﹇
族
長
の
臣
下
﹈ 

↓ 

陪
臣
の
臣
下

た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
斷
り
を
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
周
王
朝
は
そ
の
後
西
周
末
期
に
な
っ
て
一
旦
滅
び
、
洛
陽
に

都
し
て
餘
命

を
繋
ぐ
い
わ
ゆ
る
東
周
時
代
に
入
る
の
だ
が
、
政
治
的
な
權
力
と
し
て
は
は
る
か

に
弱
體
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
執
る
覇
者
が
登
場
せ
ざ
る

を
え
な
い
情
況
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
こ
う
し
た
情
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
周
王
が

形
の
上
で
殘
さ
れ
て
い
た
。
天
の
思
想
に
よ
る
宗
敎
的
秩
序
を
支
え
る
權
威
と
し

て
の
役
割
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
春
秋
時
代
に
覇
者
た
る

齊
の
桓
公
や
晉
の
文
公
が
、
周
王
か
ら
任
命
を
受
け
て
は
じ
め
て
覇
者
と
し
て
承



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

二
八

認
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
は（

5
）、
周
王
が
天
の
思
想
に
よ
る
宗

敎
的
秩
序
の
頂
點
に
あ
っ
た
天
子
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
第
に
稱
號
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
語
の
由
來
と
し
て
は
超
越

神
「
天
」
の
御
子
す
な
わ
ち
「
天
命
の
膺
受
者
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
は
、
殷
代
末
期
の
情
況
と
相
似
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
殷
王
が
宗
敎
的
權
威
者
と
し
て
君
臨
し
つ
つ
も
、
實
權
は
西
周

王
朝
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
情
況
に
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
國
家
論
の
觀
點

か
ら
言
い
表
わ
す
な
ら
ば
、
宗
敎
的
權
力
（
權
威
）
と
政
治
的
權
力
と
の
二
重
權

力
が
竝
び
立
つ
情
況
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

6
）。

一　

  

祭
祀
言
語
と
し
て
の
金
文

　

―
祖
祭
の
場
で
祖
先
の
榮
光
を

唱
す
る

（
一
）
金
文
の
基
本
構
造

金
文
は
何
を
記
し
て
い
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論（

7
）』
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
殷
代
に
甲
骨
文

が
發
明
さ
れ
た
と
は
い
え
口
頭
言
語
の
時
代
で
あ
る
。
ま
た
次
の
西
周
時
代
は
文

字
を
靑
銅
器
に
刻
る
金
文
の
時
代
に
入
る
の
だ
が
、
や
は
り
口
頭
言
語
の
時
代
で

あ
っ
て
、
い
き
な
り
文
章
を
綴
る
時
代
で
は
な
い
。
一
旦
口
頭
で
發
し
た
言
語
を

甲
骨
や
靑
銅
器
に
刻
る
時
代
で
あ
る
。
た
だ
口
頭
で
發
す
る
言
語
と
い
っ
て
も
、

日
常
的
に
用
い
る
言
語
（
俗
語
）
で
は
な
く
、
祭
祀
儀
禮
や
歌
謠
の
時
に
だ
け
用

い
る
特
殊
な
言
語
（
雅
語
）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
田
龍
雄
・
河
野
六
郞

兩
氏
の
說
を
紹
介
し
な
が
ら
述
べ
て
お
い
た
。
靑
銅
器
は
祖
祭
に
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
彝
器
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
彝
器
と
は
祭
器
の
こ
と
で
あ

る
。
祖
先
を
祭
る
一
族
の
祭
り
の
時
に
祖
先
の
榮
光
を
讚
え
る
雅
語
が

唱
さ
れ

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
族
の
結
束
を
固
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
金
文
で
あ
る
。
金
文
を
讀
む
際
に
は
こ
の
よ
う
な
特

殊
性
を
念
頭
に
置
い
て
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
觀
點
を

拔
き
に
し
て
文
字
言
語
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
い
き
な
り
文
字
で
記
さ
れ
た
か

の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
も
の
だ
が
、
一
旦
口
頭
で
發
せ
ら
れ
た
言
語
を
祭
器
に

記
し
、
そ
れ
を
祖
祭
の
場
で

唱
す
る
と
い
う
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
音
聲
の
世

界
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
暫
定
的
に
考

え
て
い
る
金
文
の
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

①  

祖
先
の
事
蹟
を
述
べ
る
部
分

　
　
　
（
主
に
王
か
ら
表
彰
さ
れ
る
內
容
を
述
べ
る
宣
命
の
記
錄
）《
紀
事
》

　

②  

そ
の
彝
器
を
使
っ
て
祭
事
を
行
な
う
思
い
を
述
べ
る
部
分

　
　
　
（
子
々
孫
々
に
傳
え
る
部
分
）《
祈
念
》

便
宜
上
前
者
を
《
紀
事
》、
後
者
を
《
祈
念
》
と
略
稱
す
る
。《
紀
事
》
は
、
主

に
王
か
ら
表
彰
さ
れ
る
宣
命
の
記
錄
で
あ
る
が
、
そ
の
表
彰
の
場
で
は
王
す
な
わ

ち
天
子
に
對
す
る
感
謝
の
意
や
忠
誠
を
誓
う
言
葉
も
發
せ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
た
天
子
に
對
す
る
誓
い
の
言
葉
を
《
誓
詞
》
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
こ

で
わ
ざ
わ
ざ
王
を
天
子
と
言
い
換
え
た
の
は
、
こ
の
表
彰
が
超
越
神
「
天
」
の
御

子
た
る
お
方
（
天
子
）
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
表
彰
で
あ
り
、
忠
誠
の
誓
い
と
い

う
の
も
、
超
越
神
「
天
」
の
媒
介
者
と
し
て
の
天
子
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
超
越

神
「
天
」
に
對
す
る
忠
誠
の
誓
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
少
々
複
雜



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
九
號

二
九

な
說
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
分
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
別
の
言
い
方
を

す
る
と
、
古
代
宗
敎
の
時
代
、
祭
政
一
致
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
王
は
神
の
代
理

と
し
て
諸
族
に
臨
み
王
命
を
發
す
る
。
西
周
王
朝
の
場
合
そ
の
王
命
が
と
り
も
な

お
さ
ず
超
越
神
「
天
」
の
命
令
と
い
う
意
味
を
帶
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
作
器
者
自
身
の
發
し
た
《
誓
詞
》
が
一
々
金
文
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
王
か
ら
表
彰
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
こ
の
祭
器
を
作
っ
た
の
だ

と
い
う
經
緯
を
記
す
言
葉
（
例
え
ば
「
對
揚
王
休
、
作
祖
考
寶

彝
」
や
「
對
揚

天
子
休
、
作
祖
考
寶

彝
」）
が
刻
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
の
讀
み
取

り
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
表
彰
式
の
場
を
想
定
す
る
と
こ
の
よ
う
に
解
釋

し
な
け
れ
ば
首
尾
が
整
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
で
發
せ
ら
れ
た
言
葉
を
一
々

忠
實
に
再
現
し
て
は
い
な
い
が
、
王
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
と
い
う
文
言

に
、
表
彰
式
の
次
第
が
集
約
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お

そ
ら
く
祭
器
を
作
る
こ
と
を
《
誓
詞
》
の
結
び
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
①
を
《
紀

事
》
と
略
稱
し
た
が
、
こ
の
中
に
《
宣
命
》
と
《
誓
詞
》
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と

捉
え
た
い
。

一
方
後
者
②
は
、
王
（
天
子
）
と
の
閒
で
交
わ
し
た
《
誓
詞
》
を
踏
ま
え
て
こ

の
祭
器
を
作
っ
た
こ
と
、
祖
先
へ
の
敬
意
、
子
孫
へ
の
傳
言
と
い
う
多
樣
な
思
念

が
託
さ
れ
て
い
る
重
層
的
な
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
族
郞
黨
が
祖
祭
の
場
で

唱
し
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
を
一
應
《
祈
念
》
と
略
稱

し
て
お
く
が
、前
者
の
《
紀
事
》
部
分
を
踏
ま
え
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
、《
紀
事
》

《
祈
念
》
の
全
體
が
一
族
の
者
に
ま
た
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
《
祈
念
》
で

も
あ
る
。
祖
祭
の
場
で

唱
さ
れ
る
言
葉
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
に
複
合
し
た

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
《
祈
念
》
部
分
を
古
來
「
嘏か

辭
」

と
い
う
語
で
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
「
福
を
主
人
に
致
す
の
辭
な
り（

8
）」
と

い
う
限
定
的
な
意
味
を
示
す
に
と
ど
ま
る
た
め
避
け
た
。《
祈
念
》
は
、
子
々
孫
々

こ
の
祭
器
を
使
っ
て
祖
祭
を
行
な
え
と
い
う
意
味
の
語
で
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
い

よ
う
に
、
子
孫
へ
の
傳
言
で
結
ん
で
い
る
。
祖
祭
の
度
に

唱
さ
れ
る
言
葉
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
考
え
方
そ
の
も
の
が
子
々
孫
々
の
代
に
い
た
る
ま
で
、
祖
祭
の
度

に
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
氏
族
と
天
の
御
子
た
る
周
王
と
の
結
び
つ

き
、そ
の
宗
敎
秩
序
を
享
受
す
る
祭
祀
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
金
文
の
構
造
は
、
日
本
の
古
代
に
お
け
る
天
皇
の
宣
命
と
そ
れ
に
對

す
る
臣
下
の
壽よ

詞ご
と

・
鎭い
わ

護い

詞ご
と

の
世
界
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
の
理
解
の

仕
方
は
折
口
信
夫
の
祝
詞
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が（

9
）、
そ
れ
を
金
文
の
表
現

世
界
に
當
て
は
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。、

・
宣

せ
ん
み
ょ
う命
＝
表
彰
式
の
具
體
的
な
內
容
を
再
現
す
る
部
分
。《
宣
命
》

・ 

壽よ

詞ご
と

＝  

王
す
な
わ
ち
天
子
か
ら
受
け
た
表
彰
に
對
し
て
感
謝
の
意
を
述
べ
る

と
と
も
に
、
天
子
へ
の
忠
誠
と
そ
れ
を
記
念
し
て
祭
器
を
作
る
こ
と

を
誓
う
部
分
。《
誓
詞
》

・  

鎭い
わ

護い

詞ご
と

＝  

そ
の
こ
と
を
一
族
の
者
と
そ
の
子
々
孫
々
に
ま
で
傳
え
て
言
い
聞

か
せ
る
部
分
。《
祈
念
》

折
口
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
も
考
え
た
が
、
あ
ま
り
馴
染
み
や
す
い
と

は
言
え
な
い
の
で
、
前
述
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
金
文
を
具
體

的
に
讀
解
す
る
場
合
に
は
、
銘
文
を

唱
す
る
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
を
吟
味
す
る
こ
と
が
最
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、（
二
）
西



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

三
〇

周
時
代
の
諸
「
王
」
關
係
の
金
文
と
、（
三
）
西
周
前
期
の
「
天
子
」
關
係
の
金

文
に
焦
點
を
當
て
て
、暫
く
祭
祀
言
語
と
し
て
の
金
文
を
讀
ん
で
み
た
い
と
思
う
。

（
二
）
西
周
時
代
の
諸
「
王
」
關
係
の
金
文

―
王
と
は
？

殷
王
朝
を
滅
ぼ
し
て
西
周
王
朝
が
統
一
を
實
現
す
る
と
、
王
を
名
告
る
者
は
周

王
だ
け
に
な
る
と
い
う
常
識
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
が
成
り

立
つ
根
據
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？　

王
朝
が
成
立
す
る
と
權
力
が
王
に
集
中

す
る
も
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？　

こ
う
し
た
近
代

人
の
先
入
觀
を
一
旦
棄
て
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
の
が
古
代
世
界
な
の
で
あ

る
。
後
に
引
用
す
る
王
國
維
は
古
代
の
本
質
を
よ
く
洞
察
し
て
い
る
が
、
今
は
周
王

以
外
に
王
が
存
在
し
た
と
い
う
事
實
を
先
ず
は
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
金
文
に
見
え
る
周
王
以
外
の
王
名
に
は

A

王
（
前
期
・
中
期
・
後
期
）

B
釐
王
（
中
期
）

C
武

幾
王
（
中
期
）

D
豐
王
（
前
期
）

E
豳
王
（
後
期
）

F
呂
王
（
後
期
）
が
あ
る
。
こ
の
順
序
で
一
通
り
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、

王
の
名
が
見
え
る
銘
文
は
左
に
掲
げ
る
A
①
〜
⑤

の
五
例
だ
け
で
あ
る
が
、
西
周
前
期
か
ら
後
期
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

西
周
時
代
の
全
時
期
を
通
し
て

王
と
い
う
呼
稱
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

る
。
た
だ
銘
文
の
內
容
は
③
⑤
を
除
い
て
は
、

王
な
る
人
物
が
祭
器
を
作
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
單
純
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

王
と
呼
ば
れ
て
い

た
背
景
を
推
測
す
る
材
料
が
こ
の
銘
文
だ
け
か
ら
は
見
つ
か
ら
な
い
。

王
の

と
い
う
名
は
《
作
册

令

》
集
成
４
３
０
１
・
４
３
０
２
の
作
册

令
と
い
う

人
物
の
分
族
の
可
能
性
が
あ
る
點
で
大
變
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
呼
稱

に
作
册
と
い
う
職
名
を
冠
し
て
い
る
者
は
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、
當
の
作
册

令

は
殷
が
滅
ん
だ
後
で
洛
陽
の
成
周
に
移
さ
れ
た
庶
殷
の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
左
掲

の
五
器
の
う
ち
③
《
同

》
に
は
「
同
對
揚
王
休
、
用
乍
父
戊
寶

彝
。」
の
よ

う
に
「
父
戊
」
の
祭
器
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
父
戊
」
と
い
う
呼
稱
が
殷

系
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

王
の
方
は
河
南
洛
陽

の
成
周
で
は
な
く
、
陝
西
周
原
の
西
方
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
二
つ
の

は
東
方
と
西
方
と
に
大
き
く
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

《
宜
侯
（
10
）》
に
み
え
る
宜
侯

も
同
族
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
上
記
二

者
の
地
と
も
異
な
る
別
地
に
封
建
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
も
勘
案
す
れ
ば
、

殷
系
氏
族
で
あ
る
作
册

一
族
は
殷
の
滅
亡
後
そ
れ
ぞ
れ
別
の
地
に
領
地
を
與
え

ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ

王
だ
け
が
な
ぜ
「
王
」
を

名
告
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
名
告
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
殘

る
。
し
か
も
③
の
銘
文
で
は
「

王
易
同
金
車
・
弓
矢
。」
の
よ
う
に
、
王
と
し

て
同
と
い
う
人
物
に
金
車
・
弓
矢
を
賜
與
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

と
同
と
の
閒
に
君
臣
關
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

王
は
周
王
と
は
相
對
的
に
獨
立
し
て
い
て
、
こ
の

の
地
に
お
け
る
王
と
し
て

振
舞
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

の
地
は
④
の
出
土
地
か
ら
陝
西
寶
雞
縣
賈
村
・

上
官
村
邊
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
⑤
の
《
散
氏
盤
》
に
記
さ
れ
た
記
事

か
ら
も
そ
の
邊
り
に
想
定
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
西
周
王
朝
の
古
都
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で
あ
っ
た
周
原
の
や
や
西
方
に
當
た
る
所
で
あ
る
點
で
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

す
で
に

王
諸
器
の
問
題
點
は
一
通
り
述
べ
た
の
で
、
特
に
付
け
加
え
る
こ
と

は
な
い
が
、
⑤
の
《
散
氏
盤
》
は
土
地
爭
い
の
裁
判
の
判
決
文
に
當
た
る
珍
し
い

も
の
で
あ
り
、長
文
で
も
あ
る
の
で
少
し
だ
け
說
明
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

A　

王
の
見
え
る
銘
文

【
前
期
】

①

王
乍
寶

貞
。（

王
、
寶

鼎
を
作
る
。）《

王
方
鼎
蓋
》
集
成
２
１
４
９

②

王
乍
寶
彝
。（

王
、
寶
彝
を
作
る
。）

　
　
《

王

》
集
成
６
４
５
２　
「
丁
巳
陝
西
鳳
翔
府
出
土
」

【
中
期
】

③
隹
十
又
二
月
。

王
易
同
金
車
・
弓
矢
。
同
對
揚
王
休
、
用
乍
父
戊
寶

彝
。

　
　
《
同

》
集
成
５
３
９
８

（
隹
十
又
二
月
。

王
、
同
に
金
車
・
弓
矢
を
賜
ふ
。
同
、
王
の
休
に
對
揚
し
て
、

用
て
父
戊
の
寶

彝
を
作
る
。）

【
後
期
】

④

王
乍
奠
姜


。
子
子
孫
孫
其

年
永
寶
用
。

　
　
《

王

蓋
》
集
成
３
８
７
１ 

一
九
七
四
年
陝
西
寶
雞
縣
賈
村
・
上
官
村

（

王
、
鄭
姜
の


を
作
る
。
子
子
孫
孫
、
其
れ
萬
年
ま
で
永
く
寶
用
せ
よ
。）

⑤
用


散
邑
、
迺
卽
散
用
田
。
眉
自

涉

南
、
至
于
大
沽
一
封
。

陟
二
封
、

至
于
邊
柳
。
復
涉

、
陟
𩁹
、
𠭯
邍
𨺰
。

西
、
封
于
礪
 


木
、
封
于
芻

、

封
于
芻
道
。
內
陟
芻
、
登
于
厂
湶
、
封
 


・
𨺰
陵
・
剛

、
封
于

道
、
封

于
原
道
、
封
于
周
道
。

東
。
封
于

東
彊
、
右
還
封
于
眉
道
、

南
、
封
于

谷

道
、

西
、
至
于
𨾊
莫
。

眉
丼
邑
田
、
自

木
道
、
左
至
于
井
邑
封
道
、

東
一
封
。
還

西
一
封
、

陟
剛
三
封
。
降

南
、
封
于
同
道
。
陟
州
剛
、
𤼷

、
降

二
封
。

人
有
𤔲
眉
田
鮮
・
且
・

・
武
父
・
西
宮
襄
・
豆
人
虞

・

貞
、
師
氏

右

・
小
門
人
䌛
・
原
人
虞
𦮘
淮
・
𤔲
工
虎
孝
、

豐
父
、
𨾊
人
有
𤔲
刑
・

。

凡
十
又
五
夫
、
正
眉

舍
散
田
。
𤔲
土

寅
、
𤔲
馬
 


、

人
𤔲
工

君
、

宰
德
父
、
散
人
小
子
眉
田
戎
・

父
・
敎

父
、
襄
之
有
𤔲
槖
、
州

・
焂
從


、
凡
散
有
𤔲
十
夫
。

唯
王
九
月
。
辰
才
乙
卯
。

卑
鮮
・
且
・

旅
誓
曰
、
我
旣
付
散
氏
田
器
。

有
爽
實
。
余
有
散
氏
心
賊
、
則
爰
千
・
罰
千
。
傳
棄
之
。
鮮
・
且
・

旅
、
則
誓
。

迺
卑
西
宮
襄
・
武
父
誓
曰
、
我
旣
付
散
氏
𤃁
田
牆
田
。
余
又
爽
變
、
爰
千
・

罰
千
。
西
宮
襄
・
武
父
則
誓
。

厥
受
圖

王
于
豆
新
宮
東
廷
。
厥
左
執
縹
、
史
正
仲
農
。《
散
氏
盤
》
集
成

１
０
１
７
６

【
訓
讀
】

そ
く

の
、
散
の
邑
を
う

て
る
を
用
て
、
廼す
な
はち
散
に
卽あ
た

ふ
る
に
田
を
用も
つ

て
す
。
眉
、

け
ん

よ
り
涉
り
て
以
て
南
し
、
大
沽
に
至
り
て
一
封ぽ
う

す
。
以
て
陟
り
て
二
封
し
、
邊

柳
に
至
る
。
復ま

た

を
涉
り
、
𩁹う

に
陟
り
、
邍げ

ん

𨺰
に
𠭯お

よ

ぶ
。
以
て
西
し
、
礪は

ん

城
の

か
う

木
に
封
じ
、
芻す
う
ら
い

に
封
じ
、
芻
道
に
封
ず
。
內い

り
て
芻
に
陟
り
、
厂か
ん
せ
ん湶
に
登
り
、

と
か
ん

・
𨺰
陵
・
剛
か

ん

に
封
じ
、
と

う

道
に
封
じ
、
原
道
に
封
じ
、
周
道
に
封
ず
。

以
て
東
し
、

の
東
彊
に
封
じ
、
右
に
還め
ぐ

り
て
眉
道
に
封
じ
、
以
て
南
し
、
谷

の
道
に
封
じ
、
以
て
西
し
、
𨾊
莫
に
至
る
。

眉
の
邢
邑
の
田
、
ら
う

木
道
よ
り
し
て
、
左
し
て
邢
邑
の
封
道
に
至
り
、
以
て
東



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

三
二

し
て
一
封
す
。
還
り
て
以
て
西
し
て
一
封
し
、
剛
に
陟
り
て
三
封
す
。
降
り
て
以

て
南
し
、
同
道
に
封
ず
。
州
剛
に
陟
り
、

に
登
り
、

に
降
り
て
二
封
す
。

そ
く

人
の
有
𤔲
、
眉
の
甸で
ん

な
る
鮮
・
且
・
び

・
武
父
・
西
宮
襄
、
豆
人
の
虞ぐ

な
る

か
う

、
麓
（

）
な
る
貞
、
師
氏
な
る
右

、
小
門
人
の
䌛え

う

、
原
人
の
虞
な
る
𦮘
じ
よ
う・

淮わ
い

、
𤔲
工
な
る
虎
孝
、
や

く

な
る
豐
父
、
𨾊
人
の
有
𤔲
な
る
荊
・

。
凡
そ
十
又

五
夫
、
眉
な
る
そ
く

の
散
に
舍あ
た

ふ
る
田
を
正た
だ

す
。
𤔲
土
な
るぎ
や
く

寅い
ん

。
𤔲
馬
な
る

と
う

へ
い

、
へ

い

人
の
𤔲
工
な
る
げ
い

君
、
宰
な
る
德
父
、
散
人
の
小
子
に
し
て
眉
の
甸で
ん

な
る
戎
・

父
・
效
く

父
、
襄
の
有
𤔲
な
る
槖は
う

、
州し
う

き
や
う・

焂い
う

從じ
ゆ
う

か

、
凡
て
散

の
有
𤔲
十
夫
な
り
。

唯こ
れ

王
の
九
月
。
辰
は
乙
卯
に
在
り
。

、
鮮
・
且
・
め

ん

旅
を
し
て
誓
は
し
め

て
曰
く
、
我
旣
に
散
氏
に
田
器
を
付わ
た

せ
り
。
爽さ
う

實じ
つ

す
る
こ
と
有
り
。
余
に
散
氏
を

心
に
賊
と
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち
鍰
千
・
罰
千
な
ら
む
と
。
傳
し
て
之
を
棄
て

よ
と
。
鮮
・
且
・

旅
、
則
ち
誓
ふ
。

迺
ち
西
宮
襄
・
武
父
を
し
て
誓
は
し
め
て
曰
く
、
我
旣
に
散
氏
に
𤃁し

つ

田
牆し
や
う

田

を
付わ

た

せ
り
。
余
に
爽
變
有
ら
ば
、
鍰
千
・
罰
千
な
ら
む
と
。
西
宮
襄
・
武
父
則
ち

誓
ふ
。

厥
の
圖
を

王
よ
り
豆
の
新
宮
東
廷
に
受
く
。厥
の
左
執
縹
、史
正
仲
農
な
り
。）

【
解
說
】が

散
の
地
を
略
取
し
た
事
實
が
判
明
し
た
の
で
、

に
命
じ
て
そ
れ
ら
の
田

を
散
に
返
還
す
べ
し
と
い
う
趣
旨
の
判
決
文
で
あ
る
。
周
王
か
ら
表
彰
さ
れ
て
祭

器
を
作
る
經
緯
を
記
す
一
般
的
な
金
文
と
は
隨
分
內
容
の
異
な
る
興
味
深
い
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
內
容
が
文
字
の
發
明
に
よ
っ
て
初
め
て
記
錄
す
る
こ
と
が
出

來
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
文
字
を
持
た
な
い
民
族
に
も

こ
う
し
た
判
決
を
雅
語
（
祭
祀
言
語
）
で

唱
す
る
傳
統
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
金
田
一
京
助
が
「
裁
判
事
件
の
や
う
な
騷
ぎ
の
論
判
で
さ
へ
も
雅
語
で
述
べ

ら
れ
、
吟
詠
の
姿
を
取
る
も
の
で
あ
る（
11
）。」
と
記
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の

金
文
も
祭
祀
言
語
と
し
て

唱
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
地
名
・

人
名
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
銘
文
な
の
で
、
以
下
內
容
の
一
部
を
紹
介
す
る

に
と
ど
め
る
。

が
散
に
返
還
す
る
地
域
を
一
々
具
體
的
に
記
し
て
い
る
。「
眉
の
地
に
つ
い

て
は
、
け

ん

﹇
水
名
に
よ
る
地
名
﹈
か
ら
涉
っ
て
南
下
し
、
大
沽
に
至
る
ま
で
に
一

つ
目
の
指
標
を
立
て
る
。
次
い
で
今
度
は
坂
を
上
っ
て
二
つ
目
の
指
標
を
立
て
、

邊
柳
に
至
る
ま
で
の
地
域
。
次
い
で
再
び
け

ん

を
涉
り
、
𩁹う

の
坂
を
上
っ
て
、
邍げ

ん

𨺰
ま
で
の
地
域
と
す
る
。
…
…
」
以
下
、
こ
ん
な
具
合
に
し
て
領
域
を
區
切
る
指

標
を
立
て
な
が
ら
返
還
さ
せ
る
領
域
を
具
體
的
に
定
め
る
內
容
が
明
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
後
こ
れ
に
立
ち
會
っ
た
人
物
も
列
擧
さ
れ
る
。

散
氏
か
ら
略
取
し
た
土
地
を
返
還
し
た

氏
の
族
長
が
「

王
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
點
。
西
周
王
朝
の
配
下
に
あ
り
な
が
ら
、

の
地
に
お
い
て
は

王
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
王
を
僭
稱
す
る
も
の
と

し
て
問
題
視
す
る
考
え
方
は
採
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
自
體
が
、
西
周
王

朝
が
權
力
を
王
に
一
元
的
に
集
め
た
中
央
集
權
國
家
で
あ
る
と
見
る
考
え
方
を
暗

默
裏
に
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
周
王
朝
が
成
立
し
た
以
上
は
、
王
な
る

呼
稱
は
周
王
が
獨
占
的
に
用
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
時
代
を
無

視
し
た
あ
ま
り
に
も
公
式
主
義
的
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
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B　

釐
王
の
見
え
る
銘
文　

西
周
中
期

隹
王
正
月
、
辰
才
庚
寅
。
王
若
曰
、

白

。
䌛
、
自
乃
且
考
、
又
捪
于
周
邦
。

右

四
方
、
 


天
令
。
女
肇
不
㒸
。
余
易
女
秬
鬯
一

・
金
車
・
𠦪
 


・
𠦪


・
朱


・
虎
冟

裏
・
金
甬
・
畫
𨌲
・
金
厄
・
畫
𩌏
・
馬
四
匹
・
鋚
勒
。

白

、
敢
拜
手
𩒨
首
、


揚
天
子
不
顯
休
、
用
乍
朕
皇
考
釐
王
寶


。
余
其
永
邁
年
寶
用
。
子
子
孫

孫
、
其
師
井
受
𢆶
休
。《

白


蓋
》
集
成
４
３
０
２　

西
周
中
期

【
訓
讀
】

こ
れ
王
の
正
月
、
辰
は
庚
寅
に
在
り
。
王
、
若か

く

の
ご
と
く
曰
く
、「
ろ
く

伯は
く

し
ゆ
うよ
。

䌛あ
あ

、
乃な
ん
ぢの
祖
考
よ
り
し
て
、
周
邦
に
勳
有
り
。
四
方
を
佑い
う

霹へ
き

し
、
天
令
を
惠
張
す
。

汝な
ん
ぢ、
肇つ

ぎ
て
墜お
と

さ
ざ
れ
。
余
、
汝
に
秬
鬯
一

・
金
車
・
賁ひ

幬ち
う

較か
う

・
賁ひ
ち
や
う

・
朱し
ゆ
か
く

き

・
虎こ

冟べ
き

し
ゆ

裏り

・
金
甬よ
う

・
畫ぐ
わ

𨌲こ
ん

・
金
厄や
く

・
畫
𩌏は
く

・
馬
四
匹
・
鋚い

う
ろ
く勒
を
賜
ふ
」
と
。

白

、
敢
て
拜
手
稽
首
す
。

天
子
の
丕
顯
な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考
釐
王
の
寶


を
作
る
。

余
は
其
れ
永
く
萬
年
ま
で
寶
用
せ
む
。
子
子
孫
孫
、
其
れ
帥そ

つ
け
い型
し
て
茲
の
休
を
受

け
よ
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
は
王
の
正
月
、
庚
寅
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
、
王
は
（
殷

王
の
血
を
引
く

子
聖
の
子
孫
に
當
た
る
）

伯
し

ゆ
う
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
。

伯
し

ゆ
うよ
。
汝
の
祖
考
の
時
代
か
ら
わ
が
周
の
邦
に
勳
功
が
あ
っ
た
。
汝
の
祖

考
は
、
先
王
が
四
方
を
開
き
、
王
に
授
け
ら
れ
た
天
命
の
及
ぶ
範
圍
を
一
層
廣
げ

る
上
で
大
い
に
貢
獻
し
て
く
れ
た
。
亡
き
祖
考
を
引
き
繼
い
だ
汝
も
こ
れ
ま
で
通

り
天
命
の
力
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
わ
が
周
の
た
め
に
盡
力
せ
よ
。
そ
の
誓
い
の

記
念
と
し
て
汝
に
以
下
の
賜
物
を
與
え
る
。

秬
鬯
一

・
金
車
・
賁ひ

幬ち
う

較か
う

・
賁ひ
ち
や
う

・
朱し
ゆ
か
く

き

・
虎こ

冟べ
き

し
ゆ

裏り

・
金
甬よ
う

・
畫ぐ
わ

𨌲こ
ん

・
金
厄や
く

・
畫
𩌏は
く

・
馬
四
匹
・
鋚い

う
ろ
く勒
。

伯
し

ゆ
うは
儀
禮
作
法
に
從
い
額
ず
い
て
賜
物
を
拜
受
し
た
。《
紀
事
》

そ
し
て
天
の
御
子
た
る
お
方
の
あ
り
が
た
く
も
神
々
し
き
賜
物
に
應
え
て
祭
器

を
作
る
こ
と
を
誓
っ
た
。《
誓
詞
》

（
か
く
て
王
と
の
閒
に
君
臣
の
關
係
が
結
ば
れ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
の
で
あ

る
。）

（

伯
し

ゆ
う
は
そ
の
後
一
族
の
地
に
歸
り
王
命
を
拜
受
し
た
こ
と
を
傳
え
た
。）

 

【
一
族
へ
の
報
告
＝
《
祈
念
》】

天
の
御
子
た
る
お
方
の
命
と
余
の
宣
誓
を
記
念
し
て
亡
父
釐
王
の
祭
器
を
作
っ

た
。
余
・

伯
し

ゆ
うと
余
の
一
族
は
萬
年
に
い
た
る
ま
で
こ
の
祭
器
を
用
い
て
亡

父
釐
王
の
祭
り
を
行
な
う
。
わ
が
子
孫
た
ち
よ
。
お
前
た
ち
も
天
の
御
子
た
る
お

方
と
我
ら
が
一
族
と
の
閒
で
交
わ
し
た
宣
誓
を
遵
守
し
、
萬
年
に
い
た
る
ま
で
天

か
ら
賜
わ
る
加
護
を
拜
受
し
て
周
の
邦
に
貢
獻
せ
よ
。

 

【
一
族
と
し
て
の
唱
え
言
＝
《
祈
念
》】

【
評
釋
】

最
初
に
金
文
の
文
體
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。「（
一
）
金
文
の
基

本
構
造
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
彝
器
す
な
わ
ち
祭
器
に
刻
さ
れ
た
文
が
祖
祭
の
場

で

唱
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
讀
む
と
右
の
「
譯
讀
」
の
よ
う
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。

表
彰
式
で
王
か
ら
賜
わ
る
言
葉
と
賜
物
の
記
錄
。《
紀
事
》

そ
れ
に
應
え
る

伯
し

ゆ
うの
言
葉
。《
誓
詞
》
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そ  

し
て
王
か
ら
賜
わ
っ
た
言
葉
と
賜
物
の
こ
と
を
一
族
の
者
に
報
告
し
て
王
と

の
誓
約
の
こ
と
を
言
い
聞
か
せ
る
言
葉
。《
祈
念
》

こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
一
連
の
出
來
事
と
し
て
記
錄
し
、
そ
れ
を

唱

す
る
祭
祀
を
子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
永
遠
に
繼
承
す
る
こ
と
を
言
い
聞
か
せ
る

こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
銘
文
に
記
さ
れ
た
言
葉
が
祖
先
す
な
わ
ち
一
族
の

歷
史
の
記
錄
で
あ
る
と
同
時
に
誓
約
の
言
葉
で
も
あ
り
、
ま
た
一
族
と
子
孫
へ
の

言
い
聞
か
せ
の
言
葉
で
も
あ
る
と
い
う
複
合
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
そ

れ
が
祭
祀
に
お
い
て

唱
さ
れ
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
構
造
的
に
い
え
ば
、《
紀

事
》
と
《
誓
詞
》
の
部
分
を
內
包
し
な
が
ら
全
體
が
《
祈
念
》
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。こ
う
し
た
複
合
し
た
性
格
を
も
つ
祭
祀
言
語
と
し
て
の《
祈

念
》
を
祖
祭
の
場
で

唱
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

銘
文
の
內
容
に
入
る
。
釐
王
は
こ
の
一
例
だ
け
に
見
え
る
。
作
器
者
・

伯


の
父
親
を
釐
王
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
點
は
、
こ
の
作
器

者
が
周
初
、
西
周
王
朝
に
對
し
て
叛
亂
を
起
こ
し
た
殷
の
末
裔
で
あ
る

父
（
祿

父
）
つ
ま
り
王
子
聖
（

子
聖
）
の
子
孫
で
あ
る
點
で
あ
る
。

伯

の
父
親
は

子
聖
の
一
世
代
な
い
し
二
世
代
後
の
者
で
あ
ろ
う
。

子
聖
は
鎭
壓
を
受
け
た

後
ど
の
よ
う
な
處
斷
を
受
け
た
の
か
詳
ら
か
で
な
い
が
、

氏
系
統
の
靑
銅
器
は

外
に
《

》《



》《



》
な
ど
い
く
つ
か
あ
り
、
何
れ
も
同
じ
系
統

の
氏
族
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、

子
聖
が
鎭
壓
さ
れ
た
後
、
一
族

そ
の
も
の
が
滅
亡
し
た
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
子
孫
は
許
さ
れ
て
西
周
王
朝

の
宗
敎
的
秩
序
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
銘

文
中
の
「
乃
の
祖
考
よ
り
し
て
、
周
邦
に
勳
有
り
。
四
方
を
佑
霹
し
、
天
令
を
惠

張
す
。」
と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

子
聖
が
鎭
壓
さ
れ
た
後
、
西
周

王
朝
に
服
從
す
る
こ
と
を
誓
い
、
王
朝
の
發
展
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
獻
を
し
た
と
も

受
け
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
銘
文
で
は
、

伯
し

ゆ
うの
祖
考

か
ら
王
朝
に
貢
獻
し
て
來
た
こ
と
を
讚
え
ら
れ
て
表
彰
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歷
史
的
背
景
を
考
え
る
時
、
こ
の
「
釐
王
」
な
る
呼
稱
自
體
に
も
關

心
が
湧
い
て
く
る
。
と
い
う
の
は
「
釐
」
字
は
、
左
掲
の
「
休
釐
」（
二
字
で
賜

物
の
意
）「
釐

た
ま
も
の」（
賜
物
）「
釐
僕
」（
賜
與
さ
れ
た
僕
）
の
用
例
か
ら
分
か
る
よ
う

に
賜
物
あ
る
い
は
賜
與
す
る
意
に
用
い
ら
れ
る
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
賜
物
と
い
う

意
味
で
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
「
休
」
で
あ
る
が
、「
釐
」
も
3
の
例
に
見

る
よ
う
に
賜
物
の
意
で
單
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、「
休
」
字
と
は
同
義
語
の
關

係
に
あ
る
。

1　

敢
對
揚
天
子
休
釐
、
用
乍
皇
考
武
侯


。《
䧹
侯
見
工

》
補
３
７
８

　
　
（
敢
て
天
子
の
休
釐
に
對
揚
し
て
、
用
て
皇
考
武
侯
の


を
作
る
。）

2　

敢
〔
對
揚
〕
天
子
不
顯
休
釐
、〔
用
〕
乍

鼎
。《
噩
侯
鼎
》
２
８
１
０

　
　
（
敢
て
天
子
の
不
顯
な
る
休
釐
に
對
揚
し
て
、〔
用
〕
て

鼎
を
作
る
。）

3　

守
宮
對
揚
周
師
釐
、
用
乍
且
乙

。《
守
宮
盤
》
１
０
１
６
８

　
　
（
守
宮
、
周
師
の
釐

た
ま
も
のに
對
揚
し
て
、
用
て
祖
乙
の

を
作
る
。）

4　

余
易
女
車
馬
戎
兵
・
釐
僕
三
百
又
五
十
家
。《
叔
夷
鎛
》
２
８
５

　
　
（
余
、
女
に
車
馬
戎
兵
、
釐
僕
三
百
又
五
十
家
を
賜
ふ
。）

　
　
　
（
注
）「
釐
僕
」
と
は
賜
與
さ
れ
た
僕
の
意
。



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
九
號

三
五

こ
の
こ
と
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
前
稿
「
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役

割

―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
二
）」
で
康
王
の
生
稱
問
題
に
言
及
し
た
際
に
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
こ
と
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

〔
白
川
が
〕
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
場
合
、
王
の
自
稱
と
い
う
よ
り
も
、
王
以
外
の
者

か
ら
そ
う
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
考
え
方
に
な
る（
12
）。

「
休
王
」
が
西
周
成
王
の
次
世
代
に
當
た
る
王
の
呼
稱
、「
釐
王
」
が
殷
王
朝
の

末
裔
た
る
王
子
聖
つ
ま
り

子
聖
（

父
）
の
子
孫
に
當
た
る
者
の
族
內
で
の
呼

稱
と
い
う
關
係
に
あ
る
。
王
の
呼
稱
と
し
て
は
「
休
王
」「
釐
王
」
と
も
に
「
表

彰
し
賜
與
す
る
王
」
の
意
味
で
あ
る
。
後
者
は
す
で
に
周
王
朝
の
新
體
制
に
參
入

し
な
が
ら
も
「
釐
王
」
を
名
告
っ
て
い
る
の
だ
が
、
族
內
で
直
接
命
令
を
發
し
た

り
表
彰
し
た
り
賜
與
し
た
り
す
る
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
殷
王
朝
時

代
の
名
殘
も
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
呼
稱
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
何
ら
不
審
は
な
い

は
ず
で
あ
る
。 

む
し
ろ
册
令
（
命
）
形
式
金
文
が
現
わ
れ
る
前
後
の
出
來
事
と

し
て
は
は
な
は
だ
關
心
を
そ
そ
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
古
代
宗
敎
的
な
宗
主
權
が

殷
王
朝
か
ら
西
周
王
朝
に
移
っ
て
一
定
の
安
定
を
得
る
ま
で
に
は
、
樣
々
な
現
象

が
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

釐
王
の
呼
稱
に
關
す
る
考
察
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
、こ
の
銘
文
に
見
え
る
王（
周

王
）・
天
子
・
釐
王
の
三
つ
の
呼
稱
の
問
題
に
移
ろ
う
。
先
ず
王
（
周
王
）
を
天

子
と
も
述
べ
て
い
る
點
に
つ
い
て
。「
王
」
は
前
半
の
《
紀
事
》
部
分
に
の
み
用

い
ら
れ
、後
半
の
《
祈
念
》
部
分
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
は
詳
述
を
避
け
る
が
、
西
周
時
代
の
銘
文
で
は
こ
の
逆
の
書
き
方
は
、《
剌
鼎
》

２
７
７
６
・《

方
尊
》
６
０
１
３
・《
師
𩛥
鼎
》
２
８
３
０
の
非
定
型
的
な
銘
文

を
除
い
て
は
な
い
と
い
う
こ
と
、言
い
換
え
れ
ば
、前
半
の
《
紀
事
》
部
分
に
「
天

子
」
を
用
い
、
後
半
の
《
祈
念
》
部
分
に
「
王
」
を
用
い
る
書
き
方
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る（
13
）。
し
か
も
こ
れ
ら
の
非
定
型
的
な
銘
文
は
中
期
初
め
、
つ
ま
り

册
令
（
命
）
形
式
金
文
の
現
わ
れ
た
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
例

外
と
見
做
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
右
に
擧
げ
た
例
外
的
な
用
例
を
除
け
ば
、「
天

子
」
と
い
う
語
が
祭
祀
の
場
で
用
い
ら
れ
る
特
別
な
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
見
做
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
銘
文
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

「
天
子
の
丕
顯
な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考
釐
王
の
寶


を
作
る
。」

の
よ
う
な
記
し
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

伯
し

ゆ
うを
表
彰
す
る
言
葉
と
賜
物
が
天

の
御
子
で
あ
る
お
方
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
記
念
し

て

伯
し

ゆ
うの
亡
父
た
る
釐
王
の
祭
器
を
作
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

や
や
く
ど
く
な
る
が
念
の
た
め
に
記
し
て
お
け
ば
、
こ
の
天
子
と
い
う
語
は
王
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を
示
し
て
い
る
語
に
は
違
い
な
い
が
語
の
由
來
が
異
な
る
。
王
と
呼
ば
れ
る
人
物

は
そ
の
共
同
體
の
成
員
が
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
體

の
大
小
に
關
わ
ら
ず
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
對
し
て
天
子
は
西
周
王

朝
の
宗
敎
的
秩
序
の
超
越
神
で
あ
る
「
天
」
の
存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
言

葉
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
王
と
同
義
語
の
稱
號
だ
と

い
う
捉
え
方
で
は
天
子
の
宗
敎
的
側
面
を
視
野
の
外
に
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
天
子
」
と
い
う
語
が
祭
祀
の
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

特
別
な
語
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
天
子
す
な
わ
ち
天
の
御
子
で
あ
る
お
方

の
背
後
に
は
超
越
神「
天
」の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
天
子
の
休
（
賜
物
）
は
王
か
ら
直
接
受
け
取
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
天
子
た
る

周
王
か
ら
拜
受
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
「
天
」
の
存
在
が
意
識
さ
れ

て
い
て
、「
天
」
の
賜
物
と
い
う
意
味
を
も
帶
び
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
族
た
ち
は
西
周
王
朝
の
宗
敎
的

秩
序
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

伯
し

ゆ
うは
殷
系
氏
族
で
あ

る
。
そ
の
殷
系
氏
族
が
こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
通
じ
て
西
周
王
朝
の
超
越
神
「
天
」

を
受
け
入
れ
、
天
の
思
想
の
宗
敎
的
秩
序
に
轉
換
し
て
い
く
樣
を
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

C　

武
び

幾
王
の
見
え
る
銘
文　

西
周
後
期

隹
王
九
年
九
月
甲
寅
。
王
命
盖
公
征
眉
敖
。
盖
公
至
告
。
二
月
、
眉
敖
至
見
、

獻

。
己
未
。
王
命
仲
致
歸

白
貔
裘
。

王
若
曰
、
白
。
朕
不
顯
且
玟

、
雁
受
大
命
。
乃
且
克
𠦪
先
王
。
異
自
也
邦
、

又
芾
于
大
命
。
我
亦
弗

享
邦
。
易
女

裘
。

白
拜
手
𩒨
首
。

天
子
休
弗
忘
小
裔
邦
。
歸

敢
對
揚
天
子
不

魯
休
。
用
乍
朕
皇
考
武

幾
王



。
用
好
宗
廟
、
享
夙
夕
、
好

友
𩁹
百
者
䎽
遘
、
用
旂
屯

永
命
、
魯
壽
子

孫
。
歸

其
邁
年
、
日
用
享
于
宗
室
。《

伯

》
集
成
４
３
３
１
﹇
通
釈

１
４
５
﹈

【
訓
讀
】

隹
王
の
九
年
九
月
甲
寅
、
王
、
盖し

公
に
命
じ
て
眉
敖
を
征
せ
し
む
。
盖
公
至
り

て
告
ぐ
。
二
月
、
眉
敖
至
り
て
見
え
、
蔚は

く

を
獻
ず
。
己
未
、
王
、
仲
に
命
じ
て
、

歸

伯
に
貔ひ

裘き
う

を
致
さ
し
む
。

王
、
若か
く

の
ご
と
く
曰
く
、

白
よ
。
朕
が
丕
顯
な
る
祖
文
武
、
大
命
を
膺
受
す
。

乃な
ん
ぢの
祖
克
く
先
王
を
𠦪た
す

け
、
他
邦
よ
り
し
て
翼た
す

け
、
大
命
に
績
あ
り
。
我
も
亦
、

享
邦
を

せ
ず
。
女
に
貔
裘
を
賜
ふ
と
。

白
拜
手
稽
首
す
。

天
子
休
し
て
、
小
裔
邦
を
忘
れ
た
ま
は
ざ
る
な
り
。
歸

、
敢
て
天
子
の
丕


な
る
魯
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考
の
武

幾
王
の


を
作
る
。
用
て
宗

廟
に
孝
し
、
夙
夕
に
享
し
、

友
と
百
諸
婚
媾
に
好
し
、
用
て
純
祿
永
命
、
魯
壽

子
孫
あ
ら
む
こ
と
を
祈
る
。
歸

其
れ
萬
年
ま
で
、
日
に
用
て
宗
室
に
享
せ
む
。）

【
譯
讀
】

あ
れ
は
王
の
九
年
九
月
甲
寅
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
王
は
、（
楚
氏
と
親
緣

の
關
係
に
あ
る
）
盖
公
に
命
じ
て
眉
敖
（
楚
地
の
君
名
。
南
夷
の
一
種
）
を
正
す

こ
と
を
命
じ
た
。（
こ
れ
と
い
っ
た
激
鬪
に
い
た
る
こ
と
な
く
眉
を
恭
順
せ
し
め

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
が
、）
盖
公
は
そ
の
結
果
を
復
命
し
た
。
翌
年
の
二
月
、

眉
敖
は
恭
順
の
意
を
示
す
た
め
に
周
王
に
お
目
通
り
を
得
て
、
南
方
の
特
產
で
あ

る
蔚
を
獻
上
し
た
。
つ
い
で
己
未
の
日
、
王
は
仲
に
命
じ
て
、
先
般
の
眉
敖
を
恭

順
せ
し
め
た
際
に
功
の
あ
っ
た
歸

伯
に
貔ひ

裘き
う

を
贈
り
、
そ
の
勞
に
報
い
た
。
そ



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
九
號

三
七

の
時
、王
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
。「

伯
よ
。わ
が
あ
り
が
た
く
も
神
々

し
き
祖
先
た
る
文
王
・
武
王
は
天
の
大
命
を
賜
わ
っ
た
。
汝
の
祖
も
わ
が
先
王（
文

王
・
武
王
）
を
よ
く
助
け
、
化
外
の
地
に
あ
り
な
が
ら
側
面
よ
り
わ
が
王
朝
を
助

け
て
、
天
の
大
命
を
進
め
る
に
勳
功
が
あ
っ
た
。
余
ま
た
、
つ
ら
つ
ら
顧
み
て
汝

に
深
く
感
謝
し
も
っ
て
汝
に
貔ひ

裘き
う

を
賜
與
す
る
の
で
あ
る
」
と
。
王
の
賜
物
を
受

け

伯
は
儀
禮
作
法
に
從
い
額
ず
い
て
拜
受
し
た
。《
紀
事
》

王
の
言
葉
（
宣
命
）
に
應
え
て

伯
は
言
う
。「
天
の
御
子
た
る
お
方
が
わ
た

く
し
ど
も
に
賜
物
を
授
け
ら
れ
、
わ
れ
ら
が
小
國
の
末
裔
を
お
忘
れ
で
な
か
っ
た

こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
」
と
。
そ
し
て
天
の
御
子
た
る
お
方
の
あ
り
が

た
く
も
神
々
し
き
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
こ
と
を
誓
っ
た
。《
誓
詞
》

天
の
御
子
た
る
お
方
の
あ
り
が
た
く
も
神
々
し
き
立
派
な
賜
物
に
應
え
て
、
わ

が
光
輝
あ
る
亡
父
武

幾
王
の
祭
器
を
作
っ
た
。
こ
の
祭
器
を
用
い
て
宗
廟
で
祖

考
を
偲
ぶ
祭
事
を
行
な
い
、
わ
れ
ら
が
同
胞
お
よ
び
諸
々
の
親
族
と
好
し
み
を
交

わ
し
、
天
の
あ
り
が
た
き
ご
加
護
と
子
孫
と
の
永
遠
な
ら
ん
こ
と
を
祈
る
。
み
ど

も
歸

と
一
族
は
萬
年
ま
で
日
々
宗
室
に
祈
り
奉
り
ま
す
。《
祈
念
》

【
評
釋
】

「
王
命
盖
公
征
眉
敖
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
征
」
を
征
伐
の
意
と
と
っ
て
、
兩

者
の
閒
に
戰
鬪
が
あ
っ
た
と
解
す
る
の
は
必
ず
し
も
「
征
」
の
原
義
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
「
征
」
の
字
形
は
西
周
時
代
の
金
文
に
な
っ
て
か
ら
出
て

き
た
も
の
で
、
も
と
は
「
正
」
字
形
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後
に
「
征
伐
」
の
よ
う

に
熟
語
に
用
い
る
よ
う
に
な
る
が
、「
正
（
征
）」
字
そ
の
も
の
に
「
伐
」
の
意
味

は
な
く
、「
正
す
」
の
意
が
原
義
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
西
周
時
代
に
入
っ
て

か
ら
「
正
」
に
「
彳
」
字
形
を
付
加
し
て
動
詞
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
の

字
形
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
一
般
的
に
な
る
。「
正
す
」
と
は
、
閒
違
っ
て
い
る
も

の
を
正
し
く
す
る
、
あ
る
い
は
正
常
で
な
い
狀
態
を
正
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
の

動
詞
で
は
な
い
か
。
正
常
で
な
い
狀
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
そ
の

時
々
で
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
王
朝
に
從
わ
な
い
狀
態
。
あ
る
い
は
反
亂
を
起
こ

し
て
い
る
狀
態
な
ど
。
王
朝
に
從
わ
な
い
度
合
い
に
も
樣
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
樣
々
な
狀
態
を
ひ
っ
く
る
め
て
正
常
で
な
い
狀
態
と
見
な
す
。
そ
れ
を

「
正
す
」
の
が
「
征
」
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る

よ
う
な
譯
し
方
を
試
み
た
。

盖
公
・
眉
敖
・
歸

伯
が
も
と
も
と
親
緣
の
關
係
に
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
白

川
靜
『
金
文
通
釋
』
の
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
捉
え
方
か
ら
、
こ
の

度
の
恭
順
へ
の
經
緯
を
必
ず
し
も
激
鬪
を
經
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
理
解
の
仕
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
歸

伯
は
歸

と
も
い
う
が

は
楚
の
姓
と

思
わ
れ
る
。
文
面
か
ら
し
て
西
周
王
朝
と
の
關
係
が
以
前
か
ら
あ
り
、
化
外
の
地

か
ら
王
朝
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
他
邦
よ
り
し
て
翼た

す

け
、
大
命
に
績
あ
り
。」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
周
王
が
膺
受
し
た
天
命
の

及
ぶ
範
圍
を
擴
げ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
の
思
想
に
基
づ
く
西
周
王
朝
の
宗
敎
的

體
制
を
擴
げ
る
こ
と
に
お
い
て
功
績
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
必

ず
し
も
武
力
に
よ
る
屈
伏
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
超
越
神
「
天
」
を
自
國
の

超
越
神
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
緖
論
で
述
べ
た
超
越
神

の
鞍
替
え
、
天
の
崇
拜
へ
と
轉
換
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
、「
豐
王
」「
豳
王
」「
呂
王
」
の
名
の
見
え
る
銘
文
を
列
擧
し
て
お
く
が
、

簡
略
な
銘
文
で
あ
る
た
め
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
「
豳
王
」
は
『
詩
經
』
の



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

三
八

〈
豳
風
〉
の
地
と
關
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
豳
の
地
は
現
在
の
陝
西
省
北
部
に

當
た
る
が
、
西
周
王
朝
が
ま
だ
大
を
な
す
前
の
古
公
亶
父
の
時
代
に
、
豳
の
地
か

ら
一
族
を
率
い
て
周
原
の
地
に
移
っ
て
來
た
と
い
う
、
い
わ
ば
原
周
族
の
故
地
と

で
も
い
う
べ
き
地
で
あ
る
。
西
周
後
期
の
銘
文
に
「
豳
王
」
の
名
が
刻
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
豳
の
地
で
は
ず
っ
と
王
と
い
う
呼
稱
が
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
《
豳
王
鬲
》
は
陝
西
省
中
部
の
眉
縣
で
出

土
し
た
も
の
で
あ
り
、
亡
母
姜
氏
の
た
め
に
作
っ
た
鬲
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
姜
氏
が
眉
縣
の
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

D　

豐
王
の
見
え
る
銘
文　

西
周
前
期

・「
豐
王
」《
豐
王

》
集
成
１
１
７
７
４

・「
豐
王
」《
豐
王
銅
泡
》
集
成
１
１
８
４
８
〜
１
１
８
５
０

E　

豳
王
の
見
え
る
銘
文
西
周
後
期

豳
王
乍
姜
氏
齊
。《
豳
王
鬲
》

　
　
（
注
）『
詩
經
』
の
〈
豳
風
〉
の
豳
の
地
が
想
起
さ
れ
る
。

F　

呂
王
の
見
え
る
銘
文　

西
周
後
期

・
呂
王
乍

鬲
。
子
子
孫
孫
永
寶
用

。《
呂
王
鬲
》
集
成
６
３
５

・
呂
王

乍
芮
姬

壺
。
其
永
寶
用

。《
呂
王
壺
》
集
成
９
６
３
６

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
周
時
代
に
入
っ
て
も
周
王
以
外
に
「
王
」
と
呼
ば

れ
た
者
が
少
し
な
が
ら
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
殷
系

氏
族
に
か
な
り
有
力
な
「
王
」
が
存
在
し
た
と
い
う
事
實
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

王
朝
と
い
う
と
直
ぐ
に
、
權
力
が
王
に
集
中
し
他
の
者
が
王
を
名
告
る
こ
と
を
許

さ
な
い
と
い
う
專
制
的
な
體
制
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
古

代
に
お
け
る
實
際
の
姿
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。王
國
維
が「
蓋

し
古
の
時
に
は
天
澤
の
分
未
だ
嚴
な
ら
ず
。
諸
侯
其
の
國
に
在
り
て
は
自
ら
王
を

稱
す
る
の
俗
有
り（
14
）。」
と
し
て
い
る
考
え
方
が
、
古
代
の
實
情
を
よ
く
洞
察
す
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

註（1
）「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」
第
八
號
（
二
〇
一
四
年
七
月
）

（
2
）
豐
田
久
「
周
王
朝
の
君
主
權
の
構
造
に
つ
い
て

―
『
天
命
の
膺
受
』
者
を
中
心
に
」

一
九
七
九
年

 

田
中
柚
美
子
「「
王
と
天
子
―
周
王
朝
と
四
方
（
1
）」（『
中
國
古
代
史
硏
究
』
六
、
硏

文
出
版
）
一
九
八
九
年

 

竹
內
康
浩
「
西
周
金
文
中
の
﹇
天
子
﹈
に
つ
い
て
」（﹇
論
集
中
國
古
代
の
文
字
と
文
化
﹈、

汲
古
書
店
）
一
九
九
九
年

 

谷
秀
樹
「
西
周
代
天
子
考
」（『
立
命
館
文
學
』
六
〇
八
）」
二
〇
〇
八
年
、

（
3
）「
學
林
」
第
四
六
・
四
七
合
併
號
所
收
（
中
國
藝
文
硏
究
會　

二
〇
〇
八
年
）

（
4
）
後
ほ
ど
改
め
て
取
り
上
げ
る
が
、《
獻

》
に
記
さ
れ
た
銘
文
で
は
「
天
子
」
は
「
王
」

で
は
な
く
そ
の
臣
下
で
あ
る
「

伯
」
を
指
し
て
い
る
。「

伯
」
の
臣
下
で
あ
る
「
獻
」

が
「

伯
」
を
「
天
子
」
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
例
え
ば
『
春
秋
左
氏
傳
』
僖
公
二
八
年
三
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

 

「
王
命
尹
氏
及
王
子
虎
・
內
史
叔
興
父
策
命
晉
侯
爲
侯
伯
。
賜
之
大
輅
之
服
・
戎
輅
之
服
・

彤
弓
一
・
彤
矢
百
・
玈
弓
矢
千
・
秬
鬯
一

・
虎
賁
三
百
人
、
曰
、『
王
謂
叔
父
。
敬

服
王
命
、
以
綏
四
國
、
糾
逖
王
慝
』。
晉
侯
三
辭
、
從
命
。
曰
、『
重
耳
敢
再
拜
稽
首
、

奉
揚
天
子
之
丕
顯
休
命
』。
受
策
以
出
。

（
6
）
二
重
權
力
と
い
う
考
え
方
は
瀧
村
隆
一
氏
の
「
二
重
權
力
論
」
に
よ
っ
た
。
國
家

體
制
が
大
き
く
轉
換
す
る
直
前
期
（
移
行
期
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
見
ら
れ
る
現
象
を
銳

く
洞
察
し
た
も
の
で
、
私
も
③
の
註
に
擧
げ
た
「
殷
末
先
周
期
の
殷
周
關
係

―
周
原

出
土
甲
骨
讀
解
試
論
」
で
「
三　

二
重
權
力
と
殷
周
革
命

―
瀧
村
國
家
論
の
適
用
」

と
い
う
項
を
設
け
て
具
體
的
に
述
べ
て
お
い
た
の
で
參
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
九
號

三
九

（
7
）『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論
』（
人
文
書
院　

二
〇
一
五
年
四
月
）

（
8
）
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
は
、
明
の
徐
師
曾
《
文
體
明
辨
・
嘏
辭
》
に
「
按
嘏
者
、
祝

爲
尸
致
福
於
主
人
之
辭
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
語
の
說
明
に
は
廣
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
折
口
信
夫
の
祝
詞
論
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 

「
呪
詞
及
び
祝
詞
」「
大
嘗
祭
の
本
義
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
卷　

中
公
文
庫
。

一
九
七
五
年
）

 

「
日
本
文
學
の
發
生
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
七
卷　

中
公
文
庫
。
一
九
七
六
年
）

 

「
大
和
時
代
の
文
學
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
八
卷　

中
公
文
庫
。
一
九
七
六
年
）

 

「
上
世
日
本
の
文
學
」
第
一
、「
上
世
日
本
の
文
學
」
第
二
、「
上
世
の
文
學
」
第
三
（『
折

口
信
夫
全
集
』
第
一
二
卷　

中
公
文
庫　

一
九
七
六
年
）

 

「
祝
詞
概
說
（
一
）」「
祝
詞
概
說
（
二
）」（『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
』
第
九
卷　

中

央
公
論
社　

一
九
七
一
年
）

（
10
）《
宜
侯

》
の
銘
文

 

「
隹
四
月
辰
才
丁
未
。〔
王
〕
省

王
・
成
王
伐
商
圖
、
省
東
或
圖
。
王
立
于
宜
〔
宗
土
、

南
鄉
。
王
令
虎
侯

曰
、
䌛
、
侯
于
宜
。〕
以
下
略
。

（
11
）金
田
一
京
助『
ア
イ
ヌ
敍
事
詩　

ユ
ー
カ
ラ
』の
解
說（
岩
波
文
庫　

一
九
三
六
年
）。

（
12
）「
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」
第
八
號
（
二
〇
一
四
年
）

（
13
）
本
稿
の
「
下
」（
次
號
）
で
詳
述
す
る
。

（
14
）
王
國
維
「
古
諸
侯
稱
王
說
」（「
觀
堂
別
集
」
卷
一
）。「
天
澤
」
と
は
身
分
・
地
位

の
區
別
の
意
で
あ
る
。『
周
易
』「
履
」
に
「
上
天
下
澤
、
君
子
以
辨
上
下
、
定
民
志
。」

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
を
「
上
」
と
す
る
。

（
下
）
目
次

　
　
　
（
三
）
西
周
前
期
の
「
天
子
」
關
係
の
金
文

―
天
子
と
は
？

　
　
　
（
四
）
白
川
靜
の
提
示
す
る
「
天
子
」
に
つ
い
て

　
　

二　

天
の
思
想
が
浸
透
す
る
現
象

　
　
　
（
一
）「
對
揚
王
休
」
類
か
ら
「
對
揚
天
子
休
」
類
へ

　
　
　
（
二
） ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
莊
嚴
化
の
過
程

　
　

Ⅰ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型

　
　

Ⅱ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型

　
　

Ⅲ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型

　
　

Ⅳ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型

　
　
　
（
三
）
小
結

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）




