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（
目
次
）

序
論　

西
周
王
朝
が
殷
の
儀
礼
を
行
な
う
こ
と

一　
『
詩
經
』
周
頌
の
儀
禮
詩
「
振
鷺
」「
有
瞽
」「
有
客
」

二　

京
辟
雍
儀
禮
の
特
質

A　

前
期
…
…
「

京
」

B　

中
期
前
半
…
…
「

京
」

﹇
付
論
﹈

京
辟
雍
儀
禮
と
周
頌
儀
禮
詩
と
の
關
係
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
（
上
）

C　

中
期
後
半
…
…
「

京
」
と
は
呼
ば
ず
、「

」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

D　

後
期
…
…
「

」

三　

京
の
役
割
の
変

四　

京
の
地
に
つ
い
て

序
論　

西
周
王
朝
が
殷
の
儀
礼
を
行
な
う
こ
と

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
ほ
う

京け
い

辟へ
き

雍よ
う

關
係
の
銘
文
で
あ
る
。
た
だ

京
の
名
は
、

西
周
王
朝
の
都
と
し
て
古
代
文
獻
に
頻
出
す
る
宗
周
や
成
周
と
違
っ
て
、
西
周
時

代
の
金
文
に
し
か
見
え
な
い
地
名
で
あ
る
た
め
、
金
文
を
讀
ま
な
い
人
に
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
場
所
で
あ
ろ
う
。

京
の
中
心
は
辟
雍
と
い
う
宗
敎
的
施

設
で
あ
る
が
、
他
に
も
多
數
の
宮
廟
が
あ
り
、
祭
祀
儀
禮
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た

場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。

京
を
神
都
と
呼
び
、
と
り
わ
け
辟
雍
で
行
な
わ

れ
た
儀
禮
を
重
要
視
し
た
の
は
恩
師
白
川
靜
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
方
に

相
應
し
い
宗
敎
的
な
意
味
を
も
つ
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
西
周
時
代
で
も
中
期
の
後
半
頃
に
な
る
と

京
の
名
前
そ
の
も
の
が
見
え

な
く
な
り
、單
に

と
だ
け
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
後
で
改
め
て
言
及
す
る
が
、

こ
の
時
期
に
鎬
京
へ
の

都
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
期
か
ら
中
期
前
半
頃
ま

で
の
限
ら
れ
た
期
閒
で
あ
っ
た
が
、

京
が
西
周
王
朝
の
形
成
期
に
お
い
て
果
し

た
役
割
は
大
き
く
、
政
治
的
な
動
向
だ
け
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
宗
敎
的
（
思
想

的
）
な
役
割
を
果
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

京
の
名
の
見
え
る
銘
文
を
取
り
上
げ
た
論
考
は
決
し
て
多
く
は
な
い（

1
）。
し

か
も
、

京
の
所
在
そ
の
も
の
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
儀
禮
の
持
つ

意
味
へ
の
考
察
も
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。そ
れ
は
一
つ
に
は
、

京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割（
上
）―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト（
五
の
上
）

―

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
（
上
）

二

殷
周
革
命
と
い
う
出
來
事
を
周
が
殷
を
滅
ぼ
し
た
と
い
う
「
歷
史
的
事
實
」
の
現

象
だ
け
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
腐
心
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の

も
う
一
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
殷
王
朝
を
宗
主
と
す
る
宗
敎
的
な
社
會
秩
序
が
崩

壞
し
た
後
の
、
新
し
い
社
會
秩
序
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
的

な
側
面
へ
の
目
配
り
が
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い

か
。殷

末
か
ら
西
周
前
期
・
中
期
に
及
ぶ
百
年
の
激
動
期
は
、超
越
神（
至
上
神
）「
帝
」

を
崇
拜
す
る
殷
の
宗
敎
秩
序
（
體
制
）
か
ら
、
西
周
王
朝
の
崇
拜
す
る
「
天
」
の

宗
敎
秩
序
（
體
制
）
へ
と
大
き
く
轉
換
す
る
時
期
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

古
來
、
易
姓
革
命
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
「
革
命
」
の
本
質
は
む
し
ろ
こ
こ
に
あ

る
。「
殷
周
革
命
論
」
と
い
う
總
題
で
連
載
し
て
き
た
拙
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
視
覺
か
ら
切
り
込
ん
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
振
り
返
る
と
左
記

の
よ
う
な
テ
ー
マ
構
成
に
な
っ
て
い
る（

2
）。

1
、  

克
殷
直
後
の
西
周
王
朝
で
の
祭
祀
儀
禮
を
讀
解
し
た
論
考
（《
天
亡

》

私
考
）

2
、
主
に
祭
祀
言
語
（
雅
語
）
に
焦
點
を
當
て
た
論
考
（
王
姜
の
役
割
）

3
、  

主
に
「
天
の
思
想
」
が
浸
透
し
て
い
く
過
程
に
焦
點
を
當
て
た
論
考
（
天

の
思
想
と
天
子
概
念
）

4
、  

主
に
文
字
の
傳
播
に
焦
點
を
當
て
た
論
考
（
册
令
（
命
）
形
式
金
文
の
歷

史
的
意
味
。
と
文
字
觀
）

今
回
の
拙
論
は
、「
こ
の
時
期
に
腐
心
さ
れ
て
い
た
も
う
一
つ
の
側
面
」
に
焦

點
を
當
て
て
考
察
す
る
。
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
追
究
し
て
き
た
前
掲
の
テ
ー
マ

と
も
密
接
に
關
係
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
も
適
宜
言
及
す
る
が
、
今
回
の
テ
ー
マ

は
、
殷
系
氏
族
が
ど
の
よ
う
に
し
て
西
周
王
朝
の
宗
敎
的
秩
序
に
參
畫
し
て
い
っ

た
か
と
い
う
問
題
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
重
要
な
舞
臺
に
な
っ
た

の
が

京
と
い
う
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
恩
師
白
川

靜
の
『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』
第
四
章
「
三
頌
硏
究
」
の
「
一　

周
頌
」
に
示
さ
れ

た
儀
禮
詩
解
釋
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
師
の
說
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ

れ
を
今
少
し
掘
り
下
げ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
る（

3
）。
と
は

い
え
、
白
川
と
私
と
の
捉
え
方
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
周
王
朝

に
お
け
る
殷
系
氏
族
の
位
置
付
け
が
、
必
ず
し
も
征
服
者
と
被
征
服
者
の
關
係
、

あ
る
い
は
支
配
と
從
屬
の
關
係
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
點
に
注
目
し
た
こ

と
に
よ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
微
妙
な
差
異
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
點
で
あ
っ

て
、
白
川
が
全
く
氣
付
か
な
か
っ
た
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
意

識
の
ど
こ
か
に
は
感
じ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
明
確
に
意
識
化
す
る
に
い
た
ら

な
か
っ
た
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
微
妙
な
差
異
が

隨
處
に
見
ら
れ
る
點
に
も
適
宜
言
及
し
た
い
と
思
う
。

先
ほ
ど
箇
條
書
き
し
た
こ
れ
ま
で
の
拙
論
の
う
ち
、
今
回
再
度
言
及
す
る
必
要

が
あ
る
の
は
1
の
《
天
亡

》
の
讀
解
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。《
天
亡

》
は

克
殷
直
後
と
思
わ
れ
る
時
期
に
西
周
王
朝
内
で
行
な
わ
れ
た
祭
儀
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
取
り
分
け
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
西
周
王
朝
内
で
天
の

祭
儀
を
天
室
で
行
な
っ
た
後
、
殷
の
祭
儀
で
あ
る
「
衣
祀
」
を
行
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
1
で
は
、
こ
の
「
衣
祀
」
と
い
う
語
の
捉
え
方
に
お
い
て
白
川
と
私
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三

と
の
閒
で
差
異
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異
は
、

お
そ
ら
く
殷
王
朝
と
西
周
王
朝
と
の
關
係
の
捉
え
方
の
差
異
だ
と
思
わ
れ
る
。
該

當
箇
所
を
引
用
す
る
。

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

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

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
殷
王
朝
と
し
て
の
合
祭
で
あ
っ
て
、

西
周
王
朝
の
合
祭
を
意
味
し
な
い
。
殷
を
滅
ぼ
し
た
後
で
西
周
王
朝
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
期
に
い
た
っ
て
西
周
の
文
王
は
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
を

受
け
入
れ
、
殷
と
の
閒
に
宗
敎
的
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
周
王
朝
に
お
け
る
國
家
的
祭
祀
に
は
、
西
周
王
朝

の
超
越
神
で
あ
る
天
を
祀
る
祭
祀
と
、
殷
王
朝
の
超
越
神
で
あ
る
上
帝
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
周
王
朝
は
殷
系
氏
族
を
西
周
王
朝
内
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
西
周
時
代
以
降
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
情
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（

4
）。

引
用
箇
所
の
う
ち
と
り
わ
け
「
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
西
周
王
朝
は
殷
系

氏
族
を
西
周
王
朝
内
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
と
記
し
た
と

こ
ろ
は
、
私
と
白
川
と
の
閒
で
は
捉
え
方
の
微
妙
な
差
異
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
金
文
に
見
え
る
語
で
殷
の
祭
祀
を
意
味
す
る
も
の
に
は
、上
記
の
「
衣
祀
」

の
他
に
「
殷
」（
①
小
臣
傳

）、「

」（
②
士
上

）
が
あ
る
が
、
白
川
は
こ
の

「
殷
」・「

」
に
對
し
て
も
殷
の
祭
祀
と
い
う
解
釋
を
あ
え
て
回
避
し
た
解
釋
を

示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
殷
の
祭
祀
を
西
周
王
朝
の
中
で
行
な
う
と
解
釋
す
る
こ

と
に
躊
躇
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
と
白
川
と
の
差
異
は
ま
さ
に

こ
の
點
に
あ
る
。

こ
こ
で
本
稿
の
構
成
を
簡
單
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
先
ず
「
一
」
で
文

獻
資
料
で
あ
る
「
詩
經
」
の
儀
禮
詩
を
讀
解
し
、
そ
の
後
「
二
」
で
、

京
關
係

の
金
文
の
特
質
を
讀
み
取
る
と
い
う
順
序
で
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
者
は
白

川
靜
『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』
や
『
詩
經
雅
頌
2
』、
後
者
は
白
川
靜
『
金
文
通
釋
』

に
よ
っ
て
な
し
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
多
少
の
部
分
的
な
變
更
や
讀
み
の
違
い
が

あ
る
の
は
す
で
に
記
し
た
通
り
で
あ
る（

5
）。

一　
『
詩
經
』
周
頌
の
儀
禮
詩
「
振
鷺
」「
有
瞽
」「
有
客
」

こ
れ
ら
の
儀
禮
詩
は
い
ず
れ
も
西
周
王
朝
の
宮
廟
で
歌
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ

の
歌
の
中
に
客
神
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
客
神
と
は
、
白
川
の
用
い
る
言
葉
で

い
え
ば
異
族
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
具
體
的
に
い
え
ば
殷
の
祖
神
の
こ
と
で

あ
る
。殷
の
祖
神
が
白
鷺
の
姿
に
な
っ
て
舞
い
降
り
た
り
、あ
る
い
は
白
馬
に
乘
っ

て
や
っ
て
來
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
迎
え
入
れ
る
歌
に
な
っ
て
い

る
。
祭
祀
儀
禮
の
場
で
こ
れ
ら
の
歌
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
殷
の
祖
神
を
周
の

祭
祀
儀
禮
の
場
に
迎
え
入
れ
、
周
の
祖
神
と
と
も
に
、
そ
し
て
周
系
氏
族
も
殷
系

氏
族
も
一
緖
に
な
っ
て
歌
い
踊
る
と
い
う
内
容
の
儀
禮
詩
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
民
謠
的
な
歌
謠
の
國
風
で
は
な
く
、
周
の
宮
中
で
歌
わ
れ
る
周
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禮
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質
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歷
史
的
役
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（
上
）

四

頌
の
儀
禮
詩
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
馴
染
ま
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
、具
體
的
な
内
容
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
原
文
・

書
き
下
し
文
・
譯
詩
を
施
し
、最
後
に
「
考
釋
」
を
加
え
た
。
詩
篇
の
解
釋
は
『
詩

經
雅
頌
2
』
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
特
に
記
し
て
お
き
た

い
。「

振
鷺
」

振
鷺
于
飛　
　

振
鷺　

于こ
こ

に
飛
ぶ

于
彼
西
　
　

彼か

の
西

に

我
客
戾
止　
　

我
が
客　

戾い
た

る

亦
有
斯
容　
　

亦
た
斯こ

の
容よ
う

有
り

在
彼
無
惡　
　

彼か
れ

に
在
り
て　

惡に
く

ま
る
る
こ
と
無
く

在
此
無
斁　
　

此こ
こ

に
在
り
て　

斁い
と

は
る
る
こ
と
無
し

庶
幾
夙
夜　
　

庶ね

が幾
は
く
は　

夙し
ゆ
く
や夜
し
て

以
永
終
譽　
　

以
て
終
譽
を
永
う
せ
む

【
譯
詩
】

白し
ら
さ
ぎ鷺
の
群
が
は
ば
た
く

辟へ
き
よ
う雍
の
西
の
水
邊
に

わ
が
客ま

ろ

神う
ど

の
お
出
ま
し
ぞ

そ
の
舞
姿
の
な
ん
と
美
し
い
こ
と
よ

彼か

の
祖
神
に
あ
り
て
憎
ま
れ
ず

我わ

が
祖
神
に
あ
り
て
も
厭
わ
る
る
こ
と
な
し

願
わ
く
は
夜
を
こ
め
て
舞
い
踊
り

千
代
に
八
千
代
に
讚
え
合
わ
ん
こ
と
を

【
考
釋
】

白
鷺
の
群
れ
が
辟
雍
の
西
の
水
邊
に
優
雅
に
羽
ば
た
い
て
い
る
。殷
の
祖
神（
客

神
）
が
白
鷺
の
姿
を
し
て
舞
い
降
り
て
き
た
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
白
鷺
に

な
っ
て
羽
舞
を
舞
っ
て
い
る
の
は
殷
系
氏
族
で
あ
ろ
う
。
そ
の
美
し
さ
に
思
わ
ず

見
と
れ
る
人
た
ち
。
殷
系
氏
族
も
周
系
氏
族
も
同
じ
空
閒
に
あ
っ
て
あ
ち
ら
こ
ち

ら
か
ら
異
口
同
音
に
賞
讚
の
聲
が
上
が
る
。
殷
の
神
々
が
惡
む
こ
と
な
ど
何
も
な

い
。
周
の
神
々
も
厭
う
こ
と
な
ど
何
も
な
い
。
今
日
は
晝
夜
を
徹
し
て
舞
い
踊
り
、

い
つ
い
つ
ま
で
も
讚
え
合
う
仲
で
あ
り
た
い
も
の
だ
。
と
い
う
趣
旨
の
儀
禮
詩
で

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
和
氣
藹
々
と
し
た
祭
儀
を
通
じ
て
、
殷
の
神
々
が
周
の
中

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
殷
系
氏
族
た
ち
が

西
周
王
朝
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
周
の
一
員
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
互
い
に
認

め
合
う
意
味
を
も
つ
祭
儀
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
有
瞽
」

有
瞽
有
瞽　
　

瞽こ

有
り
瞽
有
り

在
周
之
庭　
　

周
の
庭て

い

に
在
り

設
業
設
　
　

業
を
設
け　

き
よ

を
設
け

崇
牙
樹
羽　
　

崇し
う

牙が　

羽う

を
樹た

つ

應
田
縣
鼓　
　

應お
う

田で
ん　

縣け
ん

鼓こ

磬

圉　
　

た
う

磬け
い　
し
ゆ
く

圉ぎ
よ

旣
備
乃
奏　
　

旣す
で

に
備そ
な

は
り　

乃す
な
はち
奏
す

簫
管
備
擧　
　

簫せ
う

管く
わ
ん

　

備つ
ぶ
さに
擧あ

ぐ
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五

厥
聲　
　

く
わ
う
く
わ
うた
る
厥そ

の
聲こ
ゑ

肅

和
鳴　
　

肅
し
ゆ
く
よ
う

と
し
て
和
鳴
す

先
祖
是
聽　
　

先
祖　

是
れ
聽
く

我
客
戾
止　
　

我
が
客　

戾い
た

り

永
觀
厥
成　
　

永
く
厥
の
成
を
觀み

む

【
譯
詩
】

盲
目
の
樂
師
た
ち
が
居
竝
ぶ
は

周
の
宮
廟
の
中
廷
な
り

鐘
の
大
小
い
く
つ
も
竝
べ

飾
り
木
に
は
羽
を
立
つ

小こ
つ
づ
み鼓
に
大お
お
つ
づ
み鼓　

懸か

け
る
鼓つ
づ
みも

振
り
鼓つ
づ
みに
ま
た
石せ
き
け
い磬
と

打
樂
器
類
も
樣
々
に

う
ち
揃
っ
て
奏
し
た
り

簫し
ょ
うと
笛
も
と
種
々
に
あ
り

奏
で
る
音
は
高
ら
か
に

靜
か
な
音
と
も
調
和
す
る

文
武
の
先
王　

聽
け
よ
か
し

わ
が
客ま

ろ

神う
ど

も
お
出
ま
し
ぞ

千ち

よ代
に
八や

ち

よ
千
代
に
聽
け
よ
か
し

【
考
釋
】

今
度
は
周
の
宮
廟
の
中
廷
で
あ
る
。
そ
こ
に
瞽
が
ず
ら
っ
と
竝
ん
で
い
る
。
瞽

と
は
盲
目
の
樂
師
の
こ
と
で
、中
に
は
靈
力
に
優
れ
る
者
も
い
て
神
祕
性
も
漂
う
。

そ
の
よ
う
な
者
の
こ
と
を
神
瞽
と
い
う
。
中
廷
に
は
鐘
や
鼓
を
ぶ
ら
下
げ
る
た
め

の
臺
や
橫
木
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
橫
木
の
上
に
は
牙
の
よ
う
な
飾
り
が
高
く
聳

え
た
ち
、
柱
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
色
の
羽
を
美
し
く
飾
り
立
て
て
い
る
。
小
鼓
と
大

鼓
が
あ
り
、
橫
木
に
懸
け
る
鼓
も
あ
る
。
ま
た
振
る
と
小
さ
な
玉
が
當
っ
て
音
の

出
る
振
り
鼓
、
そ
れ
に
石
磬
ま
で
も
が
大
小
の
順
に
竝
ん
で
い
る
。
箱
形
の
樂
器

は
箱
の
中
を
木
で
打
つ
。
伏
虎
形
の
樂
器
圉
は
背
中
の
ギ
ザ
ギ
ザ
を
こ
す
っ
て

音
を
出
す
。
こ
れ
ら
の
打
樂
器
類
が
も
う
音
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
簫
の
笛
と

笛
と
が
加
わ
っ
て
多
彩
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
釀
し
出
す
。
打
樂
器
の
大
き
な
音
が
天

高
く
響
き
わ
た
っ
た
か
と
思
う
と
、
管
樂
器
の
靜
か
で
和
や
か
な
音
が
人
の
聞
き

耳
を
立
て
る
。
選
り
す
ぐ
り
の
樂
師
た
ち
の
音
が
見
事
に
調
和
し
て
中
廷
を
陶
醉

の
世
界
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
古
代
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
は
周
の
祖
王
祖
神

た
ち
に
屆
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
音
を
聽
い
た
客
神
で
あ
る
殷
の
祖

神
た
ち
も
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
周
の
祖
神
と
殷
の
祖
神
と
が
同
じ

空
閒
に
會
し
て
、
和
氣
藹
々
と
し
た
雰
圍
氣
の
中
で
、
い
つ
い
つ
ま
で
も
讚
え
合

う
仲
で
あ
り
た
い
と
願
う
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
古
代
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
は
編
鐘
と
編
磬
と
が
す
で
に
見
え
て

い
る
。
編
鐘
や
編
磬
と
い
っ
て
も
西
周
中
期
後
半
頃
か
ら
六
器
編
成
の
も
の
が
現

わ
れ
は
じ
め
、
後
期
に
な
る
と
音
階
樂
器
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
さ
ら

に
數
を
加
え
て
編
鐘
ら
し
い
編
成
に
な
る
と
い
う
の
が
考
古
學
的
な
情
報
で
あ
る

か
ら（

6
）、
こ
の
「
有
瞽
」
と
い
う
儀
禮
詩
の
成
立
が
そ
れ
以
前
に
遡
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
白
川
も
語
彙
の
面
か
ら
中
期
後
半
頃
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る（

7
）。

な
お
白
川
は
「
三
頌
硏
究
」
で
「
特
に
周
の
宗
廟
の
中
廷
に
瞽
師
の
あ
る
こ
と



京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
（
上
）

六

を
い
う
の
は
、
そ
の
瞽
師
が
も
と
、
周
の
樂
人
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
」

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
周
の
宮
廟
の
中
廷
で
催
さ
れ
た
儀
禮
詩
で
は
あ
る
が
主

擔
は
殷
人
で
あ
り
、
殷
人
の
樂
師
が
演
奏
す
る
音
樂
が
周
の
祖
神
を
樂
し
ま
せ
、

ま
た
殷
の
祖
神
を
呼
び
寄
せ
て
と
も
に
讚
え
合
う
閒
柄
に
な
る
こ
と
を
祈
念
す
る

内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
有
客
」

有
客
有
客　
　

客
有
り　

客
有
り

亦
白
其
馬　
　

亦
た
其
の
馬
を
白
く
す

有
萋
有
且　
　

萋せ
い

た
る
有
り　

且し
よ

た
る
有
り

敦
琢
其
旅　
　

其
の
旅り
よ

を
敦た
い

琢た
く

す

有
客
宿
宿　
　

客
有
り　

宿
し
ゆ
く

宿し
ゆ
くた
り

有
客
信
信　
　

客
有
り　

信
信
た
り

言
授
之
　
　

言こ
こ

に
之
に
ち
つ

を
授
け

以

其
馬　
　

以
て
其
の
馬
を

つ
な

ぐ

薄
言
追
之　
　

薄し
ば
らく
言こ
こ

に
之
を
追
ひ

左
右
綏
之　
　

左
右
に
之
を
綏や

す

ん
ず

旣
有
淫
威　
　

旣
に
し
て
淫
威
有
り

降
福
孔
夷　
　

福
を
降
す
こ
と
孔は

な
はだ
夷お
ほ

い
な
り

【
譯
詩
】

客ま
ろ

神う
ど

の
お
で
ま
し
ぞ

白は
く

馬ば

の
背
に
乘
り
現
わ
れ
る

隈く
ま

な
く
人
々
集
ま
り
て

色
と
り
ど
り
の
姿
な
す

客ま
ろ

神う
ど

は
心
引
き
締
め
て
あ
り

ゆ
っ
た
り
と
し
て
あ
り

馬
を
手た

綱づ
な

で
引
き
留
め
て

馬
を
繋つ
な

い
で
お
い
た
後

馬
追
う
よ
う
な
し
ぐ
さ
し
て

左
右
の
人
が
馬
を
な
だ
め
る

客ま
ろ

神う
ど

の
威
光
は
な
は
だ
大
い
な
り

も
た
ら
す
福
も
大
い
な
る
ら
む

【
考
釋
】

こ
の
詩
で
は
白
馬
に
乘
っ
た
客
神
が
現
わ
れ
る
。
殷
人
が
白
を
貴
ぶ
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
、
西
周
時
代
の
《
作
册
大
方
鼎
》
に
も
白
馬
を
殷
系
氏
族
に
賜
與
す

る
「
公
賞
作
册
大
白
馬
」
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。
客
神
は
殷
の
祖
神
で
あ
る
。

客
神
を
迎
え
る
場
所
は
前
の
二
首
と
同
じ
よ
う
に
周
の
宮
廟
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
客
神
の
降
臨
を
待
ち
望
ん
だ
大
勢
の
人
々
が
詰
め
か
け
て
い
る
。

「
有
客
有
客
」
と
い
う
客
神
を
乘
せ
た
白
馬
の
來
格
を
告
げ
る
聲
が
す
る
。
そ

の
聲
に
應
じ
る
よ
う
に
し
て
眞
っ
白
な
馬
が
現
わ
れ
る
。
中
廷
を
埋
め
つ
く
す
ほ

ど
の
人
々
の
中
ほ
ど
に
馬
が
進
み
入
る
。
馬
上
の
客
神
は
氣
を
引
き
締
め
る
よ
う

な
、
ま
た
ゆ
っ
た
り
と
し
た
所
作
で
馬
か
ら
下
り
た
後
、
手
綱
を
ぐ
っ
と
引
い
て

馬
を
留
め
、
馬
を
繋
い
で
お
く
の
か
と
思
う
と
、
今
度
は
馬
を
追
う
よ
う
な
所
作

を
す
る
。
動
き
出
す
馬
。
左
右
に
い
た
人
が
こ
の
馬
を
な
だ
め
て
落
ち
着
か
せ
る
、

と
い
う
次
第
で
あ
る
。
こ
の
祭
儀
の
一
連
の
動
き
を
白
川
は
「
象
徵
的
儀
禮
」
と

し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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七

白
馬
に
乘
じ
て
參
向
す
る
異
族
神
を
追
捕
し
、
繋
ぎ
と
め
、
ま
た
安
撫
す

る
の
は
、
異
族
の
神
靈
を
懷
柔
す
る
に
象
る
象
徵
的
儀
禮
で
、「
薄
言
追
之
」、

「
左
右
綏
之
」
と
は
そ
の
よ
う
な
摸
擬
儀
禮
を
寫
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
懷
柔
さ
れ
た
客
神
は
、
や
が
て
そ
の
威
靈
を
現
わ
し
、
わ
が
周
に
大
な

る
降
福
を
与
え
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
篇
の
意
味
で
あ
る（

8
）。

小
結

『
詩
經
』
周
頌
の
「
臣
工
之
什
」
に
收
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
儀
禮
詩
の
根
底
に

あ
る
の
は
、
西
周
王
朝
側
が
殷
系
氏
族
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
殷
系
の
氏
族
た
ち
が
周
王
朝
に
參
畫
す
る
こ
と
を
論
理

化
し
た（

9
）」
と
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
白
川
の
詩
經
硏
究
の
恩
惠
を
受

け
な
が
ら
自
分
な
り
に
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
白
川
が
「
支
配
」「
征
服
」

と
表
現
す
る
捉
え
方
と
の
閒
に
微
妙
な
差
異
が
あ
る
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。
詩
篇
の
解
釋
そ
の
も
の
に
は
「
西
周
王
朝
側
が
殷
系
氏
族
を
迎
え
入
れ
る
」

と
い
え
る
よ
う
な
捉
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ

が
「
微
妙
な
差
異
」
と
感
じ
ら
れ
る
點
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
金
文
を
讀
む
場

合
に
も
現
わ
れ
る
差
異
な
の
で
、
次
節
で
改
め
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
儀
禮
詩
の
成
立
は
、
西
周
時
代
中
期
の
後
半
に

あ
た
る
懿
王
期
頃
だ
と
い
う
の
が
白
川
の
說
で
あ
る
が（
10
）、
こ
の
時
期
に
は
鎬
京

の
建
設
が
す
で
に
完
了
し
て
お
り
、
儀
禮
詩
の
歌
わ
れ
る
場
所
も
鎬
京
の
宮
廟
で

あ
っ
た
と
推
測
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
鎬
京
に
移
る
前
に
は
こ
の
よ
う
な

儀
禮
、
つ
ま
り
殷
系
氏
族
を
西
周
王
朝
の
中
に
迎
え
入
れ
る
趣
旨
の
儀
禮
が
行
な

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
に
落
ち

着
く
前
段
階
の
儀
禮
、
言
い
換
え
れ
ば
原
初
形
態
と
も
い
う
べ
き
儀
禮
が
金
文
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
取
り
も
直
さ
ず

京
で
の
儀
禮
で
あ
る
。

二　

京
辟
雍
儀
禮
の
特
質

京
關
係
の
銘
文
を
時
期
別
に
分
類
し
て
讀
解
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の

銘
文
に
は
原
則
と
し
て
、
釋
文
・
書
き
下
し
文
と
、
更
に
内
容
の
理
解
を
助
け
る

た
め
に
私
な
り
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
「
譯
讀
」
を
加
え
た
。
そ
の
後
「
考
釋
」
と

い
う
項
目
を
設
け
て
、
そ
の
中
で
銘
文
の
讀
み
を
深
め
た
り
、
問
題
點
を
指
摘
し

た
り
す
る
こ
と
に
す
る
。
最
後
に
テ
ー
マ
と
の
關
係
を
想
定
し
た
「
特
記
事
項
」

を
附
す
る
。
た
だ
、
銘
文
は
長
短
樣
々
に
あ
り
、
ま
た
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
關
係

か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
重
要
度
の
高
く
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
釋
文

と
書
き
下
し
文
だ
け
に
し
た
も
の
も
あ
る
。
金
文
の
解
釋
に
つ
い
て
は
『
金
文

通
釋（
11
）』
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
出
の
青
銅
器
も
あ
り
自

分
な
り
に
掘
り
下
げ
た
點
も
少
な
く
な
い
。

餘
計
な
お
世
話
に
な
る
が
、
金
文
は
專
門
家
で
も
十
分
に
讀
み
こ
な
し
に
く
い

も
の
な
の
で
、
一
般
の
讀
者
は
先
ず
は
「
譯
讀
」
と
「
考
釋
」
を
參
考
に
し
て
讀

み
進
め
て
頂
け
れ
ば
、
全
體
の
趣
旨
が
理
解
し
や
す
い
か
と
思
う
。

（
注
）  

銘
文
に
附
し
た
番
號
は
左
記
の
集
錄
本
の
番
號
を
記
し
た
。
本
文
の
字

形
は
必
ず
し
も
合
わ
せ
て
い
な
い
。『
金
文
通
釈
』
の
番
号
は
そ
れ
ぞ
れ

の
後
に
﹇
通
釈
二
六
＊
﹈
の
よ
う
に
記
し
た
。

集
成
＝
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
編『
殷
周
金
文
集
成
』（
中
華
書
局
）

近
出
＝
劉
雨
・
盧
岩
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
』（
中
華
書
局
）

近
出
二
＝
劉
雨
・
嚴
志
斌
編
著
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
第
二
編
』（
中
華
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八

書
局
）

A　

前
期
…
…
「

京
」

〔「
成
周
の
地
で
殷
の
大
祭
を
行
な
え
」
と
い
う
命
令
を
、
王
が

京
で
發
し
た
〕

①
小
臣
傳
　

集
成
４
２
０
６　
﹇
通
釈
二
六
＊
﹈　

殷
系
氏
族

隹
五
月
旣
望
甲
子
、
王
才

京
、
令
師
田
父
殷
成
周
〔
年
〕、
師
田
父
令
小
臣

傳
非
余
、
傳
□
□
朕
考

、
師
田
父
令
余
□
□
□
官
、
白

父
賞
小
臣
傳
□
□
、

医
白
休
、
用
乍
朕
考
日
甲
寶
□

（
隹
五
月
旣
望
甲
子
、
王
、

ほ
う

京け
い

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
に
非ひ

よ余
を
令た
ま

ふ
。
傳
、
朕わ

が
考ち
ち

の

に
□
□
す
。
師

田
父
、
余
に
令
し
て
□
□
の
官
に
□
せ
し
む
。
伯は
く
ぎ

父ほ

、
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
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
五
月
の
第
三
週
甲
子
の
日
に
周
王
が

京
に
て
、
師
田
父
殿
に
命
じ
て

成
周
〔
殷
の
餘
民
が
集
住
す
る
所
〕
に
お
い
て
殷
の
大
祭
を
執
り
行
な
わ
せ
た
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
師
田
父
殿
は
、
小
臣
傳
〔
私
〕
の
功
績
を
稱
え
て

簪
の
非
余
を
賜
與
さ
れ
た
。（
小
臣
は
殷
に
お
い
て
高
い
地
位
に
あ
っ
た
者
を
示

す
肩
書
き
の
よ
う
な
も
の
）　

傳
は
こ
の
こ
と
を
、我
ら
が
亡
父

に
□
□〔
報
告
〕

し
た
。
師
田
父
殿
は
、
余
に
令
し
て
□
□
の
官
に
任
命
せ
ら
れ
た
。

ま
た
伯

父
殿
は
、
小
臣
た
る
傳
に
褒
賞
と
し
て
□
□
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
こ

で
伯

父
殿
か
ら
の
賜
物
□
□
に
應
え
奉
り
、
も
っ
て
わ
が
亡
父
日
甲
の
祭
器
を

作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
釋
】

五
月
の
第
三
週
甲
子
の
日
に

京
に
お
い
て
周
王
の
命
を
受
け
た
師
田
父
が
、

洛
陽
の
成
周
に
赴
い
て
殷
の
大
祭
を
行
な
っ
た
年
の
こ
と
だ
と
す
る
。
殷
代
に
お

い
て
は
高
い
地
位
を
意
味
す
る
小
臣
と
い
う
稱
號
を
も
つ
傳
が
、師
田
父
を
助
け
、

殷
系
氏
族
〔
庶
殷
〕
の
集
住
す
る
成
周
に
お
い
て
殷
の
大
祭
を
行
な
う
際
に
大
い

に
貢
獻
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
功
績
を
稱
え
て
、
師
田
父
は
小
臣
傳
に
非
余
を
賜

與
し
た
。
そ
の
後
、
小
臣
傳
は
こ
の
こ
と
を
亡
父
の
靈
廟
に
報
告
し
た
。
師
田
父

は
さ
ら
に
、
小
臣
傳
を
□
□
の
官
に
任
命
し
た
。
周
の
都
で
あ
る
宗
周
か
ら
遠
く

離
れ
た
成
周
の
地
で
あ
る
か
ら
、
王
命
を
受
け
た
師
田
父
が
王
の
代
理
で
小
臣
傳

を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
小
臣
傳
に
任
官
の
際
の
賜
物
を
授
け
た
の
は
伯

父
で
あ
っ
た
。
そ
の
賜
物
に
應
え
奉
り
、
小
臣
傳
の
亡
父
日
甲
を
記
念
す
る
祭

器
を
作
っ
た
と
い
う
次
第
。

文
意
が
と
り
に
く
い
の
で
念
の
た
め
に
書
き
加
え
る
と
、
成
周
に
お
け
る
殷
の

大
祭
を
行
な
う
こ
と
を
命
じ
た
場
所
が

京
で
、
そ
の
後
洛
陽
の
成
周
の
地
に
赴

い
て
殷
の
大
祭
を
行
な
っ
た
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
王
が
ど
こ
に

い
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
成
周
の
地
で
賜
物
を
與
え
た
の
は
師
田
父
や
伯

父
で
あ
っ
て
王
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
成
周
の
地
に
は

赴
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

師
田
父
が
擔
當
し
た
成
周
の
地
で
の
殷
の
大
祭
は
、
小
臣
傳
の
盡
力
も
あ
り
つ

つ
が
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
殷
系
氏
族
が
集
住
す
る
成
周
で
の
殷
の
大
祭

に
は
大
勢
の
殷
系
氏
族
た
ち
が
列
席
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
大
祭
に
貢
獻

し
た
小
臣
傳
に
對
す
る
稱
揚
と
賜
與
が
あ
り
、
小
臣
傳
は
そ
の
こ
と
を
亡
父
の
靈

廟
〔
成
周
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
に
報
告
し
た
。
こ
こ
ま
で
が
殷
の
大
祭
に
關

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
小
臣
傳
に
對
す
る
任
官
の
式
も
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
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ろ
う
。
そ
の
時
の
賜
物
を
與
え
た
の
は
伯

父
で
あ
っ
た
。
小
臣
傳
と
い
う
名
と

そ
の
亡
父
の
名
が
日
甲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
殷
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
が
、
小
臣
傳
は
、
現
地
の
成
周
で
は
大
祭
の
主
宰
者
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
小
臣
傳
は
殷
系
氏
族
。

2  

、「
成
周
の
地
で
殷
の
大
祭
を
行
な
え
」
と
い
う
命
令
を
、
王
は

京
で
發

し
た
。

3  

、
成
周
の
地
に
赴
い
た
の
は
師
田
父
・
小
臣
傳
・
伯

父
そ
の
他
の
者
で
、

王
は
赴
か
な
か
っ
た
。

4  

、
成
周
で
の
殷
の
大
祭
に
は
殷
系
氏
族
が
挙
っ
て
列
席
し
た
。
師
田
父
が
王

の
代
理
を
務
め
た
の
で
あ
る
。

②
士
上
　

集
成
５
４
２
１
〜
５
４
２
２　
﹇
通
釈
三
〇
﹈　

殷
系
氏
族

隹
王
大
龠
于
宗
周
、

京
年
、
才
五
月
、
旣
望
辛
酉
、
王
令
士
上

史
寅
、

于
成
周
、

百
生
彘
、

賞

・
鬯
・
貝
、
用
乍
父
癸
寶

彝
、
臣
辰
册

（
隹こ

れ

王
、大
い
に
宗
周
に
龠ま
つ
りし
、ゆ

き
て

京
に
え
ん

し
た
ま
へ
る
年
。
五
月
に
在
り
、

旣
望
辛
酉
、
王
、
士
上
と
史
寅
と
に
令
し
て
、
成
周
に

い
ん

せ
し
む
。
百
姓せ
い

に
彘て
い

を

お
く

ら
れ
、
お
よ

び
い
う

・
鬯ち
や
う・
貝
を
賞
せ
ら
る
。
用
て
父
癸
の
寶

彝
を
作
る
。
臣
辰

册

）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
王
が
宗
周
に
て
和
合
を
願
う
大
い
な
る
や
く

の
祭
祀
を
執
り
行
な
い
、
さ

ら
に

京
に
赴
い
て

の
祭
祀
を
執
り
行
な
っ
た
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

時
は
五
月
の
第
三
週
辛
酉
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。
王
は
士
上
と
史
寅
と
に
、
成

周
に
て
殷
の
大
祭
を
執
り
行
な
う
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
殷
の
大
祭
に
貢
獻
し
た
全

て
の
殷
系
氏
族
に
は
豚
が
贈
ら
れ
た
。
ま
た
士
上
に
對
す
る
褒
賞
と
し
て
は
、
殷

の
祭
祀
に
必
ず
用
い
る
と
こ
ろ
の
酒
を
容
れ
る

と
、鬯（
黑
黍
で
作
っ
た
酒
）と
、

殷
系
氏
族
を
表
彰
す
る
時
に
は
必
ず
與
え
る
と
こ
ろ
の
貝
と
を
賜
與
し
た
。
そ
の

こ
と
を
記
念
し
て
士
上
は
亡
父
癸
の
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
釋
】

宗
周
・

京
・
成
周
と
い
う
西
周
王
朝
の
中
心
地
で
國
家
規
模
の
祭
祀
儀
禮
を

大
々
的
に
行
な
っ
た
時
の
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
銘
文
の
中
心
は
成
周
で
行

な
わ
れ
た
殷
の
大
祭
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
年
は
、
宗
周
に
お

け
る
大

の
祭
儀
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
宗
周
に
お
け
る
大
祭
を
引
き
繼
ぐ
形
で

京
に
も
赴
き

の
祭
祀
を
行
な
っ
た
記
念
す
べ
き
年
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。「

」
は
「
行
き
て
」
と
も
、「
出
で
て
」
と
も
讀
み
う
る
語
で
あ
る
が
、

宗
周
と

京
と
が
必
ず
し
も
近
距
離
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
最
初
に
宗

周
で
の
祭
祀
を
行
な
い
、
そ
の
次
に

京
で
の
祭
祀
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

要
諦
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
年
に
、
成
周
で
の
大
祭
も
行
な
っ
た
と
い
う
點

に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
讀
ん
で
い
る
と
《
天
亡

》
に
記
さ
れ

た
こ
と
を
想
起
す
る
。《
天
亡

》
で
は
ま
ず
周
の
祭
祀
で
あ
る
天
室
の
祭
祀
を

行
な
い
、
そ
の
後
、
殷
の
祖
神
の
合
祀
で
あ
る
「
衣
祀
」
を
行
な
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
た（
12
）。

成
周
で
の
殷
の
大
祭
を
掌
っ
た
の
は
何
れ
も
殷
系
氏
族
の
士
上
と
史
寅
で
あ

る
。
名
前
か
ら
す
る
と
士
上
が
軍
事
官
、
史
寅
が
祭
祀
官
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
そ
こ
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
百
生
と
は
百
姓
の
こ
と
で
、
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一
〇

成
周
に
住
む
殷
系
氏
族
の
全
て
が
こ
の
大
祭
に
列
席
し
た
と
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
今
次
の
大
祭
の
最
大
の
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
。

宗
周
で
は
殷
系
氏
族
と
周
系
氏
族
と
の
和
合
を
願
う
儀
禮
龠
（
竹
笛
を
記
し
た

字
形
で
音
樂
を
中
心
と
し
た
祭
祀
で
は
な
い
か
）
を
大
々
的
に
行
な
い
、
次
い
で

京
で
は
「

」
の
祭
祀
を
行
な
っ
た
。「

」
が
ど
の
よ
う
な
祭
祀
で
あ
る
か

は
用
例
が
少
な
い
（
他
に
《
吕
方
鼎
》
に
見
え
る
だ
け
）
た
め
、
詳
細
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
字
形
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
殷
の
祭
祀
に
用
い
る
酒

器
で
は
な
く
、
西
周
王
朝
の
祭
祀
の
中
心
と
な
る
食
器
の

（
穀
物
を
容
れ
る
器

で
あ
ろ
う
）
を
用
い
た
祭
祀
で
あ
り
、
そ
こ
に
肉
を
加
え
る
樣
を
描
い
て
い
る
形

姿
に
な
っ
て
い
る
の
で
、酒
を
用
い
な
い
儀
禮
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
の
祭
儀
に
も
殷
系
氏
族
が
列
席
し
て
い
る
の
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

大
祭
の
三
番
目
は
殷
の
祭
祀
で
あ
る
。
場
所
は
殷
系
氏
族
の
集
住
す
る
洛
陽
の

成
周
で
、
こ
の
殷
の
祭
祀
を
殷
系
氏
族
總
出
で
行
な
っ
た
。

こ
の
一
連
の
祭
祀
の
次
第
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

1
、
西
周
王
朝
の
政
治
の
中
心
に
あ
る
宗
周
で
、
殷
系
氏
族
と
周
系
氏
族
の
和

合
を
願
う
祭
祀
を
實
施
。

2
、

京
で
は
周
的
な
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
こ
に
殷
系
氏
族
も
列
席
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

3
、「
成
周
の
地
で
殷
の
大
祭
を
行
な
え
」
と
い
う
命
令
を
、
王
は

京
で
發

し
た
。
①
小
臣
傳

と
同
じ
。

4
、
成
周
で
は
、
殷
の
祭
祀
を
殷
系
氏
族
總
出
で
大
々
的
に
行
な
っ
た
。
①
小

臣
傳

と
同
じ
。

5
、
殷
系
氏
族
と
周
系
氏
族
と
が
習
合
す
る
た
め
の
一
連
の
祭
祀
の
次
第
を
記

し
て
、
亡
父
癸
の
祭
器
を
作
っ
た
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
士
上
は
殷
系
氏
族

〔

京
の
辟
雍
の
池
で
行
な
わ
れ
た
祭
祀
儀
禮
〕

③
麥
方
尊　

集
成
６
０
１
５　
﹇
通
釈
六
〇
ｃ
﹈　

殷
系
氏
族

王
令
辟
井
侯
出

、
侯
于
井
、
𩁹
若
二
月
、
侯
見
于
宗
周
、
亡
𨑫
、
䢔
王
客

京

祀
、
𩁹
若

日
、
才
璧

、
王
乘
于
舟
、
爲
大
豐
、
王
射
大
龔
禽
、
侯
乘
于

赤
旂
舟
、
從
死
咸
、

之
日
、
王

侯
內
于
𡨦
、
侯
易
玄
周
戈
、
𩁹
王
才

、
巳
夕
、
侯
易
諸
𢦚
臣

二
百
家
、
齎
用
王
乘
車
馬
・
金
□
・
冂
衣
・
市
・

、

唯
歸

天
子
休
、
告
亡
尤
、
用

義
寧
侯

孝
于
井

侯
乍
册
麥
易
金
于
辟
侯
、
麥
医
用
乍
寶

彝
、
用
荷
侯
逆

明
令
、
唯
天
子

休
于
麥
辟
侯
之
年
、
蝦
孫
々
子
々
、
其
永
亡
冬
、
冬
用

德
、
妥
多
友
、

遺
走

令
、

（
王
、
辟き

み

た
る
邢け
い

侯
に
令
し
、
ひ

を
出
で
て
、
邢
に
侯
た
ら
し
む
。
𩁹こ

若こ

に
二
月
、

侯
、
宗
周
に
見ま

み

ゆ
る
に
尤と
が

亡な

し
。
王
の

京
に
格い
た

り
て
い
う

祀し

し
た
ま
ふ
に
䢔あ

ふ
。

𩁹こ

若こ

に
翌
日
、
璧へ
き
よ
う

に
在
り
。
王
、
舟
に
乘
り
て
、
大た
い

豐ほ
う

を
爲
し
た
ま
ふ
。
王
射

て
大
い
に
龔

き
や
う

禽き
ん

す
。
侯
、
赤
旂き

舟
に
乘
り
、
從し
た
がひ
て
死つ
ら

ぬ
る
こ
と
咸を
は

る
。

之こ

の
日
、
王
、
侯
と
寢
に
內い

る
。
侯
、
玄げ
ん

彫て
う

戈く
わ

を
賜
は
る
。

𩁹こ
こ

に
王
、
か
ん

に
在
り
て
、
巳し

夕せ
き

す
。
侯
、
諸
𢦚く
わ

臣
二
百
家
を
賜
は
る
。
齎た
ま

ふ
に
、

王
の
乘
車
馬
・
金
□
・
け
い

衣
・
市ふ
つ

・
せ
き

を
用
て
す
。

唯こ
れ

歸
り
て
、
天
子
の
休
た
ま
も
のに
こ
た

へ
て
告
し
た
る
に
、
尤と
が

亡
し
。
用
て
龔つ
つ
しみ
て
侯
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の
邢
に
顯け
ん

孝か
う

す
る
を
義
寧
せ
む
。

侯
の
作
册
麥
、
金
を
辟
侯
よ
り
賜
ふ
。
麥
、
揚こ
た

へ
て
用
て
寶

彝
を
作
る
。
用

て
侯
の
逆げ
き

造ざ
う

に
荷
く
わ
んし
、
明
令
に
こ
た

へ
む
。
唯
天
子
、
麥
の
辟
侯
に
休
せ
ら
る
る
の

年
な
り
。
孫
々
子
々
に
蝦お

よ

ぶ
ま
で
、
其
れ
永
く
終
ふ
る
こ
と
亡な

く
、
終
に
用
て
德

を
造な

し
、
多
友
を
綏や
す

ん
じ
、
享よ

く
令
に
奔
走
せ
む
。）

【
譯
讀
】

こ
れ
ま
で
は

に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
麥
〔
私
〕
の
主
君
は
、
こ
の
度
王
命
に
よ

り
邢
の
地
の
侯
と
な
ら
れ
た
。（
こ
こ
で
は
邢
侯
と
い
う
新
し
い
呼
稱
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
邢
侯
は
周
公
の
子
で
𢓊
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
こ
と
の
次
第
は

次
に
述
べ
る
。

二
月
の
こ
と
。
最
初
に
邢
侯
殿
は
宗
周
に
お
い
て
王
に
ま
み
え
る
見
事
の
禮
を

執
り
、
つ
つ
が
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
王
が

京
に
赴
か
れ
、

の
祭
祀
（
殷
の
祭
祀
）
を
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
そ
の
翌
日
に
王
は
（
邢
侯
殿
と

と
も
に
）

京
の
辟
雍
で
舟
に
乘
り
、
大
豐
の
祭
儀
を
執
り
行
な
わ
れ
た
。
そ
の

時
の
次
第
は
、
先
ず
王
が
自
ら
弓
で
獲
物
を
射
止
め
ら
れ
た
。
王
に
同
行
し
た
邢

侯
殿
は
赤
い
旗
を
立
て
た
（
周
の
）
舟
に
乘
り
、
王
の
舟
に
從
い
連
ね
る
辟
雍
の

儀
禮
を
つ
つ
が
な
く
終
え
ら
れ
た
。

そ
の
日
さ
ら
に
、
王
は
邢
侯
殿
と
と
も
に
寢
殿
に
入
り
祭
儀
を
行
な
わ
れ
た
。

一
連
の
祭
祀
儀
禮
に
奉
仕
し
た
邢
侯
殿
は
そ
の
褒
賞
と
し
て
玄
彫
戈
を
賜
わ
っ

た
。
さ
て
そ
の
後
、
王
は

に
お
い
て
夜
の
祭
で
あ
る
「
祀
夕
」
を
執
り
行
な
わ

れ
た
。
邢
侯
殿
は
そ
の
儀
禮
に
お
け
る
助
祭
を
顯
彰
さ
れ
、
武
臣
二
百
人
を
賜
與

さ
れ
た
。
そ
の
時
の
賜
物
は
他
に
乘
車
馬
・
金
□
・

衣
・
黻
・

で
あ
っ
た
。

さ
て
し
も
邢
侯
殿
は
、
宗
周
と

京
で
行
な
わ
れ
た
一
連
の
祭
祀
儀
禮
が
無
事

に
終
わ
っ
た
後
、
洛
陽
の
成
周
に
歸
っ
て
祖
靈
の
御
靈
屋
に
、
宗
周
及
び

京
で

行
な
わ
れ
た
一
連
の
祭
祀
儀
禮
の
こ
と
と
、
天
子
か
ら
の
賜
物
の
こ
と
を
報
告
し

た
。
祖
靈
も
こ
の
こ
と
を
お
咎
め
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
か
く
て
邢
侯
殿
が

邢
の
地
に
侯
と
し
て
赴
任
さ
れ
る
こ
と
が
顯
彰
さ
れ
た
こ
と
を
祖
靈
も
善
し
と
さ

れ
つ
つ
が
な
き
を
得
た
の
で
あ
る
。

邢
侯
殿
の
作
册
を
務
め
る
麥
〔
私
〕
は
、
宗
周
に
始
ま
る
一
連
の
祭
祀
儀
禮
を

主
君
邢
侯
殿
と
と
も
に
助
祭
し
た
こ
と
を
邢
侯
殿
か
ら
顯
彰
さ
れ
金
〔
＝
銅
〕
を

賜
わ
っ
た
。
麥
は
そ
れ
に
應
え
て
そ
の
銅
を
用
い
て
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
祭
器
は
邢
侯
殿
の
お
見
え
に
な
る
際
の

禮
に
も
用
い
、
賜
わ
っ
た
恩
惠
に

お
應
え
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
さ
て
そ
れ
は
、
天
の
御
子
が
麥
の
主
君
邢
侯
殿
を
表
彰
さ
れ
た
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
孫
々
子
々
に
及
ぶ
ま
で
永
遠
に
榮
え
、
天
の
御
子
の
こ
の
上
な
い
お

力
を
頂
き
、
あ
ま
た
の
同
朋
の
平
安
を
守
り
、
王
の
勅
令
に
よ
く
い
そ
し
む
の
で

あ
る
。（

注
）
邢
侯
は
周
公
の
子
で
あ
る
井
侯
𢓊
で
あ
る
。
周
公
の
家
に
は
作
册
麥

が
屬
し
て
い
た
。
文
字
の
こ
と
を
擔
當
す
る
殷
系
氏
族
が
屬
し
て
い
た
こ
と

が
分
る
。
こ
の
時
期
と
し
て
は
例
外
に
屬
す
る
か
。

【
考
釋
】

邢
侯
は
周
公
旦
の
子
・
𢓊
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
邢
侯
𢓊
と
も
い
う
。
二
月
に
邢

侯
は
宗
周
に
て
王
へ
の
見
事
の
禮
を
つ
つ
が
な
く
終
え
た
。
そ
の
後
、
王
に
隨
行

し
て

京
に
赴
き
殷
の
祭
祀
で
あ
る

祀
を
行
な
っ
た（
13
）。
殷
系
氏
族
の
麥
は
邢

侯
の
作
册
と
し
て
、
宗
周
で
の
祭
儀
か
ら

京
で
の
祭
儀
へ
と
續
く
一
連
の
祭
祀

儀
禮
の
閒
ず
っ
と
邢
侯
に
隨
行
し
奉
仕
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
（
上
）

一
二

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
麥
は
邢
侯
の
作
册
で
殷
系
氏
族
。

2
、

京
で
は
殷
系
氏
族
が
周
系
氏
族
に
融
合
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
樣
々
な

祭
祀
儀
禮
が
行
な
わ
れ
た
。

〔
そ
の
他
〕

④
奢
　

集
成
４
０
８
８　
﹇
通
釈
七
二
ｄ
﹈　

殷
系
氏
族

隹
十
月
初
吉
辛
子
、
公
姒
易
奢
貝
、
才

京
、
用
乍
父
乙
寶
彝
、
其
子
孫
永
寶
、

（
隹
十
月
初
吉
辛
巳
、
公
姒じ

、
奢
に
貝
を
賜
ふ
。

京
に
在
り
。
用
て
父
乙
の
寶

彝
を
作
る
。
其
れ
子
孫
永
く
寶
と
せ
よ
。）

【
訳
読
】

そ
れ
は
十
月
第
一
週
の
辛
巳
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
姒
様
は
奢
〔
私
〕
に

貝
を
賜
わ
っ
た
。

京
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
奢
〔
私
〕
は
そ
の
記
念
と
し

て
亡
父
乙
の
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
子
孫
た
ち
よ
末
永
く
こ
れ
を
祭
器

と
し
て
用
い
よ
。

【
考
釋
】

十
月
初
吉
辛
巳
の
日
の
こ
と
。
公
姒
が
奢
に
貝
を
賜
與
。
場
所
は

京
。

そ
の
記
念
と
し
て
亡
父
乙
の
祭
器
を
作
っ
た
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
奢
は
殷
系
氏
族

⑤

方
鼎　

集
成
２
７
２
５
〜
２
７
２
６　

殷
系
氏
族

隹
八
月
辰
才
乙
亥
。
王
才

京
。
王
易

𢦚
進
金
。
肆

對
医
王
休
。
用
乍
父

辛
寶

。

。

（
隹
八
月
、
辰し
ん

は
乙
亥
に
在
り
。
王
、

京
に
在
り
。
王
、

𢦚
進
に
金
を
賜
ふ
。

肆こ
こ

に

、
王
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
父
辛
の
寶

を
作
る
。

。）

【
譯
讀
】

八
月
の
乙
亥
の
日
、
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
𢦚
進
に
金
を
賜
與
さ
れ
た
。

王
の
賜
物
に
應
え
て
亡
父
辛
の
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
釋
】

最
後
の
圖
象
記
號
（
族
徽
）

は
《
厚

方
鼎
》
２
７
３
０
に
も
見
え
、
父
辛

の
祭
器
を
作
っ
て
い
る
。
殷
系
氏
族
で
同
族
の
可
能
性
が
あ
る
。
王
に
稱
揚
さ
れ

た
理
由
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
は
殷
系
氏
族
で
あ
る
。

⑥
戒
鬲　

集
成
５
６
６

戒
乍

官
明

彝　
（
戒
、

官
の
明

彝
を
作
る
）

【
考
釋
】官

と
あ
る
が
意
味
は
不
詳
。
文
字
の
歷
史
か
ら
見
れ
ば
官
は
後
に
館
と
な
る

が
、
祭
器
を
作
る
場
合
に
は
「
父
乙

彝
」
と
い
う
よ
う
に
人
名
が
記
さ
れ
る
の

が
普
通
で
あ
り
、「

官
明

彝
」
と
い
う
例
は
な
い
。

⑦
王
盂
圈
足　

近
出
１
０
２
４

王
乍

京
中
𡨦
帚
盂
。（
王
、

京
の
中
𡨦
の
帚
盂
を
作
る
。）　　
（
注
）
帚
は

假
字
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三

【
特
記
事
項
】

1
、

京
に
は
中
寢
と
い
う
宮
廟
が
あ
っ
た
。

【

京
關
係
銘
文
前
期
の
小
整
理
】

前
期
の

京
關
係
の
銘
文
か
ら
分
か
る
こ
と
は
次
の
四
點
で
あ
る
。

1
、
作
器
者
は
基
本
的
に
殷
系
氏
族
で
あ
る
。

2
、
周
王
が
、
殷
系
氏
族
が
集
住
す
る
成
周
で
殷
の
大
祭
を
行
な
う
よ
う
命

令
を
發
し
て
い
る
。

3
、
殷
の
大
祭
を
行
な
う
よ
う
王
が
命
令
を
發
す
る
場
所
は

京
で
あ
る
。

4
、
宗
周
・

京
・
成
周
と
續
く
一
連
の
祭
儀
に
は
、
殷
系
氏
族
と
周
系
氏

族
と
が
和
合
す
る
こ
と
を
願
う
趣
旨
が
あ
る
が
、

京
は
兩
系
統
の
氏
族

が
宗
周
と
成
周
と
を
繋
ぐ
接
點
の
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

【
補
論
】

冒
頭
で
も
言
及
し
た
《
天
亡

》
に
つ
い
て
こ
こ
で
も
再
度
言
及
し
て
お
き
た

い
。《
天
亡

》
に
記
さ
れ
た
祭
儀
の
内
容
は
、
先
ず
天
室
に
て
西
周
王
朝
の
祭

祀
で
あ
る
「
天
」
の
祭
儀
を
行
な
い
、
そ
の
後
、
殷
の
祭
儀
で
あ
る
「
衣
祀
」
を

行
な
っ
た
。《
天
亡

》
だ
け
を
讀
ん
で
い
る
と
、
西
周
王
朝
内
で
周
王
が
殷
の

祭
祀
で
あ
る
「
衣
祀
」
を
行
な
っ
た
意
味
が
分
か
ら
な
い
が
、
西
周
前
期
の

京

關
係
の
銘
文
を
ま
と
め
て
讀
む
と
、《
天
亡

》
に
記
さ
れ
た
祭
儀
も
同
じ
趣
旨

で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
點
、
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
《
天
亡

》
の
出
土
地

の
こ
と
で
あ
る
。
出
土
地
は
岐
山
縣
と
い
う
こ
と
だ
け
が
分
か
っ
て
い
て
、
そ
れ

以
上
具
體
的
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、《
毛
公
鼎
》
と
同
じ

所
か
ら
出
土
し
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
岐
山
縣
に
屬
す
る
周
公
廟
遺
址
か

ら
出
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
前
稿
「《
天
亡

》
私
考
」
で
は
し
て
お

い
た
。
今
回

京
關
係
の
銘
文
を
整
理
し
て
讀
ん
で
み
て
、
そ
の
可
能
性
は
高
い

の
で
は
な
い
か
と
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。
後
節
で

京
の
比
定
地
に
つ
い
て
私

見
を
述
べ
る
時
に
《
毛
公
鼎
》
に
も
言
及
す
る
の
で
、
そ
の
時
に
も
再
度
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。

B　

中
期
前
半
…
…
「

京
」

〔

京
の
池
に
お
け
る
漁
の
祭
儀
〕

⑧

　

集
成
４
２
０
７　
﹇
通
釈
八
五
﹈　

穆
王
期　

殷
系
氏
族

隹
六
月
旣
生
覇
、
穆
王
才

京
、
呼

于
大
池
、
王
鄕
酉
、

御
亡
遣
、
穆
王

易

、
拜
首
𩒨
首
、
敢
對
医
穆
王
休
、
用
乍
文
考
父
乙

彝
、
其
孫
々
子
々

永
寶

（
隹
六
月
旣
生
覇
、
穆
王
、

京
に
在
り
。（
呼
び
て
）
大
池
に
漁
せ
し
む
。
王
、

饗
酒
す
。

い
つ

、
御ぎ
よ

し
て
譴と
が

亡な

し
、
穆
王
、
親
し
く

に
と
り

を
賜
ふ
。

、
拜
首
稽

首
し
、敢
て
穆
王
の
休

た
ま
も
のに
對
揚
し
て
、用
て
文
考
父
乙
の

彝
を
作
る
。
其
れ
孫
々

子
々
永
く
寶
と
せ
よ
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
六
月
の
第
二
週
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
穆
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
辟

雍
の
大
池
で
「
漁
」
の
祭
儀
を
催
さ
れ
た
。
次
い
で
王
は
酒
を
用
い
た
饗
宴
を
催

さ
れ
た
。

〔
私
〕
は
そ
の
中
で
「
御
」
を
掌
り
つ
つ
が
な
く
務
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
穆
王
の
覺
え
め
で
た
く
〔
私
〕
に
王
自
ら

を
賜
與
さ
れ
た
。



京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
（
上
）

一
四

〔
私
〕
は
儀
禮
作
法
に
從
い
額
ず
い
て
拜
受
し
た
。
穆
王
か
ら
頂
い
た
賜
物
に

敬つ
つ
しん
で
應
え
、榮
え
あ
る
亡
父
乙
の
祭
器
を
作
る
の
で
あ
る
。
さ
あ
孫
々
子
々
よ
、

こ
の
祭
器
を
用
い
て
末
永
く
祖
祭
を
行
な
え
。

【
考
釋
】

「（
穆
王
）
呼

于
大
池
」
の
訓
讀
を
「
呼
ん
で
大
池
に
漁
せ
し
む
」
と
し
た
の

は
「
呼
」
を
「
呼
ぶ
」
と
讀
む
訓
讀
上
の
慣
習
に
從
っ
た
か
ら
だ
が
、
こ
の
時
代

が
口
頭
言
語
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
物
語
る
場
面
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
た
だ
、
意
味
を
傳
え
る
た
め
の
訓
讀
と
し
て
は
「
大
池
に
漁
せ
し
む
」
と

し
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。

漁
の
祭
禮
の
後
は
饗
宴
が
催
さ
れ
、

は
御
を
掌
っ
た
と
あ
る
が
、
一
連
の
祭

儀
の
過
程
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
神
を
招
ぎ
降
ろ
し
て
迎
え
邪
惡
を
防
ぐ
儀
禮

を
擔
掌
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

に
對
し
て
穆
王
自
ら
賜
物
を
與
え
た
。「
親
」

は
「
親
し
く
」
と
訓
讀
し
て
も
、「
み
ず
か
ら
」
と
訓
讀
し
て
も
そ
の
意
味
に
大

き
な
違
い
は
な
い
が
、
王
が
直
接
賜
物
を
與
え
る
と
記
す
金
文
の
例
は
多
く
は
な

い
。
そ
の
漁
の
祭
禮
が
よ
ほ
ど
樂
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の

は
殷
系
氏
族

2
、

京
辟
雍
の
大
池
に
お
け
る
「
漁
」
の
祭
儀
。
穆
王
が
こ
れ
を
催
し
、
殷

系
氏
族
の

が
祭
儀
の
中
で
貢
獻
し
表
彰
さ
れ
た
。

⑨
井
鼎　

集
成
２
７
２
０　
﹇
通
釈
八
六
﹈

隹
七
月
、
王
才

京
、
辛
卯
、
王
魚
于

池
、
乎
井
從
魚
、
攸
易
魚
、
對
医
王
休
、

用
乍
寶

鼎
、

（
隹
七
月
、
王
、

京
に
在
り
。
辛
卯
、
王
、

び
ん

池ち

に
漁
す
。
邢
を
呼
び
て
從
ひ

て
漁
せ
し
む
。
攸も
つ

て
魚
を
賜
ふ
。
王
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

鼎
を
作
る
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
七
月
の
こ
と
。
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
辛
卯
の
日
、
王
は
辟
雍

の

池
で
「
漁
」
の
祭
儀
を
催
さ
れ
、
邢
〔
私
〕
に
「
漁
」
の
祭
儀
を
命
じ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
功
を
稱
揚
さ
れ
、

池
で
獲
た
魚
を
邢
〔
私
〕
に
賜
與
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
邢
〔
私
〕
は
王
の
賜
物
に
應
え
鼎
（
祭
器
）
を
作
っ
た

の
で
あ
る
。

【
考
釋
】

邢
は
周
公
一
族
の
邢
侯
（
公
）
だ
が
、

京
の

池
で
の
「
漁
」
の
祭
儀
を
擔

當
し
た
。《

》
で
は
大
池
で
行
な
わ
れ
た
。
大
池
と

池
と
は
別
の
池
の
よ

う
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
池
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

京
の
辟
雍

で
の
祭
儀
に
は
殷
系
氏
族
が
關
わ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
周
公
一
族
の
邢

侯
が
關
わ
っ
て
い
る
。
他
に
殷
系
氏
族
も
奉
仕
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ

に
一
々
記
さ
れ
な
い
。
な
お
い
ず
れ
改
め
て
整
理
す
る
機
會
を
も
ち
た
い
が
、
周

公
一
族
は
殷
系
氏
族
と
の
血
緣
が
深
い
こ
と
が
段
々
分
か
っ
て
き
た
。
多
分
恩
師

白
川
靜
も
氣
付
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
を
具
體
的
な
問

題
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
「
金
文
通
釋
」
を
精
讀
し

て
い
て
氣
付
い
た
こ
と
で
あ
る
。
周
公
一
族
が

京
辟
雍
儀
禮
に
も
關
わ
る
こ
と

が
多
い
の
は
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
邢
は
周
公
一
族

2
、

京
辟
雍
の
池
で
漁
の
祭
儀
を
行
な
っ
た
。



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

一
五

⑩
老
　

近
出
二
４
２
６　

殷
系
氏
族

隹
五
月
初
吉
、
王
才

京
、
魚
于
大

、
王
𦹋
老
曆
、
易
魚
百
、
老
拜
𩒨
首
、

皇
医
王
休
、
用
乍
且
乙

彝
、
其
萬
年
用
夙
夜
于
宗
。

（
隹
五
月
初
吉
、
王
、

京
に
在
り
。
大

に
漁
す
。
王
、
老
の
曆

い
さ
を
しを

𦹋あ
ら

は
し
、

魚
百
を
賜
ふ
。
老
拜
し
て
稽
首
し
、
王
の
休
に
皇
揚
し
て
、
用
て
祖
乙
の

彝
を

作
る
。
其
れ
萬
年
ま
で
用
て
宗そ

う

に
夙
し
ゆ
く

夜や

せ
よ
）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
五
月
の
第
一
週
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
大

に
て
「
漁
」
の
祭
儀
を
行
な
わ
れ
た
。
王
は
、
祭
儀
に
奉
仕
し
た
老
〔
私
〕
を
稱

揚
さ
れ
、
魚
を
百
匹
賜
與
さ
れ
た
。
老
〔
私
〕
は
儀
禮
作
法
に
從
っ
て
額
ず
き
拜

受
し
た
。
そ
し
て
王
か
ら
の
賜
物
に
應
え
て
、
わ
が
祖
父
乙
の
祭
器
を
作
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
て
こ
の
祭
器
を
用
い
て
末
永
く
永
遠
に
、
わ
が
御
靈
屋
で
祭
祀
儀
禮

を
お
こ
な
お
う
ぞ
。

【
考
釋
】京

の
大

で
行
な
わ
れ
「
漁
」
の
祭
儀
に
殷
系
氏
族
の
老
が
よ
く
働
い
た
こ

と
を
顯
彰
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
祭
器
で
あ
る
。
賜
物
が
魚
百
尾
と

記
さ
れ
る
例
は
珍
し
い
。《
井
鼎
》
で
は
數
を
記
し
て
い
な
い
。「
祖
乙
」
の
祭
器

を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
老
が
殷
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
老
は
殷
系
氏
族

2
、

京
の
大

で
行
な
わ
れ
た
「
漁
」
の
祭
儀
に
殷
系
氏
族
の
老
が
奉
仕
し

た
。

〔
小
臣
静
の
三
器
。
大
池
で
行
な
わ
れ
た
競
射
に
関
す
る
も
の
〕

⑪
靜
　

集
成
５
４
０
８　
﹇
通
釈
八
四
ａ
﹈　

穆
王
期　

殷
系
氏
族

隹
四
月
初
吉
丙
寅
、
王
才

京
、
王
易
靜
弓
、
靜
拜
𩒨
首
、
敢
對
医
王
休
、
用

乍
宗
彝
、
其
子
々
孫
々
永
寶
用
、

（
隹
四
月
初
吉
丙
寅
、
王
、

京
に
在
り
。
王
、
靜
に
弓
を
賜
ふ
。
靜
、
拜
し
て

稽
首
し
、
敢
て
王
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
宗そ

う

彝い

を
作
る
。
其
れ
子
々
孫
々
永
く

寶
用
せ
よ
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
四
月
の
第
一
週
丙
寅
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら

れ
て
、
靜
〔
私
〕
に
弓
を
賜
與
さ
れ
た
。
靜
〔
私
〕
は
儀
禮
作
法
に
從
い
額
ず
い

て
拜
受
し
た
。
王
の
賜
物
に
嚴
肅
に
應
え
、記
念
の
宗
彝
器
を
作
っ
た
。
子
々
孫
々

よ
こ
の
祭
器
を
用
い
て
末
永
く
わ
れ
ら
が
一
族
の
祖
祭
を
行
な
え
。

【
考
釋
】京

で
王
が
靜
に
弓
を
與
え
た
の
が
四
月
初
吉
丙
寅
と
い
う
の
は
、⑫
《
靜

》

に
記
さ
れ
た
六
月
の
初
吉
に
小
臣
靜
が

京
の
學
宮
の
射
の
指
導
者
に
任
ぜ
ら
れ

る
二
ヶ
月
前
の
こ
と
な
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
八
月
に
は
競
射
が
行
な
わ
れ
て
い

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
弓
を
與
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
箇

條
書
き
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

四
月
に

京
で
弓
を
賜
與
し
た
。《
靜

》

六
月
に

京
辟
雍
の
學
宮
で
射
の
指
導
者
に
任
命
さ
れ
た
。《
靜

》

八
月
に

京
辟
雍
の
大
池
で
競
射
が
行
な
わ
れ
た
。《
靜

》

こ
の
よ
う
に
竝
べ
て
み
る
と
時
系
列
と
し
て
は
こ
の
流
れ
が
自
然
に
見
え
る

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
同
じ
年
の
出
來
事
だ
と
前
提
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
翌
年



京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
（
上
）

一
六

の
四
月
で
な
い
と
斷
定
で
き
る
材
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
器
種
と
し

て
は

が
盛
酒
器
、

が
盛
食
器
で
あ
る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
小
臣
靜
は
殷
系
氏
族
。

⑫
靜
　

集
成
４
２
７
３　
﹇
通
釈
八
四
﹈　

穆
王
期　

殷
系
氏
族

隹
六
月
初
吉
、
王
才

京
、
丁
卯
、
王
令
靜
𤔲
射
學
宮
、
小
子

服

小
臣

夷
僕
、
學
射
、

𩁹
八
月
初
吉
庚
寅
、
王

吳

、
吕

、

邦
君
、
射
于
大
池
、
靜

學
無

、
王
易
靜

剶
、

靜
敢
拜
𩒨
首
、
對
医
天
子
不
顯
休
、
用
乍
文
母
外

、
子
々
孫
々
其
萬
年

用（
隹
六
月
初
吉
、
王
、

京
に
在
り
。
丁
卯
、
王
、
靜
に
令
し
て
、
射
を
學
宮
に

𤔲つ
か
さ
どら
し
む
。
小
子
と
服
と
、
小
臣
と
夷
僕
と
、
射
を
學な
ら

ふ
。

𩁹こ
こ

に
八
月
初
吉
庚
寅
、王
、吳ご

垂す
い・

吕き
よ
が
う

を
以ひ
き

ゐ
て
、豳ひ
ん
じ
や
うの
師
邦
君
と
く
わ
い

し
、

大
池
に
射
る
。
靜
、
學を

し

へ
て
や
ぶ

る
こ
と
無
し
。
王
、
靜
に
へ
い

剶て
い

を
賜
ふ
。

靜
、
敢
て
拜
し
て
稽
首
し
、
天
子
の
丕ひ

顯け
ん

な
る
休
に
對
揚
し
、
用
て
文
母
外

の

を
作
る
。
子
々
孫
々
、
其
れ
萬
年
ま
で
用
ひ
よ
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
六
月
の
第
一
週
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
丁

卯
の
日
、
王
は
靜
〔
私
〕
に
學
宮
で
の
射
の
指
導
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
相
手
は

小
子
・
服
・
小
臣
・
夷
僕
（
何
れ
も
殷
系
氏
族
）
で
あ
る
。

さ
て
競
射
當
日
の
次
第
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
八
月
第
一
週
の
庚
寅
の
日
、

王
が
、
吳
垂
と
吕

を
引
き
連
れ
て
、
豳

の
師
邦
君
を
相
手
に
大
池
で
の
競
射

を
催
さ
れ
た
。
そ
の
時
靜
〔
私
〕
は
競
射
の
進
行
を
仰
せ
つ
か
り
大
過
な
く
終
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
と
を
稱
揚
し
て
王
は
靜
〔
私
〕
に
玉
の

へ
い

剶て
い

を
賜
與

さ
れ
た
。

靜
は
儀
禮
作
法
に
從
っ
て
深
く
頭
を
垂
れ
、
天
の
御
子
か
ら
あ
り
が
た
く
も

神
々
し
い
賜
物
を
頂
い
た
。
そ
の
賜
物
に
應
え
て
、
亡
母
外

を
記
念
す
る
祭
器

を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
子
々
孫
々
よ
、
萬
年
の
永
き
に
い
た
る
ま
で
末
永
く
こ
の

祭
器
を
用
い
て
祖
祭
を
行
な
え
。

【
考
釋
】

八
月
の
第
一
週
庚
寅
の
日
に

京
辟
雍
の
大
池
で
競
射
が
行
な
わ
れ
る
の
だ

が
、
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
二
ヶ
月
の
六
月
第
一
週
丁
卯
の
日
に
、
小
臣
靜
が

京

の
學
宮
の
射
の
指
導
者
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
指
導
を
受
け
る
の
は
小
子
と
服
と
小
臣

と
夷
僕
と
で
あ
っ
た
。
名
前
を
具
體
的
に
記
さ
れ
な
い
が
、
小
子
と
小
臣
と
は
殷

で
は
王
子
・
王
孫
系
統
の
高
い
身
分
に
あ
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。

競
射
當
日
の
八
月
第
一
週
庚
寅
の
日
、
王
は
、
吳
垂
と
吕

を
引
き
連
れ
て
、

豳

の
師
邦
君
と
の
競
射
を
催
し
た
。
場
所
は

京
辟
雍
の
大
池
で
あ
っ
た
。
王

が
引
き
連
れ
た
吳
垂
と
吕

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
毛
父
（
周
公
一
族
）
を
左
右
か
ら

輔
佐
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
經
緯
の
あ
る
吳
と
吕
の
家
筋
の
者
で
、
當
人
た
ち
自

身
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
周
公
一
族
の
毛
公
の
家
と
關
係

の
深
い
者
た
ち
と
見
ら
れ
る
。
一
方
豳

の
師
邦
君
の
豳
と
は
周
の
故
地
の
こ
と

で
、
軍
事
に
攜
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
兩
者
の
競
射
は
大
變
盛
り
上
が
っ
た

よ
う
で
、
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
。
競
射
の
進
行
を
掌
っ
た
靜
も
安
堵
し
た
で
あ
ろ

う
。
王
は
靜
の
功
を
稱
揚
し
玉
の

剶
を
賜
與
し
た
。
靜
は
天
の
御
子
た
る
王
の
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丕
顯
な
る
賜
物
に
應
え
て
、
亡
母
外

を
記
念
す
る
祭
器
を
作
っ
た
と
い
う
次
第

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
靜
（
小
臣
）
は
殷
系
氏
族
。

2
、
周
王
の
主
宰
す
る
辟
雍
大
池
で
の
競
射
に
お
い
て
、
小
臣
靜
は
進
行
役
と

い
う
大
任
を
果
し
た
。

⑬
小
臣
靜
　

近
出
二
５
４
７　
﹇
通
釈
八
四
ｂ
﹈　

殷
系
氏
族

隹
十
又
三
月
、
王
客

京
、
小
臣
靜
卽
事
、
王
易
貝
五
十
朋
、
医
天
子
休
、
用

乍
父
丁
寶

彝
、

（
隹
十
又
三
月
、
王
、

京
に
格い

た

る
。
小
臣
靜
、
事
〔
使
〕
に
卽つ

く
。
王
、
貝

五
十
朋
を
賜
ふ
。
天
子
の
休
に
揚
へ
て
、
用
て
父
丁
の
寶

彝
を
作
る
）

【
訳
読
】

そ
れ
は
十
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
に
赴
か
れ
た
。
そ
の

京
で
、

殷
以
来
の
身
分
で
あ
る
小
臣
の
静
〔
私
〕
は
祭
事
の
こ
と
を
掌
っ
た
。
そ
の
時
王

は
五
十
朋
も
の
貝
を
賜
与
さ
れ
た
。王
す
な
わ
ち
天
の
御
子
か
ら
の
賜
物
に
応
え
、

亡
父
を
記
念
す
る
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
釋
】

「
事
」
字
は
「
使
」
字
で
も
あ
り
、
本
來
の
用
例
か
ら
す
る
と
む
し
ろ
「
使
」

と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、「
卽
事
」
と
「
卽
使
」
の
何
れ
に
し
て
も
他

に
例
の
な
い
語
で
限
定
し
に
く
い
と
こ
ろ
。
こ
こ
で
は
一
應
「
卽
事
」
と
捉
え
て

お
い
た
。
何
ら
か
の
祭
事
を
掌
っ
た
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
⑫
靜

の
銘
文
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
靜
は
射
の
指
導
者
と
し
て
任
命
さ

れ
て
お
り
、
競
射
と
い
う
重
要
な
祭
事
を
掌
っ
た
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で

も
競
射
と
い
う
祭
事
を
掌
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
十
朋
も
の
貝
を
賜
與
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
任
務
が
非
常
に
重
要
な
も
の
と
見
な
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
に
貝
百
朋
と
い
う
例
が
《
伯
姜
鼎
》
に
見
え
る
の
が

數
と
し
て
は
最
大
で
あ
る
。《
伯
姜
鼎
》
の
場
合
に
は
、
辟
雍
の

宮
で
の
祭
儀

に
お
い
て
伯
姜
が
よ
く
奉
仕
し
た
こ
と
に
對
し
て
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
貝

を
賜
與
さ
れ
る
數
と
し
て
は
そ
れ
に
次
ぐ
多
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
「
卽
使
」
と
捉
え
た
場
合
に
は
、「
使
」
は
使
者
と
し
て
何
れ
か
の
地
に

赴
き
、
王
の
代
理
で
王
言
を
傳
え
る
と
い
う
任
務
を
掌
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
銘
文
に
は
ど
こ
に
赴
く
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
貝
百
朋
と
い
う
類
例
の

な
い
數
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
金
文

の
場
合
、
詳
細
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
赴
く
先
が
省
略
さ
れ
た
可
能
性
も

否
定
し
き
れ
な
い
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
小
臣
靜
は
殷
系
氏
族
。

2
、
こ
の
時
代
は
十
三
月
と
い
う
閏
月
が
あ
っ
た
。
特
に
珍
し
い
わ
け
で
は
な

い
が
一
應
記
し
て
お
く
。

【
小
臣
靜
の
三
器
か
ら
分
か
る
こ
と
】

殷
代
で
は
身
分
の
高
か
っ
た
小
臣
と
い
う
呼
稱
を
も
つ
靜
が
、

京
の
學
宮
の

射
の
指
導
者
に
任
命
さ
れ
、
競
射
と
い
う
重
要
な
祭
儀
を
掌
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
殷
系
氏
族
が
西
周
王
朝
の
中
で
そ
の
よ
う
な
重
要
な
任
務
に
卽
い
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
が

京
と
い
う
場
所
で
の
祭
儀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。



京
辟
雍
儀
禮
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と
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的
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上
）

一
八

〔
昭
王
の
祭
祀
〕

⑭
鮮
盤
（

）　

集
成
１
０
１
６
６　

殷
系
氏
族

隹
王
卅
又
四
祀
、
唯
五
月
旣
望
戊
午
、
王
才

京
、
啻
于

王
。
鮮
𦹋
曆
。
珂

（

）
王

。
珂
（

）
玉
三
品
。
貝
廿
朋
。
對
王
休
。
用
乍
子
孫
其
永
寶
。

（
隹こ

れ

王
の
卅
又
四
祀
、
唯こ
れ

五
月
旣
望
戊
午
、
王
、

京
に
在
り
。
卲
王
に
禘て
い

す
。

鮮
𦹋べ
つ

曆れ
き

せ
ら
る
。（
休
は
）

王

・

玉
三
品
・
貝
廿
朋
な
り
。
王
の
休
に
對

へ
て
、
用
て
作
る
。
子
孫
を
其
れ
永
く
寶
と
せ
よ
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
王
の
三
十
四
祀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
五
月
の
第
三
週
戊

午
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
今
は
亡
き
昭
王
の
祭
祀

を
行
な
わ
れ
た
。
鮮
〔
私
〕
は
祭
儀
に
お
い
て
功
あ
っ
た
と
し
て
稱
揚
さ
れ
た
。

賜
物
は

王

・

玉
三
品
・
貝
廿
朋
で
あ
っ
た
。
王
か
ら
頂
い
た
賜
物
に
應
え

て
（
こ
の
祭
器
を
）
作
っ
た
の
で
あ
る
。
子
孫
は
末
永
く
こ
れ
を
祭
器
と
し
て
祖

祭
を
行
な
え
。

【
考
釋
】

王
の
三
十
四
祀
と
い
う
紀
年
形
式
は
殷
式
で
あ
る
。
作
器
者
の
鮮
が
殷
系
氏
族

で
あ
る
こ
と
の
徵
標
で
あ
る
。
た
だ
殷
の
紀
年
の
場
合
は
末
尾
に
記
さ
れ
、
西
周

の
場
合
は
冒
頭
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
意
味
で
は
周
的
で
も
あ
る
。
ま

た
も
う
一
點
、
こ
れ
も
珍
し
い
修
辭
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
「
隹
」
と
い
う
文
頭
詞

（
發
語
詞
）
が
用
い
ら
れ
年
號
が
述
べ
ら
れ
た
直
ぐ
後
に
、
ま
た
改
め
て
「
唯
五

月
旣
望
戊
午
」
と
述
べ
る
。
發
語
詞
が
入
る
と
文
節
が
切
ら
れ
改
め
て
言
を
起
こ

す
の
で
、
嚴
肅
で
重
々
し
い
感
じ
が
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
は
亡
き
昭

王
の
祭
祀
を
行
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
は
白
川
靜
の
說
で
あ
る
「
卜

辭
で
は
上
帝
や
祖
先
神
、ま
た
金
文
で
は
直
系
の
先
王
を
祀
る
と
き
に
禘
と
い
う
」

（『
字
通
』）
に
依
っ
た
。
こ
の
靑
銅
器
が
穆
王
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り

す
る
。
他
に
も
「
易
○
○
」
と
い
う
修
辭
が
な
い
こ
と
や
「
用
作
」
と
だ
け
記
し

て
、
祖
考
の
祭
器
で
あ
る
こ
と
を
記
さ
な
い
な
ど
、
簡
略
で
省
略
の
多
い
文
で
あ

る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
鮮
は
殷
系
氏
族
。

2
、

京
で
昭
王
の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
。
殷
系
氏
族
の
鮮
は
そ
の
祭
祀
に
お

い
て
助
祭
し
た
。

3
、
殷
の
紀
年
形
式
を
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
こ
と
や
、「
隹
」
と
「
唯
」
を
連

続
的
に
用
い
る
な
ど
異
例
の
修
辞
が
見
ら
れ
る
。

〔

宮
で
行
な
わ
れ
た
祭
儀
〕

⑮
伯
姜
鼎　

集
成
２
７
９
１　

殷
系
氏
族

隹
正
月
旣
生
覇
庚
申
、
王
才

京

宮
、
天
子

白
姜
、
易
貝
百
朋
、
白
姜

對
医
天
子
休
、
用
乍
寶

彝
、
用
夙
夜
明

于
卲
白
日
庚
、
天
子
萬
年
、
世
孫
々

子
々
受
厥
屯
魯
、
白
姜
日
受
天
子
魯
休

（
隹
正
月
旣
生
覇
庚
申
、
王
、

京
の

し
ふ

宮き
ゆ
うに
在
り
、
天
子
、
伯
姜
に

し
て
、

貝
百
朋
を
賜
ふ
。、
伯
姜
、
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。
用

て
夙
夜
し
て
卲せ

う

伯は
く

日
庚
に
明め
い

享き
や
うす
。
天
子
の
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
世
孫
々
子
々
、

厥
の
純じ
ゆ
ん
ろ魯
を
受
け
、
伯
姜
日
に
天
子
の
魯
休
を
受
け
む
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
正
月
第
二
週
の
庚
申
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
は

京
の

宮
に
あ
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ら
せ
ら
れ
た
。
王
は
天
の
御
子
と
し
て
、

宮
で
の
祭
儀
に
奉
仕
し
た
伯
姜
を
稱

揚
し
、
貝
百
朋
を
賜
與
さ
れ
た
。
伯
姜
は
天
子
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
祭
器
を
用
い
て
祭
儀
を
行
な
い
、
わ
が
祖
先
の
卲
伯
日
庚
を
偲

ぶ
の
で
あ
る
。
天
の
御
子
が
萬
年
に
至
る
ま
で
健
や
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。
世
々
代
々
、
孫
も
子
も
、
天
子
さ
ま
の
大
い
な
る
福
を
授
け

ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
伯
姜
は
日
々
天
子
の
大
い
な
る
惠
み
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

【
考
釋
】

正
月
の
第
二
週
庚
申
の
日
に

京
の

宮
で
伯
姜
に
對
す
る
表
彰
式
が
あ
っ

た
。
王
が

宮
と
い
う
宮
廟
に
あ
り
、
そ
の
後
の
表
彰
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

宮
で
の
祭
儀
に
お
い
て
伯
姜
が
よ
く
奉
仕
し
た
と
い
う
表
彰
で
あ
ろ
う
。
伯
姜

は
卲
伯
日
庚
と
い
う
名
の
祖
先
を
も
つ
殷
系
氏
族
で
あ
る
。
卲
伯
の
名
を
も
つ
者

に
は
他
に
召
公
奭
の
祖
考
で
あ
る
卲
伯
父
辛
が
あ
り
、
そ
の
緣
戚
の
者
で
あ
る
可

能
性
が
あ
る
。
殷
系
氏
族
へ
の
賜
物
の
最
た
る
も
の
は
貝
で
あ
る
が
、
そ
の
伯
姜

へ
の
賜
物
が
貝
百
朋
と
い
う
の
は
比
類
の
な
い
大
き
な
數
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
西
周
王
朝
の
草
創
期
に
大
き
く
貢
獻
し
た
召
公
の
家
に
比

定
で
き
る
條
件
を
十
分
具
え
て
い
る
。「
天
子
萬
年
」
と
い
う
珍
し
い
表
現
。
周

王
の
長
壽
を
祈
る
言
葉
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
天
の
御
子
と
し
て
の
王
の
御
代
す

な
わ
ち
天
子
の
力
に
よ
る
秩
序
が
永
遠
に
續
く
こ
と
を
祈
る
言
葉
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
伯
姜
の
言
葉
は
祖
祭
が
行
な
れ
る
度
に
唱
え
ら
れ
子
々
孫
々
に
い
た
る

ま
で
受
け
繼
が
れ
る
の
で
あ
る
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
伯
姜
は
殷
系
氏
族
。

2
、

京
の

宮
で
行
な
わ
れ
た
周
王
主
宰
の
祭
儀
に
お
い
て
殷
系
氏
族
の
伯

姜
が
よ
く
奉
仕
し
た
。

⑯
史
懋
壺　

集
成
９
７
１
４　
﹇
通
釈
一
一
七
﹈　

共
王
期　

殷
系
氏
族

隹
八
月
旣
死
覇
戊
寅
、
王
才

京

宮
、

令
史
懋
路
𥰰
、
咸
、
王
乎
伊
白
、

易
懋
貝
、
懋
拜
𩒨
首
、
對
王
休
、
用
乍
父
丁
寶
壺

（
隹
八
月
旣
死
覇
戊
寅
、王
、
京
の

し
ふ

宮き
ゆ
うに
在
り
。
親
し
く
史し

懋ば
う

に
路ろ

筮ぜ
い

を
令
す
。

咸を
は

る
。
王
、
伊
白
を
呼
び
、
懋
に
貝
を
賜
は
し
む
。
懋
、
拜
し
て
稽
首
し
、
王
の

休た
ま
も
のに
對こ
た

へ
て
、
用
て
父
丁
の
寶
壺
を
作
る
。）

【
譯
讀
】

そ
れ
は
八
月
第
四
週
の
戊
寅
の
日
で
あ
っ
た
。
王
は

京
の

宮
に
あ
ら
せ
ら

れ
、
王
自
ら
史
懋
〔
私
〕
に
路
筮
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
路
𥰰
を
つ
つ
が
な
く

終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
王
は
伊
伯
を
呼
び（
伊
伯
を
介
し
て
）

懋
〔
私
〕
に
貝
を
賜
與
さ
れ
た
。
懋
〔
私
〕
は
儀
禮
作
法
に
從
っ
て
額
ず
き
拜
受

し
た
。
そ
し
て
王
の
賜
物
に
應
え
て
、
亡
父
丁
の
寶
壺
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
釈
】

八
月
旣
死
覇
戊
寅
の
日
。
王
は

京
の

宮
に
あ
っ
て
、
自
ら
殷
系
氏
族
の
史

懋
に
路
筮
（
占
卜
の
一
種
）
を
命
ぜ
ら
れ
、
路
𥰰
を
恙
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

次
い
で
王
は
伊
伯
を
呼
び
（
伊
伯
を
介
し
て
）
懋
〔
私
〕
に
貝
を
賜
與
し
た
。

史
懋
は
王
の
賜
物
に
應
え
て
、
亡
父
丁
を
記
念
す
る
祭
器
を
作
っ
た
と
い
う
次
第

で
あ
る
。

先
ず
注
目
す
べ
き
點
は
、
こ
こ
で
も
王
自
ら
史
懋
に
命
令
を
發
し
た
り
、
あ
る

い
は
伊
伯
を
呼
ん
だ
り
し
て
直
接
關
わ
っ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
辟
雍
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二
〇

儀
禮
に
は
王
が
直
接
關
わ
る
こ
と
が
多
い
と
解
釋
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

宮
で
行
な
わ
れ
た
占
卜
の
一
種
で
あ
る
路
筮
に
つ
い
て
は
、
白
川
靜
『
金
文

通
釋
』（
第
二
一
輯　

四
八
九
頁
）
に
興
味
深
い
考
證
が
あ
る
の
で
參
考
に
供
し

て
お
く
。『
左
傳
』
や
『
國
語
』
に
み
え
る
占
卜
を
「
史
」
が
擔
掌
し
て
い
た
と

い
う
點
が
私
に
と
っ
て
は
特
に
興
味
深
い
。
そ
れ
は
、
王
命
を
傳
え
る
仕
事
と
し

て
の
「
史
」
が
占
卜
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
わ
け
で
あ
り
、
そ

れ
が
わ
が
國
の
古
代
に
お
い
て
、
王
と
臣
下
と
の
閒
に
介
在
す
る
中
臣
が
も
と
は

占
卜
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
傳
承
と
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
テ
ー

マ
と
は
直
接
關
係
は
な
い
が
、「
史
」
の
本
義
を
考
え
る
時
の
一
つ
の
材
料
に
な

る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
歷
史
の
記
錄
官
と
い
う
ほ

ど
の
任
務
に
つ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
捉
え
方
を
裏
付
け
る
資
料
に
も

な
る
か
ら
で
あ
る
。

京
は
周
の
神
都
と
し
て
、
そ
こ
に
明
堂
辟
雍
が
あ
り
、
神
事
的
な
古
儀

を
行
な
う
諸
宮
が
あ
っ
た
。蠶
室
は
後
に
死
罪
繋
囚
の
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
が
、

本
來
は
神
衣
を
織
る
織
女
を
隔
離
す
る
齋
服
殿
で
あ
り
、
本
器
に
い
う
益
宮

は
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
祭
義
に
よ
る
と
、
蠶
室
の
こ
と

が
開
始
さ
れ
る
際
、
天
子
自
ら
皮
弁
素
積
し
て
涖
み
、
三
宮
の
婦
人
・
世
婦

の
吉
者
を
卜
し
た
と
い
う
。
卜
と
筮
と
は
關
聯
す
る
も
の
で
、
周
禮
占
人
は

占
龜
の
こ
と
を
掌
る
も
の
で
あ
る
が
、「
以
八
筮
占
八
頌
」
と
あ
り
、
筮
人

に
も
「
凡
國
之
大
事
、
先
筮
而
後
卜
、
上
春
相
筮
、
凡
國
事
共
筮
」
と
み
え

て
い
る
。
卜
筮
は
古
く
史
が
こ
れ
を
掌
り
、
左
傳
・
國
語
に
み
え
る
占
卜
は

多
く
史
の
行
な
う
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
史
官
執
筮
は
そ
の
本
來
の
職
事
で
あ

る
。以

上
に
よ
つ
て
考
え
る
と
、
益
宮
は
お
そ
ら
く
後
の
蠶
室
に
あ
た
る
齋
服

殿
で
あ
り
、
水
涯
の
地
に
設
け
ら
れ
、
神
事
に
用
い
る
養
蠶
職
衣
の
こ
と
を

行
な
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
器
銘
で
は
、王
が
親
し
く
そ
の
宮
に
涖
み
、

史
懋
を
し
て
路
筮
せ
し
め
、
蠶
室
に
奉
仕
す
べ
き
織
女
、
あ
る
い
は
祭
祀
に

奉
仕
す
べ
き
夫
人
・
世
婦
を
占
筮
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
懋
は
史
官
と
し

て
そ
の
職
事
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
古
儀
に
奉
仕
し
、
無
事
に
そ
の

任
を
終
え
、
か
く
て
下
文
に
い
う
賜
貝
を
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
以
上

の
よ
う
に
解
し
う
る
な
ら
ば
、
祭
義
に
い
う
蠶
室
儀
禮
の
古
儀
を
傳
え
る
、

貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

【
特
記
事
項
】

1
、
作
器
者
の
史
懋
は
殷
系
氏
族
。

2
、
王
の
主
宰
す
る

京

宮
に
お
け
る
祭
儀
に
お
い
て
、
殷
系
氏
族
の
史
懋

が
重
要
な
役
を
果
し
た
。

⑰
伯
唐
父
鼎　

近
出
３
５
６　

西
周
前
・
中
期　
　

陝
西
省
長
安
縣
張
家
坡
Ｍ

１
８
３
：
５

拓
本
で
は
缺
損
し
た
文
字
が
多
い
た
め
採
用
を
躊
躇
す
る
が
、「
伯
唐
父
鼎
・

孟
員
鼎
・

銘
文
釋
文
」
の
著
者
（
張
政

氏
）
は
靑
銅
器
の
實
物
を
見
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ま
り
迷
う
こ
と
な
く
釋
文
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
興
味

深
い
内
容
な
の
で
一
應

京
關
係
銘
文
と
し
て
讀
ん
で
お
く（
14
）。

乙
卯
、
王

京
、
王
𠦪
辟
舟
、
臨
舟
龍
、
咸
𠦪
。
白
唐
父
告
備
。
王
各
、
乘
辟

舟
、
臨
𠦪
白
旂
、
用
射
絼
・
𠩺
虎
・
貉
・
白
鹿
・
白
狼
于
辟
池
、
咸
𠦪
。
王
蔑
曆
、



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

二
一

易
矩
鬯
一

・
貝
廿
朋
。
對
揚
王
休
、
乍
安
公
寶

彝
。

（
乙
卯
、
王
、

京
に
え
ん

す
。
王
、
辟へ
き

舟し
う

に
𠦪い
の

る
。
舟
龍
に
臨の
ぞ

む
。
咸
こ
と
ご
とく

𠦪
る
。

伯
唐
父
、
備そ
な

は
れ
る
を
告
ぐ
。
王
、
格い
た

り
て
辟
舟
に
乘
る
。
臨
み
て
白は
く

旂き

に
𠦪
る
。

用
て
絼
・
釐
虎
・
貉
・
白
鹿
・
白
狼
を
辟
池
に
射
る
。
咸
く
𠦪
る
。
王
、
蔑
曆
し
、

矩き
よ

鬯ち
や
う

一
・
貝
廿
朋
を
賜
ふ
。
王
の
休
に
對
揚
し
て
、
安
公
の
寶

彝
を
作
る
。）

【
譯
讀
】

乙
卯
の
日
、王
は

京
で

の
祭
祀
を
催
し
た
。
王
は
辟
舟
に
乘
る
に
當
っ
て
、

（
辟
雍
に
お
け
る
）
射
儀
を
つ
つ
が
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
祈
っ
た
。

ま
た
そ
の
舟
の
龍
が
降
臨
す
る
姿
（
目
の
前
に
現
わ
れ
る
姿
）
に
祈
り
を
捧
げ
た
。

射
儀
の
全
て
の
前
祭
を
終
え
た
。
伯
唐
父
も
（
辟
池
で
行
な
う
）
射
儀
の
準
備
が

で
き
た
こ
と
を
王
に
告
げ
た
。
王
は
辟
雍
の
辟
池
に
赴
き
辟
舟
に
乘
り
、（
殷
系

氏
族
の
）
舟
に
立
て
ら
れ
た
白
い
旗
を
仰
ぎ
見
て
、
殷
系
氏
族
の
射
儀
も
首
尾
よ

く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
と
（
そ
の
樣
子
を
目
の
前
に
浮
か
べ
つ
つ
）
祈
り
を
捧
げ

た
。
こ
う
し
て
辟
池
で
の
射
儀
が
始
ま
り
、
絼
・
釐
虎
・
貉
・
白
鹿
・
白
狼
な
ど

多
く
の
獲
物
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
豫
定
さ
れ
た
全
て
の

祭
儀
を
つ
つ
が
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
王
は
、
祭
儀
の
責
任
者

と
し
て
重
責
を
果
し
た
伯
唐
父
を
顯
彰
し
、秬
鬯
一

と
貝
二
十
朋
を
賜
與
し
た
。

王
か
ら
の
賜
物
に
應
え
て
、
祖
考
の
安
公
の
祭
器
を
作
り
、
記
念
と
し
た
の
で
あ

る
。

【
考
釋
】

字
形
を
確
認
で
き
な
い
文
字
が
多
い
が
、「
近
出
」
や
張
政

氏
の
釋
文
に
從

い
暫
定
的
な
解
釋
と
し
て
記
し
て
お
く
。
文
章
の
特
徵
と
し
て
は
「
𠦪
」
が
多
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
𠦪
」
は
卜
辭
で
は
「
𠦪
年
」
や
「
𠦪
雨
」
の

よ
う
に
自
然
の
惠
み
を
祈
る
の
意
に
用
い
ら
れ
、
金
文
で
も
「
用
𠦪
壽
、
匄
永
福
」

「
用
𠦪
壽
、
匄
永
令（
15
）」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
や
は
り
吉
事
の
か
な
わ
ん
こ
と
を

祈
る
意
味
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
日
本
の
豫
祝
と
い
う
語
の
用
法
に
近
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
祭
儀
が
つ
つ
が
な
く
終
え
ら
れ
る
よ
う
祈
る
意
味
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
祭
儀
の
一
節
毎
に
繰
り
返
さ
れ
る
用
例
は
珍
し

く
、
祭
儀
の
重
々
し
さ
が
傳
わ
っ
て
く
る
が
、
本
來
の
姿
を
傳
え
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
。舟
の
龍
の
件
な
ど
私
の
想
像
を
加
え
た
も
の
だ
が
、も
し
も
本
當
に「
龍
」

字
な
ら
ば
さ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う
な
氣
が
す
る
。
辟
雍
に
は
樣
々
な
池
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
辟
池
が
大
池
と
は
別
の
池
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
も
考
え
て
み
る
の
だ
が
、
今
は
表
記
通
り
に
受
け
と
め
て
お
く
。

「
白
旂
」
を
殷
系
氏
族
の
舟
に
立
て
た
旗
と
見
た
の
は
、
③
《
麥
方
尊
》
に
周

の
「
赤
旂
舟
」
が
見
え
て
い
た
か
ら
で
、
周
人
が
赤
を
貴
び
、
殷
人
が
白
を
貴
ぶ

と
い
う
文
化
的
な
差
異
が
意
識
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
と
讀
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
文

章
に
直
接
現
わ
れ
な
い
殷
人
た
ち
の
姿
が
そ
こ
に
見
え
て
く
る
。
こ
こ
に
も
周
人

と
殷
人
と
が
祭
儀
の
場
に
共
在
し
て
い
る
樣
子
が
讀
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

獲
物
の
名
前
に
つ
い
て
は
釋
文
者
の
表
記
に
從
っ
た
ま
で
で
、
詳
細
不
明
と
し

て
お
き
た
い
。

作
器
者
の
こ
と
に
移
る
。
王
か
ら
顯
彰
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
文
に
も
、
王
の
賜

物
に
應
え
る
文
に
も
、
人
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
例
外
的
な
文
な
の
で
、
作
器
者

を
特
定
し
に
く
い
が
、「
白
唐
父
告
備
」
か
ら
、
伯
唐
父
が
祭
儀
の
責
任
者
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
賜
物
が
秬
鬯
と
貝
で
あ
る
か
ら
作
器
者
の
伯
唐
父
は

殷
系
氏
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
じ
墓
か
ら
「
父
己
」
の
銘
を
も
つ
《
父

己
爵
》
も
出
土
し
て
お
り
、
墓
主
が
殷
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
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二
二

た
だ
こ
の
よ
う
な
斷
定
に
一
抹
の
不
安
が
過
ぎ
る
の
は
、《
伯
唐
父
鼎
》
の
出

土
し
た
の
が
張
家
坡
の
西
周
墓
地
の
Ｍ
一
八
三
と
呼
ば
れ
る
墓
で
あ
り
、
そ
れ
が

井
（
邢
）
叔
氏
一
族
の
墓
地
と
見
な
さ
れ
て
い
る
大
規
模
な
墓
地
の
中
に
位
置
し

て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
邢
叔
の
墓
に
も
か
な
り
近
い
位
置
に
あ
り
緣
戚
關
係

と
し
て
も
近
い
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
殷
系
氏
族
で
あ
り
な
が
ら
邢
叔
と

も
緣
戚
關
係
に
あ
っ
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
邢
叔
は

京
關
係
の

金
文
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
周
公
一
族
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
⑲
弭
叔

）。
隨
處
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
周
公
一
族
と
殷
系
氏
族
と
の
血
緣
關

係
を
こ
こ
で
も
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

靑
銅
器
の
斷
代
を
西
周
前
期
・
中
期
と
し
て
い
る
の
は
、
墓
葬
の
年
代
を
穆
王

前
期
頃
と
推
定
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の（
16
）。

【

京
關
係
銘
文
西
周
中
期
前
半
の
小
整
理
】

中
期
前
半
の

京
關
係
の
銘
文
か
ら
分
か
る
こ
と
は
次
の
三
點
で
あ
る
。

1  

、
⑨
《
井
鼎
》
を
除
い
て
、
作
器
者
は
全
て
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、
井
鼎

の
作
器
者
が
周
公
一
族
の
邢
公
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2
、

京
で
行
な
わ
れ
た
儀
禮

・
大
池
や
大

・

池
の
「
漁
」
の
祭
儀
（

・
老

・
井
鼎
）

・
大
池
・
辟
池
で
の
射
儀
（
小
臣
靜
の
三
器
・
伯
唐
父
鼎
）

・

宮
で
の
祭
儀
（
伯
姜
鼎
・
史
懋
壺
）

・
昭
王
の
祭
祀

3  

、
周
王
が
主
宰
し
た
す
べ
て
に
近
い
祭
儀
に
お
い
て
殷
系
氏
族
が
そ
れ
ぞ

れ
奉
仕
し
た
。

﹇
付
論
﹈

京
辟
雍
儀
禮
と
周
頌
儀
禮
詩
と
の
關
係
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る

京
辟
雍
儀
禮
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
こ
の
時
期
ま
で
で
あ
る
。
こ
の

後
、

京
の
果
し
て
い
た
役
割
は
鎬
京
に
移
り
、
鎬
京
で
は
儀
禮
詩
と
し
て
展
開

さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ま
で

京
で
實
際
に
繰
り
廣
げ
ら
れ
て
い
た
殷
人
と
周
人

と
が
共
在
す
る
儀
禮
の
樣
子
が
、
古
代
歌
謠
そ
の
も
の
と
な
っ
て
歌
わ
れ
る
段
階

に
入
る
の
で
あ
る
。
儀
禮
の
樣
は
簡
潔
な
詩
の
形
式
に
則
っ
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に

凝
縮
さ
れ
て
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
殷
系
氏
族
を

迎
え
入
れ
る
と
い
う
考
え
方
」
が
儀
禮
の
形
で
實
際
に
展
開
さ
れ
て
い
た
段
階
か

ら
、
一
歩
進
ん
で
詩
の
形
に
結
實
し
、
廟
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
段
階
に
入
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
進
ん
で
來
る
と
、
殷
系
氏
族
が
西
周
王
朝
の
中
に
定

着
す
る
段
階
に
入
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
が
以
前
「
殷
系
の

氏
族
た
ち
が
周
王
朝
に
參
畫
す
る
こ
と
を
論
理
化
し
た
」
と
書
い
た
の
は
こ
の
よ

う
な
意
味
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

【
註
】

（
1
）
古
く
は
、
王
國
維
「
周

京
考
」、
唐
蘭
「

京
新
考
」
な
ど
が
あ
り
、
比
較
的
近

年
で
は
盧
連
成
「
西
周
金
文
所
見

京
及
相
關
都
邑
討
論
」
や
佐
藤
信
彌
「
西
周
期
に

お
け
る

京
の
位
相
」（
後
に
『
西
周
期
に
お
け
る
祭
祀
儀
禮
の
硏
究
』
朋
友
書
店
刊

に
收
錄
）
が
あ
る
が
、
讀
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
金
文
の
讀
み
方
と
問

題
意
識
が
あ
ま
り
に
も
違
う
た
め
言
及
の
し
よ
う
が
な
か
っ
た
。

京
辟
雍
儀
禮
を
正

面
切
っ
て
論
じ
る
こ
と
自
體
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
先
ず
は
白
川
靜
の
『
金
文

通
釋
』
や
『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』
を
十
分
に
咀
嚼
し
た
上
で
、
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
し
か

深
め
よ
う
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
2
）「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」
第
七
號
「《
天
亡

》
私
考
」

（
二
〇
一
三
年
）、
同
八
號
「
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割
」（
二
〇
一
四
年
）、
同

九
・
十
號
「
西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
概
念
」
上
・
下
（
二
〇
一
六
年
、



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

二
三

二
〇
一
七
年
）、同
十
一
號
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
の
歷
史
的
意
味
」（
二
〇
一
八
年
）。

（
3
）『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』（
朋
友
書
店　

一
九
八
一
年
）
三
三
七
〜
三
六
三
頁
。『
白
川

靜
著
作
集
』
10 

詩
經
Ⅱ
（
平
凡
社 

二
〇
〇
〇
年
）
三
四
三
〜
三
六
八
頁
。

（
4
）「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」
第
七
號
（
二
〇
一
三
年
）
所

收
「《
天
亡

》
私
考
」
八
頁
。

（
5
）『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』は
前
掲
。『
詩
經
雅
頌
2
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫 

一
九
九
八
年
）。

『
金
文
通
釋
』（
白
鶴
美
術
館
）。

（
6
）
よ
り
大
規
模
な
編
鐘
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
時
期
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ

る
の
は
、
一
九
七
六
年
一
二
月
一
五
日
、
陝
西
省
扶
風
縣
法
門
公
社
莊
白
一
號
西
周
坑

で
出
土
し
た
《
𤼈
鐘
》
と
呼
ば
れ
る
編
鐘
の
う
ち
、
三
式
と
假
稱
さ
れ
る
六
件
一
組
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
懿
王
・
孝
王
期
頃
と
考
え
ら
れ
る
が
、
林
巳
奈
夫
氏
の
形
態
學

的
な
分
期
で
は
Ⅲ
A
（
後
期
前
半
）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、こ
こ
で
は
斷
定
を
避
け
た
。

た
だ
こ
れ
を
音
階
樂
器
と
し
て
使
え
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
7
）『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』
前
掲
。

（
8
）『
詩
經
硏
究
通
論
篇
』（
朋
友
書
店
版
）。
三
五
五
頁
。
著
作
集
10
詩
經
Ⅱ（
平
凡
社
版
）

三
六
〇
頁
。

（
9
）
高
島
敏
夫
『
西
周
王
朝
論
《
話
體
版
》』（
朋
友
書
店 

二
〇
一
七
年
）
第
十
四
章
「
五　

殷
の
祖
神
と
周
の
祖
神
と
の
習
合

│
周
頌
三
篇
「
振
鷺
」「
有
瞽
」「
有
客
」」

二
〇
四
頁
。

（
10
）
一
九
九
三
年
一
月
二
六
日
付
の
「
人
民
日
報
海
外
版
」
に
、「
千
古
懸
案
如
今
找
到

答
案
」（
千
古
の
懸
案
の
答
案
が
今
や
っ
と
見
つ
か
っ
た
）
と
し
て
、「
西
周
都
城
鎬
京
」

の
位
置
や
規
模
・
建
物
配
置
・
時
期
に
つ
い
て
簡
單
な
說
明
を
加
え
て
い
る
。
時
期
と

し
て
は
、「
從
出
土
陶
質
器
物
分
析
、
屬
西
周
中
期
偏
晩
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

懿
王
期
あ
た
り
に
比
定
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
白
川
が
、
詩
篇
と
金
文
の
讀
み
か

ら
析
出
し
た

都
の
時
期
が
、
考
古
學
に
よ
っ
て
立
證
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

（
11
）『
金
文
通
釋
』（
白
鶴
美
術
館
誌
）。
後
に
『
白
川
靜
著
作
集
別
卷
』（
平
凡
社
）。
本

稿
で
は
册
子
の
「
白
鶴
美
術
館
誌
」
に
依
っ
た
。

（
12
）「《
天
亡

》
私
考
」
前
掲
。

（
13
）

祀
は

日
の
こ
と
で
、「

は
祭
の
翌
日
に
行
わ
れ
る
あ
と
の
祭
の
こ
と
で
、
卜

辭
に
そ
の
名
が
み
え
る
。」（『
字
統
』）
と
い
う
白
川
說
に
從
え
ば
殷
の
祭
祀
の
一
つ
で

あ
る
。「
五
祀
周
祭
の
一
つ
」
で
も
あ
る

（
14
）
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
編
著
『
張
家
坡
西
周
墓
地
』（
中
國
大
百
科
全
書
出

版
社　

一
九
九
九
年
）。「
考
古
」（
一
九
八
九
年
第
六
期
）
所
收
の
中
國
社
會
科
學
院

考
古
硏
究
所
澧
西
發
掘
隊
「
長
安
張
家
坡 

M
一
八
三 

西
周
洞
室
墓
發
掘
簡
報
」。
同
前

所
收
の
張
政

「
伯
唐
父
鼎
・
孟
員
鼎
・

銘
文
釋
文
」
も
參
照
し
た
が
、
解
釋
は
私

見
に
よ
っ
た
。「
考
古
」（
一
九
九
〇
年
第
八
期
）
所
收
の
劉
桓
「
也
談
伯
唐
父
鼎
銘
文

的
釋
讀

│
兼
談
殷
代
祭
祀
的
一
個
問
題
」
に
も
興
味
深
い
考
察
が
あ
る
が
、
拙
論
と

直
接
關
係
が
な
い
の
で
こ
こ
で
は
觸
れ
な
い
で
お
く
。

（
15
）「
用
𠦪
壽
、
匄
永
福
」（
衞
鼎
）、「
用
𠦪
壽
、
匄
永
令
」（
杜
伯

）。

（
16
）
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
編
著
『
張
家
坡
西
周
墓
地
』（
中
國
大
百
科
全
書
出

版
社　

一
九
九
九
年
）
六
八
頁
。

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




