
タ

菟

支

.郡

的

と

日

本

的

嘱

場

保

洲

 

/

一

.

私

に
與

へ
ら
れ
た
課
題
は
、

「
支
那
よ
り
日
本

へ
」

と
云
ふ
問
題
-

興
暉
護
國
思
想

の
支
那
か
ら
日
本

へ
の
渡

來
攣
化
と
云
ふ
純
粋
歴
史
的
な
問
踵

で
あ

る
。
繹
宗
吏
に
幾
分
關
心
を
有
す
る
が
そ
の
知
識

に
乏
し

い
歴
史
家
な
ら

ざ
る
私
と
し
て
は
、
か

、
ち
課
題

に
封
し
て
は
、
完
全
ど
こ
ろ
か
不
完
全
な
答

さ

へ
も
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

そ
の
爲

に
、
右
の
如
き
表
題
の
下
で
、
私
の
知

つ
て
ゐ
る
範
園
内
で
暉
宗
更
上
の
史
實
を

で
き
る
だ
け
用
ひ
、
先
づ

支
那
的
な
興
灘
護
國
思
想

の
日
本
的
な

も
の

へ
の
轄
化

・
磯
展

に
就

て
、
次
に
こ
の
思
想

の
支
那
的
性
格
と

日
本
的

性
格
と

の
比
較

に
就

て
、
私
見
を
述

べ
て
責
を
果
す
こ
と

、
し
た
い
。

二

む

今

日
吾
々
が
理
解
し
て
ゐ
る

「
興
強
護
國
」

は
、
興
暉
帥
護
國

で
あ

つ
て
、
興
灘

の
爲
の
護
國
と
云
ふ
功
利
的
な

立
場
で
な
い
こ
と
は
勿
論
、
灘

の
興
立
に
甥
し
て
國
家

に
よ
つ
て
保
護
を
與

へ
ら
れ
そ
れ
に
封
す
る
報
恩
の
爲

の
も

の
で
さ

へ
も
な
い
と
信
す
る
。
興
灘
護
國
が
興
輝

の
爲
の
護
國
と
云
ふ
功
利
的
な
立
場

で
な
い
こ
と
に
就
て
は
何
人

支
那
的
と
日
本
的

(
一
)
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支
那
的
と
日
本
的

(
二
)

に
も
異
論

は
な

い
で
あ
ら
う
が
、
興
縄
護
國
が
右
の
如
き
意
味
で
の
報
恩
底
の
も

の
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
就
て
は

異
論

か
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
然

し
、
私
の
云
は
ん
と
す
る
所
は
、
報

恩
の
爲
の
興
灘
護
國
が
無
債
値

の
も
の
で
あ

る
と
云
ふ
意
味
で
は
勿
論
な
く
、
そ
れ
が
高
い
債
値
を
有
す
る
こ
と
を
認
め

る
の
で
あ
る
が
、
國
家
か
ら
の
蔵
興
立

の
爲

の
保
護
の
有
無

に
拘
ら
す
、
興
繹
帥
護
國
と
云
ふ
信
念
に
立

つ
て
進
む
こ
と

こ
そ
暉
者
の
最
も
高

い
立
場

で
あ

●

る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
か
ら
、
何
人
に
も
異
論
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ら
ラ
。
即
ち
、
興
灘
護
國
は
、
功
利
を
離

れ
條

件

に
か

～
は
ら
な

い
で
唯

一
筋

に
灘
を
興
立
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
國
家
を
衛
護
す
る
こ
と

に
な
る
と
云
ふ
立
場

で

あ

る
。
否
唯
軍
に
清
極
的
に
國
家
を
衛
護
す
る
に
と

ゴ
ま
ら
な
い
で
、
進
ん
で
積
極
的

に
そ
の
完
全
な
磯
達

に
資

し

ひ
い
て
は
そ
の
世
界

に
於
け
る
指
導
者
と
し
て
の
地
位

の
確
保

・
八
紘

一
宇

の
大
精
神

の
實
現
に
力
を
審
さ
う
と
す

れ
ば
、
偏

に
灘

の
興
隆

に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
云
ふ
理
念
及
び
そ
れ
に
基
く
實
践
、
こ
れ
が
興
灘
護
國
の
立
場
で

　

　

あ

る
。
簡
軍
に
云

へ
ば
、
暉

の
眞

の
興
隆
は
.即
ち
國
家

の
眞

の
登
展

に
外
な
ら
な
い
と
云
ふ
確
信
が
、
與
縄
護
國
の

立
場
で
あ

る
の
で
あ
る
。

・

榮
西
灘
師
は
、
そ
の

「
興
暉
護
國
論
」

に
於
て
、

「
何
故
ぞ
灘
宗
猫
り
鎭
護
國
家

の
法
た
る
や
」

と
云
ふ
非
難

に

封
し
て
、
四
十
二
章
輕
や
遺
教
経

に
よ

つ
て
、
隆
魔

・
轄
法
輪

・
衆
生
濟
度

の
道
は
大
縄
定

・
般
若

の
カ
に
し
く
も

こ

も

の
な
し
と
し
て
、

「
是
に
知
ん
ぬ
、
輝
力
に
非
す
ん
ば
、

一
切
の
悪
破

し
難
き

こ
と
を
。
%

て
、
此
の
宗
を
以
て
鎭

①

護

の
大
要
を
爲
す

の
み
し
と
答

へ
ら
れ

て
ゐ
る
。

乙
の
語
斌
、
そ
こ
に
十
分
な

る
思
想
的
展
欄
を
示
し
て
ゐ
な

か
叢
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せ
よ
、
か

、
る
興
輝
護
國
の
立
場
を
閾
明
さ
れ
た
も

の
と
見
得

る
と
思

ふ
。
叉
、
道
元
灘
師
は
、
そ
の
「
正
法
眼
藏
」

に
於
て
、

「
國
家
に
眞
實

の
佛
法
弘
通
す
れ
ば
、
諸
佛
諸
天
ひ
ま
な
く
衛
護
す
る
が
故

に
、

王
化
太
李
な
も
。
聖
化

②

太
奉
な
れ
ば
佛
法
そ
の
ち
か
ら
を
う
る
も

の
な

り
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
叢

に
云
ふ
所
の

「
眞
實

の
佛
法
」

と
は
灘

を
指
す
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
か
ら
、
右

の
語

に
同
師

の
興
暉
護
國
思
想
が

は
つ
き
り
現
れ
て
ゐ
る
と
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
而
て
、
師
が
住
持

せ
る
寺
を

「
興
聖
護
國
寺
」

と
命
名
さ
れ
た
こ
と
を
思
ひ
合
は
す
時
、

一
層
そ
の
威

を
深
く
す
る
。
之
に
よ
つ
て
吾
々
は
爾
師

の
興
灘
護
國
思
想
は
根
本
的
に
は
異
る
所
が
な

い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る

が
、

そ
の
墨
示
の
仕
方
が
、
榮
西
灘
師

に
於

て
は
積
極
的
で
あ
り
戦
岡
的
で
あ

り
、
遣
元
灘
師

に
於
て
は
消
極
的
で

あ
り
雫
和
的

で
あ
る
と
云
ふ
相
違
が
あ
る
鮎
が
注
目
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
相
違
は
、
恐
く
、
そ
の
宗
風
從
て

そ
の
當
時
の
日
本
宗
敏
界

に
封
す

る
爾
師

の
態
度

に
由
來
す

る
所
大
で
あ
ら
う
。

三

嚇

③

斯
の
如
き
興
麗
護
國
の
立
場

に
立

つ
榮
西
遣
元
爾
縄
師
は
、
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
南
宋

に
遊
歴
し
そ
の
宗
旨
を
將

來
さ
れ
九
。
故

に
、
吾
々
が
、
そ
の
興
灘
護
國
の
思
想
も
亦
南
宋

の
暉

に
由
來
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思

ふ
こ
と
は

極
め
て
自
然

の
推
理
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
問
題
を
考
究
す
べ
き
順
序

で
あ

る
が
、
そ
れ
よ
り

前

に
、
私
は
、
爾
師
が
南
宋

の
灘

に
封

し
て
如
何
な

る
態
度
を
と

つ
て
ゐ
ら
れ
た
か
を

一
瞥
す
る
必
要
を
感
す
る
。

も
こ

予
は
是
れ
扶
桑

の
野
人
、
本
林
麓

の
問

に
居
す
。
例

に
随
て
遠
く
江
海

に
遊
び
、
垢
衣
を
披
し

て
日
を
度
b
、
猫

支
那
的
と
日
本
的

(
三
)

,
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麦

那

的

と

日
本
・的

(
四

)は

こ
の
こ
ろ

り
面
壁
し
て
以

て
言
無
く
、
甘
ん
じ
て
自
ら
守
て
聞
く
こ
と
無
し
。
深
く
軍
生

の
百
拙
を
嫁
づ
。
比
者
少
し
く
古

し
に

人

の
行
履
に
微
ひ
、
漢
家

の
道
風
を
伺
ふ
。
藪

々
懸

に
勲

々
歌
す
。
綾

に
香
を
注

い
て
當
下
に
即
ち
賓
圭
を
分
か

ち
、
幸
に
租
令
を
提
げ
夙
に
登
明
す
る

と
こ
ろ
有

つ
て
、
出
身
入
道

の
式
、
打
鍾
し
て
蹄

る
。
既
に
打
成

一
片
な

④

る
こ
と
を
得
た
り
。
日
本
國

に
於
て
祀
道
便
ち
大

に
與
る
こ
と
を
得
ん
と
欲
す
。

右

の
文
は

「
興
灘
護
國
論
」
中

の
語

で
あ

る
が
、
吾
々
は
、
之
に
よ

つ
て
、
榮
西
灘
師
が
、
わ
が
日
本

に
於

て
灘

風
を
大
に
墨
・揚
し
よ
う
と
云
ふ
大
願
心
を
た
て
ら
れ
、
そ
の
範
を

古
人
に
微

つ
て
支
那
に
求

め
ら
れ
た
こ
と
を
知
る

の
で
あ

る
。

そ
の
範
を
支
那

に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
當
時
の
事
情
と
し
て
は
當
然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
注
目

す
べ
き
こ
と

、
思
ふ
。
而

て
支
那
に
範
を
求
む
る
の
風
は
遣
元
暉
師

に
於
て
も
同

一
で
あ

る
。
否
そ
の
風

の

一
層

強

い
の
を
見

る
。
師

が

「
正
法
眼
臓
」

に
於
て
、
坐
暉
辮
道
に
よ
つ
て

「
無
爲
の
佛
道
」

に
入
り
得
る
こ
と
は
、

「
身

の
在
家
出
家
に
か

～
は
ら
」
ざ

る
所
と
な
し
、

「
大
宋
國

に
は
、
い
ま
の
よ
の
國
王
、
大
臣
、

士
俗
、
男
女
、
と
も

に
心
を
租
道
に
と

ゴ
め
す
と
云
ふ
こ
と
な
し
。
武
門
、
文
家
、
い
つ
れ
も
屡
灘
學
道
を
こ

＼
ろ
ざ
せ
り
。
こ

、
ろ
ざ

す
も

の
か
な
ら
ず
心
地
を
開
明
す
る
こ
と
お
ほ
し
」
と
云
ひ
、
更
に
、

「
こ
の
國
の
出
家

人
は
、
大
國

の
在
家
人
に

⑤

も
お
と
れ
り
」

と
云
は
れ
て
ゐ
る
所
を
見
れ
ば
此
は
明

で
あ
る
。
翻

て
思

ふ
に
、
範
を
支
那
に
求
め
た
こ
と
は
、
前

述
の
如

く
、
當
時
の
事
情
と
し
て
は
當
然
の
こ
と
で
あ

つ
た
が
、
支
那
を
大
國
と
な
し
日
本
を
小
國
な
し
自
國
を
卑

下
す

る
か

の
如
き
口
吻
が
、
爾
師

に
1

特
に
道
元
輝
師
に
i
i
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
遺
憾
な

こ
と
で
あ

る
と

云
は

O

88



ね
ば
な
ら
な

い
。
然

し
、
大
國
な

る
語
は
、
恐
く
當
時
の
日
本
の
知
識
階
級
の
支
那
に
封
す
る
親
念

の
反
映

で
あ

つ

九
ら
う
し
、
叉
當
時

一
般

に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
か
ら
止
む
を
得
ざ
る
こ
と

㌧
云
ふ
べ
く
、
明
治
時
代

に
於

て

「
泰
西
」
な

る
語
が
し
ば
く

用
ひ
ら
れ
た
の
と
同

一
心
理
か
ら
出
つ
る
も
の
と
云
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

榮
西
道
元
爾
師

の
南
宋
の
暉
に
封
す
る
斯

の
如
き
態
度
は
、
自
ら
、
そ
の
反
面
ー

爾
師

の
日
本
に
於
て
暉
を
興

隆
せ
ん
と
す
る
態
度
如
何
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。
私
は
、
こ

、
で
爾
師
夫

々
に
就

て
語
る
べ
き
で
あ

る
が
、
聯
か

考

ふ
る
所
が
め
る
の
で
、
道
元
輝
師

に
就

て
は
省
き
榮
西
暉
師
の
み
に
就

て
鯛
れ
て
置

か
う
。

日
本
に
於
て
灘

を
興
隆

せ
ん
と
す
れ
ば
、
日
本
が
輝
の
興
立
に
適

す
る
國
土
な
り
と
云
ふ
信
念
と
又
之
和
興
立
せ

ざ
れ
ば
止
ま
ざ

る
宗
敏
的
熱
意
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
況
や
宗
敵
を
身

の
周
園

に
有
す
る
場
合
に
於

て
は

一
層

然
う
で
あ
る
。
榮
西
灘
師
は
、
ま
さ
し
く
、
斯

の
如
き
信
念
と
熟
意

と
を
以

て
灘
興
隆
の
こ
と

に
當
ら
れ
た
こ
と
は

云
ふ
ま

で
も
な

い
。
師
は
、

「
大
般
若
経
」

に
よ
つ
て

「
我
が
浬
桑

の
後
、
後
時
後
分
の
後
の
五
百
歳
、
是
の
如
き

　

　

　

　

　

　

　

の
経

典

,
東

北

方

に
於

て
、
大

に
佛

事
を

作

さ

ん
と
。
東

北

方
と

は
、

日
本
國

是

れ
な

り
」

と

云

ひ
、

叉
、

「
然

れ

も

　

ね

も

　

　

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

　

ば
則
ち
此
地
は
是
れ
勝
境
な
り
、
佛
法
流
布
の
方
な
り
。
盤
勲
鄭
重
に
屡
縄

せ
ば
、
則
ち
如
來
當

に
随
喜
す

べ
し
、

謹
果
も
亦
鷹

に
有

る
べ
し
。
汝
等
、
天
笠
唐
土
の
佛
法

の
興
と
磨
と
を
論
浄
る
こ
と
莫
く
、
只
能
く
無
我
の
忍
を
修

⑥

し
、
亦
能
く
我
が
國
の
佛
・法
を
興
せ
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
而

て
、
斯

の
如
き
信
念
と
熱
意
と
は
、
根
本
的

に
日
本

の
國
家
と
し
て
の
憤
値

に
封
す

る
認
識
と
愛
國

の
熟
情
と
が
有

つ
て
、
そ
れ
か
ら
自
ら
露
呈
す
る
に
至
つ
た
も
の
と

支
蹄
的
と
日
本
的

(
五
)
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支
那
的
と
日
本

的

(
六
)

見

る

べ

き

で

あ

る

と

思

ふ

。

四

・

南
宋
に
範
を
求
め
叉
日
本
は
灘
興
隆

に
適

す
る
國
土
な

る
信
念
に
達
せ
ら
れ
た
榮
西
灘
師
ー

私
は
薮

で
も
榮
西

暉
師

の
み
に
就

て
語

る
こ
と
に
し
た
い
ー

が
、
南
宋
よ
り
將
來
さ
れ
た
者
の
中
で
最
も
重
要
な
る
者
の

一
つ
は
、

與
灘
護
國
思
想
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
、

「
興
輝
護
國
」
な
る
語
は
師

に
よ

つ
て
南
宋
よ
り
將
來
さ

れ
た
も
の
で
あ

る
か
そ
れ
と
も
師

の
創
造
よ
り
生
れ
た
も
の
で
み

る
か
知
ら
な

い
が
、
私
め
圭
観

的
な
想
像
が
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、

「
興
暉
護
國
」

な
る
語
は
、
支
那
に
於

て
は
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
な

く
-

少
な
く
共

一
般
的

に
は

i

師
の
創
始

に
な
れ
る
も
の
で
な

い
か
と
思
ふ
。
既

に
、
師

の
時
代
以
前
に
こ
の
語

の
類
型
と
も
云

ふ
べ
き

「
金

光
明
四
天
皇
護
國
」
と

か

「
仁

王
護
國
」
と
か

「
敏
王
護
國
」
と
か
、
或
は

「
鎭
護
國
家
」

等
の
語
が
用
ひ
ら
れ

て

ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
う
し
だ
語
が
暗
示
的
な
資
料
と
な

つ
て
、

「
興
灘
護
國
」
な

る
語
が
師

に
よ

つ
て
創
始

さ

れ
た
も
の
で
な

い
た
ら
う
か
?

若
し
こ
の
想
像

に
し
て
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、
興
灘
護
國
思
想
の

一
駿
展
が
、
既

に
文
字

の
構
造

に
於
て
師
に
よ

つ
て
行
は
れ
た
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
、
斯
の
如
き
想
像
は
、
門
外
漢
の
愚

見
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な

い
。

興
灘
護
國
な
る
語

に
就

て
は
右
の
様

に
考

へ
ら
れ
る
が
、
こ
の
思
想
は
、
南
宋
に
於
て
相
當
に
登
達
し
て
ゐ
た
の

み
で
な
く
、
北
宋
初
期
に
於

て
さ

へ
そ
れ
が
顯
著

に
現
れ
て
ゐ
る
場
合
を
見
る
の
で
あ
る
。
天
台
山
徳
詔
國
師

(
皇
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⑦

紀

一
六
三
二
、
北
宋
太
租
開
寳
五
年
寂
)
の
場
合
が
そ
の

一
例

で
あ

る
。

「
景
徳
傳
統
録
」

に
よ
れ
ば
、
師
は
、
般

若
寺

に
於
け
る
十

二
會

の
開
堂
説
法
に
於
て
、
國
士
の
安
樂
國
王
の
恩
等
に
就

て
、
例

へ
ば
、
次
の
様
に
衆
に
示
し

て
ゐ
る
。

「
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
ば
國
土
安
樂
な
ら
ん
、
珍
重
。」
「
妙
法
を
宣
す
れ
ば
國
王
萬
歳
人
民
安
樂

な
レ
。」
此
等
の
語

に
既
に
興
暉
護
國

の
至
情

の
現

れ
て
ゐ
る
の
を
春
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
次
の
語

に
は
、
時

を
隔
ち
國
を
異

に
す
る
人
の
語

で
あ

る
け
れ
ど
も
吾
々
の
胸
を

う
つ
も
の
が
あ

る
。

「
國
王
の
恩
報
じ
難
し
、
諸
佛

の
恩
報
じ
難
し
、
父
母
師
長

の
恩
報
じ
難
し
、
十
方
施
圭
の
恩
報
じ
難
し
。
況
や
建
置
是
の
如

く
次
ヒ第

に
佛
法
興
隆

　

　

　

　

　

　

も

　

　

　

　　

す
る
を
や
.
若
し
國
王
の
恩
力
に
非
ん
ば
焉
ぞ
此

の
如
く
な
る
こ
と
を
得
ん
。
若
し
恩
を
報
ぜ
ん
と
要

せ
ば
、
鷹

に

須
く
道
眼
を
明
徹
し
般
若
の
性
海

に
入
て
始
て
得
べ
し
。
久
立
珍
重
。
」

徳
詔
國
師
の
宋
朝

に
封
す
る
關
係
に
は
特
別
な
も
の
が
あ

つ
た
様

で
あ

る
か
ら
、
師

に
於

て
右

の
如
き
思
想
が
見

ら
れ
る
の
は
、
當
然

で
あ

る
が
之
を
以

て
↓
般

を
推
す
こ
と
は
で
き
な

い
と

一
鷹
は
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
、
北
宋
時

代

に
於
け
る
灘
宗
教
團

の
朝
廷
(
一
般
的

に
云

へ
ば
爲
政
者
)
に
封

す
る
關
係
は
、
唐
代

の
そ
れ
に
比
す
れ
ば
密
接
で

あ
り
、
而
も
時
代
が
下
降
す
れ
ば
す
る
程

そ
の
度
合
は
高
く
な

つ
て
ゐ
る
。
從

て
、
朝
廷
の
教
團
に
封
す
る
外
護
、

教
團
の
護
國
思
想

は

一
般
に
活
濃
に
な

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
璽
は
れ
な
い
事
實

で
あ

る
。

こ
う
し
π
傾
向
は
、
北
宋
よ

b
南
宋

へ
、
南
宋
よ
り
元
明

へ
と
傳
統
的

に
績

い
て
行
き
、
後

に
な
れ
ば
な
る
程
活
澱
と
な
り
却

て
そ
の
精
神
が
歪

曲

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
な

い
か
と
さ

へ
思
隷

れ
る
段
階
を
示
し

て
ゐ
る
。
徳
詔
國
師
は
こ
の
傳
統

の
始

め
を
な
す
も

の

皮
那
的
と
日
本
釣

(
志

91



,

支
那
帥
と
日
本
昨

-

冗

)

で

あ

る
ま

い
か
。

こ

の
こ
と

は
暫

く
措

い

て
、
北

宋

よ
り

の
傳

統

と
し

て
の
興
灘
護

國
思

想

は
、

南

宋

に
於

て
は

.

そ

の
宣

揚

の
仕

方
が
儀

式
的

行
事

に
凝

結

す
る
所

ま

で
登

展

し
て
ゐ

る

の
を

見

る
。

そ
れ

は
、

云

ふ
ま

で
も
な

く
、

「
親
聖
」
ー

開
堂
に
際
し
て
皇
帝
の
聖
壽
萬
歳
を
親
薦
す
る
行
事

で
あ
る
。

祀
聖
は
支
那
に
於
て
何
時
頃
か
ら
始
め
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
内
容

の
勲
の
み
か
ら
之
を
見
れ
ば
、
前
記
の
徳
紹

國
師
の
示
衆

の
語
は
明

に
㍊
聖
の
内
容
和
有
す
る
か
ら
、
祝
聖
は
北
宋

の
初
期
に
起

つ
て
ゐ
る
と
云

へ
る
。
而

て
、

後
世

の
祀
聖
に
用
ひ
ら
れ
る
語
法

に
類
す

る
も
の
は
、
師

よ
り
後
る
＼
こ
と
二
三
十
年
、
汝
州
葉
縣
廣
敏
省
灘
師

の

⑧

開

堂
法
語
、
潭
州
騨
鼎
凶
第

一
代
洪
護
暉
師

の
開
堂
法
語

に
見
ゆ
る
が
、
内
容
形
式
共

に
そ
な
は
り
、
後
世
の
如
き

儀
式
的
行
事

に
ま
で
登
展
し
た
も
の
と
し
て
は
、
南
宋
初
期

に
始
ま
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。

何
者
、

「
灘
苑
清

規
」
(
皇
紀

「
七
六
二
、
宋
崇
寧

二
年
宗
願
編
)
に
は
之
に
關
す
る
規
定
を
見
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
租
庭
事
苑
」(
皇

⑨

紀

一
八

一
四
、
南
宋
紹
與

二
四
年
睦
庵
編
)
に
は
之
を
見
る
か
ら
で
あ
乙
。

然
ら
ば

.
斯

の
如
き
南
宋
の
暉
界
よ
り
、
榮
西
藤
師
が
將
來
さ
れ
た
興
灘
護
國
思
想
の
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で

あ

る
が
・。
そ
れ
は

「
興
暉
護
國
論
」

一
篇
特

に
そ
の

「
第
八
暉
宗
支
目
門
」

に
於
て
明
に
見
る
ご
と
が
で
き
る
。
然

し
、
こ
の
問
題

に
就
て
は
、
既

に
述

べ
た
所

に
よ

つ
て
こ
れ
は
略
明

で
あ

る
か
ら
、
薮
で
は
簡
軍

に
鯛
れ
る
に
と

ズ

め
た

い
と
思
ふ
。
師
は
、

「
暉
苑
清
規
」

及
び
當
時
の
南
宋
に
於
け
る

「
見
行
」
(
現
行
)
の
式
よ
り
考

へ
て
、
「
暉

宗
支
目
」

た
る
べ
き
も
の
十
有
り
と
し

て
、
第
五
の

「
行
儀
」

に
就
て
次
の
檬

に
云
ふ
て
ゐ
る
。

「
四
時

の
坐
暉
慨
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怠
な
く
、
念

々
國
恩

に
報
じ
、

行

々
寳
等
を
覗
す
。

塞

に
、

帝
業
久
し
く
榮

へ
、
法
燈
遠

く
輝

か
ん
が
爲
の
故
な

⑩

.

り
。
L
吾

々
は
、
こ
の
語

に
よ

つ
て
、
興
暉
即
護
國

・
護
國
帥
興
灘
、
興
輝
と
護
國
と
が
渾
然

一
膿
を
な

せ
る
師

の
高

い
境
涯
を
看
取
す

る
こ
と
が

で
き

る
で
は
な

い
か
。
而
て
、
こ
の
境
涯
は
、
支
那
の
興
輝
護
國
思
想

の
直
繹
的
輸
入

に
よ
ち

て
は
決
し
て
生
れ
た
も
の
で
な

く
、
師

に
、,
母
國

日
本

に
封
す

る
深
き

自
畳
と
愛
國
の
熱
情

と
あ
り
、
暉

の

日
本
人
的
把
握

・
吸
牧
同
化
の
結
果
生
れ
た
麗

こ
そ
日
本
國
家

の
衛
護

の
大
法

で
あ
る
ど
云

ふ
信
念
が
あ

つ
て
、
始

め
て
生
れ
た
も

の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
思
ひ
到
る
べ
き
で
あ

る
と
思
ふ
。

五

私
は
榮
西
灘
師
の
興
暉
護
國
思
想
を
斯
の
如
く
観

る
の
で
あ
る
が
、
之
に
大
な
る
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、
師
は
、

興
灘
護
國
思
想
の
支
那
的
な
も

の
か
ら

日
本
的
な
も

の

へ
の
韓
化

・
磯
展
に
於
て
、
實
蹟
的
な
創
造

の
第

「
歩
を
踏

み
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
と
云
ひ
得

る
。
而
で
、

こ
の
實
蹟
的
な
創
造

に
於

て
大
な

る
磯
展
を
行
は
れ
た
人
が
虎
關
師

錬
灘
師
で
あ
る
と
な
す

こ
と
に
は
、
恐
く
何
人

に
も
異
論
は
な
い
で
あ
ら
う
。

虎
關
師

の
興
職
護
國
思
想
を
観
よ
う
と
す
れ
ば
、
師
の
日
本
國
膿

に
封
す
る
高

い
自
畳
や
日
本
佛
敏
に
甥
す

る
正

し

い
批
判
叉
そ
の
深
い
灘
的
境
涯
を
観
ね
ば
な
ら
な

い
。
而
て
、
師
の
日
本
國
膿
に
封
す

る
自
畳
は
、
之
を
支
那
國

家

に
…封
す
る
そ
の
認
識
と
…封
比
す
る
こ
と
に
よ

つ
て

一
層
明
と
な
る
。
筆
者
は
こ
、
で
此
等

の
問
題
に
就
て
考
察
す

べ
き
順
序

で
あ

る
が
、
恐
く
之
等
に
就
て
は
他

の
筆
者
に
よ

つ
て
明
快
適

切
に
読
か
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
私

は

一

亥
那
納
と
目
本
酌

(
き
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支
那
的
と
日
本
静

(
.
9

つ
の
問
題

に

ふ
れ

る
に
と

ゴ
め
た

い
と
思

ふ
。

叩

そ
れ
は
日
本
國
に
封
す
る
師

の
見
識
と
榮
西
道
元
爾
師

の
そ
れ
と
の
比
較
で
あ
る
。
前
述
の
様

に
、
當
時
の
事
惰

と
し
て
は
止
む
を
得
な
か

つ
た
の
で
あ
る
が
、
榮
西
道
元
爾
師

に
於
て
は
1

特

に
道
元
師

に
於

て
1

支
那
を
大

國
と
な
し
日
本
を
小
國
と
な
し
自
國
を
卑
下
す

る
か
の
如
き
口
吻
が
あ

つ
た
。
然

る
に
虎
關
師

に
於
て
は
却

て
そ
の

反
封
に
な

つ
て
ゐ
る
。
先
づ
、

「
吾
れ
國
史
を
讃
む
に
、
邦
家
の
墓
は
自
然
に
根

く
」
と
な
し
、
日
本
の
三
種
神
器

は

「
自
然
天
成
」
に
出

で
絶
封
紳
聖
な
も
の
で
あ

る
が
ザ

支
那
の
寳
器

た
る
劒
璽
は
人
工
よ
り
出

で
然
ら
ざ

る
も

の

と
な
し

て
ゐ
る
。
次
に
、
國
土
の
廣
狭
よ
り
云

へ
ば
支
那
は
大
で
あ
り
日
本
は
小

で
あ

る
が
、
佛
敏
國
と
し
て
の
償

値
よ

り
云

へ
ば
、

「
支
那
は
大
醇

に
し
て
小
疵
あ
り
、
日
本
は
醇
乎
と
し
て
醇
な

る
者
な
り
」
と
大
乗
佛
敏
國
と
し

⑭

て
の
日
本
に
封
す
る
批
到

と
信
念
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
而

て
、
斯
の
如
き
國
膿

に
勤
す
る
自
畳
と
大
乗
佛
敏
國
と

し
て
の
日
本
に
封
す

る
批
到
信
念
は
、
日
本
の
歴
史

に
就

て
は
云
ふ
ま

で
も
な
く
印
度
支
那

の
歴
史
に
就
て
の
深

い

⑫

豊
か
な
知
識
を
根
抵
と
し
て
ゐ
る
こ
と

に
封
し
て
、
吾
々
は
十
分
敬
意
を
彿

ふ
べ
き
で
あ
る
と
思

ふ
。

次
に
興
灘
護
國
思
想
の
登
展
史
上
に
於
け
る
極

め
て
異
色
あ
る

一
つ
の
場
合
を
あ
げ

て
置
き
た

い
。
そ
れ
は
子
元

租
元
灘
師
の
場
合

で
あ

る
。
師
が
北
條

時
宗
の
葬
請

に
鷹

じ
て
圓
畳
寺

の
開
山
と
し
て
入
寺
開
堂
を
行
ふ
た
時

(
弘

安
五
年
、

一
九
四
二
)
の
法
語
に
於
て
、
師
は

聖
上
に
…封
し
て
祀
聖
の
語
を

の
べ
奉

つ
て
ゐ
る
が
將
軍
執
権
等
に

封
し
τ
は
特
別
の
祀
語
を

の
べ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ

の
み
で
な
く
そ
の
法
語
全
膿
が
極
め
て
注
目
す

べ
き
内
容
を
有
す
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る
。
曰
く
、

「
此
の

一
辮
香

、
根
は
忠
孝

の
地
に
萌
し
、
枝
は
般
若

の
林
に
生
す
、
櫨
中
に
熱
向
し
て

今
上
皇
帝

⑬

聖
壽
無
彊
を
恭
し
気
祀
延
し
た
て
ま

つ
ら
ん
が
爲

な
り
。
」
こ
う
し
た
様
式
の
法
語
は
支
那
に
於
て
も
日
本
に
於

て
も

そ
の
例
乏
し
い
様

で
あ
る
が
、
師
以
後
の

一
般

の
入
寺
開
堂
の
法
語
が
こ
の
様
式
を
用
ひ
て
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
に
滲
み

出

て
ゐ
る
興
灘
護

國
思
想

(
こ
の
場
合
勤
王
思
想
と
云
ふ
方
が

一
層
適
當

で
あ
ら
う
)
の
内
實
は
、
非
常

に
異
れ
る

も
の
と
な

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら

う
。
而
て
、
濯
元
師
の
法
語
を
、
離
漢
道
隆
灘
師
が
、
常
樂
寺

入
寺

n
寳
治

二
年
、

一

　

　

九
〇
八
)
開
堂
の
法
語

に
於
て
、

「
此
の

一
辮
香
恭
し
く
爾
國

至
尊

の
爲

に
用

ひ
て
三
祇
劫
の
壽
を
祀
し
た
て
ま

つ
亀

と
云
ふ
て
ゐ
る
の
昆

較
す
る
時

そ
こ
に
き
は
だ

で
る
糞

あ
る
の
に
替

せ
ざ
る
を
禦

い
。
同
じ
館

化
僧
で
あ

つ
て
こ
の
差
異
の
あ

る
の
は
、
如
何
な
る
動
磯
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
此
が
考
察
は
他

日
に
譲
ら
う
。

六

か
や
う
に
.考

へ
て
來
る
と
、
日
本
的
興
灘
護
國
思
想
の
確
立
磯
展

に
於
け
る
榮
西
虎
關
爾
師

の
地
位
は
、
非
常

に

重
要

で
あ

る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
て
、
爾
師
に
於
て
こ
の
思
想
が
確
立
し
登
展
す
る
に
至
つ
た
契
機
は
、
繹

が
本
來
i

つ
ま
り
支
那
に
於

て
既

に
護
國
的
傾
向
を
有
し
て
ゐ
流
こ
と
、
爾
師

に
於
て
、
國
膿

に
封
す

る
深
き
自

畳

が
生

れ
て
ゐ

た

こ
と
、
佛

敏
國

と

し

て

の
日
本

に
封
す

る

張
い
信

念
が
存

在

し

て
ゐ

た
こ

と
等

で
あ

る
こ
と

は
、

上
述

す

る
所

に
よ

つ
て
自

ら
明

で
あ

る
。

さ
b
な

が
ら

、

日
本
的

興
灘
護

國
思

想

の
確

立
幾

展

を

全
膿

と

し

て
之
を

観

る
場
合

に
は
、

そ

の
契

機

は
以

上

に
鑑

き

る
と

は

云

へ
な

い
。

日
本

に
於

け

る
暉

宗

の
猫

立
、

職

を
吸
牧

し

同
化

支
那
的
と
日
本
的

(
一
一
)
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支
那
的
と
日
本
的

(
一
二
)

し
た
所
の
日
本
人
の
偉
大
な
る
滑
化
力
、
榮
西
虎
關
爾
師
以
外
の
人

々
の
こ
の
思
想
の
確
立
登
展

に
謁
す
る
は
た
ら

き
、
鎌
倉
時
代

に
於
け

る
國
家
意
識

の
螢
達
等
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
思

ふ
。
然

し
私
は
今
之
等

に
就
て
考
察
す
る

紙
幅

の
絵
裕
を
も
た
な

い
。
私

は
、
斯

の
如

く
に
し
て
確
立
登
展

せ
る
日
本
的
興
灘
護
國
思
想
が
如
何
な
る
性
格
を

有
す
る
か
、
叉
之
が
支
那
的
興
灘
護
國
思
想
と
の
性
格
と
如
何
な

る
封
照
を
な
し
て
ゐ
る
か
に
就
て
,
簡
輩
に
卑
見

を

述
べ
て
こ
の
稿
を
了
り
た
い
と
思

ふ
。

日
本
的
興
職
護
國
思
想
の
性
格
が
如
何
な

る
も

の
で
あ
る
か

に
就

て
の
解
答

の
鍵
を
、
私
は
日
本
の
忠
孝
の
道
に

求
め
た
い
と
思

ふ
。

ぽ

肚
會
の
根
本
的
性
格
を
規
定
す
る
も
の
は
、
血
縁

の
力
と
自
然

の
力
と
で
あ
る
。
國
家
と
云
ふ
祉
會
は
國
民

の
生

命
と
生
命
と
の
相
互
交
流
を
某
礎
と
し
て
ゐ
る
も

の
で
あ
り
血
は
生
命

の
根
源
で
あ

る
か
ら
、
血
縁

の
力
が
國
家
の

根
本
的
性
格
を
規
定

す
る

一
要
因
を
爲
す
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
。
自
然
は
土
地
と
氣
候
と
で
以

つ
て
萬
物
を
育

成
す

る
母
膿

で
あ
る
か
ら
、
自
然
の
力
が
、
國
民

の
生
命
を
育
成
し
、
國
家
の
根
本
的
性
格
を
規

定
す
る
他
の

一
要

因
を
爲
す
こ
と
も
明
で
あ
る
。
而

て
、

こ
の
二
つ
の
力

に
よ

つ
て
規
定
さ
れ
た
根
本
的
性
格
を
、
或
は
素
直

に
伸
ば

し
或
は
歪
曲
す
る
力
が
、
歴
吏
で
あ
る
こ
と
は
亦
人
々
の
認
む
る
所

で
あ
る
。
吾
々
が
、
支
那
の
肚
會
と
日
本
の
肚

會
と
を
比
較

し
て
観
乃
場
合
、
肚
會

の
根
本
的
性
格
を
規
定
す
る
上
に
於
て
、
此
等
の
力
が
如
何
に
大

で
あ

る
か
を

痛
鳳
せ
し
め
ら
れ
る
。

ー
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試

に
支
那
を
統

一
し
た
漢
朝
以
來

(
漢

の
高
祀
の
覇
業

の
成

つ
た
の
は
皇
紀
四
五
五
)
の
そ
の
歴
史
を
観
る
に
、

そ
の
支
配
的
勢
「力
を
握

つ
た
民
族
は
幾
度
か
入
り
替
り
、
各
民
族
の
血
の
融
合

一
生
命
の
交
流
は
甚
だ
不
完
全
に
し

か
行
は
れ
す
、
否
寧
ろ
そ
れ
は
殆
ど
行
は
れ
な

い
で
民
族
的
封
立
は
持
績

さ
れ
た
ま

、
今

日
に
及
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ

て
も
過
言

で
な

い
。
皇
室
を
中
心
と
し
奉
り
、
大
和
民
族
が
先
住
民
族
や
饒
化
民
族
を
血

・
生
命

に
於
て
同
化
し
た

日
本
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
此
は
根
本
的

に
異
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
。

叉
、
自
然

に
封
す
る
關
係
を
見

る
と

旧
本
に
於
て
も
支
那

に
於
て
も
そ
の
過
去

の
基
本
的
産
業
は
農
業

で
あ

つ
て
民
族

の
土
地
に
封
す
る
執
着
性
i

親

⑮

近
性
は
同
檬

に
つ
よ
く
、
叉
、
そ
の
民
族
的
性

格
は
共
に

モ
ソ
ス
ー

ン
型
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
日
本
民
族

は
自
然
の

力
に
忍
從

し
之
を
受
容
し
な
が
ら
そ
の
カ
を
生

か
し

て
完
全
に
自
家
藥
籠
中

の
物
と
し
た
の
に
反
し
て
、
支
那
民
族

　

　

　

　

は
自
然

の
力
に
敗
れ

て
甚
だ
し
く
な
げ
や
り
的

に
な

つ
て
ゐ
る
傾
向
が
張

い
。
加

ふ
ぢ
に
、
過
去
の
爲
政
者

の
政
治

　

う

も

　

と
輕
濟
と
は
、
日
本
の
場
合
も
歓
陥
が
あ

つ
尤
が
支
那
の
場
合
に
は

一
層
甚
だ
し
く
、
支
那
民
族
の
こ
の
な
げ
や
り

的
傾
向
を
非
常

に
助
長
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
過
去
に
於
け
る
政
治

と
脛
濟
と
に
少
か
ら
禰
歓
階
が
あ

つ
た
に
拘
ら
す
、
日
本
人
は
血
縁
と
自
然
と
よ
り

得
た
そ
の
生
活

の
基
本
的
方
向
た
る
共
同
圭
義
を
失
は
な
い
で
、

一
貫
し
て

皇
室
を
中
心
と
し
奉

る
共
同
生
活
を

活
濃

に
行
ひ
㍉

一
歩

々
々
全
膿
圭
義

(
基
國

一
致
)
の
完
成

に
向

つ
て
力
強
い
歩
み
を
運
ん
で
來
た
。
然

る
に
、
支

那
に
於
て
は
、
血
縁
上
の
事
情
と
封
自
然
の
人

々
の
態
度
と
は
日
本
の
場
合
と
異
な
り
、
加

ふ
る
に
統
治
i

政
治

支

那
的

と
日
本
的

(
;

こ
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支
那
的
と
日
本
的

(
一
四
)

と
輕
濟
と

に
訣
陥
が
あ
れ
ば
そ
の
罪
は
王
に
蹄

せ
ら
れ
、
從
て
易
世
革
命
は
當
然
と
信
ぜ
ら

れ
る
程

に
過
去

の
統
治

に
敏
陥
が
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
之
が
爲
め
に
、
支
那
の
肚
會
は
、

一
歩

々
々
分
散
化
の
方
向
に
歩
み
を
蓮
ん
で
來
忙

の
で
あ

る
。

支
那
の
肚
會
も
日
本
の
肚
會
も
家
族
を
以

て
組
織
さ
れ
た
肚
會

で
め
る
と
云
は
れ

る
。
此
は
大
禮
論
と
し

て
は
誤

で
な

い
で
あ
ら
う
。
而
て
、
之
も
大
膿
論
で
み
る
が
、
爾
者
の
家
族
の
基
本
的
性
格
は
共

に
土
ハ
同
肚
會
的
で
あ
る
。

然
し
、

こ
の
家
族
を
以
て
構
成
さ
れ
た
肚
會

と
し

て
の
國
家

の
性
格
に
は
、
從

來
根
本
的
な
差
異
が
あ

つ
た

の
は
、

＼

上
述
の
如
き
事
情

の
爲
に
必
然
的
で
あ

つ
た
と
云

ふ
べ
き

で
あ
る
。
家
族

の
國
家

に
勤

す
る
關
係
ー

家
族
員

の
國

家
に
封
す
る
態
度
馬

結
局
國
民
個
々
の
國
家

に
封
す
る
態
度
が
根
本
的

に
異

つ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
支
那

に
於

て
は

家
族
は
共
同
膿
的
性
格
を
持
ち

つ
ゴ
け
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
國
家
は
遽
に
共
同
禮
的
性
格
を
確
保
す
る
に
至
ら
な

か

つ
た
。
そ
れ
が
爲

に
、
家
族
生
活
に
於
て
は
人
々
は
共
同
的
で
あ
b
な
が
ら
、
國
家
生
活
に
於
て
は
、
人

々
は
、

甚

し
く
個
人
圭
義
的
で
あ
り
功
利
圭
義
的
で
あ

つ
た
の
で
あ

る
、

之
に
反
し

て
、

日
本
に
於
て
は
、
家
族
も
國
家
も

共
同
膿
的
性
格
を
確
保
し
て
今

日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
否
寧
ろ
日
本
は
家
族

・
國
家
共
同
艦
と
し
て
登
展
し
て
來
た
の

で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
家
族

・
國
家
共
同
膿

に
於
け
る
、
家
族
と
國
家
と

の
關
係
は
如
何
で
あ

る
か
。
日
本

の
國
家

は
、
し
ば
く

、
家
族
國
家
の
自
然
的
な
籏
大
と
し
て
生
れ
磯
展
し
た
も
の
で
あ

る
と
云
は
れ
る
。
然
し
此
の
見
解

は
正
し
く
な

い
。
.
日
本
の
國
家
は
、
家
族
が
完
全

に
國
家
の
中

に
融
合
し
、
後
者
が
前
者
を
あ
た

、
か
く
抱
擁

し
て
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か
る
國
家

で
あ

る
亀。
登
展
的

に
之
を
観

る
な
ら
ば
、
閾
家
の
生
洗

に
よ

る
家
族
亙
活
の
止
掛
よ
り
生
れ
た
も
の
が
匝

本
の
國
家

で
あ

る
。
さ
れ
ば
家
族
は
國
家
の
中
に
没
入
し
な
が
ら
生
き
て
存
在

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
が
家
族

・
國
家
共
同
燈

で
あ
る
と
云
ふ
所
以
は
叢

に
存
す
る
。

斯

の
如
き
、
支
那
と
日
本
と

の
肚
會
の
性
格
は
、
そ
の
忠
孝
道
徳
の
性
格
に
著
し
い
差
違
を
齋
ら
し
て
ゐ
る
。
日

本

に
於

て
は
、
忠
孝

一
本
の
道
が
確

立
さ
れ
、
忠

の
實
践
は
孝
の
實
践
で
あ
り
、
孝
の
實
蹉
は
忠
の
實
践

で
あ
る
。

若
し
、
現
實
の
問
題
と
し
て
、
忠
と
孝
と
が
矛
眉
す
る
爲
に
二
者
揮

「
に
せ
ま
ら
れ
る
場
合
が
あ
れ
ば
、
敢
然
と
し

て
忠
を
揮

ぷ
の
が
日
本
の
忠
孝
の
道
で
あ
る
。
否
、
こ
の
場
合
、
忠
を
揮
ぷ
の
が
、
忠
の
實
践

で
あ

る
と
共
に
孝

の

完

成
で
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
支
那

に
於
て
は
趣
を
異

に
し
て
ゐ
る
。
勿
論
支
那
に
於

て
も
忠
遣
が
読
か
れ
た
。
然

し
、
實
践
の
世
界

に
於

て
は
、
特

に
大
衆

に
於

て
は
、
忠
は
孝
の
下
位

に
置
か
れ
、
若
し

二
者
澤

一
に
せ
ま
ら
れ
る

場
合
が
あ
れ
ば
,
惜
み
な
く
忠
を
す
て
孝
を
揮

ぶ
の
が
支
那
の
忠
孝
道
で
あ

る
の
で
あ
る
。
而

て
、
忠

そ
の
も

の
が

支
那
に
於
て
は
、
易
世
革
命
が
當
然
視
さ
れ
る
程
で
あ

る
か
ら
、
躁
躍
さ
れ

る
場
合
が
あ

つ
て
も
強
く
非
難

さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
故
に
、
之
を
、
日
本
の
場
合
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、
そ
の
忠
道
徳

の
性
格
が
根
本
的
に
異

る
と
云
ふ

'

て
も
過
言

で
な

い
で
あ

ら
う

。

七

日

本

に
於

け

る
か

、
る
忠

道
徳

の
優

越
性

・
絶

封
性

は
、
唯

輩

に
孝

に
封

し

て

の
み
な

ら
す

、

あ

ら
ゆ

る
行
爲

に

支
那
的
と
日
本
的

、

(
一
五
)
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支
蹴
的
と
日
本
町

(
一
六
)

封
し
て
も
妥
當
す
る
凱

の
で
あ
る
ゆ
忠

は
、
如
何
な
る
行
爲

に
封
し
て
二
者
揮

一
の
關
係
に
置
か
れ
て
も
、
常

に
先

づ
揮
ば
れ
行
は
る
べ
き
道

で
あ

る
の
で
あ
る
。
故
に
、
若
し
照
者
に
於
け
る
灘
の
興
隆
が
忠

に
相
反
す
る
場
合
が
あ

れ
ば
、
ご
れ
は
捨
て
ら
る
べ
き

で
あ

る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な

い
。
然
し
な
が
ら
、
榮
西
虎
關
雨
師

の
場
合

に
於
て

忠
と
繹

と
は
i

即
ち
興
灘
と
護
國
と
は
決
し
て
矛
盾
す
る
も

の
で
な
く
爾
者
は
相
帥

の
關
係
に
在
ヶ
、
暉
興
隆
す

れ
ば
國
家
登
達
し
、
國
家
凝
達
す
れ
ば
灘
興
隆
す
る
の
で
あ
る
。
此
は
、
恰
も
、
忠
の
實
践
は
孝

の
實
践

で
あ
り
、

孝
の
實
践
は
忠

の
實
践
で
あ
る
が
如
ぐ
で
あ
'る
。

斯

の
如
き
興
藤
帥
護
國

の
信
念
の
根
祇
に
は
、
爾
師

に
於
け
る
日
本
人
と

し
て
の
自
畳

憂

國
の
熱
情

・
灘

こ
そ

日
本
國
家
の
衛
護
の
大
法

で
あ
る
と
云

ふ
確
信
が
存
在
す

る
。
故
に
こ
の
信
念
は
妄
信

・
猫
断
で
は
な

い
。
而
て
、

日
本
人
と
し
て
の
自
畳

は
、
日
本
に
封
す
る
國
民
と
し
て
の
自
覧
で
あ
り
、
此
は
畢
覧
す
る
に
日
本
の
歴
史

に
就

て

の
正
し
い
把
握

で
適
る
。

日
本
の
歴
史
に
就
て
の
正
し

い
把
握
は
、
日
本
の
歴
史
の
核
心
に
就

て
の
正
し

い
把
握

で

あ
る
..
日
本
の
歴
史

の
核
心
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
連
綿
た
る
萬
世

一
系

の

皇
統

に
在
る
。
而

て
爾
師

の
場
合

を
観
る
に
、
榮
西
師

に
於

て
は
日
本
人
と
し

て
の
自
畳
は
日
本

の
歴
史

の
正
し
い
把
握

に
ま

で
は
登
展
し

て
ゐ
な

い

が
、
虎
關
師

に
於
け
る
日
本
の
歴
史
の
把
握
が
、
今

ま
で
に
現
れ
た

日
本

の
歴
史
の
正
し

い
把
握

の
中
最
も
卓
抜
せ

乃
も

の
、

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
論
す
る
を
要
し
な

い
。
而
て
、
爾
師

に
於
け
る
か

、
る
自
畳

.
把
握
が
、

日
本
に
樹

寸
る
高
い
見
識
と
愛
國
の
熱
情

の
源
泉
と
な

つ
た
で
適
ら
う
と
想
像
し
て
も
誤
り
で
絃
な
か
ら
う
。
雨
獅
は
、
か

、
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5
訂
畳

・
杷
撮
を
身

に
膿

し
、
麗
こ
そ
日
本
闘
家

の
衛
謬

の
大
法

で
あ
る
と
云
ふ
確
信
の
上

に
立
つ
て
ト
藤
を
興
隆

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
て
こ
の
こ
と
は

一
般
暉
者

に
於
て
も
同
檬

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故

に
、
興
縄
と
護
國

と
は
矛
盾
し
二
者
揮

一
の
關
係

に
置

か
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
、
灘
を

一
筋

に
興
隆
す
れ
ば

こ
れ
は
日
本
の
衛
護

と
な
り
日
本
の
登
達
に
資
す
る
積
極
的
な
道
と
な

る
の
で
あ

る
。

支
那

に
於

て
も
忠
が
奪
ば
れ
た
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
、
現
實

の
生
活
に
於
て
は
、
忠
は
牽

の
下
位
に

置
か
れ
、
爾
者
が

二
者
繹

一
の
關
係
に
置

か
れ
る
場
合
は
、
忠
は
惜
み
な
く
捨

て
ら
れ
て
來
た
の
で
あ

る
。
叉
、
忠

臣
は
二
君
に
仕

へ
す
と
云

ふ
諺

に
反
し
て
、
多
く
の
支
那
の
人

々
は
、
宋
朝
と
な
れ
ば
宋
朝
に
忠
を
捧
げ
、
元
朝
と

な
れ
ば
元
朝

に
忠
を
捧
げ
た

の
で
あ

つ
た
。
か
く
云

へ
ば
と
て
、
す

べ
て
の
支
那
の
人

々
が

こ
の
様

で
あ

つ
た
と
云

ふ
の
で
は
な
い
。
元
朝

の
爲
に
滅
亡
す
る
に
至

つ
た
宋
朝
に
封
し
て
、
・萬
鮒

の
悲
涙
を
締

つ
た
灘
僧
も
あ

つ
た
。
明

朝
を
亡
ぼ
し
た
清
朝
に
封

し
て
子

々
孫
々
恨
を
抱
く
華
僑
も
あ

る
。

ζ
う
し
た
類

は
他

に
も
少
か
ら
す
あ
ら
う
。
然

し
、

一
般

の
支
那
の
人
々
は
、
忠
を
孝

の
下
位

に
置
き
、
王
朝
か
は
れ
ば
か
は
れ
る
王
朝

に
封
し
て
忠
を
捧
げ
、
而

て
そ
れ
を
遁
徳
的

に
な
や
む

の
で
は
な

い
。
之
を
、
御
系
統
連
綿
た
る

皇
室
に
忠
を
捧
げ
、
忠
孝

'
本

の
道
を
螢

達

せ
し
め
た
吾

々
日
本
人
の
場
合
と
比
較
す
る
時
、
忠
の
性
格
が
如
何
に
異

る
か
は
云
は
す
し
て
明
で
あ
ら
う
。
さ

り
な
が
ら
、

こ
の
檬
に
爾
國

の
忠
を

比
較
す
る
場
合

に
於
い
て
、
吾
々
は
徒

に
支
那

の
忠
這
徳
に
樹
し
て
既
儂
的
態

度

を
と
る
こ
と
に
急
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
い
。
寧
ろ
、
吾
々
は
一
之
を
日
本
の
忠
撹
徳
の
卓
抜
性

に
封
す
る
吾
々
の

支
郷
的
と
日
本
的

(
一
七
)
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支
那
約
と
月
本
的
●

(
一
八
)

自
畳
を
深
め
る
資
料
と
な
す

べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
支
那
の
忠
道
徳

の
性
格
に
は
そ
れ
濁
自
の
肚
會
的
な
歴
史
的
な

由
來
が
あ
り
、
日
本
の
忠
道
徳
の
性
格
に
は
そ
れ
猫
自
の
肚
會
的
な
歴
史
的
な
由
來
が
あ
る
の
で
あ
る
。
.即
ち
爾
者

共

に
そ

の
性
格
は
肚
會
的
歴
史
的
必
然
性
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故

に
、
吾

々
は
、
支
那
の
忠
道
徳

の
紋
陥
を
唯
鉄
陥
と
し
て
認
識
す
る
に
と

ゴ
む

べ
き

で
あ

る
。

支
那
の
忠
道
徳
の
斯

の
如
き
性
格
は
、
自
ら
、
支
那
の
暉
者
の
護
國
思
想
の
性
格
で
も
あ
る
。
支
那
の
灘
者
が
、

忠
を
奪
び
、
王
朝
の
高
恩

に
深

い
報
恩
の
念
を
捧
げ
、
王
の
寳
壽
の
無
窮
を
所
り
、
護
國
思
想
を
鼓
吹
し
た
こ
と
は

既

に
の

べ
た
。
然
し
、
支
那
の
蔵
者
の
忠

に
封
す
る
態
度

・
護
國
思
想
は
、
支
那
の
肚
會
と
歴
史

と
の
規
定
よ
り
菟

れ

る
こ
と
が
出
來
な
か

つ
た
。

こ
の
規
定

を
冤
れ
得
す
し
て
生
れ
た
そ
の
性
格
は
、
日
本
的
な
眼
よ
り
観
れ
ば
敏
階

で
あ
る
が
、
支
那
的
な
眼
よ
り
観

れ
ば
止
む
を
得
な
い
も

の
で
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ

る
。

こ
の
日
本
的
な
眼
よ
り

観

て
鉄
階
あ
る
支
那
の
灘
者

の
忠

に
封
す
る
態
度

・
護
國
思
想
が
、
日
本
の
肚
會
と
歴
史
と

の
規
定

に
よ

つ
て
、
興

む

灘
即
護
國

(
日
本

の
衛
護
)
思
想
に
駿
展
す
る
に
至

っ
九
こ
と
は
、
暉
本
來
の
面
目
が
幾
揮
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
支

那
の
超
師
方

の
恩

に
報
い
た

こ
と

に
も
な
る
と
信
す
る
。

}謳
①

大
正
新
修
綾
諸
宗
部

十

一
ノ
(
一
)
同
論
、

七

②

癖
道
話
、
曹
洞
宗
全
書
宗
源
上
、
四

一

③
榮
西
師
丈
治
三
年
皇
勅

一
八
四
七
渡
支
、
道
元
師
貞
鷹

二
年

舶
八
八
三
渡
皮
。
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④

前
禍
帯

、

一
二

⑥

前
禍
書
、

四
〇
1

四

一
、
四

二

⑥
前
掲
書
、

一
六

⑦
景
徳
録
巷

二
五
、
本
録

に
ょ
れ

ば
師

は
滞
涼
丈
釜
藤
師

の
法
嗣
な

り
。

⑧

古
尊
宿
語
録
、
大

日
本
綾
藏

同
録

二
二
七
、

二
三
五

⑨

尤
も
輝
苑
済
規

に
税
聖

の
語

の
如

き
内
客
を
有
す
る
も

の
を
散
見
す
る
。
例

へ
ば

「
若
七
遣
風
墜

ち
ず
佛

日
常
明
醍
域

の
光
糧

を
骸

に
し
皇
朝

の

聖
化
を
補
け
ん

と
欲
せ
ば
、
願
は
く

は
斯
文
を
以

て
縮

鏡
と
爲

せ
」

(縮

鏡
丈

)、
「
皇
帝

萬
歳

臣
統
千
款
天
下
法
輪
常
輔
に

(
沙
彌
受
戒
丈
)
。

搬

庭
事
苑
巻

八
、
績
藏
同
書

一
一
八

ト

、

⑩

前
揚
書
、

一
四

⑪
元
亨
繹
書
、

巻
+
七
、

二
、
「
王
臣
」
、
巻

三
+
、
+
、
「
序
説
」

⑫
右
書
巻
+
七
、

二
、

「
王
臣
」

に
次

の
如
き
文

が
あ
る
。

「
わ
れ
博
く
印
度

の
諸
籍

を
見

る
に
、
未
だ
此

の
方

の
醇
淑
な
る
は
有
ら
ず
…
…
人
皇

二
千
年
、

一
刹
利
種
系
聯
り
潰
譲
未

だ
嘗

て
移
革

せ
ず
、

相
胤

も
亦
然
な
り
c
閻
浮
界
裡

に
量
是

の
如
き
至
治
ρ
域
有
ら
ん
や
。
レ

⑬
佛
光
國
師
語
録
巻

四
、

⑭
大
畳
輝
師
語
録
上

⑮
庭

就
て
は
、
蓬

詳
読
す
る
餓
裕
が
な
い
か
ら
私
辻
哲
郎
氏
颪

土
」、
柳
田
謙
+
郎
氏
百

本
精
紳
と
世
界
精
紳
」
、
西
田
幾
多
郎
博
古

哲

學

の
根
本
問
題
」
績

編
、
高
山
岩
男
氏

「
丈
化
類
型
學
」
等
参

照
さ
れ

た
し
。
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