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に
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け
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宗
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哀
祭
像
と
の
比
較
を
通
し
て

l
i

は
じ
め
に

沈
約
の
父
瑛
は
文
帝
紋
逆
に
か
ら
み
、
孝
武
帝
側
に
よ
っ
て
殺
さ

れ
た
。
少
年
時
代
に
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
辛
酸
を
祇
め
、
激
動
の
時
代

を
生
き
抜
く
こ
と
の
難
し
さ
を
身
を
以
て
体
験
し
た
彼
が
擁
ん
だ
信

念
は
、
た
と
え
ば
彼
の
著
作
で
あ
る
吋
宋
警
」
の
、
穏
逸
伝
に
お
け

る
「
隠
」
の
捉
え
方
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
何
が
、
本
稿
で
は
前

稿
に
引
き
続
い
て
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
確
認
す
る
。
今
回
取
り
上

げ
る
の
は
、
激
動
の
時
代
に
呑
み
込
ま
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
裳
禁

と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
悠
々
と
生
き
き
っ
た
察
興
宗
で
あ
る
。
こ

@
 

の
二
人
は
姻
戚
関
係
に
あ
り
、
年
齢
も
五
歳
し
か
違
わ
な
旬
。
孝
武

帝
の
大
明
七
年
(
凶
六
一
一
一
)
に
そ
ろ
っ
て
吏
部
尚
警
と
な
り
、
明
荷

崩
御
の
際
に
は
共
に
一
般
命
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
深
い
関

係
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
ロ
歪
ぎ
に

お
い
て
裳
祭
と
察
側
拠
出
一
小
と
が
同
時
に
登
場
す
る
機
会
は
極
め
て
少
な

稀

代

麻

也

子

し〉⑤

し
か
も

こ
の
二
人
の
本
伝
は
質
的
に
全
く
異
な
る
書
か
れ
方

沈
約
は
明
ら
か
に
察
興
宗
を
称
揚
す
る
。
本
稿
の
狙

時
代
の
渦
中
に
あ
っ
た
人
物
を
沈
約
が
ど
の
よ
う
に
描
き
出

し
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
を
通
し
て
、
土
木
室
田
』
が
科
学
的
意
味
で

の
事
実
の
記
載
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
文
学
と
し
て
読
む
に

耐
え
る
沈
約
の
作
品
と
な
り
得
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ

@
 

る
。
コ
木
骨
一
一
戸
で
吋
南
出
入
い
の
裳
祭
伝
と
察
興
宗
伝
の
描
か
れ
方
の
違

い
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
李
一
一
と
に
お
け
る
人
物
の
描
き
方
が

聯
か
強
引
で
あ
る
こ
と
を
擁
認
し
、
そ
こ
か
ら
沈
約
が
察
興
宗
的
生

き
方
に
共
感
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
り
、
な
ぜ
沈
約
が
そ
の
よ
う

な
察
興
宗
像
を
必
要
と
し
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
。

いを
はし
、て

お

り
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滑
稽
味
を
帯
び
た
「
誹
詩
文
」
に
よ
っ
て
周
閣
を
あ
ざ
笑
っ
て
い

た
裳
淑
は
、
文
帝
棋
逆
に
絡
ん
で
殺
さ
れ
た
。
彼
が

に
お



い
て
十
分
に
称
揚
さ
れ
て
い
な
い
と
と
、
そ
れ
が
沈
約
の
人
間
観
察

と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
前
稿
で
確
認
し
た
。
自
分
が
正
し

く
て
局
閣
が
狂
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
狂
泉
の
話
に
託
し
た
哀
淑

の
甥
裳
祭
も
非
業
の
死
を
遂
げ
て
い
る
が
、
ロ
木
設
闘
い
は
裳
'
祭
を
ど

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

吋
南
史
い
と
の
比
較
を
通
し
て
先
ず
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

コ
木
震
と
で
裳
祭
が
「
雅
」
の
字
で
表
現
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
笠
間
史
い
で
は
、
叔
父
の
設
一
淑
が
「
雅
も
て
」
哀
祭

(
感
孫
)
を
重
ん
じ
た
と
し
、
前
膝
一
帯
に
裸
に
さ
れ
て
も
「
雅
に
歩

く
こ
と
常
の
如
」
き
落
ち
着
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
『
宋

に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

顔
一
的
伯
と
衷
祭
と
の
や
り
と
り
の
描
写
で
も
、

史
い
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

転
吏
部
尚
冊
一
一
問
、
左
衛
如
故
。
其
年
、
皇
太
子
冠
、
上
臨
宴
東

宮
。
慾
孫
勧
顔
師
伯
一
曲
、
一
昨
伯
不
飲
、
慾
孫
図
相
裁
辱
。
部
伯

克
寵
於
上
、
上
常
嫌
慾
孫
以
寒
素
凌
之
、
回
出
此
発
怒
、
出
為
海

陵
太
守
。

(
吏
部
尚
警
に
転
じ
、
左
衛
た
る
こ
と
故
の
如
し
。
其
の
年
、
皇
太

子
冠
し
、
上
東
宮
に
宴
す
る
に
臨
む
。
態
孫
顔
師
伯
に
濯
を
勧
む

る
も
、
師
伯
飲
ま
ず
、
慾
孫
因
り
て
相
ひ
裁
辱
す
。
前
伯
上
に
寵
せ

ら
れ
、
上
常
に
慰
孫
の
来
、
素
を
以
て
之
を
凌
す
る
を
嫌
へ
ば
、
此
れ

と
『
南

に
図
り
て
怒
を
発
し
、
出
だ
し
て
海
陵
太
守
と
為
す
。
)

小
書
」
で
は
こ
の
よ
う
に
話
の
大
筋
を
淡
々
と
記
す
だ
け
で
あ

る
が
、
空
間
史
い
で
は
激
怒
し
た
孝
武
帝
が
喚
き
な
が
ら
哀
祭
を
成

歎
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
拙
写
し
た
上
で
、
「
慾
孫
色
変
ぜ
、
ず
」
と

し
、
関
川
聞
の
取
り
な
し
に
よ
っ
て
左
遷
で
済
ん
だ
、
と
い
う
書
き
方

を
し
て
い
る
ο

こ
れ
に
よ
っ
て
吋
南
史
』
の
読
者
の
視
線
は
、
裳
祭

の
人
と
の
接
し
方
に
で
は
な
く
、
彼
の
自
若
と
し
た
態
度
に
注
が
れ

る
こ
と
に
な
る
。

裳
祭
の
改
名
に
関
し
て
も
、
と
吋
南
史
』
で
は
読
者
の

受
け
取
り
方
が
違
っ
て
く
る
。
コ
ホ
書
」
で
は
、
「
慾
孫
幼
き
よ
り

萄
奉
惰
の
人
と
為
り
を
慕
ひ
、
世
祖
(
孝
武
帝
)
に
臼
し
て
、
改
名

し
て
祭
と
為
さ
ん
乙
と
を
求
む
る
も
、
許
さ
れ
ず
。
是
に
歪
り
て
太

宗
(
明
帝
)
に
一
一
一
一
向
ひ
、
乃
ち
改
め
て
祭
字
景
惰
と
為
す
」
と
だ
け

記
す
。
『
古
川
史
」
で
は
、
王
喝
の
「
明
帝
忌
誇
多
し
。
裳
祭
を
反
諾

す
れ
ば
頚
門
と
為
る
。
帝
意
に
之
を
悪
み
、
乃
ち
改
め
し
む
」
と

い
う
言
葉
を
続
け
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
(
祭
は
)
後
に

萄
祭
を
慕
ひ
、
自
ら
名
を
改
む
。
会
稽
の
実
喬
之
を
議
る
」
(
『
南

斉
書
」
巻
五
十
二
文
学
王
智
深
伝
)
と
、
裳
祭
の
改
名
を
非
難
す
る
人

も
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
土
木
室
田
』
を
読
む
者
は
ご

く
自
然
に
こ
の
方
向
で
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
『
南

史
」
で
は
、
改
名
の
責
任
を
明
市
の
迷
信
深
さ
に
帰
し
た
、
と
も
い
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え
る
の
で
は
な
い
か
。

朱
斉
革
命
は
忠
誌
と
し
て
の
哀
祭
を
称
揚
す
る
の
に
格
好
の
場
語

で
あ
る
。
裳
祭
は
、
「
時
に
斉
王
功
一
品
く
徳
雷
一
一
く
、
天
命
帰
す
る
有
」

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
二
姓
に
事
ふ
る
を
欲
せ
ず
、
密
か
に
異
図

有
り
ヘ
予
想
通
り
に
敗
れ
去
る
の
だ
が
、
そ
の
間
の
経
緯
を
吋
宋

設
と
は
時
折
短
い
セ
リ
フ
を
は
さ
む
他
は
淡
々
と
綴
っ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
彼
の
殉
死
の
場
面
の
記
述
が
分
量
的
に
は
た
木
霊
闘
い
の
四

倍
ほ
ど
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
る

2m史
い
の
、

2
4
よ
り
一
木
大
震

の
崩
る
る
を
止
む
る
能
は
ざ
る
を
知
る
も
、
仮
だ
名
義
を
以
て
此
に

至
る
耳
い
、
「
我
は
忠
町
民
た
る
を
失
は
ず
、
汝
は
孝
子
た
る
を
失
は

ず
」
と
引
く
よ
う
な
恵
子
最
へ
の
諮
り
か
け
は
な
い
。
ま
た
、
「
臣

義
も
て
大
栄
に
泰
じ
、
策
名
問
つ
な
が
ら
畢
は
る
、
今
使
ち
魂
を
壌

様
に
帰
し
、
永
く
山
丘
に
就
か
ん
」
と
穫
し
て
か
ら
斬
ら
れ
る
、
と

い
う
よ
う
な
演
出
も
、
門
小
木
鴬
ど
の
中
で
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。

あ
く
ま
で
鱒
潔
に
概
略
だ
け
が
ポ
さ
れ
て
い
る
一
立
木
書
い
の
裳
祭
伝

に
は
、
笑
際
に
生
き
て
い
た
裳
祭
の
入
間
く
さ
き
が
な
い
の
で
あ

る。
設
祭
は
に
お
い
て
一
人
で
一
巻
と
い
う
待
遇
を
与
え
ら

れ
な
が
ら
、
記
述
の
分
誌
は
父
察
廓
の
伝
に
附
載
さ
れ
て
い
る
察
興

の
半
分
以
下
に
し
か
過
ぎ
な
い
白
こ
れ
を
幻
ホ
敢
闘
い
執
筆
時
点
で

へ
の
配
慮
、
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
が
描
こ
う
と
し
た
こ
と
を
本
質
的

に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
沈
約
は
、
「
朝

野
の
拐
さ
が
高
か
っ
た
裳
祭
の
マ
イ
ナ
ス
留
を
決
し
て
あ
か
ら
さ
ま

に
は
批
判
し
な
い
。
さ
り
と
て
、
忠
貞
の
臣
と
し
て
の
裳
祭
の
プ
ラ

ス
簡
を
強
調
し
て
書
く
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
淡
々
と
叙
述
す

る
と
い
う
手
法
を
通
し
て
、
義
は
生
よ
り
も
重
い
と
ば
か
り
に
死
ん

で
い
っ
た
裳
祭
の
、
「
天
命
に
達
せ
ざ
る
」
姿
を
示
す
の
で
あ
る
。

ヱ
套
一
一
之
で
は
「
妙
徳
先
生
伝
」
の
引
用
に
よ
っ
て
自
ら
を
怒
康
に

な
ぞ
ら
え
た
衰
祭
の
理
想
の
高
さ
を
示
す
一
方
で
、
裳
祭
の
ゆ
っ
た

り
と
し
た
姿
は
極
力
記
さ
な
い
。
ま
た
、
吋
南
史
」
で
は
妙
徳
先
生

と
裳
餐
の
姿
を
重
ね
る
か
の
よ
う
に
、
続
け
て
嚢
祭
の
「
怒
然
」
と

し
た
姿
を
書
き
連
ね
る
が
、
三
木
量
一

ε
で
は
、
彼
が
明
帝
の
吋
問
問
易
い

の
講
義
を
受
け
た
事
実
が
一
目
礼
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
裳
祭
伝
を

読
ん
で
も
‘
悠
然
と
し
た
裳
祭
の
姿
は
み
え
て
こ
な
い
。
狂
泉
の
水

を
自
分
だ
け
は
飲
ん
で
い
な
い
の
だ
と
周
拐
を
牌
腕
す
る
裳
祭
の
理

想
は
、
必
ず
し
も
現
実
と
結
び
つ
い
て
い
か
な
い
。
実
際
の
彼
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
ヱ
水
量
聞
い
に
お
い
て
、
裳
祭
は
人
間

的
な
し
み
じ
み
と
し
た
感
情
に
欠
け
、
一
糊
務
、
だ
け
強
く
、
縄
問
を
無

視
し
た
期
一
懇
に
走
っ
て
自
ら
殺
さ
れ
る
方
向
へ
と
突
き
進
ん
で
い
っ

た
典
単
一
と
し
て
、
冷
た
く
捕
か
れ
る
。
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の
裳
祭
は
言
葉
少
な
に
淡
々
と
諮
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

で
雑
誌
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
沈
約
の
恩

人
と
も
い
え
る
察
興
宗
の
描
写
が
銭
舌
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
沈

約
が
摘
さ
た
が
っ
て
い
た
察
興
宗
に
つ
い
て
考
え
る
。

ヱ
木
骨
…
と
禁
興
宗
伝
は
分
vw一
一
的
に
コ
問
史
い
よ
り
も
大
分
多
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
禁
興
宗
が
不
器
用
に
人
と
接
し
て
い
る
様
子
に
つ

い
て
は
縦
か
な
描
写
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
先
ず
注
意
す
べ
き
こ

と
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
孝
武
帝
と
の
確
執
の
描
き
方
に
顕

著
に
示
さ
れ
る
。
ヱ
木
設
と
で
「
毎
に
得
失
を
正
一
一
一
一
悶
し
、
一
験
衛
す
る

所
無
く
、
是
れ
に
由
り
て
旨
を
失
ふ
」
と
だ
け
一
記
さ
れ
て
い
る
部
分

を
、
コ
間
史
い
で
は
引
用
を
駆
使
し
て
生
き
生
き
と
描
写
す
る
。
そ

こ
に
現
出
す
る
察
興
宗
は
、
正
論
を
吐
い
て
皇
帝
の
機
嫌
を
損
ね
る

硬
骨
漢
で
あ
る
。

こ
の
関
係
が
、
前
駿
荷
子
業
の
時
代
に
な
る
と
逆
転
す
る
。
ヱ
問

史
い
で
は
郎
捻
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
、
ヱ
木
章
聞
い

で
は
子
抑
制
に
書
く
。
前
一
般
帝
が
郎
位
す
る
と
、
戴
法
輿
・
巣
尚
之
ら

慰
倖
が
実
権
を
撮
っ
て
窓
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
ニ
の
時
鐙
衡
の
任

に
あ
っ
た
察
興
宗
は
、
な
ん
と
か
ま
と
も
な
人
事
を
行
お
う
と
す
る

が
、
劉
義
恭
に
よ
っ
て
左
遷
を
企
て
ら
れ
る
。
空
間
史
』
で
は
例
制
義

に
奏
さ
せ
た
こ
の
時
の
上
奏
文
自
体
は
ほ
と
ん
ど
引
か

ず
に
「
興
宗
及
び
尚
書
哀
感
孫
私
に
指
ひ
与
す
る
を
許
し
、
自
ら
相

ひ
選
盟
唱
し
、
訴
を
乱
し
政
を
中
牛
肉
し
、
混
機
大
い
に
蹴
る
」
と
ま
と
め

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
沈
約
は
煩
を
い
と
わ
ず
に
榔
一
見
景
の
上
奏

文
全
体
を
引
く
。
そ
の
よ
奏
文
は
、
裳
祭
が
察
興
宗
の
疏
を
持
参
の

上
、
察
興
宗
の
間
一
(
郡
太
守
間
辞
の
件
を
支
持
し
、
人
材
を
流
出
す
る

べ
き
で
は
な
い
と
訴
え
て
き
た
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、
次
に
そ
れ

を
裏
付
け
る
辞
麗
先
の
証
一
一
一
一
向
が
続
き
、
人
事
を
か
き
乱
す
察
興
宗
を

獄
に
下
し
、
裳
祭
を
免
官
す
る
よ
う
に
、
と
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
一
認
が
下
る
。
そ
れ
は
察
興
宗
を
左
遷
し
、
裳
祭
を
例
制
義
恭

の
監
視
下
に
お
く
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
認
の
結

び
で
、
裳
祭
は
「
栽
に
自
己
を
評
し
、
物
議
を
委
坐
す
る
の
み
な
れ

ば
、
子
の
領
職
を
以
て
す
可
し
」
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
設
祭
は
あ
く
ま
で
も
察
興
宗
の
為
に
行

動
し
た
筈
な
の
に
、
受
け
取
ら
れ
方
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
結
果
と
し
て
は
察
興
宗
を
更
な
る
窮
地
に
追
い
込
む

こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
の
で
あ
る

D

し
か
し
、
察
興
宗
は
新
日
間

太
守
へ
の
遠
流
を
免
れ
た
。
そ
れ
は
「
朝
廷
礎
骸
せ
ぎ
る
莫
」
か

っ
た
ほ
ど
察
興
宗
に
人
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
顔
師
伯

が
今
回
の
事
件
の
元
凶
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
噂
を
気
に
し
た
こ
と

に
も
よ
る
。
四
回
も
な
く
劉
義
恭
の
一
派
は
子
唯
一
木
に
無
惨
な
殺
さ
れ
方
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を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

察
興
宗
の
身
の
処
し
方
が
端
的
に
わ
か
る
の
は
、
外
甥
裳
援
と
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
潅
州
料
出
入
と
な
っ
た
裳
額
は
、
「
危
換
な

前
緩
帝
の
お
膝
元
を
去
っ
て
、
外
地
に
身
を
避
け
ま
し
ょ
う
」
と
察

興
宗
を
誘
う
。
こ
の
持
の
「
今
虎
口
を
去
ら
ず
し
て
、
此
の
危
一
過
を

守
り
、
後
に
復
た
出
づ
る
を
求
む
る
も
、
山
一
尽
に
得
ん
や
」
と
い
う
最

後
の
…
節
を
口
問
史
い
は
削
除
し
て
い
る
。
し
か
し
察
興
宗
の
身
を

案
じ
る
吋
今
の
う
ち
に
逃
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
逃
げ
よ
う
が
な
く

な
る
」
と
い
う
裳
鎮
の
こ
の
言
葉
が
あ
っ
て
こ
そ
、
慎
重
に
物
事
を

処
理
し
よ
う
と
す
る
察
興
宗
の
あ
り
方
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。

裳
額
の
誘
い
は
一
見
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
察
興
宗
は
そ

れ
を
断
る
。

手
口
索
門
平
進
、
与
主
上
英
一
疎
、
未
容
有
態
。
宮
省

内
外
、
人
不
自
保
、
会
応
有
変
。
若
内
難
得
閥
、
外
難
未
必
可

汝
欲
在
外
求
九
千
一
、
我
欲
居
内
免
橋
、
各
行
所
見
、
不
亦
善

(
興
宗
日
く
、
平
日
紫
門
一
平
進
に
し
て
、
主
上
と
甚
だ
練
な
り
、
未

だ
患
ひ
を
有
す
る
を
容
れ
ず
。
宮
省
内
外
、
人
自
ら
保
た
ず
、
会
た

ま
変
有
る
に
応
ず
。
若
し
内
灘
間
む
を
得
ば
、
外
諜
未
だ
必
ず
し
も

泣
る
河
か
ら
ず
。
汝
は
外
に
在
り
て
全
を
求
め
ん
と
欲
す
、
我
は
内

に
活
り
て
禍
を
免
れ
ん
と
欲
す
、
各
見
る
所
を
行
ふ
も
、

ら
ざ
る
か
。
」
)

「
お
前
は
お
前
の
考
え
に
従
っ
て
外
地
で
安
全
を
密
れ
、
俺
は
内

に
あ
っ
て
檎
を
避
け
る
つ
も
り
だ
」
と
い
う
察
興
宗
の
言
い
方
は
、

自
分
の
身
の
処
し
方
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
し
つ
け

が
ま
し
さ
は
な
く
、
業
鎮
の
考
え
方
を
尊
重
し
て
い
答
。

時
京
城
危
機
階
、
衣
冠
威
欲
遠
徒
、
後
皆
流
離
外
難
、
百
不
一

存
。
(
時
記
京
城
怠
耀
し
、
衣
冠
戚
速
く
徒
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
後

皆
流
離
し
外
難
に
あ
ひ
、
百
に
一
も
存
せ
ず
。
)

こ
の
よ
う
な
そ
の
後
の
経
史
の
流
れ
は
、
胡
三
省
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
興
宗
の
見
識
の
正
し
さ
を
日
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
向
。

察
興
宗
の
矯
況
分
析
と
判
断
が
い
か
に
理
に
か
な
っ
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
、
日
成
慶
之
に
ク
ー
デ
タ

i
を
勧
め
る
や
り
と
り
に
よ
っ
て

も
よ
く
わ
か
る
。
身
に
危
険
を
感
じ
て
ノ
イ
口

i
ゼ
気
味
に
な
っ
て

い
る
沈
慶
一
之
か
ら
の
使
い
に
、
興
宗
は
「
あ
な
た
が
門
を
関
じ
て
避

け
て
い
る
の
は
、
下
心
が
あ
っ
て
や
っ
て
く
る
よ
う
な
輩
に
対
し
て

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
違
う
の
に
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
私
と

お
う
と
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
こ
と
づ
け
る
。
沈
慶
之
は
や

丸
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
禁
興
宗
は
現
状
に

べ
る
。
「
叫
別
媛
帝
は
ま
だ
幼
い
か
ら
、
将

μ

定
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ

に
余
り
、
あ
な
た
の
身
に
警
が
及
ぶ
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の
で
は
な
い
か
と
心
配
だ
ん
と
し
、
「
戦
々
競
々
と
し
た
中
で
皆
が

期
待
を
か
け
て
い
る
の
は
今
ゃ
あ
な
た
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
責
任
は

あ
な
た
に
か
か
っ
て
き
て
い
る
汁
「
あ
な
た
は
カ
を
も
っ
て
い
る
か

ら
、
ク

i
デ
タ
ー
を
起
こ
せ
ば
皆
が
従
う
で
し
ょ
う
。
や
ら
な
け
れ

ば
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
よ
」
と
勧
め
、
自
分
が
昔
沈
慶
之
の
も
と

で
働
い
て
い
た
時
に
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
た
か
ら
敢
え
て
本
音
を

一
言
う
の
だ
、
と
一
一
一
日
い
添
え
た
。
こ
の
う
ち
、
「
(
子
業
)
紹
臨
す
る

や
、
四
海
溝
諮
た
り
、
即
位
の
と
き
正
に
是
れ
挙
止
衷
に
逮
ふ
も
、

小
小
た
る
得
失
の
み
、
亦
諮
へ
ら
く
春
秋
尚
ほ

J

高
め
ば
、
徳
を
進
む

る
こ
と
期
す
可
し
。
市
れ
ど
も
」
と
前
緩
帝
の
改
心
を
願
っ
て
今
ま

で
観
察
し
て
き
た
こ
と
、
「
一
召
姓
梢
柄
た
り
、
復
た
仮
患
の
望
無
く
、

糞
ふ
所
は
正
だ
公
一
人
に
在
る
の
み
。
復
た
成
敗
を
坐
視
す
る
が
若

き
は
、
唯
だ
身
禍
の
不
滅
の
み
に
非
、
ず
、
四
海
の
重
賞
、
将
に
帰
す

る
所
有
ら
ん
と
す
」
と
沈
慶
之
に
対
し
て
権
力
を
持
つ
者
と
し
て
の

社
会
的
資
任
を
説
く
部
分
は
認
の
大
筋
を
追
う
だ
け
な
ら
ば
必
要
な

く
、
事
実
沼
間
史
い
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
は
察
興
宗
の
冷
静
な
情
況
判
断
の
実
際
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
我
が
身
ひ
と
つ
を
保
つ
と
い
う
こ
と

に
止
ま
ら
な
い
、
上
に
立
つ
者
と
し
て
の
責
任
を
は
っ
き
り
認
識
し

て
い
る
人
物
な
の
だ
と
判
断
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
薬
興
宗
の
情
あ
る
言
葉
に
対
し
て
、
沈
慶
之
は
「
最

近
の
情
況
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
私
は
忠
に
も
と
る
こ
と
は
考
え
た

こ
と
も
な
い
。
し
か
も
老
い
て
し
ま
っ
て
兵
も
最
早
実
践
、
で
は
役
に

た
た
ず
、
気
持
ち
だ
け
は
あ
っ
て
も
笑
行
は
無
理
だ
」
と
後
込
み
す

る
む
こ
れ
を
受
け
て
興
宗
は
、
一
沈
慶
之
が
ク
ー
デ
タ
!
を
起
こ
し
て

も
そ
れ
は
不
忠
で
は
な
い
こ
と
と
、
味
方
が
い
か
に
多
い
か
と
い
う

こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
、
「
宗
越
・
諮
金
の
徒
は
、

公
の
字
下
に
出
で
、
並
び
に
生
成
を
受
く
、
放
之
・
恩
仁
は
、
公
の

家
口
の
子
弟
の
み
」
、
「
且
つ
公
の
門
徒
義
附
は
、
並
び
に
三
呉
の
勇

士
た
り
、
宅
内
の
奴
犠
は
、
人
数
百
有
り
。
陸
依
之
は
今
東
に
入

り
賊
を
討
ち
、
又
大
い
に
鎧
伎
を
送
る
、
膏
渓
未
だ
発
せ
ざ
る
に
在

り
。
紋
之
は
公
の
郷
入
、
験
勇
に
し
て
胆
力
有
り
、
設
(
の
器
伎
を
取

り
て
、
以
て
衣
を
字
下
に
配
し
、
依
之
を
し
て
以
て
前
駆
を
率
ゐ
し

む
れ
ば
、
天
下
の
事
定
ま
ら
ん
」
と
い
う
一
一
言
葉
は
、
吋
引
用
史
」
で
は

繁
を
厭
う
て
割
愛
し
て
い
る
。
し
か
し
、
異
体
的
な
人
名
の
列
挙
が

た
木
書
」
に
は
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
察
興
宗
が
信
頼
す
べ
き
根
拠

に
基
づ
い
て
話
す
人
物
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

察
興
宗
は
更
に
、
歴
史
的
教
訓
に
学
ぶ
よ
う
に
と
忠
告
す
る
。
こ

の
部
分
、
「
南
出
入
}
で
は
「
前
世
の
故
事
を
案
」
じ
た
と
い
う
だ
け

だ
が
、
ヱ
木
重
之
で
は
続
け
て
「
普
太
甲
の
罪
は
民
に
加
へ
、
ず
、
自
国

③
 

邑
の
農
は
下
に
及
ば
ず
、
伊
予
・
一
審
光
は
猶
ほ
大
事
を
成
す
が
ご
と

し
、
況
ん
や
今
蒼
生
安
急
た
り
、
禍
ひ
百
た
び
往
き
て
代
へ
ん
や
」
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と
、
伊
現
・
一
桜
光
の
故
事
を
異
体
的
に
挙
げ
て
、
察
興
宗
が
空
論
を

吐
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
「
巷

で
は
あ
な
た
が
朝
廷
で
い
か
に
力
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が

話
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
の
う
ち
に
こ
と
を
起
こ
さ
な
い

と
大
変
な
こ
と
に
な
る
、
よ
く
考
え
て
み
て
下
さ
い
」
と
、
今
こ
そ

決
断
す
べ
き
時
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
言
う
。
し
か
し
最
後
に
は
、

沈
慶
之
に
最
終
的
判
断
を
任
せ
る
。
沈
慶
之
は
、
と
う
と
う
実
行
に

う
っ
さ
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

深
感
君
無
己
。
意
此
事
大
、
非
僕
所
能
行
、
事
歪
故
当
抱
忠
以

没
耳
。

(
深
く
君
に
感
じ
て
己
む
無
し
。
此
の
事
の
大
な
る
を
意
へ
ば
、
僕

の
能
く
行
ふ
所
に
非
ず
、
一
帯
至
ら
や
は
故
よ
り
当
に
忠
を
抱
き
て
以
て

没
す
べ
き
の
み
。
)

沈
慶
之
は
後
に
顔
郎
伯
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
そ
う
と
し
た
時
に
そ

れ

y
rkり、

の
謀
を
漏
ら
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
立
水
害
い
で
は
「
深
く
震
に
感

じ
て
己
む
無
し
」
と
い
う
立
問
史
い
で
削
削
除
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
使

っ
て
、
沈
慶
之
が
察
興
宗
の
懇
切
な
説
明
に
感
じ
入
っ
て
い
る
こ
と

を
強
調
す
る
。
子
業
擁
立
を
酪
策
す
る
察
興
宗
の
一
連
の
行
動
が
何

故
漏
洩
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
胡
…
一
一
省
は
、
沈
慶
之
・
王
玄

ゆ

設
・
都
道
隆
の
ー
目
分
…
似
の
保
身
の
為
、
だ
と
す
る
。
し
か
し
吋
朱

で
は
、
察
興
宗
の
情
報
分
析
の
的
確
さ
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
際

の
態
度
に
よ
っ
て
察
興
宗
が
相
手
の
信
頼
を
得
て
い
た
為
で
あ
る
こ

と
を
強
識
す
る
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
頃
之
し

て
、
慶
之
果
た
し
て
忌
ま
る
る
を
以
て
禍
を
致
す
」
、
や
が
て
、
事

は
察
興
宗
の
予
想
し
て
い
た
通
り
に
な
っ
た
。

王
玄
設
も
ま
た
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
て
い
た
。
「
王
玄
誤
は
も

う
諒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
噂
が
郷
里
に
流
れ
て
大
騒
ぎ
に
な

っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
ん
な
流
一
一
言
が
真
実
味
を
帯
び
て
し
ま
う
よ
う

な
情
、
況
で
あ
っ
た
。
王
玄
諜
は
そ
こ
で
、
信
頼
を
寄
せ
る
典
畿
の
包

法
栄
を
察
興
宗
の
も
と
に
よ
こ
す
。
察
興
宗
が
見
舞
い
を
述
べ
る

と
、
包
法
栄
は
拒
食
症
と
不
摂
症
に
陥
っ
て
い
る
王
玄
諜
の
ひ
ど
い

有
様
を
、
「
領
軍
比
呂
殆
ど
復
た
食
さ
ず
、
夜
も
亦
眠
ら
ず
、
常

に
訂
以
己
に
門
に
在
り
、
俄
演
も
保
た
、
す
」
と
一
一
一
一
口
ふ
」
と
伝
え
る
。

こ
れ
を
き
い
た
察
興
宗
は
、
ど
う
し
て
坐
し
て
禍
を
待
つ
の
か
、
と

一
一
一
向
う
。
も
と
も
と
、
王
玄
諜
は
部
曲
一
一
一
千
人
を
有
し
て
い
た
が
、
前

緩
帝
の
猪
疑
心
に
よ
っ
て
厳
重
な
監
視
下
に
お
か
れ
た
。
王
玄
譲
は

こ
れ
を
擬
く
怨
み
、
五
百
人
を
慕
守
と
し
て
巌
山
に
留
め
た
の
だ

が
、
察
興
宗
は
こ
れ
を
袋
っ
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
せ
、
と
一
一
一
一
同
う
の

で
あ
る
。
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当
今
以
領
軍
威
名
、
率
此
為
朝
廷
唱
始
、
事
使
立
魁
。
領
軍
雄

復
失
腕
、
自
可
乗
懇
処
分
。
禍
殆
不
滅
、
勿
失
事
機
。
君
選
、

可
臼
領
軍
如
此
。



領
軍
の
威
名
を
以
て
、
此
れ
を
小
学
ゐ
て
朝
廷
の
為
に
鳴
始

す
れ
ば
、
一
帯
使
ち
立
ち
ど
こ
ろ
に
魁
た
ん
。
領
軍
復
た
失
脚
す
と
維

も
、
自
ら
帯
に
乗
り
て
処
分
す
可
し
。
補
ひ
は
殆
ん
ど
測
ら
ず
、
事

機
を
失
ふ
勿
か
れ
、
と
。
君
還
り
て
、
領
軍
此
く
の
如
し
と
出
す
可

し
。
)

ぺ
領
軍
愛
機
す
れ
ど
も
、
当
に
方
略
を
為
す
べ
し
、
那
ん
ぞ
坐
し

て
禍
ひ
の
一
企
る
を
待
つ
を
得
ん
」
と
い
う
察
興
宗
の
一
一
言
葉
に
始
ま
る

包
法
栄
と
の
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
を
、
吋
中
間
史
い
は
「
興
宗
は
法

栄
に
鴎
り
て
玄
諜
に
挙
事
を
勧
む
」
と
手
際
よ
く
ま
と
め
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
情
勢
を
見
摂
え
て
判
断
を
下
す

察
興
宗
の
力
量
一
は
見
え
て
こ
な
い
。
自
分
の
も
と
に
使
い
を
よ
こ
し

た
王
玄
諜
に
対
し
て
異
体
的
方
策
を
挙
げ
た
上
で
迅
速
な
行
動
を
促

す
と
い
う
描
写
が
あ
っ
て
初
め
て
、
察
興
宗
の
分
析
力
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
結
局
、
主
玄
誤
も
沈
慶
之
と
向
じ
く
実
行
に
は
移
さ
な

い
こ
と
を
伝
え
て
く
る
が
、
同
時
に
「
此
れ
も
亦
未
だ
行
ふ
可
〈
に

易
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
当
に
震
の
一
一
一
一
口
を
活
ら
さ
ざ
る
べ
き
を
期
す
」
と

約
束
す
る
。
こ
の
一
言
葉
は
、
察
興
宗
の
思
考
の
筋
道
が
一
詳
細
に
示
さ

れ
て
い
る
ヱ
木
諮
問
」
の
一
記
述
が
あ
っ
て
こ
そ
、
生
き
て
く
る
。
こ
こ

で
も
ま
た
、
察
興
宗
の
観
察
肢
と
人
柄
が
信
頼
を
寄
せ
ち
れ
る
に
足

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
描
か
れ
る
の
は
、
子
業
か
ら
辱
め
を
受
け
る
裳
築
達
と
、
た

だ
一
人
免
れ
得
て
い
る
察
興
宗
の
姿
と
の
鮮
や
か
な
対
照
で
あ
る
。

市
毎
民
瞬
宴
、
掻
般
群
臣
、
呉
刷
版
騎
大
将
軍
建
安
玉
休
仁
以
下

侍
中
設
感
孫
等
、
成
見
陵
曳
、
唯
興
宗
得
免
。

(
帝
毎
に
朝
宴
に
問
問
り
、
群
疫
を
掻
段
し
、
刷
版
騎
大
将
軍
建
安
王
休

仁
よ
り
以
下
侍
中
葉
慰
孫
等
、
成
綾
曳
せ
ら
る
る
も
、
唯
だ
興
宗
の

み
免
る
る
を
得
た
り
。
〉

簡
単
な
記
述
の
中
に
、
狂
惇
の
天
子
の
攻
撃
を
見
事
に
か
わ
し
て
い

る
察
興
宗
の
処
位
の
巧
み
さ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
似
た
よ
う
な
記
述
は
孝
武
蔀
時
代
で
も
さ
れ
て
い
た
。

転
掌
吏
部
。
持
上
方
盛
淫
宴
、
虐
侮
群
臣
、
自
江
一
麦
王
義
恭
以

下
、
成
加
綴
辱
、
唯
興
宗
以
方
直
見
簿
、
不
被
侵
媒
。
尚
書
僕

射
顔
師
伯
謂
議
曹
部
五
耽
之
巴
、
「
察
尚
書
常
免
泥
戯
、
去
入

実
遠
。
」

(
転
じ
て
吏
部
を
掌
る
。
時
に
上
方
に
盛
ん
に
淫
宴
し
、
群
臣
を
虐

侮
し
、
江
夏
王
義
恭
よ
り
以
下
、
成
繊
辱
を
加
へ
ら
る
る
も
、
噌
だ

興
宗
の
み
方
蓋
を
以
て
博
ら
れ
、
侵
媒
を
被
ら
ず
。
尚
喜
僕
射
顔
部

伯
議
曹
郎
王
耽
之
に
謂
ひ
て
臼
く
、
「
察
尚
帯
一
一
国
常
に
泥
戯
を
免
ぜ

ら
る
る
こ
と
、
人
を
去
る
こ
と
実
に
遠
し
」
と
。
)

コ
木
骨
一
一
之
で
は
こ
れ
に
続
け
て
後
日
談
を
庇
護
す
る
。
明
帝
が
即

位
し
て
危
険
が
去
る
と
、
王
玄
設
は
自
分
が
行
動
を
起
こ
せ
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
郭
季
産
た
ち
の
進
一
一
一
一
同
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
だ
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と
素
任
転
嫁
を
し
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
郭
季
産
は
、
「
察
興
宗
の

一
一
一
一
日
は
こ
の
上
も
な
く
正
し
か
っ
た
の
に
、
あ
な
た
が
笑
行
で
き
な
か

っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
察
興
宗
の
一
言
葉
で
す
ら
あ
な
た
に

通
じ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
私
な
ど
が
何
を
午
出
回
っ
て
も
無
駄
だ
っ

た
で
し
ょ
う
」
と
や
り
か
え
す
。
王
玄
諜
は
こ
れ
を
き
い
て
恥
じ

た。
こ
の
話
を
、
で
は
明
帝
の
ク
ー
デ
タ
!
の
記
事
の
後
に

お
く
。
時
間
的
販
序
を
考
え
れ
ば
立
問
史
い
の
排
列
が
正
し
い
こ
と

⑫
 

は
一
一
一
一
向
う
ま
で
も
な
い
が
、
五
玄
設
の
先
見
の
明
の
な
さ
に
よ
っ
て
察

興
宗
の
綴
察
の
正
し
さ
を
描
き
出
し
て
い
る
点
で
、
ヌ
木
書
い
の
こ

の
排
列
に
は
や
は
り
意
味
が
あ
る
口

薄
氷
を
ふ
む
よ
う
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
緊
迫
し
た
情
勢
の
中
に

あ
っ
て
、
察
興
宗
が
人
と
つ
き
あ
う
際
に
い
か
に
厚
い
信
頼
関
係
が

成
立
し
て
い
た
か
は
、
制
剣
道
隆
と
の
や
り
と
り
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
道
端
で
例
剣
道
畿
に
行
一
き
会
っ
た
持
の
こ
と
、
察
興
宗
は
「
近

頃
ち
ょ
っ
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
声
を
か
け
る
。
こ

の
真
意
を
深
く
理
解
し
た
劉
道
経
は
察
興
宗
の
手
を
つ
ね
っ
て
「
一
一
一
一
向

つ
て
は
だ
め
だ
い
と
答
え
る
。
劉
道
修
と
い
う
、
子
業
の
手
先
と
し

て
禁
兵
を
任
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
物
に
対
し
て
す
ら
自
分
の
見
解

を
伝
え
得
て
い
る
。
察
興
宗
は
現
実
の
ひ
ど
さ
を
、
た
だ
手
を
束
ね

て
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
の
先
ま
で
見
摺
え
た
上
で
積
額
的

に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
彼
の
情
況
抱
援
の
正
確
さ
は
、
言
動

の
結
果
と
し
て
自
ら
を
窮
地
に
追
い
込
む
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

一
で
震
祭
伝
、
ニ
で
察
興
宗
伝
を
み
た
よ
う
に
、
土
木
重
之
に
お

い
て
詰
察
興
宗
伝
と
品
一
段
祭
信
と
は
大
分
趣
き
が
違
う
。
察
興
宗
伝
で

は
前
履
帝
の
時
代
の
活
躍
に
は
っ
き
り
と
重
点
が
お
か
れ
て
叙
述
さ

れ
、
分
量
的
に
も
全
体
の
半
分
以
上
の
文
字
数
を
割
一
く
。
話
の
筋
を

追
う
為
に
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
字
的
史
」
で
は
略
し
た
り

要
約
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
察
興
宗
と
相
手
と
の
や
り
と
り
を
敢

え
て
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
界
で
活
躍
す
る
彼
の
姿
が
効
果

的
に
活
写
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裳
祭
伝
の
方
は
淡
々
と
簡
潔

に
書
か
れ
て
い
て
叙
述
に
軽
量
が
み
ら
れ
ず
、
量
的
に
も
ど
の
部
分

が
多
い
と
も
い
え
な
い
。
吋
南
史
い
が
脚
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
生
き
生
き
と
し
た
描
写
に
な
る
。

ヱ
木
常
一
闘
い
に
描
き
出
さ
れ
た
裳
禁
と
禁
興
宗
の
違
い
を
鮮
や
か
に

示
す
の
は
、
夜
に
触
れ
た
よ
う
に
顔
部
伯
の
両
者
に
対
す
る
態
度
の

違
い
で
あ
る
。
裳
築
山
削
伯
に
近
づ
こ
う
と
し
な
が
ら
、
相
手
を

軽
蔑
す
る
気
持
ち
が
に
出
て
し
ま
っ
て
受
け
容
れ
て
貰
え
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
ら
顔
師
伯
だ
け
で
な
く
孝
武
苦
の
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反
感
を
貿
っ
て
い
た
為
に
、
こ
れ
を
機
会
と
左
選
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
、
論
理
的
に
簡
潔
に
警
か
れ
る
。
一
方
向
じ
く
宴
の
場
面
で
、

殆
ど
例
外
な
く
孝
武
帝
の
辱
め
を
受
け
る
士
大
夫
遠
の
中
た
だ
一
人

そ
の
警
に
過
わ
ず
に
す
ん
で
い
る
察
興
宗
に
対
し
て
、
ヱ
木
欝
い
は

顔
部
伯
の
感
慢
の
声
を
引
用
す
る
。
ヱ
木
京
円
い
で
の
捕
か
れ
方
を
通

し
て
、
顔
郎
伯
が
裳
祭
を
嫌
う
一
方
で
察
興
宗
に
は
一
目
お
い
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
わ
か
る
。

沈
約
は
ど
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
も
生
き
抜
い
て
行
く
為
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
、
自
分
が
共
感
を
寄
せ
る
察
興
宗
と
、
そ

う
で
は
な
い
設
祭
と
に
よ
っ
て
示
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
際
に
と
ら

れ
た
の
は
、
裳
祭
伝
に
お
い
て
は
極
力
簡
潔
に
平
板
に
記
し
、
察
興

宗
伝
に
お
い
て
は
時
に
煩
績
と
も
忠
わ
れ
る
発
言
の
引
用
を
一
蹴
わ
ず

に
、
強
調
す
べ
き
所
は
強
調
し
徹
底
的
に
察
興
宗
と
期
間
の
人
物
と

の
関
わ
り
を
記
す
、
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者

の
前
に
は
、
無
機
質
で
冷
た
い
裳
架
像
と
、
血
の
通
っ
た
信
頼
す
べ

き
存
在
と
し
て
の
察
興
宗
像
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

必

以
上
、
表
祭
伝
と
察
興
宗
伝
と
を
、
処
世
の
巧
拙
と
伝

に
お
け
る
描
写
の
繁
簡
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
し
た
。
ヱ
套
一
一
と

が
裳
祭
に
対
し
て
は
索
っ
気
な
い
描
写
を
し
て
い
る
一
方
、
薬
興
宗

を
描
く
際
に
は
煩
現
な
引
用
を
一
献
わ
ず
、
彼
の
先
見
の
明
や
人
間
間
関

係
に
お
け
る
積
一
一
離
さ
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
、
沈
約
が
共
感
を
寄
せ

る
の
が
怒
々
と
時
代
を
乗
り
切
っ
た
察
興
宗
で
あ
っ
た
こ
と
を
線
認

し
た
。
こ
の
二
人
の
姿
は
、
前
稿
で
考
察
し
た
裳
淑
像
、
主
徴
像
と

見
事
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
前
回
は
元
嘉
時
代
の
記

事
を
取
り
上
げ
た
為
に
沈
約
の
編
集
作
業
に
重
点
を
お
い
た
の
だ

が
、
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
、
主
に
前
緩
帝
子
業
時
代
、
沈
約
が
二
十

代
半
ば
に
達
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、
産
接
沈
約
が
執
筆
し

ゅ

た
部
分
が
主
体
で
あ
る
為
、
よ
り
具
体
的
に
描
か
れ
方
を
検
証
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
沈
約
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
単
に
客
観
的
記
述
を

主
と
し
て
の
み
た
木
設
と
を
も
の
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
の
ご
と

の
全
体
を
晃
極
め
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
一
記
述
の
仕
方
に
軽

重
を
つ
け
て
い
る
。
現
実
と
は
遊
織
し
た
生
き
方
で
あ
る
故
に
憧
れ

の
対
象
と
も
な
り
が
ち
な
英
雄
的
人
物
に
対
し
て
、
決
し
て
手
放
し

の
称
賛
を
与
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
淡
々
と
事
実
を
羅
列
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
う
い
う
人
物
の
処
世
に
対
し
て
関
心
が
な
い
こ
と
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
批
判
的
で
す
ち
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
を
哀
祭
伝
で
見
た
。
沈
約
に
と
っ
て
後
世
に
残
す
に
足
る
の
は
、

華
々
し
い
英
雄
で
は
な
い
。
激
動
の
持
代
を
静
か
に
生
き
抜
い
た
人

を
こ
そ
、
魅
力
的
に
描
く
。
何
故
な
ら
、
入
閣
が
必
要
と
し
て
い
る

の
は
、
生
き
る
智
慧
だ
か
ち
だ
。
偲
人
の
身
に
引
き
つ
け
て
徹
底
的
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に
追
及
し
て
い
っ
た
結
果
が
抽
象
性
の
獲
得
な
の
で
あ
り
、
そ
の
逆

で
は
な
い
。
沈
約
は
「
乱
世
の
矛
請
を
ど
う
や
っ
て
ひ
き
う
け
て
い

っ
た
の
か
と
い
う
他
人
の
個
人
的
体
験
を
通
し
て
、
現
実
を
把
握
し

⑩
 

ょ
う
と
す
る
」
感
覚
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
英
雄
に
歴
史
は
必

要
な
い
。
激
情
に
か
ら
れ
て
自
ら
死
に
向
か
う
よ
う
な
英
雄
は
、
あ

く
ま
で
妄
想
に
お
け
る
憧
れ
の
次
元
に
と
ど
め
る
べ
き
存
在
で
あ

り
、
献
体
史
を
糟
糠
と
し
て
で
は
な
く
現
在
の
閤
難
な
時
代
を
生
き
る

我
が
身
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
燦
に
は
参
考
に
な
ら
な
い
。
ご
く
普

通
の
、
用
問
と
関
わ
り
を
保
ち
つ
つ
当
た
り
前
に
生
き
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
入
閣
に
と
っ
て
こ
そ
、
歴
史
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

沈
約
は
吋
宋
諜
問
い
で
、
自
ら
の
憧
れ
で
あ
る
悠
々
た
る
生
き
方
を

し
た
異
体
的
姿
と
し
て
察
興
宗
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
現
実
と
関

わ
り
あ
い
な
が
ら
、
し
か
も
鱗
“
持
さ
れ
る
こ
と
な
く
常
に
ゆ
っ
た
り

と
生
き
て
い
た
い
、
生
き
て
い
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
を
、
沈
約
は

察
興
宗
と
い
う
人
物
を
描
き
出
す
こ
と
を
通
し
て
読
者
に
諮
り
か
け

て
い
る
。
脅
か
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
践
し
て
は
審

き
、
書
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
警
か
な
い
で
お
き
な
が
ら
、
記
述

の
繁
鰭
と
い
う
方
法
を
用
い
て
自
分
の
思
い
を
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
幻
木
議
況
は
、
や
は
り
単
な
る
事
実
の
記
録
で
は
な
く
、
作
者

の
託
し
た
患
い
を
読
み
こ
む
こ
と
に
耐
え
う
る
作
品
だ
と
い
え
る
。

、五
①
吋
隠
逸
伝
序
に
「
陳
郡
裳
淑
集
古
来
無
名
高
士
、
以
為
真
隠
伝
、

格
以
斯
談
、
去
真
遠
奏
。
」
と
あ
る
。
沈
約
の
偲
逸
に
つ
い
て
は
、
神
塚

淑
子
「
沈
約
の
隠
逸
思
想
」
(
吋
日
本
中
層
学
会
報
」
第
一
一
一
一
輯
一
九
七

九
年
)
記
許
し
い
。

②
〈
沈
約
ヱ
套
一
一
塁
の
「
文
史
」
と
仁
1

1
王
微
伝
と
裳
淑
伝
の
比
較
を
通

し
て

i
i》
(
青
山
晶
子
競
大
学
文
学
部
一
九
九
九
詔
差
問
一
号
ニ

0
0
0年
一
月
)

③
「
時
指
書
右
僕
射
察
興
宗
是
鎮
翼
、
領
軍
将
軍
裳
祭
是
額
従
父
弟
、
故
骨
一
回

一
瓦
群
従
窮
甥
也
。
」
(
吋
宋
盟
国
」
巻
八
十
四
裳
額
伝
)

④
裳
築
拭
四
二

0
1盟
七
七
、
察
興
宗
は
詔
一
五
(
)
四
七
二
。
許
福
謙
は

察
興
宗
の
生
年
を
四
一
六
年
と
し
、
五
十
七
歳
で
死
ん
だ
と
す
る
(
「
立
木

書
い
紀
伝
疑
年
録
」
吋
首
都
師
範
大
学
学
報
い
社
会
科
学
一
九
九
三
年

間
期
)
が
、
ム
つ
は
と
ら
な
い
。

⑤
本
稿
で
引
用
す
る
前
藤
菊
時
代
の
二
条
の
他
に
二
人
が
問
時
に
登
場
す

る
の
は
、
明
替
の
顔
命
に
関
す
る
こ
と
(
察
興
宗
結
/
明
帝
紀
)
、
二
人

が
娘
戚
関
係
広
あ
る
こ
と
(
裳
鎮
伝
/
裳
象
伝
)
で
あ
る
。

⑤
裳
祭
は
川
{
木
散
問
い
巻
八
十
九
/
吋
南
史
い
巻
二
十
六
、
察
興
宗
は
吋
宋

常
一
芯
巻
五
十
七
/
2
間
史
」
巻
二
十
九
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
が
あ
る
。

⑦
「
先
是
、
興
宗
納
何
応
寺
尼
智
妃
為
安
、
姿
貌
甚
英
、
有
名
京
都
、
迎
車

己
去
、
市
部
始
密
造
人
誘
之
、
潜
役
載
取
、
興
宗
迎
人
不
覚
。
及
興
宗
被

徒
、
論
者
並
去
自
前
倍
、
部
伯
甚
病
之
:
・
欲
止
患
物
議
、
出
比
停
行
。
」

察
興
宗
伝
〉
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③ 

い
(
吋
資
治
通
鑑
い



⑤

巻

…

一

一

、

巻

六

十

八

参

照

。

⑬
「
締
伯
専
断
朝
事
、
不
与
沈
躍
之
参
様
、
抑
制
令
史
日
刊
沈
公
爪
牙
者
耳
、

安
得
預
政
一
感
心
慶
之
関
市
切
歯
、
乃
地
其
謀
。
」
(
吋
世
間
史
い
巻
…
一
一
十
四
顔

式

H
hゴニ、コ

ド向山
h
v
H
よ
μ」

。注@本
J

照
。
「
人
不
敢
間
基
一
一
問
、
何
世
。
昏
恭
之
朝
、
人
不
自
保
、
足

日
窓
口
喪
、
予
及
汝
皆
亡
い
護
人
心
之
所
同
然
由
。
」

⑫
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
配
列
を
示
し
て
お
く
。
力
水
害
い
(
王
玄
諜
と
の
や
り

と
り
/
後
日
制
限
/
劉
道
隆
と
の
や
り
と
り
/
前
凝
帝
の
凶
惇
/
劉
議
〈
明

裕
〉
に
よ
る
政
権
奪
取
)
、
半
開
史
い
(
壬
京
設
と
の
や
り
と
り
/
劉
道
経

と
の
や
り
と
り
/
前
巌
磁
の
凶
惇
/
都
議
に
よ
る
政
権
奪
取
/
後
日
諦
)

⑬
沈
約
が
沼
木
議
聞
い
に
お
い
て
人
物
を
評
す
る
の
に
処
世
の
聞
か
ら
論
ず

る
こ
と
が
多
い
ご
と
は
、
李
潤
和
も
指
指
し
て
い
る
。
「
他
所
作
的
有
関

人
物
評
倒
的
出
入
論
、
大
部
分
都
与
処
世
的
内
容
有
関
。
」
(
「
従
吋
宋
世
帯
」

白
人
論
看
沈
約
的
天
命
観
与
処
世
観
」
吋
中
国
史
研
究
い
一
九
九
四
年
一
期
)

⑬
「
自
永
光
以
来
、
一
品
工
於
禅
譲
、
十
余
年
内
、
関
市
不
続
。
」
(
吋
宋
冊
一
一
聞
い
巻

百
自
序
)

⑬
「
有
超
過
地
人
対
乱
世
矛
盾
理
解
約
侶
人
体
験
、
試
図
去
把
握
現
実
。
」

符
端
志
や
五
行
志
に
カ
を
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
吋
宋
意
思
に
は
現
実
的

な
感
覚
が
な
い
と
断
ず
る
論
識
に
対
す
る
李
潤
和
の
反
論
で
あ
る
(
「
従

史
論
者
沈
約
対
現
実
的
認
識
」
守
〈
史
哲
い
一
九
九
三
年
三
期
)
。

(
青
山
学
院
大
学
大
学
院
)
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