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国
家
が
遼
（
陽
）
藩
（
陽
）
に
お
い
て
建
設
さ
れ
、
竿
を
設
け
天
を
祭
る
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
礼
で
は

社
稜
の
諸
神
舐
を
も
ふ
く
め
て
静
室
に
祀
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
堂
子
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
往
古
の
群
神

を
会
祀
す
る
明
堂
の
制
度
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
礼
を
踏
襲
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
は
礼
親
王
、
昭
樋
が
『
囎
亭
雑
録
』
巻
八
「
堂
子
」
条
に
記
し
た
一
段
で
あ
り
、
堂
子
祭
に
言
及
す
る
研
究
論
文
に
数
多

く
引
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
礼
親
王
の
主
旨
は
堂
子
が
明
堂
と
同
じ
い
、
と
す
る
点
に
あ
る
。
礼
親
王
は
乾
隆
四
一
年
の

生
ま
れ
、
莞
年
は
道
光
九
年
で
あ
る
。
西
暦
で
は
一
七
七
六
年
～
一
八
二
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
清
朝
の
建
国
時
の
礼
親
王
、



シャーマニズムの墓標（原島）

代
善
の
親
王
位
を
継
承
す
る
皇
族
の
顕
貴
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
礼
親
王
、
昭
樋
は
親
王
と
し
て
は
波
乱
の
生
涯
を
お
く
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
経
歴
の
故
も
あ
っ
て
、
清
朝
の
典
故
に
精
通
し
て
い
た
。
そ
れ
は
他
の
皇
族
か
ら
見
て
も
群
を
抜
く
も
の
で
あ
っ

た
。
祖
父
の
代
か
ら
礼
部
に
奉
職
し
、
清
朝
の
典
章
制
度
に
精
通
し
て
い
た
聾
自
珍
は

王
、
天
聰
、
崇
徳
以
降
の
珀
事
　
事
は
皆
そ
の
年
月
を
説
き
て
誤
た
ず
。
一
事
毎
に
輻
ち
そ
の
源
流
を
言
い
、
正
変
分
合
作

る
こ
と
数
十
重
、
問
答
し
て
倦
ま
ず
、
自
珍
の
交
わ
る
所
の
賢
不
賢
の
掌
故
を
職
と
す
る
者
、
程
大
理
同
文
よ
り
ほ
か
、
王

に
如
か
ざ
る
な
り
。
（
『
聾
自
珍
全
集
』
第
五
輯
「
与
人
箋
」
）

と
称
賛
し
て
や
ま
な
い
。
『
囎
亭
雑
録
』
「
堂
子
」
の
条
は
さ
ら
に

鼎
を
中
原
に
定
め
て
よ
り
以
来
（
清
朝
が
北
京
に
政
権
を
定
め
て
以
来
）
、
堂
子
を
長
安
左
門
外
に
建
設
し
、
祭
神
殿
を
中
央

に
建
て
た
。
す
な
わ
ち
も
ろ
も
ろ
の
神
舐
を
総
祀
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
南
側
の
前
方
は
拝
天
の
円
殿
で
あ
り
、
円

殿
の
真
南
に
大
内
で
祭
礼
を
行
う
た
め
の
竿
を
立
て
る
石
座
を
設
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
や
南
の
両
翼
に
縦
横
そ
れ
ぞ
れ

六
列
の
石
座
を
設
け
る
。
第
一
列
は
諸
皇
子
が
祭
礼
を
行
う
た
め
の
竿
を
立
て
る
石
座
で
あ
る
。
諸
王
、
貝
勒
、
公
な
ど
は

お
の
お
の
の
爵
位
に
応
じ
て
並
ぶ
。
い
ず
れ
も
北
面
し
て
並
ぶ
。
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と
続
け
て
い
る
。
文
面
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
礼
親
王
が
こ
の
堂
子
祭
に
参
加
し
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
ろ
う
。



　
堂
子
祭
が
中
国
の
古
礼
で
あ
る
明
堂
に
あ
た
る
、
と
い
う
の
が
礼
親
王
の
確
信
で
あ
る
が
、
礼
親
王
は
、
だ
が
、
満
洲
の
古
礼

で
あ
る
「
跳
神
儀
」
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
堂
子
祭
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
、
堂
子
祭
の
関
連
資
料
、
こ
と
に
堂
子
祭
に
関
す

る
清
朝
の
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
儀
』
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
囎
亭
雑
録
』
巻
九
の
「
満
洲
跳
神
儀
」
の
一
条
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
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巫
人
（
原
註
、
女
使
を
用
う
）
は
吉
服
を
着
て
刀
の
舞
い
を
舞
い
、
。
「
敬
い
て
樵
餌
を
献
げ
、
も
っ
て
康
年
を
祈
る
」
と
い
う

祝
詞
を
唱
え
る
。
主
人
は
脆
き
神
版
を
た
た
き
、
護
衛
た
ち
は
神
版
を
た
た
き
つ
つ
絃
、
箏
、
月
琴
を
奏
で
て
唱
和
す
る
。

そ
の
音
色
は
心
地
よ
い
。
巫
者
は
歌
い
終
え
る
と
祝
詞
を
唱
え
る
が
、
主
人
は
謹
ん
で
耳
を
傾
け
る
。
（
一
連
の
儀
式
を
）
終

え
る
と
主
人
は
拝
礼
を
行
い
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
巫
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
薩
満
（
シ
ャ
ー
マ
ン
の
漢
字
表
記
）
と
い
う
言
葉
を
慎
重
に
避
け
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
は
、
正
真
正
銘
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
堂
子
祭
が
満
洲
の
秘
儀
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
根
幹
に

持
っ
て
い
た
た
め
、
堂
子
祭
を
「
典
至
っ
て
重
き
な
り
」
（
『
清
文
献
通
考
・
郊
社
考
』
）
と
し
て
き
た
清
朝
の
開
国
は
歴
史
に
お
い

て
秘
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
附
会
、
誤
解
そ
し
て
虚
偽
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
清
朝
と
い
う
中
国
最

後
の
王
朝
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
中
国
の
歴
代
の
王
朝
に
は
い
ず
れ
も
虚
偽
で
飾
ら
れ
た
開
国
神
話
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
史
実
の
捏
造
も
ま
た
稀
で
は
な
い
。
だ

が
、
清
朝
ほ
ど
自
ら
の
履
歴
書
を
捏
造
し
た
例
は
や
は
り
空
前
絶
後
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
清
朝
の
建
設
者
は
自
か
ら
の
国
号

一285一
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を
「
発
見
」
な
い
し
は
「
発
明
」
し
て
満
洲
な
る
名
称
を
創
出
し
て
い
る
。
満
洲
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

諸
説
が
あ
っ
た
が
、
「
そ
れ
故
、
建
州
（
女
真
族
の
一
部
族
で
あ
り
、
満
洲
の
も
と
も
と
の
部
族
名
）
は
（
李
V
満
住
す
な
わ
ち
文
殊

を
酋
長
に
戴
く
部
族
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
満
洲
部
族
と
は
文
殊
部
族
の
謂
い
で
あ
る
」
（
孟
森
『
満
洲
開
国
史
』
第
一
講
「
満

洲
名
称
考
」
）
と
考
証
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
文
殊
菩
薩
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
清
朝
の
史
家
も
認
め
て
い
る
。
『
満
洲

源
流
考
』
巻
一
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
満
洲
と
い
う
の
は
も
と
も
と
部
族
の
名
称
で
あ
っ
た
。
国
書
に
よ
る
な
ら
ば
「
満
洲
」
は
も
と
も
と
「
満
珠
」
と
表

記
さ
れ
て
い
た
。
…
…
わ
が
朝
が
東
土
に
お
い
て
燦
然
と
輝
く
よ
う
に
な
る
と
、
毎
年
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
丹
書
が
献
上
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
「
曼
珠
師
利
大
皇
帝
」
と
し
た
た
め
ら
れ
て
い
た
。
『
翻
訳
名
義
』
に
よ
る
な
ら
ば
「
曼
珠
」

と
は
華
言
（
中
国
語
）
の
妙
な
る
吉
祥
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
『
清
太
祖
実
録
』
は
「
始
祖
の
布
庫
里
雍
順
、
長
白
山
の
東
、
俄
漠
恵
の
野
、
俄
朶
里
城
に
居
り
、
国
号
を
満
洲
と

い
う
。
こ
れ
満
洲
開
基
の
始
め
な
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
歴
史
の
改
窟
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
改
窟
は
満
洲
が
始
祖
の
時
代
か

ら
一
貫
し
て
中
国
の
支
配
下
に
入
っ
た
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
明
か
ら
清
へ
の
王
朝
交
代
が
武
力
に
よ
る
纂
奪
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
明
朝
に
よ
る
東
北
支
配
の
事
実
が
徹
底
し
て
歴
史
か
ら
削
除

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
と
に
満
洲
の
出
身
母
体
と
な
っ
た
建
州
と
い
う
こ
と
ば
、
さ
ら
に
古
く
か
ら
の
民
族
名
で
あ
る
女
真

な
い
し
は
女
直
（
『
元
史
・
地
理
志
開
元
路
』
に
「
古
え
の
粛
慎
の
地
、
す
な
わ
ち
金
の
鼻
祖
の
部
落
な
り
。
初
め
は
女
真
と
号
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す
る
も
、
後
に
興
宗
の
譲
を
避
け
、
改
め
て
女
直
と
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遼
の
興
宗
の
諦
で
あ
る
宗
真
を
避
け
た
も
の
で
あ

る
）
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
削
除
し
た
り
、
附
会
し
た
り
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
清
朝
の
本
質
を
知
る
う
え
で
重
要

で
は
あ
る
が
拙
論
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
贅
言
し
な
い
。

　
清
朝
の
建
国
を
め
ぐ
る
虚
飾
の
べ
ー
ル
を
一
枚
一
枚
剥
が
し
て
い
っ
た
の
は
、
孟
森
（
西
暦
一
八
六
九
年
～
一
九
三
七
年
）
で
あ

る
。
孟
森
、
字
は
藏
孫
、
号
は
心
史
、
江
蘇
武
進
の
人
、
著
に
『
明
清
史
論
著
集
刊
』
『
明
清
史
講
義
』
『
満
洲
開
国
史
』
等
が
あ

る
。
清
朝
の
末
期
を
生
き
、
辛
亥
革
命
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
経
歴
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
清
朝
開
国
を
め
ぐ
る
歴
史
の
タ

．
7
1
が
と
れ
た
の
ち
、
原
史
料
を
発
掘
し
、
そ
の
前
半
生
な
じ
ん
で
き
た
清
朝
の
歴
史
の
虚
偽
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
暴
い
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
孟
森
が
堂
子
祭
に
疑
惑
の
目
を
向
け
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
孟
森
は
清
朝
の
虚
飾
作
成
の
方
程
式
に
類
し
た
一
文
を

遺
し
て
い
る
。

阿
台
は
建
州
の
酋
目
に
あ
っ
て
始
め
て
、
阿
太
章
京
と
し
て
清
の
実
録
に
現
れ
る
。
章
京
と
は
満
洲
語
で
は
（
漢
語
の
）
将

軍
の
音
を
写
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
満
洲
語
に
は
明
ら
か
に
漢
語
を
語
源
と
し
そ
れ
を
満
洲
文
字
に
置
き
換
え
た
こ
と
ば
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ふ
た
た
び
漢
語
に
翻
訳
し
な
お
す
と
き
、
故
意
に
も
と
の
漢
語
を
用
い
ず
に
他
の
漢
語
に
再
翻
訳

し
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
「
秘
幻
」
を
示

す
た
め
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
が
訳
文
を
改
定
し
た
の
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
太

祖
、
太
宗
の
時
に
は
、
訳
し
た
人
が
あ
る
い
は
あ
る
こ
と
ば
が
漢
語
起
源
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
音
だ
け

を
記
し
て
奇
妙
な
漢
字
表
記
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
ば
が
漢
語
起
源
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
漢
語
の
元
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の
表
記
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
。
そ
れ
故
、
入
関
前
（
西
暦
一
六
四
四
年
、
清
朝
が
山
海
関
に
入
る
前
）
に
記
述
さ
れ
た
文
書
は

漢
語
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乾
隆
の
時
代
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
漢
字
表
記
を
（
満
洲
音
に
基
づ
い

て
）
別
の
漢
字
表
記
に
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
清
朝
初
期
に
か
ん
す
る
文
献
は
い
ず
れ
も
乾
隆
の
時
に
重
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
関
外
（
西
暦
一
六
四
四
年
以
前
）
の
原
本
と
較
べ
る
と
、
後
世
（
乾
隆
時
代
）
の
虚
飾
で
あ
る
こ
と

が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
（
『
満
洲
開
国
史
』
第
十
講
「
王
呆
補
伝
・
附
阿
台
及
王
兀
堂
」
）

こ
の
よ
う
な
虚
飾
作
成
の
方
程
式
、
孟
森
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
秘
幻
」
化
方
程
式
は
、
お
そ
ら
く
こ
と
ば
に
か
ん
し
て
だ
け
で

の
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
概
念
の
み
な
ら
ず
支
配
の
構
造
、
そ
し
て
満
洲
の
根
底
を
な
す
宗
教
に
ま
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
と
、
孟
森
は
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
孟
森
の
主
著
で
あ
る
『
明
清
史
論
著
集
刊
』
に
見
ら
れ
る
諸
論
考
か

ら
伺
い
知
れ
る
。
孟
森
が
こ
の
方
程
式
を
堂
子
祭
に
適
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
孟
森
が
清
朝
の
堂

子
祭
に
疑
念
を
も
っ
た
の
は
上
掲
の
『
囎
亭
雑
録
』
「
堂
子
祭
」
の
条
に
あ
る
つ
ぎ
の
一
段
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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東
南
に
は
南
向
き
に
上
神
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
明
の
将
軍
、
都
子
龍
の
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

き
た
。
思
う
に
子
龍
に
は
太
祖
と
旧
誼
が
あ
っ
た
た
め
附
祀
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
上
神
殿
と
は
図
四
の
尚
錫
神
亭
の
こ
と
）

－
親
王
の
称
号
を
も
つ
皇
族
、
し
か
も
清
朝
の
典
章
制
度
に
精
通
し
た
礼
親
王
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
堂
子
祭
は

郡
子
龍
を
祀
る
「
郡
将
軍
廟
」
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
は



孟
森
が
「
清
代
堂
子
所
祀
都
将
軍
考
」
（
『
明
清
史
論
著
集
刊
』
所
収
）
が
明
ら
か
に
し
τ
い
る
通
り
で
あ
る
。
孟
森
は
『
全
遼

志
・
宙
業
門
・
郵
佐
伝
』
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
上
神
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
都
子
龍
で
は
な
く
、
郡
佐
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

て
い
る
。
そ
の
結
論
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
否
か
は
論
議
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
孟
森
が
郡
佐
で
あ
る
と
結
論
づ
け

た
の
は
、
前
述
の
方
程
式
が
働
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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考
え
る
に
郵
佐
の
死
事
は
甚
だ
壮
烈
で
あ
っ
た
。
現
在
の
時
点
で
考
証
す
る
な
ら
ば
、
清
朝
一
代
を
通
じ
神
秘
の
べ
ー
ル
に

包
ま
れ
つ
つ
敬
祀
さ
れ
て
き
た
郡
将
軍
と
は
、
堂
子
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
堂
子
」
の
二
字
は
、
都
佐
の
転

音
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
（
孟
森
『
満
洲
開
国
史
』
第
三
講
「
建
州
」
）

堂
子
が
郡
佐
の
転
音
で
あ
る
、
と
い
う
推
定
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
清
朝
に
よ
る
虚
飾
、
附
会
は
孟
森
に
勇
み

足
さ
せ
る
ほ
ど
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
礼
親
王
も
ま
た
そ
の
虚
飾
と
附
会
に
責
を
負
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
孟
森
の

い
う
よ
う
な
政
治
的
意
図
に
も
と
つ
く
附
会
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
歴
史
に
育
ま
れ
た
無
意
識
の
構
造
が
附
会
を

も
た
ら
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
堂
子
祭
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
、
名
称
が
文
字
に
書
か
れ
た
歴
史
に

根
拠
を
も
つ
は
ず
だ
、
と
い
う
無
意
識
の
確
信
が
作
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
堂
子
祭
す
な
わ
ち
明
堂
で
あ
る
、
と
い
う
礼

親
王
の
確
信
は
孟
森
に
は
荒
唐
無
稽
の
談
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
礼
親
王
は
こ
の
よ
う
に
確
信
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
定
の
安
堵
感
を
得
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q
こ
の
よ
う
な
無
意
識
の
構
造
は
礼
親
王
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
と
お
も
わ
れ

る
満
洲
の
神
の
由
来
ま
で
附
会
さ
せ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
『
囎
亭
続
録
』
巻
四
に
「
完
立
嬌
嬌
」
な
る
一
条
が
あ
る
。
そ
れ
に
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よ
る
と
、国

（
満
洲
）
の
風
俗
で
は
、
神
を
祀
る
日
に
祭
壇
の
下
に
小
卓
を
設
け
婿
嬌
を
供
え
る
。
そ
れ
は
完
立
嬌
婿
と
名
付
け
ら
れ

て
い
る
。
は
じ
め
い
か
な
る
神
で
あ
る
の
か
判
ら
な
か
っ
た
。
最
近
、
宗
人
の
澄
栓
が
変
博
か
ら
伝
承
を
聞
き
そ
れ
を
ま
と

め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
そ
の
神
と
は
明
の
孝
荘
皇
后
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。
思
う
に
二
祖
が
災
難

に
遭
っ
た
と
き
、
李
后
が
哀
れ
み
李
成
梁
の
誤
り
を
筋
諭
を
も
っ
て
正
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
高
皇
（
ヌ
ル
ハ
チ
）

は
李
皇
后
の
徳
に
感
じ
て
明
堂
に
附
祀
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
完
立
嬌
嬬
と
は
万
暦
母
后
の
転
音
で
あ
る
。
澄
栓

は
該
博
な
知
識
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
直
系
に
近
い
皇
室
の
出
身
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
に
根
拠
が
あ
る
の
は
間
違
な
い

で
あ
ろ
う
。

完
立
嬌
婿
あ
る
い
は
万
暦
嬬
嬌
は
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
巻
四
に
見
ら
れ
る
「
佛
里
佛
朶
那
漠
錫
婿
嬬
」
の
こ
と
で
あ
る

が
、
清
代
の
北
京
で
は
万
暦
娚
嬌
と
し
て
語
り
親
し
ま
れ
て
き
た
。
佛
朶
と
は
柳
の
枝
の
意
味
、
佛
里
佛
朶
と
は
幸
福
を
も
た
ら

す
柳
の
枝
の
こ
と
で
あ
る
。
那
漠
錫
は
多
く
の
子
孫
、
つ
ま
り
、
「
佛
里
佛
朶
那
漠
錫
嬌
娚
」
と
は
子
孫
繁
栄
を
も
た
ら
す
幸
福

の
柳
の
枝
で
あ
る
。
満
洲
に
は
古
く
か
ら
生
殖
信
仰
が
あ
り
、
柳
は
女
性
性
器
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
で
は
完
立
娚
娚
あ
る
い
は
万

暦
嬌
娚
と
呼
ば
れ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
佛
里
佛
朶
郡
漠
錫
婿
嬌
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
神
偶
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

完
立
あ
る
い
は
万
暦
と
は
木
製
の
神
偶
を
表
す
満
洲
語
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
て
、
明
の
万
暦
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
言
葉
で
あ

る
。
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堂
子
と
は
淫
祠
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
噂
が
神
秘
の
べ
ー
ル
を
伺
い
し
れ
ぬ
漢
人
の
あ
い
だ
に
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
の
は
事

実
で
あ
る
。
「
昔
、
萢
生
な
る
も
の
が
満
洲
の
遼
陽
城
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
古
刹
が
目
に
入
っ
た
の
で
見
学
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
が
、
門
番
が
ど
う
し
て
も
入
れ
て
く
れ
な
い
。
門
番
が
言
う
に
は
、
参
拝
し
た
け
れ
ば
門
の
外
で
焼
香
し
て
ほ
し
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
門
番
と
掛
け
合
っ
た
と
こ
ろ
な
ん
と
か
入
れ
て
く
れ
た
。
刹
内
に
入
る
と
二
体
の
塑
像
が
目
に
入

っ
た
。
身
の
丈
は
数
丈
、
一
体
は
男
子
像
、
一
体
は
女
子
像
で
あ
っ
た
。
南
面
し
て
一
糸
纒
わ
ぬ
ま
ま
互
い
に
項
を
抱
き
あ
っ
て

い
る
。
狼
褻
そ
の
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
公
佛
、
母
佛
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
」
（
董
含
『
三

岡
識
略
』
）
。
こ
の
古
刹
は
満
洲
が
遼
陽
に
都
を
置
い
て
い
た
と
き
の
堂
子
で
あ
る
。
そ
し
て
公
佛
、
母
佛
の
佛
と
は
お
そ
ら
く
ホ

ト
ケ
の
佛
で
は
な
く
て
佛
朶
の
佛
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
満
洲
貴
族
と
し
て
育
て
ら
れ
た
礼
親
王
が
佛
里
佛
朶
郡
漠
錫
娚
嬌
の
由

来
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
堂
子
祭
す
な
わ
ち
明
堂
と
考
え
る
、
な
い
し
は
考
え
た

い
と
思
っ
て
い
る
礼
親
王
に
は
そ
の
由
来
が
女
性
性
器
の
象
徴
た
る
柳
の
枝
で
あ
っ
た
こ
と
は
は
な
は
だ
具
合
の
悪
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
万
暦
嬌
婿
す
な
わ
ち
万
暦
母
后
な
る
説
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
礼
親
王
は
そ
の
説
を
自
著
に
書
き
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
堵
感
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
堂
子
祭
を
中
核
と
す
る
満
洲
の
祭
礼
の
体
系
は
こ
の
よ
う
に
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
神
秘
の
べ
ー
ル
に
包
ま
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
堂
子
祭
は
『
清
朝
文
献
通
考
・
郊
社
考
』
に
「
典
至
っ
て
重
き
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
朝
の

根
幹
を
な
す
祭
礼
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
堂
子
祭
の
参
加
者
は
満
洲
貴
族
の
高
位
を
有
す
る
も
の
の
み
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。

参
加
者
が
制
限
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
、
堂
子
祭
は
ま
す
ま
す
神
秘
の
べ
ー
ル
に
包
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
附
会
と
憶
測
が
は
び

こ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
清
朝
が
滅
び
た
の
ち
、
堂
子
祭
は
明
堂
に
当
た
る
の
か
否
か
、
堂
子
祭
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
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係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
、
堂
子
祭
そ
の
も
の
が
附
会
で
は
な
い
の
か
、

の
濃
霧
の
中
に
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。

II

と
い
う
数
々
の
疑
問
を
遺
し
な
が
ら
、
歴
史

　
乾
隆
十
二
年
（
西
暦
一
七
四
七
年
）
、
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
が
完
成
し
た
。
そ
れ
は
清
朝
の
皇
帝
た
る
愛
新
覚
羅
姓
の

典
礼
を
根
幹
に
据
え
つ
つ
満
洲
の
典
礼
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
何
故
、
乾
隆
十
二
年
と
い
う
時
期
に
編
集
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
孟
森
の
立
場
に
た
て
ば
、
そ
れ
は
「
秘
幻
」
化
の
一
環
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
面
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
乾
隆
帝
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
欽
定
の
典
礼
が
編
集
さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
満
洲
の
典
礼
を
構
成
し
て
い
る
祭
神
、
祭
天
、
背
鐙
の
諸
祭
は
各
姓
氏
ご
と
に
異
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、

大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
愛
新
覚
羅
姓
の
祭
神
は
宮
中
か
ら
王
公
の
家
に
い
た
る
ま
で
い
ず
れ
も
祝
辞
（
祝
詞
）
を
根

本
と
し
て
き
た
。
か
つ
て
は
、
す
な
わ
ち
満
洲
の
故
地
に
い
た
と
き
に
は
、
司
祝
の
人
は
満
洲
の
地
に
生
ま
れ
幼
い
と
き
か
ら
国

語
（
満
洲
語
）
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
。
…
…
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
つ
ま
り
北
京
に
都
を
定
め
て
よ
り
後
は
、
司
祝
の
も
の
は
国

語
を
学
習
し
な
い
か
ぎ
り
互
い
に
伝
授
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
賛
祝
の
原
字
、
原
音
が
し
だ
い
に
齪
甑
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
内
（
皇
帝
）
か
ら
分
家
し
た
各
王
家
に
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
祝
辞
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る

ば
か
り
か
、
大
内
の
祭
神
、
祭
天
の
諸
祭
の
賛
辞
、
祝
辞
も
原
字
、
原
音
と
異
な
っ
た
も
の
が
出
て
き
て
い
る
。
今
こ
こ
に
適
宜

改
正
し
て
文
書
に
記
さ
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
詑
漏
が
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
、
云
々
（
乾
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隆
一
二
年
七
月
初
九
日
の
上
諭
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
た
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
型
、

満
洲
の
各
姓
氏
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
愛
新
覚
羅
姓
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
愛
新
覚
羅
化
さ
れ
た
満
洲
の
典
礼
、
そ
れ
に
も
と
つ

く
満
洲
の
国
家
と
し
て
の
典
礼
、
中
国
の
統
一
王
朝
た
る
清
朝
の
皇
室
と
し
て
の
典
礼
が
時
間
的
経
過
と
と
も
に
重
層
化
し
て
お

り
、
し
か
も
満
洲
の
空
間
的
拡
大
と
と
も
に
外
来
の
宗
教
と
聚
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
質
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
時
間

空
間
の
糸
が
複
雑
に
絡
み
合
い
つ
つ
も
、
典
礼
の
中
で
は
並
列
し
て
い
る
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
堂
子
の
諸

神
に
は
満
洲
の
主
神
、
満
洲
の
民
間
の
諸
神
と
と
も
に
佛
、
菩
薩
、
関
帝
（
関
羽
）
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
諸
神
が
時
間

的
経
過
と
空
間
的
拡
大
に
と
も
な
い
聚
合
化
し
、
堂
子
祭
に
お
い
て
並
列
的
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
は
堂
子
祭
を
中
心
と
す
る
満
洲
の
典
礼
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

我
が
満
洲
国
は
昔
よ
り
天
と
佛
と
神
を
敬
え
り
。
故
に
基
を
盛
京
（
渚
陽
）
に
創
り
し
と
き
、
即
ち
恭
み
て
堂
子
を
建
て
て

も
っ
て
天
を
祀
る
。
ま
た
寝
宮
の
正
殿
に
お
い
て
恭
み
て
神
位
を
建
て
て
も
っ
て
佛
、
菩
薩
、
神
お
よ
び
諸
祀
の
位
を
祀
る
。

嗣
い
で
壇
、
廟
を
建
立
し
て
天
、
佛
、
お
よ
び
神
を
分
祀
す
る
と
雌
も
旧
俗
い
ま
だ
敢
え
て
或
は
改
め
ず
し
て
祭
祀
の
礼
と

並
行
す
。
我
が
列
聖
、
鼎
を
中
原
に
定
め
、
京
師
に
遷
都
す
る
に
至
る
も
、
祭
祀
は
傍
お
昔
日
の
制
に
遵
う
。
由
来
す
る
こ

と
久
し
い
か
な
。
（
巻
一
「
彙
記
満
洲
祭
祀
故
事
」
）

こ
の
簡
明
な
記
述
か
ら
前
述
し
た
よ
う
な
満
洲
の
典
礼
の
錯
綜
し
た
歴
史
的
経
緯
を
読
み
取
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
錯
綜
し
た
歴
史
の
糸
を
解
き
ほ
ぐ
す
に
は
、
（
一
）
堂
子
お
よ
び
寝
殿
の
祭
祀
と
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
と
の
関
係
、
（
二
）
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
原
型
と
変
形
、
外
来
の
宗
教
と
の
聚
合
の
経
緯
、
（
三
）
満
洲
の
国
家
形
成
に
と
も

な
う
典
礼
の
「
廟
堂
化
」
（
富
育
光
、
孟
慧
英
『
満
族
薩
満
教
研
究
』
の
言
葉
）
の
過
程
、
す
な
わ
ち
礼
親
王
に
明
堂
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
言
わ
し
め
た
中
国
化
の
過
程
、
（
四
）
堂
子
が
中
国
の
統
一
王
朝
た
る
清
朝
の
典
礼
と
し
て
確
定
し
て
い
く
過
程
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
を
主
と
し
て
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
『
大
清
会
典
』
『
清
史
稿
』

，
な
ど
に
拠
り
つ
つ
、
堂
子
の
終
着
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
廟
堂
化
」
さ
れ
た
堂
子
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
莫
問
堂
子
祭
何
神
」
1
堂
子
が
い
か
な
る
神
を
祭
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
問
う
て
は
な
ら
な
い
、
清
朝
の
支
配
下
に
あ

っ
て
喘
か
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
清
朝
の
最
高
機
密
、
そ
れ
も
清
朝
の
…
機
微
に
触
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
す
ら
み
せ
ず
き
わ
め
て
整
合
性
を
も
つ

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
満
洲
の
祭
神
祭
天
の
典
礼
は
二
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
堂
子
と
坤
寧
宮
の
祭
祀
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類

の
祭
祀
は
諸
神
を
共
有
し
て
い
る
点
で
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
堂
子
に
は
、
鄭
天
挺
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
公
的
祭
祀
と

私
的
祭
祀
の
二
種
類
の
祭
祀
が
あ
っ
た
と
い
う
（
『
探
微
集
』
「
満
洲
入
関
前
後
幾
種
礼
俗
之
変
遷
」
）
。
前
者
は
皇
帝
自
ら
が
主
宰
す

る
元
旦
の
拝
天
、
出
征
凱
旋
の
祭
祀
で
あ
り
、
い
わ
ば
国
家
の
大
典
で
あ
っ
た
。
後
者
は
月
祭
、
杵
祭
、
浴
佛
祭
、
馬
祭
な
ど
の

皇
室
な
い
し
は
皇
帝
個
人
の
祭
祀
で
あ
っ
た
。

　
堂
子
の
中
心
を
な
し
て
い
る
元
旦
の
拝
天
の
祭
祀
を
『
清
史
稿
』
に
拠
り
つ
つ
見
て
み
よ
う
。
一
二
月
二
十
六
日
、
内
府
官
が

坤
寧
宮
に
赴
き
朝
祭
、
夕
祭
の
神
位
に
お
出
ま
し
を
お
願
い
し
、
神
輿
に
奉
っ
て
内
監
が
推
い
で
堂
子
に
安
置
す
る
。
そ
し
て
元

旦
の
祭
典
に
備
え
準
備
万
端
を
整
え
る
。
元
旦
の
昧
爽
、
皇
帝
は
輿
に
乗
っ
て
王
公
を
従
え
て
宮
中
を
出
発
す
る
。
堂
子
の
内
門
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で
輿
を
降
り
中
門
よ
り
堂
子
に
入
り
、
圓
殿
に
詣
し
て
拝

位
に
就
き
、
南
向
き
に
群
臣
を
率
い
て
三
脆
九
拝
の
礼
を

行
う
。
祭
典
が
終
わ
る
と
皇
帝
は
宮
中
に
戻
る
。
翌
日
、

神
位
を
再
び
坤
寧
宮
に
奉
る
。
そ
の
他
の
祭
祀
も
性
質
の

違
い
に
よ
り
、
ま
た
祭
ら
れ
る
神
の
種
類
に
よ
り
、
祭
礼

に
繁
簡
の
差
は
あ
る
も
の
の
大
同
小
異
で
あ
る
。
堂
子
は

図
（
一
）
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
中
央
の
北
側

に
群
神
を
祭
る
た
め
の
饗
殿
（
礼
親
王
の
い
う
と
こ
ろ
の

祭
神
殿
）
が
あ
り
、
南
向
き
で
あ
る
。
そ
の
南
側
に
拝
天

の
園
殿
が
あ
り
、
北
向
き
で
あ
る
。
元
旦
の
堂
子
拝
天
の

祭
典
に
お
い
て
は
坤
寧
宮
に
祭
ら
れ
て
い
る
諸
神
を
饗
殿

に
配
置
す
る
も
の
の
祭
礼
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
祭
礼

の
対
象
と
な
る
の
は
圓
殿
に
祭
ら
れ
て
い
る
紐
歓
台
吉
、

武
篤
本
貝
子
で
あ
る
。
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
巻

一
の
「
堂
子
亭
式
殿
祭
祀
祝
辞
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
祝

詞
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
亭
式
殿
と
は
、
礼
親
王
の
い
う

円
殿
、
す
な
わ
ち
圓
殿
に
あ
た
る
（
図
二
参
照
）
。
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図二　園殿（亭式殿）

上
天
之
子
、
紐
歓
台
吉
、
武
篤
本
貝
子
。
某
年
生
小
子
、

某
年
生
小
子
（
原
注
、
為
某
人
祭
則
呼
某
人
本
生
年
）
、

今
敬
祝
者
、
豊
於
首
而
仔
於
肩
、
衛
於
後
而
護
於
前
。

昇
以
嘉
祥
分
、
歯
其
児
而
髪
其
黄
分
、
借
老
而
成
双
号
、

年
其
増
而
歳
其
長
号
、
根
其
固
而
身
其
康
号
。
神
号
既

我
、
神
号
佑
我
、
永
我
年
而
寿
我
分
。

こ
れ
は
祝
辞
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
紐
歓
台
吉
、
武

篤
本
貝
子
は
い
わ
ば
諸
神
中
の
主
神
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「
称
す
る
と
こ
ろ
の
紐
歓
台
吉
、
武
篤
本
員
子
な
る
も
の
は
、

み
な
そ
の
縁
起
を
得
ず
」
（
同
上
）
1
由
来
が
不
明
な
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
堂
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
祭
礼
と

祭
ら
れ
て
い
る
諸
神
、
そ
し
て
祝
辞
に
見
え
る
主
神
の
名
を

あ
と
づ
け
る
な
ら
ば
、
堂
子
が
決
し
て
祭
天
の
礼
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
」
（
孟
森
、
前
掲
書
「
清
代
堂
子
所

祀
郵
将
軍
考
」
）
と
い
う
疑
義
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
満
洲
固
有
の
堂
子
祭
が
中
国
古
来
の
祭
天
の
礼
に
同
じ
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い
と
い
う
附
会
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　
一
方
、
饗
殿
（
図
三
参
照
）
に
安
置
さ
れ
た
の
は
坤
寧
宮
の
諸
神
で
あ
っ
た
。
諸
神
は
し
か
る
べ
き
祭
礼
に
お
い
て
坤
寧
宮
か

ら
移
さ
れ
祭
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
堂
子
祭
天
の
中
心
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日
常
的
に
は
坤
寧
宮
に
お
い
て
祭
ら

れ
て
い
た
。
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
の
祭
礼
に
は
常
祭
（
日
祭
）
、
月
祭
、
大
祭
、
報
祭
な
ど
が
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
朝
祭
と
夕
祭
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
「
夕
祭
を
主
と
す
る
」
（
莫
東
寅
『
満
族
史
論
叢
』
「
清
初
満

族
的
薩
満
教
」
）
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
祭
の
神
は
釈
迦
牟
尼
、
観
世
音
菩
薩
、
関
帝
聖
君
で
あ
り
、
夕
祭
の
神
は
穆
哩
牢
諸
神
で
あ

る
。
穆
哩
牢
諸
神
に
た
い
す
る
祝
辞
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
天
而
降
、
．
阿
琿
年
錫
之
神
。
与
日
分
精
、
年
錫
之
神
。
年
錫
惟
霊
。
安
春
阿
雅
劇
、
穆
哩
穆
哩
恰
、
納
丹
岱
琿
、
納
爾
琿

軒
初
、
恩
都
里
僧
固
、
拝
満
章
京
、
納
丹
威
瑚
哩
、
恩
都
蒙
郡
楽
、
喀
屯
諾
廷
。
某
年
生
小
子
、
某
年
生
小
子
（
原
注
、
為

某
人
祭
則
呼
某
人
本
生
年
）
、
今
敬
祝
者
、
豊
於
首
而
仔
於
肩
、
衛
於
後
而
護
於
前
。
昇
以
嘉
祥
分
、
歯
其
児
而
髪
其
黄
分
、

楷
老
而
成
双
号
、
年
其
増
而
歳
其
長
分
、
根
其
固
而
身
其
康
骨
。
神
分
既
我
、
神
号
佑
我
、
永
我
年
而
寿
我
号
。
（
『
欽
定
満

洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
巻
一
「
坤
寧
宮
朝
祭
調
神
歌
濤
祝
辞
・
夕
祭
坐
干
机
上
調
神
歌
祈
請
辞
」
）

こ
の
祝
辞
は
先
に
引
用
し
た
紐
歓
台
吉
、
武
篤
本
貝
子
に
た
い
す
る
祝
辞
と
祈
り
を
献
げ
る
諸
神
の
名
を
除
け
ば
、

じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
清
会
典
事
例
』
に
よ
る
な
ら
ば

ま
っ
た
く
同
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図四　尚錫神亭

夕
祭
の
祝
辞
に
見
ら
れ
る
諸
神
の
名
に
は
阿
琿
年
錫
、

安
春
阿
雅
嘲
、
穆
哩
穆
哩
吟
、
納
丹
岱
琿
、
納
爾
琿
軒

初
、
恩
都
里
僧
固
、
拝
満
章
京
、
納
丹
威
瑚
哩
、
恩
都

蒙
那
楽
、
喀
屯
諾
延
な
ど
の
称
号
が
あ
る
が
、
納
丹
岱

琿
が
七
星
を
祀
る
も
の
、
喀
屯
諾
延
が
先
世
に
功
績
の

あ
っ
た
蒙
古
の
神
を
祀
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
て

い
る
だ
け
で
そ
の
他
は
い
ず
れ
も
考
証
し
よ
う
も
な
い

の
で
あ
る
。

と
い
う
。

　
朝
祭
に
お
け
る
神
が
外
来
の
、
し
か
も
時
代
的
に
は
後
世

の
神
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
見
て
取
れ
る
。
一
方
、
夕
祭

の
諸
神
は
満
洲
固
有
の
神
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は

夕
祭
の
儀
式
の
内
容
か
ら
伺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
贅
言
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が

清
朝
の
宮
中
に
保
存
さ
れ
て
き
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
秘
儀

　
　
跳
神
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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礼
親
王
が
堂
子
は
明
堂
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
明
し
た
と
き
、
礼
親
王
の
切
な
る
思
い
を
よ
そ
に
、
そ
こ
に
誰
も
が
胡
散
臭
さ

を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
秘
に
満
ち
た
堂
子
に
い
か
な
る
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
人
び
と
が
問
い
を
発
す
る
と
し
て

も
「
莫
問
堂
子
祭
何
神
」
と
い
う
タ
ブ
ー
が
あ
っ
た
。
郵
将
軍
を
祀
る
も
の
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
礼
親
王
の
い
う
上
神
殿
、
図
四
の

尚
錫
神
亭
の
こ
と
）
、
い
な
、
淫
祠
で
あ
る
、
等
等
、
神
秘
の
べ
ー
ル
は
い
よ
い
よ
厚
く
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
べ
ー
ル
を

一
枚
一
枚
剥
ぎ
取
っ
て
い
っ
た
と
き
、
堂
子
の
本
質
な
い
し
は
原
型
が
坤
寧
宮
の
夕
祭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
推

定
が
な
さ
れ
た
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
坤
寧
宮
の
夕
祭
に
跳
神
す
な
わ
ち
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
保
存
さ
れ

て
お
り
、
満
洲
の
成
立
の
過
程
で
佛
教
と
道
教
が
混
入
し
、
中
国
の
王
朝
と
し
て
、
す
な
わ
ち
清
朝
と
し
て
成
立
す
る
過
程
で
堂

子
に
拝
天
の
意
義
が
附
会
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
定
を
成
り
立
た
せ

る
契
機
を
作
っ
た
の
が
満
洲
の
顕
貴
の
皇
族
、
そ
れ
も
清
朝
の
典
故
に
関
す
る
第
一
人
者
、
礼
親
王
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
歴

史
の
皮
肉
と
言
え
よ
う
か
。

　
で
は
、
堂
子
は
満
洲
の
固
有
の
信
仰
体
系
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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III

自
ら
満
洲
を
自
称
し
た
女
真
族
は
古
い
時
代
か
ら
拝
天
の
礼
を
行
っ
て
き
た
。
「
本
国
拝
天
の
礼
甚
だ
重
し
。
今
、
汝
ら
古
制

に
依
り
て
壇
を
築
く
と
言
う
も
ま
た
宜
し
」
（
『
金
史
・
礼
志
』
）
。
こ
れ
は
女
真
族
の
王
朝
、
金
の
世
宗
の
言
葉
で
あ
る
が
、
本
国

と
は
金
、
古
制
と
は
中
国
古
来
の
制
度
を
指
す
。
中
国
の
華
北
を
版
図
に
収
め
た
金
は
ま
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
も
中
国
に
も
た
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ら
し
た
。
「
珊
蛮
な
る
も
の
は
女
真
語
の
巫
娼
な
り
」
（
『
一
二
朝
北
盟
会
編
』
巻
三
）
。
こ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
文
字
に
記
録
し

た
初
め
て
の
史
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
満
洲
は
女
真
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
か
ら
拝
天
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を

信
奉
し
て
き
た
。
こ
の
信
仰
は
他
の
民
族
の
間
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
満
洲
固
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、

満
洲
の
古
俗
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
堂
子
が
こ
の
満
洲
の
古
俗
と
深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
堂
子
は
複
雑
に
し
て
か
つ
錯
綜
し
た
形
で
史
料
に
現
れ
る
。

　
堂
子
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
鄭
天
挺
は
「
天
聰
年
間
、
太
祖
実
録
を
編
修
し
た
と
き
、
堂
子
と
い
う
言
葉
に
は
適
確
な
漢
語

訳
は
な
か
っ
た
」
（
鄭
天
挺
、
前
掲
書
）
と
言
い
、
孟
森
は
堂
子
の
祭
天
は
「
い
ず
れ
も
高
宗
（
乾
隆
帝
）
の
創
意
に
係
る
も
の
で

あ
る
」
（
孟
森
、
前
掲
書
）
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
傅
同
欽
も
順
治
九
年
二
六
五
二
年
）
勅
修
の
『
天
聰
実
録
稿
本
』

と
乾
隆
四
年
（
一
七
三
九
年
）
校
訂
の
『
清
太
宗
文
皇
帝
実
録
』
と
比
較
し
つ
つ
、
堂
子
と
い
う
言
葉
は
晩
出
で
あ
る
、
と
断
定

し
て
い
る
（
傅
同
欽
「
清
代
的
祭
堂
子
」
『
明
清
史
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集
』
所
収
）
。
孟
森
は
上
述
の
よ
う
に
漢
語
（
文
字
）
か
ら

満
洲
語
（
音
）
、
そ
し
て
満
洲
語
か
ら
別
表
記
の
漢
語
（
文
字
）
と
い
う
公
式
を
た
て
、
堂
子
に
つ
い
て
は
郵
佐
、
そ
の
音
に
対
す

る
満
洲
音
、
堂
子
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
こ
の
孟
森
の
方
程
式
に
誤
謬
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
程
式
に
入
れ
た
数
値
が
誤

る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
方
程
式
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
堂
子
と
い
う
言
葉
が
清
朝
に
お
い
て
定
着
し
た
の
が
乾
隆
の
時
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は

主
と
し
て
「
廟
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
た
。
努
爾
恰
赤
（
ヌ
ル
ハ
チ
）
が
赫
図
阿
痢
に
お
い
て
、
皇
太
極
（
ホ
ン
タ
イ
ジ
）

が
盛
京
に
お
い
て
、
後
の
堂
子
祭
に
当
た
る
祭
礼
を
行
っ
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
帝
廟
と
城
陛
廟
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
盛

京
の
城
陛
廟
に
か
ん
し
て
は
改
窟
が
行
わ
れ
る
可
能
性
の
な
い
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『
沈
館
録
』
に
は
「
鶏
鳴
、
清
帝
、

一301一
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諸
臣
を
率
い
て
東
門
外
の
城
隆
祠
に
事
う
る
あ
り
」
と
あ
る
が
、
そ
の
日
時
は
戊
寅
（
崇
徳
三
年
、
一
六
三
八
年
）
正
月
一
日
で

あ
る
。
こ
れ
が
堂
子
の
拝
天
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
『
沈
館
録
』
に
序
文
を
書
い
た
金
翫
猷
は
「
沈
陽
都
城
の

城
陸
廟
は
城
内
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
代
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
清
代
の
初
期
、
新
た
に
城
陛
廟
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
城
陛
廟
な
る
も
の
は
堂
子
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
『
沈
館
録
』
叙
、
『
遼
海
叢
書
』
所
収
）
と
断
言

す
る
。
ち
な
み
に
『
沈
館
録
』
は
朝
鮮
の
王
子
が
盛
京
（
渚
陽
）
に
滞
在
し
て
い
た
時
の
記
録
で
あ
り
、
崇
徳
二
年
（
一
六
三
七

年
）
か
ら
順
治
元
年
（
一
六
四
四
年
）
の
七
年
余
の
事
跡
を
記
し
て
い
る
。

　
で
は
、
堂
子
と
い
う
言
葉
は
乾
隆
帝
の
「
発
明
」
に
係
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
玉
帝
廟
に
謁
す
」
と
漢
文
の
史
料
に
見

え
る
一
段
の
玉
帝
廟
は
満
洲
文
で
は
い
ず
れ
も
け
雪
α
q
ω
Φ
と
な
っ
て
い
る
（
鄭
天
挺
、
前
掲
書
）
。
す
な
わ
ち
漢
文
史
料
に
見
え
る

廟
は
満
洲
文
で
は
堂
子
（
冨
コ
σ
q
ω
Φ
）
な
の
で
あ
る
。
漢
語
か
ら
満
洲
語
、
そ
し
て
満
洲
語
か
ら
異
表
記
の
漢
語
と
い
う
孟
森
の
立

て
た
公
式
は
こ
の
場
合
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
満
洲
語
の
β
p
σ
q
ω
Φ
か
ら
漢
語
の
堂
子
へ
と
い
う
置
き
換
え
は
歴
然
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
都
佐
か
ら
け
雪
σ
q
ω
Φ
と
い
う
孟
森
の
説
は
あ
ま
り
に
も
突
飛
で
あ
ろ
う
。
こ
の
謎
は
近
年
に
な
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
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「
堂
子
」
と
い
う
言
葉
は
満
洲
族
の
各
姓
氏
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
譜
冊
と
神
諭
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
満
洲
語
で
あ
り
、
女
真
の
時
代
か
ら
広
く
使
わ
れ
て
き
た
「
∪
き
σ
q
ω
Φ
」
（
棺
澁
）
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
楷
澁

と
は
漢
語
の
楷
子
な
い
し
は
楷
案
に
あ
た
る
。
往
古
の
時
代
、
満
洲
の
各
姓
氏
の
長
、
す
な
わ
ち
穆
昆
は
、
一
族
の
譜
牒
と

氏
族
の
神
舐
・
神
位
、
神
諭
、
神
器
、
祖
像
を
安
置
す
る
た
め
、
そ
の
居
所
に
「
恩
都
力
包
」
（
神
堂
）
な
い
し
は
「
棺
澁



包
」
（
櫨
子
堂
）
を
設
け
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
神
堂
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
初
期
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
神
殿
を
意
味
し

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
北
方
諸
民
族
の
先
住
民
が
長
期
に
わ
た
る
狩
猟
の
移
動
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。

こ
の
移
動
生
活
で
は
神
は
人
と
と
も
に
移
動
す
る
こ
と
と
な
る
。
宿
営
し
た
と
き
に
は
そ
こ
に
神
位
を
安
置
す
る
。
携
帯
の

便
の
た
め
、
祖
先
の
像
、
神
の
像
さ
ら
に
神
冊
、
神
器
な
ど
は
白
樺
の
樹
皮
で
作
ら
れ
た
厘
、
木
厘
、
柳
の
枝
で
編
ま
れ
た

匝
、
骨
製
の
厘
、
石
製
な
い
し
は
土
器
の
甕
の
な
か
に
容
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
長
方
形
の
引
き
出
し
の
付

い
た
木
厘
に
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
木
厘
は
「
神
厘
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
（
富
育
光
『
薩
満
教
与
神
話
』
）
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狩
猟
の
移
動
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
代
、
こ
の
神
厘
は
東
方
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
東
方
が
太
陽
の
昇
る
方
角
に
あ
た
る
か
ら
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
定
住
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
と
神
厘
は
家
屋
の
西
側
の
オ
ン
ド
ル
の
上
の
壁
に
安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
西
側
の
部
屋
が
温
暖
な
た
め
老
人
の
部
屋
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
老
人
が
神
諭
を
携
え
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た

た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
神
諭
は
家
屋
の
固
定
さ
れ
た
場
所
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
所
こ
そ
堂
子

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
や
が
て
部
族
の
堂
子
が
分
化
し
定
着
し
て
い
く
。
明
代
の
中
期
、
女
真
の
諸
部
族
が
定
住
地
に
定
め
た
震
通

城
内
に
は
祖
先
神
、
守
護
神
を
祭
る
聖
地
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
「
堂
澁
」
な
い
し
は
「
唐
舎
」
「
瘤
色
」
と
呼
ば
れ

た
。
堂
子
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
堂
子
は
部
族
の
城
塞
の
東
南
の
方
向
に
建
て
ら
れ
、
神
秤
が
据
え
ら
れ
て
い
た
（
富
育
光
、

孟
慧
英
著
『
満
族
薩
満
教
研
究
』
）
。

　
満
洲
が
国
家
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
、
後
に
皇
帝
と
し
て
追
封
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
努
爾
吟
赤
に
よ
り
、
「
堂
子
」
に
拝
謁
す

る
儀
礼
が
定
め
ら
れ
る
。
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お
よ
そ
毎
歳
の
元
旦
お
よ
び
月
朔
、
国
に
大
事
あ
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
祈
り
て
報
を
為
す
。
み
な
恭
い
て
こ
れ
を
堂
子
に

請
い
礼
を
行
う
。
大
出
入
に
は
必
ず
告
げ
、
出
征
凱
旋
す
な
わ
ち
蘇
を
列
し
て
告
ぐ
。
典
至
っ
て
重
き
な
り
。
（
『
清
文
献
通

考
・
郊
社
考
』
）

堂
子
は
国
家
の
至
典
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
満
洲
が
中
国
の
東
北
部
に
あ
っ
た
こ
ろ
、
こ
の
国
家
の
至
典
と
し
て
の
堂

子
は
都
の
置
か
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
赫
図
阿
嘲
、
遼
陽
、
藩
陽
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
北
京
に

堂
子
が
建
設
さ
れ
た
の
は
こ
の
延
長
線
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
漢
人
に
は
神
秘
の
べ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
も
の
の
き
わ
め
て
当

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
β
づ
σ
q
ω
Φ
な
い
し
は
∪
碧
ひ
q
ω
Φ
が
堂
子
と
し
て
史
料
に
現
れ
る
以
前
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
孟
森
の
立
て
た
公
式
で
あ
る
漢
語

か
ら
満
洲
語
へ
、
そ
し
て
満
洲
語
か
ら
異
表
記
の
漢
語
へ
、
す
な
わ
ち
棺
子
か
ら
β
コ
σ
q
ω
Φ
へ
、
そ
し
て
冨
⇒
σ
q
ω
Φ
な
い
し
U
鋤
⇒
α
q
－

ω
Φ
か
ら
堂
子
へ
と
い
う
可
能
性
は
拝
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
わ
た
く
し
た
ち
に
語
り
か
け
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
満
洲
の
原
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
て
お
い
た
。
そ
れ
は
も
と
も
と
女
真
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

女
真
と
は
粛
慎
（
ま
た
は
息
慎
）
と
お
な
じ
言
葉
の
音
を
表
す
異
表
記
の
漢
語
な
の
で
あ
る
。
『
左
伝
』
に
「
粛
慎
、
燕
、
毫
は

吾
が
北
土
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
中
国
の
古
い
民
族
で
あ
っ
た
。
徐
仲
鎌
に
よ
る
な
ら
ば
、
粛
慎
は
家
章
に
起
源
す
る

と
い
う
（
徐
仲
紆
『
先
秦
史
論
稿
』
）
。
だ
と
す
れ
ば
、
β
昌
σ
q
ω
Φ
が
中
国
の
文
化
の
古
層
を
遙
か
数
千
年
の
後
世
に
伝
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ネ
が
歌
垣
に
よ
っ
て
『
詩
経
』
の
解
明
を

試
み
た
よ
う
に
、
冨
ロ
σ
q
ω
Φ
に
よ
っ
て
中
国
古
代
の
宗
教
、
そ
れ
も
後
世
に
淫
祠
と
断
罪
さ
れ
た
も
の
を
も
含
め
て
検
討
さ
れ
て
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も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
白
川
静
は
「
日
」
と
い
う
漢
字
を
解
釈
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

祝
詞
な
ど
神
霊
に
告
げ
る
書
を
収
め
る
器
で
あ
る
U
の
蓋
を
す
こ
し
あ
け
て
、
な
か
の
祝
濤
の
書
を
み
よ
う
と
す
る
形
。
日

と
は
も
と
神
託
・
神
意
を
告
げ
る
意
で
あ
る
。
…
…
日
に
従
う
字
の
全
体
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
古
く
載
書
と
よ
ば
れ
る

祝
疇
や
盟
誓
の
文
書
を
入
れ
る
器
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
（
白
川
静
『
字
統
』
）
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こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
U
と
は
ま
さ
に
神
匝
す
な
わ
ち
β
昌
ひ
q
ω
Φ
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
古
代
に
あ
っ
て
は
、

満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
同
じ
く
多
神
教
で
あ
っ
た
が
、
天
な
い
し
は
帝
、
お
よ
び
祖
先
神
を
二
本
柱
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

中
国
の
古
代
と
同
じ
く
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
天
神
と
祖
先
神
を
二
本
柱
と
し
て
い
た
。
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天

典
礼
』
に
お
い
て
「
そ
の
縁
起
を
得
ず
」
と
さ
れ
た
諸
神
中
の
主
神
で
あ
る
「
紐
歓
台
吉
」
「
武
篤
本
貝
子
」
は
ま
さ
に
天
神
と

祖
先
神
に
あ
た
る
。

満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
祖
先
祭
の
一
形
式
で
あ
る
清
朝
宮
廷
の
堂
子
祭
に
は
女
真
族
の
祖
先
が
か
つ
て
民
族
共

通
の
神
と
し
て
祀
っ
て
き
た
宇
宙
の
神
抵
が
含
ま
れ
て
い
た
。
堂
子
祭
で
祀
ら
れ
て
い
る
神
祇
に
は
愛
新
覚
羅
の
本
姓
の
遠

祖
の
神
舐
以
外
に
も
紐
歓
台
吉
、
武
篤
本
貝
子
の
神
祇
が
あ
っ
た
。
こ
の
神
祇
の
名
は
満
洲
族
の
諸
姓
氏
の
神
諭
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
そ
れ
ら
が
女
真
族
の
諸
部
の
古
い
宇
宙
の
大
神
と
遠
祖
神
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
満
洲
語
と
し
て
分
析
す
る
な
ら
ば
、
「
紐
歓
」
（
Z
一
。
げ
。
二
）
と
は
緑
色
な
い
し
は
青
色
の
意
味
で
あ
る
。
満
洲
の
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シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
神
諭
に
お
い
て
「
紐
歓
阿
布
十
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
青
天
な
い
し
は
蒼
天
の
意
味
で
あ
る
。
「
紐

歓
台
吉
」
は
黒
竜
江
省
東
京
城
属
姓
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
諭
に
見
ら
れ
る
「
牛
歓
台
吉
」
に
あ
た
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
は
「
蒼

天
神
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
筆
者
は
「
紐
歓
台
吉
」
と
は
天
胃
、
天
神
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
武
篤
本
貝
子
」

は
数
多
く
の
満
洲
の
神
諭
に
お
い
て
は
「
鳥
朱
貝
子
」
「
五
督
貝
色
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
中
国
語
に
翻
訳
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
最
初
の
、
最
も
根
本
的
な
遠
い
祖
先
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
富
育
光
『
薩
満
教
与
神
話
』
）

で
は
、
夕
祭
の
祝
辞
に
見
ら
れ
る
穆
哩
牢
諸
神
は
い
か
な
る
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
狩
猟
の
神
（
穆
哩
穆
哩
恰
、

馬
王
神
の
意
）
で
あ
っ
た
り
、
星
座
に
託
し
た
諸
神
（
恩
都
里
僧
固
、
白
鳥
座
に
属
し
家
の
守
り
神
な
ど
）
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
祭
祀
は
家
祭
と
野
祭
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
神
は
家
祭
で
祭
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
家
、
各
姓
氏
で
祭
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
満
洲
の
「
民
間
で
祀
ら
れ
て
い
る
諸
神
の
名
と
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
た
」
（
富
育
光
・
孟
慧
英
、
前
掲
著
）
。
後
に
清
朝
の
皇
帝
に
な
る
愛
新
覚
羅
の
姓
氏
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
ら

の
諸
神
が
祭
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
満
洲
が
国
家
を
建
設
す
る
に
と
も
な
い
こ
れ
ら
の
諸
神
は
宮
中
に
祭
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

藩
陽
に
あ
っ
て
は
清
寧
宮
、
北
京
に
あ
っ
て
は
坤
寧
宮
に
祭
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
こ
が
皇
帝
皇
后
の
「
正
寝
」
で
あ
っ
た

た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
清
朝
に
お
け
る
堂
子
祭
と
は
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
国
家
建
設
に
と
も
な
い

「
廟
堂
化
」
し
、
清
朝
が
王
朝
と
し
て
中
国
に
君
臨
す
る
に
お
よ
び
、
王
朝
の
「
至
典
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程

を
あ
と
づ
け
る
た
め
、
『
奉
天
通
志
』
な
ど
中
国
東
北
の
地
方
志
に
拠
り
つ
つ
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い

（
主
と
し
て
『
中
国
地
方
志
民
俗
資
料
彙
編
・
東
北
巻
』
を
参
照
し
た
）
。
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満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
祭
祀
は
家
祭
な
い
し
は
家
神
祭
と
野
祭
な
い
し
は
野
神
祭
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
野
祭
は

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
古
層
を
成
し
て
い
る
が
家
祭
と
併
存
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
儀
式
、
祝
辞
な
ど
は
、
や
は
り

中
国
文
化
の
古
層
と
関
連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
は
な
は
だ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
堂
子
祭
と
の
関
連
は
希
薄
で
あ
り
、

贅
言
し
な
い
。
堂
子
祭
に
深
く
関
連
す
る
の
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
家
祭
で
あ
る
。
こ
の
家
祭
は
（
一
）
常
祭
（
二
）
そ
の
他
の

祭
に
分
か
れ
て
い
る
。
常
祭
は
春
祭
と
秋
祭
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
春
祭
は
春
狩
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

狩
猟
を
主
な
生
業
と
し
て
い
た
女
真
の
時
代
に
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
農
耕
を
主
な
生
業
と
す
る
満
洲
の
時
代
に
な
る
と

廃
れ
て
い
っ
た
。

　
満
洲
の
時
代
の
常
祭
は
巴
音
波
羅
里
、
す
な
わ
ち
秋
祭
を
中
心
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
収
穫
の
祭
で
あ
り
三
日
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
る
。
こ
の
秋
祭
に
代
表
さ
れ
る
常
祭
は
さ
ら
に
打
様
祭
、
背
燈
祭
、
祭
天
、
換
索
な
ど
の
段
取
り
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
る
。

ま
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
器
と
位
牌
を
収
め
た
祖
宗
の
匝
が
祭
主
の
家
に
迎
え
ら
れ
、
祭
壇
に
安
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
早
朝
に
打

樵
祭
が
と
り
行
わ
れ
る
。
祖
宗
の
厘
が
穆
昆
（
姓
氏
の
長
）
と
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
開
け
ら
れ
、
樵
が
供
え
ら
れ
て
祝
辞
な
ど

一
連
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
日
の
日
中
に
は
犠
牲
（
豚
）
が
諸
神
に
献
げ
ら
れ
る
。
そ
の
夜
の
子
の
刻
に
執
り

行
わ
れ
る
の
が
背
燈
祭
で
あ
る
。
そ
れ
は
背
燈
す
な
わ
ち
暗
闇
の
な
か
で
祭
の
豚
を
饗
餐
す
る
儀
式
で
あ
る
。
そ
し
て
ひ
き
続
き

院
祭
が
行
わ
れ
る
。
院
祭
は
ま
た
祭
天
祭
と
も
呼
ば
れ
る
神
粁
を
祀
る
儀
式
で
あ
り
、
家
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
構
成
し
て
い
る
。

ま
ず
聖
な
る
山
か
ら
木
を
切
り
出
し
円
形
に
整
え
、
錫
斗
す
な
わ
ち
錫
製
の
受
皿
を
差
し
て
中
庭
に
立
て
る
。
こ
の
粁
は
索
羅
杯

（
ω
O
一
〇
口
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
図
五
）
。
そ
し
て
錫
斗
に
犠
牲
の
肉
片
、
と
く
に
内
臓
と
生
殖
器
を
入
れ
、
天
に
捧
げ
る
の
で
あ
る
。

『
柳
辺
紀
略
』
（
『
遼
海
叢
書
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
「
祭
の
時
、
肉
を
斗
の
中
に
入
れ
る
。
す
る
と
必
ず
烏
が
や
っ
て
来
て
こ
れ
を
啄
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む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
神
享
と
い
う
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
満
洲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
鳥
な
い
し
は
鶴
は
天
の
使
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
穀
の
豊
饒
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
粁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
畜
の
繁
術
を
祈
る
の
で
あ
る
。
院
祭
に
は
祭
天
の
ほ
か
換
索
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匿
あ
る
．
前
述
の
よ
う
に
満
洲
で
は
家
屋
の
西
側
に
轄
が
据
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
神
匝
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
神
寵
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎖
線
と
呼
ば
れ
る
彩
縄
が
掛
け
て
あ
る
が
、
そ
の
縄
を
一
本
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
し
、
柳
の
木
つ
ま
り
佛
里
佛
朶
那
漠
錫
嬌
婿
に
掛
け
る
。
そ
し

て
、
鎖
線
に
縫
い
込
ん
で
あ
る
布
を
男
子
と
女
子
の
首
に
掛
け
、
男
子
の
武
勇
と
女
子
の
健
康
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一

連
の
儀
式
に
お
い
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
る
祝
辞
が
唱
え
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
秋
祭
を
中
心
と
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
家
祭
が
諸
神
を
も
含
め
て
堂
子
祭
の
基
本
を
な
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
満
洲
建
国
当
時
の
家
祭
が
上
述
の
と
お
り
で
あ
っ
た
か
い
な
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭

天
典
礼
』
の
制
定
後
、
各
姓
氏
が
そ
れ
に
従
い
、
細
部
が
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
一
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
『
欽
定
満
洲
祭

神
祭
天
典
礼
』
が
愛
新
覚
羅
姓
の
家
祭
を
基
本
と
し
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

　
常
祭
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
あ
っ
た
。
姓
氏
に
一
大
事
が
発
生
し
た
と
き
に
は
焼
官
祭
が
行
わ
れ
、
不
幸
や
不
吉
な
予

兆
が
あ
っ
た
と
き
に
は
許
願
祭
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
宗
譜
の
編
修
、
祖
先
の
祭
祀
に
も
荘
重
な
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
儀
式
も
ま
た
堂
子
祭
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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清
朝
の
堂
子
祭
が
各
姓
氏
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
家
祭
の
う
ち
愛
新
覚
羅
姓
の
家
祭
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
堂
子
祭

の
運
命
を
左
右
す
る
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
。
満
洲
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
祭
祀
に
あ
っ
て
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
穆
昆

（
姓
氏
の
長
）
が
中
心
的
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
姓
氏
全
体
が
参
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
閉
鎖
的
血
縁
集
団
を
か

た
く
な
に
守
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
の
参
加
を
拒
む
排
他
的
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ
の
閉
鎖
的
排
他
的
体
系
は
女
真
が
満
洲
と
し
て

統
一
し
て
い
く
過
程
で
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。
明
朝
の
支
配
下
に
あ
っ
た
女
真
は
建
州
、
海
西
、
野
人
の
三
部
に
分
か
れ
て
い

た
が
、
そ
の
三
部
も
各
姓
氏
に
分
か
れ
排
他
的
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
体
系
を
保
っ
て
い
た
。
満
洲
の
統
一
を
目
指
す
努
爾
吟
赤

に
と
っ
て
統
一
の
最
大
の
障
害
と
な
っ
た
の
は
皮
肉
な
こ
と
に
各
姓
氏
の
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
穆
昆
、
そ
の
上
に

位
置
す
る
部
酋
は
満
洲
の
軍
事
、
社
会
、
行
政
の
単
位
た
る
八
旗
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
た

が
、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
は
排
除
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
努
爾
恰
赤
は
満
洲
統
一
の
過
程
で
各
姓
氏
の
シ
ャ
ー
マ
ン

を
容
赦
な
く
殺
害
し
た
。
そ
し
て
、
満
洲
の
国
家
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
愛
新
覚
羅
の
家
祭
を
中
心
と
し
た
堂
子
祭
を
制
定

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
保
持
し
な
け
れ
ば
、
満
洲
は
国
家
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
本
質
た
る
各
姓
氏
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
多
様
性
を
抹
殺
し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
各
姓
氏
の
堂
子
祭
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
国
家
の
堂
子
祭
を
「
秘
幻
」
化
さ
せ
る
以
外
に
道
は
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
欽
定
満
洲
祭
神
祭
天
典
礼
』
は
い
わ
ば
こ
の
過
程
の
終
着
点
で
あ
っ
た
。
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満
洲
統
一
の
過
程
で
愛
新
覚
羅
姓
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
確
か
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
だ
が
、
清
朝
と
し
て
全
中
国
に
君

臨
し
た
と
き
、
す
な
わ
ち
堂
子
を
北
京
に
建
設
し
た
と
き
、
堂
子
祭
は
そ
の
閉
鎖
性
と
排
他
性
の
み
を
際
立
た
せ
る
こ
と
と
な
り
、

堂
子
祭
全
体
を
秘
密
の
べ
ー
ル
で
覆
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
秘
密
の
べ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
こ
の
堂
子
祭
を
漢
人
が
淫
祠
で

は
な
い
の
か
と
い
う
盤
っ
た
見
方
を
し
た
の
も
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
礼
親
王
は
堂
子
祭
を
明
堂
で
は
な
い
の
か
、

と
言
明
し
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
礼
親
王
の
こ
の
言
明
は
あ
る
意
味
で
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
そ
れ
が
中
国
の
儀
礼
の
古
層
を
表
し

て
い
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
礼
親
王
が
こ
の
よ
う
に
言
明
し
た
こ
と
は
清
朝
と
い
う
も
の
を
考
え
る
面

で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
堂
子
は
清
朝
に
お
い
て
響
え
て
み
れ
ば
神
経
中
枢
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
過
誤
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
堂
子

が
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
清
朝
の
根
幹
を
な
す
祭
典
に
発
展
し
て
い
く
過
程
で
閉
鎖
的
体
系
を
形
成
し
、
神
経
と
し
て
機
能
し

な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
中
国
が
近
代
の
シ
ス
テ
ム
と
遭
遇
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
王
朝
の
下
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。
歴
史
の
不
幸
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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）


