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越

知

は

じ

め

に

中
国
社
会
の
理
解
に
お
い
て
、
民
間
信
仰
の
果
た
し
た
役
割
や
そ
の
変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

（
�
）
い
。
し
か
し
中
国
の
民
間
信
仰
は
神
格
や
祭
祀
も
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
広
大
な
中
国
大
陸
各
地
の
地
域
性
や
、
多
く
の
宗
教
を
受
容
し

て
き
た
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
た
め
、
一
般
化
し
て
論
ず
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
民
間
信
仰
の
な
か
で
、
宋
代

以
降
の
地
方
社
会
に
お
い
て
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
が
城
隍
神
の
信
仰
で
あ
る
。

城
隍
神
の
「
城
隍
」
と
は
、「
城
（
城
壁
）」
と
「
隍
（
ほ
り
）」
の
意
味
で
あ
り
、
都
市
と
同
義
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
城
隍
神
自

（
�
）

身
も
ま
た
都
市
の
守
護
神
と
し
て
唐
代
ご
ろ
か
ら
全
国
的
な
信
仰
へ
と
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
宋
代
は
多
く
の
民
間
信
仰
の
神
々
が

発
生
し
、
現
在
に
つ
な
が
る
有
力
な
信
仰
が
形
成
さ
れ
た
時
期
だ
が
、
こ
れ
は
城
隍
神
の
地
位
が
確
立
し
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ

の
時
期
に
登
場
し
た
神
々
に
つ
い
て
は
地
域
性
や
文
化
圏
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
と
し
て
議
論
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し

（
�
）
て
、
城
隍
神
は
、
性
質
と
し
て
公
権
力
と
の
結
び
つ
き
と
地
域
性
を
排
し
た
画
一
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国

の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
基
本
的
に
同
様
の
信
仰
が
共
有
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
背
景
に
明
代
以
降
、
国
家
の
礼
制
に
よ
る
統
一
が
あ
っ
た

一
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と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
都
市
の
守
護
神
・
冥
界
の
地
方
官
と
い
っ
た
自
生
的
な
信
仰
が
長
期
に
わ
た
っ
て
城
隍
神
の
権
威

を
支
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
城
隍
神
は
中
国
近
世
の
地
方
社
会
に
お
い
て
官
民
の
交
錯
す
る
信
仰
で
あ
り
、
そ
こ
に
官
民
共
有
の
空
間

（
�
）

を
現
出
し
た
の
で
あ
る
。

地
方
行
政
と
表
裏
一
体
の
関
係
と
見
な
さ
れ
た
城
隍
神
信
仰
に
つ
い
て
は
、
管
轄
範
囲
が
明
確
な
こ
と
か
ら
、
そ
の
祭
礼
を
中
心
と
し

た
共
同
性
の
あ
る
組
織
を
想
定
し
う
る
か
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
あ
る
祠
廟
信
仰
の
祭
祀
圏
の
措
定
と
い
う
問
題
は

中
国
の
民
間
信
仰
研
究
の
主
題
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
、
主
に
社
会
空
間
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
信
仰
圏
と
祭
祀
圏
と
い
う
二
つ
の
圏

域
で
あ
る
。
中
国
に
は
都
市
・
農
村
を
問
わ
ず
、
明
確
な
共
同
性
を
持
つ
組
織
が
な
い
と
さ
れ
る
な
か
で
、
社
会
活
動
の
基
盤
と
な
る
地

域
と
し
て
、
祠
廟
信
仰
を
中
心
と
し
た
圏
域
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
従
来
の
議
論
を
吟
味
す
る
暇
は
な
い
が
、
も
っ
と
も
基
層

に
属
す
る
祭
祀
圏
に
つ
い
て
は
、
林
美
容
氏
の
提
出
し
た
祭
祀
圏
の
指
標
が
そ
の
後
の
研
究
で
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
①
共
同
出
資
に
よ
る
祠
廟
の
建
設
、
②
祭
礼
時
の
応
分
の
負
担
、
③
爐
主
と
呼
ば
れ
る
祭
礼
の
主
催
人
が
い
る
、
④
祭
礼
時
の
共
同

活
動
と
し
て
の
演
劇
、
⑤
巡
境
、
⑥
そ
の
ほ
か
の
共
同
活
動
、
と
い
う
指
標
を
設
け
、
こ
れ
ら
の
指
標
の
少
な
く
と
も
一
つ
を
満
た
せ

（
�
）

ば
、
そ
の
範
囲
を
祭
祀
圏
と
み
な
す
と
し

広
が
り
と
し
て
は
聚
落
レ
ベ
ル
か
ら
鎮
全
体
と
い
う
四
段
階
に
区
分
し
た
。

こ
れ
を
歴
史
研
究
に
も
援
用
し
た
の
が
濱
島
敦
俊
氏
で
あ
る
。
濱
島
氏
は
林
氏
の
指
標
を
受
け
て
、
江
南
デ
ル
タ
地
域
の
場
合
、
共
同

祭
祀
が
行
わ
れ
る
市
鎮
と
周
辺
農
村
を
範
囲
と
す
る
祭
祀
圏
を
含
め
て
、
林
氏
の
い
う
四
段
階
の
区
分
全
て
が
明
代
後
半
の
一
六
世
紀
に

は
出
現
し
て
い
た
と
し
た
。
濱
島
氏
が
最
終
的
に
ま
と
め
た
地
域
社
会
モ
デ
ル
で
は
、
土
地
廟
を
中
心
と
す
る
最
末
端
の
祭
祀
圏
と
上
位

の
圏
域
を
結
ぶ
祭
礼
と
し
て
「
解
銭
糧
」
の
風
習
に
注
目
し
て
い
る
。「
解
銭
糧
」
は
農
村
の
土
地
神
な
ど
が
都
市
の
城
隍
神
の
所
へ
行

（
�
）

き
紙
銭
な
ど
を
納
め
る
形
式
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
「
解
銭
糧
」
の
風
習
は
、
非
常
に
積
極
的
な
祭
礼
を
と
も
な
う
祭
祀
圏
の
姿
を
描
出
す

る
も
の
で
あ
り
、
都
市
と
周
辺
農
村
が
経
済
・
文
化
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
江
南
デ
ル
タ
地
域
の
特
色
を
示
す
も
の
だ
が
、
こ
れ
が
特

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二



殊
な
事
例
か
、
あ
る
程
度
普
遍
性
を
持
つ
も
の
か
は
こ
れ
か
ら
検
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
濱
島
氏
だ
け
で
な
く
城
隍
神
の
祭
礼
と
都
市
空

間
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
巫
仁
恕
氏
や
郁
喆

氏
の
研
究
も
や
は
り
江
南
地
方
や
上
海
な
ど
の
事
例
で
あ
り
、
当
該
研
究
全
体
に
地
域

（
�
）

的
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

本
稿
で
は
城
隍
神
の
祭
礼
が
作
り
出
す
空
間
や
人
々
の
共
同
性
に
つ
い
て
、
と
く
に
城
隍
神
を
地
方
官
の
行
列
に
見
立
て
て
巡
行
す
る

「
城
隍
出
巡
」
の
祭
礼
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
す
で
に
研
究
蓄
積
の
あ
る
江
南
地
方
だ
け
で
な
く
、
他
の
地
方
の
状
況

も
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
よ
り
総
合
的
な
考
察
に
結
び
つ
け
た
い
と
考
え
る
。

第
一
章

地
方
官
の
城
隍
神
祭
祀
と
民
間
の
城
隍
廟
会

都
市
を
巡
行
す
る
城
隍
神
は
、
地
方
官
の
姿
で
あ
る
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。
都
市
の
守
護
神
で
あ
っ
た
城
隍
神
が
現
世
の
地
方
官
に

匹
敵
す
る
冥
界
の
地
方
官
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
し
て
い
く
の
は
、
宋
代
か
ら
明
代
ご
ろ
に
か
け
て
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
人
の
死
後
に
霊
魂
を
管
理
し
、
生
死
を
司
る
神
が
い
る
と
い
う
観
念
は
中
国
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
そ
の
役
割
を
担
う
神
は
一
定
で

（
�
）

は
な
か
っ
た
が
、
唐
代
後
半
ご
ろ
か
ら
城
隍
神
が
目
立
っ
て
く
る
。
早
期
の
事
例
と
し
て
唐
代
の
地
方
官
に
よ
る
祭
文
や
、『
太
平
広
記
』

（
�
）

の
逸
話
な
ど
か
ら
も
冥
界
の
地
方
官
の
役
割
を
担
う
城
隍
神
の
姿
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
人
々
の
意
識
と
し
て
城
隍
神
信
仰
が
確

立
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

一
方
で
礼
制
上
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
北
宋
末
期
の
『
政
和
五
礼
新
儀
』
に
は
城
隍
神
の
名
が
見
え
な
い
よ
う

に
、
地
方
官
に
よ
る
祭
祀
の
義
務
も
な
い
。
ま
た
宋
代
の
知
識
人
の
間
で
は
城
隍
神
が
正
統
な
神
明
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
く
、
道
学
系

の
人
々
は
否
定
的
に
捉
え
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
旧
来
の
社
稷
壇
と
並
ぶ
地
祇
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
経
書
に
よ
る
解
釈
も
進
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（
�
）

め
ら
れ
て
い
く
。
南
宋
の
真
徳
秀
が
地
祇
と
し
て
の
城
隍
神
を
祭
り
、

（
�
）

城
隍
神
の
存
在
は
州
県
の
官
が
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
冥
界
と
現
世
で
異
な
る
が
当
地
の
民
を
治
め
る
職
掌
は
同
一
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
城
隍
神＝

冥
界
の
地
方
官
と
い
う
意
識
は
知
識
人
た
ち
に
も
広
が
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
地

方
官＝

明
、
城
隍
神＝

幽
と
い
う
対
比
関
係
、
あ
る
い
は
役
割
分
担
の
意
識
は
、
明
清
時
代
以
降
よ
り
明
確
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
宋
代
に
あ
っ
て
は
依
然
と
し
て
各
地
の
地
元
の
英
雄
た
ち
が
祭
ら
れ
た
、
ロ
ー
カ
ル
性
の
強
い
部
分
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
宋
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
の
城
隍
神
の
性
格
は
画
一
的
な
官
の
祭
祀
と
い
う
側
面
と
、
歴
史
上
の
人
物
に
由
来
す
る
個
別
性
の
両
面

を
有
し
た
ま
ま
推
移
し
た
。

こ
れ
に
変
化
が
生
じ
た
の
は
、
明
代
初
期
の
洪
武
帝
に
よ
る
礼
制
改
革
で
あ
る
。
そ
の
改
革
の
内
容
を
総
合
す
る
と
、
一
つ
は
城
隍
神

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
確
立
で
あ
り
、
首
都
の
城
隍
廟
を
頂
点
と
し
て
地
方
行
政
単
位
に
そ
れ
ぞ
れ
城
隍
廟
を
置
き
、
祭
祀
を
義
務
付
け
た

上
で
、
城
隍
神
の
間
に
明
確
な
序
列
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
各
府
州
県
の
城
隍
神
の
神
像
が
撤
去
さ
れ
、
代
わ
っ
て

「
○
○
県
城
隍
之
神
」
の
よ
う
な
名
称
の
神
位
を
祭
る
こ
と
に
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
宋
元
時
代
ま
で
の
郷
土
の
英
雄
に
由
来
す
る
城

隍
神
の
人
格
性
は
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
城
隍
神
が
地
方
官
に
対
応
す
る
よ
う
な
「
職
務
」
を
課
せ
ら
れ
、
天
候
や
治
安

（
�
）

を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
ほ
か
、
管
轄
下
の
死
者
の
霊
魂
を
管
理
す
る
役
割
も
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
至

っ
て
城
隍
神
の
祭
祀
が
形
を
整
え
た
こ
と
に
な
り
、
明
清
時
代
の
地
方
官
と
城
隍
神
と
の
関
係
は
如
上
の
意
識
と
祭
祀
・
礼
制
に
よ
っ
て

決
定
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
城
隍
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
浸
透
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
が
、
城
隍
廟
の
建
物
自
体
が
官
衙

と
同
じ
形
態
を
し
て
お
り
、
現
存
す
る
城
隍
廟
が
そ
の
姿
を
留
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

地
方
志
や
地
方
官
向
け
の
官
箴
書
（
行
政
の
心
得
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
に
よ
れ
ば
、
地
方
官
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
城
隍
廟
と
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
祭
祀
に
関
し
て
の
み
挙
げ
る
が
、
地
方
官
は
着
任
の
一
日
、
あ
る
い
は
三
日
前
に
城
隍
廟
で
斎
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（
�
）

戒
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
祭
祀
は
「
宿
三
」
と
呼
ば
れ
、
明
代
以
降
の
多
く
の
官
箴
書
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
清
代
後
期
の
道
光
年
間
に
重
慶
府
巴
県
の
知
県
を
務
め
た
劉
衡
も
こ
の
例
に
倣
い
「
到
任
謁
城
隍
神
誓
」
と
し
て
城
隍
神
に
善
政
を

（
�
）

誓
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
方
官
の
宣
誓
は
単
に
城
隍
神
と
の
間
の
み
交
わ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
公
衆
の
面
前
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
清
代
初
期
の
黄
六
鴻
『
福
恵
全
書
』
に
よ
れ
ば
、

（
�
）

諸
里
胥
戸
長
等
を
率
い
て
城
隍
神
の
案
前
に
う
や
う
や
し
く
詣
で
、
誓
詞
を
宣
読
す
る
。

見
え
る
よ
う
に
、
新
任
の
地
方
官
が
胥
吏
や
里
長
な
ど
の
有
力
者
た
ち
を
引
き
連
れ
て
誓
詞
を
読
み
聞
か
せ
て
お
り
、
明
代
に
始
ま
る
聖

諭
宣
講
の
制
度
に
準
ず
る
形
式
を
採
っ
た
と
も
み
え
る
。

着
任
後
の
地
方
官
は
在
任
中
、
平
時
に
は
祀
典
に
し
た
が
っ
て
年
数
回
の
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た
。
明
代
に
は
春
・
秋
の
二
度
、
風
雲
雷

（
�
）

雨
山
川
と
と
も
に
城
隍
が
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
清
代
も
お
よ
そ
そ
れ
を
踏
襲
し
て
お
り
、
地
方
志
に
も
祀
典
と
し
て
し
ば
し

ば
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
城
隍
神
が
関
わ
る
祭
祀
と
し
て
は
、
清
明
節
・
中
元
節
・
十
月
朔
に
行
わ
れ
た
厲
壇
の
祭
祀
が
重
要

で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
明
の
洪
武
帝
が
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
行
政
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
設
置
さ
れ
た
厲
壇
の
祭
祀
を
城
隍
神
の
名

で
行
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
方
の
末
端
に
ま
で
厲
壇
を
設
け
て
、
戦
乱
や
疫
病
で
「
不
正
常
な
」
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
の
厲

鬼
（
孤
魂
）
を
鎮
め
る
目
的
で
あ
る
が
、
厲
壇
は
行
政
区
域
内
の
孤
魂
が
祭
ら
れ
る
た
め
、
例
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
県
に
置
か
れ
た
厲
壇

（
�
）

（
邑
厲
壇
）
に
は
県
の
城
隍
神
を
出
向
か
せ
る
形
で
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
発
想
も
洪
武
帝
の
独
創
で
は
な
く
、
宋

（
�
）

代
の
開
封
で
も
皇
帝
が
道
観
で
陣
亡
の
孤
魂
を
祭
ら
せ
た
例
が
あ
っ
た
し
、
民
間
で
も
施
餓
鬼
や
普
度
の
形
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
だ

が
、
こ
れ
を
国
家
祭
祀
の
な
か
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
が
独
創
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
在
任
中
に
災
害
や
兵
乱
な
ど
の
非
常
事
態
が
起
き
れ
ば
、
そ
の
た
び
に
城
隍
神
に
鎮
撫
を
祈
っ
た
。
こ
う
し
た
祈
祷
の

（
�
）

記
録
は
官
箴
書
や
個
人
の
文
集
の
な
か
に
も
祭
文
と
し
て
多
数
残
っ
て
い
る
ほ
か
、
档
案
史
料
の
な
か
に
は
そ
の
直
接
的
な
史
料
も
あ
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る
。
前
稿
で
も
紹
介
し
た
が
、
清
代
の
『
巴
県
档
案
』
に
も
知
県
が
城
隍
神
に
対
し
て
牒
文
の
形
式
で
天
災
・
疫
病
・
産
褥
死
・
ア
ヘ
ン

（
�
）

中
毒
な
ど
で
死
ん
だ
孤
魂
を
招
集
し
て
「
浄
域
」
へ
昇
ら
せ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
光
緒
初
年
の
档
案
が
あ
る
。
ま
た
解
決
困
難
な
犯

罪
事
件
に
直
面
し
た
際
や
逃
亡
し
た
犯
人
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
地
方
官
が
城
隍
神
に
祈
祷
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
こ
の
問
題

は
別
稿
で
検
討
し
た
い
。

さ
て
城
隍
神
の
信
仰
は
官
民
の
交
錯
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
地
方
官
の
祭
祀
と
は
別
に
民
間
に
お
け
る
廟
会
も
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
。
廟
会
は
主
に
祭
神
の
誕
生
日
な
ど
に
催
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
参
拝
す
る
宗
教
行
事
で
あ
る
。
城
隍
廟
の
廟
会
に
関
し
て
は

「
出
巡
」
の
検
討
の
部
分
で
も
触
れ
る
た
め
詳
述
し
な
い
が
、
東
嶽
大
帝
や
関
帝
な
ど
と
と
も
に
盛
ん
な
廟
会
と
し
て
各
地
で
行
わ
れ
て

い
た
。
鄭
土
有
・
王
賢
森
氏
は
、
城
隍
神
の
廟
会
を
大
別
し
て
、「
出
巡
型
（
神
が
巡
行
す
る
）」
と
「
誕
会
型
（
神
の
誕
生
日
を
祝

（
�
）

う
）」、
お
よ
び
そ
の
他
に
分
け
る
。
現
象
と
し
て
城
隍
神
が
廟
外
に
出
る
「
出
巡
」
と
人
々
が
廟
に
出
向
く
「
誕
会
」
と
い
う
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
廟
会
と
し
て
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
は
正
確
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
出
巡
」
は
先
に
見
た
地
方
官
主
催
の
厲
壇

祭
祀
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
完
全
に
民
間
の
廟
会
の
範
疇
に
含
め
る
と
意
味
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
城
隍
神
の
祭
祀
は
他
の
神
々
に
対
し
て
も
地
方
官
の
関
与
が
強
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
地
方
官
の
関

与
だ
け
な
ら
ば
孔
子
廟
の
祭
祀
に
当
て
は
ま
る
が
、
こ
れ
は
民
衆
の
信
仰
と
は
関
係
の
な
い
、
ま
っ
た
く
の
公
的
祭
祀
で
あ
っ
た
。
一
方

城
隍
神
は
官
民
の
交
錯
す
る
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
的
な
祭
礼
の
「
出
巡
」
こ
そ
官
民
の
意
識
の
交
錯
す
る
具
体
的
な
場
と
し
て
の
重

要
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
「
出
巡
」
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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第
二
章

城
隍
出
巡
祭
礼
の
諸
相

城
隍
神
の
「
出
巡
」
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
清
代
半
ば
の
顧
禄
『
清
嘉
録
』
に
蘇
州
の
城
隍
出
巡
が
「
山
塘
看
会
」
と
し
て

詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
や
や
長
文
の
引
用
と
な
る
が
、
城
隍
出
巡
の
分
析
に
有
用
な
の
で
こ
こ
で
ま
ず
挙
げ
て
お
き
た
い
。

清
明
の
日
、
官
府
は
虎
丘
の
郡
厲
壇
に
出
向
い
て
無
祀
の
霊
を
祭
る
。
見
物
人
が
大
勢
山
塘
に
集
ま
る
。
こ
れ
を
看
会
と
号
す
る
。

行
列
に
従
う
の
は
皆
、
各
署
の
吏
胥
で
、
日
ご
ろ
香
火
を
奉
持
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
日
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
像
を
担
い
で
壇
に
至

る
。
旧
例
で
は
、
州
県
の
城
隍
神
お
よ
び
十
郷
の
土
穀
神
の
ほ
か
に
、
巡
撫
土
地
な
ど
の
諸
神
も
こ
の
祭
事
に
関
わ
る
も
の
と
し
て

皆
壇
に
入
れ
、
こ
れ
を
督
祭
と
い
っ
た
。
い
っ
た
い
土
穀
神
は
皆
、
手
版
を
手
に
城
隍
神
に
拝
謁
す
る
か
た
ち
を
と
る
が
、
短
簿
祠

だ
け
は
道
士
た
ち
が
地
主
（
そ
の
土
地
の
神
）
と
す
る
王
珣
な
の
で
、
衣
笏
を
正
し
て
階
の
下
に
降
り
て
城
隍
神
を
迎
え
る
か
た
ち

を
と
る
。
一
行
列
ご
と
に
壇
に
至
る
と
き
に
は
、
簫
鼓
の
声
も
賑
や
か
に
、
旌
旗
の
色
も
と
り
ど
り
に
、
鹵
簿
台
閣
の
行
列
も
麗
を

競
い

を
争
っ
て
や
っ
て
く
る
。
民
の
病
ん
で
城
隍
神
に
服
役
を
約
し
て
願
掛
け
し
癒
え
た
者
も
、
多
く
こ
の
行
列
に
加
わ
る
。
あ

る
い
は
男
女
と
も
縄
に
繋
が
れ
て
重
罪
人
を
装
い
、
神
像
に
随
っ
て
壇
ま
で
至
り
、
杻
枷
を
取
っ
て
神
の
赦
を
得
た
と
す
る
。
ま
た

男
児
女
児
の
顔
立
ち
の
端
正
な
者
を
選
ん
で
華
や
か
に
装
わ
せ
、
裸
足
で
人
の
肩
の
上
に
立
た
せ
る
か
、
ま
た
は
馬
の
背
に
乗
せ

る
。
こ
れ
を
巡
風
と
号
す
る
。
行
列
が
門
前
を
通
る
家
で
は
、
線
香
蝋
燭
を
供
え
て
出
迎
え
る
。
城
隍
神
は
夕
暮
れ
に
廟
に
帰
る
。

（
�
）

こ
れ
を
俗
に
転
壇
会
と
呼
ぶ
。

蘇
州
で
は
清
明
節
だ
け
で
な
く
中
元
節
、
十
月
朔
に
も
城
隍
出
巡
が
行
わ
れ
、
明
朝
の
規
定
す
る
厲
壇
祭
祀
に
対
応
し
た
出
巡
が
清
代
に

も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
出
巡
の
目
的
で
あ
る
厲
壇
祭
祀
に
関
し
て
は
宋
代
の
城
隍
神
信
仰
の
な
か
に
す
で
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
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る
ほ
か
、
牒
文
を
も
っ
て
城
隍
神
に
命
令
を
下
す
と
い
う
指
揮
系
統
が
道
教
の
祭
祀
で
あ
る
「
黄
籙
斎
」
に
見
ら
れ
、
宋
代
の
道
教
経
典

（
�
）

に
載
っ
て
い
る
こ
と
は
金
井
徳
幸
氏
や
松
本
浩
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

出
巡
祭
礼
の
参
加
者
は
、
官
民
双
方
か
ら
出
て
い
る
が
、
衙
門
か
ら
参
加
す
る
の
は
正
官
で
は
な
く
胥
吏
や
衙
役
た
ち
で
あ
る
。
城
隍

神
が
知
県
に
対
応
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
従
う
の
が
胥
吏
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
形
式
と
し
て
は
妥
当
だ
が
、
彼
ら
は
お
そ

ら
く
祭
礼
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
利
権
を
牛
耳
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
周
辺
の
村
々
が
土
穀
神
を
奉
じ
て
組
織
的
に
参
加
し
て

（
�
）

い
る
ほ
か
、
個
人
レ
ベ
ル
で
行
列
に
参
加
し
た
り
、
城
隍
神
の
巡
行
の
道
す
が
ら
に
拝
礼
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
、
祭
礼
組
織
が
貫
徹

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

清
明
節
や
、
そ
の
ほ
か
の
日
に
城
隍
神
が
廟
を
離
れ
、
郊
外
に
あ
る
厲
壇
の
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
や
が
て
城
隍
出
巡
の
祭
礼
に
変
容
し

（
�
）

て
い
っ
た
こ
と
は
巫
仁
恕
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
巫
氏
を
含
め
て
城
隍
出
巡
は
明
代
以
降
始
ま
っ
た
祭
礼
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
城
隍
出
巡
を
構
成
す
る
個
別
の
要
素
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
明
代
以
前
の
信
仰
の
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る

部
分
も
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
典
型
と
さ
れ
る
江
南
地
方
の
城
隍
出
巡
を
例
に
と
る
と
、
そ
の
原
型
と
し
て
の
「
迎
神
」
の
祭
礼
が
あ
る
。
城
隍
出
巡

の
ご
と
く
、
神
像
を
外
に
迎
え
て
祭
祀
を
行
う
「
迎
神
」
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
風
習
で
あ
り
、
朝
廷
や
地
方
官
の
迎
神
儀
礼

（
�
）

以
外
に
も
民
衆
レ
ベ
ル
の
祭
祀
で
も
様
々
な
神
が
迎
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
城
隍
神
に
関
し
て
「
迎
神
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
例
は
確

認
で
き
な
い
。
ま
た
「
迎
神
賽
会
」
と
し
て
神
像
の
巡
行
を
中
心
に
祭
礼
が
民
間
で
行
わ
れ
る
と
、
無
用
の
騒
擾
を
醸
し
か
ね
な
い
と
い

（
�
）

う
こ
と
か
ら
、
歴
代
王
朝
や
各
地
の
地
方
官
た
ち
は
禁
止
・
制
限
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
官
箴
書
で
も
た
び
た
び
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
民
間
で
の
迎
神
の
風
習
は
や
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
「
出
巡
」「
出
駕
」
と
い
っ
た
表
現
は
や
は
り
特
別
で
あ
り
、

も
っ
ぱ
ら
皇
帝
の
巡
狩
・
行
幸
に
代
わ
る
語
か
、
ま
た
地
方
官
の
巡
察
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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明
代
以
降
の
城
隍
出
巡
の
祭
礼
は
、
単
な
る
「
迎
神
」
祭
礼
の
延
長
で
は
な
く
、
冥
界
の
地
方
官
と
し
て
の
城
隍
神
信
仰
の
内
容
に
基
づ

き
冥
界
の
裁
判
や
地
獄
の
有
様
を
可
視
化
す
る
祭
礼
と
し
て
、
明
代
以
降
に
新
た
に
発
展
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き

（
�
）
る
。明

代
以
降
の
城
隍
出
巡
は
国
家
が
定
め
た
祭
祀
制
度
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
全
国
的
に
か
な
り
普
遍
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
鄭
土
有
氏
・
王
賢
森
氏
は
城
隍
神
信
仰
に
関
す
る
専
著
の
な
か
で
、
城
隍
出
巡
に
つ
い
て
上
海
県
城
の
事
例
を
も
と
に
出
巡

（
�
）

の
行
列
の
様
子
や
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
ど
を
詳
述
し
て
い
る
。
上
海
で
は
清
明
・
中
元
・
十
月
朔
の
三
回
の
城
隍
出
巡
の
祭
礼
を
も
っ

（
�
）

て
「
三
巡
会
」
と
呼
ん
で
お
り
、
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
祭
礼
の
組
織
も
整
然
と
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
洪

武
帝
に
よ
る
厲
壇
祭
祀
の
規
程
か
ら
い
え
ば
、
行
列
の
構
成
や
娯
楽
的
要
素
は
と
も
か
く
、「
三
巡
会
」
の
日
程
に
出
巡
す
る
の
が
も
っ

と
も
標
準
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
全
国
的
に
み
れ
ば
「
三
巡
会
」
方
式
は
必
ず
し
も
普
遍
的
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
。
各
地
の
地
方
志
や
筆
記
史
料
な
ど
か
ら
収
集
し
た
事
例
を
分
類
す
る
と
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〔
①
三
巡
会＝

清
明
・
中
元
・
十
月
朔
出
巡
〕

先
に
挙
げ
た
『
清
嘉
録
』
に
見
え
る
蘇
州
の
事
例
、
ま
た
上
海
の
「
三
巡
会
」
の
風
習
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
北
京
近
郊
の
延
慶
州
で
は

清
明
の
日
に
出
巡
が
行
わ
れ
、
新
た
に
亡
く
な
っ
た
者
を
悼
ん
で
焚
香
・
哭
泣
し
、
城
隍
神
が
廟
に
連
れ
帰
る
と
の
信
仰
が
あ
っ
た
が
、

（
�
）

こ
れ
は
中
元
と
十
月
朔
に
も
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
河
北
の
万
全
県
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
節
日
の
巡
行
を
「
初
次
出
巡
」「
二
次
出

（
�
）

巡
」「
末
次
出
巡
」
と
呼
ん
だ
と
あ
る
。
ま
た
上
海
近
郊
の
郷
鎮
で
は
鎮
の
城
隍
神
の
祭
礼
と
さ
れ
、
や
は
り
中
元
・
十
月
朔
も
同
様
の

（
�
）

祭
礼
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
三
巡
会
」
は
、
上
海
近
郊
や
江
南
デ
ル
タ
地
方
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
他
の
地
方
で

は
あ
ま
り
見
え
な
い
。
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〔
②
清
明
・
中
元
・
十
月
朔
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
回
ま
た
は
二
回
の
出
巡
〕

こ
れ
も
三
巡
会
の
系
統
と
考
え
て
も
よ
く
、
地
方
志
に
他
の
二
回
の
記
載
が
な
い
だ
け
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
福
建
の
永
春
県
で
は

十
月
朔
に
城
隍
神
の
「
迎
神
」
が
行
わ
れ
、
仮
面
を
つ
け
た
り
、
地
獄
の
様
子
を
描
い
て
変
装
し
た
人
々
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
途
中
の
万

（
�
）

春
寨
と
許
公
祠
に
駐
蹕
し
、「
城
隍
爺
（
城
隍
神
の
通
称
）
が
街
に
游
べ
ば
、
許
老
爺
は
陪
に
趁
す
」
と
の
俗
諺
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま

た
四
川
の
成
都
に
は
複
数
の
城
隍
廟
が
あ
っ
た
が
、
清
末
の
『
成
都
通
覧
』
に
よ
れ
ば
、
十
月
一
日
に
は
附
郭
の
成
都
・
華
陽
両
県
の
城

（
�
）

隍
神
が
そ
ろ
っ
て
出
巡
し
た
と
い
う
。
十
月
朔
は
「
寒
衣
会
」
と
し
て
先
祖
に
衣
を
供
え
る
風
習
も
一
般
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
城
隍

（
�
）

神
と
関
連
づ
け
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
河
北
の
宣
化
県
で
は
清
明
節
と
十
月
朔
に
祭
天
と
鬼
神
へ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
、
そ
の
と
き
に
城
隍
の
出
郊
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
県

（
�
）

城
の
み
な
ら
ず
五
つ
の
堡
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
宣
化
県
の
場
合
は
、
別
に
五
月
十
三
日
に
城
隍
廟
会
が
行
わ
れ
、
こ
の

と
き
は
紙
人
・
紙
馬
な
ど
を
焚
焼
し
た
と
あ
り
、「
三
巡
会
」
以
外
の
日
に
も
城
隍
廟
の
祭
礼
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
い
ず
れ
か
一
回
ま
た
は
二
回
の
出
巡
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
清
明
節
と
十
月
朔
は
比
較

的
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
中
元
節
が
や
や
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
中
元
節
が
仏
教
行
事
と
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
中
元
節
は
盂
蘭
盆
会
の
施
餓
鬼
や
普
度
の
供
養
が
古
く
か
ら
定
着
し
て
お
り
、
城
隍
神
の
厲
壇
祭
祀

は
そ
れ
に
合
わ
せ
た
儀
礼
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
城
隍
出
巡
の
記
載
は
な
く
と
も
盂
蘭
盆
会
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
厲
壇
祭
祀
が
形
骸
化
し
て
い
く
流
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
間
で
は
本
来
の
盂
蘭
盆
会
が
挙
行
さ
れ

て
い
く
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
清
代
の
蘇
州
・
黎
里
鎮
で
は
七
月
十
五
日
は
「
鬼
節
」
と
呼
ば
れ
、
城
隍
神
・
土
地
神
を
奉
じ
て
壇
で

（
�
）

「
無
祀
の
鬼
」
を
祭
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
い
に
し
え
の
祭
厲
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
詳
細
な
祭
礼
の
様
子
は
不
明
だ
が
、
実
態
が
本
来

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

一
〇



の
儀
礼
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
③
城
隍
出
巡
は
あ
る
が
、「
三
巡
」
と
は
全
く
異
な
る
日
の
出
巡
〕

「
三
巡
」
の
日
以
外
で
は
非
常
に
多
様
な
例
が
あ
り
、
一
概
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
あ
え
て
大
き
く
分
け
れ
ば
以
下
の
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
（
１
）
城
隍
神
の
誕
生
日
と
し
て
廟
会
が
開
か
れ
、
そ
の
際
に
城
隍
神
像
の
巡
行
が
あ
る
、（
２
）
城
隍
神
の
誕

生
日
と
は
別
に
廟
会
が
あ
り
、
城
隍
神
の
巡
行
が
あ
る
、
も
し
く
は
関
係
性
が
不
明
の
場
合
で
あ
る
。

（
１
）
に
関
し
て
も
城
隍
神
の
誕
生
日＝

城
隍
誕
辰
は
各
地
で
異
な
り
、
統
一
し
た
見
解
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
（
２
）

の
ケ
ー
ス
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
誕
生
日
の
認
識
が
曖
昧
だ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
首
都
北
京
に
あ
る
城
隍
神
の
総

（
�
）

本
山
・
都
城
隍
の
誕
辰
は
五
月
十
一
日
と
さ
れ
て
い
て
、
太
常
寺
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
下
の
地
方
の
城
隍
神

に
つ
い
て
規
定
は
な
く
、
各
地
で
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
比
較
的
頻
繁
に
見
ら
れ
る
日
付
が
い
く
つ
か
あ

る
。一

つ
目
は
三
月
二
十
八
日
、
あ
る
い
は
そ
の
前
後
の
三
月
下
旬
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
明
節
の
代
わ
り
に
出
巡
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
も
あ
り
う
る
が
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
東
嶽
大
帝
と
の
関
係
で
あ
る
。
東
嶽
大
帝
の
誕
生
日
は
ほ
ぼ
全
国
的
に
三
月
二
十
八
日

（
�
）

と
さ
れ
て
お
り
、
廟
会
も
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
。
東
嶽
大
帝
と
城
隍
神
は
冥
界
の
裁
判
官
と
い
う
役
割
も
共
通
し
て
お
り
、
む
し
ろ
東
嶽

大
帝
が
格
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
嶽
の
祭
礼
に
併
せ
た
城
隍
神
の
出
巡
も
あ
っ
た
。
江
蘇
省
の
江
陰
県
で
は
、

（
三
月
）
二
十
八
日
は
東
嶽
の
誕
辰
で
あ
る
。
城
隍
神
は
廟
会
を
開
き
、
山
に
登
る
が
（
東
嶽
廟
に
拝
礼
す
る
こ
と
）、
そ
の
と
き
は

（
�
）

旗
指
物
や
乗
輿
・
儀
仗
な
ど
が
賑
々
し
く
街
を
練
り
歩
き
、
見
物
客
は
黒
山
の
ご
と
く
に
な
る
。

（
�
）

こ
の
ほ
か
に
も
二
十
八
日
に
東
嶽
と
城
隍
の
二
神
を
祭
る
地
方
も
あ
っ
た
。
東
嶽
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
が
、
城
隍
出
巡
が
他
地
方
よ
り
も
盛
ん
と
見
ら
れ
る
江
南
地
方
で
は
東
嶽
廟
の
廟
会
も
盛
ん
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
ま
た
二
十
八
日
以
外
の
城
隍
出
巡
の
例
と
し
て
は
、
山
東
の
博
山
県
で
二
十
五
日
、
浙
江
の
繁
昌
県
で
は
日
付
不
明
な
が
ら

（
�
）

三
月
末
頃
の
出
巡
な
ど
が
あ
っ
た
。

二
つ
目
は
五
月
二
十
八
日
、
お
よ
び
そ
の
付
近
の
五
月
中
旬
か
ら
下
旬
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
都
城
隍
の
祭
祀
と
関
係
が
深
い
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
湖
北
の
羅
田
県
で
は
、
五
月
二
十
八
日
が
県
城
隍
廟
の
誕
辰
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
康
熙
年
間
よ
り
受
け
継
が

（
�
）

れ
て
今
に
至
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
日
は
出
巡
が
行
わ
れ
、「
儀
仗
・
鼓
吹
は
王
公
の
ご
と
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
五
月
二
十
八

日
は
南
方
に
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
が
、
海
南
島
の
定
安
県
の
よ
う
に
五
月
十
三
日
と
二
十
八
日
の
両
日
に
祭
礼
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
五
月
に
は
端
午
節
と
い
う
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
関
帝
や
張
王
の
廟
会
な
ど
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
る
湖
北
の

水
県

の
よ
う
に
、
五
月
は
廟
会
が
集
中
す
る
時
期
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
瘟
疫
を
払
う
季
節
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
城

隍
誕
辰
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
広
東
の

西
県
で
は
城
隍
誕
辰
が
五
月
二
十
八
日
と
十
月
二
十
八
日
の
二
度
あ

り
、
城
隍
神
以
外
に
目
立
っ
た
廟
会
の
な
い
十
月
に
比
べ
て
低
調
に
な
る
た
め
「
十
月
に
比
べ
て
香
火
は
や
や
殺
が
れ
る
」
と
の
記
載
も

（
�
）

あ
る
。

ま
た
、
西
北
地
方
に
よ
く
見
ら
れ
た
の
が
四
月
八
日
で
あ
る
。
四
月
八
日
と
い
え
ば
仏
誕
（
釈
迦
の
誕
生
日
）
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

お
り
、
実
際
に
多
く
の
地
方
志
で
も
「
浴
仏
会
」
な
ど
の
行
事
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
日
を
城
隍
誕
辰
と
す
る
地
方
は
ほ
か
に
も
見

ら
れ
る
が
、
城
隍
出
巡
の
記
述
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。
た
だ
河
南
の
陽
武
県
で
は
四
月
八
日
の
城
隍
誕
辰
の
廟
会
が
極
め
て
殷
賑
で
あ
っ

て
、
と
く
に
婦
女
の
信
仰
が
篤
く
、
そ
の
た
め
か
城
隍

（
城
隍
神
の
夫
人
）
の
ベ
ッ
ド
を
後
閣
に
設
け
て
布
団
の
下
に
賽
銭
を
置
く

（
�
）

風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
天
津
で
は
城
隍
誕
辰
と
の
記
述
は
な
い
も
の
の
、
四
月
六
、
八
の
両
日
に
、
清
明
節
と
同
様
の
天
津
府
と

（
�
）

天
津
県
の
城
隍
神
の
出
巡
が
行
わ
れ
た
。

全
体
的
に
見
れ
ば
、
城
隍
誕
辰
の
日
付
は
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
日
に
廟
会
が
開
か
れ
る
こ
と
は
共
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通
し
て
見
ら
れ
た
。
一
方
で
城
隍
誕
辰
に
城
隍
出
巡
が
行
わ
れ
た
例
は
地
方
志
に
見
出
せ
る
も
の
の
、
割
合
と
し
て
は
低
い
と
見
な
し
う

る
。
廟
会
は
大
変
盛
ん
だ
が
、
城
隍
廟
が
そ
の
舞
台
で
あ
り
、
出
巡
は
と
く
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
み
れ
ば
、
城
隍
誕
辰
と

城
隍
出
巡
は
本
来
と
く
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
厲
壇
祭
祀
の
儀
礼
が
転
化
し
て
城
隍
誕
辰
の
出
巡
に
発
展
し

た
ケ
ー
ス
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
他
地
方
と
は
全
く
異
な
る
日
に
出
巡
が
行
わ
れ
る
地
方
も
あ
り
、
独
特
の
風
習
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
四
川
の
簡
陽

（
�
）

県
で
は
六
月
に
城
隍
出
巡
が
行
わ
れ
、
老
媼
た
ち
が
集
ま
っ
て
念
仏
を
唱
え
、
廟
内
に
野
宿
す
る
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
城
隍
出
巡
祭
礼
に
つ
い
て
は
一
般
に
知
ら
れ
る
「
三
巡
会
」
の
ほ
か
に
も
、
城
隍
誕
辰
な
ど
、
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
時
期
に
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
出
巡
行
列
の
参
加
者
や
そ
の
内
容
が
概
ね
共
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
城
隍
神
信
仰
の
内
容

は
全
国
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
浮
き
彫
り
と
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
国
家
祭
祀
に
由
来
す
る
た
め
だ
と
い
え
る

が
、
同
時
に
冥
界
に
対
す
る
人
々
の
意
識
の
共
通
性
で
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
広
範
囲
に
見
ら
れ
た
出
巡
祭
礼
が
各
地
の
地
方
社
会
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。

第
三
章

城
隍
出
巡
の
作
り
出
す
空
間

城
隍
出
巡
祭
礼
は
厲
壇
祭
祀
を
基
礎
と
し
て
い
る
た
め
、
出
巡
の
行
わ
れ
る
空
間
は
あ
る
程
度
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
城
隍
神
が
知
県
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
の
管
轄
範
囲
は
、
例
え
ば
県
の
城
隍
神
な
ら
ば
県
下
全
域
に
及
ぶ
が
、
出
巡
祭
礼
に
関

わ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
県
城
と
そ
の
郊
外
に
設
置
さ
れ
た
厲
壇
と
い
う
区
域
に
限
定
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
城
隍
出
巡
の
祭
礼
に
関
し
て
は

こ
の
区
域
が
直
接
に
意
味
の
あ
る
範
囲
で
あ
る
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
住
む
人
々
、
あ
る
い
は
周
辺
か
ら
祭
礼
に
参
加
す
る
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人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
地
方
官
が
関
与
す
る
祭
礼
で
あ
り
、
本
来
祀
典
に
基
づ

い
た
厲
壇
祭
祀
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
官
は
城
隍
出
巡
を
人
民
教
化
の
方
策
と
し
て
利
用
し
た
と
す
る
考
え
が
あ

（
�
）
る
。
た
し
か
に
中
国
で
は
人
民
の
神
々
へ
の
信
仰
を
利
用
し
て
教
化
を
行
う
「
神
道
設
教
」
が
地
方
官
の
共
通
認
識
と
し
て
あ
り
、
た
と

え
ば
先
に
見
た
『
福
恵
全
書
』
で
も
城
隍
神
へ
の
宣
誓
を
「
神
道
設
教
」
と
表
現
し
、
清
代
の
陳
朝
君
は
『
莅
蒙
平
政
録
』
の
な
か
で
厲

（
�
）

壇
祭
祀
を
「
神
道
設
教
」
の
場
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
城
隍
神
だ
け
が
対
象
で
な
い
と
し
て
も
、
地
方
官
は
祭
礼
を
勧
善
懲
悪
を

可
視
化
す
る
好
適
の
機
会
だ
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
地
方
志
な
ど
の
記
述
か
ら
見
て
も
地
方
官
が
城
隍
出

巡
を
そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
挙
行
し
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
む
し
ろ
民
間
の
熱
意
が
勝
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

あ
る
い
は
第
二
の
見
解
と
し
て
、
人
々
が
娯
楽
の
場
と
し
て
楽
し
み
、
ま
た
日
常
の
秩
序
を
再
確
認
す
る
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
催
し
だ
っ

（
�
）

た
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
上
海
で
は
城
隍
神
の
神
像
を
物
乞
い
や
賤
民
が
輿
に
乗
せ
た
と
あ
る
し
、
そ
の
担
ぎ
手
も
水
夫
た
ち
が
適
当
に

（
�
）

輪
番
で
行
っ
た
と
あ
る
。
輿
の
周
り
で
行
列
を
主
導
す
る
胥
吏
や
衙
役
、
ま
た
北
京
の
城
隍
出
巡
を
取
り
仕
切
る
「
過
会
」
と
呼
ば
れ
る

（
�
）

無
頼
の
輩
も
人
々
に
親
し
ま
れ
た
存
在
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
罪
人
の
扮
装
を
し
た
人
々
の
行
列
な
ど
、
全
体
に
非
日
常
の
空
間
が
広
が

っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
都
市
や
所
属
組
織
へ
の
帰
属
意
識
や
社
会
秩
序
全
体
の
再
確
認
の
場

と
し
て
機
能
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
ま
で
断
ず
る
の
は
難
し
い
と
考
え
る
。
行
列
が
あ
る
程
度
組
織
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て

も
、
参
加
者
や
見
物
人
た
ち
は
い
わ
ば
分
散
し
た
個
人
の
集
ま
り
で
あ
り
、
き
わ
め
て
利
己
的
な
願
望
の
た
め
に
の
み
祈
っ
て
い
る
と
思

（
�
）

わ
れ
る
か
ら
だ
。

そ
れ
で
は
何
の
意
味
が
残
る
の
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
城
隍
神
の
管
轄
範
囲
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
城
隍
廟
の
管
轄
圏
域
の
概
念

が
厳
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、
乾
隆
年
間
末
期
に
起
き
た
上
海
近
郊
の
漕
河
涇
鎮
の
城
隍
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廟
の
逸
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
漕
河
涇
鎮
に
隣
接
す
る
龍
華
鎮
の
城
隍
神
が
清
明
節
の
日
に
漕
河
涇
鎮
ま
で
出
巡
し
て
き
た
と
こ

ろ
、
漕
河
涇
鎮
の
人
々
が
そ
れ
を
迎
え
な
か
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
双
方
の
鎮
に
よ
る
暴
力
沙
汰
が
発
生
し
、
訴
訟
が
収
束
し
た
後
、

漕
河
涇
鎮
に
も
城
隍
廟
が
建
設
さ
れ
た
。
郁
喆

氏
は
こ
の
逸
話
に
言
及
し
な
が
ら
、
城
隍
神
の
管
轄
圏
域
が
行
政
区
画
と
一
致
す
る
こ

（
�
）

と
が
多
く
、
ま
た
祭
礼
が
地
域
意
識
を
形
成
す
る
も
の
だ
と
し
た
。

こ
の
祭
祀
圏
は
自
生
的
な
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
一
方
で
鄭
振
満
氏
は
明
清
時
代
か
ら
民
国
時
代
ま
で
見
通
し
た
な
か
で
、
里
社
や

（
�
）

村
廟
の
実
態
は
も
っ
と
複
雑
な
内
容
が
あ
り
、
国
家
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
つ
つ
変
化
を
遂
げ
て
き
た
も
の
と
考
え
た
。
ま
た

（
�
）

王
健
氏
は
鄭
氏
の
説
を
受
け
、
明
代
の
里
社
と
土
地
神
の
信
仰
が
重
な
る
形
で
「
廟
界
」
の
概
念
が
で
き
た
と
す
る
。
こ
の
「
廟
界
」
が

「
教
区
」
に
相
当
す
る
地
域
と
見
な
し
う
る
か
は
別
に
し
て
も
、
城
隍
神
の
主
宰
す
る
祭
礼
の
参
加
単
位
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

一
方
の
城
隍
神
の
側
は
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
の
か
。
清
代
ま
で
の
城
隍
出
巡
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
巡
行
ル
ー
ト
を

通
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
示
せ
る
史
料
は
見
出
し
て
い
な
い
が
、
郁
喆

氏
に
よ
る
民
国
時
代
の
上
海
城
隍
廟
の
出
巡
の
ル
ー
ト
復
元
に

（
�
）

よ
れ
ば
、
同
じ
ル
ー
ト
で
行
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
る
と
し
て
も
有
力
者
の
意
向
に
よ
っ

て
、
そ
の
家
の
前
を
通
る
こ
と
に
な
る
な
ど
不
確
定
な
要
素
が
入
っ
て
く
る
。
だ
と
す
れ
ば
城
隍
出
巡
祭
礼
は
一
定
の
街
区
の
専
有
物
で

は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
都
市
の
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喚
起
す
る
象
徴
的
な
場
所
を
選
ん
で
通
る
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
城
隍
出
巡
は
県
城
と
そ
れ
以
外
の
農
村
部
と
を
区
別
す
る
意
味
は
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
興
味
深
い
史
料
が

河
北
の
定
興
県
の
記
事
で
あ
る
。

（
四
月
）
初
八
日
、
城
隍
廟
会
。
県
城
を
囲
む
村
々
の
う
ち
約
二
十
里
以
内
の
奉
公
人
は
皆
一
日
休
暇
を
与
え
ら
れ
、
酒
肴
や
涼
笠

（
�
）

を
与
え
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
県
城
の
周
囲
二
十
里
（
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
が
廟
会
に
参
加
す
る
地
域
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
日
帰

り
で
祭
礼
に
参
加
で
き
る
距
離
の
目
安
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
他
の
地
域
に
も
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
同
じ
県
で
も
直

接
参
加
で
き
る
範
囲
よ
り
離
れ
た
場
所
に
住
む
人
々
は
、
信
仰
上
は
城
隍
神
の
管
轄
範
囲
で
は
あ
る
も
の
の
、
直
接
祭
礼
に
参
加
し
て
願

（
�
）

掛
け
を
す
る
機
会
に
は
恵
ま
れ
な
い
。
彼
ら
は
そ
こ
で
都
市
と
の
格
差
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
農
村
の
住
民
は
単
に
格
差
に
忍
従
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
城
隍
神
よ
り
も
よ
り
強
力
な
信
仰
を
奉
じ
、
そ
の
神

の
「
出
巡
」
を
お
こ
な
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
関
羽
の
出
身
地
で
あ
る
山
西
地
方
で
は
、
四
月
八
日
に
村
々
で
関
帝
の
像
を
奉
じ
て

「
朝
山
」
し
た
と
あ
る
し
、
江
南
地
方
で
東
嶽
大
帝
が
城
隍
神
の
代
わ
り
を
果
た
し
た
の
も
、
こ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
都
市
で
あ
っ
て
も
城
隍
神
を
凌
ぐ
「
出
巡
」
も
あ
り
、
そ
れ
が
大
規
模
に
な
る
と
城
隍
神
の
祭
祀
圏
を
上
回
る
広
さ
が
想
定
さ

れ
る
。
例
え
ば
天
津
で
は
城
隍
神
の
出
巡
も
年
に
数
回
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
天
后
（
媽
祖
）
の
出
巡
の
ほ
う
が
盛
況
で
あ
っ

（
�
）

て
、
三
月
二
十
三
日
を
最
高
潮
に
十
日
程
度
祭
礼
が
続
い
た
と
い
う
。
十
日
間
に
及
ぶ
祭
礼
と
な
れ
ば
、
か
な
り
遠
方
か
ら
も
参
加
可
能

で
あ
る
。
こ
れ
は
城
隍
廟
の
祭
祀
圏＝

県
城
の
直
接
的
な
市
場
圏
と
い
う
図
式
に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む

す

び

中
国
近
世
に
お
い
て
全
国
に
存
在
し
た
城
隍
神
は
、
地
方
社
会
に
お
け
る
祭
祀
圏
に
お
い
て
、
一
つ
の
中
心
を
な
す
と
と
も
に
、
国
家

の
祭
祀
政
策
と
民
間
由
来
の
信
仰
の
結
節
点
と
も
な
る
重
要
な
信
仰
で
あ
る
。
城
隍
神
は
中
国
の
民
間
信
仰
の
な
か
で
も
例
外
的
に
地
域

偏
差
が
小
さ
く
、
ほ
ぼ
同
様
の
信
仰
が
共
有
さ
れ
、
そ
の
祭
祀
圏
も
安
定
的
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
地
方
官
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
城
隍
神
自
身
に
管
轄
範
囲
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
城
隍
神
が
巡
行
す
る
「
出
巡
」
祭
礼
は
、
ま
さ
し
く
祭
祀
圏
が
具
現
す
る
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も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
祭
礼
は
、
整
然
と
組
織
さ
れ
た
も
の
と
は
程
遠
く
、
都
市
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
と
い

っ
た
効
果
は
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
か
未
知
数
で
あ
る
。
物
理
的
な
空
間
か
ら
み
て
も
、「
出
巡
」
の
ル
ー
ト
は
そ
の
時
々
の
有
力
者

の
意
向
に
左
右
さ
れ
、
城
隍
廟
と
厲
壇
と
い
う
発
着
点
以
外
に
明
確
な
ル
ー
ト
を
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
は
漠
然
と
城
壁
に

囲
ま
れ
た
都
市
部
が
意
識
さ
れ
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

城
隍
出
巡
祭
礼
は
清
朝
の
滅
亡
と
と
も
に
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
。
民
国
時
代
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
地
方
志
の
多
く
で
城
隍
出
巡
祭

礼
は
旧
社
会
の
迷
信
と
さ
れ
、
民
国
時
代
に
は
廃
れ
た
か
、
少
な
く
と
も
地
方
官
に
よ
る
公
的
な
祭
礼
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
が
記
載
さ

れ
る
。
城
隍
神
が
地
方
官
に
見
立
て
ら
れ
、
ま
た
城
隍
神
の
祭
礼
が
国
家
や
地
方
官
の
意
思
を
伝
え
る
場
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す

れ
ば
、
清
朝
の
滅
亡
は
城
隍
神
の
役
割
を
大
い
に
後
退
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
根
強
い
信
仰
が
あ
っ
た
城
隍
神
に
対
し

（
�
）

て
、
民
国
政
府
は
迷
信
の
象
徴
と
見
な
し
、
廟
を
破
壊
す
る
よ
う
な
強
硬
な
措
置
を
と
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
城
隍
神
は
現
世
の

地
方
官
と
決
別
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
も
な
お
「
出
巡
」
が
行
わ
れ
る
地
域
が
あ
る
が
、
民
間
の
自
主
的
な
動
き
が
こ
れ
を
支
え
て
お

り
、
今
こ
そ
地
域
に
根
差
し
た
祭
礼
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

城
隍
神
が
提
供
す
る
公
共
的
な
空
間
は
祭
祀
圏
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
慈
善
活
動
の
拠
点
、
同
業
組
合
の
活
動
場
所
な
ど

の
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
及
ぶ
が
、
こ
れ
ら
を
着
実
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
中
国
近
世
社
会
の
実
像
に
向
け
た
議
論
を
進
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注
（
１
）
何
を
も
っ
て
「
民
間
信
仰
」
と
す
る
の
か
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
定
義
は
様
々
で
あ
る
。「
民
間
信
仰
」
と
い
う
術
語
の
使
用
に
も
議
論
が

あ
り
、「
通
俗
宗
教
」、「
民
俗
宗
教
」
な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
本
稿
で
は
「
民
間
」
が
「
民
衆
」
と
同
義
で
は
な
く
、
民

衆
も
含
め
た
全
社
会
的
に
普
及
、
信
仰
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
「
民
間
信
仰
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
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（
２
）
城
隍
神
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
唐
代
後
半
以
降
に
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
点
は
共
通
し
た
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
城
隍

神
信
仰
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
多
く
、
ま
た
多
方
面
に
わ
た
る
。
本
稿
で
と
く
に
参
考
に
し
た
研
究
と
し
て
中
村
哲
夫
「
城
隍
神
信
仰

か
ら
み
た
旧
中
国
の
国
家
と
社
会
」（『
近
代
中
国
史
研
究
序
説
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
）、
早
田
充
宏
「
城
隍
神
信
仰
の
変
遷
に
つ

い
て
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
五
、
一
九
八
八
年
）、
小
島
毅
「
城
隍
廟
制
度
の
成
立
」（『
思
想
』
七
九
二
、
一
九
九
〇
年
）、
鄭
土
有

・
王
賢
森
『
中
国
城
隍
信
仰
』（
上
海
三
聯
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
濱
島
敦
俊
『
総
管
信
仰
│
│
近
世
江
南
農
村
社
会
と
民
間
信
仰
』（
研

文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
趙
世
瑜
『
狂
歓
与
日
常
│
│
明
清
以
来
的
廟
会
与
民
間
社
会
』（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
二

年
）、
鄭
土
有
・
劉
巧
林
『
護
城
興
市
│
│
城
隍
信
仰
的
人
類
学
考
察
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
栄
真
『
中
国
古
代
民
間
信

仰
研
究
│
│
以
三
皇
和
城
隍
為
中
心
』（
中
国
商
務
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
蔡
志
祥
「
城
隍
・
厲
鬼
与
明
清
国
家
規
範
」（
林
緯
毅
主
編

『
城
隍
信
仰
』
新
加
坡
韮
莱
芭
城
隍
廟
、
二
〇
〇
八
年
）、
楊
俊
峰
「
唐
代
城
隍
信
仰
与
官
府
的
立
祀
│
│
兼
論
其
官
僚
化
神
格
的
形
成
」

（『
新
史
学
』
二
三
－
三
、
二
〇
一
二
年
）、Feuchtw

ang,Stephen.“SchoolTem
ple
and

C
ity
G
od”,Skinner,G

.W
illiam

ed.The
C
ity

in
Late

Im
perialC

hina,Stanford
U
niversity

Press,1977.

（
中
国
語
訳
）「
学
宮
与
城
隍
」（『
中
華
帝
国
晩
期
的
都
市
』
中
華
書
局
、
二

〇
〇
〇
年
）、Johnson,D

avid.“The
C
ityG

od
C
ults

of
T’ang

and
Song

C
hina”,H

arvard
JournalofAsiatic

Studies
452,1985.

な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
適
宜
関
連
の
研
究
に
言
及
す
る
。

（
３
）
中
国
の
民
間
信
仰
全
般
に
つ
い
て
の
近
年
の
議
論
は
、
松
本
浩
一
『
宋
代
の
道
教
と
民
間
信
仰
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
序
章
、
復

旦
大
学
文
史
研
究
院
編
『�
民
間
�
何
在

誰
之
�
信
仰
�』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
諸
論
文
、
路
遙
主
編
、
王
見
川
・
皮
慶

生
著
『
中
国
近
世
民
間
信
仰

宋
元
明
清
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
「
導
論：

�
民
間
信
仰
�
的
内
涵
与
土
壌
」、
王

健
『
利
害
相
関
│
│
明
清
以
来
江
南
蘇
松
地
区
民
間
信
仰
研
究
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
で
整
理
・
批
評
さ
れ
て
い

る
。

（
４
）Feuchtw

ang

注
（
２
）
前
掲
論
文
、
王
健
「
官
民
共
享
空
間
的
形
成：

明
清
江
南
的
城
隍
廟
与
城
市
社
会
」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
一
一
年

第
七
期
）
な
ど
参
照
。

（
５
）
林
美
容
「
由
祭
祀
圏
来
看
草
屯
鎮
的
地
方
組
織
」（『
中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
集
刊
』
六
二
、
一
九
八
六
年
）、
同
氏
「
彰
化
媽
祖
的
信

仰
圏
」（『
中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
集
刊
』
六
八
、
一
九
八
九
年
）。

（
６
）
濱
島
敦
俊
注
（
２
）
前
掲
書
、
第
五
章
「
商
業
化
と
都
市
化
」。

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

一
八



（
７
）
巫
仁
恕
「
節
慶
・
信
仰
与
抗
争
│
│
明
清
城
隍
信
仰
与
城
市
群
衆
的
集
体
抗
議
行
為
」（『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
三
四
、
二

〇
〇
〇
年
）、
郁
喆

『
神
明
与
市
民
│
│
民
国
時
期
上
海
地
区
迎
神
賽
会
研
究
』（
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
８
）
澤
田
瑞
穂
『
増
補

地
獄
変
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
陳
登
武
『
従
人
間
世
到
幽
冥
界

唐
代
的
法
制
・
社
会
与
国
家
』（
北
京

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
９
）
早
田
充
宏
、
楊
俊
峰
注
（
２
）
前
掲
論
文
、
黄
海
徳
「
唐
代
社
会
士
大
夫
与
城
隍
信
仰
」（
劉
家
軍
・
沈
金
来
主
編
『
城
隍
信
仰
研
究
│
│

安
渓
城
隍
廟
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
１０
）
小
島
毅
注
（
２
）
前
掲
論
文
。

（
１１
）
真
徳
秀
『
西
山
先
生
真
文
忠
公
文
集
』
巻
四
八
「
城
隍
」

城
隍
之
有
神
、
猶
郡
國
之
有
守
、
幽
明
雖
殊
、
其
職
於
民
則
一
而
已
。

（
１２
）
一
連
の
改
革
の
歴
史
性
に
つ
い
て
は
濱
島
敦
俊
「
明
初
城
隍
考
」（『
榎
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
年
）、
お
よ

び
同
氏
注
（
２
）
前
掲
書
、
第
四
章
「
明
朝
の
祭
祀
政
策
と
郷
村
社
会
」
参
照
。

（
１３
）
『
福
恵
全
書
』
巻
二
、
涖
任
部
一
、
総
論
、
入
境
。

（
１４
）
劉
衡
『
州
県
須
知
』。

（
１５
）
『
福
恵
全
書
』
巻
九
、
編
審
部
、
総
論
、
設
誓

明
有
王
法
、
幽
有
鬼
神
。
我
心
不
能
共
見
託
乎
、
神
以
白
之
、
我
志
不
能
自
定
質
乎
、
神
以
堅
之
。
以
及
里
胥
諸
人
、
姦
詭
百
出
。

縦
三
尺
之
可
逃
。
語
以
神
明
。
豈
寸
衷
之
無
畏
当
事
於
将
審
之
先
敬
製
誓
文
、
斎
戒
沐
浴
、
率
諸
里
胥
戸
長
等
虔
詣
城
隍
神
案
前
、

宣
読
誓
詞
、
須
並
列
里
胥
戸
長
姓
名
考
鍾
撃
鼓
。
再
拝
焚
之
、
俾
懐
姦
者
、
有
所
警
惕
。
而
不
敢
恣
意
作
弊
。
抑
亦
神
道
設
教
之
一

端
也
。

（
１６
）
撰
者
不
詳
『
新
官
到
任
儀
註
』「
春
秋
祭
祀
風
雲
雷
雨
山
川
城
隍
礼
儀
」。

（
１７
）
地
方
官
が
城
隍
神
に
対
し
て
発
す
る
牒
文
も
定
型
が
あ
り
、『
洪
武
礼
制
』「
祭
無
祀
鬼
神
礼
儀
」（『
正
徳
大
明
会
典
』
巻
八
七
、
礼
部
四

六
、
祭
祀
八
、
合
祀
神
祇
三
「
祭
厲
」
所
載
）
に
あ
る
。
長
文
の
た
め
全
文
引
用
は
避
け
る
が
、「
維

年

月

日
某
府
州
県
某
官
某
等

遵
承
礼
部
札
付
、
為
祭
祀
本
府
州
県
闔
境
無
祀
鬼
神
等
衆
事
」
で
始
ま
り
、「
皇
帝
聖
旨
」
を
受
け
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
同
格

の
官
に
対
し
て
発
す
る
文
書
の
形
式
で
あ
る
。

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

一
九



（
１８
）
中
村
喬
『
中
国
歳
時
史
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
四
一
二
頁
。

（
１９
）
例
え
ば
『
福
恵
全
書
』
巻
二
四
、
典
礼
部
、「
敬
礼
城
隍
」
に
干
ば
つ
や
蝗
の
害
に
際
し
て
城
隍
神
を
祭
る
祭
文
例
が
載
る
。

（
２０
）
拙
稿
「
清
代
後
期
に
お
け
る
重
慶
府
巴
県
の
寺
廟
と
地
方
社
会
│
│
『
巴
県
档
案
』
寺
廟
関
係
档
案
の
基
礎
的
考
察
」（『
史
林
』
九
八
│

一
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。『
巴
県
档
案
（
光
緒
朝
）』N

o.64236

。
四
川
省
档
案
館
に
よ
る
案
件
名
は
「
巴
県
牒
請
城
隍
尊
神
召
集
境
中

各
項
孤
魂
具
領
枉
生
神
呪
文
同
升
浄
域
」

四
川
重
慶
府
巴
県
為
牒
請
事
。
人
鬼
殊
途
、
幽
冥
一
理
、
因
念
渝
城
人
心
浮
動
、
往
往
死
於
非
命
、
有
遭
兵
刃
而
死
者
、
有
因
盗
賊

而
死
者
、
有
因
天
災
瘟
疫
而
死
者
、
有
産
前
産
後
失
調
而
死
者
、
有
死
於
水
火
死
於
饑
寒
者
、
有
因
小
忿
愁
急
自
縊
而
死
者
、
服
食

洋
烟
中
毒
而
死
者
、
有
因
犯
法
収
入
内
監
外
監
患
病
而
死
者
、
有
異
地
客
民
婦
女
病
死
無
家
可
帰
者
、
種
種
孤
魂
、
難
入
輪
廻
、
日

久
沈
淪
、
深
堪
惻
憫
。
今
信
官
○
○
情
殷
超
度
、
設
醮
修
斎
、
謹
具
枉
生
神
呪
伍
千
巻
、
伏
冀
尊
神
俯
鑑
微
忱
、
主
臨
其
事
、
召
集

境
中
各
項
孤
魂
、
領
此
経
呪
、
同
昇
浄
域
、
籍
資
神
力
、
抜
出
冥
途
、
消
怨
気
於
冥
中
、
溥
祥
和
於
閤
県
、
庶
幾
民
安
物
阜
、
共
楽

耕
桑
、
人
寿
年
豊
、
虔
修
俎
豆
、
須
至
牒
者
。
右
牒

巴
県
城
隍
尊
神
。（
○
○
は
原
文
マ
マ
、
ま
た
空
格
・
抬
頭
な
ど
は
反
映
し
て

い
な
い
）

（
２１
）
廟
会
の
概
要
に
つ
い
て
は
高
有
鵬
『
中
国
廟
会
文
化
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
陳
宝
良
『
中
国
的
社
与
会

増
訂
本
』（
中

国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
第
四
章
第
五
節
「
社
会
与
廟
会
」
な
ど
を
参
照
。
ま
た
城
隍
廟
の
廟
会
は
鄭
土
有
・
王
賢
森
注

（
２
）
前
掲
書
、
第
八
章
「
娯
神
娯
人
廟
会
興
│
│
城
隍
信
仰
透
析
之
二
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
２２
）
顧
禄
『
清
嘉
録
』、「
山
塘
看
会
」

清
明
日
、
官
府
至
虎
邱
郡
厲
壇
、
致
祭
無
祀
。
游
人
駢
集
山
塘
、
号
為
看
会
。
会
中
之
人
、
皆
各
署
吏
胥
、
平
日
奉
侍
香
火
者
。
至

日
、
各
舁
神
像
至
壇
。
旧
例
、
除
郡
県
城
隍
及
十
郷
土
穀
諸
神
之
外
、
如
巡
撫
土
地
諸
神
、
有
祭
事
之
責
者
、
皆
得
入
壇
、
謂
之
督

祭
。
凡
土
穀
神
、
又
咸
以
手
版
謁
城
隍
神
。
短
簿
祠
道
流
以
王
珣
為
地
主
、
袍
笏
端
荘
、
降
階
迎
接
。
毎
会
至
壇
、
簫
鼓
悠
揚
、
旌

旗
璀
璨
、
鹵
簿
台
閣
、
鬥
麗
争

。
民
之
病
愈
而
許
願
服
役
者
、
亦
多
与
執
事
。
或
男
女
縲
絏
装
重
囚
、
随
神
至
壇
、

枷
去
杻
、

以
為
神
赦
。
選
小
児
女
之
端
好
者
、
結
束
鮮
華
、
赤
脚

立
人
肩
、
或
置
馬
背
、
号
為
巡
風
会
。
過
門
之
家
、
香
蝋
以
迎
、
薄
暮
反

神
於
廟
、
俗
呼
転
壇
会
。

な
お
『
清
嘉
録
』
に
は
中
村
喬
氏
の
訳
注
が
あ
り
、
参
考
と
し
た
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
八
八
年
）。
ま
た
顧
震
涛
『
呉
門
表
隠
』
附

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二
〇



集
に
よ
れ
ば
、
土
穀
神
の
祭
礼
参
加
は
康
熙
一
二
年
（
一
六
七
三
）
に
、
あ
ま
り
の
混
雑
で
事
故
が
起
き
た
た
め
禁
じ
ら
れ
た
。

（
２３
）
金
井
徳
幸
「
宋
代
の
厲
鬼
と
城
隍
神
│
│
明
初
「
祭
厲
壇
」
の
源
流
を
求
め
て
│
│
」（『
立
正
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
三
、
二
〇
〇
一

年
）、
松
本
浩
一
「
明
代
の
城
隍
神
信
仰
と
そ
の
源
流
」（『
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
』
一
│
二
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
２４
）
組
織
的
な
祭
礼
参
加
は
ほ
か
の
形
態
も
あ
る
。
例
え
ば
清
代
の
南
京
近
郊
の
高
淳
県
で
は
有
力
者
の
家
が
四
班
に
分
か
れ
、
当
番
で
祭
礼

の
準
備
を
し
た
と
あ
る
（『
高
淳
県
城
隍
廟
志
』
巻
三
、「
廟
中
値
年
姓
氏
小
引
」）。

（
２５
）
巫
仁
恕
注
（
７
）
前
掲
論
文
。

（
２６
）
例
え
ば
宋
代
の
例
と
し
て
、『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
二
之
一
一
九
に

（
淳
熙
三
年
十
一
月
）
十
七
日
、
中
書
門
下
省
言
、
訪
聞
郷
民
歳
時
賽
願
迎
神
、
雖
係
土
俗
、
然
皆
執
持
真
仗
、
立
社
相
夸
、
一
有
忿

争
、
互
起
殺
傷
、
往
往
致
興
大
獄
、
理
宜
措
置
。
詔
諸
路
提
刑
司
行
下
所
部
州
県
、
厳
行
禁

、
如
有
違
戻
、
重
作
施
行
。

と
あ
る
。

（
２７
）
清
代
に
は
法
律
で
迎
神
賽
会
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、『
大
清
律
例
』
巻
一
六
、
礼
律
、「
祭
祀
」
に
は
「
も
し
軍
民
の
神
象
に
装
扮
し
、
鑼

を
鳴
ら
し
、
鼓
を
撃
ち
、
神
を
迎
え
て
賽
会
す
る
者
は
、
杖
一
百
、
罪
は
首
た
る
人
に
坐
す
」
と
あ
る
。

（
２８
）
孫
旭
軍
・
蔣
松
・
陳
衛
東
編
著
『
四
川
民
俗
大
観
』（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
の
「
城
隍
出
駕
」
に
よ
れ
ば
、
四
川
省
成
都
の

城
隍
出
巡
で
は
城
隍
神
の
後
ろ
に
冥
界
の
吏
や
地
獄
の
様
子
を
表
現
し
た
行
列
が
続
い
た
と
あ
る
。

（
２９
）
鄭
土
有
・
王
賢
森
注
（
２
）
前
掲
『
中
国
城
隍
信
仰
』、
七
「
恤
孤
還
願
�
三
巡
会
�
│
│
城
隍
信
仰
透
析
之
二
」、
お
よ
び
鄭
土
有
・
劉
巧

林
注
（
２
）
前
掲
『
護
城
興
市
』、
第
三
章
「
城
隍
信
仰
与
城
市
居
民
的
精
神
文
化
生
活
」。

（
３０
）
鄭
氏
の
研
究
は
主
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
上
海
城
隍
廟
に
即
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
年
代
に
関
す
る
明
確
な
記
述
は
な
い
。
ま
た
郁
喆

注
（
７
）
前
掲
書
、
第
九
章
「
上
海
城
隍
三
巡
会
」
で
は
、
民
国
時
代
の
档
案
史
料
を
用
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

（
３１
）
『
光
緒
延
慶
州
志
』
巻
二
、
風
俗

（
三
月
清
明
）
是
日
、
於
城
隍
主
祭
厲
壇
、
夜
回
廟
時
、
各
家
門
外
焚
焼
香
楮
、
哭
新
逝
者
。

十
月
朔
日
、
家
家
剪
紙
為
衣
、
或
竟
用
色
紙
、
以
充
紬
帛
、
俟
城
隍
廟
主
厲
回
廟
時
、
各
於
大
門
外
哭
、
謂
之
送
寒
衣
。

（
３２
）
『
民
国
万
全
県
志
』
巻
九
、
礼
俗
、
歳
時
。

（
３３
）
例
え
ば
『
法
華
郷
志
』
巻
二
、
歳
時

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二
一



（
三
月
清
明
節
）、
翠
竹
庵
・
三
涇
廟
舁
城
隍
神
詣
郷
厲
壇
賑
恤
無
祀
孤
魂
。（
注
）
…
今
各
郷
図
城
隍
逢
節
亦
有
祭
壇
会
、
是
其
遺

制
、
今
之
郷
厲
壇
各
郷
之
義
塚
也
。

（
３４
）
『
民
国
永
春
県
志
』
巻
一
五
、
礼
俗
志

十
月
朔
日
、
有
迎
城
隍
神
之
会
。
戴
面
具
、
画
地
獄
、
変
相
者
千
百
為
群
、
往
往
至
中
万
春
寨
及
許
公
祠
、
故
俗
有
城
隍
爺
游
街
、

許
老
爺
趁
陪
之
諺
。
雖
旧
事
、
実
陋
俗
也
。
清
季
因
嘗
致
寇
、
禁
之
。

（
３５
）
傅
崇
矩
『
成
都
通
覧
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
七
年
）、
成
都
之
迷
信
、
十
月
初
一
城
隍
出
駕

俗
伝
十
月
初
一
日
為
城
隍
与
鬼
魂
賞
寒
衣
、
是
日
両
県
之
城
隍
神
均
出
駕
巡
行
、
在
前
極
為
熱
閙
、
不
亜
於
三
月
二
十
八
日
之
東
嶽

会
。
近
来
城
隍
之
儀
仗
執
事
亦
冷
淡
、
或
感
于
各
官
長
官
之
減
少
騶
従
歟
。

な
お
『
成
都
通
覧
』
に
は
、
中
元
節
に
も
城
隍
の
出
駕
が
あ
っ
た
と
あ
る
。

（
３６
）
例
え
ば
『
嘉
慶
漢
州
志
』
巻
一
五
、
風
俗

（
十
月
朔
）
城
隍
神
出
城
賞
孤
、
就
厲
壇
為
寒
衣
会
。
民
間
祀
先
代
、
化
冥
衣
、
信
袱
、
如
中
元
節
。

（
３７
）
『
宣
化
県
新
志
』（『
中
国
地
方
志
民
俗
資
料
滙
編
・
華
北
巻
』、
一
三
五
頁
）

（
清
明
節
）
是
日
与
十
月
朔
祭
天
祀
鬼
神
、
時
迎
城
隍
出
郊
、
至
夜
迎
帰
。
則
居
民
夾
道
香
灯
紙
、
五
堡
皆
然
。

（
３８
）
『
黎
里
志
』
巻
四
、
風
俗

（
七
月
）
十
五
日
、
謂
之
鬼
節
。
里
人
具
紙

、
麦
飯
、
奉
城
隍
・
土
地
神
、
到
壇
基
祭
無
祀
之
鬼
、
即
古
之
祭
厲
也
。

（
３９
）
『
明
史
』
巻
七
五
、
礼
志
三
、
吉
礼
三
、
城
隍

（
４０
）
東
嶽
大
帝
の
信
仰
、
お
よ
び
東
嶽
聖
誕
の
廟
会
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宋
元
時
代
の
東
嶽
廟
│
│
地
域
社
会
の
中
核
的
信
仰
と
し
て
│
│
」

（『
史
林
』
八
六
│
五
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
４１
）
『
道
光
江
陰
県
志
』
巻
九
、
風
俗

三
月
二
十
八
日
為
東
嶽
誕
辰
。
城
隍
神
賽
会
登
山
、
旌
旗
輿
衛
、

咽
街
衢
、
観
者
如
堵
。

（
４２
）
例
え
ば
河
北
の
豊
潤
県
で
は
「（
三
月
）
二
十
八
日
、
東
嶽
廟
及
び
城
隍
廟
を
祀
る
」
と
あ
る
（『
民
国
豊
潤
県
志
』
巻
三
、
風
俗
）。

（
４３
）
清
代
四
川
の
保
寧
府

中
県
で
は
府
城
隍
神
の
出
巡
が
三
月
十
八
日
で
、
県
城
隍
神
の
出
巡
が
八
月
八
日
だ
っ
た
（『
民
国

中
県
志
』
巻

一
一
、
風
俗
志
）。

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二
二



（
４４
）
『
民
国
羅
田
県
志
』（『
中
国
地
方
志
民
俗
資
料
滙
編
・
中
南
巻
・
上
』、
三
五
九
頁
）

（
五
月
）
二
十
八
日
、
為
邑
城
隍
神
誕
。
自
康
熙
年
間
相
沿
至
今
、
毎
於
前
一
日
亭
午
、
具
儀
簿
、
彩
輿
迎
神
、
行
則
前
導
大
纛
、
儀

仗
鼓
吹
如
王
公
、
家
家
焚
香
楮
、
望
輿
羅
拝
。
至
晩
、
于
帳
殿
前
演
百
劇
、
歌
舞
達
曙
、
謂
之
神
会
。

（
４５
）
『
同
治

西
県
志
』
巻
一
、
風
俗

（
五
月
）
二
十
八
日
為
城
隍
誕
辰
、
較
十
月
香
火
稍
殺
。

（
４６
）
『
民
国
陽
武
県
志
』
巻
三
、
礼
俗

（
四
月
）
初
八
日
、
本
県
城
隍
誕
辰
、
赴
廟
焚
香
者
絡
繹
不
絶
、
婦
女
尤
崇
信
之
。
道
人
於
後
閣
設
城
隍

床
、
褥
被
下
置
銭
。

な
お
『
陽
武
県
志
』
に
は
七
月
十
五
日
の
城
隍
神
の
厲
壇
祭
祀
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
４７
）
『
同
治
続
天
津
県
志
』
巻
八
、
風
俗
義
挙

四
月
初
六
日
、
初
八
日
両
日
、
府
県
城
隍
神
出
巡
、
賽
会
如
前
。

（
４８
）
『
民
国
簡
陽
県
志
』
巻
二
二
、
礼
俗
篇
、
習
尚

城
隍
会
則
六
月
初
一
日
。
時
値
会
期
、
則
以
八
人
舁
偶
像
、
服
袍
服
、
金
瓜
鉞
斧
、
儀
仗
導
前
、
鬼
卒
次
之
。
必
択
士
紳
行
香
、
手

持
茶
盤
燃
香
。
前
列
優
人
装
扮
演
目
、
或
二
人
一
抬
、
或
三
人
一
抬
不
等
、
名
曰
平
抬
。
遠
近
婦
孺
、
奔
走
若
狂
。
郷
関
喫
斎
老
媼
、

百
十
為
群
、
身

黄
帯
、
項
挂
菩
提
子
、

喃
随
後
、
名
曰
念
仏
、
即
露
宿
廟
内
不
以
為
苦
。

（
４９
）
蔡
志
祥
注
（
２
）
前
掲
論
文
、
張
月
琴
「
清
末
至
民
国
大
同
北
部
堡
寨
的
城
隍
信
仰
」（『
滄
桑
』
二
〇
〇
七
年
第
六
期
）
な
ど
参
照
。

（
５０
）
『
莅
蒙
平
政
録
』
巻
二
、
告
示
、「
為
謹
録
厲
祭
之
文
使
民
咸
知
共
勉
為
善
以
彰
神
道
設
教
事
」。

（
５１
）
例
え
ば
趙
世
瑜
注
（
２
）
前
掲
書
、
一
一
六
〜
一
三
五
頁
。

（
５２
）
鄭
土
有
・
王
賢
森
注
（
２
）
前
掲
書
、
一
八
七
頁
。

（
５３
）
富
察
敦
崇
『
燕
京
歳
時
記
』
五
月
「
過
会
」
に
よ
れ
ば
、
過
会
は
京
師
の
游
手
で
あ
る
と
し
、
城
隍
廟
以
外
の
廟
会
で
も
活
躍
し
た
と
あ

る
。

（
５４
）
鄭
土
有
・
劉
巧
林
注
（
２
）
前
掲
書
、
一
一
一
〜
一
一
六
頁
、
王
占
華
「
明
清
時
期
城
隍
信
仰
的
官
民
分
途
」（『
中
国
道
教
』
二
〇
〇
八

年
第
一
期
）
な
ど
参
照
。

（
５５
）
郁
喆

注
（
７
）
前
掲
書
、
第
八
章
「
地
方
当
局
態
度
和
媒
体
報
道
」。
ま
た
王
健
注
（
４
）
前
掲
書
一
一
一
〜
一
一
八
頁
も
別
の
史
料
を

「
城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二
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も
と
に
漕
河
涇
鎮
城
隍
廟
に
言
及
し
て
い
る
。

（
５６
）
鄭
振
満
「
明
清
福
建
里
社
組
織
演
変
」（
鄭
振
満
・
陳
春
声
主
編
『
民
間
信
仰
与
社
会
空
間
』
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
５７
）
王
健
注
（
４
）
前
掲
書
第
二
章
「
廟
界
」。

（
５８
）
郁
喆

注
（
７
）
前
掲
書
一
七
四
〜
一
七
九
頁
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
は
前
日
に
『
申
報
』
で
出
巡
ル
ー
ト
が
報

じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
一
九
九
〇
年
代
の
調
査
だ
が
、
何
柏
達
「
安
遠
廟
会
│
│
以
城
隍
廟
会
為
例
」（
羅
勇
・
労
格
文
主
編
『
贛
南
地
区

的
廟
会
与
宗
族
』
国
際
客
家
学
会
・
海
外
華
人
研
究
社
・
法
国
遠
東
学
院
、
一
九
九
七
年
）
で
は
江
西
省
安
遠
県
の
城
隍
出
巡
の
ル
ー
ト

は
「
城
隍
神
の
意
思
で
は
な
く
、
理
事
の
人
た
ち
の
話
し
合
い
で
決
ま
る
」
と
し
て
い
る
。

（
５９
）
『
光
緒
定
興
県
志
』
巻
一
三
、
風
俗

四
月
初
八
日
、
城
隍
廟
会
。
繞
城
村
荘
約
二
十
里
以
内
、
傭
人
皆
放
工
一
日
、
犒
以
酒
肴
、
給
以
涼
笠
。

（
６０
）
三
巡
会
の
う
ち
十
月
朔
は
「
牛
王
会
」
と
し
て
耕
牛
を
労
う
日
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
れ
は
農
村
部
の
行
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

都
市
と
農
村
で
異
な
る
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
中
村
喬
注
（
１８
）
前
掲
書
、
四
一
二
〜
四
一
五
頁
参
照
。

（
６１
）
天
津
の
天
后
の
廟
会
に
つ
い
て
は
、
吉
澤
誠
一
郎
「
近
代
天
津
に
お
け
る
廟
会
の
変
遷
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
七
八
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
６２
）
沙
青
青
「
信
仰
与
権
争：

１
９
３
１
年
高
郵
�
打
城
隍
�
風
潮
之
研
究
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）
参
照
。
ま
た
何
善
蒙

「�
迎
神
賽
会
�
還
是
�
普
通
焼
香
�？
│
│
従
民
国
杭
州
三
台
山
東
嶽
廟
会
事
件
看
政
治
社
会
変
遷
中
的
民
間
信
仰
」（
王
崗
・
李
天
綱
編

『
中
国
近
世
地
方
社
会
中
的
宗
教
与
国
家
』
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
で
も
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費25284134

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
内
容
は
二
〇
一
五
年
八
月
二
六
日
の
宋
代
史
談
話

会
特
別
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
日
台
研
究
交
流
会
「
中
国
近
世
社
会
と
士
人
の
行
動
」、
お
よ
び
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
二
日
の
関
西
比
較
中
世
都
市
研

究
会
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
多
く
の
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
た

い
。 「

城
隍
出
巡
」
祭
礼
と
中
国
近
世
の
都
市
空
間

二
四


