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一
、
初
め
に

二
〇
一
八
年
に
、
筆
者
は
二
度
台
湾
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。
最
後
に
彼
の

地
を
訪
れ
た
時
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
三
十
年
を
経
て
い
る
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
間
隔

が
空
い
た
か
は
本
稿
の
内
容
に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
触
れ
ず
、
今
回
の
一
連
の

訪
台
の
目
的
を
述
べ
る
。

二
〇
一
七
年
の
夏
頃
、
台
湾
で
、
金
紙（

（
（

な
ど
の
焼
却
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な

り
、
社
会
的
に
混
乱
が
生
じ
た
と
の
趣
旨
の
ニ
ュ
ー
ス
を
、
日
本
の
報
道
機
関

の
報
道
で
、
そ
れ
も
間
接
的
に
知
っ
た
（
結
果
的
に
は
筆
者
が
思
い
込
ん
だ
こ

と
と
、
実
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
た
が
、
以
下
の
「
二
、
背

景
」
で
述
べ
る
。
詳
し
く
は
玉
置
二
〇
一
八
参
照
）。
台
湾
の
寺
廟
と
人
々
の

生
活
と
の
密
接
な
関
係
を
こ
れ
ま
で
見
聞
し
て
い
た
者
と
し
て
、
興
味
を
喚
起

さ
れ
た
。
神
明
へ
の
礼
拝
（
こ
れ
を
「
拝
拝
（
パ
イ
パ
イ
）
と
い
う
」）
の
場

面
で
、
金
紙
を
用
い
る
こ
と
に
制
約
を
加
え
る
と
し
た
ら
、
熱
心
に
拝
拝
を
行

う
人
た
ち
の
思
想
や
行
動
に
、
何
ら
か
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
制
約
を
（
行
政
な
ど
が
）
課
す
こ
と
に
な
る
背
景
に
は
多
少
な
り

と
も
社
会
変
化
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
素
朴
な
疑

問
で
は
あ
る
が
、
こ
の
様
な
関
心
か
ら
、
現
場
を
再
び
観
察
し
て
み
た
い
と

思
っ
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
地
理
的
に
は
西
海
岸
側
の
台
北
市
、
台
中
市
、
南
投
縣
、
台
南

市
、
高
雄
市
、
東
海
岸
側
の
宜
蘭
縣
を
訪
れ
た
。
寺
廟
で
の
観
察
の
場
面
と
し

て
は
、
収
驚
、
改
運
、
進
香
団
、
童
乩
な
ど
で
あ
る
。
他
に
、
関
連
の
廟
を
訪

れ
た
り
、
博
物
館
を
見
学
し
た
り
し
て
、
関
係
者
と
話
し
合
っ
て
情
報
を
得
た

も
の
と
し
て
は
、
扶
鸞
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
民
間
信
仰
的
活
動
を
、

地
理
的
な
側
面
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
以
下
に
各
論
的
に
項
目
を
立
て
て
、

順
次
述
べ
た
い
。

二
、
背
景

各
論
に
入
る
前
に
、
今
回
の
訪
台
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
報
道
の
背
景
に
簡

単
に
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
台
湾
の
寺
廟
（
道
教
や
仏
教
や
そ
の
他
の
民
間

宗
教
的
な
施
設
に
は
、
〇
〇
廟
、
△
△
宮
、
◇
◇
寺
な
ど
の
名
が
付
い
て
い
る
。

従
っ
て
こ
れ
ら
を
総
称
す
る
と
き
に
、「
寺
院
宮
廟
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
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る
。
し
か
し
、
煩
わ
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
簡
略
に
「
寺
廟
」
で
こ
れ
ら
全
て

を
指
す
こ
と
に
す
る
）
で
は
、
拝
礼
時
に
線
香
を
点
す
の
が
普
通
で
、
ま
た
神

に
対
す
る
供
え
物
の
一
つ
と
し
て
黄
色
の
、
大
小
形
状
様
々
な
、
束
に
し
た
各

種
紙
銭
（
こ
れ
を
金
紙
と
総
称
す
る
）
を
供
え
て
、
そ
れ
を
最
後
に
金
爐
と
か

金
亭
と
い
わ
れ
る
寺
廟
内
の
焼
却
炉
で
焼
く
の
も
普
通
の
行
為
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
線
香
も
金
紙
も
煤
煙
を
発
す
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
消
費
さ
れ
る
量
は
き

わ
め
て
多
量
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ら
煤
煙
に
よ
る
大
気
汚
染
が
、
こ
と
に
都
市

部
で
は
問
題
視
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
「
衛
生
部
」（
わ
れ
わ
れ
の
厚
生
労
働
省

に
相
当
す
る
官
庁
）
が
そ
れ
ら
を
減
ら
す
よ
う
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
、
寺
廟

に
も
参
詣
者
に
も
働
き
か
け
て
い
た
。
具
体
的
に
は
一
神
明
に
つ
き
一
香
柱

（
線
香
一
本
）
と
す
る
と
か
、
金
紙
は
極
力
減
ら
し
、
紙
銭
で
は
な
く
少
量
の
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
で
パ
ッ
ク
さ
れ
た
米
（
こ
れ
を
「
平
安
米
」
と
い
う
）
で
代
替
え

し
て
供
え
る
と
か
の
祭
祀
法
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
を
「
環
保
祭
祀
」
と
い

う
。
環
境
保
護
に
配
慮
し
た
祭
祀
法
の
意
で
、
れ
っ
き
と
し
た
官
庁
用
語
で
あ

る
。こ

れ
に
対
応
し
て
、
以
下
の
各
論
で
も
触
れ
る
が
、
台
北
の
行
天
宮
な
ど
が

そ
の
典
型
だ
が
、
香
爐
を
廃
し
、
線
香
も
金
紙
も
用
い
さ
せ
な
い
、
あ
る
面
極

端
な
寺
廟
も
出
て
き
た
。（
行
天
宮
は
金
爐
も
当
然
無
い
が
、
こ
れ
は
廟
の
建

立
時
か
ら
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。）
あ
る
い
は
、
金
紙
は
特

別
の
、
有
害
排
出
物
の
少
な
い
紙
質
の
製
品
の
み
を
用
い
さ
せ
る
と
か
、
燃
焼

効
率
の
よ
い
、
あ
る
い
は
排
気
の
浄
化
装
置
を
備
え
た
「
環
保
金
爐
」
に
置
き

換
え
る
と
か
の
対
応
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
。

筆
者
が
報
道
で
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
は
次
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
生
じ
た
。
こ
の
環
保
祭
祀
運
動
に
対
し
て
は
、
個
人
の
表
現
の
自
由
に

干
渉
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
反
対
論
が
社
会
に
存
在
し
た
。
更
に
所
管
の
部
署

は
異
な
る
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
寺
廟
を
法
人
化
し
、
登

録
さ
せ
、
そ
の
運
営
実
態
の
透
明
化
を
目
指
す
、
寺
廟
管
理
関
連
の
法
整
備
を

進
め
る
政
府
の
動
き
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

た
信
教
の
自
由
へ
の
侵
害
で
あ
る
と
の
反
対
論
も
存
在
し
て
い
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
を
通
じ
て
情
報
が
拡
散
し
、
誘
発
さ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
批
判
的
動
き
が

活
発
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
に
台
湾
中
部
の
寺
廟
が
呼
び
か
け
て
、
結
果
的

に
両
者
を
糾
合
す
る
よ
う
な
形
で
、
二
〇
一
七
年
七
月
頃
、
台
北
で
抗
議
運
動

が
開
か
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
真
相
な
の

だ
と
玉
置
（
二
〇
一
八
）
は
分
析
す
る
。
筆
者
は
玉
置
の
分
析
と
結
論
を
適
切

な
も
の
と
評
価
す
る
が
、
そ
れ
に
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

筆
者
は
環
保
祭
祀
の
影
響
の
み
に
注
目
し
て
、
今
回
の
現
地
調
査
を
行
っ
た
。

衛
生
部
の
指
導
は
ど
の
よ
う
に
個
々
の
寺
廟
で
は
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
、

即
ち
指
導
を
実
効
化
し
て
い
る
か
否
か
。
ま
た
更
に
、
信
者
や
来
訪
者
の
側
で

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
か
。
そ
れ
ら
を
確
認
し
た
上
で
、

人
々
の
信
仰
の
現
在
を
考
え
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
意
識
の

前
半
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
先
立
っ
て
、
本
年
度
の
『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文

学
部
紀
要
』
第
五
四
号
に
投
稿
し
た
報
告
で
、
詳
し
く
記
述
し
た
。
環
保
祭
祀

関
係
は
そ
ち
ら
を
参
照
願
い
た
い
。
従
っ
て
。
本
稿
で
は
今
現
在
寺
廟
で
行
わ

れ
て
い
る
儀
礼
な
ど
の
記
述
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
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三
、
各
論

①
　
収
驚

「
収
驚
（
シ
ュ
ウ
キ
ャ
ン
）」
は
台
湾
の
庶
民
レ
ベ
ル
の
用
語
法
で
あ
る
よ
う

で
、
劉
（
一
九
八
四
）
で
は
「
収
魂
」
が
法
師
レ
ベ
ル
の
用
語
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
古
家
も
法
師
の
生
活
史
の
聞
き
取
り
に
お
い
て
「
収
魂
」
を
用
い
て

い
る
（
古
家
一
九
九
九
：
二
四
八
）。
法
師
の
用
法
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
意

味
的
に
は
、
収
魂
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
民
衆
の
慣
用
に
従
っ

て
、
収
驚
を
用
い
る
。

中
国
文
化
全
般
の
考
え
方
で
、
人
は
身
体
（
肉
体
）
と
魂
魄
か
ら
成
る
と
さ

れ
る
。
魂
は
陰
陽
で
い
え
ば
陽
で
、
精
神
の
働
き
を
司
る
。
魄
は
陰
で
、
肉
体

的
活
力
を
司
る
。
人
が
幼
い
と
き
は
、
身
体
と
魂
魄
の
結
び
つ
き
は
弱
く
、
し

ば
し
ば
特
に
魂
は
身
体
か
ら
遊
離
し
や
す
い
。
ま
た
、
大
人
で
も
驚
い
た
と
き
、

大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
き
な
ど
に
は
や
は
り
遊
離
す
る
。
ぼ
ー
っ
と
し

た
り
、
何
か
と
普
段
の
様
に
は
活
動
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
。
こ
の
ま
ま
放

置
し
て
お
く
と
、
病
気
に
な
り
、
や
が
て
死
が
訪
れ
る
恐
れ
が
あ
る（

（
（

。
従
っ
て
、

遊
離
し
た
魂
を
取
り
戻
し
て
身
体
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
母
親
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ま
じ
な
い
か
ら
、
専
門
家
で
あ
る
法
師

な
ど
に
依
頼
し
て
大
小
の
儀
礼
を
執
り
行
う
こ
と
ま
で
、
何
ら
か
の
対
処
が
必

要
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
収
驚
で
あ
り
収
魂
で
あ
る
。
子
供
の
夜
泣
き
、
疳
の
虫

程
度
の
こ
と
か
ら
、
大
人
が
重
い
病
に
陥
っ
た
と
き
に
行
う
大
が
か
り
な
も
の

ま
で
、
呪
的
・
儀
礼
的
な
振
る
舞
い
は
様
々
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
、
何
ら
か
の
霊
魂
の
遊
離
、
離
脱
に
よ
っ
て
病
気
に
な
る
と
考
え

る
発
想
は
人
類
に
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
は
、
人
類
学
の
研
究
で
ク
レ
メ

ン
ツ
（Clem

ents: （93（

）
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
論
文
の
発
行
年
が
古
い
こ
と
と
、
東
ア
ジ
ア
及
び
東
南
ア
ジ
ア

の
諸
民
族
の
資
料
の
参
照
が
少
な
い
（
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
な
い
）
こ
と
か

ら
、
補
充
が
必
要
と
感
じ
る
も
の
が
中
国
文
化
に
も
関
連
し
て
筆
者
の
目
か
ら

は
二
つ
あ
る
。
人
類
学
で
い
う
「
妖
術
」
の
欠
け
て
い
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ

は
、
病
は
宇
宙
の
調
和
の
乱
れ
に
よ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
後
者
は
中
国

文
化
の
「
陰
陽
」
の
思
想
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
関
連
の
指
摘

の
み
に
止
め
る
。

筆
者
は
、
実
は
収
驚
と
い
う
こ
と
ば
は
知
っ
て
い
た
が
、
女
性
の
霊
媒
的
霊

能
者
で
あ
る
尫
姨
（
ア
ン
イ
イ
、
紅
姨
と
も
書
く
）
や
、
素
人
で
あ
っ
て
も
こ

の
様
な
呪
術
的
な
こ
と
に
詳
し
い
老
婦
人
な
ど
が
、
夜
泣
き
す
る
よ
う
な
赤
子

や
幼
子
に
施
す
術
、
程
度
の
認
識
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
派
手
な

流
血
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
を
す
る
童
乩
の
、
進
香
団
で
の
様
子
や
、
廟
内

で
の
問
神
を
主
に
観
察
し
て
き
た
の
で
、
赤
子
や
幼
児
の
も
の
と
思
い
込
ん
で

い
た
収
驚
に
は
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
台
湾
で
は
昔
か
ら
そ

れ
な
り
の
重
み
を
宗
教
的
職
能
者
に
と
っ
て
は
有
し
て
い
る
こ
と
、
別
な
面
か

ら
見
れ
ば
庶
民
の
需
要
は
そ
れ
な
り
に
大
き
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
後
に

述
べ
る
、「
改
運
儀
礼
」
と
も
儀
礼
と
し
て
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

連
続
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

劉
枝
萬
の
研
究
を
読
む
限
り
、
閭
山
教
の
法
師
の
収
魂
法
な
ど
の
、
い
わ
ば

そ
れ
な
り
の
筋
目
の
あ
る
法
統
を
継
い
で
い
る
よ
う
な
法
師
に
よ
る
も
の
を
彼
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は
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
は
依
頼
者
（
患
者
の
家
庭
）
の
許
で
、
必
要
に
し
て

十
分
な
道
具
立
て
を
以
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
筆
者
が
実
見
し
た
も

の
は
、
一
件
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
（
観
光
名
所
で
す
ら
あ
る
）

大
廟
で
、
真
に
簡
易
な
方
法
で
、
そ
れ
も
法
師
な
ど
の
資
格
の
な
い
（
で
あ
ろ

う
）
人
た
ち
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
、
法
術
と
し
て
の
評

価
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
。

劉
は
そ
の
著
（
一
九
八
四
）
で
二
つ
の
収
魂
法
を
事
例
と
し
て
詳
述
し
た
後
、

「
結
語
」
に
お
い
て
「
台
湾
に
お
け
る
収
魂
法
は
、
ほ
と
ん
ど
が
魂
米
を
使
用

す
る
方
式
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
方
式
を
大
小
の
「
大
収
」
と
「
小
収
」
に

大
別
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
下
位
分
類
し
て
い
る
。
施
術
者
に
よ
り
「
大
収
」

を
四
つ
に
、「
小
収
」
を
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
は
論
じ

な
い
が
、
ま
た
劉
は
魂
米
を
使
用
す
る
方
式
に
対
し
て
、
使
用
し
な
い
方
法
も

挙
げ
、
そ
れ
も
施
術
者
の
違
い
に
よ
っ
て
、
三
式
に
分
類
で
き
る
と
す
る
。
第

一
は
患
者
の
家
人
が
行
う
も
の
で
、
第
二
は
巫
女（

3
（

（
尫
姨
か
女
童
乩
で
あ
ろ
う
）

が
行
う
も
の
、
第
三
は
専
業
の
法
師
が
行
う
も
の
で
あ
る
。
劉
の
説
明
で
、
筆

者
が
目
を
留
め
た
と
こ
ろ
は
上
記
分
類
の
魂
米
を
使
用
し
な
い
方
法
の
第
二
の

部
分
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
劉
は
「
第
二
は
巫
女
が
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
例
は
や
や
少

な
く
、
ま
た
概
し
て
副
業
で
あ
る
。
更
に
某
大
廟
の
核
心
信
徒
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
た
宗
教
団
体
中
の
信
女
た
ち
が
、
当
番
で
神
前
に
お
い
て
、
参
詣
人
の
希

望
者
に
対
し
て
収
魂
す
る
の
が
あ
り
、
勤
労
奉
仕
だ
か
ら
無
料
で
あ
る
。
但
し

こ
の
場
合
は
、
多
く
の
参
詣
者
に
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
格
的
に
行
う

こ
と
は
時
間
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
独
特
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
僅

少
の
呪
文
と
若
干
の
小
動
作
の
み
で
、
き
わ
め
て
簡
略
に
す
ま
せ
、
か
な
り
異

色
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
同
書
：
四
二
四
）。

こ
こ
に
お
け
る
「
某
大
廟
」
と
は
、
明
ら
か
に
行
天
宮
そ
の
も
の
か
、
そ
れ

も
含
ま
れ
て
い
る
特
徴
あ
る
一
群
の
廟
の
内
の
ど
こ
か
を
指
し
て
い
る
と
判
断

し
て
よ
い
。
劉
の
、「
か
な
り
異
色
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
従
来
の
個
人
営
業

の
宗
教
者
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
台
湾
の
伝
統
的
民
間
信
仰
の

分
類
枠
に
収
ま
ら
な
い
（
従
っ
て
変
則
的
あ
る
い
は
非
正
統
的
な
）
方
式
、
と

の
認
識
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
、
現
今
は
劉
の
記
述
す
る
よ
う
な
、
法
師
が
依
頼
者
宅
で
、
十
分
な

準
備
を
し
、
手
数
を
掛
け
る
収
驚
の
儀
礼
は
稀
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

す
る
。
手
近
な
寺
廟
や
、
法
師
と
し
て
の
施
術
を
し
て
く
れ
る
、
個
人
で
神
壇（

（
（

を
つ
く
り
神
々
を
祀
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
か
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

筆
者
は
、
大
廟
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
信
徒
た
ち
が
行
う
収
驚
と
し
て
、
台
北
市

の
松
山
慈
恵
堂
と
行
天
宮
を
観
察
し
、
他
に
法
師
の
営
む
、
台
南
市
西
門
街
の

「
和
意
堂
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
の
収
驚
を
二
例
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
以
下
に
簡
単
に
記
述
す
る
。

松
山
慈
恵
堂

土
曜
・
日
曜
と
祝
日
の
午
後
（
時
か
ら
本
堂
ホ
ー
ル
に
青
い
長
い
中
国
服
の

よ
う
な
服
装
の
女
性
た
ち
が
五
、
六
人
、
間
隔
を
空
け
て
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の

前
に
依
頼
者
が
列
を
な
す
。
収
驚
を
す
る
女
性
た
ち
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
こ

と
だ
が
、
同
じ
く
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
行
う
行
天
宮
の
場
合
は
、
そ
の
人
た
ち
を

「
効
労
生
」
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ど
う
言
う
の
か
確
認
し
な
か
っ
た
。
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こ
こ
の
収
驚
は
、
施
術
者
ご
と
に
、
ま
た
同
じ
施
術
者
で
も
受
け
る
人
に
応

じ
て
、
全
く
同
じ
こ
と
を
ル
ー
テ
ィ
ン
と
し
て
や
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。
依
頼
者
の
特
徴
を
見
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
時
と
し
て
依
頼
者
と
色
々

と
話
を
し
て
い
る
。
不
具
合
な
ど
を
確
か
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
あ
る
施
術
者（

（
（

の
手
順
は
概
ね
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
ⅰ
）
依
頼
者
は
名
前
を
施
術
者
に
伝
え
る
。
施
術
者
は
一
本
点
し
た
線
香
を

手
に
持
っ
て
い
て
、
依
頼
者
に
対
し
て
以
下
の
様
に
す
る
。

（
ⅱ
）
頭
上
で
線
香
を
回
す
。

（
ⅲ
）
依
頼
者
の
喉
に
掌
を
当
て
る
。

（
ⅳ
）
大
き
く
口
を
開
か
せ
、
火
の
点
っ
た
線
香
を
口
に
近
づ
け
る
。
こ
れ
を

三
回
行
う
。

（
ⅴ
）
胸
骨
の
辺
り
に
掌
を
当
て
、
深
呼
吸
を
さ
せ
る
。

（
ⅵ
）
線
香
を
、（
依
頼
者
の
身
体
の
近
く
で
）
何
か
呪
文
を
書
く
よ
う
に
振

り
回
す
。

（
ⅶ
）
指
先
で
も
同
じ
よ
う
に
す
る
。

（
ⅷ
）
腹
部
に
掌
を
当
て
る
（
場
合
も
あ
る
）。
背
中
側
で
も
何
ら
か
類
似
の

こ
と
を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
筆
者
の
観
察
位
置
か
ら
で
は
よ
く
分

か
ら
な
か
っ
た
。

（
ⅸ
）
膝
に
も
そ
れ
ぞ
れ
掌
を
当
て
、
線
香
を
振
る
。（
線
香
の
煙
を
膝
に
送

る
よ
う
な
動
作
で
あ
る
。）

こ
の
様
な
こ
と
を
一
通
り
行
う
と
、
短
く
て
も
3
分
か
ら
（
分
は
か
か
る
。

施
術
の
過
程
で
何
か
気
に
な
る
感
じ
が
す
る
の
か
、
同
じ
と
こ
ろ
に
時
間
を
か

け
る
こ
と
も
あ
る
し
、
依
頼
者
の
身
体
の
感
覚
を
確
か
め
る
の
か
、
施
術
中
で

も
、
ま
た
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
依
頼
者
と
話
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
見
て

い
る
と
、
別
の
施
術
者
と
依
頼
者
の
若
い
女
性
が
話
を
始
め
て
、
か
な
り
時
間

が
過
ぎ
、
依
頼
者
は
涙
ぐ
み
な
が
ら
、
色
々
訴
え
て
い
る
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
。

こ
の
場
合
は
、
遙
か
に
時
間
を
か
け
て
い
る
。（
フ
ロ
ア
に
は
廟
の
人
が
各
列

の
進
行
状
況
を
見
て
い
て
、
空
い
て
い
る
他
の
施
術
者
の
方
に
、
滞
っ
て
い
る

列
の
先
頭
の
人
を
誘
導
す
る
こ
と
も
あ
る
。）
見
て
い
て
、
何
か
あ
る
種
の
セ

ラ
ピ
ー
的
な
雰
囲
気
も
感
じ
た
。

施
術
者
は
約
一
時
間
収
驚
を
行
っ
て
、
十
分
ほ
ど
休
憩
を
取
る
様
に
し
て
い

る
ら
し
い
。
し
か
し
、
途
中
新
し
い
施
術
者
も
加
わ
っ
た
り
し
て
い
て
も
、
全

て
の
列
に
並
ん
で
い
る
希
望
者
を
捌
く
に
は
、
か
な
り
遅
く
な
る
こ
と
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
全
体
の
印
象
と
し
て
、
丁
寧
な
対
応
で
あ
る
と

の
印
象
を
抱
い
た
。

行
天
宮

行
天
宮（

（
（

で
収
驚
を
受
け
る
と
き
は
青
衣
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
効
労
生
）
の
収

驚
施
術
者
に
氏
名
を
伝
え
る
。
効
労
生
は
依
頼
者
が
自
分
の
右
側
面
を
向
け
る

よ
う
に
（
二
人
が
Ｌ
字
形
を
な
す
よ
う
に
）
立
つ
。
効
労
生
は
依
頼
者
の
右
側
、

前
面
、
背
面
、
頭
部
に
順
次
持
っ
た
線
香
を
振
り
回
す
よ
う
に
、
身
体
に
は
触

れ
な
い
よ
う
に
動
か
し
て
行
く
。
一
人
一
分
も
か
か
っ
て
い
な
い
。
次
か
ら
次

へ
と
流
れ
作
業
の
様
に
「
処
理
」
し
て
行
く
と
い
う
印
象
を
抱
い
た
。
こ
こ
の

収
驚
に
つ
い
て
は
、
効
労
生
、
お
よ
び
施
術
を
受
け
た
人
た
ち
の
話
で
も
聞
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
こ
れ
以
上
記
述
す
る
価

値
は
な
い
。
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和
意
堂

台
南
市
内
の
西
門
街
に
あ
る
。
こ
こ
は
、
同
じ
く
台
南
市
内
の
、
台
湾
国
内

で
も
五
指
に
入
る
有
名
国
立
大
学
で
あ
る
成
功
大
学
の
元
教
授
の
陳
梅
卿
氏
か

ら
案
内
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
堂
は
、
主
要
道
路
か
ら
曲
が
り
く
ね
っ
た
小
路
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
奥
ま
っ
て
い
る
の
で
、
道
路
の
騒
音
は
聞
こ
え
な
い
。
堂
の
構
成
は
明
瞭

に
（
左
右
）
二
つ
に
分
か
れ
て
い
て
、
入
り
口
を
入
る
と
右
手
が
大
き
な
ホ
ー

ル
で
、
奥
に
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
大
き
な
祭
壇
が
あ
り
、
全
体
が
儀
礼
空

間
の
よ
う
に
見
え
る
。
左
手
は
小
さ
な
部
屋
で
、
祭
壇
は
あ
る
も
の
の
は
る
か

に
簡
素
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
部
屋
の
中
央
に
大
き
な
事
務
机
（
デ
ス
ク
）
と
立

派
な
背
も
た
れ
付
の
椅
子
が
あ
り
、
堂
主
の
事
務
所
の
よ
う
で
も
あ
る
。
応
接

用
の
ソ
フ
ァ
が
部
屋
の
窓
側
隅
に
あ
り
、
小
さ
な
椅
子
が
デ
ス
ク
の
前
に
お
い

て
あ
る
。
こ
の
椅
子
に
依
頼
者
を
迎
え
て
収
驚
を
行
う
の
で
あ
る
。

陳
氏
に
依
れ
ば
、
堂
主
は
法
師
で
あ
る
。
陳
氏
が
幼
い
と
き
や
は
り
こ
の
堂

で
収
驚
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
は
先
代
の
法
師
で
、

そ
の
人
が
急
に
亡
く
な
っ
て
、
後
を
そ
の
弟
が
継
い
で
や
っ
て
い
た
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
今
の
堂
主
が
そ
れ
ら
の
人
た
ち
と
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
の
か
は

知
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

陳
氏
と
共
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
、
観
察
で
き
た
の
は
、
二
例
で
あ
っ
た
。

堂
主
に
は
、
同
席
は
許
し
て
も
ら
え
た
が
、
写
真
な
ど
の
記
録
を
と
る
こ
と
は

断
ら
れ
た
。
ノ
ー
ト
も
採
り
に
く
い
の
で
、
知
ら
ぬ
振
り
で
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー

の
録
音
だ
け
し
た
。

依
頼
者
は
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
一
歳
前
く
ら
い
の
幼
児
と
、
そ
の
子
の

儀
礼
が
終
わ
っ
た
後
し
ば
ら
く
し
て
来
訪
し
た
、
中
年
の
婦
人
で
あ
っ
た
。
儀

礼
の
手
順
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
夜
泣
き
が
あ
る
た
め
に
連
れ
て

こ
ら
れ
た
そ
う
だ
。

法
師
の
姿
は
、
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
ス
ー
ツ
を
着
用
し
て
い
る

よ
う
だ
が
、
こ
の
時
は
上
着
は
脱
い
で
、
白
シ
ャ
ツ
姿
で
あ
っ
た
。
頭
に
鉢
巻

き
は
し
て
い
な
い
。
肩
に
法
鞭（

（
（

を
回
し
て
、
手
に
鐘
と
香
り
の
よ
い
草
を
持
っ

て
、
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
呪
文
を
唱
え
る
。
何
か
の
経
を
唱
え
て
い
る
よ
う
に

も
聞
こ
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
様
に
感
じ
た
。
法
鞭
は
赤
子
が
い
る
の
で
、

振
る
っ
て
鋭
い
音
を
出
し
た
り
す
る
の
は
控
え
た
の
か
と
思
っ
た
が
、
中
年
婦

人
の
場
合
に
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
首
に
か
け
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。
こ

の
他
に
金
紙
を
コ
ー
ン
状
に
巻
い
た
も
の
を
三
個
持
っ
て
い
て
、
燭
台
か
ら
火

を
付
け
て
振
っ
て
、
法
師
と
対
面
し
て
い
る
依
頼
者
の
間
の
足
許
に
お
い
た
。

単
調
に
鐘
を
鳴
ら
し
、
呪
言
を
唱
え
る
の
は
約
四
分
間
続
い
た
。（
そ
の
間

母
親
に
抱
か
れ
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
が
ぐ
ず
っ
た
り
、
亡
き
声
を
上
げ
た
り
し
た

が
、
法
師
は
全
く
気
に
せ
ず
、
調
子
を
変
え
な
い
。）
そ
の
後
依
頼
者
に
呪
符

を
二
枚
渡
し
て
、
指
示
を
す
る
。
一
枚
は
焼
い
て
そ
の
灰
を
紅
包
（
縁
起
の
よ

い
も
の
と
し
て
小
さ
な
赤
い
紙
の
包
を
、
例
え
ば
お
祝
い
の
時
に
お
金
を
入
れ

る
と
か
、
こ
の
様
に
お
守
り
の
符
を
い
れ
る
と
か
、
様
々
な
場
面
で
使
う
）
に

入
れ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
枕
の
下
に
お
く
こ
と
、
も
う
一
枚
は
同
じ
く
焼
い
て
、

灰
を
湯
に
溶
か
し
て
赤
ち
ゃ
ん
に
飲
ま
せ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

謝
礼
（
あ
る
い
は
料
金
）
は
二
〇
〇
元
で
あ
っ
た
。
親
は
現
金
を
（
紅
包
に

入
れ
た
り
せ
ず
）
直
接
渡
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

婦
人
の
依
頼
者
は
、
身
体
の
不
調
で
訪
れ
た
。
元
々
こ
の
近
く
に
住
居
の
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あ
っ
た
人
だ
が
、
市
の
再
開
発
の
た
め
に
（
近
年
、
市
は
街
作
り
の
目
的
で
、

道
路
の
拡
幅
や
高
速
道
路
な
ど
の
建
設
や
、
そ
れ
に
伴
う
建
物
の
移
転
な
ど
を

継
続
的
に
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
）
市
の
他
の
地
域
で
あ
っ
た
か
、
隣

の
市
で
あ
っ
た
か
に
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
以
前
か
ら
不
調
（
だ
る
さ

や
、
頭
痛
や
め
ま
い
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
）
は
あ
っ
て
こ
の
和
意
堂
に
も

来
て
い
た
。
し
か
し
、
引
っ
越
し
て
か
ら
殊
に
具
合
が
悪
く
、
再
び
来
て
み
た

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
師
の
処
置
は
同
様
で
あ
る
。

②
　
改
運
（
改
運
儀
礼
）

前
項
で
触
れ
た
陳
氏
か
ら
、
台
南
の
開
基
玉
皇
宮（
こ
れ
は
正
式
名
で
、
人
々

は
簡
単
に
天
公
宮
と
も
言
っ
て
い
る
）
で
、
改
運
儀
礼
を
い
つ
も
や
っ
て
い
る

と
教
わ
っ
て
、
九
月
の
あ
る
一
日
、
昼
前
に
訪
れ
て
み
た
。

紹
介
が
前
後
し
た
が
、
陳
氏
は
立
教
大
学
で
史
学
の
学
位
を
取
得
し
た
、
台

湾
史
、
特
に
台
湾
近
代
史
の
専
門
家
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
や

人
類
学
・
民
俗
学
、
宗
教
学
に
も
造
詣
が
深
い
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
実
地
調
査

も
や
っ
て
い
る
活
動
的
な
研
究
者
で
あ
る
。

従
っ
て
、
陳
氏
を
頼
っ
て
日
本
人
研
究
者
も
多
く
訪
れ
る
。
筆
者
も
韓
国
で

行
わ
れ
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
国
際
学
会
で
初
め
て
お
会
い
し
て
以
来
、
何
度

か
台
南
で
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
は
、
調
査
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
台
中
と
高

雄
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
折
寄
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
程
度
で
、
台
南
で
調
査
と
い

う
ほ
ど
の
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
初
め
て
、
陳
氏
に
案
内
し
て
い
た

だ
き
、
色
々
な
施
設
を
訪
ね
て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
日
の
天
公
宮

で
は
筆
者
一
人
で
観
察
し
、
記
録
を
す
れ
ば
好
い
と
思
っ
て
赴
い
た
の
だ
が
、

こ
れ
は
甘
か
っ
た
。
実
に
豊
富
な
儀
礼
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
さ
ほ
ど
広
く
な

い
ホ
ー
ル
に
ま
さ
に
溢
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
で
陳
氏
の
教
示
を
得
る

こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
こ
こ
に
報
告
で
き
る
情
報
量
が
遙
か
に
多
く
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
悔
い
が
残
る
。

し
か
し
、
佐
々
木
宏
幹
が
天
公
宮
の
改
運
儀
礼
の
調
査
報
告
（
佐
々
木
一
九

九
〇
）
を
書
い
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
一
九
八
六
年
の
儀
礼
の
様
子
の
記
述
で
あ

る
の
で
、
筆
者
は
や
は
り
三
〇
年
余
り
の
後
に
同
じ
場
所
で
同
じ
儀
礼
を
観
察

し
た
こ
と
に
な
る
。
比
較
が
可
能
で
あ
り
、
本
稿
の
目
的
に
も
有
益
で
あ
る
。

筆
者
が
訪
れ
た
時
に
は
、
佐
々
木
が
儀
礼
を
観
察
し
た
と
同
じ
ホ
ー
ル
に
は
、

（
や
は
り
変
わ
ら
ず
）
音
と
煙
と
人
が
充
満
し
て
い
た
。
佐
々
木
が
記
す
よ
う

に
、
天
公
廟
は
廟
の
内
部
が
大
き
く
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
よ
う
な
空
間
で
、（
入

り
口
か
ら
見
て
）
右
側
が
主
た
る
神
殿
で
左
側
が
広
い
ホ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
。

ホ
ー
ル
の
左
奥
の
階
段
を
上
る
と
二
階
に
続
き
、
一
階
の
神
殿
の
真
上
に
当
た

る
と
こ
ろ
に
、
主
神
で
あ
る
玉
皇
上
帝
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
神
殿
が
二
階
建
て

に
な
っ
て
い
る
廟
は
、
必
然
的
に
大
廟
な
の
だ
が
、
台
湾
に
は
決
し
て
少
な
く

は
な
い
。
ホ
ー
ル
の
左
の
壁
際
に
も
神
座
が
あ
り
、
九
柱
の
神
像
が
並
ん
で
い

る
。
こ
れ
ら
の
様
子
は
、
佐
々
木
の
描
写
す
る
と
こ
ろ
と
、
時
間
の
経
過
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
儀
礼
に
は
違
い
が
あ

る
。
以
下
、
先
ず
佐
々
木
が
記
述
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
的
に
箇
条
書
き
で
引

用
・
紹
介
し
、
次
に
筆
者
の
経
験
と
の
異
同
を
整
理
し
た
い
。

（
ⅰ
）
法
師
（
も
し
く
は
法
師
と
し
て
儀
礼
を
す
る
道
士（

（
（

）
と
尫
姨
の
コ
ン
ビ

と
、
補
助
的
な
助
手
な
ど
を
加
え
た
チ
ー
ム
で
儀
礼
を
行
う
。
法
師
は
紅
い
鉢
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巻
を
し
て
、
身
分
あ
る
い
は
資
格
を
示
す
。

（
ⅱ
）
ホ
ー
ル
に
あ
る
諸
神
像
の
前
に
祭
壇
を
設
け
（
ホ
ー
ル
に
は
種
々
の
目

的
に
利
用
可
能
な
、
大
き
さ
・
高
さ
が
多
様
な
テ
ー
ブ
ル
す
な
わ
ち
桌
─
恐
ら

く
十
桌
位
は
あ
る
─
と
、
ベ
ン
チ
式
の
腰
掛
け
が
か
な
り
の
数
お
い
て
あ
る
、

そ
れ
を
用
い
る
）、
祭
壇
前
に
腰
掛
け
を
用
い
て
「
七
星
橋
」
を
し
つ
ら
え
る
。

佐
々
木
を
引
用
す
る
と
（
引
用
中
カ
ッ
コ
は
筆
者
の
注
）「
七
星
橋
は
文
字
通

り
人
間
の
改
運
に
つ
な
が
る
北
斗
七
星
（
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
付
い
て
い
る
）

の
上
に
掛
け
ら
れ
た
橋
で
あ
る
。（
橋
に
見
立
て
た
腰
掛
け
の
前
に
）
赤
の
ロ
ー

ソ
ク
七
本
を
建
て
て
点
し
、
七
星
を
表
象
し
、
こ
れ
に
供
物
を
供
え
る
（
同
書

八
一
）。」
こ
の
橋
の
設
定
の
仕
方
は
依
頼
者
の
予
算
に
応
じ
て
段
階
が
あ
る
と

の
こ
と
だ
。
ま
た
、
橋
を
踏
み
つ
け
て
改
運
の
当
事
者
が
渡
る
の
だ
が
、
そ
の

腰
を
掛
け
る
部
分
に
当
た
る
橋
の
表
面
に
は
、
星
の
名
前
（
略
記
さ
れ
る
よ
う

だ
）
と
、
災
い
や
邪
悪
な
も
の
を
追
い
払
っ
て
家
内
の
平
安
を
願
う
こ
と
ば
が

七
つ
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
ⅲ
）
改
運
の
儀
礼
に
欠
か
せ
ず
、
必
ず
用
意
す
る
も
の
が
あ
る
。「
替
身
」

ま
た
は
「
草
人
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
さ
三
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
、
人
を
模
っ
た
藁

人
形
で
あ
る
。
顔
面
部
に
は
男
女
の
顔
を
印
刷
し
た
紙
か
、
十
二
支
の
動
物
の

顔
絵
が
貼
ら
れ
る
。
同
じ
方
法
で
引
用
す
る
と
「
こ
の
人
形
の
胸
部
に
改
年
経

（
お
経
の
一
種
で
あ
ろ
う
）
お
よ
び
白
虎
、
煞
神（

9
（

、
天
官
の
像
を
印
刷
し
た
符

を
添
え
、
依
頼
者
自
身
の
肌
着
を
巻
き
付
け
、
こ
れ
に
桃
の
枝
と
柳
の
枝
（
桃

も
柳
も
神
木
と
さ
れ
て
い
る
）
を
刺
し
こ
む
と
、
依
頼
者
の
悪
運
を
一
身
に
引

き
う
け
る
身
替
わ
り
＝
替
身
が
で
き
あ
が
る
（
同
書
八
二
）。」

以
上
で
物
の
準
備
は
整
い
、
儀
礼
に
入
る
。
筆
者
が
実
見
し
た
も
の
は
尫
姨

を
欠
い
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
法
師
の
振
る
舞
い
を
主
と
し
て
摘
記
す
る
。

比
較
は
法
師
に
つ
い
て
の
み
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
ⅳ
）
紅
頭
（
法
師
）
は
角
笛
を
吹
き
、
卓
頭
が
鐘
を
鳴
ら
し
て
儀
礼
の
開
始

を
告
げ
る
。
つ
い
で
紅
頭
は
燃
や
し
た
黄
符
を
振
っ
て
祭
壇
を
浄
化
し
て
か
ら
、

諸
神
を
招
請
す
る
呪
文
を
唱
え
る
。

（
ⅴ
）
諸
神
の
降
臨
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
紅
頭
は
祭
壇
に
向
い
、
依
頼
者
の

住
所
、
職
業
、
生
年
月
日
、
改
運
を
行
う
理
由
を
記
し
た
紙
を
読
み
上
げ
、
直

ち
に
こ
の
紙
を
祭
壇
上
の
ロ
ー
ソ
ク
で
燃
や
す
。

（
ⅵ
）
つ
い
で
紅
頭
は
依
頼
者
に
替
身
の
人
形
を
両
手
に
持
た
せ
、
七
星
橋
を

時
計
回
り
に
三
度
渡
ら
せ
る
。
終
わ
る
と
依
頼
者
は
七
星
橋
の
前
に
用
意
さ
れ

た
小
さ
な
腰
掛
け
に
替
身
を
持
っ
た
ま
ま
祭
壇
に
向
か
っ
て
腰
を
下
ろ
す
。

（
ⅶ
）
紅
頭
は
依
頼
者
に
向
か
っ
て
右
側
（
尫
姨
は
左
側
）
に
立
ち
、
紅
頭
は

右
手
に
角
笛
と
鈴
、
左
手
に
線
香
を
持
っ
て
い
る
。
紅
頭
は
角
笛
を
激
し
く
鳴

ら
し
、
鈴
を
振
り
、
つ
い
で
龍
鞭
（
法
鞭
）
を
右
手
に
と
っ
て
依
頼
者
の
両
側

に
打
ち
お
ろ
す
。
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
か
ら
、
依
頼
者
の
肩
に
巻
く
よ

う
に
（
龍
鞭
を
）
掛
け
、
つ
ぎ
に
火
を
つ
け
た
黄
符
と
紙
銭
で
し
き
り
に
依
頼

者
の
身
体
を
祓
い
、
呪
文
を
唱
え
続
け
る
。（
こ
の
間
尫
姨
は
激
し
い
動
作
で

「
依
頼
者
に
障
っ
て
運
命
を
狂
わ
し
て
い
る
悪
星
の
力
や
邪
気
を
祓
除
し
て
い

る
」。）

（
ⅷ
）
依
頼
者
に
対
す
る
「
祓
壊
（
同
書
：
八
三
）」
を
五
、
六
分
行
っ
た
後
、

紅
頭
に
指
示
さ
れ
て
依
頼
者
は
替
身
に
大
き
く
三
度
息
を
吹
き
か
け
る
。「
こ

の
人
の
悪
運
と
邪
気
は
今
身
替
わ
り
人
形
に
転
移
し
た
の
で
あ
る
（
同
書
、
同

箇
所
）」
こ
の
身
替
わ
り
人
形
は
、
紅
頭
が
取
り
上
げ
、
横
の
笊
に
投
げ
入
れ
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て
後
で
ま
と
め
て
燃
や
す
。

（
ⅸ
）
最
後
に
依
頼
者
は
七
星
橋
の
脇
に
用
意
さ
れ
た
ボ
ウ
ル
と
火
鉢
を
飛
び

越
え
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
。
ボ
ウ
ル
に
は
水
が
張
っ
て
あ
り
、
火
鉢
に
は
炭
火

が
い
け
て
あ
る
。
佐
々
木
は
「
水
は
水
難
を
、
火
は
火
難
を
象
徴
し
て
お
り
、

改
運
を
行
っ
た
人
が
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
、
水
難
、
火
難
を
先
取
り
的
に
克

服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
─
中
略
─
改
運
の
儀
礼
に
は
こ
う
し
た
先
取
り
的
な

事
故
の
解
決
を
象
徴
す
る
行
為
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
（
同
書
：
八
四
）。」
と

し
て
自
動
車
事
故
の
例
も
挙
げ
て
い
る
。
あ
る
少
年
が
自
動
車
事
故
に
遭
う
と

両
親
が
こ
の
玉
皇
宮
に
つ
れ
て
来
て
、
こ
こ
で
記
述
さ
れ
た
型
通
り
の
儀
礼
を

経
験
し
た
後
に
、
紙
製
の
精
巧
に
で
き
た
自
動
車
を
自
ら
踏
み
つ
ぶ
す
と
い
う

行
為
を
強
い
ら
れ
る
。
次
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
交
通
事
故
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に

作
り
だ
し
、
未
来
の
運
を
改
め
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
書
、

同
箇
所
）。」
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
が
佐
々
木
の
紹
介
す
る
玉
皇
宮
に
お
け
る
改
運
儀
礼
の
一
例
で
あ
る
が
、

同
宮
で
行
わ
れ
る
儀
礼
を
佐
々
木
は
も
う
一
例
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
儀

礼
全
体
の
基
本
構
造
は
同
様
で
あ
る
が
、
手
の
込
ん
だ
特
別
の
儀
礼
装
置
を
用

い
る
「
掩
劫
脱
身
法
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
く
。

筆
者
の
観
察
し
た
改
運
儀
礼

佐
々
木
が
観
察
し
た
と
同
じ
ホ
ー
ル
で
、
同
時
に
四
、
五
人
の
紅
頭
法
師（
一

例
と
し
て
写
真
一
参
照
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
道
士
か
法
師
か
は
外
見
か
ら
は

分
か
ら
な
い
）
が
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
学
校
の
普
通
教
室
の
教
卓

と
同
じ
く
ら
い
の
高
さ
・
大
き
さ
の
桌
を
一
つ
な
い
し
二
つ
使
用
し
、
そ
こ
に

用
具
を
お
い
て
行
っ
て
い
て
、
そ
の
近
傍
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
依
頼
者
が
、
長
い

腰
掛
け
で
、
あ
る
い
は
立
っ
て
、
待
っ
て
い
る
。

先
ず
あ
る
桌
の
上
に
あ
る
法
具
を
一
例
と
し
て
挙
げ
る
（
写
真
二
）。
桌
上

手
前
か
ら
奥
へ
、
七
星
剣
（
刀
身
に
北
斗
七
星
を
表
す
模
様
が
ジ
グ
ザ
グ
の
配

置
で
描
か
れ
て
い
る
）、
角
笛
（
角
古
と
言
う
場
合
も
あ
る
よ
う
だ
。
古
家
一

九
九
九
：
二
四
〇
）、
法
鞭
、
持
ち
手
を
持
っ
て
、
下
向
き
に
振
っ
て
鳴
ら
す
、

鐘
（「
帝
鐘
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
同
書
：
二
四
一
）、
で
あ
る
。
こ
の
例
で

は
、
鐘
の
持
ち
手
の
と
こ
ろ
が
赤
い
布
で
く
る
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
端
に
（
持

つ
と
末
端
に
な
る
が
）
扇
形
の
半
円
形
で
折
り
皺
の
あ
る
布
（
む
し
ろ
少
女
の

髪
飾
り
の
リ
ボ
ン
の
よ
う
に
も
見
え
る
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
扇
形
の

写真一
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飾
り
は
、
法
師
が
赤
い
鉢
巻
き
を
し
た
時
、
額
の
上
に

付
け
る
も
の
の
よ
う
で
、
筆
者
が
観
察
し
た
人
た
ち
の

ほ
と
ん
ど
が
付
け
て
い
た
（
写
真
一
）。
角
笛
は
水
牛

の
角
を
も
ち
い
て
い
る
。
七
星
剣
は
木
製
の
も
の
も
あ
る
ら
し
い
が
、
筆
者
が

観
察
し
た
物
は
明
ら
か
に
金
属
製
で
あ
る
。
法
鞭
は
鞭
で
あ
る
白
い
部
分
が
麻

で
で
き
て
い
て
、
持
ち
手
の
部
分
が
木
製
で
、
蛇
の
頭
部
を
模
し
て
い
る
（
写

真
三
）。
こ
れ
ら
は
、
剣
以
外
は
、
既
に
収
驚
の
項
で
和
意
堂
の
法
師
が
用
い

て
い
た
物
と
種
類
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
法
師
と
し
て
持
つ
「
法
具
」
だ
が
、

勿
論
何
本
か
の
線
香
は
、
儀
礼
中
に
用
い
る
。
こ

の
他
に
依
頼
者
の
た
め
に
用
い
る
「
小
道
具
」
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
は
佐
々
木
の
記
述
の
中
の

「
替
身
」
で
あ
る
（
写
真
四
）。
し
か
し
、
筆
者
が

見
る
限
り
、
必
ず
し
も
全
て
の
法
師
が
用
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
こ
と
、「
依
頼
者

自
身
の
肌
着
を
巻
き
付
け
、
こ
れ
に
桃
の
枝
と
柳

の
枝
を
刺
し
こ
む
」
こ
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
こ
と
が
異
な
る
。
な
お
、
こ
の
写
真
で
長
方

形
の
紙
皿
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、

乗
用
車
を
模
し
た
紙
製
品
を
裏
返
し
に
し
て
そ
こ

に
入
れ
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
お
城

の
よ
う
な
形
の
縦
長
の
紙
製
品
、
詳
細
の
形
状
は

不
明
だ
が
、
箱
形
で
建
物
様
で
も
あ
る
（
二
種
類

の
）
紙
製
品
と
、
乗
用
車
を
模
し
た
紙
製
品
で
あ

る
（
写
真
五
）。
筆
者
は
佐
々
木
論
文
に
お
け
る
、

同
じ
く
台
南
の
東
嶽
殿
に
お
け
る
死
霊
儀
礼
の
一

つ
で
あ
る
「
打
城
」
は
実
見
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
者
の
魂
が
閉

じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
枉
死
城
」
は
佐
々
木
の
記
述
に
よ
る
な
ら

（
佐
々
木
前
掲
書
：
七
七
）
竹
と
紙
で
作
ら
れ
て
い
て
、「
縦
五
〇
セ
ン
チ
、
横

三
〇
セ
ン
チ
の
四
角
い
箱
」
で
あ
る
。
紙
の
上
の
模
様
は
こ
こ
で
は
不
明
だ
が
、

城
と
い
う
以
上
何
か
印
刷
し
て
あ
る
は
ず
で
、
佐
々
木
が
掲
出
し
て
い
る
写
真

写真二

写真三
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（
同
書
：
七
九
）
で
は
、
地
獄
の
神
（
閻
魔
王
）
の
居
城
の
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
な
の
が
、
写
真
五
の
西
洋
の
お
城
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に

人
形
が
立
っ
て
い
る
物
の
脇
に
あ
る
、
背
の
低
め
の
箱
（
と
思
わ
れ
る
物
）
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
佐
々
木
の
写
真
と
類
似
し
た
デ
ザ
イ
ン
で
、
閻
魔
王
ら
し
い

絵
を
中
に
し
て
両
側
に
、
白
衣
で
線
が
薄
く
、
身
体
を
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
亡
者
と
、
赤
く
て
地
獄
の
鬼
卒
の
よ
う
に
見
え
る
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

も
し
打
城
に
使
う
な
ら
こ
ち
ら
が
相
応
し
い
と
感
じ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
用

い
ら
れ
た
儀
礼
は
、
当
日
筆
者
は
一
人
の
紅
頭
法
師
（
写
真
一
）
の
行
う
も
の

し
か
見
て
い
な
い
。
先
の
写
真
五
は
、
こ
の
紅
頭
の
用
い
て
い
る
桌
の
上
の
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
数
多
く
見
た
他
の
紅
頭
た
ち
の
儀
礼
で
は
（
以
下
の
法

師
Ａ
を
除
い
て
）
全
て
、
こ
の
写
真
の
右

側
の
、
青
服
の
人
物
が
後
ろ
に
立
ち
、
城

の
屋
上
の
角
の
二
隅
に
赤
い
三
角
旗
が

立
っ
て
い
る
、
大
き
い
方
の
製
品
と
、
そ

の
前
に
見
え
る
自
家
用
車
の
紙
製
品
の
み

が
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
辺
は
、
調
査
が

不
十
分
で
、
こ
れ
以
上
議
論
で
き
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
記
述
を

進
め
る
た
め
、
筆
者
の
観
察
し
た
事
例
に

移
る
。

事
例
一

こ
の
法
師
（
以
下
法
師
Ａ
と
す
る
）
だ

け
が
被
り
物
が
他
の
法
師
た
ち
と
は
違
っ
て
い
た
。
他
の
紅
頭
は
赤
い
鉢
巻
き

を
す
る
だ
け
か
、
そ
こ
に
写
真
一
の
よ
う
に
、
額
の
と
こ
ろ
に
扇
形
の
紅
い
飾

り
を
付
け
た
程
度
で
あ
る
が
、
こ
の
例
で
は
「
眉
（
パ
イ
）」
と
い
う
独
特
の
、

金
色
の
派
手
な
飾
り
を
額
に
付
け
て
い
た
。
先
ず
紅
い
ス
カ
ー
フ
の
よ
う
な
も

の
で
頭
部
を
覆
い
、
余
っ
た
部
分
を
背
中
に
垂
ら
し
て
い
る
。
そ
の
上
に
紅
い

鉢
巻
き
を
し
て
こ
の
「
眉
」
を
固
定
し
て
い
る
。「
眉
」
は
劉
（
一
九
八
四
）

に
依
れ
ば
種
類
が
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
ど
れ
を
着
け
て
い
る
の
か

筆
者
に
は
判
別
で
き
な
い
。

法
師
Ａ
は
助
手
に
当
た
る
よ
う
な
人
を
三
人
置
い
て
い
て
、
一
人
は
中
年
の

女
性
と
、
兄
弟
か
も
知
れ
な
い
二
人
の
少
年
で
あ
る
。
女
性
は
依
頼
者
の
誘
導

写真四

写真五
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や
そ
の
他
の
世
話
を
担
当
し
て
い
る
。
年
上
（
高
校
生
く
ら
い
に
見
え
る
）
の

少
年
は
、
法
師
の
指
示
で
依
頼
者
の
持
ち
込
ん
だ
衣
類
に
朱
印
を
押
し
た
り
、

護
符
を
作
っ
た
り
し
て
い
る
。
中
学
生
か
小
学
校
上
級
く
ら
い
か
と
思
わ
れ
る

年
下
の
少
年
は
階
段
下
に
腰
掛
け
を
置
き
、
小
さ
め
の
太
鼓
を
平
置
き
に
し
て

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
叩
い
て
い
る
。

法
師
Ａ
は
、
ホ
ー
ル
か
ら
二
階
に
上
が
る
階
段
の
す
ぐ
脇
に
場
を
占
め
て
儀

礼
を
行
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
も
特
徴
が
あ
る
。
占
有
空
間
自
体
が
他
の

法
師
よ
り
広
い
し
、
位
置
的
に
他
の
法
師
と
接
し
な
い
点
で
よ
い
位
置
で
あ
る
。

何
よ
り
佐
々
木
の
報
告
に
あ
っ
た
よ
う
な
「
七
星
橋
」
を
そ
の
空
間
に
置
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
細
長
い
腰
掛
け
（
ベ
ン
チ
）
に
金
紙
を
（
整
然
と
で

は
な
く
ジ
グ
ザ
グ
に
見
え
る
よ
う
に
）
置
い
て
あ
る
。
筆
者
は
、
二
階
に
行
く

階
段
の
途
中
か
ら
、
儀
礼
全
体
を
俯
瞰
す
る
よ
う
に
ビ
デ
オ
で
記
録
し
て
い
た

の
で
、
金
紙
に
書
い
て
あ
る
ら
し
い
模
様
な
い
し
文
字
は
確
認
で
き
な
か
っ
た

（
こ
れ
は
調
査
落
ち
）。
ベ
ン
チ
の
一
方
の
端
に
小
型
の
台
が
お
い
て
あ
り
、
依

頼
者
は
履
物
を
そ
こ
で
脱
ぐ
。
先
ほ
ど
の
中
年
女
性
に
誘
導
さ
れ
て
、
そ
こ
を

歩
く
（
渡
る
）。
渡
り
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
も
台
が
あ
り
、
そ
こ
で
降
り
て
、

脇
の
腰
掛
け
に
座
る
。
助
手
の
女
性
が
そ
の
足
許
に
何
か
を
金
紙
で
包
ん
だ
よ

う
な
、
細
長
い
、
幾
分
厚
み
の
あ
る
包
を
置
く
。

法
師
Ａ
が
儀
礼
を
始
め
る
が
、
持
つ
線
香
に
特
徴
が
あ
る
。
何
本
か
の
線
香

を
束
に
し
て
点
し
て
持
つ
の
で
は
な
く
、
緑
の
葉
の
植
物
の
束
に
線
香
を
差
し

込
ん
で
い
る
か
、
線
香
を
植
物
で
包
ん
で
先
端
を
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
束

な
の
で
あ
る
。
収
驚
の
如
意
堂
で
用
い
て
い
た
と
同
じ
植
物
か
も
知
れ
な
い
が
、

未
確
認
。

後
は
手
に
持
っ
た
鐘
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
振
り
な
が
ら
（
こ
れ
に
合
わ
せ
て
先

ほ
ど
の
少
年
の
太
鼓
が
鳴
る
）
依
頼
者
（
中
年
の
女
性
）
に
対
し
て
、
線
香
を

様
々
な
身
体
の
位
置
に
向
け
な
が
ら
呪
言
を
唱
え
る
。
法
師
は
立
っ
て
い
る
の

で
、
時
に
依
頼
者
に
近
づ
き
線
香
を
向
け
た
り
、
途
中
で
法
鞭
を
依
頼
者
に
掛

け
た
り
、
し
ば
ら
く
し
て
そ
れ
を
外
し
て
鞭
の
根
元
即
ち
持
ち
手
（
頭
部
）
を

依
頼
者
に
向
け
た
り
、
再
び
自
分
の
首
に
掛
け
た
り
す
る
。
随
時
桌
に
戻
っ
て

角
笛
を
取
り
、
二
息
三
息
吹
き
鳴
ら
し
て
、
ま
た
呪
言
を
唱
え
続
け
る
。
暫
し

こ
の
様
に
し
た
後
、
助
手
の
年
か
さ
の
少
年
に
仕
草
で
合
図
し
て
、
依
頼
者
が

持
参
し
た
シ
ャ
ツ
類
に
紅
い
印
を
押
さ
せ
る
。
シ
ャ
ツ
の
背
面
の
襟
首
に
近
い

と
こ
ろ
に
朱
肉
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
押
し
て
い
く
。
儀
礼
の
途
中
で
法
師

も
依
頼
者
の
着
て
い
る
も
の
に
同
様
に
押
印
す
る
。
最
後
に
法
鞭
の
持
ち
手
で

依
頼
者
の
頭
部
か
ら
脚
ま
で
触
れ
る
よ
う
に
し
て
儀
礼
を
終
え
る
。
助
手
の
女

性
は
橋
の
向
こ
う
側
で
待
っ
て
い
る
依
頼
者
（
若
い
女
性
）
に
す
ぐ
橋
を
渡
ら

せ
る
。
上
記
と
同
じ
手
順
で
儀
礼
は
行
わ
れ
る
。

こ
の
女
性
が
終
わ
る
と
先
の
既
に
儀
礼
を
終
え
た
中
年
の
女
性
は
法
師
の
道

具
を
置
い
て
あ
る
桌
に
き
て
、
既
に
作
ら
れ
て
あ
っ
た
何
枚
も
の
符
を
バ
ッ
グ

に
入
れ
た
。
た
っ
た
今
終
わ
っ
た
若
い
女
性
が
笑
顔
で
近
づ
い
て
く
る
と
、
背

中
に
押
印
し
て
も
ら
う
よ
う
仕
草
で
指
示
し
て
、
法
師
が
印
を
押
す
。
そ
の
時

さ
り
げ
な
く
か
な
り
厚
み
の
あ
る
紅
包
を
卓
上
に
置
い
た
。
法
師
は
今
押
印
に

使
っ
た
朱
肉
の
様
な
平
た
い
箱
と
紅
包
を
持
っ
て
、
一
旦
そ
の
場
を
去
る
。（
依

頼
者
が
一
区
切
り
つ
い
て
、
次
の
儀
礼
ま
で
間
が
空
く
の
か
も
知
れ
な
い
。）

こ
の
紅
包
を
置
い
た
女
性
は
先
の
若
い
女
性
の
身
内
ら
し
く
（
も
う
一
人
、
中

年
女
性
の
前
に
儀
礼
を
受
け
て
い
た
若
い
女
性
が
い
た
が
、
そ
の
人
も
関
連
の
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人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。）
自
分
も
含
め
て
一
連
の
儀
礼
が
終
わ
っ
て
去

る
と
き
に
、（
二
人
あ
る
い
は
三
人
分
）
ま
と
め
て
紅
包
を
置
い
た
の
で
あ
ろ

う
と
感
じ
た
。

こ
の
法
師
Ａ
の
場
合
、
観
察
の
時
も
、
記
録
し
た
ビ
デ
オ
を
何
回
も
見
返
し

て
も
、
佐
々
木
の
言
う
「
替
身
」
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
分
か
ら
な
い
。
は
っ
き

り
し
て
い
る
の
は
、
依
頼
者
が
何
か
に
「
息
を
吹
き
か
け
る
」
場
面
は
な
か
っ

た
こ
と
だ
。
こ
の
事
例
は
果
た
し
て
「
改
運
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
劉
（
一
九

八
四
）
が
一
章
を
割
い
て
記
述
し
て
い
る
、
大
が
か
り
な
「
祭
七
星
燈
収
斗
魂

法
」
に
似
た
、
七
星
橋
を
用
い
る
「
収
驚
」
な
の
で
あ
る
か
、
調
査
不
足
で
十

分
な
考
察
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
「
改
運
」
に
分
類
し
た
が
、
こ
の
点
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

事
例
二

こ
の
事
例
を
法
師
Ｂ
と
す
る
。
写
真
一
の
人
物
で
あ
る
。
事
例
一
も
そ
う
だ

が
、
ビ
デ
オ
を
提
示
で
き
な
い
の
が
も
ど
か
し
い
。
動
画
な
ら
一
目
瞭
然
な
の

だ
が
、
と
の
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。
従
っ
て
、
写
真
を
利
用
し
最
低
限
の
記
述

を
行
い
た
い
。

法
師
Ｂ
に
は
助
手
と
思
わ
れ
る
女
性
が
い
て
、
速
や
か
な
進
行
を
補
助
し
て

い
る
。
依
頼
者
の
順
番
が
来
る
と
女
性
は
床
に
紙
の
自
動
車
を
置
き
、
そ
の
後

に
依
頼
者
を
立
た
せ
る
。
そ
の
際
依
頼
者
に
は
写
真
五
の
二
つ
の
箱
形
の
紙
製

品
を
、
大
き
い
方
を
前
に
、
小
さ
い
方
を
後
に
重
ね
て
、
そ
こ
に
線
香
を
何
本

か
点
し
た
も
の
を
挿
し
て
、
依
頼
者
に
捧
げ
持
た
せ
る
。
法
師
は
依
頼
者
の
前

に
立
ち
恐
ら
く
名
前
な
ど
を
聞
い
て
、
廟
の
ホ
ー
ル
の
神
像
に
向
か
っ
て
拝
拝

す
る
よ
う
指
示
す
る
。
鞭
で
依
頼
者
の
周
り
の
床
を
何
回
か
音
を
立
て
て
打
ち
、

角
笛
を
何
回
か
吹
く
。
そ
の
後
、
鞭
を
依
頼
者
の
肩
に
回
し
て
掛
け
、
桌
か
ら

七
星
剣
を
取
り
、
剣
を
依
頼
者
の
前
で
上
下
に
振
り
つ
つ
、
角
笛
を
吹
く
。
依

頼
者
に
近
づ
き
、
捧
げ
て
い
る
城
の
よ
う
な
も
の
の
前
で
、
ひ
と
し
き
り
剣
を

振
る
い
呪
言
を
唱
え
た
後
、
角
笛
を
桌
に
置
き
、
城
を
片
手
で
支
え
て
、
剣
で

城
の
門
（
写
真
五
の
右
側
の
城
の
下
部
に
城
門
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
）
に
切

れ
込
み
を
入
れ
、
門
を
開
く
。
再
び
剣
を
振
る
っ
た
後
、
城
の
後
部
に
立
っ
て

い
る
青
い
服
の
人
物
を
ち
ぎ
り
取
り
、
城
の
中
に
上
か
ら
落
と
し
込
む
。
こ
の

時
点
で
挿
し
て
あ
る
線
香
を
抜
い
て
、
法
師
は
桌
に
向
い
藁
人
形
（
替
身
）
を

城
の
後
に
付
け
て
一
緒
に
掴
む
。
抜
い
た
線
香
を
城
と
人
形
に
向
か
っ
て
振
る

（
浄
化
す
る
よ
う
な
仕
草
に
思
え
る
）。
ま
た
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
、
角
笛
を
鳴

ら
す
。
こ
の
後
そ
れ
を
依
頼
者
の
上
半
身
に
、
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
暫
し
繰

り
返
し
上
下
さ
せ
る
。
ひ
と
し
き
り
そ
れ
を
行
っ
て
、
最
後
に
替
身
の
部
分
を

向
け
て
依
頼
者
の
顔
に
近
づ
け
、
藁
人
形
に
息
を
一
息
吹
き
か
け
さ
せ
る
。
こ

の
城
に
角
笛
を
吹
い
た
後
、
依
頼
者
の
前
の
床
に
置
く
。
依
頼
者
に
は
自
動
車

は
足
で
つ
ぶ
さ
せ
、
城
と
替
身
は
ま
た
が
せ
る
。
こ
れ
で
一
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン

は
終
わ
り
で
あ
る
。
全
部
で
三
分
程
度
の
所
要
時
間
で
あ
る
。
補
助
の
女
性
は

依
頼
者
が
替
身
に
息
を
吹
き
か
け
た
時
点
で
、
次
の
依
頼
者
に
持
た
せ
る
城
を

用
意
し
、
依
頼
者
に
準
備
さ
せ
る
。

こ
の
例
で
は
、
は
っ
き
り
と
依
頼
者
は
替
身
に
息
を
吹
き
か
け
て
い
る
。

佐
々
木
の
記
述
で
も
、
ま
た
劉
（
一
九
九
四
）
の
口
絵
（
お
よ
び
（（
（
同
じ
場

面
と
も
思
わ
れ
る
が
）
で
も
紙
の
人
形
（「
ひ
と
が
た
」
す
な
わ
ち
替
身
）
に

息
を
吹
き
か
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
こ
の
儀
礼
の
本
質
な
の
で
は
な
い
か
と
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思
う
。
そ
の
点
で
も
前
記
事
例
一
は
再
検
討
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

③
　
扶
鸞

童
乩
と
並
ん
で
、
神
の
憑
依
を
受
け
て
託
宣
す
る
、
重
要
な
方
法
と
さ
れ
て

い
る
。
以
前
に
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
は
事
例
観
察
が
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
ぜ
か
扶
鸞
に
対
す
る
国
際
的
な
関
心
も
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、

宜
蘭
縣
蘭
陽
博
物
館
と
佛
光
大
学
と
の
共
催
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ

た
り
、
同
博
物
館
で
大
規
模
な
展
示
が
扶
鸞
の
歴
史
や
文
化
に
関
し
て
行
わ
れ

た
り
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
「
扶
鸞
文
化
特
展
」
を
観
、
か
つ
関
係
の
研
究

者
、
学
芸
員
な
ど
と
話
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
ま
た
、
関
連
の
資
料
も
入
手
し

読
ん
で
は
い
た
が
、
儀
礼
自
体
を
今
回
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
時
間

軸
で
の
比
較
が
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

④
　
童
乩

童
乩
は
、
観
察
の
場
と
し
て
は
い
く
つ
か
あ
る
。

場
面
一
、
童
乩
が
進
香
団
の
主
導
的
な
存
在
と
し
て
祖
廟
に
参
詣
す
る
機
会

が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
各
種
の
剣
や
、
釘
の
よ
う
な
棘
を
植
え
た
球
な
ど
、

様
々
な
武
器
を
振
っ
て
肌
身
を
破
っ
て
血
を
流
す
行
為
を
行
う
が
、
今
回
も
そ

の
場
に
何
回
か
居
合
わ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
と
ば
で
記
述
せ
ず
と
も
、

例
え
ば
加
藤
（
一
九
九
〇
ａ
お
よ
び
ｂ
）
の
鮮
明
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
写
真
集

や
、
劉
（
一
九
九
四
）
の
口
絵
写
真
と
そ
の
説
明
を
読
め
ば
、
童
乩
は
ど
の
よ

う
な
荒
技
を
す
る
の
か
一
目
瞭
然
な
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
。

場
面
二
、
寺
廟
で
、
も
し
く
は
神
棚
を
自
分
で
祀
っ
て
そ
の
前
で
、
信
者
や

一
般
の
依
頼
者
の
個
人
的
な
問
題
の
相
談
に
答
え
る
「
問
神
」
の
場
が
あ
る
。

今
回
は
普
通
の
と
い
う
の
も
変
だ
が
、
上
記
の
資
料
に
あ
る
よ
う
な
童
乩
と
、

輦
轎
（
れ
ん
き
ょ
う
）
と
い
う
小
型
の
、
神
の
乗
り
物
と
さ
れ
る
椅
子
を
用
い

る
童
乩
と
、
二
つ
の
観
察
例
を
記
述
す
る
。

問
神
と
は
、
神
に
問
い
か
け
て
託
宣
を
得
る
こ
と
だ
が
、
特
に
童
乩
や
前
記

の
扶
鸞
な
ど
を
通
じ
て
、
個
人
の
今
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
た
答
や
指
示

を
得
る
場
合
に
、
普
通
は
使
う
。
託
宣
自
体
は
他
の
方
法
で
も
得
ら
れ
る
。
神

籤
を
引
く
方
法
も
あ
る
し
、
神
に
問
い
か
け
を
心
の
中
で
行
い
、
そ
れ
に
対
す

る
答
え
を「
然
り
」「
否
」
の
二
択
方
式
で
得
る
方
法
も
あ
る
。
こ
の
時
に
は「
筶

（
ポ
エ
）」
と
呼
ば
れ
る
、
二
つ
で
一
組
の
小
さ
な
道
具
を
用
い
る
。
本
稿
で
は

こ
れ
ら
の
詳
細
は
省
く
。

事
例
一

台
南
市
　
三
老
爺
宮

こ
こ
は
、
童
乩
の
問
神
と
い
う
と
普
通
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
に
比
較
的

近
い
例
で
あ
る
。
童
乩
は
こ
の
廟
に
属
し
て
い
て
、
こ
の
廟
の
神
が
降
り
て
く

る
（
憑
依
す
る
）。
童
乩
を
通
じ
て
神
の
意
志
や
教
え
が
示
さ
れ
る
の
で
、
廟

の
い
わ
ば
公
的
な
問
題
（
廟
の
運
営
や
、
廟
と
し
て
の
正
式
な
祭
り
や
儀
礼
に

関
す
る
事
柄
）
に
つ
い
て
と
、
一
般
の
人
々
の
問
神
の
両
方
の
場
面
で
機
能
す

る
。廟

の
正
式
な
童
乩
に
な
っ
て
九
年
目
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
廟
関
係
者
の

見
方
で
は
漸
く
円
熟
し
て
安
定
し
て
き
た
と
の
評
価
で
あ
る
。
童
乩
の
場
合
、

儀
礼
（
研
究
者
間
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
由
来
の
英
語
を
用
い
て
セ
ア
ン
ス
と
い
う
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の
が
普
通
。
降
霊
会
も
し
く
は
交
霊
会
と
い
う
と
十
九
世
紀
中
葉
以
降
の
欧
米

の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
強
く
連
想
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
避
け
る
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
意
味
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
）
は
、
請
う
て
神
に
降
り
て
来
て
も
ら
う

（
廟
で
祀
っ
て
い
る
神
が
神
像
か
ら
童
乩
に
移
っ
て
来
て
も
ら
う
）
過
程
（
こ

れ
を
こ
こ
で
は
「
導
入
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
）、
神
が
人
に
童
乩
の
口
を
通

じ
て
何
事
か
を
示
す
過
程
（「
神
人
交
代
」
の
段
階
と
す
る
）、
神
が
童
乩
の
身

体
か
ら
離
れ
る
（
祀
っ
て
あ
る
神
像
に
戻
る
）、
従
っ
て
童
乩
は
ま
た
元
の
人

格
に
戻
る
過
程
（
こ
れ
を
「
回
復
」、
あ
る
い
は
「
復
帰
」
と
す
る
）
に
大
き

く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
に
憑
依
さ
れ
て
い
る
間
は
、
童
乩
は
人
と
し
て

の
人
格
は
失
い
、
神
そ
の
も
の
が
童
乩
を
通
じ
て
現
れ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
通
常
の
意
識
状
態
で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
、
意
識
の
変
容
状

態
に
な
る
。

こ
の
三
段
階
は
、
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
に
関
す
る
理
論
の
三
段

階
、
す
な
わ
ち「
分
離（
あ
る
い
は
離
脱
）」、「
移
行（
あ
る
い
は
過
渡
）」、「（
再
）

統
合
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
読
者
に
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
枠
組
に

従
っ
て
要
点
を
記
述
す
る
と
、「
分
離
」
で
は
廟
内
で
た
だ
静
か
に
座
っ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
童
乩
は
裸
足
に
な
り
、
腰
掛
け
に
足
先
を
床
に
着
け
踵

は
床
か
ら
浮
か
せ
た
姿
勢
で
、
手
は
拳
を
握
る
よ
う
に
し
て
両
腿
に
お
い
て
い

た
。
シ
ャ
ツ
は
着
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
身
体
の
動
揺
が
大
き
く
な
り
、

腰
掛
け
か
ら
飛
び
上
が
り
そ
う
に
な
っ
た
り
奇
声
を
発
し
た
り
、
吐
き
気
を
感

じ
て
い
る
よ
う
な
音
を
出
し
た
り
し
て
五
、
六
分
ほ
ど
過
ぎ
る
。
脇
に
い
る
世

話
役
の
よ
う
な
人
や
、
も
う
一
人
の
人
が
、
神
が
憑
い
た
と
判
断
し
、
腰
に
赤

い
細
帯
を
巻
く
。
両
側
か
ら
支
え
る
よ
う
に
し
て
神
像
前
の
桌
に
就
か
せ
る
。

こ
れ
で
人
の
日
常
世
界
か
ら
分
離
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
神
と
し
て
託
宣

す
る
。
依
頼
者
の
問
題
に
答
え
た
り
、
符
を
書
い
た
り
、
依
頼
者
の
持
っ
て
き

た
衣
類
に
火
の
付
い
た
線
香
の
穂
先
で
（
衣
類
に
は
直
接
触
れ
な
い
が
）
呪
文

を
書
い
た
り
す
る
。
こ
の
様
な
状
態
は
、（
憑
か
れ
た
人
か
ら
は
）
非
日
常
に

い
る
時
間
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
依
頼
者
と
の
応
対
が
終
わ
れ
ば
、
神
は

去
る
。
童
乩
は
大
袈
裟
に
仰
け
反
っ
て
後
か
ら
付
き
添
い
の
人
に
受
け
止
め
て

も
ら
い
、
し
ば
し
の
後
、
平
常
に
戻
る
。
日
常
に
復
帰
し
た
（
再
統
合
さ
れ
た
）

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
線
香
を
持
っ
て
神
に
挨
拶
し
て
終
わ
る
。
こ
れ
ら
は
、

ほ
と
ん
ど
の
童
乩
に
見
ら
れ
る
定
型
的
な
過
程
で
あ
る
。

他
の
廟
と
同
じ
よ
う
に
、
三
老
爺
宮
の
童
乩
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
り
、
他

に
職
業
を
持
っ
て
い
て
、
金
曜
の
夜
八
時
半
か
ら
九
時
半
に
セ
ア
ン
ス
を
行
う
。

廟
の
人
の
話
で
は
多
い
と
き
は
五
、
六
人
も
依
頼
者
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

普
通
は
二
人
か
三
人
程
度
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
。
筆
者
が
陳
氏
の
案
内
を
得
て

観
察
し
た
と
き
は
、
姿
を
見
せ
た
依
頼
者
が
一
人
、
あ
ら
か
じ
め
書
面
で
相
談

内
容
を
届
け
て
い
て
、
本
人
は
来
談
し
な
い
例
が
一
例
あ
っ
た
。
書
面
で
と
い

う
の
は
筆
者
も
初
め
て
経
験
し
た
。
普
通
は
代
理
の
家
族
な
ど
が
来
て
相
談
す

る
。
姿
を
見
せ
た
依
頼
者
も
、
父
親
の
病
気
が
、
西
洋
医
学
の
医
者
に
か
か
っ

て
も
、
な
か
な
か
良
く
な
ら
な
い
こ
と
で
代
わ
り
に
来
談
し
た
娘
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
と
の
や
り
と
り
の
要
点
を
後
ほ
ど
陳
氏
か
ら
説
明
し
て
も
ら
っ
た
の
だ

が
、
興
味
深
い
話
が
あ
っ
た
。
童
乩
は
廟
の
公
事
で
問
神
を
す
る
と
き
に
は
ト

ラ
ン
ス
が
深
く
、
終
わ
っ
て
か
ら
問
神
の
間
の
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が

多
い
そ
う
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
の
依
頼
者
の
問
神
時
に
は
さ
ほ
ど
で

も
な
い
。
こ
の
日
は
来
談
者
の
話
の
中
に
病
人
に
関
わ
り
の
あ
る
ら
し
い
、
あ
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る
場
所
が
出
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
場
所
を
見
て
応
対
を
し
て
い
た
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
筆
者
は
、
童
乩
が
ま
さ
に「
脱
魂
飛
翔
」
し
て
、
遠
い
場
所
ま
で
行
っ

た
の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
場
所
が
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
見
え
た
と
い
う
こ
と
ら
し
か
っ
た
。
見
た
主
体
は
神
な
の
か
、
童
乩
自
身

な
の
か
。
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
話
は
、
童
乩
か
ら
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
興

味
深
く
感
じ
た
。

事
例
二

台
南
市
　
中
西
街
　
私
壇

こ
こ
は
、
何
々
宮
と
い
っ
た
名
が
な
い
。
民
家
の
一
階
の
、
道
路
に
面
し
た

広
間
に
神
棚
を
作
り
、
神
像
を
安
置
し
て
、
童
乩
が
自
分
で
祀
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
沢
山
の
依
頼
者
が
来
る
。
土
曜
の
五
時
半
か
ら
依
頼
者
の
登
記

を
受
け
つ
け
、
七
時
半
頃
か
ら
問
神
を
行
う
。
観
察
し
た
晩
は
依
頼
者
が
多
く

（
既
に
外
の
道
に
並
ん
で
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
五
時
か
ら
受
付
を
し
て
、

七
時
か
ら
前
倒
し
で
開
始
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
晩
三
十
人
が
い
わ
ば
受

け
入
れ
定
員
な
の
だ
が
、
早
々
と
そ
れ
に
達
し
た
ら
し
く
、
そ
の
旨
の
貼
り
紙

が
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
こ
も
陳
氏
か
ら
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

こ
の
童
乩
は
輦
轎
と
い
う
両
手
で
持
つ
程
度
の
椅
子
に
神
像
を
据
え
て
、
そ

れ
で
託
宣
を
す
る
。
神
棚
の
前
の
卓
で
、
両
腕
で
輦
轎
の
後
脚
を
持
ち
、
荒
々

し
く
桌
の
天
板
に
打
ち
付
け
る
よ
う
に
し
て
文
字
を
書
く
。
そ
れ
を
脇
に
い
る

卓
頭
（
こ
の
場
合
、
童
乩
の
書
く
「
神
語
」
を
読
み
取
る
人
）
が
読
ん
で
、
依

頼
者
に
伝
え
る
。
一
般
に
童
乩
の
場
合
は
卓
頭
こ
そ
が
童
乩
を
操
っ
て
、
活
か

し
て
い
る
（
機
能
さ
せ
て
い
る
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
劉
一
九
九
四
：
一
五

〇
）。
こ
こ
の
例
も
、
そ
の
よ
う
で
、
一
つ
童
乩
が
何
か
書
く
と
、
そ
れ
を
依

頼
者
に
伝
え
つ
つ
、
卓
頭
自
身
が
色
々
と
喋
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
童
乩

自
身
は
一
言
も
発
し
な
い
。

観
察
し
て
い
た
と
き
に
は
中
年
と
言
う
ほ
ど
で
も
な
い
女
性
が
椅
子
に
静
か

に
座
っ
て
い
た
。
身
体
が
だ
る
く
、
動
か
な
い
の
だ
と
い
う
。
表
情
も
乏
し
い
。

色
々
卓
頭
が
話
を
聞
き
、
童
乩
が
輦
轎
を
持
っ
て
依
頼
者
の
近
く
で
振
り
回
す

よ
う
に
し
た
り
す
る
が
、
害
を
な
し
て
い
る
何
か
を
祓
っ
て
い
る
の
か
、
呪
言

を
宙
に
書
い
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
輦
轎
の
脚
を
押
し
つ
け
て
印

を
押
し
た
よ
う
に
し
た
符
を
与
え
た
り
も
し
た
よ
う
だ
。
祖
母
と
思
わ
れ
る
人

に
抱
か
れ
た
幼
児
も
来
た
。
収
驚
の
た
め
ら
し
い
。
あ
る
人
は
、
性
格
的
に

せ
っ
か
ち
な
人
ら
し
く
、
そ
れ
が
当
人
か
周
囲
に
何
か
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
で
、
そ
の
問
神
に
来
て
い
る
人
も
い
た
。
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
し
た
ら
ど
う
か

な
ど
と
卓
頭
が
言
っ
て
い
る
。

こ
の
様
な
感
じ
で
忙
し
く
、（
輦
轎
を
打
ち
付
け
る
音
が
）
騒
々
し
く
、
卓

頭
の
し
ゃ
べ
り
が
せ
わ
し
な
く
、
と
て
も
荒
々
し
い
問
神
風
景
で
あ
っ
た
。

場
面
三
、
稀
な
例
だ
が
、
童
乩
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
人
が
、
神
懸
か
っ
て

ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
勿
論
そ
れ
だ
け
で
童
乩
と
認
め
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
何
段
階
か
の
試
練
を
経
た
後
、
正
式
な
童
乩
と
し
て
人
々
か

ら
遇
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
発
端
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
る
。
そ
れ
が
祭
礼
の
場

な
ど
で
、
突
然
奇
矯
な
、（
し
ば
し
ば
荒
々
し
い
）
自
己
制
御
の
効
か
な
い
行

動
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
玉
皇
宮
で
改
運
儀
礼
を
見
て
い
た
と
き
に
、

全
く
思
い
も
か
け
ず
し
て
、
ま
さ
に
目
の
前
で
目
撃
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
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紙
幅
の
制
約
か
ら
、
こ
れ
は
割
愛
す
る
。

四
、
三
十
年
を
経
た
印
象
と
若
干
の
考
察
お
よ
び
今
後
の
課
題

─
結
論
に
代
え
て

（
ⅰ
）
問
神
の
内
容
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
可
能
性
を
感
じ
た
。
以
前
は
病
気

関
係
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
今
は
相
対
的
に
減
少
し
、
個
人

間
の
紛
争
（
訴
訟
）
が
ら
み
の
も
の
が
増
え
て
い
る
と
の
話
を
、
か
つ
て
通
っ

て
い
た
高
雄
の
廟
で
聞
い
た
。
人
々
が
一
様
に
認
め
る
よ
う
に
、
一
九
九
五
年

に
日
本
と
同
じ
よ
う
な
国
民
皆
健
康
保
険
制
度
が
運
用
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
も
収
集
し
て
い
る
が
、
今
後
の

課
題
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
佐
々
木
の
報
告
に
よ
る
限
り
、
改
運
や
（
紹
介
し
な
か
っ
た
が
）
打
城

は
、
共
に
「
橋
」
が
儀
礼
の
中
で
道
具
立
て
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
明

ら
か
に
象
徴
的
に
儀
礼
対
象
者
の
「
移
動
」
も
し
く
は
「
移
行
」
を
表
現
し
て

い
る
。
例
え
ば
「
改
運
」
な
ら
、
何
か
と
不
如
意
な
状
態
か
ら
平
穏
な
状
態
へ

の
移
行
で
あ
り
、「
打
城
」
な
ら
、
地
獄
か
ら
天
界
へ
の
移
行
で
あ
る
。
記
号

的
に
は
「
マ
イ
ナ
ス
」
か
ら
「
プ
ラ
ス
」
の
状
態
へ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
れ
ら

二
つ
は
通
過
儀
礼
と
し
て
同
質
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
台
湾
の

（
民
衆
的
）
宇
宙
観
と
関
連
さ
せ
て
、
諸
儀
礼
を
通
過
儀
礼
と
い
う
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
で
自
分
な
り
に
見
直
し
て
み
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
ⅲ
）
廟
に
若
い
人
々
が
、
グ
ル
ー
プ
で
、
あ
る
い
は
カ
ッ
プ
ル
で
、
沢
山
来

て
い
る
こ
と
が
印
象
深
い
。
廟
が
若
い
人
の
社
交
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う

で
、
こ
の
印
象
を
筆
者
な
り
に
理
解
す
る
手
が
か
り
を
探
し
た
い
と
感
じ
た
。

末
筆
な
が
ら
、
こ
の
度
の
一
連
の
調
査
を
可
能
に
し
て
下
さ
っ
た
、
跡
見
学

園
女
子
大
学
に
深
く
感
謝
す
る
。
本
稿
も
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
）
詳
し
く
は
蘇
一
九
九
九
、
お
よ
び
劉
一
九
八
四
、
一
九
九
四
な
ど
を
参
照
。

（
2
）
ち
な
み
に
、
全
く
同
じ
考
え
方
が
、
沖
縄
に
も
あ
る
。
中
国
文
化
と
の
影
響
関
係
は
筆

者
に
は
分
か
ら
な
い
。

（
3
）
劉
の
い
う
「
魂
米
を
使
用
」
し
て
、
か
つ
「
巫
女
が
行
う
」
例
と
見
る
こ
と
の
で
き
る

映
像
が
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
た
の
で
、
参
考
資
料
と
し
て
お
く
。
こ
の
「
巫
女
」
は
、

尫
姨
で
あ
ろ
う
。（
法
師
に
女
性
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。）
施
術
の
対
象
が
幼
児
で
あ
る

点
で
、
よ
り
収
驚
と
し
て
筆
者
の
素
朴
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
思
い
込
み
に
近
い
と
感

じ
た
の
で
あ
る
。https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v

＝Za56Lqgw
w

Jg　

最
終

２
０
１
９
年
1
月
5
日
閲
覧
、
確
認
。

（
4
）
管
理
委
員
会
な
ど
の
あ
る
大
き
な
廟
で
は
な
く
、
一
個
人
が
自
宅
の
一
部
に
神
棚
を
作

り
、
祀
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
神
壇
、
も
し
く
は
私
壇
と
い
う
。
文
献
に
よ
っ
て
は
私

神
壇
と
表
記
し
て
い
る
が
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
こ
こ
で
も
、
ま
た
行
天
宮
で
も
映
像
記
録
を
撮
ろ
う
と
す
る
と
廟
の
人
に
制
止
さ
れ
た
。

こ
の
松
山
慈
恵
堂
で
は
、
注
意
し
た
男
性
が
英
語
の
話
せ
る
人
だ
っ
た
の
で
、
色
々
廟
の

こ
と
や
、
収
驚
の
こ
と
も
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
例
を
挙
げ
た
女
性
施
術
者
は
こ

の
男
性
の
夫
人
で
あ
り
、
夫
婦
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
夫

人
は
、
待
遇
表
現
は
苦
手
だ
と
言
い
つ
つ
、
き
れ
い
な
日
本
語
を
話
す
方
だ
っ
た
。
夫
人
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に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
時
間
的
に
無
理
で
あ
っ
た
。

（
6
）
台
北
、
行
天
宮
の
収
驚
風
景
が
含
ま
れ
て
い
る
動
画
がY

ouT
ube

に
あ
る
。
一
例
と
し

て
以
下
の
サ
イ
ト
。
前
記
注（
3
）同
様
閲
覧
、
確
認
済
。https://w

w
w

.youtube.com
/

w
atch?v

＝9R9W
7a7I1sE

「
台
湾
（
あ
る
い
は
台
北
）　

行
天
宮　

収
驚
」
で
検
索
を
し

て
、
画
像
も
し
く
は
動
画
を
選
択
す
れ
ば
数
多
く
出
て
く
る
。
以
下
は
、
台
湾
の
Ｔ
Ｖ
の

ニ
ュ
ー
ス
をY

ouT
ube

に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
あ
っ
た
も
の
。https://w

w
w

.youtube.
com

/w
atch?v

＝j30pyaBK
sT

g　

上
記
同
様
閲
覧
、
確
認
。
こ
の
動
画
は
、
行
天
宮
の

収
驚
施
術
者
の
健
康
を
守
る
た
め
、「
護
目
鏡
」（
線
香
の
煙
よ
け
の
ゴ
ー
グ
ル
）
を
使
う

よ
う
に
な
っ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、
興
味
深
い
。

（
7
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
具
と
共
に
、
次
項
の
「
改
運
」
で
説
明
す
る
。

（
8
）
劉
（
一
九
八
四
）
に
よ
れ
ば
、
台
湾
の
道
士
は
全
て
「
道
法
二
門
」
を
兼
修
し
て
い
て
、

法
師
の
行
う
儀
礼
も
で
き
る
（
逆
は
真
で
は
な
い
）。
道
士
と
し
て
の
業
務
で
は
経
済
的
に

必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
の
で
、
法
師
の
行
う
収
驚
や
改
運
の
よ
う
な
呪
術
的
な
こ
と
も

行
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
紅
い
鉢
巻
き
を
し
て
い
れ
ば
必
ず
紅
頭
法
師
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。

（
9
）「
さ
つ
し
ん
」
と
読
む
。
煞
は
殺
と
同
じ
。
劉
一
九
八
四
に
よ
れ
ば
（
同
書
：
一
九
五
）、

「
人
が
死
ぬ
の
は
、
定
め
ら
れ
た
寿
命
が
尽
き
、
冥
吏
に
よ
っ
て
魂
魄
を
地
府
へ
拘
引
さ
れ

る
の
だ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
─
中
略
─
。
而
し
て
自
家
の
新
ほ
と
け
（
仏
）
は
こ

の
拘
鬼
の
鬼
卒
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
民
間
俗
信
で
は
特
に
煞
神
と
敬
称
し
、
そ
の

形
態
は
ど
う
猛
な
伝
統
的
悪
鬼
と
し
て
想
像
さ
れ
る
ほ
か
、
往
々
に
し
て
ま
た
鳥
禽
の
形

に
も
想
像
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
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