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陝
北
・
山
東
画
像
石
の
類
似
点
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き

九
七
（
九
七
）　

ま
ず
は
図
1
・
2
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
図
1
の
ほ
う
は
陝

北
、
図
2
の
ほ
う
は
山
東
画
像
石
か
ら
選
択
し
た
絵
柄
で
あ
る
。

こ
の
二
種
類
の
、
表
面
的
に
は
全
く
異
な
る
外
形
を
呈
す
る
画
像

が
、
実
は
同
一
の
民
俗
的
思
考
を
背
景
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
最
初
に
断
言
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
読
者
諸
兄
の
困

惑
は
ま
ぬ
か
れ
ま
い
。
し
か
し
私
は
存
外
に
ま
じ
め
、
か
つ
真
剣

で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
次
の
よ
う
に
換
言
し
た
ほ
う
が
手
っ
取

り
早
い
。
本
論
考
の
目
的
は
、
こ
の
二
つ
の
画
像
石
の
民
俗
学
的

な
分
析
に
よ
っ
て
、
陝
北
・
山
東
の
両
画
像
石
が
持
っ
て
い
る
、

精
神
的
な
深
部
に
お
け
る
通
底
点
を
摘
出
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
。

冒
頭
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
画
像
石
研
究
の
、
中
国
に
お
け
る

最
高
権
威
者
で
あ
る
信
立
祥
氏
に
よ
る
文
言
で
あ
る
。

「
画
像
石
の
示
す
内
容
、
お
よ
び
画
像
石
の
配
置
上
の
特
徴
か

ら
、
各
地
区
に
分
布
す
る
画
像
石
の
交
流
と
影
響
を
考
え
る
こ
と

は
、
か
な
り
の
困
難
を
と
も
な
う
、
い
や
、
さ
ら
に
言
え
ば
不
可

能
で
あ
る）

1
（

」。

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
菅
野
恵
美
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
陝
北
・
山
東
画
像
石
の
間
に
は
、
風
神
の
存
在
、
拝
礼

図
の
類
似
、
と
い
っ
た
共
通
項
が
摘
出
で
き
る）

2
（

。
さ
ら
に
菅
野
氏

が
指
摘
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
眺
め
渡
す
と
、
楼
閣
の
屋
根
に
取

り
付
い
て
い
る
テ
ナ
ガ
ザ
ル
な
ど
を
追
加
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
似
た
り
寄
っ
た
り
の
画
像
を
た
だ
並
列
的
に
並
べ
る

だ
け
で
は
、
画
像
石
の
研
究
に
対
し
て
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
画
像
を
中
国
古
代
の
人
々
を
し
て
彫
琢

せ
し
め
た
、
民
俗
的
動
機
の
解
明
に
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
陝
北
画
像
石
に
頻
出
す
る
、
牛
頭
鶏

頭
神
人
像
の
考
察
か
ら
着
手
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
図
版
3
・

4
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
牛
頭
鶏
頭
の
神
人
像
は
、
図
1
の
他
に

陝
北
・
山
東
画
像
石
の
類
似
点
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き

　
　

─
冥
界
へ
の
到
達
手
段
を
中
心
に

─

桐　

本　

東　

太
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図 1　  『中国画像石全集』5（山東美術出版社、2000 年）（以下『全集』と表記する）
162 ～ 63 頁、神木大保當出土

図 2　『全集』2、35 頁、微山県両城鎮出土



陝
北
・
山
東
画
像
石
の
類
似
点
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き

九
九
（
九
九
）　

二
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
中
国
古
代
の
画
像
石
集
を

い
く
冊
か
め
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
物
で
あ
る
な
ら
、
牛
と
鶏
の

頭
を
持
つ
人
物
は
、
か
な
り
奇
態
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
脳
裏
に

深
い
印
象
を
と
ど
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
中
国
人
の
研
究
者
も

そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
、
す
で
に
い

く
つ
か
の
専
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
、
ま
ず
葉
舒
憲
氏
に
よ
る
研
究
を
検
討
し
て
み
よ

う）
3
（

。
ち
な
み
に
葉
氏
が
研
究
の
対
象
と
し
た
の
は
図
1
の
画
像
石

で
あ
る
。
葉
氏
は
牛
頭
の
神
人
の
ほ
う
を
西
王
母
に
同
定
す
る
。

そ
し
て
な
ぜ
「
牛
の
頭
」
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
以

下
の
よ
う
な
答
え
を
用
意
し
て
い
る
。

「
比
較
神
話
学
的
観
点
か
ら
み
る
と
、
牛
の
角
、
あ
る
い
は
牛

の
頭
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
世
界
中
の
神
話
や
芸
術
の
中
に
あ
っ
て
、

か
な
り
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
は
女
神
や
母
神

が
そ
の
正
体
で
あ
る
」。

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
旧
石
器
時
代
の
、
牛
の
角
を
さ
さ
げ
持
っ

た
裸
体
の
女
性
像
を
か
か
げ
な
が
ら
，
月
と
女
性
は
、
そ
の
周
期

的
な
満
ち
欠
け
と
月
経
か
ら
、
そ
し
て
月
と
牛
の
角
は
そ
の
形
の

類
似
性
に
よ
っ
て
、「
三
位
一
体
神
話
関
係
」
を
構
成
し
て
い
る

と
説
き
、
そ
の
本
質
は
再
生
と
豊
穣
の
女
神
に
あ
る
と
す
る
。
こ

れ
を
陝
北
画
像
石
に
帰
納
す
れ
ば
牛
頭
西
王
母
に
な
る
。
対
し
て

東
王
公
は
、『
神
異
経
』
に
「
人
形
鳥
面
而
虎
尾
」、
つ
ま
り
頭
が

鳥
の
形
を
し
て
い
る
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
同
定
に
は
問
題

が
な
い
。

大
づ
か
み
に
ま
と
め
る
と
ざ
っ
と
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
な
る
。

し
か
し
論
文
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
こ
の
文
章
だ
け
を
眺
め
て

い
る
と
、
何
と
な
く
そ
の
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
し
か
し
葉
氏

は
図
3
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ど
う
考
え
て
も
守
衛
と
し
か

見
え
な
い
牛
首
・
鶏
首
の
人
物
画
像
石
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
。

さ
ら
に
葉
氏
の
主
張
に
対
し
て
、
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

の
が
、
図
5
で
あ
る
。
右
側
の
仙
樹
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
の
は
、

右
側
に
羽
人
が
ひ
か
え
、
か
ん
ざ
し
を
着
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
明
ら
か
に
西
王
母
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
左
下
に
は
牛
頭

の
神
人
が
、
し
か
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
葉
氏
の
学
説
に
飽
く
ま
で

固
執
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
図
面
の
中
に
は
、
二
人
の
西
王
母
が
い

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
大
い
な
る
矛
盾
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
葉
説
は
成
り
立
た
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
な
落
と
し
ど

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

次
に
牛
天
偉
・
金
愛
秀
『
漢
画
神
霊
図
像
考
述
』
の
記
載
を
一

瞥
し
て
お
こ
う）

4
（

。
こ
の
著
書
は
、
最
初
の
ほ
う
で
「
牛
ト
ー
テ

ム
」
な
ど
を
持
ち
出
し
て
き
た
り
し
て
、「
本
当
に
こ
の
本
大
丈

夫
か
な
」
と
い
う
疑
義
が
わ
い
て
く
る
。
し
か
し
全
体
を
見
渡
す
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と
そ
の
記
述
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
牛
頭
神
人
像
は
天
と
地
の

間
を
つ
な
ぐ
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
る
、
と
の
断
案
を
く
だ
す
。
そ
し

て
鶏
頭
神
人
の
ほ
う
は
、「
陽
」
の
動
物
で
あ
る
牛
に
対
し
て
、

「
陰
」
を
象
徴
す
る
鶏
が
選
ば
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

『
漢
画
神
霊
図
像
考
述
』
に
比
較
的
近
い
見
解
を
提
出
し
て
い

る
の
が
小
南
一
郎
氏
で
あ
る
。
小
南
氏
は
「
牛
は
犠
牲
と
し
て
殺

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
儀
礼
上
で
の
機
能
を
発

揮
し
た
か
ら
だ
と
推
定
さ
れ
る
。（
中
略
）
牛
を
犠
牲
に
す
る
祭

祀
の
、
最
も
本
質
的
な
機
能
は
、
天
と
地
と
を
疎
通
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

こ
れ
の
ど
こ
が
『
漢
画
神
霊
図
像
考
述
』
と
似
て
い
る
の
か
、

と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
疑
念
を
解

消
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
も
犠
牲
獣
も
こ
の
世
と
異

界
を
つ
な
ぐ
媒
介
者
で
あ
る
、
と
い
う
一
点
で
、
同
様
な
性
格
の

事
象
な
の
だ
、
と
説
明
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

菅
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
陝
北
画
像
石
の
大
部
分
は
、
墓

室
の
入
口
に
あ
た
る
門
の
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
お
り）

6
（

、
そ
こ
は

ま
さ
に
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
境
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

二
つ
の
世
界
を
結
ぶ
た
め
に
牛
形
の
神
像
が
彫
刻
さ
れ
た
と
す
る

考
え
は
、
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
。

た
だ
小
南
氏
の
失
敗
は
、
鶏
の
ほ
う
に
あ
っ
た
。
小
南
氏
は
こ

（
一
〇
二
）　

図 4　『全集』5、3頁、輸林古城灘墓門画像石



陝
北
・
山
東
画
像
石
の
類
似
点
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き

一
〇
三 れ

を
「
桃
都
樹
や
扶
桑
樹
の

頂
上
に
い
る
天
鶏
と
関
係
を

持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ

れ
た
が）

7
（

、
こ
れ
は
牛
の
果
た

す
役
割
に
比
較
し
て
、
相
当

に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

『
周
礼
』
春
官
・
鷄
人
の
条

に
「
鷄
人
は
鷄
牲
を
井
（
＝

供
）
す
る
こ
と
を
掌
る
」
と

あ
り
、
中
国
古
代
に
鶏
を

神
々
へ
の
犠
牲
と
し
て
供
え

る
習
俗
の
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
私

見
に
よ
る
と
、
陝
北
画
像
石

の
牛
頭
・
鶏
頭
の
神
人
は
、

死
者
を
冥
界
に
送
り
と
ど
け

る
べ
く
用
意
さ
れ
た
、
供
物

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

れ
で
陝
北
画
像
石
の
ほ

う
は
、
一
応
片
が
付
い
た
と

（
一
〇
三
）　

図 5　『漢画総録』2・米脂（広西師範大学出版社、2012 年）118 ～ 89 頁
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思
わ
れ
る
。
次
に
問
題
に
す
べ
き
は
山
東
画
像
石
の
ほ
う
で
あ
る

（
な
お
蛇
足
と
の
謗
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
山

東
・
陝
北
画
像
石
の
相
互
照
射
を
目
的
と
す
る
筆
者
の
眼
中
に
は

図
6
の
山
東
の
画
像
が
目
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
い
。
こ
こ
に
は

東
王
公
と
並
ん
で
、
左
側
に
は
馬
頭
、
右
側
に
は
鶏
頭
と
狗
頭
の

神
人
が
並
立
さ
れ
て
お
り
、
三
人
は
む
し
ろ
、
拙
論
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
か
ら
す
る
と
、
墓
主
人
の
あ
の
世
へ
の
無
事
な
到
着
を
東
王

公
に
懇
願
に
来
た
使
者
の
ご
と
く
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
若
干

の
説
明
を
要
す
る
。
鶏
は
い
い
が
、
他
の
動
物
は
何
な
の
だ
、
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
不
信
を
解
消
す
る
に
は
、
さ
ほ

ど
労
力
を
要
し
な
い
。
馬
は
、
車
馬
坑
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

古
代
中
国
で
は
、
最
高
に
し
て
最
高
値
の
犠
牲
で
あ
っ
た
。
ま
た

犬
は
、
す
で
に
鈴
木
健
之
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

8
（

、
こ
の
世

と
あ
の
世
と
を
結
ぶ
力
を
も
っ
た
、
霊
獣
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
有
名
な
単
語
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
『
史
記
』

孔
子
世
家
に
「
喪
家
狗
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
ご

存
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
城
壁
を
前
に
し
て
、
し
ょ
ん
ぼ

り
と
佇
ん
で
い
る
孔
子
そ
の
人
を
比
喩
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
と

え
ば
李
零
氏
な
ど
は
「
家
（
飼
い
主
）
を
喪う

し

な
っ
た
狗
」
と
の
解

釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
う
ろ
ん
で
あ
る
。「
喪
」
式
（
葬
式
）

を
出
し
た
家
で
は
、
死
者
の
お
供
と
し
て
「
狗
」
も
殺
さ
れ
る
の

で
、
狗
自
身
が
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
の
は
何
の
不
思
議
も
な

い
）。さ

て
、
私
の
注
目
す
る
の
は
図
2
の
画
像
で
あ
る
。
図
像
の
中

心
は
巨
大
な
臺
榭
建
築
で
あ
り
、
こ
れ
が
画
面
の
中
央
部
ま
で
張

り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
男
女
二
人
の
人
物
が
鎮
座

し
て
い
る
。
彼
ら
が
夫
婦
で
あ
る
こ
と
は
、
漢
代
の
夫
婦
合
葬
の

流
行
を
考
え
れ
ば
、
的
を
外
れ
た
解
釈
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て

彼
ら
の
下
に
は
水
面
が
広
が
り
、
そ
こ
で
漁
師
た
ち
が
漁
撈
活
動

に
従
事
し
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
菅
野
氏
が
名
づ
け
た
「
観
魚

臺
」
と
い
う
名
称
を
と
り
あ
え
ず
借
用
し
て
お
く）

9
（

。
こ
の
図
柄
に

つ
い
て
中
国
の
学
界
で
は
、「
秦
漢
時
代
に
は
園
林
を
造
作
す
る

こ
と
が
流
行
し
た
」
と
の
前
提
の
も
と
、
そ
の
「
園
林
」
の
一
部

を
構
成
す
る
「
水
榭
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
一

般
的
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
突
っ
込
ん
だ
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な

い）
10
（

。こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
で
は
、
土
居
淑
子
氏
が
早
く
か
ら
こ
の

画
題
に
注
目
さ
れ
て
い
た
。
土
居
氏
の
見
解
は
こ
う
で
あ
る
。

「
春
水
面
に
現
わ
れ
た
魚
の
姿
に
よ
っ
て
時
の
移
り
変
り
を
知

る
こ
と
の
意
味
と
な
る）

11
（

」。

漢
代
画
像
石
の
図
像
解
釈
は
ま
こ
と
に
も
っ
て
困
難
を
き
わ
め

（
一
〇
四
）　
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る
が
、
そ
こ
に
一
定
の
方
法
論
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
研

究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
最
低
条
件
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
意
味
で
い
え
ば
、「
時
の
移
り
変
り
を
知
る
」
と
い
う
の
は
、

確
固
と
し
た
立
脚
点
を
持
た
な
い
砂
上
の
楼
閣
と
な
る
。
し
か
し

中
国
の
研
究
者
た
ち
が
、
さ
ほ
ど
気
に
と
め
な
か
っ
た
漁
撈
活
動

に
着
目
し
て
い
る
点
、
そ
れ
か
ら
季
節
を
「
春
」
と
と
ら
え
て
い

る
点
は
、
慧
眼
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
。

さ
ら
に
土
居
氏
は
こ
う
し
た
解
釈
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、

『
左
伝
』
の
隠
公
元
年
に
ま
で
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
。
私

も
土
居
氏
の
作
業
過
程
に
な
ら
っ
て
『
左
伝
』
の
記
事
か
ら
考
察

を
は
じ
め
て
み
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。「
五

年
、
春
、
公
は
将
に
棠ト

ウ

に
如ゆ

き
、
魚さ
か
な者
を
観つ
ら
ぬか
ん
と
す
。
遂
に
往

き
、
魚
を
陳
ね
て
之
を
観
く
」。
つ
ま
り
春
秋
時
代
の
魯
の
国
に

は
、
春
に
君
主
が
自
ら
出
向
し
、
魚
を
射
止
め
る
儀
礼
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
春
」
と
あ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
史

料
が
証
明
す
る
。

○
古
は
大
寒
降
り
、
土
蟄
発う

ご

け
ば
、
水
虞
は
是
に
於
い
て
罛

を
講
え
、
名
魚
を
取
り
、
川
禽
を
登す
す

め
、
之
を
寝
廟
に
嘗す
す

む
。

 

（『
国
語
』
魯
語
・
上
）

○
春
は
王
鮪
を
献
ず
。 

（『
周
礼
』
天
官
、
䱷
人
）

　
「
献
」
と
は
廟
の
寝
に
獻
じ
る
な
り
。 

（『
同
』
疏
）

○
春
祭
を
挙
げ
、
久
禱
を
塞
（
＝
賽
）
し
、
魚
を
以
て
牲
と
為

す
。 

（『
管
子
』
禁
蔵
篇
）

つ
ま
り
、
春
に
魚
を
取
り
、
こ
れ
を
今
は
亡
き
父
母
の
廟
に
献

じ
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
自
然
な
慣
習
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
管
子
』
で
は
、
そ
こ
で
献
じ
ら
れ
た
魚
が
不
老
長
寿
の

妙
薬
と
な
る
と
い
う
観
念
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
観
念
の
前
提
に
は
、

○
春
三
月
に
当
た
り
、
室
に
萩ひ

を
たき
、
造か
ま
どを
墐か
わ

か
し
、
燧
を
鑽き

り

て
火
を
易か

え
、
井
を
杼く

み
て
水
を
易
う
る
は
、
以
て
玆
毒
を

去
る
所
な
り
。（『
管
子
』
禁
蔵
篇
）

と
あ
る
よ
う
に
、
春
は
四
季
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
、
万
物
を
更
新

す
る
時
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
い

て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
観
魚
臺
画
像
石
の
本
質
に
は
、
春
季
に
お
け
る
魚

類
の
捕
獲
に
よ
っ
て
、
今
は
亡
き
「
死
者
」
の
、
さ
ら
な
る
「
生

命
力
の
更
新
」
を
は
か
り
、
そ
う
し
た
行
為
を
通
じ
て
少
し
で
も

死
者
の
心
に
喜
び
を
与
え
よ
う
、
と
い
う
当
時
の
人
々
の
、
切
な

る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
の
背
後
に
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
死
者
に
対
す
る
極
度
の
恐
れ
で
あ
っ

た
。
小
南
一
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
画
像
石
墓
が
盛

（
一
〇
五
）　
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ん
に
造
営
さ
れ
た
後
漢
代
に
あ
っ
て
、
祖

先
の
霊
魂
は
、
適
切
な
祭
祀
を
継
続
的
に

続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
、
子
孫
に
大
き
な

災
厄
を
も
た
ら
す
恐
怖
の
対
象
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る）

12
（

。

し
か
し
「
死
者
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
配

慮
」、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
右
に

あ
げ
た
史
料
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

捕
獲
し
て
い
る
魚
は
す
べ
て
「
犠
牲
」、

つ
ま
り
生
者
と
死
者
の
間
を
取
り
持
つ
媒

介
物
で
あ
る
。
こ
の
点
を
忘
却
す
る
と
、

片
手
落
ち
と
の
批
判
は
さ
け
ら
れ
な
い
。

た
だ
、
そ
う
考
え
た
場
合
、
観
魚
臺
画
像

石
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
墓
主
人
が
登
場

し
て
い
る
点
が
不
可
解
で
あ
る
。
こ
れ
は

張
従
軍
氏
が
復
元
し
た
、
両
城
祠
堂
画
像

（
図
7
）
を
一
瞥
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
右
側
に
は
、
祭
祀
に
供
す
る
鳥
類
を

射
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
祠
堂
画
像
石
の
左
右
対
称
と
い
う
考

え
方
を
徹
底
す
れ
ば
、
左
側
に
は
魚
を
捕

（
一
〇
六
）　

図 6　『全集』2・91 頁、嘉祥県満硐郷宋山出土

図 7　張従軍『黄河下游的漢画像石芸術』（斉魯書社、刊行年ナシ）下、344 頁
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獲
す
る
風
景
だ
け
を
描
け
ば
よ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
、

今
は
亡
き
夫
婦
が
観
魚
臺
に
鎮
座
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
枚
の
画
像
石
に
重
層
的
な
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
場
合
の
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
も
や
は
り
、
土
居
氏
で
あ
っ
た）

13
（

。
こ
こ
で

土
居
説
を
援
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
画
像
石
に

は
、
死
者
の
健
康
を
願
う
と
い
っ
た
思
い
と
と
も
に
、「
魚
」
と

い
う
媒
介
物
の
助
け
を
か
り
て
、
画
面
に
登
場
す
る
夫
婦
が
は
じ

め
て
、
あ
の
世
に
落
ち
着
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
が
託

さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

山
東
の
画
像
石
に
お
い
て
、
魚
類
が
現
世
と
あ
の
世
を
つ
な
ぐ

媒
介
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
図
8
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

の
画
像
を
見
る
と
、
鋪
首
に
複
数
の
魚
が
つ
り
さ
げ
ら
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
鋪
首
と
は
日
本
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
カ
ン
ヌ

キ
」、
つ
ま
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
を
つ
な
ぐ
、
結
節
点
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
い
る
魚
に
も
、
同
様
の
効
能
が

期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
（
な
お
本
題

か
ら
は
逸
脱
す
る
が
、
二
つ
の
鋪
首
の
間
に
位
置
す
る
動
物
に
つ

い
て
も
、
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
利
用

し
た
画
像
石
集
で
は
、
こ
れ
を
「
ク
マ
」
に
見
た
て
て
い
る
。
現

時
点
で
は
、
最
も
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
何
故

こ
こ
に
「
ク
マ
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
器
、

（
一
〇
七
）　

図 8　『全集』2、31 頁、微山県両城鎮出土
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特
に
穀
物
蔵
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
の
建
造
物
を
支

え
る
支
柱
が
、「
熊
脚
」
と
い
う
、
熊
の
形
を
あ
し
ら
っ
た

も
の
が
一
般
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
理
解
に
不

足
は
な
い
。「
ク
マ
」
も
や
は
り
、
あ
の
世
に
生
息
す
る
代

表
的
な
動
物
で
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
の
画
像
石
の
添
景
と
し

て
彫
琢
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
陝
北
画
像
石
と
山
東
画
像

石
に
顕
現
す
る
民
俗
的
思
考
の
相
似
点
は
、
も
は
や
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
両
者
と
も
に
、
死
者
が
あ
の
世
に
旅
立

つ
に
あ
た
っ
て
は
、
犠
牲
の
助
け
を
か
り
る
こ
と
が
必
須
の

条
件
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
、
そ
こ
に
は
看
取
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
れ
ば
、
こ
の

世
と
あ
の
世
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
が
故
に

媒
介
物
の
助
け
が
必
要
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
コ
マ
を
進

め
て
も
良
い
と
思
う
。
こ
れ
を
陝
北
地
方
と
山
東
地
方
に
共

通
し
た
、
特
殊
な
思
考
様
式
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
が
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
は
確
証
を
あ
げ
え
な
い
が
、
こ
う

し
た
画
像
石
が
生
産
さ
れ
て
い
た
地
域
で
は
、
実
際
に
牛
や

鶏
、
あ
る
い
は
魚
を
、
葬
礼
に
あ
た
っ
て
供
物
と
し
て
提
供

し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
わ
ず
か

一
例
の
み
で
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
が
、
魚
類
が
死
者
へ
の

（
一
〇
八
）　

図 9　『全集』2、141 頁、棗荘市臺児荘区邳荘郷邳荘村出土
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供
物
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
た
画
像
石
が
山
東
に
は
存
在

す
る
（
図
9
）。
こ
れ
で
読
者
諸
兄
の
納
得
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸

甚
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
媒
介
物
の
必
要
性
」
と
い
う
意
識
は
ど
ち

ら
か
ら
ど
ち
ら
に
伝
播
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
私

た
ち
は
こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
、
決
定
的
な
決
め
手
に

欠
い
て
い
る
。
し
か
し
陝
北
・
山
東
画
像
石
の
類
似
点
を
指
摘
し

た
菅
野
氏
は
、
後
者
か
ら
前
者
へ
の
流
れ
を
推
測
し
て
い
る）

14
（

。
畏

友
谷
野
典
之
氏
も
、
か
つ
て
画
像
石
を
論
じ
な
が
ら
話
題
が
こ
の

方
面
に
お
よ
ん
だ
時
、
菅
野
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。
私

が
い
ぶ
か
っ
て
、
谷
野
氏
に
そ
の
根
拠
の
明
示
を
求
め
る
と
、
回

答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
山
東
画
像
石
に
は
、
初
発
の
段
階
か
ら
、
完
成
期
に
い
た
る

ま
で
、
い
く
つ
か
の
段
階
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陝
北

画
像
石
は
、
こ
と
の
始
ま
り
か
ら
高
度
な
完
成
度
を
示
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
の
階
梯
を
経
て
き
た
山
東
地
域
の
画
像
石
が
、
あ
る
段

階
に
陝
北
画
像
石
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
」。い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
段
階
で
確
実
な
答

え
を
提
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き

た
い
。

し
か
し
陝
北
・
山
東
画
像
石
の
底
流
に
流
れ
る
共
通
点
が
、

「
犠
牲
を
中
心
と
し
た
、
何
ら
か
の
媒
介
物
の
助
け
を
か
り
る
こ

と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
死
者
の
す
む
楽
園
へ
の
到
達
が
可
能
に
な

る
」
と
い
う
思
考
様
式
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
仮
定
し
て
み
る
な

ら
ば
、
新
た
な
画
像
解
釈
が
可
能
に
な
る
山
東
画
像
石
が
、
い
く

つ
か
追
加
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
・
二
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
図
10
の
画
像
石
な
ど
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
始
皇
帝
が
泗
水
に
お
い
て
周
の
宗
教
的
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
鼎

を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
、
結
局
は
失
敗
し
た
故
事
を
骨
格
と
し
て

い
る
。
普
通
な
ら
、
鑑
賞
者
の
目
線
は
そ
れ
よ
り
先
ま
で
到
達
し

な
い
は
ず
で
あ
る
。
が
、
今
は
違
う
。
橋
の
下
に
五
匹
の
魚
が
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
が
川
面
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、
画
面
右
上
に
鳥
を
射
る
人

物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は

鼎
を
引
き
上
げ
る
画
像
と
二
重
写
し
の
形
で
、
魚
と
鳥
と
い
う
先

祖
に
さ
さ
げ
る
供
物
を
捕
獲
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
は
パ
ズ
ル
型
に
組
ま
れ
た
左
上
の

高
層
建
築
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
被
葬
者
が
、
子
孫
の
拝
礼
を
受
け

て
い
る
。
こ
こ
は
、
観
魚
臺
な
ら
ぬ
観
鳥
臺
と
で
も
称
す
べ
き
建

物
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
来
て
ま
で
子
孫
は
亡
父
に
頭
を
さ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
思
う
と
、
残
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
悲

（
一
〇
九
）　
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壮
な
思
い
が
、
か
え
っ
て
何
か
滑
稽
な

戯
画
に
す
ら
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

さ
て
、
こ
れ
は
本
稿
の
主
題
で
は
な

い
の
で
、
今
回
は
簡
略
な
言
及
の
み
に

と
ど
め
て
お
く
が
、
図
10
に
は
画
像
石

作
画
術
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
で

は
、
そ
れ
は
一
体
何
か
？　

本
図
の
核

心
は
魚
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
魚

│

川
」
と
い
う
連
想
が
換
起
さ
れ
、
泗
水

昇
鼎
伝
説
が
描
か
れ
る
。
ま
た
魚
は
同

時
に
「
魚

│
供
物
」
と
い
う
観
念
を

も
含
有
す
る
た
め
、
始
皇
帝
の
伝
説
故

事
と
同
一
画
面
に
「
観
魚
臺
」（「
観
鳥

臺
」
で
も
可
）
が
刻
ま
れ
る
。
一
枚
の

画
像
石
に
複
数
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す

る
の
は
、
こ
の
様
な
一
種
「
観
念
複

合
」
と
で
も
称
す
べ
き
存
在
が
そ
の
根

底
に
あ
り
、
私
達
の
画
像
解
釈
を
、
よ

り
正
確
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
あ
げ
て

ゆ
く
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
中
国
古
代

人
の
脳
内
回
路
を
的
確
に
把
握
す
る
努

（
一
一
〇
）　

図 10　『全集』2、130 頁、嘉祥県城東北五老窪出土
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一
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一

力
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
挙
げ
た
い
の
が
、
張
従
軍
氏
が
祠
堂
画
像
石
と
推

測
し
た
画
像
（
図
7
）
の
う
ち
、
右
側
の
も
の
で
あ
る
。
樹
木
が

こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
で
あ
る
こ
と
は
、
佐
原
康
夫
氏
に
よ
っ

て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た）

16
（

。
氏
が
い
う
よ
う
に
、
境
界
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
墓
所
に
む
か
う
車
馬
行
列
に
使
用
さ
れ
た
馬
は
樹
木

の
右
側
に
、
し
か
と
繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
。
馬
の
所
在
は
現
世
。

そ
れ
に
対
し
て
樹
木
の
左
側
は
来
世
。
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
が
馬

と
対
照
し
て
描
か
れ
た

羊
で
あ
る
。
羊
は
言
う

ま
で
も
な
く
三
牢
の
一

つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
羊

は
犠
牲
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

あ
の
世
の
側
に
配
置
さ

れ
、
死
者
の
つ
つ
が
な

い
到
着
の
お
手
伝
い
を

す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
が
、
樹
木
の
根
も
と

が
二
股
に
な
っ
て
い
る
、

そ
の
真
ん
中
の
空
間
に

鎮
座
し
て
い
る
人
物
で

あ
る
。
こ
の
人
物
は
現

世
と
来
世
の
中
間
に
位

（
一
一
一
）　

図 11　『全集』1、134 頁、沂南県北寨村出土



一
一
二

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

置
し
て
お
り
、
境
界
を
守
護
す
る
神
、

さ
し
ず
め
日
本
で
い
え
ば
サ
エ
ノ
カ
ミ

の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
？　

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
神
様
の

鎮
座
す
る
地
点
を
通
過
し
て
は
じ
め
て
、

死
者
は
あ
の
世
で
の
安
息
を
得
る
、
と

考
え
る
地
域
が
山
東
に
は
あ
っ
た
と
推

測
し
て
も
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
な
解

釈
と
は
言
え
ま
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
一
つ
、
や
や
大
胆
な

仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。
山
東
画
像

石
に
は
、
伏
羲
・
女
堝
の
図
像
が
頻
出

す
る
が
、
そ
の
二
人
を
両
手
で
抱
き
か

か
え
て
い
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
場

合
が
数
例
あ
る
（
図
11
）。
こ
の
人
物

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
史
上
、

「
第
三
者
」「
媒
人
」
な
ど
と
書
き
散
ら

さ
れ
る
だ
け
で
、
要
は
そ
の
正
体
は
わ

か
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
第
三

者
」
は
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
具
体
的
に

何
か
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

（
一
一
二
）　

図 12　『全集』2、173 頁、滕州市官橋鎮後掌大出土
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る
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一
一
三

さ
ら
に
「
媒
人
」
は
、
伏
羲
・
女
堝
の
婚
姻
を
前
提
と
し
て
い
る

が
、
両
者
の
結
婚
を
説
く
史
料
は
唐
代
ま
で
く
だ
ら
な
け
れ
ば
、

登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る）

17
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
小
南
氏
が
説
く
よ
う
に
伏
羲
・
女
媧
が
、

死
者
を
現
世
か
ら
来
世
へ
と
運
搬
す
る
職
能
を
有
し
て
い
た
と
す

れ
ば）

18
（

、
二
人
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
人
物
は
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
で
は

な
か
っ
た
か
？

い
さ
さ
か
大
胆
な
仮
説
で
あ
る
が
、
私
が
研
究
者
の
ハ
シ
ク
レ

で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
証
拠
が
皆
無
で
あ
る
、
と
い
う

わ
け
で
は
無
論
な
い
。
た
と
え
ば
図
12
の
山
東
画
像
石
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
も
伏
羲
・
女
媧
は
そ
の
尾
っ
ぽ
を
絡
み
つ

か
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
に
存
在
す
る
の
は
、
巨
大
な
鋪
首
で

あ
る
。
鋪
首
が
媒
介
項
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ

る
。
つ
ま
り
鋪
首
を
擬
人
化
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
今
ま
で
「
第
三

者
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
人
物
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
も

う
一
例
、
こ
れ
も
山
東
画
像
石
か
ら
興
味
深
い
画
像
を
挙
げ
て
お

こ
う
（
図
13
）。
こ
こ
で
は
伏
羲
・
女
媧
の
も
つ
れ
た
尾
っ
ぽ
の

真
ん
中
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
二
匹
の
魚
で
あ
る
。
つ
ま
り
先

程
の
画
像
で
、
鋪
首
の
あ
っ
た
場
所
が
魚
類
に
よ
っ
て
置
換
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
か
ら
ず
も
、「
鋪
首
＝
魚
＝
媒

（
一
一
三
）　

図 13　『全集』3、202 頁、新秦市西柳村出土
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介
物
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も

の
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。そ

し
て
た
し
か
に
魚
は
死
者
を
あ

の
世
へ
と
運
ん
で
ゆ
く
動
物
で
あ
っ

た
。
図
版
が
不
鮮
明
な
の
が
若
干
気

に
な
る
が
、
図
14
を
み
る
と
、
二
人

の
人
物
が
、
馬
車
な
ら
ぬ
「
魚
車
」

に
よ
っ
て
来
世
へ
と
運
ば
れ
て
ゆ
く

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
は
決
定

的
で
あ
る
。

つ
ま
り
陝
西
・
山
東
に
お
け
る
共

通
の
死
霊
観
念
と
い
う
の
は
、
牛
・

鶏
・
魚
と
い
っ
た
犠
牲
獣
が
、
死
者

の
旅
路
の
大
い
な
る
助
力
者
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
の
一
点
に
つ
き
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
象
を
、
よ
り
大
き
な

視
野
の
中
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
中
国
古
代
に
生
き

た
人
々
は
、「
境
界
」
の
概
念
に
極

（
一
一
四
）　

図 14　 『全集』2、69 頁、鄒城市北宿鎮南落陵村出土。なお「魚車」の例は、南陽画像
石にも見える。たとえば『南洋漢代画像石』（南陽漢代画像石編輯委員会編、
文物出版社、1985 年の図 34）を参照されたい。私は南陽画像石を精査したわ
けではないが、南陽画像石において魚の占める地位は、山東のそれと比較して
みると、いちじるしく低い。
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一
一
五

め
て
敏
感
で
あ
っ
た）
19
（

。
そ
れ
は
五
服
の
制

な
ど
を
一
瞥
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ

う
。そ

し
て
幸
か
不
幸
か
、
当
時
の
人
々
は
、

こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
に
も
、
境
界
線
を

引
い
て
し
ま
っ
た
。
否
、
先
述
し
た
死
者

へ
の
恐
怖
感
を
想
起
す
れ
ば
、
一
線
を
引

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
佐
竹
靖
彦
氏
が
鎮
墓
文
を
分
析
の
対
象

と
し
な
が
ら
、「
墓
主
が
負
っ
た
死
の
罪

科
が
家
族
に
影
響
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と

こ
そ
が
、
鎮
墓
文
の
重
要
な
目
的
で
あ
る

こ
と
を
思
わ
せ
る
。（
中
略
）
死
生
處
を

0

0

0

0

異
に
す
る
存
在

0

0

0

0

0

0

は
お
互
い
に
妨
げ
て
は
い

け
な
い
と
言
う
の
が
、
実
は
鎮
墓
文
の
今

一
つ
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
」（
傍
点

桐
本
）
と
の
主
張
を
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
相
通
じ
る）

20
（

。
両
親
が
死
去
し
た
直
後
、

あ
る
い
は
毎
年
行
わ
れ
る
先
祖
へ
の
祭
り

の
た
び
に
、
死
者
が
い
か
に
し
て
生
者
の

世
界
と
死
者
の
世
界
の
間
に
横
た
わ
る
境

（
一
一
五
）　

図 15　『全集』7、76 ～ 77 頁、簡陽董家埂郷深洞村鬼頭崖墓出土

図 16　『全集』7、106 ～ 07 頁、南溪城郊長順坡出土
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界
を
通
過
す
る
か
が
、
残
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
至
急
の
用
件
に

な
る
の
は
、
一
種
の
必
然
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
陝
北
・
山
東
画
像
石
を
対
象
に

し
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
他
の
画
像
石
分
布
地
域
で
は
、

こ
の
問
題
は
い
か
に
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
四

川
省
を
例
に
と
り
、
ご
く
ご
く
初
歩
的
な
吟
味
を
し
て
み
よ
う
。

四
川
省
の
事
例
は
陝
北
・
山
東
と
き
わ
だ
っ
て
異
な
る
様
相
を
呈

し
て
お
り
、
要
す
る
に
「
天
門
」
を
通
過
し
さ
え
す
れ
ば
、
死
者

は
冥
界
に
到
達
で
き
た
（
図
15
）。
天
門
が
天
と
地
と
を
つ
な
ぐ

通
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
、
つ
と
に
土
居
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
図
15
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
天

門
に
、
ち
ょ
う
ど
身
体
を
門
の
右
側
半
分
に
よ
り
か
か
ら
せ
る
よ

う
な
姿
態
で
、
一
人
の
女
性
が
た
た
ず
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
画
像
の
持
つ
意
味
を
、
一
層
明
瞭
な
形
で
表
現
し
た
も
の
が

図
16
で
あ
る
。
左
側
半
分
は
、
お
な
じ
み
の
龍
虎
座
に
鎮
座
す
る

西
王
母
の
世
界
、
す
な
わ
ち
死
者
が
登
仙
す
る
あ
の
世
を
表
現
し

て
い
る
。
そ
こ
で
右
半
分
の
情
景
に
目
を
こ
ら
し
て
み
よ
う
。
そ

こ
に
は
五
人
の
人
物
と
シ
カ
、
ト
リ
が
い
る
。
右
端
の
四
人
は
、

子
供
の
侍
者
と
二
人
の
男
女
で
あ
る
。
こ
の
男
女
が
、
冥
界
に

や
っ
て
来
た
死
者
夫
婦
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の

中
で
は
一
番
左
に
位
置
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
節
を
所
持
し

図 17　『全集』7、72 頁、蘆山沫東郷石羊村出土
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一
一
七
（
一
一
七
）　

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
冥
界
＝
天
界
へ
の
使
者
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
使
者
の
す
ぐ
真
左
に
「
天
門
」
が

あ
り
、
そ
こ
に
女
性
が
起
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
図

録
を
コ
ピ
ー
し
た
際
に
彼
女
の
半
身
が
、
い
か
に
工
夫
し
て
も
断

裁
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
何
と
ぞ
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
）。

つ
ま
り
陝
北
・
山
東
で
犠
牲
獣
が
果
た
し
て
い
た
「
媒
介
者
」

の
役
割
を
四
川
で
は
、
一
人
の
女
性
が
代
わ
り
に
務
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
四
川
に
は
、
画
像
石
の
研
究
者
に
よ
っ
て
「
半
開
き
の

扉
」
と
命
名
さ
れ
た
画
像
石
が）

（（
（

複
数
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
一
例

の
み
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
く
が
（
図
17
）
そ
こ
に
刻
ま
れ
た

女
性
こ
そ
、「
媒
介
者
」
そ
の
人
な
の
で
あ
る
（
な
お
画
像
石
研

究
者
な
ら
誰
で
も
周
知
の
ご
と
く
、「
半
開
き
の
扉
」
を
題
材
に

し
た
画
像
石
の
分
布
は
、
四
川
が
稠
密
と
は
い
え
、
四
川
の
み
に

と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
山
東
の
画
像
石
に
も
、

「
半
開
き
の
扉
」
は
登
場
す
る
。
こ
の
点
が
拙
稿
の
弱
点
で
も
あ

る
こ
と
を
告
白
し
て
お
く
）。

そ
れ
で
は
、
こ
の
女
性
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
れ
ば

良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
の
が
、
森
雅
子
氏
の
「
執
り
成
し
の
女
神
：
天
界
へ

の
道
に
関
す
る
一
考
察
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
内

容
は
題
名
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
あ
る
人
物
が
地
上
か
ら
天
界
へ
と

飛
翔
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
執
り
成
し
（
媒
介
）
し
て
く
れ
る

女
神
が
、
中
国
古
代
社
会
に
は
存
在
す
る
と
い
う
仮
説
を
提
起
し

た
も
の
で
あ
る）

23
（

。
今
の
と
こ
ろ
半
開
き
の
扉
に
た
た
ず
む
女
性
は
、

森
論
文
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
し
て
お
く
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

画
像
石
の
分
布
地
は
広
範
な
地
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
今
回
は

そ
の
中
で
、
限
ら
れ
た
地
方
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
地
域
ご
と
に
、
死
者
の
「
あ
の
世
へ
の
行

き
方
」
を
俎
上
に
の
ぼ
せ
る
だ
け
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
画
像
石
の
屹
立
す
る
地
域
と
時
代
は
あ

ま
り
に
広
く
、
か
つ
悠
久
で
あ
り
、
拙
稿
の
よ
う
な
、
ひ
ど
く
拙

劣
か
つ
短
い
文
章
で
、
そ
の
深
奥
に
ど
こ
ま
で
肉
薄
で
き
た
か
は
、

極
め
て
疑
問
で
あ
る
。
陝
北
・
山
東
・
四
川
と
並
ん
で
、
画
像
石

最
大
の
産
地
で
あ
る
南
陽
を
と
り
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
も
心
残

り
と
し
か
表
現
の
仕
様
が
な
い
。
ま
た
後
半
部
分
の
尻
す
ぼ
み
ぶ

り
は
、
執
筆
し
て
い
て
思
わ
ず
赤
面
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
ひ
と
え
に
私
の
勉
強
が
足
り
な
い
せ
い
で
あ
る
。
次
稿
に
期
し

た
い
。

註（1
）　
『
漢
代
画
像
石
綜
合
研
究
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
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学
部
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一
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第
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分
冊
）

（
一
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八
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五
三
頁

（
2
）　
『
中
国
漢
代
墓
葬
装
飾
の
地
域
的
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一

二
年
）
六
九
頁

（
3
）　
「
牛
頭
西
王
母
形
象
解
説
」（『
民
族
芸
術
』
二
〇
〇
八
年
、
第

三
期
）

（
4
）　

河
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
四
〜
三
八
頁

（
5
）　
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
二
七
〇
頁

（
6
）　
『
前
掲
書
』
前
篇
・
第
二
章

（
7
）　
『
前
掲
書
』
二
七
〇
頁

（
8
）　
「
古
代
に
お
け
る
導
犬
の
観
念
に
つ
い
て
」（『
東
京
学
芸
大
学

紀
要
』
第
二
部
門
・
人
文
科
学
、
第
三
○
集
、
一
九
七
九
年
）

（
9
）　
『
前
掲
書
』
一
〇
一
頁
。
な
お
「
観
魚
臺
」
画
像
石
に
つ
い
て

は
、
楊
絮
飛
『
中
国
漢
画
図
像
経
典
賞
析
』（
河
南
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
）
二
六
一
〜
六
二
頁
に
、
一
通
り
の
集
成
が
な
さ
れ

て
い
る
。

（
10
）　

李
錦
山
『
魯
南
漢
画
像
石
研
究
』（
知
識
産
権
出
版
社
、
二
〇

〇
八
年
）
一
〇
三
〜
〇
七
頁

（
11
）　
『
古
代
中
国
の
画
像
石
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
）
一
八
〇
頁

（
12
）　
「
漢
代
の
祖
霊
観
念
」（『
東
方
学
報
』
六
六
冊
、
一
九
九
四
年
）

（
13
）　
『
前
掲
書
』
の
全
体
に
お
け
る
土
居
氏
の
執
筆
の
ス
タ
ン
ス

（
14
）　
『
前
掲
書
』
七
六
頁

（
15
）　
『
黄
河
下
游
的
漢
画
像
石
芸
術
』（
斉
魯
書
社
、
刊
行
年
の
記
載

な
し
）
三
四
四
頁

（
16
）　
「
漢
代
祠
堂
画
像
考
」（『
東
方
学
報
』
六
三
冊
、
一
九
九
一

年
）
二
五
頁

（
17
）　

谷
野
典
之
「
女
媧
・
伏
羲
神
話
系
統
考
」（『
東
方
学
』
第
五
九

輯
、
一
九
八
〇
年
）

（
18
）　
「
中
国
西
部
地
域
に
お
け
る
伏
羲
・
女
媧
図
像
」（
上
）（『
龍
谷

大
学
論
集
』
第
四
七
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
頁

（
19
）　

古
代
中
国
人
の
「
境
界
」
に
対
す
る
敏
感
な
反
応
に
つ
い
て
は
、

書
物
と
し
て
相
田
洋
『
異
人
と
市

│
境
界
の
中
国
古
代
史
』（
研

文
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
論
文
レ
ベ
ル
で
は
斎
藤
道
子
「
春
秋
時

代
の
「
国
」

│
「
国
」
空
間
の
性
質
と
そ
の
範
囲
」（『
東
海
大

学
紀
要
・
文
学
部
』
第
七
一
輯
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
こ
れ
に

言
及
し
て
い
る
。

（
20
）　
「
漢
代
の
墳
墓
祭
祀
画
像
に
お
け
る
亭
門
、
亭
闕
と
車
馬
行

列
」（『
人
文
学
報
』
第
三
二
五
号
、
二
○
○
二
年
）
九
四
頁

（
21
）　
『
前
掲
書
』
四
五
頁

（
22
）　

例
え
ば
土
居
淑
子
「
古
代
中
国
の
半
開
の
扉
」（『
古
代
中
国
考

古
・
文
化
論
叢
』
言
叢
社
、
一
九
九
五
年
）、
小
南
一
郎
「
半
開
き

の
扉
の
彼
方
に

│
霊
魂
の
ゆ
く
え
」（『
国
学
院
中
国
学
会
報
』

第
五
十
五
輯
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど

（
23
）　
『
神
女
列
伝　

比
較
神
話
学
試
論
2
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
三
年
）
所
収


