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ウ
ォ
ル
シ
ュ
著
『
清
国
作
法
指
南
』
に
み
え
る
宴
会
儀
礼
を
巡
っ
て

西

澤

治

彦

1
　
は
じ
め
に

　

長
年
来
、
筆
者
は
中
国
人
の
宴
会
儀
礼
に
関
心
を
持
ち
、
修
士
論
文
、
お
よ
び
博
士
論
文
の
中
で
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て

き
た
。
博
士
論
文
を
リ
バ
イ
ズ
し
て
刊
行
し
た
『
中
国
食
事
文
化
の
研
究
─
食
を
め
ぐ
る
家
族
と
社
会
の
歴
史
人
類
学
』（
二
〇
〇
九
）

年
の
中
で
も
、
博
論
執
筆
後
に
入
手
し
た
新
た
な
資
料
を
加
え
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
た
。

　

博
論
の
刊
行
後
、
Ｗ
．Ｇ
．ウ
ォ
ル
シ
ュ
著　

田
口
一
郎
訳　

二
〇
一
〇
『
清
国
作
法
指
南　

外
国
人
の
た
め
の
中
国
生
活
案
内
』
と

い
う
著
作
の
存
在
を
知
っ
た（

１
）。

本
書
の
原
題
はW

ays that are D
ark: Som

e Chapters on Chinese E
tiquette and Social 

Procedure

で
、
一
九
〇
七
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
英
国
教
会
伝
道
教
会
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（Church M
issionary Society

）
か
ら
清
末
の
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
で
、
邦
訳
書
の
解
題
に
よ
る
と
、
彼
は
一

八
九
五
年
頃
に
紹
興
に
派
遣
さ
れ
、
一
時
帰
国
し
た
後
、
一
八
九
九
年
に
妻
子
を
連
れ
て
上
海
に
戻
り
、
西
洋
文
献
の
漢
訳
に
従
事
、

一
九
〇
六
年
頃
に
帰
国
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
一
〇
年
に
及
ぶ
中
国
で
の
滞
在
経
験
は
紹
興
と
上
海
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

  

本
書
は
、
中
部
中
国
宣
教
師
協
会
（M

id-China Church M
issionary Conference

）
の
求
め
に
応
じ
て
、
新
任
宣
教
師
の
た
め

の
手
引
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
手
引
き
だ
け
に
、
扱
っ
て
い
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
即
ち
、
適
切
な
服
装
や
振
る
舞

い
、
役
人
や
名
士
へ
の
訪
問
の
仕
方
、
慶
事
や
忌
中
の
訪
問
、
外
国
人
女
性
の
地
方
訪
問
、
漢
語
教
師
や
使
用
人
へ
の
接
し
方
、
宴
会

の
作
法
、
結
婚
披
露
宴
、
誕
生
祝
い
、
土
地
の
購
入
や
家
の
賃
貸
、
礼
拝
堂
の
設
立
、
財
産
の
譲
渡
、
心
付
け
と
寄
付
、
泥
棒
や
火
事

へ
の
対
応
、
宗
教
上
の
脅
迫
へ
の
対
応
、
民
族
衣
装
を
着
る
べ
き
か
、
吉
日
と
凶
日
、
葬
式
の
習
慣
、
諸
条
約
と
キ
リ
ス
ト
教
、
な
ど

と
な
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
章
も
非
常
に
興
味
深
い
が
、
宴
会
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
中
国
人
の
宴
会
を
よ
く
理

解
し
て
お
り
、
主
人
・
主
客
・
陪
客
ら
の
関
係
も
き
ち
ん
と
把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
取
る
べ
き
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
全
体

と
し
て
は
、
当
時
、
全
国
で
行
わ
れ
た
宴
会
儀
礼
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
散
見
さ
れ
る
偏
差
は
、
江
南
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
一
つ
と
し
て
、
貴
重
な
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
し
博
論
執
筆
時
に
本
書
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
ら
、
間
違
い
な
く
、
資
料
と
し
て
引
用
し
た
で
あ
ろ
う
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
刊
行
し
た
博
論
の
「
補
遺
」
と
い
う
つ
も
り
で
、
本
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
宴
会
儀
礼
に
つ
い
て
、
詳
し
く
検
証
し
、
そ
の

意
味
す
る
も
の
を
論
じ
て
み
た
い
。
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2
　『
清
国
作
法
指
南
』
に
み
え
る
宴
会
儀
礼

　

以
下
、『
清
国
作
法
指
南
』
の
第
一
三
章
「
中
国
の
宴
会
」（
原
文
はA

 Chinese D
inner Party

）
に
み
え
る
、
宴
会
儀
礼
の
手

順
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
整
理
し
て
お
く
。
番
号
と
見
出
し
は
筆
者
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、「
主
賓
」
を
「
主
客
」
で
統
一

す
る
な
ど
、
多
少
、
文
章
を
変
え
て
い
る
。（　

）
は
原
文
の
ま
ま
か
、
そ
の
邦
訳
、〔　

〕
は
訳
者
に
よ
る
注
、［　

］
内
は
引
用
者

に
よ
る
注
。

（
1
）　

招
待
状
に
つ
い
て

　

招
待
状
（
請
帖
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
二
、
三
日
前
に
出
さ
れ
る
が
、
当
日
の
朝
に
届
け
る
こ
と
も
あ
る
。
招
待
カ
ー
ド
の
大
き
さ
は

八
×
五
イ
ン
チ
〔
二
〇
×
一
三
セ
ン
チ
〕
で
、
紅
い
一
枚
の
紙
で
あ
る
。
一
部
の
地
域
で
は
、
縦
に
紅
い
色
が
入
っ
た
、
も
う
少
し
小

さ
い
白
い
紙
を
使
う
。

　

カ
ー
ド
に
は
、
右
側
に
「
宴
会
の
日
時
」
と
「
酒
杯
を
清
め
ま
す
」〔
潔
樽
〕
の
二
文
字
が
書
か
れ
、
中
央
上
端
に
は
「
候
光
」
あ

る
い
は
「
候
教
」（
ご
光
臨
、
ご
教
示
を
お
待
ち
し
て
い
る
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
左
手
に
は
、「
主
人
の
名
前
」
が
書
か
れ
、
そ
の
下

に
「
拝
訂
」（
ご
考
慮
た
ま
わ
り
ま
す
よ
う
、
ご
都
合
よ
ろ
し
け
れ
ば
）
と
書
か
れ
、
同
じ
く
左
側
の
少
し
上
に
、「
宴
会
の
住
所
」

と
、「
平
服
で
き
て
い
た
だ
く
よ
う
」〔
便
章
〕「
敬
意
を
込
め
た
懇
願
」〔
敬
祈
〕
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

祝
宴
の
二
、
三
日
前
に
招
待
状
を
受
け
取
っ
た
ら
、

①
承
知
し
た
旨
を
口
頭
で
使
者
に
伝
え
る
。
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②
丁
寧
に
す
る
な
ら
、
あ
り
が
た
く
応
じ
る
と
、
カ
ー
ド
に
書
く
。

③
辞
退
す
る
な
ら
、
別
の
カ
ー
ド
（
璧
帖
）
に
「
敬
謝
頓
首
」（
謹
ん
で
ご
辞
退
も
う
し
あ
げ
る
、
返
礼
ま
で
）
あ
る
い
は
、「
心
領

謝
」（
お
気
持
ち
だ
け
受
け
取
り
ま
す
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
）
と
書
い
て
、
送
ら
れ
た
招
待
状
と
と
も
に
、
封
筒
に
入
れ
る
。

　

多
く
の
客
が
招
か
れ
る
場
合
、
回
状
（「
知
単
」）
が
、
招
待
状
を
届
け
た
翌
日
、
即
ち
行
事
の
前
日
に
、
回
さ
れ
る
。「
知
単
」
に

対
す
る
返
事
は
、
主
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
書
き
方
が
変
わ
る
。

　
　

主
人
と
親
し
い
場
合　
「
知
、
到
」（
承
知
し
た
、
伺
い
ま
す
）

　
　

目
上
、
あ
ま
り
親
し
く
な
い
場
合　
「
敬
陪
」（
謹
ん
で
陪
席
し
ま
す
）

　
　

出
席
で
き
る
か
否
か
分
ら
な
い
場
合　
「
知
」（
承
知
し
ま
し
た
）

　
　

出
席
で
き
な
い
場
合　
「
敬
謝
」（
謹
ん
で
感
謝
し
ま
す
）
辞
退
に
相
当
す
る

　

相
手
が
同
輩
、
親
し
い
友
人
な
ら
、
招
待
状
は
客
が
も
っ
て
い
る
。
親
し
く
な
け
れ
ば
、
招
待
状
は
宴
会
に
持
っ
て
行
き
、
お
辞
儀

を
し
な
が
ら
恭
し
く
主
人
に
返
却
す
る
。

　

欠
席
の
場
合
、
正
式
に
返
却
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
カ
ー
ド
は
後
で
「
知
単
」
を
持
っ
て
き
た
使
者
に
託
す
。
白
い
紙
の
招
待
状
の

場
合
は
、
送
り
返
さ
な
く
て
い
い
。

　

当
日
、
招
待
状
が
届
い
た
な
ら
、
出
席
す
る
な
ら
、
口
頭
で
返
事
し
て
も
い
い
。
出
席
で
き
な
い
な
ら
、「
辞
謝
」（
感
謝
を
も
っ
て

辞
退
）
を
書
い
た
カ
ー
ド
を
使
者
に
渡
す
。
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主
人
が
、
ど
う
し
て
も
来
て
欲
し
い
人
に
は
「
速
駕
」（
急
い
で
馬
車
に
乗
ら
れ
た
し
）
と
書
い
た
紅
い
カ
ー
ド
を
送
る
こ
と
も
あ

る
。

（
2
）　

当
日
の
出
迎
え

　

主
人
は
客
と
「
花
庁
」（
応
接
間
）
で
面
会
し
、
互
い
に
挨
拶
を
の
べ
、
お
辞
儀
（「
揖
」）
を
す
る
。
客
ら
は
座
っ
て
、
他
の
客
が

来
る
の
を
待
つ
が
、
宴
会
に
は
、
時
間
よ
り
も
や
や
早
め
に
い
く
の
が
礼
儀
で
あ
る
。
最
初
に
来
た
客
は
上
座
に
案
内
さ
れ
る
が
、
よ

り
上
位
の
客
が
後
か
ら
き
た
ら
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
席
に
移
動
し
、
主
客
が
席
に
つ
く
ま
で
、
そ
の
前
で
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
し
主
客
が
最
初
に
や
っ
て
き
た
ら
、
主
客
は
上
座
を
後
か
ら
や
っ
て
く
る
人
の
た
め
に
辞
退
す
る
仕
草
を
し
、
結
局
は
し
ぶ
し
ぶ

と
そ
の
席
に
着
く
。
新
た
に
客
が
到
着
し
た
と
き
は
、［
主
客
も
含
め
］
他
の
客
全
員
が
す
ぐ
に
立
ち
上
が
り
、
挨
拶
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

主
人
が
来
客
ら
に
「
請
寛
衣
」（
ど
う
ぞ
礼
服
を
お
緩
め
く
だ
さ
い
）
と
勧
め
る
こ
と
も
あ
る
。
言
わ
れ
た
客
は
「
尊
命
成
肆
」（
ご

命
に
従
い
楽
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
）
と
言
っ
て
そ
れ
に
従
っ
て
も
い
い
が
、
高
い
地
位
の
名
士
が
居
合
わ
せ
た
場
合
は
、
そ
の
限
り
で

は
な
い
。

（
3
）　

着
席
の
儀
礼

　

客
が
全
員
到
着
す
る
と
［
即
ち
「
花
庁
」
に
全
員
が
着
席
す
る
と
］、
主
人
は
［
食
堂
に
移
動
し
て
］
各
自
の
席
に
着
く
よ
う
に
勧

め
る
。
一
同
は
主
人
に
「
懇
願
」
さ
れ
、
形
式
張
ら
ず
に
、
と
強
く
言
わ
れ
る
ま
で
、［
食
堂
で
も
形
式
的
に
］
席
を
譲
り
合
う
。

　

主
客
は
、
最
後
に
は
し
か
る
べ
き
席
に
座
り
、
他
の
客
に
「
占
坐
、
恕
放
肆
」（
私
が
上
座
を
奪
っ
て
し
ま
い
、
失
礼
を
お
許
し
く
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だ
さ
い
）
と
言
う
。
こ
の
流
れ
で
、
主
客
が
し
つ
こ
く
上
座
を
辞
退
す
る
の
は
厚
か
ま
し
す
ぎ
る
の
と
同
じ
で
、
主
人
に
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
に
な
る
。

　

特
に
重
要
な
場
面
で
、
長
々
と
し
た
席
の
譲
り
合
い
が
起
き
な
い
よ
う
、
主
人
が
酒
杯
を
持
っ
て
一
人
一
人
席
を
指
定
す
る
こ
と
が

あ
る
。

　

主
人
が
主
客
席
の
前
に
立
ち
、
酒
瓶
を
手
に
上
げ
、「
某
某
兄
」
と
大
声
で
い
う
。
そ
し
て
酒
を
一
杯
酌
み
、
酒
瓶
を
置
き
な
が
ら
、

お
辞
儀
（「
揖
」）
を
す
る
。
言
わ
れ
た
客
は
同
様
の
仕
草
で
返
礼
し
、
や
む
を
得
ず
指
定
さ
れ
た
席
に
座
り
、
他
の
客
も
同
様
に
し
て

割
り
当
て
ら
れ
る
。
時
に
、
客
人
が
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
う
し
て
指
示
さ
れ
た
席
順
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
抵
抗
が
示
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
主
客
は
返
礼
と
し
て
、
主
人
の
杯
に
酒
を
注
ぎ
、
通
常
の
お
辞
儀
を
し
て
「
請
」
と
い
い
、
残
り
の
客
も
一
斉
に

お
辞
儀
を
す
る
こ
と
で
黙
諾
を
表
わ
し
、
主
人
は
「
不
敢
」（
な
り
ま
せ
ん
）
と
礼
儀
正
し
く
断
る
。

　

こ
う
し
た
準
備
期
間
を
経
て
、
主
客
は
着
席
の
用
意
を
し
、「
占
坐
」（
ぶ
し
つ
け
に
も
こ
こ
に
す
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
と
謝

る
。
そ
れ
に
対
し
、
他
の
客
は
「
豈
敢
」（
恐
れ
入
り
ま
す
）
と
応
え
る
。
全
て
の
客
は
同
時
に
席
に
つ
き
、
主
人
は
そ
れ
か
ら
一
、

二
秒
遅
れ
て
座
る
。

（
4
）　

テ
ー
ブ
ル
の
席
順

　

席
順
は
、
卓
の
置
か
れ
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
が
、
大
体
、
以
下
の
二
通
り
で
あ
る
。

①
卓
の
木
目
か
卓
表
面
の
二
枚
の
板
の
継
ぎ
目
が
、
部
屋
の
入
り
口
に
平
行
し
て
走
っ
て
い
る
場
合
（【
図
1
】）。

②
卓
の
木
目
か
卓
表
面
の
二
枚
の
板
の
継
ぎ
目
が
、
部
屋
の
入
り
口
に
対
し
て
垂
直
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
（【
図
2
】）。
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【
図
1
、
図
2
】
と
も
「
八
仙
卓
」

と
呼
ば
れ
る
卓
が
満
席
に
な
っ
た
場
合

の
座
順
で
、
も
し
食
事
を
す
る
者
が
六

人
で
あ
れ
ば
、
①
の
場
合
は
7
番
、
8

番
の
席
が
空
席
に
な
り
（【
図

1-

2
】）、
②
の
場
合
は
5
番
、
6
番

の
側
に
一
人
が
座
り
、
7
番
、
8
番
の

側
に
一
人
が
座
る
（【
図
2-
2
】）。

（
5
）　

乾
杯
の
儀
礼

　

も
し
席
次
を
決
め
る
時
に
、
客
の
杯

に
温
め
た
酒
を
注
い
で
い
な
け
れ
ば
、

主
人
は
そ
れ
か
ら
席
次
順
に
酒
を
注

ぐ
。
そ
の
後
、
主
人
が
自
分
の
杯
を
上

げ
、「
請
」
と
言
い
な
が
ら
客
に
勧
め
、

客
が
各
自
の
杯
に
口
を
つ
け
て
か
ら
、
自
分
も
つ
け
る
。
客
も
応
酬
し
、
自
分
が
飲
む
前
に
主
人
に
す
す
め
る
。

　

酒
杯
を
テ
ー
ブ
ル
に
戻
す
際
に
も
同
様
の
規
則
が
み
ら
れ
、
主
人
は
他
の
客
ら
が
戻
し
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
の
杯
を
元
に
戻
す
。

　

会
話
が
は
じ
ま
り
、
主
人
は
客
ら
に
果
実
や
ナ
ッ
ツ
、
甘
い
も
の
が
は
い
っ
た
前
菜
を
よ
そ
っ
て
や
る
。
酒
が
何
杯
か
空
け
ら
れ
る

【図 1】［南北軸ということ］　【図 1-2】

【図 2】［東西軸ということ］　【図 2-2】

（邦訳 106 頁より）
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間
に
、
主
人
は
順
番
に
客
に
前
菜
を
よ
そ
う
。

（
6
）　

主
人
の
職
務
と
会
で
の
話
題

　

主
人
自
身
は
、
会
話
に
加
わ
ら
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
口
を
は
さ
ま
な
い
。
主
人
の
職
務
は
客
ら
に
気
を
配
る
こ
と
で
あ
り
、
客
か
ら

呼
び
か
け
ら
れ
た
時
以
外
、
し
ゃ
べ
ら
な
い
。

　

宴
会
で
は
、
不
吉
（
死
や
悲
哀
な
ど
）
と
と
ら
れ
る
話
題
は
避
け
る
。
誕
生
祝
い
で
成
長
性
の
な
い
話
題
、
同
席
者
に
ニ
キ
ビ
や
痘

痕
が
あ
る
人
が
い
る
の
に
吹
き
出
物
に
つ
い
て
語
る
の
も
よ
く
な
い
。

（
7
）　

料
理
が
出
さ
れ
た
ら

　

温
か
い
料
理
が
出
さ
れ
る
と
、
主
人
は
箸
（「
筯
」、
よ
り
普
通
の
呼
び
方
は
「
快
子
」）
を
取
り
上
げ
、
客
ら
に
箸
を
取
る
よ
う
に

勧
め
、
最
初
の
料
理
皿
を
指
し
て
、
ご
自
身
で
ご
自
由
に
と
勧
め
る
。
客
は
「
請
」
と
言
う
言
葉
を
主
人
と
応
酬
す
る
。
主
人
は
最
後

に
自
分
の
を
よ
そ
う
。

　

も
し
主
客
が
何
ら
か
の
理
由
で
皿
か
ら
何
も
と
ら
ず
に
箸
を
置
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
他
の
客
ら
も
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
、
主
人
が
ご
馳
走
を
一
口
分
、
選
ん
で
主
客
の
皿
に
取
り
分
け
る
。
こ
う
敬
意
を
表
さ
れ
た
ら
、
主
客
は
お
辞
儀
を
し

て
謝
意
を
述
べ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
食
べ
る
必
要
は
な
い
。

　

続
い
て
客
の
方
か
ら
も
敬
意
を
表
す
が
、
や
り
方
が
違
い
、
客
は
別
な
皿
か
ら
主
人
に
お
い
し
そ
う
な
一
口
を
取
り
分
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ど
の
場
合
も
、
供
す
る
側
は
「
請
」
と
言
う
。

　

主
客
が
こ
の
よ
う
に
主
人
に
料
理
を
よ
そ
わ
れ
た
ら
、
他
の
客
は
、
気
兼
ね
な
く
自
分
の
料
理
を
取
れ
る
。
各
皿
の
料
理
を
と
っ
た
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り
、
酒
を
飲
む
順
番
も
、
同
様
の
規
則
に
従
う
。

　

最
初
の
何
品
か
が
で
た
と
こ
ろ
で
、
客
ら
は
供
さ
れ
た
料
理
を
賞
賛
し
、
主
人
も
ど
う
か
自
分
を
笑
い
も
の
に
な
さ
ら
ぬ
よ
う
に

と
、
卑
下
し
な
が
ら
応
え
る
。

（
8
）　

猜
拳

　

宴
会
の
途
中
で
主
人
は
「
猜
拳
」（
数
当
て
じ
ゃ
ん
け
ん
、「
拳
豁
」）
に
誘
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
二
人
で
行
わ
れ
、
負
け
た
方

が
罰
杯
を
飲
む
。
ゲ
ー
ム
前
、
主
人
は
客
に
「
請
譲
」（
ど
う
ぞ
お
手
柔
ら
か
に
）
と
言
い
、
客
は
「
彼
此
」（
こ
ち
ら
こ
そ
）
と
応
え

る
。
一
試
合
は
普
通
、
三
回
、
時
に
五
回
当
て
た
方
が
勝
ち
に
な
る
。

　

別
な
や
り
方
で
は
、「
三
交
戦
」（「
三
戦
」、「
搶
三
碼
」
と
も
言
う
）
と
言
っ
て
、
三
本
の
点
棒
を
使
っ
て
、
ど
ち
ら
か
が
三
本
と

も
取
る
と
勝
ち
と
な
る
。

　

主
人
は
全
て
の
客
に
相
次
い
で
「
猜
拳
」
に
誘
う
が
、
主
人
が
下
手
な
場
合
、
主
人
は
主
客
に
ゲ
ー
ム
を
代
わ
り
に
主
催
す
る
よ
う

に
頼
む
こ
と
も
あ
る
。
ゲ
ー
ム
が
盛
り
上
が
る
と
、
時
に
三
組
み
が
同
時
に
ゲ
ー
ム
を
行
う
事
も
あ
る
。

　

勝
者
は
敗
者
に
「
承
譲
」（
私
を
わ
ざ
と
勝
た
せ
ま
し
た
ね
）
と
言
い
、
敗
者
は
「
洪
拳
」（
見
事
な
ゲ
ー
ム
運
び
で
す
）
と
応
え

る
。

　

三
人
で
行
う
場
合
、
数
を
叫
ぶ
こ
と
な
く
、
黙
っ
て
指
を
出
す
。
多
く
の
場
合
、
二
対
一
の
形
に
な
り
、
団
結
し
て
そ
の
人
を
酔
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

年
配
者
や
目
上
の
者
が
い
る
場
合
は
、
行
儀
が
い
い
と
は
さ
れ
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
ゲ
ー
ム
が
あ
る
。

　

酒
の
飲
め
な
い
人
は
、「
我
不
能
豁
」（
ゲ
ー
ム
が
で
き
ま
せ
ん
）、「
我
酒
量
浅
」（
酒
が
飲
め
ま
せ
ん
）
と
言
っ
て
断
っ
て
も
い
い
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し
、
別
の
適
任
者
に
ゲ
ー
ム
か
、
罰
杯
を
代
わ
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
い
。

（
9
）　

料
理
が
全
て
終
わ
る
と

　

料
理
が
全
て
終
わ
る
と
、
米
飯
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
客
ら
は
ま
だ
酒
を
飲
も
う
と
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
酒
量
が
少
な
い
［
酒
を
飲
め
な
い
］
客
が
い
れ
ば
、
主
客
は
こ
れ
に
気
が
つ
い
て
、
先
に
ご
飯
を
食
べ
る
よ
う
に
勧
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

そ
の
客
は
ご
飯
の
お
碗
を
受
け
取
る
と
、
箸
を
上
品
に
一
振
り
し
て
「
飯
陪
」（
ご
飯
で
同
伴
、
ご
飯
で
お
酒
に
お
つ
き
あ
い
し
ま

す
）
と
言
っ
て
、
他
の
人
に
［
は
引
き
続
き
酒
を
飲
む
こ
と
を
］
勧
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
客
は
ご
飯
を
食
べ
終
わ
っ
て
も
、
箸
を
置
い
て
は
な
ら
ず
、
彼
が
食
べ
終
わ
っ
た
の
を
見
た
主
客
に
「
請
寛
坐
」（
楽
に
座
っ

て
く
だ
さ
い
、
ど
う
ぞ
お
楽
に
）
と
言
わ
れ
て
か
ら
箸
を
置
く
。
そ
れ
か
ら
、「
仰
せ
に
従
い
、
退
座
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
詫

び
、
卓
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
ご
飯
を
食
べ
終
わ
っ
た
こ
と
に
主
客
が
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
し
び
れ
を
切
ら
せ
て

「
不
陪
」（
退
座
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）
と
言
っ
て
、
席
を
離
れ
て
い
い
。

（
10
）　

主
賓
の
進
行
役
と
し
て
の
努
め

　

外
国
人
は
主
客
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
習
慣
に
精
通
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
主
客
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
進
行

役
が
あ
る
。
他
の
客
が
礼
儀
正
し
く
し
て
い
る
の
は
、
主
客
に
敬
意
を
表
わ
す
た
め
。
外
国
人
は
そ
の
意
を
あ
り
が
た
く
受
け
取
り
、

彼
ら
に
正
し
い
形
で
感
謝
の
気
持
を
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
彼
ら
の
感
情
を
害
し
、
礼
儀
作
法
を
知
ら
な
い
下

品
な
人
間
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
外
国
人
な
の
で
中
国
の
礼
儀
を
分
っ
て
い
な
い
だ
け
だ
、
と
は
考
え
て
く
れ
な
い
。
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万
一
、
主
客
が
最
初
に
食
べ
終
わ
れ
ば
、
他
の
客
は
速
く
お
碗
を
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
無
理
に
せ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、

主
客
は
、
会
話
か
何
か
に
と
ら
わ
れ
、
何
時
ま
で
も
食
べ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
客
も
、
ご
飯
が
冷
め
て
固
く
な
る
ま
で
ぐ
ず
ぐ

ず
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
11
）　

外
国
人
が
注
意
す
べ
き
作
法

①
食
い
意
地
を
は
っ
た
り
、
慌
て
て
食
べ
た
り
す
る
姿
を
み
せ
な
い
こ
と
。
一
口
食
べ
る
ご
と
に
箸
を
置
き
、
食
べ
る
こ
と
な
ど
二
の

次
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
。

　

中
央
に
置
か
れ
た
碗
の
料
理
の
具
が
半
分
ぐ
ら
い
ま
で
な
く
な
っ
て
か
ら
、
汁
を
そ
こ
か
ら
取
る
こ
と
。
他
の
客
が
食
べ
終
わ
っ
て

も
、
ま
だ
皿
を
つ
つ
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
諺
に
「
肉
を
急
い
で
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
米
を
ゆ
っ
く
り
食
べ
て
は
い
け
な
い
」

と
あ
る
。

②
魚
の
骨
な
ど
の
屑
は
、［
卓
上
の
］
自
分
の
周
り
［
の
ス
ペ
ー
ス
］
に
置
き
、
隣
席
ま
で
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
こ
と
。

陪
客
の
目
の
前
に
、
ゴ
ミ
［
骨
な
ど
の
屑
の
こ
と
か
］
を
投
げ
て
も
な
ら
な
い
。
骨
な
ど
の
屑
を
卓
の
下
に
投
げ
て
も
な
ら
な
い
。
そ

う
す
る
と
四
方
八
方
か
ら
犬
を
お
び
き
よ
せ
、
卓
下
で
取
り
合
い
の
騒
ぎ
が
起
き
、
し
ま
い
に
は
卓
上
の
子
牛
肉
ま
で
脅
か
さ
れ
る
。

自
分
の
前
に
大
き
な
屑
の
山
を
築
い
て
、
自
分
の
鯨
飲
馬
食
ぶ
り
を
一
目
瞭
然
に
す
る
く
ら
い
な
ら
、
骨
っ
ぽ
い
部
分
は
取
ら
な
い
方

が
い
い
。

③
口
か
ら
卓
の
上
に
、
料
理
の
切
れ
端
や
米
粒
を
食
べ
こ
ぼ
さ
な
い
。
箸
を
う
ま
く
使
え
な
か
っ
た
ら
、
陶
器
製
の
ス
プ
ー
ン
〔
散
り
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蓮
華
〕
が
用
意
し
て
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
に
変
え
る
こ
と
。
米
粒
は
、
卓
の
上
に
も
、
お
碗
の
中
に
も
一
粒
も
残
し
て
は
な
ら

ず
、
全
部
食
べ
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
骨
な
ど
を
取
る
た
め
に
口
の
中
に
手
を
入
れ
な
い
こ
と
。
そ
う
し
た
か
っ
た
ら
、
楊
枝

〔
牙
筯
〕
を
使
う
。

④
中
国
の
宴
会
で
は
、
誰
も
無
理
に
飲
ま
さ
れ
た
り
、
タ
バ
コ
を
吸
わ
さ
れ
た
り
し
な
い
。
な
の
で
、
酒
や
タ
バ
コ
が
嫌
な
人
は
、
特

に
口
に
出
し
て
断
ら
な
く
て
も
、
簡
単
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
酒
杯
と
パ
イ
プ
を
手
つ
か
ず
の
ま
ま
一
杯
に
し
て
お
き
、

時
々
、
乾
杯
と
言
わ
れ
た
ら
、
前
者
を
持
ち
あ
げ
、
後
者
を
終
始
、
手
に
し
て
い
れ
ば
い
い
。

（
12
）　

食
事
の
終
り
方

　

米
飯
が
運
ば
れ
て
く
る
と
、
一
同
は
さ
ま
ざ
ま
な
ご
馳
走
に
手
を
伸
ば
し
始
め
る
。
も
う
手
が
つ
け
ら
れ
た
皿
の
場
合
は
他
人
に
声

を
か
け
る
必
要
は
な
い
。
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
皿
の
場
合
、
自
分
が
食
べ
る
前
に
他
人
に
勧
め
る
こ
と
。

　

ぬ
る
ま
湯
か
熱
湯
に
ひ
た
さ
れ
た
お
し
ぼ
り
が
定
期
的
に
運
ば
れ
て
き
て
、
客
た
ち
に
順
に
渡
さ
れ
る
。
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
、

例
え
ば
─
使
用
人
が
知
ら
ず
に
─
最
初
に
下
位
の
客
に
渡
さ
れ
た
場
合
、
お
し
ぼ
り
を
目
上
の
者
に
渡
し
て
正
し
い
順
序
に
直
す
か
、

使
用
人
に
そ
う
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
お
し
ぼ
り
が
主
人
本
人
か
ら
渡
さ
れ
た
場
合
、
客
は
立
っ
て
、
両
手
で
そ
れ
を
受
け
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

作
法
で
は
、
主
客
よ
り
先
に
席
を
立
っ
て
は
い
け
な
い
が
、「
豁
拳
」
な
ど
の
合
間
に
、
個
々
の
客
が
卓
を
ま
わ
っ
た
り
、
パ
イ
プ

タ
バ
コ
を
楽
し
む
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
し
き
た
り
に
反
し
て
お
り
、
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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食
事
の
締
め
と
し
て
、
米
飯
を
食
べ
る
時
は
、
他
の
人
を
待
っ
て
、
あ
ま
り
速
く
食
べ
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

　

上
座
の
客
［
主
客
・
第
二
位
の
客
］
は
、
食
べ
終
わ
る
と
、
箸
で
他
の
人
を
順
番
に
指
し
な
が
ら
、「
慢
用
」（
ゆ
っ
く
り
お
食
べ
く

だ
さ
い
）
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
他
の
客
は
「
寛
坐
」（
ど
う
ぞ
お
く
つ
ろ
ぎ
く
だ
さ
い
）
と
い
う
。

　

こ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
各
人
は
主
客
が
食
事
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
、
食
べ
る
の
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
主
客
は
こ
う

言
っ
て
、
急
い
で
食
事
を
終
え
な
い
よ
う
に
他
の
客
に
請
う
の
で
あ
る
。
第
二
位
の
客
が
先
に
食
事
を
終
え
た
時
も
こ
う
す
る
。
し
か

し
、
他
の
客
は
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
の
客
ら
は
、
客
な
ど
で
は
な
く
、
二
人
の
主
客
の
付
き
添
い
で
し
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　

付
き
添
い
の
客
が
食
事
後
、
直
ぐ
に
席
を
立
つ
必
要
が
あ
れ
ば
、
他
の
人
に
「
慢
用
」
と
勧
め
、
自
分
の
箸
を
う
や
う
や
し
く
自
分

の
碗
の
上
に
さ
し
渡
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
そ
の
身
は
不
在
な
る
も
、
そ
の
心
は
ま
だ
他
の
人
々
に
お
つ
き
あ
い
し
た
い
、
と
い
う
こ

と
を
示
す
。
そ
の
箸
の
位
置
は
、
言
う
な
れ
ば
、
彼
は
ま
だ
食
事
を
終
わ
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
こ
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　

同
じ
や
り
方
は
、
客
が
自
分
は
食
べ
き
れ
な
い
が
、
ま
だ
箸
を
置
き
た
く
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
箸
が
碗
の
上

に
置
か
れ
る
と
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
主
客
は
、
自
分
の
箸
で
そ
の
箸
を
つ
ま
み
上
げ
、
他
の
人
［
箸
を
置
い
た
当
人
］
に
渡
し
、

「
請
便
」（
ど
う
ぞ
ご
都
合
の
よ
ろ
し
い
よ
う
に
）
と
言
う
。
こ
れ
で
そ
の
客
は
、
食
べ
る
義
務
か
ら
も
、
着
席
し
て
い
る
義
務
か
ら
も

解
放
さ
れ
る
。

　

も
し
客
が
残
り
た
け
れ
ば
、
再
度
箸
を
取
り
、「
不
敢
」（
そ
ん
な
こ
と
は
と
て
も
）
と
言
う
か
、
さ
も
な
く
ば
、「
尊
命
」（
仰
せ
に

従
い
ま
す
）
と
言
っ
て
、
退
席
し
て
い
い
。
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主
客
、
第
二
位
の
客
と
も
に
食
事
を
終
え
た
ら
、
卓
に
残
っ
て
い
る
人
々
に
、
以
下
の
儀
式
を
行
う
。
主
客
が
最
初
に
卓
を
離
れ
る

が
、
そ
の
際
、
主
人
に
向
か
っ
て
「
敬
謝
費
心
」（
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
気
遣
い
を
お
か
け
し
ま
し
た
）
と
言
い
、
主
人

は
「
客
気
、
待
慢
」（
ご
丁
寧
に
、
行
き
届
き
ま
せ
ん
で
）
と
答
え
る
。

（
13
）　

別
室
へ
の
移
動
と
退
出

　

他
の
客
は
別
室
ま
で
主
客
に
つ
い
て
行
き
、
そ
こ
で
熱
い
お
し
ぼ
り
が
出
さ
れ
、
顔
と
手
を
拭
く
。
そ
こ
で
茶
と
タ
バ
コ
が
供
さ
れ

る
が
、
客
ら
は
長
居
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

［
主
客
が
先
に
帰
る
場
合
］

　

主
客
は
退
座
の
際
に
、
お
じ
ぎ
（「
揖
」）
を
し
て
、「
多
謝
」
と
い
う
。
主
人
は
「
行
き
届
き
ま
せ
ん
で
」
と
返
答
し
、
戸
口
ま
で

主
賓
を
見
送
り
に
行
く
。
他
の
客
は
立
ち
上
が
り
、
お
辞
儀
を
す
る
が
、
主
客
に
は
つ
い
て
い
か
な
い
。
主
人
が
帰
っ
て
く
る
と
、
そ

の
他
の
客
は
一
団
と
な
っ
て
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
。

［
主
客
が
残
る
場
合
］

　

も
し
主
客
が
主
人
に
さ
ら
な
る
用
が
あ
れ
ば
、
他
の
客
ら
は
先
に
「
告
退
」（
お
別
れ
の
挨
拶
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
）
と
別
れ
の
挨

拶
を
す
る
。
そ
の
際
、
も
し
主
人
が
彼
ら
を
見
送
ろ
う
と
し
た
ら
、
彼
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
一
人
が
「
有
尊
長
在
、
請
陪
、
不

敢
送
」（
こ
こ
に
尊
敬
す
べ
き
先
達
が
お
ら
れ
ま
す
。
ど
う
か
先
達
に
お
付
き
添
い
の
ほ
ど
を
。
お
見
送
り
は
結
構
で
す
）
と
言
う
。

　

習
慣
で
は
、
主
人
は
客
の
送
り
迎
に
轎こ

し

を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
日
で
は
、
客
の
帰
り
の
轎
代
を
出
す
こ
と
で
折
り
合
い
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が
つ
い
て
い
る
。
中
流
階
級
の
人
々
の
間
で
は
、
徒
歩
で
行
き
、
主
人
の
余
計
な
出
費
を
節
約
さ
せ
る
の
が
客
側
の
配
慮
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

（
14
）　

返
礼

　

宴
会
後
の
答
礼
訪
問
は
必
要
な
い
が
、
そ
の
後
、
適
当
な
折
を
見
て
、
主
人
を
返
礼
の
宴
会
に
招
待
す
る
の
が
礼
儀
で
あ
る
。

3
　
考
察

　

著
者
で
あ
る
ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
中
国
に
お
け
る
経
歴
か
ら
考
え
て
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
宴
会
儀
礼
は
、
清
末
に
お
け
る
紹
興
地

方
の
宴
会
儀
礼
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
招
待
状
の
送
付
か
ら
宴
会
の
終
了
ま
で
、
基
本
的
に
は
、
全
国
的
に
「
均
一
化
」
さ
れ
て

い
た
漢
族
の
宴
会
儀
礼
の
手
順
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
筆
者
が
知
る
従
来
の
記
述
に
は
み
ら
れ
な
い
、
新
た

な
情
報
も
含
ま
れ
て
お
り
、
資
料
的
な
価
値
は
高
い
。
以
下
、
宴
会
の
手
順
を
追
い
な
が
ら
、
細
か
な
「
差
異
」
の
部
分
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

比
較
の
対
象
と
す
る
の
は
、
古
い
順
に
、
中
川
忠
英
監
修
（
一
七
九
九
）『
清
俗
紀
聞
』、Li M

ou-H
sun

（
李
懋
勲
）
著 

"Etiquette in Chinese O
fficial Intercourse"

（
一
九
〇
五
）（
以
下"Etiquette in Chinese..." 

と
略
）、
内
山
清
著
『
貿
易
上
よ

り
見
た
る
支
那
風
俗
の
研
究
』（
一
九
一
五
）（
以
下
『
貿
易
上
よ
り
見
た
る
・
・
・
』
と
略
）、
徐
珂
編
著
（
一
九
一
七
）『
清
稗
類

鈔
』、
書
籍
文
物
流
通
会
中
国
料
理
部
編
（
一
九
六
四
）『
中
国
料
理
の
手
引
き
』
で
あ
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
明
代
の
宴
会
儀
礼

と
し
て
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
著
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
も
比
較
の
対
象
と
す
る
。
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な
お
、
本
書
の
第
四
章
の
「
役
人
へ
の
訪
問
」、
及
び
第
一
四
章
の
「
結
婚
披
露
宴
」
か
ら
も
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し
、
併
せ
て

考
察
す
る
。

（
1
）
招
待
状
の
送
付

　

招
待
状
に
関
し
て
は
か
な
り
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。「
請
帖
」
を
一
枚
の
紅
い
紙
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
開
き
で
は
な
い

「
単
帖
」
と
も
推
測
さ
れ
る
。
と
す
る
と
や
や
略
式
で
あ
る
が
、
色
、
サ
イ
ズ
と
も
標
準
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
地
域
で
は
白
い

紙
を
使
う
と
い
う
の
は
、『
清
俗
紀
聞
』
や
『
清
稗
類
鈔
』
な
ど
に
は
な
い
記
述
で
、『
中
国
料
理
の
手
引
き
』
だ
け
が
記
し
て
あ
る
。

お
そ
ら
く
慶
事
で
は
な
い
場
合
の
様
式
で
あ
ろ
う
。

　

返
答
の
仕
方
で
あ
る
が
、
承
知
し
た
旨
を
口
頭
で
使
者
に
伝
え
る
、
と
い
う
の
は
『
清
俗
紀
聞
』
に
は
見
え
ず
、
新
し
く
簡
略
化
さ

れ
た
対
応
で
あ
ろ
う
。

　

承
諾
を
丁
寧
に
伝
え
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
カ
ー
ド
に
書
く
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
招
待
状
な
の
か
、
別
な
カ
ー
ド
な
の
か
の
明
記
は

な
い
が
、
別
な
カ
ー
ド
に
書
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
辞
退
す
る
場
合
も
別
な
カ
ー
ド
（
璧
帖
）
に
謝
意
を
書
き
、
送
ら
れ
た
招
待
状

と
と
も
に
封
筒
に
入
れ
る
と
あ
る
。"Etiquette in Chinese ..."

で
は
、
辞
退
す
る
場
合
も
、
承
諾
す
る
場
合
も
、
招
待
状
は
保
持
し

て
お
き
、
返
答
を
別
な
カ
ー
ド
に
書
き
、
招
待
状
を
包
ん
で
い
た
封
筒
に
入
れ
て
持
た
せ
る
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ

り
フ
ォ
ー
マ
ル
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
簡
略
化
さ
れ
、
辞
退
す
る
場
合
は
招
待
状
も
あ
わ
せ
て
返
す
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　

承
諾
の
旨
を
別
な
カ
ー
ド
に
書
い
た
こ
と
は
、
相
手
が
同
輩
か
親
し
い
友
人
な
ら
、
招
待
状
は
客
が
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
記
述
か

ら
も
分
か
る
。
こ
の
場
合
は
、
宴
会
の
当
日
、
主
人
に
招
待
状
を
返
さ
ず
、
ず
っ
と
保
持
し
て
お
い
て
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
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あ
る
。　

　

一
点
、
気
に
な
る
の
は
、
多
く
の
客
が
招
か
れ
る
場
合
、
回
状
（「
知
単
」）
が
招
待
状
を
届
け
た
翌
日
、
即
ち
行
事
の
前
日
に
回
さ

れ
る
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
従
来
の
記
述
で
は
、
各
人
に
届
け
ら
れ
る
「
請
帖
」
が
最
も
フ
ォ
ー
マ
ル
な
様
式
で
、
親
し
い
間
柄
で

の
み
、
回
状
で
あ
る
「
知
単
」
が
使
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
請
帖
」
と
「
知
単
」
と
が
併
用
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
清
俗
紀
聞
』
に
は
「
知
単
」
そ
の
も
の
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
知
単
」
は
「
請
帖
」
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
後
の
時
代
に
簡
略
化
さ
れ
た
様
式
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
最
初
の
招
待
状
で
返
事
を
し
て
い
る
の
に
、
知

単
で
ま
た
違
っ
た
返
事
を
す
る
の
も
お
か
し
い
。
お
そ
ら
く
、
客
の
数
が
非
常
に
多
い
場
合
、
前
日
に
座
順
の
打
診
を
改
め
て
行
な

い
、
そ
の
上
で
、
出
欠
の
再
確
認
を
す
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
過
渡
期
の
特
殊
な
現
象
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
辞
退
す
る
場
合
、
招
待
状
を
正
式
に
返
却
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
知
単
」
を
持
っ
て
き
た
使
者
に
託
す
、
と
い
う
の
も
「
請

帖
」
と
「
知
単
」
の
併
用
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
白
い
紙
の
招
待
状
の
場
合
は
送
り
返
さ
な
く
て
い

い
と
い
う
の
は
、
慶
事
で
は
な
い
の
で
、
送
り
返
さ
な
く
て
も
さ
ほ
ど
失
礼
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

  

な
お
、
本
書
の
記
述
は
招
待
状
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
し
つ
ら
え
へ
の
記
述
が
な
い
。
こ
れ
は
宣
教
師
ら
が
多
く
の
場
合
、
招
待
さ

れ
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
た
と
え
自
分
が
主
人
と
な
っ
て
宴
会
を
開
い
た
と
し
て
も
、
自
宅
で
中
国
式
の
宴
会
を
開
く
こ
と
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
2
）
出
迎
え
か
ら
着
席
の
儀
礼
ま
で

　

主
人
に
よ
る
出
迎
え
の
儀
礼
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
『
清
俗
紀
聞
』
や"Etiquette in Chinese ..."

に
比
べ
る
と
、
本
書
の
出
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迎
え
の
儀
礼
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
宣
教
師
は
招
か
れ
る
側
が
多
く
、
客
と
し
て
の
手
順
だ
け
を
知
っ
て
い
れ
ば

よ
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
宴
会
の
主
人
を
つ
と
め
る
場
合
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
様
式
に
従
っ
て
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

出
迎
え
の
儀
礼
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
人
と
の
「
揖
」
の
挨
拶
と
、
礼
服
を
緩
め
る
や
り
と
り
を
除
け
ば
、
主
客
と
陪
客
と

で
訪
問
時
間
が
異
な
っ
た
場
合
に
と
る
べ
き
作
法
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
清
俗
紀
聞
』
や"Etiquette in Chinese ..."

で
も
き
ち
ん

と
指
摘
し
て
い
る
。
基
本
的
な
点
は
同
じ
で
、
最
初
に
到
着
し
た
客
か
ら
（
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
）
上
座
に
座
ら
さ
れ
る
が
、
自
分
よ

り
も
上
位
の
客
が
来
た
ら
立
ち
上
が
っ
て
席
を
譲
る
こ
と
、
そ
の
際
、
そ
の
上
客
が
座
る
ま
で
自
分
も
立
っ
て
い
る
こ
と
、
主
客
が
先

に
到
着
し
た
ら
一
度
辞
退
し
た
上
で
上
座
に
座
る
が
、
新
た
に
客
が
到
着
し
た
ら
、（
主
客
も
含
め
）
先
客
の
全
員
が
立
ち
上
が
っ
て

挨
拶
を
す
る
、
と
あ
る
。
な
お
、"Etiquette in Chinese..."

で
は
、
先
に
来
て
上
座
に
座
っ
て
い
る
主
客
は
、
第
二
客
が
来
た
ら
自

分
の
席
を
譲
る
仕
草
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
、
こ
ち
ら
の

方
が
よ
り
丁
寧
な
対
応
の
仕
方
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
第
四
章
の
「
役
人
へ
の
訪
問
」
の
中

で
、
役
人
の
家
を
訪
問
し
た
際
の
儀
礼
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
し
て

い
る
。
第
一
三
章
の
「
中
国
の
宴
会
」
で
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
た

め
、
訪
問
儀
礼
の
紹
介
を
簡
単
に
済
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
訪
問

儀
礼
と
宴
会
儀
礼
を
分
け
て
記
述
す
る
と
い
う
措
置
は
、
明
代
の
マ

テ
オ
・
リ
ッ
チ
も
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
の
中
で
行
っ
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
、
中
国
に
お
い
て
訪
問
儀
礼
が
精
緻
化
さ
れ
て
い
た
、

【図 3】

（拙著 283 頁より）
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と
い
う
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
『
中
国
食
事
文
化
の
研
究
』
の
中
で
、
リ
ッ
チ
が
紹
介
し
て
い
る
訪
問
儀

礼
に
つ
い
て
、
宴
会
の
会
場
に
到
着
し
た
際
に
も
同
様
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
判
断

し
、
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
リ
ッ
チ
の
記
述
か
ら
、
複
数
の
椅
子
が
ど

の
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
か
を
推
測
し
た
。【
図
3
】
が
そ
れ
で
、
二
つ
の
可
能
性
を

考
え
た
（
拙
著
二
八
三
頁
）。

　

こ
の
時
の
椅
子
の
配
置
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
図
入
り
で
紹
介
し
て
い
る
。

【
図
4-

1
】【
図
4-

2
】
が
そ
れ
で
あ
る
。
真
ん
中
に
卓
が
あ
る
か
な
い
か
で
、

二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
椅
子
の
配
置
は
上
座
を
挟
ん
で
左
右

に
対
称
的
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
客
を
出
迎
え
た
主
人
は
、
客
を
「
花
庁
」
と
呼

ば
れ
る
応
接
室
に
導
く
。
主
人
は
や
や
後
ろ
を
歩
い
て
、
左
手
で
客
を
招
き
入
れ
、

最
上
席
の
長
椅
子
に
座
る
よ
う
に
う
な
が
す
。
も
し
も
う
一
人
客
が
い
れ
ば
、
主
賓

と
同
じ
長
椅
子
の
二
番
目
の
位
置
に
同
席
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
。
主
人
は
横
の

四
番
目
の
位
置
に
座
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
お
菓
子
の
載
っ
た
テ
ー
ブ
ル
が
部
屋

の
中
央
に
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
は
【
図
4-

2
】
の
如
く
配
置
が
変
わ

る
。
客
が
三
人
い
る
場
合
、
主
人
は
真
ん
中
に
置
か
れ
た
卓
の
下
座
の
四
番
の
位
置
に
座
る
、
と
し
て
い
る
（
邦
訳
五
五
頁
）。
こ
の

あ
と
、
お
茶
の
接
待
が
あ
り
、
用
件
を
済
ま
せ
た
と
こ
ろ
で
退
出
と
な
る
。

　

人
数
が
多
い
と
、
一
列
に
並
べ
て
い
た
の
で
は
部
屋
に
入
り
き
れ
な
い
の
で
、
明
代
の
訪
問
儀
礼
に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
図

【図 4-1】　　　　　　　　　  【図 4-2】

（邦訳 55 頁より）
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の
よ
う
に
椅
子
を
配
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
長
椅
子
と
い
う
の
は
初
見
で
、
そ
の
よ
う
な
椅
子
は
見
た
こ
と
も
な
い
。

フ
ォ
ー
マ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
い
っ
た
ら
、
背
も
た
れ
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
だ
と
す
る
と
ベ
ン
チ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
。
や
は
り
本
来
は
、
一
人
用
の
椅
子
を
置
い
て
い
て
、
主
客
格
が
二
人
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
椅
子
が
特
別
に
用
い
ら

れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
一
三
章
の
「
中
国
の
宴
会
」
に
話
を
戻
そ
う
。
着
席
の
儀
礼
で
あ
る
が
、
清
代
の
宴
会
で
は
、
以
下
の
三
つ
の
タ
イ
プ
が

あ
っ
た
。
即
ち
、
①
客
が
宴
会
の
会
場
と
な
る
部
屋
（
公
堂
）
に
着
席
し
、
茶
の
接
待
の
後
、
別
室
に
一
時
移
動
し
、
使
用
人
が
食
卓

を
運
び
入
れ
た
ら
、
再
び
元
の
部
屋
の
元
の
席
に
座
る
（『
清
俗
紀
聞
』─
タ
イ
プ
Ａ
）、
②
客
が
ま
ず
客
間
に
着
席
し
、
茶
の
接
待
を

受
け
、
食
事
の
支
度
が
で
き
た
ら
食
堂
に
移
動
す
る
（"Etiquette in Chinese ..."

─
タ
イ
プ
Ｂ
）、
③
客
が
控
え
室
に
集
ま
り
、
茶

の
接
待
を
受
け
、
食
事
の
支
度
が
で
き
た
ら
食
堂
に
移
動
し
て
着
席
す
る
（『
中
国
料
理
の
手
引
き
』─
タ
イ
プ
Ｃ
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

②
と
③
は
食
堂
へ
の
移
動
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
着
席
の
儀
礼
を
ど
の
場
で
行
う
か
が
異
な
る
。
タ
イ
プ
B
は
客
間
に
座
る

際
に
席
の
譲
り
合
い
を
行
な
い
、
食
堂
に
移
動
し
て
も
そ
の
座
順
は
踏
襲
さ
れ
る
の
に
対
し
、
タ
イ
プ
C
は
食
堂
に
移
動
し
た
際
に
初

め
て
席
の
譲
り
合
い
を
行
う
。

　

こ
の
分
類
に
従
う
と
、
本
書
が
記
し
て
い
る
様
式
は
、
部
屋
を
移
動
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
タ
イ
プ
Ｂ
と
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、

「
花
庁
」（
応
接
間
）
か
ら
移
動
し
、
食
堂
の
席
に
着
く
際
に
も
、
改
め
て
席
の
譲
り
合
い
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
儀
礼
で
あ
っ
て
、
応
接
間
で
す
で
に
「
確
定
」
し
た
座
順
が
こ
こ
で
入
れ
替
わ
る
こ
と
は
な
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
特
に
重
要
な
宴
会
に
お
い
て
長
々
と
席
の
譲
り
合
い
が
起
き
な
い
よ
う
、
主
人
が
酒
杯
を
も
っ

て
一
人
一
人
の
席
を
指
定
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
様
式
は
清
代
の
記
述
に
は
み
え
ず
、
明
代
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の
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
が
著
わ
し
た
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
タ
イ
プ
A
、
タ
イ
プ

B
と
も
、
最
初
の
乾
杯
の
準
備
と
し
て
、
主
人
が
主
客
か
ら
順
番
に
酒
を
杯
に
注
い
で
回
る
こ
と
は
す
る
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
す

で
に
座
順
は
確
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
厳
密
に
い
う
と
、『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
の
場
合
、
こ
の
時
点
で
座
順
は
す
で
に

確
定
し
て
お
り
、
主
人
が
主
客
か
ら
酒
を
注
い
で
回
る
の
は
、
座
順
の
確
定
と
い
う
よ
り
は
、
着
席
を
促
す
儀
礼
と
し
て
の
意
味
合
い

強
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
記
述
は
、
明
代
の
様
式
に
近
い
も
の
が
、
清
末
に
お
い
て
も
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
、
と
い
う
記
録
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

（
3
）　

卓
の
席
順

　

座
順
は
、
部
屋
の
入
り
口
に
対
し
て
、
卓
表
面
の
木
目
か
二
枚
の
板
の
継
ぎ
目
が
、
平
行
か
垂
直
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
二
通
り
あ

る
、
と
い
う
記
述
は
、
一
見
す
る
と
奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
。
卓
の
木
目
と
い
う
の
も
初
耳
だ
し
、
八
仙
卓
と
い
っ
て
い
る
の
で
、

「
継
ぎ
目
」
と
い
う
の
も
お
か
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
図
を
よ
く
見
る
と
、
二
つ
の
長
卓
を
合
せ
て
置
い
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
る

と
、
長
卓
の
木
目
は
、
長
辺
に
そ
っ
て
流
れ
る
も
の
だ
し
、
長
卓
で
の
上
座
は
長
辺
側
に
な
る
の
で
、
こ
の
説
明
に
は
合
理
性
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
実
際
、【
図
1
】【
図
2
】
と
も
、
長
卓
の
長
辺
側
を
上
座
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
記
述
の
興
味
深
い
点
は
、
第
一
に
、
二
つ
の
長
卓
を
合
わ
せ
る
形
式
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。『
貿
易
上
よ
り
見
た
る
・・・
』

で
は
、
こ
れ
を
「
和
合
卓
」
と
称
す
る
と
記
し
て
い
る
。
第
二
点
は
、
南
北
軸
と
東
西
軸
の
二
つ
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル

シ
ュ
は
ど
の
場
面
で
ど
ち
ら
の
軸
を
使
う
か
は
明
記
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
日
の
宴
会
が
、
南
北
軸
で
行
わ
れ
る
の
か
、
東

西
軸
で
行
わ
れ
る
の
か
を
、
合
せ
る
長
卓
の
方
向
で
客
に
暗
示
し
て
い
た
、
と
い
う
解
釈
も
な
り
た
と
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
当
時
は

テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
が
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
傍
証
に
も
な
る
。
な
お
、
南
北
軸
で
六
人
の
場
合
、
ド
ア
側
の
末
席
を
空
け
て
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い
る
が
、
こ
れ
も
一
般
的
な
様
式
と
は
思
え
な
い
。
主
客
格
の
客
人
が
二
人
い

て
も
、
主
人
は
末
席
に
座
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
第
一
四
章
の
「
結
婚
披
露
宴
」
に
お
い
て
、
複
数
の

卓
が
設
け
ら
れ
た
場
合
の
卓
順
と
座
順
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
即
ち
、
結

婚
披
露
宴
で
の
テ
ー
ブ
ル
の
配
置
は
、
他
の
場
合
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
【
図

5
】
の
如
く
、「
カ
ヌ
ー
・
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
知
ら
れ
る
方
法
を

最
も
よ
く
表
し
た
も
の
で
、「
漕
ぎ
手
」
全
員
が
カ
ヌ
ー
の
片
側
に
座
っ
て
い

る
様
子
に
模
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
各
テ
ー
ブ
ル
の
内
側
は
、
い
ず
れ
の
場
合

も
、
ウ
エ
ー
タ
ー
が
自
由
に
動
け
る
よ
う
に
、
空
席
と
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る

（
邦
訳
一
三
〇
頁
）。「
カ
ヌ
ー
・
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ

ス
の
習
慣
な
の
か
、
漢
語
の
英
訳
な
の
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
卓
数
が
多
い
場
合
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
四
つ
の
卓
の
う
ち
、
最
上
位
の
卓
は
Ｉ
卓
で
、
第
二
位
の
卓
が
II
卓
で
あ
る
。
酒
令
が
終
わ
る
と
、
一
番
テ
ー
ブ
ル
の

主
賓
と
二
番
テ
ー
ブ
ル
の
主
賓
が
礼
服
を
身
に
つ
け
て
他
の
客
ら
を
引
き
連
れ
て
新
婦
夫
婦
の
部
屋
に
向
か
う
、
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
第
一
卓
に
全
て
の
乗
客
が
座
ら
ず
、
第
二
卓
以
降
に
も
第
二
位
の
客
が
座
っ
た
こ
と
（
当
然
、
主
人
代
理
も
）
は
間
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
配
慮
は
中
国
人
の
宴
会
に
お
い
て
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【図 5】

（邦訳 130 頁より）
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（
4
）
最
初
の
乾
杯
の
儀
礼

　

重
要
な
宴
会
で
、
主
人
が
客
の
一
人
一
人
を
指
名
し
、
酒
杯
に
酒
を
注
い
で
席
に
着
か
せ
た
場
合
は
、
客
人
の
酒
杯
に
は
す
で
に
酒

が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
儀
礼
を
せ
ず
に
客
人
が
着
席
し
た
場
合
は
、
主
人
が
主
客
か
ら
順
次
、
酒
を
注
い
で
ま
わ

る
、
と
あ
る
。

　

主
人
が
主
客
か
ら
順
番
に
酒
杯
に
酒
を
注
い
で
ま
わ
る
こ
と
は
、『
清
俗
紀
聞
』
や "Etiquette in Chinese ..." 

に
も
記
さ
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
詳
細
は
異
な
り
、『
清
俗
紀
聞
』
で
は
、
主
人
が
卓
上
に
置
か
れ
た
杯
を
起
こ
し
て
酒
を
注
ぎ
、
客
は
立
っ
て
こ
の

杯
を
受
け
取
り
、
自
分
で
卓
上
に
置
く
。
一
方
、"Etiquette in Chinese ..." 

で
は
、
主
人
が
酒
を
注
ぎ
、
両
手
で
掲
げ
て
か
ら
主

人
が
卓
上
に
置
い
た
。
客
人
は
立
っ
て
こ
れ
を
受
け
た
よ
う
で
、
全
員
に
注
が
れ
た
と
こ
ろ
で
、
主
客
か
ら
主
人
に
向
か
っ
て
杯
を
上

げ
て
挨
拶
し
、
他
の
客
も
こ
れ
に
続
い
て
杯
を
あ
げ
、
挨
拶
の
後
に
一
同
が
着
席
す
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
詳
し
い
手
順
は
記
し
て
い
な

い
が
、
主
人
の
酒
の
注
ぎ
方
に
も
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

最
初
の
乾
杯
の
仕
方
も
同
様
で
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
が
記
録
し
て
い
る
の
は
、
主
人
が
「
請
」

と
言
い
な
が
ら
乾
杯
の
音
頭
を
と
り
、
客
が
先
に
口
を
つ
け
て
か
ら
主
人
も
口
を
つ
け
る
が
、
客
側
も
こ
れ
に
応
酬
し
て
自
分
が
飲
む

前
に
主
人
に
勧
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
酒
杯
を
卓
に
戻
す
の
も
客
人
か
ら
で
あ
っ
た
。 "Etiquette in Chinese ..." 

で
は
、

主
人
か
ら
杯
を
掲
げ
、
一
同
が
乾
杯
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
に
近
い
。
一
方
、『
清
俗
紀
聞
』
で
は
、
主
人
が
自
分
の
杯
を
掲
げ
、
上
客

に
向
か
っ
て
挨
拶
し
、
飲
み
干
し
た
杯
を
傾
け
て
客
に
見
せ
、
こ
こ
で
初
め
て
客
ら
が
杯
を
取
っ
て
飲
む
、
と
い
う
手
順
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
明
代
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
で
は
、
主
人
か
ら
杯
を
掲
げ
て
一
同
に
飲
む
よ
う
に
勧
め
、
客
も
主
人
に
向

か
っ
て
同
様
に
す
る
と
あ
り
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
や"Etiquette in Chinese ..." 
の
記
述
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布

教
史
』
で
は
、（
最
初
の
乾
杯
と
い
え
ど
も
）
酒
は
一
口
一
口
と
四
～
五
回
に
分
け
て
飲
む
と
あ
り
、
清
代
以
降
や
今
日
の
「
乾
杯
」
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の
如
く
、
決
し
て
一
気
に
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
5
）
料
理
が
運
ば
れ
て
き
た
ら

　

ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
記
述
で
特
異
な
の
は
、
料
理
が
運
ば
れ
る
前
に
、
主
人
が
客
に
よ
そ
う
前
菜
と
い
う
の
が
、
果
実
や
ナ
ッ
ツ
、
甘
い

も
の
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
客
ら
は
こ
う
し
た
甘
い
も
の
を
酒
の
肴
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

最
初
に
運
ば
れ
て
き
た
料
理
に
ど
の
よ
う
に
箸
を
つ
け
る
か
も
、
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
温

か
い
料
理
が
運
ば
れ
る
と
、
主
人
が
箸
を
取
り
上
げ
、
客
ら
に
箸
を
取
る
よ
う
に
勧
め
、
客
も
こ
れ
に
応
酬
し
て
主
人
に
勧
め
る
、
と

し
て
い
る
。
し
か
し
主
人
は
最
後
に
自
分
の
を
よ
そ
う
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
客
側
か
ら
料
理
を
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

明
代
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
で
は
、
料
理
が
運
ば
れ
て
く
る
と
、
主
人
が
箸
を
取
っ
て
皆
に
勧
め
、
客
が
箸
を
取
る
と
、

主
人
が
箸
を
料
理
に
つ
け
て
客
に
勧
め
、
全
員
が
一
緒
に
同
じ
料
理
を
一
口
二
口
つ
ま
む
、
と
し
て
お
り
、
同
時
に
食
べ
始
め
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
な
お
、『
清
俗
紀
聞
』
で
は
、
料
理
が
運
ば
れ
て
く
る
と
、
主
人
が
「
請
菜
」
と
客
に
勧
め
、
客
も
立
っ
て
挨
拶
す
る

と
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
以
降
は
、
料
理
が
運
ば
れ
て
く
る
度
に
立
っ
て
挨
拶
し
よ
う
と
す
る
客
を
、
主
人
が
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
毎
回
、
立
ち
上
が
っ
て
い
て
は
落
ち
着
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
主
人
が
自
分
の
箸
で
客
に
料
理
を
と
っ
て
あ
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は

『
清
俗
紀
聞
』
や "Etiquette in Chinese ..." 

に
は
な
い
記
述
で
貴
重
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
の
主
客
と
陪
客
の
と
る
べ
き
作
法

の
違
い
ま
で
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
主
客
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
箸
を
置
い
た
ら
陪
客
も
こ
れ
に
従
う
こ
と
、
そ
の
場
合
、
主
人
が

自
分
の
箸
で
主
客
の
皿
に
ご
馳
走
を
一
口
分
と
っ
て
あ
げ
る
と
、
し
て
い
る
。
主
客
は
お
辞
儀
を
し
て
謝
意
を
述
べ
る
が
、
必
ず
し
も

そ
れ
を
食
べ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。
続
い
て
、
客
側
も
お
い
し
そ
う
な
料
理
を
一
口
分
、
主
人
に
取
り
分
け
て
あ
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げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
際
、
別
な
皿
か
ら
料
理
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
主
人
が
自
分
の
箸
で
客
に

料
理
を
取
る
こ
と
は
今
日
で
も
す
る
が
、
客
側
か
ら
主
人
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
客
が
こ
の
よ
う
に
料
理
を
よ
そ
わ
れ
た
ら
、
他
の
客
は
気
兼
ね
な
く
自
分
の
料
理
を
取
れ
る
、
と
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
主
客
の
皿
に
料
理
が
取
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
陪
客
は
料
理
を
取
る
こ
と
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
客
の
箸
使
い
が

何
ら
か
の
理
由
で
止
っ
た
ら
、
主
人
が
主
客
の
皿
に
料
理
を
取
っ
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
陪
客
ら
の
遠
慮
を
解
い
て
あ
げ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
主
人
が
主
客
に
自
分
の
箸
で
料
理
を
と
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
行
為
は
、
接
待
側
と
し
て
料
理
を
勧
め
る
と

い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
陪
客
ら
へ
の
心
遣
い
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
6
）
主
人
の
気
配
り
と
主
客
の
役
割

　

宴
会
が
始
ま
っ
て
以
降
の
主
人
の
気
配
り
と
、
主
客
と
し
て
の
役
割
に
対
す
る
ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
観
察
、
記
述
に
も
鋭
い
も
の
が
あ

る
。
主
人
の
責
務
は
客
ら
に
気
を
配
る
こ
と
で
あ
り
、
会
話
に
加
わ
ら
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
口
を
挟
ま
ず
、
客
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
な

い
限
り
口
を
開
か
な
い
と
し
て
い
る
。
現
代
の
宴
会
で
は
主
人
か
ら
話
題
を
向
け
る
こ
と
を
す
る
が
、
当
時
は
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　

酒
令
の
呼
び
か
け
も
、
主
人
の
務
め
の
一
つ
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
が
立
ち
会
っ
た
宴
会
で
も
、
酒
令
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と

見
え
て
、「
猜
拳
」
や
「
三
交
戦
」
な
ど
、
酒
令
に
関
す
る
要
点
を
得
た
紹
介
が
あ
る
。
主
人
は
全
て
の
客
に
相
次
い
で
「
猜
拳
」
に

誘
う
が
、
主
人
が
下
手
な
場
合
、
主
客
に
代
役
を
頼
む
こ
と
が
あ
る
と
い
う
記
述
は
、
主
客
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て
興
味
深
い
。

な
お
、
酒
の
飲
め
な
い
人
は
、
参
加
を
断
る
か
、
罰
杯
を
代
わ
っ
て
も
ら
っ
て
い
い
、
と
い
う
の
も
的
確
な
観
察
で
あ
る
。

　

主
客
に
は
、
酒
令
に
お
け
る
主
人
の
代
理
の
ほ
か
、
宴
会
の
進
行
役
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
主
客
が
会
話
か
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何
か
に
と
ら
わ
れ
て
食
べ
る
の
を
止
め
る
と
、
陪
客
も
箸
を
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
主
客
が
最
初
に
食
べ
終
わ
れ
ば
、
陪
客
は

す
ぐ
さ
ま
箸
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
陪
客
は
主
客
の
食
べ
る
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
る
た
め
、
主
客
は
そ
の
事
を
自
覚
し
て
、

全
体
の
ペ
ー
ス
配
分
を
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
お
、
陪
客
が
こ
の
よ
う
に
礼
儀
正
し
く
し
て
い
る
の
は
主
客
に
敬
意
を
表
す
る
た

め
と
い
う
観
察
は
、
陪
客
が
主
人
の
側
に
ま
わ
っ
て
主
客
を
接
待
す
る
立
場
に
も
た
つ
と
い
う
、
陪
客
の
持
つ
両
義
性
を
表
わ
し
て
い

て
注
目
さ
れ
る
。

　

外
国
人
と
し
て
注
意
す
べ
き
作
法
も
具
体
的
で
興
味
深
い
。
こ
れ
は
中
国
人
に
と
っ
て
も
守
る
べ
き
作
法
で
あ
る
が
、
主
客
と
し
て

招
か
れ
る
事
が
多
い
外
国
人
と
し
て
は
、
特
に
習
熟
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
客
が
食
べ
終
わ
っ
て
い
る
の
に
皿
を
つ
つ
く
よ
う
な
こ

と
を
し
な
い
と
い
う
の
は
（
主
客
と
し
て
は
）
常
識
で
あ
る
が
、
一
口
食
べ
る
ご
と
に
箸
を
置
き
、
食
べ
る
こ
と
な
ど
二
の
次
で
あ
る

か
の
よ
う
に
振
る
舞
え
、
と
い
う
の
は
い
い
ア
ド
バ
イ
ス
と
い
え
る
。
な
お
、
諺
の
「
肉
を
急
い
で
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
米
を
ゆ
っ

く
り
食
べ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
は
、
江
南
に
住
む
中
国
人
で
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
こ
と
な
の
で
、
定
着
し
た
諺
と
い
う
ほ

ど
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
魚
の
骨
な
ど
を
卓
上
に
置
く
際
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
食
べ
か
す
は
卓
上
に
置
い
て
い
い

が
、
隣
席
ま
で
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。（
主
客
と
し
て
は
）
陪
客
の
前
に
投
げ
て
も
い
け
な
か
っ
た
。

自
分
の
目
の
前
に
大
き
な
屑
の
山
を
築
き
た
く
な
か
っ
た
ら
、
骨
っ
ぽ
い
料
理
は
取
ら
な
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
も
実
践
的
で
あ

る
。
卓
下
に
捨
て
る
と
、
犬
を
お
び
き
寄
せ
る
の
で
良
く
な
い
、
と
い
う
の
も
実
際
に
起
き
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
の
宴
会
で
は
、
酒
や
タ
バ
コ
の
飲
め
な
い
人
は
、
無
理
に
飲
ま
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
観
察
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し

か
も
、
口
に
出
し
て
断
る
必
要
も
な
く
、
た
だ
杯
を
満
た
し
て
お
き
、
乾
杯
の
際
に
そ
の
仕
草
を
す
る
だ
け
で
よ
い
、
と
い
う
の
も
実
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践
的
で
あ
る
。

　

純
粋
に
外
国
人
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
言
え
る
の
は
、
箸
を
う
ま
く
使
え
な
か
っ
た
ら
、
陶
器
製
の
ス
プ
ー
ン
（
湯
匙
）
を
使
え
と

か
、
米
粒
は
お
碗
の
中
に
一
粒
も
残
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
後
者
は
現
在
で
も
言
え
る
こ
と
で
、
お
碗
の
中
に
米
粒
を

残
さ
な
い
よ
う
に
食
べ
る
に
は
、
箸
使
い
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
の
他
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
が
必
要
で
あ
る
。

（
7
）
食
事
の
終
り
方

　

予
定
し
て
い
た
料
理
が
全
て
出
さ
れ
る
と
、
米
飯
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
際
に
主
人
と
主
客
と
の
間
で
儀
礼
的
な
や
り
と
り
が
交
わ

さ
れ
る
。『
清
俗
紀
聞
』
で
は
、
料
理
の
数
が
半
分
を
超
え
た
あ
た
り
で
主
客
か
ら
、
十
分
に
頂
い
た
旨
の
挨
拶
を
す
る
。
予
定
の
料

理
を
出
し
終
え
た
ら
、
再
度
、
主
客
か
ら
挨
拶
す
る
。
主
人
は
酒
は
も
う
よ
い
と
思
う
頃
、
米
飯
を
出
し
ま
し
ょ
う
と
挨
拶
し
、
主
客

は
こ
れ
を
儀
礼
的
に
辞
退
す
る
、
と
し
て
い
る
。『
中
国
料
理
の
手
引
き
』
で
は
、
酒
が
だ
い
ぶ
回
っ
た
と
こ
ろ
で
主
人
か
ら
さ
ら
に

酒
を
勧
め
、
主
客
か
ら
酒
は
十
分
に
頂
い
た
の
で
ご
飯
を
頂
き
た
い
旨
の
挨
拶
を
す
る
と
し
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
時
代
と
と
も
に

簡
略
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
る
。

　

ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
料
理
が
全
て
終
わ
る
と
、
米
飯
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
儀
礼
的
な
や
り
と
り
に
つ
い

て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
同
じ
く
宣
教
師
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た"Etiquette in Chinese..." 

で
も
、
客
が
料
理
へ
の
謝
辞
を
述
べ
、

主
事
が
さ
ら
に
酒
を
勧
め
る
と
、
客
は
再
度
、
満
腹
の
意
を
告
げ
る
、
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
飯
に
対
す
る
言
及
は
な
い
。
清
末
に
な

る
と
時
代
的
に
こ
う
し
た
儀
礼
的
な
や
り
と
り
が
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に
も
、
外
国
人
宣
教
師
と
い
う
こ
と
で
、

そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
儀
礼
が
交
わ
さ
れ
た
り
、
求
め
ら
れ
た
り
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
他
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
作
法
を
い
く
つ
か
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ご
飯
が
出
さ
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れ
た
後
の
主
客
の
取
る
べ
き
気
配
り
で
あ
る
。
ご
飯
が
出
さ
れ
た
後
も
、
客
ら
が
ま
だ
酒
を
飲
も
う
と
す
る
中
で
、
酒
を
飲
め
な
い
客

が
い
た
ら
、
主
客
は
彼
に
先
に
ご
飯
を
食
べ
る
よ
う
に
勧
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
あ
る
。
そ
の
客
は
ご
飯
の
お
碗
を
受
け
取
る

と
、
箸
を
上
品
に
一
振
り
し
て
「
飯
陪
」（
ご
飯
で
酒
に
お
つ
き
あ
い
し
ま
す
）
と
言
い
、
他
の
客
に
酒
を
勧
め
る
。
そ
の
客
は
ご
飯

を
食
べ
終
わ
っ
て
も
、
箸
を
置
い
て
は
な
ら
ず
、
彼
が
食
べ
終
わ
っ
た
の
を
見
た
主
客
が
「
請
寛
坐
」（
ど
う
ぞ
お
気
楽
に
）
と
声
を

か
け
て
あ
げ
、
そ
う
し
て
初
め
て
箸
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
席
を
立
つ
こ
と
も
で
き
る
。
主
客
か
ら
の
気
遣
い
の
言
葉
が
な
け
れ
ば
、

自
ら
「
不
陪
」
と
言
っ
て
席
を
離
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

本
来
、
ご
飯
が
出
さ
れ
た
ら
、
た
と
え
酒
を
飲
み
続
け
た
く
て
も
、
客
た
る
も
の
、
酒
は
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は

極
め
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
宴
会
で
の
話
で
あ
ろ
う
。
先
に
ご
飯
を
食
べ
終
わ
っ
た
客
か
ら
卓
を
離
れ
て
い
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
こ
の
点
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

ま
た
、
食
事
の
締
め
と
し
て
の
ご
飯
を
食
べ
る
時
、
他
の
人
の
ペ
ー
ス
を
見
な
が
ら
、
あ
ま
り
早
く
食
べ
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
す

る
。
特
に
、
上
座
の
客
（
主
客
、
第
二
位
の
客
）
が
先
に
食
べ
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
箸
で
他
の
人
を
順
番
に
さ
し
な
が
ら
「
慢

用
」（
ご
ゆ
っ
く
り
）
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
言
わ
れ
た
客
も
「
寛
坐
」
と
応
え
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
挨
拶
を
し
て
い
い
の
は
、
第
二
位
の
客
ま
で
で
、
他
の
客
は
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
も
他
の
客
ら

は
客
な
ど
で
は
な
く
、
二
人
の
主
客
の
付
き
添
い
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
中
国
の
宴
会
に
お
け
る
陪
客
の

も
つ
両
義
性
（
客
で
あ
り
な
が
ら
主
客
を
接
待
す
る
側
に
も
ま
わ
る
）
は
筆
者
も
何
度
か
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
端
的
に
陪
客

は
客
で
は
な
い
、
と
言
い
切
る
こ
と
の
で
き
る
観
察
眼
は
た
い
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
点
は
、「
横
箸
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
即
ち
、
付
き
添
い
の
客
が
食
事
後
、
直
ぐ
に
席
を
立
つ
必
要
が
あ
れ
ば
、
他
の

人
に
「
慢
用
」
と
勧
め
、
自
分
の
箸
を
う
や
う
や
し
く
自
分
の
碗
の
上
に
さ
し
渡
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
そ
の
身
は
不
在
な
る
も
、
そ
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の
心
は
ま
た
他
の
人
に
お
つ
き
あ
い
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
書
い
て
い
な
い
が
、
こ
の
行
為
が
「
横

箸
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
箸
を
置
く
と
こ
ろ
の
原
文
は places his chopsticks respectfully across the top of his 

bow
l

で
、respectfully

と
は
、
二
本
の
箸
を
き
ち
ん
と
揃
え
て
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
お
箸
を
置
く
方
向
に
は
触
れ
て
い
な
い

が
、
筆
者
が
実
際
に
目
撃
し
た
の
は
縦
方
向
で
あ
っ
た
が
、
中
国
人
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
と
、
横
方
向
も
あ
る
、
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

同
じ
や
り
方
は
、
客
が
席
を
離
れ
る
た
め
を
目
的
と
せ
ず
と
も
、
自
分
は
食
べ
き
れ
な
い
が
ま
だ
箸
を
（
卓
上
に
）
置
き
た
く
な
い

場
合
に
も
用
い
ら
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、（
陪
）
客
の
箸
が
碗
の
上
に
置
か
れ
た
の
を
主
客
が
見
つ
け
た
時
に
と
る

動
作
で
あ
る
。
東
洋
文
庫
版
の
邦
訳
で
は
「
箸
が
椀
の
上
に
置
か
れ
る
と
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
主
賓
は
、
自
分
の
箸
で
そ
の
箸
を
つ
ま

み
上
げ
て
他
の
人
に
渡
し
、『
請
便
』（「
ど
う
ぞ
ご
都
合
の
よ
ろ
し
い
よ
う
に
」）
と
言
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
原
文
は
、 

the chief guest, noticing this, takes them
 up by his ow

n chopsticks and presents them
 to the other, saying, 

請
便

（"Please consult your ow
n convenience"
）（
原
著
103
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、
主
客
が
、
碗
の
上
に
置
か
れ
た
箸
を
自
分
の
箸
で

つ
ま
み
上
げ
て
返
す
の
は
、
箸
を
置
い
た
本
人
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
主
客
が
「
請
便
」
と
言
う
相
手
も
横
箸
を
し
た
客

に
対
し
て
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
原
文
は
、
主
客
が
箸
で
置
か
れ
た
箸
を
浮
か
せ
、
箸
を
置
い
た
客
に
手
に
取
っ
て
卓
上
に
置
く
よ
う

に
促
す
、
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
箸
で
箸
を
つ
ま
み
上
げ
る
の
は
実
際
に
は
難
し
い
し
、
見
苦
し
い
動
作
で
あ
る
か
ら
だ
。
主
客
が
行

う
こ
の
動
作
の
意
味
す
る
も
の
は
、
食
べ
終
わ
り
は
し
た
が
ま
だ
お
つ
き
あ
い
し
ま
す
、
と
い
う
意
思
表
示
で
あ
る
「
横
箸
」
に
対

し
、
主
客
が
自
ら
の
箸
で
碗
上
の
箸
を
卓
上
に
置
か
せ
、
完
全
に
食
べ
終
わ
っ
た
状
態
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
客
が
退
席
で
き

る
よ
う
に
し
て
あ
げ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
動
作
に
よ
っ
て
、
客
は
食
べ
る
義
務
か
ら
も
、
着
席
し
て
い
る
義
務
か

ら
も
解
放
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
、
席
を
立
つ
か
ど
う
か
は
客
の
判
断
で
あ
る
し
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
宴
会
で
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は
、
主
客
よ
り
も
先
に
席
を
立
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
「
横
箸
」
の
習
慣
は
、
唐
宋
代
以
降
に
生
ま
れ
、
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
横
箸
」
の
動
作
に
つ
い
て
は
、
比
較
し
た
清

代
以
降
の 

『
清
俗
紀
聞
』、"Etiquette in Chinese ..." 

、『
貿
易
上
よ
り
見
た
る
・
・
・
』、『
清
稗
類
鈔
』、『
中
国
料
理
の
手
引
き
』

な
ど
で
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
習
慣
が
清
末
の
江
南
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。

　

ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、「
横
箸
」
の
習
慣
は
、
本
来
、
先
に
食
べ
終
え
た
者
（
陪
客
）
が
先
に
席
を
立
つ
た

め
に
行
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
食
べ
終
え
て
も
席
に
残
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
食
べ
て
い
る
ふ
り
を
す
れ
ば
済
む
こ
と

で
は
あ
る
。「
横
箸
」
を
し
た
（
陪
）
客
に
対
し
、
主
客
が
箸
を
碗
上
か
ら
卓
上
に
移
す
の
は
、
そ
の
客
に
立
っ
て
も
よ
い
と
い
う
許

し
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
席
を
立
ち
た
が
っ
て
い
る
客
も
、
い
き
な
り
立
つ
の
は
ま
ず
い
の
で
、
一
旦
、「
横
箸
」
を
し
て
、
主

客
の
許
し
を
待
っ
て
か
ら
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
箸
で
箸
を
つ
ま
み
上
げ
て
戻
す
と
い
う
動
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
箸
で
箸
を
浮
か
せ
る
動
作
だ
と
し
て
も
、
あ
ま
り
上
品
と
は
い
え
ず
、
必
ず
し
も
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

　

ウ
ォ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、「
横
箸
」
を
し
て
よ
い
の
は
、
陪
客
だ
け
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
主
人
や
主
客
が
こ
れ
を
す

る
と
い
う
の
も
お
か
し
い
。
ま
た
、
陪
客
が
主
客
よ
り
も
先
に
席
を
立
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
の
は
極
め
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
宴
会

の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
な
ら
、「
横
箸
」
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
宴
会
に
お
い
て
、
先
に
席
を
立
ち
た
い
陪
客
が

す
る
動
作
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

4
　
お
わ
り
に

　

以
上
、『
清
国
作
法
指
南
』
に
記
さ
れ
て
い
宴
会
儀
礼
を
詳
細
に
検
討
し
、
主
に
清
代
以
降
に
お
け
る
そ
の
他
の
著
作
に
み
ら
れ
る
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儀
礼
と
の
比
較
を
通
し
て
、『
清
国
作
法
指
南
』
の
位
置
づ
け
や
、
宴
会
儀
礼
の
詳
細
に
お
け
る
新
た
な
偏
差
を
探
っ
て
み
た
。

　

基
本
的
に
は
、
清
代
の
中
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
宴
会
儀
礼
と
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、
招
待
状
か
ら
宴
会
の
終
り
方
に

至
る
ま
で
、
他
の
著
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
多
少
の
差
異
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
儀
礼
の
細
部
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

存
在
す
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
統
一
性
の
方
が
大
き
い
、
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。

　

時
代
的
な
展
開
と
し
て
は
、
康
煕
乾
隆
年
間
の
風
俗
を
記
し
た
『
清
俗
紀
聞
』
と
比
べ
て
、
招
待
状
の
様
式
や
、
応
接
室
か
ら
食
堂

へ
の
移
動
（
タ
イ
プ
B
）
な
ど
の
面
で
、
簡
略
化
が
進
行
し
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
着
席
の
儀
礼
に
際
し
て
、
主
人
が
酒
杯
を
も
っ
て
一
人
一
人
の
席
を
指
定
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
記
述
は
、

『
清
俗
紀
聞
』
な
ど
の
清
代
の
著
作
に
は
見
え
ず
、
明
代
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
が
伝
え
る
様
式
に
近
く
、
注
目
さ
れ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
古
い
様
式
が
と
り
行
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
本
書
独
自
の
記
述
と
し
て
、
主
人
が
自
分
の
箸
で
料
理
を
と
っ
て
あ
げ
る
動
作
に
関
す
る
も
の
や
、
食
事
を
終
え
る
際
の
儀

礼
、
と
り
わ
け
「
横
箸
」
の
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
横
箸
」
の
記
述
は
、
清
代
の
宴
会
作
法
を
紹
介
し
た
著
作
の
な

か
で
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
本
書
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
ほ
か
、
外
国
人
へ
の
ア
ド
ア
イ
ス
な
ど
、
宣
教
師

な
ら
で
は
の
視
点
も
あ
り
、
本
書
の
記
述
は
清
代
の
宴
会
儀
礼
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
文
献
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

筆
者
が
感
心
す
る
の
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
が
単
に
儀
礼
の
手
順
を
詳
細
に
記
録
し
た
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
主
人
、
主
客
、
第
二
位
の

客
、
そ
し
て
陪
客
ら
の
役
割
と
、
取
る
べ
き
態
度
を
し
っ
か
り
と
区
別
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
が
中
国
人
の
宴

会
の
背
後
に
あ
る
人
間
─
社
会
関
係
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
が
鋭
い
観
察
を
記
述
を
残
し
得
た
の

は
、
自
身
の
体
験
の
蓄
積
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
彼
に
続
く
欧
米
の
若
い
宣
教
師
ら
に
伝
え
る
べ
く
、
彼
な
り
に
分
析
を
加
え
た
上

で
、
系
統
立
て
て
記
述
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
書
に
、
人
類
学
者
が
書
く
民
族
誌
に
は
な
い
迫
力
と
面
白
さ
が
存
在
す
る
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と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
が
一
章
を
割
い
て
詳
述
し
た
如
く
、
中
国
人
社
会
に
お
け
る
宴
会
、

及
び
宴
会
儀
礼
の
重
要
性
は
、
彼
の
生
き
た
同
時
代
の
み
な
ら
ず
、
一
〇
〇
年
後
の
現
代
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
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