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食

指
-史
卑

富
警

鵬

昭

和

十
年

十

二
-

漠

代

蒼

顔

考

-
批

判
｢

宇

都

宮

清

音

序

文
郊
配
合
史
上
に
於
い
て
は
昔
か
ら
現
今
の
草
間
上
我
が
国
で
奴
隷
即
ち
英
語
の

S
lavt
叉
猫
乙
語
の

S
k]ave
の
詩
語
に
常
る
階
級
に

封
し
て

1
椴
に
奴
婦
と
言
ふ
言
葉
を
用
ひ
て
乗
た
.
奴
隷
と
言
ふ
言
葉
も
無
い
こ
と
は
な
い
が
飴
-
慣
用
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
初

単
記
で
あ
る
と
か
太
平
御
覚
'
文
献
通
考
'
古
今
国
書
集
成
等
と
言
ふ
本
に
は
奴
隷
に
関
す
る
記
述
に
題
す
る
に
何
れ
も
奴
蝉
の
語
を
以
っ

て
し
て
ゐ
る
｡
漠
代
に
於
い
て
も
詔
勅
等
の
用
雷

必
ず
奴
婦
と
言
ふ
音
義

が
用
S
tJ
あ
る
･
染
富

民
が
中
開
奴
隷
制
度
(
野

1%

撃

胴
)

に
於
い
て
漠
代
の
奴
隷
解
放
に
関
す
る
詔
勅
を
殆
ど
網
羅
し
て
ゐ
る
が
､
そ
れ
に
も
明
ら
か
に
這
般
の
こ
と
が
顕
れ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
に
引
き

か
へ
て
奴
隷
と
言
ふ
語
は
漠
代
で
は
殆
ど
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
い
.
た
ゞ
鄭
玄
が
周
穏
秋
官
司
冠
の
朝
士
の
保
の

-
凡
得
獲
貨
賄
人
民
六
高
著
｡
委
干
朝
｡
骨
子
士
｡
旬
而
畢
之
｡
大
著
公
之
｡
小
者
庶
民
私
之
｡

と
言
ふ
文
の
人
民
と
言
ふ
語
に
誌
を
施
し
て

入
居
謂
刑
人
奴
隷
逃
亡
者
O
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と
言
っ
て
あ
る
の
が
僅
か
に
一
例
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
｡
本
年
十
月
二
十
五
日
の
夕
'
東
洋
史
研
究
の
馨
刑
の
疏
賀
と
創
刊
牧
の
批
判

の
倉
が
行
は
れ
た
が
其
の
席
上
二
1.1享

か
ら
拙
稿

｢
漠
代
大
私
有
地
に
於
け
る
小
作
者
と
奴
隷
の
問
題
｣
に
用
ひ
て
あ
る
小
作
者
或
は
奴
隷

と
言
ふ
用
語
の
首
否
に
裁
い
て
質
問
が
あ
っ
た
.
小
作
者
と
言
ふ
用
語
に
就
い
て
は
私
は
別
に
不
適
雷
と
は
児
は
な
い
O
奴
隷
と
言
ふ
言
葉

に
就
い
て
は
私
は
折
を
得
て
湊
代
に
用
ひ
ら
れ
た
奴
隷
を
意
味
す
る
言
葉
た
と
へ
ば
奴
妙
'
臣
妾
､
家
庫
'
叉
家
書
'
僅
叉
童
'
或
は
竪
'

域
獲
等
と
言
ふ
も
の
に
就
い
て
考
詮
を
加
へ
て
見
慶
い
と
思
ふ
o
こ
れ
等
の
言
葉
は
等
し
-
奴
帝
の
意
味
を
示
す
も
の
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て

は
ゐ
る
が
'
そ
れ
ふ
＼
特
殊
な
起
瀕
と
壁
蓮
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
従
っ
て
言
葉
に
特
有
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
で
も
言
ふ
可
き
も
の
が

つ
き
纏
っ
て
ゐ
る
｡
而
し
大
鰐
に
於
い
て
そ
の
概
念
は
現
今
畢
術
上
用
ひ
る
奴
薄
に
通
常
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
茸
で
あ
る
か
ら

私
は
彼
の
拙
論
中
に
於
い
て
も
し
ば
ら
-
別
段
の
考
詮
を
用
ひ
ず
し
て
'

1
概
に
現
今
の
畢
術
語
た
る
奴
隷
の
語
を
用
ひ
た
次
第
で
あ
る
.

而
し
私
は
前
に
言
っ
た
棟
に
共
等
の
語
に
就
い
て
考
詮
す
可
き
用
意
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
将
来
そ
れ
を
畿
表
す
る
時
が
あ
る
と
息
ふ
.
此
の

蒼
頭
考
も
曾
っ
て
捉
起
さ
れ
た

1
詮
に
封
す
る
1
批
判
で
あ
る
と
共
に
'
叉
右
の
一
部
と
し
て
草
す
る
も
の
で
あ
る
.

漠
代
の
史
書
に
多
-
出
て
乗
る
蒼
頭
或
は
倉
頭
と
言
ふ
語
は
何
の
意
味
で
あ
る
か
.
こ
れ
に
就
い
て
は
巳
に
志
田
不
動
麿
氏
が
そ
の
色
々

豊

味
で
有
名
な
｢
晋
代
の
土
地
所
有
形
態
と
農
民
間
讐

(
詣

諾

)
と
言
ふ
論
文
に
於
い
て
倉
警

言
ふ
の
は
蒼
警

書
-
の
が
正
し
-

漠
代
で
は

1
種
の
奴
舟
で
あ
る
が
主
人
の
私
兵
と
し
て
軍
に
従

へ
る
者
で
あ
-
､
頚
に
は
青
陣
を
着
け
た
の
で
蒼
頭
と
言
ほ
れ
た
の
で
あ
る

と
な
し
'
更
に
歴
史
畢
研
究
誌
上
に
於
い
て
は
漠
代
の
奴
斎
制
度

｢
蒼
頚
｣
に
就
い
て
と
言
ふ

1
論
文
に
依
っ
て
元
来
蒼
頚
は
戦
国
'
秦
漠

の
際
に
於
い
て
は
主
人
旗
下
の
軍
隊
で
あ
-
比
較
的
親
近
な
る
者
'
信
頼
に
値
す
る
者
'
郷
某
の
青
年
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
身
分

的
に
は
決
し
て
初
め
か
ら
奴
隷
で
は
な
か
っ
た
｡
然
る
に
湊
代
平
和
の
蹟
-
と
共
に
是
等
の
蒼
頭
が
貴
族
邸
で
難
役
に
奉
仕
す
る
に
至
っ
て

2
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次
第
に
奴
隷
的
東
涯
に
陥
っ
た
｡
而
し
本
来
の
軍
人
と
し
て
の
性
質
は
失
は
れ
な
か
つ
た
か
ら
蒼
朗
は
そ
の
展
性
と
し
て
武
技
に
熟
練
し
た

焼
勇
の
人
た
る
を
要
し
た
o
而
し
て
斯
-
の
如
-
蒼
頭
は
奴
隷
と
し
て
使
役
さ
れ
る
棟
に
な
-
種
っ
て
奴
隷
と
同
じ
様
に
叉
賓
質
さ
れ
た
け

れ
ど
も
'
主
人
の
側
近
に
奉
仕
し
軍
役
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
本
人
の
功
努
や
勤
務
の
誠
直
の
璃
め
に

一
般
奴
帝
に
比
し
て
良
民
と
得

る
横
雲

相
常
誉

れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
(讐

鵬
)
と
考
詮
さ
れ
允
.

私
は
氏
の
此
の
興
味
あ
る
考
託
に
就
い
て
､
準
充
亨

解
出
来

な
い
鮎
が
二
三
あ
る
棟
に
息
ふ
の
で
'
次
に
英
を
記
述
し
て
先
達
の
高
教
を
仰
ぎ
慶
い
と
考

へ
る
.
先
づ
㈱
戦
国
秦
漠
時
代
の
蒼
頭
軍
の
性

質
に
就
い
て
考

へ
次
に
㈲
蒼
朝
奴
隷
の
起
涼
と
其
の
轡
化
を
考

へ
'
つ
い
で
仰
漠
代

｢
7
椴
に
通
行
｣
し
た
蒼
預
の
語
が
決
し
て
別
個
の
奴

専
制
慶
を
意
味
す
る
の
で
は
な
-
し
て
笹
に
奴
の
1
異
柄
と
し
て
行
ほ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
就
い
て
考

へ
て
見
慶
い
と
思
ふ
o

蒼
頚
な
る
語
は

1
番
先
に
戦
国
策
魂
策
に
刑
て
釆
る
.
蘇
秦
が
魂
の
嚢
王
に
詮
-
所
で

今
窺
聞
大
王
之
卒
武
力
(伽
等

1嘉

｡
蒼
讐

十
寓
｡

奮
警

十
寓
o

麻
徒
十
寓
･

雪

㊨

と
言
っ
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
高
誘
は
こ
れ
に
何
も
誌
を
施
し
て
ゐ
な
い
の
で
高
誘
の
考

へ
が
判
ら
な
い
の
で
あ
る
が
､史
記
の
蘇
葉
像

に
は
魂
策
と
同

1
文
を
載
せ
て
あ
-
'
索
院
は
註
し
て
謂
以
青
巾
塞
頭
O
以
異
於
衆
.
と
あ
る
0

衆
に
は
秦
二
世
皇
帝
の
元
年
末
か
ら
二
年

㊤

初
に
か
け
て
殆
ど
時
を
同
じ
-
し
て
東
陽
の
令
史
の
陳
嬰
と
言
ふ
者
が
そ
の
地
の
少
年
に
擁
立
せ
ら
れ
て
蒼
頭

〔
軍
〕
を
起

し叉陳勝
の
部

③

下
の
呂
臣
と
言
ふ
者
が
新
陽
に
蒼
朗
軍
を
組
赦
し
た

こ
と
が
史
記
漢
書
に
出
て
ゐ
る
0
所
で
魂
の
蒼
頭
軍
と
は
ど
ん
な
性
質
の
も
の
で
あ
る

か
と
言
ふ
に
'
こ
れ
は
疑
も
な
-
魂
の
国
軍
で
あ
っ
て
決
し
て
私
兵
で
は
な
い
｡
而
し
て
こ
れ
と
並
び
存
す
る
武
力
或
は
武
士
は
'
萄
子
や

④

漢
書
の
刑
法
志

に
武
卒
と
し
て
表
れ
て
ゐ
る
も
の
で
'
そ
の
精
鋭
に
し
て
且
つ
重
武
装
の
軍
隊
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
｡
此
の
武
力

或
は
武
士
文
武
卒
と
言
ふ
の
は
怒
ら
-
魂
の
常
備
園
軍
と
し
て
'
民
衆
よ
-
選
抜
さ
れ
且
つ
訓
練
を
施
さ
れ
た
魂
囲
軍
の
主
力
た
る
勇
武
の

軍
隊
で
あ
っ
た
と
思
ふ
｡
そ
れ
に
封
し
て
蒼
頭
軍
は
恐
ら
-
武
力
軍
よ
り
は
軽
装
の
且
つ
平
素
そ
れ
程
訓
練
き
れ
ぬ
裸
備
軍
的
の
も
の
で
'

事
あ
る
時
呼
集
し
て
編
成
せ
ら
れ
る
庶
民
軍
の
1
種
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
｡
司
馬
兵
の
衆
院
に
は
前
記
の
様
な
話
が
施
し
て
あ
る
が

｢
育

3
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巾
し
て
衆
に
異
ら
し
め
る
｣
と
言
ふ
意
味
は
何
で
あ
ら
う
か
'
恐
ら
-
こ
れ
は
青
巾
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
猫
特
な
そ
の
軍
隊
の
徽
章
で
あ

①

っ
た
と
言
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
｡
而
し
て
巾
と
言
ふ
も
の
は
居
士
野
人
の
着
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
青
巾
を
着
け
る
と
言
ふ
こ
と
は
軽
装
兵
圏

の
最
も
簡
単
な
日
印
で
あ
り
'
且
つ
其
の
事
自
身
が
魂
閣
蒼
頭
兵
の
階
級
的
出
自
を
物
語
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
.
即
ち
醜
聞
蒼
頭
軍
の
特
徴
は

叫
戦
時
に
急
呼
集
せ
ら
れ
る
琢
備
軍
的
庶
民
兵
で
あ
る
こ
と
'
㈲
そ
の
制
服
は
青
巾
し
て
猫
特
の
徽
章
と
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
.

HutJu而
し
て
秦
漠
の
際
陳
嬰
が
東
陽
で
'
叉
呂
臣
が
新
陽
で
､各
々
組
織
し
た
蒼
頚
軍
も
大
鰻
将
軍
が
或
る
地
方
で
蜂
起
す
る
馬
め
に
'其
の
地

方
人
を
至
急
に
軍
隊
に
編
成
し
た
も
の
で
'
そ
の
組
成
分
子
も
先
づ
は
土
着
の
庶
民
で
あ
っ
た
と
見
る
可
-
'
此
の
鮎
で
は
魂
の
国
軍
で
あ

る
蒼
頭
軍
と
'
私
兵
で
あ
る
陳
嬰
呂
臣
の
蒼
頭
軍
は
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
｡
而
し
注
意
す
可
き
は
陳
嬰
呂
臣
の
時
代
に
は
'

彼
等
と
同
様
に
他
に
於
い
て
も
亦
大
小
の
群
雄
が
雲
の
如
-
起
っ
た
と
言
ふ
こ
と
で
'
こ
れ
は
史
記
漢
書
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
通
-

で

あ

る
｡
そ
し
て
そ
の
軍
を
提
げ

て立
つ
情
況
は
多
少
の
差
は
あ
れ
'皆
各
々
の
地
方
に
於
い
て
そ
の
地
方
人
を
急
摸
集
結
し
て
軍
を
編
成
し
た
も

の
な
の
で
あ
っ
て
'
彼
等
は
そ
れ

や
､自
己
の
軍
陳
を
他
と
直
別
す
る
馬
め
に
喝
特
の
徽
章
を
必
要
と
し
た
で
あ
ら
う
.
漠
の
高
組
は
そ
の

①

旗
職
を
皆
赤
色
に
し
て
立
ち
'そ
の
配
下
た
る
少
年
豪
吏
等
は
柿
の
子
弟
二
三
千
人
を
率
い
て
高
組
と
共
に
出
陣
し
た
.
こ
の
赤
は
漠
兵
の
徽

⑦

祝
で
あ
る
.
後
代
漠
の
軍
人
は
赤
障
す
る
と
言
ふ
規
定
が
あ
っ
た
｡

恐
ら
-
挿
公
欲
屯
の
時
か
ら
の
侍
銃
で
あ
ら
う
と
思
ふ
.
さ
れ
ば
陳
嬰

呂
臣
の
蒼
頭
軍
も
叉
必
ず
や
斯
る
特
種
な
る
磯
波
の
意
味
を
持
っ
て
ゐ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
陳
嬰
の
軍
隊
が
蒼
頭
し
た
の
は
何
の

①

篤
め
で
あ
る
か
は
そ
の
異
軍
蒼
頭
特
起

と
言
ふ
六
字
の
中
に
詮
明
し
っ
-
さ
れ
て
ゐ
る
0
即
ち
蒼
頭
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
同

⑨

時
的
に
蜂
起
し
た
群
雄
の
軍
隊
と
自
己
を
直
別
せ
ん
嘗
め
で
あ
る
｡
鷹
敬
は
赤
眉
の
例
を

引
い
て

｢
陳
嬰
の
部
下
が
己
れ
等
の
軍
隊
を
衆
'

⑩

如
ち
'
他
の
群
雄
の
軍
隊
と
直
別
せ
ん
馬
め
に
士
卒
烏
巾
を
着
け
青
領
以
っ
て
そ
の
目
印
と
し
た
の
で
あ
る
J
.
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
史
記
の

文
章
を
正
解
し
た
も
の
で
あ
る
.
果
し
て
'
然
ら
ば
常
時
蒼
頭
軍
と
言
ふ
も
の
は
決
し
て
群
雄
の
間
に
侍
衛
軍
た
る
印
と
し
て
1
般
に
流
行

し
た
の
で
は
な
-
て
却
っ
て
陳
嬰
の
軍
隊
に
猫
特
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
少
-
も
陳
嬰
を
擁
立
し
た
東
陽
の
少
年
連

4
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に
は
蒼
頚
が
自
分
達
に
猫
特
で
あ
っ
て
決
し
て
他
.と
紛
れ
る
恐
れ
な
し
と
確
信
出
禿
た
こ
と
に
違
ひ
な
か
ら
う
｡
若
し
是
を

｢
主
人
晦
下
の

軍
隊
で
あ
-
比
較
的
親
近
の
者
信
頼
に
値
す
る
者
郷
藁
の
青
年
を
以
っ
て
組
織
せ
ら
れ
た
軍
隊
｣
と
概
冒
し
て
し
ま
ふ
な
れ
ば
常
時
の
諸
群

雄
は
概
ね
そ
の
様
な
性
質
の
軍
隊
を
統
率
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
従
っ
て
叉
概
ね
蒼
頭
軍
と
科
し
た
筈
で
あ
-
'
史
記
が
猫
-
陳
嬰
の

蒼
粥
に
限
っ
て
異
軍
蒼
朗
特
起
し
た
､
と
侍
へ
て
ゐ
る
の
は
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
O
私
は
蒼
頭
軍
と
は
決
し
て
侍
衛
軍

隊
の
7
椴
的
紙
柄
で
は
な
-
て
陳
嬰
昌
臣
に
限
っ
て
起
っ
た
特
殊
的
な
徽
既
の
柄
で
あ
る
と
息
ふ
.
然
ら
ば
陳
嬰
と
殆
ど
時
を
同
じ
-
し
て

起
っ
た
呂
臣
の
蒼
頭
軍
は
'
蒼
頭
軍
が
侍
衛
軍
の
紙
栴
で
あ
る
と
言
ふ

1
椴
的
性
質
か
ら
首
然
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
て
'
こ
れ

は
仝
-
遇
然
な
出
来
事
と
し
て
そ
の
結
果
を
陳
嬰
の
そ
れ
と
等
し
-
し
た
も
の
と
思
ふ
｡
同
じ
融
合
に
生
活
す
る
人
間
が
同
じ
様
な
思
想
傾

向
を
有
し
同
七
校
な
行
動

(
表
硯
形
式
)
傾
向
を
有
す
る
の
性
普
然
な
こ
と
で
'
呂
臣
の
蒼
頭
と
陳
嬰
の
そ
れ
を
過
熱
肇
の
1
敦
と
解
し
た

か
ら
と
て
決
し
て
不
合
理
で
は
な
か
ら
う
｡
呂
臣
は
陳
渉
世
家
の
記
載
に
よ
れ
ば
新
陽
に
起
っ
た
の
で
あ
る
が
'
新
陽
は
汝
南
の
願
名
で
あ

⑪

⑩

っ
て
此
の
汝
南
は
戟
園
の
時
代
に
は
魂
に
属
し
て
ゐ
た
こ
と
は
戦
闘
策
や
蘇
秦
の
侍
を
見
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
呂
臣
は
怒
ら

-
自
分
が
新
陽
で
組
織
し
た
軍
隊
が
魂
の
曾
っ
て
の
蒼
頭
軍
に
近
似
し
て
ゐ
る
の
で
'
そ
の
名
を
探
っ
て
付
け
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
こ

れ
は
単
な
る
想
像
に
過
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
蓋
然
性
は
あ
る
だ
ら
う
｡

以
上
の
如
-
で
あ
る
か
ら
私
は
'
常
時
群
雄
の
侍
衛
的
軍
隊
が
何
れ
も
蒼
頭
軍
と
呼
ば
れ
た
と
言
ふ
記
録
も
勿
論
な
い
の
み
か
斯
る
道
理

は
あ
-
得
な
い
と
考

へ
る
者
で
あ
る
O
果
し
て
然
-
と
す
れ
ば
漠
代
に
於
け
る
奴
隷
の
7
栴
呼
と
し
て
の
蒼
頭
の
淵
瀕
を
'
極
め
て
特
殊
的

O
O

O
O
O

軍
隊
の
名
桝
で
あ
る
蒼
頭
に
求
め
や
う
と
言
ふ
こ
と
は
可
成
-
危
険
で
は
な
い
か
と
思
ふ
o
少
-
と
も
軍
隊
に
於
け
る
1
般

的

術

語
で
あ
っ

o
o
o
o

⑩

o
o
o
o

た
部
曲
の
名
柄
が
私

兵

一
般

の
意
味
に
韓
化
し
'
つ
い
で
六
朝
階
唐
代
に
於
け
る
如
-
購
民
の
一
種
に
な
っ
た
と
同
株
に
'
此
の
特
殊
的
名

0節
た
る
蒼
頭
軍
が
漢
代
の
奴
帝
を
意
味
す
る
蒼
頭
の
前
身
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
出
釆
な
い
棟
で
あ
る
.
蒼
頭
軍
の
蒼
頭
な
る
意
味
に
は
本

乗

7
椴
的
汎
稀
的
な
も
の
が
在
銘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.
叉
此
の
蒼
粥
が

1
般
的
汎
稀
的
な
意
味
に
捧
化
し
た
経
過
を
示
す
様
な
痕
跡

5



103

/仙
｣

も
な
い
と
思
ふ
.
陳
嬰
や
昌
臣
は
後
に
漠
の
高
租
に
従
っ
て
諸
侯
に
封
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る

.

巳
に
高
組
に
従
っ
た
な
れ
ば
常
然
己
れ
に
猫
特
で

あ
っ
た
蒼
頭
と
言
ふ
微
光
は
否
定
せ
ら
れ
て
'
漠
の
敏
統
た
る
赤
を
奉
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
O
.
こ
れ
蒼
粥
の
語
が
私
兵

7
椴
に
封
す

る
栴
呼
に
轄
化
し
た
と
言
ふ
痕
跡
を
も
牽
見
し
得
な
い
と
す
る
所
以
で
あ
る
.

託
①

史
記
巻
六
十
九
蘇
秦
列
侍
｡

◎

史
記
巻
七
項
羽
本
紀
日
0
陳
嬰
者
故
東
陽
令
史
｡
伊
藤
中
O
素
信
護
o
稀
蕗
長
者
.
東
陽
少
年
殺
其
令
.
相
乗
数
千
人
o
欲
置
長
｡
無
適
用
｡
乃
論

陣
嬰
Q

嬰
謝
不
能
O

途
監
立
嬰
悠
長
｡
願
中
従
者
得
二
商
人
｡

少
年
欲
立
嬰
｡

便
岱
王
O

異
軍
蒼
踊
特
起
｡

云
々
｡
添
書
奄
三
十

1
項
羽
列
倖
o

略

同
史
記
F'

③

史
記
巻
四
十
八
陳
渉
世
家
日
｡
陳
王
政
洞
入
婿
等
呂
臣
蕗
倉
頭
軍
e
起
新
陽
o
漢
書
巻
三
十

1
陳
聯
列
侍
.
峰
岡
史
記
o

④

碍
子
巻
十
議
兵
籍
に
魂
氏
武
卒
以
定
収
之
.
衣
三
馬
之
甲
.
操
十
石
之
努
｡
負
服
失
五
十
十
.
置
曳
其
上
O
冠
紬
帝
叙
.
嵐

三
日
之
糧
｡

日
中
両
趨

首
里
O
中
試
則
復
其
戸
.
利
英
田
宅
･･････三
と
ゐ
-
漢
書
刑
法
志
に
も
同

一
文
が
載
せ
て
あ
-
軌
が
鯛
を
傾
む
け
て
維
挿
し
L
J蹄
鉄
で
斉
の
技
撃
へ

秦
の
錬
士
と
共
に
有
名
で
あ
っ
た
こ
-
が
記
し
て
あ
る
.
日
-
魂
憲
以
武
卒
奮
｡
寿
昭
以
鎗
士
除
と
.
父
君
帝
之
技
撃
O
柑

1
首
則
受
賜
金
云
々
と
O

襲
駒
は
蘇
秦
侍
の
集
解
に
魂
の
武
士
軍
を
此
の
武
卒
に
比
定
し
て
ゐ
る
｡
蓋
し
正
鵠
で
あ
ら
-
.

①

構
図
,
秦
湊
の
音
頭
は
後
栗

の
牲
繁

る
艇
,
取
(
断
機
臓

㌔
遣

約
諾

蛸
帥
酎
馴
雛

絹
書
)
は
何
れ
-

幌
し
-

は
書
か
ず
雷

或
は

-

し
た
と
証
し
て
-

.

葦
昭
(
鰍
詣

諸

家
)
や
晋
灼
(
触
配
胴
諾

紀
)
は
-

し
た
と
は
証
し
て
ゐ
る
が
,
青
嶋
と
し
て
ゐ
-

こ
と
は
同

1
で
あ
る
｡
後
洋
書
第
九
十
八
番
郭
泰
侍
に
李
賓
は
周
蓮
の
輿
服
難
字
を
引
い
て
巾
以
葛
鏡
之
O
形
如
暗
三
･･･.
本
居
士
野
人
併
服
｡
魂
武
造
幡
o

其
巾
乃
駿
･･････-
O
と
あ

-
'
後
漢
書
輿
服
逓
下
に
は
古
老
有
冠
無
幌
と
あ
-
湊
代
通
行
の
幌
は
草
丈
帝
の
時
に
至
っ
て
形
を
Lt
し
た
と
あ
る
か
ら

後
漠
末
に
於
け
る
戟
闘
魂
の
蒼
頭
軍
や
陳
･
呂
の
蒼
頭
軍
に
封
す
る
法
家
は
怒
ら
;
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
敦
で
帝
幌

と
せ
ず
し
て
漠
時

1
椴
に
庶

人
の
問
に
行
ほ
れ
た

｢
巾
｣
の
青
色

S
も
の
を
頭
L'
つ
け
L
Jの
で
あ
る
'
と
し
た
も
の
ら
し
い
｡
今
僻
に
後
漠
時
の
経
家
た
る
磨
劫
､
服
慶
の
記
に

従
っ
て
育
巾
し
た
も
の
と
考

へ
て
お
か
う
｡

⑥

史
記
奄
八
漠
高
科
本
紀
日
.
〔
蹄
〕
諸
父
老
皆
目
.
平
生
餅
聞
劉
季
(高
祖
字
)諸
珍
怪
笛
貴
.
且
卜
笠
之
.
英
如
劉
季
最
古
O
於
是
劉
季
敗
讃
.
褒
美

0
0
0
0

敢
篤
｡
乃
立
季
銭
沖
公
0
両
茸
帝
O
祭
蛍
尤
於
蹄
庭
0
両
費
鼓
｡
顕

職

皆

赤

.

由
併
殺
蛇
自
帝
子
｡
殺
者
赤
帝
手
放
上
赤
.
於
是
少
年
豪
吏
如
粛
曹

6



107

嬰
噂
等
皆
馬
牧
柿
子
弟
二
三
千
人
.
攻
胡
陵
方
輿
･････････.

⑦

篠
畏
書
巻
四
十
輿
服
志
下
に
武
吏
骨
赤
憤
O
成
共
成
也
と
ゐ
-
.

①

史
記
頚
羽
本
紀
前
引
倹
参
肴
.

㊥

篠
漢
書
巻
四
十

一
劉
盆
手
樽
に
赤
眉
の
赤
眉
た
る
所
以
を
博

へ
て
焚
崇
恐
其
衆
輿
(
王
)
葬
兵
乱
'
乃
皆
朱
其
眉
｡
以
相
識
別
.
と
あ
-
O

⑩

史
記
項
羽
本
紀
桂
庵
即
日
蒼
頭
特
起
首
輿
衆
輿
也
.
蒼
頭
謂
士
卒
早
巾
若
赤
眉
育
領
以
細
別
也
｡

⑪

史
記
巻
四
十
八
陳
捗
世
家
の
華
的
集
解
に
徐
廉
の
詮
を
引
い
て
新
陽
を
孜
南
の
地
名
と
し
て
ゐ
る
.
こ
れ
に
は
異
詮
は
な
い
O
漢
書
地
理
志
参
看
.

⑲

今
史
記
巻
六
十
九
蘇
秦
侍
の
文
を
引
い
て
密
か
う
｡
蘇
秦
叉
詮
銘
菓
王
日
.
大
王
之
地
南
有
鴻
構
.
陳
.
綾
南
.
許
｡

邸
｡
見
紛
等
々
云
々
｡
戦
国

解
魂
柴
又
同
株
文
あ
-
.

⑲

北
卒
渚
襲
撃
校
研
究
院
費
行
.
図
撃
諭
額
第

1
番
啓

一
的
所
載
.
何
士
旗
氏
論
文
.
部
曲
考
参
肴
O

@

漠
書
巻
十
六
'
功
臣
表
第
四
参
肴
｡

二

然
ら
ば
漠
代
の
蒼
頭
は

一
腰
何
に
よ
っ
て
起
っ
て
釆
た
の
で
あ
る
か
｡
三
園
魂
の
孟
廉
は

①

容
民
欝
首
O
翠
欝
背
黒
也
.
下
民
陰
類
｡
以
黒
馬
渡
.
漠
名
奴
篤
蒼
朗
.
非
純
黒
o
以
別
於
良
人
也

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
勿
論
こ
れ
は
滑
稽
に
近
い
附
合
詮
と
言
ふ
可
き
で
あ
る
｡
而
し
彼
が
漠
で
は
奴
の
こ
と
を

一
般
に
蒼
頭
と
言
っ
た
と
し
て

ゐ
る
こ
と
は
或
る
意
味
で
は
正
し
い
と
思
ふ
.
漢
書
後
漢
書
そ
の
他
漠
代
の
文
献
上
蒼
粥
が
奴
の
意
で
な
い
場
合
は

l
に
述
べ
た
所
を
除
い

㊤

て
は
絶
無
で
あ
る
｡
而
し
志
田
氏
が
巳
に
注
意
し
て
ゐ
る
如

-
漢
人
は
決
し
て
奴
を
名
づ
け
て
始
め
か
ら
蒼
頚
と
言
っ
た
の
で
は
な
-
'
正

に
始
め
は
､
後
述
す
る
様
な

一
種
の
奴
蘇
の
み
に
名
づ
け
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
'
後
に
は
奴
の
7
殻
的
呼
稀
に
特
化
し
た
も
の
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
戯
ら
ば
蒼
頭
が
奴
の
7
般
的
異
種
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
棟
に
な
っ
た
所
以
は
何
で
あ
る
か
.
そ
れ
に
は
先
づ
蒼
頚
そ
の

一丁一



1α事

も
の
1
塩
浜
を
考
へ
払
ば
な
ら
ぬ
O

.

漢
書
の
組
立
の
侍
を
見
る
と
前
記
孟
康
の
誌
に
引
続
い
て
臣
費
の
誌
が
引
い
て
あ
る
O
臣
嘆
は
漠
儀
注
を
引
い
て

官
奴
給
書
計
o
従
侍
ヰ
巳
下
番
蒼
頭
｡
青
障

◎

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
漠
儀
注
と
言
ふ
本
は
鷹
勅
に
よ
っ
て
も
巳
に
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が

一
詮
に
よ
る
と
こ
の
本
は
後
藻
の
衛
宏
の
漠
膏
儀
の

㊤

こ
と
で
あ
る
と
言
は
れ
る
｡
此
の
寵
を
唱
へ
た
人
は
漠
儀
注
は
漠
儀
の
注
の
本
で
あ
る
と
考
へ
る

が
加
藤
繁
博
士
は
漠
の
儀
注
と
言
ふ
本
で

⑤

あ
っ
て
漠
儀
の
注
で
は
な
い
と
言
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
何
れ
に
し
て
も
巳
に
鷹
助
が
引
用
し
て
ゐ
る
以
上
は
漠
代
の
官
制
等
を
記
し
た
貴
重
な
遺

文
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
｡
故
に
其
の
記
事
は
信
用
す
る
に
足
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
之
を
今
日
永
楽
大
典
中
よ
-
再
録
さ
れ
た
漠
奮

①

⑦

倭
(
即
ち
衛
宏
の
侍
に
よ
る
と
前
漢
の
難
事
を
記
載
し
た
所
の
書
)
に
此
す
れ
ば
臣
嘆
の
引
用
し
た
漠
儀
注
の
文
と
は
多
少
臭
っ
た
鮎
を
牽
見

す
る
の
で
あ
る
｡
日
-

0

0

官
奴
接
給
書
計
従
侍
中
以
下
.
馬
蒼
頭
.
青
瞭
O
輿
百
官
従
事
.
従
入
殿
中
.
省
中
待
使
命
者
皆
官
婦
.

埠年
八
歳
上
.
表
縁
.
日
官

◎

人
云
々
と
0

即
ち
湊
奮
儀
の
文
の
方
が
よ
-
精
し
-
且
つ
誤
解
を
起
す
恐
れ
が
な
い
.
そ
こ
で
こ
れ
に
操
っ
て
考
ふ
る
に
漠
で
は
官
奴
の
中

か
ら
書
計
の
事
に
従
っ
た
-
侍
中
に
従
属
し
て
ゐ
る
者
を
撰
接
し
て
倉
(
即
ち
蒼
)頭
と
な
し
育
瞭
せ
し
め
百
官
に
従
っ
て
之
と
共
に
殿
中
に

往
来
せ
し
め
､
省
中
で
使
命
を
待
つ
も
の
は
官
婦
の
中
か
ら
八
歳
以
上
の
も
の
を
軽
ん
で
線
の
衣
を
着
せ
た
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
少
-
も
西

漠
代
の
官
奴
の
中
に
は
自
ら
蒼
頭
と
呼
ば
れ
た
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
が
存
し
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
.
従
っ
て
そ
の
限
-
に
於
い
て
西
漠

代
の
蒼
頭
と
言
は
れ
る
可
き
奴
隷
は
右
の
様
な
服
装
を
し
た
官
奴
の
み
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
然
る
に
癒
助
は
そ
の
昔
風
俗
通
義

に
西
漠
代
の
遺
令
と
息
は
れ
る
も
の
を
引
い
て

㊥

偽
書
御
史
茎
皆
以
官
倉
頭
篤
史
｡
主
賦
合
.

凡
守
其
門
戸

と
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
比
の
官
蒼
粥
の
意
は

1
鷹
は
不
明
で
あ
る
と
言
は
ぬ
ば
な
ら
ぬ
.
何
と
な
れ
ば
蒼
頭
と
は
漢
儀
注
や
漠
奮
儀
の

8
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文
に
よ
っ

て考
へ
れ
ば
本
爽
官
奴
の
中
か
ら
選
接
さ
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
'
之
に
官
の
字
を
冠
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡

蓋
し
思
ふ
に
廠
動
は
此
の
法
文
引
用
に
常
っ
て
観
念
の
混
清
を
凍
し
た
も
の
で
あ
ら
う
0
厳
劾
g
.於
け
る
此
の
種
の
過
謬
は
他
に
例
な
し
と

は
し
な
い
｡
例

へ
ば
漠
代
で
は
奴
隷
の
異
種
と
し
て
賊
猿
と
言
ふ
言
葉
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

⑩

こ
れ
に
就
い
て
謄
勘
は
漢
書
司
馬
遷
侍
に
於

い
て
は
揚
雄
の
方
言
を
引
い
て

港
岱
之
問
罵
奴
日
焼
｡
馬
碑
日
獲
｡
燕
之
北
郊
民
而
聾
碑
謂
之
城
｡
女
而
婦
奴
謂
之
獲
｡

と
言
ひ
風
俗
通
義
に
於
い
て
は

⑪

城
者
被
城
罪
.
残
入
雷
官
奴
碑
.
撞
着
逃
亡
獲
得
篤
奴
稗

と
言
っ
て
そ
の
意
見
に
統

7
の
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
.
怒
ら
-
此
の
種
の
観
念
上
の
不
統

一
性
が
官
倉
預
と
言
ふ
言
葉
の
上
に
も
表

れ
て
釆
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
私
か
に
息
ふ
｡
そ
れ
共
鴻
儒
廠
勘
に
は
何
の
罪
も
な
-
て
只
後
人
誤
っ
て
官
字
を
挿
入
し
た
の
で
あ
る
か

も
知
れ
ぬ
｡
･

さ
て
右
の
棟
に
酉
漠
代
の
蒼
頚
し
た
る
奴
舟
は
書
計
に
従
事
し
た
-
'
侍
中
以
下
の
百
官
に
従
廃
し
て
殿
中
に
往
来
す
る
以
外
'
鷹
勘
に

従

へ
ば
侍
書
や
御
史
毒
に
も
従
属
し
て
ゐ
た
の
で
あ
-
'
西
漠
代
官
鹿
に
於
け
る
此
の
種
蒼
萌
し
た
る
奴
隷
は
相
雷
の
数
に
上
っ
た
と
思
は

れ
る
0
西
湊
の
官
制
を
略
受
稚
い
だ
束
漠
に
於
い
て
も
此
の
事
は
大
鰻
同
じ
で
あ
っ
た
ら
う
O
そ
し
て
彼
等
は
共
等
の
官
廉
に
於
小
て
常
に

百
官
連
の
使
役
に
従
ひ
密
接
な
る
交
渉
を
有
し
て
ゐ
た
か
ら
蒼
頭
の
語
は
い
つ
し
か
先
づ
そ
れ
等
百
官
連
に
よ
っ
て
頻
繁
に
用
ひ
ら
れ
る
様

に
な
-
'
尋
で
官
私
に
関
ら
ず
奴
の
形
容
詞
と
し
て
蒼
頭
奴
と
言
ふ
語
が
生
じ
'
更
に
奴
婦

一
般
に
押
し
腐
げ
ら
れ
た
形
容
詞
と
し
て
蒼
頭

奴
婦
と
言
ふ
言
葉
も
生
れ
,
再
極
し
て
軍
に
蒼
頭
と
言
っ
て
も
直
ち
旨

私
に
関
ら
ず
奴
*
(胡
)
が
意
味
せ
ら
れ
る
量

っ
た
も
の
で
あ
る

と
考
へ
ら
れ
る
｡
前
漢
書
の
王
嘉
侍
に

⑯

董
賢
有
賀
婚
及
見
親
.
諸
官
並
共
.
賜
及
倉
頭
奴
婦
｡
人
十
寓
鐸

9
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と
あ
-
'
こ
れ
は
蒼
頚
と
奴
碑
の
二
名
で
は
な
-
て
蒼
頭
奴
婦
と

1
名
に
訓
ず
可
き
は
客
光
の
侍
に
署
去
病
の
孫
芸
の
暴
状
を
記
る
し
て

⑩

雲
雷
朝
請
｡
数
稀
病
私
出
.
多
従
賓
客
張
園
｡
騰
貴
山
中
｡
使
蒼
頭
奴
上
朝
謁

と
言
ふ
用
ひ
方
が
あ
る
こ
と
で
も
腐
る
.
こ
れ
は
芸
の
代
理
と
し
て
蒼
頭
奴
を
上
謁
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
勿
論

1
人
で
あ
っ
て
決
し
て

蒼
頭
と
奴
と
を
上
話
せ
し
め
た
の
で
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
｡
文
頴
も
是
れ
に
話
し
て

朝
常
用
謁
｡
不
自
行
｡
而
令
奴
上
謁
著
せ

と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
正
し
い
解
樺
で
あ
る
.
而
し
て
寄
光
侍
の
蒼
頚
奴

(宜
帝
代
)
は
年
代
的
に
は
勿
論
董
資
の
蒼
弼
奴
婦

(哀
帝
代
)
よ
-
節

に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
'
史
書
に
於
け
る
此
の
両
者
の
現
れ
方
の
党
後
は
偶
々
以
っ
て
蒼
頚
と
言
ふ
語
の
用
ひ
ら
れ
方
の
壁
蓮
の
跡
を
示
す

も
の
1

枚
で
あ
る
｡
蒼
頭
奴
碑
と
言
ふ
語
は
後
漢
書
に
も

一
ヶ
所
用
ひ
て
あ
る
｡
後
漢
書
の
明
帝
八
子
の
侍
中
染
節
王
暢
の
博
に

臣
暢
小
妻
三
十
七
人
.
英
銀
子
音
｡
厩
還
本
家
自
選
韓
｡
謹
勅
奴
婦
二
百
人
.
共
飴
研
受
虎
貴
官
騎
及
工
技
鼓
吹
蒼
頭
奴
婦
兵
考
駿
馬
.

⑭

皆
還
本
署
云
々

と
あ
-
こ
の
蒼
顔
奴
碑
も
蒼
顔
と
奴
牌
で
は
な
-
て
恐
ら
-
漠
奮
儀
や
漠
儀
注
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様
な
官
奴
隷
で
あ
ら
う
と
思
ふ
.
也

鷹
に
於
い
て
も
蒼
頭
は
奴
碑
の
形
容
詞
と
考

へ
て
こ
そ
'
正
し
-
理
解
さ
れ
や
う
｡

而
し
て
上
適
し
た
棟
に
蒼
頭
の
語
は
巳
に
宜
膏
時
代
に
は
富
民
の
如
き
高
貴
の
家
に
は
私
奴
と
し
て
服
役
し
て
居
-
蒼
頭
奴
と
呼
ば
れ
､

叉
重
賞
の
様
な
貴
侍
の
家
に
限
っ
て
用
ひ
ら
れ
始
め
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
恐
ら
-
常
時
是
等
高
貴
な
臣
に
封
し

て
は
'
例
を
奉
げ
る
ま
で
も
な

-
屡
々
奴
碑
の
賜
輿
が
あ
り
'
そ
れ
は
大
概
官
奴
婦
で
あ
っ
た
L
t
叉
督
然
斯
の
種
の
蒼
頭
も
多
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
ら
､
自
ら
私
有
に
移

さ
れ
て
か
ら
も
海
曹
に
よ
っ
て
蒼
帝
奴
'
蒼
軸
奴
婦
と
呼
び
智
は
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
｡
叉
常
時
は
官
妖
婦
が
時
債
で
賓
-
下
げ
ら
れ

㊨る
こ
と
も
あ
-
し
故
此
の
事
な
ど
が
蒼
頭
の
語
が
単
に
官
奴
全
膿
の
呼
稀
た
る
に
止
ま
ら
ず
'
次
第
に
私
奴
の
呼
栴

へ
も
移
行
し
て
凍
る
梗

概
と
な
っ
た
も
の
と
息
は
れ
る
｡
而
し
て
後
漠
代
に
亙
る
と
蒼
顔
と
言
ふ
語
の
意
味
絃
t
S
つ
の
聞
に
か
完
全
に
腐
大
せ
ら
れ
て
官
私
を
間

10



111

は
嘉

島

し
て
斯
-
言
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.
前
肇

は
蒼
頭
奴
･
蒼
護

S

･
蒼
頭
奴
碑
の
語
注

す
る
け
れ
ど
も
未
だ
何
れ

も
形
容
詞
的
用
法
の
域
を
出
て
ゐ
な
い
D
｢
蒼
頭
｣
と
言
ふ
洗
練
さ
れ
た
形
は
後
漠
に
至
っ
て
頻
出
す
る
.
そ
し
て
形
容
詞
的
用
法
と
し
て
の

蒼
頭
は
却
っ
て
殆
ど
見
雷
ら
な
-
な
る
｡
暢
王
侍
の
用
例
等
が
殆
ど
唯

一
で
あ
ら
う
｡

服
装
の
鮎
で
も
巳
に
官
私
に
関
ら
ず
に
行
は
れ
る
蒼
頭
奴
碑
等
と
言
ふ
用
払
方
が
'
蒼
頭
と
拭
必
ず
青
棒
す
可
き
も
の
で
あ
る
t
と
言
ふ

特
殊
の
官
制
の
存
春
を
無
税
し
た
も
の
で
'
元
来
の
制
服
か
ら
言
へ
ば
蒼
頭
は
男
子
の
官
奴
隷
に
限
る
可
き
呼
柄
な
る
に
も
閲
ら
ず
'
私
奴

及
び
婦

1
般
に
ま
で
摘
張
し
て
用
ひ
て
あ

る
の
は
'
次
第
に
青
陳
が
必
ず
し
も
蒼
頭
の
必
要
保
件
で
は
な
-
な
っ
て
釆
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
の
で
慧

い
か
と
望

.
こ
の
こ
と
墓

頭
奴
碑
と
言
ふ
棟
喜

美
が
用
苦

れ
始
め
た
前
漠
の
末
真
野

頃
か
ら
歪

に
起
っ
て
禁

で
あ
ら
う
｡
そ
う
し
て
後
漢
に
な
る
と
最
早
や
完
全
に
青
晴
の
有
無
は
間
ふ
所
で
な
-

一
律
に
男
性
奴
隷
は
即
ち
蒼
頭
と
呼
ば
れ
た
様
で
あ

⑯

⑩

る
.
栗
狼
の
彩
箇
家
か
ら
発
掘
さ
れ
た
藻
箆
に
書
か
れ
て
ゐ
る
李
善
の
像

は
後
漢
書
の
侍
に
よ
れ
ば
元
来
蒼
頭
た
る
身
分
で
'
且
つ
此
の
喜

像
は
蒼
頭
と
し
て
そ
の
主
人
の
遠
見
に
仕
へ
て
ゐ
る
姿
を
喜
,S
た
も
の
で
あ
る
が
別
に
青
棒
ら
し
い
も
の
を
着
け
て
は
ゐ
な
い
様
で
あ
る
.

此
の
健
に
書
か
れ
た
音
像
の
内
男
性
の
像
は
相
等
の
位
の
あ
る
者
は
何
れ
も
冠
を
着
け
て
ゐ
る
.
位
の
無
い
者
は
巣
孝
子
と
李
善
だ
け
と
思

は
れ
る
が
'
こ
れ
は
冠
を
着
け
て
ゐ
な
い
｡
而
し
何
か
頭
髪
の
部
分
に
着
け
て
ゐ
る
棟
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
婦
人
喜
像
の
頭
髪
の
部
分
に
葺

い
て
あ
る
の
と
同
じ
も
の
で
恐
ら
-
頭
馨
の
乱
れ
る
の
を
防
ぐ
篤
め
の
道
具
で
あ
ら
う
｡
巾
と
か
瞭
と
か
言
ふ
形
の
物
で
は
な

い
棟

で
あ

⑲

㊧

る
.

渠
孝
子
は
富
川
氏
の
考
詮

に
よ
れ
ば
蒲
韓
済
孝
子
鱒
中
の
邪
巣
の
こ
と
で
あ
る
が
此
の
人
は
家
費
な
る
篤
め
衛
に
な
っ
た
人
で
あ
る
.

㊥

僻
と
言
ふ
の
は
昏
労
働
者
で
あ
っ
て
決
し
て
奴
隷
で
は
な
い
｡
漢
書
陳
勝
侍
に
陳
勝
少
時
嘗
異
人
傭
誹
と
あ
-
て
褒
師
苗
は
之
に

備
排
謂
受
其
廉
直
而
雷
之
耕
｡
言
質
功
傭
也

㊨

と
言
っ
て
ゐ
る
.
此
の
枝
に
貨
錘
を
受
け
て
労
働
す
る
者
は
両
津
の
史
料
に
多
-
現
れ
て
ゐ
る
0
後
漢
書
李
饗
侍

に
は
酒
家
陳
の
語
あ
Ja
t

㊧

㊥

同
書
呉
繭
侍

に
は
客
僻
の
語
あ
-
叉
同
じ
-
苦
衷
侍
に
絃
冶
家
僻
と
言
ふ
語
が
あ
る
O
何
れ
も
質
労
働
者
と
解
す
る
よ
り
他
な
い
椋
で
あ
る
｡

ll
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而
し
て
此
の
傭
た
る
渠
孝
子

と
蒼
頭
な
る
李
善
と
に
は
頭

部
に
関
し
て
何
等
の
相
異
も

示
さ
れ
て
居
な
い
の
は
少
-

と
も
此
の
豊
後
の
出
奔
た
頃

に
は
蒼
頭
奴
隷
は
名
は
蒼
頭

と
呼
ば
れ
て
も
茸
際
に
は
育

陳
な
ど
を
着
け
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
て
蒼
朗
は
仝
-

1
椴

的
な
奴
の
異
種
と
化
し
て
し

ま
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
暗
示
し

て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
｡
斯
様

に
後
漠
時
代
に
は
蒼
頭
は
極

め
て
普
通
に
奴
帝
の
異
種
と

し
て
用
ひ
ら
れ
る
様
に
な
っ

た
か
ら
此
の
時
代
或
は
そ
れ

に
近
い
時
代
の
註
家
は
蒼
頭

JJ
は
鋸
ち
自
明
的
に
奴
隷
で

12

.

L
L
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⑳

あ
る
と
し
て
深
-
注
意
せ
ず
偶
竺
品
康
の
棟
に
之
を
其
の
起
源
に
潤
っ
て
詮
明
し
や
う
と
す
れ
ば
前
に
引
い
た
様
な
附
合
の
詮
を
出
す
様
な

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
9
文
麿
劫
の
前
引
文
に
停
霧
の
誤
-
な
し
と
す
れ
ば
彼
の
減
債
猶
官
倉
頭
等
と
言
ふ
語
を
'
然
も
曾
っ

て
の
西
漠
の
法
文
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
文
の
中
に
用
ひ
る
の
過
誤
を
犯
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
｡

託
①

漠
書
巻
七
十
二
飽
宜
侍
注
.

㊤

歴
史
撃
研
究
第
二
審
第

1
錬
'
漢
代
の
奴
隷
制
度

｢
蒼
輯
｣
に
就
い
て
O

③

漠
書
巻
十

1
哀
帝
本
紀
に
磨
朝
は
任
手
合
の
こ
と
に
就
い
て
漠
儀
注
を
引
用
し
て
ゐ
る
.

④

四
部
備
絹
本
漠
官
六
縄
中
津
善
隣
序
日
の
文
参
肴
｡

⑤

加
藤
繁
博
士
｡
津
代
に
於
け
る
閥
家
財
政
と
帝
室
財
政
上
の
註
参
肴
-
東
洋
畢
報
第
八
雀
-

⑥

四
庫
全
書
粗
目
提
斐
参
肴
rj

⑦

後
漢
書
巻
石
丸
下
衛
宏
倦
参
肴
｡

①

前
掲
漢
鴛
鏡
下
(四
部
備
嬰
本
)
｡

13

㊥⑯㊥㊥⑲㊨㊨⑯令
後
漢
書
巻
三
十
六
首
骨
志
の
御
乾
中
丞
偉
所
引
逸
文
｡

漠
書
巻
六
十
二
司
馬
遷
侍
参
看
｡

初
撃
記
巷
十
九
奴
碑
催
併
引
逸
文
｡

後
漢
書
懇
八
十
六
〇
三
嘉
侍
｡

漢
書
春
六
十
八
寒
光
侍
｡

後
洋
書
奄
八
十
.
明
帝
八
重
停
参
看
｡

漢
書
巻
七
十
七
母
滑
降
侍
日
.
博
大
后
使
謁
者
｡
買
諸
官
婦
O
壌
攻
.
‥
･･･････隆
奏
言
箕
腰
Q
講
東
平
直
云
々
Q
と
あ
-
､
こ
れ
は
碑
に
鯛
す
る
も

の
で
あ
る
が
奴
の
場
合
で
も
勿
論
同
株
で
あ
っ
た
と
思
ふ
.

湊
書
巻
七
十
二
飽
宜
停
日
.
蒼
頭
鷹
兄
骨
用
致
富
｡
非
天
意
也
と
あ
-
.

前
引
王
藁
侍
及
漠
書
巻
九
十
三
善
資
偉
容
看
｡
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朝
鮮
古
墳
研
究
骨
編
の
楽
浪
彩
隆
景
に
よ
れ
ば
此
の
家
は
後
湊
末
期
前
後
の
も
の
で
あ
-
(貫

二

〇
)此
の
湊
俊
に
塞
か
れ
て
ゐ
る
人
物
は
概
ね
漢

人
に
熟
知
せ
ら
れ
た
孝
子
烈
女
の
類
で
あ
る
.
(
吉
川
幸
次
郎
氏
楽
浪
出
土
湊
健
闘
像
放
符
貢
八
)

㊥

後
漢
書
春
宵
十

一
｡
李
喜
停
日
｡

李
草

-
･･･-
本
同
願
華

北
蒼
鼠
也
.
建
武
中
疫
疾
｡
元
家
相
綬
死
没
.
唯
孤
兇
緯
始
生
数
旬
.
両
資
財
千
寓
.
諸
奴
碑
私
共
計
議
.
欲
謀
殺
練
｡
分

其
財
産
｡
菩
探
傷
李
氏
両
力
不
能
制
.
乃
潜
負
統
O

逃
去
障
山
陽
吸
丘
罪
中
O
親
日
輔
車
乳
銭
亀
津
O
推
燥
騎
浬
｡

備
嘗
難
勤
)

輯
維
衣
接
抱
0

番

之
不
興
長
君
｡
有
事
軌
長
流
前
日
O
払
後
行
之

･････････O
光
武
詔
井
菩
及
練
並
篤
太
子
舎
人
.
云
々

⑳

前
掲
楽
浪
彩
隣
家
O
吉
川
氏
楽
浪
出
土
漠
簡
閲
像
放
置
二
頁
｡

㊨

前
掲
書
に
吉
川
氏
は
太
平
御
覧
巻
四
百
十

1
に
引
か
れ
L
'清
廉
滑
の
孝
子
侍
を
探
線
し
て
ゐ
る
0
日
-
邪
渠
失
母
輿
父
仲
居
0
位
至
孝
｡
貧
血
や子
o

C
O
C
C

傭

以

給

父

云
々
｡

㊥

漢
書
巻
三
十

1
陳
静
侍
参
看
.

⑳

後
漢
書
巻
九
十
三
李
焚
倖
日
っ

〔
王
威
〕
滞
焚
O
薬
江
東
下
0
人
徐
州
界
内
.
令
襲
名
姓
悠
酒
家
傭
9

0
0

㊧

後
漢
書
奄
九
十
四
英
砿
侍
日
.
時
公
沙
棲
来
港
太
撃
.
無
賓
棲
｡
乃
撃
取
客
傭
怨
敵
賀
春
云
々
と
ゐ
-
こ
れ
も
貿
鏡
を
受
け
t<･静
働
者
で
あ
る
.
客

も
賃
労
働
者
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
O

⑳

後
漢
書
春
九
十
七
夏
鍍
樽
日
O
∩
養
鰻
〕
日
野
襲
形
.
入
林
嬢
山
中
｡
障
密
姓
名
｡
盛
絶
家
僻
o
云
々
O

⑳

蒼
頭
が
奴
の

1
典
稗
と
化
し
て
か
ら
'
始
砂
て
こ
れ
に
頼
し
い
託
を
施
し
た
人
は
孟
庚
で
あ
る
.
其
の
他
の
撃
者
は
蒼
頭
軍
が
何
で
あ
る
か
に
就
い

て
は
種
々
の
詑
明
を
試
み
て
ゐ
る
が
I

I
の
証
㊥
参
看

1
所
謂
蒼
戒
に
就
い
て
は
療
-
に
自
明
的
に
奴
隷
の
薬
科
で
あ
っ
た
悠
め
で
も
あ
ら
-
か
之

に
託
を
施
す
必
要
を
感
じ
な
か
っ

た
も
の
ゝ

棟
で
あ
る
O
却
っ
て
後
の
時
代
蒼
頭
の
語
が
僚
-
用
ひ
ら
れ
な
-
L･.
つ
て
か
ら
始
め
て
之
に
証
す
る
撃

者
が
出
て
来
た
｡
例

へ
ば
臣
境
で
あ
る
と
か
李
質
の
如
き
は
其
れ
で
あ
る
｡
臣
壕
の
説
明
は
私
奴
た
る
蒼
頭
の
詑
明
に
は
L･t
つ
て
ゐ
な
い
.'
挙
贋
は

後
漢
書
の
光
武
帝
本
紀
上
の
蒼
頭
の
健
下
に
'
秦
呼
人
悠
艶
首
o
謂
奴
馬
蒼
頭
者
っ
以
別
於
良
人
也
.
と
託
し
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
は
孟
庚
あ
た
-
の

謬
記
に
鯛
ひ
さ
れ
更
に
秦
始
畠
が
人
民
を
敷
首
ど
呼
ぞ

)
と
に
し
た
と
言
ふ
史
記
の
始
皇
本
紀
二
十
六
年
の
記
事
一

夏
名
民
日
掛
首
-
等
に
附
脅
し

て
斯
る
興
味
あ
る
記
を
出
し
た
も
の
と
思
ふ
0

14
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三

以
上
の
如
-
で
あ
る
か
ら
蒼
頭
と
言
ふ
も
の
は
必
ず
し
も
武
重
の
熟
練
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
｡
又
常
時
の
奴
隷
は
そ
の
職
分
と
し
て
武

器
を
持
っ
て
主
人
の
薦
め
に
近
侍
し
そ
の
邸
宅
を
警
固
す
る
こ
と
は
普
然
な
こ
と
で
あ
っ
冬
U
有
名
な
王
褒
の
僅
約
に
も

①

犬
吠
首
題
驚
督
隣
里
｡
践
門
桂
戸
｡

上
梯
撃
鼓
｡

持
眉
曳
矛
｡

環
落
三
周
｡

勤
心
疾
作
云
々

⑦

③

と
あ
る
し
漢
書
の
何
並
侍
に
も
そ
の
彼
に
従
っ
て
.ゐ
た
騎
奴
が
刀
を
帯
び
て
ゐ
た

こ
と
記
さ
れ
戦
役
に
も
勿
論
従
っ
た

の
で
あ
る
｡
而
し
奴

隷
と
し
て
は
斯
様
に
武
重
が
出
乗
る
こ
と
も
有
難
い
が
平
時
で
は
事
に
従
っ
て
は
謹
慎
に
主
人
に
は
従
順
な
者
が

1
暦
有
難
い
だ
ら
う
｡
廠

助
の
風
俗
適
量
(
逸
文
)
に
よ
れ
ば

｢
河
南
平
陰
の
席
俊
と
言
ふ
人
が
護
信
に
し

て任
を
鶴
す
る
に
足
る
蒼
頭
を
市
場
で
買
は
ん
と
し
て
六
十

④

歳
に
な
る
老
蒼
頭
む
求
め
家
畜
農
業
を
主
ら
せ
た
｡
云
々
｣

と
言
ふ
話
が
載
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
同
じ
風
俗
通
義
の
逸
文
に
陳
観
の
公
孫

①

志
節
に
地
飴
と
言
ふ
十
七
歳
に
な
る
蒼
頭
あ
-
こ
れ
は
武
重
は
出
禿
な
か
っ
た
が
書
疏
に
工
で
あ
-
君
子
の
風
格
が
あ
っ
た
｡

漠
代
の
奴
隷

⑥

で
文
字
を
知
っ
て
ゐ
る
と
言
ふ
JJ
と
は
決
し
て
珍
ら
し
い
こ
と
で
な
い
｡
官
奴
の
S
･に
は
書
計
に
従
ふ
も
の
あ
-
'

叉
僅
約
に
も
奴
は
須
-

書

勧
代
1
購
ゆ
べ
き
も
の
で
新
し
い
木
簡
な
ど
用
ふ
可
き
で
な
い
と
言
ふ
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
は

7
椴
に
奴
の
教
養
中
文
字
を
知
る
こ
と

の
そ
れ
程
珍
ら
し
-
な
い
例
で
あ
ら
う
｡
叉
志
田
氏
は
蒼
頭
は

一
般
奴
隷
に
比
し
て
良
民
と
な
る
横
倉
に
意
ま
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
が

⑦

李
善
が

1
蹄
官
吏
に
な
っ
た
の
は
武
聾
が
出
凍
る
薦
め
で
は
な
-
て
そ
の
奴
隷
精
軸
の
登
場
の
篤
め
で
あ
っ
た
し

宵
宮
に
買
は
れ
た
蒼
頭
は

㊥

そ
の
子
と
番
っ
て
後
に
は
偉
因
襲
封
の
公
子
と
な
っ
た
が
こ
れ
も
武
重
に
よ
る
の
で
は
な
い
｡
官
官
達
の
野
心
に
依
る
の
で
あ
る
｡
奴
帝
の

⑨

女
を
母
に
待
っ
た
衛
青
は
'
人
奴
た
れ
ば
等
罵
さ
れ
な
い
だ
け
で
も
有
難
い
と
言
ひ
っ
･.
幸
運
に
も
名
将
と
な
っ
た
.

而
し
衛
青
の
頃
に
は

未
だ
蒼
頭
の
語
は
奴
の
同
義
語
と
し
て
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
.
斯
様
に
漠
代
の
奴
隷
や
蒼
顔
と
言
は
れ
る
も
の
が
解
放
さ
れ
て
良
人

と
な
つ
た
こ
と
は
往
々
見
え
る
け
れ
ど
も
蒼
頭
と
奴
碑
と
で
は
そ
の
解
放
に
難
易
が
あ
つ
た
と
は
思
ほ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
衛
青
の
解
放
さ

15
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れ
方
と
李
善
の
解
放
さ
れ
方
に
そ
れ
程
違
っ
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
o
い
づ
れ
も
専
政
植
叉
は
主
人
の
悪
意
に
依
る
だ
け
で
あ
る
.
最
後
に

奴
隷
は

一
般
に
蒼
頭
と
異
解
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
か
ら
も
そ
れ
以
前
も
飴
-
慣
格
の
上
に
差
は
な
か
っ
た
枝
で
あ
る
｡
塵
的
中
の
奴
は
寓
五

⑩

⑪

千
錦
で

あ
-
風
俗
通
義

(
逸
文
)
の
顧
飴
の
買
っ
た
老
蒼
頚
は
二
寓
錦
だ
っ
た
.

庸
約
の
奴
と
寵
像
の
蒼
頭
の
能
力
と
任
事
の
種
類
に
は
何

程
の
差
も
な
い
〇
五
千
錦
の
差
は
奴
と
蒼
頭
の
差
を
示
す
も
の
で
は
な
-
て
他
の
事
情
に
因
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
漢
代
の
普
通
の
奴
隷
の
慣

格
は
大
憶
こ
れ
位
の
所
を
上
下
し
た
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
｡

託

①

初
単
記
巻
十
九
引
用
文
参
看
｡

⑦

漠
書
巻
七
十
七
何
並
博
参
看
｡

◎

史
記
奄

1
〇
七
に
英
楚
七
閥
乳
の
時
漕
天
は
二
人
の
兵
士
と
従
奴
十
数
齢
で
英
軍
中
に
襲
撃
し
た
.
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
.

㊤

太
平
御
覧
巻
四
官
七
十
二
人
事
部
富
下
併
引
.
風
俗
通
日
｡
河
南
卒
陰
腐
倹

-
･･･-
･o
流
偉
容
供
庫
里
中
｡
磐
井
得
頚
千
億
蔦
｡
遼
富
.
倹
作
僻
吏

窮
親
家
事
O
行
求
老
倉
頭
.
謹
信
壌
任
者
｡
年
六
十
飴
｡
直
こ
高
鏡
.
使
主
牛
馬
耕
種
.
云
々
.

◎

太
平
御
覚
巻
五
官
人
事
部
奴
解
析
引
風
俗
適
-
-
-
｡
叉
日
｡
源
作
大
匠
陳
固
公
孫
志
節
有
蒼
頭
地
飴
｡
年
十
七
｡
情
健
聴
者
儀
耽
端
正
｡
エ
青
疏

云
々
｡

◎

漢
書
飽
宣
侍
に
引
用
の
漠
儀
注
の
文
(前
出
)参
看
.

⑦

後
漢
書
李
善
侍
(
前
出
)
参
肴
｡

▲

①

後
漢
書
春
宵
八
草
超
侍
日
.
〔官
官
等
〕養
其
疏
虜
.
或
乞
嗣
異
姓
｡
或
買
蒼
頭
鏡
手
.
並
以
博
聞
襲
卦
｡
云
々
a

㊥

史
記
首
十

一
衛
青
侍
｡

⑩

初
撃
記
奄
十
九
奴
婦
項
下
億
約
日
O
賓
中
男
子
王
子
淵
O
徒
成
都
安
泰
男
女
子
楊
憲
.
買
夫
時
戸
下
驚
奴
使
T
o
決
賓
蔦
五
十
｡

云
々
.

⑪

前
掲
書
参
看
｡

16
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漠

代

蒼

頭

考

補

遺

漢
書
背
望
之
俸
(憎
仙
)
に

〔
王
〕仲
翁
至
光
緑
大
夫
給
事
中
.
-
･･･-
出
入
従
倉
頭
慮
見
｡

と
言
ふ
こ
と
が
出
て
ゐ
る
｡

こ
れ
墓

光
が
政
柄
を
乗
っ
て
ゐ
た
昭
雲

帝
の
間
の
こ
と
と
恩
は
れ
る
が
(卵
鯛
)
此
の
倉
頭
慮
兄
は
仲
祭

光
線
大
夫
給
事
中
と
し
て
従

へ
て
ゐ
る
も
の
で
'
正
に
漠
奮
儀
に
規
定
文
の
あ
る
官
奴
に
常
る
も
の
と
考
ふ
可
き
で
あ
ら
う
｡
頚
帥
右
は
こ

れ
に
'
皆
官
府
之
給
購
役
者
也
｡
と
託
し
て
ゐ
る
が
漠
然
た
る
言
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
略
常
を
得
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
｡
た
だ
蒼
頭
が
官
奴

の
特
種
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
考

へ
及
ん
で
ゐ
な
い
の
は
物
足
-
ぬ
感
が
あ
る
.

以
上
蒼
頭
考
起
草
の
際
の
不
注
意
に
依
-
言
及
す
可
-
し
て
言
及
し
な
か
っ
た
史
料
に
裁
て
補
足
を
試
み
て
お
-
0
(宇
都
宮
)
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