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橋
本
槍
富
氏
の
｢遼
の
建
図
年
代
に
就
い
て
｣

を
讃
む
(
蒜

讐

年
第

1
%
)

小

川

裕

人

1
'
桧
井
等
氏
は
そ
の
契
丹
勃
興
史
に
於
い
て
後
楽
開
平
元
年
を

阿
保
機
が
契
丹
の
君
と
な
っ
た
年
と
L
t
そ
れ
か
ら
九
年
後
の
遼

史
に
所
謂
太
組
(
阿
保
磯
)
の
九
年
を
諸
部
大
人
誘
殺
の
年
と
し
､

そ
の
翌
後
楽
貞
明
二
年
に
即
位
し
た
と
推
定
さ
れ
.
紳
冊
建
元
の

①

遼
史
の
記
載
を
信
ぜ
ら
れ
た
.

然
る
に
橋
本
氏
は
阿
保
磯
が
契
丹②

主
と
な
っ
た
の
を
天
繭
三
年
か
四
年
の
初
頃
と
さ
れ
て
居
る
鮎
は

舷
井
氏
と
大
差
は
な
い
が
､
阿
保
旗
が
皇
帝
位
に
即
い
た
こ
と
を

全
然
否
認
し
て
'
契
丹
に
於
け
る
帝
既
は
太
宗
に
始
る
と
見
て
居

ら
れ
る
か
ら
'
勿
論
紳
冊
琴
光
を
遼
人
の
偽
作
と
L
t
天
資
の
年

既
の
茸
泰
性
を
疑
は
れ
て
､
天
薪
を
初
栓
の
年
既
と
L
t
そ
の
元

③

年
を
太
宗
即
位
の
年
､
即
ち
後
唐
天
成
三
年
と
さ
れ
て
居
る
O

橋
本
氏
が
達
見

･
資
清
適
鑑

･
契
丹
国
憲
等
の
記
事
の
映
鮎
を

④

指
摘
し
て
居
ら
れ
る
鮎

は

､

注
目
す
べき

で
あ
る
が
'
嘗
五
代
究

が
新
五
代
史
に
比
し
編
等
年
代
が
盲
-
､
且
つ
勅
遭
で
あ
る
と
い

①

ふ
鮎
か
ら
'
そ
の
取
る
べ
き
を
主
張
さ
れ
て
居
る
鮎
に
は
'
筒
疑

問
の
飴
地
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
｡
翠
に
編
等
年
代
が
古
い
と

一

と
⊥
･
勅
選
で
あ
る
鮎
か
ら
見
れ
ば
･
安
治
通
鑑
考
異
(
讐

一八
)

周

ド

引
用
の
漠
高
組
茸
録
は
､
同
じ
-
勅
選
で
'
年
代
に
於
い
て
二
十

五
六
年
も
古
い
の
で
あ
る
か
ら
'
寧
ろ
こ
の
箕
録
の
記
事
を
探
る

+(
き
で
は
な
か
ら
う
か
.
漠
高
組
箕
録
の
編
纂
年
代
に
就
い
て
は

直
蘭
書
錬
解
題
(
懇
四
)
は
こ
れ
を
乾
繭
二
年
と
し
て
居
る
が
'
薪

雷
雨
五
代
史
の
署
緯
侍
を
見
て
も
'
大
腰
こ
の
頃
の
編
纂
と
見
て

誤
が
な
い
｡
橋
本
氏
は
膏
五
代
史
を
以
て
阿
保
棟
の
建
園
に
閲
す

㊥

る
最
古
の
記
録
と
し
て
居
ら
れ
る
が
漠
高
組
箕
録
の
み
な
ら
ず
'

同
じ
-
通
鑑
考
異
(
巻
三
八
)
引
用
の
荘
宗
列
侍
も
亦
奮
五
代
史
よ

-
は
以
前
に
編
纂
さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
.
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叉
契
丹
に
関
す
る
記
録
に
於
い
て
'
支
那
と
の
間
に
起
っ
た
直

接
交
渉
の
革
質
に
就
い
て
は
'
支
那
側
の
記
録
の
中
'
勅
選
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
'
そ
の
慣
値
を
決
定
す
る
重
要
族
件
と
な
る
が

支
那
に
直
接
蘭
係
の
な
い
'
契
丹
内
部
の
事
茸
に
就
い
て
は
'
そ

の
勅
選
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
よ
-
ち
.
寧
ろ
そ
の
事
茸
に
関
す
る

知
識
を
得
る
横
合
の
有
無
の
方
が
'
よ
-
多
-
考
慮
に
入
れ
る
べ

き
要
件
で
は
な
か
ら
う
か
｡
こ
の
鮎
よ
-
見
れ
ば
多
年
達
に
在
っ

て
･
高
官
に
も
上
っ
た
と
い
ふ
遇
志
息
の
報
告
に
よ
っ
て
､
阿
保

横
建
国
の
事
情
に
関
す
る
知
識
を
得
た
'
欧
陽
修
の
新
五
代
史
の

記
事
は
､
静
々
に
棄
て
去
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
と
思
は
れ

る
｡
直
密
書
錬
解
題
(
巻
五
)
陰
山
雑
録
の
保
に
は
不
著
名
氏
'
苫

田
邸
氏
書
目
云
､
遺
志
息
撰
'
志
忠
君
遼
中
書
舎
人
'
得
罪
於
宗

虞
挺
身
釆
蹄
'
欧
公
蹄
円
錐
云
.
志
息
本
華
人
､
自
幼
陥
虜
.
寛

人
明
敏
.
春
虜
中
撃
進
士
､
至
崩
官
.
韓
国
能
蓮
虜
中
君
臣
世
次

叫
川
風
物
甚
詳
'
今
観
此
書
可
概
見
英
と
あ
る
｡
こ
の
陰
山
雑
録

の
契
丹
に
紺
す
る
部
分
は
虜
廷
雑
記
と
同

一
の
も
の
で
あ
ら
う
｡

漠
高
組
寛
録
の
編
者
の

一
人
な
る
賢
樺
は
'
嘗
五
代
史
の
彼
の
侍

を
見
る
と
.
開
運
中
'
累
遷
中
書
舎
人
'
契
丹
入
京
師
.
随
契
丹

至
虞
定
'
後
輿
公
卿
還
朝
'
授
左
謙
譲
大
夫
と
あ
っ
て
契
丹
内
部

の
事
情
を
知
り
得
る
横
倉
を
得
た
者
で
あ
る
｡
叉
緯
常
以
史
才
自

負
'
飲
干
編
蓮
.
不
楽
曲
義
之
任
と
も
記
さ
れ
て
.
彼
は
史
才
を

誇
っ
て
居
た
程
の
者
で
あ
る
か
ら
､
斯
-
の
如
き
好
横
倉
を
逸
し

た
と
は
思
は
れ
な
い
｡
さ
れ
ば
奮
五
代
史
の
記
事
を
特
に
重
ぜ
ら

れ
る
橋
本
氏
の
根
嬢
は
甚
だ
薄
弱
な
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
0

線
井
氏
は
阿
保
横
が
迭
立
制
に
よ
っ
て
契
丹
主
と
な
り
'
諸
部

大
人
誘
殺
に
よ
っ
て
そ
の
君
主
構
を
確
立
し
た
と
い
ふ
新
五
代
史

⑦

所
載
の
記
事
を
信
じ
て
居
ら
れ

る
の
に
封
L
t
橋
本
氏
は
阿
保
磯

の
硯
る
1
以
前
に
は
､
1時
八
部
よ
-
成
る
大
賀
氏
が
契
丹
諸
部
落

中
9
中
堅
部
落
と
し
て
こ
れ
を
統
治
し
た
が
'
別
部
の
部
長
阿
保

横
が
視
る
1
に
及
び
'
漸
次
こ
れ
を
堅
倒
し
諸
部
を
統

一
し
て
一

㊥

閲
を
成
す
に
至
っ
た
と
見
ら
れ
て
'
諸
部
大
人
の
誘
殺
を
後
人
の

偽
作
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
居
る
｡
橋
本
氏
が

｢
新
五
代
史
以
下
の

是
等
の
阿
保
磯
物
語
-
に
比
す
れ
ば
'
奮
五
代
史
の
偉
ふ
る
と
こ

㊥

ろ
は
造
か
に
寄
算
に
近
き
も
の
1
や
う
で
云
々
｣
と
言
っ
て
居
ら

れ
る
鮎
よ
-
察
す
る
と
'
新
五
代
史
の
記
事
を
以
て
こ

の
物
語
の

最
初
の
記
録
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
こ
と
が
'
氏
の
こ
の
詮
の
背
景

と
な
っ
て
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
然
れ
ど
も
漠
高
組
箕
録
に

既
に
こ
の
物
語
は
記
載
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
後
諸
族

遡
之
･
請
用
管
制
'
保
横
不
得
巳
'
侍
旗
鼓
'
且
日
'
我
番
長
九

年
所
得
漢
人
頗
衆
'
欲
以
盲
漠
城
儲
本
族
'
率
漢
人
守
之
自
薦

1

2T
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部
'
諸
族
諾
之
'
俄
設
策
復
併
諸
族
'
健
稀
皇
帝
'
土
地
日
贋
と

あ
る
｡

二
'
啓
五
代
史
に
'
契
丹
之
先
大
賀
氏
'
有
勝
兵
四
寓
'
分
馬
八

部
と
言
っ
て
居
る
が
'
こ
れ
は
所
謂
衣
牛
白
馬
の
偉
詮
と
系
統
を

同
う
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
.
膚
史
に
は
契
丹
の
署
長
h
･大

賀
民
と
し
て
居
る
の
み
で
'
八
部
を
壷
-
大
賀
氏
と
し
て
居
る
や

う
に
は
見
え
な
い
O
こ
れ
は
何
時
の
状
態
を
言
っ
た
も
の
か
明
ら

か
で
な
い
が
'
契
丹
が
唐
と
非
常
に
交
渉
の
多
か
つ
た
貞
観
開
元

の
頃
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
遼
史
(
巻
三
二
)

営
衛
志
に
は
契
丹
の
古
八
部
と
し
て
魂
書
(
奄

一
〇
〇
)契
丹
侍
所

⑩

我
の
八
部
を
記
し
て
居
る

(
松
井
氏
亦
こ
れ
に
撮
ら
れ
て
居
る

)

が
'
こ
れ
が
契
丹
の
八
部
で
な
い
こ
と
は
親
書
の
勿
青
侍

(
巻

1

0
0
)
や
､
帝
紀
(
巻
六
)皇
輿
元
年
二
月
､
及
び
翌
年
夏
四
月
の

健
を
参
腰
す
れ
ば
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
.
晴
代
に
は
契
丹
は
十
部

で
､
唐
の
貞
観
時
代
に
は
そ
の
中
堅
部
落
は
橡
漠
都
督
府
の
支
配

下
に
属
し
て
十
州
と
さ
れ
て
居
た
｡
契
丹
八
部
の
稀
呼
が
始
め
て

具
鰻
的
な
記
事
に
見
え
て
居
る
の
は
'
開
元
四
年
抵
漠
都
督
府
再

遮
以
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
常
時
の
八
部
の
名
柄
は
明
記
さ
れ
て
居

な
い
が
'
寓
歳
通
天
元
年
の
契
丹
の
乱
に
於
い
て
は
'
常
時
飽
漠

都
督
で
あ
っ
た
李
轟
息

7
家
が
没
落
し
て
'そ
の
直
属
の

一
州
(
昌

州
)
は
唐
に
頗
L
t
終
演
都
督
府
下
の
他
の
八
部
九
州
に
は
大
し

た
壁
化
も
な
か
っ
た
こ
と
1
思
は
れ
る
か
ら
'
こ
れ
が
突
欧
に
降

っ
た
後
は
唐
の
行
政
慣
劃
な
る
州
が
解
滑
し
て
'
貞
観
二
十
二
年

に
匹
翠

･
赤
山
二
州
に
分
た
れ
た
伏
部
が
'
再
び

一
部
と
し
て
の

存
在
を
恢
復
し
た
の
み
の
相
違
で
あ
ら
う
｡
さ
れ
ば
開
元
時
代
の

八
部
は
連
稽

･
絃
便

･
猫
活

･
赤
間

･
突
便

･
丙
葵

･
墜
斤

･
伏

で
､
こ
れ
を
五
代
の
歴
史
に
見
え
て
居
る
八
部
即
ち
但
皆
利

･
葵

岨

･
軍
治

･
頻
没

･
約
尾
･
内
合
難

･
集
解

･
乙
窒
活
に
比
す
る

と
'
そ
の
中
'
七
部
の
名
は
大
鴇
前
後
そ
の
昔
が
類
似
す
る
か
ら

後
者
に
は
伏
部
が
な
-
て
乙
豊
満
部
が
そ
の
中
に
数

へ
ら
れ
て
居

る
鮎
が
著
し
い
相
違
で
あ
ら
う
｡
然
ら
ば
開
元
時
代
の
契
丹
八
部

と
'
唐
末
の
八
部
と
は
'
そ
のの
内
容
に
於
い
て
大
な
る
相
違
が
あ

る
と
も
思
は
れ
な
S
.
従
て
開
元
時
代
に
君
長
の
み
の
姓
で
あ
っ

た
大
賀
が
庸
末
に
至
っ
て
契
丹
八
部
全
鰭
の
姓
と
し
て
記
さ
れ
る

に
至
っ
た
こ
と
は
'
こ
の
間
に
起
っ
た
特
別
な
事
情
を
考
へ
な
け

れ
ば
解
樺
出
奔
な
い
問
題
で
あ
る
｡

東
都
事
略
(
巻

一
二
五
)
に
は
初
契
丹
之
発
t
T
男
子
乗
白
馬
'

一
女
子
駕
衣
牛
'
相
遇
於
遼
水
之
上
'
連
環
夫
婦
'
生
八
男
子
'

7
男
子
部
大
賀
民
地
と
あ
っ
て
契
丹
の
始
組
を
大
賀
氏
と
し
て
居

る
O
L
I1

に
首
ふ
7
男
子
は
遼
史
の
督
衛
志
(
啓
三
こ
し
及
び
地
理

28
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義
(
巷
三
七
)
に
は
こ
れ
を
奇
首
可
汗
と
し
て
居
る
｡

こ
の
偉
詮
は
金
の
完
顛
氏
の
侍
詮
に
見
る
如
-
畢
な
る
同
源
侍

詮
で
は
な
-
､
従
釆

1
部
族
に
限
ら
れ
て
居
た

｢
契
丹
の
君
長
た

-
得
る
資
格
｣
を
八
部
大
人
が
均
し
-
有
す
る
に
至
っ
た
理
由
を

説
明
し
て
居
る
と
こ
ろ
に
'
そ
の
主
要
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
｡
こ
れ
が
常
に
契
丹
主
迭
立
制
と
結
び
付
け
て
侍

へ
ら

れ
て
居
る
こ
と
は
'
前
記
東
都
素
略
の
み
な
ら
ず
'
契
丹
囲
志
の

初
輿
本
末
､
来
賓
記
事
等
に
見
え
る
如
-
で
あ
る
｡
束
帝
記
事
に

は
契
丹
之
先
'
有

1
男
子
乗
白
馬
'

1
女
子
駕
衣
牛
'
相
遇
於

遼
水
之
上
'
途
馬
夫
婦
'
生
八
男
子
'
則
前
史
所
謂
迭
篤
君
長
者

也
'
此
事
待
於
題
志
息
'
志
息
嘗
馬
契
丹
史
官
'
必
其
虞
也

と

あ
る
｡
而
し
て
こ
の
迭
立
制
は
松
井
等
氏
も
既
に
指
摘
さ
れ
た
如

㊨-
'
天
賛
以
後
の
契
丹
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
漢
高

粗
宴
錬

･
五
代
倉
要
(
奄
二
七
)'
新
五
代
史
(
巻
七
二
し
等
に
も
見

え
る
如
-
'
乙
窒
活
部
を
加
へ
た
八
部
と
の
み
結
び
付
け
て
侍
へ

ら
れ
て
居
る
鮎
か
ら
見
て
も
天
賛
以
後
の
事
茸
な
る
こ
と
疑
ひ
が

な
い
｡
(
乙
豊
満
部
は
啓
膚
書
(
巻
三
九
)
地
理
志
に
見
え
る
帯
州
･

信
州
等
の
乙
失
革
部
'
或
は
乙
失
活
部
と
同
じ
も
の
で
'
こ
れ
が

契
丹
八
部
の
中
に
加
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
啓
唐
書
地
理
志
の

日
華
以
下
十
七
州
皆
東
北
苛
降
胡
-
･･･t･･今
記
天
資
承
平
之
地
理

鳶
な
る
記
事
を
参
照
す
れ
ば
天
草
以
後
の
こ
と
1
思
は
れ
る
)
逮

立
制
の
牽
生
は
天
賛
以
後
の
契
丹
の
歴
史
に
於
い
て
最
も
顕
著
な

る
事
菅
で
'
衣
牛
白
馬
の
侍
詮
は
こ
れ
に
附
随
し
て
侍
へ
ら
れ
て

来
た
も
の

1
や
う
で
あ
る
｡
JJ
の
偉
詮
は
遼
初
に
於
い
て
も
遼
宝

に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
形
跡
は
あ
る
が
'
遼
初
の
八
部
は
諸
部
大

人
誘
殺
以
後
轡
改
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
上
に
'
そ
れ
は
迭
刺

･
乙
皇

･
品
･
椿
特

･
鳥
挽

･
浬
刺

･
突
呂
不
･
突
奉
で
こ
の
停

詮
と

1
緒
に
侍
へ
ら
れ
て
居
る
八
部
と
は
そ
の
名
稀
を
異
に
し
て

居
る
.
さ
れ
ば
こ
の
侍
詮
は
準
初
に
畿
生
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

は
察
せ
ら
れ
や
う
｡

冊
府
元
簡
(
巻
九
七
七
)貞
観
二
年
の
僕
に
は
契
丹
太
賀
摩
倉
と

あ
る
が
'
賛
唐
書
契
丹
侍
に
は
こ
れ
を
そ
の
常
長
摩
合
と
し
て
居

る
｡
さ
れ
ば
こ
の
太
賓
は
君
長
に
雷
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

契
丹
闘
志
に
は
契
丹
の
宕
衝
と
し
て
'
廼
珂
･
喝
珂
･
董
里
昏
吋

の
名
が
見
え

て居
る
が
'
太
賀
の
賓
が
吋
と
等
し
い
と
す
れ
ば
'

酋
長
を
意
味
し
'
太
は
女
虞
語
の
答
'
浦
洲
語
の

d
a
蒙
古
語
の

ta
や
連
射
味
の
達
と
同
系
統
の
語
と
す
れ
ば
､
太
賀
に
は
大
酋
長

即
ち
君
長
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
｡
然
る
に
貞
観

･
開

元
時
代
に
於
い
て
は
契
丹
の
大
酋
長
即
ち
太
賓
が
窟
苛
の
子
孫
の

み
か
ら
出
た
の
で
'
支
部
人
は
太
質
を
こ
の
一
族
の
姓
の
如
-
考
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へ
る
に
至
っ
た
の
で
は
あ
を
ま
i
か
〇
八
瓢
大
人
は
何
れ
も
太
資

の
子
孫
で
あ
る
が
故
に
'
彼
等
自
ら
も
太
賀
即
ち
契
丹
主
と
な
少

得
る
資
格
を
有
し
て
居
る
こ
と
を
意
鼓
し
て
居
た
こ
と
が
'
こ
の

俸
詮
存
在
の
理
由
で
は
な
か
ら
う
か
｡
貞
観

･
開
元
の
時
代
に
は

契
丹
主
は
唐
の
勢
力
を
背
景
と
し
た
李
窟
苛
の
子
孫
の
み
に
限
ら

れ
て
居
た
の
を
'
唐
末
に
は
軍
に
清
苛
の
子
孫
の
み
な
ら
ず
'
そ

の
一
族
以
外
の
諸
部
の
各
酋
長
も
亦
太
賀
の
子
孫
で
あ
る
と
い
ふ

理
由
に
よ
っ
て
'
契
丹
主
と
な
る
資
格
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
.
五
代
史
に
所
謂
八
部
の
組
先
を
大
賀

民
と
し
た
の
は
'
斯
-
の
如
き
噂
詮
の
反
影
と
も
見
ら
れ
よ
う
｡

唐
末
契
丹
の
歴
史
は
李
懐
秀
が
安
緑
山
の
墜
迫
を
避
け
て
北
蹄
し

て'
後
魂
以
釆
奥
丹
民
族
と
関
係
深
-
'
彼
等
の
括
整
地
と
も
言

ふ
べ
き
横
水
･
土
河
の
合
流
地
方
に
そ
の
任
地
を
定
め
た
の
に
始

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
菅
唐
書

(
巻
九
)
天
賛
四
載
九
月
の
俵

に
契
丹
及
葵
酋
長
'
各
殺
公
主
拳
部
落
坂
と
あ
る
｡

一
男
子
は
壊

秀
を
意
味
し
て
居
る
の
か
も
知
れ
ぬ
｡
懐
秀
は
李
姓
を
有
す
る
鮎

よ
り
見
て
所
謂
大
賀
氏
で
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
.

三
'
新
五
代
史
に
'
八
部
之
人
'
以
残
量
葦
不
住
事
'
選
於
其
衆

以
阿
保
棟
代
之
と
あ
る
.
其
衆
と
い
ふ
の
む
橋
本
氏
は
八
部
の
衆

㊥

人
と
解
し
て
居
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
遺
筆
の
衆
と
解

す
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
b
こ
･)
に
遺
筆
と
い
ふ
の
は
唐
音

･
膏

五
代
史
等
に
見
え
る
欽
徳
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
が
'
虜
廷
雑

記
に
も
八
部
落
主
'
愛
英
雄
勇
'
遭
遇
其
啓
主
逓
輩
氏
蕗
本
部
'

立
太
組
篤
王
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
'
遼
輩
は
八
部
以
外
の
別
部
の

酋
長
で
あ
っ
た
と
見
る
方
が
安
富
で
あ
ら
う
｡
阿
保
横
の
尊
族
の

中
､
最
も
茸
を
性
の
多
い
伯
父
樺
魯
は
､
遼
史
の
太
組
紀
(
巻

二

や
耶
律
易
魯
侍
(巻
七
三
)
に
よ
れ
ば
'
成
通
十
三
年
に
生
れ
た
阿

保
棟
の
少
年
時
代
に
契
丹
の
国
政
に
昔
つ
て
居
た
人
物
で
あ
る
｡

然
る
に
唐
書
契
丹
侍
に
は
威
通
末
年
よ
り
光
啓
中
欽
徳
の
立
つ
ま

で
の
問
'
習
爾
之
と
い
ふ
も
の
が
契
丹
主
の
位
に
雇
っ
た
如
-
見

え
て
居
る
0
習

爾
之
は
荘
宗
列
侍

･
安
治
通
鑑
(
巻
二
六
六
)達
見

(
巻
六
三
)
世
表
に
は
習
爾
と
あ
る
O
(
膏
五
代
史
契
丹
侍
に
は
錫
盟

癖
と
改
課
し
て
居
る
)
叙
上
の
如
-
事
跡
の
似
て
居
る
他
に
､
習

蘭
と
鐸
魯
の
音
の
類
似
せ
る
よ
-
'
こ
れ
を
同

1
人
な
-
と
す
れ

ば
'
習
商
は
阿
保
横
の
伯
父
で
迭
刺
部
の
人
と
な
る
｡

果
し
て
然

⑩

ら
ば
習
繭
の
族
人
で
あ
る
欽
徳
は
所
謂
契
丹
八
部
と
は
刑
部
な
る

迭
刺
部
の
人
で
'
阿
保
磯
は
そ
の
衆
と
見
て
支
障
な

い
で
あ
ら

う
｡

さ
れ
ば
習
蘭
が
契
丹
主
と
な
っ
て
か
ら
は
'
契
丹
主
は
迭
刑

部
の
中
よ
-
推
さ
れ
'
そ
の
任
期
の
如
き
も
必
ず
し
も
三
年
と
い

ふ
短
年
月
で
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
｡
虜
廷
雑
記
に
凡
立
王
'
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則
衆
部
酋
長
皆
集
合
議
'
共
有
徳
行
功
業
者
立
之
'或
災
害
不
生
､

群
散
華
盛
､
人
民
安
堵
'
則
王
吏
不
沓
代
'
萄
不
然
'
其
諸
酋
長

合
衆
部
･
別
送

7
名
馬
王
'
故
主
以
蕃
法
亦
甘
心
退
蔦
'
不
環
衆

斯
害
'
と
あ
る
の
は
こ
の
頃
の
状
態
主

音
つ
た
も
の
で
'
漠
高
組

管
録
等
に
見
え
る
三
年
迭
立
制
は
迭
刺
部
の
加
入
以
前
の
耽
撃
を

雷
緒
等
が
契
丹
人
よ
-
聞
い
た
の
に
基
-
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.

節
-
解
す
れ
ば
迭
立
制
に
関
す
る
こ
れ
等
南
棟
の
記
述
も
矛
眉
と

見
る
を
要
し
な
い
｡

迭
刺
部
の
加
入
と
迭
立
制
の
奨
化
は
契
丹
が
同
紀
の
支
配
を
配

～

し
た
合
昌
二
年
以
後
の
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
.
溝
土
二
河
合
洗

地
方
に
任
す
る
契
丹
八
部
に
比
し
て
'
浅
河
上
流
域
の
住
民
は
'

そ
の
任
地
が
同
乾
の
根
接
地
に
近
い
か
ら
'
回
絃
窮
乏
の
状
も
此

⑭

較
約
よ
-
知
-
得
ら
れ
'
そ
の
前
年
に
は
団
結
の
慶
略
も
受
け
て

宿
怨
も
益
々
探
-
な
-
'
且
つ
後
に
迭
刺
部
と
し
て
遼
固
唾
設
の

原
動
力
と
な
っ
た
程
の
強
大
な
部
族
で
あ
っ
た
か
ら
､
こ
れ
が
唐

に
通
じ
て
困
紅
の
萌
粋
を
晩
せ
ん
と
す
る
運
動
の
指
揮
者
と
な
っ

た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
.
こ

の
部
族
は
天
賛
以
釆
李
懐
秀
の

率
ゐ
た
部
族
の
系
統
に
屠
す
る
所
謂
契
丹
八
部
と
は
､
そ
の
任
地

を
異
に
し
て
別
衝
に
部
族
組
織
を
な
し
て
'
同
乾
の
支
配
を
受
け

て
居
た
や
う
で
あ
る
が
'
こ
土

に
至
っ
て
始
め
て
合
流
し
た
の
で

⑳

は
あ
る
ま
い
か
｡

而
し
て
速
射
部
の
専
制
は
こ
1
に
端
を
覆
し
'

こ
の
部
族
の
加
入
に
よ
っ
て
従
乗
の
八
部
の
三
年
迭
立
制
は
破
れ

迭
剰
部
専
横
の
準
則
的
な
迭
立
制
が
そ
の
後
を
受
け
'
以
て
阿
保

横
の
稚
魚
に
及
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
斯
-
の
如
-
八
部
の

三
年
迭
立
制
は
天
賛
以
後
契
丹
が
同
紀
の
治
下
に
属
し
て
居
た
問

の
革
質
で
'
こ
れ
が
持
続
さ
れ
て
居
た
の
は
'
回
紀
の
支
配
が
益

契
丹
の
統
合
と
八
部
の
勢
力
均
衡
を
失
す
る
の
を
妨
げ
て
居
た
1

め
か
も
知
れ
ぬ
O
然
る
に
契
丹
が
同
紀
の
支
配
を
晩
す
る
に
至
-

て
は
'
こ
の
束
縛
も
な
-
な
少
'
唐
の
勢
力
は
回
紅
に
於
け
る
如

く
直
接
的
で
な
か
っ
た
1
め
に
'
契
丹
諸
部
の
問
に
於
い
て
資
力

支
配
の
傾
向
が
濃
厚
と
な
-
'
新
に
合
流
し
た
迭
刺
部
が
'
そ
の

強
大
な
る
箕
力
に
よ
っ
て
契
丹
主
の
地
位
を
猫
占
す
る
や
う
な
状

態
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
然
し
迭
立
制
の
原
則
は
そ
の
侍
銃
の

力
を
以
て
撃
則
的
な
が
ら
も
'
侍
契
丹
主
循
聾
に
封
す
る
閲
輿
の

樺
を
保
持
し
て
来
た
の
で
あ
ら
う
｡
余
は
斯
-
の
如
き
特
殊
な
状

態
も
'
歴
史
的
所
産
と
し
て
認
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
れ
ば
阿
保
碑
の
契
丹
主
柁
聾
は
茸
際
に
於
い
て
は
阿
保
磯
の

迭
刺
部
内
に
於
け
る
茸
力
の
強
大
と
な
っ
た
結
果
で
は
あ
つ
た
が

そ
れ
を
正
統
化
し
た
も
の
は
諸
部
大
人
の
合
意
で
あ
っ
た
ら
う
と

解
す
る
.
そ
の
穏
葵
の
際
に
或
る
程
度
の
闘
輿
が
あ
っ
た
以
上
'
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そ
の
後
何
等
か
の
形
に
於
い
て
､
そ
れ
芸

縛
さ
れ
る
の
堤

想

せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
ら
う
｡
阿
保
磯
の
諸
部
大
人
の
誘

殺
は
こ
の
迭
立
制
に
最
後
の
止
め
を
さ
し
た
も
の
と
言
ふ
こ
と
が

出
来
や
う
｡

次
に
迭
刺
部
と
は
如
何
な
る
系
統
に
鼻
す
る
部
族
な
る
か
を
考

へ
る
｡
唐
の
勢
力
を
背
景
と
す
る
窟
寄

】
族
の
主
構
に
封
L
t
こ

れ
に
反
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
契
丹
内
部
に
在
っ
た
こ
と
は
'
既
に

貞
親
時
代
よ
-
認
め
ら
れ
る
が
'
こ
れ
が
開
元
時
代
に
至
っ
て
は

堪
著
な
串
茸
と
な
-
'
達
に
可
突
千
の
乱
と
な
っ
て
爆
磯
し
た
も

の
で
あ
ら
う
O
李
退
所
の
内
鷹
に
よ
っ
て
可
突
干
比
倒
れ
た
が
'

そ
の
飴
糞
は
侍
存
し
て
'
浬
薩
の
統
率
の
下
に
李
過
折

を
殺

し

た
o
JJゝ

に
於
い
て
窟
苛
の
子
孫
に
蹄
す
る
炉
の
と
･
浬
鰻
に
従

ふ
も
の
と
の
分
離
が
開
元
末
年
以
後
の
契
丹
の
状
態
と
な
っ
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
｡
抵
井
氏
は
開
元
四
年
始
め
て
李
懐
秀
が
降
附

し
誓

い
ふ
唐
書
契
丹
侍
の
記
事
塞

足
し
て
居
ら
れ
る
や

浬

鰻
よ
-
李
懐
秀
に
至
る
契
丹
主
硝
薬
の
次
第
が
明
ら
か
で
な
-
'

従
乗
の
抵
漠
都
督
は
殆
ん
ど
唐
よ
り
金
主
の
降
嫁
を
受
け
て
居
る

の
に
'
浸
鯉
に
は
そ
の
事
茸
が
見
え
ず
'
開
元
二
十
二
年
以
後
塵

◎

々
唐
の
契
丹
討
伐
の
記
事
が
見
え
て
居
る
鮎
か
ら
見
て
も
'
浬
鰻

は
唐
に
鰐
服
し
た
の
で
は
な
-
'
そ
の
稔
漠
都
督
の
任
命
も
唐
よ

-
懐
柔
的
に
授
け
た
の
み
で
'
浬
薩
は
可
突
干
以
衆
の
反
唐
の
態

度
を
棄
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
.
可
突
千
･
屈
烈
の
敗

死
は
李
過
折
の
内
鷹
の
結
果
で
あ
っ
て
'
そ
の
後
可
突
千
の
除
篤

が
唐
に
蹄
服
し
た
と
立
詮
す
べ
き
積
極
的
な
遼
嬢
は
な
い
｡
天
資

四
年
三
月
の
李
懐
秀
の
降
附
は
'
開
元
末
以
衆
の
安
藤
山
の
経
営

の
結
果
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
｡
果
し
て
然
ら
ば
李
懐
秀

に
蹄
す
る
も
の
と
'
浬
櫓
に
碓
ふ
も
の
と
の
分
離
が
こ
の
頃
に
始

っ
た
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
.
而
し
て
浬
薩
は
迭
刺

の
持
音
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
､
浬
縛
が
そ
の
]
箕
を
率
ゐ
唐
の
勢

力
を
趣
け
て
北
蹄
し
､
後
演
水
上
流
域
に
占
摸
し
て
'
団
結
の
治

下
に
於
い
て
次
第
に
そ
の
潜
勢
力
を
培
っ
た
の
が
迭
刺
部
で
は
な

か
ら
う
か
｡

膏
五
代
史
が
阿
保
横
を
別
部
長
と
言
っ
た
の
は
､
阿
保
塵
が
迭

刺
部
以
外
に
]
部
を
立
て
た
事
茸
を
見
て
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
.

冊
府
元
鞄
機
襲
(
巻
九
六
七
)
に
光
啓
中
'
其
王
日
､
欽
徳
'
有
別

部
酋
長
阿
保
棟
､
日
柄
国
王
と
あ
-
彊
盛
(
巻

一
〇
〇
〇
)に
は
後

唐
'耶
律
阿
床
横
着
契
丹
別
部
尊
長
也
'
党
是
契
丹
王
欽
徳
政
衰
'

阿
保
機
最
推
雄
勤
族
張
漸
盛
'
代
欽
徳
馬
主
と
あ
る
.
こ
れ
に
よ

れ
ば
阿
保
機
を
別
部
長
と
言
っ
た
の
は
'
そ
の
欽
徳
に
代
っ
た
後

の
状
態
を
言
っ
た
も
の
1

や
う
で
あ
る
.
橋
本
氏
は
阿
保
機
が
別

i2
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に
1
部
を
建
て
1
諸
部
大
人
の
許
可
を
求
め
た
と
い
ふ
の
む
不
思

⑱

議
と
さ
れ
て
居
る
が
'
彼
が
新
に
立
て
た

1
部
も
亦
契
丹
諸
部
の

1
と
し
て
迭
立
制
に
閲
興
し
得
る
資
格
を
求
め
た
と
解
す
れ
ば
'

了
解
出
来
な
い
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
｡

四
'
橋
本
氏
が
阿
保
磯
の
契
丹
主
承
聾
の
噂
を
決
定
す
る
資
料
と

⑩

さ
れ
た
も
の
は
'
啓
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
で
あ
る
｡
契
丹
の
舎

利
王
子
が
劉
仁
碁
に
檎
せ
ら
れ
た
の
は
'
橋
本
氏
の
言
は
れ
る
如

-
天
繭
年
間
の
こ
と
で
あ
つ
て
も
'
膏
五
代
史
契
丹
侍
の
編
者
は

明
ら
か
に
そ
の
年
を
知
っ
て
居
て
こ
の
記
事
を
書
い
た
の
で
あ
ら

う
か
｡
こ
の
記
事
の
後
に
自
是
十
飴
年
不
能
犯
塞
と
あ
る
が
'
若

し
舎
利
王
子
の
入
冠
の
年
を
天
鮪
三
年
頃
と
考
へ
て
居
て
､
こ
の

記
事
を
書
い
た
と
す
れ
ば
'
更
に
そ
の
後
の
方
に
天
商
四
年
大
宅

等
中
と
記
し
て
居
る
の
を
'
如
何
に
解
鐸
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
'

膏
五
代
史
契
丹
侍
の
編
者
は
こ
れ
を
天
繭
年
間
の
こ
と
1
考
へ
ず

に
'
光
啓
年
間
と
あ
ま
り
速
-
な
い
頃
の
こ
と
1
考
へ
て
居
た
1

め
に
､
自
是
十
飴
年
云
々
の
語
を
附
記
し
た
と
も
考

へ
ら
れ
る
0

-
果
し
て
然
ら
ば
こ
の
契
丹
侍
の
記
事
を
資
料
と
し

て'
阿
保
横
の

契
丹
主
と
な
っ
た
年
を
天
繭
三
四
年
の
頃
の
こ
と
1
決
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ら
う
｡

阿
保
壇
の
契
丹
主
と
な
っ
た
の
は
'
荘
宗
列
侍
の
み
'
こ
れ
を

雲
中
の
倉
盟
後
の
こ
と
1
し
て
居
る
が
'
こ
れ
は
そ
の
編
者
の
推

定
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
阿
保
機
即
位
の
時
期
に
関
す
る

⑲

記
事
を
見
て
も
察
せ
ら
れ
る
｡

さ
れ
ば
他
の
諸
史
の
1
致
す
る
と

こ
ろ
に
従
ふ
+(
き
で
あ
ら
う
.
雲
中
の
倉
盟
の
年
に
就
い
て
'
稔

井
氏
は
薯
五
代
史
契
丹
侍
等
に
腐
っ
た
資
治
通
鑑
の
詮
を
採
ら
れ

㊥

て
'
天
繭
四
年
の
こ
と
1
さ
れ
'
橋
本
氏
亦
こ
れ
と
兄
を
同
じ
-

㊥

さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
.
然
し
潜
書
(巻
二

7
八
)沙
陀
侍
に
は

帝
東
遷
'
詔
至
太
原
､
充
用
泣
謂
其
下
目
'
粟
輿
不
復
西
実
'
遣

使
者
奔
間
行
荘
'
俄
加
涜
協
盟
同
力
功
臣
'
李
茂
貞

･
王
嘩

･
輿

那
州
楊
崇
本
'
遣
使
者
乗
的
義
馨
'
克
用
顧
薄
鏡
皆
附
挿
'
不
可

輿
共
功
'
惟
契
丹
阿
保
機
庸
可
用
'
乃
卑
静
香
之
'
保
雄
身
到
雲

中
興
充
用
合
約
番
兄
弟
'
留
十
日
去
､
遺
馬
千
.g)'
牛
筆
筒
計
､

期
多
大
畢
慶
河
､
合
唱
宗
戟
而
止
と
あ
つ
て
等
中
の
倉
盟
を
天
蕗

元
年
の
こ
と
の
如
-
記
し
て
居
る
.
唐
太
組
紀
年
艶

笑

疏
二

㊧

年
と
あ
る
が
後
唐
の
史
料

に
は
天
復
四
年
と
あ
つ
た
の
を
天
繭
に

換
算
の
時
に
誤
っ
た
と
見
れ
ば
こ
の
記
事
も
前
後
辻
複
が
合
ふ
｡

叉
曹
五
代
史
等
の
撲
っ
た
史
料
は
も
と
天
復
四
年
と
あ
っ
た
の
む

天
拓
四
年
と
誤
っ
た
と
見
れ
ば
､
雲
中
の
倉
明
血を
天
緒
元
年
の
こ

と
⊥
見
ら
れ
る
｡
阿
保
概
が
契
丹
主
と
な
っ
た
の
を
天
商
売
年
以

前
の
こ

と
･
f
す
れ
ば
'
そ
の
年
と
し
て
最
も
通
常
な
の
は
遼
史
に
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に
･
阿
保
横
が
1
旦
契
丹
主
の
地
位
か
ら
退
い
た
と
す
れ
ば
'
そ

れ
は
遼
史
.に
所
謂
太
組
即
位
の
第
三
年
目
の
こ
と
ゝ

な
る
｡
こ
の

年
十
月
か
ら
翌
年
十
月
に
至
る
間
に
は
t
JJ
の
時
ま
で
頻
-
に
見

え
て
居
る
契
丹
の
封
外
関
係
の
記
録
が
全
然
残
っ
て
居
な
S
の
は

契
丹
内
部
に
諸
部
大
人
誘
穀
の
事
件
が
あ
っ
て
'
外
に
向
つ
て
事

を
椿

へ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
1

め
で
は
な
か
ら
う
か
.

遼
史
に
こ

の
間
の
記
事
が
非
常
に
少
い
の
も
'
諾
部
大
人
誘
穀
と
い
ふ
阿
保

磯
の
罪
悪
史
を
抹
殺
し
た
･･
め
と
思
は
れ
る
.

膏
五
代
史
に
は
及
安
巴
堅
馬
主
'
乃
櫨
強
情
勇
'
不
受
諾
族
之

代
'
途
日
柄
国
主
と
あ
る
の
み
で
'
諸
部
大
人
誘
穀
の
記
事
を
記

載
し
て
居
な
い
が
､
こ
の
記
事
は
湊
高
絶
賛
録
の
其
王
邪
律
阿
保

横
'
情
獲
悼
勇
'
拒
諸
族
不
受
代
'
自
舵
天
皇
王
と
あ
る
の
と
同

1
の
こ
と
皇
1日
つ
た
も
の
で
'
前
者
に
は
阿
保
横
が
契
丹
主
と
な

つ
て
か
ら
皇
帝
位
に
郎
-
ま
で
の
問
に
拷
部
の
代
を
受
け
ず
し
て

辞
し
た
稀
既
を
国
主
と
し
て
居
る
の
に
'
後
者
に
は
天
皇
王
立
し

て
居
る
鮎
が
相
違
し
て
居
る
の
み
で
あ
る
｡
屈
成
以
来
の
契
丹
主

が
史
上
に
王
統
を
以
て
記
さ
れ
て
居
る
鮎
よ
り
見
て
'
阿
保
横
が

新
な
る
地
位
を
表
示
す
る
た
め
に
挟
ん
だ
群
牧
は
'
単
な
る
国
王

或
は
韓
主
で
は
な
-
'
天
皇
王
と
見
る
方
が
安
昔
で
比
あ
る
ま
S

か
.
阿
保
機
が
天
皇
王
と
稀
し
た
こ
と
は
諸
寄
の
7
致
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
曹
五
代
史
の
編
者
は
天
皇
王
を
飼
主
と
し
た

と
同
じ
趣
意
の
下
に
諸
部
大
人
誘
穀
の
記
事
を
敬
遠
し
た
の
で
あ

ら

う

0
阿
保
横
が
皇
帝
位
に
如
い
た
こ
と
は
常
時
の
あ
ら
ゆ
る
史
料
の

等
し
く
記
載
し
て
居
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
然
る
に
橋
本
氏
は
阿
保

讐

天
皇
王
と
鋼
し
て
居
蛋

警

-
'
そ
の
帝
警

稀
し
た
｡

と
を
否
定
し
て
､
契
丹
に
於
け
る
帝
既
は
太
宗
に
始
る
と
さ
れ
て

居
る
.
然
れ
ど
も
嘗
五
代
史
等
に
其
図
人
､
耽
安
巴
堅
篤
天
皇
王

と
あ
る
の
は
阿
保
機
が
皇
帝
を
稀
し
た
後
も
､
図
人
は
こ
れ
を
天

皇
王
と
解
し
て
居
た
事
茸
を
侍
へ
て
居
る
の
み
で
'
天
皇
重
な
る

柄
祝
の
起
瀕
宣

告
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
0
準
向
組
耳

鏡
に
見
え
る
如
-
､
阿
保
横
が
帝
既
を
栴
す
る
前
か
ら
天
皇
王
と

披
し
て
居
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
即
位
後
も
図
人
が
彼
を
天
皇
王
と

呼
ん
だ
と
し
て
も
不
合
理
で
は
な
い
｡
叉
橋
本
氏
の
こ
の
詮
に
は

そ
の
背
景
を
成
し
て
居
る
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
､
そ
れ
は

塞
外
民
族
が
建
国
し
た
場
合
に
'
そ
の
支
那
内
部
に
土
地
を
領
す

る
に
至
る
ま
で
は
'
曾
て
帝
故
を
科
し
た
も
の
が
な
い
と
の
原
則

を
'
勾
奴

･
鮮
卑

･
西
夏

･
蒙
古
等
の
例
に
よ
っ
て
確
信
し
て
居
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⑳

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
金
や
清
が
支
部
内
地
に
領
地
を
有
す
る
に

至
る
よ
り
以
前
に
'
帝
班
を
解
し
k
.こ
と
は
全
-
疑
ひ
得
な
い
や

う
で
あ
る
｡
叉
漠
高
組
茸
錬
･薗
五
代
史
契
丹
侍
･虜
廷
雑
記
等
の

記
事
を
見
れ
ば
'
阿
保
横
の
建
国
に
は
漢
人
の
貢
献
が
非
常
に
多

い
こ
と
が
窺
は
れ
る
｡
さ
れ
ば
そ
の
建
国
過
程
に
漠
風
の
色
彩
が

濃
厚
で
あ
る
こ
と
も
､
寧
ろ
雷
魚
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡
阿
保

横
は
既
に
天
皇
王
を
辞
し
て
居
て
'
今
更
皇
帝
を
稀
す
る
必
要
も

な
か
つ
た
と
思
は
れ
Jtt
い
こ
と
も
な
い
が
'
封
漢
人
の
政
策
上
'

湊
風
の
稀
紙
を
稀
す
る
必
要
の
あ
っ
た
こ
と
も
否
ま
れ
な
い
で
あ

ら
う
｡
さ
れ
ば
天
蕗
末
'
即
ち
後
梁
龍
徳
二
年
頃
に
'
阿
保
塵
が

帝
能
を
稀
し
た
と
い
ふ
膏
五
代
史

･
冊
府
元
鞄
等
の
記
載
を
疑
ふ

必
要
は
な
い
や
う
で
あ
る
.

阿
保
糠
が
天
皇
王
と
祝
し
た
の
は
'
漠
高
組
箕
録
に
よ
る
と
'

諸
部
大
人
誘
殺
以
前
の
こ
と
の
や
う
で
あ
る
か
ら
､
遼
史
に
彼
が

即
位
し
て
天
皇
膏
と
辞
し
た
年
と
し
て
居
る
開
平
元
年
が
そ
の
最

も
通
常
な
年
で
は
な
か
ら
う
か
｡
掌
中
の
脅
盟
の
際
の
李
克
用
の

勧
誘
等
に
よ
-
彼
は
次
第
に
迭
立
制
の
廃
棄
を
希
望
し
'
速
に
最

後
の
腹
を
決
め
'
世
襲
君
主
椎
確
立
の
第

7
歩
を
踏
み
出
し
た
の

が
'
そ
の
天
皇
王
を
白
放
し
た
時
で
'
李
克
用
と
の
盟
約
に
背
い

て
ま
で
'
唐
の
縛
を
受
け
た
後
薬
に
通
じ
'
そ
の
封
冊
を
求
め
ん

と
し
た
の
は
'
彼
の
新
し
い
地
位
を
正
統
化
す
る
延
引
な
ら
ぬ
必

要
が
あ
っ
た
1
め
で
は
あ
る
ま
い
か
O
彼
の
求
む
る
封
冊
は
琢
期

の
如
-
得
ら
れ
ず
'
迭
刺
部
内
に
は
勿
論
'
彼
の
1
族
の
中
に
於

い
て
も
'
そ
の
新
し
い
地
位
に
不
満
を
抱
-
も
の
が
あ
つ
た
や
う

㊥

で
あ
る
｡
こ
の
不
満
は
太
組
の
五
年
以
後
の
諸
弟
の
叛
乳
と
な
っ

て
現
れ
た
が
'
斯
-
の
如
き
迭
刺
部
内
に
於
け
る
不
穏
の
基
束
は

こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
出
来
よ
う
｡
さ
れ
ば
緒

部
大
人
は
こ
れ
に
乗
じ
て
旗
鼓
の
返
還
を
迫
っ
た
の
で
あ
わ
'
阿

保
磯
も
亦
迭
刺
部
内
の
こ
の
基
気
を
察
し
て
'
1
且
旗
鼓
を
諸
部

大
人
に
還
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
彼
が
契
丹
主
の
地
位
を
退

S
た
後
.
浅
水
流
域
の
迭
刺
部
に
障
ら
ず
に
'
遠
-
摩
河
の
上
に

そ
の
嬢
城
を
ー
し
た
の
も
'
斯
-
の
如
き
事
情
も
あ
っ
た
1
め
で

は
な
か
ら
う
か
｡

前
述
の
如
-
阿
保
機
の
世
襲
君
主
樺
の
成
立
は
'
開
平
元
年
彼

が
天
皇
王
と
自
祝
し
た
時
に
始
-
'
開
平
内
年
頃
諸
部
大
人
を
誘

殺
し
て
迭
立
制
の
最
後
の
命
脈
を
断
っ
た
時
に
完
成
し
て
居
る
｡

さ
れ
ば
天
蕗
末
に
於
け
る
彼
の
即
位
は
'
只
帝
既
を
辞
し
た
の
み

で
'
茸
に
於
い
て
は
愛
り
は
な
い
か
ら
t
JJ
の
時
支
部
風
の
稀
観

を
採
用
し
た
と
す
れ
ば
'
支
部
の
慣
例
に
従
て
年
牧
を
建
て
た
と

⑳

し
て
も
不
合
理
で
は
な
い
で
あ
ら
う
｡
虜
廷
雑
記
に

は

始
立
年
耽
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日
天
資
叉
日
紳
冊
と
あ
る
｡
題
志
息
が
遼
に
在
っ
た
翌
宗
朝
に
は
.

契
丹
が
始
め
て
建
て
た
年
既
に
就
い
て
'
天
資
と
紳
冊
と
の
南
棟

の
詮
が
行
は
れ
て
居
た
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
嚢
は
れ
よ
う
｡
橋

本
氏
の
言
は
れ
る
如
-
紳
冊
を
後
人
の
偽
作
と
す
れ
ば
'
天
資
が

箕
在
の
年
祝
で
あ
っ
た
1
め
に
斯
-
の
如
き
二
様
の
博
聞
が
存
在

し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
五
代
倉
要
(
春
二
九
)
に
は
天
蘇
元
年

と
偏
稀
し
た
の
を
'
天
成
元
年
の
こ
と
1
し
て
居
る
｡
こ
の
記
事

は
嘗
五
代
史
の
記
事
よ
-
は
､
阿
保
横
を
葬
っ
た
地
を
西
桂
と
し

て
居
る
鮎
に
於
い
て
'
よ
-
精
確
で
'
契
丹
の
萱
展
優
の
名
を
記

し
七
居
る
鮎
に
於
い
て
t
よ
り
詳
細
で
あ
る
か
ら
'
昔
時
の
記
録

と
し
て
t
よ
り
信
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
｡
新
五
代
史
に
も
嘗
五

代
史
と
同
じ
や
う
に
徳
光
立
三
年
'
改
元
日
天
顔
と
あ
る
が
'
こ

れ
は
天
成
二
年
十
月
の
契
丹
が
後
衛
に
碑
石
を
求
め
た
記
事
よ
少

前
に
置
い
て
あ
る
(
冊
府
元
轟
懇
九
九
九
参
照
).
さ
れ
ば
丙
五
代

史
の
操
っ
た
根
本
資
料
に
於
い
て
元
年
を
三
年
と
誤
ら
れ
て
居
た

の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
天
成
元
年
十
月
に
は
契
丹
の
骨
哀
傍
も
来

て
居
る
か
ら
'
常
時
契
丹
が
天
顔
の
年
視
を
用
ひ
て
居
た
こ
と
が

支
部
に
知
ら
れ
る
横
倉
は
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
而
し
て
太

宗
の
即
位
は
天
成
二
年
で
'
天
成
元
年
に
は
軍
に
兵
馬
を
宵
宮
し

て
居
た
の
み
で
あ
る
か
ら
'
阿
保
塵
の
死
後
に
改
元
さ
れ
た
と
見

る
よ
-
は
瀞
海
討
滅
後
､
こ
の
年
二
月
に
改
元
し
た
と
い
ふ
遼
史

の
記
事
を
信
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
契
丹
の
改
元
の
こ
と
が
支
部
に

知
ら
れ
る
機
倉
の
な
か
っ
た
の
む
'
骨
哀
使
の
凍
る
に
よ
っ
て
こ

れ
を
知
っ
た
後
唐
人
は
'
こ
の
年
が
元
年
で
あ
っ
た
た
め
に
阿
保

横
の
死
後
改
元
し
た
も
の
と
誤
解
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
こ

の
遼
史
の
記
事
に
就
い
て
'
橡
井
氏
は
こ
れ
を
誤
記
と
し
て
天
成

二
年
警

出
さ
れ
た
の
に
封
J@
･
橋
本
氏
違

史
の
記
事
が
概
し

て
杜
撰
で
作
為
的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
'
こ
れ
を
そ
の
作

⑳

寛
の
1
例
と
さ
れ
た
.
然
れ
ど
も
余
は
既
述
の
如
き
理
由
に
よ
-

天
顔
改
元
は
阿
保
機
の
末
年
の
二
月
と
す
る
遼
史
の
記
事
を
信
じ

更
に
天
野
を
契
丹
初
壇
の
年
牧
と
し
て
龍
徳
二
年
を
七
の
元
年
な

-
と
見
る
.

(謹
)

①
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
骨
夢

一
貫
(
二
四
九

1
二
五
こ

◎
史
潮
第

六
年
第

一
舞
茸

(
七

l
I
七
五
)

③
同
貢

(
七
五
-
八
三
)

④
同
賞

(
五

1
-

六

〇
)
◎
同
貫
(
六

〇
1
七

〇
)
◎
同
貢
七
六

⑦
同
貫
七

〇

①
蒲
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
骨
第

1
貢
二
四
九

㊥
史
潮
貢
六
九

⑩
滞
鮮
地
理
歴
史
祈
究
報
紫
第

一
貢

一
五
三

㊥
同
質

(
二
三
四

-
二

三
九
.)
⑩
史
潮
貢
六
八

⑩
唐
書
(
啓
二

一
九
)契
丹
侍

⑭
賓
拍
通
鑑
･ー

(巻
二
四
六
)

⑯
遼
史
(巻
三
二
)曹
衛
志
中
部
族
上

⑯
蒲
鮮
地
理
歴

史
研
究
報
骨
第

一
貢
(
一
七
五
-

一
七
七
)

㊥
寓
居
書
巻
九

賓
拍
通

鑑
巻
ニ
1
四

⑯
史
潮
貫
五
八

㊥
同
賞
へ
七
〇
-
七
五
)

⑳
繁
治
通
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鑑
考
輿
巻
三
九

㊧
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
骨
第
三
'
五
代
の
世
に
於

け
る
契
丹
貢
三
〇
四

㊨
史
朝
貢
七
三

⑳
賓
拍
通
鑑
考
輿
巻
三
九

㊥
新
五
代
史
巻
四
に
操
れ
ば
李
克
用
は
天
敵
四
年
ま
で
天
復
の
年
汝
を

用
ひ
た

㊨
史
潮
貢
八
〇

㊨
同
賞
(
五
八
-
五
九
)

㊥
遼
史

(
巻

一

一
二
)
轄
底
停
滑
寄
侍

㊥
安
治
通
鑑
考
異
巻
三
九

㊨
満
鮮
地
理
歴

史
研
究
報
合
葬
三
速
代
紀
年
考

㊨
史
潮
貫
八
一

追

記
貞
散
開
元
時
代
に
'
主
と
し
て
契
丹
の
主
権
を
担
っ
て
居
た
所

謂
大
賀
氏
の
中
'
寓
歳
通
天
元
年
の
乳
に
於
い
て
は
'
李
轟
息
の

一
家
が
失
脚
L
t
可
突
千
の
乱
に
は
李
失
活

(
李
壷
息
の
兄
弟
祐

美
雛
の
子
の
子
孫
が
汲
落
し
た
の
で
'
契
丹
内
に
於
け
る
大
賀
且

の
勢
力
は
非
常
に
棲
々
た
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
｡
而
し
て

天
賛
以
後
'
喪
舟
が
そ
の
下
に
属
し
た
団
結
の
支
配
が
'
非
常
に

直
接
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
啓
暦
書
(
奄

一
八
〇
)張
仲
武
侍
に
'

先
是
'
葵
契
丹
皆
有
回
紀
監
護
使
'
督
以
歳
貢
'
且
篤
漠
謀
'
室

是
遭
稗
滑
石
公
緒
等
諭
意
両
部
､
凡
教
八
百
飴
人
'
と
あ
る
に
よ

っ
て
窮
は
れ
よ
う
｡
こ
れ
等
の
事
情
が
契
丹
に
於
け
る
迭
立
制
の

襲
生
存
韓
を
助
成
し
て
居
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
契
丹
は
僅
か

に
六
十
飴
年
の
間
に
'
君
主
の
選
車
制
よ
-
世
襲
制

へ
の
全
過
程

_.

を
歩
ん
だ
｡
こ
れ
は
常
時
支
部
に
於
け
る
絶
封
君
主
樺
の
牽
達
の

]
般
趨
勢
に
促
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
.
阿
保
蛾
の
諸

部
大
人
の
誘
殺
も
亦
避
-
ペ
か
ら
ざ
る

一
過
程
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡
遼
史
に
於
け
る
作
環
は
主
と
し
て
阿
保
磯
の
罪
悪

史
の
抹
殺
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
1
や
う
で
あ
る
｡
阿
保

横
の
君
主
槽
が
極
め
て
正
統
に
平
穏
裡
に
､
そ
の
手
に
廃
し
た
如

-
裳
は
ん
と
す
る
こ
と
は
遼
童
史
家
の
苦
心
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
で
あ
ら
う
｡
さ
れ
ば
遼
和
に
於
い
て
契
丹
八
部
の
侍
詮
な
る
衣

牛
白
馬

(
遼
史
に
は
育
牛
と
あ
る
)
の
物
語
を
採
用
し
た
の
も
'

斯
る
目
的
に
出
で
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
然
し
迭
立
制
の
物

語
に
よ
っ
て
は
'
世
襲
制
の
成
立
を
意
義
付
け
る
こ
と
は
出
禿
な

か
っ
た
も
の
1
や
う
で
あ
る
｡
造
華
氏
の
侍
詮
は
'
こ
の
快
晴
を

補
ふ
た
め
に
作
壊
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
.
達
観
以
来
百

飴
年
を
経
て
'
夷
丹
人
も
既
に
君
主
惟
襲
制
に
慣
れ
た
聖
宗

･
輿

宗
時
代
に
於
い
て
'
そ
の
建
国
侍
詮
に
も
.
迭
立
制
の
も
の
よ
-

冊
襲
制
の
も
の
へ
の
撃
故
が
成
さ
れ
た
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で

あ
ら
う
｡
遼
史
の
物
語
に
於
い
て
は
､
阿
保
機
は
冊
襲
君
主
な
る

造
輩
氏
の
縄
を
受
け
て
契
丹
の
皇
帝
位
に
如
い
た
こ
と
1
な
っ
て

居
る
｡
こ
の
造
華
氏
に
就
い
て
も
'
余
は
言
ふ
べ
き
準
備
を
有
し

｢
達
の
建
国
過
程
と
遺
筆
氏
に
就
い
て
｣
と
い
ふ
潜
で
'

1
文
を
畿

表
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
が
'
紙
数
を
限
ら
れ
て
居
る
た
め
に

他
日
に
謀
っ
た
｡
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