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藩

の

建

国

に

就

い

て

小

ーノ

裕

人

緒

青

史
潮
第
六
年
第

1
紙
に
掲
げ
ら
れ
た
遼
の
唾
図
年
代
に
関
す
る

①

橋
本
埠
富
民
の
論
稿
に
封
し
､
余
が
本
紙
上
に
於
い
て
氏
の
新
詮

の
必
ず
し
も
安
富
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
る
に
'
橋
本
氏
は
直

◎

ち
に
反
駁
文
を
本
紙
に
寄
せ
ら
れ
'
多
-
の
示
教
を
輿

へ
ら
れ

た
こ
と
は
余
の
大
い
に
欣
幸
と
す
る
所
で
あ
る
｡
然
し
余
の
前
論

稿
が
文
節
の
足
ら
ざ
-
し
た
め
'
橋
本
氏
は
そ
の
論
旨
を
十
分
に

了
解
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
1
如
-
'
氏
の
示
教
中
に
は
必
ず
し
も

官
僚
忙
中
ら
ざ
る
も
の
が
少
-
な
い
か
ら
'
侮

言
口を
費
し
て
氏

の
韓
解
を
輝
き
た
い
の
で
あ
る
.
け
れ
ど
も
こ
1

に
輿

へ
ら
れ
た

紙
数
は
限
ら
れ
て
居
る
の
で
'
全
般
に
亙
っ
て
余
の
立
場
を
摺
明

す
る
飴
裕
を
有
た
な
い
か
ら
'
今
は
問
題
を
次
の
拷
鮎
に
限
定
す

る
r

〓

)余
が
漠
高
組
茸
録
の
記
事
を
棄
て
な
い
理
由
'
(
二
)
阿

保
横
の
伯
父
樺
魯
に
就
い
て
'
(
≡
)阿
保
横
が
契
丹
主
と
な
っ
た

年
代
'
(
四
)初
建
年
牧
の
問
題
.

｣

阿
保
棟
が
契
丹
主
と
な
っ
た
の
が
諸
部
大
人
の
東
謎
を
経
て
居

る
こ
と
は
新
五
代
史
の
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
橋
本
氏
は
前

論
考
に
於
い
て
仝
-
こ
れ
を
否
認
さ
れ
た
の
で

(史
潮
六
ノ
⊥
貢

六
八
-
七

〇
)'
余
は
迭
立
制
の
原
則
は
阿
保
横
の
契
丹
主
東
聾
の

後
ま
で
も
準
則
的
な
が
ら
も
存
在
し
て
居
た
と
見
て
不
都
合
で
な

い
こ
と
を
婁
々
陳
耕
し
た
の
で
あ
る

(東
洋
史
併
究
1
ノ
五
貫
三
〇

-
三
二
).
然
る
に
氏
は
後
論
考
に
於
い
て

｢
欽
徳
が
劉
仁
恭
に
憶

さ
る
1
に
及
び
て
衆
望
を
失
ひ
'
迭
刺
部
の
阿
保
横
が
代
っ
て
契

丹
囲
主
と
な
-
'
速
に
迭
立
制
を
廃
し
て
契
丹
諸
部
を
統

1
し
た

と
い
ふ
の
が
寄
算
の
虞
相
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
る
｣
と
言
は
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れ
'
更
に

｢
新
五
代
史
に
八
部
之
人
以
各
藩
聾
不
住
尋
'
選
於
其

■

衆
以
阿
保
機
代
之
と
あ
る
が
如
き
八
部
を
諸
部
と
訂
正
L
t
共
衆

は
契
丹
衆
部
の
意
と
解
す
れ
ば
事
茸
に
通
ず
る
こ
と
･̂

な
る
で
あ

ら
う
｣
(東
洋
史
研
究
ニ
J
一
貫
五
五
)
と
言
は
れ
て
居
る
｡
氏
は
阿

保
磯
が
諸
部
の
承
認
を
得
て
契
丹
妾
と
な
っ
た
こ
と
を
認
め
ら
れ

た
も
の
1
如
-
で
あ
る
｡
果
し
て
然
ら
ば
阿
保
梯
唾
園
の
事
情
に

就
い
て
余
の
主
張
の
1
年
を
容
れ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡

次
に
韓
さ
れ
た
問
題
は
阿
保
磯
が
契
丹
主
と
な
っ
た
後
如
何
に

諸
部
を
統

T
L
た
か
と
い
ふ
そ
の
過
程
に
就
い
て
ゞ
あ
る
.
新
五

代
史
は
阿
保
横
が
契
丹
主
と
な
っ
て
九
年
後
に
諸
部
に
迫
ら
れ
て

1
且
退
位
L
t
漢
人
を
率
ゐ
て
1
部
を
組
織
し
て
然
る
後
に
諸
部

大
人
を
誘
殺
し
た
と
記
し
て
居
る
の
に
'
萄
五
代
史
は
こ
の
所
謂

阿
保
梯
物
語
を
載
録
し
て
居
な
い
｡
橋
本
氏
は
菅
五
代
史
が
こ
れ

を
記
し
て
居
な
い
態
度
に
賛
成
さ
れ
て
'
新
五
代
史
の
阿
保
梯
物

語
を
史
茸
に
あ
ら
ず
と
さ
れ
た
｡
然
も
氏
が
こ
れ
を
敢
て
さ
れ
る

の
に
新
五
代
史
が
膏
五
代
史
と
比
し
て
編
纂
年
代
が
新
し
-
私
撰

で
あ
る
こ
と
を
も
述
べ
ら
れ
て
居
る
｡
因
っ
て
余
は
阿
保
機
物
語

(
諸
部
大
人
誘
殺
物
語
)
は
漠
高
組
実
録
に
も
記
さ
れ
て
居
て
､
こ

れ
は
膏
五
代
史
と
同
じ
-
勅
選
で
編
纂
年
代
が
二
十
飴
年
も
古
い

か
ら
'
新
五
代
史
に
就
い
て
編
纂
年
代
や
私
撰
で
あ
る
こ
と
を
筒

街
と
さ
れ
る
以
上
'
先
づ
漠
高
組
茸
録
の
記
事
を
吟
味
さ
れ
る
'(

き
だ
と
い
ふ
意
味
で
､
そ
の
記
事
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
｡
然
る

に
後
論
考
に
於
い
て
橋
本
氏
の
高
組
箕
録
の
記
郭
の
史
料
的
批
判

を
知
-
待
て
'
議
論
は
漸
-
桓
心
に
燭
れ
た
感
が
あ
る
0
余
の
前

論
考
に
於
け
る
暴
言
の
必
ず
し
も
徒
爾
な
ら
ざ
-
L
を
菩
ぶ
の
で

あ
る
.
こ
1
に
於
て
余
が
高
組
箕
録
の
記
事
を
棄
て
去
る
こ
と
の

出
奔
な
い
理
由
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

橋
本
氏
は
漠
高
組
茸
録
の
記
事
の
年
次
の
不
合
理
な
る
を
指
摘

し
て
そ
れ
を
以
て
こ
の
記
事
の
信
ず
+(
か
ら
ざ
る
7
の
理
由
と
さ

◎
れ
て
居
る
｡
然
し
漠
高
組
茸
録
に
於
い
て
倍
昭
の
際
と
か
大
幅
中

と
か
い
ふ
年
次
は
'
こ
の
記
事
の
内
容
と
必
ず
し
も
不
可
分
の
関

係
に
在
る
む
の
で
は
な
い
.
五
代
倉
要
(巷
こ
完
)
に
見
え
る
如
-

傍
昭
の
際
の
代
-
に
唐
末
と
L
t
大
暇
中
の
代
-
に
億
是
と
し
て

も
等
し
-
意
味
は
通
ず
る
の
で
あ
る
.
そ
の
年
卒
と
内
容
と
が
密

接
不
離
の
関
係
に
を
ら
ざ
る
こ
の
記
事
に
於
い
て
'
年
次
の
不
合

理
な
る
の
故
を
以
て
'
そ
の
内
容
を
も
信
ず
+(
か
ら
ざ
る
も
の
と

す
る
の
は
決

して
安
嘗
な
解
鐸
と
曝
首
へ
な
い
で
あ
ら
う
O

こ
の
記
事
が
阿
保
横
の
契
丹
主
と
な
っ
た
の
を
倍
昭
の
際
と
し

て
居
る
の
は
'
阿
保
横
絹
製
昔
時
に
於
い
て
も
三
年
迭
立
制
の
原
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④

別
が
実
際
に
行
は
れ
て
居
た
と
誤
信
し
た
漠
高
阻
茸
録
の
編
者
が

⑤

光
啓
中
(西
紀
八
八
五
-
八
八
七
)
契
丹
主
と
な
っ
た
欽
徳
の
後
を
襲

っ
た
阿
保
機
は
'
偉
宗
昭
宗
の
交

(
昭
宗
が
偉
宗
に
代
っ
た
の
は

西
紀
八
八
九
)
に
は
契
丹
主
と
な
っ
て
居
た
も
の
と
考

へ
た
の
で

あ
り
'
叉
彼
等
は
寒
中
の
禽
盟
を
阿
保
磯
が
契
丹
主
と
な
つ
て
か

⑥

ら
三
年
日
頃
の
出
茶
事
と
考
へ
て
居

た
や
う
で
あ
る
か
ら
､
偉
昭

の
際
か
ら
三
年
日
頃
は
大
隅
中
(西
紀
八
九
〇
-
八
九
1
)
の
こ
と
⊥

解
し
た
の
で
あ
ら
う
｡
橋
本
民
は

｢
貫
蹄
が
契
丹
人
か
ら
開
い
た

⑦

の
は
こ
れ
等
の
年
次
の
附
い
た
物
語
で
あ
っ
た
ら
う
｣
と
推
定
さ

れ
て
居
る
が
'
趨
志
息
の
慶
廷
雑
記
や
そ
れ
に
影
響
せ
ら
れ
た
ら

し
い
新
五
代
史
の
記
事
を
見
て
も
'
阿
保
磯
建
国
の
物
語
で
契
丹

人
の
間
に
語
-
侍

へ
ら
れ
て
居
た
も
の
は
'
年
次
は
附
せ
ら
れ
て

居
な
か
っ
た
も
の
1

ヤ
う
で
あ
る
U

さ
れ
ば
晋
蹄
等
が
契
丹
人
か

ら
知
-
得
た
阿
保
梯
物
語
も
､
怒
ら
-
も
と
年
次
が
な
か
っ
た
も

の
と
考
へ
ら
れ
る
｡
質
樺
は
自
ら
史
才
を
誇
る
や
う
な
さ
か
し
ら

な
史
家
で
あ
っ
た
か
ら
'
も
と
年
次
の
な
か
っ
た
こ
の
物
語
に
自

己
の
推
定
を
以
て
年
次
を
附
し
た
の
で
あ
る
と
見
る
方
が
'
却
っ

て
安
雷
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
｡
余
は
以
上
の
如
-
解
す
る
か
ら
'

鋤

｡
の
物
語
の
蓑

の
不
合
苦

る
鮎
か
ら
は
'
そ
の
内
容
霊

宝

す
る
こ
と
此
到
底
不
可
瀧
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
｡

更
に
橋
本
氏
は
こ
の
年
攻
の
不
常
な
る
こ
と
に
裁
い
て

｢
両
も

1
見
し
て
明
白
な
る
か
-
の
如
き
作
為
を
す
ら
も
'
こ
れ
を
探
韓

L
t
こ
れ
に
封
し
何
等
の
史
聾
者
的
批
判
検
討
を
加
へ
な
か
っ
た

所
に
'
雷
蹄
や
蘇
逸
書
等
の
所
謂
史
才
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の

な
る
か
を
曝
露
し
て
ゐ
る
の
で
あ
-
､
既
に
是
等
の
事
茸
よ
-
見

て
も
'
藻
高
組
茸
鏡
餅
牧
の
契
丹
阿
保
磯
関
係
記
事
が
'
如
何
に

信
ず
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
推
憩
に
難
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ

①

で
あ
る
と
断
じ
て
居
ら
れ
る
｡

然
し
橋
本
民
が
漠
高
組
茸
録
の
記

事
の
年
次
の
作
為
的
な
る
を

7
見
し
て
看
破
さ
れ
た
の
は
'
遼
史

太
組
紀
に
よ
っ
て
阿
保
横
の
渡
し
た
時
の
年
齢
や
生
年
を
知
ら
れ

た
か
ら
で
'
若
し
遼
史
の
記
事
が
な
か
っ
た
ら
阿
保
横
の
生
年
を

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
倦
昭
の
際
と
か
大
場
中
と
か
S
ふ
年
次
の

不
首
な
る
こ
と
を
'
橋
本
氏
と
経
も
斯
-
ま
で
容
易
に
は
断
じ
得

ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
｡
然
る
に
漠
高
組
茸
録
の
編
茶
昔
時
は

勿
論
遼
史
は
な
-
阿
保
磯
の
生
年
は
知
る
術
は
な
い
か
ら
'
漠
高

組
茸
録
が
年
次
に
於
い
て
斯
-
の
如
き
譲
を
犯
し
て
居
た
と
し
て

も
そ
れ
程
茸
む
べ
き
こ
と
1
は
思
は
れ
な
い
｡
余
は
晋
蹄
等
の
史

才
に
信
頼
し
て
高
組
箕
録
の
記
事
を
探
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
雪

線
等
が
こ

の
阿
保
磯
関
係
記
事
に
不
嘗
な
る
年
次
を
附
し
た
か
ら

と
言
っ
て
'
こ
の
記
事
の
内
容
を
も
僧
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す

29



330

る
詮
に
旺
ど
う
し
て
も
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
O

叉
橋
本
氏
は
こ
の
物
語
の
内
容
が
作
為
的
な
る
こ
と
を
主
張
さ

れ
て

｢
多
-
の
囲
組
物
語
に
附
き
も
の
で
あ
る
通
-
に
'
阿
保
横

を
以
て
常
人
と
は
垂
-
臭
っ
た
幼
に
し
て
既
に
異
彩
を
放
ち
紳
力

を
規
は
し
た
神
聖
な
る
画
人
と
し
て
作
為
せ
ん
と
す
る
が
如
き
意

筒
す
ら
も
'
曙
獣
の
中
に
窺
知
せ
ら
れ
得
る
の
.で
あ
る
｣
と
嘗
つ

㊥て
居
ら
れ
る
が
､
斯
-
の
如
き
解
樺
は
遼
兜
太
組
紀
の
記
事
に
は

常
て
は
ま
る
が
'
そ
の
年
衆
の
性
質
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る

以
上
漠
高
組
茸
銀
の
物
語
に
は
決
し
て
安
常
な
も
の
で
は
な
い
｡

契
丹
に
於
い
て
阿
保
横
の
事
母
を
曲
げ
て
馬
作
侍
詮
を
作
ら
ん

と
す
れ
ば
'
漠
高
組
茸
録
に
見
え
る
阿
保
横
の
諸
部
大
人
誘
殺
物

語
の
如
き
狂
狩
残
念
な
も
の
を
作
鵠
せ
ず
に
'
阿
保
磯
の
罪
悪
史

は
却
て
こ
れ
を
抹
殺
し
て
'
そ
の
君
主
樺
を
合
法
正
統
化
せ
ん
と

園
つ
た
で
あ
ら
う
｡
開
平
二
年

(
遼
史
の
所
謂
阿
保
機
即
位
の
第

二
年
)
に
は
雲
中
の
倉
盟
に
背
い
て
ま
で
も
'
そ
の
前
年
に
唐
の

韓
を
受
け
て
帝
既
を
栴
し
た
後
梁
の
太
組
に
封
冊
を
求
め
た
こ
と

叉
太
宗
が
阿
保
磯
の
出
身
部
な
る
迭
刺
部
以
外
の
所
謂
契
丹
八
部

の
盲
侍
詮
な
る
衣
牛
自
席
物
語
を
採
用
し
て
'
遼
童
の
始
組
侍
詮

と
成
し
た
形
跡
の
あ
る
こ
と
'
叉
輿
宗
時
代
ま
で
に
阿
保
磯
以
前

の
世
襲
君
主
な
る
着
筆
九
世
可
汗
の
物
語
を
作
っ
て
'
阿
保
橡
が

そ
の
秤
を
受
け
て
契
丹
皇
帝
の
位
に
如
い
た
如
く
見
せ
ん
と
し
て

居
る
等
'
歴
代
の
遼
童
は
寧
ろ
阿
保
横
の
君
主
樺
の
正
常
化
を
絶

え
ず
企
囲
し
て
居
た
も
の
1
如
-
で
あ
る
.
さ
れ
ば
諸
部
大
人
誘

殺
物
語
の
如
き
も
こ
れ
が
歴
史
軍
資
で
あ
っ
た
か
ら
多
少
の
修
飾

を
経
て
語
-
侍
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
'
太
宗
の
時
代
に
斯
-
の
如

き
狂
滑
稽
忍
な
物
語
を
偽
作
し
た
と
は
考

へ
る
こ
と

が
出
来

な

い
｡
殊
に
漠
高
組
筆
録
に
は
迭
刺
部
加
入
後
の
迭
立
制
を
記
さ
ず

⑩

に
迭
刺
部
を
加
へ
な
い
唐
末
八
部
の
三
年
迭
立
制
を
記
し
て
居
る

鮎
よ
-
見
て
､
こ
の
物
語
は
迭
刺
部
の
人
か
ら
晋
緯
等
に
侍
は
つ

た
も
の
で
は
な
-
'
阿
保
機
に
統
合
さ
れ
た
所
謂
八
部
の
人
か
ら

博
聞
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
さ
へ
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
他
棟
木
氏
が
漠
高
組
茸
録
の
記
事
の
内
容
に
就
い
て
不
合

⑪

理
と
さ
れ
て
居
る
諸
鮎
は
'
こ
れ
を
誤
れ
-
と
す
る
積
極
的
な
琵

㊥

接
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
既
に
橋
本
氏
も
認
め
ら
れ
た
如
-
要
す

る
に
見
解
の
相
違
に
締
着
す
る
が
､
氏
が
'
そ
の
東
洋
史
概
説
の

立
場
か
ら
(東
洋
史
研
究
'
二
ノ
1
'貫
三
八
)
理
解
出
来
な
い
と
さ
れ

て
居
る
こ
と
も
､
余
の
契
丹
史
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
不

可
解
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
前
論
考
に
於
い
て
そ
の
1
斑
を
連

.(
て
置
い
た
｡
こ
れ
に
就
い
て
更
に
橋
本
民
の
重
き
了
解
を
得
る

が
た
め
に
は
'
倍
多
く
の
富
を
費
す
必
要
を
認
め
る
が
､
今
は
JJ
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れ
以
上
氏
と
意
見
を
交
換
し
て
徒
ら
に
多
-
の
紙
数
を
塞
ぐ
こ
と

を
避
け
た
い
｡
要
す
る
に
橋
本
氏
が
高
組
茸
録
の
記
事
を
否
定
す

る
理
由
と
さ
れ
て
居
る
も
の
は
余
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
'
こ
の
記

事
を
抹
殺
す
る
に
何
等
用
を
成
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
'
寧
ろ
斯

く
の
如
き
内
容
を
有
す
る
物
語
が
遼
宝
史
家
に
よ
っ
て
偽
作
さ
れ

た
と
す
る
方
が
却
っ
て
不
可
解
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
菅
五

代
史
契
丹
侍
が
こ
の
阿
保
機
物
語
を
棄
て
1
探
接
し
な
か
っ
た
の

は
如
何
な
る
理
由
か
こ
れ
を
明
か
に
す
る
に
由
な
い
が
'
別
咋
積

極
的
な
根
揚
が
あ
つ
て
の
や
う
に
も
見
え
な
い
か
ら
'
恐
ら
-
契

丹
内
部
の
事
情
や
北
方
民
族
史
の
大
勢
に
通
ず
る
こ
と
津
い
蘇
居

正
等
が
'
そ
の
支
部
史
に
於
け
る
常
鼓
か
ら
阿
保
機
物
語
を
不
可

解
と
し
て
'
こ
れ
を
記
載
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
奮
五
代
史

契
丹
侍
が
阿
保
椴
物
語
を
記
載
し
な
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
こ
の

物
語
を
疑
ふ
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
の
出
奔
な
い
の
は
'
膏
五
代

史
契
丹
侍
が
漠
高
組
茸
録
と
同
じ
や
う
に
奥
丹
之
先
大
賀
民
有
勝

兵
四
寓
分
篤
八
部
と
記
し
な
が
ら
'
漠
高
組
箕
録
に
見
え
て
居
る

1
日
利
皆
部
二
日
乙
宝
活
部
ニ
1日
箕
活
部
四
日
嗣
尾
部
五
日
頻
段

部
六
日
内
合
郡
部
七
日
集
解
部
八
日
英
昭
部
管
願
四
十

7
願
有
令

な
る
記
事
を
仝
-
記
載
し
て
居
な
い
か
ら
と
言
っ
て
'
そ
れ
を
以

て
直
ち
に
と
の
八
部
名
の
信
す
べ
か
ら
ざ
る
理
由
と
な
し
得
な
い

と
同
様
で
あ
ら
う
｡
藤
史
に
は
後
述
の
如
-
天
成
三
年
天
瀬
琴

冗

語
等
契
丹
内
部
の
事
情
に
就
い
て
は
明
白
な
誤
解
も
存
す
る
の
で

あ
る
か
ら
'
翠
に
こ
れ
が
探
接
し
な
か
っ
た
故
を
以
て
他
に
相
嘗

な
根
藻
な
-
し
て
は
漠
組
茸
録
の
明
文
を
否
定
し
去
る
こ
と
に
は

侍
不
安
を
禁
じ
得
な
い
.

次
に
習
爾
樺
魯
同

1
人
詮
は
'
漠
高
組
茸
銀
に
見
え
る
阿
保
磯

物
語
を
事
茸
と
し
て
'
遼
の
建
国
事
情
を
如
何
に
解
樺
す
る
か
と

ーい
ふ
余
の
7
考
案
の
骨
子
を
成
す
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
鮎
に
就

⑬

い
て
も
橋
本
氏
の
多
-
の
論
難
を
見
た
の
で
あ
る
｡
而
し
て
そ
の

主
要
な
る
も
の
は
'
遼
史
に
見
え
る
樺
魯
は
阿
保
機
の
伯
父
で
は

な
-
易
魯
の
伯
父
で
は
あ
る
ま
い
か
と
の
疑
､
叉
樺
魯
は
契
丹
仝

鰻
の
政
治
に
常
つ
て
居
た
の
で
は
な
-
迭
刺
部
の
政
治
に
常
っ
て

居
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
主
張
等
で
あ
る
｡

然
る
に
遼
史
皇
子
表
に
は
玄
租
(
阿
保
磯
の
阻
父
)
の
第
三
子
と

し
て
樺
魯
字
連
濁
と
記
し
て
居
-
'
他
に
も
同
書
の
随
所
に
樺
魯

(
越
潤
)
が
阿
保
横
の
伯
父
と
し
て
居
る
記
事
が
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡
さ
れ
ば
こ
の
鮎
に
於
け
る
橋
本
氏
の
疑
は
垂
-
氏
の
失

槍
に
由
釆
す
る
も
の
と
言
へ
よ
う
｡
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衆
に
樺
魯
が
送
別
部
の
政
治
に
常
つ
て
居
た
の
だ
と
さ
れ
る
主

張
に
就
い
て
は
'
遼
史
の
鐸
魯
に
関
す
る
多
-
の
記
事
を

】
慶
び

調
べ
ら
れ
た
な
ら
'
そ
の
主
張
の
決
し
て
安
常
で
な
い
こ
と
を
直

ち
に
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
｡
試
み
に
二
三
を

萄
げ
る
と
太
組
紀
費
に
'
徳
組
之
弟
(
兄
の
誤
)連
濁
(鐸
魯
の
字
)

北
征
干
蕨
窒
葦
､
商
略
易
定
葵
習
'
始
輿
板
築
置
城
畠
.
教
民
種

桑
麻
'
習
練
組
'
巳
有
済
土
豪
民
之
志
'
而
太
組
受
可
汗
之
縄
途

唾
駒
と
あ
-
'
叉
皇
子
表
打
は
､
断
食
人
力
'
賢
而
有
智
'
発
達

華
氏
可
汗
歳
買
手
突
既
'
賀
鐸
魯
馬
子
越
始
免
'
教
民
種
樹
桑
肺

と
あ
-
'
叉
俵
衛
志
に
は
契
丹
棒
居
薦
革
之
問
'
去
逮
苗
之
風
拾

未
達
也
'
太
組
仲
父
連
濁
､
以
希
華
氏
干
越
之
官
占
居
横
河
決
壊
'

始
置
城
邑
'
馬
樹
葬
桑
肺
組
織
之
教
'
有
遼
三
業
之
隆
其
亦
轟
迩

於
此
乎
と
あ
る
｡
こ
れ
等
の
記
事
に
は
遼
代
史
家
の
作
馬
の
跡
歴

然
た
る
も
の
が
あ
る
こ
と
勿
論
な
る
が
'
遼
史
に
樺
魯
が
契
丹
金

牌
の
政
治
に
雷
っ
て
居
た
人
物
と
し
て
取
-
扱
は
れ
て
居
る
こ
と

は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
0
樺
魯
の
官

職
な
る
溝
華
氏
干
越
が
契
丹
仝
濃
の
官
た
る
こ
と
は
既
に
疑
ひ
な

-
'
こ
1

に
樺
魯
の
事
跡
と
し
て
記
さ
れ
て
居
る
諸
の
事
も
'
虚

心
に
こ
れ
を
見
れ
ば
決
し
て
迭
刺
部
の
み
の
政
治
と
は
解
さ
れ
な

S
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
樺
魯
の
嘗
っ
て
居
た
政
治
が
迭
刺
部
の
そ

れ
と
解
す
る
の
は
寧
ろ
甚
し
き
曲
解
に
あ
ら
ず
ん
ば
遼
史
を
諌
む

こ
と
粗
漏
な
-
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡

叉
橋
本
氏
は
鐸
魯
が

｢
富
国
｣
し
た
と
い
ふ
の
は

｢
国
主
を
扶

け
て
政
治
上
責
任
の
位
置
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
'
自

⑭

ら
国
主
と
な
る
を
意
味
す
る
鐸
で
は
な
い
｣
と
言
っ
て
居
ら
れ
る

が
'
こ
れ
は
固
よ
-
青
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
'
遼
史
の
俸
説
に

於
い
て
は
前
記
の
如
-
樺
魯
在
世
常
時
の
契
丹
囲
主
は
遷
華
氏
で

緯
魯
は
そ
の
干
越
の
官
に
在
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
遼
史
に
於

い
て
は
鐸
魯
が
希
華
氏
を
扶
け
て
政
治
上
責
任
の
位
置
に
在
っ
た

人
物
と
し
て
記
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
'

]
慶
び
遼
史
を
播
い
た
も

ゐ

1
何
人
も
気
付
-
こ
と
で
あ
る
｡
余
も
決
し
て
遼
史
が
搾
魯
を

契
丹
主
と
し
て
記
し
て
居
る
と
主
張
し
て
居
る
の
で
は
な
い
｡
樺

魯
が
遼
史
に
於
い
て
如
何
な
る
地
位
を
輿

へ
ら
れ
て
居
る
か
は
金

-
疑
問
の
飴
地
な
き
こ
と
1
考

へ

て居
た
か
ら
'
只
習
爾

･
樺
魯

の
同

1
人
的
情
勢
を
指
摘
す
れ
ば
足
れ
-
と
考
へ
た
の
で
こ
れ
に

就
い
て
橋
本
氏
の
示
教
を
煩
は
す
に
垂
ら
う
と
は
仝
-
濠
期
し
な

い
J
J
こ
ろ
で
滴
っ
た
.
遼
史
は
樺
魯
を
造
華
氏
の
干
越
と
し
て
居

る
が
'
余
は
蕃
華
氏
に
就
い
て
は
橋
本
氏
と
意
見
を
異
に
し
て
'

こ
れ
を
阿
保
磯
建
国
以
前
の
茸
在
と
は
認
臥
す
､
垂
-
架
基
の
作

為
物
語
に
過
ぎ
太
い
と
見
て
居
た
の
で
'
こ
の
遺
筆
式
を
殊
殺
す
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れ
ば
'
そ
の
後
に
凍
る
も
の
は
常
時
茸
際
に
開
放
に
首
つ
て
居
た

鐸
魯
の
み
で
あ
ら
う
と
考
へ
た
の
で
あ
る
｡
遼
史
が
鐸
魯
を
子
越

と
し
て
遺
筆
氏
の
宰
相
の
地
位
に
置
い
て
居
る
の
は
'
遼
窒
史
家

が
阿
保
棟
の
仲
襲
君
主
棟
確
立
を
正
統
化
せ
ん
と
す
る
企
圏
の
下

に
､
阿
保
機
以
前
の
供
奉
君
主
な
る
蓬
華
氏
を
偽
作
し
た
雷
然
の

結
果
で
'
茸
は
鐸
魯
こ
そ
威
通
末
以
後
光
啓
に
至
る
間
質
際
の
契

丹
国
主
で
あ
っ
た
そ
の
人
で
あ
る
と
解
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
｡

然
れ
ど
も
造
輩
氏
を
橋
本
氏
の
如
-
解
し
て
､
習
爾

･
欽
徳
を

蓬
撃
氏
と
す
れ
ば
'
常
時
契
丹
主
た
る
遺
筆
氏
の
習
蘭
と
そ
の
宰

相
な
る
迭
刺
部
の
稽
啓
と
の
両
者
が
存
在
し
た
JJ
と
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
1
な
-
余
の
詮
と
は
矛
盾
す
る
｡
こ
1

に
於
い
て

橋
本
氏
の
選
挙
民
に
関
す
る
新
説
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
0

橋
本
氏
は
前
論
考
に
於
い
て
は
阿
保
機
以
前
の
契
丹
主
を
大
賀

㊥

⑯

氏
と
さ
れ
た
が
'
後
論
考
に
於
い
て
は
そ
れ
を
改
め
て
阿
保
磯
以

前
に
於
け
る
造
華
氏
の
茸
雀
を
認
め
ら
れ
､
習
爾

･
欽
徳
を
造
華

氏
と
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
方
面
に
於
け
る
従
乗
の
諸
研

究
は
造
華
氏
の
本
質
由
乗
に
就
い
て
究
め
て
属
な
い
の
に
封
し
‥

橋
本
氏
の
こ
の
詮
は

l
新
設
と
し
て
認
む
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
然

れ
ど
も
余
は
次
の
如
き
理
由
か
ら
未
だ
氏
の
詮
に
は
服
す
る
こ
と

が
出
発
な
S
の
で
あ

る
｡

-

橋
本
氏
が
阿
保
棟
以
前
の
遺
筆
氏
の
茸
在
を
認
め
ら
れ
る
理
由

-の
主
な
る
も
の
は
'
遮
史
の
三
耶
律
の
侍
詮
に
於
い
て

｢
大
賀
氏

と
遺
筆
氏
と
を
ば
世
里
民
と
共
に
遺
筆
阻
午
可
汗
治
下
の
皇
族
と

し
て
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
'
何
等
か
の
事

㊥

,

茸
を
暗
示
す
る
も
の
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

｣

と
思
は
れ

る
鮎
の
や
う
で
あ
る
｡
遼
東
に
見
え
る
遺
筆
氏
の
侍
説
が
遼
代
に

｢
董
輩
の
名
に
よ
-
て
存
在
す
る
1
勢
力
あ
-
'
遼
の
帝
宝
が
之

を
度
外
視
す
る
能
は
ざ
る
が
故
に
｣
構
遷
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
こ

⑱

と
は
'
津
田
左
右
吉
博
士
の
既
に
指
摘
さ
れ
た
如
-
で
あ
る
｡

然

れ
ど
も
遼
史
の
遺
筆
九
惟
可
汗
の
侍
詮
が
'
遼
代
に
安
泰
し
た
遭

.輩
九
帳
族
に
線
し
て
造
ら
れ
た
詮
請
で
あ
る
と
し
て
も
'
こ
の
事

茸
よ
-
直
ち
に
阿
保
横
以
前
に
於
け
る
造
賛
氏
の
資
在
を
推
定
す

る
考
へ
方
に
は
何
等
必
然
性
を
認
む
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
三
耶

律
を
盆
明
し
て
大
賀

･
遺
筆

･
仲
里
の
三
氏
と
し
た
の
は
'
達
も

⑯
末期
のこ
と
の
や
う
で
あ
る
が
'
遺
筆
氏
が
そ
の
常
時
に
存
在
し

た
こ
と
事
箕
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
'
阿
保
横
達
観
以
前
に
は
造
賛

㊨

氏
の
名
が
全
-
な
か
つ
た
と
し
て
も
少
し
も
支
障
は
な
い
の
で
あ

る
0斯

-
の
如
-
速
筆
氏
を
阿
保
横
以
前
の
算
春
と
す
る
詮
に
は
'

積
極
的
な
謹
撰
の
な
い
上
に
'
倫
攻
の
如
き
困
難
が
伴
ふ
O
そ
れ
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は
若
し
管
粛

･
欽
徳
を
造
替
氏
と
す
れ
ば
'
史
家
が
遊
撃
氏
の
俸

詮
を
作
馬
す
る
の
に
'
そ
の
九
世
可
汗
の
最
後
に
欽
徳
に
雷
る
痕

徳
重
可
汗
を
加
へ
な
が
ら
'
習
蘭
に
普
る
可
汗
を
そ
の
中
に
敬

へ●

て
居
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
を
解
樺
し
得
な
い
鮎
で
あ
る
｡
さ

れ
ば
余
は
造
華
氏
を
次
の
如
-
解
す
る
.
茄
輩
九
帳
は
'
阿
保
横

に
誘
殺
さ
れ
た
諸
部
大
人
即
ち
所
謂
唐
末
八
部
の
大
人
に
'
迭
刺

部
の
欽
徳
を
併
せ
た
九
部
大
人
の
一
族
を
､
各

一
帳
と
し
た
も
の

で
'
こ
れ
は
元
来
同
時
に
生
存
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
縦

の
系
列
に
並
べ
壁
へ
て
世
襲
的
な
存
雀
に
蓬
-
上
げ
た
の
が
遺
筆

氏
九
世
可
汗
で
あ
ら
う
｡
阿
保
磯
以
前
の
契
丹
主
は
九
部
の
迭
立

制
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
'
阿
保
棟
は
こ
れ
等
諸

部
の
大
人
を
誘
殺
し
て
そ
の
世
襲
橋
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら

こ
の
諸
部
大
人
の
一
族
が
所
謂
葦
肇
九
帳
族
で
あ
る
と
す
れ
ば
'

(本
論
証
㊨
参
照
)

こ
の
九
帳
族
は
'
若
し
阿
保
機
が
冊
襲
樽
を
獲

な
け
れ
ば
迭
立
制
に
よ
っ
て
契
丹
主
と
な
-
得
る
資
格
を
有
し
て

居
た
の
で
あ
る
.
こ
れ
が
遼
代
に
於
い
て
も
倍
侍
銃
的
な
樺
威
を

有
し
て
達
の
帝
宝
が
無
税
す
る
能
は
ざ
る

7
の
勢
力
と
し
て
存
在

し
た
と
い
ふ
の
も
'
斯
-
の
如
き
歴
史
的
由
乗
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ら
う
｡
さ
れ
ば
遼
童
は
彼
等
を
世
襲
君
主
と
L
t
そ
の
緒
を
受

け
て
阿
保
棟
が
即
位
し
た
如
-
飾
ひ
､
以
て
そ
の
冊
襲
樺
を
正
統

化
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ら
う
｡

斯
く
解
す
れ
ば
'
九
世
可
汗
の
中
に
欽
徳
に
昔
る
可
汗
が
あ
っ

て
習
蘭
に
常
る
も
の
1
な
い
の
も
詮
明
が
つ
き
'
叉
遼
史
に
造
馨

㊨

氏
可
汗
の
同
時
茸
在
的
事
茸
を
憩
は
せ
る
記
事
の
散
見
し
て
居
る

の
も
容
易
に
了
解
出
来
る
で
あ
ら
う
｡
虜
廷
雑
記
が
造
賛
九
世
可

汗
の
侍
説
を
採
接
し
て
居
な
S
に
か
･,
は
ら
ず
､
欽
徳
を
遷
輩
氏

と
し
て
居
る
の
は
'
欽
徳
が
適
意
忠
の
在
遼
常
時
現
存
し
た
造
尊

氏
の
虞
茸
の
組
先
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
｡
九
世
可
汗
侍
詮
の

成
立
を
以
上
の
如
-
解
す
れ
ば
習
爾

･
欽
徳
を
箕
衣
の
造
華
氏
と

見
る
必
要
は
更
に
な
-
'
若
輩
氏
の
名
は
阿
保
壇
の
唾
国
後
に
出

奔
た
と
見
る
方
が
却
っ
て
愛
常
で
'
欽
徳
は
遼
代
の
造
輩
氏
の
組

先
で
'
同
時
に
迭
刺
部
の
人
で
あ
つ
て
も
支
障
な
く

唐
音
に
そ

の
族
人
と
さ
れ
て
居
る
習
蘭
も
亦
迭
刺
部
の
人
で
阿
保
磯
の
伯
父

樺
魯
に
普
る
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
合
理
で
は
な

い
で

あ
ら

う
.
余
が
習
蘭

｡
樺
魯
を
同

1
人
と
見
る
の
は
'
造
輩
九
世
可
汗

を
右
の
如
-
解
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

叉
橋
本
民
は
.｢
も
し
少
し
で
も
鐸
魯
の
契
丹
国
主
で
あ
っ
た
こ

と
を
推
認
せ
し
む
べ
き
事
情
が
侍
は
つ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
'
耶
律

氏
を
偉
大
な
ら
し
め
ん
と
努
め
て
ゐ
る
遼
史
の
撰
者
が
'
そ
の
事

⑳

茸
を
無
税
す
べ
き
筈
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
る
｣
と
言
ほ
れ
て
居

;4
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る
O
こ
れ
は

7
鷹
尤
も
ら
し
い
疑
で
は
あ
る
が
'
然
し
必
ず
し
も

さ
う
で
は
な
い
｡
阿
保
壇
の
父
徳
組
は
樺
魯
の
弟
で
'
鐸
魯
に
は

滑
苛
と
い
ふ
子
が
あ
る
か
ら
'
樺
魯
の
契
丹
主
を
嗣
ぐ
べ
き
も
の

は
雷
魚
そ
の
長
子
な
る
滑
苛
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
.
さ
れ
ば
樺

魯
の
弟
の
子
な
る
阿
保
磯
が
契
丹
主
と
な
っ
た
の
は
'
そ
の
正
統

を
嗣
ぐ
も
の
と
言
ふ
JJ
と
は
出
来
ぬ
.
叉
茸
際
に
於
い
て
阿
保
機

は
滑
苛
及
び
そ
の
子
痕
只
を
殺
し
て
居
る
(遼
史
啓
二

ニ
滑
等
停
)

斯
-
の
如
-
契
丹
主
の
正
統
の
子
孫
な
る
滑
苛
を
殺
し
て
阿
保
磯

自
ら
契
丹
皇
帝
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
若
し
樺
魯
を
契
丹
主

の
ま
1

に
し
て
置
い
て
は
阿
保
磯
の
君
主
樺
が
正
統
で
な
い
こ
と

ゝ
な
る
｡
而
し
て
阿
保
磯
の
伯
父
と
し
て
の
鐸
魯
の
赫
々
た
る
事

跡
は
t
JJ
れ
を
全
-
抹
殺
し
去
る
こ
と
も
出
釆
な
い
の
で
'
こ
れ

を
遺
筆
氏
の
干
越
と
し
て
獲
存
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
｡
阿
保
磯

の
尊
属
の
中
傍
係
な
る
樺
魯
に
'
正
系
の
組
宗
の
中
に
も
見
ら
れ

な
い
既
述
の
如
き
偉
大
な
る
治
績
を
振
-
雷
て
1
居
る
の
は
'
こ

れ
が
茸
際
に
契
丹
主
と
し
て
清
躍
し
た
歴
史
事
茸
の
反
影
と
も
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

斯
-
の
如
-
実
際
に
契
丹
主
で
あ
っ
た
樺
魯

を
遼
史
が
こ
れ
を
契
丹
主
と
せ
ず
､
造
華
氏
の
干
越
と
し
た
の
は

阿
保
磯
の
君
主
樺
を
正
統
化
す
る
た
め
に
九
世
可
汗
の
説
話
を
造

っ
た
と
同

-
趣
意
に
基
-
も
の
で
､
契
丹
主
樺
魯
の
子
滑
苛
を
除

い
た
･阿
保
棟
の
罪
悪
史
を
萩
は
ん
が
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ら
う
｡
遼
史
に
は
阿
保
棟
も
亦
天
復
三
年
に
落
筆
氏
痕
徳

董
可
汗
の
干
越
と
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
居
る
が
'
革
質
は
常
時

既
に
彼
は
契
丹
国
主
と
な
っ
て
居
た
の
で
あ
る
｡
契
丹
主
樺
魯
を

造
賛
氏
の
干
越
と
し
た
の
も
'
亦
こ
れ
と
同

7
軌
に
出
で
た
も
の

と
も
言
へ
る
｡

三

次
に
阿
保
壇
が
契
丹
主
と
な
っ
た
年
代
に
就
い
て
は
'
余
が
先

に

｢
橋
本
氏
が
阿
保
磯
の
契
丹
主
承
聾
の
時
を
決
定
す
る
資
料
と⑳

さ
れ
た
も
の
は
曹
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
で
あ
る
｣
と
言
っ
た
の

で
'
民
の
お
叱
-
を
受
け
た
o
こ
れ
は
余
の
語
の
足
ら
ざ
る
が
た

め
に
橋
本
氏
を
し
て
余
の
論
旨
を
韓
解
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
が

余
が
斯
-
の
如
き
簡
単
重
言
を
な
し
た
の
は
'
舎
利
王
子
入
冠
常

時
の
契
丹
主
を
欽
徳
と
し
て
居
る
膏
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
に
は

錦
疑
問
の
飴
地
が
あ
る
こ
卓
言
ふ
ま
で
も
な
い
と
考
へ
た
か
ら
で

あ
る
｡

阿
保
磯
の
契
丹
主
承
聾
の
時
を
決
定
す
る
橋
本
氏
の
議
論

㊨に
於
い
て
は
'
舎
利
王
子
人
品
潜
時
の
契
丹
主
が
欽
徳
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
が
先
づ
確
茸
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
若
し
JJ
れ
が
確
箕

で
な
け
れ
ば
如
何
に
新
唐
書
及
び
新
五
代
史
劉
仁
恭
侍
に
よ
っ
て
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舎
利
王
子
の
入
電
を
天
繭
三
年
の
こ
と
1
論
断
さ
れ
て
も
'
阿
保

横
の
契
丹
主
承
葵
の
年
次
呼
水
久
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の

事
件
に
関
す
る
膏
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
は
'
荘
宗
則
侍
契
丹
侍

に
よ
っ
た
も
の
で
'
荘
宗
列
侍
が
こ
れ
を
欽
徳
と
し
た
の
は
阿
保

横
の
契
丹
主
と
な
っ
た
の
を
等
中
の
倉
盟
以
後
の
こ
と
1
し
て
居

る
の
と
相
廠
ず
る
も
の
で
'
固
よ
り
信
頼
を
置
き
得
な
い
も
の
で

あ
る
｡
然
る
に
唐
飴
録
に
は
乾
寧
中
'
劉
仁
恭
鏡
幽
州
'
保
棟
入

冠
､
仁
恭
檎
其
妻
見
逃
律
阿
鉢
､
由
比
十
飴
年
不
能
犯
塞
下
と
あ

-
'
叉
資
清
適
鑑

(璽

〓
ハ
臥
)
天
復
三
年
十
二
月
の
僕
に
は
､
契

丹
阿
保
頼
通
其
妻
兄
阿
鉢
'
牌
寓
騎
冠
愉
閲
'
仁
恭
遥
其
子
守
光

戊
平
州
'
守
光
馬
輿
之
和
'
設
嵯
塙
饗
於
城
外
'
酒
酎
伏
兵
執
之

以
入
'
虜
衆
大
栗
'
契
丹
以
重
賂
弼
於
仁
恭
'
然
後
蹄
之
.

考
異
日
'
韓
居
正
五
代
史
及
荘
宗
列
侍
皆
云
'
光
啓
中
守
光
禽

舎
利
王
子
､
喪

主
欽
徳
以
重
賂
腰
之
､按
是
時
仁
恭
狛
未
得
幽
州
､

今
権
藤
史
葡
翰
侍
及
王
皐
唐
飴
録
と
あ
る
｡
こ
れ
等
の
記
事
に
よ

る
と
唐
飴
録
の
み
な
ら
ず
司
馬
光
の
見
た
蒔
史
原
本
の
葡
翰
博
に

も
'
舎
利
王
子
(
述
律
阿
鉢
)
入
電
昔
時
の
契
丹
主
を
阿
保
横
の
如

-
記
し
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
.

し
か
の
み
な
ら
ず
唐
飴
錐
や
葡
翰
侍
に
は
舎
利
王
子
へ
蓮
律
阿
鉢
)

を
阿
保
棟
の
妻
の
兄
と
し
て
'
そ
の
契
丹
内
部
に
於
け
る
関
係
を

も
記
し
て
居
る
鮎
か
ら
見

て'
恐
ら
-
契
丹
側
か
ら
得
た
知
識
に

基
い
て
居
る
ら
し
い
の
に
'
膏
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
は
只
契
丹

舎
利
王
子
と
記
し
て
屠
る
の
み
で
あ
る
か
ら
'
劉
仁
恭
側
の
記
録

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡
常
時
の
情
勢
よ
り
見
て
劉
仁
恭
側
に

於
い
て
は
契
丹
内
部
の
事
情
を
詳
し
-
知
ら
な
い
筈
で
あ
る
か
ら

天
復
元
年
の
欽
徳
の
勇
退
を
知
ら
ず
し
て
'
こ
の
時
の
契
丹
主
を

前
岡
(
摘
星
嶺
の
事
件
)
同
様
欽
穂
と
考
へ
て
居
た
と
て
不
思
議
は

な
い
｡
斯
-
考
へ
乗
る
と
そ
の
史
料
的
慣
値
は
唐
静
銀
や
葡
翰
侍

の
方
が
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
｡
こ
の
鮎
に
就
い
て
前
論
考
に
於

い
て
は
余
が
多
-
の
語
を
費
さ
な
か
っ
た
の
は
舎
利
王
子
入
電
昔

時
の
契
丹
主
を
欽
徳
と
し
て
居
る
奮
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
に
斯

-
の
如
-
多
-
の
議
論
の
飴
地
が
あ
る
こ
と
は
'
こ
の
方
両
の
専

攻
者
の
問
で
は
常
識
と
も
言
ふ
べ
き
こ
と
で
'
言
は
ず
と
も
明
ら

か
だ
と
考

へ
た
か
ら
で
あ
る
｡
然
る
に
橋
本
氏
は
こ
の
鮎
に
何
等

の
顧
慮
を
沸
ほ
れ
ず
､
舎
利
王
子
T<
冠
の
年
次
を
決
定
す
る
の
み

で
能
番
終
れ
-
と
し
て

｢も
し
小
川
氏
に
し
て
予
の
所
課
を
以
て

誤
れ
-
と
な
さ
ん
と
欲
せ
ば
'
ま
づ
予
の
論
旨
の
要
鮎
を
衝
き
劉

仁
碁
が
そ
の
館
を
大
安
山
に
築
い
た
の
む
天
蘇
三
年
の
こ
と
･J
す

る
唐
書

･
五
代
史
の
記
事
を
否
定
す
る
の
拳
に
出
で
な
け
れ
･ば
な

ら
な
い
筈
で
あ
る
｡
然
る
に
こ
れ
を
敢
て
す
る
こ
と
な
-
'
顧
み
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て
他
を
い
ふ
が
如
き
態
度
を
取
る
こ
と
は
'
虞
に
予
の
論
旨
を
理

解
す
る
も
の
な
る
や
疑
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
居

㊨
ら
れ
る
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
.
爽
丹
博
の
記
事
が
右
の
如
き
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
こ
れ
を
盲
信
し
て
阿
保
機
穏
聾
の
年
を
決
定

せ
ん
と
す
る
の
は
甚
だ
危
険
で
あ
る
｡

叉
余
が
先
づ
唐
音
沙
陀
侍
に
よ
っ
て
等
中
の
合
盟
を
天
満
元
年

へ
天
復
四
年
)
の
こ
と
1
L

t

こ
れ
よ
-
以
前
の
こ
と
1
認
め
ら

㊨れ
て
ゐ
る
阿
保
横
の
契
丹
主
承
聾
は

｢
遼
史
に
痕
徳
茎
可
汗
が
嗣

正
し
て
阿
保
横
が
迭
刺
部
夷
滴
量
と
な
っ
た
天
復
元
年

で
あ
ら

う
｣
と
言
っ
た
の
に
封
L
t
橋
本
氏
は
庸
書
抄
陀
侍
の
記
事
に
於

い
て
は
掌
中
の
合
盟
は
天
繭
三
年
の
こ
と
1

し
て
居
る
と
勇
断
さ

㊨

れ
て
'
余
の
考
詮
を
論
難
さ
れ
て
居
る
｡
然
し
唐
書
沙
陀
侍
の
記

事
を
虚
心
に
見
れ
ば
'
央
張
-
雲
中
の
倉
盟
は
天
繭
元
年
の
こ
と

の
如
-
記
し
て
居
る
こ
と
何
等
疑
問
を
容
る
べ
き
飴
地
が
な
い
の

e

で
あ
る
｡
即
ち
唐
音
抄
陀
侍
に

は天
復
元
年
金
息
取
青
棒
'
逼
河

㊤

中
'
王
珂
昔
急
'
位
相
望
-
-
･‥
'

三年
克
用
攻
晋
州
'
聞
帝
白

鳳
期
還
京
師
､乃
去
t
等
州
都
婿
王
敬
嘩
殺
刺
史
劉
再
立
'
以
地
予

劉
仁
恭
'李
嗣
昭
討
之
'仁
恭
授
敬
嘩
'
嗣
昭
壁
柴
安
欲
戟
'
仁
恭

◎

放
散
嘩
棄
城
去
'
帝
未
達
'
詔
室
太
原
'
克
榊
泣
謂
其
下
目
'
乗㊥

典
不
復
西
英
､
遣
使
者
奔
問
行
衣
､
俄
加
耽
協
盟
同
力
功
臣
'
李

㊧

茂
貞
王
達
興
部
州
楊
崇
本
道
使
者
束
的
義
拳
'
充
用
願
藩
鎖
骨
附

押
'
不
可
輿
共
功
'
惟
契
丹
阿
保
横
倍
可
用
'
乃
卑
鮮
召
之
'
保

･
横
身
到
掌
中
'
輿
充
用
倉
的
馬
兄
弟
'
留
十
日
去
'
遺
馬
千
.g
jt

㊨

㊨

牛
羊
寓
計
'
期
冬

大
挙
度
河
'
合
唱
宗
斌
而
止
.
四
年
王
唾
李
茂

貞
約
克
用
大
挙
'
連
絡
康
鼻
歩
騎
二
寓
輿
克
用
既
軍
張
承
菜
食
鳳

鞠
'
是
時
津
婿
王
重
師
守
長
安
'
劉
知
俊
守
同
州
'
輿
戦
長
安
西

⑳

建
兵
破
遮
不
振
'
唐
亡
'
唾

輿
推
南
楊
渥
請
克
用
.
白
玉

一
方
､

須
既
卒
訪
唐
宗
重
文
之
'
建
請
悉
萄
工
創
案
輿
御
物
'
克
用
答
日

白
玉
非
吾
志
也
'
建
叉
勧
茂
貞
王
妓
'
琵
貞
辱
編
亦
不
敢
雷
'
但

⑬

移
府
第
倍
宮
禁
而
巳
'
唾
淀
乃
白
玉
t
t是
歳
克
用
有
疾
城
門
自
壊

㊦明
年
卒
と
あ
る
｡

右
の
記
事
に
於
い
て
㊦
が
天
蕗
五
年
の
記
事
な
る
こ
と
橋
本
民

の
指
摘
さ
れ
た
如
-
金
-
疑
ひ
な
い
｡
㊧
は
暫
五
代
史
'
武
皇
紀

下
'
天
鮪
四
年
冬
十
月
の
俵
に
相
常
し
､
㊤
は
同
書
天
所
四
年
四

月
の
記
事
の
後
是
歳
云
々
と
あ
る
の
と
同
じ
事
柄
で
あ
-
'
叉
暫

唐
書
(巷
二
〇
下
)や
安
治
通
鑑
(巻
二
六
五
)
に
よ
れ
ば
挿
牌
王
重
師

が
長
安
を
守
る
に
至
っ
た
の
は
天
砧
三
年
六
月
の
JJ
と
で
あ
る
か

ら
'
王
連
の
将
厳
重
が
三
重
師
と
長
安
西
に
戦
っ
た

の
は
'
天

敵
三
年
六
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
因
て
㊨
の
E
I年
は
天
復
で
な
･

-
'
天
蘇
四
年
で
あ
る
こ
と
垂
-
疑
ひ
な
い
.
然
し
こ
れ
を
以

ノ

-37-



938

て
'
直
ち
に
そ
の
前
の
三
年
を
も
天
繭
三
年
と
見
る
こ
と
は
果
し

て
安
富
で
あ
ら
う
か
｡

今
煩
を
顧
み
ず
'
こ

の
記
事
を
替
五
代
史
武
皇
紀
及
び
そ
の
他

の
記
事
と
比
較
す
れ
ば
'
0
は
膏
五
代
史

(撃

二
八
)
武
皇
紀
下
に

天
復
元
年
正
月
'
津
将
張
存
敬
攻
略
青
棒
二
州
､
以
兵
二
高
鳴
緯

州
､
以
振
援
路
､
二
月
張
存
敬
迫
河
中
'
王
珂
昔
忠
子
武
皇
'
使

者
相
望
千
路
と
あ
る
の
に
相
首
す
る
｡
㊤
は
同
書
に
天
復
三
年
正

村
天
子
白
鳳
期
鐸
京
'
五
月
雲
中
都
将
王
敬
嘩
殺
刺
史
劉
再
立
以

城
轟
千
割
仁
恭
'
武
皇
道
李
嗣
昭
討
之
云
々
と
あ
る
の
に
雷
-
'

㊤
は
同
書
に
天
繭
元
年
(
天
復
四
年
)閏
四
月
拝
帥
迫
天
子
'
遷
都

干
洛
陽
､
五
月
乙
丑
天
子
制
授
武
皇
叶
豊
岡
力
功
臣
'
加
食
昌
三

千
戸
箕
封
三
百
戸
と
あ
る
の
と
同
じ
時
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
｡
@
は
資
清
適
鑑

(撃

〓
ハ
五
)
天
稀
元
年
七
月
の
保
に
時
季

茂
貞

･
楊
崇
本

･
李
克
用

･
劉
仁
恭

･
王
建

･
楊
行
密

･
適
匡

凝
'
移
轍
往
釆
'
皆
以
興
復
篤
郎
と
あ
る
の
に
相
常
す
る
記
事
で

あ
る
｡
㊧
の
倉
昭
宗
樹
而
止
は
'
嘗
五
代
東
武
皇
紀
下
や
鷲
蘭
書

(璽

10
上
)
昭
宗
紀
に
よ
れ
ば
.
天
満
元
年
八
月
の
こ
i
J
の
や
う

で
あ
る
｡

右
の
如
-
㊤
は
天
復
三
年
の
記
事
で
あ
-
'
㊤
㊥
㊧
は
そ
の
翌

年
な
る
天
復
四
年
即
ち
天
繭
元
年
の
記
事
な
る
こ
と
何
等
疑
な
い

か
ら
'
㊥
と
㊧
と
の
問
に
感
も
前
後
閲
聯
せ
る
事
件
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
居
る
'
㊨
の
記
事
も
'
亦
天
繭
元
年
の
こ
と
1
見
て
少
し

も
支
障
な
い
で
あ
ら
う
.
さ
れ
ば
㊨
に
記
さ
れ
た
等
中

の
倉

盟

は
'
天
繭
元
年
八
月
昭
宗
の
和
さ
れ
る
前
'
王
建
李
充
用
等
が
義

挙
を
囲
っ
た
常
時
の
こ
と
1
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
然
る
に
膏
唐

書
(巻
二
〇
上
)
昭
宗
紀
'
天
繭
元
年
八
月
の
保
に
は
'
宋
重
患
が

そ
の
婿
を
遺
し
て
昭
宗
を
戟
せ
し
め
た
記
事
の
後
に
'

自
帝
藩

洛
'
李
充
用

･
李
茂
貞

･
西
川
王
唾

･
嚢
揚
超
匡
凝
'
知
重
患
纂

奪
之
謀
､
連
盟
拳
義
以
輿
復
馬
鮮
'
両
帝
英
傑
不
輩
'
重
患
万
事

西
討
'
強
襲
起
於
中

･
故
事
帝
以
絶
人
望
と
あ
る
か
ら
'
王
建
'

李
充
用
等
の
義
拳
は
昭
宗
が
洛
陽
に
遷
さ
れ
'
朱
重
患
纂
密
の
謀

が

1
椴
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
直
後
の
こ
と
1
考
へ
ら
れ
る
｡
而

し
て
昭
宗
の
洛
陽
に
遮
っ
た
の
は
前
掲
の
暫
五
代
史

･
武
皇
紀
の

記
事
に
よ
る
と
こ
の
年
閏
四
月
の
こ
と
で
'
沙
陀
侍
の

㊤の
記
事

に
よ
れ
ば
李
充
用
は
昭
宗
の
東
蓮
を
知
-
直
ち
に
俵
を
そ
の
行
在

に
遺
し
､
昭
宗
は
李
克
用
に
協
盟
同
力
功
臣
の
既
を
加
へ
た
が
'

こ
の
加
舵
は
前
記
武
皇
紀
に
よ
る
と
五
月
乙
丑
の
こ
と
で
あ
る
｡

･
蓋
し
李
克
用
が
遣
使
し
て
阿
保
横
を
誘
っ
た
の
は
'
こ
の
加
既
に

感
激
し
た
結
果
で
あ
ら
う
｡
さ
れ
ば
等
中
の
食
思
は
天
所
元
年
五

月
か
ら
八
月
ま
で
の
問
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
金
-
疑
ひ
な
い
と
こ
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ろ
で
あ
る
｡

然
る
に
橋
本
氏
は
沙
陀
噂
の
命
の
記
事
を
天
砧
五
年

の
こ
と
1
詑
す
る
こ
と
に
よ
っ

てそ
の
前
に
四
年
(㊨
の
記
事
)
と

あ
る
の
を
天
輔
四
年
と
さ
れ
た
こ
と
隻
典
に
結
構
で
あ
る
が
そ
れ

よ
り
台
の
記
事
に
三
年
と
あ
る
の
を
も
何
等
考
静
の
努
を
と
ら
ず

に
天
繭
二
重

と
見
ら
れ
'
脊
書
沙
陀
侍
の
三
年
は
天
復
三
年
で
は

な
く
天
鮪
三
年
藍

息
味
す
る
も
の
な
る
こ
と
明
か
で
､
沙
陀
侍
の

記
事
が
誤
っ
て

｢
天
鮪
｣
の
年
祝
を
配
せ
し
も
の
な
る
こ
と
疑
問

の
飴
地
は
な
い
の
で
あ
る
.

両
も
小
川
氏
は
何
故
に
是
れ
を
以
て

天
繭
元
年

(
即
ち
天
復
四
年
)
の
こ
と
1
見
る
の
で
あ
ら
う
か
了

㊥

僻
に
昔
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
｡

橋
本
氏
の
如
き
大
家
に
し
て
斯
-
の
如
き
言
の
あ
っ
た
の
は
垂
-

意
外
で
あ
る
｡

四

一

最
後
に
牢
虎
問
題
に
就
い
て

1
7771日す
る
.
橋
本
氏
は
前
論
考
に

㊥

於
い
て
'
従
来
信
ぜ
ら
れ
て
居
た
貞
明
二
年
の
紳
肝
琴
九
を
疑
ひ

萄
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
に
よ
っ
て
天
成
二
年
天
顔
琴
冗
語
を
出

さ
れ
た
が
'
余
は
紳
冊
建
元
の
疑
ふ
べ
き
に
就
い
て
は
橋
本
氏
の

詮
に
賛
成
し
た
が
氏
の
新
語
天
成
三
年
天
頼
建
元
詮
に
就
い
て
は

橋
本
武
の
腐
ら
れ
た
膏
五
代
史
契
丹
侍
の
記
事
よ
り
も
五
代
食
賓

(撃

完

天
成
元
年
の
健
)
の
記
事
の
方
が
よ
-
多
-
信
頼
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
安
治
通
鑑
考
異
.(警

完
)
所
載
の
虜
廷
雑

⑲

紀
の
記
事
を
も
引
用
し
て
寵
徳
二
年
天
資
撃
冗
語
を
出
し
た
｡
こ

れ
に
封
し
橋
本
氏
は
後
論
考
に
於
い
て
は
多
-
皇

百
は
れ
て
居
な

い
が
'
只
余
の
再
考
を
促
さ
れ
､
更
に
誌
に
於
い
て

｢
年
親
の
問

題
の
考
究
に
は
特
に
嘗
五
代
史
契
丹
侍
に
偏
改
篤
天
琴
冗
年
と
あ

㊥

る
文
句
に
注
意
さ
れ
た
い
｣
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
0
こ
れ
に
よ
る

と
橋
本
氏
は
未
だ
そ
の
天
顕
建
元
詮
を
持
せ
ら
れ
て
居
る
や
う
で

あ
る
.
然
し
洪
運
の
泉
志

(啓
二

)
に
は
天
資
連
繋
な
る
も
の
を

開
示
し
て
'
右
契
丹
固
天
資
錦
､
五
代
史
蛸
夷
附
錬
日
'
契
丹
主

阿
保
横
倍
既
名
寧
日
天
資
'
余
按
此
錦
径
九
分
室

二
鉄
六
参
､
文

日
天
資
通
貿
と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
采
の
紹
輿
年
間
に
天
資
通

筆
と
い
ふ
錦
が
存
在
し
た
こ
と
全
-
旗
S
な
い
が
'
こ
の
鍔
が
燭

物
な
る
こ
と
か
或
は
契
丹
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
が
立
詮
さ
れ

る
に
あ
ら
ず
ん
ば
､
橋
本
氏
の

｢
天
資
の
年
祝
を
抹
殺
し
天
薪
を

契
丹
初
唾
の
年
枕
と
す
か
｣
新
説
は
'

1
異
説
と
し
て
す
ら
仝
-

存
在
の
慣
値
な
き
も
の
と
断
言
す
る
｡

結

音

以
上
遡
べ
た
如
-
前
論
覇
に
封
す
る
橋
本
民
の
論
難
の
中
に
は
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明
ら
か
に
氏
の
失
槍
に
基
-
と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
-
あ
っ
た
の

で
.
橋
本
氏
も
程
な
-
こ
れ
に
気
付
か
れ
て
直
ち
に
訂
正
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
'
余
は
し
ば
ら
-
そ
の
時
を
待
っ
た
の
で
あ
る

が
､
今
に
至
る
も
そ
の
事
が
な
い
の
で
速
に
こ
れ
を
指
摘
す
る
の

拳
に
出
で
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
他
余
が
前
論
考
に
於
い
て
主
張

⑳

し
た
諸
鮎
の
中
'
部
族
問
題
'
阿
保
磯
皇
帝
即
位
問
題
等
に
於
い

て
も
民
の
主
張
と
相
容
れ
な
い
鮎
が
少
-
な
い
が
'
既
に
限
ら
れ

た
紙
数
も
飴
程
超
え
て
居
る
の
で
こ
れ
等
の
鮎
に
就
い
て
も
余
は

自
説
の
誤
ら
ざ
る
を
信
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
今
は
橋
本
氏
の
主

張
を

7
見
解
と
し
て
余
も
亦
認
む
る
に
寄
な
ら
ざ
る
こ
と
紅
明
言

し
て
こ
の
論
争
を
打
ち
切
ら
ん
と
す
る
｡
史
料
不
備
な
る
塞
外
史

の
研
究
に
は
､
絶
封
的
な
詮
を
出
す
こ
と
は
頗
る
困
難

で
あ

ら

う
｡
要
は
そ
の
畢
詮
を
通
し
て
全
濃
を
如
何
に
解
鐸
す
る
か
に
在

る
｡
余
は
北
方
民
族
の
歴
史
に
於
い
て
契
丹
建
国
が
剖
期
的
事
茸

で
あ
る
所
以
は
'
そ
の
閥
家
組
紋
の
中
に
重
要
な
る
分
子
と
し
て

漢
人
を
包
含
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
考

へ
る
｡
従
乗
の

北
方
民
族
の
国
家
に
比
し

て契
丹
建
国
が
配
合
･政
治
･文
化
各
方

⑳

両
に
於
い
て
有
す
る
割
期
的
特
色
は
'
紙
て
こ
の
漢
人
を
そ
の
組

総
の
重
要
な
る
分
子
と
し
た
こ
と
打
起
因
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で

⑳

あ
る
.
節
-
の
如
き
意
義
を
有
す
る
漢
人
を
そ
の
重
要
分
子
と
し

て
取
-
入
れ
延
い
て
は
遼
歯
の
政
治
及
び
祉
骨
組
曙
の
1
特
色
で

あ
る
行
宮
や
頭
下
州
を
生
む
に
至
っ
た
契
樺
的
な
事
情
を
､
お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら
物
語
る
も
の
と
し
て
余
は
漠
高
粗
宴
録
以
下
に
見
え

る
所
謂
阿
保
機
物
語
の
重
要
性
を
認
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ

れ
等
の
こ
と
を
具
鴇
的
に
論
詮
せ
ん
と
す
る
拙
稿
は
既
に
成
稿
を

待
て

｢
遼
の
建
図
の
史
的
意
義
｣
と
悔
し
'
近
-
畿
表
の
裸
定
で

あ
る
か
ら
就
き
て
見
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
.

rNLb
A①

東
洋
史
研
究
第

1
番
第
五
戟

◎
同
紙
第
二
審
第

一
折

◎
岡

上
貢
(
四
三
-
1

四
四
)

④
漠
高
租
賓
録
に
は
ー
契
丹
本
姓
大
賀
氏
､
後
分
八
旗

(
八
旗
名
を
略

す
)
八
旗
之
長
皆
舵
大
人
'
科
刺
史
r
常
推

一
人
悠
王
'
建
横
顔
以

尊
之
､
毎
三
年
第
英
名
以
相
代
と
み
る
｡
賓
際
は
お
そ
-
と
も
習
鮮

以
後
は
三
年
蓮
立
制
の
僻
則
が
行
ほ
れ
ず
'
虜
延
雑
記
に
見
ろ
や
う

な
長
期
の
'
迭
立
制
の
行
ほ
れ
て
居
i1
こ
と
は
'
余
が
前
諭
稿
に
於

い
て
指
摘
し
i
i
如
-
で
あ
る
.
因
に
契
丹
の
唐
末
八
部
に
就

い
て
の

知
識
は
賞
緯
等
に
始
ま
る
も
の
で
あ
ら
-
0

㊥
後
唐
の
末
期
唄
に
は
既
に
出
来
て
居
i1
と
推
せ
ら
れ
る
弗
素
列
侍
に

は
､
光
啓
中
英
三
日
欽
徳
'
薬
中
原
多
故
北
連
軸
備
'
遵
貰
食
諸
部

云
々
と
ち
る
e

⑥
買
韓
の
偶
史
に
は
雪
中
の
倉
見
の
こ
と
を
記
し
て
'
保
槻
育
謂
武
負

目
'
襲
春
中
酋
長
奮
法
三
年
則
魂
､
若
色
日
見
公
復
粕
曲
否
'
武
虫

日
､
我
受
朝
命
鉄
大
原
､
亦
有
遷
移
之
制
'
但
不
受
代
則
可
'
何
重

離
乎
'
保
横
由
比
用
英
数
不
受
講
族
之
代
と
み
ろ
｡
iJ
l
に
駕
法
と
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み
る
か
ら
阿
保
横
が
必
ず
し
も
三
年
迭
立
制
に
抱
来
さ
れ
て
居
た
と

見
ろ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
貿
緒
は
雛
解
き
七
か
つ
C
も
の
ト
如

く
で
あ
る
｡

◎

兇
洋
史
研
究
第
二
審
第

一
餅
百
四
四

①
同
上

⑨
同
上
貰
四

五

⑩
本
論
文
託
◎
参
照

⑪
東
洋
史
研
究
第
二
奄
第

一
鍍
貢

(
四
四
-
四
五
)

⑩
同
上
貢
四
五

⑩
同
上
貢
(四
六
-
四
八
)

㊥
同
上
貢
五
二

⑱
蒲
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
五
番
併
載
､
蓬

の
制
定
の
こ
重
鎮
系
附
銀
'
追
奪
氏
及
び
阿
保
畑
の
孤
先
に
関
す
る

詮
話
貫
二
六

〇
｡

㊥
産
室
の
祖
先
の
侍
説
に
し
て
遼
史
に
早

乙
る
も
の
は
三
回
の
温
程
を

.
経
て
成
立
し
て
放
る
O
第

1
は
重
耽
…年
間
の
艶
韓
家
奴
等
の
寛
録
編

纂
の
時
｡
第
二
は
耶
律
燦
の
遼
史
編
纂
の
時
.
第
三
昼
光
脱
胎
の
現

行
遼
史
嗣
基
の
時
で
あ
る
O
而
し
て
蔚
韓
家
奴
の
簡
録
に
は
只
三
耶

仕
分
部
の
作
露
の
み
で
あ
っ
た
が
'
耶
律
僻
の
鹿
央
に
繁
っ
て
三
耶

樺
を
大
賀
氏
追
奪
氏
世
襲
氏
と
す
る
詑
明
を
加

へ
i1
の
で
ち
ら
う
と

推
せ
ら
れ
る
｡
遼
茎
の
始
祖
と
さ
れ
て
屑
i1
雅
里
を
捜
里
と
改
め
た

り
も
蓋

し
耶
律
擬
の
遼
史
か
ら
で
ち
ら
う
O
こ
れ
等
の
鮎

に就
い
て

ほ
柄
も
改
め
て
諭
ず
る
で
あ
ら
､つ
.

⑲
濃
密
氏
の
任
地
は
金
史
大
約
紀
等
に
ょ
る
と
'
今
の
犬
凌
河
の
流
域

の
や
う
で
あ
る
が
'
大
濠
河
は
唐
末
に
は
琵
琶
川
と
呼
ば
れ
て
屠
S

こ
と
明
ら
か
で
あ
る
J
蒙
古
語
で
は
琵
琶
と
い
ふ
語
と
害
毒
等
を
意

味
す
る
語
と
同
じ
で

h
o
β

h
o
r
と
言
ふ
｡
ダ

フ

ー
ル
語
で
は
こ

れ
と
同
じ
意
味
の
語
を

au
rか
と
い
ふ
.
浪
費
'

阿
肇
は
こ
れ
等
の

語
の
封
昔
で
は
七
か
ら
う
か
.
節
-
解
す
れ
ば
諸
部
大
人
誘
殺
徒
そ

の
謬
族
は
大
竣
河
絶
域
に
移
さ
れ
､
そ
の
地
名
に
よ
っ
て
そ
の
名
も

得
た
の
で
ち
ら
-
と
の
想
像
が
許
ざ
れ
な
rl
こ
と
も
な
.I,
d

濃
密
氏
が
九
部
大
人
の
子
孫
と
見
ら
れ
ろ
の
は
次
の
如
き
理
由
か
ら

で
ち
石
.
遼
室
が
洛
馨
氏
の
風
発
を
阿
保
機
以
前
の
世
襲
君
主
と
し

若
し
阿
保
樺
が
立
iL
花
か
つ
i1
な
ら
ば
'
為
替
氏
の
中
か
ら
詐
か
が

契
丹
員
帝
と
な
り
得
た
や
う
に
侍

へ
て
居
ろ

(遼
史
巻
七
三
耶
待
局

魯
侍
及
び
耶
律
梅
里
倖
)
の
は
'
逸
賛
氏
の
斜
光
が
賓
際
に
そ
の
資

格
私
有
し
て
居
i1
か
ら
で
あ
P
う
.
若
し
さ
-
で
な
か
っ
た
な
ら
ば

遼
室
が
そ
の
貸
衣
の
控
下
た
る
濃
密
氏
に
､
そ
の
事
賓
以
上
の
賓
柊

を
附
輿
す
る
等
ほ
な
い
.
寧
ろ
安
来
の
追
奪
氏
等
に
関
係
の
な
い
仝

-
架
空
の
物
語
を
造
つ
i1
で
あ
ら
-
｡
釣
る
に
余
の
見
解
を
以
て
す

れ
ば
阿
保
梯
以
前
の
契
丹
主
は
九
部
大
人
の
港
北
制
に
よ
っ
て
定
つ

た
の
で
'
原
則
と
し
て
は
九
部
大
人
は
迭
立
制
に
よ
っ
て
等
L
-
輿

丹
主
と
な
り
得
ろ
資
格
が
あ
っ
L
の
で
あ
る
.
こ
ト
に
諸
部
大
人
と

浪
費
氏
の
縦
先
と
の
同

一
性
を
認
め
漁
牽
九
帳
族
の
汎
発
は
九
部
大

人
で
あ
っ
i1
ら
う
と
考

へ
る
の
で
あ
る
｡
九
部
と
九
帳
の
数
の

一
致

し
て
居
る
の
-
こ
れ
が
i1
め
で
ち
ら
-
0

又
唐
末
契
丹
の
諸
部
族
は
収
牛
白
馬
倦
説
が
八
部
の
同
源
侍
誼
で
あ

り
韓
高
祝
宴
録
に
八
部
在
八
旗
と
記
し
て
焼
ろ
鮎
等
よ
り
見
て
'
大

健
に
於
い
て
同
族
的
意
識
を
主
調
と
し
て
尉
る
鮒
鱒
で
'
そ
れ
に
基

-

一
般
部
族
人
の
間
の
卒
等
意
識
が
佃
麹
存
し
て
居
t
と
推
せ
ら
れ

る
で
ち
ら
､つ
.
離
し
こ
れ
は
純
銀
た
る
氏
族
敢
骨
で
は
な
-
'
既
に

部
曲
(或
は
奴
隷
)
が
牽
生
し
て
貿
族
的
家
族

(
氏
族
)
の
撞
頭

L
ii

虻
骨
で
'
遼
代
為
替
氏
の
糾
兜
な
る
諸
部
大
人
-
亦
こ
れ
で
あ
っ
た

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
)
而
し
て
そ
の
部
曲
は

一
般
部
族
人
の
間

に
何
卒
等
意
識
が
潰
存
し
て
居
i1
昔
時
の
歌
登
に
於
い
て
は
､
主
と
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し
て
他
柁
族
と
の
戦
闘
等
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
L
異
種
族
の
人
で
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡
こ
の
部
曲
の
舜
存
し
た
-
の
み
以
て
組
織

し
た
と
想
は
れ
る
携
代
の
濃
密
帳
下
の
軍
が
'
追
奪
乱
と
種
せ
ら
れ

た
こ
と
に
ょ
つ
て
も
右
の
如
-
推
せ
ら
れ
る
｡
諸
部
の
大
人
が
そ
の

氏
族
的
な
敢
骨
に
於
て
能
く
貴
族
的
地
位
を
世
襲

し
得
る
に
空
っ
i1

の
は
､
こ
れ
等
部
曲
の
武
力
的
経
済
的
奉
仕
よ
り
成
る
賓
カ
の
大
な

り
L
i
L
め
で
あ
っ
i1
の
で
わ
ら
-
.
右
の
如
き
性
質
の
諸
部
が
聯
合

髄
様
の
も
の
を
組
織
し
て
居
六
の
が
'
唐
末
の
契
丹
閥
で
'
そ
の
国

主
も
諸
部
大
人
の
合
議
制
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
'
そ
の
作
期
も
初
は

三
年
が
原
則
で
あ
っ
i
iが
､
後
に
は
長
期
の
も
の
と
な
り
そ
れ
が
迭

判
部
の
み
か
ら
選
ば
れ
る
に
至
つ
㍗
こ
と
は
前
論
考
に
於
い
て
述
べ

L
如
-
で
ち
ら
-
.
節
-
の
如
-
諸
部
大
人
の
間
の
三
年
迭
立
と
い

ふ
牛
等
峻
別
が
破
れ
ろ
に
至
つ
た
の
も
､
失
来
り
部
曲
の
槍
大
と
関

係
が
み
る
の
で
は
な
か
ら
-
か
0
回
紀
の
滅
後
'
そ
の
統
制
が
喪
失

す
る
や
'
そ
の
地
方
の
渚
挿
族
は
也
乳
に
陥
り
契
丹
は
漸
-
そ
の
勢

力
を
槍

L
t
輿
稚
族
と
の
戦
闘
に
於
い
て
も
財
物
の
み
な
ら
ず
多
数

の
停
椋
を
獲
'
そ
れ
が
多
-
そ
の
時
の
契
丹
主
の
部
曲
と
な
り
右
の

傾
向
を
益
々
助
長
し
C
で
あ
ら
-
｡
こ
の
考
察
が
詞
九･6け
れ
tT
t
阿

保
梯
出
世
常
時
の
諸
部
大
人
は
主
と
し
て
異
種
族
を
部
曲
と
す
る
貴

族
的
氏
族
の
族
長
で
あ
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
阿
傑
横
の
諸
部
大
人

誘
殺
は
斯
-
の
如
き
族
長
を
暗
殺
し
て
-
そ
の
契
丹
主
承
襲
輝

(
港

立
制
に
よ
る
)
を
奪
っ
て
世
窮
民
の
世
襲
植
わ
確
立
L
ii
の
で
あ
る
｡

+t･れ
げ
そ
の
族
長
は
死
滅
し
て
も
そ
の

一
族
及
び
多
少
の
部
曲
は
舜

存
し
て
遼
代
に
於
い
て
も
佃
倦
紋
的
柾
威
を
保
有
し
て
追
奪
九
帳
と

PZ
ふ
特
殊
な
貴
族
の
集
園
を
成
す
に
重
つ
i1
の
で
あ
ら
う
と
考

へ
ら

れ
る
｡

追
奪
九
帳
に
迭
刺
部
欽
健
の

一
族
を
加
ふ
れ
ば
'
更
に
迭
刺
部
に
就

い
て

三
百
す
る
必
要
が
み
る
｡
所
謂
唐
末
八
部
の
各
族
は
敢
骨
撃
上

の
ク
ラ
ン
で
あ
っ
た
か
-
知
れ
わ
が
'
史
料
不
備
に
し
て
連
樺
に
は

ヽ

言

ひ得
な
い
O
兎
に
角
そ
の
大
部
分
は
唐
初
か
ら
同

一
族
名
を
保
持

し
て
同
族
意
識
を
有
す
る
民
族
的
な
圃
鰻
な
る
こ
と
は
前
述
の
如
-

で
あ
る
.
飴
ろ
に
蓮
刺
部
は
こ
れ
と
趣
在
英
に
す
る
｡
余
は
前
論
考

に
於
い
て
迭
刺
部
は
そ
の
任
地
の
関
係
か
ら
反
唐
の
勢
力
を
代
表
す

る
況
縛
の

一
業
が
'
開
元
来
頃
演
水
上
流
域
に
退
い
て
潜
勢
力
を
拳

つ
t
の
だ
と
想
像
し
i1
.
唐
骨
要
(巻

一
四
)
に
開
元
二
十
六
年
六
月

綱
川
節
度
使
副
大
使
張
守
珪
､
大
破
契
丹
林
胡
'
遣
使
猷
捷
'
韓
日

督
廟
と
あ
る
.
乗
蛸
錬
.1は
路
擬
が
中
京
大
淀
府
で
館
伴
促
劉
経
の

言
と
し
て
'
北
至
上
観

1
千
里
軸
林
胡
膏
地
.
本
名
林
荒
虜
､
吏
其

名
目
臨
溝
肘
'
閥
之
南
有
溝
水
故
也
と
ち
る
O
こ
れ
に
よ
る
と
達
の

臨
満
府
地
方
は
林
胡
駕
地
と
し
て
知
ら
れ
て
居
i1
や
う
で
み
ろ
Q
唐

愈
嬰
の
契
丹
林
胡
は
清
水
の
北
の
契
丹
人
を
指
し
た
の
で
は
な
か
ら

う
か
o
煎
る
に
寓
居
音
盤
守
珪
侍
開
元
二
十
六
年
の
俵
に
は
張
守
珪

の
部
下
の
伐
i1
ん
と
し
た
の
ほ
洩
水
(
シ
ラ
ム
レ
ン
)
の
北
の
頻
発
僚

衆
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
O
さ
れ
ば
雷
晩
こ
の
地
方
の
部
落
に
は
契
丹
の

み
な
ら
ず
夷
も
居
i1
の
で
'
迭
刺
部
は
初
か
ら
多
分
の
葵
を
襲
来
と

し
た
と
も
見
ら
れ
る
.
連
関
語
解
六
瓜
の
健
に
蓮
刺
部
を
析

い
た
六

院
部
が
'
葵
六
有
家
か
ら
成
っ
た
如
-
記
し
て
居
る
の
は
必
ず
し
も

史
賓
と
相
思
ほ
れ
な
い
が
'
蓋
し
蓮
刺
部
に
葵
の
多
か
つ
ii
事
寮
の

反
影
で
は
花
か
ら
う
か
.
叉
唐
末
に
は
迭
刺
部
は
他
の
契
丹
諸
部
に

封
し
厭
例
的
な
勢
力
私
有
し
て
'
契
丹
主
も
こ
の
部
の
み
か
ら
選
ば

れ
i1
の
で
'
契
丹
他
部
族
の
氏
族
で
こ
れ
に
加
入

L
ii
も
の
も
歩
く
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七
か
つ
i
l
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
.
因
っ
て
蓮
刺
部
は
縄
々
の
氏
族
の

集
合
し
た
も
の
～
や
-
に
解
さ
れ
る
｡
遼
史
(
巻
三
二
)部
族
上
に
は

部
落
日
部
'
氏
族
日
放
'
契
丹
故
俗
分
地
耐
居
ー
合
族
両
虎
'
有
族

両
部
裾
五
院
六
院
之
軸
足
也
と
み
ろ
.
さ
れ
ば
五
院
六
院
の
構
成
分

子
は
氏
族
(
大
家
族
)
で
あ
っ
た
や
-
で
あ
る
O
釣
る
に
太
雑
観

ll
に

阿
保
機
の
出
血
地
を
契
丹
迭
刺
部
霞
淑
益
石
烈
郷
耶
律
弼
輿
と
し
て

居
る
｡
迭
刺
部
の
構
成
単
位
は
瑚
封
で
あ
っ
L
｡
欄
単
は
昏
衛
志
の

所
謂
氏
族
に
常
る
の
で
は
な
か
ら
-
か
｡
白
鳥
博
士
も
虹
に
指
摘
さ

れ
た
如
-
耶
律
弼
単
は
仲
里
招
里
と
等
し
い
や
-
で
あ
る
O
世
里
没

里
は
虜
延
雑
記
に
は
以
漢
語
課
之
謂
之
耶
律
氏
と
み
ろ
｡
世
里
が
耶

律
に
常
ろ
と
す
れ
ば
氏
は
没
里
に
常
ろ
こ
と
～
な
る
.
招
里
は
元
衆

は
氏
族
と
同
義
だ
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
知
ら
段
里
(
輔
Ej
.)は
迭
刺
部

の
構
成
単
位
で
氏
族
で
あ
っ
た
の
で
ち
ら
う
0
他
の
八
部
族
に
は
氏

族
相
互
間
に
同
族
意
識
が
み
つ
た
が
蓮
刺
部
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ら
-
か
O
蓮
刺
部
が
右
の
如
き
成
立
過
程
私
有
す
る
と

す
れ
ば
､
そ
の
各
民
族
の
間
に
は
妃
に
蓑
鴨
の
別
が
あ
っ
i1
で
あ
ら

う
｡
而
し
て
そ
の
貴
族
的
氏
族
の
間
に
も
そ
の
勢
力
に
滑
長
が
あ
り

そ
の
部
長
も
HH
す
氏
族
-
時
に
ょ
つ
て
粕
遷
し
て
居
た
こ
と
は
想
像

さ
れ
る
.
さ
れ
ば
光
停
中
習
爾
が
殺
さ
れ
た
後
に
迭
刺
部
長
と
な
つ

L
欽
徳
は
'
習
爾
阿
保
樺
の
世
里
氏
と
は
別
な
氏
族
の
長
で
習
財
の

反
射
某
に
推
さ
れ
i1
も
の
で
あ
ら
､つ
｡
放
ろ
に
乾
寧
末
頃
か
ら
彼
は

信
望
を
失
ひ
阿
保
機
を
出
し
i
i
竹
男
氏
が
次
第
に
勢
力
私
恢
醸

し
た

天
復
元
年
速
に
阿
保
機
が
欽
徳
に
代
っ
て
契
丹
主
に
推
さ
れ
S
の
で

わ
ら
-
.
欽
徳
の

1
族
を
斯
-
解
す
れ
ば
こ
れ
が
蓮
刺
部
の
大
魯
で

飴
も
遼
代
洛
餐
氏
の

7
盛
在
成
し
ii
と
見
て
不
合
理
で

は

な

か

ら

う
0

㊧
遼
史
(巻
三
四
)
兵
衛
志
上
に
は
'
造
畿
耶
潤
可
汗
十
年
歳
衣
辛
酉
'

太
祖
授
鋲
専
征
'
破
室
章
子
蕨
葵
三
陶
'
停
軽
席
恨
不
可
勝
紀
と
記

し
､
更
に
十

一
年
･‥
十
二
年
-
÷

三
年
･･･と
耶
潤
可
汗
の
年
を
敏

へ

て
阿
保
碑
の
事
績
を
記
し
て
居
ろ
0
鉄
ろ
に
太
祖
紐
上
に
は
唐
天
復

元
年
歳
事
酉
､
承
徳
董
可
汗
立
'
以
太
祖
雷
本
部
夷
寓
圭
'
専
征
討

連
破
室
章
子
族
及
実
帥
緒
刺
寄
'
紳
埠
甚
衆
云
々
と
記
し
て
'
同

一

の
事
賓
も
痕
徳
垂
可
汗
の
歳
を
以
て
記
し
て
居
ろ
J

又
遼
史
へ
巻
七
三
)
に
は
耶
律
敵
刺
'
字
合
魯
隙
､
追
奪
鮮
質
吋
汗
之

子
'
大
約
捷
綿
輿
散
穏
海
朝
岡
心
緒
政
と
ち
っ
て
'
鮮
質
可
汗
は
阿

保
横
と
同
時
代
に
活
躍
し
C
耶
律
撒
刺
の
父
で
あ
っ
L

や
-

で

あ

る
O

こ
れ
等
の
記
事
に
よ
る
と
耶
潤
可
汗
-
鮮
質
可
汗
-
阿
保
磯
の

先
代
な
る
欽
徳
と
同
時
代
の
人
物
で
あ
っ
た
や
-
に
考

へ
ら
れ
る
｡

｢ぬ
る
に
遼
史
(
巻
四
五
)
首
官
志
に
は
追
奪
九
帳
大
骨
袈
司
'掌
追
奪

繕
可
汗
■.
阻
牛
叫
汗
'
胡
刺
可
汗
'
蘇
可
汗
'
鮮
質
吋
汗
'
昭
古
可

汗
'
耶
澗
可
汗
'
巴
刺
可
汗
､
痕
徳
董
可
汗
､
九
世
宮
分
之
事
と
あ

っ
て
'
九
冊
可
汗
の
侍
記
に
於

い
て
は
耶
潤
可
汗
は
阿
保
機
の
前
代

追
奪
氏
痕
徳
董
可
汗
の
前
々
代
'
鮮
質
可
汗
は
そ
れ
よ
り
更
に
前
々

代
に
経
か
れ
て
居
ろ
｡
)
節
-
の
如
く
進
撃
可
汗
の
同
時
寮
凍
み
想
は

ぜ
ろ
や
-
な
九
世
可
汗
博
説
と
矛
盾
L
i1
記
事
が
連
敗
に
早

乙
て
居

ろ
の
は
'
作
篤
侍
記
の
背
後
に
潜
む
歴
史
串
算
が
L
よ
i1
ま
史
家
の

不
注
意
に
よ
り
暴
解
し
て
依
る
の
で
は
め
ろ
よ
い
か
O

⑳
東
洋
史
研
究
第
二
審
第

一
験
貢
四
七
O
橋
本
氏
は

｢
遼
史
に
よ
る
と

樺
各
は
そ
の
子
滑
苛
に
拭
ぜ
ら
れ
t
の
で
あ
る
が
習
爾
之
に
つ
い
て

は
何
等
か
-
の
如
き
事
案
を
侍

へ
な
い
｣
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
が
'

常
時
の
情
勢
よ
り
見
て
習
爾
の
死
没
の
事
情
が
詳
し
く
支
都
側
に
侍
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.
サ
て
屠
な
-
と
も
不
恩
義
は
な
i
｡

⑳
東
洋
史
研
究
第

7
番
第
五
鍍
貫
二
三

㊧
史
潮
第
六
年
欝

t
鋳
貢

(
七

〇
-
七
五
)

⑳
東
洋
史
研
究
第
二
審
第

一
班
貢
五
七
.

⑳
こ
の
鮎
に
於
い
て
は
倍
諭
す
べ
き
多
-
の
準
備
私
有
す
る
も
の
で
あ

る
が
'
松
井
等
氏
も
橋
本
氏
も
共
に
こ
れ
を
認
め
て
居
ら
れ
て
#
J諭

が
な
い
や
-
で
あ
る
か
ら
今
は
こ
れ
を
割
愛
す
る
.

㊧
東
洋
史
研
究
第
二
帝
第

一
鍍
(
五
七
-
七
八
)

㊥
同
上
貫
五
七

⑳
賀
給
油
鑑
が
紀
年
通
藷
併
載
の
契
丹
暦
日

通
紀

一
百
二
十
年
に
よ
っ

て
こ
れ
在
主
張
し
G
o
釈
国
に
於

い
て
も
松
井
等
氏
が
こ
の
改
み
採

ら
れ
殆
ど
通
説
の
如
-
見
ら
れ
て
餌
㍗
も
の
で
あ
る
O

⑳
束
洋
史
研
究
第

l
窄
第
五
統
琵
(
三
五
-
三
六
)

㊧
東
洋
史
研
究

第
二
魯
第

一
鞭
貢
五
八
'
同
課
①

㊥
阿
保
磯
の
即
位
は
中
原
閥
家
の
封
冊
七
-
封
等
な
閥
家
を
建
て
七
鮎

に
於
い
て
高
句
麗
樹
海
に
見
ら
れ
な
い
歴
史
的
特
色
が
み
る
.

⑳
遼
以
後
の
閥
家
が
遼
以
前
の
満
蒙
に
於
け
ろ
閥
家
と
比
較
し
て
'
部

族
鮭
骨
的
性
質
を
稀
薄
に
し
て
'
近
代
的
色
珠
と
封
建
的
色
疎
み
加

味
し
た
社
食
も
現
出
ぜ
し
め
た
こ
と
(
託
㊥
参
照
)
組
織
的
な
無
封
瀞

国
家
も
建
設
し
て
(許
⑳
参
照
)中
原
国
家
に
見
ろ
や
-
な
親
犬
な
君

主
棟
私
費
淳
ぜ
し
め
た
こ
と
'
支
部
文
化
を
横
取
滑
化
し
て
そ
の
閥

家
意
識
を
支
那
的
な
形
式
に
於
い
て
具
現
ぜ
し
め
た
こ
と
､
そ
の
他

従
来
唱

へ
ら
れ
i1
如
-
行
政
制
度
と
し
て
二
義
鰻
系
も
創
造
し
X
こ

と
等
が
そ
の
諸
特
徴
と
見
ろ
べ
き
で
ち
ら
-
0

㊧
湊
高
相
賓
録
以
下
の
阿
保
機
物
語
に

｢
阿
保
磯
が
本
族
を
領
し
漢
人

を
率
ゐ
て
自
ら

1
部
を
属
す
｣
と
あ
る
の
は
'
蓋
し
彼
が
契
丹
部
族

内
に
於
け
る
そ
の

一
翼

(世
里
氏
及
び
こ
れ
に
隷
庵

L
i1
家
臣
家
族

砂
集
臥
即
ち
所
謂
腹
心
部
)
を
領
し
こ
の
時
そ
砂
摸
下
に
放
し
て
鹿

i1
漢
人
の
用
ふ
べ
ぎ
を
知
り
'
こ
れ
と
給
び
付
い
て
そ
の
本
部
な
る
-

迭
刺
部
.よ
り

一
旦
遊
離
L
t
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
の

や
-
で

あ

る
O
こ
の
漢
人
に
は
唐
末
の
反
乱
に
際
L
､
節
鏡
窺
大
化
の
傾
向
45,

経
歯
L
t
絶
封
君
主
株
の
生
れ
出
づ
る
悩
み
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
i1
も

の
も
あ
つ
た
で
ち
ら
う
｡
さ
れ
ば
JJ
れ
等
の
漢
人
が
或
は
停
捺
さ
れ

或
は
自
ら
投
停
し
て
阿
保
梢
の
部
曲
と
な
っ
た
の
は
､
阿
保
梯
自
ら

中
原
節
餅
の
如
rO
性
質
を
具
備
す
る
に
至
つ
i1
と
も
見
ら
れ
る
.
若

し
阿
保
機
が
そ
の
本
部
よ
り
遊
離
し
た
ま
ま
再
び
契
丹
部
族
に
侍
ら

な
か
っ
た
ら
彼
は
恐
ら
-
他
の
節
鉾
同
株
中
原
の
康
を
速
ひ
~
若
し

成
功

Li1
ら
後
魂
や
後
唐
の
如
-
津
人
中
心
の
国
家
を
建
て
た
こ
と

で
あ
ら
う
O
教
ろ
に
契
丹
鴎
が
北
族
に
重
心
を
置
い
た
的
家
と
な
つ

i1
の
は
'
阿
保
横
が
契
丹
部
族
に
働
き
か
け
'
再
び
契
丹
部
族
も
そ

の
勢
力
の
基
礎
と
L
i1
か
ら
で
あ
ら
-
.

(
阿
保
磯
を
誘
っ
て

こ
の

撃
に
出
で
し
め
L
の
は
'
阿
乾
の
血
を
多
分
に
有
す
る
彼
の
妻
連
律

皇
后
で
あ
っ
i1
.)

節
-
の
如
-

一
皮
本
部
私
腹
し
て
漠
人
に
飴
び
付
い
i
l
阿
保
横
が
'

そ
の
契
丹
部
族
赦
骨
に
多
-
の
弊
革
み
加

へ
る
に
至
つ
i1
の
は
､
無

坤
な
ら
ぬ
こ
と
で
ち
ら
,つ
.
彼
は
諸
部
大
人
を
誘
殺
し
て
そ
の
部
族

人
も
介
合
し
~
新
し
-
八
部
を
建
て
た
が
'
そ
の
部
の
長
は
従
来
と

興
り
必
ず
し
も
そ
の
部
族
人
で
は
な
-
'
阿
休
機
の

1
族
或
は
隷
臣

の
巾
よ
り
こ
れ
が
作
ぜ
ら
れ
然
も
任
期
の
あ
る
中
央
政
府
の
官
吏
で

あ
っ
た
｡
若
し
阿
保
磯
が
漢
人
を
率
ゐ
て
新
組
織
の

1
部
族
を
立
て

ず
'
軍
に
喬
木
の

一
契
丹
部
族
の
長
と
し
て
次
第
に
他
の
諸
部
族
在

庫
倒

し
i1
な
ら
'
彼
の
世
襲
擬
は
確
立
し
て
も
'
高
句
巌
'
勧
海
に
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見
る
如
き
諸
部
大
人
は
所
謂
所
領
安
堵
の
如
き
形
で
総
務
の
部
族
人

も
領
し
て
'
そ
の
よ
～
支
配
的
家
族
と
し
て
存
し
､
契
丹
人
の
大
部

分
が
貴
族
的
種
族
と
し
て
被
征
取
種
族
の
上
に
上
層
階
級
と
し
て
既

存

L
C
の
で
は
な
か
ら
う
か
.
ぬ
る
に
寓
際
に
於
い
て
は
既
述
の
如

き
諸
部
の
聯
合

櫨
よ
り
多
-
の
中
間
的
過
程
在
経
ず
に
集
権
的
な
強

大
な
る
君
主
権
の
陶
家
を
形
成
す
る
に
至
り
'
そ
の
貿
族
階
級
も
支

配
的
家
族
L
i
ろ
遼
室

一
族
と
外
戚

丁
族
の
他
に
は
そ
の
本
部
族
よ
り

放
し
て
遼
第
に
敦
曝
し
て
功
を
孜
ん
的
C
契
丹
人
の
家
族
や
'
同
じ

く
遼
室
に
功
の
あ
っ
た
漢
人
よ
り
成
る
阿
保
磯
の
隷
臣
家
族
の
集
図

.

で
被
征
服
種
族
も
形
式
的
に
は

一
般
契
丹
部
族
人
と
同
じ
で
'
そ
の

上
下
の
別
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
.
付
封
建
的
色
彩
は
認
め
ら
れ

頭
下
州
や
私
城
の
如
き
貴
族
の
私
領
も
あ
る
が
'
蝕
し
こ
れ
も
そ
の

節
度
使
は
朝
廷
が
こ
れ
を
任
じ
､
又
そ
の
税
の

7
部
分
を
政
府
に
上

納
す
る
等
の
鮎
に
封
建
制
の
純
粋
性
を
放
い
て
居
る
.
兎
に
角
高
句

麗
樹
海
の
問
家
組
織
に
は
未

だ氏
族
祉
骨

の
名
頚
で
あ
る
協
同
的
意

識
が
竣
存
し
て
居
i
i
の
に
､
遼
金
以
後
の
閥
家
組
織
に
は
統
制
意
識

が
そ
の
主
調
を
な
し
て
居
る
や
-
で
あ
る
｡
達
の
閣
家
組
紙
に
は
以

上
の
如
き
歴
史
的
特
色
私
有
す
る
が
契
升
部
族
杜
骨
に
斯
-
の
如
き

急
激
花
襲
革
を
成
さ
し
め
る
誘
因
と
な
っ
た
も
¢
は
､
阿
保
機
が
そ

の
隷
臣
と

し
て
多
-
の
部
族
人
な
ら
ざ
る
統
制
意
識
私
有
す
る
藻
人

を
合
む
に
至
っ
た
こ
と
で
ち
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
O

余
は
蒲
洲
史
に
於
い
て
遼
金
以
後
の
時
代
と
近
世
と
の
相
達
に
就
い

て
も
亦
洋
人
に
着
日
L
瓶
対
に
於
け
ろ
漠
人
は
況
世
に
至
っ
て
'
(満

洲
に
於
け
ろ
事
情
の
み
な
ら
ず
支
部
内
地
に
於
け
ろ
諸
事
情
の
襲
化

し
i1飴
果
)'数
真
偽
に
帝
大
L
i1
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
東
に

そ
の
質
に
於

い
て
も
多
少
の
相
連
な
認
め
れ
ば
な
ら
q
O
遭
金
軌
代

に
於

い
て
は
政
治
的
曜
カ
に
よ
っ
て
強
制
的
に
漢
地
か
ら
徒
さ
れ
i
l

も
の
ゝ
多
か
つ
L
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
'
経
済
的
欲
望
を
以
て
自

尊
的
に
移
住
し
た
も
の
で
も
-
浦
洲
閥
家
の
治
肴
階
級
の
俄
か
に
向

上
し
i1
欲
望
充
足
を
目
的
と
L
i1
-
の
が
多
か
つ
た
や
う
で
あ
る
.

斯
-
の
如
-
遼
金
時
代
の
満
地
津
人
の
多
-
が
政
様
と
密
接
な
掬
係

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
i1
こ
と
は
そ
の

1
特
徴
で
あ
る
じ
さ
れ
ば
常

時
の
満
洲
に
於
け
ろ
漢
人
の
集
団
(都
市
)
に
永
久
性
の
な
か
つ
i1
の

も
'
こ
れ
と
不
離
の
関
係
に
来
る
政
樺
に
永
久
性
の
な
か
っ
た
た
め

と
-
見
ら
れ
ろ
｡
鋲
ろ
に
近
位
に
於
け
る
漢
人
の
移
民
は
備
地
の
天

銀
翼
源
を
開
発
ず
る
の
み
そ
の
主
要
な
H
的
と
し
i1
-
の
で
'
い
か

に
政
柿
が
法
に
よ
っ
て
楽
じ
て
も
'
佃
こ
れ
を
た
む
ろ
こ
と
が
出
水

な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
延
性
に
至
っ
て
そ
の
湊
人
雄
図
(都
市
)が

一

時
性
も
胎
L
i1
の
-
そ
の
封
象
な
る
天
鋲
資
源
Q
.永
久
性
に
よ
る
も

の
で
は
あ
る
よ

い
か
O
こ
の
意
味
に
於

い
て
乾
隆
時
代
に
な
っ
て
流

民
の
純
鰯
を
禁
じ
i1
と
い
ふ
こ
と
は
､
そ
の
立
法
の
目
的
と
す
る
と

こ
ろ
は
種
々
あ
ら
う
が
'
常
時
の
政
治
家
が
斯
-
し
て
満
洲
の
鶴
惑

わ
維
持
す
る
必
嬰
に
迫
ら
れ
た
こ
と
自
身
が
､
紀
に
満
洲
の
幣
態
が

襲
改
さ
れ
つ
ト
あ
っ
i
l
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
注
意
す
べ
き
で

あ
ら
う
0

(
昭
和
十
二
年

一
月
十
五
日
脱
稿
)

45


