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高
白
日
回

鴇

-

亀

基

回

鴨

港

晃

,Jp

支
部
の
史
韓
の
侍

へ
る
所
に
よ
る
と
､
回
鶴
の
西
域

へ
の
移
住
が
開
始
せ
ら
れ
た
の
は
唐
の
武
宗
の
即
位
す
る
前
後
の
こ
と
で
透

①
-

っ
て
'
攻
望

旦
宗
一の
大
中
年
間
に
は
タ
リ
ム
河
意
の
北
棟
の
地
方
に
そ
の
改
植
が
墜

止
せ
ら
れ
て
ゐ
た
模
様
で
あ
る
.
こ
1

に
出
来

た
諸
政
棟
′の
う
ち
'
五
代

･
北
栗
の
頃
に
有
力
で
あ
っ
た
の
墜
向
昌
(

新
家
省
ト
ル
フ
ァ
ン
)
に
操
っ
て
ゐ
た
も
の
と

免
責

(新
露

省
ク
チ
ャ
)
に
揮
っ
て
ゐ
た
も
の
之
で
あ
る
o
前
者
は
五
代

･
宋
の
史
籍
に
は
ま
た

｢
西
州
国
儀
｣
と
も
呼
ば
れ
､
口
達
史
』
に
は
普

通
は

｢
阿
匪
蘭
阿
鶴
｣
と
見
え
'
時
に
は

｢
和
州
回
鶴
｣
と
庵
記
さ
れ
る
.
そ
の
可
汗
は
代
々
A
r
s
la
n

K

han
と
親
し
で
ゐ
な
め

p･'

で
あ
っ
て
'
｢
阿
陳
蘭
｣
と
は
そ
の
書
評
で
あ
わ
'
ま
窒

息
謬
し
て

｢師
千
首
｣
と
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
o

西
域
の
地
方
が
ウ
イ
グ
ル
人
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
東
洋
史
上
の
重
大
事
件
で
あ
る
｡
何
と
な
れ
ば
∵

彼
等
が
ヽ

ル
キ
ス
タ
ン
を
占
嫁
す
る
や
う
に
な
っ
て
始
め
て
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
地
が
今
日
の
如
Y

｢
ト
ル
コ
人
9
図
｣
と
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
O
ま
た
'
こ
の
地
方
を
通
ず
る
東
西
の
交
通
が
蒙
古
の
大
帝
閲
の
下
に
史
上
に
そ
の
比
を
見
な
い
大
盛
況
を
呈
し
た
の
は

そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
ウ
イ
グ
ル
入

笹
よ
る
西
域
地
方
の
交
通
貿
易
の
管
理
が
確
立
せ
ら
れ
て
ゐ
て
'
蒙
古
の
支
配
の
成
る
静
に
既
に

①

そ
の
素
地
は
出
来
て
ゐ
.た
の
に
ょ
る
と
も
説
か
れ
る
｡

さ
う
い
ふ
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
彼
等
が
如
何
に
こ
の
地
方
を
支
配
L
t
如
何
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に
こ
上

で
交
通
貿
易
を
督
ん
で
ゐ
た
か
を
知
る
こ
と
は
鹿
も
蜜
要
な
こ
と
J

llll昆

ね
ば
な
ら
な
い
｡
い
ま
､
そ
の
第

一
歩
と
し
て
'

彼
等
の
滑
息
を
俸

へ
た
支
那
史
料
に
若
干
の
検
討
を
加

へ
て
み
た
い
｡

唐

･
五
代
の
支
琳
側
の
記
錦
の
う
う
に
は
こ
の
方
面
の
回
鶴
の
滑
息
に
極
め
て
乏
し
い
.
『
宋
史
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
彼
等
の

＼

か
め
に

『高
昌
』
･
『
免
責
』
の
南
侍
が
た
て
ら
れ
た
(巻
凶
九
〇
)｡
と
こ
ろ
が
同
じ
巻
の
う
ち
に
･
別
に

『
回
鶴
倖
』
示

あ
ゎ
･
こ

れ
ら
三
倖
相
互
d
間
に
多
少
の
混
乱
が
あ
る
.

･
そ
の
第

一
は
高
昌

･
砲
蓋
の
南
回
鶴
に
関
す
る
記
事
が
'
そ
れ
や

･ゐ
樽
の
ほ
か
に

可
回
鶴
偉
』
の
う
ち
に
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ

と
で
あ
る
｡
『
府
至
清
適
鑑
長
編
』篭

成
千
四
年

(
一
〇
〇
一
)
主

音

の
免
責

図
の
入
貢
の
記
事
の
誌
に
､

鹿

『
闘
史
』
但
有

『
回
鶴
俸
』
'
無

『免
責
倦
』.

『
曾
要
』
云
､
｢
或
稀
西
州
回
結
､
或
綴
西
州
穐
韮
'
叉
栴
亀
蔑
回
乾
.
其
葦

一
也
｡
･･･-
-
･｡
｣
是
年
西
州
阿
鶴
可
汗
王
線
勝
道
管
寓
通
来
朝
貢
.
事
春
四
月
..

珂
国
史
』
載
之

『
回
鶴
俸
』'

而

『
曾
要
』
.

列
於

『亀
立
番
』
中
､
大
抵

一
事
也
｡

と
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
'
宋
の

『
国
史
』
に
は

『
亀
韮
俸
』
及
び

『
高
昌
俸
』
が
な
-
､
問
回
鶴
俸
』
だ
け
が
あ
っ

て
､
そ
の
内
に
す
べ
て
の
回
鶴
が
扱
は
れ
て
ゐ
た
も
の
･,
様
で
あ
り
､
之
に
封
し
て

『
倉
要
』
は
'
後
段
に
説
-
様
に
現
在
の
徐
輯

本
共
他
か
ら
推
し
て
回
鶴

(甘
州
回
鶴
其
他
)
∴

高
昌
回
鶴

･
亀
立
回
鶴
の
三
者
を
慣
別
し
て
扱
っ
て
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
.

『
未
発
LF,
の
編
者
は

『
倉
要
出
に
よ
っ
て

『高
昌
博
出
と

『
穐
韮
俸
』
と
を
た
て
な
が
ら
'
『
国
史
回
鶴
偉
』
に
よ
っ
で
そ
の

『
回
鶴

〉

俸
n
を
賦耶
ん
で
ー
′宜
ハの
う
ち
に
含
ま
れ
た
西
方
の
回
髄
に
bh関
す
る
記
事
を
存
し
た
も
じの
紅
蓮
ひ
な
い
｡

2
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『
文
献
通
考
』
票

四
衛
士

二
､
西
戎
の
う
ち
の

『
串
師
前
後
王
卸
商
昌
』
･
『
亀
整

及
び
同
讐

画

二
､
四
琴

宇

四
､
北
欧
の

う
ち
の

『
回
乾
』
の
諸
侯
に
'
そ
れ
′ヾ

前
代
の
記
事
の
後
に
宋
代
の
記
事
が
附
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
o
Cl
回
絃
』
の
侯
は
徐
輯
本

『禽

要
』
の

[TT回
鶴
』
(攻
に
い
ふ

『
宋
兜
』
の
文
を
除
い
た
部
分
)
を
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
ゎ
'
『
高
昌
』
･
『
鶴
韮
』
は
そ
れ

声
へ-『
宋

史
jj
の
侍
に

一
致
す
る

(た
ゞ

『高
昌
』
の
燦
の
う
ち
の
主
産
徳
の
紀
行
が
そ
の
末
尾
に
置
か
れ
て
あ
る
鮎
が
臭
っ
て
ゐ
る
だ
け
で

あ
る
)
｡

従
っ
て
『
文
献
追
考
』
は
二
藤

と
も

『倉
要
』
元

依
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
.pP

.

斯
様
に

『倉

要
.B
の

珂
阿
鶴
』
･
『
高
昌
』
･
甲
鞄
韮
』
の
静
陳
は

『
宋
史
』
の

『高
昌
』
･
『
穐
壬
』
爾
侍
や

『
文
献
通
考
』
の
三
保

の
源
流
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
現
在
の
徐
輯

『
宋
倉
要
稿
』
蕃
夷
四
の
う
ち
の
こ
れ
ら
諸
供
は
正
し
-
復
原
せ
ら
れ
て
は
ゐ

な
い
か
ら
､
こ
1
髄

そ
の
原
形
を

一
鷹
考

へ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
O

先
づ
徐
覇
本
の

『
阿
鶴
』
の
侯
に
つ
示

て
言

へ
ば
'
こ
れ
に
は
.
『
宋
史
河
鶴
俸
』
の
記
事
の

『
曾
要
』
原
本
に
見
え
な
い
も
の
が

細
字
で
以
て
補
は
れ
て
あ
る
が
､
･恐
ら
-
徐
松
が
修
復
し
た
際
払
こ
の
や
う
に
芋
を
加

へ
寵
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
o
而
し
て

斯
様
に
補
は
れ
て
あ
る
も
の
を
み
る
と
､
そ
の
大
部
分
が
高
昌

･
砲
菜
に
関
す
る
も
の
で
計
る
(,

故

正､
こ
の
雀
蜂
光
来
は
主
と
し

て
甘
州
匝t
鶴
を
扱
ふ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

(末
代
の
史
籍
に
軍
に
回
鶴
と
言

へ
ば
甘
州
回
髄
を
さ
す
の

が
華
通
で
あ
る
)､
『合
要
』
は
も
と
-
1
甘
州

･
高
昌

･
穐
葦
の
三
回
鶴
を
置
別
し
て
編
輯
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
｡

次
に
徐
樹
木
の

『
高
昌
』
の
侯
は
､
そ
の
初
め
を
開
き
'
王
延
徳
の
紀
行
の
最
後
の
部
分
を
以
て
は
じ
ま
る
数
行
を
存
し
て
ゐ
る

④

の
み
で
あ

りて'そ
の
原
形
を
的
確
に
は
知
り
難
い
.
し
か
し
'
い
ま
推
断
し
た
如
-
'
『宋
史
』
や

『
文
献
追
考
』
が

LF倉
要
』
に

依
っ
た
戊
の
と
す
れ
ば
'
そ
の
牒
裁
は
ほ
ゞ
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
O

｡

.l∫

′

最
後
に

『
穐
巷
』
の
侯
庭
'
『
宋
史
｢q
と
比
べ
る
と
多
少
の
出
入
が
あ
っ
て
､
『果
史
』
･
『
文
献
適
者
』
の
揮
っ
た

『禽
要
』
と
徐
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輯
本
の
原
本
と
は
別
の
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
.
す
な
は
ち
t
U哀
史
砲
董
倦
』
･の
う
ち
に
は
､
｢
自
天
変
至
食

一

結
四
年
'
入
賞
者
五
.
最
後
賜
以
鮮
麗

一
蔵
｡｣
と
い
ふ
句
が
あ
､り､
衰
た
つ
ゞ
け
て
鷹
寧
川
年
'

五
年
､
招
塾
三
年
の
三
次
の
入

貢
の
記
事
が
あ
っ
て
'
文
脈
の
上
か
ら
途
中
に

一
つ
の
段
落
が
認
め
ら
れ
る
が
､
徐
輯
本
の
方
に
は
斯
る
段
落
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な

い
様
な
書
き
ぶ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
O

こ
れ
は
恐
ら
く
は
｣

前
者
が
第

一
次
編
税
の

芸
臼
要
』
り
す
な
は
ち
宋
初
よ
り

歴
撃

二
年
ま

で
を
扱
っ
た

『
慶
歴
国
朝
倉
要
.竿
に
ょ
つ
て
之
を
省
略
し
て
右
の
如
き
撲
蕗
が
で
き
､
史
に
縛
修
の

『倉
要
』
.に
よ
っ
て
其
後
の
蒔

㊤

事
を
附
加

へ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
O

或
仏
は
そ
の
縛
修
の

『
倉
宴
』
に
慶
歴
以
前
の
こ
と
が
右
の
如
-
節
略
記
載
せ

ら
れ
て
ゐ
て
､
『
宋
史
』
は
そ
の
ま
1

そ
れ
に
依
っ
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
.

而
し
て
徐
輯
本
の
こ
の
僕
は
無
寧
四
年
に
を

③

ど
ま
っ
て
ゐ
る
か
ら
､
そ
の
原
本
は
恐
ら
く

完

撃
樹
修
五
朝
昏
要
』

で
計
ら
う
と
恩
は
れ
る
｡

､

右
の
如
く

西
域
の
回
鶴
と
河
西
の
回
鶴
と
を
そ
れ

1
!
構
別
し
て
扱
っ
た

『
食
要
31
と
'
こ
れ
ら
凌

一
つ
に
扱
っ
た

『
国
史
』

と
の
南
東
の
胡
料
が
あ
っ
て

『
宋
史
』
は
両
者
を
併
せ
使
用
し
'
『
文
猷
通
孝
』
は
専
ら
前
者
に
ょ
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
凝
っ
た
p

′

ま
た
､
『
禽
要
』
の
原
形
も

『
宋
兜
』
其
他
と
の
比
較
に
ょ
つ
て
'
そ
の
報
廓
は
ほ
ゞ

察
し
が
つ
く
と
思
ふ
｡

そ
れ
ら
相
互
の
関
係

∩.‖_
I)

を
表
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
｡

4

J~｢
固 宋 適 合
史 兜 考 要
しJ■

鼠~品 琵~品

× 高二一事一高
昌 師 昌

前
A 後,

ゝ王

× 砲一塊一海
産 産 衣
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三

野

言

は
､
天
山
南
路
の
高
昌
と
独
裁
と
の
回
鶴
に
脚
す
る

『
倉
要
』
の
記
事
ト
ー

払
い
て
は

『
宋
史
㌢

句
文
猷
適
者
』
の
記
事

････-

の
問
に
も
混
乱
が
あ
る
｡

'

す
頂
は
ち
､
『
倉
要
』
の
こ
の
南
保
凍
み
る
と
'
『
高
昌
』
の
候
は
景
徳
元
年

(
一
〇
〇
四
)
を
以
て
う
ち
切
ら
れ
'
『
砲
韮
』
の
僚

①

は
太
平
興
図
元
年

八
九
年
の
謡
'

九
八
四
)
よ
り
は
じ
ま
っ
て
ゐ
る
.
さ
ら
に
仔
細
に
吟
味
す
る
と
'
『
高
昌
B
の
懐
の
末
尾
の

虞
軍
景

徳
元
年

六
月
･
西
州
阿
髄
遣
使
延
金
盈

幣

以
豊

名
馬
方
物
来
真
｡

t

ヽ
ヽ
ヽ

と
い

ふ
記
寒

に

見
え

る

酉
州

は
後
に

説
J

如
-

安
西
州

の
略
稀
で
あ

っ
て
､
す
な
は
ち
穣
麓
を
さ
し
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
膚

る
.
同
じ

句
督
要
出
の
辛
夷
七
之

一
五

『
歴
代
朝
貢
』
の
燦
に

i

藁

葺

貢

十
日
･
瓢

霊

園
回
賢

覧

埜

渦
｡
･-
･･････六
月
ト
音

西
州
違

蓋

悪

霊

｡
(
語

帖
=
)

と
あ
る
の
は
､
右
の

冒
桝
昌
』
の
侯
に
記
さ
れ
た
の
と
同

1
の
朝
貢
を
五
月

･
六
月
の
両
度
に
重
ね
て
記
し
た
庵
の
ゼ

あ
っ
て
,.
高

" 5 ¶･･

昌
回
鶴
の
入
貢
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
恩
ふ
｡

㌔

ま
た
'
『
鞄
韮
i:
の
健
の
そ
の
図
の
朝
貢
の
記
事
の
最
初
疫
見
え
た

J

太
宗
-

ハ固
元
年

(敷

九
年
)
-

･
西
州
霊

易
難
儀
波
羅
門

･
溜

外
針

貢
･
･(室

四
)

と
い
ふ
の
は
･
『
高
昌
三

絹

讃

四
)

の
保
に

｢
太
平
興
国
U
九
年
五
月
､
酉
州
回
鶴
､
輿
波
羅
門
及
波
斯
外
道
阿
里
煙
朝
貢
｡

錫
賓
有
差
'
舘
於
穏
賓
院
｡
西
州
進
奉
使
易
難
､

●

■

典
道
本
団
主
筋
戟

･
服
飾
､

暫
錨

･
風
俗

･
城
邑

･
落
雪

｣
如
亀
並
歯
oI

英
資
維
｢
門
し
倍
､
琴
乱
世
'
亦
具
道
本
飼
事
｡
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と
あ
る
一の
と
同
じ
寄
寓
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
文
中
に
は

｢
1
如
砲
葺
図
｣
と
い
ふ
句
の
あ

る
こ
と
よ
り
見
て
'
こ
れ

絃

＼
-

決
し
て
砲
蓋
観
の
者
で
は
な
-
､
唐
の
西
州
即
ち
高
昌
図
か

ら
来
た
寓
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
い
ま
少
し
-
穿
塾
を
す
1

め
る
と
'
こ
の
太
平
興
国
九
年
の
朝
貢
は
'
そ
の
繭
に
宋
よ
旦

曽

自
国
に
使
払
し
た
王
延
徳
の
掃
乗
の
こ
と
を
述
べ
て

『
宋
史
高
鳥

偉
』
に

一
､

∩
太
平
興
国
し
八
年
春
､
輿
其
謝
恩
使
凡
百
除
人
､
復
循
蓄
路
而
遠
｡
確
無
元
年
∩
=

太
平
興
国
九
年
〕四
月
至
至
京
師
｡

､

と
い
ふ
の
と
関
係
の
あ
る
､こ
と
で
あ
っ
て
､
五
月
に
そ
の
入
朝
を
記
録
せ
ら
れ
た
易
難
な
る
者
こ

そ
右
の
謝
恩
使
な
の
で
あ
ら
う
｡

斯
様
に
吟
味
し
て
乗
る
と
､
『
宋
曾
要
』
に
は
高
昌
に
関
す
る
記
事
は
太
平
興
図
九
年

(九
八
四
)
を
以
て
終
り
､
簡
蚤
に
関
す
る

～

･記
事
は
威
千
四
年

(
一
〇
〇
一
)
よ
り
始
ま
る
と
い
も
こ
と
が
判
っ
た
O
冨
ひ
か
へ
れ
ば
､
こ
の
方
両
の
河
鶴
の
乗
と
交
渉
し
て
ゐ

＼

た
も
の
は
'
太
平
興
国
九
年
堅

剛
に
墜
曽

日
回
鶴
で
あ
わ
'
成
千
四
年
以
後
に
は
鞄
立
回
鶴
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
｡
少
-

▲

と
も
宋
側
で
は
さ
う
呼
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
『
唐
茸
清
適
鑑
長
編
』
及
び
徐
輯
『
宋
曾
要
』
蕃
夷
七

『
歴
代
朝
貢
』
に
就
い
て
こ
れ

①

を
み
て
も
'
次
に
説
-
如
-
租
蓋
が
酉
州
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
1
ば
､
全
く
N
,の
通
わ
哉
然
と
し
て
ゐ
る
O

『
米
倉
要
』
の
『
高
昌
』
と

『砲
滋
』
と
の
混
雑
は
右
の
通
JSL
で
あ
る
が
'
然
ら
ば
何
に
ょ
つ
て
斯
る
混
雑
を
生
じ
た
か
と
言

へ
ば

両
者
が
と
も
に

｢
西
州
｣
と
呼
ば
れ
て
見
た
か
ら
で
あ
る
と
考

へ
告

徐
輯

『
宋
督
要
稿
』
蕃
夷
四
之
.二
二
･
『
鶴
藍

の
保
に
〆

穐
蓋
阿
鶴
之
別
種
也
.
(中
略
)
或
稀
西
州
阿
鶴
｡
戎
輪
西
州
砲
蓋
.
叉
栴
砲
韮
回
髄
.
其
嘗

一
也
O

と
見
え
る
｡
卒
蘭
に
謹
め
ば
こ
の
句
は
砲
韮
回
鶴
と
西
州
即
ち
高
昌
回
鶴
と
は
同

一
の
者
と
説
い
た
如
く
で
あ
る
｡
高
昌
は
す
な
は

ち
唐
の
西
州
で
あ
っ
て
二
偽
昌
回
鶴
が
西
州
回
鶴
と
稲
せ
ら
れ
る
場
合
は
事
賢
し
ば
-

あ
る
け
れ
ど
も
'
こ
1

に
い
ふ
西
州
は
決

.
し
て
高
昌
回
鶴
で
は
な
-
'
唐
代
に
安
西
都
護
府
の
捨
所
で
あ
っ
た
砲
鼓
を
指
し
て
呼
ん
だ
安
西
州
の
喝
稀
で
あ
る
.
何
と
な
れ
ば

6
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鞄
韮
脚
鶴
の
栄
へ
の
最
初
の
入
貢
を
記
B
た

こ
宋
曾
要
稿
』
蕃
夷
四
之

一
三
の
記
事
に
ー
･鶴
菱
の
殻
(寡
)
韓
王
の
発
会
な
覇
鱗
と
思

は
れ
る
も
の
が
見
え
て
ゐ
る
が
､
そ
れ
に
は

大
回
鶴
穐
意
図
安
西
州
大
都
督
府
軍
手
軍
射
韓
王

と
あ
っ
て
･
こ
れ
が

『
長
編
適
四

に
は

｢
西
川
(州
の
詔
)
回
鶴
可
汗
王
｣
と
省
略
せ
ら
れ
る
｡
ま
た
同
園
の
景
徳
元
年
の
墾

畏

′

マ
,

b
来
合
要
稿
』
蕃
夷
七
之

1
五
に

｢
西
州
亀
韮
図
回
託
｣
と
記
さ
れ
'
蕃
夷
四
之

二

言

は

｢
西
州
回
鶴
｣
と
記
さ
れ
て

『
高
昌
』

の
燦
に
収

め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
こ
れ
ら
は
何
れ
も
右
の
稀
敦
の
省
略
形
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
二
偽
昌
回
髄
が
西
州
回
鶴
と

も
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
両
者
を
混
同
す
る
場
合
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
知
ら
れ
る
｡
-

つ
い
で
な
が
ら
､
Tu
米
倉
要
』
に
は
な
姪

l
ヶ
所
混
乱
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
､
併
せ
て
解
明
し
て
お
か
う
.

ヽ

徐
輯

『乗
曾
要
稿
』
蕃
夷
的
之

二
二
『砲
産
出
の
項
の
胃
頭
に
次
の
様
な
記
事
が
あ
る
｡

砲
蛮
'
回
鶴
之
別
種
也
.
其
国
主
白
粥
師
子
王
.
哉
賓
装
冠
'
著
黄
色
衣
川

輿
宰
相
九
人
'
同
理
図
事
.
毎
出
､
其
宰
相
著
大

食
困
錦
株
之
衣
'
騎
馬
前
引
'
常
以
音
楽
相
随
.
其
妃
名
阿
願
迷
｡
著
紅
羅
経
金
之
衣
､
多
用
珠
賓
'
巌
飾
其
身
｡
毎
年

丁
度

出
官
遊
看
.
開
城
有
市
井
0
両
無
銭
貨
､
但
以
花
薬
布
'
牙
換
博
膏
｡
米
穿
瓜
果
t
.輿
中
開
無
異
.
西
至
大
食
図
雨
月
礎
､
東

至
夏
州
三
月
華

(諾

緬

鰭

帖
)

こ
の
記
事
の
内
容
は
､
さ
き
に
引
い
た
同
書

『
高
昌
』
の
記
事
(
五
貢
)k
t
｢
西
州

(高
昌
)
進
奉
俵
の
易
難
が
本
圃
の
主
の
栴
戟
l～

服
飾
'
習
倍
風
俗
'
城
邑
'
道
男
を
具
さ
に
語
っ
た
｣
と
い
ふ
の
に
正
に
符
合
す
る
で
は
な
い
か
｡
更
に
こ
れ
を
こ
の
時
易
難
と
共

起

入
貢
し
た
天
竺
波
羅
門
永
世

･
波
斯
外
道
阿
男
鹿
の
報
告
と
比
べ
ら
れ
た
い
｡
/

又
有
婆
羅
門
櫓
永
世
.
興
亜
斯
外
道
阿
男
鹿
同
至
京
師
O
永
世
自
首
'
本
圃
名
利
得
'
固
王
姓
牙
薙
五
得
'
名
阿
曙
祢
碑
.
衣

- 7-
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黄
衣
'
戴
金
冠
､
･以
七
賓
窺
飾
､
出
来
象
'
成
層
輿
､
以
音
楽
螺
堅

剛
道
､
急

壁

寸
..
博
施
賓
乏
.
其
妃
田
摩
河
佐
'
表
納

経
金
紅
衣
､
義

一
出
'
多
所
振
施
0
人
有
菟
抑
､
侯
(倹
ノ
謁
)
王
及
妃
山
車
'
即
迎
随
申
訴
o
署
観
相
四
人
1

庶
務
並
委
裁
敷

(制
ノ
謂
)
｡
五
穀
六
富
果
蜜
､
輿
中
固
無
臭
｡
市
易
用
銅
鏡
､
有
文
海
風
､
径
如
中
囲
之
臥
,
但
嘗
其
中
心
'
不
穿
貫
耳
｡庭

園
束
行
控
六
月
至
大
食
図
'
叉
二
(
一
作
三
)
月
至
西
州
､
又
二
月
至
夏
州
が

阿
男
鹿
自
云
･
本
圃
王
就
黒
衣
'
姪
浜
､
名
哩
里
登

用
錦
続
演
衣
.
毎
湛
指
竿
二
二
日

這
警

固
署
大
臣
九
人
治
飼
事
｡
男
手

.
以
自
塵
布
鵠
衣
,
婦
人
豪
富
者
､
著
大
食
飼
錦
結
､
賓
下
止
服
絹
布
｡
種
陣
門
而
無
稽
掃
､
土
倉
麻
霊
草
馬
英
資
O
無
銭
貸
･

/

巾r

以
雑
物
貸
易
｡
(叫l喜
藤
』
云
'
東
至
婆
羅
門
六
月
程
'
女
束
至
大
食
図
六
月
曜
'
〔恐
有
脱
文
〕
叉
東
至
夏
州
二
日
程
)

永
世

･
堅

陵
‥
葦

興
図
九
年
輿
西
州
鼠

同
乗
･
(瑠

璃

鯛
筆

墨

瑚
)潤

こ
の
天
竺
と
波
斯
と
の
国
情
を
述
べ
た
文
章
は
さ
針
の
も
の
と
全
く
勘
を

這

し
て
ゐ
る
こ
と
に
束
づ
か
れ
る
で
あ
ら
う
｡
す
な
は

ち
､
同
時
に
入
貢
し
孝

二
閲
(若
し
-
は
そ
れ
以
上
)
の
朝
貢
位
に
封
し
て
宋
側
が

小
定
の
項
目
に
つ
い
て
質
問
を
試
み
'
そ
の
報
告

を
記
録
し
た
も
の
と
考

へ
て
問
蓮
払
な
い
.

而
し
て
右
打

『亀
責
』
の
燦
の
序
文
が
葦
墜
尚
昌
の
事
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
.と

I
_
I

は
'
胃
頭
に

｢
其
国
主
日
揮
師
子
王
｣
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
.
易
難
の
報
告
の
う
凄

裾

｢
一
如
鞄
遊
園
｣
j

S
.

ふ
句
が
あ
っ
て
､
砲
荘
園
の
款
悪
が
既
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
前
提
と
IL
で
ゐ
る
O
故
や

高
苧

天
竺

･
晩
期
三
園
の
抜

か
に

亀
鼓
観
の
使
節
む
そ
こ
に
居
て
'
同
様
の
報
告
を
行
っ
た
と
い
ふ
場
食
も
考
へ
ら
れ
な
い
ご
と
は
な
い
｡
け
れ
ど
も

｢師
子
宝
｣
と

･

い
ふ
稀
鱗
は
高
昌
園
の
可
汗
が
代
々
承
萌
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
､
宋
側
の
諸
史
籍
の

1
才
の
朝
貢
の
記
事
に
徴
し
て
も
'
鞄
薮
の

㊥

可
汗
は
支
郷
と
交
通
す
る
時
に
は
普
通
叡
韓
王
と
戟
し
て
ゐ
て
､
師
子
王
と
接
種
し
て
ゐ
な
か
っ
た
様
で
あ
る

｡
従
つ
七
右
の

『
穐

ノ

葺
』
の
陳
に
見
え
た
記
事
は
ー
高
昌
因
の
使
肴
の
報
告
を
､
｢
7
に
穐
荘
圏
の
如
し
｣
と
い
ふ
こ
JJ
か
ら
､
『
管
掌
』
の
編
肴
が
そ
の
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ま
1
凍
っ
て

『砲
鼓
IB
の
序
文
と
L
t
而
し
て
そ
の
際
に
師
子
重
な
る
高
昌
可
汗
の
覇
蟹
も
そ
の
ま
～

採
録
し
允
も
の
と
寮
せ
ら
れ

■

四

る
｡

ーヽ

ヽ

＼

『
宋
曾
翠
』
の
混
雑
は
右
の
通
か
ヤ
あ
っ
て
'
こ
れ
を
朗
析
す
る
と
太
平
興
図
九
年

(
九
八
四
)

以
前
の
者
が
高
昌
回
飴
で
あ
ゎ
'

威
千
四
年
(
一
〇
〇
一
)
以
彼
の
嘉

が
独
裁
回
鴎
で
あ
る
て
と
が
判
っ
た
が
'
こ
れ
は
如
何
な
る
事
情
に
基
づ
-
の
で
あ
る
か
を
攻
比

考

へ
て
み
た
い
O
遺
憾
な
が
ら
,
こ
の
こ
と
を
鹿
接
に
語
る
史
料
は
な
い
の
で
;
諸
般
の
事
情
よ
り
推
測
す
む
よ
カ
外
灯
方
法
が
な

い
が
∵
守

れ
に
つ
い
て
は
大
鰐
次
の
様
な
場
合
が
考

へ
ら
れ
る
か
と
恩
ふ
｡

(

こ

宋
側
に
於
け
る
名
種
.Q
撃
更
｡

(

二

)

高
昌
回
鴎
の
砲
蓋

へ1秒
移
樽
.

(

≡

)

高
昌
園
の
滅
亡
｡

ヽ

㌔9

琴

一
の
場
合
に
つ
い
て
考

へ
る
と
'
後
段
に
説
-
様
に
'
高
昌
回
鶴
の
場
合
に
は
常
.に
今
日
の
寧
夏
省
の
沙
漠
を
横
断
す
る
道
を

通
っ
て
来
て
屠
り
､
砲
差
回
鴎
は
今
日
の
甘
轟
省
の
オ
ア
シ
ス
地
帯
を
通
っ
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
'
恰
か
も
南
北
朝
時
代
に
九

姓
昭
武
諸
国
が
覇
軌
と
北
朝
と
で
異
な
っ
た
呼
び
方
を
せ
ら
れ
て
ゐ
た
如
く

支
那
に
は
い
る
経
路
が
異
な
る
た
め
に
其
の
呼
名
が
.

襲
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も

一
旗
は
考

へ
ら
れ
る
.
し
か
し
な
が
ら
'
ア
ル
ス
ラ
ン
汗
の
高
島
回
鴎
は
王
延
魔
が
親
し
-
こ
1
に
赴
い
せ

そ
の
記
録
を
残
し
て
み
る
か
ら
.'
明
ら
か
に
高
昌
に
探
っ
て
ゐ
東
も
め
で
あ
る
.
ま
た
'
亀
蓑
回
鶴
は
｣

そ
こ
灯
行
っ
て
来
た
者
そ

そ
な
い
け
れ
ど
も
'
右
に
引
用
し
た

｢大
村
鶴
亀
蓑
周
安
西
州
犬
都
督
蟹

草
子
畢
克
韓
玉
し
な
る
解
放
は
高
昌
と
は
何
の
紺
係
も
夜
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-
､
租
韮
以
外
の
者
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
'
こ
の
感
定
は
成
且

止
た
な
心
｡

第
二
の
移
特
設
は
前
の
場
合
よ
り
は
合
理
的
で
あ
る
o
L
か
し
高
昌
回
鶴
が
掩
蓋
に
そ
の
本
棟
を
移
し
た
こ
と
は
史
音
に
呪
詮
の

あ
る
こ
と
で
は
な
-
'
却
っ
て
高
昌
の
可
汗
は
右
に
逓
べ
た
や
う
に
代
々
ア
ル
ス
ラ
ン
･
ハ
ー
ン
(師
子
王
)
と
壊
し
て
ゐ
た
の
で
あ

り
､
鶴
蓋
の
可
汗
調
号
の
稀
既
を
用
ゐ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
別
の
系
統
の
者
と
認
め
る
方
が
妥
昔
で
あ
る
｡

従
来
は

『
宋
史
』
の
記
事
を
そ
の
ま
い
に
う
け
入
れ
'
ま
た

｢
西
州
｣
の
意
味
に
采
づ
か
ザ
に
右
の
様
な
場
合
を
想
像
し
た
者
も

⑩

､

あ
っ
た
.
し
か
し
高
昌
と
亀
責
と
は
明
ら
か
に
並
び
存
し
て
ゐ
た
二
園
で
あ
っ
て
､
周
じ
者
が
異
な
っ
た
名
で
呼
ば
れ
た
り
､
或
は

そ
の
根
輝
を
移
し
た
も
の
な
ど
1
認
む
べ
き
で
は
な
い
O
何
と
な
れ
ば
､
東
方
の
史
籍
に
は
右
の
様
に
高
昌
阿
鴎
の
名
が
見
え
た
Y

な
っ
て
後
に
は
じ
め
て
鞄
蓑
回
鴎
が
あ
ら
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
(

西
方
の
史
籍
に
は
､
反
封
に
､
こ
の
.頃
些
皆

目
回
鴎

の
こ
と
は
何
も
侍

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
､
観
菱
の
回
鴎
虻
早
-
よ
り
知
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
.
す
な
は
ち
'

･マ
ズ
ー
≠

7:Q

『
金

の
牧
場
』
の
う
ち
に
攻
の
様
な
記
事
が
見
え
る
｡

ク
ガ
ズ
ガ
ズ

T
a

g
azg
a2)
(
-
阿
鴎
)
は
ホ
ラ
サ
ー
ン
と
支
那
と
の
問
に
位
置
す
る
グ
ー
シ
ャ
ー
ン
K
o
u
ch
an
と
い
ふ
町
に
凍
っ

て
居
り
t
､今
日
す
な
は
ち
三
三
二
年
(西
紀
九
些

ニー

四
四
年
)
に
於
い
て
は
す
べ
て
の
ト
ル
コ
顔

中
で
最
も
勇
敢
で
あ
り
'
最
も

有
力
で
あ
り
､
ま
た
最
も
よ
-
治
ま
つ
七
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
王
は
イ
ル
･
ハ
.ト
ン
と
い
ふ
稀
鱗
を
も
ち
､
こ
れ

ら
す
べ
て

⑪

の
種
族
の
う
ち
で
彼
等
の
み
が
マ
ニ
教
を
奉
じ
て
ゐ
る
｡
(弟
十
五
章
)

-
-
-
･次
に
は

ク
了

シ
ャ
ー
ン
の
町
を
領
し
ク
ガ
ズ
ガ
ス
を
統
べ
る
ト
ル
コ
種
の
王
が
数

へ
ら
れ
る
｡
人
々
は
王
に
猛
獣
の
王

･

馬
の
王
な
る
覇
既
を
輿

へ
た
が
'
そ
れ
は
こ
の
世
の
如
何
な
る
王
侯
も
こ
れ
以
上
に
鼻
敢
な
兵
隊
を
部
下
に
も
つ
て
は
居
ら
ず
'

●

ま
た
こ
の
王
よ
り
揮

山の
馬
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
.
そ
の
園
は
支
邪
と
ホ
卓
サ
ー
ン
の
砂
漠
と
の
.GE胃
に
整

止
し
て
居
る
.
王

0
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み
づ
か
ら
は
イ
ル
ハ
ー
ン
と
い
ふ
覇
親
を
と
な

へ
て
ゐ
て
､
-
ル
コ
.族
中
に
は

l
人
の
王
の
下
に
.従
は
ぬ
数
々
の
君
侯
や
多
-
の

⑱

民
が
あ
る
と
は
い
へ
､
誰
も
こ
の
王
に
は
敢
て
抗
ら
ふ
者
は
な
い
｡
(第
十
六
章

)

､

＼

こ
の
ク
ー
シ
.ヤ
ー
ン
と
は

蒙
古
時
代
に
曲
先
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
町
で
､
即
ち
鞄
責
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
羽
田
博
士
が
か
つ
て

⑩

論
語
せ
ら
れ
.た
通
り
で
あ
る
｡

か
や
う
粒
､
高
昌
回
鶴
が
支
那
と
交
通
し
て
ゐ
た
と
き
に
既
に
砲
撃
に
は
回
鶴
の
有
力
な
政
榛
が
.た
て
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡

㌔

さ
き
に
引
い
た
大
事
典
図
九
票

九
八
四
)
の
菅

田
の
使
節
易
姓
の
報
告
の
中
に
も
'

高
昌
図
の
状
況
を
述
..(
着
後
に

｢
一
に
穐
韮
国

の
如
し
｣
と
附
加

へ
て
ゐ
る
の
は
､
こ
の
二
つ
の
政
棟
が
天
山
の
南
麓
に
止血
び
存
し
て
ゐ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
あ
る
仏
は

一
升
が
他
方
に
依
存
す
る
と
い
ふ
や
う
な
関
係
に
あ
っ
て
､
両
者
が
仝
-
封
等
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
状
態
も
考

へ

ら
れ
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'
こ
1
に
二
つ
の
図
が
あ
っ
た
て
と
に
は
間
違
払
な
い
｡
こ
の
二
つ
の
図
が
互
の
障
壁
と
な
っ
て
'

東
方
に
は
東
側
に
位
置
す
る
高
昌
だ
け
が
知
ら
れ
､
西
方
に
は
西
側
に
位
置
す
る
掩
蓋
だ
け
が
知
ら
れ
て
'-右
の
様
混
東
西
の
史
籍

に
は
そ
れ
′
ド＼

一
方
だ
け
が
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
.
別
の
言
ひ
方
を
し
て
'
高
昌
と
砲
蓋
と
が
'
支
那
と
イ
ス

ラ

ー
ム
世
界
と
の
そ
れ
ん
＼

の
地
理
的
知
識
の
限
界
'
な
い
し
は
通
商
問
の
限
界
で
あ
･つ
た
と
も
言
払
得
る
か
も
知
れ
な
い
｡

然
ら
ば
'
太
平
輿
図
九
年
(九
八
四
)ま
で
高
昌
回
髄
が
支
那
と
交
通
し
て
ゐ
て
'
成
千
四
年
(
一
〇
〇
一
)
以
後
に
な
る
と
砲
韮
阿

鶴
の
み
が
支
郷
と
交
通
す
る
様
に
な
っ
た
こ
と
は
､
第
三
の
場
合
の
'
高
昌
の
政
棟
の
滅
亡
に
よ
っ
て
､･.今
ま
で
そ
の
蔭
に
あ
っ
て

知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
向
ふ
側
の
者
と
交
通
す
る
様
に
な
っ
た
と
解
す
.rO
以
外
に
解
鐸
僧
な
い
.
而
し
て
'
高
鳥
を
滅
亡
せ
し
め
た

者
は
､
租
韮
凹
鶴
以
外
の
者
で
は
な
い
と
思
ふ
.
後
に
支
那
の
西
北
で
強
大
な
勢
力
と
な
っ
た
西
夏
も
､
亀
魔

の
支
弗
と
の
交
渉
が

は
じ
ま
っ
た
頃
は
や
つ
と
塞
州
ま
で
進
ん
で
来
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も

やで
あ
り
･..N
の
外
正
も
高
昌
ま
で
を

併
し
得
る
程
の

,- ll -
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大
き
な
勢
功
払
こ
の
遜
り
に
は
認
め
ら
れ
な
い
･+･亀
葦
回
鴎
よ
り
初
め
て
栗
に
派
遺
せ
.ら
れ
た
使
者
の
言
敷
d
･
そ
の
閲
の
凍
聾
や

′.

黄
河
灯
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
の
塗

そ
の
談
話
に
は
多
少
の
誇
張
が
あ
る
虹
も
せ
よ
'
砲
蓋
が
高
昌
ま
で
そ
の
層
力
を

伸
ば
し
セ

ゐ
た
も
の
と
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o
こ
の
後
亀
蓑
は
盛
に
支
邪
と
往
来
す
る
が
'
そ
れ
に
は
必
ず
高
昌
を
通
過
す
る
.

の
で
あ
っ
て
7,
若
上
菅

日
が
他
の
勢
力
の
支
配
下
に
あ
れ
ば
､
そ
れ
が
東
方
庇
知
ら
れ
す
に
居
る
と
い
ふ
て
と
は
な
い
で
あ
ち
う
O

T-

右
の
様
な
次
昇
で
二
曽

臼
の
ア
ル
ス
ラ
ン
∴
人

'
ン
朝
は
払
菱
の
た
め
に
併
合
せ
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
而
し
て
そ

の
時
親
政
へ
太
平
輿
図
九
年
(九
八
四
)
以
後
高
昌
の
名
が
宋
側
の
諸
史
籍
に
見
え
な
-
な
っ
た
後
も
'
『
遼
史
』
に
は
統
和
十
年
(九

九
六
)
ま
で
殆
ん

ど毎
年
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
き
つ
ゞ
い
て
阿
薩
蘭
回
鶴
の
入
貢
の
記
事
が
見
え
る
か
ち
.
威

卒
四
年

(
1
9
0

i
)_
に
簸
蓑
が
御
め
て
宋
に
朝
貰
し
た
の
は
高
昌
を
併
合
し
て
よ
り
間
も
な
い
時
で
あ
う
た
と
息
は
れ
る
O

･
Ilメ

そ
の
後
の
高
昌
の
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
O
数
十
年
た
つ
と

『
遼
兜
』
に
は
を
た
阿
藤
蘭
回
鴎

⊥
満
員
回
櫓
の
名
が
現
は
れ
･(後

一

攻
参
照
)
.
ま
た
『
金
史
』
に
も
和
州
回
鶴
の
名
が
見
え
る
.

蒙
古
が
興
起
し
た
と
き
は
'
こ
1

は
代
々
イ
デ
ィ
省
-ト
な
る
稀
教
を
有

す
る
君
主
に
治
め
ら
れ
て
ゐ
て
-

高
島
の
故
地
は
今
日
fT
デ
ィ
ク
ト
.･
シ
ェ
-
ヮ
%
(
イ
デ
才

ト
の
城
)
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る

-I
と

の
高
昌
王
は
西
達
が
興
起
し
た
時
に
之
に
降
り
･,
そ
の
支
配
下
た
あ
づ
可

と
･碁
治
め
て
ゐ
た
が
･
蒙
古
が
興
っ
た
と
き
に
直
ち
に

之
に
撃

て
そ
の
西
遼
征
服
を
助
け
窒

い
ふ
こ
と
が
東
西
の
史
料
に
嘩
べ
克
て
屯
矩

こ
象

ア
″
ス
ラ
ン
.
i
-
ン
の
慧

l

な
の
か
､
或
ひ
は
騒
音
よ
り
涯
造
せ
ら
れ
た
代
官
で
ゞ
も
あ
る
の
か
､
そ
れ
と
も
全
-
別
の
宥
な
の
か
'
全
然
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
｡

五

.

- 1,2十
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な
は
､
.
注
意
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
太
平
輿
図
九
年
(九
八
四
)
よ
り
成
平
四
年
(
一
〇
O
一)の
前
後
は
嵐
西
交
通
噂
に
滑
っ
た
諸
地

方
に
い
ろ
.-

重
大
な
事
件
の
あ
っ
た
時
で
あ
っ
て
･
高
昌
の
滅
亡
も
そ
の
内
の
一ー
っ
な
の
で
あ
る
｡
兜
づ
東
方
で
巧

右
に
も
述

-
.I(
た
通
り
西
夏
が
興
起
し
て
､
今
日
の
寧
夏
省

･
甘
粛
省
を
そ
れ
-ぐ

-横
断
す
る
道
を
通
っ
て
行
は
れ
る
東
西
の
交
通
貿
易
に
強
力

な
制
塵
を
加
へ
る
や
う
に
な
っ
た
｡

こ
の
方
雫

と
く
に
寧
夏
省
を
横
断
す
る
選
は
高
昌
の
東
方

へ
の
温
商
務
に
あ
た
っ
て
ゐ
て
'

高
昌
が
こ
れ
に
よ
っ
て
被
む
つ
た
影
響
は
蓋
し
甚
大
で
あ
っ
た
と
恩
は
れ
る
.
貌
薮
が
は
じ
め
て
栄
に
入
貢
し
た
時
に
も
'
そ
の
使

者
の
曹
寓
通
な
る
者
が
次
の
様
に
西
夏
に
封
す
る
共
同
出
兵
を
提
議
し
て
ゐ
る
｡

∩
暫
し
寓
通
日
言
､
任
本
圃
梅
密
使
｡
本
関
東
至
黄
河
'
西
至
雪
山
｡
有
小
郡
魔
育
'
甲
馬
甚
精
習
｡
願
朝
廷
命
使
統
領
'
使
得

縛
慧

蓋

･
以
齢
.
頚

F;%T炉
緋
謡

豊

栄
側
で
は
西
夏
の
埜
迫
に
封
抗
す
る
た
め
に
･
成
平
元
年
に
虞
宗
が
即
位
す
る
と
秦
州
壕
経
て
涼
州
に
到
る
藩
を
新
た
に
払
ら
レ-
て

以
て
西
方
諸
国
iJの
通
商
開
係
の
維
持
を
は
か
つ
た
の
で
あ
っ
て
'
租
葦
も
そ
の
道
か
ら
朱
に
入
貢
し
て
ゐ
た
の
で
あ
者
o
こ
の
宋

側
の
盤
置
に
封
鷹
し
て
河
西
地
方
の
オ
ア
シ
ス
諸
図

-
そ
れ
卦
で
は
党
項

･
阻
卜
等
の
仲
介
に
ょ
つ
て
達
と
交
通
し
て
ゐ
た
と
考

ノ′

へ
ら
れ
る

!
の
間
に
西
夏
に
封
す
る
共
同
戦
線
が
張
ら
れ
'
栄
に
射
し
て
右
の
様
な
捷
言
を
し
た
の
も
免
責
ば
か
り
で
は
な
か
つ

㊥

た
の
で
あ
櫓
.

･
ま
た
'
こ
れ
は
さ
ほ
ど
大
事
件
で
は
な
い
が
､
常
時
高
昌
よ
り
東
南
に
あ
た
る
沙
州
に
漢
人
の
立
て
.1
ゐ
た
小
王
閲
で
あ
ーる
鋸
琴

軍
節
度
使
で
も
'
五
代
の
初
め
頃
か
ら
薦
い
て
ゐ
た
そ
の
主
樺
者
の
尊
氏
の

1
族
の
問
に
内
紛
が
あ
っ
て
･
町
じ
曹
氏
で
は
あ
る
が

⑯

別
の
系
統
の
者
が
立
つ
こ
と
1
な
っ
た
｡

.

西
方
よ
り
西
南
方
に
か
け
て
は
劃
期
的
な
事
件
が
進
行
し
て
.ゐ
た
O.
す
な
は
ち
､
イ
ス
ラ
リ
ム
徴
を
奉
す
る
鼠

の
カ
㍉
･
㌃

3
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ン
朝
(
イ
レ
ク

･
T

hI朝
)
が
ベ
ラ
サ
グ
ン
よ
り
カ
シ
嘉

ル
に
準
艶
が
て
来
て
･

更
に
覇
道
第

.i
Q
要
衝
で
あ
る
干
園
に
戦
を
挑

＼

ん
で
ゐ
た
o

･千
閲
は
俳
教
を
奉
じ
李
姓
を
名
の
る
者

(
こ
れ
も
あ
る
仏
は
回
髄
で
あ
っ
た
か
と
思
は
れ
る
が
)
が
王
と
な
っ
て
ゐ
て

両
者
の
問
に
二
十
四
年
間

(
一
説
に
は
十
四
年
)
に
及
ぶ
激
戦
が
繰
返
さ
れ
た
揚
句
に
梯
教
徒
の
李
氏
子
鰭
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の

-

ヽ

カ
ーマ

ハ
ー
ン
朝
の
ユ
ス
フ
･
カ
ド
ル
･
ハ
ー
ン
の
滅
ぼ
す
所
と
な
っ
た
o
そ
の
格
間
は
詳
し
-
は
判
ら
な
い
が
;
･雪

目
の
滅
び
た

よ
り
は
少
し
早
い
由

で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
O
斯
く
し
て
､
大
中
群
符
二
年
(
一
〇
C
九
)
に
な
か
と
カ
ラ

･
ハ
r
ン
朝
よ
り
栄
へ
の

･

㊥

第

一
回
の
使
節
が
派
遣
せ
ら
れ
た
o

今
ま
で
に
紹
介
せ
ら
れ
て
ゐ
る
普
通
の
イ
ス
ラ
･g
史
料
に
は
､
不
.思
議
に
も
こ
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
南
道
を
征
服
し
た
回
鴎
の

滑
息
を
侍

へ
な
が
ら
､
北
道
を
支
配
し
て
ゐ
た
亀
責
の
政
棟
の
て
れ
と
の
交
渉
を
語
っ
て
ゐ
な
い
o
想
像
を
達
し
-
す
れ
ば
t
JJ
の

カ
ラ

･
ハ
ー
ン
朝
が
南
道
を
征
服
す
る
と
共
に
北
蓮
の
砲
責

･
高
昌
を
も
席
捲
し
た
も
の
で
､
問
鞄
の
鞄
蓋
が
高
昌
を
併
合
し
た
と

い
ふ
事
件
は
そ
の

1(
聯
の
事
件
の
東
方
の
尖
端
で
あ
っ
た
と
い
ふ
風
に
も
考
へ
ら
れ
な
-
は
な
い
o
L
か
L
t
こ
の
方
両
に
イ
ス
ラ

ム
教
が
は
い
つ
て
来
た
の
が
極
め
て
遅
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
事
情
を
考
慮
す
る
と
,

冬

フ

･
ハ
ー
ン
朝
の
勢
力
は
北
道
に
は
及
ん
で
ゐ

■

な
か
っ
た
も
の
と
思
は
ね
､ぼ
な
ら
な
い
.｡

と
に
か
く
'
束
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
西
南
に
は
斯
様
な
勢
力
が
形
成
せ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
､

る
か
ら
'
鞄
滋
の
そ
れ
と
の
封
立
乃
至
は
そ
れ
に
よ
る
刺
激
と
い
ふ
こ
,と
が
雷
然
考
へ
ら
れ
'
鞄
蓋
の
高
昌
併
合
の
事
情
も
怒
ら
-

此
の
問
の
情
勢
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
i
SS
か
｡

＼

- 14-

六

ほ
か
に
砲
悲
回
鴎
と
高
昌
回
鴇
と
に
つ
い
て
認
め
ち
れ
る
顧
著
な
こ
と
を

7
二
申
し
添

へ
て
お
き
た
い
.
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高
昌
回
鶴
の
支
那
へ
の
朝
貢
は
今
日
の
寧
夏
省
を
横
断
す
る
遣
､
す
な
は
ち
常
時
丸
族
達
観
の
捗
っ
て
ゐ
た
地
方
を
通
っ
て
行
は

れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
｡
太
平
興
国
六
年
(九
八

一
)
に
宋
よ
ね
エ偽
昌
に
派
遣
せ
ら
れ
た
王
延
徳
が
そ
の
紀
行
を
書
き

の
こ
し
て
ゐ
る
が
､
亘

れ
で
見
る
と
夏
州
(艶
遠
劣
)
よ
り
出
費
し
て
､
そ
の
道
を
往
復
し
て
居
驚

同
八
年
に
兎
に
来
た
使
節
に
関

し
て
も
次
の
様
嘉

事
が

蛋

編
』
讐

覧

え
て
ゐ
る
.

一

/

是
歳
'
塔
坦
(達
観
)
困
遣
使
唐
特
墨
'
輿
高
昌
固
使
安
骨
底
倶
入
貢
｡
骨
慮
復
道
夏
州
以
遠
｡
特
墨
請
道
塞
州
'
且
云
'
共
闘

●

.
王
欲
観
山
川
迂
鹿
'
揮
使
節
入
貢
.
詔
許
之
.

達
に
は
勿
論
こ
の
道
を
通
っ
て
入
貢
し
て
ゐ
た
も
の
で
､
党
項
が
そ
の
稗
導
を
つ
と
め
て
･
栄
の
北
連
を
東
た
進
ん
だ
も
d
と
思

は
れ
る
｡
『
遼
史
属
国
表
出
に
阿
藤
蘭
回
鶴
の
入
貢
と
並
ん
で
党
項

･
阻
-
の
入
貢
の
記
事
が
見
え
る
場
合
の
多
い
こ
と
は
そ
の
間

の
事
情
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
｡

/

之
に
封
し
て
砲
蓋
回
髄
は
常
に
河
西
地
方
､
す
な
は
ち
今
日
の
甘
粛
省
の
オ
ア
シ
み
地
帯
を
経
由
す
る
道
を
通
っ
て
ゐ
た
｡
帝
に

も
鳴
れ
た
如
-
'
砲
蓋
の
は
じ
め
て
栄
に
朝
貢
し
た
と
き
は
､
西
夏
の
妨
害
に
よ
っ
て
従
来
の
荷
造
が
通
れ
な
く
な
っ
て
､
栄
で
は

/

西
涼
府
(甘
粛
武
威
牒
)
の
吐
蕃
六
谷
部
を
懐
柔
し
て
西
方
諸
国
の
誘
引
を
策
L
t
そ
れ
に
鷹
じ
て
栄
に
入
貢
し
た
も
の
.で
あ
る
｡
そ

の
後
の
米
へ
の
朝
貢
の
記
事
を
見
る
と
､
常
に
沙
州

五

州
な
i
J河
西
の
園
芸

朝
貢
位
と
同
道
し
て
ゐ
る
か
美

′､こ
の
道
を
通
っ

て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
｡

∫

も
っ
と
も
､
歌
賂
文
書
の
今
日
静
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
1

う
む
に
西̀
州
に
開
し
た
文
書
が
数
通
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
､
高
畠
回

.7

⑯

鶴
に
よ
っ
て
も
こ
の
道
を
通
る
私
貿
易
は
営
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
O

攻
に
'
高
昌
切
鶴
は
達
へ
の
入
貢
が
頻
繁
で
あ
､り
､
架
へ
の
入
貢
が
稀
で
あ
っ
た
の
に
勤
し
･
掩
蓋
回
鴇
払
栄
へ
の
入
貢
が
多
rlv

5
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達

へ
の
入
貢
は
稀
で
あ
る
O

す
な
は
ち
､′『
遼
史
』
本
紀
及
び
魔
図
表
に
は
'
高
昌
即
ち
阿
薩
蘭
或
は
和
州
尉
鱒
の
朝
貢
が
固
初
よ

り
統
和
十
四
年
(九
九
六
)
ま
で
の
間
に
十
三
東
記
銘
せ
ら
れ
て
ゐ
る
O

ほ
か
に
王
琴
徳
の
紀
行
の
う
ち
に
旦
菅

等

達
の
使
者
に
出
.I

合
っ
た
話
を
の
せ
て
ゐ
る
O
之
に
封
し
て
軒
原
に
封
し
て
は
'
五
代
に
は
只

一
億
周
の
髄
暇
元
年
(九
五

1
)
に
西
州
何
番
朝
貢
の
記

事
が
見
え
る
だ
け
で
あ
り
'
栄
の
諸
史
籍
に
は
数
次
見
え
て
ゐ
る
が
'
仔
細
に
見
る
と
'
太
平
興
国
六
年
に
ア
ル
ス
ラ
ン
汗
の
朝
貢

が
行
は
れ
'
之
に
封
し
て
宋
側
よ
り
主
産
徳
以
下
の
使
節
が
派
遣
せ
ら
れ
､
そ
の
答
穏
便
の
塑

見
.が
同
八
年

･
九
年
の
両
次
に
琴
に

到
っ
た
と
い
ふ
lJ
聯
の
交
渉
以
外
に
は
'
そ
れ
よ
り
前
に
建
降
三
年
(九
六
二
)
の
阿
都
督
の
朝
貢
と
乾
徳
三
年
(九
六
五
)
の
倫
法
滑

の
朝
貢
と
が
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
っ
て
'
し
か
も
こ
れ
ら
は
正
式
の
朝
貢
で
は
な
か
つ
女
ら
し
-
､
右
の
太
平
興
国
六
年

の
朝
貢
を
記
し
て

『
長
編
』
空

に
は
左
の
通
り
記
さ
れ
て
ゐ
る
6

ヽ

高
昌
国
王
阿
蘇
蘭
漠
､
始
日
柄
西
州
外
生
(甥
)
師
子
王
'
遺
都
督
適
越
､
来
貢
方
物
｡
､

粗
衣
阿
鶴
は
'
栄
と
の
交
渉
は
景
疏
年
間
ま
で
十
二
次
の
朝
貢
が
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
封
し
て
宝

達
史
』
に
は
統
野

手

三
年
(
一
〇
〇
五
)
に
一
次
見
え
る
以
外
'
重
照
十
四
年
二

〇
四
五
年
)
以
後
に
な
っ
て
数
次
見
え
る
の
み
で
あ
る
.
統
和
廿
三
年
以

後
の
も
の
も
依
然
阿
匪
蘭
は
鴎

･
高
昌
回
鶴
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
O
鞄
義
回
鴎
を
鷺
に
従
っ
て
さ
う
呼
ん
だ
が
1.
亀
蓋
の
女
配
下
に
あ

る
高
昌
の
主
樺
者
よ
り
状
通
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
｡

6

な
捻
右
の
統
和
二
十
三
年
の
朝
貢
は

『
遼
史
本
紀
』
聖

に

､1

阿
降
蘭
阿
鶴
追
使
乗
､
請
遣
先
留
使
者
｡
議
連
之
｡

･
と
記
さ
れ
て
ゐ
て
'
言
ふ
所
は
寝
か
で
な
い
.
こ
の
年
は
亀
蓋
の
高
島
を
併
せ
て
よ
り
間
も
な
い
時
で
あ
る
か
ら
､.
右
の
記
事
は
怒

ら
-
そ
れ
に
何
か
閲
は
-
の
あ
る
-
の
と
寮
せ
ら
れ
る
｡
し
か
し

『
遭
史
』
の
本
札
と
魔
図
表
の
そ
の
静
後
の
記
事
よ
り
そ
の
闇
の
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事
情
を
説
明
す

る
に
足

る
も
の
を
夢
見
し
得
な

か

っ
た
｡
博
雅

の
士
の
示
教

に
ま
ち
た

い
｡

註
①

拙
稿

『
;
州
原
義
軍
節
度
使
始
末
』
(
二
)
上
編
三
､
『
蹄
義
軍
を
め
ぐ
る
講
外
族
.の
勢
力
』
(東
方
学
報
､
京
都
節
十
1.｣
肝
四
分
)
五

〇
三
り
入

貢
｡

㊥

宮
崎
市
定
助
教
授
が
昭
和
十
四
年
璽

兄
都
大
挙
東
洋
史
特
殊
講
義
に
於
て
か
や
-
に
説
か
れ
た
J
,[
そ
の
晩
に
佐
伯
､革
士
よ

-
改

元
せ
ら
れ
L
.

の
で
あ
る
が
､
ま
た
開
き
で
あ
る
か
ら
或
ひ
は
私
の
表
現
法
は
遮
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

㊥

『
高
昌
』
の
候
の
末
尾
に
は

｢
飴
詳
前
侍
〔
何
鴨
〕
｣
と
託
記
が
あ
る
J

恐
ら
-
修
復
の
際
に
加

へ
ら
れ
た
証
で
あ
っ
て
'

も
ち
ろ
ん
原
本
に
は

無
か
つ
i･)も
.の
で
あ
ら
-
L
t
ま
た

『
永
楽
大
典
』
に
あ
っ
た
も
の
で
も
t･.i,い
と
思
ふ
｡
而
し
て
謂
ふ
と
こ
ろ
は
､
｢
『
同
機
』
の
燦
に
詳
し
い

記
事
が
あ
る
か
ら
､
こ
～
に
は

『
大
典
』
よ
も
の
抄
出
を
省
略
し
圭
｣
と
い
ふ
意
味
で
は
な
-
'
｢
こ
の
健
は

簡
略
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
L
詳
し

い
こ
と
は
前
隼
に
卑

見
で
ゐ
る
｣
と
い
ふ
っ
も
-
で
あ
っ
て
､
前
年
の
開
け
た
の
は
柄
韓
膚
の
手
落
ち
に
よ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
｡

④

『
骨
要
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
湯
中
溌

『突
昏
要
研
究
』
省

三

『
宋
骨
賓
考
略
』
三
-

1
大
貫
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
｡

⑤

『
大
朝
固
朝
食
要
』
､二
盲

巻
｡
亀
氏
日
'
紳
宗
靭
'
以
食
事
止
於
塵
歴
､
命
王
珪
緯
之
｡
.起
於
建
隆
之
元
'
迄
雛
峯

十
年
､

通
番
書
脅
損
鎗
選

書
.
(文
献
箪
考
撃

嘉

一
､
経
籍
二
十
八
)

ー

㊥

こ
の
太
中
興
閥
元
年
と
い
ふ
の
は
'

太
平
興
閥
九
年
郎
藤
野
光
年
を
浪
岡
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'

九
年
五
月
が
正
し
い
こ
と
は
､

そ
の
記
事

を
'
本
文
に
引
い
た

『
宋
骨
要
稿
』
の

『
高
昌
』
の
記
事
､
同
じ
-
蕃
夷
七
之

二

の
瀧
事
及
び

『
長
編
』
大
卒
興
国
九
年
五
月
の
健
と
比
べ

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
O

①

徐
輯
本

『
宋
骨
要
』
蕃
夷
七

『
歴
代
塾

艮
』
は

『
玉
海
』
『
山
堂
考
索
』
な

ど
の
記
事
を
証
記
し
て
ゐ
る
が
'

そ
れ
ら
に
は

者
の
註
㊥
に
言
っ

た
磯
な
数
の
誤
-
が
あ
る
サル
J
J
に
堅

忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

⑨

『
宋
史
天
竺
侍
』
及
び

『
大
柴
皇
帝
賓
銀
』
へ『
古
挙
愛
刊
』
第

1
箆
患
部
所
収
)
に
も
此
の
記
事
が
ぁ
-
､

少
々
異
同
が
あ
る
.
後
者
の
記
事

が
最
も
詳
し
い
が
,
誤
股
が
二
三
あ
る
か
ら
∴

J
～
に
は

『
骨
嬰
』
を
甘
い
七

'
諸
本
と
の
異
同
を
附
記
し
て
お
い
た
｡
引
用
文
の
終
よ
!

1

行
目
の
(

)内
の
文
は
こ
の
『箕
銀
』
に
よ
っ
で
補
っ
た
の
で
あ
る
が
'
大
食
国
と
夏
州
と
の
間
に
｢
叉
来
室
西
塑

音

程
｣
と
い
ふ

て
句

が
元
木
あ
っ
た
も
の
と
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
.

④

た
ゞ
一
つ
例
外
と
し
て
'
曲
芸
閥
の
大
繕
四
年
二

〇
二
〇
)の
<
責
を
記
し
て

『
宋
骨
婁
』
春
夷
四
之

一
五
に
は
･

ヽ
ヽ
ヽ

凶
年
汁
二
月
'
可
汗
帥
子
王
智
海
遣
使
爽
翻
弄
太
尾
自
尊
b

･
と
見
え
る
が
'
智
海
は
こ
の
前
後
の
朝
貢
の
際
に
は
何
れ
も

｢
克
韓
重
し
と
呼
ば
れ
,[
師
手
玉
L

記
さ
れ
た
の
は
何
が
の
訴
ト
と
見
る
べ
き
で

-'77-
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'ヽ

あ
る
ib
息

ふ
.

i
.

㊥

総
軒
数
表
せ
ら
れ
た
も
の
の
中
で
は
､
例

へ
ば
五
日
蔚
氏
の

『
唐
後
同
鴨
考
』
(史
拳
集
刊
第

1
期
四
三

-
四
四
貢
)
の
如
き
は
夢

T
の
場
合
と

考

へ
て
､
事
情
に
与
と
い
宋
側
で
同

一
の
者
を
或
は
高
日日
と
呼
び
或
は
由
苗
と
呼
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡

ま
た

ブ
レ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ

ー
の
如
き
は
夢
二
の
場
合
と
考

へ
て
､
高
昌
の
向
鴨
が
本
部
を
魚
苗
に
移
し
た
と
い
ふ

(E
.
B
retsc
h
n
eid
er,
M
e
d
ia
ev
a
l
R
esearch
s,

V
o')･
T
.
p
.･Q4
空
.

こ
の
両
説
は
と
も
に

『
宋
史
高
昌
博
Jl
,の
目
頭
の
数
行
の
記
事
の
-
ち

｢
魚
苗
の
玉
は
師
手
玉
と
折
す
る
.
‥
三
･魚
苗
同
鴨
は
西
州
魚
道
と

も
呼
ば
れ
る
｣
と
i
.ふ
こ
と
が
そ
の
根
嫁
に
な

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
『
宋
史
』
の
そ
の
記
事
は

さ
き
に
引
用
し
た

『
骨
要
』
に
準
づ
い
て

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
私
が
耕
析
し
た
如
-
､
『
食
事
』
･
『
宋
史
』
の

『
魚
道
博
』
の
序
文
は
高
昌
の
使
節
易
難
の
報
償
を
そ
の
ま
～
と
つ
L
'も

の
で
あ
-
､
ま
た
魚
苗
を
西
州
と
呼
ぶ
こ
と
は
､
唐
の
西
州
(軸
ち
高
昌
)
の
意
味
で
な
-
安
西
州
(即
ち
魚
苗
)
の
略
稀
で
あ
る
.
徹
っ
て
両
説

は
と
も
に
い
は
れ
の
な
い
こ
と
と
言
は
れ
ば
t･bら
な
い
｡

⑳ ㊥ ⑯ ⑯ ⑭ ⑲ ⑯ ⑪

C
･
B
arb
ier
de
.
M
ey
n
ard
et
P
a
v
et
d
e
C
o
u
r
te
m
.
M
agOu
d
i,
tJe
S
P
rai
rie
s
d
.o
r･
P
a
ris,
)8
6)･T
･
tJ
p
･
旭

38･

:

ibid
,
p
3
5
8
,

羽
田
革
博
士

『
吐
魯
番
出
土
同
鴇
文
摩
尼
教
徒
所
願
文
断
簡
』
(桑
原
博
士
澄
藩
記
念
東
洋
史
論
叢
)

二
二
五
七
-
九
貢
'
｢
大
月
氏
と
貴
賓
に

就
い
て
｣
(史
学
雑
誌
四
十
七
編
九
統
)

一
七
-
二
七
頁

㌔

虞
集

『高
昌
王
世
動
碑
』
(『
造
園
学
古
鏡
』
客
二
四
)
.
『
元
史
』
巻

.1
二
七
巴
両
端
阿
而
武
的
斤
侍
.

A
la
i
u
d
･D
in
,T
al･ik
h
D
jih
a
n

K

tlShai
.
(
邦
語
ド
ー
リ
ン
蒙
古
史
岩
波
支
障
本
上
巻
三
二

l
貢
以
下
併
引
)
其
の
他
.

前
掬
粕
稿

(≡
)
下
籍

､
二
､

『
五
代

･
宋
初
の
束
西
交
通
路
』
(東
方
準
報
京
都
第
十
三
筋

一
分
)
参
照
｡

向
上
､
下
篤
'

一
､
『
官
民
の
せ
系
』
(東
方
拳
報
京
都
夢
十
三
瀞

l
分
)
六
八
-
九
貢

M.
G
renar

d.
L
e
t6gend
de
S
atok
B
o
g
h
ra
K

h
an
.
(JA
.,
9-
X
V
L

P
0
0
)

､
ノ

前
掬
拙
稿
(班
)
下
簾

､
四
㌧
『
騒
義
軍
-
交
通
路
上
の
諸
国
と
の
関
係
』
(東
方
畢
報
京
都
夢
十
三
秒
二
分
)


