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1

特
に
匪
氏
の
封
巷
僚
方
針
に
つ
い
て
ト

<一

7

こ
こ
に
贋
南
王
陳
氏
と
い
ふ
の
は
十
六

-
八
世
紀
に
か
け
て

今
の
梯
印
ア
ン
ナ
ム

(An

nam)の
承
天
.
(T官
a･thien)贋
南

(Q
uang･nam
)地
方
を
中
心
旨

時
の
翠
朝
大
越
図
品

牛
に

｢り

‥擦
-
牛
撃

此
囲
~
S
は
ゆ
る
贋
南
畝
-

ま
を
父
駄
文
郵
園
と

㊥

も
S
ふ
I

を
建
設
し
舞
阪
氏
で
あ
っ
て
'十
九
世
紀
の
初
､嘉

睦
(G
i9
･i.
n
g
)
帝
即
位
以
後
垂
越
南
に
君
臨
し
た
院
朝
の
前
身

.

舵
苦
る
.
匪
氏
は
そ
の
組
の
阪
溝
が

1
五
五
八
年
に
始
め
て
椴

･化
に
鎖
し
'次
い
で
1
五
七
〇
年
'贋
南
を
も
粂
額
す
TO
に
至
っ

て
以
後
次
第
に
強
力
と
な
や
､
殊
に
十
七
世
紀
の
初
､
大
鶴
の

蜜
樺
者
鄭
氏
と
の
帥
係
が
極
度
に
悪
化
し
て
達
に
こ
れ
と
戦
を

.開
く
に
至
っ
て
以
後
は
名
目
上
は
な
腔
審
朝
の
正
朔
を
奉
す
る

も
の
の
寄
算
上
は
こ
れ
と
分
離
猫
立
す
る
に
蓋

っ
た
も
の
で
､

以
後

一
七
七
四
年
西
山

(TayあO
n
)
の
敵
中
.
･腐
敵
鄭
氏
の
寧

∫

､､

藤

原

√
利

一

郎

9

一

の
攻
撃
に
よ
っ
て
居
城
順
化
が
格
-
南
方
に
逃
亡
す
る
に
象
る

I

迄
贋
南
国
の
支
配
者
で
あ
っ
た
O.

庚
商
圏
の
取
閲
は
常
初
の
中

部
ア
ン
チ
ム
の
此
校
的
小
地
線
か
ら
特
に
南
方
に
幾
層
し
､
ヤ

ー

七
世
紀
末
に
は
今
の
交
匪
支
部
地
方
に
連
出
し
や
が
て
西
は
シ

準
/

ヤ
､ム
潤
に
達
す
る
に
至
っ
た
が
∵
ヱ
む
交
祉
支
那
地
方
が
今
日

梯
印
譜
地
方
申
鼓
も
華
僑
の
多
い
亡
と
は
周
知

の
通
り
で
あ

.

り
'
叉
そ
の
経
済
的
地
位
に
つ
S
.て
も
糞
晋
を
婆
し
な
S
が
'

I

を
の
基
礎
が
早
-
贋
粛
王
院
氏
の
時
代
に
築
か
れ
た
こ
と
は
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
o
阪
氏
治
下
の
華
僑
の
活
動
に
つ
い

③

て
は
鄭
懐
徳
の
素
足
城
適
意
の
梯
課
で
あ
る

Aubare.Lの
Il
ii.

to
ir
e
et
D
egcriptid
n
d
e
ta

Ba針
q
C
o
c
lhin
erd
liile
tや

M
ay
h
.
n
の
H
i号

ire
m
.
B
erne.du
PaysdbAn
nam
,等
恥

放
て
も
や
㌧
う
か
が
ふ
JJ
七
が
出
来
る
が
､
以
下
本
稿
に
於
て
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逸
べ
よ
う
と
す
る
の
は
贋
南
王
陳
氏
と
華
僑
と
の
関
係
'
特
に

院
氏
の
封
華
僑
方
針
に
裁
て
で
あ
っ
て
､
こ
れ
が
阪
氏
と
華
僑

と
の
闘
係
史
上
如
何
に
硯
は
れ
て
ゐ
る
か
を
見
る
と
共
に
､
ま

た
こ
れ
を
同
時
代
大
越
を
交
配
し
た
鄭
氏

の
そ
れ
i
J此
較
し
て

を
の
相
違
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
む
の
で
あ
る
O

二

一

大
南
選
録
前
編

(
以
下
l｢
寛
録
｣
と
稀
す
)
は
院
朝
時
代
に

な
っ
て
嘉
隆
即
位
前
の
掛
兜
時
代
の
記
録
を
蒐
集
編
纂
せ
し
め

た
も
の
で
あ
､つ
て
､
い
は
ば
贋
覇
王
陳
氏
歴
代
の
箕
録
で
あ
る

が
そ
の
中
に
於
て
陳
氏
と
輩
傍
と
の
関
係
史
上
注
目
す
べ
き
最

初
の
も
の
は
同
番
懇
五
太
宗

(-
晩
稲
瀕
)
己
未
三
十

1
年
(
ユ

6
7
9
)
の
健
に
見
え
る
明
の
龍
門
練
兵
棒
を
辿
･
高
･
欝
･
鮭

漁
兵
陳
上
川
等

1
賞
の
蹄
附
の
事
件
で
あ
る
f
併
し
吾
～
姓
こ

れ
に
聾

止
っ
て
十
七
世
紀
の
前
年
既
に
頗
南
の
東
方
数
凄
フ
J

フ
ォ
河
(S
^on
g
F
ai

F
o
)
に
治
ふ
港
市
フ
ェ
フ
ォ
(F
ai
fo
･
禽

I

舗
)
に
於
て
院
氏
の
許
可
の
下
に
在
留
華
僑
に
よ
っ
て
彼
等
の

パ
稗
が
建
設
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡

常
時
の
フ
ェ
､フ
ォ
は
外
囲
商
船
の
出
入
が
多
-
貿
易
が
盛
ん
に
｢

行
は
れ
都
倉
と
い
ふ
よ
妙
技
か
し
ろ
大
き
恵
市
場
と
,S
ふ
方
が
r

④

適
常
で
か
づ
充
ら
七
笠

岡
地
在
任
の
外
人
中
で
は
華
僑
の
外

日
本
人
が
虜
-
'二

の
繭
者
は
夫
も

限
ら
れ
た
地
域
に
於
て
級

等
の
術
姦

竿

,.
そ
の
墓

と
慣
習
に
よ
写

生
掌

る
を

許
さ
れ
て
ゐ
た
｡
.こ
の
こ
と
は
玩
氏
と
華
僑
と
の
蘭
係
史
上
ま

た
匪
氏
の
封
華
僑
方
針
を
考

へ
る
止
に
於
て
鴻
濠
要
な
寄
算
で

'あ
る
｡

㌔

･八
併
し
乍
ら
院
氏
と
華
僑
と
の
関
係
が
本
格
朝
に
畿
展
を
示
す

の
は
央
張
少
上
述
寛
録
に
見
え
る
壌
件
で
あ
ら
う
..
而
し
て
擢

れ
は
今
日
交
祉
支
部
地
方
に
お
け
る
準

備
費
展

の
淵
源
を
な

す
よ
い
は
れ
∵
特

に重
要
性
を
有
す
る
と
,S
ふ
べ
貴
で
あ
る
｡‥リ

こ

の事
件
に
0
,5
て
紘
以
上
の
選
録
の
外
､
.､寮
栗
城
適
意

(餐

三
･
霞
城
志
)
や
寮
費
惇
の
撫
遵
雑
録

(懇

こ

の
中
に
滝
臥

◎

え
る
が
､
今
足
線
に
よ
れ
ば
､

･.

盲

未
三
十

毒

(
1
6
7
qD)
春
屈
月
∵
故
の
明
浄
龍
門
線

兵
楊
彦
迫

･
副
将
黄
進

･
高

･
雷

･
廉
級
兵
陵
上
川

･
潮
牌

陳
安
平
義

1.二
千
散
人

･
敵
船
五
十
飴
鯉
を
率
ゐ
'温
容
柁
滴

LT
ourane)
海
口
に
投
じ
､
自
ら
陳
ぶ
ら
く
､
.
当

地･

､

畠

､
義
と
し
て
清
に
革

へ
ず
､
故
に
乗
る
'
顧
は
く
は
臣
僕

を
ふ
ん
と
｡＼
時
に
議
す
ち
く
､
.>敏
は
異
俗
殊
膏
に
し
て
拝
か

,_ 野
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に
任
侵
し
難
し
､
し
か
れ
ど
も
窮
逼
し
て
来
園
す
れ
ば
拒
絶

す
る
に
忍
び
す
｡
虞
職
園
の
東
浦

(嘉
定

J
Gi
a
･.

d
inh
)

也

,
方
'沃
野
千
里
'朝
廷
未
だ
経
琴
す
る
に
暇
あ
ら
ず
｡

彼
の
カノ

に
因
-
て
地
を
開
き
以
て
層
ら
し
む
る
に
如
か
ず
｡

一
拳
に

て
三
得
な
-
と
｡上
之
に
従
ふ
.乃
ち
命
じ
て
宴
努
宗
奥
せ
し

む
｡
偽
捻
各
主
に
授
-
る
に
官
職
を
以
て
L
t
東
浦
に
往
き

て
之
に
居
ら
し
む
.
叉
虞
臓
に
普
諭
し
以
y
外
無
き
の
意
を

示
す
｡彦
辿
等
閑
に
請
っ
て
謝
思
し
て
行
-
｡

彦
辿

｡
黄
進
の

兵
船
は
験
せ
て
雷
輿

L
o
irap
)海
口
に
往
き
'美
準

M
i･tho
)

に
駐
乱
し
'
上
川

･
安
平
の
兵
船
は
敬
せ
て
芹
窟

(C
an･g
io
)

,
海
口
に
往
き
盤
麟

(連
動

B
i
enIhoa)に
駐
乱
し
'
閑
地

/

を
闘
き
舗
合
を
構
ふ
O
済
人
及
び
西
洋

･
日
本

･
聞
婆
の
諸

国
の
商
船
湊
菓
す
O
是
に
よ
-
て
漠
風
漸
-
東
浦
に
漬
-
q

と
あ
る
｡
所
で
右
に
見
え
る
龍
門
練
兵
楊
彦
迫
の
渡
南
以
南

の

履
歴
に
つ
S
て
は
中
国
側
史
料
に
放
て
も
殆
ん
ど
見
え
ぬ
が
､

た
だ
清
朝
聖
組
要
録
'鹿
願
十
六
年

(
1
6
7
7
)
十
二
月
等
亥

保
､
贋
東

｡
贋
酉
総
督
金
光
組
の
疏
報
の
中
に

｢
海
道
楊
彦
辿

に
は

妙
義
を
糾
集
し
､
爽
か
に
欽
州
を
犯
す
.
遊
撃
劉
士
貴
､
兵
を

率
ゐ
て
賊
衆
を
迫
穀
す
｡

叉
遊
撃
高
藤
臣
∵
参
牌
醇
保
と
禽
同

¢

し
撃
っ
て
道
真
を
敗
Ja
J
斬
殺
す
ご
と
甚
だ
多
L
L
と
あ
り

､'･

営
噂
S
.貴
通
は
恐
ら
く
欽
州
龍
門
鱒
方
南
を
本
接
と
す
る
涯
賊

と
も
て
清
軍
に
斌
続
を
蹟
け
て
ゐ
た
も
の
で
な
S
か
と
恩
ふ
｡
Z

併
し
彼
等
の
抵
抗
も
重
し
-
附
近
高
雷
廉
地
方
の
海
賊
陳
上
川

等
4
).共
催
塵
下
の
兵
衆
~
戦
艦
を
率
ゐ
て
南
洋
方
面
に
新
天
地

を
求
め
て
出
磯
J
･･･h
LI
ラ
ン
海
口
に
投
錨
し
虞
覇
王
院
氏
に
封

も
'
殊
更
に
明
牌
を
解
し
て
仕
官
を
求
め
た
も
の
と
考

へ
ら
れ

る
｡

r
督
時
速
和

･
美
鰍
を
含
む
棄
浦
地
方
は
も
と
よ
-
未
だ
展
晩

国
の
版
擬
で
あ
っ
た
.
今

メ
イ
ボ
ン
の
安
甫
園
近
代
史
に
よ

や

て
略
述
す
る
に
,｢
D
o
ng
･n
a
i
(
同
蛇
-
連
和
).㌧
嘗

i･x
uI

(-
P
a
ri
a婆
地
)
地
方
に
は

十
七
世
紀
夙
に
安
商
人
の
植
民
地

が
瀧
来
て
居
少
二

六
五
八
年
に
は
虞
臓
王
An
g

C

h
an
(場
蔵
)

が
安
帝
と
の
国
境
を
併
し
た
と
い
ふ
口
資
に
は
少

､
鋲
連
常
の

軍
が
M
8i･x
u
i
地
方
を
占
領
し
A
n
g
C
h
a
n
を

一
時
捕
虜
と
す

る
等
の
こ
と
も
あ
っ
た
.
こ
の
後
An

g
Chan
の
克
弟

Sorと

T

an
と
が
起
っ
て
安
商
人
を
車
返
し
た
が
'
〓
ハ
七
二
年
に
勃

襲
せ
る
展
晩
の
内
乱
は
再
び
安
南
側
に
干
渉
を
許
す
こ
と
と
な

‥っ
た
?
即
ち
乳
に
際
.J
て

T

qn
は
安
南
側
に
避
難
所
を
求
め

購 ニー
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た
が
'内
乱
で
殺
さ
れ
た
S
orの
長
子
C
h
iが
王
位
に
即
Y
や
安

南
軍
は
S
ai
･g
o
n,択
am
p
o
tT
p
n
om
･p

enh等
の
諸
城
を
占
領

E

L
T
an
の
替
導
で
C
h
i
の
都
O
u
･d
8n
g
に
攻
め
入
ら
た
｡
C
h
i

は
財
賓
を
持
し
軍
を
率
ゐ
て
逃
れ
か
-
て
虞
臓
は
二
分
し
た

が
'
二
年
の
後

T
an
は
死
L
tそ
の
養
子

(Tanの
甥
)
りす
n
が

H
i
かPVu
･o
n
g
(阪
両
瀕
)の
承
認
の
下
空

重

と
な
り
S
?i･gon

把
治
し
'･
叉

O
u
Jd
bhg
_に
は
S
or
王
の
他
の
息
(C
h
iの
兄
弟

P

rea
A
n
g
S
or)
が
第

1
玉
(正
王
)

と
な
か
共
に
順
化
の
領
畠

(
院
氏
)
に
朝
貢
し
た
O
併
し

)
六
七
.九
年
に
室

少
No
n
の
従

兄
弟

AngS
orは
シ
ャ
ム
の
援
助
に
よ
-

Nonに
勝
利
を
得
､

⑨

N
o
n

は
ま
た
安
南
側
に
逃
れ
る
と
と
に
な
っ
た
｡
L
t
Jあ
る
O

陸
兵
は
楊
彦
池
等
の
言
語
風
俗
の
相
違
の
外
､
そ
の
来
意
に

◎

も
輿
ひ
を
懐
い
た
も
の
の
如
-
､

た
ま
た
ま
右
の
虞
臓
園
内
の

あ
-
さ
ま
に
乗
じ
'彼
等
を
そ
.の
嘉
党
地
方
に
屯
居
せ
し
め
'鉾
.

兜
を
虞
臓
に
向
は
し
め
る
と
共
に
､
同
方
面
の
沃
野
の
開
拓
を

行
は
し
め
.
贋
商
圏
の
南
方
畿
展
に
利
用
し
よ
う
と
考

へ
た
も

の
と
思
は
れ
る
｡
美
鍬
･
連
和
等
に
定
着
後
の
彼
等
が
未
開
地

の
関
数
に
努
め
た
こ
と
は
上
引
基
線
の
文
に
一よ
.つ
て
も
察
せ
ら

れ
'
そ
の
開
敬
と
生
産
の
向
上
は
新
た
に
華
僑
商
人
等
の
渡
来

を
促
し
相
場
ペ
て
同
地
方
に
卑
抄
る
彼
等
の
確
固
た
る
地
盤
を

築
-
に
室
つ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡

芙
鰍
駐
屯
の
副
将
黄
進
は
や
が
て
主
婦
楊
彦
過
を
殺
し
､
由

ら
龍
門

の衆
を
統
べ
､
屯
所
を
推
奨

(
-1
建
和
)
に
移
し
､
城

壁
を
構
築
し
､
大
砲
を
鋳
造
し
.
戟
胎
を
建
造
し
兵
を
以
て
展

職
園
の
俊
略
を
行
ふ
に
至
っ
た
㌍

虞
臓
正
国
王
摩
秋
雲
eac昏

A
p
g
S
or)
は
之
を
怨
句

安
帝

へ
の
貢
を
絶
ち
.
備

へ
を
囲

め
た
が
､
柴
根
の
〓
主
産
赦

(W
o
n
)
が
之
等
の
次
第
を
鏡
遼

晋
に
報
ず
る
に
及
び
遜
催
贋
南
の
封
虞
鳳
征
伐
が
行
は
れ
る
Ig

⑲

至
っ
た
の
で
あ
る
O
こ
の
役
に
於
て
贋
南
側
で
僧
党
ヴ
謀
適
用

･ひ
て
薮
意
の
測
-
難
小
黄
進
を
施
し
､
,そ
の
率
ゐ
る
龍
門
の
飴

衆
を
招
撫
し
彼
等
宜
も
と
の
高
志

E
･
廉
の
滞
陳
上
川
に
統
べ

⑪

し
め
~
発
揮

TUして
封
虞
職
戦
に
従
軍
せ
し
め
た
が
､
か
か
古

事
茸
は
明
か
収
玩
氏
の
軍
事
上
に
お
け
る
華
僑
の
利
用
で
あ
る⑳

と
冨
払
得
る
｡
展
臓
二
王
轍
は
そ
の
後
間
も
な
-
死
ん
だ
が
阪

氏
警

れ
を
箸

に
.も
は
や
柴
根
王
を
任
命
せ
新

富

等
を
･

紋
寵
し
て
積
極
的
に
展
晩
発
城
の
安
南
領
土
化
を
は
か
る
と
と

そ
な
つ
兜
.
即
ち
､
選
録
懇
七
鮮
宗

(
-
陳
｣帽
凋
)
戊
申
七

年
(
T･1奄
9
8
)
二
月
債
紅
'

.q′4欝.井



382

初
め
て
嘉
定
府
を
澄
-
o
溌
卒
院
有
鏡

匪

命

じ
､
虞
臓
を
摩

∴
略
せ
し
め
‥

棄
浦
の
地
を
分
ち
て
鹿
野
の
虚
を
以
三
相
隆
額

と
為
し
'
鏡
遼
営
,(今
の
遵
和
)
を
建
て
､
紫
根
の
虚
は
新

平
願
と
為
し
藩
鋲
哲

(
今
の
第
億
)

を
建
つ
.
馨
に
は
冬
･̂

留
守
･該
簿

･
記
録
及
び
般
水
歩
奇
隊
の
精
兵
廃
兵
を
設
け
､

.
地
家
斥
-
こ
と
千
里
､
戸
を
得
る
こ
と
四
寓
を
遜
ゆ
｡
カ
も

布
政

(横
平

Q
uan
g
Ibinh
)
以
南

の
流
民
を
招
暮
し
て
瀕

て
之
を
質
し
､
敢

･
村

･
坊

･
邑
を
設
け
'弟
分
を
直
別
L
t

H
土
を
開
墾
し
､
租

･
庸
税
例
を
定
め
.
丁
凹
簿
籍
を
凍
修

.す
｡

と
か
り
.
サ

イ
ゴ
ン
地
方
の
重

商
領
土
化
は
こ
と
､に
由
ま
省

華

同
地
方
の
開
牽
と
共
に
来
任
の
華
僑
属
人
に
封
し
て
は
同

じ
-
寛
錬
に
つ
づ
い
て
､

慧

完

商
し
て
萱

に
居
る
者
を
撃

要

U@
%
河
警

焦
し
.
薄
暮
に
居
る
者
は
立
て
て
明
香
紅
と
為
す
｡-
雇
に
於

七
済
南
の
居
人
悉
-
舶
戸
と
な
る
｡

.

と
あ

っ

て
､
彼
等
も
ま
た
安
甫
籍
に
編
入
さ
れ
た
も
の
の
､
地

域
毎
に
安
帝
人
と
は
別
個
の
配
を
建
て
t
あ
て
ゐ
､渇
七
と
華

･

箆
寮
す
べ
き
で
あ
る
?
兎
息
角
､
嘉
尭
地
方
債
せ
七
准
紀
楊
彦

鰻
等
華
僑
の
薬
園
的
乗
任
以
僻
へ
1J.
既
に
安
商
人
が
入
植
L
t

安
南
の
勢
力
が
頓
町
加
は
少
つ
う
あ
つ
た
が
t
を
打
開
豪
と
穿

甫
領
土
化
の
過
程
に
は
準
備
の
力
が
輿
.〇
て
方
あ
っ
た
こ

と
ば

上
越
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
わ
で
あ
り
t
y両
も
之
は
除
氏
の
華

僑
利
用
方
針
に
よ
る
所
が
大
で
あ
る
占
い
は
ね
は
な
ら
ぬ
1
除

民
が
龍
門
等
の
輩
僑
将
兵
を
用
ひ
る
軍
と
は
以
後
も
引
横
S
て

1

見
ら
れ
.
た
と
へ
は
そ
の
儀
虞
猟
置
軟
の
反
す
る
や
'
龍
門
の

滑
兵
が
陳
上
川
の
統
率
の
下
に
征
に
参
加
し
J
酸
と
連
戦
し
耳
.

■
㊥

哲
之
に
勝
つ
舞
と
各
る
如
き
或
ひ
は
陳
稀
潜
時
代
､
ヲ
オ
ス
入

::銅

.1':.:lBJ:...7.1'7的
,:i75-t,I.:･i
,i.:.t絹
.:.;:.E.I(fj
:'7'i
.;.?
..:附
'O
''塁

rFiJLi.,,i･:,

曹
こ
れ
で
あ
る
｡
属
も
角
陳
上
川
.-
大
濠
の
父
子
妊
特
乾
封
盛

儀
の
贋
に
於
て
阪
氏
に
最
も
貢
献
し
挺
の
で
あ
っ
て
､宣

れ
心

ILL

境
の
河
僧

(H
a･ti
en)の
華
僑
鄭
氏
と
葵
催
玩
氏
と
華
僑
主
や

関
係
史
上
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
布
衣
で
あ
る
.
..

_軸･一一

三

,

T

.-
､

陳
氏
と
の
幽
係
よ
./
嘉
定
の
華
僑
に
爽
5
.で
重
要
な
の
は
河

積
の
華
僑
郡
民
で
あ
る
｡鄭
民
の
組
鄭
畝
は
大
南
列
博
前
編
(
以

後
｢
列
停
｣
4
1窮
す
TL:.巻
六
鄭
畝
傍
)
転
亭
れ
ば
､
廃

棄
省
雷
弼



銘3

笛

身
で
'
鴫

の
亡
ぶ
嘉

に
警

留
め
飢
薄
雪

逃
れ
孟

@

財

に
投
じ
て
そ
の
屋
牙

と
な
り
'同
園
の
柴

末

府
'即
ち
河
借
地

′11.

⑲

方
に
諸
囲
む
商
人
が
捧
集
す
る
抄
を
見
て
芳
城

に居
を
移
し
､

そ
こ
に
賭
博
場
を
設
け
て
税
を
征
し
､
叉
坑
銀
に
よ
っ
て
顔
か

に
富
を
致
し
た
｡
よ
っ
て
流
民
を
附
近
の
諸
地
方
よ
り
集
め
て

七
敢
村
を
建
て
開
拓
に
常
ら
せ
た
と
あ
旦

そ
の
後
シ
ャ
ム
等

の
侵
入
を
被
少

1
時
同
国
に
速
ら
れ
た
が
'
こ
の
苦
き
経
験
比

も
は
や
虞
艶
の
頼
む
に
足
ら
な
S
こ
そ
を
知
ら
し
め
た
と
見
る

I

ぺ
-
.
使
節
を
贋
帝
王
院
民
の̀
も
と
に
族
も
て
上
表
し
て
河
層

の
長
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
溌
O
蓋
し
鄭
玖
-fytし
て
は
擬
氏
の
勢

力
が
日
に
加
は
る
の
を
見
て
新
た
な
る
保
護
者
と
t
て
阪
氏
を

求
め
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
.
所
で
郁
款
の
駈
韓
へ
の
蹄
附
の
.

年
次
に
つ
S
て
は
足
線
等
の
一
七
〇
八
年
詮
､
雇
定
城
遺
志
等

の
11
七
1
四
年
詮
そ
の
他

一
七
二
四
年
詮
も
あ
せ
､
明
か
で
な

,s
o
併
し
シ
ャ
ム
側
の
事
情
か
ら
考
れ
ば
少
ぐ
も

一
七

山
七
年

⑳

よ
り
後
jJ
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
S
で
あ
ら
う

.

玩
氏
は
昔
時
未

√

だ
河
憶
方
面
に
迄
そ
の
勢
力
が
及
ん
で
ゐ
恵
か
つ
た
の
雪

嶺

切
掛
附
を
歓
迎
し
た
と
見
る
べ
-
.
同
地
を
阿
倍
鏡
と
な
し
そ

の
版
園
に
編
入
し
､
鄭
畝
を
河
僧
級
兵
と
し
て
､.
そ
の
自
給
を

許
し
た
｡
,.癖

も
都
民
が
院
氏
と
よ
-
深
S
静
係
を
有
っ
た
至
っ

た
..Q
は
炎
の
鄭
天
賜
時
代
で
あ
る
q

I

･
鄭
玖
は
7
七
三
五
年
死
去
し
~
璽
年
子
の
天
賜
が
河
億
錦
都

督
と
な
っ
た
が
､
阪
氏
姓
被
に
龍
解
糖
三
蝉
を
輿

へ
'
胎
貨
托

潜
す
る
税
例
を
特
発
し
､
毎
年
出
拝
し
て
潰
物
を
授
賞
し
上
過

せ
し
か
､
叉
特
に
鋳
鏡
局
を
開
い
て
貿
易
を
通
ぜ
し
め
た
と
あ

㊨空

.河
倍
の
貿
易
港
的
性
格
よ
り
､右
の
如
き
諸
特
樺
を
彼
に
蹴

奏
し
て
玩
氏
の
烏
に
利
を
は
か
ら
L
掛
紅
と
考

へ
ら
れ
る
｡
式

揚
が
の
ち
人
を
遺
し
て
龍
牌
胎
に
乗
や
'永
火
金
岡
餌

･
他
項
･

西
洋
大
寒

･
五
色
艶
鵡

･
聾
席

･
洋
布
等
の
譜
品
物
を
滑
ら
し

⑳

七
上
進
せ
し
め
'
藁
葺
を
被
っ
た
と
S
ふ
如
き
､
右
の
食
物
上

進
の
著
し
.い
例
で
あ
る
が
､
天
脇
が
阿
倍
地
方
の
事
賓
上
の
額

章

と
し
て
管
下
の
泳
安
を
推
持
し
､
特
に
陳
氏
の
鳥
に
そ
の
轟

土
撰
大
に
貢
献
し
た
こ
と
に
つ
S
て
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
｡

即
ち
天
賜
が
陳
氏
の
許
可
6)下
に
徳
庵
を
瞳
き
､
単
位
を
訓
練

し
'
簸
塗
を
起
し
､
碑
市
を
廉
め
た
こ
と
は
諸
寄
に
見
え
る
僻

で
あ
る
が
'
飯
は
一
七
三
九
年
春
の
展
観
歴
盆
の
河
僧
攻
撃
に

㊨

際
し
､
よ
-
之
を
牽
過
し
て
勝
利
を
博
し
た
の
む
始
め
､
特
に

や
七
重

ハ
年
､
摩
南
軍
の
酵
伐
を
被
妙
河
健
に
逃
れ
蘇
っ
た
展

_,,敬 一



盛i

一

晩
王
匿
原

産

鹿
瀬

An
g
S.n
gu.n)
を
し
て
尋
奔

(官
･

dan)
常
態

(Loi･1aP)二
府
の
地
を
阪
氏
に
割
譲
せ
し
め
た
に

⑳

っ
つ
き
､
翌
年
ま
を
異
腹
匿
尊
(
An

偶
T
o
n
g
宮
原
の
族
叔
匠

潤
の
子
)
が
内
証
に
よ
-
河
億
に
逃
亡
す

る
や
､
彼
の
鳥
に
凝

氏
の
封
王
を
斡
旋
L
t
そ
の
天
賜

へ
割
譲
し
た
芹
勧
(K
a
m
p
ot)

等
五
府
の

地
を
匪
氏
に
献
じ
て
そ
の
版
画
の
蹟
大
に
壷
し
た
の

@

･

で
あ
る

｡

な

ほ
そ
の
他
管
下
に
蜂
起
の
陸
海
諸
賊
の
勧
蕩
鼠
塵

毎

に
も
度

Ĵ
功
を
樹
て
､
た
と
へ
ば
涯
匪
徳
な
る
も
の
の
訣
滅

(
1
7
4
7
)
潮
州
人
陳
太
等
叛
徒
の
勧
蕩

(1
7
6
9
)
吏

命

に
阿
倍
の
逃
兵
等
の
襲
撃
撃
退

(
1
7
7
0
)
等
功
績
穎
署
長

も
打
が
あ
る
.
河
倍
は
こ
の
後

一
七
七

1
年
に
至
?
'
シ
ャ
ム

車

の
攻
撃
に
ょ
-
衆
寡
敵
せ
ず
城
陥
り
､
天
賜
は
鏡
江
に
逃
れ

た
が
､

1
方
阪
氏
も
西
山
の
乳
の
勃
敬
に
よ
-
俄
か
に
危
敗
に

ー瀬
し
液
の
で
あ
る
.､
両
も
こ
の
時
に
常
つ
て
郡
民
&
.な
は
人
を

㊨

逢
し
て
軍
鯛
を
院
氏
に
供
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
華
僑
鄭
氏
と
院

氏
と
の
深
い
関
係
を
示
す
も
の
で
注
意
す
べ
き
.で
あ
る
?

L

四

･
以
上
は
匪
氏
と
主
要
な
華
僑

と
の
関
係
に
つ
い
て
蓮
べ
た

か
､
院
氏
が
夙
に
華
僑
利
用
の
意
尚
を
有
し
､
匪
土
の
開
敬
､

野
外
貿
易
､
は
た
ま
夜
虞
職
に
野
す
る
軍
事
方
面
に
葦
で
'彼
等

を
利
用

し
,た
之
と
は
右
に
T
i
つ
て
略

主
知
歩
得
ら
れ
る
所
で
あ

る
O
な
惟
こ
の
外
､
院
福
凋
時
代
､
国
書

･
貢
晶
を
斎
ら
し
て

康
翠
に
赴
き
清
朝
に
封
を
求
め
し
め
た
黄
辰

･
輿
徹
は
在
留
華

㊥

債
と
認
め
ら
れ

'

ま
た
同
じ
-
院
宿
凋
空

事

五
年
'泰
常
宿
轟

各
人
碩

嘗

し
て
中
農

琴

に
琶

諒
山
閲
よ
え

っ

⑳

.て
北
河
の
虚
茸
を
探
ら
し
.め
た
と
い
ふ
如
き
.
ま
た
陳
氏
が
華

僑
の
特
性
に
乗
じ
て
′こ
れ
を
利
用
せ
ん
,AJL
.た
こ
と
を
示
す
事

例
で
あ
る
｡併
し
阪
氏
の
か
か
る
華
僑
利
用
の
平
面
'既
串
に
よ

っ
て
見
る
如
-
､
彼
等
に
相
昔
の
月
由
を
輿

へ
必
要
に
慮
じ
て

諸
種
の
特
典
を
も
賦
興
し
て
ゐ
る
こ

と
も
併
せ
考

へ
ね
は
な
ら

め
.
偽
性
定
録
に
よ
れ
ば
陳
氏
は
鎖
遵
皆
を
襲
つ
垂
帽
達
筆
商

卒
文
光
等
五
十
七
人
に
封
⊥
て
'
を
の
捕
縛
後
彼
等
が
華
人
抱

㊥

る
の
故
を
以
て
加
殊
を
宥
恕
し
た
と
小
は
れ
る
動
き
､
華
僑
に

嘗
す
る
寛
大
さ
を
示
す
も
の
と
5
時
ね
は
な
ら
ぬ
O
然
ら
ば
首

席
北
方
大
越
を
賛
質
上
支
配
し
た
鄭
氏
の
封
聾
僑
方
針
放
如
何

で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
｡

都
民
の
封
華
僑
方
針
の
鹿
初
に
う
か
が
は
れ
る
も
の
は
大
越

史
記
全
書
の
費
潮
玄
采
景
拾
元
年

(
.巧
や
6
溜
)
八
月
債
に
､
,

･_飴 ･ヰ



く†亭野

各
魔
の
承
司
を
し
て
庵
内
の
民
を
察
し
､
外
囲
客
人
の
寓
居
tJ

す
る
審
あ
ら
ぼ
'
各

i
顛
し
て
以
て
開
し
､
宜
し
き
に
随
っ

て
匿
魔

王

以
て
殊
俗
を
別
た
し
む
｡

封

あ
る
も
の
で
あ
る
O
所
で
こ
の
･r
外
国
客
壬

.は
播
清
簡
等

一
の
編
纂
に
か
か
る
欽
定
越
史
通
鑑
綱
目

(
以
下

｢
綱
目
｣
と
辞

す
)
巻
三
三
に
よ
れ
ば

｢
静
菌
客
人
｣
と
心
､
右
を
華
僑
の
み
.

に
封
す
る
令
と
解
し
て
ゐ
る
が
如
何
で
あ
ら
う
か
.
併
し
乍
ら
･

常
時
は
明
清
鼎
革
の
直
後
で
あ
-
､
南
支
の
動
乱
未
だ
収
ま
ら
一

ぬ
状
勢
な
れ
ば
､
難
を
避
け
て
大
越
境
内
に
流
入
の
華
人
も
多
､

メ

か
る
べ
-
､
鄭
氏
は
之
に
封
し
て
か
か
る
手
段
を
と
っ
た
も
の

と
見
る
べ
き
で
,.
少
-
も
華
僑
.&
右
心
主
要
な
封
象
で
あ
っ
準

こ
と
は
疑
を
容
れ
な
S
｡

さ
て
右
に
よ
っ
て
輩
借
に
封
す
る
層
位
制
限
が
施
行
せ
ら
れ

安
南
人
i
jの
難
庭
が
禁
止
せ
ら
れ
た
が
､
次
に
現
は
れ
る
の
が
･

綱
目

(
正
編
懇
三
四
)
熊
宗
革
新
十
七
年

(
1
6
9
6
)
七
月
ノ

鹿

に
見
え
る
改
俗
令
で
あ
る
｡
即
ち
､

rH

,厳
に
北
人
の
釆
寓
者
を
窮
め
て
一
に
囲
俗
に
蓮
は
し
む
.
清

人
-
て
中
歯
に
.帝
た
り
て
ま
や

薙
髪
短
衣
T

l
に
鮪
洲
め
故
,

-智
を
守
少
1
宋
明
の
衣
冠
超
俗
∵
之
が
篤
に
轟
然
た
旦

卦

･
商
の
往
来
日
久
し
-
､
国
人
亦
倣
ふ
者
あ
り
｡
乃
ち
厳
に
諸

:I

北
大
の
我
国
に
籍
す
る
者
を
鮪
掛
て
言
語
衣
服

)
に
囲
俗
佐

･蓮
は
し
む
.

･

i

と
お
･S{

文
中
北
人
十･
北
南
は
S
ふ
ま
で
も
な
ぐ
華
人
重
商
を
･

揺
す
.
周
知
の
如
-
安
南
は
苗
-
よ
-
漢
文
化
を
擁
取
し
､
之
､

を
尊
敬
す
る
寅
特
が
強
か
つ
充
か
ら
､
鄭
氏
が
滞
清
の
風
俗
に
･:

封
も
嫌
恵
.の
気
持
を
も
′つ
た
と
と
は
疑
ひ
な
い
が
､
兎
も
角
華

僑
に
封
す
る
右
の
如
き
改
俗
令
の
畿
布
は
彼
等
に
封
す
る
】
率
い

の
自
由
束
縛
を
意
味
す
る
こ
七
は
勿
論
で
あ
る
.
な
腔
右
主
喝
.

時
に
嘩
借
の
都
城

へ
の
出
入
の
自
由
姦

止
し
掌

と
も
豊

ふ

す
べ
-
､
之
ま
た
華
僑
に
封
す
る
束
縛
で
あ
る
と
溝
は
言
を
倹
∴

た
な
い
｡

･

輩
傍
に
封
す
る
制
限
は
や
が
て
銀
山
方
面
に
も
及
ん
だ
｡
北
エ‥

部
東
京
山
地
帯
の
鏡
山
は
鄭
民
時
代
に
入
り
次
第
に
開
教
が
加

へ
も
れ
た
が
､
そ
の
探
鎖
に
旺
土
人
の
外
t
l特
に
華
僑
が
多
.～

雇
傭
さ
れ
た
O
こ
れ
は
あ
-
迄
郷
里
に
執
着
し
遠
く
登
鞄
に
琴

く
の
を
貯
ま
な
S
安
南
人
め
滑
極
的
性
格
と
｣
こ
れ
封
す
る
華

ii品 ii

･借
の
蓄
財
の
痕

い
意
慾
に
裏
づ
け
ら
れ
た
そ
の
積
極
性
の
然
ら
1I

し
め
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
が
､

そ
の
集
居
と
牢
固
の
棉
襲
‥-

ニL:



386

㊨は
却
っ
て
治
安
豪
啓
す
る
お
そ
れ
が
溝
･E
;
･
や
が
で
各
錦
場
の

人
員
を
制
限
す
る
こ
と
に
.な
っ
た
の
で
あ
る
｡･即
ち

｢
綱
目
｣

裕
宗
∵
水
盛
十
三
年

(
1
7
1
7
)
十
二
月
債
に
､

I

諸
鐘
の
鏡
場
制
限
を
定
む
o
L各
銭
の
金

･
銀

･
銅

･
錫
の
諸

.
塵
多
-
爵
人
を
募
り
て
掘
探
す
｡.
群
集
日
に
衆
-
､
他
愛
を

生
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
､
乃
ち
例
を
定
む
.
.盤
健
多
き
者
些
二

盲
人
､
女

な
る
考

盲

､
少
な
る
者

二
｡
'
数
を
過
ぐ
る
を

得
る
な
か
れ
.
是
に
於
て
磯
場
に
始
め
て
制
限
あ
･sl
.

と
あ
r少
､
餌
場
人
貞
の
制
限
立
S
ふ
も
の
の
革
質
上
華
僑
雇
傭

｢

人
月
.Q
制
限
で
あ
る
｡

併
し
乍
ら
之
等
の
諸
制
限
も
飴
畑
徹
底
し
な
か
っ
た
か
､
後

に
至
っ
て
弛
緩
し
た
か
､
兎
も
角
､
景
興
時
代
.に
入
り
華
僑
に

響

る
之
等
の
制
限
抑
壁
が
再
び
加

へ
ら
れ
.て
ゐ
る
抄
で
あ

る
.
党
づ
綱
目

(
正
編
巻
四
二
)
景
輿
二
十
五
年
,T

J
6
4
)

七
円
保
宰
よ
れ
ば
､

:
～.r
,.iy

ん

申
ね
て
北
商
に
禁
じ
難
鹿
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
｡是
よ
㊨
先
｣

北
商
の
投
木
版
棄
は
た
だ
安
虞
の
雲
屯

･
寓
寧
及
び
丸
安
の

芳
醇

･
禽
統

･
初
口
に
於
て
せ
し
め
:鹿
任
す
る
や
､民
と
雑

､虚
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
?
と
き
紅
高
率
の
民
､
洗
亡
す
る
多

-
'戎
ひ
は
虚
に
乗
じ
て
寓
す
る
有
り
｡及
び
永
代

･
潮
目
に

∵
於
て
舗
店
を
閲
張
す
る
多
し
｡
轟
に
於
て
感
官
を
し
て
所
在
‥

に
勧
め
て
沖
造
出
境
せ
し
め
､巷
に
幼
少

之
を
直
別
せ
し
む
･&

I.tyあ
っ
て
∵
再
び
華
僑
の
雑
虞
集
止
を
令
し
た
が
､
つ
づ
い
て

向
三
十
二
二

二
両
年
に
も
琴
も
清
A

･
仙
南
緒
地
方
に
令

を
下

㊧

も
て
垂
席
の
奔
塵
厳
禁
を
愈
じ
て
ゐ
,冬
め
を
見
毛

な
腔
錦
撃

に
つ
い
て
も
､
制
限
は
守
ら
れ
孜
か
つ
喪
か
､
依
然
と
し
て
簸

垂

は
著
し
か
つ

た
如
-
.
遮
に
景
輿
二
十
八
年

(1
㌢
6
7
)
㌔

東
重
り
'
阪
廷
訓

･
呉
仕
等
を
治

しセ
兵
を
率
ゐ
一㌧太
原
の
速
星

･
㊥

鹿

に
赴
き
華
僑
を
適
宜
撫
勘
す
る
を
命
ず
る
に
至
っ
た

了た
ま

た
ま
鄭
榎
の
死
に
よ
っ
′て
こ
の
七
と
披
中
止
と
,な
つ
滋
が
上
越

華
僑
の
雑
居
香
奈
と
粕
慎
也
て
常
時
に
あ
け
る
鄭
氏
の
華
僑
断

挺
方
針
を
う
か
が
ふ
こ
と
が
出
来
る
.
.Ju

さ

♂

言
以
上
鄭
氏
の
輩
債
に
封
す
る
制
限
.
抑
輿
に
つ
い
て
述
べ
た

･如
∵
こ
の
他
鄭
柾
が
特
に
華
僑
に
封
す
る
増
税
を
待
っ
た
と
い

ふ
如
き
基

借
覧

の
事
例
に
拳
i
,
Y
き
も
の
で
あ
ら
殉
｡

薯

す
る
に
鄭
氏
は
終
始
華
僑
抑
鷹
の
方
針
を
持
し
た
こ
と
が
明
か

で
'
院
氏
の
如
く
之
を
利
用
せ
ん
と
し
た
如
き
記
録
は
垂
-
鬼

∴

雷
ら
な
い
.の
で
あ
る
｡
,

I 磯 _
iコ_つ



･患

然
ら
ば
有
の
如
き
匪

卜
鄭
両
氏
の
封
華
僑
方
針
α
相
箆
は
何

に
因
る
も
の
で
あ
ら
う
わ
O.
贋
南
国
は
そ
の
は
じ
め
~
匪
溝
が

喉
化
･旗
南
地
方
を
領
し
た
頃
は
国
土
は
教
小
､
人
EI
ま
潅
稀
少

で
あ
わ
､
チ
ャ
ン
バ
飲
薬
の
騒
乱
■あ
る
上
'某
氏
徒
薮
の
反
続
が
.

見
ら
れ
､
殆
宣
,ど
弼
立
園
た
る
べ
き
見
込
は
な
か
.っ
た
の
で
あ

る
･｡
さ
れ
ば
こ
そ
競
尊
者
郵
槍
も
医
溝
の
順
贋
行
抵
同
意
を
輿

へ
奥
の
で
あ
っ
て
'
夷
氏

一
派
の
順
贋
僚
冠
は
概
ね
洪
稿
元
年

J

㊥

(

1
5
7
2
)
の
そ
れ
を
最
後
に
見
ら
れ
な
-
な
っ
た
が
チ
ャ
･

ン
パ
の
夜
乱
は
そ
の
後
に
於
て
も

.
繰
-
返
さ
れ
7
滴
も
囲
家
の

基
礎
漸
-
固
ま
る
と
共
に
､.
北
方
都
民
と
の
関
係
が
恵
化
し
て

速
に
今

の
庶
平
省
方
面
を
舞
茎
に
両
軍
の
凝
固
が
開
始
さ
れ
た

(
1
6
2
tT
)
t

と
は
既
に
知
ら
る
る
断
で
凄
る
O
贋
商
圏
の

囲
土
贋
大
､
人
七
の
精
1
増
加
を
致
し
た
の
は
履
年
今

竪

父
祉

真
部
を
版
層
に
牧
満
て
以
後
.a
こ
と
で
あ
言

∵
撫
遭
難
儀

(奄
吾

に
見
え
る
果
せ
葬
の
｢
静
銀
二
十

1
割
｣
･･..Q
中
b{
.:

発
君
字
を
啓
き
て
よ
少
､鞄
傭
教
-
､屈
傭
稀
な
Q
.
南
東
偉

(

メ
,

璽
新
党
･,a
地
有
ら
ず
｡
北
蘭
横
山
切
替
有
り
.
･T･.･,.･今
天
下

承
平
日
久
L
y
.'地
鷹
1
.小束
零
-
､
穀
を
生
す
る
の
土
は
巳

に
轟
く
優
し
､山
浬
の
利
は
己
に
轟
-
出
づ
｡如
去
る
把
嘉
慮一

,
龍
湖
の
周
あ
p
O.
叉
天
災
皐
濠
の
挙
兵
な
し
｡

ニ

iJあ
の
る
は
如
上
の
事
情
を
樽

へ
て
偽
る
と
帝
す
る
こ
と
が
儲

乗
る
.
嘉
も
贋
南
地
方
は
苗
-
よ
-
糖
化
地
方
に
比
べ
て
収
入

口
税
収
共
に
豊
富
で
あ
っ
た
も
の
の
如
上

選
録

(魔

∵
)
蘇

ヽ

末
壬
寅
十
五
年

八

二
1
6
0
2
)
健
に
も
､
-
～

}

ヽ

贋
南
は
土
決
に
し
て
民
沸
-
､
物
菓
鱒
裕
税
課
の
入
る
斯
塀

I,
化
に
鋭
ぶ
れ
ば
最
も
多
L
と
潰
す
?

異
数
亦
大
牢
に
居
る
qJ.

等
と
あ
る
が
､
そ
れ
が
ト
ン
キ
ン
デ
ル
タ
地
帯
を
含
む
鄭
横

領
下
の
そ
れ
に
此
す
れ
ば
速
-
及
ば
な
か
っ
た
の
は
勿
論
で
あ

る
｡

さ
れ
ば
鄭
氏
と
の
封
抗
上
か
ら
も
舞
土
の
開
拓
と
封
外
質

易
の
戯
展
が
阪
氏
転
と
iSa
囲
勧
よ
や
最
も
緊
要
な
問
題
で
あ
や

た
｡
両
も
上
達
楊

･
陳
等
華
僑
兵
衆
の
勝
附
は
院
氏
の
望
む
葡

匪
開
拓
に
必
要
な
軍
事
的
経
癖
的
人
月
を
鍵
供
し
た
も
の
と
首

へ
､
河
億
の
鄭
氏
ま
た
阪
氏
一の
版
歯
の
横
大
と
封
外
貿
易
の
豪

-

族
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

1

J

な
ほ
封
外
貿
易
に
つ
S
て
は
早
-
選
録

(魔

一
)
太
組
十
草

年

(
T,i
5
7
､2
)
の
保
に
､

モ

是
時
速

(-
匪
演
)
鋲
に
泰
る
溝
と
十
除
年
････～
&
層
の
商

,jT-_#_† ､



錦8

.胎
湊
集
し
て
姪
に
一
大
都
倉
を
為
す
.

と
あ
や
､
こ
れ
妊
頗
氏
が
墳
南
を
領
す
る
に
至
っ
て
程
な
き
頃

で
あ
る
が
､
常
時
既
に
贋
南
の
フ
ェ
フ
ォ
に
は
諸
国
の
商
船
が

湊
集
し
盛
況
を
豊
し
て
ゐ
た
こ
と
を
察

せ
し

む

る
も
の
が
あ

る
.
フ
ェ
フ
ォ
旺

P
ul
o
C
lam
と

T
o
u
ran
e

の

両
輝
け
よ

･り
出
入
す
る
こ
と
が
出
来
.
中
部
ア
ン
ナ
A
に
於
け
る
物
資
の

一

大
集
散
地
で
ぁ
サ
大
貿
易
場
で
あ
.つ
た
｡
撫
連
雑
録

(懇
四
)

に
脅
安
庸

(F
a
ifo
)
に
つ
い
て
､

騎
南
の
若
き
峰
百
貨
有
ち
ぎ
る
所
な
L
o諸
寄
邦
は
及
ぼ
す
.

凡
そ
升
幸

一
尊
盤

･
蹄
仁

･
贋
義

･
平
鹿
等
の
府
及
び
芽
荘

馨
の
出
だ
す
所
の
貨
物
は
永
陸
よ
り
胎
馬
に
て
営
倉
安
席
に

集
ま
る
.
㌧

,

･と
あ
る
が
∵
か
か
る
フ
ェ
フ
ォ
の
物
資
の
大
集
散
地
的
形
態
岐

早
-
か
ら
現
喋
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
.
院
氏
は
領
内
諸
港
に
於

､け
る
山
人
外
融
に
封
し
て
そ
の
賠
籍
に
よ
-
夫
J二

定
額
を
課

税
後
牧
し
牽
の
で
あ
っ
て
､
寛
録
に
は
歯
初
の
商
舶
税
例
と
し

⑳

て
攻

の
如
き
も
の
を
載
せ
て
ゐ
る
｡

･
.
I

上
海
船

到
枕
鏡
三
千
確

固
税
錬
三
首
藤

贋
乗
船

ク

銭
三
千
絡

ク

鏡
三
百
好

宿
建
般

(乗
は
南
の
誤
)

港
乗
船

酉
洋
船

I:価.i;:Ti.it:I.,,.:

謂

醇

〟〟〟d _ P

鏡
二
千
藤

銭
五
首
緒

践
八
千
締

銭
四
千
緒

グ

鱒
二
盲
帝
.

ク

鏡
五
十
蒋

汐

鏡
八
百
縛

ノ

ク

鏡
四
百
椿

錦
二
千
樽

､ク

鏡
二
石
碑

右
に
よ
れ
ば
回
税
即
ち
出
港
税
は
到
税
即
ち
入
姑
税
の
十
分
協

)
と
な
っ
て
ゐ
る
が
､
な
腔
入
港
商
船
紅
封
し
て
は
積
載
貨
物

を
検
査
し
て
紅
銅
等
の
特
殊
品
収
っ
い
て
疫
弼
占
的
に
買
上
げ

を
行
は
し
め
た
の
で
あ
っ
て
'
と
の
粉
査
に
際
し
て
貨
物
を
常

湊
す
る
者
は
虚
罰
し
般
貨
を
段
牧
し
ま
た
容
船
で
食
物
の
な
.3

⑳

も
の
は
入
港
を
許
さ
な
小
等
の
規
定
も
あ
っ
た
O
即
ち
院
氏
が

囲
初
よ
り
額
内
所
衣
の
貿
易
姑
を

利
用
し
商
舶
に
封
す
る
練

税
に
よ
り
収
益
を
あ
げ
ん
と
し
た
こ
TU
は
明
か
息
寄
算
で
あ
る

が
､
お

か
る
必
要
よ
り
轟
留
外
商
の
所
動
に
封
し
て
も
出
来
る

だ
け
自
由
を
許
し
､
外
舶
の
誘
致
に
努
め
た
と
み
る
べ
く
､
早

く
よ
り
7
ェ
ブ
オ
の
一
定
地
域
に
治
外
改
構
を
許
七
た
如
溝
も

こ
れ
を
物
蘇
る
も
の
皇
胃
払
得
る
.
両
も
泰
留
外
商
中
東
も
清

⑲

躍
し
た
の
は
華
僑
と
い
ふ
べ
-
､
従
っ
て
彼
等
に
封
し
て
或
程t4

度
の
自
由
を
認
め
､
寛
大
を
旨
と
し
た
己
と
は
尤
も
之
小
は
斡

一･′嘩 ｢



瀬9

ば
な
ら
ぬ
｡
な
は
既
述
鄭
天
賜
に
封
し
七
龍
牌
舵
を
輿

へ
胎
貨

枚
例
を
免
除
し
､
鏡
鏡
を
許
し
た
如
き
も
封
外
貿
易
上
に
於
捗

る
彼
の
地
位
能
力
に
期
待
し
た
烏
に
外
な
ら
な
S
.

以
上
は
院
氏
の
場
合
で
あ
る
が
鄭
氏
の
大
越
に
つ
い
て
い
へ

ば
､
同
園
は
土
地
肥
沃
'
人
口
鋼
密
な
常
謂
ト
ン
キ
ン
デ
ル

タ
地
帯
を
含
み
､
陳
氏
と
の
封
抗
上
敢

へ
て
華
僑
の
如
き
外
人

の
助
力
を
要
せ
ぬ
の
で
あ
る
O
た
だ
ト
y
キ
ン
方
面
綾
錦
山
多

-
.
鄭
民
時
代
に
入
っ
て
之
等
の
開
費
が
頻
少
に
行
は
れ
~
華

僑
が
多
-
こ
れ
に
雇
傭
さ
れ
麿
が
'
彼
等
の
集
居
寧
開
拓
よ
る

治
安
上
の
筈
は
大
で
や
が
て
制
限
抑
塵
に
捧
じ
た
上
之
は
既
述

の
通
り
で
あ
る
｡

か
-
の
如
-
大
越
に
於
て
は
虞
南
に
於
け
る
如
-
華
僑
の
助

力
を
要
せ
ね
が
､
そ
の
中
園
と
の
接
境
と
い
ふ
地
理
的
踊
係
は

尤
も
華
僑
に
封
し
瞥
戒
を
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
蓋
し
安
南

恐
喝
立
後
に
於
て
も
宋

･
元

･
帆
と
塵

朝

中
歯
の
侵
入
を
被

甥
'
安
南
側
と
し
て
は
軒
園
は
頗
る
警
戒
を
宴
す
る
隣
園
で
あ

っ
た
｡
従
っ
て
園
内
層
位
の
華
僑
の
活
動
に
制
限
束
縛
を
加
ふ

べ
き
は
勿
論
で
P
.前
述
の
居
住
地
制
限
等
も
主
原
因
姓
こ
れ
甲

あ
り
､
｢
約
月
｣
拡
稀

す
る

｢
風
俗
の
混
雑
｣
な
ど
は
む
し
ろ

㊧

二
次
的
な
も
の
せ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
.
況
ん
や
南
方
院
氏
と
の
′一

封
抗
の
状
勢
下
､
彼
等
の
行
動
に
厳
戒
を
加
ふ
べ
き
は
常
葉
で.

I

あ
る
｡
.そ
の
他
上
述
華
僑
の
錬
場
地
に
於
け
る
集
居
寧
闘

･
制

@

限
無
線
の
行
動
､
或
弘
は
安
帝
人
と
の
密
貿
易
等
も
ま
た
華
僑

抑
願
を
強
め
七
め
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

､
･

I

要
す
る
に
阪
民
は
郵
氏
と
の
寓
抗
上
そ
め
国
土
開
牽

･
封
外

貿
易
蓉
展
に
努
め
た
が
､
そ
の
必
要
上
華
僑
を
利
用
し
そ
の
助

力
を
待
ん
と
L
t
従
っ
て
彼
等
に
相
常
の
自
由
を
認
め
､寛
大
な

方
針
を
棒
T3
必
要
に
臆
じ
て
特
典
を
も
輿

へ
た
が
､
大
越
鄭
氏

盗

十債
の
助
力
を
要
せ
ぬ
の
み
な
ら
ず
申
&
･に
封
す
る
瞥
戒
､
W

華
僑
自
身
の
行
動
よ
り
そ
の
自
由
を
束
縛

･
制
限
し
､
抑
蟹
を

加
ぺ
る
方
針
を
と
つ
た
と
S
ひ
得
る
｡

一一常 ｢

六

以
上
席
南
王
院
氏
の
華
僑
と
め
関
係
､
就
中
そ
の
封
華
僑
方

針
に
就
い
て
述
べ
た
が
､
最
後
に
右
の
如
き
除
氏
の
方
針
が
同
''

地
方
華
僑
の
費
展
に
如
何
な
る
影
響
を

及
ぼ
せ
る
か
と
い
ふ
.

把
､
た
と
へ
は
西
山
の
乳
申
'院
文
鳥
の
命
に
よ
妙
素
足
在
任
拳

･

暦
の
寓
飴
人
が
兵
民
商
欝
を
諭
せ
す
殺
害
さ
れ
た
と
S
は
れ
濁

誓

っ
て
も
属
地
壷

備
蓄

の
有
様
が
察
せ
ら
れ
る
軸
･
畢
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た
寛
録
に
西
山
の
敵
中
済
南
の
悉
と
S
ふ
有
家
貸
借
寓
を
放
て

放
球
の
贋
南
院
氏
の
軍
を
助
け
､
篤
に
軍
勢
が
大
小
に
凝

つ

溌

と
あ
る
rfJ
･と
は
京
常
の
富
を
有
す
る
華
僑
大
商
人
の
存
在
を
う

⑭

か
が
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
｡
な
捻
除
隔
潤
時
代
華
僑
の
姓
.I

黄
な
る
君
'折
柄
の
銅
銭
欠
乏
に
際
L
r,西
洋
白
鉛
を
買
っ
て
儀

⑱

′

鏡
せ
ん
こ

と
を
献
言
し
院
氏
の
搾
用
す
る
新
主
な
つ
潅
如
き
､

僧
時
華
僑
が
贋
南
菌
の
挺
折
問
題
に
警

告
樺
を
有
す
る
地
位
に

あ
っ
た
こ
と
を
思
妹
し
め
る
.
こ
の
他
∵
都
民
が
河
倍
に
於
て

政
兵
南
棟
を
握
り
､
ま
た
貿
易
鋳
鐙
の
特
典
を
蹴
興
さ
れ
~
非

常
な
勢
力
を
有
し
て
ゐ
東
こ
漣
は
既
述
の
連
句
で
あ
る
｡
.
,

要
す
る
に
頗
南
国
に
於
て
は
相
常
顧
著
な
華
僑
の
華
厳
が
見

fD
れ
る
が
､
北
方
鄭
武
領
下
の
大
鹿
に
於
て
は
銀
場
等
に
於
げ
,

る
華
僑
の
敬
展
以
外
~
右
に
世
敵
す
べ
き
華
僑
の
大
怒
る
教
展

は
見
ら
れ
ぬ
磯
で
あ
る
O
尤
も
東
京
の
輿
安

(H
u
n
g･y
ep
)
9

如
き
も
常
時
の
華
僑
の
許
さ
れ
た
居
住
地
と
し
て
発
え
た
七
と

⑯

は
有
名
で
あ
る
が
､
線
じ
て
贋
南
の
如
き
華
僑
の
畿
展
は
な
く

叉
そ
の
勢
力
は
霧
か
つ
た
と
考

へ
も
れ
､
両
氏
の
封
華
僑
方
針

の
相
違
の
影
響
を
児
は
し
め
る
も
の
が
あ
る
･0.
併
し
乍
ら
庚
甫

歯
に
於
け
る
準
備
の
敬
展
に
つ
,S
て
は
院
氏
の
宙
針
以
外
に
:,:
･J
ノ

同
園
が
南
渥
航
路
の
襲
衛
に
位
し
､
華
僑
の
渡
来
並
び
に
貿
易

敢
動
に
便
利
で
あ
JS{
J
革
っ
東
通
利
便
'.
土
地
庚
大
'
地
味
豊

沃
の
交
艶
文
郵
め
平
野
を
希
し
､
毅
等
の
最
も
得
意
と
す
る
葡

巣
活
動
を
自
由
に
蓉
嘩
す
る
を
持
し
港
た
こ
と
か
大
き
な
田
子

と
し
て
つ
け
伽

へ
ら
名
べ
き
で
あ
ら
う
｡

･㌻

鼠

①

庚
南
国
の
稀
は
凍
坑
の
貿
易
商
人

iiii⊇ヨ
よ-

野始まつたと思はれ

-
古
｡
大
南
実
線
前
桁
巻
七
､
軒
素
手
午
十

一
年
五
月
依
託
に
も

㌔
Ì●

浄
舶
嘗
凍
帝
子
鹿
南
O
敵
将
我
籍
衆
南
国
｡

と
あ
る
｡

志
停
与

の
安
艶
焚
軌
は
虜
印
南
騒
地
方
を
輯
す
が
㌧

十
七
rSi
八
世
紀

∵
時
代
の
散
人
は
今
の
ア

y
ナ

ム
地
方
に
戯
し
て
こ
の
帝
密
な
し

た
｡
｢
交
馳
寒
都
｣
の
譜
の
斎
味
す
る
地
方
の
弊
遜
に
つ
い
て
ほ
1

I

A

urou88eau,
1
･
Si
r
le
l･o
i

d
e
C
.
c
li･,.ecl
i
ne･
(B･
E
･

F
.
F
..
0
.1
T
orne/
X
X
IV
.)
に
詳
し
･

③

鄭
慎
徳
は
轟
定
省
平
陽
願
明
細
敢
出
身
､
義
隆
七
冬

(
1
㌢
か

8
)
,よ
り
十

1
年
迄
と
､
阿
十
五
年
よ
り
明
命
元
年
(
1
8
G･
0
)

サヤ韓甘
i_

.
迄
の
間
.
嘉
宅
協
紙
鉄
面

賭
琴

で
あ
っ
潔

(
大
南
正
編
列
簡
轡

･
集
藤
十

一
参
照
)
藩
定
城
通
志
は
そ
の
折
命
年
間
の
作
で
あ
る
O

(
但
し
､
懐
徳
は
明
命
六
年
卒
｡
)

⑳

韓
a
y
b
o
l
,
C
h
,
,B
,
H
訂
to
i等

rP
&
er
Zlbd
tI
官

盲

一P.

d
.
A
g
a
皆
.P,ノ51
,
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@

i
b

id
.

㊥

嘉
駕
城
涜
志
に
臥
す
肝
は
略
々
同
じ
｡
但
し
､
基
線
が
大
束
己

0

宋
ノ三
十

一
年
正
月
に
敷
け
て
ゐ
る
に
封
L
t
泡
志
で
は
阿
己
未
三

十
二
年

(
遺
志
で
は
す
べ
て
即
位
年
よ
り
起
臥
し
寛
録
の
即
位
雷

0

0
.

何
様
で

(
費
)
照
宗
永
治
四
年
己
宋
五
月
と
す
｡
撫
連
軸
線
.の
和

事
は
炎
の
如
-
で
あ
る
d

大
明
社
臣
簡
門
将
軍
楊
彦
辿
｡
率
戟
舶
五
十
飴
般
鼻
三
千
飴
人
｡

泊
思
容
柁
漠
梅
門
外
｡
畏
順
化
兵
健
不
敬
入
｡
思
容
守
滑
令
田
岡

之
｡
彦
辿
樹
白
旗
乞
降

.｡勇
図
分
即
今
往
高
犀
頼
問
罪
｡
令
高
締

ま
分
地
｡
許
彦
退
居
駐
英
秋
海
門
｡
給
爵
兄
弟
｡
歳
惨
貢
献
｡

な
蛭
撫
連
耕
線
の
著
者
費
蛍
博
は
十
八
世
紀
大
越
に
お
け
る
有
名

･
な
政
治
家
で
､
文
学
者
で
あ
り
､
有
事
は
西
山
の
軌
に
降
し
､
鄭

軍
が
南
下
し
順
化
を
攻
陥
し
た
際
､
軍
に
従
っ
て
阿
方
面
の
任
草

に
従
っ
た
繋
貸
怪
が
そ
の
滞
在
中
賓
際
に
得
た
阿
地
方
の
配
線
や

見
聞
に
基
づ
き
記
し
た
も
の
で
贋
南
紀
氏
時
俄
の
研
究
に
重
要
な

∵
賓
粋
で
あ
る
｡
六
巻
よ
甥
成
り
'
費
興
三
十
七
年

(1
7
7
8
)
八

月
の
序
文
を
有
す
｡
な
塘
尊
貴
厚
の
著
作
に
つ
い
て
は
､

Cad
ier
e,_L
.
et
P
cttiot
,
P
,
P
r
e
m
iか
r
e

E
tu
d
e
su
r

tea

S
唱
rCeS.a
n
na
Tllites
de
l
'
f

fisto
ire
a
n
n
am
.(B
,
E
,
F
,
声

O
.
T
o
㌢
Trv
.)
p
.p
.
6
3
5
-
6
を
参
照
.0

⑦

東
撃
銀
康
軒
容
二
〇
'
康
黙
十
六
年
十
二
月
宰
家
僕
に
も
略
と

同
株
見
ゆ
,0

@

h
h
y
b
o
n
.
ib
id
.
p
.p
.
i
t竿

S.

◎

寡
定
城
遺
志
妹
と
の
鮎
に
つ
尊
'
夷

の
如
-
記
.し
て

･

あ
.る
Q
二

時
以
北
河
鹿
煩
0
両
彼
兵
連
木
O
惜
侭
未
明
｡
況
文
典
取
殊
音
匂
｡

砕
妊
任
偉
｡

････-

芋

,I

･匂

層
線
璽

ハ
英
窟
成
辰
元
年

(1
6
8
甥
二
ハ
月
俵
｡

､,-.Ai

@

河
上
｡
及
び
同
月
巳
二
年

(
1
6
8
9
)由

正
月
低
｡

@

寡
定
城
通
志
に
於
て
は
英
柴
庭
午
四
年

(
V
･
6
9
0
)
の
健
に

.
w
l
gQ
ぐ
る
も

H
o
u
rq
は
カ
y
ボ
ヂ
ヤ
史
料
.屯
や
ヱ

｣
ハ
空

年

七

.､
す
o
Iq
a
y
b
o
n･
ib
華
p
･
12
0
･
義

絶
o

A?T

予

⑱

民
aybon.,
i廿id
･p
･

･)5n
･

_@

･胡
香
杜
は
後
に
至
っ
て
明
郷
融
と
音
か
.れ
る
が
明
春
.･
明
細
紘

共
に
豪
商
音
で

h
h

b･huQn
g
で
同
音
で
あ
る
｡

筆
商
各
地
の

明
鞄
配
は
､
何
れ
も
も
と
は
か
ぐ
の
如
-
安
南
紫
に
帝
人
さ
れ
た

華
人
の
敵
で
ぁ

空
研
和

･
明
称
人
鴻
祷
薬
価
宴
席
籍
魔
人
の
華

人
を
い
へ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
｡

.

⑳

′
寛
縫
拳
七
､
警

害

抑
八
年

(
1
絹
瑠
ヱ

蔽

七
,p
{

及
び
洞

九
年
三
月
健
?

,

I

⑯

基
線
奄
九
蘇
葉
事
象
六
年

(
ュ
7
溜
1
)
四
月
俵
.
.

海

兵
井
久
老
助
博
士
▲の
御
散
骨
に
よ
れ
ば

B
er
nard
の

D
ic･

･‥...
ti.
n意

e

C
.喜

蚤

e
n･fr真
昔

に
崖
牙

即
ち

o
kn
h
a
p

＼(.
e
謬
注
し

て
gran
d

711and
arih
･
oq
icicl
lO
旦

と
あ
る

･.二
由
,?.
な
捜

A
与
are蒜
単
に
!蔓
n
d
ar
in
と
帯
す

A

u
b
a
邑

T
I

Jf
iB.UO
.;T3e
9t
I)瀧
C
r･ip号
n
ld
缶.h
B
asBC
C
ochincchine･

qJ

p
･
2
81

･p

･

.I

.

⑱

農
凍
府
は
潮
健
銑

Q
.北
方
柴
凍
山
か
ら
出
た
名
常
で
'
壷

乗
墜

J

一 二中 一｢
1



巨魁

カ

ン
ポ

ヂ

ヤ

名
で
紘

B

anteay
A
raB

と
い
ふ
と
｡

M

aybon.

ibid
,
pL

B
P

な
は
柴
兼
山
に
､つ
い
て
比
嘉
定
城
遺
志
啓
二
仙

川

歳
,ii
見
ゆ
｡

.

⑯

嘉
定
城
通
志
魯
三
蕗
城
志
､
河
億
鏡
の
俵

に
､

何
倍
乃
虞
臓
故
地
｡
･････重

言
芳
城
也
｡

と
あ
り
'
河
俺
の
安
商
科
で
あ
る
｡
華
首
は
阿
俵
に
つ
づ
い
て
T

柴
兼
好
｡
華
氏

･
唐
人

･
高
稀

･
開
聞
諸
国
湊
集
｡

等
と
も
あ
封

安
南
語
を
指
す
こ
と
折
か
で
あ
る
.

E

,,

⑳

藩
線
番
八
は
野
菜
戊
子
十
七
年
に
こ

れ
を
架
け
､

列
停
鄭
玖
侍
も
こ
れ
に
同
じ
｡
右
は

一
七
〇
八
年
で
あ
る
｡
之

に
封
し
､
嘉
定
城
通
志
は
顕
乗
申
年
二
十
四
年
(
寛
銀
の
超
算
法

に
よ
れ
ば
二
十
三
年
)
の
こ
と
と
L
t
河
倦
顔
叶
鍔
鄭
氏
家
静
も

何
棟
で
あ
る
｡
こ
れ
は

1
七

1
四
年
で
あ
る
｡
併
し
R

e

y
n
icr

よ
っ
た
史
料
に
よ
れ
ば
こ
れ
は

1
七
二
四
年
頃
と
し
て
ゐ
る
｡

何
れ
に
し
て
も
明
か
で
な
い
.
(Afa
y
b
on
ib
id
.
p
.
)
2
6
)

所
で
郡
玖
の
静
附
は

シ
ャ
ム
の
河
億
攻
撃
に
よ
り
彼
が
y
ヤ
ム
に

選
ら
れ
て
後
そ
の
内
乱
に
よ
り
脆
出
し
再
び
芳
城
に
屠

っ
て
後
の

こ
と

で
あ
る
O

サ
ヤ
ム
の
河
倦
攻
撃
は
ゥ
ッ
ド
に
よ
れ
ば

一
三

七
年
の
こ
と
で
あ
sa
.(W
.
.
a
,
A

H
ist.
ry
.
f.S
ia
m
,p･227
)

そ
の
内
乱
は
時
の
王

T
'ai
S
r
a

の
後
般
者
に
関
す
る
も
の
で
あ

㌢

｡

(
ib
id
･
p
･
2
2
9
)
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