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北

　

京

　

か

　

ら

　

四
月
二
十
八
日
の
朝
は
、
よ
く
晴
れ
た
、
静
か
な
、
い
ｘ
日

和
だ
っ
た
。
私
は
浦
ロ
ゆ
き
の
汽
車
に
乗
り
込
ん
で
、
支
那
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　

』
｀
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

』
。

地
の
旅
に
出
た
。
三
等
車
の
片
隅
か
ら
、
北
京
の
街
を
見
逍
っ

た
。

　
　

≒

　

去
年
の
七
月
、
北
京
へ
来
て
か
ら
私
は
こ
の
日
を
待
っ
て
ゐ

た
。
今
年
の
一
月
、
大
使
館
を
通
じ
て
、
外
務
省
文
化
事
業
部

長
あ
て
に
、
旅
行
許
可
願
を
提
出
し
て
か
ら
で
も
、
既
に
三
ヶ

月
に
な
る
で
は
な
い
か
。
私
の
胸
は
未
知
の
世
界
へ
の
期
待
に

ふ
く
ら
ん
で
ゐ
た
。

　

天
津
か
ら
津
浦
線
を
南
下
す
れ
ば
、
窓
外
に
見
る
も
の
は
、

た
£

遂
に
一
つ
の
山
さ
へ
見
あ
た
ぢ
な
い
。
そ
の
廣
さ
に
驚
い
た
・

大

　
　

島

利

-

そ
れ
か
ら
こ
れ
を
耕
し
轟
し
て
ゃ
ま
ぬ
支
那
の
農
民
の
力
に
驚

い
た
。

　

掲
城
・
晏
城
で
は
既
に
黄
昏
の
霧
ふ
か
く
、
黄
河
を
渡
る
こ

ろ
に
は
、
窓
外
は
闇
一
色
で
あ
っ
た
。
車
内
は
電
燈
の
数
を
牛

減
し
、
黒
布
を
以
っ
て
窓
を
覆
う
た
。
私
は
昇
降
口
に
出
て
、

闇
を
す
か
し
て
演
河
Ｉ
奮
黄
河
河
道
だ
が
ｉ
を
見
よ
う
と
し

た
。
艦
橋
に
覗
野
を
さ
へ
ぎ
ら
れ
な
が
ら
、
と
も
か
く
帯
の
や

う
に
細
い
水
が
曲
折
し
っ
Ｉ
ｘ
光
っ
’
て
ゐ
る
の
が
認
め
ら
れ
た
。

　

済
南
に
着
い
た
の
は
九
時
半
、
瞬
近
く
の
宿
に
泊
っ
た
。

　
　
　
　
　

済

　
　
　
　
　

南

　

旅
南
は
北
支
に
珍
ら
し
い
水
の
都
、
し
か
も
江
南
・
の
そ
れ
と

も
違
っ
て
、
ヶ
ン
く
た
る
清
冽
な
泉
の
街
で
あ
る
。

　

先
づ
大
明
湖
畔
の
山
東
省
立
周
書
館
を
訪
ね
た
が
、
あ
い
に
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５

　

く
な
こ
と
に
公
休
日
（
月
曜
）
で
あ
っ
た
。
門
番
に
事
情
を
話
し

召

　
　

て
、
や
っ
と
石
刻
の
類
だ
け
窺
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
ｘ
の
書

　
　

像
石
は
す
ば
ら
し
い
。
寫
其
な
ど
で
見
る
ば
か
り
の
漢
の
書
像

　
　

石
の
本
物
が
見
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
、
私
は
も
う
夢
中
だ
っ

　
　

た
。
そ
の
他
に
も
六
朝
の
も
の
な
ど
多
く
、
圓
書
は
見
ら
れ
た

　
　

か
っ
た
が
、
私
は
満
足
し
た
。

　
　
　

圖
書
館
を
附
し
て
か
ら
、
大
明
湖
の
霊
肪
に
興
じ
、
更
に
洋

　
　

車
を
願
っ
て
荷
山
東
省
政
府
、
黒
虎
泉
、
千
佛
山
（
一
に
歴
山

　
　

と
い
ふ
）
、
斉
魯
大
學
、
廣
智
院
、
的
突
泉
と
ま
わ
っ
た
。
千
佛

　
　

山
は
城
の
南
十
支
里
ば
か
り
に
あ
り
、
あ
ま
り
高
い
山
で
は
な

　
　

い
が
、
そ
の
頂
上
か
ら
み
る
斉
の
國
の
景
観
は
よ
か
っ
た
。

　
　
　

そ
の
日
ぱ
天
長
の
佳
節
で
あ
っ
た
。
旅
南
城
内
の
民
家
で
は

　
　

戸
毎
に
大
き
な
日
の
丸
の
旗
を
五
色
旗
と
共
に
立
て
Ｘ
ゐ
る
の

　
　

が
、
殊
に
印
象
的
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

泰
山
ご
曲
阜

　
　
　

臍
南
か
ら
更
に
南
下
す
る
と
、
東
側
に
突
几
た
る
岩
山
が
撹

　
　

く
。
そ
れ
が
泰
山
に
至
っ
て
極
る
の
だ
が
、
そ
の
麓
か
ら
中
腹

　
　

に
至
る
ま
で
畑
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
み
る
。

　
　
　

泰
山
‐
轜
列
車
が
黍
安
忙
着
く
ま
で
わ
か
ら
た
か
っ
九
。
あ
れ

が
さ
う
だ
と
突
几
た
る
岩
山
の
一
角
を
指
さ
し
教
へ
ら
れ
た
と

き
に
は
、
何
か
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
や
う
に
感
じ
た
。
二
千
年

の
風
雨
に
耐
へ
て
、
あ
の
頂
上
に
秦
の
始
皇
帝
の
無
字
眸
が
立

っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
嘘
の
や
う
だ
。
泰
山
は
南
か
ら
み
る

方
が
印
象
的
だ
。
泰
安
を
過
ぎ
る
と
、
山
は
次
第
に
遠
ざ
か
っ

て
沃
野
が
ひ
ら
け
る
。

　

充
州
に
下
車
し
て
、
洋
車
を
駆
っ
て
曲
阜
へ
行
く
。
途
中
泗

水
を
渡
る
。
そ
の
石
橋
に
打
っ
て
あ
る
金
具
に
「
金
口
椙
」
と

銘
が
は
い
っ
て
ゐ
る
の
は
こ
ｘ
の
地
名
ら
し
い
。

　

曲
阜
は
寂
し
い
田
舎
街
だ
。
そ
の
中
央
に
孔
子
廟
が
あ
る
さ

ま
は
、
北
京
の
紫
禁
城
の
如
く
で
あ
る
。
至
聖
林
は
城
の
北
郊

三
支
里
の
地
に
あ
り
、
松
柏
道
を
爽
み
て
幽
逡
古
雅
、
思
は
す

粛
然
と
し
て
襟
を
正
さ
し
め
る
・
。

　

宿
は
鼓
棋
街
の
大
通
族
趾
、
人
々
は
極
め
て
純
朴
謙
恭
で
あ

っ
た
。

　

翌
朝
す
が
く
し
い
朝
の
大
気
の
う
ち
に
「
晒
巷
」
を
通
則

抜
け
て
顔
子
の
廟
を
訪
ね
た
と
き
に
ぼ
、
身
は
さ
な
が
ら
春
秋

の
世
に
遊
ぶ
思
ひ
が
し
た
。

　
　
　
　
　

徐
州
・
琳
埠
ヽ
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曲
暴
か
ら
充
州
に
引
き
返
し
て
】
泊
し
た
が
、
充
州
に
は
見

　
　

は
な
い
や
う
だ
６

　

＾
０
べ
き
も
の
は
な
い
。
へ

　
　
　
　

＜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徐
州
か
ら
淮
河
を
渡
っ
て
絆
埠
に
一
泊
し
た
。
こ
ｙ

　

充
州
か
ら
徐
州
に
出
た
の
は
族
行
の
五
日
目
、
八
月
二
日
で

　
　

支
の
聯
銀
‐
券
が
通
行
し
な
い
。
軍
用
手
票
を
用
ひ
る
。
そ
の
た
。

　

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
で
あ
ら
う
か
。
街
は
も
の
凄
い
ば
か
り
活
気
に
満
ち
、
夜
の

　
　

雲
龍
山
は
麓
か
ら
展
望
す
る
と
、
石
坊
な
ど
林
立
し
こ

　

だ
が
、
頂
上
に
は
、
こ
れ
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
開
元
寺
（
俗

　
　

ほ
の
ｔ
い
街
角
か
ら
現
れ
て
は
勿
ち
消
え
る
。
人
々
の
気
も
烈

　

稀
噫
佛
寺
）
に
は
先
き
頃
ま
で
あ
っ
た
と
い
ふ
北
斉
の
石
佛
頭

　

。
し
い
と
と
ろ
と
感
じ
た
。

　

は
、
も
う
な
か
っ
た
。

　
　

西
楚
の
覇
王
項
剥
が
馬
を
繋
い
で
戯
馬
を
み
た
と
い
ふ
戯
馬

　
　
　
　
　
　
　

南

　
　
　
　
　

京

。
蔓
に
は
、
い
ま
放
送
局
か
お
り
、
こ
の
戯
馬
豪
と
雲
龍
山
の
中

　
　
　

南
京
は
新
政
府
の
首
移
と
し
て
復
興
。
途
上
に
あ
る
の
だ
が
、

　

間
に
あ
る
土
山
、
こ
れ
が
範
堵
の
墓
だ
と
の
こ
と
。
’
快
哉
公
園
’
な
ほ
雑
駁
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
の
は
、
。
も
と
Ｉ
く
近
代
都
市
と

　

に
秉
像
石
あ
り
と
、
あ
る
人
が
記
し
て
ゐ
た
が
、
そ
ん
な
も
の

　
　

し
て
未
完
成
だ
っ
た
だ
め
で
あ
ら
う
。
南
京
で
Ｉ
番
印
象
的
な
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の
は
何
と
い
っ
て
も
中
山
陵
だ
。
街
路
樹
美
し
い
石
豊
の
路
を

お

　
　

行
き
っ
ｘ
人
は
種
々
の
感
想
に
ふ
け
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　

明
孝
陵
の
石
人
・
石
獣
も
立
派
だ
。
こ
の
あ
た
り
初
夏
の
爽

　
　

や
か
な
大
気
の
だ
か
に
鶯
の
聾
を
き
く
。
城
内
に
諾
っ
て
明
の

　
　

故
宮
址
を
過
ぎ
て
王
安
石
の
故
宅
の
あ
と
ｘ
い
は
れ
る
牛
山
寺

　
　

を
訪
ね
る
。
今
あ
る
も
の
は
民
國
こ
の
か
た
重
修
さ
れ
た
も
の

　
　

さ
χ
‘
や
か
た
廟
に
す
ぎ
ぬ
・

　
　
　

鶏
鳴
寺
は
俗
悪
だ
が
、
そ
の
楼
上
か
ら
、
北
の
か
た
城
壁
の

　
　

外
に
、
玄
武
湖
を
望
む
眺
め
が
い
Ｘ
。
山
麓
に
、
も
と
中
央
研

　
　

究
院
の
祀
登
科
學
研
究
所
、
歴
史
語
言
研
究
所
あ
り
、
い
奎
は

　
　

中
支
建
設
賃
料
整
備
事
務
所
の
標
本
部
が
あ
る
。
こ
Ｘ
に
は
大

　
　

い
に
期
待
し
た
彰
徳
殷
墟
の
出
土
品
、
甲
骨
の
類
は
、
お
ほ
か

　
　

た
搬
び
去
ら
れ
て
、
僅
か
に
土
器
、
甲
骨
二
三
４
　
片
を
残
す
の

　
　

み
で
あ
っ
た
。
た
ゞ
「
朱
土
」
と
い
ふ
も
の
あ
り
、
土
の
上
に

　
　

雷
紋
な
ど
を
描
い
た
朱
が
ベ
ッ
ト
リ
と
ぬ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
だ

　
　

が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
、
中
國
の
學
者
に
も
定
見
な
く
、
未
腿

　
　

表
と
な
っ
て
ゐ
た
も
の
Ｘ
よ
し
、
わ
が
梅
原
博
士
に
況
あ
り
と

　
　

き
い
た
。

　
　
　

こ
の
ほ
か
、
六
朝
の
佛
像
や
最
近
富
地
雨
花
台
の
古
墳
か
ら

　
　

醒
見
さ
れ
た
土
器
な
ど
あ
り
、
套
も
し
ろ
い
も
の
も
少
く
た
い
。

先
き
に
北
京
の
故
宮
か
ら
搬
ば
れ
た
美
術
品
ぽ
、
小
形
で
高
價

な
玉
器
な
ど
が
多
く
持
ち
去
ら
れ
た
さ
う
だ
が
、
な
ほ
綸
書
・

陶
磁
器
・
家
具
・
装
飾
品
な
ど
多
数
あ
り
、
目
下
整
理
中
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
整
備
事
務
所
に
は
、
標
本
部
の
ほ
か
に
、
な
ほ
圖
書
部

と
編
謬
部
と
天
文
台
の
復
興
を
任
務
と
す
る
復
興
部
が
あ
る
。

　

圖
１
　
部
は
、
も
と
の
地
質
調
喪
所
の
址
に
あ
り
、
事
使
直
後

中
支
各
地
の
圖
書
を
捜
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
χ
に
は
八
千

巻
桔
の
蔵
書
が
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
定
期
刊
行
物
が
’
先
づ
整
理

さ
れ
、
そ
の
目
録
も
印
刷
さ
れ
て
ゐ
る
。
中
國
の
定
期
刊
行
物

の
Ｊ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
こ
Ｘ
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
整
理
に
は
何
れ
も
日
本
の
専
門
の
少
壮
學
徒
が
営
っ

て
を
り
、
整
理
完
了
後
に
は
中
國
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
で
あ
ら

う
が
、
日
支
人
が
平
等
に
利
用
し
う
る
や
う
に
な
る
筈
だ
と
の

　

私
は
南
京
に
三
泊
し
て
上
海
へ
行
っ
た
の
だ
が
、
錨
途
ま
た

二
泊
し
て
見
學
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　

中
華
門
外
の
雨
花
台
は
古
今
の
戦
跡
、
そ
の
東
麓
に
あ
り
と

き
く
王
安
石
の
墓
を
捜
し
た
が
、
逡
に
我
見
で
き
ず
、
台
上
記

は
明
の
方
孝
侵
（
正
學
先
生
）
の
墓
が
あ
っ
た
。
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水
西
門
外
の
勝
棋
播
石
ら
み
る
莫
愁
湖
の
風
趣
は
そ
の
ま
ｘ

一
片
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
對
岸
洛
か
に
見
え
る
清
凍
山
に
は
九

華
の
聖
跡
。
清
凍
寺
、
古
掃
葉
権
な
ど
あ
り
、
別
に
見
る
べ
き

も
の
社
。
な
い
が
、
俗
塵
を
離
れ
て
鶯
を
き
く
に
よ
い
と
こ
ろ
だ
。

秦
淮
の
情
趣
は
、
私
に
は
わ
か
ら
ぬ
。
。

　
　
　
　
　
　

上

　

＼

　
　
　

海

　

南
京
か
ら
上
海
へ
直
行
し
差
の
は
五
月
七
日
、
族
行
の
十
月
【

自
で
あ
っ
た
。
國
際
都
市
上
海
１
西
も
東
も
わ
か
ら
ぬ
ば
か

り
か
、
コ
ト
バ
も
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ぬ
。
今
ま
で
の
自
由
な
旅

゛
び
と
気
分
が
て
へ
ん
に
ふ
っ
飛
ん
で
了
っ
た
。
・
こ
４
に
は
渡
遁

氏
、
牧
田
氏
が
を
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
お
世
話
に
な
っ
・
た
。
市

徐州・戯‥馬

　

崔

政
府
附
近
皿
戦
跡
を
め
ぐ
り
、
・
籐
租
界
の
上
海
自
然
科
學
研
、
九
＾

所
と
、
租
界
外
の
東
亜
同
文
１
　
院
大
學
を
訪
ね
た
ぽ
か
り
で
あ

　

上
海
に
は
四
日
か
つ
て
、
十
一
日
の
朝
、
揚
樹
浦
砺
頭
か
ら

漢
口
ゆ
き
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
。
そ
の
時
に
は
ま
っ
た
く
ホ
ツ

と
し
゛
た
。

　
　
　
　
　
　

／

　

″

　
　

一

　
　
　
　
　
　

″

　
　
　
　
　

ｄ
♂

　

な
ほ
上
海
に
は
漢
ロ
の
錨
り
に
ま
た
寄
っ
た
の
で
、
都
合
十

一
日
ほ
ど
滞
在
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
特
務
機
開
の
牧
田
氏
の

案
内
で
、
南
市
べ
ゆ
き
、
像
園
、
湖
心
亭
、
更
に
龍
華
寺
ま
で

見
學
で
き
た
。
油
華
寺
は
、
こ
と
に
破
壊
の
あ
と
痛
ま
し
い
も
Ｉ

の
が
あ
っ
た
。

一南京・牛山寺の謐址，

上海・龍

　

華プ寺
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揚

　
　

子

　
　

江

　
　

私
の
乗
っ
た
船
は
東
亜
海
運
の
興
亜
丸
で
あ
っ
た
。
私
は
日

ご
と
に
上
甲
板
に
出
て
は
、
そ
。
の
豪
宕
な
流
れ
を
み
っ
ｘ
、
い

ろ
ん
な
事
を
思
っ
た
。

　

揚
チ
江
流
域
の
古
代
文
化
に
就
い
て
は
、
近
年
に
至
っ
て
中

國
の
學
者
に
よ
っ
て
、
い
く
ぶ
ん
閣
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
＆
つ
た

が
、
わ
が
國
に
４
％
Ｓ
て
は
、
あ
ま
り
き
か
な
い
や
う
だ
。
私
は

何
時
の
日
に
か
こ
の
こ
と
を
考
へ
る
こ
と
を
以
っ
て
こ
の
旋
の

’
紀
念
と
し
た
い
と
思
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
こ
の
流
れ
を
み
る
な

ら
ば
、
古
今
を
問
は
す
揚
子
江
が
人
々
の
心
と
そ
の
誓
み
に
挺

　

へ
る
力
の
少
く
な
い
の
を
感
ぜ
す
に
は
を
れ
ぬ
。

　

む
か
じ
咳
下
の
関
み
を
危
く
脆
れ
て
淮
河
を
渡
っ
た
四
楚
の

覇
王
項
羽
は
、
烏
江
（
江
浦
螺
の
西
南
十
五
里
）
に
至
っ
て
揚
子

江
を
渡
ら
ん
と
し
た
。
幸
ひ
そ
こ
に
は
烏
江
の
亭
長
が
舟
を
継

し
て
待
っ
て
ゐ
た
。
こ
ｉ
ま
で
夢
中
｀
で
逃
れ
て
来
た
項
羽
も
、

こ
の
偏
舟
に
乗
れ
ば
、
危
急
を
脆
れ
う
る
と
わ
か
っ
て
ホ
ッ
と

し
た
。
彼
は
心
身
と
も
に
疲
れ
は
て
ｘ
ゐ
た
。
そ
の
彼
の
眼
前

に
は
揚
子
江
が
Ｉ
天
地
と
共
に
五
千
キ
ロ
、
茫
漠
と
し
て
際

し
ら
ぬ
傀
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
雄
大
政
流
れ
は
彼
の
焦
燥
せ
る

姿
を
笑
ふ
が
如
く
で
さ
へ
あ
っ
た
。
彼
は
呆
然
と
し
た
。
い
奎

は
そ
の
気
負
へ
る
心
も
屈
し
て
、
い
っ
が
謙
虚
な
思
ひ
が
わ
い

た
。
そ
れ
は
今
ま
で
の
彼
に
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

　

や
が
て
Ｉ
天
の
わ
れ
を
亡
す
な
り
Ｉ
と
悟
っ
て
み
れ
ば
、
来

し
方
は
、
こ
れ
一
片
の
夢
で
あ
っ
た
。
處
姫
も
既
’
に
な
か
っ
た
。

彼
は
逡
に
江
を
渡
ら
す
、
自
到
し
て
死
ん
だ
と
い
ふ
。
揚
子
江

の
流
れ
は
、
遂
に
抜
山
蓋
世
の
豪
雄
を
扇
倒
し
た
の
だ
。
あ
る

意
味
で
は
、
彼
を
救
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
と
に
か
ぐ
と
し
て
、
揚
子
江
に
開
す
る
傅
説
な
ど
集

め
て
み
た
ら
お
も
し
ろ
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　

船
足
は
割
合
￥
や
か
っ
た
。
第
】
日
は
江
陰
あ
た
り
奎
で
進

み
、
日
没
と
共
に
停
船
し
た
。
二
日
目
は
鑓
江
に
寄
り
、
南
京

に
至
っ
’
て
停
泊
し
た
。
三
日
目
に
は
蕪
湖
に
よ
り
、
四
日
目
に

は
安
慶
に
寄
り
、
い
づ
れ
も
日
没
と
共
に
、
何
處
と
も
知
れ
ぬ

江
の
中
流
に
停
船
し
た
。
江
岸
祀
は
夜
の
更
け
る
迪
と
も
に
一

個
の
燈
火
す
ら
見
え
ず
、
た
ゞ
天
の
一
方
か
ら
流
れ
下
る
濁
流

だ
け
が
あ
っ
た
。
五
日
目
の
五
月
十
六
日
、
船
は
薪
春
石
有
審

の
沖
を
過
ぎ
、
午
後
一
時
牛
に
は
、
は
や
く
も
漢
口
の
バ
ン
ド

に
一
着
い
た
。
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武
浪
三
鎮

　

漢
陽
は
古
代
・
中
世
の
街
、
武
昌
は
近
世
の
孵
ご
僕
口
ぼ
現

代
の
街
－
Ｉ
こ
れ
が
私
の
み
た
武
漢
三
鎮
で
あ
る
。

　

漢
腸
は
民
船
に
乗
っ
て
、
先
づ
晴
川
閣
へ
行
っ
た
。
晴
川
閣

な
る
■
?
０
の
既
に
な
く
、
江
に
臨
む
丘
の
上
に
は
同
治
重
修
の
碑

な
ど
草
に
う
づ
も
れ
、
傍
ら
に
漢
臨
祁
鮭
な
る
白
木
造
り
の
小

さ
な
赴
が
あ
る
ば
か
り
。
城
内
の
街
は
極
め
て
狭
い
。
そ
れ
を

　
　
　
　

Ｓ
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

通
り
抜
け
て
、
西
門
外
の
蹄
元
寺
へ
ゆ
き
、
更
に
古
琴
豪
を
訪

ね
る
。
古
琴
豪
は
一
に
伯
牙
豪
と
も
言
ひ
、
輸
山
の
山
裾
に
横

は
る
月
湖
の
畔
り
に
あ
る
。
‘
琴
に
ま
づ
は
る
哀
話
さ
な
が
ら
、

荒
れ
て
寂
し
い
所
で
あ
っ
た
。

甕琴告痍陽

451

　

武
昌
の
街
の
中
今
に
蛇
山
あ
り
て
東
西
に
走
る
。
そ
の
西
端

江
に
臨
む
と
こ
ろ
が
、
有
名
な
黄
鶴
橿
の
遺
址
で
あ
る
。
そ
の

黄
鶴
檜
は
既
に
た
く
、
た
ゞ
奥
略
閣
・
ヽ
抱
膝
亭
・
掲
碑
亭
・
張

之
洞
の
祠
な
ど
を
遺
ず
の
み
。
江
を
隔
て
ｘ
漢
陽
・
漢
ロ
を
望

め
ば
、
煙
波
江
上
、
愁
ひ
に
耐
へ
ぬ
思
ひ
が
し
た
の
も
詩
の
功

徳
で
套
ら
う
か
。

　
　
　

。

　

こ
れ
よ
り
蛇
山
の
山
頂
を
東
す
れ
ば
、
張
之
洞
の
遺
址
た
る

抱
氷
堂
‐
に
至
る
・
重
た
東
郊
、
誉
漢
餓
路
の
騨
近
ぐ
に
１
　
春
観

あ
り
、
そ
の
東
の
丘
の
上
に
賓
通
寺
あ
り
、
更
忙
東
の
方
、
洛

　
　
　

Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｓ

　
　
　
　
　

″

か
に
、
線
の
瓦
を
葺
け
る
武
漢
大
學
の
白
菖
の
殿
堂
が
み
え
る
。

　

武
名
は
静
か
た
街
で
あ
る
。
’
ン
ク
リ
ー
ト
の
大
街
を
一
寸

横
に
は
い
る
と
、
古
風
な
石
蕎
み
の
、
も
の
静
か
な
街
が
綾
き

省
薗
媚
二
ふ

　　

亭

･yy､｀
乙｡

武昌・抱

　

膝

氷

岳州万・岳

　

陽一検
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5
2

　

ひ
な
び
た
漢
陽
の
街
、
近
代
色
の
漢
口
の
街
と
違
っ
た
上
品
さ

　
　

が
あ
っ
た
。

　
　
　

浅
口
に
は
Ｉ
よ
く
は
知
ら
な
い
が
Ｉ
バ
ン
ド
と
各
國
の
旗
を

　
　

押
し
た
て
土

　
　

が
、
そ
れ
’
は
見
る
者
に
強
い
い
印
象
を
輿
へ
る
。

　
　
　

漢
口
に
は
、
前
後
十
日
ほ
ど
１
　
在
し
、
そ
の
間
に
岳
州
へ
行

　
　
　

っ
て
き
た
。

　
　
　
　
　

岳

　
　
　
　
　

州

　

洞
庭
湖
に
臨
ん
で
断
崖
の
上
に
た
っ
三
暦
の
岳
陽
橿
は
、
想

像
以
上
に
Ｉ
到
る
と
こ
ろ
で
想
像
を
裏
切
ら
れ
て
き
た
私
で
あ

っ
た
が
Ｉ
そ
れ
は
立
派
で
あ
っ
た
。
第
三
騰
に
は
道
教
の
９
　
さ

ま
呂
純
腸
が
祠
ら
れ
て
あ
り
、
其
處
か
ら
望
む
洞
庭
湖
の
眺
め

も
よ
か
っ
た
。

　

こ
と
に
岳
州
を
去
る
日
に
は
、
星
か
げ
薄
れ
ゆ
く
夜
明
け
方

こ
の
岳
陽
植
に
立
っ
て
、
滞
月
の
混
る
か
に
洞
庭
湖
上
の
君
山

に
落
ち
ゆ
く
姿
を
、
私
は
感
動
し
て
、
眺
め
た
。
そ
れ
か
ら
間
も

な
く
、
便
乗
を
蕎
さ
れ
て
漢
ロ
に
下
る
軍
用
船
の
上
か
ら
、
私

は
陽
を
負
う
て
更
に
美
し
い
岳
陽
檜
に
別
れ
を
告
げ
た
の
で
あ

っ
た
。

　

岳
州
へ
私
は
ゆ
き
に
は
寥
漢
電
路
に
よ
っ
た
の
だ
が
、
列
車

長
も
騨
の
人
々
も
、
み
な
皇
軍
の
兵
士
で
あ
っ
た
。
飼
り
に
は

軍
用
船
に
便
乗
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
地
は
営
時
皇
軍
の
第
一
線

で
あ
る
と
共
に
、
私
の
旅
行
の
最
前
線
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

廬

　
　
　
　
　

山

　

岳
州
を
訪
ね
て
漢
ロ
に
諮
っ
た
頃
に
は
、
私
は
い
さ
I
＾
-
Ｒ
族

に
疲
れ
る
と
共
に
、
旅
費
も
と
ぼ
し
か
っ
た
。
真
直
ぐ
上
海
に

出
た
い
心
を
押
へ
て
、
九
江
に
上
陸
し
た
の
は
、
一
目
な
り
と

唐
山
を
見
た
い
と
念
じ
た
か
ら
だ
っ
た
が
ご
二
日
廬
山
山
上
に

滞
在
し
、
そ
の
の
ち
無
事
に
上
海
に
肺
り
着
け
た
の
は
、
１
　
く

九
江
の
日
本
領
事
館
の
方
々
の
御
好
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

九
江
に
着
い
た
翌
日
、
老
蓮
花
洞
ま
で
自
動
車
で
逞
っ
て
頂

き
、
そ
れ
か
ら
私
は
徒
歩
で
登
っ
た
。
途
中
渓
流
に
會
ふ
ご
と

。
に
、
掬
っ
て
そ
れ
を
飲
み
な
が
ら
、
約
三
時
間
で
粘
嶺
に
着
い

た
。

　

次
の
日
か
ら
私
は
、
大
林
寺
・
・
仙
人
洞
・
御
碑
亭
・
天
池
寺

黄
龍
寺
・
黄
龍
潭
な
ど
を
訪
ね
、
ま
た
廬
山
圖
書
館
を
見
學
し

た
。
こ
ｘ
に
は
皇
軍
占
領
後
、
青
木
中
尉
が
民
家
等
か
ら
捜
集

58-
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さ
れ
た
四
部
の
奮
書
と
新
書
Ｑ
Ａ
＾
-
ｋ
-
＾
し
い
部
数
の
Ｃ
の
。
か
‘

　

に
着
い
た
？

牧
め
ら
れ
、
既
に
整
理
も
で
き
て
ゐ
た
の
に
は
驚
嘆
し
た
。

　

山
を
下
る
と
き
は
輔
に
乗
っ
た
が
、
登
る
と
き
よ
り
慶
ら
に

・
そ
の
路
の
険
阻
な
る
を
党
え
た
。

　

私
が
訪
ね
た
廬
山
は
僅
か
に
枯
嶺
の
み
だ
っ
た
が
、
峯
々
重

盛
し
て
、
谷
ま
た
深
く
、
具
に
露
山
の
名
に
負
か
ぬ
廬
山
を
充
’

分
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
ゞ
山
麓
の
東
林
寺
・
西
林
寺
、

ま
た
海
會
寺
・
白
鹿
洞
書
院
な
ど
を
訪
ね
得
た
か
っ
た
の
は
、

誠
に
心
残
り
で
あ
っ
た
。

　

九
江
に
錨
っ
て
上
海
ゆ
き
の
船
を
待
っ
と
と
四
日
、
そ
の
間

に
揚
子
江
を
民
船
で
。
波
っ
て
、
對
岸
の
小
池
ロ
と
い
ふ
部
落
に

遊
ん
だ
。
六
月
四
日
再
び
興
亜
丸
太
上
船
し
ミ
七
日
忙
上
海

４
？
Ｉ
ｉ
。
”
、
’
う
″
八
’

　　　

･･●がＩ-･．｀　Ｉ

ｔ

　

■-i.■･
4･

1

　　　

♂・.ゝ.

　　　　　　　

･i4 ・

　

｀ど･.j.･:r.･

廬

　

山

　

を

　

望･む

杭

州

一
六
月
十
四
日
、
上
海
か
ら
海
杭
線
に
乗
っ
ヽ
て
杭
州
へ
ゆ
く
。

　

四
静
か
な
水
に
、
周
園
の
山
の
明
る
い
線
を
映
し
て
、
西
湖
は
・

澄
み
わ
た
っ
て
ゐ
た
。
杭
州
の
街
も
西
湖
の
や
う
に
明
る
く
て

賑
か
だ
っ
た
。

　

白
堤
を
渡
っ
て
孤
山
圖
書
館
を
訪
ね
る
。
こ
Ｘ
に
’
は
い
ま
中

支
建
設
資
料
整
備
事
務
所
杭
州
孤
山
出
蔓
所
の
圖
ぎ
部
が
設
け

ら
れ
て
あ
り
、
附
近
か
ら
捜
集
さ
れ
た
圖
書
の
整
理
中
で
あ
っ

た
。
こ
Ｘ
で
も
先
づ
定
期
刊
行
物
が
整
理
を
了
っ
て
ゐ
た
。
例

の
四
庫
全
１
　
は
室
の
箱
が
残
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
。

杭州・文瀾

　

閣

　　　　

j゛j’

　　　

.･.･

　　

･!･
y＼蘇4・婁巌山

゛略ｆｉ／
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文
瀾
閣
は
、
そ
の
隣
り
の
標
本
部
に
属
し
、
そ
の
構
造
が
北

　

京
の
文
淵
閣
と
全
く
同
じ
だ
か
ら
、
直
ぐ
そ
れ
と
わ
か
っ
た
。

　

た
ダ
装
飾
が
異
る
。
内
部
は
ほ
と
ん
ど
事
腕
前
の
を
ｘ
残
さ
れ

　

て
を
り
、
階
下
に
は
種
々
の
風
俗
、
民
俗
の
資
料
が
陳
列
さ
れ

　

て
ゐ
る
。
階
上
に
は
洛
陽
出
土
の
明
器
な
ど
の
ほ
か
に
、
こ
の

　

地
方
出
土
の
黒
色
土
器
な
ど
多
数
あ
り
。
こ
ｘ
に
は
別
に
動
植

｀
物
な
ど
の
標
本
部
が
あ
る
。

　
　

孤
山
の
北
側
に
は
、
宿
命
の
作
家
蘇
曼
殊
の
冪
が
夏
草
に
う

　

づ
も
れ
て
あ
り
、
橋
を
渡
っ
て
更
に
西
す
れ
ば
、
蘇
小
々
の
慕

　

あ
り
、
岳
王
廟
あ
り
、
ぴ
と
り
歩
き
の
で
き
る
の
は
、
こ
の
適

　

ま
で
ゞ
恚
っ
た
。
蘇
堤
は
通
れ
ず
、
重
隠
寺
も
ゆ
け
な
か
っ
た
。

　
　

西
湖
に
船
を
浮
べ
て
、
湖
心
亭
、
小
濠
洲
を
訪
ね
る
。
湖
中

　

さ
ら
に
湖
あ
り
て
風
趣
殊
に
掬
す
べ
き
も
の
あ
り
。
月
の
明
る

　

い
夜
の
西
湖
の
畔
り
に
た
ｘ
す
め
ば
、
興
亡
あ
は
た
ゞ
し
い
南
ヽ

　

宋
の
歴
史
も
、
こ
れ
一
片
の
叙
事
詩
と
化
す
る
思
ひ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

蘇

　
　
　
　
　

州

　
　

。
日
本
の
梅
雨
の
呻
う
な
小
雨
の
降
る
朝
で
あ
っ
た
。
私
は
杭

　

州
を
襲
っ
て
、
蘇
州
へ
ゆ
く
。
途
中
嘉
興
で
汽
車
を
乗
り
換
へ

　

た
。
蘇
州
郊
外
の
ク
リ
ー
ク
に
白
帆
の
走
る
風
景
も
う
れ
し
く

遥
か
に
虎
邱
の
塔
が
首
を
か
し
げ
て
線
の
丘
に
浮
ん
で
ゐ
た
。

　

蘇
州
に
は
友
人
高
倉
君
が
ゐ
る
・
そ
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

丁
度
そ
の
口
か
ら
兪
榔
の
生
誕
百
年
の
記
念
展
覧
會
が
開
か
れ

て
ゐ
た
。
そ
れ
を
先
づ
參
観
し
か
。

　

翌
日
か
ら
城
内
城
外
の
古
蹟
を
め
ぐ
っ
だ
。
心
に
残
ゐ
も
の

は
西
郊
の
留
園
、
西
園
、
楓
橋
、
寒
山
寺
、
こ
と
に
虎
邱
、
露

巌
山
な
ど
で
あ
っ
た
。
』

　
　
　
　
　

揚

　

州
・
鎮

　

江

　

六
月
二
十
四
日
、
私
に
蘇
州
か
ら
鑓
江
、
に
出
て
、
直
ぢ
に
連

絡
船
で
揚
子
江
を
渡
っ
て
、
揚
州
へ
行
っ
た
。
こ
の
長
江
下
流

　

一
帯
の
水
田
は
水
が
少
く
、
田
植
の
で
き
ぬ
所
が
多
く
、
水
の

ｔ
一
乙
く
な
い
ク
リ
ー
ク
す
ら
見
ら
れ
る
の
は
痛
ま
し
か
っ
た
。
寺

院
に
は
き
ま
っ
て
「
祷
雨
」
と
記
し
た
木
牌
が
か
け
て
あ
っ
た
。

　

揚
州
は
古
風
な
街
だ
。
嘗
て
は
享
察
と
繁
昌
の
町
で
あ
っ
た

と
い
ふ
揚
州
、
そ
の
俗
は
軽
揚
淫
快
と
い
は
れ
た
揚
州
だ
が
、

私
に
は
街
は
古
風
に
、
人
情
は
素
朴
に
み
え
た
。
た
ぎ

め
て
狭
い
通
り
に
人
々
が
も
み
合
ふ
如
く
賑
は
っ
て
ゐ
る
の
が

’
む
し
。
ろ
不
思
議
な
位
で
あ
っ
た
。

　
　

施
忠
寺
は
小
東
門
内
に
あ
り
、
梁
の
昭
明
太
子
が
文
選
を
撰

-60-
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し
た
處
と
傅
へ
ぐ
ら
れ
、
い
ま
岳
飛
を
祀
る
。
太
傅
街
の
玩
文
雄

公
廟
の
う
ち
隋
文
選
檜
あ
り
、
こ
れ
は
隋
の
秘
書
監
曹
憲
及
。
び

李
善
が
文
選
の
注
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
植
は
昧
元
が
建
て
た
も

　

の
と
い
ふ
。

　
　
　

ゝ

　
　
　
　
　
　
　

。
’
‐

　

こ
の
ほ
か
漢
の
董
仲
舒
の
故
宅
、
晋
、
の
謝
安
の
故
宅
な
ど
を

訪
ね
た
が
、
伺
れ
も
荒
唐
し
て
殆
ん
ど
見
。
る
に
耐
へ
ぬ
。
’

　

平
山
堂
は
城
の
西
北
五
支
里
、
蜀
偏
の
上
に
あ
り
、
宋
の
慶

歴
八
年
郡
守
欧
陽
修
の
建
っ
る
と
こ
ろ
、
痩
西
湖
の
栴
あ
る
ク

リ
ー
ク
を
船
で
ゆ
く
。

　

藻
を
沈
め
た
清
澄
な
水
は
、
空
の
青
を
映
し
て
逢
か
に
ひ
ら

け
、
揚
柳
の
陰
深
き
あ
た
り
に
は
水
牛
の
ゆ
あ
み
す
る
さ
ま
に

野
趣
あ
ふ
れ
、
や
が
て
船
は
徐
園
、
小
金
山
の
間
を
抜
け
て
、Ｊ

り
で
’
／

揚州・痩西湖

法
海
寺
の
喇
味
塔
を
竹
林
の
う
ち
に
望
ん
で
五
亭
桶
に
弓
一
１

誠
に
痩
西
湖
の
将
に
背
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。

　

揚
州
に
二
泊
し
て
、
鑓
江
に
引
き
返
し
金
山
寺
を
訪
ね
る
。

む
か
し
空
海
こ
χ
に
あ
り
て
修
業
し
た
と
い
ふ
巌
窟
な
ど
見
せ

ら
れ
て
か
ら
、
法
塔
に
登
る
に
、
天
に
連
る
長
江
の
流
れ
を
つ

望
に
牧
め
る
景
観
は
殊
に
雄
大
で
あ
っ
た
々
こ
ｘ
の
蔵
経
檜
に

は
宋
版
の
大
蔵
経
あ
り
と
寺
檜
が
言
ふ
の
だ
が
、
皇
軍
の
手
に

よ
っ
て
封
印
が
し
て
あ
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

鑓
江
で
は
金
山
寺
を
訪
ね
た
ば
か
り
、
思
ひ
が
け
ぬ
事
故
の

た
め
、
私
は
勾
々
に
し
て
南
京
に
出
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

ｘ
に
二
泊
し
、
長
江
に
最
後
の
別
れ
を
つ
げ
て
、
徐
州
に
出
て

一
泊
、
六
月
二
４
　
九
日
に
は
朧
海
線
を
西
し
て
、
早
く
も
開
封

　　　

黄河・柳圃口附近

＿一一｡一一一二
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に
着
い
た
。
降
り
み
降
ら
す
み
の
陰
卿
な
日
で
あ
っ
た
。

4
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　

開

　
　
　
　
　

封

　

開
封
に
着
い
た
夜
、
私
は
旅
の
疲
れ
に
、
ぐ
っ
す
り
睡
っ
て

了
っ
た
。
翌
日
河
南
圖
書
館
に
、
東
亜
研
究
所
の
河
逡
氏
を
訪

ね
七
、
宮
地
の
情
勢
な
ど
を
き
く
。
そ
れ
か
ら
数
日
大
愛
お
世

話
に
な
り
、
見
學
の
便
を
受
け
た
。
七
の
回
書
館
の
北
の
湖
水

の
地
は
、
宋
朝
の
大
内
の
あ
り
し
と
こ
ろ
と
い
ふ
。

　

も
と
の
女
子
師
範
學
校
に
信
陵
君
の
祠
あ
り
と
い
ふ
の
を
訪

ね
た
が
、
い
ま
跡
か
た
も
な
か
っ
た
。
北
門
内
の
眠
塔
は
、
五

彩
の
堺
色
も
あ
ざ
や
か
に
、
美
し
い
も
の
だ
が
、
そ
の
北
側
に

破
壊
の
跡
が
大
き
く
あ
い
て
ゐ
た
。

　

河
南
博
物
館
に
は
、
新
鄭
出
土
の
古
銅
器
群
は
既
に
な
い
が

先
き
ご
ろ
水
野
氏
の
紹
介
さ
れ
た
、
隋
の
宮
殿
形
四
面
佛
や
北

魏
の
石
棺
を
は
じ
め
、
夥
し
い
六
朝
、
隋
唐
の
墓
誌
な
ど
、
な

ほ
見
る
べ
き
も
の
が
少
く
な
い
。
ま
た
中
央
研
究
院
と
合
作
し

て
殷
墟
を
腰
掘
し
た
際
の
出
土
物
が
一
室
に
陳
列
さ
れ
、
あ
り

し
ぼ
の
活
躍
の
さ
ま
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
こ
ｘ
の
館
長
間
氏
は

董
作
賓
氏
と
朋
友
だ
と
語
っ
て
ゐ
た
。

　

更
に
建
設
總
署
の
ト
ー
フ
ツ
ク
に
便
乗
し
て
城
外
南
郊
の
繁
塔

萬
王
壷
を
訪
ね
、
ま
た
北
方
、
柳
園
ロ
に
出
て
、
荷
黄
河
を
見

學
で
き
た
の
は
幸
ひ
で
あ
っ
た
。
廣
漠
た
る
河
底
に
獣
々
と
し

て
牛
を
相
手
に
畑
を
作
っ
て
ゐ
る
支
那
農
民
に
、
彼
等
の
宿
命

的
な
姿
が
見
ら
れ
る
。
勿
論
今
で
も
一
寸
出
水
す
れ
ば
、
そ
れ

は
一
瞬
に
し
て
流
れ
て
了
ふ
の
だ
。
’
河
岸
に
は
ト
ー
チ
カ
連
り

所
々
の
水
溜
り
に
は
丁
二
羽
の
白
鷺
ら
し
い
鳥
が
下
り
て
ゐ

た
。
数
日
前
に
別
れ
を
告
げ
た
ば
か
り
の
揚
チ
江
と
、
な
ん
と

い
ふ
大
き
な
建
０
　
で
あ
ら
や
か
。

　

開
封
へ
来
る
と
、
到
る
處
に
北
京
が
感
じ
ら
れ
る
・
食
物
な

ど
も
さ
う
Ｗ
。
開
封
の
名
物
と
き
く
黄
河
の
鯉
も
、
今
は
黄
河

が
遠
く
な
っ
た
し
、
昔
日
の
お
も
か
げ
は
な
い
ら
し
い
。

　

開
封
に
は
五
日
滞
在
し
て
、
七
月
四
日
の
朝
、
彰
徳
へ
む
か

っ
た
。
黄
河
の
大
餓
橋
は
、
昨
年
の
五
月
、
皇
軍
の
手
に
よ
っ

て
開
通
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
を
渡
る
と
き
に
は
、
改
め
て
黄
河

の
廣
さ
が
ズ
ー
ン
と
身
に
こ
た
へ
た
。

　

新
郷
を
過
ぎ
れ
ば
、
沃
野
が
ひ
ら
け
る
。
こ
の
あ
た
り
は
殷

周
最
後
の
戦
ひ
の
あ
っ
た
牧
野
の
地
で
あ
る
。

　

湯
陰
瓢
を
過
ぎ
て
間
も
な
く
、
車
窓
東
側
、
小
高
い
丘
の
上

に
１
柏
樹
に
園
ま
れ
た
廟
を
み
る
が
、
こ
れ
が
周
文
王
の
廟
で

あ
っ
た
。

62
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古
い
土
だ
。
自
分
の
構
想
す
る
歴
史
の
一
餉
は
、
た
し
か
に

こ
の
土
の
上
に
展
け
た
の
だ
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

．
彰
徳
へ
は
、
日
没
と
共
に
着
い
た
。

　
　
　
　
　

彰

　
　

。
。
徳

　

彰
徳
は
、
埃
っ
ぽ
い
、
そ
し
て
一
１
　
雨
ふ
る
と
ぬ
か
る
み
の

街
に
な
る
。
そ
れ
は
北
支
の
町
、
大
き
な
田
舎
町
だ
。
街
に
は

電
燈
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
極
く
一
部
分
で
、
夜
の
街
を
歩

く
と
、
豆
ラ
ム
プ
が
軒
ご
と
に
と
を
さ
れ
、
そ
れ
が
寂
し
い
古

風
な
街
の
情
趣
を
、
や
さ
し
く
浮
ば
せ
る
。
所
々
に
大
き
な
提

灯
の
火
が
み
え
る
の
が
渫
堂
で
あ
る
。

　

私
が
こ
の
度
の
旅
行
で
寄
っ
た
所
の
多
く
は
近
代
化
さ
れ
た

都
會
で
あ
っ
た
。
私
は
古
い
支
那
を
訪
ね
る
た
め
に
族
に
出
た

の
だ
。
し
か
も
古
代
赴
會
を
考
へ
る
こ
と
を
自
分
の
仕
事
と
し

て
ゐ
る
私
が
、
彰
徳
の
夜
に
、
や
っ
と
古
風
な
支
那
を
見
つ
け

た
と
は
！

　

自
分
の
愚
か
さ
ゆ
ゑ
と
、
す
ま
す
わ
け
に
は
ゆ
か

ぬ
。
何
か
ぽ
分
の
心
が
ま
へ
に
安
易
な
辨
解
を
ゆ
る
さ
ぬ
大
き

な
誤
謬
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
魏
の
西
門
豹
が
こ
の
地
の
令

と
し
て
善
政
を
施
し
た
と
い
ふ
戦
國
の
世
の
眉
で
あ
り
、
三
國

時
代
に
は
魏
の
曹
操
が
此
處
に
封
ぜ
ら
れ
て
眉
都
と
稀
し
た
と

い
ふ
彰
徳
、
そ
の
営
時
の
様
を
想
ひ
や
っ
て
み
る
が
よ
い
の
だ
。

　

七
月
六
日
、
私
は
城
の
‘
西
北
五
支
里
ば
か
り
の
地
、
。
小
屯
村

の
殷
墟
を
訪
ね
た
。
瓢
公
署
の
支
那
兵
十
一
名
、
馬
に
乗
り
銃

を
肩
に
し
て
護
衛
の
任
に
つ
き
、
瓢
公
署
の
井
東
顧
問
自
ら
之

を
指
揮
し
て
案
内
下
さ
る
。
私
も
初
め
て
馬
に
乗
せ
ら
れ
、
勇

躍
し
て
西
の
門
を
出
た
の
で
あ
っ
た
。

　

瞬
の
北
方
に
て
鍼
路
を
越
え
て
、
先
づ
後
岡
へ
行
く
。
こ
ｘ

は
昨
夏
、
慶
座
の
橋
本
博
士
が
醍
掘
を
試
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
、

土
器
の
か
け
ら
を
数
片
拾
っ
て
、
い
よ
く
小
屯
に
む
か
ふ
。

　

間
も
な
く
、
ゆ
る
い
カ
ー
ヴ
を
描
い
て
流
れ
る
胆
河
が
み
え

る
。
そ
の
西
岸
一
帯
が
目
指
す
殷
墟
の
地
な
の
だ
。

　

小
屯
村
は
二
十
戸
た
び
す
の
小
部
落
で
あ
る
。
そ
の
北
の
肛

河
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
一
沙
丘
あ
い
ひ
。
民
國
十
七
年
、
叢
作
賓

氏
が
初
め
。
て
こ
の
地
を
硯
察
さ
れ
た
と
き
、
一
幼
童
が
指
示
し

て
甲
骨
そ
の
下
に
出
づ
、
と
い
へ
る
と
こ
ろ
と
思
は
れ
た
。
先

づ
そ
の
地
に
馬
を
止
め
て
、
地
勢
を
観
望
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

西
方
潅
か
に
山
あ
り
、
大
行
山
で
あ
ら
う
。
肛
河
は
そ
れ
よ

り
出
て
東
流
し
て
、
こ
の
地
の
北
に
至
り
、
折
れ
て
東
を
廻
っ

て
南
に
流
れ
る
。
そ
の
水
は
、
そ
の
ま
ｘ
飲
料
と
な
る
ほ
ど
清

い
の
だ
。
土
地
に
高
爽
の
気
あ
り
一
面
に
棉
が
植
ゑ
で
あ
る
。
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中
央
研
究
院
の
人
々
の
農
掘
の
跡
の
、
あ
ま
り
さ
だ
か
で
た
い

４

　
　

の
は
ヽ
先
年
の
大
水
で
ヽ
こ
の
地
も
流
れ
た
と
い
ふ
に
よ
る
の

　
　
　

で
あ
ら
う
。
こ
の
岡
の
附
近
に
は
多
数
の
土
器
片
が
散
在
す
る
。

　
　
　

繩
偕
文
の
土
器
が
多
い
。

　
　
　
　

思
へ
ば
、
郭
沫
若
氏
の
「
中
國
古
代
靴
會
研
究
」
や
王
國
維

　
　
　

先
生
の
「
観
堂
集
林
」
な
ど
を
讃
ん
で
、
殷
墟
の
遺
物
に
對
す

　
　
　

る
興
味
を
憂
え
た
學
生
時
代
か
ら
、
既
に
何
年
に
な
る
で
あ
ら

　

。
う
か
。
員
夏
の
烈
し
い
陽
ざ
し
の
下
に
、
そ
の
あ
こ
が
れ
の
地

　
　
　

を
踏
ん
で
、
い
ま
私
は
ゐ
る
の
だ
。
め
く
ら
む
ば
か
り
の
思
ひ

　
　
　

で
あ
っ
た
Ｊ

　
　
　
　

私
が
殷
墟
の
地
に
ゐ
た
の
は
、
僅
か
に
一
時
間
あ
ま
り
で
あ

　
　
　

ら
う
。
土
器
数
片
を
拾
っ
た
の
み
で
あ
る
。
殷
墟
と
し
て
訪
ね

　
　
　

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
は
、
こ
の
他
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
の

　
　
　

貧
し
い
心
は
、
こ
れ
で
満
ち
足
り
た
の
だ
。
袁
世
凱
の
墓
に
ま

　
　
　

わ
っ
て
城
に
錨
っ
た
。

　
　
　
　
　

北

　
　

京

　
　

へ

　
　
　
　
　

～

　

殷
墟
を
訪
ね
た
日
の
夕
べ
、
そ
の
印
象
を
大
切
に
胸
に
抱
い

て
、
私
は
北
京
ゆ
き
の
汽
車
に
乗
っ
、
た
。
も
う
旅
費
も
な
く
な

っ
た
。
何
處
へ
も
寄
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　

こ

　

郁
鄭
に
夢
を
結
ぶ
間
も
な
く
、
七
月
七
日
の
朝
は
静
か
に
明

け
た
。
事
愛
三
週
年
の
記
念
日
『
で
あ
る
。

　

石
門
を
過
ぎ
る
と
き
、
興
亜
辨
営
と
・
い
ふ
も
の
を
賀
つ
た
。

午
後
に
は
一
文
宇
山
・
蘆
溝
橋
の
傍
を
過
ぎ
た
。
私
は
各
地
を

め
ぐ
つ
て
、
皇
軍
兵
士
の
辛
苦
の
さ
奎
に
接
し
た
。
私
は
そ
れ

等
の
人
々
へ
の
感
謝
を
こ
め
て
、
し
ば
し
獣
祷
を
捧
げ
た
。

　

午
後
五
時
、
北
京
の
城
壁
が
見
え
て
来
た
。
六
十
九
ヽ
日
間
の

族
を
終
へ
て
、
私
は
夏
姿
の
北
京
へ
錨
つ
た
。

　
　

私
は
、
い
ま
、
や
っ
と
、
こ
の
貧
し
い
族
の
記
録
を
書
き
終
り
ま

　
　

し
た
が
、
ほ
ん
の
印
像
記
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ペ
ン
を
欄
く
I
　
;
富
っ

　
　

て
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
各
地
の
皆
様
に
、
厚
く
お
破
を
申
し
上

　
　

げ
ま
す
。
昭
和
十
五
年
九
月
二
十
一
日
、
北
京
に
て
識
る
す
。
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