
道

稿

街

停ー
ー

挑

康

孝

の

生

中
園
歴
代
の
諸
王
朝
が
そ
の
建
園
初
回
初
に
と
り
あ
げ
た
諸
政
策
は
、

寛
巌
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
人
心
収
撹
の
た
め
の
も
の
が
多
く
ふ
く
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
唯
物
主
義
に
た
つ
中
華
人
民

共
和
園
に
お
い
で
す
ら
、
人
民
の
た
め
の
名
に
お
い
て
、
中
園
俳
数

協
曾
・
中
園
道
教
協
曾
な
ど
の
奮
宗
教
の
組
織
が
、
共
産
革
命
の
遅

行
に
役
だ
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
公
認
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る。

こ

の
傾
向
は
も
と
よ
り
今
日
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
清
朝
を
亡

ぼ
し
た
民
園
革
命
に
お
い
て
、
ま
た
漢
民
族
の
明
朝
を
打
倒
し
た
満

洲
族
の
清
朝
に
お
い
て
、
さ
ら
に
異
民
族
蒙
古
族
の
元
朝
を
つ
い
に
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そ
の
諜
鮮
の
地
に
ま
で
お
い
つ
め
て
、
金

・
元
以
来
の
胡
俗
の
掃
蕩

に
つ
と
め
た
明
朝
に
お
い
て
も
、
そ
の
施
策
を
宗
教
政
策
の
み
に
限 涯

ー

ー

牧

諦

亮

田

っ
て
み
て
も
、
こ
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。

濠
州
の
窮
民
の
孤
見
に
す
ぎ
な
か
っ
た
朱
元
環
が
、
風
雲
に
乗
じ

て
、
か
り
の
托
鉢
備
の
生
活
を
や
め
、
郭
子
輿
の
紅
軍
の
一
味
に
参

加
し
た
至
正
十
三
年
(
ト
一
一
一
)
か
ら
十
五
年
後
の
至
正
二
十
八
年
に
、

還
に
天
下
を
一
統
し
て
大
明
と
慌
し
た
後
は
、
そ
の
宗
教
政
策
に

つ

- 57ー

相
嘗
き
び
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
。

ま
ず
洪
武
元
年
(
定
)
に
金
陵
の
天
界
寺
に
善
世
院
を
お
い
て
、

慧
曇
(
二
二

21)を
し
て
天
下
得
教
の
亨
伊
』
統
ベ
し
め
(
一
語
一
世
時

開
時
間
冊
一
時
訪
日
也
、
ま
た
彼
に
演
一
翠
品
朴
一致
柄
引
駒
大
禅
師
の
続

会
賜
う
た
こ
と
な
ど
は
、
唐
五
伏
以
来
の
、
震
政
者
が
執
っ
て
き
た
、

宗
教
を
政
治
の
支
配
下
に
お
く
と
い
う
常
套
的
な
手
段
の
踏
襲
で
あ

い
て
、

り
、
園
家
の
治
安
を
危
く
す
る
温
床
と
も
見
ら
れ
が
ち
な
寺
院
の
整

理
・
併
合
・
新
建
の
禁
止
、

不
純
な
目
的
を
も
っ
て
す
る
得
度
出
家
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者
の
巌
重
な
制
限
な
ど
に
、
太
組
の
政
治
的
な
意
圃
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
も
そ
の
一
面

ひ
と
た
び
は
僧
籍
に
あ
っ
た
太
租
は

例
教
を
信
奉
す
る
こ
と
鰐
く、

し
ば
し
ば
詔
勅
を
下
し
て
信
衆
を
議

し
、
如
兄
・

宗
勅
ら
に
命
じ
て
、
般
若
心
経
・
金
剛
般
若
経
・
甥
伽

経
な
ど
の
註
轄
書
を
撰
述
せ
し
め
て
、
こ
れ
を
天
下
に
頒
ち
(
鮎
糊

4
3、
ま
た
洪
武
四
年
に
は
三
宗
の
名
償
十
人
そ
の
徒
三
千
を
蒋
山

太
卒
輿
園
寺
に
集
め
て
建
園
の
犠
牲
者
の
追
善
供
養
の
た
め
に
、
し

ば
し
ば
康
薦
法
曾
伊
』
巌
修
す
る
(
服
器
一
一
一
議
)
な
ど
寛
巌
よ
ろ
し
き

を
得
た
施
策
が
見
ら
れ
る
。
洪
武
三
十
一
年
(
た
)
七
十
一
歳
で
死

ん
だ
太
租
洪
武
帝
の
あ
と
を
つ
い
だ
、
孫
の
允
性
即
ち
建
文
帝
は
首

時
僅
か
十
六
歳
に
過
ぎ
ず
、
将
来
を
案
じ
た
努
泰

・
黄
子
澄
ら
に
よ

る
藩
扉
諸
王
の
勢
力
制
奪
は
、

か
え
っ
て
、
燕
王
ら
の
乗
ず
る
と
こ

ろ
と
な
り
、
叔
姪
あ
い
あ
ら
そ
う
、

い
わ
ゆ
る
靖
難
の
師
が
は
じ
ま

っ
た
。
逆
を
も
っ
て
帝
位
を
纂
わ
ん
と
し
た
燕
王
の
寧
は
、
大
義
名

分
の
上
か
ら
は
諸
方
の
同
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
初
は
苦
戦

を
鱗
け
た
が
、
恵
帝
の
側
に
策
戦
用
兵
に
そ
の
人
を
得
な
か
っ
た
た

め
に
、
四
年
に
亘
る
南
方
の
抗
職
も
空
し
く
、
遂
に
謀
師
挑
康
孝
法

名
道
祈
を
用
い
た
燕
王
を
し
て
、
靖
難
の
名
を
成
さ
し
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。

太
宗
永
祭
帝
治
世
の
初
期
に
お
い
て
も

そ
の
宗
教
政
策
は
太
租

の
そ
れ
を
踏
襲
し
、

か
つ
併
教
を
傘
重
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
ま

さ
る
と
も
劣
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
十
年
に
わ
た
っ
て
太
宗
に
親

近
し
、

そ
の
施
策
の
上
に
大
き
な
影
響
を
奥
え
た
道
街
の
生
涯
に
つ

い
て
、

い
さ
さ
か
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
を
記
し
、
明
代
初
期
例
数
史
研

究
の
た
め
の
一
つ
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。

日
ヘ
一
一
三
ニ
五

J
J

初
(
一
四
一
八

)
は
江
蘇
長
洲
の
人
、
挑
氏
、
幼
名
は
天
躍
、

租
は
菊
山
、
父
は
妙
心
。
家
は
世
々
醤
を
業
と
し
て
い
た
が
、
自
ら
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は
町
四
者
と
な
る
こ
と
を
ね
が
わ
ず
、
讃
書
仕
官
し
て
父
母
の
名
を
顕

す
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
悌
門
に
は
い
っ
て
方
外
の
祭
を
な
さ
ん
と
言

ぃ
、
つ
い
に
至
正
中
に
十
四
歳
を
も
っ
て
、
出
家
し
て
妙
智
庵
に
入

っ
た
の
で
あ
あ
。
道
初
は
法
名
で
あ
り
、
字
は
斯
道
、
逃
虚
子
と
続

し

ま
た
の
ち
に
濁
庵
禅
師
と
稿
さ
れ
た
。
(
挑
康
孝
は
、

永
繁

年
四
月
靖
難
の
功
を
も
っ
て
、
資
善
大
夫
太
子
少
師
を
奔
し
、
名
を

賜
っ
て
か
ら
の
稀
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
お
お
む
ね
道
術
を

も
っ
て
統
一
し
た
)
も
と
よ
り
慧
智
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
讃
書
を
好

み
、
詩
文
に
た
く
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
逃
虚
子
詩
集
巻
三
に
は
、



至
E
庚
子
(
一
一
石
咋
一
)
作
と
い
う
、
彼
が
二
十
六
歳
の
時
に
作
っ
た

苦
寒
詩
が
収
め
ら
れ
て
あ
り
、
お
そ
ら
く
一
番
早
い
時
代
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
皐
は
併
家
の
一

隅
に
か

g
ら
ず、

努
遁
儒
術
。
至
諸
子
百
家
隣
不
貫
穿
。
故
其
文
章
閤
麗
。
詩
律
高

簡
。
皆
超
絶
塵
世
。
雌
名
入
魁
土
心
服
其
能
。
毎
以
潟
不
及
也
。

ヘ
太
宗
御
製
挑
J

f

康
孝
紳
道
碑
」

と
評
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

幼
年
時
代
に
、

姑
蘇
北
輝
寺
の
虚
白
亮
公
に
つ
い
て
天
台
を
皐
び
、

つ
い
で
天
龍
寺
、
嘉
定
の
龍
光
寺
に
う
つ
つ

杭
州
普
慶
寺
に
住
し
、

た
と
い
う
(
倒
錯

持

)
。
そ
の
受
業
の
師
に
つ
い
て
は
、

の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
元
末
兵
蹴
の
時
、
年
す
で
に
三
十
近
く
な
っ

て
、
笹
山
に
あ
っ
て
愚
庵
智
及
(
一

一
一
一
か
勺
)
に
師
恥
し
て
静
号
?

習
っ
た
と
い
う
(
一眼
目
)
。
道
街
が
剃
髪
出
家
の
の
ち
十
数
年
に
わ

た
る
師
承
に
つ
い
て
は
な
お
詳
か
で
は
な
い
が
、
洪
武
十
一
年
六
十

道
初
自
身
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八
歳
で
残
し
た
智
及
に
は
、
首
時
四
十
四
歳
で
あ
っ
た
道
街
は
な
お

十
数
年
に
わ
た
っ
て
師
事
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
逃
虚
子
詩
集
巻

三
に
は
¥
洪
武
三
年
(
↑
ほ
)
春
正
月
六
日
、
病
中
に
五
色
の
雀
を
見

て
詠
じ
た
五
色
雀
の
一
詩
が
あ
り
、
こ
の
時
道
街
は
三
十
六
歳
、
お

そ
ら
く
智
及
の
門
に
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
智
及
が

幼
く
て
出
家

L
た
脅
笹
山
海
雲
精
舎
は
、
道
柄
も
ま
た
此
躍
で
習
皐

し
た
の
で
あ
っ
て
、
逃
慶
子
詩
集
巻
六
に
、
秋
日
重
遊
湾
寵
山
海
雲

精
舎
十
首
の
詩
が
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
第
一
に
、

昔
年
曾
駐
錫

樹
影
粂
雲
ム
ロ

此
日
喜
重
遊

輝
盤
帯
雨
収

‘
澗
循
松
下
靭

峯
緯
竹
遁
棲

後
到
瑳
難
偶

吟
脱
去
復
留

の
一
詩
が
あ
り
、
往
時
を
偲
ん
で
感
懐
を
も
ら
し
て
い
る。

道
術
の
師
の
愚
庵
智
及
に
つ
い
て
は
、
道
街
の
依
頼
に
よ
る
宋
謙

撰
文
の
塔
銘
が
あ
り
、
ま
た
道
術
に
、
奉
筒
宋
皐
土
の
長
詩
が
あ
り

(制
組
問
山
一同
)
、
嘗
今
文
章
第
一

輿
論
所
属
-
賓
在
一
札
口
杯
皐
土
直
謙
と
評

さ
れ
た
宋
謙
と
の
交
渉
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

民
則
的

・

こ
の
ほ
か
、
道
術
が
道
土
席
鹿
島
に
つ

い
て
陰
陽
術
数
の
拳
を
得、

こ
と
に
借
家
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
兵
書
に
精
通
し
た
と
と
は
、
彼
が

- 59ー

の
ち
に
燕
王
に
侍
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
活
動
を
大
き
く
左
右
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
壮
年
時
代
の
こ
と
を
叙
宇
る
に
あ
た
っ
て
、
王
世
貞
が
挑
贋

孝
を
停
え
て
、

入
城
親
元
信
被
金
紫
従
事
騎
甚
都
。
嘆
日
快
哉
。
此
何
侵
諸
生
潟

得
如
是
足
失

l

(
一
一
側
諸
)

と
い
い
、
体
維
麟
は
、
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一
日
入
城
見
慣
官
従
者
頗
盛
。
慨
然
嘆
目
。
償
官
亦
自
有
富
貴
乎
。

ヘ
明
書
記
官
二

-
百
六
十

」

と
、
一
見
相
反
す
る
か
の
ご
と
き
事
賓
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
は
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
王
世
貞
の
頃
に
は
、
な
お
靖
難
に
封
す
る

知
識
人
の
意
識
的
な
世
抗
が
、
義
師
之
輿
貫
霊
平
首
賛
助
之
(
関
白
)

と
一
評
さ
れ
た
道
術
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

た
相
者
室
洪
が
た
ま
た
ま
嵩
山
寺
に
遊
ん
だ
道
祈
を
観
て
、
お
そ
ら

く
は
劉
乗
忠
の
た
ぐ
い
な
ら
ん
と
言
っ
た
こ
と
は
、
道
街
に
と
っ
て

は
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
を
奥
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
い
う
劉
乗
酌
(
三
十
猷
J
)
は
河
北
部
州
の
人
、

租
の
参
謀
と
し
て
活
躍
し
、
政
治
・
経
済
・
文
化
の
各
方
面
に
わ
た

元
の
世

っ
て
願
著
な
功
績
を
の
こ
し
た
人
で
、

乗
忠
既
受
命
以
天
下
篤
己
任
。
事
無

E
細
凡
有
閥
於
園
家
大
践
者
。

知
無
不
言
一
言
無
不
聴
。
帝
寵
任
愈
。
(
問
問
芦
一
)

と
-
評
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
年
少
の
こ
ろ
、
天
寧

土
守
古
照
の
も
と
に
入
室
し
子
聴
と
な
の
っ
た
。
の
ち
元
朝
が
信
道
に

経
科
を
考
試
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
沙
門
の
本
旨
は
字
を
識
る
と
識

ら
古
る
と
に
関
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
し
を
力
説
し
て
、
遂
に

一
人
の

退
落
す
る
者
も
な
か
ら
し
め
た
と
い
う
海
雲
印
簡
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
そ
の
要
請
に
も
と
.す
い
て
忽
必
烈
の
潜
邸
に
い
た
っ
て
種
々

顧
問
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
中
統
元
年

(ζ)、
忽
必
烈
が
即
位

す
る
や
、
朝
儀
官
制
の
創
定
・
大
元
園
競
の
制
定
な
ど
、
こ
と
ご
と

く
傍
門
の
子
聴
の
進
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

至
元
元
年
に
は
光
線

大
夫
を
奔
し
、
位
は
太
保
、
中
書
省
の
こ
と
に
参
預
せ
し
め
ら
れ

翰
林
侍
誼
拳
士
費
黙
の
女
を
も
っ
て
め
あ
わ
さ
れ
た
。
子
聴
が
勅
命

に
よ
っ
て
還
俗
し
た
の
は
四
十
九
の
時
で
あ
る
が

そ
の
後
の
十
年

聞
も
、難

位
極
人
臣
。
而
驚
居
疏
食
。
終
日
潜
然
不
異
卒
昔
。へ一冗史品竺一
)

-
F

百
五
十
七
」

と
い
う
員
撃
な
生
活
態
度
に
終
始
し
た
。
こ
の
よ
う
な
子
聴
の
生
涯

- 60ー

と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
事
蹟
の
あ
っ
た
明
初
の
道
初
の
そ
れ
と

が
比
較
さ
れ
た
の
も
、
蛍
然
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

道
桁
の
壮
年
時
代
に
づ
い
て
は
、
多
く
の
史
書
が
、
燕
王
と
の
む

す
び
つ
き
を
如
何
に
興
味
深
く
記
述
す
る
か
に
気
を
く
ば
っ
て
い
て
、

俳
教
者
と
し
て
の
道
術
の
日
常
生
活
な
芯
に
つ
い
て
は
記
す
と
こ
ろ

は
な
い
。
明
書
に
洪
武
笑
丑
(
一
言
一
一
一
)
度
牒
を
請
う
て
畳
林
寺
(
妙

智
庵
)
に
麗
し
、
甲
寅
(
牝
)
通
儒
の
智
伊
』
試
す
る
に
あ
た
っ
て
、
仕

官
を
願
わ
ず
信
服
の
み
を
賜
う
て
山
に
還
る
と
記
す
が
、
も
と
よ
り

そ
の
年
時
に
つ
い
て
確
誼
は
な
い
。
し
か
し
、

の
ち
に
も
記
す
よ
う



に
、
洪
武
十
四
年
頃
、
道
術
に
は
す
で
に
浄
土
筒
要
録
・
諸
上
善
人

一
詠
な
ど
の
編
著
が
あ
り
、
江
南
併
教
界
に
お
い
て
、
員
撃
な
浄
土
数

賓
践
者
と
し
て
高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
一浄
土
筒
要
録
に
附

さ
れ
た
大
佑
の
敏
文
に
も
、
四
十
七
歳
の
道
紛
の
支
台
・
秤
・
浄
土

へ
の
思
想
遍
歴
を
の
ベ
、

首
批
年
行
道
之
目
。
而
専
心
致
志
。
'於
此
道
其
有
得
子
此
乎
。

と
記
す
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

ま
た
、
士
大
夫
と

φ
変
友
も
、
高
啓
・
楊
孟
載
ら
と
は
少
く
し
て

莫
逆
の
交
り
を
結
び
、
ま
た
宋
旅
・
蘇
伯
衡
の
よ
う
な
大
家
も
道
術
を

推
し
た
(
笠
誠
一
服
)
と
い
け
か
ら
、
そ
の
文
に
な
い
て
も
相
営
知
名

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

道
初
が
燕
王
様
の
ち
の
太
宗
に
親
近
し
た
縁
由
に
つ
い
て
は
、
諸

書
に
記
す
よ
う
に
、
洪
武
十
五
年
八
月
に
内
助
の
功
の
す
こ
ぶ
る
高

か
っ
た
太
租
の
孝
慈
高
皇
后
馬
氏
が
五
十
一
歳
を
も
っ
て
尉
じ
、
そ

の
追
善
の
た
め
に
高
僧
を
、
謹
ん
で
諸
王
に
侍
し
て
諦
経
せ
し
め
た
時
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に
、
道
街
は
左
善
世
と
し
て
信
録
の
任
に
あ
っ
た
宗
勅
の
推
翠
に
よ

り
燕
王
に
近
侍
し
て
北
卒
慶
寄
寺
に
住
す
る
こ
と
と
な
っ
て
か
ら
で

ーあ
る
。
永
祭
賞
録
巻

一
百
九
に
は
、

洪
武
十
五
年
。
信
宗
勅
薦
其
(
遁
初
)
皐
行
。
命
住
北
卒
慶
蕎
寺。

上
藩
邸
甚
見
膿
遇
o

t
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
明
史
巻
一
百
四
十
五
に
は
、

高
皇
后
溺
。
太
租
選
青
信
侍
諸
王
矯
諦
経
薦
一
帽
。

と
い
う
。

こ
め
頃
、
建
園
嘗
初
の
宗
教
政
策
は
一
臆
の
睦
裁
は
と
と
の
え
た

が
、
併
殺
界
に
は
宗
勅
・
如
記
・

呉
印
・
華
克
勤
な
ど
の
高
僧
が
輩

出
し
、
し
き
り
に
宮
廷
に
出
入
し
議
論
の
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
蒋
山

そ
の
他
に
大
規
模
な
水
陸
法
禽
・

康
薦
法
舎
を
修
す
る
な
ど
、
や
や

- 61-

世
人
の
耳
目
を
お
ど
ろ
か
し
、
ま
た
俸
統
的
な
儒
教
倫
理
を
最
上
の

も
の
と
す
る
政
治
家
、
士
大
夫
な
ど
か
ら
、
太
租
の
悌
教
偏
重
に
封

し
て
し
ば
し
ば
上
書
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
給
事
中
陳
技
輝
は
、
古
来
い
ま
だ
精
紳
絹
流
の
雑
居
し

て
事
を
と
も
に
す
る
こ
と
を
聞
か
な
い
の
に
、
近
頃
は
縮
流
の
議
間

日
に
ま
し
、
劉
基
・
徐
達
・

李
善
長

・
周
徳
輿
ら
の
名
臣
が
あ
い
つ

い
で
誘
あ
れ
た
こ
と
を
諌
め
て
い
る
し
、
大
理
寺
卿
の
李
仕
魯
も
数

十
章
を
た
て
ま
つ
っ
て
、
悌
数
を
崇
め
る
こ
と
の
非
理
を
あ
か
し
て

い
る
。
こ
と
に
仕
魯
は
朱
子
撃
に
ふ
か
く
、
闘
併
を
も
っ
て
自
ら
の
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つ
と
め
と
し
て
極
諌
し
た
が
、
太
租
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、

憤
然
と
し
て
坊
を
地
に
お
き
、

た
め
に
た
ち
ど
こ
ろ
に
階
下
に
殺
さ

れ
る
悲
運
に
あ
っ
て
い
る
し
、
陳
決
輝
も
大
理
寺
少
卿
と
な
っ
て
、

罪
を
お
そ
れ
て
金
水
橋
の
ほ
と
り
で
入
水
自
殺
し
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
頃
太
租
の
併
殺
信
仰
も
絶
頂
に
達
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
貧
賎
よ
り
苦
笑
を
と
も
に
し
て
今
日
に
い
た
っ
た
太
組
と
し

て
、
こ
の
皇
后
を
喪
っ
た
こ
と
は
何
事
に
も
か
え
が
た
い
損
失
で
あ

っ
た
ろ
う
し
、
再
び
皇
后
を
立
て
ず
、
ひ
た
す
ら
に
亡
き
皇
后
の
冥

一
帽
を
祈
る
こ
と
の
み
が
、
太
租
の
心
を
な
ぐ
さ
め
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
月
庚
午
に
孝
慈
皇
后
を
孝
陵
に
葬
っ
て
お
り
、
諸
王
に
名
健
一
人

を
侍
従
さ
せ
て
皇
后
の
た
め
に
僻
事
を
修
せ
し
め
る
こ
と
と
し
た
の

は
、
お
そ
ら
く
そ
の
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

河
北
房
山
鯨
に
あ
る
道
術
の
基
側
に
建
て
ら
れ
た
太
宗
御
製
の
紳

道
碑
に
は
、

洪
武
十
五
年
、
信
宗
澗
翠
至
京
師
。
股
皇
考
太
租
高
皇
帝
一
見
異

之
。
命
住
慶
詩
寺
。
事
股
務
邸
。
毎
進
見
論
説
勤
々
懇
々
。
無
非

有
道
之
言
。
察
其
所
以
堅
碓
有
守
積
純
無
庇
。
股
盆
重
之
。

の
あ
る
の
は
、
道
柄
が
燕
王
に
謝
し
て
、

た
だ
に
母
后
の
追
善
修
一
幅

の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

ひ
ろ
く
政
治
上
の
こ
と
に
も
顧
問
と
な
っ
た

」
と
が
推
察
さ
れ
る
。

道
初
を
推
撃
し
た
宗
湖
(
二
一一
ト
4
1
)
は
漸
江
臨
海
の
人
、
字
は

季
揮
、
全
室
と
放
し
、
建
園
蛍
初
か
ら
太
租
に
重
任
さ
れ
、
洪
武
元

年
(
芯
)
に
は
杭
州
中
天
竺
寺
か
ら
笹
山
を
経
、
勅
回
目
を
も
っ
て
首

都
金
陵
の
天
界
寺
の
主
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
天
界
寺
は
師

の
笑
隠
大
訴
が
元
の
文
宗
天
暦
元
年
(
一
一
応
)
に
開
山
第
一
世
と
な
っ

た
寺
で
あ
り
(
砧
純
一
時
一
一
)
、
洪
武
元
年
三
月
に
は
寺
内
に
善
世
院
を

置
き
、
天
下
樫
教
の
事
を
管
掌
す
る
機
関
と
し
た
ほ
ど
著
名
な
、
江

南
有
敏
の

E
利
で
あ
っ
た
。

宗
勅
は
太
組
の
建
園
初
期
に
お
け
る
人
心
収
撞
の
た
め
の
施
策
の
臼

一
と
し
て
の
併
数
々
圏
再
編
工
作
に
協
力
し
、
蒋
山
太
卒
輿
園
寺
に

一

お
け
る
職
残
者
追
悼
法
舎
な
と
に
も
率
先
こ
れ
に
参
加
し
、
帝
の
た

ω
 

め
に
法
を
読
い
て
い
る
。
ま
た
こ
の
法
舎
に
さ
い
し
て
、
宗
勅
が
勅

を
奉
じ
て
善
世
曲
・
昭
信
曲

・
延
慈
曲

・
法
喜
曲
・
開
悦
曲

・
遁
麿

曲
・
妙
済
曲
・
昔
育
成
曲
の
八
部
か
ら
成
る
献
傍
紫
章
を
撰
録
し
た
と

い
う
か
ら
、
こ
れ
は
の
ち
に
太
宗
勅
撰
の
諮
併
世
傘
如
来
菩
薩
傘
者

い
わ
ゆ
る
永
柴
併
曲
の
作
製
や
宮
中
で
こ
れ

凶

を
歌
舞
せ
し
め
た
こ
と
の
先
雌
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
洪

武
十
一
年
に
は
、
詔
を
奉
じ
て
太
漢
如
坦
ら
と
と
も
に
般
若
心
経

・

名
稿
歌
曲
の
ご
と
き
、



金
剛
般
若
経
・
拐
伽
鰹
三
鰹
の
注
懇
を
撰
述
し
、
天
下
に
頒
行
せ
し

め
ら
る
(
鶴
一
一
一
点
)
な
ど
、
太
極
の
信
任
は
こ
と
に
篤
く
、
道
一
宮
」

燕
王
に
推
奉
し
た
洪
武
十
五
年
(
ト
一
一
一
)
の
四
月
二
十
二
日
に
は
遠
く

西
域
に
併
鰹
を
求
め
蹄
朝
じ
た
そ
の
功
を
も
っ
て
信
錦
司
右
善
世
の

の重
一職
人を
でさ
あず
つけ
たら
のれ
でて
あい
るωる

い
わ
ば
明
初
例
数
界
最
高
の
指
導
者

道
柄
は
ζ

の
宗
澗
に
は
も
と
よ
り
知
遇
を
得
て
お
り
、
宗
勅
の
西

天
取
艇
の
仕
事
を
賀
し
た
全
室
紳
師
使
西
天
取
経
団
朝
奉
賀
の
一
詩

を
賦
し
て
い
る
。
(
純
細
川
詩
)

‘

燕
京
に
お
も
む
い
た
道
祈
の
靖
難
の
役
に
い
た
る
頃
ま
で
の
動
静

に
つ
い
て
は
殆
ど
知
る
こ
と
は
な
い
。

道
桁
が
燕
王
に
、
若
し
も
よ
く
臣
を
用
い
る
な
ら
ば
、
私
は
ま
さ

に
一
白
帽
を
大
王
に
い
た
だ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
と
言

っ
た
。
け
だ
し
王
の
上
に
白
字
を
冠
す
る
な
ら
ば
皇
と
な
る
。
す

で
に
道
街
は
燕
王
が
他
日
皇
位
に
つ
く
こ
と
を
珠
知
し
て
い
た
の

ヘ
靖
難
功
J

で
あ
る
。
(
医
録
」

太
粗
の
山
劇
輸
す
る
や
本
園
に
て
忠
八
臨
せ
し
め
。ん
と
の
中
央
の
命
に
そ

、
む
き
、
燕
王
は
葬
に
の
ぞ
ま
ん
と
し
て
治
安
に
ま
で
達
し
た
が
、
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兵
部
左
侍
郎
費
泰
ら
の
上
奏
に
よ
っ
て
悪
文
帝
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、

燕
王
は
怒
り
燕
京
に
還
り
、
ま
さ
に
師
を
お
こ
さ
ん
と
し
て
道
初

と
密
議
中
に
、
承
運
殿
の
鴫
吻
が
地
に
堕
ち
た
の
で
、
不
吉
の
兆

な
ウ
と
し
て
燕
王
は
慌
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
道
術
は
、
瑞
群
な

り
、
園
主
の
交
替
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
言
っ
た
。
(
糊
4
W
M
Y
)

燕
王
は
翠
兵
を
決
意
し
た
が
、
な
お
民
心
の
動
向
に
つ
い
て
豚
念

を
持
っ
て
い
た
が
、
道
桁
は
、
天
道
を
知
る
の
み
、
民
心
何
ぞ
論

ヘ
嫡
難
功
医
録
・
J

ぜ
ん
や
と
の
強
い
決
意
を
示
し
た
。

(
明
史
稿

・
明
史
)

右
の
よ
う
な
靖
難
の
役
の
護
端
に
つ
い
て
の
多
く
の
読
話
は
、
お

そ
ら
く
は
後
人
の
附
舎
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
燕
王
の
決
意
に
、
道
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初
が
全
面
的
な
協
力
を
お
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
御
製
紳
道
碑
に
、

及
皇
考
(
太
租
)
賓
天
而
好
臣
檀
命
。
組
焚
革
奮
章
。
構
矯
繭
範
。

危
迫
朕
身
。
朕
惟
宗
社
至
重
。
匡
救
之
責
賓
有
所
在
。
康
孝
於
時

識
進
退
存
亡
之
理
。
明
安
危
繭
一
帽
之
機
。
先
機
効
謀
。
言
無
不
合
。

出
入
左
右
惟
握
之
問
。
啓
沃
良
多
。

と
記
し
、
永
祭
賞
錬
巻
一
百
九
に
も
、

上
毎
師
命
侍
世
子
。
居
守
巌
固
備
禦
撫
兵
民
。
興
費
謀
策
。

と
い
う
ご
と
く
、
道
術
が
大
い
に
燕
王
の
信
頼
を
得
た
こ
と
は
推
し

て
知
る
べ
き
で
あ
る
。

も
と
も
と
靖
難
の
役
そ
の
も
の
は
、
洪
武
三
十
二
年
七
月
五
日
に
、
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姦
巨
費
泰
・
黄
子
澄
ら
が
租
宗
の
成
法
を
繁
観
し
、
兵
を
あ
つ
め

て
親
王
を
殺
害
し
旬
、
こ
と
を
翠
げ
て
出
師
の
名
目
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
要
は
幼
帝
を
奉
じ
、
未
然
の
う
ち
に
諸
王
の
蜜
動
を
封
ぜ

ん
と
し
て
制
藩
の
こ
と
を
行
わ
ん
と
す
る
正
統
涯
と
、
北
方
形
勝
の

地
、
土
馬
精
強
の
雄
藩
に
幡
居
し
て
、
絶
倫
の
智
慮
を
持
っ
た
燕
王

と
そ
れ
を
め
ぐ
る
道
知
ら
多
く
の
謀
臣
た
ち
と
の
権
力
闘
争
に
外
な

ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

い
わ
ば
正
統
涯
が
潰
滅
し
て
、
建
文

帝
側
近
の
宣
官
の
内
麿
や
、
瓦
良
恰
三
衛
の
蒙
古
騎
兵
隊
の
援
助
を

受
け
て
、
大
勢
を
制
し
た
燕
王
の
天
下
と
な
っ
た
永
祭
以
後
に
お
い

て
は
、
靖
難
の
役
そ
の
も
の
の
正
確
な
解
明
は
も
と
よ
り
困
難
で
あ

4
G
。園

椎
巻
十
一
、
恵
宗
建
文
元
年
七
月
己
巳
の
僚
に
、

王
世
貞
の
名

卿
績
記
念
三
の
道
桁
俸
を
ほ
ぼ
引
用
し
て
い
る
。
か
っ
、
談
遷
が
、

道
初
と
蓑
掛
川
と
い
ず
れ
も
不
鮮
の
人
で
あ
り
、
雨
者
は
術
を
も
っ
て

合
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
義
を
も
っ
て
合
し
た
も
の
で
な
く
、
妄
り

つ
い
に
天
下
に
耐
を
腫
が
し
め

に
燕
王
の
運
を
佐
け
る
と
栴
し
々
、

た
も
の
で
あ
る
と
附
言
し
て
い
る
の
は
、
靖
難
の
役
に
謝
し
て
、
道

桁
・
嚢
洪
ら
を
表
面
に
出
し
た
嘗
時
と
し
て
は
か
な
り
な
批
判
で
あ

る
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
燕
王
が
即
位
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世
知

識
人
土
の
靖
難
の
役
に
劃
す
る
批
難
は
、
首
然
、
そ
の
首
謀
者
と
も

見
ら
れ
る
道
祈
ら
に
向
け
ら
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
事
質
で
あ
っ

回た
。太

宗
に
劉
し
直
接
危
害
を
加
え
ん
と
し
て
惨
殺
さ
れ
た
御
史
大
夫

歌
清
の
ご
と
き
、
謙
譲
の
義
に
も
比
す
べ
き
事
件
も
、
迭
に
歴
史
の

方
向
を
鱒
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

御
製
紳
道
碑
に
も
き
守
つ
ご
と
く
、
靖
難
の
役
中
に
お
け
る
道
初
は
、

も
と
よ
り
陣
頭
に
た
っ
て
直
接
戦
闘
の
指
揮
を
し
た
の
で
は
な
く
、

燕
王
の
轄
職
三
年
の
問
、
北
卒
を
固
守
し
、

よ
く
後
顧
の
憂
な
か
ら
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し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
々
に
つ
い
て
述
べ
る
要
も
な
い
こ
と
で

あ
る
が
、
建
文
元
年
十
月
に
燕
王
が
大
寧
を
念
襲
し
た
間
隙
を
利
し

て
李
景
隆
が
北
卒
を
囲
ん
だ
が
、
留
守
の
道
初
ら
の
守
禦
甚
だ
固
く
、

あ
ま
つ
さ
え
寒
気
き
び
し
く
、
攻
撃
軍
に
凍
死
す
る
者
あ
い
つ
い
だ

た
め
、
二
十
日
に
わ
た
る
包
囲
も
功
を
奏
せ
ず
、

か
え
っ
て
大
寧
か

ら
ひ
き
か
え
し
た
燕
王
の
軍
と
内
外
爽
撃
の
ま
と
と
な
り
、
景
隆
の

軍
は
潰
滅
し
た
。
ま
た
建
文
二
年
五
月
燕
王
が
済
南
を
園
み
、
持
久

戦
三
ヶ
月
に
お
よ
ん
だ
が
、
途
に
鍛
鉱
ら
の
好
守
に
阻
ま
れ
て
目
的

一
時
寧
を
引
い
て
北
卒
に
還
り
後
翠
を
計
る

を
達
せ
ず
、
道
術
の
、

べ
し
と
の
進
言
を
容
れ
て
、
軍
は
園
み
を
解
い
て
去
る
の
こ
と
な
ど
、



ま
た
首
都
陥
落
後
に
行
わ
れ
た
爪
蔓
抄
と
も
よ
ば
れ
る
大
逆
殺
の
中

で
も
、
事
に
坐
し
て
死
す
る
者
八
百
七
十
三
人
と
稽
せ
ら
れ
た
儒
者

方
孝
掃
に
つ
い
て
は
、
道
術
が
こ
と
に
燕
王
に
注
意
}
し
て
、
孝
需
を

殺
せ
ば
天
下
讃
書
の
種
子
紹
せ
ん
一乙
七
て
警
告
し
た
ご
と
き
(
制
吐

一一
回

)
1

断
片
的
な
記
載

J

伊
」
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
褒
庇
い
ず
れ
に
せ

よ
、
数
年
に
亘
る
天
下
の
大
蹴
と
、
こ
と
に
首
都
占
領
後
に
お
け
る

冷
巌
な
血
の
粛
清
と
は
、
靖
難
功
臣
錬
に
、

及
出
師
康
孝
常
居
守
運
響
惟
慢
。

之
。

と
評
さ
れ
、

董
義
師
之
起
賓
康
孝
首
賛
助

明
史
(
時
↑
国
)
に
、

道
初
未
嘗
臨
戦
陣
。
然
帝
用
兵
有
天
下
。
道
街
力
篤
多
。
論
功
以

帰
第
一
。

と
記
さ
れ
た
傍
門
に
在
る
謀
師
道
術
と
し
て
は
、
も
は
や
逃
れ
得
よ

う
の
な
い
立
場
に
お
い
や
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
と
に
江
南
出

身
の
道
街
と
し
て
は
、
郷
里
の
人
々
、
肉
身
か
ら
さ
え
も
、
還
に
許

さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
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靖
難
の
役
が
功
を
お
さ
め
、
連
文
四
年
六
月
己
巴
、
燕
王
が
帝
位

に
即
く
と
と
も
に
、
論
功
行
賞
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
十
月
に
、

道
街
は
信
録
左
善
世
と
し
て
、
ー天
下
種
教
管
掌
の
最
高
の
地
位
に
お

か
れ
た
の
で
あ
る
。
論
功
と
し
て
み
る
な
ら
ば
正
六
口
聞
の
借
官
は
ひ

く
き
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
道
術
が
僧
籍
に
あ
る
か
ぎ
り
、

賞
然
の
措
置
で
あ
る
。
太
宗
は
永
繁
二
年
四
月
壬
申
に
、
さ
ら
に
太

子
少
師
を
授
け
て
、
そ
の
還
俗
を
も
と
め
て
い
る
。

永
祭
賞
鋳
巻
二
十
八
に
、

命
信
錦
司
左
善
世
道
術
篤
太
子
少
師
。
復
其
姓
挑
賜
名
贋
孝
。

賜

勅
議
日
。
卿
乗
性
篤
賓
皐
行
老
成
。
事
股
藩
邸
積
有
年
歳
。
股
靖
一

難
之
初
。
卿
侍
左
右
謀
議
弼
賛
神
盆
良
多
。
今
建
儲
嗣
筒
求
賢
輔
。
臼

以
卿
奮
人
特
授
太
子
少
師
。
夫
太
子
天
下
之
本
也
。
必
頼
魯
迫
匡

一

正
輔
成
徳
器
。

卿
倫
勉
恢
職
。
副
股
谷
僑
之
重
欽
也
。

と
い
う
。

靖
難
の
役
が
移
っ
た
こ
ろ
、
太
宗
の
身
過
に
は
、
早
く
も
第
二
の

靖
難
が
お
こ
り
か
ね
な
い
扶
勢
が
あ
っ
た
。
世
子
高
織
と
、
次
子
高

照
と
の
聞
に
微
妙
な
空
気
が
か
も
し
だ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
太
宗
自

身
、
高
照
を
重
用
し
、
靖
難
の
役
を
遁
じ
て
、
高
照
も
ま
た
力
戦
奮

闘
し
た
。
お
そ
ら
ぐ
高
照
自
身
も
皇
太
子
た
ら
ん
こ
と
を
自
負
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
臣
下
も
郎
一
隅
・

王
寧
ら
は
職
功
あ
る
高
照
を
立
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て
て
太
子
と
す
べ
き
こ
と
を
進
言
し
た
が
、
道
術
の
推
奉
に
よ
っ
て

燕
王
に
接
近
し
、
'
か
つ
て
は
世
子
を
た
す
け
て
北
京
に
あ
っ
た
兵
部

備
蓄
金
忠
は
、
事
の
不
可
を
直
一
言

-u、
ま
た
解
鯖
・
黄
准

・
予
昌
隆

ら
と
連
絡
を
と
っ
て
、
建
儲
の
こ
と
は
遂
に
世
子
を
立
つ
る
に
長
を

も
っ
て
す
る
は
卒
世
の
道
な
り
と
す
る
、
松
田
然
の
道
理
が
み
と
め
ら

れ
て
、
世
子
高
織
を
皇
太
子
と
定
め
ら
れ
た
。

」
の
よ
う
な
重
大
な
時
期
に
、
論
功
第
一
と
栴
さ
れ
た
道
桁
を
還

俗
せ
し
め
て
資
善
大
夫
に
奔
し
、
国
家
最
高
の
重
要
な
地
位
の
一
つ

で
あ
る
太
子
少
師
と
な
し
た
の
は
、
大
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
時
に
道
街
は
す
で
に
七
十
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。
太

宗
御
製
紳
道
碑
に
は
、
道
街
の
父
、
租
父
に
ま
で
資
善
大
夫
太
子
少

師
を
迫
封
し
た
と
い
う
か
ら
、
太
宗
の
道
術
に
劃
す
る
信
頼
を
こ
こ

に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
す
が
に
道
街
も
太
子
少
師
を
授
け
ら

れ
た
こ
と
に
光
栄
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
逃
虚
子
詩
集
令
七
に

仰

は
そ
れ
を
感
謝
す
る
七
言
律
詩
一
首
が
あ
る
。

三
月
二
十
日
欽
授
太
子
少
師

分
甘
巌
盤
事
浮
圃

此
道
何
曾
記
有
無

自
念
上
天
遺
一
老

誰
知
今
日
預
三
孤

困
禽
縦
開
風
電
舎

枯
桝
回
繭
雨
露
濡

深
荷
皇
恩
無
以
報

櫨
香
長
タ
効
嵩
呼

こ
の
後
は
、
帝
も
道
街
と
語
る
に
つ
ね
に
少
師
と
呼
ん
で
名
を
呼

ば
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
第
宅
雨
宮
人
を
賜
っ
た
が
、

い
ず
れ
も

固
辞
し
て
受
け
ず
、
常
に
信
寺
に
住
ん
で
蓄
髪
せ
ず
、
冠
帯
し
て
朝

し
、
退
け
ば
楢
衣
を
ま
と
う
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
道
桁
が
、
元

の
世
宗
の
と
き
の
劉
乗
忠
子
聴
に
比
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
六
月
に
は
蘇
松
湯
江
嘉
湖
の
地
域
に
大
水
害
が
あ
り
、
同

月
二
十
六
日
に
は
命
を
承
け
て
挑
贋
孝
ら
は
賑
済
の
た
め
蘇
湖
の
地

に
お
も
む
い
て
い
る
(
軌
禁
止
ゆ
)
。
こ
の
時
の
上
識
に
、

人
君
の
一
衣
一
食
は
皆
民
の
供
す
る
所
、
民
窮
し
て
衣
食
無
く
ん
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ば
、
君
量
に
郎
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。
君
は
父
な
り
民
は
子
な
り
。

子
た
ら
ん
に
は
ま
さ
に
孝
、
父
た
ら
ん
に
は
ま
さ
に
慈
。
お
の
お

の
つ
と
め
て
そ
の
道
を
蓋
す
の
み
。
卿
、
股
の
こ
の
心
を
往
い
て

位
せ
よ
。
園
の
た
め
に
費
を
惜
む
べ
か
ら
ず
。
け
だ
し
財
を
散
じ

て
民
を
得
る
は
仁
者
の
政
な
り
。

と
い
う
。
挑
康
孝
が
専
使
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
水

害

・
畿
飢
に
お
そ
わ
れ
た
の
が
彼
の
故
郷
の
地
で
あ
り
、
ま
た
お
そ

ら
く
洪
武
十
五
年
燕
王
に
侍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、

い
ま
だ
鯖

郷
し
て
い
な
い
か
ら
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
な
つ



か
し
い
故
郷
に
騎
る
放
は
、
彼
に
と
っ
て
必
ず
し
も
愉
快
な
旗
で
は

ri
問、「
J

・》。

f
、
刀
て
ふ
/

お
そ
ら
く
八
十
歳
に
も
近
い
と
思
わ
れ
る
姉
も
ま
だ
健
在
で
あ
っ

た
。
こ
の
姉
は
数
十
年
の
む
か
し
、
道
術
が
は
じ
め
て
憶
と
な
っ
た

時
、
和
尚
と
な
っ
た
か
ら
に
は
慈
悲
の
心
を
む
ね
と
せ
よ
と
か
た
く

戒
め
た
。
し
か
も
遇
ぐ
る
靖
難
の
役
に
は
、
北
方
の
軍
隊
は
い
か
に

残
忍
な
こ
と
を
し
た
か
、
し
か
も
こ
の
奉
兵
の
中
心
は
道
街
だ
と
い

ぅ
、
和
向
の
慈
悲
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
か
と
慨
歎
し
た
。
数
十
年

ぶ
り
の
姉
弟
の
再
見
に
心
を
お
ど
ら
し
な
が
ら
彼
は
姉
の
家
を
訪
れ

た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
お
え
ら
い
方
が
こ
の
よ
う
な
貧
し
い
家
に
お

い
で
に
な
る
用
事
は
ご
ぎ
い
ま
せ
ん
と
い
っ
て
禽
わ
な
い
。
今
度
は

信
衣
を
ま
と
う
て
訪
れ
た
が
ま
だ
曾
わ
な
い
。
や
っ
と
の
こ
と
で
舎

う
に
は
禽
っ
た
が
、
中
堂
に
つ
っ
た
っ
た
ま
ま
で
ろ
く
に
挨
拶
も
し

な
い
。
彼
は
し
き
り
に
下
奔
し
た
が
、
姉
は
、
私
は
と
て
も
そ
ん
な

挨
拶
は
で
き
ま
せ
ん
よ
、
む
か
し
の
和
街
は
こ
ん
な
好
い
人
で
は
な

か
っ
た
筈
だ
が
、
ま
あ
そ
れ
で
も
よ
く
首
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

と
、
皮
肉
い
っ
ぱ
い
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
た
か
く
れ
て
も
は
や

仰

再
び
あ
ら
わ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
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呉
郡
の
隠
士
王
賓
は
道
街
の
奮
友
で
あ
っ
た
が
、
彼
も
な
か
な
か

面
舎
を
肯
ん
巳
な
い
。
三
度
行
っ
て
三
度
と
も
目
的
を
達
し
な
か
っ

た
の
で
、
今
度
は
単
身
徒
歩
で
王
賓
の
門
に
い
た
っ
た
が
、
し
か
も

な
お
腹
ぜ
ず
、

は
る
か
は
な
れ
て
、
和
尚
誤
て
り
和
向
誤
て
り
と
言

ω
 

っ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

す
で
に
、
皇
弟
周
王
が
河
南
で
獲
た
廟
虞
を
九
月
八
日
に
献
上
し

て
お
り
、
群
臣
が
表
賀
し
た
こ
と
は
正
史
に
も
見
え
る
が
一
道
桁
が

こ
の
座
に
つ
ら
な
っ
て
k

駒
虞
詩
弁
序
(
純
一価
好
詩
)
を
作
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
呉
地
に
そ
う
長
く
は
滞
在
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
賜
う
と
こ
ろ
の
金
鳥
を
も
っ
て
こ
と
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ご
と
く
郷
里
の
一
族
星
人
に
わ
か
ち
あ
た
え
、
そ
の
卒
生
柴
善
好
施

は
天
然
よ
り
然
る
な
り
と
、
太
宗
は
神
道
碑
に
記
し
て
い
る
。

永
祭
二
年
十
一
月
に
翰
林
院
皐
土
粂
右
春
坊
大
皐
土
解
鯖
ら
が
女

献
大
成
を
た
て
ま
つ
っ
た
が
、
い
ま
だ
完
全
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、

改
め
て
挑
康
孝
や
刑
部
侍
郎
劉
季
箆
と
解
精
が
総
覧
し
て
纂
修
を
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
(
銃
一世
論
)
。
こ
れ
は
永
祭
五
年
十
一
月
に
い
た
っ

て
編
輯
を
終
え
た
文
献
大
成
二
高
二
千
二
百
一
十
一
舎
で
、
名
を
永

祭
大
奥
と
改
め
ら
れ
、
太
宗
が
こ
れ
に
序
し
て
い
る
。

こ
れ
に
先
だ
っ
同
年
四
月
辛
卯
に
は
、
皇
長
孫
謄
基
が
十
歳
と
な

っ
て
、

い
わ
ば
御
闘
争
問
所
が
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、

七
十
五
歳
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の
太
子
少
師
挑
康
孝
を
は
じ
め
、
翰
林
待
詔
魯
喧

・
鄭
躍
ら
が
太
宗

の
命
を
も
っ
て
議
議
に
侍
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
上
識
に
、
股
の
長

孫
は
天
資
明
容
な
り
、
宜
し
く
心
を
議
し
て
開
導
せ
よ
、
凡
そ
鰹
史

に
載
す
と
こ
ろ
の
孝
弟
仁
義
は
か
の
帝
王
の
大
訓
と
と
も
に
、
も
つ

て
天
下
を
経
論
す
べ
き
も
の
な
り
。
日
々
の
講
解
は
必
ず
し
も
儒
生

が
章
句
を
緯
き
文
詞
に
た
く
み
な
る
に
し
か
ず
と
し
て
、
帝
王
撃
の

ヘ
永
祭
賞
録
J

見
解
を
も
ら
し
て
い
る
の
も
興
味
ふ
か
い
(
巻
二
十
九
)

こ
の
の
ち
は
、
歴
史
の
上
に
挑
康
孝
の
名
を
見
る
こ
と
は
す
く
な

い
。
そ
れ
で
も
逃
虚
子
詩
集
傘
八
に
は
、
永
柴
七
年
正
月
十
五
日
夜

嘉
晴
京
都
放
燈
甚
盛
賦
近
健

一
首
と
て
、
北
京
に
お
け
る
上
元
放
燈

の
盛
況
を
も
の
が
た
る
詩
賦
が
あ
る
。
ま
た
同
年
七
月
八
日
に
は
孫

子
良
の
夢
萱
詩
に
感
じ
て
、
夢
萱
堂
詩
を
賦
し
て
い
る
(
純
一
群
)
。

永
築
十
年
(
一
羽
)
、
七
十
八
歳
の
十
月
、
自
ら
公
務
を
退
い
た
こ
と

が
道
品
開
銀
の
序
文
に
見
え
て
お
り
、
高
齢
を
以
て
職
責
を
果
し
え
な

い
こ
と
を
自
費
し
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
は
お
そ
ら
く
は

北
京
や
江
南
の
地
に
こ
も
ご
も
あ
っ
て
悠
々
自
適
の
方
外
の
祭
を
得

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
永
祭
貫
録
巻
百
五
、
永
然
十
五
年
三
月
丙
申
の

僚
に
、
銭
塘
の
知
鯨
葉
宗
行
の
卒
す
る
を
い
う
中
に
、
挑
康
孝
が
古

の
循
吏
に
悦
じ
ず
と
稿
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
宗
行
が
夏
原
吉
に
従

っ
て
治
水
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

永
繁
十
六
年
三
月
、
命
の
ま
さ
に
蓋
き
ん
と
す
る
を
知
っ
て
、
南

京
よ
り
北
京
に
い
た
っ
た
。
太
宗
に
訣
別
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
も
病
に
わ
か
に
重
く
、
太
宗
自
ら
慶
寄
寺
に
き
た
っ
て
、
道
術

を
み
そ
な
わ
し
た
の
で
あ
る
が
、
二
度
目
に
は
す
で
に
息
を
ひ
き
と

っ
て
い
た
。
帝
は
前
向
一
の
あ
と
の
こ
と
を
訊
ね
た
が
、
何
も
こ
た
え

ず
、
強
い
て
ま
た
問
え
ば
、
出
家
者
と
し
て
何
の
み
れ
ん
が
あ
ろ
う

か
と
い

い
、
重
ね
て
欲
す
る
と
こ
ろ
を
問
え
ば
、
建
文
帝
の
た
め
に

種
々
策
動
し
、
そ
の
た
め
太
宗
に
よ
っ
て
十
数
年
来
幽
閉
さ
れ
て
い

る
縛
陶
の
救
命
を
願
う
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
こ
の
日
、
永
柴
十
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六
年
三
月
二
十
八
日
、

八
オ
四
歳
の
俗
需
を
も
っ
て
み
ま
か
っ
た
の

で
あ
る
。
太
宗
は
悲
み
の
あ
ま
り
、
朝
政
を
見
る
を
顎
め
る
こ
と

日
、
有
司
に
命
じ
葬
は
官
供
と
し
て
借
躍
を
も
っ
て
葬
ら
れ
、
推
忠

輔
園
協
謀
宣
力
文
臣
特
進
築
職
大
夫
上
柱
園
祭
園
公
の
勲
競
を
贈
り
、

凶

恭
婿
と
益
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
紳
は
廟
庭
に
配
一
与
さ
れ
、

養
子
の
織
に
は
尚
由
貿
司
少
卿
の
官
を
授
け
る
な
ど
、
道
街
生
前
の
功

績
に
む
く
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

道
桁
は
河
北
房
山
鯨
治
東
北
四
十
里
の
太
卒
里
に
葬
ら
れ
、
太
宗

御
製
の
一
神
道
碑
が
墓
側
に
建
て
ら
れ
た
。
房
山
は
惰
の
静
璃
が
正
法



久
住
を
且
的
と
し
て
遠
大
な
石
刻
大
蕪
経
離
造
を
設
願
し
貴
行
し
た

石
経
山
の
聖
蹟
で
あ
る
。
道
術
自
身
、
洪
武
二
十
二
年
正
月
二
十

日
に
は
命
を
奉
じ
て
こ
の
地
を
訪
ず
れ
て
、
静
璃
の
大
事
業
を
観
念

し
て
い
る
こ
&
は
、
そ
の
逃
虚
子
詩
集
倉
一
の
石
経
山
、
同
巻
六
の

週
房
山
清
安
精
舎
な
ど
の
詩
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
道

桁
の
遺
志
に
よ
っ
て
、
墳
墓
が
こ
の
地
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

.刀

太
宗
御
製
一
神
道
碑
の
こ
と
は
、
す
で
に
永
祭
貫
録
(
雄
百
)
に
も
記

す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
光
緒
畿
輔
遁
志
巻
百
六
十
七
に
、
薙
正
志
を
引

い
て
そ
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
神
道
碑
の
建
立

は
道
術
技
後
た
だ
ち
'に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
八
年
を
経
過
し

た
宣
徳
元
年
(
一
一
一
畑
)
五
月
に
宣
宗
の
命
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
宣
徳
貫
録
巻
十
七
に
、

辛
丑
、
立
故
少
師
策
園
公
挑
康
孝
紳
道
碑
。
初
康
孝
卒
。
太
宗
皇

帝
親
製
碑
文
。
命
有
司
管
盤
弁
樹
碑
紳
道
。
時
碑
己
具
而
文
未
刻
、

至
是
其
養
子
縫
以
請
。
上
議
行
在
工
部
臣
目
。
康
孝
従
皇
祖
最
久
。
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靖
難
輿
有
鈴
動
。
其
卒
也
郎
典
特
厚
。
遠
出
永
築
中
御
製
文
付
之

日
。
其
即
震
刻
碑
以
成
皇
租
嘉
念
功
臣
之
心
。

と
あ
り
、
道
街
に
劃
す
る
信
頼
の
念
の
あ
つ
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
記

事
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
に
先
ん
ず
る
一
年
、

仁
宗
の
洪
烈
元
年
正
月
に
は
、
租
宗
創
業
の
偉
功
を
守
成
す
る
と
の

即
位
の
詔
に
準
す
る
が
ご
と
く
、
靖
難
の
役
に
大
功
の
あ
っ
た
挑
康

孝
・
張
玉
・
朱
能
・
王
員
ら
四
人
を
文
皇
帝
(
太
宗
)
の
廟
披
に
配

享
す
る
の
こ
と
が
あ
り
、
列
朝
の
道
街
ら
に
劃
す
る
殊
遇
の
ほ
ど
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
太
廟
配
享
は
、
の
ち
に
世
宗
が
道
教
に
心
酔
し
て
宮
中
で
し

ば
し
ば
驚
醗
を
行
う
に
い
た
っ
て
、
嘉
靖
九
年
(
一
一
一
但
)
に
、
揮
民
の

徒
で
あ
る
挑
康
孝
を
宗
廟
に
配
享
す
る
こ
と
は
租
宗
を
隼
敬
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
、
膿
節
を
正
し
く
す
る
こ
と
を
名
と
し
て
宮
中
の
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傍
殿
歩
」
除
き
、
挑
贋
孝
の
紳
位
を
北
京
域
内
大
興
隆
寺
に
移
記
す
る

に
い
た
る
ま
で
績
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
も
(同
鵬
賊
制
時
砧
什
一
一
)

以
上
に
述
べ
て
き
た
道
術
の
事
蹟
は
、
燕
王
側
近
の
謀
師
、
太
子

少
師
と
い
う
よ
う
な
官
吏
と
し
て
の
事
蹟
で
あ
り
、
傍
教
者
の
そ
れ

で
は
な
い
。
靖
難
の
役
を
、
通
じ
て
も
、
併
教
者
の
信
念
に
た
っ
た
精

神
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
靖
難
の
役
そ
の
も
の
が

大
義
名
分
の
存
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
だ
け
に
、
従
軍
将
土
の
動
向

に
注
意
し
、
人
心
の
収
撞
に
つ
と
め
た
こ
と
は
随
慮
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
と
に
永
祭
賞
錬
巻
八
に
見
え
る
、
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〔
建
文
四
年
正
月
〕
上
駐
師
有
暇
蝋
輿
諸
将
馳
猟
以
周
賢
地
勢
。

磁
有
所
獲
悉
賜
勝
士
。
毎
抜
一
城
破

一
岡山一所
得
財
物
亦
悉
賜
之
。

故
人
々
祭
篤
之
用
。

と
い
う
が
ご
と
き
、
略
奪
行
震
が
恩
賞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
質
情
が

窺
わ
れ
、
義
師
を
名
と
し
な
が
ら
燕
王
自
ら
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
が
患
な
る
権
力
闘
争
の
域
を
出
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
悪
文
帝
の
凡
庸
の
さ
ま
や
、

府
の
失
政
を
賓
録
に
数
多
く
翠
げ
た
中
に
、

そ
の
政

宮
中
起
大
捷
殿
。
於
内
置
輸
蹴
而
敬
雄
桑
門
。
出
公
主
輿
尼
鯖
徒
。

と
記
し
て
い
る
(
総
連
)
ご
と
き
は
、
他
を
責
め
る
に
念
で
、
燕
王

の
側
で
道
桁
を
重
用
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
明
史
そ
の
他
に
す
べ
て
挑
康
孝
を
も
っ
て
侍
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
道
術
に
つ
い
て
は
僧
侶
と
し
て
の
は
た
ら
き
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。五

道
桁
の
僧
侶
と
し
て
の
活
動
は
、
主
と
し
て
そ
の
著
書
に
よ
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
浄
土
筒
要
錬
・
諸
上
善
人
詠

・
例
法
不
可
滅

論

・
道
徐
録
な
ど
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
片
々
た
る
小
冊
子
で
は
あ

る
が
、
明
代
初
期
の
例
数
史
こ
と
に
浄
土
教
史
の
上
に
大
き
な
あ
し

あ
と
を
残
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

道
桁
の
明
代
浄
土
一
教
史
に
お
け
る
貢
献
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の

に
、
浄
土
簡
要
録
の
編
集
が
あ
る
。
鹿
山
慧
遠
を
は
じ
め
、
南
岳
慧

思

・
天
台
知
日
韻

・
慈
恩
窺
基

・
清
涼
澄
親
や
、
こ
と
に
道
縛

・
善

導

・
法
照

・
少
康
な
ど
の
浄
土
教
の
租
師
は
勿
論
、
孤
山
智
固
・
彊

芝
元
照
・
永
明
延
寄

・
四
明
宗
暁

・
王
日
休
な
ど
の
天
台
家
の
浄
土

教
浄
土
門
に
閥
係
の
あ
る
僧
俗
三
十
徐
家
の
言
行
を
中
心
と
し
て
、

鷹
山
集
・
十
疑
論

・
観
綴
疏

・
寓
善
同
蹄
集

・
閑
居
編

・
繁
邦
文
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類
・
龍
静
浄
土
文
な
ど
か
ら
そ
の
浄
土
往
生
の
要
文
を
撰
集
し
た
も

の
で
あ
り
、
直
接
に
は
宋
の
宗
暁
が
慶
元
六
年
(
八
広
)
頃
に
編
纂
し

た
祭
邦
文
類
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
序
文
の
移
り
に
は
、

洪
武
十
四
年
(
ト
一
一
一
)
程
集
辛
酉
夏
五
月
蓮
華
室
主
沙
門
道
桁
序

と
記
し
、
本
書
の
纂
集
が
道
術
の
四
十
七
歳
、
い
ま
だ
燕
王
に
近
侍

し
な
い
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
序
文
中
に
、

今
年
夏
。
余
客
遊
湾
隆
山
中
海
雲
精
舎
。
因
開
浄
土
諸
書
。
以
錯

長
日
。
建
持
前
賢
所
連
讃
頚
之
文
策
問
之
一
言
。
以
事
願
理
之
談
。

以
員
破
妄
之
説
園
妙
明
著
者
。
成
皆
釆
接
。
或
全
其
章
或
略
其
句
。



僅
若
干
篇
翠
震
一
巻
。
名
之
日
浄
土
簡
要
録
。
録
成
用
鎮
子
板
以

贋
其
停
失
。

と
あ
り
、
本
書
編
録
の
縁
由
を
叙
ベ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
湾
笹
山

は
江
蘇
呉
懸
の
西
困
十
里
に
あ
り
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
名
山
で
あ

り
、
赤
松
子
の
遺
蹟
あ
り
と
し
て
道
教
の
側
で
も
重
ん
じ
て
い
た
。

こ
こ
に
梁
の
天
監
中
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
一
幅
藤
輝
寺
が
あ
っ
た
。

宋
初
に
天
台
徳
留
の
道
場
と
し
て
知
ら
れ
、
明
の
洪
武
の
初
め
に
十

方
叢
林
と
な
っ
た
と
い
う
寺
侍
(
誠
一
党
議
)
は
、
同
時
に
こ
の
寺
が

天
台
↓
稗
へ
の
宗
義
的
な
努
化
の
過
程
を
示
し
て
い
る
。
道
術
の
師

愚
庵
智
及
も
こ
の
寺
で
出
家
し
て
お
り
、
ま
た
道
街
が
こ
の
寺
に
い

た
こ
と
は
逃
虚
子
詩
集
俳
句
六
に
、
秋
日
重
遊
湾
薩
山
海
雲
精
舎
十
首

そ
の
中
に
、
昔
年
曾
駐
錫
、
此
日
喜
重
遊
の
、句
が
あ
る
こ

が
あ
り
、

と
を
さ
き
に
-
記
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
道
術
は
永
祭
十
年
退
居
す
る

に
及
ん
で
こ
の
寺
に
住
み
、
額
忠
寺
と
改
め
ら
れ
、
崇
顧
中
に
拍
花

寺
と
し
て
、
以
後
は
道
街
を
承
け
て
浄
土
教
の
道
場
と
な
っ
た
。
こ
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と
に
清
の
嘉
慶
中
に
郡
人
韓
是
升
が
こ
の
寺
を
復
興
し
た
顛
末
を
記

し
た
重
修
枯
花
寺
碑
(
博
一
泊
誠
一
括
)
に
は
、

前
園
(
調
師
)
法
孫
心
鑑
自
京
師
高
柳
堂
朝
五
蓋
。
南
蹄
三
坐
道

場
。
以
詩
説
法
。
有
東
林
蓮
祉
遺
風
。

と
あ
り
、
そ
の
様
士
道
場
と
し
て
の
飴
韻
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

浄
土
筒
要
錬
の
本
文
は
、
い
ず
れ
も
諸
家
の
言
行
錬
な
ど
の
抜
奉

集
録
で
あ
っ
て
、
道
街
の
創
見
と
認
む
べ
き
も
の
は
な
い
。
し
か
し

極
祭
浄
土
往
生
の
理
論
・
賓
践
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
操
る
べ

き
も
の
を
示
し
て
お
り
、
道
術
の
自
序
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上

達
の
士
に
と
っ
て
は
見
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ひ
ろ

く
浄
土
を
こ
い
ね
が
う
庶
民
に
と
っ
て
は
、
ま
た
重
要
な
指
針
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
洪
武
辛
酉
夏
法
空
道
人
大
佑
の
践
が
附

せ
ら
れ
て
い
る
。
藩
庵
法
師
大
佑
(
一

度

四
l
)
は
江
蘇
呉
服
刷
の
人

道
術
と
は
一
年
の
長
で
あ
る
。
績
傍
租
統
紀
巻
二
に
よ
れ
ば
洪
武
十

年
に
姑
蘇
北
輝
寺
に
往
し
、
同
二
十
六
年
に
は
正
六
ロ
聞
の
信
錬
司
右

-71-

善
世
に
補
せ
ら
れ
、
三
年
後
に
は
左
善
世
と
し
て
教
界
統
揖
の
大
任

を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
明
初
の
傑
信
の
一
人
で
あ
る
。
皐
は
内
外
の
典

籍
に
遁
じ
、
天
台
華
巌
の
宗
義
を
善
く
し
、
こ
と
に
そ
の
心
要
の
鯖

趣
と
し
て
の
浄
土
教
に
つ
い
て
は
、
阿
南
陀
経
略
解
・
浮
土
指
簡
集

な
ど
の
著
作
が
あ
る。

そ
の
浄
土
教
に
劃
す
る
理
解
は
、
な
お
聖
道

門
と
し
て
の
天
台
宗
の
解
擦
を
は
な
れ
ず
、
愚
夫
愚
婦
も
名
競
を
執

持
し
諦
信
し
て
疑
わ
な
け
れ
ば
浄
土
に
往
生
じ
得
る
と
い
う
念
併
往
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生
の
読
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
す
こ
ぶ
る
浅
薄

の
読
た
る
を
兎
れ
ず
、
員
賓
の
第
一
義
を
解
さ
な
け
れ
ば
そ
の
往
生

は
般
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
教
宗
の
徐
臭
か
ら
脱
し
て

は
い
な
い
。
し
か
も
稗
家
は
六
租
壇
魁
は
有
に
著
す
る
も
の
を
破
せ

ん
が
た
め
に
空
を
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
悟
ら
ず
、
い
わ

ゆ
る
繋
を
用
い
て
繋
の
た
め
に
毒
せ
ら
れ
て
い
る
積
鮮
を
指
摘
し
、

往
生
浄
土
を
念
願
す
る
員
撃
な
浄
土
教
信
者
と
、
偏
空
の
我
見
に
執

す
る
騨
者
と
の
立
場
を
府
判
別
し
て
い
る
の
は
、
も
と
も
と
彼
が
天
台

門
流
で
あ
る
と
は
い
え
、
ま
た
嘗
時
の
併
教
界
の
稗
家
に
劃
す
る
批

判
の
根
底
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
大
佑
は
永
袋
五
年
(
か
叩
)

正
月
、
七
十
四
歳
を
も
っ
て
入
寂
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
政
文
を
書

い
た
の
は
ま
だ
四
十
八
歳
の
頃
で
あ
っ
た
。
政
文
中
に
、

斯
道
(
道
街
)
枠
師
は
、
珍
を
台
衡
(
天
台
)
に
裂
し
、

心
を
直

指
(
静
宗
)
に
究
め
、
内
奥
を
博
綜
し
、
あ
ま
ね
く
百
家
に
、通
ず
。

壮
年
行
道
の
日
に
あ
た
っ
て
、

心
を
専
ら
に
し
て
志
を
ゆ
だ
ね
、

此
の
道
(
将
士
一
)
に
お
い
て
、
そ
れ
こ
こ
に
得
る
こ
と
あ
り
。

と
記
す
の
は
、
北
秤
寺
の
慮
白
亮
公
に
従
っ
て
天
台
を
拳
び
、

っ
し、

で
愚
庵
智
及
に
澗
を
習
っ
て
し
か
も
満
足
せ
ず
、

つ
い
に
浄
土
往
生

に
そ
の
心
要
を
見
届
し
た
道
街
の
宗
乗
の
繁
穂
の
あ
と
を
一
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

ま
た
古
来
か
ら
の
一
百
二
十
三
人
に
及
ぶ
浄
土
往
生
者
の
行
業
を

歎
じ
、
自
ら
詩
を
賦
し
て
こ
れ
を
美
め
た
一
百
二
十
二
首
を
録
し
た

諸
上
善
人
一詠一
も
、
同
じ
く
洪
武
十
四
年
五
月
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
書
名
は
阿
粥
陀
経
に
見
え
る
諸
上
善
人
倶

曾
一
慮
の
句
か
ら
取
っ
て
名
ず
け
た
も
の
で
、

お
そ
ら
く
蘇
州
湾
薩

山
の
海
雲
精
舎
に
あ
っ
て
、

五
十
歳
に
近
く
、
長
年
の
思
想
遍
歴
の

の
ち
に
浄
土
門
に
蹄
趣
し
て
、
庶
民
層
へ
の
浄
土
往
生
思
想
の
宣
布

に
つ
と
め
ん
と
し
た
布
教
活
動
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
ラ
。
道
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桁
が
そ
の
自
序
に
、

桁
、
不
敏
己
蚤
入
数
厚
(
天
台
)
。

中
棄
而
蹄
神
苑
。
雄
倶
染
指

皆
無
所
就
。
然
暮
景
漸
迫
。
志
在
浄
邦
。
故
於
雄
諦
之
絵
。
接
取

歴
代
之
俸
記
井
近
朝
所
聞
見
往
生
者
。

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
浄
土
簡
要
録
の
自
序
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

い
か
に
天
台
や
稗
を
究
め
よ
う
と
も
得
ら
れ
な
い
、
自
己
の
見
聞
識

智
の
外
に
あ
る
員
貫
在
を
求
め
て
、

五
十
近
く
に
な
づ
て
、
ょ
う
や

く
浄
土
願
求
者
と
な
っ
た
道
桁
の
胸
中
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
上
智
大
賢
を
劃
象
と
せ
ず
、
中
下
の
流
に
惇
え
て

こ
れ
を
諦
せ
し
め
、
彼
ら
が
若
し
よ
く
こ
れ
を
縁
と
し
て
浄
土
往
生



の
信
念
を
得
た
な
ら
ば
、
我
が
願
遂
げ
ら
れ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

道
街
の
意
聞
し
た
宗
教
意
識
の
基
盤
を
知
る
。
ま
た
、

一
百
二
十
三

人
と
い
う
数
字
に
、
遠
く
東
晋
鷹
山
東
林
寺
慧
遠
の
白
蓮
祉
を
回
想

せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
徳
川
初
期
浄
土
宗
の
代
表
的
な
信
侶
の
一
人
で
あ
り
、

明
を
企
て
て
果
さ
ず
、
つ
い
に
琉
球
に
い
た
っ
て
浄
土
宗
を
宣
布
し

た
袋
中
良
定
(
一
芸
広
J
)
に
、
諸
上
善
人
詠
略
樺
の
撰
述
の
あ
る
.

こ
と
も
、
道
桁
著
書
の
日
本
へ
の
流
、
品
却
を
一
示
す
誼
左
と
な
る
も
の
で

あ
る
。こ

れ
ら
の
編
著
の
中
か
ら
、
道
街
の
浄
土
思
想
を
窺
う
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
同
時
代
の
他
の
涛
土
鍋
仰
者
と
お
な
じ
よ

う
に
、
諸
説
を
事
げ
て
、
そ
の
中
己
の
好
む
も
の
に
よ
っ
て
随
意
に

入
信
せ
し
め
る
と
い
っ
た
、
遁
併
教
的
な
意
味
で
、
こ
の

修
行
し
、
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浄
土
思
想
が
宣
揚
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

洪
武
十
五
年
十
二
月
乙
酉
に
定
め
ら
れ
た
信
道
の
服
色
の
規
定
で

は
、
三
種
の
備
に
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
規
定
し
て
い
る
(
議
一
持
)
。

坐
稗
公
案
修
行
す
る
蹄
と
、
経
典
を
講
読
す
る
天
台
華
巌
法
相
な

ど
の
講
と
、
稔
伽
頴
密
の
行
法
を
修
し
現
世
利
盆
的
な
世
俗
の
法
事

を
主
と
す
る
教
の
三
種
の
信
に
、
そ
れ
ぞ
れ
茶
褐
色
の
服
に
育
係
玉

色
の
袈
裟
、
玉
色
の
服
に
紅
保
浅
紅
の
袈
裟
、
白
色
の
服
に
黒
篠
浅

紅
の
袈
裟
を
着
用
す
べ
き
規
定
で
あ
る
が
、
す
で
に
浄
土
教
は
こ
れ

ら
の
諸
宗
の
な
か
に
あ
っ
て
、
寓
宗
的
、
換
言
す
れ
ば
普
遍
的
に
そ

の
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
街
の
よ
う
に
そ

入

の
信
仰
遍
歴
の
過
程
を
明
か
に
し
て
い
る
も
の
は
す
く
な
い
。
こ
の

よ
う
な
道
術
の
湾
土
信
仰
鼓
吹
が
、
そ
れ
以
後
の
明
代
の
浄
土
教
信

仰
に
大
き
な
指
針
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
嘉
靖
首
門

暦
の
頃
に
浄
土
信
仰
を
宣
布
し
た
，一
元
宗
本
が
西
方
詩
百
首
を
つ
く

り
、
ま
た
蹄
元
直
指
集
に
念
併
正
信
往
生
文
以
下
諸
家
の
論
説
を
抜

牽
集
録
し
て
い
る
の
は
、
道
街
の
浄
土
簡
要
録
と
同
じ
手
法
で
あ
り
、

こ
こ
に
そ
の
影
響
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
達
の
土
を
目
標

と
せ
ず
、
中
下
の
流
に
、
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
窮
郷
絶
島
の
、
問
う
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ベ
き
師
も
な
く
、
謹
む
べ
き
書
も
な
い
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
筒
要

録
な
ど
が
役
だ
つ
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
は
、
善
信
者
の
一
念
を

強
調
し
、
間
断
な
き
一
念
を
往
生
得
土
者
の
最
終
目
標
と
し
て
い
る

末
尾
の
文
と
と
も
に
、
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

....... ，、

永
繁
二
年
秋
七
月
壬
成
に
次
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た

Q

都
陽
の
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儒
土
朱
季
友
は
七
十
除
歳
の
高
齢
な
が
ら
、
宋
儒
を
誌
鼓
す
る
著
書

を
も
た
ら
し
て
宮
闘
に
い
た
り
、

上
に
一

覧
を
乞
う
た
。
捜
部
尚
書

李
至
剛

・
翰
林
拳
士
解
精
ら
は
、

不
逗
の
も
の
と
し
て
罪
せ
ん
こ
と

を
請
い
、
太
宗
も
儒
の
賊
な
り
と
し
て
、
季
友
を
儀
州
に
押
、
途
せ
し

め
、
こ
れ
を
杖
す
る
こ
と
百
、
著
書
は
こ
と
ご
と
く
焼
却
せ
し
め
た
。

へ永
紫
晴
竺
。
即
ち
、
園
家
の
指
導
大
綱
と
し
て
の
儒
教
に
封
す
る
批

f

巻

三

寸

」

難
の
た
ぐ
い
は
、
園
家
の
治
安
を
素
す
も
の
と
し
て
、
は
げ
し
く
糾

彊
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
い
や
し
く
も
太
子
少
師
と
し
て
天
下
最
高
の
要
職
の

に
あ
る
挑
康
孝
に
、
は
げ
し
く
宋
儒
を
批
難
し
た
道
徐
録
の
箸
の
あ

る
こ
と
は
、
ま
た
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

道
徐
録
は
道
術
の
編
著
と
し
て
は
晩
年
に
属
す
る
も
の
で
、
従
来
、

正
統
涯
を
誇
示
す
る
朱
儒
(
二
程
朱
子
)
か
ら
、
外
夷
の
教
と
し
て

さ
げ
す
ま
れ
て
き
た
傍
教
を
鼎
護
し
、
斥
併
の
言
の
嘗
ら
な
い
こ
と

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
千
徐
年
に
わ
た
っ
て
論
じ
つ
づ
け

ら
れ
て
き
た
儒
併
の
論
争
の
終
末
期
に
お
け
る
所
産
の
一
と
し
て
注

日
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

自
序
に
よ
れ
ば
、
道
術
が
債
と
な
っ
た
元
末
の
兵
凱
の
さ
な
か
の

頃
、
す
で
に
齢
三
十
に
近
く
、
笹
山
の
愚
庵
智
及
の
門
に
あ
っ
て
稗

撃
を
習
っ
て
い
る
徐
暇
に
、
二
程
遺
書
や
朱
子
語
録
を
見
て
、
こ
の

三
先
生
は
間
世
の
英
傑
、
世
の
員
儒
で
あ
り
、
と
も
に
儒
教
を
輔
け

ん
が
た
め
に
併
道
二
教
を
排
斥
す
る
こ
と
を
眼
目
と
心
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
る
が
、
三
先
生
と

も
斯
文
の
宗
主
た
り
、
後
撃
の
師
範
で
あ
る
以
上
は
、
悌
道
を
排
斥

す
る
に
し
て
も
必
ず
ま
さ
に
理
に
操
る
べ
き
で
あ
り
、
公
卒
無
私
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
三
先
生
と
も
多
く
俳
書
を
探
る
こ
と
な

く
、
併
教
の
奥
義
を
知
ら
ず
、
私
意
を
も
っ
て
邪
一
嗣
の
鮮
を
弄
す
る

も
の
で
あ
る
と
レ
て
、
こ
の
道
儀
録
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
程
遺
書
の
中
か
ら
二
十
八
係
、
朱
晦
庵
の
語
錬
の
中
か
ら
二
十
一
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い
ず
れ
も
き
わ
め
て
謬
誕
な
る
も
の
で
あ
り
、
逐
僚
的
に
そ
の

嘗
ら
な
い
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
な

が
く
徳
底
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
お
り
、
道
街
が
公
務
を
退
い
た
永
祭
十

年
十
月
か
ら
月
徐
の
加
筆
推
敵
の
の
ち
浄
書
し
て
、
名
ず
け
て
道
飴

録
と
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
れ
を
凡
案
の
聞
に
お
い
て
、
君
子

の
余
を
訪
ね
て
た
ま
た
ま
こ
の
録
を
覚
る
者
あ
れ
ば
批
判
を
受
け
よ

う
と
い
う
。
朱
季
友
の
富
市
件
も
あ
っ
て
、
こ
れ
の
公
刊
に
つ
い
て
は

な
お
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
道
桁
と
親
交

の
あ
っ
た
張
洪
は
、
道
徐
録
を
焚
い
て
、
そ
の
難
を
救
わ
ん
と
し
た
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ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
道
儀
録
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
三
先
生
の
四
十

九
僚
に
劃
す
る
癖
護
は

P

あ
き
ら
か
に
、
宋
儒
の
偏
見
を
指
摘
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
道
街
の
歪
曲
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
道
儀
録

の
内
容
に

つ
い
て
は
別
に
涯
表
す
る
用
意
が
あ
る
の
で
今
は
省
略
す

る
。
)こ

れ
に
つ
い
て
、
永
繁
貫
録
巻
一
百
九
に
、

康
孝
嘗
著
道
徐
録
。
誌
訓
先
儒
。
漏
君
子
所
部
。
若
其
論
文
日
惟

韓
退
之
敵
陽
永
叔
曾
子
固
員
儒
者
之
文
。
今
之
魚
寝
老
文
字
往
往

勤
取
緯
老
之
設
。
甚
至
模
倣
其
睦
以
魚
儒
者
。
不
克
卓
立
其
意
。

差
調
宋
蘇
輩
。
識
者
亦
取
鷲
。

と
い
い
、
ま
た
績
呉
先
賢
讃
巻
一
に
、
劉
鳳
が
賛
し
て
、

所
著
書
多
不
俸
。
若
其
深
託
宋
儒
必
有
見
駕
。
張
洪
何
者
。
靴
焚

滅
之
惜
失
。

と
記
す
の
は
、
道
徐
鋒
の
記
事
が
皐
な
る
詑
排
で
は
な
く
、
道
桁
の
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見
解
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
も
、

明
書
(
均
一
河
)
に
識
者
こ
れ
を
非
と
し
、
明
史
(
諸
四
)
に
も
、

晩
著
道
徐
録
頗
虫
先
儒
。
識
者
部
正
柄
。

と
、
道
儀
錬
を
非
と
す
る
が
ご
と
く
俸
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
清
朝

初
期
に
お
け
る
知
識
人
の
併
教
に
劃
す
る
観
察
の
一
端
が
う
か
が
わ

れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
傍
法
不
可
減
論
は
、
こ
れ
ま
た
片
々
た
る
小
論
で
は
あ

る
が
、
費
善
大
夫
太
子
少
師
と
い
う
高
官
に
あ
っ
た
人
と
し
て
は
、

か
つ
て
よ
く
こ
の
こ
と
を
き
一同
い
得
た
人
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
、
併
教
の
立
場
を
主
張
し
、
孔
子
の
ご
と
き
聖
人
で
あ
っ
て
も
、

ひ
と
た
び
併
を
み
た
て
ま
つ
ら
ん
か
、
必
ず
筒
ん
で
我
が
師
と
な
し

た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
恒
に
慈
悲
を
も
っ
て
心
と
な
し
、
世
間
の
衆

生
を
見
る
こ
と
な
お
我
が
子
の
ご
と
く
、
悪
を
改
め
善
を
行
い
、
苦
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を
離
れ
祭
を
得
て
、

一
切
種
智
(
さ
と
り
)
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
傍
教
の
優
越
性
と
、
傍
道
修
行
は
富
貴
を
求
め
る
た
め
で
な
く
、

利
養
を
求
め
、る
た
め
で
も
な
く
、
専
ら
人
を
教
化
し
て
善
事
を
行
口わ

し
め
る
俳
教
の
日
常
倫
理
性
を
強
調
し
て
、
傍
教
は
中
園
に
と
っ
て

何
の
患
害
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
本
書
は

王
陽
明
以
前
の
、
傍
教
側
か
ら
す
る
代
表
明
な
園
家
の
政
化
を
助
け

る
儒
傍
道
三
教
諭
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
空
谷
景
隆
の
正
統
五

年
(
お
)
の
著
述
で
あ
る
向
直
篇
・
向
理
篇
に
合
刻
さ
れ
、
ま
た
一

元
宗
本
が
編
錯
し
た
専
修
浄
土
の
言
行
集
で
あ
る
開
元
直
指
集
に
も

収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
傍
法
不
可
誠
論
は
、
道
儀
鋳
主
な
ら
ん
で
政
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府
の
要
職
に
あ
っ
た
人
の
著
述
と
し
て
、
ま
た
朗
代
初
期
に
お
け
る

枇
舎
に
お
け
る
併
教
の
地
位
を
知
る
も
の
と
し
て
も
、
す
こ
ぶ
る
重

要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
道
街
が
日
本
信
の
語
録
・
詩
文
集
な
ど
に
、

入
明
信
か
ら

依
頼
さ
れ
て
肢
を
書
い
て
い
る
こ
と
も
、
道
街
が
軍
な
る
権
勢
欲
に

も
え
た
僧
侶
で
な
く
、
首
時
の
入
明
日
本
慣
に
と
っ
て
も
、
や
は
り

明
代
初
期
の
代
表
的
中
園
信
と
し
て
評
債
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
誼
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

道
街
を
燕
王
に
推
翠
し
た
全
室
宗
勅
か
ら
絶
海
の
慌
を
授
け
ら
れ

た
京
都
相
園
寺
第
六
世
悌
智
康
照
浄
印
朝
聖
園
師
中
津
(
ト
一
一
一
匹
目

五
)
の
詩
文
集
で
あ
る
蕉
堅
稿
(
ん
叫
ん
訪
問
m
A
4
)

に
は
、
そ
の
首
巻
に
、

永
楽
元
年
蒼
龍
美
未
十
一
月
既
望
借
錬
司
左
善
世
道
術
の
序
が
あ
り
、

中
津
の
詩
の
雄
裁
が
霊
撤
・
校
然
・
道
標
・
賛
同
い
ら
の
唐
五
代
の
代

表
的
な
詩
文
の
償
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
絹
揚
し
て
い
る
。

こ
れ
は
わ
が
臆
永
十
一
年
(
一
議
)
遣
明
使
節
堅
中
圭
密
に
随
行
し
た

中
津
の
門
弟
等
聞
が
も
ち
蹄
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
天
龍
寺
・
南
静
寺
・
相
園
寺
な
ど
に
歴
住
し
た
春
屋
妙
高

(
一
一
一
た
l
)
の
語
錬
で
あ
る
智
樹
党
普
明
闘
師
語
録
(
諮
問
問
)
に
も
、

永
柴
二
年
歳
在
甲
子
冬
十
月
二
十
文
六
日
、
資
善
大
夫
太
子
少
師
粂

提
事
調
信
録
司
事
挑
康
孝
の
践
が
あ
り
、
妙
高
の
弟
子
芳
通
ら
が
、

そ
の
稿
を
中
園
に
も
た
ら
し
て
、
道
街
に
そ
の
序
を
請
う
た
所
以
を

記
し
て
い
る
。
ま
た
逃
虚
子
詩
集
巻
二
に
迭
信
楽
関
日
本
詩
が
あ
り
、

首
句
に
祭
子
日
本
人
と
あ
る
が
何
人
か
は
詳
か
で
な
い
。

五
十
歳
近
く
に
な
っ
て
か
ら
、
燕
王
に
近
侍
し
、
さ
ら
に
、
十
五

年
の
の
ち
、
靖
難
の
役
に
は
謀
師
と
し
て
そ
の
重
任
を
完
う
し
、
燕

王
即
位
の
後
は
、
ま
た
太
子
少
師
の
高
官
に
あ
り
、
還
俗
し
た
の
は

賓
に
七
十
歳
の
高
齢
で
あ
っ
た
。
還
俗
後
も
蓄
髪
せ
ず
、
宮
女
を
め

と
ら
ず
、
信
寺
に
住
み
脳
服
を
ま
と
う
た
道
桁
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
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れ
は
明
か
に
世
人
か
ら
誤
解
を
受
け
る
も
と
い
と
な
っ
た
。
太
子
少

師
と
し
て
太
宗
の
信
任
に
こ
た
え
る
た
め
に
は
還
俗
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
王
世
貞
も
い
う
と
お
り
、
靖
難
の
大
業
成

つ
て
の
ち
も
、
な
お
初
服
に
循
い
心
を
併
門
に
棲
ま
せ
、
終
に
富
貴

を
も
っ
て
こ
れ
に
易
え
ず
奇
土
な
り
と
は
い
え
、
傍
門
に
あ
れ
ば
臣

道
一
瞬
く
、
臣
に
あ
れ
ば
俳
道
わ
吉
わ
い
ざ
る
(
同
銀
)
と
い
う
の
は
、

ま
こ
と
に
う
が
ち
得
た
許
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
談
遷

の
ご
と
き
に
い
た
っ
て
は
、
靖
難
の
役
の
ご
と
き
、

か
り
に
道
術
が

幕
僚
と
し
て
お
ら
な
く
て
も
文
皇
帝
(
燕
王
)
に
お
い
て
何
の
損
う

と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
、
ま
た
兵
謀
の
ご
と
き
も
、
大
抵
は
占
候
の
皐



で
あ
っ
て
、
漢
の
子
房
、
明
の
伯
温
な
ど
と
と
も
に
語
る
こ
と
は
で

よ
わ
い

き
な
い
。
ま
た
年
七
十
に
な
っ
て
桑
撒
ま
さ
に
量
き
ん
と
す
る
時
で

，

あ
り
、
い
ま
さ
ら
婚
宜
の
ご
と
き
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
(
理
巻
)
と
す
る
よ
う
な
辛
掠
な
批
評
も
、
一
は
靖
難
の
役
乃
至

燕
王
そ
の
も
の
へ
の
、
の
ち
の
知
識
人
士
の
抵
抗
で
あ
る
と
と
も
に

一
途
に
徹
し
き
れ
な
か
っ
た
道
術
の
弱
離
を
つ
い
た
も
り
で
あ
る
。

こ
の
道
街
が
太
子
少
師
と
し
て
三
孤
の
高
官
に
あ
り
、
朝
廷
と
密

接
な
閥
係
に
あ
っ
た
と
き
に
、
靖
難
の
役
を
通
じ
て
太
租
創
業
の
成

果
の
失
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
新
な
建
園
を
迎
え
た
太
宗
に
と
っ
て
、

針
外
的
な
大
規
模
な
経
略
の
ほ
か
に
、
人
心
収
携
策
の
一
つ
と
し
て

と
り
あ
げ
た
宗
教
政
策
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
大
明
仁
孝
皇
后
夢
感

傍
読
第
一
希
有
大
功
徳
経
が
流
布
さ
れ
た
り
、
太
宗
皇
帝
御
製
序
讃

文
・
同
御
製
文
殊
讃
・
同
御
製
大
悲
親
世
音
菩
薩
讃
・
御
製
樺
迦
牟

尼
傍
讃
・
諸
併
世
傘
如
来
菩
薩
傘
者
紳
信
名
経
・
諸
俳
世
傘
如
来
菩

薩
象
者
名
稽
歌
曲
・
紳
信
俸
・
仁
孝
皇
后
動
善
書
・
内
訓
二
十
篇
な

ど
が
積
々
刊
行
さ
れ
流
布
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、

一
連
の
例
数
政
策
に

劃
し
て
、
歴
史
的
宗
教
的
な
考
察
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ

り
、
私
は
こ
れ
を
次
の
機
曾
に
果
し
た
く
思
う
。
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円程ω挑
康
孝
即
ち
道
街
の
惇
記
に
つ
い
て
は
、
明
貨
品
開
・
園
櫨
・
明
遁
鑑
な
ど

の
隠
慮
に
見
切ら
れ
る
記
述
ゃ
、
明
書
巻
一
百
六
十
、
明
史
巻
一
百
四
十
豆
、

明
史
稿
列
俸
二
十
允
、
ま
た
王
世
貞
の
名
卿
績
紀
舎
一
ェ
、
劉
鳳
の
績
呉
先

賢
賞
品
官
之
て
靖
難
功
臣
録
な
ど
が
あ
り
、
八
十
九
種
明
代
侮
記
綜
合
引

得
に
は
、
こ
の
外
な
お
多
く
の
書
名
を
場
げ
て
い
る
。
例
数
史
籍
の
側
か

ら
は
、
培
集
積
傍
燈
銀
傘
五
、
績
燈
存
稿
巻
六
A

縛
氏
稽
古
略
績
集
令
ニ

・
三
に
散
見
す
る
が
、
溺
創
的
な
記
事
は
す
く
な
く
、
必
ず
し
も
曲
問
機
と

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
従
来
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
太
宗
御
撲

の
銚
康
孝
紳
道
碑
が
光
緒
畿
輔
遁
志
倉

一
百
六
十
七
に
薙
正
志
を
引
い
て

収
録
さ
れ
て
あ
り
、
こ
と
に
撮
る
ベ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

道
街
の

詩
集
で
あ
る
逃
鹿
子
詩
集
十
巻
同
綴
集
一
巻
は
、
彼
の
事
践
を
知
る
た
め

の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
今
日
、
わ
ず
か
に
内
閣
文
庫
に
そ
の
清
代
紗
本

が
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
み
の
よ
う
で
あ
り
、
本
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、

内
閣
文
庫
が
そ
の
全
文
の
撮
影
を
許
可
さ
れ
た

こ
と
を
感
謝
す
る
。

倒
明
書
巻
一
六
十
に
至
正
壬
辰
(
十
二
年
一
一
二
五
二
)
年
十
四
出
震
慣
と
す

る
の
は
譲
り
で
あ
ろ
う
。
妙
智
庵
は
呉
回
開
に
あ
り
、
呉
耐
肺
志
品
官
三
十
七
に

は
周
治
蘇
州
府
志
を
引
い
て
、
挑
康
孝
道
術
の
澗
が
あ
り
、
中
に
勅
賜
の

碑
文
が
あ
っ
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。

ω姓
は
願
氏
江
蘇
呉
蘇
の
人
。
道
街
も
そ
の
母
願
氏
で
あ
り
、
あ
る
い
は
俗

縁
に
つ
ら
な
る
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
径
山
白・
湾
慈
寺
な
ど
に
住

し
た
。
そ
の
俸
は
宋
象
土
集
補
巻
七
に
、
明
鱒
正
宗
障
問
懇
榔
師
径
山
和
上

及
公
塔
銘
と
し
て
録
さ
れ
て
い
て
、
智
及
の
上
首
の
弟
子
普
慶
寺
(
臨
安
)

の
住
持
道
術
の
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
女
中

に
自
朱
季
以
迄
今
、
一
提
唱
達
摩
正
停
追
配
先
哲
者
唯
調
脚
飾
一
人
と
稽
さ
れ

-77ー
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た
知
白
及
は
、
元
朝
末
期
の
江
南
併
教
の
代
表
者
で
あ
り
、
明
代
に
な
っ
て

も
洪
武
六
年
に
天
下
の
有
徳
の
信
十
人
を
揮
ん
で
金
陵
大
天
界
寺
に
集
め

た
時
に
、
彼
は
そ
の
首
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
稗
氏
稽
古
略
綴
集
巻

二、

綴
燈
存
稿
巻
五
な
ど
参
照
。

ω前
註
参
照
。

伺
そ
の
事
践
は
未
詳
、
道
街
の
逃
虚
子
詩
集
巻
四
に
訪
席
錬
士
詩
、
巻
七
に

挽
席
道
士
の
詩
が
あ
り
、
冠
欄
州
格
闘
々

八
十
秋
云

々
の
句
が
あ
る
。

的
明
史
巻
二
九
九
、
嫡
難
の
役
に
も
遁
街
と
な
ら
ん
で
燕
王
を
激
働
し
た
。

逃
厳
子
詩
集
令
九
に
抽
附
相
土
嚢
廷
玉
詩
が
あ
る
。

州

W
俳
組
歴
代
遜
紙
巻
三
十
二
、
標
氏
稽
古
略
綴
集
巻

一
、
元
史
悠
二
五
七
な

日と
。

仙
開
明
詩
綜
巻
十
七
に
は
彼
の
詩
四
首
を
収
め
、

高
季
抽
出
・

願
玄

・
朱
務
傘
ら

の
批
評
を
載
せ
て

い
る。

ま
た
、

銭
市
博
基
著
明
代
文
凪
午
、
八
股
文
参
照
。

刷
明
史
巻
二
ニ
九
附
李
仕
魯
体
。

M
W
天
界
寺
は
洪
武
二
十
一
年
炎
上
し
太
祖
は
宗
納
を
召
し
て
、
「
俳
氏
は
本

来
情
浄
寂
滅
を
も
っ
て
数
と
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
+
一
寸
は
城
市
関
聞
の

中
に
求
め
て
は
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
現
在
地
に
移
柿
押
し
た
。
(
金
陵
党
利

志
巻
十
六
所
収
道
街
撰
天
界
寺
毘
虚
堂
碑
参
照
)
そ
の
と
と
の
っ
た
輸
突

の
美
は
、
逃
虚
子
詩
集
巻
五
に
天
界
寺
詩
が
あ
り
、
香
剃
依
天
極
、
彫
雲

擁
地
維
と
い
う
。

ω宋
文
慾
公
慾
法
組
問
巻
五
に
蒋
山
際
薦
併
合
記
が
あ
る
。
ま
た
、
園
権
巻
五

洪
武
五
年
正
月
辛
酉
の
記
事
な
ら
び
に
談
遜
の
附
記
参
照
。

同
宋
思
一
'
土
集
術
品
包
三
、
全
室
調
脚
師
像
讃
、
稼
氏
稽
古
略
綴
集
巻
二
、
明
書

一

百
六
十
の
宗
勅
俸
参
照
。
ま
た
、
永
祭
併
曲
に
つ
い
て
は
、
四
時
四
瑞
穂
、

永
祭
俳
幽
、
跡
見
象
園
園
車
問
料
紀
要
4
参
照
。

帥
空
華
白
用
工
夫
略
集
巻
二
、
永
和
四
年
四
月
二
十
三
日
の
記
事
に
は
宗
跡

が
大
明
洪
武
丙
辰
(
九
年
)
に
義
掌
周
信
の
た
め
に
空
肇
歌
を
作
製
し
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
洪
武
元
年
二
月
中
天
位
一
寺
で
宗
勅
に
師
事

し
の
ち
に
政
主
と
な
っ
た
絶
海
中
津
が
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
大
庭
園
師

語
録
序
は
洪
武
八
年
に
宗
肋
が
撰
し
、
さ
ら
に
天
龍
寺
開
鋼
労
消
且
寝
静
師
頂

相
質
を
記
す
(
本
新
-
両
信
停
舎
三
十
五
)
な
ど
、
日
本
俳
品
棋
界
に
お
い
て

も
宗
勘
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

叫
す
で
に
太
租
溺
后
月
除
に
し
て
洪
武
三
十
一
年
六
月、

諸
王
の
権
力
を
矯

め
ん
と
し
て
削
藩
の
鵠
酬
が
費
一本

・
賀
子
澄
の
聞
で
論
じ
ら
れ
て

い
る。

建

女
元
年
夏
四
月
に
は
、
湘
玉
柏
は
自
ら
焚
死
し、

費
王
樽

・
代
王
桂
ら
は

罪
を
も
っ

て
駁
し
て
庶
人
と
さ
れ
て
い
る
。

師
道
街
を
批
難
し
た
人
は
多

い
が
、
中
に
も
朱
閥
横
の
ご
と
き
は
、
燕
王
の

陰
謀
を
察
し
て
南
目
白
に
改
封
せ
ん
こ
と
を
提
議
し
て
、
の
ち
に
捕
わ
れ
た

卓
敬
を
道
術
が
奮
怨
を
も
っ
て
殺
さ
し
め
た
と
す
る
。
ま
た
、

談
遜
は
、

道
術
が
方
孝
儒
の
皐
徳
を
知
っ
て
、

道
街
は
忍
人
な
る
も
な
お
か

つ
燕
王

に
そ
の
身
を
保
全
せ
ん
こ
と
を
請
う
た
こ
と
を
場
げ
て
、
か
え

っ
て
燕
王

を
責
め
て
い
る
。
(
闘
能
巻
十
二
、
建
文
四
年
六
月
丁
丑
)。

制
判
建
文
四
年
八
月
(
永
祭
貫
録
巻
八
)
ま
た
兵
部
出
問
書
鍛
舷
も
三
ヶ
月
に
亘

る
燕
寧
の
済
南
包
囲
を
し
り
ぞ
け
た
勇
絡
で
、
壬
世
貞
を
し
て
壬
午
之
難

有
功
而
無
施
色
者

一
人
駕
。
臼
銭
司
馬
銭
と
虞
ぜ
し
め
た
が
、
同
年
十
月

丁
卯
に
殺
さ
れ
た
。

制
明
史
巻
一

五
O
。

，

M
明
詩
の
題
に
三
月
二
十
日
と
あ
る
の

は
あ
る

い
は
、
内
命
の
あ
っ
た
時
で
あ

ろ
う
か
。
貫
録
に
い
う
四
月
壬
申
は
二
日
に
あ
た
る
。

同
明
書
巻
百
六
十
異
教
俸
に
は
、
太
宗
か
ら
還
俗
を
求
め
ら
れ
た
道
街
は
、
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厚
骨
酎
を
受
〈
は
ま
こ
と
に
匡
子
自
ら
慮
る
の
義
に
あ
ら
ず
、
伏
し
て
願
わ

く
ば
、
聖
慈
も
て
原
牒
を
給
還
し
て
ま
た
借
入
と
な
ら
ば
、
則
ち
死
す
と

も
憾
み
な
し
、
と
掛
え
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

倒
名
卿
績
紀
巻
三
、
明
書
巻
一
百
六
十
、
明
史
一
百
四
十
五
。

制
名
卿
績
紀
巻
一
ニ
、
明
史
巻
百
四
十
五
。
明
書
巻
百
六
十
の
異
教
俸
に
は
、

あ
る
日
は
、
王
賓
は
薪
割
に
忙
し
く
て
合
う
暇
が
な
い
と
て
道
術
を
追
い

返
じ
、
ま
た
あ
る
日
は
、

道
術
が
天
命
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
癖
解
す

る
と
、
王
実
は
汝
す
で
に
大
い
仁
誤
て
り
、
な
お
径
を
天
命
に
蹄
す
と
は

何
事
ぞ
、
し
か
も
一
沙
禰
た
り
し
時
太
組
皇
帝
の
隆
遇
を
受
け
て
い
な
が

ら
こ
れ
に
報
ゆ
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
反
背
す
る
な
ど
、
寓
世
の
下
罪

の
な
い
は
ず
が
な
い
と
叱
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
靖
難
の
役
に
封
す
る
清
人

の
僑
わ
ら
な
い
感
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

倒
明
遁
鑑
巻
十
四
、
永
繁
三
年
六
月
の
篠
に
は
、
戸
部
尚
書
夏
原
士
口
が
漸
西

の
水
利
富市業
の
工
を
竣
え
て
京
師
に
還
っ
た
が
、

道
街
も
掘
削
西
よ
り
還
っ

て
原
吉
を
絡
し
て
古
の
遺
愛
な
り
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
月
に
は
じ
め

て
還
っ
た
の
か
否
か
は
明
か
で
な
い
。

帥
湾
沿
は
上
天
佐
一
寺
の
住
持
で
、
能
文
を
も
っ
て
知
ら
れ
、
洪
武
の
は
じ
め

金
陵
に
い
た
り
、
左
善
世
と
し
て
信
徒
粛
正
の
任
に
あ
っ
た
。
建
文
皇
帝

の
た
め
に
薬
師
燈
慨
を
設
け
て
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
燕
王
を
認
う
こ
と

が
あ
り
、
首
都
が
陥
ち
て
建
文
帝
が
身
を
晦
し
た
時
に
は
、
削
髪
の
師
と

し
て
大
い
に
愛
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
、
燕
王
の
覇
道
の
成
る
や
南
洲

に
幽
せ
ら
る
こ
と
十
数
年
の
久
し
き
に
及
ん
だ
。
道
術
の
願
に
よ
っ
て
獄

を
出
さ
れ
た
湾
沿
は
白
髪
が
額
を
覆
う
て
い
た
と
い
う
。
仁
宗
の
時
に
は

信
官
を
も
復
さ
れ
た
。
明
書
の
記
事
に
、
勅
季
津
在
獄
久
と
あ
る
は
湾
沿

の
誤
り
で
あ
る
。
(
金
陵
発
剃
志
巻
一
、
樟
氏
稽
古
略
綬
集
令
二
、
明
書

巻
一
百
六
十
な
ど
参
照
)
。

州
問
永
祭
賞
品
師
巻
一
百
九
、
御
製
林
道
碑
に
は
、
有
司
百
官
は
も
と
よ
り
畿
内

の
士
庶
遠
近
よ
り
参
集
し
て
肩
摩
憧
接
、
郭
衡
を
う
ず
め
、
武
夫
惇
卒
関

巷
の
夫
婦
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
葬
に
参
加
し
た
と
い
う
。
四
月
六
日
火

葬
し
、
六
月
十
一
日
房
山
脈
東
北
四
十
皇
の
地
に
葬
る
に
い
た
る
ま
で
を

詳
細
に
俸
え
て
い
る
。

帥
園
槍
巻
十
三
参
照
。
談
遷
日
。
先
朝
守
朱
儒
遺
書
始
矩
線
。
保
敢
最
尺
寸
。

故
懲
朱
季
友
。
而
経
且
平
至
深
謹
也
。
句
泊
字
題
。
等
於
草
娘
。
於
是
幽
士

撃
其
隅
見
。
稀
有
所
縁
飾
。
而
矯
異
之
賓
。
紛
互
四
出
。
如
近
日
本
一
・
賛
獄

死
。
紙
更
免
責
。
俗
街
之
鱗
久
失
。
彼
季
友
一
斥
不
再
振
V

則
蛍
時
功
令

可
想
見
也
。

崎
判
明
書
巻
百
六
十
。
績
呉
先
賢
讃
の
著
者
劉
鳳
の
頃
に
は
、
す
で
に
道
除
録

は
張
洪
が
焚
い
た
の
で
俸
わ
ら
な
い
と
田
加
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
民

園
に
な
っ
て
か
ら
上
梓
さ
れ
た
逃
虚
子
銚
康
孝
著
、
卓
主
ロ
李
繁
閑
と
あ
る

北
卒
中
央
刻
経
院
本
に
は
、
範
成
の
識
語
が
あ
り
、
本
書
は
永
祭
大
典
に

も
列
入
さ
れ
て
い
た
が
、
四
庫
金
書
で
は
乾
隆
帝
み
ず
か
ら
こ
れ
を
測
去

し
た
と
い
い
、
嘉
輿
蔵
本
を
も
っ
て
底
本
と
し
て
庚
く
流
通
す
る
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
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附
註
幸
田
露
伴
は
大
正
八
年
四
月
改
造
創
刊
放
に
、
女
仙
外
史
を
翻
案
し

て
「
運
命
」
を
端
技
表
し
、
錆
難
の
役
を
め
ぐ
る
燕
王
や
道
術
・
建
女
帝
や

方
孝
儒
ら
の
興
亡
隆
替
の
あ
と
を
記
し
た
。
命
と
い
ム
数
と
い
う
も
た
x

こ
れ
一
片
の
落
葉
が
秋
風
に
舞
う
が
ご
と
き
も
の
だ
と
の
見
解
を
も
ら
し

て
い

る
。
道
術
は
ま
た
明
太
租
貫
録
の
纂
集
に
名
を
列
ね
て
い
る
。
類
稿

補
選
八
舎
の
撲
述
も
あ
る
と
い
う
が
、
な
お
後
勘
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
。



supposes that Wei-shou himself must have written -‘ Juan-juanぺnot

“Hsung-nu" in his original edition， judging from the fact that the word 

“Juan-juan" occurs in the corresponding position both in the texts of the 

T'ung-tien and T'ai-p'ing-huan-yu-chL Moreover the Juan-juan's invasion 

of Ta-yueh-shih State can be dated about 437 A_D_ when the Jl，1an-juan 

extended their power in the west， as far as the Ephtalite_ Marquart says 

in his article that the Hsiao-yueh-shih State was founded by Kunghas， the 

son of Kidara， about 468 A_D_ when he was defeated by the Persians_ 

But in the opini'on of the author， it was founded by J<:idara to whom 

another son， not Kunghas， succeeded after Kidara was ariven out of the 

Lu・chien-shihCastle. 

The pre-history of Shen-t'se-chun紳策軍

Tatsuo Obata 

The Shên-t'~-chün is faJJlous in history for its great inftuence over 

the politics of the T'ang唐. 1抗twaおsthe most powerful body in the Cαhi泊n

(禁軍， the Imperial Guar吋dsめ). But originally it had been created not as a 

de同tchmentof the Imperial Guards， but only as one of the frontier guards. 

Why did it come to beIong to the Imperial Guards? The author. tries to 

pr田 entan answer， tracing its career through the An.-Shih安史 Rebellion

and the Tibetan's invasfon of China. 

Tao-yen這街 (YaoKuang-hsiao挑麗孝)泡 Life

Tairyo Makita 

T'ai tsung太宗， the Second Emperor of the Ming明， made his way 

to the tlirone by disloyal means， i.e. the Ching-nan 靖難 Rebellion. And 

the ringleader of this rebellion is asserted to be the Buddhist monk， Tao-

yen， 1335-1418. Afterwards he was“graciously permitted" to return to 

secular life by the supreme commond of the emperor and then given the 
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name of Yao Kuang-hsiao_ But it is said he still continued to live the 

rigorous religious life_ The author deals in this article with his activities 

as a monk， his works on Buddhism， especially on the doctrine of the 

Ching-t'u浄土 sect，and his “Tao-yu-lu"道官余録 writtenagainst Confucian 

attacks on Buddhism_ Finally， the author tries to make cIear his part in 

Buddhist affairs under the earIy Mihg dynasty_ 

In memory of the publishment of the “Historical Materials 
Concerning Manchulia and Mongolia Under the 

Ming Dynasty"明代満蒙史料

Jitsuzo Tamura 

The above mentioned books， which had been issued since 1954 by the 

Oriental History Laboratory， Faculty of Letters， Kyoto University， were 

completed in eighteen volumes， incIuding all the materials， the last volume 

being reserved for subsequent reserch_ The author records here the process 

of the direction of editing， the criticism of some kinds of texts of “Huang-

Ming-Shih-Lu" 皇明貫録 fromwhich these materials were extracted， the 

effort of the proofreading， and so on_ 
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