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呉
越
は
唐
の
昭
宗
の
乾
寧
二
年
(
八
九
五
)
に
銀
海
銀
東
軍
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
銭
鯵
が
、
後
梁
の
太
組
の
開
卒
元
年
(
九

O
七
〉
五
月
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に
呉
越
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
、
孫
の
銭
恨
の
と
き
宋
の
太
宗
の
太
卒
輿
圏
三
年
(
九
七
八
)
五
月
に
滅
び
る
ま
で
五
世
七
十
二
年
命
脈
を
保

②
 

%
、
そ
の
領
域
は
雨
漸
の
地
方
十
三
州
を
占
め
園
都
を
杭
州
に
集
め
た
園
で
あ
り
、
聞
は
唐
の
昭
宗
の
景
一
幅
元
年
(
八
九
二
)
に
一
帽
州
観
察
使

に
任
ぜ
ら
れ
た
王
潮
の
季
弟
王
審
知
が
、
後
梁
の
太
組
の
開
卒
三
年
(
九

O
九
)
四
月
、
聞
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
、
そ
の
子
王
延
政
が
後
菅

@
 

の
出
帝
の
開
運
二
年

(
九
四
五
〉
八
月
、
南
唐
の
李
環
の
兵
の
た
め
に
建
州
に
お
い
て
滅
ほ
さ
れ
る
ま
で
六
主
三
十
七
年
存
績
し
、
そ
の
領
域

@
 

は
問
中
五
州
を
含
み
、
首
都
を
一
踊
州
に
集
め
た
園
で
あ
る
。

呉
越
と
聞
と
を
比
較
す
れ
ば
呉
越
が
間
よ
り
強
固
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
呉
越
が
十
三
州
を
有
し
、
米
の
産
地
を
擁
し
、
物
資
の
豊
富
な
上
に

海
外
貿
易
を
奨
励
し
て
利
盆
を
挙
げ
、
自
衛
の
た
め
に
不
相
腔
な
軍
備
を
整
え
た
の
に
封
し
、
聞
園
は
玉
州
を
有
す
る
の
み
で
、

@
 

麗
砲
で
あ
り
物
資
は
最
も
貧
弱
で
僅
か
に
外
園
貿
易
に
よ
り
財
政
を
支
え
て
い
た
こ
と
に
よ
り
察
せ
ら
れ
よ
う
。

五
代
史
記
巻
六
十
職
方
考
に
衣
の
如
く
見
え
て
い
る
。

そ
の
土
地
は



間関
献

こ
れ
は
建
・
汀
・
津
・
泉
・
一
帽
の
五
州
が
五
代
の
王
朝
の
と
き
何
園
に
属
し
て
い
た
か
を
示
す
表
で
あ
る
が
、
建
・
汀
・
津
・
泉
・
一
踊
の
五
州

は
大
鐘
後
梁
・
後
唐
の
と
き
に
は
、
閣
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
後
菅
の
と
き
、
建
・
汀
・
濠
・
泉
の
四
州
は
南
唐
に
麗
し
、
一
踊
州

は
呉
越
に
属
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
正
確
に
述
べ
る
と
、
聞
の
一
踊
州
を
除
く
四
州
は
後
膏
の
出
帝
の
開
運
二
年
(
九
四
五
〉
八

月
、
建
州
の
王
延
政
が
南
唐
に
降
伏
し
て
南
唐
領
と
な
り
、
一
踊
州
の
み
は
、
聞
が
南
唐
に
滅
ぼ
さ
れ
た
翌
々
年
即
ち
、
後
漢
の
高
祖
の
天
一
幅
十

二
年
(
九
四
七
)
十
二
月
威
武
節
度
使
李
揺
賛
(
李
達
〉
が
呉
越
の
成
賂
飽
修
譲
に
殺
さ
れ
、
呉
越
の
領
州
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

津汀建
ナ1-1 :J:Ii fli 
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聞
は
王
審
知
の
在
世
中
は
常
に
節
倹
を
旨
と
し
、
良
吏
を
選
任
し
、
刑
罰
を
寛
く
し
費
用
を
省
き
、
佑
役
を
軽
く
し
褒
欽
を
薄
く
し
、
民
に

休
息
を
輿
え
て
、
民
政
に
よ
ろ
し
き
を
得
た
の
で
、
三
十
年
間
、
圏
内
卒
和
を
楽
し
ん
だ
が
、
後
唐
の
荘
宗
の
同
光
三
年
(
九
二
五
)
十
二
月

審
知
が
死
ん
で
長
子
の
延
翰
が
嗣
い
だ
。
延
翰
の
と
き
弟
の
泉
州
刺
史
延
鈎
と
建
州
刺
史
延
票
の
観
が
起
り
、
延
翰
が
殺
さ
れ
延
鈎
が
立
っ
て

鱗
と
改
名
し
た
。
鱗
の
と
き
園
用
が
不
足
を
告
げ
た
た
め
、
園
計
使
醇
文
傑
が
民
間
の
陰
事
を
覗
察
し
、
富
豪
の
罪
を
捜
し
求
め
て
そ
の
資
産

を
籍
渡
し
、
園
用
を
た
す
け
た
た
め
聞
人
の
怨
を
買
っ
た
。
鱗
は
後
唐
の
贋
帝
の
清
泰
元
年
(
九
三
四
〉
殺
さ
れ
て
縫
鵬
が
立
っ
た
が
、
か
れ

か
れ
の
と
き
空
名
の
堂
牒
を
以
て
官
を
買
っ
た
ζ

と
も
あ
っ
た
。
ま
た
か
れ
の
親
衛
陵
た
る
震
街
都
の
兵
士

の
賜
予
給
賞
を
他
軍
の
兵
士
よ
り
厚
く
し
た
た
め
に
、
控
鶴
都
時
間
連
重
遇
、
挟
震
都
賂
朱
文
準
ら
の
激
怒
を
買
い
、
調
は
か
れ
ら
の
兵
士
の
た

@
 

め
に
宮
肢
と
南
宮
を
焚
か
れ
て
、
子
弟
ら
と
と
も
に
奔
っ
て
梧
桐
嶺
に
至

っ
た
。
重
遇
ら
は
審
知
の
少
子
延
義
を
迎
え
て
立
て
た
が
、
起
は
縫

は
鱗
の
長
子
で
頑
と
改
名
し
た
。
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業
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
。
延
義
は
蟻
と
改
名
す
る
が
、
蟻
の
と
き
弟
の
延
政
と
の
反
目
に
よ
り
、
こ
れ
が
内
乱
に
護
展
し
、
閣
の
衰
運
を
招
く

の
で
あ
る
。
聞
の
内
凱
が
呉
越
・
南
唐
と
の
交
渉
を
も
つ
に
至
り
、
軍
事
カ
の
劣
弱
な
た
め
に
聞
は
間
も
な
く
滅
亡
す
る
の
で
あ
る
。

本
小
論
に
お
い
て
は
、
園
境
線
の
連
な
っ
て
い
る
北
の
呉
越
と
南
の
聞
と
の
経
済
的
軍
事
的
政
治
的
関
係
を
間
園
の
内
飽
を
中
心
と
し
て
述

べ
て
み
た
い
。

果
越
と
聞
と
の
通
商

聞
圏
内
の
開
護
が
進
初
、
通
商
の
琵
達
を
圃
っ
た
王
審
知
の
と
き
、
即
ち
後
梁
の
末
帝
の
貞
明
二
年
(
九
二
ハ
〉
呉
越
で
は
資
治
逼
鑑
巻
二

六
九
に呉

越
牙
内
先
鋒
都
指
揮
使
銭
俸
摘
。
逆
一
締
於
間
。
自
是
聞
奥
田
矢
越
通
好
。
(
鰭
一
当
日
紀
)

@
 

と
あ
る
よ
う
に
関
室
と
遁
婚
し
た
の
で
、
聞
で
は
果
越
と
友
好
関
係
を
結
ん
だ
が
、
こ
れ
は
雨
園
の
遁
商
を
盛
ん
に
す
る
た
め
の
政
略
結
婚
で
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あ
ろ
う
。

聞
と
呉
越
と
が
通
婚
し
て
友
好
闘
係
を
結
び
、
そ
の
後
相
互
の
通
商
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
呉
越
の
二
代
目
の
王
、
元
曜

の
と
き
、
即
ち
通
婚
が
行
な
わ
れ
て
二
十
四
年
後
、
聞
の
玉
延
政
よ
り
呉
越
に
劃
し
て
救
援
軍
の
要
請
が
な
さ
れ
、
新
た
な
関
係
が
生
ず
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
事
情
は
後
述
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
八
年
前
に
闇
王
審
知
の
養
子
王
延
一
周
知
の
二
子
の
呉
越
へ
の
亡
命
に
つ
い
て
記
る
そ
う
。

王
縫
昇
・
離
倫
の
呉
越
へ
の
亡
命

後
唐
の
明
宗
の
長
輿
二
年
(
九
三
一
〉
八
月
、
建
州
の
王
権
昇
、
緩
倫
兄
弟
が
文
一
延
票
の
死
を
聞
き
、
難
を
避
け
て
果
越
に
奔
り
亡
命
し

@
 

た
。
そ
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
兄
弟
の
父
王
延
票
は
、
関
王
審
知
の
養
子
で
審
知
の
と
き
よ
り
そ
の
長
子
の
延
翰
と
不
仲
で
あ
っ
ゅ
。

審
知
が
後
唐
の
荘
宗
の
問
先
三
年
ハ
九
二
五
〉
在
位
十
七
年
で
死
ん
で
長
子
の
延
翰
、
が
位
を
嗣
ぐ
と
、
i

弟
の
延
鈎
を
泉
州
刺
史
と
し
m

延
票
を



.建
州
刺
史
と
し
た
。
延
鈎
は
こ
れ
を
悦
ば
ず
、
延
裏
も
ま
た
延
翰
を
恨
み
、
二
人
は
範
を
起
そ
ち
と
謀
り
、
共
に
丘
ハ
を
奉
げ
て
一
踊
州
を
一
攻
め
‘

延
翰
を
殺
し
て
延
鈎
が
位
に
邸
い
た
。
延
票
は
建
州
に
信
仰
ろ
う
と
し
出
護
の
際
に
延
鈎
に
封
し
、
先
人
の
基
業
を
よ
く
継
い
で
自
分
を
再
び
・
来

さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
告
げ
た
。
延
鈎
は
こ
れ
を
開
き
恨
み
を
抱
い
て
、
延
世田
訴
を
殺
そ
う
と
し
、
詐
っ
て
延
鈎
が
病
死
し
た
と
軍
吏
に
命

じ
て
延
票
に
告
げ
さ
せ
、
延
票
を
迎
え
に
や
ら
せ
た
。
こ
の
と
き
延
票
は
既
に
引
退
し
て
お
り
、
そ
の
子
離
雄
が
節
度
使
と
な
っ
て
い
た
が
、

軍
吏
は
纏
雄
を
囚
え
、
延
票
を
執
え
て
一帽
州
に
蹄
っ
た
。
延
鈎
は
延
票
に
果
し
て
老
兄
を
煩
わ
し
て
再
び
来
さ
せ
た
と
嫌
味
を
述
べ
た
。
延
票

は
か
れ
を
直
視
し
て
殺
さ
れ
た
。
か
れ
の
子
の
纏
昇
・
縫
倫
は
難
の
身
遣
に
及
ぶ
の
を
恐
れ
て
建
州
よ
り
呉
越
の
鏡
塘
に
奔
っ
た
。

蟻
・
延
政
争
い
、
延
政
、
呉
越
に
救
援
軍
を
要
請

@
 

聞
の
五
代
目
の
玉
蟻
が
且
ら
威
武
節
度
使
・
間
園
王
と
稿
し
た
の
は
後
菅
の
高
租
の
天
一
幅
四
年
〈
九
三
九
〉
閏
七
月
で
か
れ
は
後
菅
に
表
を

⑮

⑮

 

奉
り
、
翌
年
十
一
月
高
粗
か
ら
間
圏
王
に
準
封
さ
れ
た
。
か
れ
は
審
知
の
二
十
八
子
と
い
わ
れ
る
。
関
王
暗
が
弟
延
政
と
不
和
と
な
っ
た
事
情

に
つ
い
て
は
責
治
逼
鑑
(
鵬
一
献
ニ
理
大
)
に

間
王
曜
既
に
立
ち
騎
淫
苛
虐
な
り
、
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宗
族
を
猪
忌
し
多
く
嘗
怨
を
尋
ぬ
る
や
、

し
ば
し
ば

そ
の
弟
建
州
刺
史
延
政
数
書
を
以
て
こ
れ
を
諌
む
。

犠
怒
り
、
復
書
し
て
こ
れ
を
罵
り
、
親
吏
業
麹
を
遣
わ
し
、
建
州
軍
を
監
し
、
数
練
使
杜
漢
崇
に
南
銭
軍
を
監
せ
し
む
。
二
人
争
い
て
延

ひ
さ

政
の
陰
事
を
掠
め
嘩
に
告
ぐ
。
こ
れ
よ
り
兄
弟
積
し
く
相
猪
恨
す

と
あ
る
よ
う
に
、
王
延
政
よ
り
そ
の
苛
虐
な
行
動
を
諌
め
ら
れ
た
聞
王
蟻
は
怒
り
、
返
書
し
て
延
政
を
罵
り
、
業
制
旭
を
汲
遣
し
建
州
軍
を
監
せ

し
め
、
杜
雲
市
(
制
御
一
織
は
)
に
一
幅
・
建
二
州
の
境
界
に
置
か
れ
た
交
通
の
要
衝
に
あ
る
南
銀
事
を
監
せ
し
め
、
二
人
が
王
延
政
の
密
事
を
捜
し

集
め
て
逐
一
曜
に
報
告
し
た
こ
と
か
ら
、
兄
弟
互
に
憎
悪
の
念
が
募
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

業
麹
が
魁
任
し
延
政
と
事
を
議
し
意
見
が
一
致
せ
ず
、
業
組
か
ら
反
蹴
を
起
す
の
か
と
ど
な
り
つ
け
ら
れ
た
延
政
が
怒
っ
て
翻
を
斬
ろ
う
と

し
た
一
こ
ま
も
あ

っ
て
、
麹
は
南
鎖
軍
に
奔
る
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
延
政
は
兵
を
琵
し
て
こ
れ
を
攻
め
、
・
そ
の
成
兵
を
破

っ
た
の
で
、
副
理
・
漢
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崇
ら
は
一幅
州
に
奔
っ
た
。
か
く
し
て
西
部
の
民
兵
は
悉
く
潰
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
知

っ
た
間
王
曜
は
統
軍
使
溢
師
法
・
呉
行
員
に
四
高
の

丘
(
を
率
い
て
延
政
を
撃
た
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
師
達
は
建
州
城
の
西
に
箪
を
駐
し
、
行
員
は
城
南
に
軍
を
駐
し
、
間
江
の
上
流
建
渓
を
隔
て

て
宿
営
を
配
置
し
、
'
建
州
城
外
の
臨
舎
を
焚
く
に
至

っ
た
。

形
勢
不
利
と
見
て
延
政
は
救
援
軍
を
北
方
の
果
越
に
請
う
こ
と
に
な

っ'た
が
、
時
に
後
菅
の
高
租
の
天
一幅
五
年

(九
四
O
)
二
月
の
こ
と
で

あ
る
。
臭
越
の
王
は
銭
鯵
の
後
を
嗣
い
だ
元
確
で
あ
り
、
か
れ
は
寧
園
節
度
使

・
同
卒
章
事
仰
仁
詮

・
内
都
監
使
醇
蔦
忠
に
四
寓
の
兵
を
率
い

て
建
州
の
救
援
に
赴
か
せ
た
。
こ
の
と
き
丞
相
林
鼎
は
聞
へ
の
出
兵
の
不
可
な
る
こ
と
を
諌
め
た
が
聞
き
い
れ
ら
れ
な
か
っ
ヤ

三
月
に
な
り
犠
賂
の
潜
師
遣
は
三
千
の
丘
一
を
分
け
て
都
軍
使
奈
弘
諸
に
率
い
さ
せ
出
戦
さ
せ
た
の
で
、
延
政
は
林
漢
徹
ら
を
源
遣
し
て
、
建

州
の
東
二
十
五
里
に
あ
る
茶
山
(
側
一
関
税
立
「
一
語
省
)に
敵
を
破
り
、
新
首
千
除
一
般
の
戦
果
を
得
た
。

こ
の
と
き
王
延
政
の
募
集
に
麿
じ
た

千
除
人
の
決
死
隊
は
、
夜
河
を
渉
り
、
潜
師
遠
の
聞盟
に
潜
入
し
、
風
を
利
用
し
て
火
を
放
た
せ
た
が
、
同
時
に
建
州
城
か
ら
も
鼓
諜
し
て
こ
れ

に
呼
醸
し
た
。
敵
は
延
政
の
決
死
隊
の
奇
襲
を
受
け
、
師
逢
は
戦
神
都
一頭
陳
誌
に
殺
さ
れ
そ
の
兵
は
四
散
し
た
。
翌
日
延
政
の
決
死
隊
が
臭
行
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員
を
攻
め
よ
う
と
し
た
の
で
、
ま
だ
延
政
軍
が
河
を
渉
ら
な
い
う
ち
に
、
行
員
と
そ
の
兵
士
は
宿
営
を
放
棄
し
て
逃
走
し
た
。
こ
の
と
き
、
行

員
軍
に
は
高
人
を
数
え
る
死
者
を
出
し
た
が
、
延
政
は
勝
ち
に
乗
じ
て
永
卒
(町
内
雄
一
後
四
十)順
昌
(時
間
同
)
の
二
城
を
奪
取
し
た
。

」
の
と
き
か

ら
延
政
軍
の
兵
力
が
始
め
て
強
く
な
っ
た
と
い
う
。

四
月
に
入

っ
て
さ
き
に
呉
越
王
の
涙
遣
し
た
仰
仁
詮
ら
の
率
い
る
四
寓
の
丘
(
が
よ
う
や
く
建
州
に
到
達
し
た
が
、
前
述
の
如
く
王
延
政
は
聞

王
曜
の
汲
遺
し
た
潜
師
遼
ら
の
兵
を
既
に
敗
退
さ
せ
て
い
た
の
で
、
牛
酒
を
奉
っ
て
呉
越
軍
を
惰
う
と
と
も
に
撤
兵
を
請
う
た
の
で
あ
る。

し

か
し
仁
詮
ら
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
建
州
城
の
西
北
に
陣
営
を
定
め
た
。
延
政
は
仁
詮
が
城
に
接
近
し
て
駐
屯
す
る
の
を
み
て
、
か
れ
に
建
州
を

園
ら
ん
と
す
る
意
向
が
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
こ
れ
を
恐
れ
た
の
で
、

ま
た
使
を
一隅
州
の
関
王
犠
の
許
に
遣
わ
し
て
臭
越
箪
を
撃
退
さ
せ
る
た
め

の
救
援
軍
を
請
う
た
。

か
く
て
関
王
蟻
は
従
子
の
泉
州
刺
史
王
縫
業
を
行
軍
都
統
に
任
命
し
、
二
高
の
兵
を
率
い
て
延
政
を
救
わ
し
め
た
。
ま
た
室
一回
を
移
し
て
、
呉



越
が
閣
のd

建
州
を
奪
取
せ
ん
と
す
る
?
の
不
嘗
を
責
め
る
と
と
も
に
、
軽
装
備
の
兵
を
遣
わ
し
呉
越
軍
の
兵
糧
補
給
路
を
遮
断
せ
し
め
た
。
た
ま

た
ま
長
雨
の
た
め
建
州
に
駐
屯
す
る
呉
越
寧
の
兵
糧
が
壷
き
た
こ
と
を
知
?
た
延
政
が
、
五
月
に
な
っ
て
兵
を
出
し
て
攻
獲
を
か
け
、
大
い
に

⑮
 

こ
れ
を
破
り
、
停
斬
は
寓
車
位
で
計
る
戦
果
を
牧
め
た
。
か
く
て
仁
詮
ら
の
呉
越
軍
は
夜
遁
走
し
た
。

要
す
る
に
間
王
犠
と
弟
の
延
政
と
の
反
自
に
端
を
護
し
た
呉
越
軍
の
延
政
へ
の
救
援
軍
は
、
噂
軍
の
敗
退
の
後
も
依
然
と
し
て
建
州
に
留
ま

っ
た
の
で
、
延
政
は
呉
越
軍
に
建
州
を
圃
ら
ん
と
す
る
意
向
が
あ
る
と
見
抜
き
、
間
王
犠
に
救
援
軍
を
請
い
、
そ
の
救
援
に
よ
り
呉
越
軍
を
敗

走
せ
し
め
て
危
難
を
兎
が
れ
た
。

四

間
王
犠
と
王
延
政
と
の
抗
争

呉
越
寧
が
建
州
よ
り
敗
退
の
の
ち
、
間
も
な
く
南
唐
主
李
昇
が
客
省
使
街
全
恭
を
間
王
蟻
の
許
に
遣
わ
し
た
。
向
全
恭
の
使
命
は
聞
王
蟻
に

⑬
 

劃
し
王
延
政
と
の
争
い
を
や
め
て
和
睦
を
結
ぶ
よ
う
勧
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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六
月
に
な
る
と
南
唐
主
の
勧
告
が
功
を
奏
し
て
王
延
政
の
使
が
一
帽
州
に
赴
い
た
。
資
治
、
通
鑑
巻
二
入
二
に

延
政
、
牙
終
お
よ
び
女
奴
を
遣
わ
し
、
誓
書
お
よ
び
香
壇
を
持
ち
、
福
州
に
至
り
、
蟻
と
宣
陵
(
似
鶴
一
知
)
に
盟
わ
し
む
(
融
持
出
羽
脱
天
)
。

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
犠
・
延
政
兄
弟
が
父
王
審
知
の
墓
前
で
和
睦
の
誓
い
を
立
て
た
の
を
知
る
が
、
こ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
、
兄
弟
相
互

の
清
恨
は
容
易
に
融
け
ず
、
間
も
な
く
関
王
蟻
は
一
帽
州
城
の
西
郭
を
築
い
て
延
政
の
兵
の
来
襲
に
備
え
た
。

十
月
に
入
り
閥
王
蟻
は
商
人
に
託
し
て
表
を
高
粗
に
奉
り
自
ら
圏
内
を
統
治
し
た
が
、
翌
月
甲
申
、
後
菅
よ
り
威
武
軍
節
度
使
粂
中
書
令
に

@
 

任
命
さ
れ
聞
園
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

一
方
延
政
の
側
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
翌
年
正
月
、
周
圏
二
十
里
の
建
州
城
を
築
き
、
一
踊
州
の
蟻
の
来
襲
に
備
え
る
と
共
に
、
蟻
に
劃
し

て
建
州
を
威
武
軍
に
昇
格
さ
せ
、
自
ら
そ
の
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
た
が
、
威
武
軍
は
一
帽
州
に
あ
る
た
め
そ
の
要
請
は
き
き
い
れ

ら
れ
な
か
っ
た
。
延
政
の
要
請
を
し
り
ぞ
け
た
犠
は
そ
の
ま
ま
に
も
し
て
お
け
ず
、
建
州
を
鎖
安
寧
に
昇
格
さ
せ
、
延
政
を
そ
の
節
度
使
と
し
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て
富
沙
王
に
封
じ
た
。

し
か
し
延
政
は
鎮
安
を
鎮
武
に
改
稿
し
た
。
延
政
が
醸
の
措
置
に
飽
く
ま
で
も
反
封
で
る
っ
て
、
そ
の
意
向
に
一
致
貼

の
見
出
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

関
王
犠
は
そ
の
子
臣
澄
を
同
卒
章
事
と
な
し
、
か
れ
に
六
軍
諸
衡
を
剣
せ
し
め
た
が
、
こ
の
こ
ろ
蟻
は
弟
の
汀
州
刺
史
延
喜
が
延
政

と
通
謀
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
惑
を
抱
い
た
。
こ
れ
は
汀
州
、
が
建
州
と
接
壊
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
早
速
犠
は
賂
軍
許
仁
欽
に

四
月
、

三
千
の
丘
ハ
を
率
い
て
汀
州
に
赴
か
せ
刺
史
延
喜
を
執
え
て
一
踊
州
に
蹄
ら
せ
た
。

延
喜
逮
捕
の
翌
々
月
、
王
延
政
が
泉
州
刺
史
王
耀
業
を
招
く
た
め
の
書
を
濯
っ
た
旨
を
聞
い
た
醸
は
、
二
人
が
徒
薫
を
組
ん
だ
も
の
と
邪
推

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
蟻
は
直
ち
に
縫
業
主
踊
州
に
召
還
し
て
郊
外
に
お
い
て
死
を
賜
い
、
か
っ
そ
の
子
を
泉
州
に
て
殺
し
た
。
ま
た
縫
業
が
汀

州
刺
史
の
と
き
土
曹
参
軍
楊
好
豊
が
、

か
れ
と
親
密
な
た
め
、
或
る
人
が
縫
業
と
祈
豊
と
の
逼
謀
を
告
げ
た
こ
と
に
よ
り
好
盟
が
虞
刑
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
よ
り
、
間
室
の
宗
族
・
動
奮
は
相
縫
い
で
珠
せ
ら
れ
た
た
め
、
人
心
不
安
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
た
ま
り
か
ね
た

諌
議
大
夫
黄
峻
恥
艇
を
か
つ
い
で
朝
堂
に
至
り
極
諌
し
た
が
、
蟻
か
ら
老
物
狂
鼓
し
た
と
罵
し
ら
れ
て
津
州
司
戸
に
鹿
せ
ら
れ
れ
ゆ

蟻
は
淫
修
で
節
度
が
な
く
そ
の
た
め
に
財
政
窮
乏
を
告
げ
た
の
で
、
陳
匡
範
・
糞
紹
頗
を
園
計
使
に
任
じ
て
救
済
策
を
は
か
ら
し
め
た
。
先

か
れ
は
商
買
に
数
倍
の
増
算
を
行
な
い
、
犠
の

-34-

に
園
計
使
に
な
っ
た
陳
匡
範
は
毎
日
高
金
を
進
上
せ
ん
と
請
い
、
瞳
部
侍
郎
を
授
け
ら
れ
た
。

費
え
も
目
出
た
か
っ
た
が
、
間
も
な
く
商
買
の
算
が
不
足
し
、
日
進
は
諸
省
務
銭
を
借
用
し
て
補
足
し
た
。
こ
の
よ
と
が
護
費
し
、
匡
範
は
憂
俸

し
て
死
ん
だ
。
蟻
は
匡
範
の
財
政
上
の
功
績
を
賞
讃
し
で
か
れ
へ
の
祭
贈
を
甚
だ
厚
く
し
た
が
、
諸
省
務
よ
り
匡
範
の
貸
帖
即
ち
借
用
帳
簿
を

見
せ
ら
れ
、
大
い
に
怒
っ
て
棺
を
断
り
、
そ
の
屍
を
断
っ
て
水
中
に
棄
て
た
。
陳
匡
範
の
次
に
薗
計
使
に
な
っ
た
の
は
責
紹
頗
で
あ
る
。
か
れ

は
聞
の
官
吏
と
な
る
者
は
蔭
補
で
な
い
限
り
、
皆
銭
を
轍
し
て
官
職
を
授
け
ら
れ
る
よ
う
に
建
言
し
た
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
資
墓
即
ち
身
分
・

家
柄
と
世
間
の
評
剣
の
高
下
お
よ
び
州
鯨
戸
の
多
少
を
考
慮
し
て
そ
の
額
を
定
め
、
百
絹
よ
り
千
縮
ま
で
の
等
級
を
つ
け
た
い
と
い
う
策
で
あ

る
。
こ
れ
が
採
用
さ
れ
句
。
こ
の
貰
官
の
策
の
成
否
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
い
た
め
明
白
で
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

関
王
蟻
が
大
関
皇
と
自
稀
し
た
の
は
七
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
れ
に
最
早
敵
意
を
一
抱
く
宗
族
・
動
蓄
が
い
な
く
な
っ
て
、
か
れ
が



延
一
政
に
謝
抗
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
依
然
と
し
て
威
武
節
度
使
を
領
し
、
王
延
政
と
と
も
に
兵
を
治
め
て
抗
争
を
繰
、返

し
互
に
勝
敗
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
一踊
州
よ
り
建
州
に
至
る
地
方
は
「
暴
骨
如
レ
奔
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
荒
贋
の
献
を
呈
し
た
。
こ
れ
を

み
た
鎮
武
節
度
剣
官
潜
承
一
痴
は
戦
闘
を
移
憶
さ
せ
て
、
関
王
蟻
と
好
み
を
遁
ぜ
ん
こ
と
を
延
政
に
請
う
た
が
、
聞
き
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
恐

ら
く
延
政
に
聞
園
王
た
ら
ん
と
す
る
野
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
間
王
の
使
者
が
建
州
に
来
た
と
き
、
延
政
は
大
い
に
甲
卒
を
並
べ
て
そ

の
威
力
を
誇
示
し
、
使
者
に
劃
す
る
語
鮮
が
甚
だ
惇
慢
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
承
茄
が
長
脆
し
て
切
諌
し
た
が
、
却
っ
て
延
政
を
憤
ら

す
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
方
聞
王
醸
の
方
で
は
、
泉
州
刺
史
王
縫
巌
が
州
民
の
心
を
掴
ん
で
い
る
の
を
知
り
、
こ
れ
を
憎
み
罷
菟
し
て
一
繭
州
に
召
還
し
た
後
酷
殺
し

@
'
 

た。

@
 

間
も
な

4
間
王
蟻
の
子
亜
澄
は
威
武
節
度
使
粂
中
書
令
と
な
っ
た
が
、
閣
王
犠
は
十
月
、
皇
帝
の
位
に
即
い
た
。
こ
れ
と
封
抗
す
る
か
の
如

く
、
建
州
の
王
延
政
は
兵
馬
元
帥
を
自
稽
し
れ
ゆ

天
一
幅
七
年
(
九
四
二
)
正
月
、
関
王
蟻
は
同
卒
章
事
李
員
の
女
を
皇
后
に
立
て
た
。
彼
女
は
酒
を
曙
み
剛
慢
で
あ
っ
た
が
、
醸
の
寵
愛
を
受

@
 

け
憎
ら
れ
た
と
い
う
。
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富
沙
王
延
政
が
行
動
を
開
始
し
て
汀
州
を
包
囲
し
た
の
は
そ
の
年
の
六
月
で
あ
っ
た
が
、
聞
王
醸
の
側
で
は
、
津
・
泉
二
州
の
兵
五
千
を
裂

し
て
救
援
に
赴
か
せ
、
ま
た
そ
の
賂
林
守
亮
・
康
敬
忠
を
波
遣
し
、
敵
の
虚
を
衝
い
て
建
州
を
襲
わ
ん
と
し
、
聞
の
園
計
使
責
紹
頗
は
八
千
の

兵
を
率
い
て
林
・
贋
二
軍
に
劃
し
て
聾
援
を
行
な
っ
た
。
翌
月
、
延
政
は
愈
々
汀
州
城
を
攻
撃
し
て
四
十
二
回
戦
闘
を
交
え
、
勝
利
を
収
め
な

い
で
蹄
っ
た
が
、
こ
の
と
き
延
政
側
の
水
軍
を
率
い
た
包
洪
賞
、
陳
墓
ら
は
一
噛
州
O
軍
を
防
禦
し
た
。
蟻

.・
延
政
の
軍
は
尤
ロ
(
尤
漢
口
)
に

て
遭
、遇
し
、
聞
の
遣
わ
し
た
康
敬
忠
は
占
者
が
行
動
を
起
す
な
と
助
言
し
た
た
め
そ
れ
に
従
い
、
延
政
軍
は
戦
線
の
展
開
が
有
利
と
な
り
、
洪

寅
ら
は
丘
ハ
を
率
い
て
岸
に
登
り
、
水
陸
南
方
面
よ
り
敵
を
爽
攻
し
、
犠
軍
の
側
に
停
斬
二
千
級
の
損
害
を
出
し
た
。
か
く
て
林
守
亮
・
黄
紹
頗

@
 

ら
は
皆
一
踊
州
に
遁
げ
障

っ
た。
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八
月
、
関
王
犠
は
建
州
の
王
延
政
の
許
に
使
節
を
汲
遣
し
た
。
こ
れ
は
資
治
通
鑑
巻
二
八
三
に
、

「
後
菅
古
問

問
主
犠
、
使
を
遣
わ
し
手
詔
お
よ
び
金
器
九
百
・
銭
高
絹
・
将
吏
教
告
六
百
四
十
通
を
以
て
和
を
富
沙
王
延
政
に
求
め
し
む
(
租
紀
天

幅
七
年
J

八
月
」

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
間
王
蟻
が
延
政
と
の
聞
に
和
睦
を
は
か
ら
ん
と
す
る
目
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
噂
が
延
政
に
和
睦
を
求

め
た
の
は
、
間
接
的
に
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
関
園
内
に
お
い
て
兄
弟
が
抗
争
を
繰
返
す
こ
と
の
不
利
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
財
政
上
の
理
由
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
的
に
は
、
建
州
の
王
延
政
の
兵
力
に
太
万
打
ち
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
延
政
は
こ
れ
に
麿

じ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
か
れ
に
開
園
を
支
配
せ
ん
と
す
る
野
心
、
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

天
一
幅
八
年
(
九
四
二
一
)
二
月
、
延
政
は
建
州
に
お
い
て
帝
を
稽
し
、
園
を
大
肢
と
競
し
て
大
赦
を
行
な
い
、
天
徳
と
改
元
し
、
持
楽
勝
(
師

一
線
一
)
を
鏑
州
と
な
し
、
延
E
l
鎖
(
輔
税
問
)
を
錨
州
に
昇
格
さ
せ
、
皇
后
張
氏
を
立
て
、
ま
た
節
度
判
官
議
承
一
痴
を
吏
部
尚
書
に
、
節
度
巡
官
楊

@
 

思
恭
を
兵
部
向
書
に
任
じ
、
間
も
な
く
承
茄
を
同
卒
章
事
に
、
思
恭
を
僕
射
に
し
て
軍
事
を
統
べ
し
め
た
。

延
政
の
建
で
た
股
園
は
領
土
が
狭
く
人
民
は
貧
困
で
あ
る
上
に
、
一
幅
州
の
蟻
と
の
抗
争
が
や
ま
ず
、
軍
事
費
が
嵩
ん
で
苦
し
ん
だ
が
、
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の

と
き
巧
妙
に
豪
放
に
つ
と
め
て
延
政
の
信
任
を
得
た
の
は
楊
思
恭
で
あ
る
。
か
れ
は
田
畝
山
津
の
税
を
増
徴
す
る
と
と
も
に
、
魚
瞳
読
果
に
つ

@
 

い
て
も
倍
征
し
て
訣
求
に
努
め
た
。
股
園
人
民
か
ら
楊
剥
皮
と
よ
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

延
政
が
股
園
を
建
て
て
二
か
月
の
の
ち
、
股
勝
陳
墓
ら
が
一
帽
州
を
攻
め
、
そ
の
西
邪
に
入
っ
た
が
敗
退
し
た
。
そ
の
翌
月
、
肢
の
吏
部
尚
書

・
同
卒
章
事
議
承
一
腕
が
股
帝
延
政
に
上
書
し
十
か
僚
に
わ
た
っ
て
延
政
の
弊
政
を
述
べ
、
そ
の
冒
頭
に
兄
弟
の
抗
争
は
天
理
に
逆
う
と
諌
め
た

@
 

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
延
政
の
怒
り
に
鯛
れ
て
そ
の
官
爵
を
剥
奪
さ
れ
た
。

南
唐
で
は
李
昇
が
天
一
隅
入
年
二
月
病
死
し
て
長
子
の
李
環
が
嗣
い
だ
が
、
か
れ
が
使
節
を
関
王
曜
と
股
王
延
政
と
に
遭
わ
し
、
書
を
迭
り
、

兄
弟
の
抗
争
を
責
め
た
の
は
翌
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
醸
は
こ
れ
に
謝
し
て
、
復
書
し
て
、
こ
れ
は
周
の
武
王
の
弟
周
公
旦
が
管
叔
・
察
叔

兄
弟
を
訣
し
、
唐
の
太
宗
李
世
民
が
建
成
・
元
吉
兄
弟
を
諒
し
た
こ
と
に
比
較
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
、
何
ら
責
め
ら
る
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で



な
い
と
反
論
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
延
政
も
復
書
し
て
、
南
唐
の
李
昇
が
楊
行
密
の
建
て
た
臭
園
を
裳
奪
し
た
の
を
斥
け
た
た
め
、
南
唐

@
 

主
は
憤
っ
て
迭
に
延
政
と
交
際
を
絶
つ
に
至
っ
た

D

し
か
し
関
王
蟻
と
は
園
交
を
絶
つ
に
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

五

朱
文
準
、
犠
を
殺
し
て
位
に
郎
き
、
李
仁
達
、
卓
巌
明
を
位
に
即
く

聞
の
扶
震
都
指
揮
使
朱
文
準
・
閤
門
使
連
重
遇
ら
は
天
一
踊
四
年
(
九
三
九
)
に
関
王
纏
鵬
を
試
し
た
た
め
、
間
人
か
ら
討
た
れ
は
し
ま
い
か

と
常
に
恐
れ
、
相
互
に
通
婚
し
て
圏
結
し
て
い
た
。
関
王
蟻
は
珠
殺
に
あ
た
っ
て
は
果
断
で
、
西
国
に
お
い
て
沼
酔
の
た
め
朱
文
準
の
一
味
貌

ま
た
酒
酎
の
と
き
、
文
進
・
重
遇
に
酒
を
す
す
め
て
白
居
易
の
詩
を
請
し
商
人
の
内
心
を
確
め
て
、
大
い
に
二

従
朗
を
殺
し
た
こ
と
も
あ
り
、

人
を
恐
れ
さ
し
た
と
い
う
。

た
ま
た
ま
向
賢
妃
が
聞
王
犠
の
寵
を
受
け
て
い
る
と
知
っ
て
嫉
妬
し
た
李
后
が
、
間
王
を
試
し
て
そ
の
子
亜
澄
を
立
て
よ
う
と
し
、
使
を
文
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準
・
重
遇
の
許
に
や
っ
て
、

主
上
と
二
公
と
の
不
和
の
理
由
を
尋
ね
さ
せ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
李
后
の
父
李
員
が
病
床
に
臥
し
、
蟻
が
李
員

を
そ
の
邸
宅
に
見
舞
っ
た
際
、
文
準
・
重
遇
は
扶
震
馬
歩
使
銭
達
に
命
じ
蟻
を
馬
上
に
お
い
て
試
せ
し
め
た
。
時
に
後
菅
の
出
帝
の
天
一
帽
九
年

(
九
四
四
)
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
文
進
ら
は
百
官
を
朝
堂
に
集
め
て
蟻
の
次
に
は
有
徳
者
を
揮
ん
で
立
て
よ
と
告
げ
、
重
遇
が
文
準
を
推
し

て
殿
に
昇
ら
せ
、
変
見
を
被
ら
せ
、
群
臣
を
率
い
て
北
面
し
再
拝
し
て
臣
と
稿
し
た
。

か
く
て
朱
文
準
は
闇
王
を
自
稀
し
た
が
、
王
氏
の
宗
族
延
喜
以
下
五
十
銭
人
を
捕
え
て
悉
く
殺
し
後
顧
の
憂
を
絶
っ
た
。
重
遇
は
六
軍
を

統
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
朱
文
準
に
抗
輯
附
し
て
屈
し
な
か
っ
た
瞳
部
向
書
・
剣
三
司
鄭
元
弼
は
瓢
け
ら
れ
、
建
州
の
延
政
の
許
に
奔

ら
ん
と
し
て
文
進
に
殺
さ
れ
た
。
間
王
の
位
に
闘
い
た
文
進
は
令
を
下
し
て
後
宮
の
宮
女
を
出
し
、
営
造
を
罷
め
て
蟻
の
時
代
の
政
治
を
改
め

た
。
こ
の
こ
ろ
股
王
の
延
政
は
統
軍
使
果
成
義
に
命
じ
て
兵
を
率
い
文
準
を
討
た
せ
た
が
勝
利
を
牧
め
な
か
っ
た
。
文
準
は
植
密
使
飽
思
潤
に

同
卒
章
事
を
加
え
、
羽
林
統
軍
使
黄
紹
頗
を
泉
州
刺
史
に
、
左
軍
使
程
文
緯
を
津
州
刺
使
に
任
命
し
た
。
蟻
の
と
き
汀
州
刺
史
と
な
っ
た
許
文

@
 

稼
は
郡
を
奉
げ
て
文
準
に
降
伏
し
た
。
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朱
文
進
が
位
に
即
き
間
も
な
く
使
を
南
唐
の
園
都
金
陵
に
汲
遺
し
た
こ
と
は
、
馬
氏
南
唐
書
巻
二
に
、

夏
間
人
朱
文
進

・
連
重
遇
そ
の
君
曜
を
試
す
。
重
遇
、

文
準
を
立
て
使
来
り
て
凱
を
告
ぐ
。

す
。
民
疫
を
以
て
間
使
を
相
伴
し
て
こ
れ
を
遣
わ
さ
し
む
。
夏
四
月
な
り
。
(
嫡
一
+
一
一
一
保
)

そ
の
使
を
囚
え
、
関
を
伐
た
ん
こ
と
を
議

ま
た
陸
氏
南
唐
書
巻
二
に
、

保
大
二
年
(
九
四
四
)
夏
五
月
、
間
勝
朱
文
準
そ
の
君
犠
を
試
し
、
自
ら
閤
王
を
稀
す
。
使
を
遣
わ
し
て
来
り
告
ぐ
。
帝
そ
の
使
を
囚
え

絡
に
こ
れ
を
討
た
ん
と
す
。
議
者
謂
え
ら
く
「
閣
の
飢
は
王
延
政
に
由
る
。
嘗
に
先
に
討
つ
ベ
し
」
と
。
乃
ち
間
使
を
調
停
し
て
遣
わ
し
還

さ
し
む
。
(
一
利
僻
)

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
馬
氏
南
唐
書
で
は
、
間
使
を
囚
禁
す
る
と
共
に
伐
聞
の
師
を
起
さ
ん
こ
と
を
議
し
た
が
、
人
民
が
疫
病
に
か

か
っ
て
い
る
た
め
、
間
使
を
樟
放
し
て
園
に
蹄
還
せ
し
め
た
。
時
に
四
月
で
あ
る
と
あ
り
、
陸
氏
南
唐
書
で
は
、
南
唐
主
が
間
使
を
囚
禁
し
、

@
 

議
し
た
が
王
延
政
を
先
に
討
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
関
使
を
樟
放
し
て
開
園
せ
し
め
た
、
と
あ
る
。か

れ
は
開
封
に
遣
使
し
表
を
奉
り
藩
を
後
菅

@
 

間
園
事
を
知
す
る
こ
と
に
な
っ
・た。

間
王
犠
が
朱
文
進
ら
に
殺
さ
れ
て
か
ら
の
延
政
の
動
静
は
如
何
と
い
え
ば
、
十
月
に
な
っ
て
股
王
の
延
政
は
そ
の
賂
陳
敬
佳
に
三
千
の
兵
を

率
い
て
尤
渓
(
加
健
闘
)
・
古
田
(
一
四
一
階
)
に
駐
屯
さ
せ
、
ま
た
直
進
に
命
じ
二
千
の
兵
を
率
い
て
長
渓
(
寵
陥
)
に
駐
屯
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
朱

@
 

文
進
の
攻
撃
に
備
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
ろ
泉
州
散
員
指
揮
使
留
従
放
が
同
列
の
王
忠
順
・
董
思
安
・
張
漢
思
ら
に
文
準
を
討
つ
決
意

を
告
げ
て
、
か
れ
ら
の
同
意
を
得
、
翌
月
、
従
致
ら
は
各
々
軍
中
の
批
土
を
引
い
て
、
夜
従
放
の
家
で
飲
み
、
そ
の
席
上
、
従
数
は
祉
士
ら
に
、

延
政
が
既
に
一
帽
州
を
卒
定
し
密
旨
を
下
し
て
、
我
ら
に
黄
紹
頗
を
討
た
し
め
た
と
偽
り
告
げ
黄
紹
頗
の
討
伐
を
促
し
た
の
で
、
壮
士
ら
は
皆
勇

躍
し
て
泉
州
城
に
入
り
、
刺
史
黄
紹
頗
を
執
え
て
斬
り
、
従
殺
は
直
ち
に
泉
州
刺
史
の
印
を
持
っ
て
、
王
纏
動
の
邸
に
至
り
、
か
れ
に
軍
府
の

主
と
な
ら
ん
こ
と
を
請
い
、
従
款
は
自
ら
卒
賊
統
軍
ー使
と
稀
し
、
紹
頗
の
首
を
箱
詰
に
し
パ
そ
れ
を
副
兵
馬
使
陳
洪
涯
に
持
た
せ
て
建
州
に
至

聞
の
朱
文
準
が
威
武
留
後
を
自
稿
し
、
間
園
事
を
権
知
し
た
の
は
そ
の
年
の
八
月
で
あ
る
が
、

に
稀
し
た
の
で
、
間
も
な
く
後
五
日
の
出
帝
よ
り
威
武
節
度
使
を
奔
し
、
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ら
し
め
た
。
途
中
洪
護
が
尤
漢
に
至
つ
だ
と
き
、

一繭
州
の
成
兵
数
千
に
道
を
遮
ら
れ
た
が
、
洪
準
は
偽
っ
て
一
暗
州
の
朱
文
濯
を
設
し
延
政
を
建

州
に
迎
え
に
行
く
と
告
げ
、
紹
頗
の
首
を
示
し
て
成
兵
を
四
散
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
成
兵
の
大
鵜
敷
人
は
洪
準
に
随
行
し
て
建
州
に
至
っ
た
。

か
く
て
延
政
は
纏
動
を
侍
中
・
泉
州
刺
史
と
し
、
従
数
・
忠
順
・
思
安
・
洪
準
を
皆
都
指
揮
押
使
に
任
命
L
た
。
濠
州
の
勝
、
程
謀
は
こ
れ
を

聞
い
て
直
ち
に
刺
史
程
文
緯
を
殺
し
、
王
権
成
に
州
事
を
樺
知
さ
せ
た
。
泉
州
刺
史
王
纏
動
・
権
知
津
州
事
王
権
成
は
延
政
の
従
子
で
あ
る

が
、
朱
文
準
が
犠
を
滅
ぼ
し
た
と
き
、
こ
の
二
人
は
蟻
と
は
疏
遠
の
た
め
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
汀
州
刺
史

許
文
棋
は
表
を
奉
っ
て
股
王
の
延
政
に
降
ら
ん
こ
と
を
請
う
た
。
か
く
し
て
泉
・
津
・
汀
三
州
が
建
州
の
延
政
の
支
配
下
に
入

っ
た。

@
 

月
、
朱
文
準
は
後
耳
目
よ
り
同
卒
章
事
を
加
え
ら
れ
、
聞
園
王
に
封
、
ぜ
ら
れ
た
。

十

朱
文
進
は
泉
州
刺
史
黄
紹
頗
が
留
従
数
ら
に
殺
さ
れ
た
の
を
知
り
大
い
に
恐
れ
、
重
賞
を
興
え
る
僚
件
で
二
寓
の
丘
ハ
を
募
り
、
統
軍
使
林
守

F

誠
一・
内
客
省
使
李
廷
鍔
に
こ
れ
を
率
い
て
泉
州
の
王
纏
動
を
攻
め
さ
せ
た
。
こ
の
と
き
股
王
延
政
は
大
将
軍
杜
準
に
二
高
の
兵
を
率
い
て
泉
州
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を
救
わ
せ
た
が
、
留
従
殺
は
泉
州
城
の
城
門
を
聞
い
て
一
帽
州
の
兵
と
戦
い
、
敵
を
大
い
に
破
り
、
敵
将
守
諒
を
斬
り
、
廷
鍔
を
執
え
た
。
延
政

は
統
軍
使
呉
成
義
に
戟
艦
千
般
を
率
い
て
一
幅
州
の
朱
文
準
を
攻
め
さ
せ
た
が
、
こ
の
と
き
朱
文
準
は
子
弟
を
呉
越
に
人
質
と
し
て
、迭
り
、
そ
の

@
 

救
援
を
求
め
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
ろ
南
唐
の
方
で
は
如
何
に
聞
に
封
虚
し
た
か
と
い
う
と
、

十
有
二
月
、
鴻
延
己
、
翰
林
皐
土
承
旨
・
水
部
員
外
郎
と
な
り
、
潟
延
魯
、
中
書
舎
人
と
な
る
。
延
魯
、
功
名
に
鏡
し
、
建
州
の
役
を
輿
さ

す
す

ん
と
欲
す
。
乃
ち
中
書
舎
人
査
文
徽
を
賛
め
て
江
西
安
撫
使
と
な
す
。
翰
林
待
詔
減
循
な
る
者
嘗
て
聞
に
賀
し
、
山
川
の
険
易
を
具
知
し

文
徽
の
た
め
に
、
準
兵
の
計
を
陳
ぶ
。
文
徽
是
に
因
り
て
閣
を
伐
た
ん
と
請
う
。
乃
ち
漫
錆
に
命
じ
洪
州
の
屯
兵
を
率
い
、
文
徽
と
倶
に

行
か
し
め
迭
に
建
陽
に
入
る
。
(
t
J
紙一周一
J
健
一
容
)

唐
の
翰
林
待
詔
城
循
、
植
密
副
使
査
文
徽
と
郷
里
を
同
じ
く
す
。
循
、
常
に
買
人
と
な
り
、
一
踊
・
建
の
山
川
に
習
い
文
徴
の
た
め
に
建
州

を
取
る
の
策
を
董
す
。
文
徽
表
し
て
兵
を
用
い
王
延
政
を
撃
た
ん
こ
と
を
請
う
。
園
人
多
く
以
て
不
可
と
な
す
。
唐
主
、
文
徽
を
以
て
江
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西
安
撫
使
と
な
し
、
境
上
に
循
行
し
そ
の
可
否
を
揖
わ
し
む
。
文
徽
、
信
州
に
至
り
、
こ
れ
を
攻
む
れ
ば
必
ら
ず
克
た
ん
と
奏
言
す
。
唐

主
、
洪
州
営
屯
都
虞
候
溢
鏑
を
以
て
行
営
招
討
諸
軍
都
虞
候
と
な
し
、
丘
ハ
を
綿
い
文
徽
に
従
い
て
、
肢
を
伐
た
し
む
。
文
徽
、
建
陽
よ
り

進
ん
で
葦
竹
に
屯
す
。
(
酪
一
組
一
尚
一
明
記
一
均
一
一
議
)

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
商
人
出
身
の
翰
林
待
詔
減
循
が
文
徽
の
た
め
に
建
州
を
取
る
策
を
立
て
、
文
徽
が
出
兵
し
て
王
延
政

を
撃
た
ん
と
南
唐
主
に
請
う
た
が
、
園
人
の
多
く
が
反
劃
し
た
の
で
、
文
徽
は
江
西
安
撫
使
と
な
り
境
上
に
循
行
し
そ
の
可
否
を
伺
い
、
行
営

招
討
諸
軍
都
虞
一
侠
遜
鏑
を
従
え
て
肢
を
討
つ
た
め
建
陽
(
師
腕
腕
)
よ
り
蓋
竹
(
噂
諸
国
醐
豚
)
に
屯
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
文
徽
は
泉
・
津

・
汀
の
三
州
が
皆
般
に
降
り
、
段
時
開
張
漢
卿
が
鏑
州
か
ら
八
千
の
丘
ハ
を
率
い
て
迫
ら
ん
と
す
る
の
を
聞
き
、
恐
れ

て
建
陽
に
退
き
、
減
循
は
都
武
(
韓
併
問
)
に
屯
し
た
。

@
 

に
迭
り
、
こ
れ
を
斬
っ
た
。

都
武
の
民
は
般
の
兵
を
誘
導
し
循
の
軍
を
襲
撃
し
て
こ
れ
を
破
り
、

循
を
執
え
て
建
州

王
延
政
は
統
軍
使
呉
成
義
を
波
遣
し
遊
丘
(
を
率
い
て
一
繭
州
境
を
巡
視
さ
せ
、
一
帽
州
の
人
民
に
、
南
唐
が
朱
文
準
を
討
つ
た
め
、
我
が
軍
を
援

⑩
 

け
る
大
軍
を
到
着
さ
せ
た
と
欺
い
て
告
げ
さ
せ
た
の
で
、
一
幅
州
の
人
民
は
盆
々
恐
れ
る
に
至
っ
た
。
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間
も
な
く
朱
文
進
は
同
卒
章
事
李
光
準
ら
を
遣
わ
し
て
園
賓
を
般
の
延
政
に
奉
ら
し
め
た
。
こ
の
こ
ろ
一
隅
州
の
南
廊
承
旨
即
ち
侍
衛
武
臣
の

職
に
あ
っ
た
林
仁
翰
が
そ
の
一
味
三
十
人
を
率
い
て
連
重
遇
の
邸
宅
に
赴
い
た
が
、

重
遇
の
警
戒
が
厳
重
で
あ
っ
た
の
で
三
十
人
は
遁
去
し

た
。
し
か
し
仁
翰
は
製
を
執
り
直
進
し
て
重
遇
を
刺
殺
し
、
そ
の
首
を
斬
り
、
重
遇
の
兵
に
こ
れ
を
見
せ
、
文
準
を
執
与
え
て
関
罪
せ
よ
と
迫
っ

た
の
で
、
重
遁
ら
の
丘
ハ
は
勇
躍
し
て
こ
れ
に
従
い
、
途
に
臭
成
義
を
迎
え
て
入
城
し
、
重
遇
・
文
準
の
首
を
箱
詰
に
し
て
、
建
州
の
延
政
の
許

@
 

に
迭
っ
た
。

朱
文
進
・
連
重
遁
が
殺
さ
れ
た
の
で
、
間
の
放
臣
林
仁
翰
ら
は
殿
王
延
政
を
一
隅
州
に
迎
え
、
園
放
を
聞
と
改
め
ん
こ
と
を
請
う
た
。
時
に
後

菅
の
出
帝
の
開
運
二
年
(
九
四
五
)
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
延
政
は
林
仁
翰
の
要
請
に
従
わ
な
か
司
た
。
一
隅
州
に
は
ま
だ
南
唐
の
兵
が

匪
境
の
ま
ま
で
あ
り
、
延
政
が
遷
都
す
る
徐
裕
が
な
か

っ
た
か
ら
で
る
る
。
そ
こ
で
延
政
は
自
分
の
代
理
と
し
て
従
子
の
門
下
侍
郎
同
卒
章
事



一鑑
昌
を
都
督
南
都
内
外
諸
軍
事
に
任
命
し
、
一
幅
州
に
鎮
せ
し
め
、
飛
捷
指
揮
使
寅
仁
調
を
一
幅
州
在
城
銀
逼
使
に
任
じ
、
兵
を
率
い
て
こ
れ
を
守

@
 

ら
せ
た
。

林
仁
翰
は
一
繭
州
か
ら
建
州
に
至
っ
て
王
延
政
に
見
え
た
が
、
闇
王
の
か
れ
に
劃
す
る
論
功
行
賞
は
甚
だ
薄
か
っ
化
。
し
か
し
仁
翰
は
そ
の
功

@
 

を
ロ
に
し
た
こ
と
な
く
、
一
踊
州
侍
衝
の
外
、
左
右
軍
の
軍
士
一
高
五
千
を
設
し
て
建
州
に
至
り
南
唐
軍
を
防
禦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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二
月
、
南
唐
の
査
文
徽
が
南
唐
主
に
上
表
し
て
兵
力
の
増
強
を
求
め
た
の
に
射
し
、
李
環
は
天
威
都
虞
侯
何
敬
沫
を
建
州
行
営
招
討
馬
歩
都

指
揮
使
に
、
組
全
恩
を
麿
援
使
に
、
挑
鳳
を
都
監
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
、
数
千
の
兵
を
率
い
て
建
州
に
舎
合
し
、
延
政
を
攻
略
す
る
た
め
崇
安

(
綿
一
議
)
よ
り
進
ん
で
赤
嶺
に
屯
せ
し
め
た
。
一
方
関
王
の
延
政
は
僕
射
楊
思
恭
・
統
軍
使
陳
肇
を
遣
わ
し
、
一
高
の
兵
を
率
い
て
南
唐
草
を

防
ぐ
た
め
柵
を
関
江
の
上
流
建
漢
の
南
岸
に
並
べ
さ
せ
た
が
、
南
唐
の
兵
が
迫
ら
な
か

っ
た
の
で
旬
除
に
わ
た

っ
て
戦
闘
は
な
か
っ
た
。
思
恭

は
延
政
の
命
を
受
け
陳
墓
の
戦
闘
を
監
督
し
た
が
、
こ
の
と
き
陳
墓
は
寓
全
の
策
を
構
え
て
、
攻
撃
は
周
到
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
慎
重
論
を

主
張
し
た
の
に
封
し
、
思
恭
は
敵
の
戦
闘
態
勢
の
整
わ
ぬ
う
ち
に
と
、
先
制
攻
撃
論
を
強
調
し
た
の
で
、
陳
撃
は
や
む
な
く
部
下
の
兵
を
率
い

て
河
を
渉
り
、
南
唐
軍
と
戦
っ
た
。
南
唐
の
全
恩
ら
は
大
軍
を
率
い
て
陳
撃
の
前
軍
に
嘗
り
、
奇
兵
を
そ
の
後
方
に
出
し
、
大
い
に
陳
撃
の
軍
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を
破
っ
た
。

か
く
て
陳
撃
は
戦
死
し
、
楊
思
恭
は
僅
か
に
身
を
以
て
菟
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
味
方
の
敗
戦
を
知
っ
た
延
政
は
大
い
に
恐
れ
、
徐
丘
(
を
以

@
 

て
城
を
自
守
し
、
迭
に
董
思
安
・
王
忠
順
を
召
し
、
泉
州
の
兵
馬
千
を
率
い
て
建
州
に
至
ら
し
め
、
要
害
を
分
守
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
で
王
延
政
が
開
運
二
年
〈
九
四
五
〉
正
月
、
一
隅
州
を
掌
中
に
牧
め
る
に
至
っ
て
、
嘗
て
延
政
に
仕
え
た
李
仁
達
・
陳
縫
殉
は
内
心
不

安
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
李
仁
達
は
光
州
(
粧
鑓
)
出
身
で
あ
る
が
、
聞
に
仕
え
て
元
従
指
揮
使
と
な
り
、
十
五
年
間
柏
崎
職
し
な
か
叶
た

が
、
蟻
の
時
代
に
叛
し
て
建
州
に
奔
り
、
延
政
の
瞬
間
と
な
っ
た
。
し
か
し
朱
文
準
が
曜
を
殺
す
と
ま
た
叛
し
て
一
隅
州
に
奔
り
、
建
州
を
取
る
策

を
述
べ
た
。
文
準
は
か
れ
が
反
覆
常
で
な
い
の
を
憎
み
、
盟
問
(
繭
綿
一
一
向
)
に
瓢
居
さ
せ
た
。
次
に
陳
縫
殉
は
浦
城
(
師
一
鱗
)
出
身
で
あ
る
が
、
延

政
に
寂
し
一
幅
州
に
奔
h
y
、
醸
の
著
作
郎
と
な
り
、
醸
の
た
め
に
建
州
を
取
る
策
を
建
言
し
た
人
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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王
延
政
に
代
っ
て
一崎
州
に
鎖
し
た
王
縫
昌
が
庸
儒
で
部
下
を
統
御
す
る
才
な
く
、
酒
を
噌
み
、
将
土
を
い
つ
く
し
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
時
柑

土
の
怨
み
を
買
う
に
至
っ
た
が
、
仁
達
は
一幅
州
に
潜
入
し
て
一隅
州
在
城
銀
遇
使
黄
仁
調
に
縫
昌
を
討
つ
旨
を
告
げ
、
同
意
を
得
、
そ
の
タ
仁
達

ら
は
甲
土
を
引
い
て
府
舎
に
突
入
し
、
縫
昌
と
呉
成
義
を
殺
し
た
。
か
く
て
仁
達
は
自
立
せ
ん
と
し
た
が
、
衆
心
が
自
分
に
服
し
て
い
な
い
の

を
恐
れ
て
、
雲
…
歪
寸
(
師
酬
…棚
田
勝
)
の
借
卓
巌
明
が
衆
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
に
目
を
つ
け
て
、
こ
れ
を
天
子
に
推
し
迎
え
て
帝
と
な
し
、
柄

衣
を
解
き
去
っ
て
変
見
を
被
せ
賂
吏
を
率
い
北
面
し
て
こ
れ
を
奔
し
、
な
お
天
一
幅
十
年
(
九
四
五
)
と
稿
し
、
蓮
使
し
て
表
を
奉
り
、
藩
を
後

菅
に
稽
し
た
。

王
延
政
は
、

一拍
州
に
お
い
て
縫
昌
ら
が
殺
さ
れ
た
の
を
聞
き
、
寅
仁
調
の
家
族
を
殺
し
、
統
軍
使
張
漢
員
に
五
千
の
水
軍
を
率
い
て
、
濠
-
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泉
二
州
の
兵
を
併
せ
て
巌
明
を
討
た
せ
た
。

張
漢
員
が
一踊
州
に
到
着
し
て
そ
の
東
開
を
攻
撃
し
た
の
は
四
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
糞
仁
調
は
家
族
の
訣
裁
さ
れ
た
の
を

聞
き
、
門
を
聞
い
て
力
戦
し
、
大
い
に
聞
の
兵
を
破
り
、
漢
員
を
執
え
て
一
踊
州
城
に
入
り
こ
れ
を
斬
っ
た
。

卓
巌
明
に
は
他
の
方
策
は
何
も
な
く
た
だ
股
上
に
お
い
て
水
を
嘆
い
て
豆
を
散
じ
、
諸
法
事
を
な
す
の
み
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
ま
た
使
を
青

田
(
綿
一
躍
)
に
遣
わ
し
て
父
を
迎
え
、
品
呼
ん
で
太
上
皇
と
し
た
。
李
仁
達
は
巌
明
を
天
子
に
立
て
て
の
ち
、
自
ら
六
軍
諸
衛
事
を
刑
し
た
が
、

黄
仁
調
・
陳
縫
珂
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
西

・
北
門
に
屯
せ
し
め
、
の
ち
仁
調
・
縫
殉
の
謀
反
を
告
げ
さ
せ
こ
れ
を
殺
し
た
。
か
く
て
兵
権
、か
悉

⑬
 

く
仁
達
の
掌
中
に
蹄
し
た
。

李
仁
達
が
大
い
に
戦
士
を
閲
し
、
卓
巌
明
に
請
う
て
臨
視
し
、
密
か
に
軍
土
に
命
じ
突
然
準
ん
で
階
を
登
り
、
巌
明
を
刺
殺
さ
せ
た
。

こ
の
と
き
仁
達
は
表
面
で
は
偽
っ
て
狼
狽
し
て
走
っ
た
が
、
軍
士
ら
は
仁
達
を
執
え
、
巌
明
の
坐
に
据
え
た
。

か
く
て
仁
達
は
威
武
留
後
を
自
稿
し
、
南
唐
の
李
環
の
保
大
の
年
放
を
用
い
、
表
を
奉
「
て
藩
を
南
唐
に
稿
し
た
。
ま
た
中
原
の
王
朝
後
菅

に
遺
使
し
て
入
貢
し
、
弁
せ
て
巌
明
の
父
を
殺
し
た
。
南
唐
で
は
李
仁
達
を
威
武
節
度
使
・
同
卒
章
事
と
し
、
弘
義
と
名
を
賜
い
、
こ
れ
を
属

籍
に
編
入
し
た
。
同
姓
の
た
め
で
あ
る
。
弘
義
は
ま
た
使
を
遣
わ
し
て
呉
越
に
修
好
し
た
。
こ
れ
は
か
れ
が
南
唐
に
背
い
て
臭
越
に
つ
か
ん
と
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す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

..... ，、
王
延
政
、
呉
越
に
臣
を
稽
し
、
臭
越
に
援
軍
を
請
う

間
も
な
く
南
唐
の
兵
が
建
州
城
を
包
圏
し
、
屡
泉
州
兵
を
破
っ
た
。
こ
の
泉
州
兵
は
董
思
安
・
王
忠
順
が
賂
に
建
州
を
救
わ
ん
と
し
て
統
率

@
 

し
て
い
た
兵
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
許
文
棋
は
南
唐
の
兵
を
汀
州
に
破
っ
て
、
そ
の
絡
時
厚
卿
を
執
え
た
。

間
人
の
或
る
者
が
、
玉
延
政
に
一
隅
州
よ
り
き
た
援
兵
の
謀
反
を
告
げ
た
の
は
七
月
で
あ
る
。
一
幅
州
よ
り
き
た
援
兵
と
は
、
こ
の
年
の
正
月
、

王
延
政
の
命
に
よ
り
建
州
に
赴
き
、
南
唐
軍
を
防
禦
し
た
南
都
侍
衛
お
よ
び
南
軍
の
兵
士
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
延
政
は
叛
視
軍
の
鎧
伎

を
牧
容
し
て
、
か
れ
ら
を
も
と
の
駐
屯
地
に
遺
還
し
、
兵
を
険
狭
な
る
道
路
に
伏
せ
壷
く
こ
れ
を
殺
し
た
。
こ
の
と
き
の
叛
観
軍
の
死
者
は
入

千
品
障
に
達
し
、
切
そ
の
肉
を
乾
し
肉
と
し
、
建
州
に
諦
っ
て
食
用
と
し
た
と
い
う
。

こ
の
こ
る
南
唐
の
漫
鋪
は
鍾
州
を
抜
い
た
が
、
査
文
徽
の
黛
た
る
貌
凶
今
・
高
延
己
・
濡
延
魯
は
出
兵
し
功
績
を
立
て
る
た
め
、
勇
躍
し
て
出

兵
に
賛
成
し
供
億
を
徴
求
し
た
。
こ
の
た
め
南
唐
の
府
庫
が
耗
喝
し
た
が
、
特
に
洪
(
艶
鰐
)
鏡
(
髄
腕
)
撫
(
賠
隣
)
信
(
蕗
磐
田
州
の
人
民

が
最
も
こ
れ
に
苦
し
ん
だ
。

延
政
の
方
で
も
苦
し
く
な
っ
た
ら
し
い
が
、
延
政
は
呉
越
に
使
を
遭
わ
し
-
表
を
奉
っ
て
臣
と
稿
し
、
そ
の
附
庸
即
ち
属
固
と
な
ら
ん
こ
と
を

。

請
い
、
南
唐
軍
を
撃
退
す
る
た
め
の
救
援
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
劃
し
て
呉
越
の
方
で
救
援
軍
を
、
逸
っ
た
史
料
が
、
臭
越
備
史
巻
三
忠
献
王
弘
佐
開
運
二
年
の
僚
を
始
め
と
し
て
史
書
に
見
え
な
い
の

で
、
呉
越
で
は
慮
じ
な
か
?
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
さ
き
に
元
濯
の
と
き
に
、
延
政
の
救
援
に
赴
い
た
呉
越
軍
が
、
現
地
に
到
着
と
と
も
に

撤
退
を
迫
ら
れ
、
結
局
こ
れ
に
鹿
じ
な
い
で
撃
退
さ
れ
た
こ
と
を
根
に
も
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

南
唐
軍
に
よ
る
建
州
包
圏
が
既
に
久
し
く
な
っ
た
入
月
、
建
州
の
人
々
は
異
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
董
思
安
に
早
〈
去
就
を

揮
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
す
る
者
が
い
た
が
、
思
安
は
主
家
に
最
後
ま
で
忠
節
を
壷
す
決
意
を
述
べ
た
の
で
、
思
安
の
言
に
感
じ
て
一
人
も
叛
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く
者
が
な
か
っ
た
。
丁
亥
、
南
唐
の
先
鋒
橋
道
使
王
建
封
が
先
登
と
な
り
、
遂
に
建
州
に
て
勝
利
を
牧
め
た
。
こ
こ
に
お
い
て
王
延
政
は
降
伏

事

し
た
。
王
忠
順
は
戦
死
し
た
が
、
董
思
安
は
兵
を
整
え
て
泉
州
に
奔
っ
た
。
南
唐
の
兵
が
建
州
に
来
襲
し
た
首
初
、
建
州
の
人
々
は
王
氏
の
凱

と
楊
思
恭
の
重
税
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
争

っ
て
木
を
伐
り
道
を
聞
い

て
南
唐
の
兵
を
歓
迎
し
た
。
然
る
に
南
唐
の
兵
が
建

し
か
し

州
を
破

つ
て
の
ち
は
、
大
い
に
掠
奪
を
行
な
い
官
室
臆
舎
を
悉
く
焚
き
梯

っ
た
の
で
、
建
州
の
人
々
の
失
草
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

@
 

南
唐
主
は
建
州
攻
陥
の
功
績
を
認
め
て
南
唐
丘
(の
掠
奪
焚
梯
い
を
不
問
に
附
し
た
。

聞
の
許
文
旗

・
王
縫
動

・
王
縫
成
が
そ
れ
ぞ
れ
汀

・
泉

・
津
州
を
以
て
悉
く
南
唐
軍
に
降
っ
た
の
は
翌
月
の
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
聞
の
建

・
汀

・
泉

・
津
の
四
州
は
、
王
潮
が
唐
の
昭
宗
の
景
一
幅
二
年
(
八
九
三
)
に
占
有
し
て
よ
り
五
十
四
年
、
王
審
知
の
建
園
よ
り

@
 

三
十
七
年
の
の
ち
南
唐
に
属
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
南
唐
で
は
永
安
軍
を
建
州
に
置
い
て
こ
の
地
方
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

南
唐
軍
に
降
伏
し
た
王
延
政
は
十
月
、
南
唐
の
園
都
金
陵
に
至
り
、
南
唐
主
か
ら
羽
林
大
将
軍

・
安
化
軍
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
都
陽
王
に
封
ぜ

ら
れ
た
。
百
勝
節
度
使
王
崇
文
が
永
安
節
度
使
に
任
、
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
統
治
は
寛
簡
を
旨
と
し
た
の
で
、
建
州
の
人
々
は
よ
う
や
く
安
堵
す

@
 

る
に
至
っ
た
。
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七

李
達
、
臭
越
に
師
を
乞
い
、
呉
越
王
弘
佐
こ
れ
に
臆
ず

建
州
に
お
い
て
王
延
政
を
降
し
た
の
ち
、

南
唐
の
府
庫
は
耗
し
、

民
は
命
に
堪
え
な
い
朕
態
に
あ
っ
た
の
で
、

南
唐
で
は
一
幅
州
の
李
弘
義

(
李
仁
達
)
・
泉
州
の
留
従
数
(
劉
従
数
〉
に
劃
し
て
は
唯
鴇
腰
、
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
南
唐
の
諸
絡
は
こ
れ
を
討
た
ん
こ
と
を
請
う
た

@
 

が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
時
に
開
運
三
年
(
九
四
六
〉
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
極
密
使
の
陳
費
、
が
自
ら
赴
い
て
李
弘
義
に
設
か
ん
こ
と
を
請
い
、

必
ら
ず
弘
一裁を
金
陵
に
入
朝
せ
し
め
ん
と
し
た
。
こ
の
と
き
宋
斉
丘
は
質
が
才
鼎
あ
る
人
物
で
あ
る
と
南
唐
主
に
推
薦
し
、

か
れ
は
寸
刃
を
煩

わ
さ
な
い
で
坐
し
て
弘
義
を
招
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

か
く
て
南
唐
主
は
魔
を
一
踊
州
宣
諭
使
と
し
、
弘
義
に
金
皇
巾
を
厚
賜
し
た
が
、
弘
義

に
そ
の
謀
を
見
破
ら
れ
、
弘
義
の
辞
色
が
甚
だ
倍
り
、
開
究
に
射
す
る
待
遇
が
甚
だ
疎
薄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
畳
は
一
隅
州
に
来
て



も
弘
義
入
朝
の
旨
を
告
げ
な
い
で
金
陵
に
還
る
こ
と
に
な
っ
た
。

か
れ
は
途
中
創
州
即
ち
王
延
政
の
置
い
た
錨
州
に
至
り
、
李
弘
義
を
入
朝
さ
せ
る
功
績
の
な
い
の
を
恥
じ
、
詔
を
矯
め
て
、
侍
衛
官
顧
忠
に

命
じ
弘
義
を
召
し
て
入
朝
さ
せ
ん
と
し
、
自
ら
は
権
一
踊
州
軍
府
事
と
稽
し
、
擾
ま
ま
に
汀
・
建
・
撫
・
信
四
州
の
兵
お
よ
び
成
卒
を
渡
し
て
、

建
州
監
軍
使
鴻
延
魯
に
命
じ
、
こ
れ
ら
の
兵
を
率
い
て
一
繭
州
に
赴
き
、
弘
義
を
迎
え
し
め
た
。
延
魯
は
先
、
ず
弘
義
に
書
を
、
選
り
、
禍
一
帽
を
以
て
諭

し
た
の
で
、
弘
義
は
復
書
し
て
戦
わ
ん
こ
ど
を
請
い
、
棲
船
指
揮
使
楊
崇
保
を
涯
遣
し
、
州
軍
を
率
い
て
こ
れ
を
禦
が
し
め
た
。
費
は
剣
州
刺

史
陳
誌
を
縁
、
江
戦
樽
指
揮
使
と
し
、
一
隅
州
は
孤
立
し
て
い
る
か
ら
、
旦
夕
の
う
ち
に
勝
て
る
と
自
信
あ
り
げ
に
上
表
し
た
が
、
南
唐
主
は
賓
の

専
断
を
怒
っ
た
。
し
か
し
群
臣
の
多
く
は
、
兵
が
既
に
一
踊
州
城
下
に
接
近
し
攻
略
を
中
止
で
き
な
い
の
で
、
嘗
然
兵
を
設
し
て
こ
れ
を
助
け
さ

せ
よ
と
い
い
、
丁
丑
、
費
・
延
魯
は
楊
崇
保
を
侯
官
(
臨
雄
一
向
)
に
破
り
、
成
阜
県
、
勝
ち
に
乗
じ
、
準
ん
で
福
州
の
西
開
を
攻
め
た
。
こ
の
と
き

弘
義
が
出
撃
し
て
大
い
に
こ
れ
を
破
り
、
南
唐
の
左
神
威
指
揮
使
楊
匡
鄭
を
執
え
た
。
か
く
て
南
唐
主
は
永
安
節
度
使
王
崇
文
を
東
南
面
都
招

討
使
と
し
、
産
・
泉
安
撫
使
・
諌
議
大
夫
貌
与
を
東
面
監
軍
使
と
し
、
延
魯
を
南
面
監
軍
使
と
し
、
兵
を
曾
同
さ
せ
て
一
繭
州
を
攻
め
さ
せ
た
。

南
唐
軍
は
そ
の
外
郭
に
勝
ち
、
弘
義
は
第
二
城
を
固
守
し
旬
。

九
月
に
な
っ
て
李
弘
義
は
威
武
留
後
を
自
稽
し
、
南
唐
に
叛
い
た
の
で
弘
達
と
改
名
し
て
表
を
奉
り
、
命
を
後
菅
に
請
う
た
。
甲
午
、
後
晋

で
は
弘
達
を
威
武
節
度
使
・
同
卒
章
事
・
知
関
園
事
に
任
命
し
た
。
辛
丑
、
一
隅
州
排
陳
使
馬
捷
が
南
麿
の
兵
を
引
い
て
、
馬
牧
山
よ
り
築
を
抜

い
て
入
り
、
善
化
門
橋
に
至
っ
た
。
こ
の
と
き
都
指
揮
使
丁
彦
貞
は
百
人
の
兵
を
以
て
こ
れ
を
防
禦
し
た
。
弘
達
は
退
い
て
善
化
門
を
保
っ
た

@
 

が
、
外
城
は
再
度
皆
南
唐
の
兵
の
擦
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
弘
達
は
達
一
と
改
名
し
た
が
、
こ
れ
は
果
越
王
弘
佐
の
語
を
避
け
る
た
め
で
、
か
れ

@
 

は
果
越
に
使
を
遣
わ
し
て
表
を
奉
り
、
臣
と
稿
し
て
呉
越
に
援
兵
を
請
う
た
。

十
月
に
入
っ
て
、
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南
唐
一
の
海
州
特
で
あ
っ
た
林
賛
尭
が
叛
観
を
起
し
、
監
軍
使
周
承
義
を
殺
し
た
事
件
が
費
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
創
州

刺
史
陳
諦
・
泉
州
刺
史
留
従
款
が
丘
ハ
を
拳
げ
て
賛
桑
を
追
放
し
た
の
で
解
決
を
見
た
。
李
環
は
泉
州
稗
賂
董
思
安
に
湾
州
の
擢
知
を
命
じ
、
次

い
で
濠
州
刺
史
に
任
命
し
た
。
思
安
は
父
の
名
が
章
で
あ
る
た
め
僻
退
し
た
の
で
、
南
唐
主
は
津
州
を
南
州
と
改
め
た
。
思
安
と
従
款
に
命
じ
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州
兵
を
率
い
て
一
踊
州
に
曾
し
て
攻
め
し
め
、
庚
辰
こ
れ
を
包
囲
し
た
。
威
武
節
度
使
李
達
の
使
者
た
る
徐
仁
宴
・
李
廷
誇
が
救
援
軍
を
請
う
た

め
、
呉
越
の
園
都
銀
塘
(
杭
州
〉
に
到
着
し
た
。

李
達
の
使
を
迎
え
た
呉
越
王
弘
佐
は
諸
絡
を
召
し
て
救
援
軍
を
迭
る
べ
き
か
否
か
を
謀
っ
た
。
こ
の
と
き
諸
絡
の
匪
倒
的
多
数
を
占
め
た
意

見
は
、
一
岨
州
へ
の
道
が
険
遠
の
た
め
救
援
し
難
い
と
す
る
消
極
策
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
人
内
都
監
使
水
丘
昭
券
の
み
は
嘗
然
救
う
べ
し
と
の
積

@
 

極
策
を
主
張
し
た
。
弘
佐
は
「
唇
亡
歯
装
。
吾
篤
天
下
元
帥
。
曾
不
能
救
都
道
。
勝
安
用
之
。
諸
君
但
築
飽
食
安
坐
邪
」
と
述
べ
、
水
丘
昭
券

の
策
に
従
う
こ
と
に
な
っ
た
。

壬
午
、
呉
越
王
弘
佐
は
統
軍
使
張
錆
・
越
承
泰
に
三
蔦
の
兵
を
率
い
て
水
陸
よ
り
一
隅
州
を
救
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
呉
越
が
一
帽
州
を
救
う

と
き
の
経
路
は
、
本
来
な
ら
姿
(
釧
一躍

)・

街
(附
臨
時
一
)
州
よ
り
建

・
創
州
に
至
り
、
流
に
沿
っ
て
幅
州
に
至
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
剣

・
建
州
は
既
に
南
唐
軍
の
掌
中
に
あ
る
た
め
、
こ
の
経
路
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
温
州
(例
都
悶
)
の
卒
陽
(閥
抗
蛸
)よ
り
海
浦

を
渡
っ
て
一幅
州
界
に
至
る
経
路
を
通
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
呉
越
で
は
一
幅
州
救
援
の
た
め
の
兵
を
募
っ
た
が
、
久
し
い
間
腹
募
者
が
な
か
っ
た
の
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で
、
弘
佐
が
厳
重
に
督
促
し
て
磨
募
者
が
初
め
て
雲
集
し
た
と
い
う
。
弘
佐
は
昭
券
に
用
兵
を
掌
ら
せ
ん
と
し
た
が
、
昭
券
は
そ
の
時
弘
佐
の

寵
任
厚
か
っ
た
程
昭
慌
を
悔
っ
て
、
用
兵
は
か
れ
に
譲
り
た
い
と
の
意
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
弘
佐
は
昭
悦
に
腰
援
鎮
運
の
事
を
掌
ら
せ
、
作

@
 

戦
の
事
は
元
徳
昭
に
委
ね
た
。

弘
佐
が
鍛
銭
の
鋳
造
を
議
し
、
賂
土
の
旅
賜
を
増
さ
ん
と
し
た
の
に
劃
し
、
牙
内
都
虞
候
弘
憶
が
鍛
銭
を
鋳
造
す
る
場
合
に
八
つ
の
弊
害
が

暗

あ
る
と
諌
め
た
た
め
に
、
弘
佐
は
こ
れ
を
中
止
し
た
。

十
一
月
己
酉
、
呉
越
の
救
援
軍
が
一帽
州
に
到
達
し
、
親
問
浦
の
南
よ
り
州
城
に
潜
入
し
た
。
南
唐
の
丘
ハ
は
進
ん
で
東
武
門
に
擦
っ
た
の
で
、
李

達
は
呉
越
の
兵
と
共
に
こ
れ
を
防
い
だ
が
、
形
勢
不
利
と
な
り
、
こ
れ
よ
り
城
の
内
外
の
連
絡
が
絶
た
れ
、
城
中
盆
々
危
う
く
な
っ
た
。

の

と
き
南
唐
主
は
信
州
刺
史
王
建
封
を
遣
わ
し
、
一
隅
州
の
攻
略
を
助
け
さ
せ
た
。
王
崇
文
が
元
帥
と
な
っ
た
が
、
棟
究

・
鴻
延
魯

・
貌
与
が
争
っ

て
事
を
用
い
、
留
従
数
・
王
建
封
は
偲
彊
で
命
を
用
い
ず
、
各
々
功
を
争
い
、
進
退
相
謄
ぜ
ず
、
こ
れ
よ
り
南
唐
軍
の
賂
士
は
悉
く
圏
結
し
な



く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
城
を
攻
め
て
も
勝
利
を
え
ず
、
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
南
唐
の
府
庫
も
久
し
い
用
兵
の
た
め
に
乏
し
ベ
な
っ
て
き
恥

後
漢
の
高
組
の
天
一
踊
十
二
年
(
九
四
七
)
三
月
、
呉
越
で
は
ま
た
水
軍
を
護
し
て
徐
安
に
こ
れ
を
率
い
さ
せ
、
海
道
よ
り
一
隅
州
に
赴
か
せ

た
。
己
亥
、
呉
越
の
水
寧
は
白
蝦
滞
に
到
着
し
た
。
そ
の
海
岸
は
泥
淳
の
た
め
、
竹
貨
を
敷
き
並
べ
て
始
め
て
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
レ
か
し

城
南
に
い
た
南
唐
の
兵
は
集
っ
て
呉
越
の
兵
を
射
た
た
め
、
呉
越
の
兵
は
竹
貨
を
敷
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
乙
の
と
き
南
唐
の
鴻
延
魯
と

神
時
間
の
孟
竪
と
の
聞
に
作
戦
に
つ
い
て
意
見
が
一
致
し
な
か
っ
た
。
前
者
は
呉
越
の
兵
を
岸
に
登
ら
せ
て
の
ち
殺
す
作
戦
を
立
て
た
の
に
、
後

者
は
呉
越
の
兵
が
岸
に
登
る
前
に
殺
す
作
戦
を
立
て
た
。
延
魯
は
孟
堅
の
策
を
き
か
ず
、
相
争
司
て
い
る
う
ち
に
呉
越
の
兵
は
既
に
岸
に
登

り
、
大
呼
し
て
奮
闘
し
た
の
で
、
延
魯
は
こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
兵
を
棄
て
て
走
っ
た
。
孟
堅
は
戦
死
し
た
が
、
呉
越
の
兵
は
勝
ち
に

乗
じ
て
進
み
、
城
中
の
兵
も
亦
こ
れ
と
呼
麗
し
て
出
て
南
唐
の
兵
を
爽
撃
し
て
大
い
に
こ
れ
を
破
っ
た
。
城
南
の
南
唐
軍
は
遁
走
し
た
の
で
呉

越
軍
が
追
跡
し
た
。
こ
の
と
き
王
崇
文
は
三
百
の
牙
兵
で
こ
れ
を
防
ぎ
、
諸
軍
は
崇
文
の
後
方
に
陣
を
と
っ
た
。

敗
走
す
る
敵
を
追
跡
し
た
呉
越
寧
は
還
っ
た
の
で
、
或
人
は
呉
越
の
兵
は
銭
塘
に
蹄
ろ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
、
東
南
の
守
将
劉
洪
準
ら

は
、
王
建
封
に
敵
兵
の
壷
く
出
る
の
を
許
し
て
そ
の
械
を
取
ら
ん
と
建
言
し
た
。
留
従
款
は
一
隅
州
の
卒
定
を
欲
し
な
か
っ
た
。
建
封
も
亦
陳
売

ら
の
専
権
を
怒
り
、
敗
北
を
認
め
て
劉
洪
準
ら
の
策
に
従
わ
な
か
司
た
。
こ
の
タ
陣
営
を
焼
い
て
遁
げ
た
。
城
北
の
諸
軍
も
亦
相
顧
み
て
潰
え

た
。
鴻
延
魯
は
偲
万
を
引
い
て
死
の
う
と
し
た
が
、
親
吏
に
救
わ
れ
て
果
さ
な
か
司
た
伊
南
唐
軍
の
死
者
は
二
寓
払
駄
を
数
え
、
軍
資
・
器
械
数

十
寓
を
委
棄
し
た
が
、
南
唐
の
府
庫
は
こ
れ
が
た
め
に
耗
喝
し
た
。

呉
越
の
徐
安
は
兵
を
引
い
て
一
繭
州
に
入
り
、
李
達
は
所
部
を
挙
げ
て
こ
れ
に
授
け
た
。
留
従
教
は
兵
を
引
い
て
泉
州
に
還
り
、
南
唐
の
成
絡

も
丘
ハ
を
引
い
て
信
仰
っ
た
。
南
唐
主
は
南
唐
の
兵
が
新
た
に
敗
れ
、
自
ら
留
従
数
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
悟
っ
て
、
遂
に
従
教
に
検
校

太
侍
を
加
え
て
こ
れ
を
安
ん
じ
た
。
張
錆
・
絵
安
ら
は
皆
銭
塘
に
還
っ
た
が
、
呉
越
王
弘
佐
は
東
南
安
撫
使
飽
修
譲
を
遣
わ
し
兵
を
率
い
て
一
踊

@
 

州
を
守
ら
せ
た
。

47 

六
月
、
呉
越
王
弘
佐
が
年
二
十
で
死
に
弟
弘
係
が
位
を
嗣
い
た
が
、
そ
の
翌
月
李
達
は
そ
の
弟
通
を
以
て
一
隅
州
留
後
と
な
し
、
自
ら
銭
塘
に

- 47-
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至
り
呉
越
王
弘
僚
に
謁
し
、
粂
侍
中
を
加
え
ら
れ
、
諸
費
と
改
名
し
た
。
か
れ
は
銭
塘
に
来
た
こ
と
を
悔
い
か
つ
死
を
恐
れ
て
、
内
牙
統
軍
使

胡
準
思
に
賄
賂
を
迭
り
、
一
幅
州
に
蹄
る
こ
と
を
求
め
、
準
思
の
計
い
で
弘
佐
の
許
可
を
得
て
目
的
を
達
し
た
。
一
幅
州
に
信
仰
っ
た
後
の
李
瑞
賛

は
、
呉
越
の
成
賂
飽
修
譲
と
協
調
せ
ず
、
修
譲
を
襲
殺
し
て
再
び
一
幅
州
を
以
て
南
唐
に
降
伏
せ
ん
と
謀
っ
た
が
、
事
前
に
こ
れ
が
設
費
し
、
修

譲
に
殺
さ
れ
た
。
李
瑞
賛
が
後
晋
の
出
帝
の
開
運
二
年
(
九
四
五
)
五
月
一
幅
州
に
援
っ
て
よ
り
二
年
齢
後
の
天
一
幅
十
二
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ

@
 

る
。
か
く
て
一
幅
州
は
こ
の
と
き
よ
り
呉
越
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ

と

カ2

き

後
梁
の
末
帝
の
貞
明
二
年
(
九
二
ハ
)
、
雨
園
の
聞
に
通
婚
が
な
さ
れ
、
友
好
関
係
が
保
た

れ
、
通
商
が
営
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
唐
の
明
宗
の
長
輿
二
年
(
九
三
一
)
八
月
、
建
州
の
王
縫
昇
・
縫
倫
兄
弟
が
難
を
避
け
て
呉
越
に

呉
越
と
関
は
五
代
の
初
に
前
後
し
て
建
園
し
、

奔
っ
て
亡
命
す
る
事
件
が
護
生
し
た
。
聞
の
末
頃
即
ち
五
代
目
の
王
の
曜
の
と
き
、
即
ち
呉
越
の
二
代
自
の
文
穆
王
元
確
の
と
き
、
蟻
の
弟
延

-48-

政
が
曜
と
不
和
と
な
り
、
延
政
が
呉
越
に
救
援
軍
を
求
め
た
の
に
劃
し
、
呉
越
は
こ
れ
に
臆
じ
て
援
兵
を
還
り
、
現
地
に
到
着
後
、
撤
兵
を
求

め
ら
れ
て
こ
れ
に
腰
ぜ
ず
、
結
局
撃
退
さ
れ
た
。
そ
の
後
再
び
聞
王
曜
と
延
政
と
の
抗
争
が
あ
り
、
間
臣
朱
文
進
が
犠
を
殺
し
て
位
に
即
き
、

次
に
卓
巌
明
が
李
仁
達
に
擁
立
さ
れ
た
が
、
永
綴
せ
ず
、
李
仁
達
が
兵
権
を
掌
握
し
、
南
唐
よ
り
威
武
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
犠
が
殺
さ
れ

て
後
の
聞
の
支
配
者
は
建
州
の
王
延
政
で
あ
る
が
、

か
れ
は
南
唐
に
攻
略
さ
れ
て
、
呉
越
に
臣
を
稽
し
て
再
び
援
軍
を
請
う
た
。

し
か
し
王
延

政
は
目
的
を
果
さ
ず
、
そ
の
た
め
延
政
の
勢
威
振
わ
ず
聞
は
滅
亡
し
た
。
時
に
後
菅
の
出
帝
の
開
運
二
年
(
九
四
五
)
八
月
で
あ
る
。
建
・
汀

-
津

・
泉
の
四
州
が
南
唐
領
と
な
っ
た
が
、
一
幅
州
に
は
李
仁
達
(
弘
義
)
が
お
り
、
南
唐
は
こ
れ
を
蒋
燃
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
威

武
節
度
使
の
李
達
(
仁
達
)
が
南
唐
に
攻
め
ら
れ
、
呉
越
に
師
を
乞
い
、
呉
越
王
弘
佐
が
こ
れ
に
麿
じ
て
一
帽
州
を
救
い
、
南
唐
軍
を
破
り
、
成

賂
飽
修
譲
を
遣
わ
し
て
こ
の
地
を
守
ら
せ
た
。
し
か
し
李
瑞
賛
(
仁
達
)
が
修
一
議
一
と
協
調
せ
ず
、
修
譲
を
殺
し
て
南
唐
に
降
伏
せ
ん
と
し
た
た

め
謀
、
が
漏
れ
て
殺
さ
れ
、
一
踊
州
は
呉
越
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
に
後
漢
の
高
祖
の
天
一
幅
十
二
年
(
九
四
七
)
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
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註①
五
代
史
記
注
容
六
十
七
下
呉
越
世
家
末
尾
の
原
注
に
は
、
鎗
謬
の
園

は
、
興
っ
て
よ
り
滅
び
る
ま
で
八
十
四
年
と
あ
る
が
、
呉
越
は
銭
鯵
が
後

梁
の
太
組
よ
り
呉
越
玉
に
封
ぜ
ら
れ
た
年
よ
り
教
え
る
と
滅
び
る
ま
で
七

十
二
年
存
績
じ
た
こ
と
に
な
る
。

②
五
代
史
記
容
六
十
職
方
考
に
よ
る
と
、
呉
越
の
領
州
は
杭
・
越
・
蘇
・

湖
・
温
・
台
・
明
・
慮
・
衡
・
婆
・
睦
・
秀
・
粛
の
十
三
州
と
な
っ
て
お

り
、
十
園
春
秋
倉
一
一
二
地
理
表
下
呉
越
の
篠
に
、
西
府
杭
州
(
銭
塘
・

銭
江
・
堕
官
・
徐
杭
・
富
春
:
桐
虚
・
於
潜
・
安
園
・
新
登
・
横
山
・
武

康
〉
安
園
衣
錦
軍
・
東
府
越
州

片
倉
稽
・
山
陰
・
諸
蟹

・
臓
・
絵
銚
・
粛

山
・
上
虞
・
新
昌
)
蘇
州
(
呉
・
長
洲
・
毘
山
・
常
熟
・
呉
江
)
湖
州

(
烏
程
・
徳
清
・
安
士
ロ
・
長
輿
)
温
州
(
永
嘉

・
瑞
安
・
卒
陽
・
幾
清
)

台
州
(
臨
海
・
貧
厳
・
台
奥
・
永
安
・
寧
海
)
明
州
(
郵
・
奉
化
・
慈
駅
間

・
象
山
・
笠
海
・
翁
山
)
慮
州
(
麗
水
・
龍
泉
・
途
昌
・
繕
雲
・
青
田
・

白
龍
)
衡
州
〈
西
安
・
江
山
・
龍
瀞
・
常
山
)
委
州
(
金
華
・
東
陽
・
義

烏
・
蘭
渓
・
永
康
・
武
義
・
浦
江
〉
陸
州
(
建
徳
・

害時
国
国
・
途
安
・
分
水

・
青
渓
〉
秀
州
(
嘉
輿
・
海
聾
・
華
亭
・
崇
徳
〉
と
あ
り
十
二
州
一
軍
と

な
っ
て
お
り
、
呉
越
備
史
容
四
太
卒
興
圏
三
年
五
月
の
篠
に
「
子
是
所
部

州
十
一
-
一
。
鯨
八
十
六
。
戸
五
十
五
前
向
七
百
。
兵
一
十
一
高
五
千
。
盤
民
籍

倉
庫
憲
献
子
朝
」
と
あ
り
、
績
資
治
通
鑑
長
編
昌
也
十
九
太
卒
輿
圏
三
年
五

月
の
篠
に
え
倣
)
途
上
表
献
所
管
十
三
州
一
軍
。
(中
略
)
凡
得
蘇
八
十

六
。
戸
五
十
五
高
六
百
八
。
兵
十
一
高
五
千
三
十
六
」
と
あ
り
、
奥
越
の

滅
ん
だ
と
き
は
十
三
州
一
軍
で
あ
っ
た
。
軍
を
除
く
と
奥
越
は
十
三
州
の

領
州
が
あ
っ
た
。
州
の
下
の
括
弧
内
は
属
燃
を
示
す
。

③
五
代
史
記
轡
六
十
八
閣
世
家
末
尾
の
原
注
に
よ
る
と
、
「
闘
の
滅
び

た
の
は
耳
目
の
開
運
三
年
(
九
四
六
〉
で
、
主
潮
が
光
啓
二
年
ハ
八
八
六
)

泉
州
刺
史
に
な
っ
た
年
を
闘
の
始
め
の
年
と
す
る
と
、
滅
び
る
ま
で
は
六

十
一
年
存
績
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
園
を
奄
有
し
た
景
福
元
年
(
八
九

二
〉
を
始
め
の
年
と
す
る
と
五
十
五
年
の
存
績
と
な
る
」
が
、
王
審
知
が

後
粂
の
太
租
よ
り
閣
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
王
延
政
が
南
唐
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
は
、
三
十
七
年
命
脈
を
保
っ
た
こ
と
に
な
る
。

①
五
代
史
記
谷
六
十
職
方
考
に
よ
る
と
、
閣
の
属
州
は
建
・
汀
・
湾
・
泉

繭
の
五
州
で
あ
る
。
十
国
春
秋
谷
一
一
一
一
地
理
表
下
の
闘
の
篠
に
、
「
南

都
長
幾
府
〔
繭
州
〕
(
闘
・
候
官
，
長
幾
・
遠
江
・
長
渓
・
扇
清
・
古
田

・
永
泰
・
間
清
・
永
貞
・
寧
徳
)
泉
州
(
高
田
江
・
南
安
・
帝
国
・
仙
遊
・

同
安
・
清
渓
・
永
春
・
徳
化
・
長
泰
〉
建
州
(
建
安
・
都
武
・
滞
城
・
建

陽
・
経
源
・
餓
化
・
建
寧
〉
汀
州
〈
長
汀

・
寧
化
)
南
州
(
抽
停
滞
・
龍
渓

・
龍
巌
〉
錆
州
・
剣
州
(
南
卒
・
剣
浦
・
富
沙
・
尤
渓
・
沙
・
順
昌
)
の

七
州
と
見
え
て
い
る
。
五
代
史
記
注
容
六
十
下
職
方
考
剣
州
の
僚
に
引
く

方
輿
勝
寛
に
司
王
延
政
僧
位
於
建
州
。
園
鋭
大
股
。
以
終
幾
懸
篤
鋪
州
」

と
あ
り
、
鋪
州
が
置
か
れ
た
の
は
後
育
の
出
帝
の
天
爾
八
年
ハ
九
四
三
〉

二
月
で
あ
る
の
で
、
鎌
州
は
闘
の
滅
び
る
ま
で
三
年
間
存
し
た
だ
け
で
あ

る
た
め
、
こ
れ
を
除
き
、
ま
た
剣
州
は
南
唐
の
李
環
の
と
き
置
か
れ
た
の

で
除
く
と
、
閣
の
領
州
は
五
州
と
な
る
。

③
宮
崎
市
定
博
士
「
五
代
宋
初
の
通
貨
問
題
」
五
一
一
貝
1
五
三
頁
参
照
。

③
五
代
史
記
各
六
十
八
闘
世
家
に
は
「
延
義
は
審
知
の
少
子
」
と
あ
る

が
、
こ
の
少
子
は
末
子
の
意
味
で
は
な
く
、
年
少
の
子
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。

-49ー
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①
日
比
野
丈
夫
「
唐
宋
時
代
に
於
け
る
繭
建
の
開
護
」

省
三
貌
)
五
頁
参
照
。

③
十
園
春
秋
谷
七
八
呉
越
武
繭
玉
世
家
下
に
「
天
資
九
年
(
貞
明
二
年
〉
。

是
放
王
命
子
牙
内
先
鋒
都
指
揮
使
停
荊
逆
婦
於
問
。
自
是
奥
閤
遇
好
」
と

あ
り
、
同
容
九

O
閤
太
租
世
家
に
は
「
貞
明
二
年
冬
。
王
輿
奥
越
矯
昏
。

呉
越
牙
内
先
鋒
指
揮
使
銭
停
前
衆
逆
婦
」
と
あ
る
が
、
呉
越
備
史
容
一
貞

明
二
年
の
僚
に
は
雨
園
通
婚
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。

⑦
王
縫
昇
・
継
倫
の
呉
越
へ
の
亡
命
に
つ
い
て
は
、
呉
越
備
史
容
一
武
粛

王
長
輿
二
年
八
月
の
係
。
五
代
史
記
注
容
六
十
八
闘
世
家
の
延
翰
・
鎖
の

棟
。
五
周
故
事
谷
下
(
皐
浦
類
編
所
収
)
延
宮
前
の
係
。

⑬
王
審
知
の
在
位
中
、
延
翰
・
延
宮
前
不
仲
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
十
園
春

秋
谷
九
八
王
延
票
停
に
「
貞
明
四
年
。
知
建
州
軍
州
事
。
零
授
刺
吏
。
曾

嗣
王
延
翰
命
延
菓
釆
揮
後
宮
。
延
菓
復
書
不
遜
。
途
有
隙
L

と
あ
る
。

@
九
園
士
山
容
十
閤
景
宗
の
係
。
資
治
通
鑑
省
二
八
二
後
育
高
租
紀
天
酒
四

年
七
月
の
係
。

⑫
五
代
曾
要
各
十
一
封
建
。

⑬
九
闘
士
山
容
十
閤
景
宗
の
係
。
五
代
史
記
注
容
六
十
八
闘
世
家
延
裁
の
傑

の
注
。
資
治
通
鑑
省
二
八
二
後
菅
高
祖
紀
天
稿
五
年
十
一
月
の
係
。

⑬
呉
越
倒
史
容
三
忠
猷
王
開
運
元
年
春
正
月
の
僚
に
「
園
建
乃
掌
数
令
。

尋
奔
丞
相
。
毎
正
事
卸
不
透
者
。
鼎
必
極
言
之
。
天
稿
中
。
建
州
之
役
。

鼎
指
陳
天
文
人
事
。
累
疏
切
諌
。
及
師
行
。
果
不
利
」
と
あ
り
、
十
図
春

秋
念
八
十
六
林
鼎
停
に
「
天
繭
中
。
ー
建
州
之
役
。
鼎
指
陳
天
文
人
事
。
累

疏
切
諌
。
王
不
用
鼎
言
。
卒
無
成
功
。
人
多
鼎
有
先
見
云
」
と
見
え
て
い

"。。

(
東
洋
史
研
究
四

⑬
資
治
通
鑑
省
二
八
二
後
菅
高
租
紀
天
幅
五
年
四
丹
・
五
月
の
篠
。
呉
越

備
史
容
二
文
穆
王
天
扇
五
年
秋
七
月
の
僚
に
「
我
師
敗
子
建
陽
。
積
雨
乏

糧
故
也
L

と
あ
る
。

⑬
資
治
通
鑑
容
二
八
二
後
耳
目
高
租
紀
天
繭
五
年
五
月
の
傑
。

@
五
代
曾
要
各
十
一
封
建
。
資
治
通
鑑
省
二
八
二
後
菅
官
同
組
紀
天
幅
五
年

十
一
月
甲
申
の
保
。

⑬
資
治
通
鑑
容
二
八
二
後
菅
高
租
紀
天
幅
六
年
六
月
の
係
。

⑬
・
同
右
。

⑫
同
書
天
繭
六
年
七
月
の
係
。

@
同
書
天
一
扇
一
六
年
九
月
の
篠
。

@
同
書
天
一
一
服
六
年
十
月
の
係
。

⑧
資
治
通
鑑
省
二
八
三
後
耳
日
高
租
紀
天
繭
七
年
正
月
の
係
。

@
同
書
天
幅
七
年
六
月
・
七
月
の
係
。

⑧
同
書
天
繭
八
年
二
月
の
篠
。

⑧
同
右
。

@
問
書
天
一
繭
八
年
四
月
・
五
月
の
係
。

⑧
同
書
開
運
元
年
(
質
は
天
預
九
年
)
一
月
の
係
。

⑧
資
治
通
鑑
省
二
八
四
後
菅
薦
王
紀
開
運
元
年
(
寅
は
天
一
繭
九
年
〉
一
一
一
月

の
臨
時
。
九
闘
志
倉
十
関
許
文
棋
の
係
。

@
資
治
通
鑑
容
二
八
四
後
菅
車
問
王
紀
関
連
元
年
(
賓
は
天
幅
九
年
〉
四
月

の
僚
に
は
「
朱
文
進
遺
使
如
唐
。
唐
主
囚
其
使
。
将
伐
之
。
曾
天
暑
疾
疫

而
止
」
と
あ
り
、
馬
氏
南
唐
書
設
を
と
っ
て
い
る
。

@
資
治
通
鑑
省
二
八
四
後
属
国
費
王
紀
開
運
元
年
八
月
の
係
。

@
同
右
十
月
の
係
。
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@
同
右
十
二
月
の
係
。

@
同
右
。

@
同
右
。

@
同
右
。
馬
氏
甫
唐
書
省
二
、
保
大
二
年
十
二
月
の
篠
。
馬
氏
南
唐
書
に

は
王
延
政
の
遣
わ
し
た
統
軍
使
は
呉
承
踊
と
あ
る
。
'

@
資
治
遁
鑑
省
二
八
四
後
耳
目
湾
王
紀
開
運
元
年
十
二
月
の
篠
。

@
資
治
遁
鑑
品
位
二
八
四
後
耳
目
湾
王
紀
開
運
二
年
正
月
の
篠
。
九
闘
志
倉
十

闘
賞
仁
調
の
係
。
馬
氏
南
唐
書
単
位
二
に
よ
る
と
、
繕
田
閏
は
延
政
の
子
と
あ

る。
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@
⑧
の
資
治
通
鑑
の
僚
に
同
じ
。

⑩
査
文
徽
が
南
唐
主
に
救
援
軍
を
請
う
た
の
は
馬
氏
南
唐
室
田
容
二
に
よ
る

と
保
大
二
年
ハ
九
四
四
〉
十
二
月
と
な
う
て
い
る
。

@
資
治
遁
鑑
省
二
八
四
後
E
E
旗
開
王
紀
開
運
ニ
年
二
月
の
篠
。

⑫
同
右
。
三
月
の
係
。

@
同
右
四
月
の
篠
。
九
園
志
轡
十
闘
黄
仁
菰
の
篠
。

@
資
治
通
鑑
各
二
八
四
後
耳
目
湾
王
紀
関
連
二
年
五
月
丁
巳
の
係
。

@
資
治
通
鐙
谷
二
八
四
後
耳
目
湾
玉
紀
開
運
二
年
五
月
の
係
。
・

⑬
同
右
七
月
の
係
。

@
王
延
政
が
南
唐
軍
に
降
伏
し
た
の
は
、
南
麿
軍
が
強
力
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
連
年
の
内
観
に
よ
り
、
建
州
の
民
心
が
王

延
政
か
ら
離
れ
、
勝
士
も
戦
い
に
倦
ん
で
き
た
た
め
で
あ
る
。
夢
渓
筆
談

出
也
九
、
王
延
政
の
篠
に
よ
る
と
、
「
か
れ
の
部
将
が
罪
せ
ら
れ
ん
と
し
て

南
唐
に
逃
れ
、
査
文
徽
の
麿
下
に
隷
し
、
文
徽
が
建
州
の
延
政
を
攻
め
た

と
き
、
こ
の
部
絡
が
こ
の
役
を
主
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
延
政
の
降
伏

を
早
め
た
一
因
と
な
ろ
う
。

@
資
治
通
鐙
倉
二
八
五
後
五
百
旗
門
王
紀
開
運
二
年
八
月
の
係
。

@
同
右
九
月
の
係
。

@
同
右
。

@
同
右
十
月
の
係
。
馬
氏
南
唐
書
倉
十
一
王
山
田
市
文
停
に
「
初
卒
建
州
。
崇

文
銀
之
。
郎
目
安
輯
。
人
忘
其
飢
」
と
あ
り
、
陸
氏
南
唐
書
倉
五
王
崇
文

停
に
「
建
州
初
卒
。
崇
文
安
集
之
。
民
忘
其
侃
」
と
あ
る
。

@
馬
氏
南
唐
書
容
三
嗣
主
書
保
大
四
年
六
月
の
係
。

⑧
資
治
遁
鑑
巻
二
八
五
後
耳
目
贋
王
紀
開
運
三
年
六
月
の
係
。

@
同
右
八
月
の
係
。

@
善
化
門
は
十
園
春
秋
容
九
十
関
太
租
世
家
天
祐
二
年
の
篠
に
「
是
歳
築

南
北
爽
域
。
謂
之
南
北
月
域
。
合
大
城
市
潟
三
。
大
城
之
門
八
。
日
:
・
善

化
門
」
と
あ
り
、
踊
州
の
大
城
の
一
円
で
あ
る
。

@
資
治
通
鑑
倉
二
八
五
後
育
費
玉
紀
開
運
三
年
九
月
の
篠
。

@
同
右
十
月
の
係
。

@
同
右
。

@
同
右
。

@
同
右
十
一
月
の
係
。

@
資
治
通
鑑
倉
二
八
六
後
漢
高
組
紀
天
稿
十
二
年
三
月
の
係
。

⑧
資
治
通
鑑
容
二
八
七
後
漢
高
組
紀
天
沼
十
二
年
七
月
・
十
二
月
の
篠
。

補
註
註
②
の
十
園
春
秋
に
よ
る
と
、
呉
越
の
属
州
は
十
二
州
で
あ
る
が
、

同
じ
倉
の
閣
の
僚
に
は
、
南
都
長
楽
府
(
繭
州
〉
の
所
に
「
南
唐
保
大

三
年
取
福
州
。
明
年
入
呉
越
。
。
按
呉
越
得
預
州
以
尤
渓
・
徳
化
穀
踊

州
。
繭
州
共
領
豚
十
三
。
乾
紘
一
克
年
二
豚
失
於
唐
。
何
領
府
榊
十
ご
と

あ
り
、
呉
越
は
開
運
三
年
(
九
四
六
〉
以
後
一
満
州
を
領
す
る
の
で
、
一
十

薗
春
秋
で
も
呉
越
の
属
州
は
十
三
州
と
な
る
。
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