
宋
代
河
西
チ
ベ

ッ
ト
族
と
悌
数

岩

崎

力

七六五四三二一

は

じ

め

に

西
涼
府
政
権
と
例
数

時
明
廟
嘱
の
登
場
と
蕃
憎
の
建
頭

蕃
信
政
権
の
展
開

傍
数
信
仰
の
諸
様
相

宋
の
併
数
利
用
政
策

お

わ

り

に
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t主

じ

め

チ
ベ
ッ
ト
併
数
の
偉
大
な
改
革
者
ツ
オ
ン
カ
パ
叶
mop--会
2
g
(
一一一一五七
l
一
四
一
九
〉
は
ツ
オ
ン
カ
地
方
の
出
身
で
あ
る
。
ツ
オ
ン
カ
パ

と
は
ツ
オ
ン
カ
の
人
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
青
海
省
最
大
の
寺
院
塔
爾
寺
は
、
ま
さ
に
ツ
オ
ン
カ
パ
誕
生
の
地
に
建
立
さ
れ
た
こ
と

(

1

)
 

で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
は
民
園
時
代
に
な
っ
て
も
チ
ベ
ッ
ト
併
教
の
一
中
心
地
と
し
て
繁
楽
し
た
。
し
か
し
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
と

ツ
オ
ン
カ
パ
が
誕
生
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
崩
御
数
は
こ
の
地
方
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
北
宋
時
代
、
こ
の
地
方
を
舞

蓋
に
活
躍
し
て
い
た
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
こ
そ
、
そ
の
後
の
併
数
信
仰
の
基
礎
を
作
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
信
仰
を
宋
史
に
は

107 
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(
2〉

端
的
に

「
傘
四
伴
氏
」
と
記
し
て
い
る
。

(

3

)

 

お
そ
ら
く
掻
取
期
に
あ
っ
た
西
夏
併
数
に
も
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
興
え
た
で
あ
ろ
う
河
西
チ
ベ

v
ト

族
の
併
数
信
仰
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
も
と
よ
り
核
心
に
鰯
れ
る
史
料
が
飲
如
し
て
い
る
た
め
、
ど
れ
ほ
ど
そ
の
寅
態
に
せ
ま

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
が
、
以
下
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
と
併
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

西
涼
府
政
権
と
併
数

五
代
・
宋
初
の
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
中
心
は
西
涼
府
(
涼
州
)
に
あ
っ
た
。
後
漢
の
隠
一帝
の
こ
ろ
、
吐
蕃
の
土
豪
折
逓
氏
が
主
権
を
掌
握
し、

嘉
施
、
阿
聡
丹
、
遊
龍
鉢
の
三
代
お
よ
そ
五

O
年
聞
の
西
涼
府
支
配
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
威
卒
四
年
に
な
る
と
折
遁
氏
に
か
わ

っ
て
吐
蕃

の
名
族
同
戸
田
宮
氏
の
後
喬
、
潜
羅
支
が
卒
和
裡
に
政
権
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
宋
は
彼
に
西
涼
府
六
谷
大
首
領
の
地
位
を
興
え
、

李
種
選
牽

制
の
一
大
勢
力
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
潜
羅
支
の
死
後
は
弟
の
厩
鐸
督
に
政
権
が
継
承
さ
れ
る
が
、
兄
弟
あ
わ
せ
て
約
一

五
年
聞
の
西

(
4〉

涼
府
支
配
が
行
な
わ
れ
た
。
以
上
の
西
涼
府
政
権
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
私
が
以
前
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
代
・
宋
初
の
西
涼
府
の
住
民
が
併
数
に
封
し
熱
心
な
信
仰
心
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、

宋
史
吐
蕃
停
に
年
代
の
特
定
は
で
き

と
こ
ろ
で
、

-108-
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φ

心、し
v
、刀

そ
の
衆
に
給
っ
て
日

(
5〉

く

「
爾
も
し
我
に
迫
ま
れ
ば
、
我
す
な
わ
ち
自
ら
此
に
焚
せ
ん
」
と
。
衆
、
浮
園
を
惜
み
、
す
な
わ
ち
盟
い
て
こ
れ
を
舎
す
。

そ
の
州
帥
や
や
民
情
を
失
う
。
す
な
わ
ち
衆
皆
噺
棄
す
。
域
内
に
七
組
の
木
浮
園
あ
り
。
そ
の
帥
こ
れ
に
急
登
し
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
民
衆
が
併
塔
の
焼
亡
を
防
ぐ
た
め
、

不
本
意
な
が
ら
州
長
官
の
非
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
西

涼
府
の
人
口
は
威
卒
元
年
(
九
九
八
〉
十
一
月
の
数
字
で
あ
る
が
、
宋
曾
要
西
涼
府
に
折
遁
遊
龍
鉢
の
上
言
と
し
て

戸
は
二
高
五
千
六
百
九
十
三
、

ロ
は
十
二
蔦
八
千
一
百
九
十
二
。
今
、
漢
民
三
百
戸
あ
り
。

と
あ
る
。
十
二
高
八
千
齢
人
の
う
ち
漢
人
は
き
わ
め
て
少
数
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
か
な
り
の
部
分
が
チ
ベ

ッ
ト
系
の
人
々
で

占
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
西
涼
府
居
住
の
チ
ベ
ッ
ト
人
の
祉
曾
に
、
併
数
は
こ
の
時
代
ま
っ
た
く
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら



れ
る
。
は
じ
め
て
チ
ベ
ッ
ト
族
の
政
権
を
樹
立
し
た
折
遁
嘉
施
に
闘
し
、
宋
史
吐
蕃
俸
に
、

乾
徳
四
年
、
知
西
涼
府
折
遁
菖
支
(
嘉
施
〉
上
言
す
、
「
回
鶴
二
百
除
人
、
漢
借
六
十
齢
人
あ
り
、
朔
方
の
路
よ
り
来
り
部
落
に
劫
略
せ
ら

(
6
)
 

る
。
信
い
わ
く
『
天
竺
に
往
き
経
を
取
ら
ん
と
欲
す
』
と
。
並
び
に
甘
州
に
迭
達
し
詑
る
」
と
。
詔
し
て
こ
れ
に
褒
答
す
。

(
7〉

と
い
う
記
事
を
の
せ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
は
前
田
正
名
氏
も
注
目
し
、
西
域
交
通
路
の
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
が
、
嘗
時
、
漢
人
西
域
求
法
倫

(
8〉

が
多
く
涼
州
を
経
由
し
て
敦
埠
に
赴
い
て
い
た
こ
と
は
、
最
近
の
土
肥
義
和
氏
の
論
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
私
と
し
て
は
、
こ
の
史
料
は
政

権
を
掌
握
し
て
お
よ
そ
一
四
、
五
年
を
程
、
知
西
涼
府
を
許
さ
れ
た
折
遁
嘉
施
が
、
太
粗
の
例
数
保
護
策
に
迎
合
し
た
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

材
料
と
し
て
利
用
し
た
い
。
自
己
の
併
敬
、
信
侶
に
劃
す
る
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
授
官
に
封
す
る
謝
意
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
折
遁
氏
三
代
目
の
遊
龍
鉢
に
闘
し
て
、
宋
曾
要
西
涼
府
に
さ
き
の
記
事
に
描
明
け
て
、

六
日
、
詔
し
て
〔
遊
〕
龍
鉢
を
以
て
安
遠
大
将
軍
と
帰
す
。
遊
龍
鉢
、
崇
政
殿
に
詣
り
恩
を
謝
す
。
因
て
言
う、

も
黄
金
・
五
彩
の
装
飾
乏
し
」
と
。
令
し
て
お
の
お
の
こ
れ
を
賜
う
。

「
本
土
、
浮
園
を
造
る

-109-

と
あ
る
。
併
塔
の
建
立
を
理
由
に
賜
物
を
強
要
し
た
と
も
と
れ
る
が
、
後
述
す
る
潜
羅
支
、

厨
鐸
督
の
例
か
ら
も
、
遊
龍
鉢
が
併
塔
を
新
た
に

建
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
事
貧
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
で
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
、
遊
龍
鉢
は
折
卒
族
首
領
握
散
と
六
谷
蕃
部
の
婦
層
を

(
9
)
 

め
ぐ
っ
て
封
立
し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
。
安
遠
大
将
軍
の
捜
官
も
、
遊
龍
鉢
が
西
涼
府
の
主
権
掌
握
を
一
躍
宋
に
認
め
て
も
ら

っ
た
誼
明
で

あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
併
塔
建
立
を
行
な
う
こ
と
で
チ
ベ
ッ
ト
系
が
多
数
を
占
め
、
さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
が
併
教
徒
で
あ
る
西
涼
府
住
民
の
宗

教
的
指
導
者
、
す
な
わ
ち
大
檀
越
と
し
て
の
地
位
を
宋
に
射
し
て
明
確
に
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
遊
龍
鉢
が
建
立
し
よ
う
と
し
た
併
塔
が

ど
こ
の
寺
院
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
宋
史
吐
蕃
停
景
徳
元
年
の
僚
に
、
潜
羅
支
の
使
者
邦
通
支
の
言
と
し
て
、

「
洪
元
、
大
雲
寺
を
修
せ
ん
」
と
。
詔
し
て
金
箔
物
綜
を
賜
う
。

ま
た
言
う
、

109 

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
嘗
時
、
西
涼
府
に
は
洪
元
寺
、
大
雲
寺
の
二
寺
院
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
修
理
を
要
す
る
朕
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
遊
龍
鉢
の
建
立
し
よ
う
と
し
た
併
塔
も
こ
れ
ら
二
寺
院
の
い
ず
れ
か
に
、
お
そ
ら
く
は
洪
元
寺
の
修
復
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
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る
。
と
い
う
の
は
、
洪
元
寺
に
閲
し
て
は
、
宋
史
に
射
臆
す
る
宋
禽
要
西
涼
府
景
徳
元
年
正
月
の
僚
に
特
に
、

潜
羅
支
ま
た
言
う
、
「
洪
元
寺
壊
す
。
工
匠
を
給
し
、
お
よ
び
金
碧
絹
繰
を
賜
り
、
こ
れ
を
修
繕
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
。
詔
し
て
、
以

て
な
お
ま
さ
に
工
匠
は
こ
ば
む
に
遠
去
を
以
て
す
。
除
は
そ
の
請
に
従
う
。

と
記
し
て
お
り
、
遊
龍
鉢
か
ら
政
擢
を
縫
承
し
て
三
年
目
に
な
る
潜
羅
支
が
、
そ
の
修
繕
に
つ
い
て
宋
に
工
匠
の
涯
遣
と
金
碧
・

絹
綜
等
の
賜

物
を
要
請
し
て
い
る
。
宋
は
遠
方
を
理
由
に
工
匠
の
汲
遁
は
断
っ
た
が
賜
物
を
輿
え
て
お
り
、
潜
羅
支
の
要
請
に
鷹
じ
て
い
る
。
工
匠
の
涯
遣

を
要
求
し
て
い
る
貼
か
ら
も
、
洪
元
寺
の
修
繕
が
た
だ
賜
物
を
目
的
に
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
洪
元
寺
の
修
揺
は
溶
羅

支
の
代
だ
け
で
は
完
成
せ
ず
、
さ
ら
に
弟
の
斯
鐸
督
に
受
け
縫
が
れ
て
い
る
。
宋
曾
要
酋
涼
府
景
徳
二
年
の
篠
に
、
潜
羅
支
の
横
死
後
、
政
権

を
緩
承
し
た
ば
か
り
の
厨
鐸
督
の
要
請
と
し
て
、

時
に
、
開
鐸
督
ま
た
馬
を
貢
ぎ
金
繰
に
易
え
、
洪
元
併
寺
を
修
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
詔
し
て
、
求
む
る
所
の
如
く
に
こ
れ
を
賜
い
、

そ
の

-110一

馬
直
を
還
す
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
代
に
お
よ
ぶ
西
涼
府
の
主
権
者
が
洪
元
寺
の
修
復
に
力
を
注
い
だ
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、
遊
龍
鉢
の
建
立
し

よ
う
と
し
た
併
塔
も
洪
元
寺
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
洪
元
寺
は
唐
以
前
か
ら
の
名
刺
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
西
涼

府
の
住
民
が
最
も
多
く
蹄
依
し
た
、
い
わ
ば
西
涼
府
併
数
の
大
本
山
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
西
涼
府
政
権
の
主
権
者
に
と
っ

て

も
、
洪
元
寺
の
修
復
に
は
特
別
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
衆
に
劉
し
、
西
涼
府
併
数
の
保
護
者
と
し
て
の
立
場
を
誇

示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
統
治
の
安
定
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〈

m〉

つ
い
で
、
潜
羅
支
が
洪
元
寺
と
と
も
に
修
繕
の
査
を
宋
に
求
め
た
大
雲
寺
は
現
在
に
ま
で
績
く
古
利
で
あ
り
、
そ
の
境
内
に
西
夏
感
雁
塔
碑
が

(

日

)

あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
五
涼
考
治
六
徳
集
金
誌
第
一
巻
智
集
、
武
威
鯨
志
の
巻

一
寺
観
の
項
に
合
計
三
七
寺
を
記
載
す
る
な
か
に
、

大
雲
寺

東
北
隅
、
塔
あ
り
、
晋
の
張
天
錫
建
つ
。

と
あ
る
。
張
天
錫
と
は
五
胡
十
六
園
の
前
涼
九
代
の
主
で
あ
る
。
到
底
そ
の
時
代
の
併
塔
が
清
代
に
残
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
加

、-



れ
ら
の
記
述
か
ら
、
大
雲
寺
も
唐
以
前
か
ら
の
歴
史
を
持
っ
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
嘗
時
も
人
々
の
信
仰
を
得
、

(

ロ

)

者
か
ら
は
洪
元
寺
同
様
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
西
涼
府
主
擢

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
例
数
勢
力
が
西
涼
府
政
権
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
チ
ベ
ッ
ト
系
政
権
の
確
立
さ

れ
る
以
前
の
話
で
あ
る
が
、
奮
五
代
史
巻
一
三
八
外
園
列
俸
二
吐
蕃
に
、

唐
長
輿
四
年
、
涼
州
留
後
孫
超
、
大
勝
拓
抜
承
謙
及
び
借
・
道
士
、
番
老
楊
通
信
等
を
遣
わ
し
て
京
師
に
至
ら
し
む
。
明
宗
、
孫
超
を
節

度
使
に
奔
す
。

と
あ
り
、
一早
く
か
ら
僧
侶
が
政
治
的
な
活
動
に
閥
興
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
折
遁
民
政
櫨
か
ら
潜
羅
支
政
擢
に
か
け
て
は
、
借

侶
の
め
だ
っ
た
活
動
は
な
く
、
宋
へ
の
遺
使
な
ど
に
も
信
侶
の
名
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
斯
鐸
督
政
権
に
な
る
と
俄
然
、
借

侶
の
活
動
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
宋
禽
要
西
涼
府
に
、

大
中
鮮
符
元
年
六
月
、
西
涼
府
準
奉
償
法
痛
に
紫
方
抱
を
賜
う
。

と
あ
り
、

四
年
の
燦
に
も
、

-111ー

(
日
〉

十
月
、
厩
鐸
督
、
信
蘭
蓮
単
を
遣
わ
し
来
貢
す
。
紫
方
抱
を
賜
う
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
八
年
の
僚
に
も
、

七
月
、
西
涼
府
信
驚
靴
失
羅
来
朝
す
。
紫
方
砲
を
賜
う
。

(

日

比

)

と
あ
る
。
宋
代
、
紫
衣
師
挽
の
制
が
み
だ
れ
、
財
政
難
を
補
う
た
め
さ
か
ん
に
買
輿
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
封
異
民
族
に
閲
し

て
は
、
そ
れ
が
特
に
緩
撫
の
目
的
で
使
わ
れ
、
そ
の
封
象
と
な
る
信
侶
が
い
わ
ゆ
る
名
信
、

知
識
で
あ
る
か
否
か
に
拘
ら
ず
、

嘗
一該
政
権
と
宋

と
の
関
係
に
腰
じ
て
、
そ
の
求
め
に
従
っ
て
輿
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

一一一
年
お
き
に
三
名
の
借
侶
が
紫
方
抱
(
い
わ
ゆ
る
紫
の
袈
裟
)

を
輿
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
斯
鐸
督
の
崇
併
政
策
の
あ
ら
わ
れ
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
事
寅
は
政
権
内
部
に
こ
れ
ら
借
侶
が
深
く
関

興
し
て
い
た
謹
擦
で
あ
る
。
す
で
に
例
数
勢
力
の
諦
趨
が
斯
鐸
督
時
代
に
お
い
て
は
、
政
権
の
行
方
を
左
右
す
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
こ
と

111 
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(
江
川
〉

を
物
語
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
補
強
す
る
の
が
、
す
で
に
斯
鐸
督
時
代
に
な
る
と
借
侶
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
蕃
部
が

あ
っ
た
ら
し
レ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
誼
左
は
宋
禽
要
西
涼
府
景
徳
四
年
の
僚
に、

四
年
五
月
、
廟
鐸
督
兵
を
遣
わ
す
e

六
谷
十
八
首
領
蘭
遁
赤
等
来
り
て
朝
貢
す
。

か
つ
朝
廷
の
優
仰
を
感
ず
る
を
言
う
。

と
あ
る
な
か
の
蘭
遁
赤
に
あ
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
蘭
遁
赤
と
は
チ
ベ

ッ
ト
語
の
活
併
を
意
味
す
る
江
口
も

o
n
Z
の
劃
一
耳
目
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
嘗
時
の
西
涼
府
政
権
の
構
造
は
厩
鐸
督
の
直
轄
部
族
で
あ
る
者
龍
七
族
と
、
政
権
を
支
え
る
六
谷
十
八
蕃
部
か
ら
成
り
た
つ

(

日

目

〉

て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
六
谷
蕃
部
を
代
表
す
る
部
族
が
借
侶
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

一
介
の
借
職
か
ら
身
を
お
こ
し
て
政
治
的
権
力
を
掌
握
す
る
ま
で
に
な
っ
た
信
侶
が
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。
蕃
色
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
連
な
る
世
俗
勢
力
が
、
併
敬
信
仰
の
隆
盛
に
鷹
じ
寺
院
勢
力
を
取
り
込
み
、
そ
の
宗
数
的
権
威
を
も
身
に

ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
委
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。
と
も
あ
れ
、
斯
鐸
督
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
政

権
の
中
福
部
に
も
、
そ
し
て
蕃
部
の
な
か
に
も
併
数
勢
力
の
撞
頭
が
著
し
く
な
り
、
ま
さ
に
夫
代
の
チ
ベ
ッ

ト
族
政
権
の
原
型
を
か
た
ち
づ
く

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
西
涼
府
時
代
の
悌
敬
の
内
容
で
あ
る
が
、
地
理
的
に
み
て
西
涼
府
が
河
西
回
廊
上
に
位
置
し
、
中
原
と
敦
埠
、
西
域
を
結
ぶ
交
通
路

の
要
衝
に
あ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
早
く
か
ら
中
園
併
数
の
影
響
と、

そ
れ
以
上
に
敦
埋
併
品
訟
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
唐
代
、
敦
埠
が
チ
ベ
ッ
ト
に
占
領
さ
れ
て
い
た
時
期
も
、
開
義
軍
時
代
も
、

敦
埠
併
教
は
チ
ベ
ッ
ト
傍
数
の
影
響
を
受
け
つ

つ
も
、
揮
を

(

げ

)

中
心
に
繁
栄
を
誇
っ

て
い
た
。
そ
し
て
五
代
・
宋
初
の
こ
ろ
は
い
わ
ゆ
る
チ
ベ
ッ

ト
併
数
の
再
興
運
動
の
直
前
に
あ
た
っ
て
お
り
、
西
涼
府
に

お
い
て
は
敦
爆
悌
数
の
影
響
と
チ
ベ
ッ
ト
併
数
の
影
響
と
が
混
在
し
て
い
た
時
期
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
斯
鐸
督
の
遣
使
し
た
借

も
一
名
は
漢
名
法
満
を
名
の
っ
て
お
り
、
他
の
二
名
は
明
ら
か
に
チ
ベ
ッ
ト
人
で
あ
る
。
こ
の
貼
か
ら
も
、
西
涼
府
の
併
激
は
歴
史
的
に
も
、

地
理
的
に
も
晩
斯
曜
登
場
以
降
の
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
併
数
信
仰
に
比
較
し
て
、
中
園
的
要
素
が
か
な
り
強
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。



鳴
斯
曜
の
登
場
と
蕃
信
の
撞
頭

西
涼
府
を
の
ぞ
く
と
、
河
西
チ
ベ

ッ
ト
族
の
居
住
地
域
は
大
き
く
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
黄
河
上
流
域
で
、
浬
水
流
域
か
ら
黄
河
を

隔
て
て
挑
河
流
域
に
か
け
て
の
、

か
つ
て
の
吐
谷
揮
の
故
地
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
黄
河
最
大
の
支
流
、
、
清
水
の
上
、
中
流
域

の
北
側
、
六
盤
山
脈
を
と
り
ま
く
そ
の
周
溢
一
帯
で
あ
る
。
吐
蕃
支
配
時
代
は
前
者
が
、
と
り
わ
け
浬
水
流
域
が
最
も
政
治
的
比
重
の
重
い
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
は
唐
代
す
で
に
ツ
オ
ン
カ
叶
帥
O
D
-
-
岳
同
と
稿
さ
れ
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
の
大
向
論

N
r
g
m
E
oロ
n
r
a
ち

が

涼
州

(

問

〉

な
ど
と
と
も
に
、
こ
の
地
で
も
河
西
方
面
全
盟
の
「
大
軍
国
議
曾
」

を
催
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
ツ

オ
ン
カ
地
方
の
住
民
も
唐
代
に
は

併
教
に
充
分
な
じ
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
嘗
然
、
吐
蕃
の
河
西
支
配
期
に
は
敦
埋
の
併
数
と
も
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
口
瑞
鳳

博
士
に
よ
れ
ば
、
敦
爆
を
攻
略
し
た
チ
ベ

v
ト
の
賂
軍
シ
ャ
ン

u
テ
ィ
ス
ム
ジ
ェ
H

マ
ル
ウ

N
r
g
m
r
r巳
2
5
と

O
B
R
E
の
鯖
依
を
得

(
山
口
〉

て
い
た
メ
ン
和
向
宮
B
y
g
n
r
g
と
い
う
人
物
が
八
世
紀
の
末
ご
ろ
、

ツ
オ
ン
カ
地
方
に
赴
い
て
弟
子
を
育
て
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
メ
ン

(
却
)

和
向
の
弟
子
の
ナ
ム
カ
l
H
ニ
ン
ポ
は
吐
蕃
本
土
か
ら
青
海
方
面
に
至
っ
て
メ
ン
和
向
に
師
事
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
沖
本
克
己
氏

(

幻

)

に
よ
れ
ば
、
メ

ン
和
尚
は
有
名
な
サ
ム
イ
ェ
I
宗
論
で
敗
れ
た
摩
詞
街
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
さ
れ
る
。
ま
た、

R
・
A
-
ス
タ

ン
氏
に
よ

れ
ば
、
ラ
ン
ダ
ル
マ
を
殺
害
し
た
借
は
黄
河
南
方
の
循
化
の
近
漫
に
逃
れ
た
と
さ
れ
、
以
後
も
こ
の
地
方
に
逃
亡
し
た
信
侶
の
例
を
記
し
て
い

(

幻

)
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
ツ
オ
ン
カ
地
方
が
、
か
な
り
早
く
か
ら
悌
敬
の
一
中
心
地
と
し
て
繁
策
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
土
肥
義
和
氏
に
よ
れ
ば
五
代
、
西
川
(
四
川
成
都
〉
併
数
界
と
敦
煙
、
西
域
の
例
数
は
密
接
な
交
流
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
ル
l
ト

(
お
)

が
廓
州
か
ら
都
州
を
経
由
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
唐
末
か
ら
五
代
に
至
る
こ
ろ
も
、

-113ー

ツ
オ

ン
カ
地
方
は
敦
埋
や
直
接
チ
ベ

ッ
ト
の
併
数
界
と
交
渉
を
持
ち
つ
づ
け
、
地
理
的
に
み
て
も
多
分
に
西
涼
府
以
上
に
チ
ベ
ッ

ト
的
要
素
の
濃
い
併
数
を
奉
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
宋
代
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
ツ
オ
ン
カ
地
方
か
ら
挑
河
流
域
の
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
併
教
信
仰
は
、
チ
ベ
ッ

ト
本
土

の
例
数
再
輿
運
動
に
劃
躍
し
て
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。
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さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
十
一
世
紀
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
政
擢
に
か
か
わ
り
を
持
つ
僧
侶
の
委
が
自
に
つ
く
よ
う
に
な

っ
て
き
た

(

担

)

が
、
い
わ
ゆ
る
宗
寄
城
鳴
斯
嘱
政
権
が
誕
生
す
る
前
後
に
な
る
と
、
そ
の
政
治
的
な
活
動
は

一
段
と
活
設
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
範
圏
も
ツ
ォ

ン
カ
地
方
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
清
水
上
流
域
に
お
い
て
も
、
部
族
を
率
い
る
蕃
借
の
活
躍
が
顕
著
に
な
っ

て
く
る
の

で
あ
る
。
嘗

(

お

)

時
、
宋
は
名
将
曹
建
を
し
て
西
北
沿
溢
一
橋
の
蕃
部
経
略
を
行
な
っ
て
い
る
最
中
で
あ
り
、
蕃
信
の
動
き
も
こ
れ
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
ず
長
編
巻
八
四
大
中
群
符
八
年
二
月
壬
民
の
僚
に
、

「
浬
原
界
掌
事
蕃
借
哩
碩
琳
布
費
等
四
人
、
紫
方
棺
・
師
挽
を
賜
ら
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
。
詔
し
て
そ
の
請
に
従

(
曹
)
建
ま
た
言
う
、

う

と
あ
る
の
が
関
心
を
ひ
く
。
こ
の
こ
ろ
曹
臨時
は
笹
原
路
鈴
轄
も
粂
ね
、
沿
過
程
略
の
一

環
と
し
て
原
州
方
面
の
経
営
に
も
一
意
一
を
そ
そ
い
で
い

た
。
大
中
鮮
符
六
年
に
は
弓
箭
手
を
設
置
し
、
翌
七
年
に
は
原
州
の
熟
戸
の
招
撫
を
行
な
い
、
百
帳
以
上
を
管
す
る
大
首
領
を
本
族
箪
主
に
補

(

M

m

)

 

し
、
以
下
、
指
揮
使
、
副
指
揮
使
等
に
補
任
し
、
こ
の
方
面
の
熟
戸
の
軍
事
力
の
組
織
化
を
は
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
右
史
料
の
哩
碩
琳
布
宵

等
は
「
笹
原
界
掌
事
蕃
信
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
各
部
落
の
首
領
た
ち
の
上
に
君
臨
す
る
、
こ
の
地
方
の
政
教
商
権
力
を
掌
握
し

-114ー

た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
琳
布
賓
と
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
リ
ン
ポ
チ
ェ

江ロ
・匂

o
n
Z
の
封
一
耳
目
に
ほ
か
な
ら
ず
、

明
断
曜
を
擁
立
し
た
李
遵
も
名
の
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
、
パ
ン
チ
ェ

ン
ラ

マ
等
、
時
生
を
と
も
な
う
、
い
わ
ゆ
る
活
仰
の
意
に

(

幻

)

使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
す
で
に
十
一
世
紀
に
は
河
西
チ
ベ

γ

ト
族
の
祉
舎
で
一
般
の
蕃
借
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
存
在
と
し
て
、
隼

(
叩
山
〉

ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
が
哩
碩
琳
布
費
等
四
名
に
紫
方
抱
と
大
師
蹴
ま
で
も
授
興
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
涯
原
界
熟
戸
に
お
よ
ぼ

こ
の
稽
競
は
後
に
述
べ

る

す
宗
教
的
権
威
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
の
誼
明
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
涯
原
路
一
帯
の
チ
ベ
ッ
ト
族
の
例
数
信
仰
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
、
連
原
路
一
帯
の
チ
ベ
ッ

ト
族
は
四
名
の
蕃
倫
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
確
貫
で
あ
り
、
宋
の
彼
ら
へ
の
慮
遇
は
、
ま
さ
に
曹
蕩
の
涯
原
路
経
略
の
仕
上
げ
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
遁
た
ち
宗
一
骨
族
の
蕃
曾
が
哨
判
断
曜
を
廓
州
に
擁
立
し
た
の
も
、
ま
さ
し
く
大
中
鮮
符
八
年
二
月
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ



れ
以
後
、
李
遣
の
濁
裁
化
が
準
み
、
宗
寄
城
鳴
斯
礎
政
権
の
成
立
を
み
、
同
年
秋
に
は
早
く
も
一
連
の
秦
州
蕃
部
に
衡
す
る
攻
勢
が
開
始
さ
れ

る
。
一
方
、
こ
れ
に
劃
し
同
年
九
月
、
宋
も
符
簡
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
張
倍
の
失
政
の
あ
と
の
秦
州
経
営
を
曹
建
に
委
ね
、
秦
州
蕃
部

の
罷
服
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
蕃
部
の
婦
層
を
め
ぐ
る
宋
・
宗
寄
の
争
奪
戦
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
と
こ

(
m
m〉

ろ
だ
が
、
曹
建
の
周
到
な
蕃
部
経
営
が
功
を
奏
し
、
宗
寄
側
の
完
敗
に
終
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
劉
立
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、

秦
州
方
面
に

お
い
て
蕃
信
の
政
治
的
な
活
動
が
顕
著
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
長
編
巻
八
八
大
中
鮮
符
九
年
九
月
丁
未
の
僚
に
、

滑
州
(
古
滑
州
の
誤
)
吹
奔
城
帳
(
張
の
誤
〉
族
都
首
領
張
碩
喝
(
小
寄
)
を
以
て
順
州
刺
史
と
な
す
。
大
首
領
雅
克
泌
等
五
人
、
並
び
に
本

族
軍
主
と
な
す
。
秦
州
永
寧
、
小
洛
門
、
威
遠
案
大
首
領
四
十
七
人
並
び
に
軍
主
に
補
し
検
校
官
を
加
う
。
階
動
み
な
そ
の
内
附
を
奨
す

る
な
り
。
碩
喝
、
丘
ハ
を
以
て
裕
木
礼
卜
泌
を
破
る
を
助
く
。
故
に
加
等
を
命
ず
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
裕
木
礼
卜
泌
に
つ
い
て
は
同
割
注
に
「
:
;
:
二
賊
は
み
な
坪
克
遅
ハ
李
遜
)
の
郷
導
」

と
説
明
し
、
さ
ら
に
長
編
巻

九
一
天
語
二
年
夏
四
月
の
僚
に
、

己
卯
、
曹
建
言
う
、

「
蕃
信
裕
木
礼
卜
、
泌
さ
き
に
故
滑
州
吹
葬
城
に
衆
を
褒
め
文
法
を
立
つ
。
今
悉
く
す
で
に
破
散
す
:
:
:
。」

(

ω

)

 

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
宗
菩
域
政
権
の
濁
裁
者
李
遵
の
配
下
の
蕃
信
と
し
て
、
古
滑
州
吹
奔
城
に

一
時
的
に
で
は
あ
る
が
、
文
法
を
た
て
、
宗

一
骨
城
政
権
の
擦
黙
を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
。
裕
木
礼
卜
泌
が
宗
寄
城
か
ら
波
這
さ
れ
て
き
た
の
か
、
吹
葬
城
を
本
擦
と
す
る
蕃
酋
の
出
で
あ

っ

た
の
か
は
不
明
だ
が
、
清
州
上
流
域
の
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
併
数
信
仰
を
利
用
し
て
、
時
明
斯
帽
鳴
を
い
た
だ
く
李
遵
濁
裁
の
併
数
政
権
の
側
に
み

ず
か
ら
の
身
を
お
き
、
蕃
部
支
配
を
め
ざ
し
た
こ
と
に
は
ち
が
い
は
な
い
。
裕
木
礼
卜
泌
の
吹
奔
城
支
配
も
天
轄
二
年
に
な
る
と
、
同
地
の
張

〈

幻

〉

族
都
首
領
張
小
寄
ら
の
攻
撃
で
完
全
な
失
敗
に
終
る
が
、
貫
は
そ
の
攻
撃
に
も
こ
の
地
方
の
有
力
な
蕃
信
の
力
が
か
な
り
開
興
し
て
い
た
ら
し

い
の
で
あ
る
。
長
編
巻
九
三
天
稽
三
年
春
正
月
丁
卯
の
僚
に
、
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秦
州
、
氷
寧
案
審
信
策
波
班
珠
爾
、
伊
朗
頗
斡
の
二
人
に
紫
衣
を
賜
う
。
部
署
曹
遺
の
、
そ
の
屡
し
ば
指
使
を
経
る
を
言
う
を
以
て
の
故
な
り。

と
あ
る
。
前
記
九
年
の
僚
に
は
秦
州
永
寧
案
の
大
首
領
も
軍
主
の
地
位
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
蕃
備
の
策
凌
班
珠
爾
と
伊
朗
頗
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斡
が
「
し
ば
し
ば
指
使
を
経
る
」
を
理
由
に
紫
衣
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
大
首
領
と
と
も
に
、
氷
寧
案
の
蕃
部
を
支
配
し
て
い
た
誼
擦

で
あ
り
、
鳴
廟
曜
の
権
威
を
利
用
し
た
裕
木
札
卜
泌
に
は
従
わ
な
い
併
数
勢
力
が
、

永
寧
案
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る。

こ

う
し
た
紋
況
は
永
寧
案
に
か
ぎ
っ
た
例
で
は
な
く
、
長
編
巻
九
六
天
一
一
帽
四
年
十
二
月
己
丑
の
僚
に
、

故
秦
州
蕃
信
努
卜
諾
爾
の
弟
子
奔
布
市
明
則
幹
に
紫
衣
を
賜
う
。
本
州
鈴
轄
の
、
そ
の
幹
事
を
言
う
を
以
て
の
故
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
秦
州
に
お
い
て
も
同
様
の
朕
況
が
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
秦
州
は
す
で
に
曹
建
の
徹
底
し
た
経
略
に
よ
り

(

幻

)

完
全
に
そ
の
統
治
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
蕃
倫
の
故
努
卜
諾
爾
は
秦
州
蕃
部
の
併
数
信
仰
の
中
心
的
信
侶
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
弟
子
の
努
布
蒋
刺
幹
が
「
そ
の
幹
事
」
の
故
を
も
っ
て
紫
衣
を
賜
っ
た
こ
と
は
、

具
睦
的
に
は
併
数
徒
で
あ
る
秦
州
蕃
部
を
よ
く

お
さ
め

て
、
裕
木
礼
卜
泌
の
工
作
に
蕃
部
を
従
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
賞
し
、
故
努
卜
諾
爾
の
後
継
者
と
し
て
の
地
位
を
宋
が
承
認
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
、
秦
州
方
面
の
蕃
部
は
曹
濠
の
経
略
よ
ろ
し
き
を
得
て
完
全
に
宋
に
服
従
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
瞬
間
剛
曜
の
宗
教
的
権
威
を
利
用
し
、
蕃
部
の
併
教
信
仰
に
訴
え
よ
う
と
す
る
宗
寄
域
政
権
の
揚
め
手
か
ら
の
工
作
も、

信
仰
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面
に
お
い
て
も
宗
寄
域
政
権
と
は
一
一
線
を
萱
す
蕃
借
の
蕃
部
支
配
に
よ
り
失
敗
に
移
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
清
水
上
流
域
で

は
裕
木
礼
卜
泌
の
よ
う
に
、
宗
豆
町
域
政
権
側
に
身
を
お
く
蕃
借
と
、
宋
側
に
身
を
お
き
鳴
斯
曜
の
権
威
に
従
わ
な
い
蕃
倫
と
が
、
と
も
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
に
蕃
部
の
傍
数
信
仰
を
利
用
し
て
ま
で
政
権
の
擁
大
を
め
ざ
し
た
宗
寄
城
政
擢
と
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
鳴
斯
曜
の
出
自
や
擁
立
の
経
緯
、
そ
れ
に
と
も
な
う
命
名
の
由
来
、
そ
し
て
濁
裁
者
李
遣
の
立
場
な
ど
に
つ

(
お
)

い
て
は
、
別
に
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
筋
に
闘
し
て
は
今
で
も
そ
の
論
旨
を
饗
更
す
る
考
え
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
そ
の
後
、
気
の

つ
い
た
貼
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
鳴
厨
曜
が
河
州
に
擁
立
さ
れ
蕃
部
に
傘
崇
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て、

私
は
そ
れ
が
吐
蕃
王
家
の
末

奇
と
い
う
出
自
と
、
彼
の

「貌
奇
偉
」
を
利
用
し
た

「
併
の
化
身
」
と
す
る
演
出
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。
噛
斯
磯
と
は
チ
ベ

ッ
ト
語

(

担

)

の
認
可
色
白
曲
目
の
豆
日
書
で
「
併
の
見
」
を
一
意
味
す
る
こ
と
は
論
を
侠
た
な
い
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
鈴
木
隆
一
氏
は
「
ゲ
ル
セ
|
青
唐
吐
蕃
王



(

白

山

)

園
の
王
競
|
」
に
お
い
て
ゲ
ル
セ
認
可
曲
目
白
円
曲
目
と
は
鳴
斯
嘱
個
人
の
名
稽
で
は
な
く
、

し
ば
使
わ
れ
て
い
る
寅
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
だ
そ
の
際
、
漢
文
史
料
に
は
ゲ
ル
セ
の
も
う

一つ

の
意
味
で
あ
る

「
王
子
」
と
い
う
言
葉

王
鵠
で
あ
り
、
彼
の
後
縫
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
し
ば

せ
ず
、

に
翻
課
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
は
私
が
い
う
ほ
ど
に
ゲ
ル
セ

よ
り
直
接
的
に
権
力
を
意
味
す
る
稽
競
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
氏
の
見
解
は
お
お
む
ね
安
嘗
な
も
の

認
可
曲
目
回
同
白
血
に
傍
教
的
色
影
を
一意一
一識

で
あ
り
、
従
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
の
高
設
に
も
と
づ
い
て

「併
見
」
と
「
王
子
」
の
関
係
に
つ
い
て
私
な
り
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

(
叩
山
〉

歎
南
陵
温
鐘
遁
関
ゲ
ユ
∞
出
血
H
H
H
E
m
f
-
昏
oロ
ゲ
仲
曲
目
ロ
℃
O

〈
オ
エ
ス
ン
伺
色
白
円
E
F

の
子
孫
の
ツ
ア
ン
ポ
『

2
2
3
の
意
〉
が
ゲ
ル
セ
認
可
色
白
日
∞

と
名
を
あ
ら
た
め
た
時
期
は
、
隆
卒
集
袋
二

O
夷
秋
晩
斯
曜
俸
に
、

威
卒
中
、
迎
え
て
河
州
に
至
り
、
文
法
を
立
て
ん
と
欲
す
。
請
い
て
そ
の
名
を
更
め
晩
厨
曜
と
日
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
河
州
移
住
後
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
嘗
-
初
の
意
味
が
「
併
見
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
宋
史
吐
蕃
俸
に
、
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而
し
て
大
姓
鐙
昌
厨
均
、

ま
た
斯
曜
を
以
て
移
公
城
(
循
化
城
)
に
移
し
、
河
州
に
文
法
を
立
て
ん
と
欲
す
。
河
州
人
、
併
を
鳴
と
謂
い
、

見
子
を
斯
嘱
と
謂
う
。
此
よ
り
鴨
廟
嘱
と
名
づ
く
。

と
あ
り
、

さ
ら
に
繁
全
集
巻
二
二
秦
州
奏
瞬
斯
曜
事
に
、

晩
斯
礎
(
原
注
)
詩
に
接
る
に
、
併
を
鳴
と
謂
い
、
見
を
断
曜
と
な
す
。
漢
語
の
傍
見
な
り
。

と
あ
る
の
で
、
間
違
い
な
い
。
河
州
蕃
部
の
鐙
昌
厩
均
あ
た
り
が
、
鳴
斯
曜
の
出
自
に
た
よ
る
だ
け
で
な
く
、
蕃
部
の
例
数
信
仰
を
も
利
用
し

て
蕃
部
の
統
一
を
容
易
に
す
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
「
王
子
」
の
ほ
か
に
「
併
児
」
の
意
味
も
有
す
る
お
苫
-
R
S
の
語
を
採
用
し
、
歎
南
陵

温
鐘
遁
の
新
し
い
名
前
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
拙
稿
で
述
べ

た
よ
う
に
「
併
の
化
身
」
を
王
族
の
身
分
に
二
重
篤
し
に
し
て
人
々
の
心

に
焼
き
付
け
よ
う
と
し
た
巧
妙
な
演
出
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
世
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
が
観
世
音
菩
薩
の
化
身
と
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
古
代
吐
蕃
王
園
の
創
設
者
ソ
ン
ツ
ェ
ン
ガ
ム
ポ

F
g
m
g窓
口
∞
官
自
ち
王
に
閲
し
て
も
観
世
音
菩
薩
と
の
一
韓
化
が
み
ら

〈
日
出
〉

れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
入
社
舎
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
併
菩
薩
と
権
力
者
と
の
同
一
化
が
行
な
わ
れ
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
時
明
厨
曜
の
「
併

117 
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見
」

信
仰
も
そ
の
俸
統
に
従
つ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
明
廟
鳴
が
宗
寄
城
に
移
り
、
李
遵
を
濁
裁
者
と
す
る

よ
う
に
な

っ
て、

し
ば
ら
く
す
る
と
吻
厩
曜
の
性
格
か
ら
「
併
見
」
的
要
素
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
例
が
、

宋
曾
要
輯
稿
蕃
夷
四
回
鵠
の
記
事
中
に
、

開
化
お
よ
び
そ
の
相
索
温
守
賞
、
並
び
に
表
し
て
言
う
、

「
西
蕃
質
普
王
子
と
親
を
な
す
」
と
。

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
中
の
「
賛
普
王
子
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

ウ
イ
グ
ル
側
の
文
書
で
は、

チ
ベ
ッ

ト
語
で
あ
ら
わ
せ

ば

σ門
的
白
ロ
旬
。

認
可
白
-
曲
目
的
に
あ
た
る
文
字
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
来
、
そ
れ
は
「
賛
普
傍
見
」
と
-書
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
と
さ
ら

「
王
子
」

と

課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
宗
寄
城
政
権
の
も
と
で
は

一
段
落
つ
く
と
知
名
度
の
高
ま
っ
た

円
雪
印
一
向

g
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
の
ま
ま

利
用
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
吐
蕃
王
家
の
末
奇
と
し
て
の
政
治
的
性
格
だ
け
を
付
興
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宋
側
翻
詳

よ
り
貫
情
に
即
し
た
詳
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
は
か
ら
ず
も
、

官
も
そ
の
迭
の
事
情
を
承
知
の
う
え
で
、

」
の
史
料
か
ら
宗
寄
城
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政
権
の
も
と
で
の
鳴
斯
嘱
の
タ
イ
ト
ル
は
、
正
し
く
は
「
賛
普
鳴
斯
曜
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち

「
王
子
」
挽
は

鈴
木
氏
が
い
う
以
上
に
、
す
で
に
鳴
間
刷
機
時
代
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
嘗
初
は
李
濯
も
、
噛
斯
曜
の
宗
数
的
権
威
を
最

大
限
に
利
用
し
よ
う
と
は
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
秦
州
蕃
部
の
工
作
の
失
敗
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

河
西
全
域
の
チ
ベ
ッ
ト
族
に
封
し

て
は
、
明
廟
曜
の
宗
数
的
権
威
は
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
遵
が
じ
き
に
僧
籍
を
な
げ
う
ち
還
俗
し
た
理
由
も
、
こ
の

あ
た
り
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
一
知
、

そ
の
李
遣
が
宗
豆
町
域
政
権
で
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
を
検
討
し
な
お
し
て
み
た
い
。
私
は
以
前
、

李
蓮
が
蕃
借

と
し
て
鴫
斯
曜
に
影
響
を
輿
え
た
こ
と
と
、
宋
舎
要
輯
稿
蕃
夷
六
時
明
斯
曜
(
以
下
、

宋
曾
要
時
明
厩
喉
と
略
構
)
に
「
遣
、
一
名
部
成
蘭
遁
叱
」
と
あ

(

叩

叩

〉

る
こ
と
か
ら
、
部
成
を
姓
と
解
し
、
李
遵
を
歌
星
族
の
蕃
曾
で
あ
っ
た
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
山
口
瑞
鳳
博
土
よ
り
罫
成
は
チ
ベ
ッ

ト
語

(
ぬ
)

の
揖
政
を
一
意
味
す
る
門
官
ロ
ぬ
必
苦
肉
¥
白
色
四
回
吋
庄
の
一
耳
白
書
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
そ
こ
で
こ
の
貼
も
ふ
ま
え
、

李
蓮
濁
裁
政
権
の
貧

態
を
み
な
お
す
と
、

ま
ず
、
李
遵
の
出
自
に
つ
い
て
は
歎
星
族
の
蕃
曾
と
い
う
奮
設
は
撤
回
す
る
。
後
の
話
で
あ
る
が
、
時
明
厨
曜
が
宗
寄
城
を



(

州

制

)

出
奔
し
た
際
、
そ
の
禽
導
を
な
し
た
の
は
李
遁
の
姪
、
前
斯
結
で
あ
っ
た
。
ま
た
李
遁
が
浸
し
た
後
で
も
、
宗
寄
城
の
支
配
者
は
李
遣
の

一
族

の
李
巴
泌
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
嶋
斯
曜
と
封
立
し
た
謄
軍
、
磨
喧
角
と
結
び
、
そ
の
母
で
李
謹
の
女
の
李
氏
を
廓
州
よ
り
救
出
し
て

(

H

U

)

 

い
る
。
そ
し
て
磨
軍
角
と
李
氏
を
宗
寄
城
に
招
聴
し
、
再
度
濁
立
政
権
を
樹
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
寄
域
で
は
つ
ね
に
李
氏

一
族
が
主
睦
的
に
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
李
遵
は
本
来
宗
寄
城
を
支
配
す
る
宗
五
円
蕃
部
の
有
力
な
曾
豪
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
か

ろ
う
。
鴫
斯
曜
を
宗
寄
城
に
擁
し
た
李
準
は
、
嘗
初
、
論
遁

E
8
3
の
地
位
に
つ
く
が
、
前
掲
宋
舎
要
に
示
し
た
よ
う
に
、
別
に
部
成
蘭

遁
叱
と
い
う
名
稽
も
名
の
っ
て
い
る
。
部
成
に
つ
い
て
は
揖
政
を
さ
す
と
思
わ
れ
、
蘭
遁
叱
と
は
前
述
し
た
リ
ン
ポ
チ
ェ
の
こ
と
で
あ
る
。
長

編
巻
八
三
大
中
鮮
符
七
年
十
二
月
甲
戊
の
篠
の
割
注
で
李
煮
は

蓋
し
、
坪
克
遵
の
一
名
は
罫
城
琳
布
且
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
李
蕪
は
正
し
く

H
5・3
n
y
m
の
昔
を
課
し
て
い
る
。

つ
ま
り
李
遵
は
嘗
初
、
時
明
斯
曜
の
持
つ
政
教
南
権
力
を
代
行
す
る
地

位
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
瞬
斯
曜
の
宗
激
的
権
威
が
定
着
し
な
い
と
わ
か
る
と
、
還
俗
し
て
リ
ン
ポ
チ
ェ
の
稽
親
も
お
そ

(

必

)

ら
く
失
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
部
成
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
の
ま
ま
保
持
し
、
政
治
的
濁
裁
者
の
地
位
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え

(
必
)

る
と
、
李
遣
は
大
中
群
符
九
年
に
宋
に
封
し
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
賛
普
の
位
を
要
求
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
宗
一
苛
域
政
権
が
成
立
し
た
こ
ろ
は
、
各
地
で
蕃
信
の
政
治
的
な
活
動
が
ま
す
ま
す
活
設
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

-119ー

四

蕃
信
政
権
の
展
開

天
聖
三
年
、
李
遣
と
訣
別
し
た
鳴
厩
曜
は
い
っ
た
ん
は
温
遁
奇
を
頼
り
遡
川
城
に
入
る
。
と
こ
ろ
が
、

じ
き
に
温
遁
奇
と
も
封
立
を
生
じ、

彼
を
殺
害
し
明
道
一
、
二
年
の
こ
ろ
ま
円
唐
城
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
、
瞬
斯
曜
の
長
子
稽
壇
は
河
州
に
、
次
子
磨
軍
角
は
宗
豆
町
城
に
援

(
川
叫
〉

り
、
そ
れ
ぞ
れ
文
法
を
立
て
、
以
後
、
父
晩
斯
壌
と
激
し
く
封
立
す
る
の
で
あ
る
。
三
者
の
劉
立
は
長
く
績
き
、
結
局
、
嘉
一
斑
三
年
、

二
子
が

(

必

)

噛
斯
曜
の
三
男
董
哩
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
ま
で
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は
董
曹
、
そ
し
て
そ
の
養
嗣
子
阿
里
骨
を
主
流
と
し
て
河
西
チ

119 
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ベ
ヅ
ト
族
の
政
治
は
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
時
代
が
降
る
仁
従
っ
て
政
権
の
分
裂
は
深
刻
と
な
り
、

ま
た
そ
れ
に
鷹
じ
て
蕃
倫
の
政
治
的
な
動
き

も
一
段
と
活
設
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
鳴
斯
嘱
父
子
の
鼎
立
以
後
の
蕃
借
の
動
き
を
追

っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
謄
曹
政
権
に
閲
し
て
は
長
編
巻
一
七
六
至
和
元
年
四
月
己
未
の
僚
に
、
曙
曹
が
官
軍
を
援
け
古
滑
州
の
蕃
部
の
紛
争
を
慮
理
し
た
こ
と

に
関
連
し
て
、
秦
鳳
路
経
略
司
の
培
賜
要
請
の
な
か
に
、

「〔
陪
曹
に
〕
月
に
大
繰
五
匹
、
角
茶
五
斤
を
増
し、

妻
李
薩
勤
に
邑
読
を
輿
封
し
、
奮
軍
主
李
魔
薩
を
都
軍
主
に
輿
轄
し
、
月
に
大
繰

三
匹
、
角
茶
三
斤
を
増
し
、
兄
の
蕃
信
遵
錐
格
に
紫
を
輿
賜
し
、
月
に
小
採

一
匹
、
散
茶
三
斤
を
給
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
」
こ
れ
に
従
う
。

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
曙
哩
政
権
に
は
都
箪
主
に
な
っ
た
李
費
薩
と、

そ
の
兄
で
紫
衣
を
賜
っ
た
蕃
借
遵
錐
格
の
力
が
強
く
開
興
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
鰭
曹
の
死
の
直
後
の
こ
と
と
し
て
、
長
編
一
八
八
嘉
祐
三
年
多
十
月
辛
丑
の
僚
に
、

州
包
順
の
兄
な
り
)
、

轄
部
(
謄
神
田
〉
既
に
死
す
。
摩
正
(
木
征
)
弱
く
し
て
自
立
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
主
円
唐
の
族
曾
轄
約
(
原
注

お
よ
び
借
羅
濯
、
迎
え
て
挑
州
に
居
せ
し
め
、
立
て
て
以
て
挑
・
眠
・
墨
・
宕
・
武
勝
軍
諸
売
を
服
さ
ん
と

高
永
年
云
う
、
轄
約
と
は
今
の
眠

-120一

格
羅
、

欲
す
。

(

日

明

)

と
あ
る
。
木
征
の
擁
立
問
題
に
も
、
蕃
信
鹿
遵
(
羅
遜
)
が
蕃
曾
と
と
も
に
積
極
的
に
動
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
曙
哩
父
子
の
政
権

に
は
、
蕃
借
の
政
治
力
が
か
な
り
強
く
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
磨
壇
角
政
権
に
闘
し
て
は
、
宋
曾
要
噛
斯
曜
に

皇
結
五
年
十
二
月
、
西
蕃
磨
壇
角
準
奉
人
、
蕃
部
首
領
に
衣
服
銀
帯
を
賜
う
に
売
ハ
差
の
誤
)
あ
り
。

と
し
、
磨
唾
角
配
下
の
蕃
曾
に
射
す
る
賜
興
を
記
し
、
つ
づ
け
て
、

進
奉
首
領
紫
衣
信
遵
閥
哩
結
遁
、
首
領
紫
衣
信
沈
遵
、
首
領
紫
衣
借
蛍
間
違
叱
鵬
育
、
お
の
お
の
に
紫
衣
三
件
、
銀
器
五
雨
、

衣
着
十
疋
を

賜
う
。

と
あ
る
。
輩
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
紫
衣
信
が
三
名
も
お
り
、
そ
れ
が
準
奉
首
領
と
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る



と
、
同
政
権
は
曙
軍
政
擢
に
比
し
、
さ
ら
に
蕃
信
の
政
治
力
が
強
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
特
に
紫
衣
信
の
沈
遵
に
閲
し
て
は
、
宋
曾
要

同
俸
に沈

曹
は
も
と
は
磨
(
彊
)
角
下
の
蕃
信
に
係
わ
り
、

毎
月
繰
一
疋
を
支
す
。

「
西
蕃
鳴
斯
曜
の
準
奉
首
領
沈
遁
太
師
、
漢
官
に
換
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
そ
れ

本
旋
正
軍
主
に
興
換
し
、

請
授
は
嘗
に
依
ら
ん
こ
と
を
乞

英
宗
の
治
卒
元
年
六
月
十
四
日
、
秦
鳳
路
経
略
司
言
う
、

ぅ
。
」
こ
れ
に
従
う
。

(
U〉

と
あ
る
。
磨
檀
角
の
死
後
、
そ
の
子
曙
撒
歎
丁
の
政
権
は
祖
母
李
氏
の
考
え
で
瞬
間
剛
嘱
政
権
に
吸
牧
さ
れ
る
が
、
沈
、
蓮
は
時
明
廟
曜
政
権
の
も
と

で
は
大
師
読
を
有
す
る
信
侶
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
う
え
漢
官
の
本
旋
正
軍
主
の
地
位
ま
で
輿
え
ら
れ
厚
遇
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
嘗
然

し
か
る
べ
き
勲
功
に
慮
ず
る
慮
遇
と
考
え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
李
氏
を
説
得
し
、
曙
撒
歎
丁
政
権
を
鳴
斯
曜
政
権
に
吸
牧
さ
せ
た
員
の
功
務
者
こ

そ
、
沈
遣
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
ほ
か
、
鳴
斯
磯
政
権
に
閲
興
す
る
蕃
借
と
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
燭
れ
る

等
」
を
あ
げ
て
い
る
。
鳴
斯
嘱
政
権
に
も
多
く
の
蕃
借
が
開
興
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
今
ま
で
み
て
き
た
事
例
や
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蕃
借
と
い
っ
て
も
純
粋
な
宗
教
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
賓
際
に
は
蕃
部
を
率
い
る
蕃
歯
の
ま
ま
で
僧
籍

を
得
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
川
崎
〉

晩
年
、
鳴
斯
曜
は
す
で
に
園
事
を
三
男
の
董
曹
に
委
ね
、
主
権
縫
承
者
の
明
確
化
を
は
か
つ
て
い
た
。
治
卒
二
年
、
鳴
厨
嘱
が
死
亡
す
る

と
、
名
賓
と
も
に
董
曹
の
政
権
が
誕
生
す
る
。
し
か
し
一
方
で
は
曙
瞳
の
政
権
を
縫
承
し
た
木
征
が
河
州
に
擦
り
、
董
曹
と
劃
峠
し
、
そ
の
ほ

か
多
く
の
中
小
濁
立
政
権
が
各
地
に
族
生
し
、
統
一
政
権
の
樹
立
は
さ
ら
に
困
難
な
時
代
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
河
西
チ
ベ
ッ

ト
族
の
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が
、
宋
曾
要
同
傍
嘉
祐
八
年
の
僚
に
「
蕃
借
信
結
巴
」
の
名
を
あ
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
治
卒
元
年
七
月
の
篠
に
は
「
晩
廟
嘱
首
領
蕃
借
曹
遁

情
勢
に
到
し
、
宋
は
従
来
の
政
策
を
愛
更
し
、
西
夏
の
進
出
を
防
ぐ
た
め
積
極
的
な
政
策
を
展
開
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
榎
一
雄
博
土
の
論
じ

ハ
州
制
)

た
、
い
わ
ゆ
る
王
留
に
よ
る
一
連
の
照
河
経
略
の
開
始
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
史
料
に
は
董
曹
政
権
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
蕃
借
政
権
の
濁
自
の
活
動
が
一
屠
め
だ
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
照
寧
三
年
に
な
る
と
蕃
信
の
結
果
叱
繭
と
康
傘
新
羅

121 
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結
の
雨
名
が
、
木
征
の
弟
の
董
谷
を
擁
し
武
勝
軍
に
濁
立
政
権
を
立
て
よ
う
と
す
る
事
件
が
お
こ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

詳
細
は
榎
博

(

U

4

)

 

士
の
研
究
に
譲
る
が
、
長
編
巻
二
一
三
照
寧
三
年
七
月
丙
辰
の
僚
に
、

こ
れ
よ
り
先
、
蕃
信
結
斡
恰
爾
(結
奥
叱
薦
〉
お
よ
び
康
戴
星
羅
結
(
康
傘
新
羅
結
)
の
南
人
は
潜
か
に
董
裕

(董
谷
〉
を
迎
え
、

詣
り
て
文
法
を
立
て
、
夏
園
と
姻
を
謀
り
、
諸
売
を
弁
呑
す
る
の
意
あ
り
。

武
勝
軍
に

と
あ
る
。
同
割
注
に
は
彼
ら
を
生
戸
と
す
る
読
を
掲
載
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

董
理
、
木
征
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
蕃
信
が、

明
斯
曜
の
孫
を
擁
し
要
衝
武
勝
軍
(
臨
挑
)
に
親
夏
政
擢
の
樹
立
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
結
果
叱
臆
に
閲
し
て
は
、
長
編
巻
二
二
六
照

寧
四
年
八
月
辛
酉
の
僚
に
、

而
し
て
信
結
斡
恰
爾
の
主
ど
る
部
帳
甚
だ
衆
し
。

理
政
権
に
と
っ
て
か
わ
り
、

と
あ
る
よ
う
に
、
あ
な
ど
り
が
た
い
大
勢
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
彼
は
董
谷
と
西
夏
の
婚
姻
を
策
す
る
な
ど
、
明
ら
か
に
董

み
ず
か
ら
が
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
統
一
政
権
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鳴
同
州
躍
を
擁
立
し
た
李
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遣
の
姿
を
幼
仰
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
事
件
は
宋
に
と
っ
て
も
大
問
題
で
あ
り
、
新
法
、
奮
法
雨
黛
涯
の
聞
で
虚
理
を
め
ぐ
っ

て
針
立
が
つ
づ
き
鎮
座
に
手
間
ど
る
が
、
最
終
的
に
は
王
留
に
よ
り
雨
人
の
内
附
、
就
禽
と
い
う
か
た
ち
で
落
着
を
み
た
こ
と
は
榎
博
士
の
所

(
日
〉

設
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
と
前
後
し
て
、
清
水
最
上
流
域
の
有
力
蕃
歯
の
食
龍
珂
、
旺
奇
ト
も
相
つ
い
で
内
属
し
、
岡
山
寧
五
年
間
七
月
末
ご
ろ

に
は
武
勝
軍
の
牧
復
も
質
現
し
た
の
で
あ
る
。
宋
は
こ
れ
に
と
も
な
い
照
河
路
の
開
設
を
行
な
い
、
そ
の
経
略
の
手
は
さ
ら
に
河
州
、
挑
州
、

眠
州
方
面
に
直
接
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
、
こ
の
地
方
を
勢
力
圏
と
す
る
木
征
と
の
聞
で
激
し
い
戦
闘
を
ひ
き
お
こ

(

臼

)

し、

宋
は
三
次
に
お
よ
ぶ
木
征
攻
撃
を
敢
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
留
を
中
心
と
す
る
攻
撃
は
順
調
に
進
ん
だ
が
、
田
川寧
七
年
に

な
る
と
木
征
は
董
曹
の
武
将
鬼
章
と
連
掃
し
、
最
後
の
大
反
攻
を
こ
こ
ろ
み
る
。
知
河
州
景
思
立
の
軍
を
踏
白
域
に
選
躍
し
、
こ
れ
を
全
滅
せ

し
め
、
そ
の
除
勢
を
か
つ
て
眠
州
に
も
せ
ま
っ
た
が
、
そ
の
時
の
こ
と
と
し
て
長
編
巻
二
五
二
同
年
四
月
の
僚
に
、

己
卯
、
眠
州
刺
史
高
遵
裕
を
眠
州
国
練
使
と
な
す
。
守
城
の
功
を
控
す
る
な
り
。
賊
、
景
思
立
の
踏
自
の
敗
に
乗
じ
眠
州
を
園
む
。
蕃
倫



温
遣
、
容
、
李
、
龍
族
を
率
い
こ
れ
に
麿
ず
。
道
路
通
ぜ
ざ
る
こ
と
幾
月
。
或
る
も
の
退
保
を
請
う
。
遵
裕
日
く
、

(

臼

〉

者
は
斬
ら
ん
」
と
。
眠
城
卑
(
箪
の
誤
)
紋
け
て
守
る
者
恐
る
。
選
裕
、
西
門
に
登
り
偏
時
間
お
よ
び
包
順
(
食
龍
珂
)
を
遭
わ
し
、

兵
を
引

き
縦
ま
ま
に
撃
つ
。
精
兵
百
絵
騎
を
選
び
、
南
門
よ
り
鼓
曝
し
て
出
て
こ
れ
を
合
撃
す
。
賊
、
迭
に
敗
走
す
。
(
中
略
)
遁
俗
謂
く

「
容、

李
、
龍
三
族
、
賊
に
腰
ず
。
市
し
て
龍
氏
の
み
和
爾
川
砦
を
破
る
。
度
る
に
壷
く
は
訴
す
る
可
か
ら
ず
。
乃
ち
二
十
綴
を
以
て
募
り
て
龍

氏
の
一
組
を
取
ら
ん
」
と
。
斬
捕
幾
壷
し
、
そ
の
地
を
以
て
弓
箭
手
を
招
く
。
容
、
李
を
貸
し
籍
て
蕃
勇
と
な
す
。
敢
て
障
に
乗
じ
そ

「
敢
て
此
を
議
す
る

の
死
力
を
得
る
。
温
準
、
能
く
震
す
な
き
を
知
り
、
そ
の
徒
を
率
い
鯖
附
す
。

と
あ
る
。
木
征
に
呼
麗
し
て
蕃
信
の
温
遵
が
、
容
、
李
、
龍
三
族
を
ひ
き
い
て
眠
州
包
園
戦
に
従
っ
て
い
る
。
温
遣
は
眠
州
近
遁
の
蕃
信
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
意
か
ら
判
断
す
る
と
、
寅
際
は
容
、
李
、
龍
三
族
を
支
配
下
に
お
く
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
の
部
族
も
有
す
る
こ

の
地
方
の
有
力
蕃
曾
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
龍
族
を
の
ぞ
い
て
は
積
極
的
な
軍
事
行
動
を
と
っ
た
形
跡
が
な
く
、
ま
た
木
征
が
敗

走
す
る
と
簡
単
に
内
附
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
元
来
、
木
征
に
属
す
る
蕃
曾
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
眠
州
近
過
に
濁
立
の

信
侶
政
治
を
運
営
し
、
そ
の
時
々
の
政
治
情
勢
に
た
く
み
に
封
麿
し
、
政
権
の
維
持
を
は
か
つ
て
い
っ
た
、
特
定
地
方
を
支
配
す
る
中
小
政
権

-123ー

の
首
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

回
一
寧
七
年
四
月
、
木
征
は
つ
い
に
宋
の
軍
門
に
降
り
、
以
後
、
董
曹
、
鬼
章
も
ほ
ど
な
く
宋
の
経
略
に
従
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
と
も
な

い
西
夏
の
危
機
一
意
識
も
高
ま
り
、
縁
溢
蕃
部
を
め
ぐ
る
南
者
の
争
奪
戦
は
激
し
く
な
っ
て
い
く
が
、
照
寧
八
年
五
月
に
は
黄
河
の
北
方
に
居
を

(

臼

〉

占
め
、
蕃
信
に
支
配
さ
れ
る
大
部
族
の
信
仰
順
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
宋
曾
要
輯
稿
蕃
夷
六
吐
蕃
(
以
下
、
宋
舎
要
吐
蕃
と
略
稽
)

同
年
の
僚
に
、

五
月
十
五
日
、
蕃
信
李
巴
曹
を
三
班
長
(
差
の
誤
)
使
本
族
蕃
巡
検
に
補
す
。
巴
曹
は
黄
河
の
北
に
在
り
居
す
。
領
す
る
所
の
部
族
は
頗

る
多
く
、
夏
園
の
地
分
と
接
連
す
。
聞
く
に
外
界
の
誘
迫
す
る
所
と
な
る
。
職
名
を
以
て
こ
れ
を
麗
腕
時
せ
ん
。
挑
西
安
撫
司
の
請
う
所
に

123 

従
う
な
り
。
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(

日

〉

と
あ
る
。
榎
博
士
に
よ
れ
ば
李
巴
曹
は
河
州
東
北
方
に
擦
っ

て
い
た
と
さ
れ
、
お
そ
ら
く
地
理
的
に
み
て
蘭
州
北
方
の
黄
河
北
岸
一
帯
を
領
有

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
宋
、
西
夏
、
そ
し
て
董
曹
三
勢
力
の
角
逐
す
る
政
治
的
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
地
域
に
、
前
記
温
遵
に
く
ら
べ
る
と

は
る
か
に
勢
力
の
強
い
濁
自
の
蕃
借
政
権
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
直
接
、
西
夏
の
塵
力
の
お
よ
ぶ
地
域
の
蕃
信
政

権
に
つ
い
て
、
翌
回
一寧
九
年
早
々
の
こ
と
と
し
て
、
長
編
巻
二
七
五
同
年
五
月
の
僚
に
は
、

戊
辰
、
照
河
路
経
略
司
言
う
、
「
正
月
美
酉
、
生
戸
隆
吉
卜
等
、
兵
を
領
し
郭
葬
寺
を
圏
む
。
蕃
信
巴
勤
斯
丹
、
首
領
哲
卜
傘
等
、
蕃
兵

を
率
い
拒
ん
で
こ
れ
を
御
け
十
三
組
を
獲
す
。
そ
の
得
功
の
蕃
官
蕃
部
は
み
な
新
に
開
附
の
人
に
し
て
、
能
く
自
殺
す
る
こ
と
此
の
如

し
。
推
恩
し
て
こ
れ
を
奨
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
。
詔
し
て
賞
格
の
外
に
逐
等
に
吊
一

匹
を
加
賜
す
。
す
で
に
し
て
経
略
司
ま
た
奏
す
ら

く
、
「
得
功
人
は
並
び
に
三
班
差
使
に
補
し
、
う
ち
巴
勤
斯
丹
は
本
族
巡
検
に
充
し
、
哲
卜
傘
、
巴
勤
済
罫
城
は
同
巡
検
に
せ
ん
こ
と
を

乞
う
」
と
。
並
び
に
こ
れ
に
従
う
。

-124一

(

日

刊

)

と
あ
る
。
文
中
の
郭
葬
寺
に
閲
し
て
は
大
通
鯨
志
第
二
部
、
附
倫
寺
に、

麿
恵
寺
鯨
城
を
去
る
こ
と
北
に
七
十
里
。
原
名
郭
葬
寺
。
兵
に
蝦
け
る
。
清
薙
正
十
年
、
数
賜
重
建
す
。
以
上
十
二
信
寺
は
康
恵
寺
の

倫
を
推
し
主
と
す
。
乃
ち
呼
圃
克
園
あ
り
、
こ
れ
を
大
信
と
な
す
。

(

貯

)

と
あ
り
、
清
、
民
園
時
代
は
も
と
よ
り
、
現
在
に
ま
で
績
い
て
い
る
贋
恵
寺
の
こ
と
で
あ
る。

同
寺
は
民
園
時
代
に
な
っ
て
も
呼
園
克
園
ハ
活

例
)
を
擁
し
、

十
二
寺
を
綿
管
す
る
大
寺
院
で
、
西
寧
の
北
北
東
約
六

0
キ
ロ
に
位
置
し
て
い
る
。
長
編
の
記
事
は
宋
の
経
略
に
射
し、

そ
れ

に
従
う
蕃
信
巴
勤
斯
丹
ら
と
、
あ
く
ま
で
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
隆
吉
卜
ら
と
の
路
線
を
め
ぐ
る
内
部
手
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巴
勤
斯

丹
は
前
記
李
巴
曹
と
ま
っ
た
く
同
じ
三
班
差
使
本
族
巡
検
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
地
方
の
部
族
を
統
べ
る
大
歯
で
あ
っ
た
こ

郭
葬
寺
攻
防
戦
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、

と
は
間
違
い
な
く
、
ま
た
郭
葬
寺
の
防
衛
を
行
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
は
郭
奔
寺
の
信
院
長
で
も
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て

は
か
ら
ず
も
僧
侶
政
権
の
中
植
が
寺
院
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
興
味
深
い
。

一
方
、
晩
斯
曜
の
主
権
を
継
承
し
た
董
軍
政
権
の
側
に
身
を
お
く
蕃
信
で
、
事
責
上
、
蕃
酋
と
し
て
行
動
し
て
い
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ



(

日

)

た
。
郭
葬
寺
の
一
件
が
落
着
を
み
た
直
後
の
同
年
九
月
、
董
菖
配
下
の
旺
遵
と
い
う
蕃
信
が
入
界
し
、
禽
獲
さ
れ
る
事
件
が
お
こ
っ
て
い
る
。

彼
も
董
遭
政
権
の
一
翼
を
に
な
う
蕃
告
の
一
人
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
蕃
信
に
閲
し
て
は
、
長
編
巻
二
九
一
元
豊
元
年
八
月
の
僚

笑
卯
、
知
眠
州
神
誇
に
詔
す
ら
く
、
「
蕃
官
を
集
め
、
粛
爾
温
〈
訪
見
温
)
お
よ
び
羅
ト
臓
(
放
漫
〉

〔
の
書
〕
を
出
し
、
衆
に
劃
し
て
明
論

し
て
犯
す
所
は
凌
運
死
に
慮
し
、
妻
女
、
田
産
は
並
び
に
包
誠
(
旺
奇
卜
?
〉
に
賜
い
、
:
:
:
(
中
略
〉
」
こ
れ
よ
り
先
、
照
寧
中
、

(
鬼
章
〉
遁
境
を
犯
す
。
南
爾
温
、
羅
卜
議
、
部
族
を
首
率
し
果
荘
に
叛
附
す
。
漫
事
つ
い
で
息
す
る
に
お
よ
び
、
乃
ち
来
降
す
。
既
に
し

て
ま
た
陰
か
に
董
皆
、
果
荘
と
合
謀
す
。
誇
言
え
ら
く
、
「
溢
患
と
な
る
こ
と
を
恐
る
」
と
。
因
て
董
部
、
果
荘
の
輿
え
る
所
の
書
、
お

よ
び
羅
ト
蔵
の
親
書
・
蕃
字
を
上
る
。
故
に
こ
の
詔
あ
り
。

果
荘

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
文
中
の
羅
卜
識
は
宋
曾
要
吐
蕃
の
割
腹
記
事
に
は
旅
客
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
彼
に
閲
し
て
は
宋
曾
要

正
月
二
十
九
日
、
照
河
路
経
略
司
言
う
、
「
滋
川
城
主
温
調
支
部
成
、
首
領
阿
〔
篤
〕等
を
遣
わ
し
款
塞
す
。

官
職
に
補
せ
ん
こ
と
を
乞
う
」

と
。
詔
し
て
、
前
支
部
城
を
曾
州
国
練
使
、
遜
川
蕃
郡
都
巡
検
使
と
な
す
。
(
中
略
〉
借
様
品
与
を
禄
厩
結
族
都
虞
候
と
な
す
。
月
に
茶
吊
を
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同
三
年
の
篠
に
、

給
す
る
こ
と
差
あ
り
。

と
あ
り
、
蕃
借
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
二

O
年
前
、
木
征
擁
立
に
動
い
た
鹿
遣
も
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
々
に
薩
じ

て
た
く
み
に
身
を
虚
し
て
ゆ
く
蕃
債
の
委
を
あ
ら
わ
し
て
・い
る
。
そ
し
て
禄
斯
結
族
都
虞
候
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
様
傘
も

ま
た
本
来
は
緑
斯
結
族
を
支
配
す
る
蕃
信
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
緑
傘
は
さ
ら
に
阿
里
骨
政
権
が
誕
生
し
て
聞
も
な
い
元
豊
七
年
十

(

印

〉

「
遣
来
蕃
信
旅
傘
口
陳
溢
謀
:
:
:
」
と
あ
り
、
そ
の
後
も
宋
と
の
交
渉
役
と
し
て
活
躍
し

月
の
神
宗
の
西
夏
征
討
を
督
識
し
た
手
詔
中
に
も
、
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て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
晩
斯
曜
と
そ
の
後
縫
者
た
ち
の
時
代
に
な
る
と
、
蕃
借
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
蕃
部
の
教
が
め
だ
っ
ょ
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う
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
蕃
信
が
そ
の
身
分
を
利
用
し
て
、
蕃
部
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
一意
味

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
個
々
の
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寅
際
は
蕃
舎
が
そ
の
蕃
部
に
劃
す
る
政
治
擢
力
を
保
ち
な
が
ら
、

出
家
し
て
信
服
を
ま
と
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
貫
態
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
曙
理
政
権
に
開
興
し
て
い
た
蕃
信
遭
錐
格
と
そ
の
弟
は
、
兄
は
紫
衣

を
、
弟
は
醤
軍
主
か
ら
都
軍
主
の
地
位
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
遅
錐
格
兄
弟
の
出
自
が
本
来
蕃
酋
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
買
に
物
語
る
好

例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
何
故
に
倫
侶
に
な
る
蕃
曾
が
増
え
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第

一
に
い
え
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も

河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
全
盟
の
併
数
信
仰
が
隆
盛
に
お
も
む
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
信
侶
の
祉
舎
的
地
位
も
高
ま
り
、
人
々
の
聖
俗
の
指
導
者
と
し
て

(

ω

)

 

の
立
場
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
元
符
年
問
、
青
唐
経
略
に
従
っ
た
李
遠
の
青
唐
録
に
は

吐
蕃
、
借
を
重
ん
じ
大
事
あ
れ
ば
必
ず
借
を
集
め
、
こ
れ
を
決
す
。
借
の
法
に
躍
る
も
兎
ぜ
ざ
る
者
な
し
。

と
あ
る
。
ま
た
長
編
巻
五
一
四
元
符
二
年
八
月
甲
午
の
僚
に
、
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孫
路
奏
す
ら
く
、
前
後
招
到
す
る
西
蕃
大
小
首
領
、
蕃
信
等
三
千
飴
人
。

と
あ
る
の
は
、
蕃
倫
が
単
な
る
宗
数
人
で
は
な
く
、
世
俗
権
力
を
握
る
蕃
曾
と
そ
の
性
格
が
近
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
績

資
治
通
鑑
長
編
拾
補
巻
二
三
崇
寧
三
年
正
月
丁
酉
の
僚
に
、

ま
た
、
廓
州
蕃
借
、
大
軍
の
到
る
を
候
ち
、
酒
を
献
ぜ
ん
と
欲
す
。

と
あ
る
の
も
、
蕃
信
が
蕃
部
の
指
導
者
と
し
て
行
動
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
信
侶
と
い
う
身
分
が

一
般
人
と
は
異
な
る
神
聖
な
存
在
と
し
て
人
々
の
傘
崇
を
得
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
前
掲
長

編
巻
五

一
四
の
八
月
戊
子
の
僚
に
、
阿
里
骨
の
子
曙
正
の
敗
北
を
記
し
、

つ
い
で
妻
子
と
制
髪
し
、
信
尼
と
な
り
城
西
併
合
に
入
る
。
時
に
七
月
庚
午
な
り
。
蓋
し
蕃
俗
、
信
尼
と
な
る
者
は
み
な
殺
さ
ず
。
轄
正

た
だ
死
を
逃
れ
ん
と
欲
す
る
の
み
。

と
あ
り
、
僧
籍
に
あ
る
も
の
を
特
別
に
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
清
波
雑
誌
巻
十
に
康
定
二
年
の
劉
換
の
瞬
斯
曜
へ
の
行
使
を
記



し
た
な
か
に
、

挑
本
部
)
た
だ
借
入
の
過
ぎ
る
所
の
み
拘
留
せ
ら
れ
ず
。
飲
食
を
資
給
す
。
漁
乃
ち
落
髪
借
衣
し
以
て
行
く
。

と
あ
る
の
も
、
人
々
が
借
侶
を
特
別
な
身
分
の
人
と
し
て
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
古
代
吐
蕃
王
園
時
代
、
信
侶
の
地
位
は
非
常

(

日

〉

に
吉
岡
く
、
大
臣
の
上
位
に
置
か
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
傍
数
復
興
期
の
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
信
侶
が
祉
舎
的
に
も
、
そ
し
て
信

蕃
法
(
原
注

て
、
さ
ら
に
蕃
部
支
配
を
容
易
に
す
る
た
め
、

そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
蕃
酋
が
聖
俗
の
南
面
を
利
用
し

み
ず
か
ら
も
信
服
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
際
、
彼
ら
が

仰
的
に
も
人
々
に
偉
崇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

蕃
部
を
敬
服
さ
せ
る
に
足
る
信
仰
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
事
責
で
あ
ろ
う
。
王
留
が
木
征
の
弟
董
谷
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
結
呉
叱
璃
、
康

〈

位

)

寧
新
羅
結
の
南
蕃
信
を
経
略
し
た
時
、
王
安
石
が
わ
ざ
わ
ざ
信
智
縁
を
抜
擢
し
て
そ
の
任
に
あ
て
た
こ
と
は
榎
博
士
の
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(

臼

)

が
、
こ
れ
な
ど
は
首
然
、
結
果
叱
繭
の
信
仰
心
を
充
分
に
考
慮
に
入
れ
て
の
作
戦
で
あ
り
、
信
智
縁
の
説
く
利
病
得
失
に
結
臭
叱
璃
が
従
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
編
巻
四
四
四
元
祐
五
年
六
月
辛
酉
の
僚
の
阿
里
骨
と
温
錫
泌
の
紛
争
を
記
し
た
な
か
に
、

蕃
信
卦
斯
敦
、

そ
の
徒
千
絵
人
、
圏
中
上
下
共
に
敬
信
す
る
所
。
郭
特
凌
古
(
阿
里
骨
)
妄
り
に
殺
裁
を
行
な
う
。

ま
た
頗
る
悪
念
の
言
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あ
り
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
前
後
の
関
係
か
ら
卦
斯
敦
は
蕃
酋
と
考
え
ら
れ
、
蕃
酋
が
蕃
信
と
し
て
蕃
部
の
敬
信
を
得
て
い
た
こ
と
が
賓
例
と
し
て

誼
関
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
理
由
が
寺
院
に
関
す
る
諸
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
長
博
士
に
非
常
に
有
盆
な
研
究
が
あ
る
。
博
士
は
「
ダ

(
臼
)

ル
マ
王
の
子
孫
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
古
代
王
朝
の
護
鮮
地
ヤ
ル
ル
ン
渓
谷
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た
ヤ
ル
ル

ン
ジ
ョ
ウ
ォ
と
呼
ば
れ
る
諸
侯
一

族
を
例
に
し
て
、
中
世
の
寺
院
と
俗
的
諸
侯
の
関
係
を
論
じ
ら
れ
た
。
論
旨
は
「
大
寺
院
を
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も
サ
ポ
ー
ト
し
、
或
は
積
極
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的
に
借
院
長
を
一
族
か
ら
連
績
的
に
出
し
て
、
そ
の
地
位
を
濁
占
し
た
の
は
こ
れ
ら
俗
的
諸
侯
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
西
頁
ど
と
い
う

も
の
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
嘗
時
の
信
院
長
は
彼
等
俗
的
諸
侯
乃
至
は
貴
族
等
の
紛
争
叉
は
戦
闘
の
仲
裁
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
一
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種
の
祉
曾
的
責
任
を
背
負
っ
て
い
た
。
卒
民
出
身
の
、
生
れ
な
が
ら
に
高
貴
性
の
な
い
僧
院
長
や
ラ
マ
が
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
任
務
を
充
分

に
果
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
寺
格
を
高
め
る
上
か
ら
も
、
た
と
え
象
徴
的
で
も
あ
れ
、

貴
族
出
身
の
借
院
長
は
僧
院
側
か
ら
も
強
く
希
望
さ
れ

て
い
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
(
六
七
頁
ど
と
し
、
さ
ら
に
何
故
代
々
の
僧
院
長
を
一

家
が
濁
占
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
即

ち
一
般
に
信
院
長
の
財
産
は
借
園
の
財
産
と
は
別
個
に
存
在
す
る
。
し
か
し
信
院
長
が
残
し
た
と
き
、

そ
の
財
産
は
次
の
借
院
長
又
は
借
固
に

引
縫
が
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
出
身
の
貴
族
の
質
家
に
戻
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
質
族
側
は
捜
し
た
借
院
長
に
血
統
の
近
い
ラ
マ
を

強
力
に
推
し
、

そ
の
財
産
と
地
位
を
彼
に
譲
渡
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
信
院
の
保
持
に
そ
の
貴
族
が
常
に
蓋
力
を
惜
し
ま
な
け
れ
ば
、
彼
の
震

言
は
強
大
な
始
以
果
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
貴
族
側
は
こ
こ
に
僧
院
長
と
い
う
名
の
別
の
分
家
を
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

頁
)
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
博
士
は
十
二
世
紀
の
初
頭
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
族
の
縫
承
は
一

般
化
し
た
も
の
と
は
い
え

(

臼

)

な
い
、
と
し
な
が
ら
も
い
く
つ
か
の
例
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
同
然
の
こ
と
が
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
杜
舎
で
も、

〆「

同

こ
の
時
代
に
行
な
わ
れ
て
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い
た
こ
と
は
確
寅
で
あ
り
、
第
六
簡
で
史
料
を
明
記
す
る
が
、
明
斯
曜
に
仕
え
て
い
た
蕃
借
の
馬
取
遁
厩
鶏
が
死
亡
す
る
と
、
紫
衣
が
姪
の
蕃

償
問
僧
結
巴
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る
の
は
、
具
佳
的
に
は
一
族
に
よ
る
倫
院
長
の
継
承
を
一意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
も
さ
き
に

鯛
れ
た
が
、
曙
曹
に
従
っ
た
蕃
借
遵
錐
格
と
弟
の
李
究
薩
の
例
な
ど
は
、
兄
が
借
院
長
に
な
り
寺
院
を
掌
握
し
て
い
た
誼
援
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
つ
ぎ
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
寺
院
の
経
済
力
の
問
題
で
あ
る
。
佐
藤
博
士
は
俗
的
勢
力
が
寺
院
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た
と
さ
れ
る
が、

私
は
む
し
ろ
寺
院
の
行
な
う
経
済
活
動
を
俗
的
勢
力
が
依
存
な
い
し
は
利
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
今
の
歴
史
を
閲
す
る
に
、

大
寺
院
が
地
域
の
経
済
活
動
の
一
核
に
な
っ
て
い
た
例
は
東
西
に
枚
奉
に
い
と
ま
が
な
い
。
時
代
は
降
る
が
民
園
時
代
の
こ
の
地
方
の
寺
院
の
経

(

印

)

(

門

別

〉

済
活
動
に
つ
い
て
、
周
振
鶴
の
青
海
に
は

「
森
林
の
牧
入
」
の
ほ
か
に

「
経
一
商
一
の
獲
利
」
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
十
て

二
世
紀
の

寺
院
経
済
を
推
測
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
無
謀
で
あ
る
が
、
長
編
各
一

O
三
天
草
三
年
多
十
月
の
僚
に
、

庚
申
、
映
西
轄
運
司
言
う
、

「
秦
州
蕃
官
軍
主
策
位
等
、
来
遠
案
に
悌
寺
を
置
き
、
以
て
往
来
、
市
馬
の
人
の
館
と
せ
ん
こ
と
を
請
う」

と
。
こ
れ
に
従
う
。



と
い
う
記
述
が
あ
る
。
馬
貿
易
な
ど
の
援
黙
と
す
る
た
め
に
蕃
舎
が
寺
院
の
建
立
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
侶
が
最
も
安
全
な

旗
行
者
で
あ
っ
た
事
寅
を
加
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
馬
貿
易
に
限
ら
ず
嘗
時
か
ら
贋
く
経
済
活
動
に
寺
院
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と

は
、
充
分
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
経
済
力
の
掌
握
と
い
う
貼
も
、
蕃
曾
が
信
籍
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
て
よ

か
ろ
う
。
さ
ら
に
最
後
に
加
え
る
と
す
れ
ば
、
寺
院
の
軍
事
面
の
利
用
で
あ
る
。
現
在
で
も
チ
ベ
ッ
ト
の
寺
院
が
山
を
背
に
し
て
要
害
の
地
に

造
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
六
節
で
述
べ
る
贋
仁
稗
院
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
再
び
民
園
時
代
の
史
料
で
参
考
に
な

(

回

)

ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
玉
樹
調
査
記
、
巻
上
政
治
に

寺
信
ま
た
軍
に
能
く
、
そ
の
戦
闘
は
番
民
に
較
ベ
尤
力
な
り
。
経
堂
の
据
聞
に
は
常
に
槍
械
、
万
剣
、
お
よ
び
古
甲
胃
、
弓
矢
、
文
矛
の

類
を
懸
く
。
番
俗
、
百
戸
死
す
れ
ば
、
則
ち
生
卒
用
い
る
所
の
兵
器
を
以
て
、
こ
れ
を
寺
院
に
鞍
し
、
以
て
費
醸
の
酬
謝
物
と
な
す。

と
あ
り
、
寺
院
が
一
一
種
の
武
器
庫
の
観
を
呈
し
て
い
る
様
子
を
記
し
て
い
る
。
宋
代
に
お
い
て
も
同
様
の
役
割
を
寺
院
が
持
っ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
、
疑
問
に
と
ど
め
て
お
く
。
し
か
し
、
郭
葬
寺
の
事
例
か
ら
も
、
寺
院
が
軍
事
媛
黙
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

て
も
大
過
な
か
ろ
う
。
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五

併
数
信
仰
の
諸
様
相

蕃
信
が
政
治
的
に
高
い
地
位
を
保
障
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
各
地
に
蕃
信
政
権
の
成
立
を
も
可
能
に
し
た
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
傍
数
信
仰

と
は
具
睦
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

数
圏
の
組
織
や
機
構
、
あ
る
い
は
数
義
等
、
最
も
知
り
た
い
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
皆
無
で
あ
る
た
め
残
念
な
が
ら
不
明
と
い
う

ほ
か
は
な
い
。
こ
の
時
代
は
ち
ょ
う
ど
併
数
の
復
興
期
に
あ
た
り
、
ア
テ
ィ

l
シ
ヤ
〉
片
山
宮
(
九
八
二

l

一O
五
四
〉

の
入
識
で
象
徴
さ
れ
る
よ

(
印
〉

う
に
、
傍
数
界
全
世
に
新
ら
し
い
動
き
が
お
こ
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
一

O
一
五
年
に
生
ま
れ
ラ
デ
ン
寺
の
信
院
長
に
な
っ
た
チ
+
ン

(
叩
〉

チ
ュ
プ
チ
ュ
ン
ネ
は
ツ
オ
ン
カ
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
あ
わ
せ
て
も
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
と
河
西
地
方
の
寺
院
の
交
流
は
充
分
に
行
な

129 
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わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
次
簡
で
鯛
れ
る
よ
う
に
宋
と
の
関
係
も
考
慮
さ
れ
る
が
、

基
本
的
に
は
中
央
チ
ベ
γ
ト
と
同
様
の
倫
院
の
運
営
や

数
義
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
本
節
で
は
漢
文
史
料
に
記
さ
れ
た
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
併
数
信
仰
に
関
係
す
る
記
述
を
示

し
、
そ
の
貫
態
の
一
斑
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
傍
数
信
仰
の
具
盤
的
な
様
相
を
知
る
手
が
か
り
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
眠
鯨
贋
福
寺
に
現
存

(

礼

)

す
る
贋
仁
縄
院
碑
は
、
同
時
代
の
碑
文
史
料
と
し
て
は
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
、
次
節
で
説
明
す
る
宋
の

七
年
八
月
十
四
日
記」

と

末
尾
に

「
〔
元
豊
〕

蕃
部
懐
柔
策
の
一
環
と
し
て
、
幌
州
に
建
立
さ
れ
た
同
寺
の
縁
起
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

あ
り
、
碑
文
の
建
立
さ
れ
た
時
期
が
確
認
で
き
る
こ
と
と
、

剥
落
等
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
史
料
的
債
値
が
き
わ
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
。

同
碑
文
に
は
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
信
仰
に
つ
い
て
、

西
売
の
俗
、

み
ず
か
ら
悌
数
を
知
る
。
毎
に
そ
の
部
人
の
多
寡
を
計
り
、
そ
の
奉
ず
べ

き
併
者
を
推
揮
し
、
こ
れ
を
焦
ら
し
む
。
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と
記
し
て
お
り
、
各
部
族
ご
と
に
特
定
の
併
像
を
本
傘
に
し
て
、
信
仰
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
各
蕃
部
の

信
仰
を
牽
引
し
、
大
檀
越
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
も
蕃
曾
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
同
碑
文
に
は
康
仁
輝
院
の

建
立
に
あ
た
っ
て
、

眠
州
の
寺
、
康
仁
稗
院
と
日
ぅ
。
是
に
お
い
て
守
臣
は
こ
れ
が
力
と
な
り
、
哲
信
は
こ
れ
が
幹
と
な
り
、
酋
豪
は
こ
れ
が
助
け
と
な
る
。

と
記
し
、
さ
ら
に
具
践
的
に
、

郡
の
豪
曾
の
趨
醇
忠
、
包
順
、
包
誠
と
日
う
も
の
、
皆
財
を
施
し
像
を
造
る
。
剤
榛
薙
ぎ
て
宮
殿
は
婦
問
然
た
り
。
門
扉
闘
き
て
金
人
は
燥

然
た
り
。
つ
い
で
則
ち
鍾
を
箔
し
、
以
て
そ
の
時
を
鼓
し
、
経
を
醸
し
、
以
て
そ
の
道
を
傘
ぶ
。

と
記
し
て
い
る
。
越
醇
忠
と
は
木
征
の
弟
巴
哩
角
の
こ
と
で
、
包
順
、
包
誠
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
王
留
の
経
略
に
順
っ
た
照
河
地
方
の
有

力
蕃
酋
の
散
龍
珂
と
お
そ
ら
く
旺
奇
卜
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
宋
に
鯖
順
し
た
蕃
曾
の
併
数
信
仰
を
示
す
事
例
で
あ
る
が
、
鳴
廟
曜
の

後
纏
者
た
ち
も
ひ
と
し
く
併
数
に
深
く
蹄
依
し
て
い
た
。
そ
の
様
子
を
、
長
編
に
は
「
董
戴
(
翠
)
、

摩
正
(
木
征
〉
は
多
く
借
と
親
善
す
る
を
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以
て
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
五

O
七
元
符
二
年
三
月
庚
午
の
僚
に
は
、
阿
里
骨
の
併
数
信
仰
に
闘
し
、

「
吾
は
乃
ち
疎
属
。
ま
た
嘗
て
俳
書
を
譲
み
、
今
す
で
に
借
と
な
る
。
相
疑
う
こ
と
母
れ
」

都
特
凌
古
〈
阿
塁
骨
)
に
寄
語
し
て
日
く

と
。
郡
特
凌
古
、
漠
巴
温
の
忌
む
に
足
ら
.
さ
る
こ
と
を
習
知
し
、
迭
に
こ
れ
を
置
く
。
売
俗
、
浮
屠
の
法
を
向
び
、
都
特
凌
古
は
尤
も
好

ん
で
塔
寺
を
営
み
、
土
功
に
勤
む
。

と
記
し
て
い
る
。
文
中
の
漢
巴
温
と
は
前
掲
温
錫
泌
の
子
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
も
長
編
は
割
症
で

「
ま
た
、
渓
巴
温
は
併
種
人
な
る
を
以

(

旬

)

て
頗
る
こ
れ
に
附
す
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
里
骨
や
漢
巴
温
は
み
ず
か
ら
も
出
家
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
董
曹

や
阿
里
骨
と
い
っ
た
青
唐
城
の
歴
代
の
主
権
者
が
例
数
を
ま
さ
に
園
数
と
し
て
敬
い
、

そ
の
政
治
も
併
教
的
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
い
た
様
子

を
、
李
遠
青
唐
録
に
は
、
同
城
が
東
西
二
城
に
わ
か
れ
て
い
た
と
し
、

偽
主
は
西
城
に
居
す
。
門
に
は
諜
棲
二
重
を
設
け
、
諜
棲
の
後
に
中
門
を
設
く
、
ま
た
儀
門
を
設
く
。
(
中
略
)
儀
門
の
北
を
遁
ぐ
る
こ
と

二
百
絵
歩
、
大
殿
を
震
る
。
極
棟
は
み
な
責
を
給
り
、
王
殿
の
基
は
高
さ
八
、
九
尺
。
座
を
去
る
こ
と
丈
徐
と
。
碧
琉
璃
碍
こ
れ
を
環

り
、
売
は
禁
聞
と
呼
ぶ
。
凡
そ
首
領
の
升
殿
し
、
事
を
白
す
は
琉
璃
碍
外
に
止
ま
り
、
犯
す
者
は
こ
れ
を
殺
す
。
傍
に
金
冶
の
併
像
、
高
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さ
数
十
尺
を
設
け
、
飾
る
に
員
珠
を
以
て
し
、
覆
う
に
羽
蓋
を
以
て
す
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
一
斑
を
以
て
全
豹
を
推
し
測
れ
ば
、
河
西
チ
ベ
ッ

ト
族
の
蕃
告
た
ち
は
、
蕃
部
の
支
配
者
で
あ
る
と

同
時
に
、
信
仰
面
に
お
い
て
も
そ
の
中
心
的
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
康
仁
稗
院
や
前
節
で
述
べ
た
秦
州
来
遺
棄
に
策
並
が
建
立
し
よ
う
と
し
た
寺
院
な
ど
か
ら
、
寺
院
の
建
立
に
は
各
地
の
蕃
曾
の
力
が

強
く
闘
興
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
寺
院
の
建
立
は
世
俗
勢
力
の
ひ
と
つ
の
力
の
誼
現
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
彼
ら
の
建
立
し
た
寺
院
に
話
を
移
そ
う
。
阿
里
骨
の
居
城
で
あ
っ
た
ま
円
唐
城
に
闘
し
、
同
じ
く
育
唐
録
に
は

メ
グ

城
の
西
に
青
唐
水
あ
り
、
宗
河
に
注
ぐ
。
東
西
卒
遠
に
し
て
併
-
帽
を
建
つ
。
贋
さ
五
、
六
里
。
綴
ら
す
に
周
垣
を
以
て
し
、
屋
は
千
品駄
に

至
る
。
極
に
大
像
を
篤
り
、
黄
金
を
以
て
そ
の
身
に
塗
る
。
ま
た
浮
屠
十
二
級
を
篤
り
、
以
て
こ
れ
を
護
る
。
阿
里
骨
、
民
を
数
め
こ
の

131 
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像
を
作
る
。

が
出
家
し
た
際
の
「
城
西
の
併
合
」
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、

と
あ
り
、

城
の
西
郊
に
あ
る
大
伽
藍
の
枇
麗
な
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
長
編
所
引
の
阿
里
骨
の
嗣
子
曙
正

お
そ
ら
く
は
河
西
地
方
最
大
の
規
模
を
誇
っ
た
大
寺
院
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
さ
ら
に
青
唐
録
に
は

城
中
の
併
舎
居
牟
な
り
。
た
だ
園
主
殿
お
よ
び
併
合
は
瓦
を
以
て
し
、

除
は
主
の
宮
室
と
難
も
、
ま
た
土
に
て
こ
れ
を
覆
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
青
唐
城
中
に
も
寺
院
の
葺
が
軒
を
つ
ら
ね
て
い
た
様
子
を
記
し
、
ま
さ
に
青
唐
城
は
宗
教
都
市
の
観
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が

(

九

〉

わ
か
る
。
元
符
二
年
、
好
将
王
贈
に
よ

っ
て
羽
旭
川
、
室
内
唐
雨
城
が
襲
わ
れ
た
際
、
「
金
銀
併
像
」、

あ
る
い
は
「
金
悌
三
傘
み
な
珠
子
理
洛
を
帯

(
万
)

す
」
な
ど
が
略
奪
の
封
象
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
青
唐
域
内
に
寺
院
が
多
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一

方
、
越

醇
忠
、
包
順
、
包
誠
ら
の
施
財
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
贋
仁
稗
院
に
つ
い
て
は
、
同
碑
文
の
前
掲
記
事
に
つ
づ
け
て
、

ヲ

エ

ヨ

メ

〆

ヲ

徒
に
は
常
居
あ
り
、
客
に
は
依
舎
あ
り
。
儲
時
に
は
康
あ
り
、
潟
潔
に
は
庖
あ
り
。
最
て
そ
れ
凡
そ
四
百
六
十
匡
。
そ
の
衆
、
こ
れ
を

高
山
大
川
、
深
林

E
郭
の
際
に
贈
る
。
来
る
者
は
趨
き
、
過
る
者
は
下
り
て
威
白
く
、

「
祉
な
る
か
な
」

と
。
吾
土
の
土
木
だ
嘗
て
あ
ら
ざ
る
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な
り
。
吾
が
昔
の
い
わ
ゆ
る
悌
居
に
し
て
、
そ
の
数
を
持
し
口
と
な
る
を
知
る
と
。
眠
州
は
故
和
政
郡
に
し
て
、
吐
谷
清
伴
、

青
海
の
塞
に
通

じ
、
南
は
白
馬
民
の
地
に
直
り
、
大
山
重
複
し
以
て
環
携
し
、
部
水
そ
の
中
に
蕩
満
す
。

山
川
の
勝
は
以
て
天
下
の
妊
偉
と
言
う
ベ
し
。
前

日
の
頚
垣
鹿
田
盟
は
、
今
の
維
喋
棲
櫓
に
し
て
、
以
て
こ
れ
を
衛
り
、
前
日
の
板
屋
栗
落
は
、
今
の
棟
字
衝
巷
に
し
て
、
以
て
こ
れ
を
列
す
。

ま
た
、
俳
宮
塔
廟
を
得
て
、
以
て
そ
の
城
邑
に
祉
に
す
。
凡
そ
人
物
を
阜
に
し
、
風
俗
を
嬰
ず
る
者
、

信
に
以
て
此
に
過
ぎ
る
無
き
な
り
。

と
、
そ
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
史
料
中
か
ら
寺
院
名
を
ひ
ろ
い
出
し
て
み
る
と
、
康
定
元
年
、
劉
換
が
鳴
斯
曜
に
使
い
し
た
時

の
道
順
に
つ
い
て
、
長
編
巻
一
二
八
同
年
八
月
笑
卯
の
僚
に
、

換、

古
滑
川
を
出
て
璃
爾
巴
山
を
循
り
、
河
州
園
門
寺
に
至
る
。
河
を
組
り
廓
州
を
血燃
え
、
車
問
唐
城
に
抵
る
。

と
あ
り
、
河
州
に
は
園
門
寺
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鳴
斯
曜
を
嘗
初
擁
立
し
た
何
郎
業
賢
や
袋
昌
斯
均
は
河
州
の
蕃
酋
で
あ
っ
た
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刊
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こ
と
か
ら
、
彼
ら
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
清
代
の
河
州
誌
に
よ
る
と
、
河
州
に
は
唐
の
初
建
に
な
る
蔦
害
時
寺
も
あ
り
、
お
そ
ら

く
嘗
時
は
と
も
に
蕃
信
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
民
園
時
代
、
青
海
省
に
存
在
す
る
寺
院
教
に
つ
い
て
、
前

(
作
〉

掲
、
周
振
鶴
の
青
海
で
は

「
青
海
全
省
共
に
寺
院
一
百
四
十
三
慮
あ
り
」
と
記
し
、
康
敷
鋸
は
青
海
記
(
中
園
方
志
叢
書
)
で
塔
爾
寺
を
は
じ
め

と
し
て
二
二
三
の
寺
院
を
録
し
て
い
る
。
宋
代
に
は
ど
の
く
ら
い
の
寺
院
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
纏
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

蕃
部
の
例
数

信
仰
と
、
そ
し
て
各
地
に
族
生
し
た
蕃
信
政
権
か
ら
推
量
す
る
と
、
蕃
部
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
何
ら
か
の
併
敬
建
造
物
が
附
属
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
そ
れ
ぞ
れ
に
柴
枯
盛
衰
を
経
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
か
に
は
郭
葬
寺
や
贋
仁
稗
院

の
よ
う
に
、
名
を
あ
ら
た
め
な
が
ら
も
現
在
に
至
る
ま
で
脈
々
と
そ
の
法
燈
を
俸
え
て
い
る
寺
院
も
あ
り
、

彼
ら
の
例
数
信
仰
の
歴
史
と
俸
統

を
物
語
る
に
充
分
で
あ
る
。

最
後
に
、
蕃
信
た
ち
の
日
常
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
贋
仁
稗
院
碑
以
外
に
は
逼
嘗
な
史
料
が

整
に
赴
い
て
止
ま
る
を
知
ら
ざ
る
が
如
し
。
ま
た
、

そ
の
貝
葉
傍
行
の
室
田
を
誘
え
る
や
、
保
偶
敵
舌
(
鐙
夷
の
言
語
の
意
〉
の
排
ず
る
べ
か
ら
ず
と
難
も
、

糧
を
褒
め
出
で
ず
。

そ
の
一音
は
浪
然
と
し
て
千
丈
の
水
の
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み
あ
た
ら
な
い
。
同
碑
に
は

ぅ
。
こ
れ
、

坐
静
と
日

そ
の
心
の
量
に
精
粋
に
し
て
理
を
識
る
者
の
無
か
ら
ん
や
。
但
だ
世
の
こ
れ
を
知
る
こ
と
の
莫
き
の
み
。
然
り
と
雄
も
、
そ

の
人
、
多
く
併
を
知
り
て
戒
を
知
ら
ず
。
故
に
妻
子
具
に
し
て
淫
殺
や
ま
ず
。
口
腹
縦
に
し
て
輩
酎
厭
わ
ず
。

秋
多
の
開
、

塵
室
の
中
に
安
坐
す
る
こ
と
有
り
。

い
わ
ゆ
る
紅
帽
涯
の
チ
ベ
ッ
ト
信
院
の
生
活
の
一
端
を
垣
間
み
る
思
い
が
す
る
。
な
お
、

葉
傍
行
」
の
チ
ベ
ッ
ト
経
典
の
用
紙
の
入
手
に
つ
い
て
、
宋
曾
要
吐
蕃
に
鬼
章
が
馬
十
三
疋
を
迭
り
寓
経
紙
を
宋
に
求
め
た
記
述
が
あ
る
。
供

と
記
し
、

ツ
オ
ン
カ
パ
に
よ
る
改
革
以
前
の
、

ー寸

貝

給
先
を
知
る
う
え
で
参
考
に
し
た
い
。
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宋
の
傍
数
利
用
政
策

河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
悌
数
信
仰
に
着
目
し
、
宋
が
こ
れ
を
利
用
し
て
蕃
部
の
経
営
を
有
利
に
導
こ
う
と
し
た
こ
と
は
け
だ
し
首
然
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
そ
の
方
法
は
大
別
す
る
と
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
蕃
部
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
蕃
信
に
照
準
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
蕃
部
全
韓
を
針
象
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
政
策
は
、
ほ
ぼ
前
後
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蕃
借
に

射
す
る
政
策
と
は
、
す
で
に
各
節
で
し
ば
し
ば
燭
れ
た
紫
衣
、
師
読
の
賜
興
が
そ
の
お
も
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
周

過
の
他
の
民
族
と
の
比
較
を
逼
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

長
編
、
宋
舎
要
等
基
本
史
料
を
瞥
見
し
て
も
、
甘
州
回
鵠
、
瓜
沙
州
、

議
五
、

西
南
蟹
等
の
各
政
権
に
閲
し
て
は
、
紫
衣
の
賜
奥
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
二
、
三
回
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
劉
し
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
に
閥

し
て
は
、
蕃
備
に
興
え
た
紫
衣
関
係
の
記
事
が
二
二
回
を
数
え
る
。
こ
の
こ
と
は
宋
が
他
の
民
族
に
比
較
し
て
、

西
夏
牽
制
の
必
要
性
か
ら
、
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河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
と
の
開
係
を
重
視
し
て
い
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
紫
衣
、
師
読
の
賜
興
が
他
の
民
族
の
場
合
の
よ
う
に
儀
躍
的
、
名

器
的
な
も
の
で
は
な
く
、
蕃
借
の
政
治
的
な
役
割
を
宋
が
充
分
に
評
債
し
て
い
た
誼
擦
で
も
あ
る
。
重
複
を
い
と
わ
ず
、
以
下
、
順
次
そ
の
事

三
名
の
僧
侶
が
紫
方
砲
を
賜
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
も
す
で
に
、
政
権
に
密
着
し
た
借
侶
の
活
動
が
み
て
と
れ
る
。
そ
し
て
鳴
厨
曜
を
擁
し
た
宗
寄
域
政
権
が
成
立
す
る
こ
ろ
か
ら
、

紫
衣
、
師
挽
の
賜
興
も
数
を
増
し
、
そ
の
内
容
も
よ
り
蕃
借
の
政
治
的
な
役
割
に
鷹
ず
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
大
中
群
符
八
年
に

西
涼
府
時
代
は
斯
鐸
督
政
権
の
も
と
で
三
回
、

例
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
第
二
簡
で
も
述
べ
た
が
、

湿
原
界
の
「
掌
事
」
蕃
信
哩
碩
琳
布
斉
ら
四
人
が
紫
方
砲
と
師
読
を
賜
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
こ
れ
な
ど
は

西
涼
府
政
権
に
も
、
宗
寄
域
政
権
に
も
属
さ
な
い
第
三
の
勢
力
と
し
て
の
湿
原
界
蕃
部
に
曹
薄
が
着
目
し
、
統
卒
者
で
あ
る
蕃
借
に
紫
衣、

師

践
を
賜
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
質
上
、
宋
に
順
う
蕃
借
政
権
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
を
一
意
味
し
て
い
る
。
天
幅
三
年
の
秦
州
永
寧
案
の
蕃

借
や
、
翌
四
年
の
秦
州
蕃
借
奔
布
璃
捌
幹
に
射
す
る
紫
衣
の
賜
興
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
曹
環
に
よ
る
同
じ
政
策
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
よ
り
お
よ
そ
二

O
年
後
に
相
つ
い
で
行
な
わ
れ
た
事
例
は
多
少
性
格
の
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
司
馬
光



の
深
水
紀
聞
巻
十
二
賓
元
二
年
四
月
の
僚
に
、

警
亥
、
植
密
院
奏
す
ら
く
、
鳴
斯
曜
の
前
妻
は
尼
と
な
る
。
す
で
に
二
子
あ
り
。
今
、
再
び
喬
氏
の
女
を
要
り
妻
と
な
す
。
詔
し
て
鳴
厩

曜
の
前
妻
に
紫
衣
、
師
挽
お
よ
び
法
名
を
賜
う
。
今
妻
に
は
邑
挽
を
賜
う
。

二
子
は
並
び
に
圏
練
使
に
除
す
。

と
あ
る
。
明
斯
曜
の
前
妻
と
は
李
遣
の
女
で
あ
り
、
謄
曹
、

磨
理
角
の
母
の
こ
と
で
あ
る
。
前
妻
が
尼
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
や
、
鴫
斯
曜
父
子

(

花

)

の
樹
立
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
し
く
燭
れ
た
が
、
寅
は
こ
の
賜
興
、
授
宮
の
前
に
、
西
夏
と
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
は
前
後
五
次
、
七
年
に
お

(

乃

)

よ
ぶ
大
戦
争
を
行
な
い
、
噛
斯
曜
側
は
大
敗
北
を
喫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
噛
斯
曜
と
二
子
を
和
解
さ
せ
、
西
夏
に
劃
す
る
牽
制
勢
力
の
再
建

を
め
ざ
す
宋
に
と
っ
て
、
前
妻
に
劃
す
る
紫
衣
、
師
践
の
み
な
ら
ず
法
名
の
賜
輿
は
、
ま
さ
に
蕃
部
の
併
敬
信
仰
に
訴
え
る
切
り
札
と
し
て
用

(

加

)

意
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
直
接
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
と
は
関
係
な
い
が
、
麟
府
州
の
借
道
に
興
え
た
紫
衣
、
師
競
や
、

翌
二
年
、
滑

〈
目
白
〉

州
睦
咽
山
の
償
法
淳
ら
が
蕃
漢
老
幼
を
守
っ
た
功
に
よ
り
紫
衣
、
師
競
を
賜
っ
た
こ
と
も
、
西
夏
の
侵
攻
に
劉
麿
す
る
宋
の
方
策
で
あ
っ
た
。

こ
れ
以
後
の
紫
衣
、
師
読
に
閲
し
て
は
第
四
簡
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
か
な
り
政
治
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
蕃
借
が
劉
象

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
に
劃
す
る
紫
衣
、
師
挽
の
賜
輿
は
他
の
周
謹
民
族
に
劃
す
る
よ
う
に
皐
に
儀
嘩
的
な
も
の
で
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は
な
く
、
そ
の
時
々
の
情
勢
に
謄
じ
、

か
な
り
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

注
目
す
べ
き

こ
と
は
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
側
で
も
、

宋
か
ら
輿
え
ら
れ
る
紫
衣
、
師
競
を
、
軍
に
名
血
管
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
質

際
上
の
地
位
の
象
徴
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
誼
明
す
る
の
が
、
時
明
斯
曜
の
も
と
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
。
宋
曾
要

崎
明
厨
曜
嘉
結
八
年
の
僚
に
、

八
月
十
五
日
、
秦
鳳
路
経
略
司
言
う
、

「
西
蕃
晩
斯
曜
の
蕃
信
馬
取
遁
斯
鶏
死
す
。
姪
に
蕃
信
信
結
巴
あ
り
、
紫
衣
を
承
製
せ
し
め
ん
」

と
。
こ
れ
に
従
う
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
族
に
よ
る
信
院
長
の
縫
承
を
一意
味
す
る
記
事
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
宋
か
ら
興
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え
ら
れ
た
紫
衣
が
承
製
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
俳
数
勢
力
の
も
と
で
は
、
こ
の
よ
う
に
紫
衣
が
宋
の
企
園
以
上
の
債
値
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を
護
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
外
に
も
、
悌
数
勢
力
が
宋
に
依
存
す
る
面
は
一意一
外
と
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
王

留
に
よ
る
一
連
の
照
河
経
略
の
な
か
で
、
信
智
縁
の
招
撫
に
臨
応
じ
た
結
果
叱
璃
に
闘
し
、
長
編
巻
二
三

O
照
寧
五
年
二
月
の
僚
に
、

甲
子
、
信
智
縁
お
よ
び
結
斡
恰
商
、
戒
院
を
置
き
、

お
よ
び
茶
繰
を
闘
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
併
敬
の
本
質
に
大
き
く
関
係
す
る
戒
院
の
設
置
を
宋
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
長
編
巻
二
三
七
同
年
八
月
の
僚

庚
辰
、
王
詔
(
中
略
〉
ま
た
奏
す
ら
く
、
「
度
信
牒
五
百
を
乞
い
、
給
し
て
蕃
信
に
勾
嘗
せ
ん
」
と
。
並
び
に
こ
れ
に
従
う。

と
あ
る
。
王
簡
は
蕃
信
用
に
度
倫
牒
五
百
を
要
求
し
て
い
る
。
宋
代
は
紫
衣
、
師
読
の
制
同
様
に
度
信
牒
が
財
源
確
保
の
一
手
段
と
し
て
さ
か

ん
に
使
わ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
蕃
借
に
射
し
て
は
政
治
的
、

宗
数
的
必
然
性
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
な
く
、
こ
れ
は
蕃
惜
の
な
か
に
も
宋
の
勢
力
圏
に
身
を
お
き
、
地
位
の
安
泰
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
が
ふ
え
て
き
た
こ
と
へ
の
封
謄
で

(
的
山
〉

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
宋
の
経
略
が
徹
底
し
て
行
な
わ
れ
た
地
域
で
は
、
併
数
勢
力
が
こ
の
よ
う
に
宋
に
と
り
こ
ま
れ
る
現
象
が
お
こ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

よ
り
本
質
的
に
は
、
吐
蕃
王
園
が
滅
亡
し
、

チ
ベ

ッ
ト
全
土
に
通
ず
る
統

一
的
、
宗
致
的
擢
威
が
確
立
さ
れ
て
い
な
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か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
朕
況
を
ひ
き
お
こ
す
原
因
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
衰
退
と
王
留
の
照
河
経
略
の
成
功
は
、
宋
に
と

っ
て
宗
教
政
策
に
閲
し
て
も
さ
ら
に
積
極
的
な
封
躍
を
と

つ
ま
り
従
来
は
、
西
夏
の
牽
制
勢
力
を
確
保
す
る
目
的
で
蕃
信
政
権
な
ど
、
政
治
勢
力
に
照
準
を
あ
わ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
全
瞳
が
衰
退
し
、
そ
の
役
割
を
に
な
え
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
、
宋
は
蕃
部
全
瞳
を
劃
象
に
し

た
併
数
政
策
に
よ
り
、
そ
の
内
包
化
を
企
画
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
寺
院
の
建
立
に
よ
っ
て
、
河
西
チ
ベ
ッ

ト
族
の
宗
教

的
懐
柔
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
長
編
巻
二
三
九
照
寧
五
年
多
十
月
甲
申
の
僚
に
、

秦
鳳
路
縁
遁
安
撫
司
に
銭
一
高
絹
を
賜
う
。
銀
挑
軍
に
信
寺
を
建
て
、
大
威
徳
稗
院
を
以
て
額
と
な
す
。

と
あ
る
。
宋
は
照
河
経
略
の
擦
黙
鎮
挑
軍
(
県
州
)
に
、

ま
ず
最
初
の
寺
院
の
建
立
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
長
編
二
四
七
翌
六
年
十



月
戊
寅
の
僚
に
、

ま
た
詔
し
て
、
照
州
大
威
徳
、
河
州
徳
康
稗
院
に
歳
に
各
々
銭
五
十
寓
を
賜
い
、
道
場
を
設
け
漢
蕃
陣
亡
の
人
の
た
め
に
一
帽
を
管
ま
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
河
州
に
も
徳
慶
稗
院
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寺
院
の
建
立
は
漢
蕃
陣
亡
の
人
々
の
菩
提
を
弔
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
蕃
部
の
懐
柔
と
漢
蕃
の
融
和
を
め
ざ
す
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
河
州
方
面
に
閲
し

て
は
鞍
闘
の
激
し
さ
を
反
映
し
て
か
、
こ
の
ほ
か
に
も
二
つ
の
寺
院
の
建
立
が
行
な
わ
れ
た
。
長
編
巻
二
五
三
同
七
年
五
月
辛
丑
の
僚
に
、

田
川
河
路
走
馬
承
受
長
孫
良
臣
を
遣
わ
し
照
州
に
往
か
し
め
、
踏
白
域
陣
亡
賂
士
の
た
め
に
浮
園
道
場
を
作
ら
し
む
。
七
重
夜
河
州
に
命
じ

て
暴
骸
を
牧
痩
せ
し
む
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
長
編
二
八
九
元
豊
元
年
四
月
甲
子
の
篠
に
、

河
州
請
う
、
「
城
の
東
北
隅
、
附
山
不
食
の
地
二
頃
を
以
て
墓
園
を
作
り
蕃
漢
陣
亡
の
暴
骸
を
窪
め
、
す
で
に
信
を
揮
び
修
葺
を
看
管
せ

二
年
に
信
一
人
を
度
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
」
こ
れ
に
従
う
。
伺
っ
て
慈
済
を
以
て
額
と

し
む
。
院
額
を
賜
る
こ
と
太
原
府
の
例
に
依
り
、
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な
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
前
掲
の
河
州
誌
な
ど
地
方
誌
を
閲
し
て
も
一
該
嘗
す
る
寺
院
が
見
嘗
ら
ず
、
い
ず
れ
も
そ
の
後
の
饗
蓮
が
不
明
で
あ

る
。
こ
れ
に
封
し
、
同
じ
こ
ろ
眠
州
に
建
立
さ
れ
た
廉
仁
梓
院
が
、
民
園
時
代
に
な
っ
て
も
慶
一
幅
寺
と
い
う
名
で
連
綿
と
法
燈
が
守
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
前
述
し
た
逼
り
で
あ
る
。
前
掲
康
仁
輝
院
碑
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
同
寺
建
立
の
由
来
を
記
し
て
、

王
師
既
に
西
彊
を
開
く
や
郡
蘇
み
な
復
し
、
名
山
大
川
悉
く
封
内
に
在
り
。
惟
に
是
れ
人
物
の
未
亡
駅
な
ら
ざ
れ
ば
繁
庶
せ
し
む
る
所
以

の
理
を
思
い
、
風
俗
の
未
だ
復
さ
さ
れ
ば
襲
草
す
る
所
以
の
道
を
求
む
。
詩
書
躍
祭
の
外
、
蓋
し
傍
氏
の
道
、
大
な
る
も
の
あ
り
。
乃
ち

数
州
に
救
し
み
な
併
寺
を
建
つ
。
眠
州
の
寺
、
康
仁
稗
院
と
臼
う
。
是
に
於
て
守
臣
は
こ
れ
が
力
と
な
り
、
哲
借
は
こ
れ
が
幹
と
な
り
、

信
豪
は
こ
れ
が
助
け
と
な
る
。
累
歳
を
経
歴
す
る
と
雄
も
、
而
し
て
数
百
匡
の
盛
、
一
豆
に
し
て
就
す
る
が
若
し
。
初
め
前
守
科
侯
、
爽

場
の
地
を
川
の
西
南
に
度
り
、
山
を
背
に
し
川
に
面
し
、
以
て
数
百
匿
の
慶
を
容
る
べ
き
を
規
り
、
お
も
え
ら
く

「
是
の
如
く
宏
大
に
あ

137 
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ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
併
字
の
辱
を
稽
す
る
に
足
ら
ず
」
と
。
今
守
張
侯
謂
え
ら
く
、
「
経
営
の
既
に
久
し
く
し
て
勤
者
の
有
惰
を
恐
る
」
と
。

日
に
戒
を
加
え
促
し
て
そ
の
成
功
を
底
す
。
初
め
眠
州
の
復
す
る
や
、
詔
し
て
、

秦
州
長
道
、
大
浬
二
懸
を
以
て
こ
れ
に
隷
せ
し
む
。
長

道
に
信
あ
り
、
海
淵
と
臼
い
漢
源
の
同
{
円
谷
に
居
す
。
そ
の
道
は
一
方
に
信
じ
ら
れ
、
遠
近
婦
慕
す
る
者
衆
し
。

州
乃
ち
海
淵
を
迎
え、

以

て
そ
の
事
を
主
ら
し
む
。
そ
の
遁
は
身
を
勤
め
、
以
て
下
を
率
い
人
を
愛
し
て
物
に
お
よ
ぶ
。
始
め
て
至
れ
ば
す
な
わ
ち
そ
の
力
の
お
よ

ぶ
所
を
程
り
、

必
ず
力
を
し
て
そ
の
事
に
勝
え
事
を
し
て
そ
の
日
に
足
ら
し
む
。

ま
た
薬
病
呪
水
の
術
あ
り、

老
幼
争
い
て
趨
き
、
或

も
の
は
車
を
以
て
致
し
、
或
も
の
は
馬
を
以
て
駄
し
、
健
者
は
す
な
わ
ち
扶
持
し
て
至
る
。
人
大
い
に
鋳
信
す
e

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

漢
入
信
海
淵
の
活
躍
で
あ
る
。
宋
は
た
だ
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
併
数
信
仰
に
迎
合
し
て
寺
院
の
建
立

を
行
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
漢
人
倫
侶
の
宗
教
的
権
威
を
最
大
限
に
演
出
し
て
蕃
部
の
信
仰
心
を
獲
得
し
、

宗
乱
紙
面
か
ら
の
蕃
部
の
熟
戸
化

を
は
か
つ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
照
州
の
大
威
徳
開
院
も
河
州
の
徳
贋
碑
院
も
、
こ
の
眠
州
の
贋
仁
稗
院
と
同
じ
よ
う
な
規
模
と、

そ
し
て
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
宋
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
寺
院
の
建
立
は
王
酪
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
照
河
経
略
の
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董
龍
黙
晴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

七

お

わ

り

古
代
吐
蕃
王
園
が
滅
亡
し
て
か
ら
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
政
権
が
誕
生
す
る
ま
で
の
問
、
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
は
不
明
の
貼
が
多
い
。
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
、
中
央
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
は
遁
境
に
位
置
す
る
ア
ム
ド
地
方
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
、
吐
蕃
王
園
の
末
萄
瞬
間剛
曜
を
組
と
す
る
河
西
チ
ベ
ッ

ト
族
が
、

ほ
ぼ
一
世
紀
、
宋
、

西
夏
の
間
に
あ
っ
て
史
上
に
特
異
な
光
吉
を
放
ち
、
そ
し
て
消
え
て
い
っ
た
。
彼
ら
の
歴
史
は
併
数
的
色
彩
に

そ
し
て
そ
の
後
継
者
た
ち
も
例
数
に
深
く
蹄
依
し
て
い
た
。
彼
ら
の
居
城
青
唐
城
は
さ
な
が
ら
宗
教

都
市
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
信
侶
は
常
に
政
権
内
部
で
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
た
だ
の
宗
数
人
で
は
な
く
、
政
擢
運
営
の

一
翼
を
に

強
く
い
ろ
ど
ら
れ
て
い
た
。
鳴
厭
曜
も
、

な
っ
て
い
た
。



し
か
し
、
信
仰
は
支
配
階
紐
の
特
擢
で
は
な
か
っ
た
。
人
々
は
部
落
ご
と
に
本
傘
を
持
ち
、
僧
侶
を
あ
っ
く
敬
ま
っ
て
い
た
。

寺
院
は
蕃
酋

に
と
っ
て
地
域
支
配
の
要
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
鳴
廟
曜
と
そ
の
後
繕
者
た
ち
の
政
権
が
、

宋
、
西
夏
の
匪
力
に
よ
り
衰
退
し

て
ゆ
く
一
方
で
、
各
地
の
蕃
曾
は
み
ず
か
ら
も
信
服
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
。
無
政
府
扶
態
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蕃
部
を
支
配
す
る
た

め
に
は
権
力
の
集
中
護
揮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
政
数
雨
擢
力
を
有
す
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
蕃
信
政
権
が
、
各
地
に
多
数
誕
生
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
後
年
の
寺
院
勢
力
を
中
心
と
す
る
併
数
王
園
チ
ベ
ッ
ト
の
先
騒
を
、
こ
の
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
な
か
に
、
確
貫
に
み

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

註(
l〉
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康
敷
鎗
『
青
海
記
』
(
中
園
方
志
叢
書
)
の
古
蹟
に
、

塔
爾
寺

城
の
南
五
十
里
の
山
林
中
に
在
り
。
青
海
最
大
に
し
て
最

も
有
名
の
寺
な
り
。
黄
数
の
始
祖
宗
略
巴
の
そ
の
地
に
降
生
す
る
に

よ
り
、
故
に
例
数
徒
み
な
こ
れ
を
重
視
す
。

と
あ
る
。

(
2
〉
宋
史
各
四
九
二
列
俸
第
二
百
五
十
一
外
園
八
吐
蕃
(
以
下
、

宋
史
吐

蕃
俸
と
略
構
)
。
な
お
、
本
論
文
の
人
名
表
記
は
宋
史
に
従
っ
た
。

(

3

)

西
国
籍
雄
「
西
夏
の
併
数
に
つ
い
て
」
『
南
都
傍
数
』
一
一
一
一
鋭
、
一

九
六
九
年
。
西
田
氏
は
同
論
文
で
経
典
の
翻
誇
は
漢
詩
だ
け
で
は
な

く
、
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
誇
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
地
理
的
、
時
間

的
関
係
か
ら
い
っ
て
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
の
傍
教
が
直
接
、
西
夏
に
達

し
て
い
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

(
4
〉

拙
稿

「
西
涼
府
滞
緩
支
政
権
始
末
考
(
以
下
、
西
涼
府
潜
羅
支
と
略

稽
〉
」
『
東
方
周
干
』
第
四
十
七
韓
。

(
5
〉
宋
曾
要
輯
稿
方
域
一
一
一
西
涼
府
〈
以
下
、
宋
曾
要
西
涼
府
と
略
稽
〉

も
ほ
ぼ
同
文
を
掲
載
す
る
。

(
6
〉
同
右
。

(

7

)

前
田
正
名
『
河
西
の
歴
史
地
理
皐
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

四
年
、
五
三
九
頁
。
た
だ
し
著
者
の
論
旨
に
は
従
い
が
た
い
。

(
8
〉
土
肥
義
和

「
V
勝
義
軍
ハ
唐
後
期
・

五
代
・
宋
初
〉
時
代
」
第
四
節
、

錆
義
憲
と
敦
煙
傍
数
数
園
、

『
講
座
敦
埋
2

敦
爆
の
歴
史
』
大
東
出

版
社
、
一
九
八

O
年
、
一
一
六
一
頁
。

(
9
〉
拙
稿
「
西
涼
府
潜
羅
支
」
二
八
頁
。

(

ω

)

『銭
橋
金
石
政
』
巻
四
西
夏
に
「
皆
慶
寺
感
通
塔
碑
」
と
し
て
、

右
碑
は
涼
州
大
雲
寺
に
在
り
。
西
夏
崇
宗
天
砧
民
安
五
年
立
つ
。

と
あ
る
。
金
石
績
編
袋
二

O
、
八
理
室
金
石
補
正
巻
二
一
一
一
等
に
銘
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
西
田
氏
前
掲
論
文
に
日
本
語
誇
が
あ

ヲ
令
。

〈
日
)
張
之
淡
、
張
沼
美
等
撲
、
乾
隆
十
四
年
序
刊
本
。

〈
ロ
)
張
維
撰
『
隣
右
金
石
録
』
民
園
二
七
年
、
巻
二
の
末
尾
に、

-139ー
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大
雲
寺
古
鐙
武
威
東
城
に
在
り
、
今
に
存
す
。

と
し
、
養
索
堂
詩
集
自
注
、
新
通
志
稿
を
引
用
し
、
そ
の
由
来
、
形
駄

を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
代
に
関
し
て
は
、
「
按
ず
る
に
、
此
の
鐙

の
時
代
は
傍
聞
各
々
異
な
る
。
而
し
て
そ
の
形
朕
甚
だ
古
撲
。
停
閲
す

る
所
は
五
代
を
以
て
最
近
と
な
す
。
因
て
此
に
附
す
」
と
述
べ
て
い

る。

(
日
)
宋
史
吐
蕃
停
、
宋
舎
要
務
稿
蕃
夷
七
歴
代
朝
貢
、
繍
資
治
通
鐙
長
編

〈
以
下
、
長
編
と
略
期
間
〉
巻
七
六
、
ほ
ぼ
同
文
。

〈U
H
)

塚
本
善
隆

「
宋
の
財
政
難
と
例
数
」
『
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史

論
叢
』
弘
文
堂
、
一
九
一一一

一
年
、
曾
我
部
静
雄

「
宋
代
の
度
牒
雑
考
」

『
史
畢
雑
誌
』
四

一
編
第
五
抗
、

一
九
三

O
年
、
等
参
照
。

(
日
)
厩
鐸
督
政
権
の
確
立
に
は
六
谷
蕃
部
の
協
力
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は

拙
稿
「
西
涼
府
潜
羅
支
」

三
八
頁
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
防
鐸
督
以

降
、
信
侶
の
活
動
が
め
だ
っ
と
こ
ろ
か
ら
、
政
権
樹
立
に
は
僧
侶
も
ひ

と
役
買
っ

て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

(
阻
む
同
右
拙
稿
、
一
一
一
六
頁
参
照
。

(
ロ
)
山
口
瑞
鳳
「
W
吐
蕃
支
配
時
代
」

第
三
節
、
敦
燈
の
併
数
界
、
『
諮

座
敦
煙
2

敦
拍
屈の
歴
史』
、
土
肥
前
掲
論
文
参
照
。

(
時
)
山
口
前
掲
論
文
、
二

O
三
頁
。

(
閉
山
〉
同
右
、
二
二
七
頁
。

(
却
〉
同
右
、
二
二
八
頁
。

(
幻
)
沖
本
克
巳
「
サ
ム
イ
ェ

l
の
宗
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

『
東
洋
摩
術

研
究
』
第
一
一
一
巻
第
二
鋭
、

一
九
八
二
年
、
四
七
頁
。

(
幻
〉
河
・
〉
・
ス
タ
ン
者
、
山
口
瑞
鳳
・
定
方
歳
誇
『
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
』

岩
波
書
広
、

一
九
七
一
年
、

六
三
頁
。

(幻〉

土
肥
前
掲
論
文
、
二
六
一
、
二
頁。

(
鈍
〉
拙
稿
「
宗
豆
町
城
晩
厩
嘱
政
権
の
性
格
と
企
図
(
以
下
、
性
格
と
企
図

と
略
稽
)
」
『
中
央
大
皐
ア
ジ
ア
史
研
究
』

第
二
鋭
、
一
九
七
八
年
、
四

頁
以
降
。

(
お
)
同
右
、
第
三
節
参
照
。

(
お
)
同
右
。

(
幻
〉
同
右
、
二
六
頁
、
註
一

八
参
照
。

(
勾
〉
大
師
鋭
は
、
河
西
チ
ベ
ッ
ト
族
に
闘
し
で
も
わ
ず
か
三
回
だ
け
し
か

輿
え
ら
れ
て
い
な
い
。

(
却
)
拙
稿
「
性
格
と
企
園
」
第
二
節
参
照
。

〈ぬ〉

榎
一
雄

「王
師聞
の
照
河
経
略
に
就
い
て」

『
蒙
古
摩
報
』
第

一一抗
、

一
九
四

O
年
、
九
一

一良
、
拙
稿
「
西
涼
府
政
権
の
滅
亡
と
宗
豆
町
族
の
設

展
〈
以
下
、
宗
奇
族
の
設
展
と
略
稽
)
」
『
鈴
木
俊
先
生
古
稀
記
念
東
洋

史
論
叢
』

山
川
出
版
社
、
一

九
七
五
年
、
八
八
頁
、
註
(
犯
)
参
照
。
榎

博
士
の
見
解
が
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
文
法
に
関
し
て
は
未

解
決
の
問
題
が
多
い
。

(
出
)
拙
稿
「
性
格
と
企
図
」
一

O
頁。

(
M
M

〉
同
右
、
一
二
頁
。

(お
〉

拙
稿

「
宗
寄
族
の
渡
展
」
第
四
節
、
「
性
格
と
企
園
」
第
一
節
、
参

照。

(
鈍
)

国
・
〉
・
注目
nrro
の
、
『
間
切
刷
、『〉
Z
a
M
W
Z
O
F同ω

Z

U
Hの
吋
H
0・

Z
〉岡山
J

へ
で
は
H

・
勺
ロ
ロ
ロ
0

・
N
-

回
目
。
同
切
ロ
門
戸
L
F
P

印
刷
巳
口
同
と
あ

る
。

(
お
)

『
安
田
皐
園
研
究
紀
要
』
二
五
、

一
九
八
五
年
。

(
お
)
山
口
瑞
鳳
「
吐
蕃
の
園
競
と
羊
同
の
位
置
|
|
附
図
俸
と
大
・
小
羊

-140ー



141 

同
の
研
究
|
|
」
『
東
洋
皐
報
』
第
五
八
巻
三
・
四
合
併
続
、
一
九
七

七
年
、
九
五
頁
、
補
註
五
参
照
。
同
論
文
は
同
氏
『
吐
蕃
王
園
成
立
史

研
究
』
岩
波
書
后
、
一
九
八
三
年
に
、
第
一
篇
第
六
章
と
し
て
再
録
さ

れ
て
い
る
。

(
幻
)

H

N

・
〉
・
ス
タ
ン
前
掲
室
田
、
一
四

O
頁。

(
お
)
拙
稿
「
性
格
と
企
園
」
六
頁
。

(
鈎
〉
『
史
皐
雑
誌
』
第
八
八
編
第
五
続
、
回
顧
と
展
望
、
一
九
七
九
年
、

二
五
九
頁
。
邸
成
の
語
は
本
論
文
中
に
も
し
ば
し
ば
人
名
に
附
随
し
て

使
わ
れ
て
お
り
、
稽
貌
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
。

(
机
叫
)
拙
稿
「
性
格
と
企
圃
」
二
四
頁
。

(
H
U
)

拙
稿
「
西
夏
建
園
と
宗
寄
族
の
動
向
(
以
下
、
宗
寄
族
の
動
向
と
略

稀
)
」
『
中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
今
年
東
洋
史
論
叢
』
刀
水
書
房
、

一
九

八
六
年
、

一
O
八
頁
。

(
必
)
宋
禽
要
嶋
一
断
嘱
皇
一
路
五
年
十
二
月
の
僚
に
、
磨
沓
角
に
射
す
る
賜
奥

を
記
し
た
な
か
で
「
蕃
官
李
邸
成
」
と
い
う
人
物
が
注
目
さ
れ
る
。
お

そ
ら
く
彼
は
磨
彊
角
母
子
を
宗
寄
城
に
招
聴
し
た
李
巴
泌
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
邸
成
の
タ
イ
ト
ル
は
李
氏
に
縫
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
記
事
で
あ
る
。

(
必
〉
拙
稿
「
性
格
と
企
園
」
五
頁
。

(
H
H
)

拙
稿
「
宗
寄
族
の
動
向
」
第
二
節
。

(
必
〉
深
水
紀
開
巻
十
二
に
「
滋
州
(
川
〉
首
領
時
明
斯
羅
に
三
子
あ
り
。
摩

副
刷
、
犠
齢
、
董
同
国
と
日
ぅ
。
董
磁
尤
も
築
黙
に
し
て
二
兄
を
殺
し
、
而

し
て
そ
の
衆
を
弁
す
。
」
と
記
し
て
い
る
。

(
日
明
)
宋
史
吐
蕃
俸
に
従
う
。

ハ
円
引
)
長
編
巻
一
八
七
嘉
祐
三
年
五
月
壬
午
の
篠
参
照
。

〈
品
切
〉
長
編
巻

一
九
七
嘉
一
路
七
年
八
月
美
釆
の
燦
参
照
。

(
品
目
)
榎
前
掲
論
文
。

(
印
)
同
右
、
一
一

O
頁
以
降
参
照
。

(
日
)
同
右
。

(
臼
)
同
右
、
一
一
六
頁
以
降
参
照
。

(
臼
)
宋
史
巻
四
六
回
列
停
第
一
一
二
三
官
間
選
裕
俸
に
従
う
。

(
臼
〉
榎
前
掲
論
文
一
四
二
頁
参
照
。

〈
臼
)
同
右
。

(
回
)
劉
運
新
修
、
民
園
八
年
鉛
印
本
(
中
園
方
志
叢
書
、
西
部
地
方
第
二

四
挽
〉
。

(mω

〉
楊
態
瑠
撰
『
西
留
守
府
新
志
』
乾
隆

一
二
年
序
刊
本
、
巻
一
五
洞
杷
志

寺
相
酬
に
も
ほ
ぼ
同
文
を
載
せ
る
。

(
回
〉
長
編
各
二
七
七
隈
寧
九
年
九
月
壬
申
の
燦
。

(
印
〉
長
編
単
位
三
四
九
元
盟
七
年
十
月
葵
巳
の
僚
。

(
印
〉
本
論
文
中
に
引
用
す
る
背
唐
録
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
宋
代
青
唐
族

に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
」
『
中
央
大
皐
大
皐
院
論
究
』
第
五
続
、
一

九
七
三
年
、
の
な
か
に
記
載
し
た
校
勘
文
に
よ
る
。

(
臼
〉
ス
タ
ン
前
掲
書
一
四
三
頁
。

(
臼
)
宋
史
毎
回
六
二
列
俸
第
二
一
二
智
縁
俸
に
は
彼
を
「
経
略
大
師
」
と

稽
し
た
と
し
、
三
朝
名
臣
言
行
録
沼
租
爵
の
項
に
は

「
安
撫
大
師
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

(
臼
〉
複
前
掲
論
文
一
一
一
一
頁
。

(
臼
〉
『
東
洋
皐
報
』
第
四
六
巻
第
四
鋭
、

文
中
に
頁
数
で
示
し
た
。

(
臼
)
同
右
、
七
二
頁
、
註
二
三
。
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一
九
六
四
年
。
な
お
引
用
は
本
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(
伺
)
周
振
鶴
著
、
(
史
地
小
叢
書
)
、
一
商
務
印
書
館
、
民
園
二
七
年
。

(
切
)
同
右
、
一
八
一
頁
以
降
。

(
伺
〉
周
希
武
著
、
商
務
印
書
館
、
民
園
九
年。

(
伺
〉
山
口
瑞
鳳
「
チ
ベ
ッ
ト
併
数
史
略
設
」
、
「
カ
ダ
ム
波
の
典
籍
と
数

義
」
『
東
洋
皐
術
研
究
』
第
一
一
一
各
第
二
続
、
一
九
八
二
年
、

参
照
。

(
叩
〉
ス
タ
ン
前
掲
書
、
六
六
頁
。

(

η

)

隣
右
金
石
録
各
三
、
宋
上
。

(
η
)
長
編
径
二
二
六
照
寧
四
年
八
月
辛
酉
の
係
。

ハ
η
)
長
編
各
五
一
一
元
符
二
年
六
月
の
傑
末
尾。

(
日
〉
長
編
巻
五
二
ハ
元
符
二
年
間
九
月
辛
卯
の
僚
、
宋
曾
要
吐
蕃
同
年
係
。

(
お
〉
宋
曾
要
吐
蕃
建
中
靖
園
元
年
の
脇
陣
。

(
町
内
)
郭
朝
佐
、
王
全
臣
等
撲
、
康
照
四
六
年
刊
本
。

(η
〉

同
書
、
一
七
五
頁
。

(
九
)
拙
稿
「
宗
寄
族
の
動
向
」
一

O
五
頁
。

(
乃
〉
同
右
、
第
三
節
。

〈
加
)

長
編
巻

二
ニ
四
慶
暦
一
冗
年
十

一
月
戊
申
の
係
。

(
飢
)
長
編
巻

二
二
八
慶
暦
二
年
十
二
月
乙
巳
の
様
。

(
位
)
王
抑
闘
が
度
借
牒
を
要
求
し
て
か
ら
一
一
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長

縄
各
五
二
ハ
元
符
二
年
間
九
月
庚
辰
の
僚
に
、

照
河
奏
す
ら
く
、
「
空
名
宣
劉
各
々

一
百
五
十
、

紫
衣
師
挽
牒
一
百

を
降
し
、
以
て
新
売
を
待
た
ん
こ
と
を
乞
う
」
と
。
こ
れ
に
従
う。

と
あ
り
、
北
宋
末
期
に
至
つ
で
も
こ
の
政
策
が
遜
守
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
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to trust more safely in the latter,because inscriptions being messages to

their contemporaries, kings could not indulge in any ｅχaggeration｡

　　

Asoka, however fanatic he may sometimes seem to have been, was,

so to speak, ａ sincere apostle of ａ new religion. Saka princes or satraps

were more selfish,because they dedicated shrines or caves mainly to

make sure　their own　and their relatives' happiness.　　But early Saka

princes, Patika and Sudasa, for example, were more pious than later

princes, because, as the copper plate inscription of Patika, which was

destined to be hidden in the stupa, and the Mathura Lion Capital inscrip-

tion of Sudasa which was also destined to be concealed under the archit-

rave, show, they had no intention of propagandism: they believed in the

world of gods Cbuddhas}. Usavadata, on the other hand, was a frank

politician.To him, the Buddhist caves were only media of propaganda of

his exploits. In the inscriptions on the wall of the verandah of ａ Bud-

dhist cave, he boasted of many offerings done for brahmans:he might

not have been satisfied,if his inscription could not have been read by

visitors. Indian kings after him seem. to have followed his example.

TIBETANS AND BUDDHISM IN WESTERN

　

CHINA DURING THE SONG DYNASTY

IWASAKI Tsutomu

　　

During the Northern Song, the term “Tufan” 吐蕃referred to Ti-

betans living in western China. These Tibetans accepted as their king

a descendant of the ancient Tufan kingdo㎡ｓ royal family, whose name,

Rgyal sras晩斯W, originally meant “son of the Buddha.”For about ａ

century, he and his successors controlled the Amdo region. The Song

had assigned them the responsibilityof serving as ａ check on the χixia

西夏, but as the χiχiabecame more powerful, Tuf an su丘ered from internal

politicaldivisions and grew weaker.

　　

Buddhism profoundly colored the history of western China's Tibetans.

Their leaders had ａ deep faith in the religion, and monasteries丑ourished

in Rgyal sras's capital of Qingtangcheng 青唐城(the modern Xining
西
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寧), which was an important religious center. The government revered

monks and even placed Buddhist images in ｏ伍cialbuildings. Buddhism

also flourished among the common people, and Buddhist images were to

be found in every village. As the politicalstrength of Rgyal sras's sue-

cessors steadily declined, monks came to power in the various regions.

In the absence of central authority, tribal chieftain'sbecame monks to

maintain. their position by grasping both politicaland religious authority.

To win over these tonsured chieftains,the Song bestowed on them the

purple robe, the titleof master 師胱ｏｒordination certificates.They even

established monasteries.　In these ways, the Song attempted to use re-

ligion to control the Tibetan peoples of western China. Moreover, the

politicalposition of monks among these Tibetan peoples in the eleventh

century became ａ model for Tibet's later Buddhist Kingdom.

- ５


