
上
述
の
事
項
を
統

一
し
て
考
察
す
れ
ば
明
川
続
は
明
白
に
二
の
階
に
区
分
す
る
h
由

る
.
即
ち
坪
六
階
成
鎮
階
と

し
､
消
覇
砂
岩
よ
-1
上
位
の
地
層
を
後
者
は

一
宿
す
る
｡
嘩
六
階
は
其
だ
け
が
短
少
を
沈
積
輪
廻
を
覆
し
､
戚
鎮
階

は
完
全
に
大
p
J夜
輪
廻
を
不
L
t
沿
岸
帯
に
始
ま
タ
裾
昔
の
状
態
に
達
し
た
る
後
は
､
海
退
の
傾
向
を
記
銘
し
て
淡

水
招
地
性
の
中
部
寓
月
砂
岩
を
経
て
陸
成
の
上
部
宵
月
砂
岩
は
終
る
歴
然
た
る
有
様
は
他
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
が

少

い
｡

明
川
銃
の
月
瓶
化
石
は
日
下
記
載
中
で
遠
か
ら
ぬ
賂
衆
に
報
告
す
る
革
が
出
凍
る
と
瓜
ふ

｡

支

那
文

北

の
馨

達

地

に
就

て
藤

田

元

泰

▲

支
郷
史
の
数
科
韓
を
見
る
J
J
太
古
の
初
､
沸
族
は
酉
北
方
よ
-
､黄
河
流
域
に
滑
以
p
漸
-
中
開
の
内
地
は
入
-
'

先
住
民
で
あ
る
所
の
苗
族
h
t迫
ふ
て
班
民
族
の
文
化
を
開
い
た
と
と
く
の
が
例
で
あ
る
が
.
こ
れ
は
有
名
な
ラ
ク
ぺ

-
1
氏
の

W
e
stern

origi
n
of
the
E

arty
Ch

i

nese
C
iv
ilization

の
所
詮
に
従

へ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
必
L

も
皆
を
符
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
出
凍
な

い
'
氏
は
支
郷
に
百
姓

P
a
k
S
in
g
と

い
ふ
語
が
あ
る
が
p
こ
れ
は
種
族

文
邦
文
化
の
鞍
漣
地
に
就
て

九

九



地

球

節
二
十
四
番

第

1i
班

岩

一
〇

名
で
あ
る
.
市
は
数
を
畢

ポ
す
る
も
の
で
は
な

い
､
宵
姓
と
は
挽
旗
が
凍
っ
て
士
民
を
征
服
す
る
や
'
彼
等
士
民
に

封
L
ltJ
､
自
己
を
解
し
死
者
柵
で
あ
る
｡

乙
の
語
は
賓
に
亀
背
に
出
で
た
る
浬
族
.の
最
初
の
名
桐
で
p
百
姓
と
は
賛

辞
の
部
下
を
意
味
し
.
黄
碑
に
従
っ
て
酉
北
よ
･Jl凍

-
先
づ
甘
粛
の
河
南
隅
に
居
を
定
め
た
も
の
で
､

バ
ク
族
と
も

見
る
べ
き
民
族
で
あ
る
が
.
こ
の
民
族
は
も
と

..I,
ビ
ロ
エ
ア
に
任
し
後
に
東
方
は
移
任
し
た
も
の
だ
と
説

い
た
.
同

時
に
西
部
ア
.,,h
ヤ
ほ
は
バ
ク
ト
ラ
'
fyrl
ク
タ
ン
､
バ
ク
チ
ャ
リ
､

.''t
ク
ダ
ッ
ト
､

./rl
ギ
ス
タ
ン
等
の
地
名
が
多

い
｡

故
は
輩
辞
は
支
那
土
着
の
統
殆
者
で
は
老

い
､
.'l
ク
旗
の
首
長
で
あ
る
J
J述
べ
た
｡
叉
黄
碑
を
有
熊
氏

(Y
u
･H
in
g
)

ナ
ク
ンチイ

と

い
ふ
が
'
熊
の
膏

N
ai
で
あ
る
か
ら
､

rrJl
ヒ
ワ
ニ
ア
王

ナ
ン
ク
ン
デ
と
同

一
の
人
で
あ
る
.
即
熊

黄

碑

で

あ
る

ヒ
ン

ナ
イ

と
の
曲
数
ま
で
敢
で
し
た
｡
し
か
し
熊

は

動
物
の
｢
ク
マ
｣
で
あ
-
熊

は

状
態
の
｢
タ
イ
｣
で
あ
っ
て
金
-
遭
っ
た
字
で

ト
-

あ
る
､
有
熊
氏
と

い
ふ
は
河
南
新
邸
の
地
名
は
基
-
も
の
で
あ
っ
て
.
断
じ
て
状
態
の

熊

で

は
な

い
｡
百
姓
と

い
ふ

の
7P
多
-
の
庶
民
を
数
の
上
か
ら
見
た
語
で
あ
っ

て､
支
邪
民
族
に
放
け
る
譜
姓
の
線
種
で
あ
る
か
ら
､
黄
碑
及
其

一
族
の
特
柄
だ
と
す
る
の
は
'
蚤
-
ラ
ク
ペ
リ
ー
氏
の
観
で
あ
る
.
リ
ヒ
ト
ホ
I
へ
ン
氏
も
支
郷
の
民
族
の
起
原
は
p

新
通
の
和
樹
の
オ
ア
シ
ス
だ
と
の
べ
て
､
ラ
ク
ペ
リ
ー
氏
と
は
別
に
支
邦
文
化
の
閥
北
起
原
散
を
立
て
た
け
れ
ど
79
.

-
ヒ
ト
ホ
I
へ
ン
の
翰
櫨
は
紀
元
五
､
六
世
の
親
藩
に

｢
頁
l高
呂
.
以
酉
譜
図
人
等
操
日
高
鼻
､
惟
此

一
園
(
卸
間
)

貌
不
1甚
朗
.頗
頻
,E,非
買

と
あ
る
の
を
み
て
恐
ら
-
太
古
は
支
郷
人
の
源
流
が

一
時
rJ
J
は
居
ね
と
の
べ
た
の
で
あ

る
が
､
こ
れ
も

ヘ
デ
ィ
ン
や
ス.タ
イ
ン
の
磯
掘
及
び
研
究
は
よ
る
と

ホ
タ
ン
及
び
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
沙
漠
の
埋
没
せ
る

都
市
は
､
文
化
は
登
-
印
度
系
で
あ
っ
て
､
支
那
と
は
典
租
の
文
化
磯
建
地
で
あ
っ
た
｡
或
は
普
時
ホ
タ
ン
は
蘭
減

族
が
ゐ
ね
の
で
華
豪
は
赦
す
と
見
た
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
､
ね
ヾ
,J
の

1
文
か
ら
'
瑛
民
族
の
起
原
を
ホ
タ
ン



附
近
ほ
求
め
る
の
は
危
険
で
あ
る
｡
勿
論
支
邦
文
化
の
上
代
に
於
で
玉
界
が
寛
人
ぜ
ら
れ
欠
が
､
を
の
玉
の
原
石
は

多
-
乙
の
附
近
か
ら
出
る
.
故
に
支
那
民
族
が

一
時
乙
J
に
滞
在
し

てゐ
ね
時
に
､
玉
器
を
用
ひ
る
暫
慣
を
得
て
束

移
の
後
79
こ
の
地
の
玉
を
茸
ん
じ
ね
の
で
あ
る
だ
ら
う
'
即
ち
卸
間
附
近
が
支
那
族
の

一
時
的
滞
在
地
で
あ
ら
う
と

い
ふ
詮
も
立
て
ら
れ
ぬ
乙
と
は
な
い
で
あ
ら
う
∵
し
か
し
支
那
の
俸
散
で
は
ど
う
し
て
も
新
聞
ま
で
周
以
前
の
源
流

を
持
っ
て
ゆ
-
乙
と
が
不
可
能
で
あ
る
｡

ヒ
ル

ト
氏
の

｢
支
弗
古
代
｣
は
於
て
は
､
乙
の
ラ
ク
ベ
リ
ー
氏
や
-
ヒ
ト
ホ
I
へ
ン
の
所
説
を
確
晋
が
な

い
と

い

っ
て
ゐ
る
が
､
琴
b
-
そ
れ
が
穏
健
在
者
で
は
覆

い
で
あ
ら
う
か
｡
し
か
る
は
何
ぞ
知
ら
ん
多
-
の
支
那
聾
者
は
乙

の
ラ
ク
ベ
リ
ー
氏
の
の
べ
た
西
北
起
原
訟
計)採
用
し
て
'
桑
原
曜
減
光
産
の
中
等
東
洋
史
に
も

ヽ
ヽ
ヽ

｢
挟
族
は
#
L
t
柚
め
て
悠
追
な
る
時
代
に
於
て
､
西
北
か
よ
-
次
解
に
支
那
の
内
地
に
路
任
し
爽
-
し
も
の
な
り
'
微
呼
は
少
-
と
も
光
千
億
神
前

の
古
代
に
於
て
､
己
に
氷
河
的
梓
の
地
に
盈
耕
し
て
遊
多

の
珊
裕
を
な
し
'
各
伶
長
を
戴
章
L
が
､
年
月
を
絞
る
に
役
ひ
北
ハ都
民
の
=.=
多
-
'
北
嶺

土

の
叔
肪
-
し
て
､
瓜
威
勢
あ
る
何
長
は
次
解
に
北
ハ近
傍
鵡
多
の
小
部
満
を
仰
恭
し
米
-
は
取
組
し
て
'
榔
-
北
ハ同
の
主
桝
者
を
蝕
ず
る
に
繋
it
p
L

と
の
べ
て
あ
っ
て
'

支
邦
人
は
関
北
高
原
か
ら
移
っ
た
も
の
だ
と
説
か
れ
て
あ
る
｡

沈
武
進
氏
の
中
開
歴
史
構
義
在

る
も
の
も
開
巻
第

一
に
有
の
桑
原
博
士
の
文
を
を
の
軍

}
洗
鐸
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
操
民
族
閣
北
起
原
寵
は

日
本
の
尊
者
ま
づ
こ
れ
を
唱

へ
で
.
支
那
の
尊
者
後
に
rJ
れ
に
従
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
ら
し
い
｡

し
か
し
那
珂
博
士
の
支
邦
通
史
を
み
る
と

｢法
人
は
自
ら
挿
し
て
華
人
と
日
ふ
p
支
非
HLJ創
開
せ
る
は
此
の
人
種

夜
み
.
初
は
北
嶺
の
北
は
屠
-
､
夙
に
文
化
を
河
渚
に
敷
-
｣
と
の
べ
て
あ
っ
て
､
極
め
で
た
漠
と
し
た
地
域
を
あ

げ
で
ゐ
ら
れ
る
が
西
北
高
原
か
ら
釆
ね
と
は
論
じ
で
な
い
筆
者
は
乙
の
那
珂
博
士
の
説
が
正
し
い
と
思
ふ
｡
蓋
し
支

支
那
文
化
の
毅
建
地
に
就
て

こ

〓



地

球

節

二
十
的
各

節

山

披

三

二
i

邦
人
即
ち
決
民
な
る
も
の
は
勿
論
関
北
か
ら
兼
ね
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
､
来
か
ら
も
P
宙
か
ら
も
や
っ
て
き
て

河
鵜
即
ち
中
原
に
居
任
し
然
る
複
数
千
年
の
骨
は
著
し

き
文
化
民
族
と
在
っ
た
も
の
で
そ
の
何
れ
か
ら
凍
た
75｡の
が

敢
後
ま
で
優
秀
セ
あ
つ
た
と
は
容
易
に
云
へ
な

い
と
肢
ふ
｡
殊
に
問
北
高
原
か
ら
来
た
も
の
は
､
箪
ろ
遊
牧
の
野
哲

人
で
あ
る
｡
現
在
に
於
で
も
西
北
高
塩
は
行
間
の
民
で
牧
畜
の
蕉
活
に
依
存
す
る
も
の
が
多

い
や
う
に
､
古
代
に
於

て
79
文
化
は
低
か
つ
カ
p
ね
と

へ
武
勇
は
す
ぐ
れ
て
ゐ
で
も
野
轡
で
あ
っ
た
､
中
原
に
於
で
'
こ
れ
ら
西
北
の
高
脱

族
た
る
戎
秋
の
侵
入
を
う
け
火
の
は
､夙
に
畏
新
の
術
を
聴
明
し
､
城
廓
の
民
で
あ
っ
た
多
-
の
先
任
民
で
あ
っ
て
､

を
れ
は
苗
で
は
な

5,｡
主
と
し
て
彼
の
世
は
東
夷
と
さ
げ
し
ま
れ
ね
民
族
の
方
が
､
却
っ
て
固
寒
の
戎
秋
よ
-
も
文

化
民
族
で
あ
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
従
ら
ほ
文
化
の
西
北
起
原
は
説
-
べ
き
で
覆

い
と
信
じ
る

1
人
で
あ
る
｡
し

か
し
中
村
久
四
郎
氏
の
中
等
東
洋
史
で
79
班
人
種
は
支
部
固
有
の
種
族
は
あ
ら
ず
､
蓋
し
今
よ
少
五
千
年
許
か
前
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

中
盤
地
方
よ
か
支
那
の
酉
北
方
に
凍
-
､
遼
ほ
黄
河
に
潜
ふ
て
光
下
し
次
第
は
其
地
を
占
箇
し
､
常
時
既
に
江
河
の

間
に
居
住
せ
る
借
入
等
を
兼
征
南
伐
し

て.
普
づ
北
支
那
は
建
関
す
る
は
至
れ
わ
と
の
べ
'
高
桑
駒
音
氏
の
参
考
東

洋
大
歴
史
に
も
'
今
を
距
る
乙
と
大
凡
四
千
飴
年
前
亜
湘
喪
の
中
央
は
起
わ
し
民
族
あ
ヵ
､
其
生
活
の
目
的
と
地
坪

の
方
便
に
よ
･Jl
て
､
四
方
に
分
散
し
て
其
欲
す
る
所
に
移
併
せ
し
が
と
の
べ
て

(
創
世
紀
に
か
い
で
あ
る
昔
話
を
と

-
い
れ
或
は

ハ
ン
チ
ン
-
ン
な
ど
の
翰
説
に
よ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
)
其

1
軸
兼
方
に
移
り
黄
河
の
河
流
は
沿
う
て

下
力
藩
に
所
謂
漢
人
種
と
在
れ
る
が
ど
と
し
と
論
じ
次
は
支
邦
文
化
の
創
設
は
金
-
此
漢
人
積
は
存
せ
か
.と
錐
も
'

所
謂
兼
夷
西
戎
北
欧
南
撃
の
典
族
骨
は
中
岡
を
成
う
で
内
地
は
人
ら
頗
る
人
種
の
混
渚
を
凍
せ
ゎ
と
記
し
中
央
ア
J,,A

ァ
か
ら
出
戟
し
允
民
族
は
水
の
中
の
油
の
や
う
に
黄
河
畔
は
移
っ
た
が
､
そ
の
後
に
酉
戒
や
北
欧
が
後
を
躍
凡
で

き



ね
や
う
ほ
の
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
.
各
-
西
洋
の
醐
箱
を
丸
帯
は
し
て
こ
れ
を
洗
人
は
-
つ
J
け
た
趣
が
あ
る
｡
或

は
さ
う
か
79
し
れ
ね
が
'
か
や
う
に
説
明
す
れ
ば
洗
民
族
は
孤
立
し
て
し
ま
つ
で
}.
然
る
後
関
北
高
原
の
氏
族
と
は

金
-
無
闘
係
に
在
る
恐
れ
が
あ
る
で
あ
ら
う
｡

碑
じ
て
林
泰
輔
氏
の

｢
支
那
上
代
の
研
究
L
を
み
る
と

｢
支
郷
上
代
の
石
器
玉
器
よ
-
見
た
る
摸
民
族
｣
と

い
ふ

論
文
が
あ
っ

て､
石
器
は
後
世
に
至
る
ま
で
兼
夷
や
前
傾
氏
が
用
以
た
こ
と
む
し
る
L
t
図
譜
､
魯
語
の
下

及
晋
藩

東
夷
博
を
引

い
て
､
其
産
地
の
東
に
あ
る
FJ
と
を
の
べ
､
索
問
詰
に
あ
る
東
方
之
域
で
は
病
を
治
す
る
に
｢
砥
石
｣
を

用
ふ
る
こ
と
を
援
引
し

て'
唐
樽
酒
東
方
は
石
針
を
用
以
し
も
の
ゝ
如
し
と
の
べ
､
推
南
子
に
も
龍
山
の
寒
に
病
者

寝
席
琴

之
用
釦

石
一と
あ
る
か
ら
､
を
の
使
用
の
虜
か
つ
ね
こ
と
か
ら
､
東
夷
の
石
器
の
非
常
に
早
-
磯
達
し
た
こ

と
む
の
べ
'

玉

器
は
つ
い
て
は
､
を
の
産
地
は
昆
禍
で
駅
西
や
貴
州
西
方
の
産
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
山
海
経
で
は
天

下
至
る
所
に
玉
を
座
し
た
と
あ
る
位
で
あ
る
'
兼
方
必
L
も
玉
の
産
出
が
老

い
と
は
云
へ
夜

い
が
'
或
は
和
閑
あ
た

ら
か
ら
出
た
の
で
あ
ら
う
､
し
か
し
玉
を
愛
東
す
る
の
は
､
主
と
し
て
周
代
よ
か
後
で
あ
っ
て
'
石
器
ほ
ど
古

い
も

の
で
は
な
い
､

一
に
玉
と

い
っ
て
も
今
の
世
の
和
閥
か
ら
出
る
玉
と
ち
が
っ
て
ー最
初
は
非
常
に
種
類
が
多
-
､
瞭
'

構
､撒
'供
も
虹
､
桐
､班
､
現
も碧
､現
等
を
は
じ
め
石
の
玉
に
似
た
る
も
の
に
も
魂
や
坪
､
其
他
無
数
で
あ
る
か
ら
玉
を

一
種
と
の
み
見
る
乙
と
は
出
凍
な

い
､
石
器
時
代
の
石
の
梶
棒
頭
が
'
周
代
の
壁
や
環
と
同

1L
系
統
で
あ
る
所
か
ら

み
て
も
､
古

い
石
器
時
代
の
文
化
が
､
用
以
後
の
宝
器
に
代
は
つ
ね
と
み
ら
れ
る
｡

｢
従
っ
て
戎

二
%
の
諭
紫
の
舵
の
如
-

'
支
那
の
文
明
は

､
西
方
の
或
地
方
よ
り
移
離
せ
し
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
'
支
那
の
地
に
於
て
深
代
族
の
開
き

た
る
も
の
と
篤
さ
i･
る
を
柑
ず
｣

攻
邦
文
化
の
数
辻
地
に
就
て

三

二
二



地

鎌

解
二
十
四
各

節

.1
鍍

蒜

1
糊

と
確
言
さ
れ
て
ゐ
る
.
蓋
し
林
氏
の
詮
は
那
珂
氏
の
散
と
同
様
で
あ
っ
て
､
黄
河
河
畔
に
四
千
年
以
前
に
佳
人

で
ゐ

た
民
族
が
決
人
の
文
化
を
作
く
つ
わ
も
の
で
あ
る
､
そ
れ
が
西
北
の
み
か
ら

き
た
も
の
だ
と

い
ふ
の
は
疑
は
し
い
､

西
北
か
ら
も
-
れ
ば
東
か
ら
も
南
か
ら
も
や
っ
て
き
て
混
然
と
し
て
rJ
･,
ほ
黄
河
岬
に
支
那
の
上
代
文
化
が
粗
茶
た

と
い
ほ
れ
る
の
で
あ
る
ー
従
っ
て
桑
原
博
幸
ヤ
中
村
氏
や
高
桑
氏
の
云
は
れ
る
所
必
L
も
定
説
で
は
覆
い
が
､
rJ
れ

ら
の
殻
は
中
等
数
科
番
と
し
て
行
は
る
J
fJ
と
既
は
数
十
年
(桑
原
博
士
の
中
等
兼
洋
史
は
明
治
三
十

一
年
潜
行
)
紘

も
及
ん
で
ゐ
て
.
或
は
東
洋
史
の
定
説
と
な
っ
て
ゐ
る
か
の
観
が
あ
る
の
で
t
rJ
J
は
を
の
離
解
n
れ
や
す
さ
鮎
を

正
さ
う
と
し
ね
の
が
､
乙
の
小
論
文
の
目
的
で
あ
る
｡

二

中
岡
歴
史
講
義
を
み
る
と

伏
蓑
虫
於
成
紀
(
廿
舶
)
両
部
於
陳
(
河
南
､批
以
遠

於
州
外
｡

米
:[p
牢
か

朴
噛
之
邸
】ハ
河
南
新
郷
)
相
互

わ

大
下
↓終
UP

於
祢
粒
之
阿
.(
娯
恰
輔
)0

ノ

今
孝
二
北
ハ地
軸

箪

融
河

流

域
義

跡
目
レ
田
内
氷
｡
少
虫
部

加

斗

.(
山
水
)
削
軒
郷
,,櫛
禦

(
米
郡
換
鮎
)
僻

砕
都
,
速
'
(
河
南
郎
偲
肘
)
如
州都

重

野

ク
デ

ス

(
=_
鞘
)舛
郷
二
派
収
-(
川
村
)此
ハ地
線
潮

路

河

田

と
あ
る
｡

右
の

宿
弧
の
中
の
今
の
血

名
か
ら
み
て
も
明
な
や
う
に
､
或
は
伏
童
は
賓
は
西
か
ら
基
に
移
っ
た
と
い
ふ

が
p
こ
れ
も
憧
説
で
明
で
な
い
｡

し
か
し
そ
の
後
の
帝
王
は
い
づ
れ
も
漸
む
追
ふ
て
東
か
ら
西
に
移
る
の
で
あ
る
.

太
古
関
北
高
原
に
蛍
光
と
い
ふ
轡
族
が
ゐ
ね
か
ら
'
黄
確
の
遠
征
と
を
-
､
彼
は
虎
や
舜
も
'
都
を
山
間

へ
移
し
ね

と
見

え
る
｡
け
れ
ど
も
他
の
俸
説
で
は
垂
や
舜

い
づ
れ
7P
山
間
の
人
で
は
を

5,
.
孟
子
に
舜
は
諸
鵜
は
生
れ
'
負
夏



0

0

0

チ

ハ
シ

lt

ほ
迷
-
.
鳴
修
に
卒
す
､
東

夷

之

人
也
と
あ
る
し
､
司

福
運
は
､
背
鼻
作
l,遊
成

陽
.(
山
東
､
定
陶
牒
)
舜
漁
t払
雷
撃

ハク

(
山
東
雷
夏
浬
)
湯
水
l千
草

(
河
南
鋸
徳
府
)
と
の
べ
た
｡
又
日
-

シ

/

甘

地
人
(
悲
)榔
二
河
水
)(I-
氷

)収
入
郵

商

内
f(
放
鵬
)
川
人
称

=河
南
1(
洛
陽
)

o
杢

l高

水

二
大
下
之
中
敷

二

刑
兄

7

で
あ
っ

て､
支
邦
文
化
の
聴
解
地
は
主
と
し
て
黄
河
下
流
の
平
原
で
あ
る
'

亮
や
舜

が

右
の

俸
説
の
如
-
卒
陽
や
蒲

坂
に
移

つ
た
と
す
れ
ば
'
恐
ら
-
東
夷
の
人
が
西
北
高
頂
の
轡
族
恕

威
魔
す
る
fJ
と
恰
79
黄
櫛
が
液
鹿
の
.野
に
進
ん

だ
と
同
巧
異
曲
で
あ
っ
て
p
を
乙
に
は
猫
粥
.狼
耽
(倒
奴
)を
ど
し
い
ふ
文
化
の
低

い
牧
畜
民
が
居
た
の
で
あ
る
｡
そ

rJ
で
襲
河
下
流
に
夙
に
入
っ
て
農
耕
文
化
を
趣
設
し
て
ゐ
た
東
夷
の
人
々
は
西
北
の
高
原
民
族
を
敵
親
し
火
の
で
､

か
や
う
な
倖
説
を
作
-
つ
た
と
見
ぬ
ば
な
ら
夜

い
.
高
桑
氏
の
云
は
る
J
や
う
に
夙
に
問
北
か
ら
移
任
し
た
漢
民
が

農
耕
文
化
を
克
て
p
や
が
て
西
北
の
倒
奴
に
苦
し
ま
し
め
ら
れ
た
の

符と
い
ふ
説
に
す
れ
ば
.
そ
れ
は
あ
ま
与
に
人

種
兼
流
の
他
州
的
却
状
を
無
視
す
る
rJ
と
は
な
る
と
考

へ
ら
れ
る
が
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡

三
島
玉
砕

の
橡
説
か
ら
考

へ
る
と
尭
舜
は
少
-
と
79
兼
夷
の
人
で
あ
っ
た
｡
然
る
に
司
馬
遷
は
､

中

森

帝

】寧

如

胡
;怖
い-q
批
'
両
軸
=
非
閥
雛
.以
軍

軸

椎
.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
の
べ
て
ぬ
る
｡
舜
79
し
基
し
て
東
夷
の
人
で
あ
る
な
ら
ば
､
三
島
玉
砕
す
べ
て
兼
夷
の
親
身
と
み
て
差
支
が
な

い
｡

し
か
し
司
馬
遷
の
云
ふ
通
わ
.
｢尊
者
多
-
玉
砕
を
箱
す
る
け
れ
ど
も
確
晋
は
夜

い
｡
天
下
を
用
遊
し
て
至
る
所
の
長

老
が
.
各
々
別
個
に
輩
帝
克
舜
の
居
所
だ
と

い
ふ
の
む
兄
も
し
開
も
し
穴
が
'
多
-
は
古
文
に
離
れ
な

い
の
む
書

い

て
港
-
と
い
ふ
種
皮
で
あ
る
か
ら
.
我
々
は
こ
れ
社
史
寛
だ
と
見
る
rJ
と
は
出
来
が
た
い
と
考

へ
る
け
れ
ど
も
､
少

-
と
も
有
史
以
前
の
三
島
式
辞
は
多
Y
rJ
れ
東
夷
に
近

い
と
す
る
の
が
'
支
部
の
倖
説
で
あ
っ
V
p
酉
北
か
ら
Ⅲ
て

攻
邦
文
･化
の
改
姓
地
に
北
て

蒜

一
五



地
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第
二
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四
各

節

一
統

二ハ

1
大

衆
た
と

い
ふ
の
は
稀
夜
や
う
で
あ
る
｡
故
に
文
献
適
者
は
79
P
山
東
郡
牒
多
丁

育
覇
王
'
細
別
建
都
之
亜
;
春
歌
以
前

見
..経
停
?
と
の
べ
て
あ
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
ヒ
ル
ト
氏
も
支
部
人
種
の
題
原

説
は
於
で
は
､
支
那
民
族
の
起
原
は

わ
か
ら
覆

い
と
の
べ
カ
の
で
あ
る
｡
あ
る
種
の
偉
詮
で
は
西
北
部
甘
射
隣
問
の
二
者
か
ら
だ
と

い
ふ
が
t
hiJれ
も
催

賓
で
な

い
O
支
那
人
自
ら
の
記
述
は
よ
れ
ば
'
彼
等
の
和
光
は
太
初
か
ら
現
在
の
黄
河
呼
の
平
原
に
ゐ
ね
と
見
る
の

で
あ
る
と
喝
破
し
た
｡

三

し
か
し
周
代
ま
で
下
る
と
､
ね
と

へ
俸
散
だ
と
し
て
も
明
は
西
戎
の
カ
は
よ
っ
て
､
即
ち
野
轡
を
西
北
高
原
の
戎

軍
は
よ
っ

て､
東
の
万
般
を
亡
し
た
の
で
あ
っ
た
､
故
に
荷
普
泰
書
は
､
武
王
が
河
朔
ほ
宿
っ
て
､
軍
衆
に
誓
ふ
て

ヽ
ヽ

ヽヽ

ケ

′
チ

日
-
鳴
呼
西
士
有
衆
｡
成
聴
】
股
事

と
叫

ん
で
､
眺
阿
よ
少
西
の
戎
苑
は
激
励
の
節
を
典

へ
た
､
つ
い
で
牧
薯
を
み

る
と
〇

ク

ア
,

ノ

′

ノ

ア
ゲ
ノ

ナ
タ
ベ
′

功
テ
ヨ
ノ

レ

レ

五
日
'
雌
耽
友
邦
完
封
､
御
鶴
司
徒
､
司
鵜
司
幾
(中
略
)'及
紺
､
封
'
韮
'
撃
､
徴
､
俵
､
静
､
傭
人
'
柿
二爾
字
比
こ餅
千
立

二甜
曳
?
予
此
ハ

ハ
ン

薯

｡

と
呼
ん
で
ゐ
る
｡
即
乙
ゝ
で
友
邦
と
の
べ
た
の
は
､
元
は
股
の
封
建
の
諸
侯
で
あ
る
が
､
後
の
庸
以
下
の
八
開
は
す

べ
て
野
乗
で
あ
っ
て
p
庸
潤

は

江
漢
の
商
'
先
は
西
端
p
撃
徴
は
巴
菊
､
慮
彰
は
酉
北
高
原
の
問
で
あ
っ
た
.
つ
ま

み
今
日
の
凹
川
と
横
間
の
高
原
民
族
で
.
周
に
臣
事
し
た
戎
族
で
あ
る
｡
周
は
賓
に
こ
れ
ら
の
高
地
民
族
の
武
力
を

以
て
股
を
亡
ぼ
し
た
の
み
で
夜
-
､
用
人
そ
れ
自
身
が
隣
酉
の
牧
畜
民
で
あ
っ
た
｡
TJ
れ
は
浅
代
に
な
っ
て
も
同
戚



ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

で
､
司
掲
蓬
は
西
紀
第

一
世
紀
に
於
て
天
水
､
曜
西
､
北
地
'
上
郡
す
べ
て
観
中
と
同
俗
で
.
畜
牧
天
下
の
磯
た
-
と

の
べ
た
枚
だ
か
ら
､
そ
れ
よ
鼻
も

一
千
年
以
前
の
隣
西
は
普
然
牧
畜
の
問
で
あ
ら
､
多
-
の
騎
馬
の
士
を
基
め
て
､

東
三
河
の
中
に
出
で
J
河
内
の
股
を
亡
し
た
の
で
あ
る
｡
故
に
乙
の
史
賓
か
ら
洗
民
は
西
北
高
原
よ
-
黄
河
下
流
は

移
っ
た
と
見
て
も
よ
い
け
れ
ど
も
'
そ
の
時
既
に
東
方
に
は
立
派
を
股
の
文
化
が
あ
っ
て
､
到
底
粗
野
な
西
北
民
族

で
.
封
の
子
武
庚
と
し
て
股
都
を
治
め
し
め
王
弟
管
叔
'
茶
叙
､
商
叔
と
い
ふ
三
監
を
以
て
そ
の
政
治
を
助
け
た
の

P
L'

み
で
は
を
-
､
股
の
皇
族
箕
手
を
晒
し
､
鏑
京
(
長
安
)
に
件
以
か
へ
か
､
蔵
を
卑
う
し
て
洪

範

と
い
ふ

1
藩
を
疫
か

ら
'
叉
股
の
民
を
長
安
に
移
し
だ
の
で
あ
る
｡
狗

み
長
安
に
移
し
た
の
み
で
在
-
､
自
分
の
兄
弟
王
子
を
王
室
の
藩

展
と
し
て
諸
侯
に
封
じ
た
際
に
も
'
股
民
を
を
の
対
地
の
首
都
に
分
け
た
.
例
脊
ば
用
公
を
各
に
封
す
る
や
股
氏
の

六
族
､
修
氏
'
徐
氏
､
甜
氏
､
索
氏
､
長
勺
氏
､
尾
勺
氏
を
招
い
て
之
は
仕
へ
し
め
､
康
叔
を
晋
は
封
ず
る
や
股
民

の
七
族
.
陶
氏
'
施
氏
､
繁
氏
､
鏑
氏
､
焚
氏
､
磯
氏
､
終
*
'氏
を
招
い
て
之
に
仕
へ
し
め
た
｡
蓋
し
段
の
高
等
衣

文
化
民
族
が
移
ら
な
い
で
は
､
各
や
菅
の
囲
都
に
な
み
程
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
そ
こ
で
rJ
の
周
よ
り
79
文
化
の
高

か
っ
た
兼
方
の
人
々
は
､
ど
FJ
ま
で
7?
周
に
救
-
乙
と
は
在
っ
た
町
で
､
周
以
後
か
ら
之
を
妃
科
し
て
東
夷
と
5,
A

の
で
あ
る
O
武
王
崩
ず
る
や
､
三
監
は
武
庚
を
助
け
て
胤
を
作
す
ほ
皆
-
､
推
莱
徐
爽
奄
夷
の
属
僚
周
に
救
い
た
と

い
は
れ
る
｡
蓋
し
瀞
に
分
た
れ
た
徐
氏
と
同
じ
-
徐
夷
は
今
の
江
蘇
省
徐
州
が
本
線
で
あ
ヵ
､
推
夷
は
山
楽
の
南
の

方
の
昨
州
あ
た
み
に
屠
7
79
の
で
あ
わ
､
奄
夷
は
賓
に
山
東
の
曲
皐
は
近
-
ゐ
た
も
の
で
あ
っ

て､
乙
の
東
夷
の
反

乱
は
周
初
の
大
難
で
あ
っ
た
｡
周
公
且
の
カ
よ
-
之
を
平
定
し
て
事
を

さ
を
程
ね
け
れ
ど
79
'
徐
爽
の
ど
と

き
は
､

玄
邦
文
化
の
幾
培
地
に
就
て

芯

1
七



地

封

第

二
十
的
容

妨

1

舵

一八

一
八

容
易
に
之
は
服
従
し
夜
か
っ
た
｡

支
邪
の
人
は
東
夷
､
北
欧
､
西
戎
､
補
整
と

い
ふ
熟
語
を
つ
-
わ
､
中
原
の
周
囲
の
民
を
す
べ
て
野
蟹
硯
す
る
の

み
で
夜
く
以
夷
制
夷
夜
ど
J
得
意
が
っ
て
は
ゐ
る
が
'
乙
の
夷
と

い
ふ
の
は
決
し
て
野
轡
と
い
ふ
文
字
で
は
覆
い
..

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

許
供
の
証
文
に
も
葵
は
中
也
､
以
,

大
従
レ

弓
､
東
方
の
人
也
と
あ
っ
て
'
大
は
古
某
で
は
人
の
形
で
あ
る
か
ら
､
夷

と
は
弓
人
の
象
形
文
字
で
あ
る
'
弓

術
に

長
じ
た
民
族
と
レ.
ふ
rJ
と
で
あ
っ
て
'
川
代
の
玉
器
以
前
に
石
倣
h
l用
以

た
時
代
に
'
山
東
の
人
々
は
特
に
其
術
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
｡
故
は
図
譜
に
は
孔
子
陳
に
あ
っ
た
と

き
'
隼
が

枯
矢
は
貫
か
れ
､
石
磐
の
長
さ
尺
有
殿
に
も
超
し
た
武
器
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
､
孔
氏
は
之
を
蔚
憐
氏
の
矢
也
と

答

へ
て
ゐ
る
.
恐
ら
-
泰
山
山
地
の
中
に
さ
う
し
た
弓
人
即
ち
夷
が
ゐ
ね
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
｡
故
に
之
を
東

夷
と
い
つ
た
が
､
そ
の
最
初
の
意
味
は
東
方
の
人
､
弓
に
す
ぐ
れ
た
人
と

い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
児
柄
で
は
在
か
つ
カ
｡

所
謂
徐
夷
の
如
き
は
'
用
代
を
通
じ
て
其
武
力
を
海
と
さ
ず
'
宜
王
の
時
は
､
徐
に
催
王
と
栴
す
る
人
が
ゐ
て
､
容

易
に

周に
従
は
在
か
っ
た
｡
博
物
志
を
み
る
と
候
王
は
中
々
の
名
君
で
あ
っ
た
か
ら
､
江
推
諸
侯
皆
伏
従
し
て
之
に

従
ふ
も
の
三
十
六
柳
に
達
し
カ
と
洩
る
｡
を
乙
で
周
王
は
促
を
兜
に
並
は
し
て
之
を
伐
た
し
め
た
と
rJ
ろ
'
催
王
はヽ

仁
卦
で
其
民
を
害
す
る
に
忽
び
ず
'
敗
れ
て
彰
城
(
徐
州
)武
原
牒
兼
山
下
に
逃
げ
た
と
乙
ろ
､
官
姓
之
を
き
5'
て

従

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ふ
も
の
常
数
に
達
し
､
遂
に
そ
の
山
を
徐
11-
と
い
っ
た
｡
王
か
な
-
在
っ
た
後
山
上
に
石
室
を
ね
で
J
之
を
耽
っ
た

の
で
民
人
の
新
橋
す
る
も
の
ね
え
ず
､
今
に
見
存
す
る
と
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
｡
晋
の
脹
輩
が
乙
の
徐
山
の
蔀
を
昔
時

に
兄
ね
と
す
れ
ば
､
西
紀
前
入
官
年
の
徐
王
の
洞
が
'
晋
武
骨
の
頃
二
首
八
十
年
代
9
<
で
'
凡
そ

一
千
年
も
永
続
し

カ
pJ
と
は
老
少
'
こ
れ
に
よ
っ
て
も
徐
夷
と
い
ふ
も
の
J
勢
力
が
わ
か
る
の
で
あ
る
.



四

用
代
に
於
て
東
方
の
徐
夷
や
堆
夷
の
反
乱
が
あ
っ
た
以
前
に
股
よ
少
も
甘
い
絢
だ
と
倖
訟
さ
れ
る
所
の
夏
に
つ
い

て
+;
倖
説
を
n
ぐ
つ
て
み
.る
と
､
夏
商
も
亦
頻
と
同
姓
で
栗
東
の
園
で
あ
る
､
換
言
す
れ
ば
支
邦
文
化
の
費
鮮
膝
説

に
於
で
は
用
以
前
に
東
夷
と
い
ふ
も
の
が
飴
碍
有
力
で
あ
る
rJ
と
が
昭
々
と
し
で
明
で
あ
る
｡
然
ら
ば
東
夷
は
ど
こ

か
ら
水
力
か
措
失
不
老
と
か
或
は
石
針
と
か
い
ふ
rJ
と
で
先
秦
の
人
々
に
注
目
さ
れ
た
乙
の
民
族
は
'
ど
こ
か
ら
凍

た
か
と
云
は
れ
る
と
我
等
は
何
と
も
答

へ
ら
れ
な

い
｡
け
れ
ど
も
地
排
撃
的
ほ
み
て
黄
河
の
平
原
の
如
d
u戯
大
在
原

野
を
開
拓
す
る
rJ
と
は
､
最
初
か
ら
考

へ
ら
れ
覆
い
｡
そ
れ
エ
ム
79
海
岸
線
の
出
入
の
多

い
良
港
に
富
ん
だ
闘
士
に

於

て'
古

い
時
代
に
北
の
方
か
ら
､
又
は
南
の
方
か
ら
'
原
人
が
従
氷
し
た
川
来
朝
の
如
き
土
地
の
海
津
に
､
恐
ら

-
は
最
初
の
文
化
が
光
っ
て
､
そ
れ
が
や
が
て
山
東
山
塊
の
北
､
閥
'
叉
は
南
に
移
っ
て
､
宴
と
な
み
股
と
な
み
'

農
耕
大
に
盛
ん
に
な
っ
て
'
然
る
後
に
西
戎
の
製
氷
を
招
き
'
朋
の
文
化
が
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
用
以

前
に
支
郷
の
文
化
は
山
東
は
あ
っ
た
と
い
ふ
rJ
と
は
'
文
献
適
者
に
t
iL
帝
王
の
和
の
跡
や
糾
明
の
櫨
が
山
北
は
集

中
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
説
に
ょ
つ
て
首
肯
さ
れ
て
も
よ
い
や
う
で
あ
る
､
日
本
で
も
大
和
の
文
化
ーこ
発
行
し
て
'
出
雲

や
九
州
の
文
化
が
あ
っ
た
'
海
外
で
は
希
胞
や
伊
大
利
に
文
化
が
畿
し
た
'
従
っ
て
i;
代
の
据
上
交
通
が
支
郷
の
文

化
に
於
け
る
曙
光
で
無
か
つ
穴
と
は
し､
は
れ
を
い
と
考

へ
る
の
は
､
聾
者

一
人
の
み
で
は
な

い
で
あ
ら
う
｡

五

支
邦
文
化
の
教
姓
地
に
就
て

品

一
九
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解
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批

云

二
C

そ
こ
で
車
代
の
支
邪
の
橡
説
を
拾
っ
て
み
る
と
'
第

一
に
気
の
つ
-
rJ
と
は
夏
の
歴
史
で
あ
る
､
周
の
初
世
は
於

てp
東
方
の
人
々
､
股
や
徐
の
人
々
の
機
嫌
を
と
る
と

い
ふ
乙
と
は
既
述
し
た
武
王
の
政
治
に
も
現
は
れ
で
ゐ
る
が

ヽヽ
韮
夷
が
有
力
は
活
動
し
た
乙
と
は
武
王
の
椎
幌
の
.匠
で
あ
っ
た
太
公
望
呂
相
が
米
英
で
あ
っ
た
rJ
と
は
よ
っ
て
も
明

ヽ
ヽ

で
あ
る
｡
列
仙
俺
に
は
呂
桐
は
翼
州
(況
願
)
の
人
で
遼
東
に
遊
ぶ
乙
と
三
十
年
そ
れ
か
ら
南
山
に
迷
っ
た
と
あ
る
が

呂
氏
春
歌
は
明
快
に
昌
荷
は
東
夷
之
士
と
の
べ
､
史
記
に
も
之
を
莱
海
上
の
人
だ
と
あ
る
｡
そ
FJ
で
東
方
の
事
情
や

歴
史
は
精
通
し
た
胃
相
は
､
王
に
す
!
め
て
､古
代
の
帝
王
の
後
を
封
ぜ
し
め
て
人
心
の
牧
憶
ほ
っ
と
め
LJ
と
み
ぇ
'

帥
農
の
後
計
焦
(隣
両
省
)
に
封
じ
､
黄
帝
の
後
,<LJ就
(
山
東
､長
構
膳
､就
阿
)
に
砕
薬
の
後
を
荊
(
河
北
常
北
平
)
に
､

酔
希
の
後
を
陳
(
河
南
覇
准
陽
'

い
か
に
も
舜
は
東
夷
で
あ
る
)
に
､
大
雨
の
後
を
杷
(
出
来
､
安
耶
)
に
封
じ
た
と
あ

る
の
で
あ
る
｡

舜
は
東
夷
で
あ
る
が
p
苗
も
亦
東
夷
で
は
孜

い
か
､
山
兼
の
安
部
に
あ
っ
た
紀
聞
が
英
し
て
商
の
後
で
あ
る
と
す

れ
ば
乙
の
問
は
春
秋
に
於
で
は
賓
は
夷
と
し
て
取
-
扱
は
れ
た
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
金
-
関
係
の
な

い
と
こ
ろ

は
再
の
後
む
封
じ
る
と
い
ふ
わ
け
は
孜
か
つ
ね
と
す
れ
ば
七

一
億
乙
の
杷
岡
に
つ
い

て訟
明
し
を
-
ttJ
は
な
ら
氾
O

把
は
つ
い
て
は
春
歌
の
経
に
憶
公
四
年
春
王
二
月
善
人
(嵩
は
出
光
諾
城
牒
'
償
州
轡
に
近

い
)伐
l
杷

(
山
兼
安
部

腺
'
晋
の
隣
)
取
.奉
華

と
出
て
ゐ
る
し
､
構
公
二
十
三
年
の
保
に
753冬
十
有

一
月
相
子
卒
と
あ
る
の
を
左
樽
に
批
判

L'

し

て'
十

一
月
紀
公
準
す
藩
し
て
子

と

い
ふ
は
杷
夷
す
れ
ば
也
と
述
べ
て
あ
る
位
で
､
同
じ
二
十
七
年
把
の
桁
公
衆

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

朝
に
督
っ
て
79
夷
櫨
を

川
以
ね
か
ら
雀
に
把

手

凍
朝

と
舵
し
た
と
あ
る
｡

づ
ま
-
孔
子
在
世
の
頃
把
は
夷
で
あ
っ
て

中
間
の
櫨
に
総
は
な
か

っ
た
､
し
か
も
そ
れ
が
大
商
の
後
で
あ
る
の

ガ｡



と
こ
ろ
が
捉
裸
麦
両
の
後
を
封
じ
克
把
は
陳
留
の
非
丘
で
河
南
省
の
杷
膳
だ
と

い
ふ
乙
と
は
在
っ
て
ゐ
る
が
'
そ

れ
で
は
常
と
い
ふ
山
東
か
ら
攻
め
ら
れ
な

い
､
故
に
王
夫
子
は

枇
仰
拙
本
郷
こ
陳
留
妹
氏
糠
丁朽
六
年
浮
千
公
亡
レ幽

'
相
似
三井
レ
之

.a

..都
淳
干
;
乃
以
二地
艶
】牧
こ
給
経
文
小純
血
串

払

千
五

千
糾
'
倖
千
即
亡
､拙

ク
セ

ー

サ
ン

公
取
些

泳

'
宋
t
i::=､
舛
論
法

抑

レ

之
､
漣

食

二非
激
闘
7両
軍

事

鎚
之
滋
.乎
｡
下
略

と
述
べ
た

株
で
p

洪
番
は

79
両
之

後
光
桜

公
を
杷

囲
ほ

封
じ
吾

と
あ
る
が
'
こ
れ
も
河
南
で
夜
-
て
'
敢
初
か
ら
山

東
の
豪
邸
膳
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
､
卑
碁
は
つ
い
て
杜
預
の
証
は
城
陽
諮
嘱
之
東
北
は
婁
亭
あ
ヵ
と
あ
ヵ
､
後

状
態
の
平
昌
閲
に
も
婁
串
が
記
さ
れ
て
'
山
東
渚
城
嘱
東
北
に
常
る
｡
非
丘
の
杷
膳
は
春
秋
に
は
栗
雄
二
周
の
争
奪

地
で
断
じ

て杷
で
は
な
い
｡
朗
が
史
記
の
皇
甫
濃
の
証
で
は
､
両
は
平
陽
(
山
西
臨
扮
頗
)
に
和
す
'
或
は
安
邑

(
山

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

西
)
に
あ
-
ヽ
或
は
日
-
普
陽
(
出
的
大
損
)
で
あ
っ
て
p

い
づ
れ
79
川
西
で
あ
る
.
所
が

-1
万
有
夏
之
居
は
徐
顔
が

許
し

で､
夏屠
河
南
l初
華
敵
城
[(
川
西
)後
居
.l陽
翠
.
(河
南
内
膳
)
と
あ
っ
て
､
上
代
既
に
定
説
が
な
か
っ
た
ら
し

い
.
司
揖
選
の
云
ふ
通
-
到
る
所
の
人
が
､
何
れ
も
苗
の
居
だ
と

い
ふ
た
か
ら
で
あ
ら
う
.
故
に
勿
論
萌
が
安
邑
は

p

L'

む
た
と
い
ふ
こ
と
も
確
で
は
な

い

｡
周は
洛
邑
ほ
刺
し
た
と
い
ひ
王
城
を
邑

と
の
べ
た
が
､
そ
の
以
前
は
王
都
は
多

-
焼
乳
は
丘
で
あ
る
｡
商
は
商
丘
に
和
し
後
段
塊
に
移
る
と
い
ふ
の
頻
で
あ
る
か
ら
も
夏
の
安
邑
も
薯
は
安
丘
で
な

か
っ
た
か
-
.
も
し
安
丘
だ
と
す
れ
ば
'
紀
問
の
安
邸
膳
に
あ
る
の
が
潜
熱
と
な
る
の
で
は
を

い
か
｡

方

輿
紀
要
に
は
.
安
丘
頗
淳
i･
城
あ
る
む
し
る
L
t
蛸
道
元
の
言
hTLJ
以
き

チ

｢
不
払
岬
料
肺
的
'
川
拭
THi
以
封
二淳

.+
公
;中
略

､
練
歩

知

人
所
有

証

謂
二
之
札

城
.｣
袈
二
十
九
年
常
人
城
二
北
之
拝
千
-此
也

と
述
べ
て
お
る
｡

女
邦
文
化
の
搬
比
地
に
北
で

三

二

5
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二
十
的
な

節

一
助

三

二
二

勿
論
川
以
前
の
史
談
は
件
説
で
､
大
前
の
治
水
の
ど
と

さ
兆
し
て
薯
際
で
あ
っ
た
か
否
や
は
朋
で
夜

い
が
､
大
南

の
大
功
積
は
黄
河
の
氾
濫
む
救
ふ
た
と

い
ふ
姉
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
を
の
活
動
地
は
出
来
の
北
部
'
河
と
線
と
酒

の
構
流
し
た
平
野
で
あ
る
､
そ
の
安
丘
か
ら
闇
で
J
之
を
治
め
た
と
い
ふ
乙
と
は
､
仙
川
的
に
正
し
い
や
う
ほ
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
C
丙
は
黄
河
の
み
で
な

い
､
支
邦
の
紅
も
河
も
諸
水
も
す
べ
て
治
め
火
の
だ
と

い
へ
ば
そ
れ
に

は
何
と
も
答

へ
ら
れ
な

い
が
'
箕
つ
黄
河
の
導
水
む
弟

.t
の
功
だ
と
す
れ
ば
'
そ
の
被
字
地
は
出
来
と
河
南
と
河
北

と
の
問
の
平
野
で
あ
る
･.
恐
ら
-
は
今
の
河
問
の
拙
即
ち
九
河
か
ら
春
治
二
廉
を
へ
で
､
川
兼
の
穂
州
無
隷
の
平
原

乙
を
大
tP=
事
水
の
本
場
で
あ
っ
lT
に
違
以
な

い
｡
大
所
が
,J
れ
む
治
め
て
'
其
子
孫
妃
は
封
せ
ら
れ
た
と
見
て
大
過

は
な

い
と
‖
心
は
れ
る
｡

六

川
東
の
杷
糊
は
大
所
の
後
で
あ
ら
な

が
ら
久
し
-
夷
機
に
終
始
し
た
'蓋
し
笈
は
爽
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
｡

ゲ
イ

そ
の
夷
人
で
あ
っ
た
他
の

芸
岨
は
､
英
人
即
ち
弓
の
名
人
を
支
那
で
は
界

と
い
ふ
が
､
乙
の
界
と
い
ふ
人
は
有
窮
の

.I:-后
で
あ
っ
て
'
山
北
署
の
穂
州
は
居
た
の
で
あ
る
｡
大
罪
の
孫
太
虚
の
後
囲
惑
ふ
る
や
､
夏
の
王
'
利
を
追
ふ
て
問

政
を
と
っ
た
も
の
が
賓
に
乙
の
弓
人
の
大
家
た
る
卯
で
あ
っ
た
｡
桝
が
其
･d
塞
促
閲
を
華
ら
ほ
し
で
界
は
殺
さ
れ
､

界
の
室
と
促
と
の
間
に
決
と
嘘
が
珪
れ
空

曹
時
夏
の
柁
石
で
あ
っ
た
周
は
掛
継
氏
(
山
水
諒
光
豚
)と
掛
軍
氏

(
山

東
穐
牒
)
で
あ
っ
た
が
乙
の
二
閥
は
'
山
東
の
来
泰
山
(
折
山
)
か
ら
流
る
J
離
水
下
流
平
地
に
あ
っ
た
園
で
t
か
の

安
丘
は
そ
の
上
流
紋
河
の
流
域
盆
地
は
位
し
'
樹
確
は
其
下
流
左
岸
掴
河
の
平
地
で
'
常
州
は
近
-
､
掛

尊
は
稚
水



ゲ
ン

ほ
臨
む
所
の
弛
版
に
近
い
今
は
山
東
畑
草
の
中
心
市
場
と
在
っ
て
ゐ
る
工
業
の
要
地
で
あ
る
､
元

の
山
東
運
河
も
乙

ゝ
を
迫
っ
た
位
の
要
衝
で
あ
る
｡
さ
う
し
カ
土
地
に
夏
の
有
力
夜
部
族
が
ゐ
ね
の
で
'
促
は
浜
を
し
て
rJ
の
南
開
を

滅
ぼ
ru
L
た
と

い
ふ
か
ら
夏
の
政
治
舞
嘉
は
支
郷
と
い
っ
て
も
'
蜜
は
山
東
北
部
の
平
地
に
止
ま
っ
た
｡
や
が
て
夏

の
革
王
､
相
の
妃
に
少
庚
が
生
れ
'
河
南
蹄
穂
肘
に
逃
れ
て

夏
の
遺
臣
を
収
め
'
縄
等
二
閥
の
虻
を
集
め
て
蓬
に
促

を
滅
し
'
晒
じ
て
波
を
山
東
米
州
の
西
北
に
あ
る
過
に
征
め
亡
し
､
蓬
に
天
下
を
復
興
し
カ
と

い
は
れ
る
｡
豪
州
と

い
へ
ば
や
は
-
両
賞
に
米
英
牧
と
夜
-
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
東
夷
の
地
で
あ
っ
て
､
を
の
隣
接
地
の
蚤
州
即
山
東
源
角

ヽ
ヽ

は
咽
夷
の
地
で
あ
る
C
さ
う
し
て
乙
れ
ら
の
英
人
は
､
牝
は
鋤
毎
々
岸
に
も
分
布
し
た
の
で
､
商
賓
糞
州
に
は
島
夷

の
名
さ
へ
見
え
る
｡
か
や
う
在
次
第
で
夏
の
時
代
に
暗
礁
を
働
き
を
し
た
も
の
は
､
す
べ
て
英
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

春
秋
姦
公
六
年
十

一
月
菜
は
解
に
亡
さ
れ
た
と
あ
る
が
七
倍
公
十
三
年
に
も
准
夷
紀
を
病
ま
し
ひ
と

い
ふ
譜
が
あ
っ

て
､
古

へ
の
夏
の
土
地
は
､

い
つ
の
程
に
か
島
夷
莱
夷
堆
夷
杷
夷
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
恐
ら
-
こ
れ
は
園
初
か
ら
の
夷

で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
｡
し
か
し
て
乙
れ
ら
の
葬
の
,本
家
た
る
夏
は
奏
だ
か
ら
と

い
っ
て
段
々
退
歩
し
た
わ
け
で

二

は
な

い
｡
締
孔
甲
の
頃
に
な
る
と
好
二
方
鬼
和
事
-
と
あ
っ
て
'
支
部
の
民
間
宗
教
た
る
逆
数
が
､
既
に
夏
の
時
代
に

過
-
は
じ
め
た
こ
と
を
数
え
て
ゐ
る
の
で
.あ
る
｡

七

古
代
文
化
は
於
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
､
そ
の
祭
礼
に
開
す
る
風
習
で
あ
る
が
'
史
記
に
は
夏
の
孔
甲
が
最
初
に

鬼
刷
の
事
を
好
ん

だ
と

い
ふ
が
､

一
商
は
於
で
山
東
で
は
古
-
泰
山
を
中
心
に

一
つ
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
さ

ま
邦
文
化
の
公
法
地
に
就
て

二三

二
三
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球
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節

1
既

孟

二
四

ぬ
ば
琴
b
在
い
.
ruう
し
て
乙
の
泰
山
の
信
仰
は
､
今
日
79
獅
支
那
の
民
心
を
支
配
す
る
朗
の
も
の
で
あ
っ
て
､
博

物
誌
に
は
泰
川

一
日
11天
執
lと
あ
る
｡

/

ル

ル

ノ

首

1

鍔
元
砕
捕
-也
｡

主
召
二
人

魂
脱
?

耽
方
溺
物
納
成
｡
知

二
人

也

命
之
長
軸
,

で
あ
っ
て
支
那
の
五
番
崇

拝
の
中
で
も
泰
山
は
そ
の
首
山
で
あ
る
｡
故
に
史
記
に
も
骨
は
黄
砕
米
梅
に
至
与
'
備
荒

に
登
る
と
い
ひ
､
天
子
と
も
な
れ
ば
砲
義
と
し
て
'
泰
山
で
封
韓
を
す
る
と

い
ふ
こ
と
が
習
慣
で
あ
っ
た
と

い
ふ
位

で
あ
る
｡
蓋
し
山
東
は
東
夷
だ
と
い
っ
て
も
､
そ
の
中
で
有
力
を
人
が
出
で
!
君
主
に
在
る
､
即
ち
天
子
と
な
れ
ば
､

泰
山
に
登
ら
ぬ
ば
在
ら
な
か
っ
た
｡
故
に
を
の
対
韓
を
行
っ
た
人
は
､
三
皇
五
帝
位
に
止
ま
ら
ず
､
骨
子
の
言
は
よ

る
と
､
古
よ
ら

泰
山
に
封
じ
梁
父
は
醒
す
る
も
の
七
十
二
家
で
あ
る
と
さ
へ
記
さ
れ
て
ゐ
る
.
帝
王
の
興
暦
は

一
ほ

泰
山
藁
坪
と
比
例
す
る
の
で
あ
る
が
､
夏
を
す
ぎ
て
次
の
股
代
に
は
.部
戚
と

レ
ム
貿
臣
が
ゐ
た
｡
JES
絢
を
と
る
も
の

が
政
治
上
の
重
臣
で
あ
っ
た
時
代
､
即
我
樹
の
祭
政

一
致
の
時
代
と
も
み
る
べ
き
時
代
で
あ
っ
光
か
ら
鎚
戒
の
勢
力

は
す
ぼ
ら
し
か
つ
ね
｡
故
ほ
か
の
洪
範
を
み
る
と
天
地
陰
陽
五
行
の
舘
が
記
さ
れ
て
あ
-
玉
串
.
八
政
､
五
紀
を
数

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

へ
､
天
子
は
民
の
父
母
で
あ
さ
.
以
て
天
下
の
王
で
あ
る
か
ら
'
其
政
を
と
る
や
'
暦
数
に
従
ひ
七
三
徳
を
守
わ
､

卜
党
の
人
を
鍵
立
す
べ
き
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
っ
て
､
股
代
枢
戒
の
有
力
で
あ
っ
た
名
城
を
数

へ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡
所
が
rJ
う
し
た
俸
詮
や
民
間
信
仰
は
'
支
那
で
は
賓
は
泰
山
を
中
心
と
し

て山
兼
に
旺
盛
で
あ
っ

た
｡
を
乙
で
洗
番
地
班
志
に
79
番
で
は
.
長
女
は
す
べ
て
露
見
と
夜
か
､
家
主
洞
と
馬
か
'
婚
施
し
を
い
と

い
ふ
民

間
の
俗
風
を
特
番
し
た
棟
で
あ
る
.
太
良
公
も
努
を
以
て
大
間
と
な
し
'
山
海
を
鼎
が
'
欝
壊
千
旦
'
其
民
間
連
だ

と
の
べ
た
が
､
閑
雅
に
は
段
斉
は
中
也
と
記
さ
れ
'
山
東
の
囲
む
寮
と
い
ふ
の
は
膳
の
義
で
､
支
那
の
中
で
あ
る
と



い
ふ
て
ゐ
る
｡
所
が
碑
の
笈
王
の
頃
に
も
な
る
と
'
立
派
に
道
政
が
成
立
し
た
の
で
､
寮
の
民
問
信
仰
で
あ
み
.
股

の
T4
税
の
流
れ
を
扱
む
だ
朗
の
も
の
が
､
蓬
に
支
那
の
宗
教
ほ
ま
で
磯
展
し
な
の
で
あ
る
｡
故
は
泰
の
飴
畠
は
二
十

八
年
末
の
方
を
巡
親
し
雛
帽
に
上
カ
'
泰
山
に
封
醒
し
て
石
を
立

て､
吏
ら
に
未
来
で
は
成
山
h
=J究

め
､
芝
署
に
上

-
､
南
し
て
山
兼
魂
邪
に
至
土
盛
を
蘭
し
､
石
に
刻
L
t
東
総
社
蹟
し
た
と
あ
る
O
蓋
し
対
韓
藩
に
よ
る
と
､
始
畠

の
兼
巡
は
う
叫
に
上
-
石
を
立
つ
る
が
TTTT
ii1的
で
な

い
｡
主
と
し
て
名
山
大
川
及
八
榊
を
穐
し
た
7g
の
で
､
山
東
に
は

古
-
か
ら
八
榊
が
あ
っ
た
､
こ
れ
賓
に
筆
者
の
云
ふ
所
の
民
間
信
仰
で
あ
る
｡
帝
人
は
太
公
望
の
作
す
所
と

い
ふ
て

ゐ
る
が
.
恐
ら
-
は
夏
以
衆
の
こ
と
で
あ
ら
う
｡
山
東
の
入
醐
洞
と
は
､

l
に
天
主
洞
､
蹄
消
(解
の
都
)
の
南
郊
に

マツリ
/
ニ
ハ

あ
ゎ
､
二
は
地
主
洞
と

い
ふ
の
が
太
山
の
麓
の
染
父
に
あ
っ
た
､
乙
の
祭
場
を

時

と

い
っ
た
と
あ
る
.
三
に
兵
主

洞
と

い
ふ
の
が
蛍
光
を
配
っ
て
山
東
の
東
平
陸
監
郷
に
あ
わ
､
四
に
陰
主
詞
と

い
ふ
が
三
両
(海
上
?
･)
に
､
五
ほ
陽

主
洞
が
芝
業
に
､
六
に
月
主
洞
が
之
韮
山
(東
光
)
に
'
七
に
円
主
網
が
成
山
(
出
東
海
角
)
に
'
八
は
四
時
主
洞
が
魂

邪
は
あ
っ
た
の
で
､
素
魚
は
す
べ
で
rJ
れ
ら
の
八
榊
を
巡
拝
し
た
の
で
あ
る
｡
史
記
に
よ
る
と
乙
の
盛
況
に
ょ
つ

て

葬
配
さ
る
土

加
数
は
､
解
の
威
王
宣
王
の
頃
磯
節
の
従
の
｢
五
徳
之
運
｣
を
論
者
す
る
乙
と
は
ょ
つ
て
訓
諭

つ
け
ら
れ

秦
辞
の
世
に
故
人
で
番
人
之
を
奏
し
'
放
免
之
を
採
用
し
た
と
あ
る
か
ら
､
後
の
世
の
逆
数
､
帝

へ
の
醐
肋
の
説
が

乙
の
覇
に
於

で大
成
し
た
と
み
て
よ
い
｡
大
夏
公
も
か
う
し
た
信
仰
心
の
民
間
に
有
力
を
事
情
を
親
し
-
戚
稗
し
カ

ク

ヽ
モ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

か
ら
､｢
自
此
之
後
､
方
士
言
如

詞
.者
聯
衆
､
然

英
数
可
鹿

央
｣
と
述
懐
し
て
ゐ
る
棟
で
あ
る
｡

志

二
五
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蓋
し
案
以
後
班
代
に
も
な
れ
ば
紳
肋
を
崇
拝
す
る
も
の
資
は
益
々
焼
A
で
､
高
風
二
年
ほ
は
詞
官
を
し
て
天
地
四

万
上
帝
両
川
.虹
配
ら
し
め
､
就
中
鼠
光
の
革
王
洞
が
､
長
安
に
新
造
せ
ら
れ
､
署
や
､
梁
や
ー
剤
や
'
泰
等
の
盛
洞

い
づ
孔
も
長
安
に
基
申
し
て
'
地
方
の
信
者
整
準
い
､
各
郡
囲
豚
至
る
所
に
農
耕
を
斬
る
た
め
の
壁
面
あ
ら
ざ
る
は

な
-
､
出
来
に
聴
碑
し
た
郎
数
は
超
に
天
下
の
公
私
敢
7U
な
っ
た
の
で
あ
る
.
や
が
て
操
の
武
僻
の
時
代
に
も
在
る

と
､
天
子
親
ら
耐
電
と

い
ふ
乙
J
J
数
行
ふ
や
う
に
な
っ
て
.
黄
帝
や
榊
仙
を
祭
る
外
に
各
月
に
於
で
も
､
竃
軸
を
親

涌
す
る
と

い
ふ
習
慣
が
出
水
た
｡
を
rJ
で
武
帝
の
如
き
は
封
経
を
行
ふ
rJ
と
数
回
に
及
び
､
泰
山
は
登
-1
､
染
父
に

醒
し
､
未
来
を
究
め
､
入
軸
を
巡
察
す
る
rJ
と
が
天
子
の
尊
敬
や竺
不
め
す
所
以
だ
と
考
へ
て
之
を
賓
行
し
た
も
の
で

あ
っ
た
｡
常
時
解
人
少
霧
は
鬼
軸
の
方
を
以
て
上
に
見
え
て
死
者
を
市
現
rbす
や
う
な
砿
術
数
行
S
t
帝
人
申
功
や

丁
公
或
は
公
孫
卿
を
ど
の
方
士
の
､
上
疏
し
て
帥
怪
奇
方
を
語
る
も
の
寓
を
以
て
数
ふ
る
ほ
至
っ
た
｡
蓋
し
所
謂
シ

ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
敢
高
教
展
の

7
時
代
を
劃
せ
与
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
司
掲
蓬
が
封
鞘
番
を
史
記
の
中
に
い
れ
ね

州
由
79
成
井
だ
と
考

へ
し
め
る
と
同
時
に
､
市

へ
の
夏
囲
の
同
じ
土
地
に
､
か
う
し
た
宗
教
が
起
っ
た
こ
と
を
､
無

意
味
に
兄
の
が
し
て
は
な
ら
な

い
と
息
ふ

九

文
化
の
磯
連
か
ら
み
る
と
石
器
か
ら
銅
器
､
域
器
と

い
ふ
凪
に
考
市
尊
者
が
磯
達
階
梯
を
つ
げ
る
の
で
あ
る
が
､

石
器
時
代
か
ら
既
に
宗
数
的
要
素
が
あ
っ
て
､
あ
ら
ゆ
る
薬
柵
は
そ
の
根
源
が
宗
教
と
そ
の
儀
式
に
基
-
も
の
で
あ

る
と
は
今
夏
喋
々
す
る
に
も
及
ば
な

い
｡
従
っ
て
支
那
で
の
大
法
た
る
洪
範
の
五
行
や
'
玉
穂
や
､
卜
党
が
祭
政

一



致
時
代
の
政
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
繭
代
の
露
氏
の
数
力
を
回
顧
し
､
山
東
に
磯
逢
し
た
曙
術

一
派
の
逆
数
を
回
想

す
る
と

き
､
支
邦
文
化
の
起
原
が
あ
ぼ
ろ
に
桝
解
さ
れ
て
き
て
t
iL
代
東
夷
の
之
に
闘
係
し
た
勢
力
を
無
税
す
る
乙

と
は
出
水
な

い
で
あ
ら
う
｡

か
や
う
に
し
て
山
兼
土
着
の
民
族
は
､
夙
に
弓
術
に
勝
ぐ
れ
､
醐
肋
を
重
ん
じ
農
耕
ほ
い
を
し
ひ
だ
か
ら
､
周
兼

に
於
で
隠
然
た
る
大
周
で
あ
っ
た
｡
泰
の
弧
碁
を
以

て天
下
を
統

<L
す
る
や
二
世
に
至
わ
.｢
山
東
蓬
に
諾
榛
を
各
社

L
t
西
秦
人
を
枕
し
成
陽
を
屠
っ
て
｣
撲
代
の
太
平
を
賂
凍
し
た
｡
西
の
力
で
在
-

で､
東
の
カ
が
勝
っ
た
の
だ
｡

故
に
司
馬
は
円
く

｢
丑
に
於
て
山
水
大
に
位
れ
'
綿
佼
競
ひ
立
ち
'
嘉
穂
北
び
立
つ
や
赤
紫
仰
を
し
て
氷
托
せ
し
む
､
時
に
陣
渉
は
班

脚
紬
相
の
子
た
る
に
す
ぎ
ず
､

何
か
も
迩
鮎
の
従
､
才
髄
は
中
人
に
及
ば
ず
､
仲
氾
狼
程
の
異
材
る
に
非
ず
､
陶
紫
紺
噺
の
拭

あ
る
に
あ

ら
ず
､
足
を
行
化

の
問
に
嫌
み
'
仲

附の

関
に
帽
起
し
､
悩
散

の
卒
を
嘩
ゐ
､
散
甘
の
衆
を
脚
っ
て
'
柚
じ
て
春
を
攻
む
｡
木
を
き
っ
て

兵
と
な
し
t
i
.i･を
か
1
げ
て
朗
と
な
す
o
天

下
磐払

矩
艇
､
糊
を
つ
-
.
み
て
=;:{
の
ど
と
-
に
牝
ひ
出
火

の
豪
俊
､
速
に
放
起
し
て
亡
秦
放
せ
ら
る
O

と
､

い
か
に
7P
名
文
で
は
あ
る
が
､

天
下
は
燭
-
張
力
な
武
力
の
み
で
は
治
ま
ら
覆

い
｡
周
の
武
王

一
た
び
西
戎
を

以
て
兼
の
股
を
亡
ぼ
し
た
が
､
爾
凍
敗
甘
年
春
歌
軌
間
の
間
数

へ
雪

.L
時
久
し
-
王
の
無
か
っ
た
胤
雛
の
支
郷
を

案
は
再
び
西
成
の
武
力
で
洛
ru
へ
72
｡
け
れ
ど
7P
王
3'13
.を
即
憩
と
L
p
五
徳
互
に
代
は
る
べ
き
こ
と
を
運
命
と
心
神

る
出
来
の
文
化
は
､
決
し
て
之
に
甘
ん
じ
な
か
っ
た
｡
を
の
姑
兼
務
備
純
握
の
賎
家
に
産
れ
た
陳
渉
､

一
た
び
反
を

ruけ
む
で
吊
束
の
講
衷
批
び
た
ち
亡
秦
は
族
せ
ら
れ
LJ
の
で
あ
る
｡
支
那
人
は
か
う
し
た
歴
史
を
熟
知
し
て
ね
と

へ

西
戎
北
秋
が
支
那
を

一
時
的
に
支
配
は
し
て
も
r
結
局
は
ま
た
浅
民
族
の
問
と
在
る
｡
否
野
轡
査
朗
族
で
79
､
琴
LE

文
邦
文
化
の
蕉
比
地
に
試
て

孟

二
七
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LI
統

元

二
八

族
で
も
.

民
業
で
も
､

い
つ
の
ま
ほ
か
支
部
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
椙
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
｡
rb
う
し
衷
古
今
の
歴

史
観
む
な
し
た
も
の
は
､
賓
に
司
殿
速
の
乙
の
轟
紀
の
名
文
で
は
覆

い
か
｡
ruう
し
て
我
等
は
周
の
統

一
に
反
対
し

た
徐
准
の
夷
人
の
意
気
が
暫
托
し
蓬
に
隙
渉
と
有
っ
て
､
教
育
年
の
後
に
提
興
し
た
79
の
ガ
と
信
ぜ
ざ
る
を
程
夜

)

の
で
は
な

い
か
｡

7
0

川
東
の
夷
族
だ
と
考

へ
ら
れ
た
土
地
は
､
教
徒
ま
で
弓
術
に
秀
で
た
界
の
子
孫
が
ゐ
て
陣
渉
の
武
力
と
は
夜
つ
た

が
､

7
面
に
は
周
に
仕

へ
ね
昌
荷
も
み
た
｡
ヒ

ル
ー
氏
は
逸
聞
藩
に
武
王
が
鋸
を
撃

っ
た
創
､
諸
兄
の
新
形
の
寓
刀

を
軽
呂
と
あ
る
の
む
み
て
'
軽
呂
は
士
耳
古
語
の

K
in
g
IF
k
キ
ン
ラ
ク
で
あ
る
.
紀
元
前
十
二
世
配
は
キ
ン
ラ
ク

と

い
ふ
ト
ル

コ
語
の
爾
匁
の
剣
が
あ
っ
た
､
恐
ら
-
何
奴
か
ら
柑
ね
剣
で
あ
ら
う
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'

い

か
に
面
白

い
こ
と
で
p
基
し
て
然
ら
ば
周
は
後
の
世
の
元
と
同
じ
-
基
外
の
武
力
で
支
那
を
亡
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
允

と
み
て
よ

い
｡
但
し
譜
匁
の
創
h
t鯉
呂
と

い
ふ
語
は
､
土
耳
古
語
か
も
し
れ
在

い
け
郎
ど
79
､
日
本
で
も
キ
レ
竜
ノ

と

い
っ
て
.
軽
昌
に
近

い
キ
ル
､
キ
レ
な
ど
の
働
き
詞
が
あ
上

着
の
や
う
夜
匿
刀
を

｢
ツ
ム
ガ

リ
の
.大
刀
｣
と
も

い
ふ
｡
つ
む
は
湖
の
義
､
ガ
リ
は
諾
匁
の
鋭
さ
で
あ
る
｡

カ
リ
､
カ
ル
､

カ
レ
､
_
～
-
.
キ
ル
､
キ
レ
'
皆
共
通
で

あ
る
か
ら
'
武
王
時
代
の
軽
呂
は
日
本
で
は
後
に
動
詞
と
も
な
ゎ
P
都
車
刈
の
｢
刈
｣
と
も
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
｡
或

は
武
王
潜
時
既
に
山
東
東
夷
の
手
は
｢
刈
L
が
あ
っ
た
､
そ
れ
を
呂
相
の
手
か
ら
武
王
に
披
Tu
れ
ね
と
も
み
ら
れ
て
p

必
し
鴨
ト
ル

コ
族
か
ら
と
は
い
へ
ね
と
瓜
は
れ
る
が
ど
う
で
あ
ら
う
か
｡



周
は
股
や
東
方
の
夷
よ
-
ち
.
文
化
が
後
-
れ
て
ゐ
た
の
で
駿
を
亡
ぼ
す
と
､
匿
ち
ほ
股
民
を
洛
陽
は
燕
か
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
｡
同
株
は
泰
が
成
陽
む
経
常
す
る
や
t
や
は
ら
天
下
の
宮
家
を
う
つ
し
た
､
そ
の
中
に
川
東
の
人

々

の
屠
っ
た
rJ
と
は
後
述
す
る
迫
で
あ
る
が
､
泰
か
ら
班
に
か
け
て
山
東
の
人
々
の
活
躍
は
す

さ
ま
じ
-
p
泰
時
徐
市

は
三
糾
出
,kt求
め
る
た
め
に
教
官
の
人
と
共
に
海
上
に
淳
ん
だ
が
､
や
が
て
洗
時
朝
鮮
を
征
し
た
の
も
､
盆
-
粥
潜

入
の
活
躍
に
外
在
ら
在
か
っ
た
｡
平
準
輩
は
よ
る
と
朔
方
に
築
城
し
カ
の
も
'
山
瀬
よ
･ct威
そ
の
界
,<LJ被
る
と
あ

ら

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

武
帝
の
時
観
中
の
盆
地
を
開
-
た
め
に
は
解
入
水
工
徐
伯
東
を
し

て､
卒
数
常
人
を
以
て
街
渠
を
つ
-
ら
し
め
'
三

年
に
し
て
な
る
｡
御
蔭
で
渠
下
の
民
頗
る
既

出を
得
た
と
あ
る
.
徐
と

い
ふ
か
ら
勿
論
徐
奏
の
族
で
あ
ら
う
｡

蓋
し
川
東
か
ら
の
移
民
は
､
必
L
も
今
日.Li
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
夜
-
､
朔
北
か
ら
槻
中
'

さ
て
は
朝
鮮

へ
か
け

三

一千
年
以
前
既
に
山
東
か
ら
人
口
は
輸
出
さ
れ

てゐ
吾
の
で
あ
る
｡
白
か
ら
経
済
が
磯
達
し
山
東
で
は
解
の
桓
公

の
時
骨
子
の
力
で

一
廉
の
商
工
間
に
夜
つ
た
と

い
は
れ
る
位
で
い
か
に
も
山
東
に
は
富
豪
が
多
か
っ
た
O
支
那
で
富

豪
の
出
凍
死
の
は
戦
囲
以
後
で
陶
朱
碕
俺
の
富
と

い
は
れ
る
が
､
こ
の
人
は
も
と
越
王
勾
践
を
助
け
て
花
森
と

い
は

ヽ
ヽ

れ
､
後
去
っ
て
香
は
ゆ

き
鵡
菓
子
皮
と
壊
し
､
其
子
孫
業
を
修
め
て
之
を
息
L
t
蓬
に

玉
常
の
富
を
擁
す
る
に
至
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
と
あ
る
か
ら
.
覇
は
賓
に
富
豪
の
出
来
る
土
地
で
あ
っ
た
｡
故
に
司
馬
遷
は
貨
殖
僻
は
長
安
の
富
豪
無
捜
氏
を
の

ク

こ

べ
.
吏
ら
ほ
筆
を
す
J
め
て
､

闘
中
の
富
商
大
栗
､
大
抵

誼

工
諸
m

両

替
､
m
蘭
､
葦
豪
p
某
氏
､
安
陵
の
杜
氏
､
及
杜
の

杜
氏
亦
庄
薦
此
其
葦
々
克
典
者
也
と
し
る
し
､
ー¶
姓
の

一
族
こ
と
ど
と
-
富
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

一

1

滋
邦
文
化
の
数
接
地
に
就
て

克

二
九



地

球

節

二
十
桝
谷

節

1
助

三
〇

三
〇

息
ふ
に
FJ
の

け暮氏
乙
を
薯
は
寮
の
桓
公
の
時
､
陳
か
ら
入
っ
て
仕
へ
カ
と
い
ふ
陳
完
に
始
ま
る
が
､
m
氏
と
い
へ

ば
賓
は
碑
の
姓
で
'
覇
に
入
っ
て
改
姓
し
た
と
あ
る
｡
憩
ら
-
養
子
を
ど
の
形
で
寮
人
の
田
姓
に
繰
入
を
し
た
の
で

覆
い
か
p
と
も
か
-
そ
の
後
11i
姓
の
も
の
は
､
段
々
と
増
加
し
､
勢
力
も
相
乗
m
麓
の
時
､
東
灘
公
の
大
夫
と
夜
-
､

円
背
の
時
務
の
朝
と
怒
ら
､
圧TTT
刺
の
時
'
太
公
望
の
寮
に
代
は
っ
て
'
覇
の
棟
と
在
っ
た
｡
秦
が
葬
を
亡
ぼ
し
た
後

で
も
､
閏
は
名
族
で
'
沸
初
に
田
鹿
は
香
王
と
改
み
.
弟
は
田
発
､
田
横
を
ど
の
王
を
桐
す
る
も
の
が
あ
っ
た
.
rJ

の
時
田
暇
､
田
角
､
m
市
p
田
岡
な
ど
い
ふ
多
-
の
一
族
が
活
躍
し
た
｡
班
兜
の
辞
以
ほ
H
横
は
其
族
五
首
飴
人
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

海
鳥
に
走
つ
ね
が
､
洪
高
配
は
努
の
農
者
多
-
之
に
附
き
鋸
ら
ざ
る
を
恐
れ
て
態
々
人
む
使
し
て
田
横
･,1J呼
人
だ
｡

そ

こ
で
旧
蹟
は
掘
っ
た
が
'
洛
陽
に
至
少
､
横
は
始
め
法
王
と
典
は
南
面
し
て
孤
と
栴
す
､
今
班
王
､
天
子
と
夜
み

て
横
は
廼
ち
亡
虜
と
為
っ
て
北
面
し
て
之
に
却
ふ
ほ
私
び
な
い
と
い
っ
て
､
恥
ぢ
て
自
劉
し
た
｡
す
る
と
其
客
の
従

へ
る
も
の
二
人
ま
で
自
劃
し
た
'
や
が
て
海
中
に
あ
る
も
の
五

百
人
も
亦
皆
批
ぢ
て
死
ん
だ
と
あ
る
､
談
草
分
と
し

て
も
珍
ら
し
い
｡
い
か
に
も
後
世
の
支
那
人
と
は
ち
が
つ
ね
牡
と
い
ふ
こ
と
が
史
記
に
高
調
さ
れ
て
ゐ
る
'
琴
b
-

乙
の
牡
と
い
ふ
考
p

一
族
皆
殉
死
す
る
と
い
ふ
乙
と
な
ど
は
賓
に
東
夷
と
し
て
の
特
色
で
は
を
か
つ
ね
か
｡
し
か
し

史
記
の
m
侮
列
侍
ほ
か
う
し
な
記
錬
を
の
rJ
し
た
田
氏
は
､
こ
の
時
は
す
べ
て
顔
-
は
な
ら
意
か
つ
允
.
解
の
貿
者

た
る
附
の
一
族
の
補
中
に
入
っ
た
も
の
79
亦
決
し
て
紗
-
は
夜
か
っ
た
､
故
に
司
掲
連
の
見
た
時
に
は
大
抵
の
溢
金

持
ち
は
舗
田
だ
と
い
ふ
工
各
に
な
っ
て
ゐ
た
｡
我
等
は
rJ
J
に
も
東
夷

.i
族
の
優
秀
n
計
数

へ
ら
れ
る
.
史
記
列
停

中
に
も
田
糖
.
田
叔
､
田
軍
の
三
列
侍
が
あ
っ
て
p
中
に
79
田
軍
は
務
の
諸
刑
の
疏
属
で
あ
る
が
､
経
の
楽
毅
が
解

を
攻
め
て
七
十
飴
城
骨
降
っ
た
と

き
'
濁
り

常
は
よ
っ
て
､
こ
れ
に
封
抗
し
.
有
名
夜
火
車
の
計
を
以
て
燕
軍
を
し



-
ぞ
叶
.
七
十
飴
城
を
複
し
た
と
い
は
る
!
名
指
で
あ
っ
た
｡
蓋
し
悶
革
の
音
域
は
賓
に
豪
商
の
安
邸
に
近
5,､
山

東
海
岸
の

1
小
城
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
我
等
は
rJ
の
名
勝
に
よ
っ
て
'
吏
ら
ほ
再
び
､
衝
に
貿
者
多
L
と
の
言
賓

は
慣
ら
ざ
る
を
知
る
の
で
あ
る
｡

一
二

之
を
要
す
る
に
山
東
は
支
那
文
化
の
故
園
で
あ
る
､
政
務
は
中
也
と
い
ふ
か
ら
に
'
山
楽
乙
を
賓
は
支
那
文
化
の

母
健
で
あ
っ
て
.
宗
数
の
揺
藍
地
で
あ
-
名
勝
'
貿
匿
.
ふ
典
象
の
由
っ
て
起
っ
た
と
rJ
ろ
で
あ
る
の
で
あ
る
.

用
や
秦
は
西
方
か
ら
の
出
身
で
あ
る
が
､
そ
の
出
て
兼
ね
時
に
は
既
に
山
東
に

山
積
の
文
化
が
あ
わ
'
山
東
民
族

の
酉
移
と

い
ふ
乙
と
は
よ
っ
て
'
閣
戒
の
居
死
闘
中
79
開
墾
さ
れ
る
し
朔
北
の
築
城
も
出
来
た
'
蓋
し
貿
易
交
通
に

ょ
る
粒
油
的
活
動
と

5'ふ
も
の
も
､
賓
に
山
東
民
族
の
敢
初
に
着
手
し
た
も
の
で
､
従
ら
ほ
醐
仙
を
求
め
て
､
源
上

に
出
光
の
み
で
は
夜
か
つ
ね
｡
そ
れ
と
5,
ふ
の
も
､
薯
は
山
東
の
海
岸
の
抽
入
が
良
港
htLJ供
給
L
t
夙
に
北
は
朝
鮮

に
､
束
は
日
本
に
'
宙
は
英
越
に
朝
交
は
っ
て
､
閣
方
と
は
ち
が
っ
た
見
識
を
揮
っ
た
か
ら
だ
と
い
は
を
-
で
は
在

ら
ぬ
と
同
時
に
'
山
東
競
以
立
っ
て
'
亡
奏
族
せ
ら
れ
た
史
薯
計J見
る
時
､
支
邦
文
化
の
要
素
i
JL
で
､
乙
の
山
東

の
教
展
､
兼
夷
の
意
気
を
風
の
が
し

ては
在
る
ま
い
｡
寸
暇
を
程

で史
記

一
帯
を
迫
憩
し
東
夷
に
つ
い
て
得
た
知
識

は
右
の
如
-
で
あ
る
が
､
勿
論
北
秋
に
79
西
戎
に
も
､
商
蟹
に
も

p支
那
文
化
に
寄
奥
し
た
人
々
の
多

い
rJ
と
を
旗

は
な
い
が
p
虹
記
に
記
錬
さ
れ
た
上
代
俸
説
で
は
p
東
夷
ほ
ど
の
も
の
は
他
の
三
夷
に
在
い
や
う
で
あ
る
｡
蓋
し
其

民
族
が
他
の
三
方
と
は
興
っ
て
ゐ
光
か
ら
で
あ
る
｡

支
那
文
化
の
鍍
接
地
に
就

い
て

三

三
S



地

球

節

二
十
凹
巻

第

一
班

三

三
こ

ね
と

へ
嘗
石
器
時
代
の
民
族
は
中
央
ア
'･,h
ヤ
ほ
居
て

そ
れ
か
ら
四
方
に
わ
か
れ
た
も
の
と
し
で
も
､
儀
石
器
や

新
石
器
時
代
の
文
化
は
各
地
瓶
似
の
励
始
文
化
で
あ
る
O
支
邦
文
化
と
し

て特
色
と
も
つ
の
は
'
薯
に
周
波
の
問
に

堆
逢
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
在
ら
ば
'
何
と
し
て
も
東
夷
即
ち
川
東
民
族
の
寄
輿
は
大
き

い
｡
支
郷
の
俸
詮
で
三

豊
五
軒
の
都
邑
や
糾
明
の
墳
丘
が
す
べ
て
こ
の
方
面
は
集
ま
る
と

い
ふ
丈
で
も
､
漢
民
族
の
文
化
は
山
東
に
初
姦
し

た
と

い
っ
て
過
言
で
は
な

い
で
あ
ら
う
｡

舵
等
は
rJ
の
川
東
に
起
つ
.LJ
泰
山
天
孫
の
俸
詮
や
'
入
輔
弼
h
l塵
親
し
で
は
怒
ら
を

い
と
同
時
に
'
竃
を
触
る
と

い
ふ
今
の
民
間
信
仰
も
晋
は
乙
の
山
薬
の
民
俗
に
起
る
の
で
あ
っ
光
と
知
っ
て
や
が
て
さ
う
し
た
信
仰
の
分
布
を
轟

取
れ
ば
'
或
は
山
北
の
兼

缶
の
文
化
に
封
す
る
位
潜
'

い
よ
-

桝
に
在
る
で
あ
ら
う
か
と
考

へ
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
を
以
て
結
語
と
す
る
｡

(

完
)


