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舅
約
】
『
漢
謹
西
域
伝
に
よ
る
と
・
翻
心
世
紀
の
タ
リ
ム
鑑
地
方
で
は
「
寄
田
仰
建
と
い
う
、
芝
が
行
な
わ
れ
て
い
た
・
こ
の
「
奮
仰
穀
」
脚

と
は
、
あ
る
国
が
隣
国
の
土
地
を
借
り
て
耕
し
穀
物
を
仰
ぐ
と
い
っ
た
状
況
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
錯
莞
・
都
塵
・
山
国
・
蒲
摯

・
電
動
と
い
っ
た
五
国
に
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
五
道
は
、
ほ
と
ん
ど
盆
地
周
辺
に
あ
っ
て
遊
牧
を
主
た
る
生
業
と
す
る
民
の
い
た
〃
国
”
で
あ
り
、

一
方
で
少
数
の
農
耕
を
行
う
民
の
い
た
〃
国
”
で
も
あ
っ
た
。
　
「
寄
田
仰
穀
」
を
行
っ
て
い
た
の
は
後
老
の
民
と
思
わ
れ
、
彼
等
は
片
道
二
～
九
日
の
日

数
を
費
し
タ
リ
ム
盆
地
内
の
オ
ア
シ
ス
国
に
「
寄
田
仰
穀
」
す
る
た
め
出
か
け
て
行
っ
た
。
そ
の
彼
等
が
通
っ
た
道
こ
そ
地
方
的
に
重
要
な
道
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
「
寄
田
翌
夕
」
関
係
を
通
し
て
結
ば
れ
て
い
た
国
々
の
間
に
〃
小
経
済
圏
”
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。
　
史
林
大
七
巻
六
号
　
一
九
八
翌
年
＋
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
寄
田
仰
穀
扁
と
は
『
漢
書
』
西
域
伝
で
工
・
三
見
ら
れ
る
書
葉
で
、
管
見
の
限
り
で
は
他
に
用
例
を
全
く
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、

も
代
表
的
な
例
は
、
都
善
国
（
ピ
。
℃
占
9
付
近
に
存
在
し
て
い
た
“
国
〃
）
に
関
す
る
「
地
沙
歯
少
田
、
寄
田
仰
穀
勇
国
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
初
唐
の
顔
師
古
の
註
「
寄
於
母
国
種
田
、
斜
里
労
国
之
穀
也
。
題
詩
牛
向
反
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
　
〃
壱
国
の
土

地
を
借
り
て
耕
し
、
さ
ら
に
労
国
の
穀
物
を
買
い
い
れ
る
”
と
い
う
解
釈
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
寄
田
墨
画
」
の

例
は
、
紀
元
前
一
世
紀
前
後
の
タ
リ
ム
盆
地
周
辺
の
“
国
々
”
に
於
い
て
数
例
解
ら
れ
る
。
本
稿
は
そ
の
状
況
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
っ
っ
、

「
寄
田
仰
穀
」
と
い
う
こ
と
が
中
央
ア
ジ
ア
史
上
に
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
　
本
稿
で
は
、
地
名
の
表
記
法
は
大
部
分
ン
8
＞
・
ω
冨
［
♂
騎
ミ
慧
へ
貯
、
¢
。
く
。
黄
○
廷
。
『
阜
一
廻
掃
の
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。
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姥
　
　
莞
　
　
国
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（一一一）

　
『
漢
書
』
西
域
伝
に
於
い
て
「
寄
田
仰
穀
」
に
関
る
最
初
の
国
は
、
姥
莞
と
い
う
“
国
”
で
あ
る
。
こ
の
姥
禿
国
に
つ
い
て
同
量
は
左
の
如

　
　
　
　
　
①

く
記
し
て
い
る
。

　
姥
莞
国
王
号
去
胡
蔵
王
。
去
陽
関
千
八
百
里
、
去
長
安
六
千
三
百
里
、
辟
在
西
南
、
不
当
孔
道
。
戸
四
百
五
十
、
口
業
七
百
五
十
、
勝
兵
者
五
百
人
。
西
堺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
且
末
接
。
随
密
逐
水
草
、
不
田
作
、
仰
都
善
．
高
等
穀
。
山
有
間
、
自
作
兵
、
保
有
弓
矛
服
刀
劒
甲
。
西
北
愚
意
善
、
乃
当
道
云
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
諾
莞
の
民
は
田
作
せ
ず
、
宝
燈
・
且
末
（
Ω
費
9
智
付
近
に
あ
っ
た
“
国
〃
）
と
い
っ
た
“
国
”
の
穀
物
に
頼
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
同
量
の
民
の
場
合
、
　
「
寄
田
」
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
顔
師
古
は
右
の
「
仰
都
善
・
且
末
穀
」
と

い
う
記
事
に
つ
い
て
、
　
「
頼
以
自
給
也
、
轟
音
牛
向
反
」
と
い
う
註
を
つ
け
て
い
る
。
高
這
の
民
が
穀
物
を
仰
い
で
い
た
一
方
の
〃
国
”
都
善

国
と
は
、
当
時
じ
。
℃
白
鍵
西
南
の
朔
望
窪
・
O
げ
㊤
降
三
時
地
区
か
ら
西
北
部
に
か
け
て
展
開
し
て
い
た
“
国
”
で
あ
り
、
且
末
国
と
は
現
在
の

○
げ
母
魯
ρ
ロ
を
中
心
と
し
た
所
謂
オ
ア
シ
ス
国
家
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
都
善
国
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
都
善
国
自
体
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
地
沙
歯
少
田
、
寄
国
策
穀
労
国
」
と
い
う
状
況
で
他
国
に
穀
物
を
出
す
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
筈

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
漢
審
西
域
伝
補
注
』
の
著
者
徐
松
は
、
　
「
都
善
亦
仰
穀
輝
国
、
此
蓋
由
都
善
管
資
且
末
」
と
述
べ
、
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

善
国
を
通
し
て
且
末
国
の
穀
物
に
頼
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
松
田
寿
男
氏
は
、
先
の
都
善
国
の
記
事
を
ぴ
○
博
郎
母
西
北
岸
の

楼
蘭
（
H
（
H
O
吐
9
一
口
ρ
）
城
の
風
土
を
写
し
た
も
の
と
し
、
当
時
「
其
身
肥
美
」
と
雷
わ
れ
た
都
善
国
内
の
一
城
春
蚕
城
（
o
導
入
夢
一
門
に
位
置
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
た
と
さ
れ
る
）
付
近
か
ら
姥
莞
は
穀
物
を
仰
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
両
氏
の
意
見
は
共
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
を
含
ん
で

い
る
と
思
う
。



　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
諾
発
の
民
が
穀
物
を
仰
い
で
い
た
両
国
ま
で
の
距
離
で
あ
る
。
ま
つ
都
善
国
ま
で
の
距

離
で
あ
る
が
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
は
こ
の
隣
合
わ
せ
の
両
国
間
の
距
離
を
全
く
表
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
同
伝
に
よ
る
と
陽
関
～
都
善
間
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
〇
〇
里
、
長
安
～
愛
書
間
六
一
〇
〇
里
で
あ
り
、
一
方
陽
関
～
諾
発
間
一
八
○
○
里
、
長
安
～
諾
為
重
六
三
〇
〇
里
で
あ
り
、
そ
し
て
当
時

陽
関
・
長
安
か
ら
婚
莞
に
行
く
際
に
は
必
ず
都
善
経
由
で
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
両
里
程
の
差
二
〇
〇
里
が
諾
莞
～
翠
帳
間
の
距
離
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
の
で
あ
る
。
一
方
、
諾
々
か
ら
且
末
国
ま
で
の
距
離
は
、
都
下
経
由
で
行
く
と
都
善
～
且
末
間
が
七
二
〇
里
な
の
で
、
姥
莞
～
都
警
間
の
二

〇
〇
里
を
加
え
る
と
九
二
〇
里
と
な
る
。
な
お
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
・
姥
莞
国
管
に
「
西
与
且
末
接
」
と
あ
る
の
で
錯
莞
か
ら
且

末
に
至
る
捷
径
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
発
見
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
諾
莞
～
都
早
期
の
距
離
が
二
〇
〇
里
、
姥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

莞
～
且
末
間
の
距
離
が
九
二
〇
里
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
里
数
は
、
す
で
に
徐
松
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
当
時
は
一
〇

〇
里
が
一
日
行
程
の
距
離
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
二
日
行
程
お
よ
び
九
日
行
程
の
距
離
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

諾
禿
の
民
は
二
日
の
日
数
を
か
け
て
都
善
国
ま
で
行
き
、
徐
松
の
説
の
如
く
都
善
で
且
末
の
穀
を
買
っ
た
と
い
う
の
で
な
い
な
ら
、
さ
ら
に
七

罠
の
日
数
を
か
け
て
且
末
国
ま
で
行
き
穀
物
を
買
い
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
錯
禿
の
“
国
”
と
は
ど
う
い
う
国
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
少
し
詳
し
く
見
て
い
こ
う
と
思

恒
つ
。

「寄田仰穀」考（山本）

（二）

　
ま
つ
、
「
穂
孕
」
と
い
う
名
称
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
く
白
鳥
庫
吉
氏
が
、
「
諾
禿
扁
の
「
嬬
」
を
チ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ッ
ト
語
の
邑
ゴ
く
9
（
“
塩
”
の
意
）
の
音
を
写
し
た
も
の
と
し
、
「
諾
発
」
を
〃
塩
池
の
莞
”
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
近
年
佐
藤
長
氏
は
、
「
姥

禿
」
を
チ
ベ
ッ
ト
語
の
高
畠
ω
学
園
財
部
篇
ひ
（
〃
牧
畜
者
の
集
団
〃
の
意
）
ま
た
は
ぴ
。
節
σ
q
。
。
，
犀
げ
蜜
＝
》
（
”
鉄
の
集
団
〃
の
意
）
の
音
を
写
し
た
も
の
と
推
定

　
　
⑨

さ
れ
た
。
両
氏
の
説
は
そ
の
当
否
を
暫
く
お
く
と
し
て
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
姥
莞
の
〃
国
”
の
特
微
を
よ
く
物
語
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

35 （861）



　
と
こ
ろ
で
こ
の
古
伝
と
呼
ば
れ
た
民
は
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
に
よ
れ
ば
、
タ
リ
ム
盆
地
母
方
の
山
岳
地
帯
に
広
範
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
つ
本
稿
が
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
「
去
歳
来
王
」
を
戴
く
諾
禿
族
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
他
に
も
搭
禿
と
呼
ば
れ
る
民
は
、
且
末
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

南
方
の
小
宛
国
の
東
方
に
、
戎
興
国
の
南
方
に
、
渠
備
州
の
西
方
に
、
干
聞
国
（
内
ぎ
富
コ
地
域
に
存
在
し
て
い
た
“
国
〃
）
爾
方
に
、
そ
し
て
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
西
方
、
榎
一
雄
氏
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
記
録
に
現
れ
る
累
巴
涛
○
α
に
比
定
さ
れ
、
○
隷
σ
q
淳
川
下
流
域
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
難
兜
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

南
方
に
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
榎
氏
は
難
兜
国
南
方
の
諾
発
に
つ
い
て
、
　
「
姥
完
は
本
来
南
山
の
南
8
ω
巴
q
騨
ヨ
に
拠
っ
た
チ
ベ
ッ

ト
種
を
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
齎
の
地
理
に
暗
い
幾
代
の
支
那
人
は
、
難
兜
国
南
方
に
鑑
莞
に
似
た
チ
ベ
ヅ
ト
種
の
居
る
の
を
知
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

目
ω
巴
α
騨
ヨ
の
地
が
こ
の
方
面
に
ま
で
延
び
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
興
味
深
い
考
え
方
だ
と
思
う
。
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
に
し
て
も
古
く
白
鳥
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
榎
氏
に
よ
っ
て
敷
衛
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
8
旨
≦
帥
、
一
、
α
ρ
白
か
ら
囚
碧
ρ
浄
。
三
白
山
脈
南

部
ま
で
広
範
に
姥
莞
と
呼
ば
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
種
の
民
が
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
世
紀
頃
の
状
況
を
表
現
し
て
い
る
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

わ
れ
る
『
魏
略
』
西
戎
伝
の
次
の
よ
う
な
記
事
を
見
て
も
よ
く
分
る
。

　
傲
爆
西
域
之
南
山
申
、
従
面
出
西
至
国
領
数
千
里
、
有
月
氏
余
種
壷
琵
莞
・
白
馬
・
黄
牛
莞
、
各
甘
草
豪
、
北
与
諸
国
接
、
不
知
其
道
里
広
狭
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
の
記
事
を
見
る
と
、
三
世
紀
頃
の
西
域
の
「
爾
山
（
ほ
ぼ
南
窓
－
践
α
q
財
地
域
を
指
す
）
」
中
に
は
「
葱
琵
莞
」
等
と
呼
ば
れ
る
月
氏
の
雲
離
が

い
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
「
月
氏
余
種
」
と
あ
る
の
は
、
前
二
世
紀
に
笠
鉾
に
敗
れ
た
算
氏
が
b
ご
ρ
。
貯
β
方
面
へ
逃
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

際
、
そ
の
余
種
が
西
域
の
南
山
に
残
り
発
種
と
雑
居
し
て
い
た
と
い
う
憐
報
が
す
で
に
漢
代
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
　
「
葱
輩
禿
」
等
が
本
当
に
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

氏
族
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
よ
く
分
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
葱
蕩
禿
昇
等
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上
チ
ベ
ッ
ト
系
に
属
す
る
種
族
と
考
え

て
よ
く
、
三
世
紀
に
於
い
て
も
上
記
の
地
域
で
の
チ
ベ
ッ
ト
種
の
存
在
を
確
認
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
8
ω
げ
乏
ρ
、
一
、
α
騨
白
か
ら

囚
母
p
涛
○
轟
ヨ
に
か
け
て
広
範
な
チ
ベ
ヅ
ト
種
の
存
在
が
確
認
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
去
胡
来
正
を
長
と
す

る
諾
莞
の
民
の
場
合
は
、
そ
の
最
も
東
方
部
分
に
位
置
し
て
い
た
集
団
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
去
胡
軒
忍
を
戴
く
姥
禿
の
民
は
正
確
に
は
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

36　（862）
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⑱

少
し
触
れ
た
よ
う
に
西
域
南
山
の
東
方
部
8
診
甫
p
、
一
、
鳥
9
9
と
い
う
こ
と
で
諸
氏
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
姥
莞
～
都
善
間
の
距
離
が
二
〇
〇
里
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
殺
げ
零
ρ
、
一
、
α
帥
ヨ
で
は
あ
ま
り
に
距
離
が
あ
り
過
ぎ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
当
時
冒
。
も
き
母
西
南
部
に
あ
っ
た
都
善
国
か
ら
二
〇
〇
里
東
野
へ
行
っ
て
も
≧
覧
亭
践
σ
Q
げ
の
山
麓
迄
し
か
達
し
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
、
当
時
の
漢
人
が
都
舞
方
面
よ
り
眺
め
た
場
合
、
よ
り
奥
の
目
鴇
ジ
巴
、
、
畠
書
聖
は
知
り
得

ず
、
前
方
の
≧
鉱
㌣
臼
σ
q
ッ
に
い
た
一
部
の
罪
質
し
か
知
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

故
去
胡
来
王
を
長
と
す
る
搭
莞
の
民
は
、
と
ぼ
〒
萄
σ
q
げ
か
ら
8
ω
げ
毛
㊤
、
一
、
α
㊤
旨
に
か
け
て
分
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
去
勝
連
王
に
率
い
ら
れ
た
諾
莞
の
民
が
居
た
こ
の
≧
甑
〒
鼠
σ
q
げ
か
ら
日
ω
げ
話
ρ
鳶
、
α
p
巴
に
か
け
て
の
地
域
は
、
「
辟
在
西
南
、

　
　
　
⑳

不
当
孔
道
」
と
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
当
時
あ
る
種
の
重
要
性
を
持
つ
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
は
ま
ず
、
白
鳥
庫
吉
・
桑
原
隣
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

・
松
田
寿
男
等
各
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
。
℃
ム
♀
西
南
部
か
ら
目
。
。
げ
≦
暮
、
α
㊤
巳
を
通
り
青
海
を
経
て
中
国
へ
入
る
、

い
わ
ば
〃
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
裏
道
”
が
通
っ
て
い
た
。
三
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
道
は
張
籍
も
通
っ
た
し
、
擬
革
の
僧
宋
雲
・
恵
生
が
イ
ン
ド

へ
行
く
際
に
も
通
っ
た
し
、
そ
し
て
吐
谷
渾
時
代
に
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
道
の
西
半
分
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
前
一
世
紀
に
於
い
て
諾
完
の
民
が
都
善
・
且
末
方
面
へ
「
仰
穀
」
し
に
行
く
道
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
地

方
的
に
重
要
な
道
が
通
る
諾
禿
地
域
は
、
　
「
異
型
西
南
、
不
当
型
込
」
と
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
タ
リ
ム
盆
地
地
方
の
歴
史
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
鑑
莞
地
域
は
漢
王
朝
に
と
っ
て
戦
略
上
重
要
な
地
域
で
も
あ
っ
た
。
乃
ち
こ
の
地
域
が
飼
主
と
結
ん
だ
時
、
い
わ
ゆ
る
「
河

西
廻
廊
」
は
閉
ざ
さ
れ
漢
王
朝
は
対
絢
奴
戦
に
於
い
て
大
き
な
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
哀
帝
時
代
（
紀
元
前
七
～
一
年
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

宗
廟
問
題
を
め
ぐ
っ
て
太
僕
の
王
舜
と
中
野
校
尉
の
劉
歓
が
出
し
た
次
の
よ
う
な
議
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

孝
武
皇
帝
野
中
国
立
労
無
安
寧
之
時
、
乃
遣
大
将
軍
・
騨
騎
・
伏
波
・
謄
写
之
属
、
南
滅
百
韻
．
、

起
敦
煙
・
酒
泉
・
張
抜
、
以
扇
簾
禿
、
裂
飼
奴
之
右
肩
。

起
七
郡
。
（
中
略
）
西
伐
大
振
、
井
三
十
六
国
、
結
鳥
孫
、
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こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
品
等
は
敦
煙
・
酒
泉
・
張
滋
藤
の
郡
を
つ
く
り
、
飼
奴
と
藁
薦
の
連
絡
を
断
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
賠
莞
地
域
の
重

要
性
が
分
る
こ
と
と
思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
本
稿
が
扱
っ
て
い
る
姥
莞
の
王
が
「
去
胡
来
漏
し
と
言
う
明
ら
か
に
漢
王
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
名
称
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
漢
王
朝
が
こ
の
諾
発
の
民
を
い
か
に
重
視
し
て
い
た
か
分
る
。
な
お
顔
師
古
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
去
胡
来
王
」
の
名
号
に
つ
い
て
、
　
「
言
去
離
胡
戎
来
附
漢
也
」
と
註
し
て
い
る
。

　
さ
て
「
姥
莞
」
の
名
称
の
意
味
、
そ
の
民
の
居
住
地
、
そ
し
て
そ
の
地
域
の
重
要
性
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
次
に
こ
の

姥
完
の
民
自
体
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
触
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。
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（三）

　
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
・
焙
莞
商
量
に
よ
れ
ば
、
去
胡
来
王
を
戴
く
諾
莞
の
民
は
人
口
一
七
五
〇
人
で
、
田
作
を
し
な
い
全
く
の

遊
牧
の
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
日
。
。
げ
名
㊤
、
一
、
魯
旨
か
ら
内
ρ
轟
肉
。
轟
菖
に
か
け
て
の
多
く
の
「
嘉
月
」
の
民
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な

生
活
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
去
胡
終
油
を
長
と
す
る
姥
莞
の
民
は
、
別
に
鉄
・
武
器
の
生
産
に
従
事
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
漢
書
』
西
域
伝
・
錯
立
国
条
に
「
山
導
鉄
、
自
作
兵
、
兵
有
弓
矛
服
刀
剣
甲
高
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
こ
の
諾
発
の
鉄
生
産
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
佐
藤
氏
が
、
　
「
ツ
ァ
イ
ダ
ム
北
路
の
バ
ガ
ツ
ァ
イ
ダ
ム
辺
か
ら
鉄
を
採
っ
た
」
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
錯
莞
の
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
つ

・
武
器
生
産
と
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
、
都
善
国
の
武
器
生
産
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
『
漢
書
』
西
域
伝
・
都
善
国
条
に
「
罪
作
兵
与
整
序
同
」

と
記
さ
れ
、
都
善
国
で
も
落
丁
と
同
程
度
の
武
器
生
産
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諾

禿
の
民
は
遊
牧
し
つ
つ
も
二
〇
〇
里
あ
る
い
は
九
二
〇
里
離
れ
た
都
善
・
最
弱
と
い
っ
た
“
国
”
に
穀
物
を
仰
い
で
い
た
。
私
は
、
焙
莞
の
民

が
都
善
あ
る
い
は
且
末
に
穀
物
を
仰
ぐ
際
、
そ
の
対
価
の
一
部
と
し
て
鉄
・
武
器
が
都
心
あ
る
い
は
且
末
へ
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
西
域

伝
・
都
善
国
条
の
「
能
作
兵
籍
諾
発
同
」
と
い
う
記
事
は
そ
の
よ
う
な
事
実
を
反
影
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
飼
鉱
㌣
鼠
σ
q
げ
か
ら
8
旨
タ
㊤
、
一
、
α
餌
諺
に
か
け
て
分
布
し
て
い
た
去
胡
乱
王
を
戴
く
姥
禿
の
民
は
、
遊
牧
を
主
た
る
生
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業
と
し
つ
つ
鉄
・
武
器
生
産
も
行
い
、
一
方
で
は
二
〇
〇
里
・
九
二
〇
里
離
れ
た
都
善
・
、
添
番
等
の
〃
国
”
に
穀
物
を
仰
ぐ
民
で
あ
っ
た
。
さ

て
彼
等
に
関
す
る
問
題
の
最
後
は
、
史
料
に
現
れ
る
限
り
で
の
彼
等
の
活
動
時
期
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
『
漢
書
』
趙
露
国
伝
に
よ
れ
ば
、
蘭
州
西
南
に
居
た
早
莞
と
い
う
種
族
に
対
す
る
作
戦
の
際
に
、
宣
帝
が
後
将
軍
で
あ
っ
た
趙
充
国
に
与
え

た
勅
書
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
へ

　
今
詔
破
莞
将
軍
武
賢
将
兵
六
千
一
百
人
、
皆
掛
太
守
快
将
二
千
人
、
長
水
校
尉
磁
波
・
酒
泉
侯
奉
世
智
錯
・
月
氏
兵
四
千
人
、
亡
慮
万
二
千
人
、
齎
三
十
日

　
食
、
以
七
月
二
十
二
日
撃
皐
莞
、
入
鮮
水
北
句
廉
上
、
去
酒
泉
八
百
里
、
愚
将
軍
記
千
二
百
里
。

こ
の
作
戦
は
結
局
実
施
さ
れ
ず
に
終
る
が
、
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
神
爵
元
（
前
六
一
）
年
段
階
で
「
諾
（
禿
）
」
が

動
員
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
婚
禿
が
漢
王
朝
に
降
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
漢
王
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
「
去
胡
来
由
」
の
名
号
は
、
遅
く
と
も
紀
元
前
六
一
年
に
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
胡
来
王
を
長
と
す
る
姥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

莞
の
民
に
関
し
て
史
料
で
検
し
得
る
最
古
の
記
事
は
紀
元
前
六
一
年
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
方
、
そ
の
最
も
新
し
い
記
事
は
、
す
で
に
引
用
し
た
『
魏
々
』
西
戎
伝
の
も
の
を
除
け
ば
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
に
戴
せ
ら
れ
て
い
る
去
胡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

来
王
唐
兜
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
左
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
又
宏
胡
白
黒
唐
門
、
国
比
大
種
赤
水
莞
、
数
相
憲
不
勝
、
告
急
都
護
。
都
落
但
欽
不
慮
時
救
助
、
唐
兜
困
急
調
欽
、
東
守
玉
門
関
。
玉
門
置
傘
内
、
即
事
妻

　
　
子
人
民
千
余
人
亡
降
飼
奴
。
旬
義
盗
之
、
而
遣
使
上
書
言
状
。
是
暗
新
都
侯
王
葬
乗
政
、
遺
中
郎
将
王
昌
等
使
旬
密
告
単
干
、
西
域
内
属
、
不
当
得
受
。
単

　
　
子
謝
罪
、
執
二
王
以
付
使
者
。
葬
使
中
郎
王
萌
待
西
域
悪
都
門
界
上
機
受
。
単
干
遣
使
送
、
因
講
其
罪
。
使
者
以
聞
、
葬
不
聴
、
詔
下
梁
西
域
諸
国
王
、
陳

　
　
軍
斬
姑
句
・
唐
兜
以
示
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
事
件
は
、
去
去
来
王
の
毒
断
が
青
海
東
南
の
赤
水
莞
と
戦
っ
て
敗
れ
玉
門
関
に
も
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
結
局
妻
子
人
民
千
余
人
と
旬
奴
に

亡
命
し
た
が
、
最
後
に
は
同
じ
く
膝
詰
に
亡
命
し
て
い
た
車
師
後
王
の
姑
句
と
共
に
漢
王
朝
に
よ
っ
て
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
　
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
は
元
治
二
（
紀
元
後
二
）
年
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
以
後
、
去
胡
来
夏
の
諾
完
に
関
す
る
明
確
な
記
事
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は
な
い
。

①
　
幅
漢
書
』
巻
九
六
上
、
姥
詫
国
条
。

②
　
　
『
漢
書
西
域
伝
補
注
』
巻
上
。

③
　
A
・
ヘ
ル
マ
ン
著
、
松
田
寿
男
訳
『
楼
蘭
一
流
砂
に
埋
も
れ
た
王
都
一
』

　
平
凡
社
菓
洋
文
庫
一
、
一
九
六
三
年
ゆ
　
「
解
説
」
二
一
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
氏
は
こ

　
の
「
解
説
」
（
一
コ
七
～
二
一
九
ペ
ー
ジ
）
で
「
寄
田
」
に
つ
い
て
若
干
言
及
き
れ

　
て
い
る
。

④
『
漢
書
隠
巻
九
六
上
、
西
域
蝦
上
、
都
善
三
条
。

⑤
　
①
に
同
じ
。

⑥
　
④
に
同
じ
。

⑦
『
漢
書
西
域
伝
補
注
』
巻
上
、
且
末
国
条
「
南
至
小
宛
、
可
三
日
行
」
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
る
補
注
。
た
だ
し
そ
こ
で
「
轡
型
宛
虫
長
安
畢
数
、
則
出
獄
至
小
宛
三
百
九
十
里
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ

　
是
歩
行
可
三
日
也
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
拠
小
戸
去
三
号
当
所
里
数
、
則
且
末
至
小

　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
へ

　
宛
三
百
里
、
是
歩
行
可
三
日
也
」
と
す
べ
き
で
徐
松
は
勘
違
い
を
し
て
い
る
よ
う

　
に
思
わ
れ
る
。

⑧
白
鳥
臨
音
「
西
域
史
上
の
新
研
究
」
一
九
＝
～
一
三
年
、
『
西
域
史
研
究
』

　
上
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）
所
収
。
ご
五
四
～
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

⑨
　
佐
藤
長
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
上
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
。
三
〇
八
～

　
三
〇
九
ベ
ー
ジ
。

⑩
こ
の
小
宛
国
東
方
に
居
た
嬬
発
は
、
そ
の
位
貴
関
係
か
ら
し
て
去
鼠
講
王
を
載

　
く
姑
莞
の
可
能
性
が
高
い
。

⑪
　
榎
｝
雄
「
難
兜
国
に
就
い
て
の
考
」
『
加
藤
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
劇
説
』
（
富

　
山
房
、
一
九
四
一
年
）
所
収
。

⑫
『
漢
書
騒
巻
九
六
上
、
西
域
気
上
、
各
国
条
を
参
照
。

．
⑩
前
掲
、
榎
。
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

⑭
前
掲
、
白
鳥
。
二
五
三
～
二
五
八
ペ
ー
ジ
。

⑮
⑫
に
瞬
じ
。

⑯
『
三
團
志
隠
巻
三
〇
、
「
魏
書
」
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
所
収
。

⑰
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
西
域
伝
上
、
大
月
氏
国
難
を
参
照
。

⑯
　
僻
地
掲
、
占
四
鳥
、
　
二
五
四
～
二
五
六
ペ
ー
ジ
。
ワ
榮
原
騰
瀞
威
「
張
篶
の
鴇
爆
征
」
　
一
九

　
一
五
年
、
『
桑
原
聴
蔵
全
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
班
収
、
二

　
九
…
ペ
ー
ジ
。
松
田
寿
男
「
吐
谷
渾
遣
使
考
（
上
）
」
『
史
学
雑
誌
』
第
四
八
編
一

　
一
暑
、
一
九
三
七
年
、
～
三
九
三
ペ
ー
ジ
。
前
掲
、
榎
、
一
入
五
ペ
ー
ジ
。
佐
藤

　
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
同
朋
舎
、
再
版
、
一
九
七
七
年
、
三
一
七
ペ
ー
ジ
。

　
及
び
佐
藤
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
』
、
三
〇
八
～
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。

⑲
　
松
田
寿
男
氏
は
前
掲
『
楼
薗
』
　
「
解
説
」
の
二
一
八
ペ
ー
ジ
で
、
　
「
錯
莞
は
ロ

　
ブ
地
方
の
南
側
の
ア
ル
テ
ィ
ソ
・
タ
グ
山
脈
の
山
腹
の
草
地
に
遊
牧
し
て
い
た
テ

　
ィ
ベ
ッ
ト
種
の
遊
牧
民
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
O
げ
騨
く
雪
ロ
。
ω
琉
も
⑯

　
の
『
魏
略
賑
西
戎
伝
よ
り
賠
莞
を
国
三
嵩
－
鍼
α
q
げ
付
近
に
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う

　
で
あ
る
。
く
．
国
．
0
7
p
＜
p
コ
謬
o
ρ
い
ゆ
ω
℃
p
《
。
・
匹
、
o
o
o
箆
。
鼻
ユ
、
嵩
膳
ω
い
。
タ
、
似
認
9

　
、
↓
、
o
§
窯
§
、
u
縁
覧
。
H
㌍
＜
o
ゼ
く
抄
お
8
”
℃
や
給
⑦
－
給
タ

⑳
　
①
に
同
じ
。

⑳
前
掲
、
白
鳥
、
二
五
五
～
二
五
六
ペ
ー
ジ
。
前
掲
、
桑
原
、
ご
九
一
ペ
ー
ジ
。

　
松
田
「
吐
谷
渾
遣
使
吻
4
3
（
上
）
」
、
一
三
九
三
ペ
ー
ジ
。

⑫
　
『
漢
書
』
巻
七
三
、
章
賢
伝
。

⑱
　
①
に
同
じ
。

⑳
　
佐
藤
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
』
、
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。

⑳
　
　
『
漢
書
』
巻
六
・
九
、
趙
充
國
［
伝
。

⑳
畢
禿
の
位
鷺
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
』
の
「
附
図
」

　
第
六
を
参
照
。

⑳
　
も
し
白
鳥
・
桑
隙
両
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
張
驚
が
確
実
に
婿
禿
の
地
を
通

40　（866）



つ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
　
『
史
記
』
巻
一
一
一
三
・
大
宛
列
伝
の
「
留
歳
余
還
、
並
南

山
、
欲
従
禿
中
帰
、
復
為
伺
奴
所
得
」
と
い
う
記
事
が
嬬
詫
に
関
す
る
最
古
の
記

喜
と
な
る
。
桑
原
氏
に
よ
れ
ば
（
「
張
籍
の
遠
征
」
二
九
一
～
二
九
二
ペ
ー
ジ
）
こ

の
記
事
は
、
元
朔
元
（
前
一
二
八
）
年
か
ら
同
二
年
差
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

＠＠＠＠
⑯
に
同
じ
。

『
漢
書
』
巻
九
六
下
、
西
域
債
下
、
車
師
国
条
末
尾
。

佐
藤
『
チ
ベ
ッ
ト
歴
史
地
理
研
究
』
、
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
三
五
、
元
始
二
年
条
。

二
　
鄭

rm口

国

（一一）

「寄田仰穀」考（山本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
都
善
国
に
つ
い
て
『
漢
書
』
西
域
伝
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
都
善
国
、
本
名
楼
蘭
、
王
治
狂
泥
城
、
去
陽
関
千
六
百
里
、
去
長
安
六
千
一
百
里
。
薬
害
五
百
七
十
、
口
万
四
千
一
百
、
勝
兵
二
千
九
百
十
二
人
。
（
中
略
）

　
　
む
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ

　
地
墨
函
少
田
、
寄
田
仰
穀
軽
食
。
抽
出
玉
、
多
葭
三
聖
藤
蔓
綱
白
草
。
罠
随
畜
牧
逐
水
草
、
有
騒
馬
、
多
嚢
窃
。
能
作
兵
与
蜷
莞
同
。
　
（
中
略
）
都
善
当
漢

　
道
衝
、
西
通
且
末
七
百
二
十
里
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
都
善
国
は
人
口
一
四
〇
〇
〇
程
の
“
国
”
で
、
土
地
は
沙
地
や
函
（
塩
分
が
多
い
）
地
で
小
規
模
な
耕
作
し
か
行
わ
ず
、

民
は
富
国
の
土
地
を
借
り
て
耕
し
穀
物
を
仰
い
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
艶
語
は
こ
の
「
寄
田
仰
穀
靴
型
」
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
蓋
寄
田
且
末
」

　
　
②

と
述
べ
且
末
国
に
「
寄
田
」
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
「
西
通
雲
末
七
百
二
十
里
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
且
末

国
ま
で
は
七
二
〇
逸
す
な
わ
ち
七
日
間
の
行
程
だ
っ
た
筈
で
、
片
道
七
日
閾
の
日
数
を
費
し
て
出
か
け
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
且
末
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
西
域
伝
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
且
末
国
、
王
治
且
末
城
、
去
長
安
六
千
八
百
二
十
里
。
戸
二
百
三
十
、
口
千
六
百
一
十
、
勝
兵
三
百
二
十
人
。
輔
国
侯
・
左
右
将
・
訳
長
各
一
入
。
西
北
至

　
都
護
治
所
二
千
二
百
五
十
八
里
、
北
接
尉
黎
、
南
至
小
襟
、
可
三
日
行
。
有
蒲
陶
愚
母
。
西
通
韻
絶
二
千
里
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
O
げ
碧
。
財
p
⇒
付
近
に
あ
っ
た
且
末
国
は
、
一
六
〇
〇
人
程
の
果
物
の
よ
く
と
れ
る
〃
国
”
だ
っ
た
よ
う
で
、
さ
ら
に
『
漢
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書
』
西
域
伝
・
部
善
国
条
末
尾
で
先
ほ
ど
引
用
し
て
い
な
い
箇
所
に
．
「
自
且
末
以
往
、
隠
避
五
穀
、
．
土
地
．
草
木
、
畜
産
作
兵
．
、
略
与
漢
同
、
有

異
乃
記
云
」
と
．
あ
る
の
で
、
《
五
穀
」
略
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
且
末
国
は
、
都
善
国
が
「
寄
田
仰
穀
」
し
て
も
お
か
し

く
な
い
〃
国
”
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
ρ

．
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
部
善
国
の
「
寄
田
仰
穀
」
の
状
況
を
考
え
る
際
に
参
考
と
な
る
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
翼
ぐ
p
遺
墨
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ω
冨
貯
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
国
プ
舘
。
曾
嘗
文
書
の
う
ち
の
一
枚
で
、
全
文
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
閑
び
胃
○
忽
冨
文
書
の
推
定
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
、
現
在
．
三
～
四
世
紀
の
．
も
の
と
す
る
の
が
～
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

（H

j
　
℃
誌
｝
、
曽
創
Φ
唄
2
昌
ρ
づ
償
0
山
霧
簿
ぢ
b
ε
一
3
口
帥
℃
H
ぐ
9
島
ρ
詠
ρ
⇒
勢
づ
p
対
凪
一
団
帥
聖

げ
げ
円
㊤
け
q
o
o
N
び
。
一
い
一
唱
①
団
9
一
い
一
B
脇
戸
Q
o
ρ
o
即

（
b
◎
）
　
仲
㊤
g
｝
鎧
O
ρ
犀
蝶
頃
㊤
一
ρ
ω
蝦
臣
騨
ぽ
伊
ω
曽
O
即
づ
ρ
営
ヨ
餌
犀
O
暦
Q
岸
節
巴
Φ
ぢ
¢
．
　
α
学

く
団
ゆ
駆
騨
H
擢
ρ
ρ
同
。
σ
q
団
ゆ
℃
H
①
0
①
召
鉱
σ
騨
げ
q
9
質
Φ
⑳
ρ
‘
　
①
く
p
ぢ
o
ρ
o
⇔
恥

（
ω
）
　
o
ρ
ρ
蹴
Φ
げ
一
〇
粋
伴
。
ロ
Φ
⇔
ρ
恭
p
＜
♂
曽
H
腰
α
①
q
D
一
q
α
ρ
σ
Q
即
び
げ
認
餌
ω
斜
憎
N
勲
。
①

犀
目
一
〇
〇
陣
く
P
げ
H
ρ
　
吋
ρ
目
騨
B
昌
餌
①
。
孚
ゆ
げ
ロ
　
一
静
鈴

（
心
）
　
疑
嵩
曽
日
ほ
彬
掌
ρ
〈
ρ
働
α
①
ヨ
陣
の
Φ
伴
㊤
閃
鵠
㊤
ヨ
臼
飾
汁
H
9
8
導
坤
質
α
餌
α
キ
ρ
げ
げ
学

駆
㊤
亀
自
ρ
昌
勉
欝
海
山
9
ω
臨
●
日
匿
げ
ρ
藍
汁
。
〈
唄
窪
げ
一
圃
唇
p
麟
一
お
汁
げ
償
旨
ρ
ぢ
鉾
Φ
唇
－

（
㎝
）
　
鉱
u
o
o
N
σ
o
一
廿
一
喝
①
団
ρ
ω
p
ω
ゆ
。
餌
越
二
陣
σ
q
o
霜
げ
ρ
O
げ
ρ
H
曽
怠
仲
粋
α
羊
即
¢
げ
騨
誌
”

ロ
α
ρ
ひ
恥
9
げ
げ
融
ρ
口
鈴
試
げ
9
伊
塾
p
郎
げ
餌
怠
。
唄
ρ
げ
げ
騨

（
①
）
　
α
①
く
騨
旭
彊
げ
同
9
娩
ρ
ヨ
¢
囲
㊤
α
Φ
び
財
賃
露
㊤
財
罠
曇
霞
p
一
心
α
び
㊤
⑳
2
Φ
旨
Φ
〈
曽

汁
㊤
旨
拝
畷
0
9
け
H
伊
閑
①
B
⇔
げ
9
ω
仲
＠
δ
園
げ
ρ
自
α
9
嚇
㊤
ぴ
げ
詠
伊
ω
斜
℃
陛
㊤
o
o
ω
団
ρ
－

（
日
）
　
賦
”
騨
｛
び
ρ
＜
p
δ
蕊
鴇
p
お
コ
騨
㊤
鵠
9
怠
冨
園
げ
騨
げ
勲
犀
げ
犀
面
ρ
西
霞
冒
騨

①
　
神
々
と
人
々
に
愛
し
崇
め
ら
れ
た
る
見
目
麗
し
く
愛
さ
れ
た
る
兄
弟
、

　
o
o
N
σ
o
の
U
い
首
Φ
饗
と
い
営
白
讐
と
に

②
　
＄
窪
＄
の
渓
§
巴
ρ
と
ω
警
吏
ρ
と
が
拝
し
ま
す
。
神
の
（
ご
と
き
）

　
体
に
健
か
さ
を
送
ワ
ま
す
、
多
く
多
く
。
か
ぐ
て

③
　
そ
こ
か
ら
あ
な
た
は
O
暮
○
墨
を
こ
こ
へ
送
り
興
し
た
、
耕
種
す
る
為

　
の
水
と
種
子
に
関
し
た
こ
と
で
。
私
は
こ
こ
で

ω
　
岩
戸
の
印
付
文
書
を
読
み
ま
し
た
。
（
が
）
こ
の
襖
形
の
印
付
文
書
に
は

　
水
と
種
子
の
名
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
長
老
達
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

㈲
　
す
、
　
「
8
N
σ
o
の
い
い
な
Φ
鴇
に
対
し
て
は
ω
餌
＄
に
於
い
て
農
場
の

　
獲
得
は
許
さ
れ
て
い
る
、
（
が
）
水
と
種
子
は
許
さ
れ
て
い
な
い
」
と
。

⑥
　
神
の
子
（
天
子
）
の
（
足
）
下
か
ら
土
地
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
そ
の
よ
う
に

　
自
ら
の
も
の
が
（
あ
る
べ
き
で
す
）
。
そ
こ
に
於
い
て
水
と
種
子
に
関
し
て

　
如
何
な
る
（
P
）
乎
書
文
書
が
あ
ろ
う

⑦
　
と
、
あ
る
い
は
細
部
に
わ
た
る
命
令
文
書
が
あ
れ
ば
、
か
く
調
査
さ
る
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月
母
σ
q
践
雲
P
諒
餌
℃
養
冨
古
く
。
・
饗
疏
急
募
器
ω
試
び
冨
≦
邨
饗
芦

（。。）

b
Φ
露
場
轟
ρ
げ
ぼ
雷
舞
日
口
耳
領
接
巴
ρ
〈
o
」
a
仏
く
ρ
霞
帥
騨
ρ

げ
げ
㊤
＜
帯
団
粋
鉾
曾
註
o
p
ヨ
騨
げ
ρ
ぢ
汁
。
智
唇
昌
ρ
一
ぢ
－

（り）

ｲ
ロ
日
9
ぢ
需
。
輯
鉾
団
ρ
彬
犀
ρ
冨
。
。
鴛
℃
節
ρ
諒
ρ
霧
詳
㊤
α
》
ρ
口
び
暮
押

び
げ
肖
ヨ
ρ
器
巳
平
げ
巴
①
鉾
¢
伍
9
⑲
騨
σ
ぽ
圏
器
9
封
。
苧

8
　
難
巳
犀
げ
鉱
Φ
輯
芦
冨
げ
旨
ρ
犀
島
曾
く
暮
雷
げ
母
Φ
輯
典
伴
魯
p
ぽ
甲

壇
即
ヨ
⇒
㊤
げ
償
0
9
営
α
一
α
ρ
＜
ρ

　
べ
き
で
こ
こ
に
送
ら
る
べ
き
で
す
。
も
し
か
く
な
い
な
ら
、

⑧
　
そ
こ
か
ら
水
と
種
子
の
価
が
送
ら
る
べ
き
で
す
。
（
そ
う
す
れ
ば
）
こ
こ

　
で
耕
種
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
大
（
長
老
）
達
は

⑨
　
こ
の
よ
う
に
雷
っ
て
い
ま
す
、
　
「
ω
鍵
℃
貯
斜
が
こ
こ
に
住
ま
わ
さ
れ
た

　
時
に
は
土
地
は
彼
が
貸
し
水
と
種
子
は
し
D
p
8
の
民
が
貸

⑩
　
し
、
犀
夏
山
即
達
が
耕
種
し
て
い
る
」
と
。
そ
れ
故
あ
な
た
は
熟
慮
せ
ね

　
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「寄田仰穀」考（山本）

こ
の
文
書
は
・
。
・
§
（
国
暴
①
遺
肚
付
近
と
思
わ
れ
如
に
居
葺
ρ
ω
§
と
い
う
官
船
持
つ
漸
落
亙
と
ω
邑
邑
が
・
属
冨
（
こ
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

奮
が
出
土
し
た
三
竿
遺
臣
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
に
居
た
。
。
N
び
。
と
い
う
官
名
を
持
つ
ピ
ひ
な
。
膨
（
と
そ
の
早
い
祉
B
聲
）
に
宛
て
た
手
紙
の
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
悪
善
王
た
る
息
①
〈
帥
℃
霜
曇
（
“
神
の
子
”
あ
る
い
は
“
天
子
”
の
意
）
か
ら
σ
q
o
夢
ρ
（
日
し
d
貰
巳
ξ
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
っ
て
．
．
賞
↓
ヨ
．
、
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
じ
ひ
首
①
嘱
ρ
が
、
耕
種
用
の
水
（
邑
轟
9
）
と
種
子
（
げ
匡
汐
）
を
現
地
か
ら
微
発
す
る

た
め
0
葺
。
奉
と
い
う
者
を
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
現
地
の
∋
ρ
げ
ρ
8
8
〈
覧
寓
す
臼
舞
（
“
大
長
老
”
ぐ
ら
い
の
意
）
達
は
U
ひ
君
①
膨
に
は
水
ど

種
子
を
調
達
す
る
権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
反
対
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
書
の
発
信
人
図
量
巴
ρ
の
言
に

よ
れ
ば
、
8
ρ
げ
ρ
桓
8
＜
琶
ぼ
宣
輯
夢
達
は
ω
ρ
慈
涛
ρ
と
い
う
者
が
居
た
時
に
は
ω
餌
壱
貯
ゆ
が
土
地
（
ぴ
一
日
¢
語
螢
　
閃
げ
一
門
o
o
一
伴
自
己
）
を
貸
し
o
D
餌
o
ρ

の
民
が
水
と
種
子
を
貸
し
冨
け
巳
ρ
（
一
種
の
小
作
す
る
民
と
思
わ
れ
る
）
達
が
耕
種
し
た
、
と
も
雷
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
恐
ら

く
、
ω
霧
ρ
の
土
地
の
使
用
権
を
認
め
ら
れ
た
者
は
ω
ρ
壱
時
ρ
の
例
の
如
く
そ
の
土
地
を
吋
賢
き
㊤
達
に
貸
し
、
そ
の
際
ω
9
・
。
ρ
の
民
が
水
と

種
子
を
貸
す
と
い
う
や
り
方
を
通
例
と
っ
て
い
た
の
に
、
び
い
耐
①
団
9
の
場
合
、
O
暮
○
畠
と
い
う
者
を
派
遣
し
o
Q
帥
＄
の
民
か
ら
直
接
水
と
種

を
微
発
し
よ
う
と
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
で
興
味
深
い
点
は
、
い
い
な
①
醤
の
水
と
種
子
微
発
に
関
し
て
反
対
し
て
い
る
代
表

が
日
普
ρ
膏
富
く
轟
轟
曇
日
轟
（
“
大
長
老
〃
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
王
か
ら
土
地
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
際
に
は
、
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ω
鎚
覧
＄
の
例
の
よ
う
に
土
地
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
者
が
土
地
を
貸
し
、
G
。
碧
ρ
の
民
が
水
と
種
子
を
貸
し
冨
9
㊤
達
が
耕
種
す
る
型
式
が

取
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
後
老
の
場
合
、
そ
し
て
い
ひ
首
①
《
ρ
の
場
合
も
、
こ
の
よ
う
な
耕
作
の
形
式
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
王

か
ら
他
地
域
の
土
地
を
賜
与
さ
れ
た
時
に
そ
れ
を
如
何
に
耕
す
か
、
乃
ち
水
や
種
子
あ
る
い
は
耕
作
者
を
如
何
に
確
保
す
る
か
が
か
な
り
重
要

な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
げ
鴛
。
馨
ぽ
文
書
を
見
る
限
り
、
三
～
四
世
紀
の
ω
p
畠
に
於
い
て
一
口
に
王
か
ら
賜
与
さ
れ
た
土
地
を
耕
す
と
書
っ
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
く
土
地
の
使
用
権
、
水
や
種
子
の
提
供
老
耕
作
岩
等
が
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
前
一
世

　
　
　
　
　
　
⑬

紀
に
〃
本
来
”
の
都
警
国
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
た
「
寄
田
仰
穀
」
の
際
に
も
、
勿
論
も
。
霧
p
の
場
合
と
較
べ
て
時
代
も
事
実
関
係
も
相
違
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
土
地
の
使
用
権
、
水
や
種
子
の
提
供
者
、
耕
作
者
等
の
要
素
が
非
常
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

44　（87e）

（二）

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
部
善
の
民
は
ま
ず
「
寄
田
仰
穀
」
す
る
民
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
民
の
都
城
で
あ
っ
た
拝
泥
城
を
め

ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
触
れ
、
あ
わ
せ
て
「
寄
田
仰
穀
」
の
記
事
が
主
と
し
て
都
善
国
の
ど
の
地
域
を
指
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
か
考
え
て
み

た
い
。

　
現
在
、
打
製
城
を
め
ぐ
る
問
題
、
特
に
そ
の
位
置
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
は
二
つ
の
有
力
な
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
は
寓
・
》
・
ω
8
冒
・

松
田
寿
男
の
両
氏
を
そ
の
代
表
と
す
る
も
の
で
、
打
泥
城
を
ぴ
。
も
占
覇
気
南
部
の
フ
自
酌
昌
遺
肚
に
比
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
ず
ω
冨
貯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

民
で
あ
る
が
、
氏
は
主
と
し
て
『
水
経
国
』
に
基
づ
き
紆
泥
城
を
鼠
戸
霧
に
比
定
す
る
一
方
、
部
善
国
の
旧
名
楼
蘭
と
の
関
係
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
乃
ち
、
都
善
の
照
名
で
あ
る
楼
蘭
は
、
．
そ
の
地
（
ピ
。
℃
島
曾
西
北
部
の
い
わ
ゆ
る
ピ
・
鋭
遺
肚
付
近
）
が
当
時
漢
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

西
域
へ
通
じ
る
最
重
要
拠
点
だ
っ
た
が
故
に
中
国
人
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
、
そ
れ
故
い
。
も
占
α
H
西
南
部
に
あ
っ
て
「
其
地
算
美
」
と
言



「寄田仰穀」考（山本）

わ
れ
た
伊
岩
城
の
あ
る
O
げ
9
降
巨
騨
、
そ
し
て
都
城
拝
泥
城
の
あ
る
毎
回
冨
⇔
地
域
ま
で
が
「
楼
蘭
（
霞
げ
錠
8
葺
文
書
で
は
囚
δ
巴
巴
鶯
津
と
記
さ

　
　
　
⑯

れ
て
い
る
）
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
あ
く
ま
で
当
時
か
ら
U
o
℃
普
α
巴
地
域
の
政
治
・
経
済
の
中
心
地
は
紆
泥
城
1
1
窯
＃
ρ
昌

・
伊
循
城
一
○
げ
ρ
疑
匡
涛
地
域
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
に
（
元
鳳
四
年
、
前
七
七
年
）
中
国
人
が
．
．
⇔
①
≦
o
饒
9
巴
創
①
繊
σ
q
奏
甑
。
⇔
．
、
と
し
て
「
都

善
」
の
名
を
こ
の
冨
岸
ρ
⇒
・
O
げ
㊤
時
事
節
地
域
に
冠
し
た
時
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
「
楼
蘭
」
の
名
は
本
来
の
い
。
も
ー
コ
α
N
西
北
部
に
戻
る
よ

う
に
な
・
た
の
で
あ
孕
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
・
氏
は
結
局
日
。
マ
昏
地
域
付
近
で
は
西
北
部
の
楼
要
む
し
ろ
〃
辺
境
”
だ
・
た
の
で
あ

り
、
西
南
部
の
打
網
城
一
冨
圃
霜
口
・
伊
玉
城
1
1
0
げ
㊤
美
注
欝
こ
そ
が
政
治
・
経
済
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
氏
は
、
都
善
国
の
「
地
霊
函
少
照
、
寄
田
仰
穀
霊
獣
」
と
い
う
記
事
に
つ
い
て
触
れ
、
豊
か
で
は
あ
る
が
塩
分
を
含
ん
だ
タ
リ
ム
河
の
た

え
ず
変
る
流
路
、
そ
れ
が
い
。
℃
占
9
に
注
ぐ
下
流
域
で
た
え
ず
形
成
さ
れ
る
三
角
州
、
そ
し
て
そ
の
付
近
の
沼
沢
地
な
ど
そ
れ
ら
の
利
用
上
の

困
難
さ
を
あ
げ
、
耕
作
可
能
な
地
域
は
、
タ
リ
ム
河
と
O
げ
貿
。
げ
9
・
⇔
河
が
つ
く
る
沼
沢
地
帯
の
南
方
で
氷
河
の
難
詰
が
利
用
出
来
る
地
点
に
限

　
　
⑱

ら
れ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
が
こ
こ
で
耕
作
可
能
な
地
域
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
の
は
O
げ
帥
爵
三
々
を
中
心
と
し
た
地
域
な
の
で
あ

⑲り
、
そ
れ
故
氏
に
よ
れ
ば
、
「
地
葺
面
石
田
、
寄
田
仰
穀
労
国
」
の
記
事
は
タ
リ
ム
河
下
流
域
か
ら
南
は
O
冨
昏
巨
涛
一
伊
循
城
そ
し
て
冨
マ
霧

1
1
打
泥
城
に
か
け
て
の
地
域
、
す
な
わ
ち
氏
の
雷
わ
れ
る
細
雪
地
域
を
主
と
し
て
指
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
方
、
藤
田
豊
八
氏
の
研
究
に
拠
っ
て
打
泥
城
一
試
切
睾
と
さ
れ
た
松
田
寿
男
氏
は
、
こ
の
「
地
沙
歯
少
田
、
寄
田
撮
影
労
国
」
の
記
事
に

つ
い
て
触
れ
、
　
「
そ
れ
な
ら
ば
、
郡
善
伝
の
〃
そ
の
土
地
は
沙
薗
で
、
田
が
少
な
く
、
労
国
に
寄
田
し
穀
を
仰
い
で
い
る
”
と
い
う
一
節
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

紆
泥
城
の
記
事
で
あ
る
か
、
な
い
し
は
、
珍
し
く
も
楼
蘭
そ
の
も
の
の
環
境
を
伝
え
た
記
事
の
残
津
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

氏
の
場
合
、
元
鳳
四
（
前
七
七
）
年
に
楼
蘭
か
ら
蔀
薔
へ
国
名
が
変
更
さ
れ
た
時
、
都
城
も
楼
蘭
城
か
ら
紆
泥
城
に
移
っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る

　
⑫

の
で
、
前
後
す
る
二
つ
の
都
誠
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
記
事
だ
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
氏
の
考
え
方
で
ω
伴
Φ
冒
氏
の
そ
れ
と
決
定
的
に
違

う
と
こ
ろ
は
、
都
善
国
の
都
城
・
「
寄
田
融
業
」
問
題
を
考
え
る
際
に
、
影
戯
地
域
（
轡
。
も
凸
真
西
北
部
の
所
謂
び
・
》
・
遣
赴
を
中
心
と
し
た
地
域
）

に
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
松
田
氏
の
こ
の
楼
蘭
地
域
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
と
い
う
考
え
方
の
延
長
上
に
、
紆
泥
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城
の
位
置
に
関
す
る
も
う
一
方
の
見
解
で
あ
る
榎
一
雄
氏
の
考
え
方
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
榎
氏
は
、
紆
泥
城
の
「
打
泥
」
あ
る
い
は
「
拝
泥
」
の
字
を
、
囚
げ
錠
。
暮
露
文
書
に
現
れ
る
閑
¢
財
伊
巳
ま
た
は
財
げ
く
凸
起
と
い
う
語
の
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

訳
だ
と
し
、
好
情
城
は
い
。
も
出
α
H
西
北
部
に
あ
っ
た
所
謂
…
楼
蘭
遺
託
（
罫
》
．
遺
祉
の
こ
と
）
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
氏
は
、
元
鳳
四
（
前
七
七
）
年
に
楼
蘭
か
ら
甘
煮
へ
国
号
が
変
更
さ
れ
た
際
に
も
都
城
は
移
動
さ
れ
ず
、
最
初
か
ら
一
貫
し
て
ぴ
○
℃
占
河
西
北

部
の
楼
蘭
遺
墨
1
1
打
亀
城
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
言
為
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「
地
質
歯
少
田
、
寄
田
仰
穀
労

国
」
と
い
う
記
事
は
ω
二
二
氏
の
場
合
と
全
く
違
っ
て
、
U
o
℃
出
♀
西
北
部
の
楼
蘭
地
域
を
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
蕃
昌
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
二
・
三
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
が
立
論
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
囚
げ
鎚
。
磐
冨

文
書
に
現
れ
る
起
首
昆
あ
る
い
は
園
プ
〈
p
風
が
音
声
上
脇
泥
あ
る
い
は
軒
泥
に
対
応
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
困
昌
ρ
昆
あ
る
い
は
閃
7

〈
ρ
巳
が
．
．
9
寅
α
①
憎
、
の
意
味
を
持
ち
時
に
は
「
首
都
た
る
．
、
。
誌
巴
Φ
腎
．
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
た
男
類
’
円
げ
0
9
錺
属
の
意

　
　
　
⑳

見
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
閤
巳
冨
貯
ρ
す
な
わ
ち
楼
蘭
に
王
が
居
た
こ
と
を
記
す
囚
ぎ
容
魯
岳
文
書
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
点

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
点
は
確
か
に
各
々
考
慮
す
べ
き
聞
題
で
あ
り
、
就
中
閃
昌
ρ
賦
あ
る
い
は
旨
く
ρ
翫
が
拝
泥
ま
た
は
愈
愈
に
対
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

得
る
と
さ
れ
た
点
な
ど
は
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
都
善
国
条
の
「
王
面
打
皇
城
」
と
い
う
記
事
と
分
わ
せ
考
え
る
と
、

ぽ
昌
ρ
謀
あ
る
い
は
犀
げ
ぐ
ρ
巳
が
「
首
都
た
る
．
．
9
β
α
Φ
胃
．
」
を
指
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
た
↓
び
。
旨
ρ
ω
氏
の
説
を
補
強
す
る
も
の

で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
三
番
罠
の
学
参
三
好
ρ
す
な
わ
ち
霊
芝
に
王
が
居
た
こ
と
を
記
す
囚
げ
震
。
魯
冨
文
書
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

言
え
ば
、
確
か
に
囚
け
錠
。
忽
冨
文
書
に
は
囚
塊
。
表
高
㊤
に
王
が
居
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
が
都
城
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
は
無
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
三
つ
の
点
か
ら
は
、
行
泥
あ
る
い
は
督
泥
一
年
昌
p
巳
あ
る
い
は
匿
げ
く
㊤
鼠
一
都
城

と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、
そ
れ
イ
コ
ー
ル
囚
巳
同
巴
轟
す
な
わ
ち
楼
蘭
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
都
善
～
姥
書
函
の
距
離
が
二
〇
〇
里
だ
と
す
れ
ば
、
穿
下
の
都
城
紆
泥
城
を
ピ
。
℃
1
口
α
巴
西
北
の
衝
心
地
域
に
置
い
た

の
で
は
と
う
て
い
二
〇
〇
里
で
姥
莞
の
居
た
≧
江
㌣
繊
σ
q
げ
方
面
迄
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
、
紆
泥
城
を
ぴ
○
即
⇔
♀
西
北
部
の
楼
蘭
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三
三
と
す
る
榎
氏
の
考
え
方
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
都
善
国
の
都
城
打
神
城
を
冨
躍
巴
遺
肚
に
比
定
し
、
　
「
地
沙
歯
少
田
、
寄
田
仰
穀
募
国
」
の
記
事
を
タ
ー
リ

ム
河
下
流
域
か
ら
U
O
℃
出
♀
西
南
部
の
○
冨
蒔
巨
貯
・
冒
ぼ
磐
に
か
け
て
の
所
謂
“
性
善
地
域
”
を
指
し
た
も
の
と
す
る
ω
8
言
氏
の
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

方
が
今
の
と
こ
ろ
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（三）

「寄田仰穀」考（山本）

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
岩
蓼
の
民
は
ま
ず
タ
リ
ム
河
下
流
域
か
ら
U
o
唱
出
♀
西
南
に
か
け
て
の
地
域
で
若
干
の
耕
作
を
し
「
寄
田
仰
穀
」

す
る
民
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
漢
書
』
西
域
伝
に
よ
る
と
、
郵
善
の
民
は
遊
牧
す
る
民
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
　
「
民
随
畜
牧
魚
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

草
、
有
騎
馬
、
多
嚢
壱
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ω
8
ヨ
氏
は
、
　
「
現
在
（
二
〇
世
紀
初
め
）
」
牧
夫
で
あ
り
漁
師
で
も

あ
る
い
。
覧
陣
（
“
い
琶
地
域
の
民
”
の
意
）
と
同
様
、
前
一
世
紀
前
後
に
於
い
て
も
人
口
の
か
な
り
の
部
分
は
タ
リ
ム
河
の
川
沿
い
の
地
帯
や
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

方
の
由
中
で
牧
夫
と
し
て
の
生
計
を
立
て
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
轡
。
℃
き
♀
地
域
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

農
耕
の
困
難
さ
を
指
摘
し
た
後
を
受
け
て
の
発
言
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
　
『
漢
書
』
西
域
伝
の
「
再
認
畜
牧
導
水
草
し
と
い
う
書
き
方
か

ら
み
て
も
、
ω
富
貯
砂
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
口
の
か
な
り
の
部
分
が
牧
夫
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
『
漢
書
』
西
域
伝
・
部
善
国
条
に
つ
づ
く
「
自
終
末
以
往
、
皆
種
五
穀
、
土
地
草
木
、
畜
産
作
兵
、
略
与
漢
同
、
有
異
説
記
云
」

と
い
う
記
事
に
つ
い
て
、
　
「
都
善
の
西
隣
の
且
末
（
チ
ェ
ル
チ
ェ
ソ
）
お
よ
び
そ
の
西
に
点
々
と
つ
づ
い
て
い
る
オ
ア
シ
ス
で
は
、
ど
こ
で
も
農

耕
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
記
述
で
、
そ
の
裏
に
は
、
都
善
だ
け
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
都
善
の
主
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

む
し
ろ
非
オ
ア
シ
ス
的
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
る
松
田
氏
の
発
言
は
当
を
得
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
こ
の
よ
う
な
言
わ
ば
都
善
国
に
於
け
る
遊
牧
性
の
濃
厚
さ
に
つ
い
て
は
、
蔀
善
国
の
前
身
で
あ
る
楼
蘭
国
の
最
後
の
王
安
帰
の
行
動
を
見
て

も
よ
く
分
る
。
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
都
善
国
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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も
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
め
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
後
二
又
死
。
旬
奴
暴
富
之
、
遣
質
子
（
一
安
帰
、
筆
者
）
帰
、
組
立
為
王
。
漢
遣
使
五
感
王
令
入
朝
、
天
子
将
加
厚
賞
。
楼
二
王
後
妻
、
故
継
母
也
、
謂
王

　
日
、
先
王
遣
両
子
質
、
皆
不
還
、
奈
何
欲
往
朝
乎
。
王
用
其
計
、
謝
弓
取
、
新
立
、
國
未
定
、
願
主
後
年
入
見
天
子
。

　
ヒ
の
記
事
は
、
何
奴
の
質
子
と
な
っ
て
い
た
安
帰
が
楼
蘭
王
と
な
っ
た
時
、
も
と
継
母
で
後
妻
と
な
っ
た
者
の
意
見
で
漢
へ
の
入
朝
を
断
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
心
逸
王
安
曇
の
後
妻
が
も
と
継
母
だ
っ
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
習

は
、
た
と
え
ば
『
史
記
』
何
奴
列
伝
に
「
父
死
、
妻
其
後
母
、
兄
弟
死
、
薬
取
其
妻
妻
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
か
ら
遊
牧
の
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
徐
松
は
「
楼
善
用
痢
奴
俗
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
む
し
ろ
、
牧
央
と
し

て
の
生
活
様
式
が
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
楼
蘭
・
信
号
地
域
で
は
、
当
時
こ
の
よ
う
な
風
習
が
実
際
彼
ら
自
身
の
風
習
と
し
て
行

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
楼
蘭
王
家
で
は
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ヶ
の
で
あ
る
。

　
な
お
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
に
よ
れ
ば
、
都
善
国
で
は
「
有
羅
馬
、
多
嚢
壱
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
溌
ぴ
鎚
。
斡
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

文
書
に
も
騙
は
日
影
第
と
し
て
、
馬
は
器
饗
と
し
て
、
稟
壱
は
暮
ρ
と
し
て
多
く
出
て
き
て
い
る
。
就
中
二
男
は
、
㌶
膨
冨
窪
鳳
p

暮
㊤
〃
王
家
の
豪
壱
”
等
の
形
で
頻
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
都
善
の
民
に
は
、
小
規
模
の
農
耕
を
行
い
「
寄
田
仰
穀
」
す
る
民
と
牧
夫
と
し
て
の
生
活
を
送
る
民
が
お
り
、
都
善

国
に
於
い
て
は
後
者
が
か
な
り
の
数
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
都
善
の
一
部
の
民
が
「
寄
田
仰
穀
券
国
」
せ
ざ
る
を
得
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
の
は
、
勿
論
「
地
沙
歯
少
田
」
と
い
っ
た
自
然
条
件
に
因
る
と
こ
ろ
が
最
も
大
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
四
一
〇
〇
の

人
口
を
擁
し
、
し
か
も
そ
の
人
口
の
か
な
り
の
部
分
を
牧
夫
が
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
一
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
①
　
『
漢
書
隔
巻
九
六
上
、
西
域
出
門
、
郷
善
国
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悪
ミ
§
㌔
O
蔦
。
村
9
一
8
8
℃
．
ω
Φ
9
℃
り
×
○
＜
H
●

　
②
　

『
漢
書
西
域
俵
補
注
』
巻
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
な
お
こ
の
文
書
は
、
｝
・
諸
・
切
。
望
①
び
図
・
一
・
閃
9
℃
ω
o
ロ
・
㊤
コ
O
国
・
ω
①
昌
貧
漕

　
③
　
　
『
漢
書
零
露
九
六
上
、
西
域
伝
上
、
且
宋
国
条
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓
ミ
。
訟
鳶
困
蕊
ミ
鴬
§
醤
肋
職
傍
8
¢
ミ
鼠
ξ
鎗
慢
爵
§
h
憩
§
酬
蓄
O
ミ
3
＄
。
。

　
④
　
こ
の
文
書
の
分
類
番
号
は
客
ぎ
お
㊤
で
あ
る
。
＜
．
諸
・
＞
o
Q
冨
貯
」
昏
ミ
§
燃
　
　
　
§
“
專
鴨
無
§
悔
勺
帥
霧
H
”
O
駄
o
a
一
鴇
9
℃
や
O
。
。
よ
蒔
に
於
い
て
霞
窪
。
。
〇
二
筥
さ
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「寄田仰穀」考（山本）

　
れ
、
　
翼
。
．
峯
O
の
番
号
を
付
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
榎
｝
雄
「
中
央
ア
ジ
ア
・
オ
ア
シ
ス
都
市
国
家
の
性
格
」
一
九
七
一
年
、
　
『
シ

　
ル
ク
ロ
ー
ド
の
歴
史
か
ら
』
　
（
研
文
出
版
、
一
九
七
九
年
）
所
収
。
一
四
四
～
一

　
四
M
五
ペ
ー
ジ
、
　
及
瀦
ひ
註
⑳
参
照
。

⑦
じ
ご
。
嘱
興
卿
ρ
り
§
ミ
8
、
ミ
N
蕊
ミ
も
款
§
許
℃
℃
．
窃
占
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

　
宏
貯
ρ
遺
影
発
見
の
甥
ρ
忘
文
書
（
o
り
8
算
氏
の
分
類
番
号
は
属
．
抄
μ
9
冥
」
■

　
一
〇
仁
）
に
拠
れ
ば
、
m
ρ
ヨ
①
冨
と
い
う
者
が
王
の
使
い
で
5
6
寅
覚
茜
（
緊
7
0
声
コ
）

　
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
道
筋
…
は
西
へ
O
巴
ヨ
註
9
七
節
（
Ω
缶
「
o
剛
缶
ロ
）
↓
ω
ρ
8
↓

　
Z
一
塁
（
客
ぞ
9
遺
祉
、
⑨
参
照
）
↓
9
食
。
壼
↓
麟
ず
。
富
膏
§
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
ω
四
〇
節
が
O
ρ
ご
5
9
ユ
巴
蜀
（
O
ぴ
p
門
0
7
9
μ
）
と
宏
言
ゆ
（
窯
ぞ
9
遺
肚
）
の
間
に
あ
っ

　
た
と
す
れ
ば
、
図
鼠
興
⑦
遺
吐
付
近
以
外
に
は
考
え
に
く
い
。

⑧
　
3
・
。
琴
鱒
．
と
い
う
官
名
に
つ
い
て
は
、
〃
通
訳
”
と
す
る
意
見
（
蜀
乏
噛
皇
6
旨
国
。
・
、

　
ω
o
旨
Φ
賭
。
冨
ω
豊
讐
。
困
く
冨
門
8
普
回
U
o
2
ヨ
。
暮
ω
葎
。
ヨ
O
二
一
ω
①
↓
口
井
①
白
。
－

　
雷
詳
§
ミ
O
篭
§
馬
ミ
簿
℃
く
。
一
．
×
員
ご
．
．
や
醐
◎
。
）
も
あ
る
が
、
o
o
N
げ
。
等
と
共
に

　
比
較
的
低
い
ラ
ン
ク
の
宮
と
い
う
以
外
よ
く
分
か
ら
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
く
．

　
8
．
し
d
戸
『
吋
9
く
㌧
§
馬
ト
ミ
馨
h
ぬ
鵯
ミ
ミ
恥
さ
ミ
8
“
ミ
b
ミ
ミ
嚇
§
誉
、
き
ミ
O
ミ
§
題

　
§
ミ
蕾
笑
§
び
O
p
ヨ
げ
凱
飢
σ
q
ρ
同
Φ
○
。
メ
℃
．
逡
■

⑨
　
望
鉱
P
斗
§
贈
ミ
峯
。
ミ
9
3
℃
．
ω
一
一
噛

⑩
ω
昌
羅
9
く
氏
に
よ
れ
ば
、
o
o
N
酬
）
o
は
一
般
的
に
高
位
の
官
と
は
考
え
ら
れ
な
い

　
が
、
司
法
や
徴
税
と
い
っ
た
行
政
を
担
う
最
も
活
動
的
な
官
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
＜
．
し
⇒
ロ
轟
。
葦
。
》
職
馬
こ
℃
℃
■
ゆ
O
一
貧
．

＠
　
島
。
奉
b
暮
茜
の
語
は
、
必
ず
し
も
「
天
子
」
と
訳
す
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
o
h
．
〉
．
鑑
p
ユ
8
v
ど
㊤
α
q
δ
邑
Φ
睡
昌
ω
o
ユ
℃
凱
。
嵩
畠
①
図
碧
多
門
p
①
仲
一
、
o
紳
8
み
巳
3
㌣

　
ユ
。
戸
腎
N
ミ
隷
ミ
臥
鴇
ミ
譜
§
㌧
ε
ヨ
㊦
O
O
×
い
く
押
厨
ω
9
2
一
①
高
噛
一
8
Q
。
噛
℃
℃
．
ω
『
○
。

　
…
Q
◎
Q
g
Q
Q
．
「

⑫
8
」
W
籠
δ
ヨ
』
撃
§
乾
ミ
軌
§
呉
馬
ぎ
さ
ミ
9
隷
帖
b
8
§
§
蕊
、
§
ζ
G
壽
㍗

　
ミ
亀
§
“
碁
更
§
ぷ
．
目
6
男
塁
巴
》
訟
馨
ぢ
ω
0
9
①
4
㌧
い
g
8
づ
昇
り
き
㌔
℃
。
ω
9

⑩
鄭
善
圏
は
前
一
世
紀
に
は
鑑
冒
雪
・
Ω
蜀
島
三
岸
を
中
心
と
す
る
〃
国
”
で
あ

　
つ
た
が
、
答
峯
『
o
覗
昏
同
文
書
が
使
用
さ
れ
て
い
た
三
～
四
世
紀
に
な
る
と
、
さ
ら

　
に
西
方
O
巴
ヨ
㊤
α
騨
コ
ρ
（
○
げ
母
。
詰
軍
且
宋
）
・
ω
ρ
。
p
（
丙
盈
興
。
遺
肚
Y
冥
一
コ
p

　
（
三
饗
遺
肚
）
・
O
僻
Ω
、
o
血
僻
（
焙
…
絶
）
等
の
地
域
を
領
有
す
る
い
わ
ば
〃
領
域
團

　
家
”
に
な
っ
て
い
た
。

⑭
目
〉
曜
ω
邑
p
象
嵐
蕊
皆
’
○
ゑ
。
箆
δ
鉾
ぎ
ド
押
署
．
ω
卜
。
？
。
。
・
。
8

⑮
　
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
西
域
車
上
、
都
善
国
条
。

⑯
ω
3
｛
p
の
ミ
§
ミ
3
！
、
。
戸
ピ
薯
．
亀
？
畦
①
■

⑰
き
ミ
‘
℃
℃
’
ω
お
ム
轟
窃
．

⑱
§
糺
こ
や
ω
し
。
9

⑲
。
h
§
8
℃
．
。
。
同
。
。
■

⑳
松
田
『
楼
藺
』
「
解
説
」
、
二
一
〇
～
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

⑳
　
同
右
、
二
｝
九
ペ
ー
ジ
。

＠
　
一
方
、
望
⑦
ぎ
疑
は
的
ミ
旨
ミ
3
ぐ
。
一
■
固
．
℃
℃
マ
し
。
恥
も
。
る
匁
に
於
い
て
都
城
の
移

　
動
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
が
、
都
誠
の
移
動
は
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
よ
う

　
で
あ
る
。

⑳
　
榎
一
雄
「
都
善
の
都
城
の
位
置
と
そ
の
移
動
に
つ
い
て
8
」
　
『
オ
リ
エ
ン
ト
』

　
第
八
巻
｝
号
、
　
一
九
六
五
年
。
．

⑳
国
憲
．
6
ぎ
旨
ε
。
ρ
ω
。
営
①
累
。
8
。
。
。
昌
夢
⑦
箆
け
碧
。
。
。
3
囲
U
g
量
δ
耳
ω
h
§
づ

　
O
臨
器
ω
㊦
日
母
H
内
。
。
。
3
ジ
誠
ミ
窺
O
嵐
§
、
ミ
簿
㌧
〆
、
o
一
．
×
一
一
”
一
㊤
。
。
倉
℃
■
O
一
、
戸
伊

⑳
　
た
だ
し
、
⑳
を
参
照
。

⑳
①
に
同
じ
。

⑳
ω
紳
巴
ジ
砺
ミ
貯
ミ
3
く
。
ピ
囲
．
P
ω
ω
切
．

⑱
　
松
田
『
楼
蘭
』
　
「
解
説
」
、
二
一
九
～
ニ
ニ
○
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

⑳
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
郡
善
醸
条
で
は
門
安
帰
」
を
「
嘗
帰
」
に
作
る
が
、
徐
松

　
『
漢
霞
西
域
伝
補
注
』
巻
上
に
よ
っ
て
「
安
帰
」
に
巧
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
『
漢
書
西
域
伝
補
注
』
巻
上
。
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⑳
。
騰
二
国
ゆ
い
”
四
窟
g
伊
a
、
や
。
｝
■
緊
。
三
Φ
b
§
ミ
。
臨
ミ
㌧
蕊
ミ
ミ
暁
。
誹
ミ
㍗

　
8
竃
鳶
駄
ξ
9
唖
爵
“
§
、
的
§
唱
い
§
G
ミ
謹
聴
§
ミ
ぎ
無
ミ
評
○
駄
o
a
㌧
一
り
b
。
㊤
㌧

三
　
山

（一）

国

　
H
昌
色
O
属
く
O
吋
げ
O
H
ロ
諺
．

⑫
さ
ミ
§
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
山
国
は
、
　
『
三
国
史
』
所
収
の
『
魏
略
』
西
戎
伝
で
は
「
山
王
国
」
と
記
さ
れ
、
　
『
水
経
注
』
で
は
「
墨
山
国
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
が
よ
り
正
確
な
名
称
で
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
〃
山
（
ご
く
大
ま
か
に
言
っ
て
、
内
ロ
歪
写
萄
σ
Q
げ
あ
る
い
は
そ
の
西
部
一
帯

を
指
す
）
”
の
中
の
〃
国
”
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
〃
国
”
に
つ
い
て
『
漢
書
隔
西
域
伝
は
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
③

う
に
記
し
て
い
る
。

　
山
国
、
星
虫
長
安
七
千
一
百
七
十
塁
。
戸
四
百
五
十
、
口
五
千
、
勝
兵
千
人
。
出
国
侯
・
左
右
将
・
左
右
都
尉
・
上
長
各
一
人
。
西
至
尉
黎
二
百
四
十
里
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
マ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
西
北
至
焉
替
百
六
十
里
、
西
至
上
須
二
百
六
十
里
、
東
南
里
居
善
・
出
軍
接
。
山
出
鉄
、
民
山
居
、
寄
田
耀
穀
於
已
還
・
危
須
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
山
国
は
人
口
五
〇
〇
〇
人
溜
の
山
中
の
〃
国
”
で
、
焉
薯
国
や
危
須
国
の
土
地
を
借
り
て
耕
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
穀
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

を
買
い
入
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
記
事
で
は
「
寄
田
羅
穀
於
焉
薯
・
危
須
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
　
「
羅
」
は
“
穀
物
を
買
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

入
れ
る
”
こ
と
で
、
　
「
寄
田
仰
穀
」
と
い
う
言
い
方
と
実
質
的
に
は
大
差
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（二）

　
さ
て
、
こ
の
山
国
と
、
山
国
が
「
寄
田
羅
穀
」
し
て
い
た
焉
者
国
・
危
自
国
と
の
位
置
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

を
ま
ず
述
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
の
為
に
は
山
国
の
位
置
を
も
う
少
し
正
確
に
固
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
の
山
国
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
罰
Ω
お
奉
乙
氏
が
提
唱
し
㏄
富
貯
氏
が
よ
り
詳
し
く
言
及
し
て
以
来
、
じ
。
℃
占
♀
地
域
か
ら
営
盤
を
経
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「三田仰穀」考（頗本）

由
し
て
6
ロ
薩
9
1
昌
へ
通
じ
る
最
短
路
上
に
あ
る
ω
言
σ
p
興
（
ま
た
は
院
凶
艶
－
。
。
雪
σ
q
ε
と
す
る
の
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

後
者
の
ω
さ
言
氏
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
山
国
を
ω
冒
σ
q
醇
に
比
定
す
る
こ
と
が
受
け
い
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
『
漢
書
』
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
ぬ
　
　
へ

嘉
詩
・
都
善
国
条
の
「
西
北
去
都
二
流
所
千
七
百
八
十
五
里
、
至
山
国
千
三
百
六
十
五
里
、
西
北
下
車
師
千
八
百
九
十
里
」
と
い
う
記
事
に
み

ら
れ
る
里
程
は
、
都
善
（
い
。
も
占
曾
西
南
地
域
）
か
ら
山
国
（
ω
ぎ
σ
q
9
を
経
て
葺
師
（
臼
釜
日
昌
地
域
）
へ
至
る
距
離
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
の
で
あ
る
、

⑥と
。
松
田
寿
男
氏
な
ど
も
こ
の
ω
審
5
氏
の
説
を
受
け
入
れ
、
山
国
（
ω
ぎ
。
・
①
巴
）
が
車
師
（
日
・
薮
⇒
地
域
）
へ
抜
け
る
道
の
〃
要
衝
”
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
⑦

と
述
べ
て
お
ら
れ
、
そ
の
妥
当
性
は
か
な
り
高
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
最
初
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
・
山
国
条
の
「
西
北
至

血
書
百
六
十
里
」
と
い
う
記
事
を
見
る
と
、
す
な
わ
ち
焉
蓄
国
（
後
述
す
る
よ
う
に
u
ウ
騨
σ
q
区
辰
星
p
げ
識
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
ま
で
一
六
〇
里
（
約

六
五
キ
ロ
）
の
距
離
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
山
国
は
ω
冒
σ
Q
興
と
は
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
切
9
σ
p
げ
鼠
祭
路
p
げ
富
～
ω
5
α
q
Φ
村
問
は
と
う
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
一
六
〇
里
の
距
離
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
直
線
距
離
で
も
か
な
り
そ
れ
を
超
え
る
。
焉
誉
国
の
謀
計
一
六
〇
里
に
山
国
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
手
輿
西
域
図
志
』
で
比
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
博
斯
騰
涼
雨
（
切
。
。
。
汁
窪
σ
q
凸
。
8
）
の
南
「
一
二
〇
里
（
約
七
〇
キ
ロ
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
あ
っ
た
半
端
付
近
と
す
る
の
が
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
『
新
彊
図
書
』
で
「
沙
山
之
鉄
」
と
沙
山
で
の
鉄
の
産

出
を
言
い
、
最
初
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
の
「
山
出
米
偏
と
い
う
記
事
と
の
一
致
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
沙
山
」
の
名
は
北
魏
の
螂
道
元
が
著
し
た
『
水
屋
注
』
に
も
見
ら
れ
、
　
「
其
水
（
一
歳
麗
之
水
、
筆
者
）
文
西
出
沙
山
鉄
関

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

谷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
豊
麗
之
藪
（
『
皇
輿
西
域
図
志
』
の
「
博
斯
騰
恩
讐
」
あ
る
い
は
切
騨
σ
q
訂
ρ
路
，
ぽ
黛
と
も
言
う
）
」
を
出
た
「
敦
亮

之
水
（
囚
。
⇒
o
げ
①
ム
錠
団
餌
の
こ
と
）
」
手
前
で
通
過
す
る
渓
谷
の
難
所
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
玉
山
は
『
皇
輿
西
域
図
志
』

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
「
堅
太
」
の
西
一
〇
〇
里
、
「
恰
園
沙
爾
（
隈
ρ
琴
号
繁
昌
の
こ
と
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
西
南
一
八
○
里
に
あ
っ
た
と
い
う
「
庫
朧
勒
塔
克
（
『
西
域
同
文
志
』
で

、
．
渓
ρ
二
争
鼠
犀
、
、
庫
爾
勒
塔
克
と
言
わ
れ
て
い
る
山
に
該
当
す
る
）
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
『
漢
書
』
西
域
伝
・
山
属
条
の
「
西
北
至
導
者
百
六
十
里
」
と
い
う
記
事
か
ら
は
、
　
『
皇
輿
西
域
図
志
』
の
「
沙
山
」
付

近
が
山
国
の
位
置
と
し
て
妥
妾
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
漢
書
』
西
域
伝
・
都
善
国
条
の
「
西
北
去
都
護
治
所
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ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

千
七
街
八
十
五
璽
、
至
山
国
千
三
百
六
十
五
里
、
西
北
至
車
師
千
八
百
九
十
里
一
と
い
う
記
事
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
ω
け
①
ヨ
講
堂
が
雷
わ
れ

る
よ
う
に
ω
ぎ
σ
q
興
が
山
国
の
候
補
地
と
し
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
所
が
残
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
嘉
時
山
国
の
民
が
「
沙
山
一
付
近

か
ら
Q
。
ぎ
σ
q
2
に
か
け
て
分
布
し
て
お
り
、
中
国
人
が
焉
菩
方
面
よ
り
見
た
そ
の
西
の
部
分
が
記
録
さ
れ
、
都
善
方
面
よ
り
見
た
時
に
は
そ
の

東
の
部
分
が
記
録
さ
れ
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
次
に
、
こ
の
山
国
の
西
北
一
六
〇
里
に
あ
っ
た
焉
皇
国
の
位
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ω
富
営
氏
が
閑
賃
ρ
あ
プ
魯
H
西
南
の
じ
d
曽
α
q
プ
島
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ω
冨
ぴ
ユ
遺
肚
を
中
心
と
す
る
地
域
に
比
定
し
て
以
来
あ
ま
り
問
題
は
な
い
。
『
漢
書
』
西
域
伝
は
こ
の
焉
誓
国
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て

　
⑰

い
る
。

　
焉
唐
国
、
王
治
員
渠
城
、
虫
長
安
七
千
三
百
璽
。
戸
四
千
、
口
三
遠
二
千
一
二
、
勝
兵
六
千
人
。
　
（
中
略
）
西
南
北
都
政
治
所
四
百
里
、
南
至
尉
黎
百
里
、

　
北
与
鳥
孫
接
。
近
海
水
多
魚
。

焉
薯
国
は
、
人
口
三
二
一
〇
〇
の
タ
リ
ム
盆
地
地
域
で
は
中
程
度
の
規
模
の
〃
国
”
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ
の
記
事
の
「
海
」
は
、

先
に
述
べ
た
「
博
斯
騰
潭
爾
」
一
「
敦
麗
之
藪
」
一
じ
ご
ρ
σ
q
貯
9
碧
山
＆
一
の
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
危
言
国
の
位
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
は
『
西
域
同
文
志
』
の
も
の
で
閑
碧
㌣
鴇
騨
ご
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

方
の
察
貫
通
格
（
O
P
σ
q
ρ
昌
犀
け
＝
昌
q
q
σ
q
Φ
）
に
比
定
す
る
考
え
方
、
二
つ
擦
は
徐
松
の
博
斯
騰
潭
爾
東
南
に
比
定
す
る
考
え
方
、
三
つ
目
は
G
D
3
言
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
囚
O
H
㌶
に
比
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
考
え
方
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
左
に
『
漢
書
』
西
域
伝
の
危
須
国
に
関
す
る
記

⑳事
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
、

　
危
須
国
、
王
治
蔓
立
城
、
玄
長
安
七
千
二
百
九
十
里
。
戸
七
百
、
口
四
千
九
百
、
勝
兵
二
千
人
。
撃
胡
侯
・
撃
胡
都
尉
・
左
右
将
・
左
右
都
尉
・
左
右
騎
霜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
で
　
　
ヨ
　
　
リ
　
　
　
　
　
む
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
・
撃
胡
君
・
訳
長
、
各
一
人
。
西
至
都
護
治
所
五
百
里
、
至
焉
誓
百
里
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
危
須
国
か
ら
（
西
域
）
都
護
の
治
所
鳥
塁
城
（
O
叡
α
マ
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
に
至
る
た
め
に
は
お
お
よ
そ
〃
西
方
”
へ
五

〇
〇
里
行
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
途
中
一
〇
〇
盤
の
所
に
焉
曇
日
国
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
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西
域
伝
・
焉
薔
国
母
に
「
西
南
皇
都
護
仁
所
四
百
里
」
と
あ
り
、
皇
尊
～
焉
垣
間
の
距
離
一
〇
〇
里
と
こ
の
軸
重
～
都
護
仁
所
間
の
距
離
四
〇

〇
里
を
足
す
と
、
ち
ょ
う
ど
危
須
～
都
宝
治
荘
官
の
距
離
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
五
〇
〇
里
と
な
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
危
須
国
か
ら
都
護
治
所
の
烏
塁
城
へ
行
く
た
め
に
は
、
危
須
1
（
一
〇
〇
里
）
一
直
誓
1
（
四
〇
〇
里
）
－
都
護
治
所
鳥
塁
城
と
お
お

よ
そ
〃
西
方
”
を
行
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
焉
蕎
（
じ
σ
p
σ
q
｝
6
豊
誌
繋
げ
ε
よ
り
さ
ら
に
都
護
治
下
鳥
塁
城
（
9
詫
貯
）
に

近
い
譲
。
瓢
伊
に
危
須
国
を
比
定
し
た
ω
3
冨
氏
の
説
は
ま
ず
不
適
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
や
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
も
　
　
　
　
　
　
で
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
う
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
し

　
ま
た
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
山
国
条
に
は
「
西
至
半
里
二
百
四
十
里
、
西
北
至
焉
二
藍
六
十
里
、
頭
至
危
須
二
百
六
十
里
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
山
国
（
「
沙
山
」
地
域
）
か
ら
西
北
へ
一
六
〇
里
行
け
ば
焉
富
国
（
じ
σ
帥
σ
・
匡
無
二
匿
げ
嵩
地
域
）
へ
至
り
、
西
方
へ
二
六
〇
里
行
け
ば
危
豊
国
へ
至

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
記
事
も
先
ほ
ど
の
例
の
よ
う
に
、
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
危
須
軌
条
に
よ
っ
て
焉
蕎
～
危
須
間
が
一

〇
〇
里
で
あ
る
の
で
、
山
国
か
ら
危
須
国
へ
行
く
に
は
必
ず
焉
薯
国
を
経
由
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
漢
書
』
西
域
伝
・
山
国
条

の
里
程
表
記
は
、
山
国
（
一
六
〇
里
）
か
ら
危
露
国
へ
行
く
際
に
は
山
国
－
焉
誉
－
（
一
〇
〇
里
）
一
遍
須
と
い
う
道
筋
を
取
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
危
出
国
を
博
緒
締
潭
爾
東
南
に
比
定
す
る
徐
松
の
説
も
不
適
当
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら

同
じ
く
博
斯
騰
淳
爾
南
方
の
沙
羅
に
あ
っ
た
山
国
か
ら
〃
博
斯
騰
潭
爾
東
南
の
”
危
須
国
へ
行
く
の
に
、
博
斯
騰
潭
爾
西
北
の
焉
蓄
国
へ
わ
ざ

わ
ざ
立
ち
寄
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徐
松
の
説
も
不
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
残
る
は
『
西
域
同
文
志
』
の
暴
虐
写
象

に
比
定
す
る
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
危
須
国
を
焉
誉
南
方
の
察
牢
通
格
に
比
定
す
る
と
、
山
国
か
ら
危
須
国
へ
行
く
に
は
必
ず

焉
蓄
を
通
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
そ
の
方
角
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
只
ρ
贔
－
昌
9
鐸
東
方
の
察
牢
通
格
は
博
暴

騰
潭
爾
の
北
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
危
須
国
を
配
置
す
る
と
、
博
華
燭
津
爾
南
方
の
山
国
か
ら
見
て
危
須
国
は
北
の
方
角
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域
伝
・
山
国
条
に
は
「
西
至
危
須
二
百
六
十
里
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
『
漢
書
』

西
域
伝
の
こ
の
よ
う
な
表
現
の
仕
方
は
途
中
ど
の
よ
う
な
経
路
を
取
ろ
う
と
、
ご
く
大
ま
か
に
言
っ
て
山
国
の
西
方
二
六
〇
里
に
危
須
国
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
山
国
の
北
方
す
な
わ
ち
勲
章
画
格
に
危
須
田
を
配
置
す
る
の
は
不
適
当
と
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
三
説
と
も
不
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
危
須
国
は
ど
こ
に
比
定
し
た
ら
よ
い
の
あ
ろ
う
か
。
私
は
ω
け
巴
⇔
氏
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

見
し
た
し
σ
餌
σ
Q
げ
α
9
1
阜
ω
財
簿
げ
二
西
方
約
四
〇
キ
ロ
（
す
な
わ
ち
漢
代
の
一
〇
〇
里
）
に
位
置
す
る
鋭
財
α
影
遺
趾
か
、
あ
る
い
は
包
文
弼
氏
が
発
見
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
U
ウ
㊤
σ
q
銭
無
－
ω
冨
冴
凶
西
北
甚
六
〇
キ
ロ
の
恰
拉
木
登
旧
城
に
大
隠
国
を
比
定
し
よ
う
と
思
う
。
こ
の
両
旱
天
だ
と
ど
ち
ら
も
、
都
営
萱
所
鳥

塁
城
（
Ω
田
面
同
）
の
東
方
、
そ
し
て
山
国
（
「
冬
山
」
地
域
）
の
西
ま
た
は
西
北
方
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
地
域
へ
行
く
際
に
も
必
ず
焉
巻

（
b
d
9
。
σ
q
匠
幾
あ
冨
ξ
剛
）
、
を
経
由
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
危
須
国
の
位
置
が
決
定
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
危
須
国
は
焉
薯
麗
（
一
W
螢
σ
q
び
α
画
“
－
Q
Q
げ
P
げ
H
陣
地
域
）
の
西
方
ま
た
は
西
北
方
の
囚
げ
α
轟

ま
た
は
恰
拉
木
登
旧
城
付
近
に
位
置
す
る
人
口
四
九
〇
〇
人
程
度
の
〃
国
”
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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（三）

　
以
上
の
よ
う
に
三
国
の
位
置
関
係
が
定
ま
っ
た
と
す
れ
ば
、
戸
山
付
近
に
あ
っ
た
山
国
は
西
北
に
一
六
〇
里
離
れ
た
焉
薔
国
（
じ
d
9
σ
q
乞
鋤
祭

昌
替
ユ
地
域
）
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
西
ま
た
は
西
北
に
一
〇
〇
里
程
離
れ
た
危
須
国
（
内
菖
墨
遺
香
あ
る
い
は
恰
拉
木
登
旧
城
を
中
心
と

す
る
地
域
）
に
「
寄
田
羅
穀
」
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
焉
蓄
国
を
越
え
て
危
疑
国
に
も
「
寄
田
羅
穀
」
し
て
い
た
と
い

う
状
況
は
、
諾
莞
が
都
善
そ
し
て
さ
ら
に
且
末
に
「
仰
穀
」
し
て
い
た
状
況
と
ど
こ
か
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Q
D
富
貯
氏
は
こ
の
山
国

の
「
青
磁
聴
器
」
に
つ
い
て
、
〃
現
在
（
二
〇
世
紀
初
め
）
”
内
寳
三
肉
－
縞
σ
q
げ
に
よ
く
行
く
モ
ン
ゴ
ル
人
等
の
場
合
も
同
じ
で
、
彼
等
の
糧
食
は
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
内
。
は
曽
か
ら
運
ば
れ
。
ゆ
箇
σ
q
ぴ
蜜
鴇
肉
9
が
凍
る
と
閑
錠
㌣
ω
冨
ご
か
ら
運
ば
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
場
合
図
○
匡
㊤
1
1
危

須
国
と
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
こ
の
発
言
の
趣
旨
も
自
ら
異
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
発
馬
で
あ
る
。

　
さ
て
も
と
に
戻
っ
て
、
こ
の
山
国
は
ど
う
い
う
国
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
は
勿
論
、
一
六
〇
里
・
二
六
〇
里
離
れ
た
盛
者
・
血
塗
へ

「
寄
田
羅
穀
」
し
に
行
く
民
の
い
た
〃
国
”
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
は
片
道
二
日
乃
三
日
の
日
数
を
か
け
て
出
か
け
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
前
引
の
『
漢
書
』
西
域
伝
に
よ
る
と
山
国
は
、
　
「
山
出
鉄
、
民
山
居
」
と
い
う
〃
国
”
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
山
（
沙
山
を
指
す
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と
思
わ
れ
る
ご
で
鉄
を
産
出
し
、
民
は
山
中
に
住
む
〃
国
”
で
も
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
清
朝
時
代
の
『
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

彊
語
志
』
に
も
「
沙
山
之
鉄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
一
世
紀
に
於
い
て
こ
の
地
域
の
鉄
産
の
中
心
地
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
し
て
こ
の

山
国
の
鉄
は
、
諾
禿
国
の
例
で
考
え
た
よ
う
に
「
寄
田
羅
穀
」
の
対
価
と
し
て
焉
脅
・
危
須
方
面
へ
流
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
後
老
の

「
民
山
居
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
沙
山
方
面
で
遊
牧
す
る
民
も
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
タ
リ
ム
盆
地
地
域
に
於
け
る
山
國
の
位
置
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
に
ω
審
言
・
松
田
寿
男
両
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
国
か
ら
東
北
へ
向
え
ば
車
師
族
の
い
た
↓
ξ
㌶
コ
盆
地
に
到
り
、
東
南
に

向
え
ば
西
域
交
通
路
上
の
要
地
楼
蘭
へ
到
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
西
北
へ
行
け
ば
、
田
端
そ
し
て
西
域
都
護
の
詰
所
土
塁
方
面
へ
も
抜
け

る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
山
国
ば
、
伺
奴
・
車
師
・
誌
面
・
焉
蓄
そ
し
て
漢
王
朝
と
い
っ
た
国
々
の
中
で
、

戦
事
に
於
い
て
は
勿
論
、
平
和
時
に
於
い
て
も
か
な
り
の
重
要
性
を
帯
び
た
〃
国
”
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
山
国
に
関
す
る
事
柄
で
は
、

漢
の
西
域
都
電
設
置
以
前
に
、
飼
奴
の
〃
徴
税
官
”
た
る
「
宙
吊
都
尉
」
が
、
山
国
の
民
が
「
寄
田
羅
穀
」
し
て
い
た
焉
蓄
・
危
難
方
面
に
常

駐
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
三
二
志
』
「
魏
志
」
巻
三
〇
・
鳥
丸
鮮
卑
東
夷
伝
所
収
の
『
魏
略
』
西
戎
伝
。

②
『
水
経
注
』
巻
二
、
河
水
二
。

③
　
　
『
漢
書
』
巻
九
六
下
、
西
域
徴
下
、
山
［
園
【
条
。

④
U
舞
吋
窪
置
α
o
閃
露
霧
し
．
い
こ
㌧
§
雛
帖
§
§
§
馬
ミ
Q
§
靴
§
電
気
ぎ
ミ
馬
決
量

　
一
Q
。
8
占
Q
。
㊤
9
U
窪
×
隷
旨
。
℃
碧
窪
P
勺
鍵
β
一
Q
。
㊤
Q
。
㌧
や
0
一
．

⑤
　
の
器
言
℃
的
ミ
旨
ミ
3
＜
o
一
■
H
”
℃
．
Q
◎
ω
野
コ
欝
．
◎
“
■

⑥
　
N
ミ
翫
§
N
．

⑦
　
松
田
寿
男
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
増
補
版
、
早
稲
田
大
学
出
版

　
部
、
一
九
七
〇
年
。
五
八
ペ
ー
ジ
。

⑧
ω
青
砥
氏
の
句
ミ
営
翫
ミ
に
付
載
さ
れ
て
い
る
地
図
に
よ
る
。

⑨
　
．
『
皇
輿
西
域
忍
男
』
巻
二
三
、
山
四
。

⑩
　
こ
の
地
名
表
記
は
『
欽
定
西
域
同
文
志
臨
　
（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
一
年
）
巻
六

　
・
…
O
a
に
よ
る
。

⑪
　
勿
論
こ
れ
は
清
代
の
里
程
で
あ
り
、
漢
代
の
そ
れ
と
は
少
し
違
う
。

⑫
『
新
弧
図
志
』
巻
二
九
、
実
業
二
。

⑬
『
水
経
注
』
巻
二
、
河
水
二
。

⑭
『
皇
輿
西
域
図
志
』
巻
二
三
、
山
四
。

⑮
『
欽
定
西
域
同
文
志
』
巻
四
、
二
九
a
l
b
。

⑯
望
①
旦
的
ミ
旨
ミ
3
〈
o
困
．
岡
螢
毛
。
＝
。
。
b
。
占
お
ω
．

⑰
『
漢
書
』
巻
九
六
下
、
西
域
伝
下
、
焉
巻
團
条
。

⑱
『
欽
定
西
域
同
文
志
臨
巻
二
、
＝
ぢ
。
『
皇
輿
西
域
図
志
』
（
巻
一
五
、
彊
域

　
入
〉
に
よ
れ
ば
、
察
畢
通
格
は
喰
剛
沙
爾
（
囚
9
。
3
二
黒
汀
の
こ
と
）
の
百
方
二
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九
五
黒
」
に
在
っ
た
と
い
う
。

⑲
『
漢
書
西
域
伝
補
注
』
巻
下
。

⑳
Q
。
鼠
詳
砺
ミ
慧
§
3
＜
9
＝
押
唱
」
b
。
ω
O
山
込
。
ω
b
。
．

⑳
　
『
漢
語
』
巻
九
六
下
、
西
域
伝
下
、
危
須
國
条
。

＠
　
》
．
綴
。
罵
ヨ
雪
鈍
b
鳶
ミ
牒
§
の
馬
ミ
ミ
ミ
§
鴇
ミ
N
磯
§
防
暮
三
五
O
ミ
9
ミ
ミ
ミ
夢
－

　
蔑
§
、
い
。
な
臨
σ
Q
㌧
罵
り
一
9
℃
．
ω
Q
。
■

⑭
閑
『
α
嶺
遺
堤
に
つ
い
て
は
、
o
っ
富
貯
㌧
砺
ミ
§
ミ
3
〈
巳
・
目
お
℃
や
這
悼
儀
み
b
⊃
邸
㊤

　
を
参
照
。

⑳
　
恰
拉
木
登
旧
城
に
つ
い
て
は
、
黄
文
弼
『
塔
里
木
盆
地
考
古
記
』
　
（
科
学
出
版

　
祉
、
一
九
五
八
年
）
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑳
。
。
仲
Φ
旦
の
ミ
馬
ミ
皆
㌧
く
。
ド
囹
量
薯
藁
b
。
。
。
O
占
器
押
p
b
。
’

⑯
⑫
に
同
じ
。

⑳
　
6
0
盆
貯
、
的
ミ
§
ミ
3
＜
O
一
・
押
℃
．
ら
。
ω
距
コ
・
S
　
松
田
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理

　
学
的
研
一
究
臨
五
八
～
山
面
○
ペ
ー
ジ
。

⑱
　
　
『
漢
書
』
巻
九
六
上
・
西
域
伝
上
の
序
文
「
飼
奴
口
辺
日
逐
王
、
置
傭
皿
僕
都
尉
、

　
使
領
西
域
、
常
居
焉
番
・
危
須
・
尉
黎
間
、
賦
税
諸
国
、
取
窟
給
焉
」
と
い
う
記

　
事
に
よ
る
。
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四
　
蒲
黎
国
、
依
耐
国

『
漢
書
』

蒲
王
国
、

四
十
里
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
口

　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

酉
域
伝
は
こ
の
二
国
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

王
界
磁
黒
谷
、
去
長
安
九
千
五
百
五
十
毘
。
戸
六
百
五
十
、
口
五
千
、
勝
兵
二
千
入
。
東
北
盃
都
護
治
所
五
千
三
百
九
十
六
里
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

北
至
疏
勒
五
百
五
十
里
、
南
与
西
中
・
子
合
接
、
西
盃
無
爵
五
百
四
十
里
。
侯
・
都
尉
各
一
人
。
寄
田
藩
車
。
種
俗
世
子
合
同
。

東
至
離
塁
五
百

　
書
留
国
、
王
治
去
長
安
万
一
百
五
十
里
。
戸
一
華
二
十
五
、
口
六
百
七
十
、
勝
兵
三
百
五
十
人
。
東
北
至
都
護
甲
所
二
千
七
百
三
十
里
、
叢
薄
車
五
百
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
里
、
至
無
雷
五
百
四
十
里
、
北
至
既
勒
六
百
五
十
里
、
南
与
子
合
接
、
活
相
与
同
。
少
穀
、
嵜
田
跣
勒
・
疹
車
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
人
口
五
〇
〇
〇
の
蒲
属
国
は
東
方
五
四
〇
里
の
雨
車
国
（
く
鋒
華
華
地
域
に
あ
っ
た
“
国
〃
）
に
「
寄
田
」
し
て
お
り
、

そ
し
て
人
口
六
七
〇
の
舞
曲
国
は
北
方
六
五
〇
里
の
銃
勒
国
（
沃
麟
ω
げ
σ
q
母
地
域
の
〃
国
〃
）
及
び
「
東
方
P
」
五
四
〇
里
の
疹
車
国
に
「
寄
田
」
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
前
者
の
蒲
亡
国
の
場
合
、
後
に
引
用
す
る
『
漢
書
』
西
域
伝
・
導
車
国
富
に
は
「
西
南
至
蒲
黎
七
百
四
十
毘
」
と
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記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
〃
東
方
五
四
〇
里
”
は
“
東
北
七
四
〇
里
”
と
言
い
な
お
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
一
〇
〇
里
を
一
日
行
程
と
見
る
と
、
両
国
の
民
は
片
運
ほ
ぼ
五
～
七
日
、
，
あ
る
い
は
八
日
の
日
数
を
費
し
て
出
か
け
て
行
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
蒲
黎
・
依
耐
二
国
の
民
が
「
寄
田
」
し
て
い
た
疹
車
及
び
疏
勒
と
い
っ
た
〃
国
”
は
、
そ
れ
ぞ
れ
西
域
南
道
お
よ
び
西
域
北
道
の
終
着

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

点
と
し
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
西
方
の
大
月
氏
・
安
息
お
よ
び
大
当
・
康
居
・
奄
察
と
い
っ
た
国
々
へ
抜
け
る
拠
点
と
し
て
、
タ
リ
ム

盆
地
西
部
に
於
け
る
中
心
地
域
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
『
漢
書
』
西
域
伝
で
こ
れ
ら
二
国
の
特
微
を
述
べ
た
記
事
は
次
の
よ
う
な
も

　
　
　
④

の
で
あ
る
。

　
疹
回
国
、
王
治
捗
車
城
、
虫
長
安
九
千
九
百
五
十
里
。
戸
二
千
三
百
三
十
九
、
口
万
六
千
三
百
七
十
三
、
勝
兵
三
千
四
十
九
人
。
輝
国
侯
・
左
右
将
・
左
右

　
騎
君
・
備
西
翠
霜
各
一
人
、
都
尉
二
人
、
訳
長
四
人
。
東
北
至
都
塵
治
所
四
千
七
百
四
十
六
里
、
西
至
疏
勒
五
百
六
十
里
、
西
南
至
蒲
黎
七
百
四
十
里
。
有

　
鉄
山
、
出
青
玉
。

　
疏
歓
声
、
王
朝
疏
勒
域
、
去
長
安
九
千
三
百
五
十
塁
。
戸
千
五
百
一
十
、
口
口
八
千
六
百
四
十
七
、
勝
兵
二
千
入
。
疏
勒
侯
・
撃
胡
侯
・
輔
王
侯
・
都
尉
・

　
左
右
将
・
左
右
騎
霜
・
園
長
各
一
人
。
東
至
都
護
治
所
二
千
二
百
一
十
里
、
南
至
疹
車
五
百
六
十
里
、
有
羅
列
、
西
当
大
月
氏
・
大
量
・
康
楽
道
也
。

こ
れ
を
見
る
と
、
君
門
国
は
入
口
一
六
三
七
三
で
鉄
山
が
あ
り
青
玉
を
産
す
る
“
国
”
で
、
一
方
疏
上
国
は
人
口
一
八
六
四
七
で
「
市
」
が
列

な
る
〃
国
”
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
さ
て
、
蒲
黎
；
依
耐
二
国
の
民
が
「
寄
田
」
し
て
い
た
渉
車
・
疏
勒
二
二
に
つ
い
て
は
以
上
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
か
ん
じ
ん
の
蒲
黎

・
依
耐
二
国
の
位
置
関
係
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
蒲
黎
・
依
耐
二
国
の
お
お
よ
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
＜
敵
塁
ρ
鼠
西
方
の
目
舘
ワ

　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

悶
ξ
α
Q
げ
ぎ
付
近
と
い
う
こ
と
で
現
在
ほ
と
ん
ど
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
古
く
『
西
域
同
文
志
』
が
蒲
黎
国
を
ら
舘
7
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ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ぎ
お
冨
コ
付
近
の
別
名
「
塞
爾
勒
克
（
。
。
巴
。
乙
」
及
び
そ
の
西
南
二
五
〇
里
」
の
「
喀
爾
志
（
囚
、
㌶
書
）
」
に
比
定
し
て
以
来
、
Ω
吐
く
卑
毒
Φ
ω
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
ど
も
同
書
に
拠
り
、
無
論
，
・
依
耐
そ
し
て
後
漢
時
代
忍
耐
の
別
名
と
さ
れ
た
徳
若
と
い
っ
た
“
国
”
を
目
器
プ
涛
葺
σ
q
裁
塁
地
域
に
比
定
さ
れ
、

　
　
⑧

て
い
る
。
　
一
方
ω
8
ぢ
氏
は
、
O
プ
ρ
＜
ρ
昌
昌
。
ω
氏
の
意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、
芸
無
・
依
耐
二
国
を
N
鴛
鋒
ω
げ
卿
⇔
河
（
切
器
げ
ρ
ヨ
ム
曾
冨
あ
る
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
く
鍵
冨
⇔
α
国
ぎ
H
と
竜
言
う
）
の
渓
谷
の
村
》
ω
σ
q
げ
ρ
霧
鉱
・
○
。
げ
一
ぴ
二
陣
貯
・
目
8
σ
q
付
近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
白
鳥
庫
吉
氏
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

QQ

R
ヨ
氏
と
ほ
ぼ
岡
様
の
地
域
勾
霧
冨
已
－
α
碧
団
飼
下
流
域
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
両
氏
の
意
見
は
、
即
帥
誌
窪
α
方
面
よ
り
見
て
8
留
甲

昏
茜
プ
9
1
鐸
の
手
前
に
輝
輝
・
依
耐
を
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
若
干
の
相
違
は
あ
る
が
、
蒲
黎
・
依
耐
二
團
の

位
置
は
、
円
器
甲
丙
母
σ
q
げ
留
“
付
近
”
の
渓
谷
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
国
の
位
置
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
よ
く
分
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
何
故
な

ら
『
漢
書
』
西
域
伝
は
両
国
を
隣
合
わ
せ
に
載
せ
な
が
ら
、
両
国
の
位
遣
関
係
を
全
く
記
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
唯
一
両
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

位
置
関
係
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
　
『
水
経
注
』
の
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

58　（884）

　
河
水
自
用
嶺
罪
源
、
平
温
墨
縄
池
田
。
釈
氏
西
域
記
日
、
有
国
名
伽
輝
国
逝
、
無
題
狭
少
、
而
総
万
国
之
要
道
、
無
不
由
。
城
南
有
水
、
東
北
流
出
量
逝
西

　
山
、
山
即
葱
嶺
也
。
蓬
岐
沙
谷
、
鵬
谷
分
為
二
水
。
一
水
東
流
、
蓬
無
雷
国
北
、
治
慮
城
、
其
俗
累
西
夜
子
合
同
。
又
東
流
量
依
耐
国
道
、
宏
無
雷
五
百
四

　
十
里
、
俗
同
子
合
。
又
東
蓬
蒲
黎
国
北
、
治
蒲
箪
谷
、
廻
心
疏
勒
五
百
五
十
里
、
俗
臭
子
合
同
。
河
水
又
東
、
蓬
皮
山
国
北
、
治
皮
山
城
、
酉
北
嶺
渉
車
三

　
百
八
十
里
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
記
事
は
、
白
鳥
氏
に
よ
れ
ば
、
「
伽
舎
羅
逝
国
（
氏
は
こ
の
“
国
”
こ
そ
日
鋤
珍
由
目
σ
q
げ
習
だ
と
さ
れ
る
）
か
ら
菓
方
へ
く
9
1
祷
磐
α
河
沿
い
の
国

を
掲
げ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
見
る
と
、
依
耐
国
が
蒲
黎
国
の
西
に
位
置
し
て
い
た
か
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の

『
水
評
注
』
の
記
事
は
、
『
漢
書
』
西
域
伝
の
国
別
記
事
が
蒲
牽
・
依
耐
二
国
の
記
事
付
近
で
は
東
か
ら
西
の
順
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
形
遮
が
あ

⑬り
、
蒲
黎
国
の
次
に
依
島
国
の
記
事
が
来
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
漢
書
』
西
域
伝
の
書
き
方
に
則
っ
て
依
常
備
を
蒲
牽
國
の
西
方
に
、

つ
ま
り
上
流
に
配
置
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
囁
『
漢
書
』
西
域
伝
・
蒲
黎
国
条
を
見
る
と
「
西
至
無
雷
五
百
四
十
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里
」
と
あ
り
、
蒲
魚
国
の
西
方
に
あ
っ
た
“
国
”
は
依
耐
国
で
は
な
・
＼
　
『
水
経
注
』
で
依
耐
国
の
西
方
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
無
力
国
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
『
財
経
注
』
に
拠
れ
ば
無
雷
－
依
耐
－
蒲
黎
と
三
国
が
函
か
ら
東
へ
配
置
さ
れ
る
の
に
、
そ
の
『
水
戸
注
』
が
基
本
的
に
拠
っ

た
と
思
わ
れ
る
『
漢
書
』
西
域
伝
の
里
程
表
記
で
は
、
西
か
ら
東
へ
無
雷
－
蒲
黎
と
配
置
さ
れ
て
い
て
依
耐
国
は
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
漢
書
』
西
域
伝
が
依
耐
国
を
軽
質
国
の
次
に
載
せ
て
い
る
の
は
、
依
出
国
が
蒲
黎
国
の
西
方
に
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
に
依
耐
国
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
水
経
注
』
の
記
事
が
『
漢
書
』
西
域
伝
を
〃
誤
解
”
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
互
い
に
隣
接
し
て
い
た
両
国
の
位
置

関
係
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
『
漢
書
』
西
域
伝
の
記
事
そ
の
も
の
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
西
域

伝
・
蒲
豊
国
及
び
依
耐
国
里
の
記
事
で
こ
れ
ら
両
國
の
位
置
関
係
を
定
め
る
た
め
重
要
と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
ま
ず
西
域
都
護
の
治
国
お
よ
び

三
都
長
安
ま
で
の
里
程
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
蒲
黎
王
の
治
所
蒲
黎
谷
は
「
去
長
安
九
千
五
百
五
十
里
」
・
「
東
北
至
筆
管
治

所
五
千
三
百
九
十
六
里
」
と
い
う
地
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
依
耐
国
の
関
所
は
「
去
長
安
万
一
百
五
十
里
」
・
「
東
北
至
都
護
十
割
二
千
七
百

三
十
里
」
の
地
点
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
両
国
の
里
程
表
記
を
一
見
す
る
と
全
く
別
処
に
あ
っ
た
二
国
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
都
邑
治
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
で
の
里
程
の
例
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
漢
人
が
都
護
治
所
（
o
勝
色
円
）
か
ら
タ
リ
ム
盆
地
を
い
わ
ば
〃
左
回
り
”
に
計
難
し
て
い
っ
た
里
程
が
依

三
国
の
数
値
と
な
っ
て
現
れ
、
一
方
〃
右
回
り
”
に
計
側
し
て
い
っ
た
も
の
が
蒲
蚕
齢
の
数
値
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
忍
耐
国
の
数
値
は
〃
左
回
り
”
の
一
つ
手
前
の
〃
国
”
疏
母
国
か
ら
計
側
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
蒲
豊
国
の
そ
れ
は
〃
右
回
り
”
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
つ
手
前
の
〃
国
”
捗
車
国
か
ら
計
側
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
港
都
長
安
ま
で
の
里
程
は
数
値
が
誤
っ
て
い
な
い
限
り
、

両
国
と
も
銃
勒
票
ら
計
側
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
論
ご
し
の
よ
う
に
羅
●
依
耐
二
国
の
里
程
表
記
に
は
か
な
り
の
混
乱
覧
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
二
国
が
、
タ
リ
ム
盆
地
を
〃
左
回
り
”
に
計
測
し
た
里
程
表
記
と
〃
右
回
り
”
に
計
激
し
た
里
程
表
記
の
い
わ
ば
ぶ

つ
か
り
合
う
場
所
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
本
来
隣
合
わ
せ
の
二
国
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
野
間
の
方
向
・
距
離
す
ら

把
握
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
て
両
国
の
位
置
関
係
を
決
定
す
る
た
め
の
史
料
を
、
今
度
は
両
国
の
渉
車
・
魚
雷
・
跣
勒
各
国
ま
で
の
里
程
表
記
に
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
な
ら
ば
、
北
方
の
疏
勒
国
ま
で
の
距
離
が
依
耐
国
で
一
〇
〇
里
長
い
と
い
う
以
外
、
他
は
全
く
同
じ
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
つ
ま
り
依
耐
国

は
、
単
に
蒲
躍
動
の
南
一
〇
〇
里
に
あ
っ
た
〃
国
”
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
両
国
は
元
来
ほ
と
ん
ど
一
〇
〇
里
し
か
隔
た
っ
て
い

な
い
隣
国
で
あ
っ
た
も
の
が
、
依
回
国
は
傍
人
の
〃
左
回
り
”
の
計
側
で
捉
え
ら
れ
、
一
方
蒲
黎
国
は
〃
右
回
り
”
の
計
側
で
捉
え
ら
れ
た
結

果
、
両
国
の
位
置
関
係
自
体
分
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
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（＝一）

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
蒲
黎
・
依
耐
．
二
国
の
お
お
よ
そ
の
位
置
及
び
位
置
関
係
が
決
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
山
間
の
渓
谷
か
ら
五

～
八
日
行
程
の
馬
車
（
＜
9
1
H
鍔
9
昌
α
）
・
疏
勒
（
脚
聖
心
σ
q
錠
）
方
面
へ
「
寄
田
」
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
〃
酷
し
い
”
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
だ
し
か
し
白
鳥
庫
省
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
6
留
甲
閃
ξ
α
q
げ
9
地
域
と
疏
勒
（
囚
鋤
ω
げ
σ
q
錠
）
方
面
と
の
つ
な
が
り
は
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
臼
聖
旨
－
胃
實
σ
q
鼠
p
地
域
の
王
は
二
世
紀
前
半
よ
り
疏
興
国
の
跳
馬
氏
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
紀

元
前
一
世
紀
前
後
の
頃
、
蒲
黎
・
依
耐
の
民
が
五
～
八
日
を
費
し
て
疏
勒
国
（
閤
舘
護
碧
）
方
面
へ
、
そ
し
て
渉
回
国
（
く
餌
爵
p
巳
）
方
面
へ
「
寄

田
」
し
て
い
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
目
9
1
。
。
甲
隈
母
σ
q
弐
心
か
ら
剥
奪
冨
ヨ
ー
Ω
霞
鴇
下
流
域
に
か
け
て
の
渓
谷
地
帯
で
「
寄
田
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
を
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

程
度
伺
わ
せ
る
記
事
が
、
十
代
の
僧
玄
舞
の
旅
行
記
で
あ
る
『
大
唐
西
域
記
』
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

大
踊
東
北
、
瞼
嶺
難
険
、
行
二
百
里
、
至
奔
通
論
反
摂
舎
庫
主
眼
福
舎
。
葱
嶺
東
岡
四
山
之
中
、
地
方
百
余
頃
、
正
中
樹
下
、
冬
夏
積
雪
、
風
寒
雷
動
、
晦

害
鳥
歯
、
高
石
不
滋
、
既
無
林
樹
、
町
有
細
草
、
時
錐
暑
熱
、
而
多
風
雪
、
人
徒
維
入
、
雲
霧
粟
興
、
商
侶
往
来
、
苦
斯
轟
轟
。
聞
諸
誓
旧
日
、
昔
有
墨
客
、

其
徒
万
余
、
豪
駝
数
千
、
費
賞
遂
利
、
直
書
遇
雪
、
人
畜
倶
喪
。
時
蜴
盤
陀
国
有
大
羅
漢
、
遙
観
見
之
、
薫
掛
危
尼
、
欲
運
神
通
抵
斯
論
溺
、
適
強
磁
此
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
　
　
　
へ
　
　
た
　
　
リ
　
　
へ

商
人
已
喪
。
於
是
滋
藤
珍
宝
、
集
其
所
有
、
構
立
館
舎
、
儲
積
資
財
、
買
地
献
言
、
畿
戸
辺
城
、
稟
議
往
来
。
故
今
行
人
商
侶
、
愚
蒙
周
給
。



「寄田仰穀」考（山本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
記
事
は
、
蜴
盤
陀
国
（
↓
餅
乙
で
ぎ
署
σ
q
7
駆
コ
に
比
定
さ
れ
て
い
る
）
の
東
方
〃
五
〇
〇
里
”
に
あ
っ
た
「
奔
下
露
企
開
羅
（
〈
o
ら
客
℃
二
3
§
よ
沖
蘇
）
し
、

す
な
わ
ち
漢
訳
の
「
福
舎
（
．
、
銑
旨
も
・
ゴ
。
霧
。
．
、
）
」
が
出
来
た
い
わ
れ
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
重
要
な
点
は
、
遭
難
し
た
買
客

の
財
産
で
つ
く
ら
れ
た
奔
語
長
羅
を
維
持
す
る
た
め
、
　
「
買
地
隣
国
、
鷲
戸
辺
城
」
し
て
い
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
こ
の
地
域

で
は
、
　
〃
隣
国
”
に
土
地
を
持
つ
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
か
っ
た
、
い
や
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
事
実
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〃
隣
国
”
と
の
つ
な
が
り
は
、
　
「
冬
夏
積
雪
、
風
寒
瓢
勤
、
疇
黒
鳥
」
囲
、
稼
稿
不
滋
、
既
無
林
樹
、
黒
棚
細
思
、

時
点
暑
熱
、
薄
紫
風
雪
」
と
記
さ
れ
た
自
然
の
酷
し
さ
、
そ
し
て
そ
の
結
果
で
あ
る
農
業
生
産
の
貧
し
さ
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
想
定
出
来
よ

う
。
同
じ
く
口
ρ
ω
冨
B
ム
鍵
）
・
9
1
下
流
域
付
近
に
存
在
し
た
奔
学
舎
羅
の
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
　
つ
の
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
前
一
世
紀

の
蒲
黎
・
依
耐
両
国
の
「
寄
田
」
の
状
況
を
あ
る
程
度
説
明
し
得
る
も
の
だ
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
寄
田
」
し
て
い
た
蒲
黎
・
依
耐
二
国
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
焙
完
・
郵
善
等

の
国
々
と
同
様
、
遊
牧
を
王
た
る
生
業
と
す
る
〃
国
”
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
『
漢
書
』
西
域
伝
・
三
夜
国
条
に
は
次
の
よ
う
な
記

　
　
　
⑳

事
が
あ
る
。

　
蒲
箪
及
依
耐
・
無
雷
国
、
皆
西
夜
類
也
。
西
夜
与
過
重
、
其
種
類
晃
・
一
行
国
、
五
畜
逐
水
草
往
来
。

こ
れ
を
見
る
と
、
蒲
倉
・
依
耐
二
国
は
無
挙
国
も
含
め
て
西
夜
の
類
で
、
莞
・
域
種
（
ほ
ぼ
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
と
考
え
て
よ
い
）
の
「
行
国
扁
（
遊
牧

の
“
国
〃
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
そ
の
意
味
で
は
蒲
黎
・
依
耐
二
国
の
民
は
、
す
で
に
述
べ
た
東
方
の
姥
莞
の
民
と
似
た
系
統
な
の
で
あ
り
、

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

≧
窪
ゆ
み
9
1
σ
q
財
か
ら
囚
霞
㌣
ぎ
類
ヨ
に
か
け
て
の
広
範
な
チ
ベ
ッ
ト
系
遊
牧
民
の
分
布
の
一
端
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
蒲
黎
・
依
耐
の
二
国
、
就
中
蒲
豊
国
が
遊
牧
の
〃
国
”
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
王
の
治
所
の
表
現
の
仕
方
に
よ
っ
て
も
分
る
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

引
の
『
漢
書
』
西
域
伝
に
は
「
蒲
黎
国
、
王
学
才
器
谷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
嶋
崎
昌
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
漢
書
』

西
域
伝
で
王
の
治
所
を
「
0
0
谷
」
と
記
す
の
は
遊
牧
の
“
国
”
の
場
合
し
か
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
蒲
半
国
の
民
も

そ
の
か
な
り
の
部
分
は
遊
牧
に
従
事
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
依
耐
国
の
場
合
も
ほ
と
ん
ど
同
様
と
思
わ
れ
る
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リ
　
　
へ

が
、
た
だ
『
漢
書
』
西
域
伝
・
依
耐
国
喪
に
「
少
穀
、
寄
田
疏
勒
・
捗
車
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
規
模
で
は
あ
ろ
う
が
は
っ
き
り
と
穀
物
生
産

の
姿
が
見
て
と
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
雪
転
・
依
耐
二
国
は
、
民
の
か
な
り
の
部
分
が
遊
牧
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
特
に
依
耐
国
の
場
合
、
他
に
若
干
の
民
が
穀
物

生
産
に
従
事
し
て
い
る
重
器
が
見
ら
れ
る
〃
国
”
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
両
国
は
、
そ
の
民
が
片
道
五
～
八
日
の
日
数
を
費
や
し
て
言
条
国
（
く
蝕
マ

冨
巳
）
・
疏
勒
国
（
閑
助
。
。
げ
σ
q
鍵
）
へ
「
寄
田
」
し
に
行
く
〃
国
”
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
な
お
、
こ
の
地
域
が
タ
リ
ム
盆
地
地
方
の
交
通
上
で
占
め
る
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
白
鳥
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
西
域
二
道
が
こ
の
地
域
、
そ
の
う
ち
特
に
蒲
里
国
を
通
っ
て
大
月
氏
・
安
息
と
い
っ
た
西
方
の
国
々
へ
続
い
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言

え
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

①
　
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
西
域
置
上
、
蒲
里
国
条
。
　
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
礪
域

　
伝
上
、
依
耐
国
条
。

②
　
　
『
漢
書
』
西
域
伝
の
序
文
の
次
の
よ
う
な
記
ぶ
に
よ
る
。

　
　
自
玉
門
・
陽
多
出
西
域
、
有
色
道
。
従
螂
善
傍
南
山
北
、
波
河
西
行
至
毒
草
、

　
一
為
南
道
。
南
道
西
鍮
葱
嶺
、
則
出
大
月
氏
．
安
息
。
自
学
師
前
王
廷
随
北
山
、

　
　
波
河
西
行
至
疏
勒
、
為
北
道
。
北
道
西
鍮
葱
嶺
、
則
繊
大
房
・
康
居
・
奄
藥
焉
。

③
　
問
右
。

④
『
漢
霞
』
巻
九
六
上
、
西
域
伝
上
、
拶
車
国
条
。
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
西
域

　
俵
上
、
疏
勒
国
条
。

⑤
『
欽
定
西
域
同
文
志
』
阻
喪
、
二
七
a
l
b
、
二
八
a
－
b
。

⑥
『
皇
輿
西
域
図
志
』
巻
一
八
・
彊
城
一
～
・
喀
爾
楚
条
に
よ
る
。

⑦
『
後
漢
書
』
巻
八
八
・
列
上
巻
七
八
・
西
域
伝
の
徳
若
国
に
上
す
る
鍛
造
は
左

　
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
徳
若
照
、
領
戸
百
戦
、
口
六
百
七
十
、
勝
兵
三
嘆
五
十
人
。
東
至
聖
史
居
三
千

　
　
五
百
三
十
盤
、
去
洛
陽
万
二
千
一
百
五
十
塁
。
与
子
合
接
、
其
俗
皆
擁
。

　
戸
口
・
勝
兵
数
か
ら
見
て
も
、
こ
の
記
墓
が
『
織
田
U
』
西
域
伝
・
依
報
国
条
を
踏

　
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑧
鄭
Ω
蚕
く
ρ
岡
ヨ
①
。
・
、
く
。
図
護
。
α
0
6
∩
o
コ
σ
q
く
養
母
医
料
、
¢
儒
耳
輪
。
仲
δ

　
Ω
p
民
観
旨
（
竃
。
。
1
器
邸
や
。
■
）
b
b
ミ
ミ
§
§
h
．
潮
8
な
㌻
§
ぶ
ミ
器
職
、
恥
注
噛
、
鋤
ミ
？

　
9
．
㌧
馬
ミ
こ
巳
＝
①
竿
・
。
o
冥
¢
ヨ
σ
『
ρ
一
8
ω
㌧
娼
や
ω
零
1
。
。
O
Q
。
㌧
⇔
。
恥
■

⑨
　
ω
け
。
冒
㌧
的
ミ
旨
ミ
3
や
G
。
メ

⑩
　
晶
朋
掲
、
白
鳥
。
　
一
山
ハ
ニ
～
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

⑪
　
　
『
至
愚
沈
』
巻
二
、
河
水
二
。

⑫
前
掲
、
白
鳥
。
一
六
四
～
七
〇
ベ
ー
ジ
。

⑬
　
　
『
漢
忠
』
西
域
伝
は
三
門
・
依
耐
二
園
の
記
事
の
前
後
で
、
濫
漫
・
燃
口
・
依

　
耐
・
無
雷
・
星
兜
と
い
っ
た
順
番
で
國
別
難
事
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
同
伝
の

　
里
程
表
記
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
お
お
よ
そ
西
夜
1
（
，
●
）
…
蒲
黎
一
（
五

　
四
〇
黒
）
1
無
需
…
（
三
四
〇
里
）
一
難
兜
と
い
う
よ
う
に
東
か
ら
西
に
並
ん
で
い

　
た
の
で
あ
る
（
な
お
土
着
騒
に
つ
い
て
は
、
榎
「
難
兜
騨
に
就
い
て
の
考
」
一
八

　
四
【
ペ
ー
ジ
を
耳
当
川
）
。
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⑭
『
漢
書
恥
西
域
俵
の
里
程
表
記
一
般
に
つ
い
て
は
、
松
田
『
古
代
天
山
の
歴
史

　
地
理
学
的
研
究
』
五
一
一
　
～
七
六
ペ
ー
ジ
、
及
び
同
『
楼
蘭
駈
　
「
解
…
説
」
　
ニ
ニ
○
～

　
ニ
ニ
ー
ペ
レ
ジ
を
参
照
。

⑮
依
耐
国
の
都
護
魔
所
ま
で
の
距
離
す
な
わ
ち
都
護
里
程
は
二
七
三
〇
里
、
そ
し

　
て
疏
勒
国
の
そ
れ
は
ニ
ニ
一
〇
里
で
、
両
里
程
の
差
で
あ
る
五
二
〇
里
は
両
国
間

　
の
距
離
と
さ
れ
る
六
五
〇
里
に
ほ
ぼ
近
い
。
一
方
蒲
黎
園
の
都
草
里
程
は
五
三
九

　
六
里
そ
し
て
渉
車
国
の
そ
れ
は
四
七
四
六
毘
で
、
両
里
程
の
差
で
あ
る
六
五
〇
里

　
は
両
国
間
の
距
離
と
さ
れ
る
五
四
〇
里
乃
至
七
囲
○
里
の
ほ
ぼ
中
間
の
数
値
で
あ

　
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
を
見
れ
ば
、
都
護
里
程
に
於
い
て
〃
左
回
り
”
の
そ
れ
と

　
〃
右
回
り
”
の
そ
れ
が
明
ら
か
に
違
う
こ
と
が
分
る
と
思
う
。

⑯
依
耐
国
の
長
安
ま
で
の
里
程
す
な
わ
ち
長
安
里
程
は
一
〇
一
五
〇
婁
、
そ
し
て

　
疏
勒
国
の
そ
れ
は
九
三
五
〇
里
で
、
両
里
程
の
差
八
○
○
難
は
両
国
間
の
距
離
と

　
さ
れ
て
い
る
六
五
〇
里
に
近
い
数
値
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
蒲
入
国
の
長
安
黒
程

　
九
五
五
〇
里
は
、
渉
車
国
の
長
安
里
程
で
あ
る
九
九
五
〇
墨
よ
り
少
な
い
数
値
と

　
な
っ
て
い
る
。
本
来
長
安
か
ら
よ
り
遠
い
筈
の
蒲
箪
國
の
長
安
里
程
が
輿
車
国
の

　
そ
れ
よ
り
少
な
い
と
い
う
窮
は
、
蒲
黎
国
の
長
安
里
程
が
軽
車
国
よ
り
測
ら
れ
た

　
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
蒲
三
国
の
長
安
里
程
も
、
依
耐

　
国
の
そ
れ
の
よ
う
に
疏
勒
か
ら
計
測
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
　
『
漢
書
』

　
西
域
伝
の
里
程
表
記
全
般
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

⑰
①
に
同
じ
。

⑱
前
掲
、
白
鳥
。
一
九
二
～
一
九
三
ぺ
…
ジ
。

⑲
岡
右
。

⑳
『
大
唐
西
域
記
砧
巻
＝
一
、
蜴
盤
陀
岡
条
。

⑳
　
Ω
麺
く
雪
g
ρ
＜
o
望
p
α
q
o
9
ω
o
耀
く
二
野
℃
や
ω
O
Q
。
ム
O
㊤
L
μ
．
ω
■

⑳
　
『
漢
書
』
巻
九
六
上
、
酉
域
下
上
、
西
夜
晒
条
。

㊥
　
一
1
◎
参
照
。

⑳
嶋
崎
昌
「
姑
師
と
車
師
前
・
後
歯
岡
」
一
九
六
六
年
、
　
『
階
唐
時
代
の
東
ト
ゥ

　
ル
キ
ス
タ
ソ
研
究
』
　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
所
収
。
三
二
～
三
五

　
ペ
ー
ジ
。

⑮
　
前
掲
、
白
鳥
。
一
七
四
ペ
ー
ジ
。

結

曇五
口口

「寄田仰穀」考（山本）

　
以
上
こ
れ
ま
で
、
　
「
寄
田
仰
示
し
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
鑑
禿
・
都
善
・
山
国
・
面
出
・
依
耐
等
五
つ
の
“
国
”
の
状
況
を
見
て
き
た
。
そ

れ
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
〃
国
”
の
民
は
、
都
善
の
そ
れ
を
除
け
ば
全
て
タ
リ
ム
盆
地
周
辺
の
山
間
渓
谷
地
で
遊
牧
を
主
た
る
生
業
と
し
つ
つ
、

一
方
で
タ
リ
ム
獄
地
内
の
オ
ア
シ
ス
国
に
「
寄
田
曲
学
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
盆
地
内
に
居
た
都
人
の
民
の
場
合
も
、
タ
リ
ム
河
下

流
域
や
南
方
の
≧
鉱
〒
銭
σ
q
げ
の
山
分
地
で
遊
牧
す
る
一
方
、
外
蓋
等
の
オ
ア
シ
ス
国
に
「
寄
田
無
為
」
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ご
の
「
寄
田
仰
穀
」
の
状
況
と
遊
牧
生
活
と
い
う
こ
と
と
の
混
在
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
諾
莞
の
民

の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
遊
牧
と
鉄
・
武
器
生
産
に
従
事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
郵
善
・
且
末
と
い
っ
た
〃
国
”
に
単
に
「
仰
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穀
」
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
さ
し
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
他
の
四
国
の
場
合
、
い
わ
ば
遊
牧
と
農
耕
の
併
存
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
恐
ら
く
、
都
善
・
依
耐
二
国
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
も
と
も
と
そ
れ
ら
の
〃
国
”
に
小
規
模
の
耕
作
を
行
う
民
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
彼
等
が
タ
リ
ム
盆
地
内
の
オ
ア
シ
ス
国
に
「
寄
田
仰
穀
」
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
四
国
に
於
い
て
遊
牧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら

民
が
住
民
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
等
と
「
寄
田
静
劇
一
と
は
直
接
的
に
は
関
係
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
五
つ
の
〃
国
”
の
一
部
の
民
は
片
道
二
～
九
日
の
日
数
を
費
し
て
、
タ
リ
ム
盆
地
の
オ
ア
シ
ス
国
へ
「
寄
田
」

し
「
仰
穀
」
す
る
た
め
出
か
け
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
等
が
通
っ
て
行
っ
た
そ
の
“
道
”
は
、
そ
の
地
域
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
諾
意
～
都
静
間
の
道
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
り
、
　
「
辟
在
西
南
、
不
当
孔
道
」
と
醤
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
を

通
っ
て
諾
々
の
民
は
「
百
穀
」
を
行
い
、
あ
る
い
は
鉄
を
運
び
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
都
善
～
且
末
間
の
道
も
、
そ
し

て
蒲
黎
～
疹
車
間
の
道
も
、
そ
れ
ら
が
「
東
西
交
通
」
の
幹
線
の
一
部
で
あ
っ
た
と
言
う
前
に
、
ま
ず
都
島
・
臨
急
二
国
の
民
が
「
寄
田
仰
穀
」

し
て
い
た
道
と
し
て
重
要
な
も
の
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ま
ず
〃
地
方
的
”
に
重
要
だ
っ
た
道
が
、
い
わ
ゆ

る
〃
国
際
的
”
な
幹
線
を
支
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
寄
田
仰
穀
」
関
係
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
地
方
的
な
道
は
、
そ
の
道
の
存
在
に
よ
っ
て
五
つ
の
“
国
”
の
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
に
、
い
わ
ば
〃
小
経
済
圏
”
を
成
立
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
諾
莞
i
都
善
一
豪
華
が
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
山
国
i
焉
薯
i
危
須

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
そ
う
で
あ
り
、
蒲
黎
・
疹
車
そ
し
て
依
耐
－
疏
勒
一
介
車
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
少
し
後
の
三
世
紀
の
史
料
『
魏
略
』
西
戎
伝
に
よ
れ
ば
、

且
末
国
は
都
善
国
に
支
配
さ
れ
、
山
王
国
（
山
国
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
そ
し
て
危
須
国
は
焉
皇
国
に
、
蒲
国
国
・
依
耐
国
そ
し
て
渉
車
国
は
疏
勒

国
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
言
う
。
こ
う
し
た
状
況
の
一
半
は
、
こ
の
〃
小
経
済
圏
”
の
存
在
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
因

は
す
で
に
前
一
世
紀
に
存
在
し
て
い
た
と
番
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
〃
小
経
済
圏
”
を
主
と
し
て
形
成
し
て
い
た
の
が
、

「
寄
田
仰
穀
扁
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
「
寄
田
仰
穀
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
ば
都
善
国
の
例
を
掲
げ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
の
生
産
力
の
低
さ
を
言
う
た
め
に
使
わ

れ
て
き
た
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
紅
葉
に
よ
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
於
け
る
地
方
的
な
道
の
重
要
性
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
〃
小

経
済
圏
”
の
存
在
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
①
　
『
三
圏
志
』
巻
三
〇
、
　
「
魏
書
」
烏
丸
鮮
卑
東
夷
俵
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
海
道
教
育
大
学
助
手
　
旭
灘
市
嶽

「寄田仰穀」考（山本）
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The　Settsu・Genji摂津源氏Family

some　phases　of　the　military　nobility

by

Yasuo　Motoki

　　The　propose　of　this　artic1e　1s，　first，　to　make　clear　the　existence　and”

chronology　of　the　Settsu－Genji　family，　and　next，　to　establish　the　chrono－

logical　periods　involved　in　the　formation　of　the　miiltary　nobility，　point－

ing　out　properties　and　characteristics　of　each　period．　ln　deaiing　with

these　topics　some　attention　will　be　given　to　the　weaknesses　of　the　main

Settsu－Genji　fami1ies：　the　Toda－Genji，　in　line　ef　descent　from　Yoritsuna，

which　includes　Yorimitsu　and　Yorikuni；　and　the　Mino－Genji’，　who　follow

frorn　Kunifusa　and　the　fami1ies　of　Nakamasa　and　Yorimasa．

　　In　the　begining　of　the　eleventh　century　these　families　were　in　the

“Heika　Kizoku”　period．　Whi1e　their　social　status　was　that　of　miiitary

nobility，　they　did　not　often　exercise　tkeir　military　funct1on．　However，

lateiT　in　the　same　century　they　linked　themselves　with　powerfu1　families

like　the　In　and　Sekkan－ke，　and　regulariy．　performed　bellic　tasl〈s　both　fot．／i’

those　families　and　otherwise．　This　period　is　called　the　“Kyomusha”’

period．　Their　military　strength’　was　on　a　precarious　foundation　since”

they　were　placed　in　oppositlon　to　the　rural　loads．　Later，　as　Taira　no”

Kiyomori　and　Minarnoto－no－YoshitomQ　succeeded　in　conso1idating　a　very’

Wide　power　base　from　the　ranks　of　the　rEral　loads，　the　Settsu－Genji　never

managed　to　go　beyend　the　gains　made　during　the　“Kyo－musha”　period．

The　Jitian　Yanggu寄田仰穀

by

Mitsuo　Yamamoto

　　According　to　Hanshu　Xiyu－chuan『漢書』西域伝，　they　had　a　practice

called　jitian　yanggu　in　the　district　of　Tarim　Basin　in　the　lst　century　B．

（972）



C．　The　term　jitian　yanggu　rneans　that　people　in　a　country　live　on　the

grain　harvested　in　some　arable　land　which　they　borrow　from　another

country　and　cultivate　themseives．　This　practice　was　ebserved　in　five

countries：Erqiallg諾莞，　Shanshan部善，　Shanguo山國，　Puii蒲黎and　Yinai

門門；almost　of　which　were　situated　in　the　periphery　of　the　basin．　And

there　lived　normadic　people　and　a　minority　of　peasants．　The　latter，　who

seem　to　have　practiced　jitian　yanggu，　took　from　two　to　nine　days　to　get

to　the　countries　in　the　basin　having　oasises　for　the　purpose　of　doing

this　practice．

The　latter　phase　of　the　Sue　Pottery須恵器

　　　　　　　　Excavation　in　Capital　Heian

by

Takao　Uno

　　As　for　the　Sue　pottery　excavated　in　Capital　Heian　（Medieva！　Kyoto

city）　，　which　were　dated　the　9th－14th　century，　tlie　earlier　ones　had　various

forrns．　But　after　the　middle　or　the　end　of　the　9th　century，　only　the

de伽ite　forms　of　Sue　pottery　were　used．　This　change　doesn’t　mean　the

decline　of　them，　but　one　of　phenomena　that　the　medieval　pottery　style

came　into　existance　in　the　Five　Home　Prov圭nces畿内．　At　the　time，　the

several　kinds　of　pottery　and　ceramics　were　used　each　in　its　proper　way．

In　that　process　there　is　the　important　change．　On　the　first　phase，　among

the　various　forms　of　them　made　in　the　producing　centers　the　definite

forms　of　potterles　circulated，　Then，　on　the　second　phase，　the　forms　for

marketing　were　produced　on　large　scale　in　the　producing　centers．

　　In　this　period　the　Five　｝lome　Provinces　deve1oped　much　more　as　a

consumer　area　of　the　ceramic　goods　produced　in　Setouchi瀬戸内，　Tokai

東：海provinces　than　as　a　producing　center　of　the　ceramic　industry．　It

is　a1so　in　this　pesc’od　that　the　system　of　the　productlon－circulation－con－

sumption　of　the　ceramics　changed　on　1arge　scale　and　that　the　develop－

rnent　of　its　system　after　the　late　medieval　ages　was　based．

（971）




