
漉
淵
の
盟
の
歴
史
的
背
景

1
雲
中
の
会
盟
か
ら
漉
淵
の
盟
へ
ー
ー

毛

ロ禾

英

介

【
要
約
】
　
本
稿
は
、
契
丹
（
遼
）
と
暴
露
の
間
で
～
○
〇
四
年
に
結
ば
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
濱
淵
の
盟
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
、
盟
の
性
格
に
つ

い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
ま
ず
漉
淵
の
盟
に
お
け
る
規
定
あ
る
い
は
忌
垣
の
両
国
関
係
に
お
い
て
特
徴
的
と
考
え
ら
れ
る
諸
点
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
契
丹
と
五

代
王
朝
の
間
で
す
で
に
同
様
な
関
係
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
次
に
、
濱
淵
の
盟
が
契
丹
と
後
悔
の
関
係
と
相
似
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
耶
律
阿
保
機
と
李
餅
糊
の
間
で
結
ば
れ
た
「
雲
中
の
会
盟
扁
に
ま
で
遡
り

う
る
こ
と
を
論
証
す
る
。

　
以
上
を
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
た
と
き
、
歯
車
の
盟
を
ウ
イ
グ
ル
帝
国
の
崩
壊
後
に
お
け
る
混
乱
の
帰
結
と
見
な
し
う
る
と
結
論

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
九
巻
三
号
　
二
〇
〇
六
年
五
月

漉淵の盟の歴史的背景（毛利）

は
　
じ
　
め
　
に

　
十
一
世
紀
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
は
、
北
に
は
契
丹
（
あ
る
い
は
遼
、
以
下
基
本
的
に
契
丹
と
表
記
）
南
に
は
重
手
（
以
下
、
お
お
む
ね
宋
と
の
み
表

記
）
と
い
う
二
大
王
朝
が
併
存
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
関
係
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
〇
四
年
に
聖
宗
・
耶
律
文

殊
奴
朝
の
契
丹
と
真
宗
・
趙
楽
弓
の
宋
の
間
で
結
ば
れ
た
い
わ
ゆ
る
顕
爵
の
盟
で
あ
ろ
う
。
こ
の
盟
約
は
一
般
に
そ
の
対
等
性
に
お
い
て
有
名
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で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
、
こ
の
盟
の
起
源
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
、

盟
の
起
源
が
、
対
等
性
と
い
う
点
も
含
め
て
盟
の
性
格
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
従
来
こ
の
盟
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
か
。
中
国
史
側
（
宋
代
史
）
か
ら
の
見
方
は
、
そ
の
対
等
性
に
着
目
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
「
中
国
・
漢
民
族
と
異
民
族
と
の
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
関
係
」
と
い
う
方
向
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
～
方
契
丹
研
究
者
か

ら
の
評
価
は
ど
う
か
。
例
え
ば
日
本
の
代
表
的
契
丹
研
究
者
で
あ
っ
た
田
村
実
造
の
見
解
は
、
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
の
「
漉
淵
の
盟
約
」
の

項
に

　
　
こ
の
条
約
の
締
結
以
後
、
遼
宋
の
間
に
は
な
が
く
平
和
が
つ
づ
き
、
そ
の
結
果
、
遼
は
文
化
が
発
達
し
、
経
済
上
で
も
発
展
を
と
げ
て
宋
を
圧
倒
し
、
東

　
　
方
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
強
の
国
と
な
っ
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
盟
締
結
後
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
の
だ
が
、
盟
の
締
結
以
前
の
歴
史
的
背
景
を

検
討
課
題
と
し
た
い
筆
者
の
疑
問
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
主
に
宋
代
史
か
ら
の
見
方
が
本
稿
で
の
検
討
対
象
と
な
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
こ
れ
ま
で
盟
に
至
る
長
期
的
経
緯
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
。
経
緯
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
扱
っ
た
研
究
は
管

見
の
限
り
存
在
し
な
い
の
で
、
契
丹
と
宋
の
関
係
に
関
す
る
著
名
な
研
究
を
代
表
例
と
し
て
述
べ
る
と
、
先
行
研
究
を
主
に
二
つ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
～
つ
は
、
あ
く
ま
で
契
丹
と
宋
と
の
関
係
と
い
う
枠
の
下
で
、
九
六
〇
年
の
宋
の
成
立
か
ら
、
そ
し
て
実
際
に
は
三
号
・
耶
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

買
戻
朝
の
契
丹
と
太
祖
・
趙
匡
早
朝
の
宋
と
の
外
交
関
係
の
成
立
時
か
ら
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
述
べ
る
と
お
り
、
こ
の
外

交
関
係
の
成
立
自
体
が
そ
れ
単
独
で
語
ら
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
一
つ
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
五
代
か
ら
始
め
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
陶
晋
生
は
『
宋
遼
関
係
史
研
究
』
第
二
章
で

　
　
宋
遼
の
外
交
関
係
に
対
す
る
影
響
が
最
も
直
接
的
な
朝
代
は
、
当
然
五
代
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
同
時
に
第
一
章
で

　
　
五
代
の
中
で
、
梁
・
唐
・
周
と
契
丹
は
対
等
関
係
を
維
持
し
、
晋
と
漢
は
契
丹
の
藩
属
と
な
っ
た
。
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③

と
述
べ
る
よ
う
に
、
五
代
の
最
初
の
王
朝
で
あ
る
後
髪
か
ら
話
を
は
じ
め
る
の
は
、
ど
の
時
点
に
契
丹
と
宋
の
関
係
の
起
点
が
あ
る
か
と
い
う

発
想
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
漠
然
と
宋
の
直
前
の
時
代
か
ら
話
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
く
ば
、
後
梁
か
ら
始
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
何
故
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
大
唐
か
ら
で
は
な
い
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
。
霜
朝
成
立
以
前
の
契
丹
が
大
唐
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

周
知
の
事
実
で
あ
り
、
ま
た
太
祖
・
耶
律
阿
保
機
の
出
現
後
に
限
っ
て
も
最
末
期
の
大
唐
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
の
立
場
は
、
濱
淵
の
盟
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
華
北
王
朝
で
言
え
ば
五
代
に
ま
で
遡
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
上
記
の
後
者

に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の
何
に
問
題
を
感
ず
る
か
と
言
え
ば
、
端
的
に
い
う
な
ら
ば
後
梁
と
後
唐
を
つ
な
い
で
考
え
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
多
く
の
契
丹
と
五
代
の
関
係
を
論
ず
る
文
章
も
同
様
の
問
題
を
は
ら
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
契
丹
と
五
代
・
宋

と
の
関
係
史
に
つ
い
て
近
年
精
力
的
に
文
章
を
発
表
し
て
い
る
蒋
武
雄
が

　
　
後
干
は
後
梁
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
建
立
さ
れ
た
政
権
な
の
で
、
こ
の
た
め
遼
は
先
の
後
置
に
対
す
る
外
交
レ
ベ
ル
上
の
態
度
を
引
き
継
ぎ
、
ま
た
後
唐
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
対
等
の
国
家
と
し
て
待
遇
し
た
。

と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
五
代
諸
王
朝
の
系
譜
に
つ
い
て
薦
め
て
述
べ
れ
ば
、
五
王
朝
は
、
後
梁
と
、
活
字
以
後
の
四
王
朝
に
大
別
さ
れ
、
後
者
の
王
朝
交
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
実
際
に
は
政
権
内
部
で
の
抗
争
で
あ
っ
て
同
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
宋
も
後
者
の
中
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
宋
を
含
む
五
代

後
半
の
王
朝
は
、
名
分
論
的
側
賑
か
ら
は
と
も
か
く
も
、
少
な
く
と
も
政
治
・
軍
事
的
に
は
、
実
際
に
は
後
胤
か
ら
後
梁
に
は
遡
ら
ず
に
称
誉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

前
の
上
石
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
隠
蔽
勢
力
を
起
源
と
す
る
。
契
丹
は
喜
雨
の
段
階
で
す
で
に
雨
池
勢
力
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
り
、
契
丹
と
五
代
後
半
及
び
宋
の
諸
王
朝
と
の
関
係
に
関
し
て
も
、
同
様
に
李
晋
に
遡
る
こ
と
を
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い

て
は
、
渤
海
等
の
他
の
勢
力
の
五
代
王
朝
と
の
関
係
と
契
丹
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
一
方
、
契
丹
と
後
梁
の
関
係
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
契
丹
と
宋
と
の
関
係
が
、
契
丹
と
大
唐
と

の
関
係
と
異
な
る
こ
と
自
体
は
異
論
無
く
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
漉
淵
の
盟
が
特
殊
視
さ
れ
る
こ
と
自
体
そ
の
故
で
あ
る
。
契
丹
と
跳
梁
と
の

77　（415）



関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
宋
と
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
大
唐
と
の
関
係
の
中
で
語
っ
た
方
が
筆
者
に
は
理
解
し
や
す
く
思
わ
れ
る
。
『
冊
府
元

亀
』
巻
一
〇
〇
〇
外
臣
部
強
盛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
後
唐
…
…
其
の
後
阿
保
機
帝
号
を
悟
称
し
、
…
…
太
祖
と
抗
衡
し
、
朝
貢
を
梁
祖
に
通
ず
。

と
あ
り
、
耶
律
仁
保
機
が
「
太
祖
」
つ
ま
り
武
皇
・
李
克
用
に
対
し
て
は
対
等
で
望
ん
だ
一
方
、
「
梁
祖
」
つ
ま
り
朱
全
忠
に
対
し
て
は
下
手

に
出
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
に
は
、
李
克
用
と
朱
全
書
の
対
立
の
中
、
そ
の
両
者
そ
れ
ぞ
れ
と
接
触
を
持
つ
際
に
耶
律
阿
保
…
機
が
と
っ
た
態

度
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。
事
実
と
し
て
は
、
事
事
阿
保
機
は
両
者
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
べ
き
で
、
朱
全
忠
と
｝
方
的
に
友
好
的
で

あ
っ
た
が
故
に
朱
全
忠
に
対
し
て
よ
り
低
い
態
度
を
と
っ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
態
度
の
違
い
は
、
後
梁
を
名
目
上
唐
の
後
継
者
と
し
て
扱
っ

た
こ
と
よ
り
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
新
五
代
史
』
巻
七
二
　
四
夷
附
録
一
に

　
　
阿
保
機
使
者
解
里
を
遣
わ
し
て
（
高
）
頃
に
随
い
て
、
良
馬
・
　
袈
・
朝
霞
錦
を
以
っ
て
梁
に
聰
せ
し
め
、
表
を
奉
じ
て
臣
と
称
し
、
以
っ
て
封
冊
を

　
　
求
む
。
梁
復
た
（
郎
）
公
準
及
び
司
鍵
裂
渾
特
を
遣
わ
し
て
詔
書
を
以
っ
て
労
に
報
い
し
め
、
別
に
記
事
を
以
っ
て
之
に
賜
い
、
共
に
挙
兵
し
て
晋
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
滅
ぼ
し
、
然
る
後
封
柵
し
て
甥
舅
の
国
と
為
ら
ん
こ
と
を
約
し
、
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
後
鼻
が
契
丹
を
冊
封
し
た
う
え
で
「
甥
舅
の
国
」
と
な
る
、
つ
ま
り
公
主
を
下
す
と
い
う
議
論
を
両
者
は
し
て
い
る
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

金
子
修
一
の
研
究
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
唐
代
に
お
い
て
契
丹
は
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
公
主
を
降
嫁
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
契
丹
と
後
梁

の
両
者
の
態
度
は
こ
の
流
れ
の
中
に
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
後
述
の
と
お
り
、
契
丹
と
、
後
唐
以
後
の
五
代
王
朝
と
の
関
係
と
は
全

く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
を
考
慮
す
る
と
、
漉
淵
の
盟
に
象
徴
さ
れ
る
契
丹
と
宋
の
関
係
も
、
「
五
代
以
来
」
と
い
う
曖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、
契
丹
と
李

晋
の
関
係
が
そ
の
原
点
と
な
る
こ
と
が
や
は
り
想
定
さ
れ
う
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
仮
説
の
も
と
に
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、

第
一
章
に
お
い
て
濱
淵
の
盟
及
び
盟
成
立
後
の
外
交
運
営
上
の
諸
条
件
を
契
丹
と
五
代
王
朝
の
関
係
の
文
脈
に
お
い
て
再
評
価
し
た
う
え
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
二
章
に
お
い
て
前
述
の
仮
説
が
実
際
に
成
り
立
つ
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
。
な
お
、
本
稿
は
い
わ
ば
「
歴
史
の
流
れ
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
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の
を
素
描
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
個
々
の
事
象
の
分
析
に
は
深
く
立
ち
入
っ
て
い
な
い
面
が
あ
る
と
同
時
に
、
一
々
言
及
し
な
い
場
合
も
多
く

の
事
象
や
引
用
史
料
は
す
で
に
前
掲
注
⑤
蒋
武
雄
書
及
び
注
③
陶
晋
奉
書
等
の
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り

し
て
お
く
。
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①
寺
地
遵
「
五
代
北
嶺
政
治
史
概
説
」
（
今
堀
誠
二
編
隅
中
国
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　
そ
の
歴
史
的
展
開
』
勤
草
書
募
　
　
九
八
三
所
収
）
は
、
後
晋
以
降
の
華
北
政
権

　
の
北
方
政
権
に
対
す
る
一
つ
の
一
貫
し
た
劣
勢
傾
向
を
指
摘
す
る
点
で
比
較
的
珍

　
し
い
例
と
言
え
よ
う
。

②
例
え
ば
「
漉
淵
の
盟
約
と
其
の
史
的
意
義
扁
（
糊
史
林
』
二
i
T
二
・
四
一

　
九
三
五
）
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
漉
淵
の
盟
以
後
の
契
丹
・
宋
関
係
に
対
し
、
こ

　
の
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
外
交
関
係
を
第
一
次
通
和
と
い
う
よ
う
に
呼
ん
で
お
く
。

③
『
宋
遼
関
係
史
研
究
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
一
九
八
四
）
。
当
該
の
二
章
の

　
初
出
は
『
沈
剛
伯
先
生
八
秩
栄
慶
論
文
集
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
　
一
九
七
六
）
、

　
一
章
は
書
き
下
ろ
し
。

④
土
肥
義
和
門
敦
焼
発
見
唐
・
回
鵬
間
交
易
関
係
漢
文
文
書
断
簡
考
」
（
『
中
国
古

　
代
の
法
と
社
会
上
繭
古
書
院
　
一
九
八
八
所
収
）
参
照
。

⑤
「
遼
与
後
唐
外
交
幾
儀
問
題
的
探
討
扁
（
『
東
呉
歴
史
学
報
』
六
二
〇
〇
〇
）
。

　
蒋
の
『
塾
主
五
代
政
権
転
移
関
係
始
末
輪
（
新
化
図
書
有
限
公
司
　
一
九
九
八
）

　
も
第
一
章
を
「
遼
太
祖
与
政
権
転
移
的
関
係
偏
と
い
う
名
で
立
て
て
お
り
（
該
章

　
の
初
出
は
『
東
呉
歴
史
学
報
馳
翻
刊
号
　
｝
九
九
五
）
、
大
筋
で
は
こ
の
よ
う
な

　
立
場
と
副
え
る
だ
ろ
う
。

⑥
一
般
書
で
あ
る
が
、
竺
沙
雅
章
欄
独
裁
君
主
の
登
場
宋
の
太
祖
と
太
宗
扁

　
（
清
水
書
院
　
一
九
八
四
）
は
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

⑦
冨
田
孔
明
の
五
代
の
枢
密
使
に
関
す
る
研
究
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
ま
た
再
確

　
寄
す
る
業
績
で
あ
る
（
「
宋
二
府
の
沿
革
に
関
す
る
考
察
」
魍
東
洋
史
苑
』
三
七

　
一
九
九
一
）
。
森
部
豊
「
唐
末
五
代
の
代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
駅
と
沙
陀
」

　
（
『
東
洋
史
研
究
』
六
ニ
ー
四
　
二
〇
〇
四
）
・
奨
売
止
『
唐
末
五
代
的
代
北
集

　
団
』
（
中
国
文
聯
出
版
社
　
二
〇
〇
〇
）
も
参
照
。

⑧
後
軍
…
…
其
後
阿
保
機
糟
称
帝
号
、
…
…
与
太
祖
抗
衡
、
通
朝
貢
於
梁
祖
。

　
な
お
、
以
下
の
『
冊
府
元
亀
騒
の
引
用
は
、
明
本
に
拠
り
つ
つ
適
宜
宋
本
を
合
わ

　
せ
見
て
い
る
。

⑨
阿
保
機
遣
使
者
解
里
護
持
、
以
良
馬
・
詔
装
・
朝
霞
錦
聰
梁
、
奉
表
称
臣
、
以

　
求
封
冊
。
梁
復
遣
下
組
及
司
農
卿
渾
特
認
詔
書
報
労
、
別
以
記
事
賜
之
、
約
共
挙

　
兵
器
晋
、
然
後
封
冊
為
甥
舅
藁
菰
、
…
…
。

　
以
下
、
引
用
史
料
内
の
（
　
）
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
筆
者
注
。

⑩
『
階
唐
の
團
際
秩
序
と
束
ア
ジ
ア
㎞
（
名
著
刊
行
会
二
〇
〇
一
）
「
第
六
章

　
唐
代
の
異
毘
族
に
お
け
る
郡
尊
号
」
。
面
輪
は
「
唐
櫃
の
異
罠
族
に
お
け
る
郡
王

　
号
に
つ
い
て
一
契
丹
・
奨
を
中
心
に
し
て
一
駄
（
土
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報

　
告
朔
コ
一
六
　
一
九
八
六
）
。

⑪
　
本
稿
の
大
筋
は
、
金
在
満
が
「
契
丹
族
南
侵
過
程
の
研
究
一
田
中
会
盟
を
中

　
心
に
し
て
駄
（
噸
史
学
研
究
』
　
一
二
　
｝
九
六
一
、
後
に
糊
契
丹
民
族
発
展
史
の
研

　
究
』
読
書
新
聞
社
出
版
局
　
一
九
七
四
所
収
）
で
「
こ
の
両
雄
の
胴
中
会
盟
こ
そ

　
は
、
後
晋
高
橿
石
敬
塘
と
契
丹
間
に
締
結
さ
れ
た
夕
雲
十
六
州
割
譲
の
約
（
九
三

　
六
）
、
宋
と
契
丹
間
に
締
結
さ
れ
た
灘
淵
の
盟
約
（
一
〇
〇
四
）
の
前
奏
曲
で
」

　
と
述
べ
る
も
の
や
、
杉
山
正
明
の
「
申
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
歴
史
構
図
一
世
界
史

　
を
つ
な
い
だ
も
の
一
」
（
噸
岩
波
講
座
世
界
歴
史
輪
一
一
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合

　
岩
波
書
店
　
一
九
九
七
）
に
お
け
る
見
解
に
近
い
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
見
通

　
し
的
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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第
一
章
適
淵
の
盟
の
内
容
の
再
検
討

　
漉
淵
の
盟
は
、
契
丹
と
宋
の
い
ず
れ
の
研
究
に
お
い
て
も
一
時
期
を
画
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
の
後
約
百
年
も
の

和
平
状
態
の
開
始
点
で
あ
り
、
時
代
の
区
切
り
を
こ
こ
に
置
く
こ
と
自
体
に
は
何
ら
の
疑
問
も
な
い
。
一
方
で
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
ふ
れ

た
が
、
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
そ
の
内
容
・
条
件
も
ま
た
そ
れ
以
前
、
特
に
五
代
期
と
一
時
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本

章
で
は
こ
の
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
漉
淵
の
盟
が
結
ば
れ
た
際
に
両
国
間
で
交
わ
さ
れ
た
誓
書
に
お
い
て
明
文
で
規
定
さ
れ
た
内
容
は
、
大
別
す
れ
ば
堆
紅
・
国
境
・
叛
亡
者
の

送
還
に
関
し
て
で
あ
る
。
後
二
者
は
和
約
と
し
て
は
比
較
的
常
識
的
な
条
件
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
う
ち
特
に
歳
幣
を
取
り
上
げ
る
。

そ
の
他
、
陶
晋
生
が
平
等
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
す
る
皇
帝
間
の
兄
弟
関
係
の
設
定
を
、
包
括
的
に
皇
帝
間
の
血
縁
関
係
の
設
定
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

検
討
し
、
ま
た
同
様
に
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
呼
称
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
契
丹
と
宋
の
関
係
の
起
源
と
い
う
賜
題
関
心
に
基

づ
い
て
論
を
進
め
る
た
め
、
五
代
王
朝
と
十
国
と
の
問
等
で
見
ら
れ
る
類
似
の
関
係
に
つ
い
て
は
割
愛
し
て
い
る
。

第
一
節
　
歳

贈

　
ま
ず
は
契
丹
へ
の
歳
贈
（
歳
幣
・
歳
貢
等
を
あ
わ
せ
て
本
稿
で
は
こ
う
呼
ん
で
お
く
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ま
ず
、
後
報
か
ら
契
丹
へ
の
歳
貢
に
関
し
て
は
日
野
開
三
郎
に
研
究
が
あ
る
。
日
野
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
宋
か
ら
契
丹
へ
の
歳
幣

三
十
万
（
内
訳
は
絹
二
＋
万
プ
ラ
ス
銀
十
万
）
と
い
う
当
初
の
数
字
（
後
に
そ
れ
ぞ
れ
十
万
、
計
一
一
十
万
増
額
）
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
相
違
は
あ

る
も
の
の
、
後
半
か
ら
契
丹
へ
の
歳
貢
が
三
十
万
匹
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
数
字
で
あ
る
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
宋
か
ら
契
丹
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

三
十
万
と
い
う
額
は
、
時
の
宰
相
・
華
車
が
、
契
丹
と
の
交
渉
に
当
た
っ
た
曹
利
用
に
具
体
的
な
数
字
を
示
し
て
交
渉
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
野
も
い
う
と
お
り
後
壁
の
故
事
を
踏
ま
え
た
額
で
あ
っ
た
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
な
お
周
知
の
ご
と
く
、
当
時
に
お
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い
て
は
全
く
異
な
る
単
位
の
数
字
を
単
純
に
合
算
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
後
幅
の
三
十
万
に
関
し
て
は
単
車
治
通
鑑
』
巻

二
八
…
天
福
三
年
（
九
蕪
八
）
八
月
導
管
に
、
後
晋
の
高
祖
・
石
熱
型
の
契
丹
に
対
す
る
対
応
ぶ
り
を
述
べ
る
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
帝
契
丹
に
事
う
る
こ
と
甚
だ
勤
、
…
…
金
掘
三
十
万
を
歳
輸
す
る
の
外
、
吉
凶
慶
弔
、
歳
時
の
贈
遺
、
玩
好
忌
避
、
道
に
相
継
ぐ
。

と
あ
り
、
内
容
が
吊
だ
け
で
な
く
「
金
」
も
含
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
「
金
」
に
関
し
て
は
日
野
は
誤
り
か
と
し
て
い
る
が
、
『
野
史
』
巻
四

太
宗
本
紀
下
会
同
二
年
（
九
三
九
）
八
月
乙
丑
に
も
後
身
の
契
丹
へ
の
歳
貢
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
晋
使
を
遣
わ
し
て
歳
幣
を
貢
せ
し
め
、
奏
す
ら
く
戌
・
亥
二
歳
の
謬
論
を
燕
京
に
輸
す
、
と
。

と
「
金
幣
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
、
「
金
」
を
含
む
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
確
か
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
時
期
の
「
金
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、
狭
い
範
囲
の
金
だ
け
で
な
く
銀
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
早
く
加
藤
繁
が
指
摘
し
て

　
⑦

い
る
。
宋
か
ら
契
丹
、
次
段
落
で
述
べ
る
北
漢
か
ら
契
丹
へ
の
歳
贈
に
お
い
て
も
そ
の
中
に
い
ず
れ
も
銀
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
に
お
け
る
「
金
」
も
銀
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
後
言
の
契
丹
へ
の
歳
貢
は
、
数
字
だ
け
で
な
く
内
容
も
宋
の
契
丹
に
対
す
る

も
の
に
近
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
後
鼻
の
例
の
他
に
は
、
心
骨
の
例
が
比
較
的
有
名
で
あ
る
。
『
長
編
』
巻
四
乾
徳
元
年
（
九
六
三
）
閏
十
二
月
丙
子
に
は
北
漢
の
二
代
皇
帝
・

劉
承
鉤
即
位
後
の
事
情
を
述
べ
る
中
で

　
　
　
（
五
爵
の
僧
・
継
顯
）
又
た
柏
谷
に
於
い
て
息
継
を
置
き
、
民
を
募
り
て
山
を
聾
ち
て
鉱
を
取
り
銀
を
烹
る
。
北
漢
主
命
の
銀
を
取
り
て
以
っ
て
契
丹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
に
輸
す
る
こ
と
、
歳
ご
と
に
千
斤
、
因
り
て
其
の
冶
に
即
き
て
宝
興
軍
を
建
つ
。

と
あ
っ
て
、
北
漢
が
契
丹
に
千
斤
の
銀
を
毎
年
贈
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
定
例
化
し
て
い
た
契
丹
へ
の
歳
贈
は
、
宋
以
前
で
は
こ
の
二
例

と
な
る
。

　
以
上
の
例
の
他
に
、
計
画
・
提
案
に
止
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
五
代
期
に
は
実
は
ま
だ
類
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ま
ず
は
後
周
の
例
で
あ
る
。
後
漢
が
滅
び
て
露
霜
が
契
丹
に
援
を
求
め
た
際
に
は
、
北
漢
の
対
抗
相
手
で
あ
る
後
毛
も
同
時
に
契
丹
と
の
関
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係
を
求
め
て
お
り
、
契
丹
は
こ
れ
を
北
漢
に
も
通
告
し
て
い
る
が
、
噸
資
治
通
巻
』
巻
二
九
〇
広
順
元
年
（
九
五
一
）
四
月
丁
未
の
そ
の
記
述
に

は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
契
丹
主
使
を
遣
わ
し
て
北
漢
に
如
か
し
め
、
告
げ
て
以
え
ら
く
立
業
田
敏
来
た
り
て
、
歳
ご
と
に
銭
十
万
繕
を
輸
す
る
を
約
せ
り
、
と
。

と
あ
っ
て
、
冬
蔦
が
契
丹
に
毎
年
十
万
絡
の
銭
の
贈
遺
を
約
し
た
と
契
丹
側
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
後
周
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
提

案
を
し
た
か
、
そ
れ
と
も
北
漢
と
の
交
渉
の
際
の
駆
け
引
き
と
し
て
の
発
言
か
は
断
定
し
づ
ら
く
も
あ
る
が
、
こ
の
時
期
契
丹
・
後
平
間
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

頻
繁
に
使
節
が
往
来
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
こ
の
よ
う
な
提
案
が
出
た
可
能
性
も
十
分
あ
り
、
ま
た
駆
け
引
き
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
発

言
が
駆
け
引
き
の
材
料
足
り
得
た
下
地
の
存
在
を
指
摘
で
き
よ
う
。

　
他
に
は
後
唐
末
期
の
例
が
あ
る
。
す
で
に
末
帝
・
李
従
珂
と
後
の
後
晋
の
高
祖
・
石
敬
塘
の
対
立
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
時
期
、
『
資
治

通
鑑
』
巻
二
八
○
天
福
元
年
（
九
三
六
）
三
月
丙
午
に
引
か
れ
る
正
議
殿
学
士
の
呂
碕
と
李
松
の
会
話
の
中
で
、
呂
の
李
に
対
す
る
提
案
の
中

に　
　
河
東
若
し
異
謀
有
れ
ば
、
必
ず
契
丹
と
結
し
て
援
と
為
さ
ん
。
契
丹
の
母
　
（
李
）
総
身
の
中
国
に
在
る
を
以
っ
て
、
屡
々
和
親
を
求
む
る
も
、
但
だ
繭

　
　
刺
等
を
求
め
て
未
だ
獲
ざ
れ
ば
、
故
に
和
未
だ
成
ら
ざ
る
の
み
。
今
誠
に
繭
刺
等
を
帰
し
て
之
と
和
し
、
歳
ご
と
に
礼
幣
約
直
十
余
万
繧
を
以
っ
て
之
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
遺
ら
ば
、
彼
れ
必
ず
馳
然
と
し
て
命
を
承
け
ん
。

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
契
丹
へ
の
毎
年
十
余
胤
繕
相
当
の
贈
遺
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
案
は
結
局
実
施
に
は
移
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
李
従
珂
の
承
認
を
受
け
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
契
丹
に
毎
歳
金
品
を
贈
る
と
い
う
発
想
は
、
五
代
以
来
脈
々
と
続
い
て
き
た
も
の
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
こ
こ
で
後
唐
か
ら
契
丹
に
対
し
て
の
贈
遺
に
補
足
を
し
て
お
く
。
盧
逮
曾
は

　
　
我
々
は
、
当
時
の
唐
・
遼
の
通
好
・
交
戦
の
局
勢
の
う
ち
に
、
電
鍵
が
時
に
玉
嗣
・
金
々
で
和
平
を
乞
う
地
位
に
居
た
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
こ

　
　
れ
は
実
に
後
世
の
歳
幣
の
濫
膓
で
あ
る
。
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と
い
う
指
摘
を
し
て
お
り
、
明
文
化
・
定
額
化
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、

時
期
ま
で
で
は
な
く
そ
れ
以
前
に
も
遡
る
と
い
う
見
方
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
血
縁
関
係
の
設
定

契
丹
へ
の
歳
贈
と
い
う
発
想
は
、
先
述
の
宋
帝
・
李
従
珂
の

　
次
は
皇
帝
問
の
擬
似
血
縁
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
張
国
慶
に
「
遼
代
契
丹
皇
帝
与
五
代
・
北
宋
諸
帝
王
的
”
結

⑭義
”
」
が
あ
り
、
中
原
側
で
言
え
ば
李
克
用
か
ら
説
き
起
こ
し
て
宋
に
至
る
点
な
ど
は
本
稿
の
論
旨
と
も
大
い
に
重
な
る
所
で
あ
る
が
、
一
部

付
け
加
え
る
べ
き
と
こ
ろ
も
あ
る
か
に
思
え
る
の
で
敢
え
て
節
を
設
け
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
張
は
、
李
晋
・
後
唐
・
後
晋
・
後
漢
・
北
漢
・
画
学
が
契
丹
の
皇
帝
と
血
縁
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
、
後
壁
に
お
け
る
有
力
者
で
あ
り
長
く
幽

門
に
鎮
し
て
契
丹
と
の
対
応
に
当
た
っ
て
い
た
趙
徳
鉤
（
後
出
の
趙
延
寿
の
父
）
も
、
契
丹
に
対
し
て
兄
弟
関
係
を
含
ん
だ
同
盟
関
係
と
い
う
同

様
な
提
案
を
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
視
点
を
逆
に
す
る
と
、
契
丹
の
歴
代
皇
帝
は
い
ず
れ
も
必
ず
南
方
の
霜
天
と
血
縁
関
係
を

設
定
し
て
い
た
（
太
祖
・
耶
律
阿
保
機
は
李
晋
・
後
唐
、
太
宗
・
耶
律
露
骨
は
後
覆
、
世
宗
・
耶
律
兀
欲
か
ら
景
宗
・
耶
律
明
暖
ま
で
は
北
勢
、
聖
宗
・
耶
律

文
殊
奴
以
降
は
宋
の
皇
帝
）
こ
と
で
も
あ
り
非
常
に
興
味
深
い
。
で
は
、
こ
れ
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
太
宗
・
耶
律
発
骨

と
後
唐
の
明
宗
・
李
嗣
源
の
間
の
兄
弟
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
耶
律
発
骨
と
富
江
源
の
兄
弟
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
『
資
治
通
貨
』
巻
二
八
○
天
福
元
年
（
九
三
六
）
五
月
甲
午
に
、
李
従
珂
と
石
敬

塘
の
関
係
悪
化
の
中
の
、
石
敬
塘
の
ブ
レ
ー
ン
桑
維
翰
の
石
敬
塘
の
前
で
の
発
…
言
に

　
　
契
丹
（
主
）
素
よ
り
明
宗
と
約
し
て
兄
弟
と
為
り
、
今
ま
部
落
雲
・
応
に
近
在
す
、
公
誠
に
能
く
推
心
屈
託
し
て
之
に
事
う
れ
ば
、
万
～
急
有
る
と
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
朝
に
呼
べ
ば
夕
に
至
れ
ば
、
何
の
患
い
も
成
る
こ
と
無
か
ら
ん
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
明
宗
・
李
嗣
源
と
約
し
て
兄
弟
と
な
っ
た
と
い
う
「
契
丹
主
」
と
は
、
当
然
当
時
の
契
丹
皇
帝
で
あ
る
太
宗
・
耶

律
発
骨
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
し
、
『
資
治
通
鑑
隠
巻
二
八
六
天
福
十
二
年
（
九
四
七
）
二
月
癸
未
に
、
耶
律
発
骨
が
開
封
に
進
駐
し
て
い
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た
時
期
の
こ
と
と
し
て

　
　
唐
の
容
認
単
身
鏡
池
益
と
洛
陽
に
居
り
、
趙
延
寿
明
鑑
の
女
を
嬰
り
て
夫
人
と
為
せ
ば
、
淑
妃
大
梁
に
詣
り
て
会
礼
す
っ
契
丹
主
見
え
て
之
に
拝
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
て
曰
く
、
「
吾
が
艘
な
り
。
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
あ
っ
て
、
耶
律
発
骨
が
李
嗣
源
の
王
血
書
を
「
捜
」
つ
ま
り
兄
嫁
と
呼
ん
で
い
る
点
が
さ
ら
に
裏
付
け
に
な
る
。

　
李
嗣
源
と
関
連
し
て
述
べ
て
お
く
べ
き
は
、
後
晋
の
高
祖
・
石
虚
血
で
あ
る
。
石
膏
塘
は
い
わ
ば
売
国
奴
と
し
て
評
判
の
悪
い
人
物
で
あ
る

が
、
そ
の
非
難
の
矛
先
の
一
つ
は
、
年
下
で
も
あ
る
耶
春
菊
骨
に
対
し
て
「
児
」
と
し
て
の
礼
を
と
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
彼
が
例
え
ば
『
五
代
会
要
』
巻
一
皇
后
も
し
く
は
巻
二
公
主
に
あ
る
よ
う
に
、
皇
嗣
源
の
娘
婿
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ば
、
娘
婿
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
石
敬
塘
は
、
後
唐
の
末
細
と
な
る
李
従
珂
と
ラ
イ
バ
ル
あ
る
い
は
同
等
と
い
っ
て
よ
い
立
場
に
お
り
、
李
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

源
の
仮
子
で
あ
る
李
従
珂
と
同
様
に
子
に
近
い
立
場
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
旧
五
代
史
』
巻
七
五
晋
高
祖
紀
～
清
泰
三
年
（
九
三

六
）
十
一
月
に
は
都
響
軟
骨
が
石
敬
礪
を
皇
帝
と
す
る
冊
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
石
敬
塘
に
協
力
し
て
山
西
に
攻
め
込
ん
だ
耶
律
発
言
が
そ
の
地

で
発
布
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

　
　
爾
じ
惟
れ
近
戚
に
し
て
、
実
に
本
枝
に
青
る
は
、
余
の
爾
じ
を
視
る
こ
と
子
の
ご
と
く
、
爾
の
予
を
待
す
る
こ
と
猶
お
父
の
ご
と
き
所
以
な
り
。
朕
昨
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ろ
以
え
ら
く
独
央
従
珂
、
本
よ
り
公
族
に
非
ず
し
て
、
窃
か
に
宝
図
に
拠
り
…
…

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
石
敬
聴
の
即
位
を
正
当
化
す
る
た
め
の
文
章
で
あ
る
の
で
割
り
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
聖
心
源
と

石
釜
塘
が
「
本
と
枝
の
関
係
」
、
つ
ま
り
本
家
と
分
家
で
は
あ
る
も
の
の
、
娘
婿
と
し
て
～
族
で
あ
る
石
敬
塘
の
方
が
仮
子
で
し
か
な
い
李
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

珂
よ
り
も
李
嗣
源
に
近
い
、
即
ち
耶
律
発
骨
に
も
近
い
と
い
う
論
理
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
石
敬
塘
が
李
嗣
源
の
息
子
に
準
ず
る
存
在
で
あ
る
な
ら
、
先
述
の
と
お
り
海
幕
源
と
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
耶
律
主
骨
は
石
懸
垂
に
と
っ
て
一

世
代
上
に
あ
た
り
、
彼
を
父
と
称
す
る
こ
と
に
は
実
は
そ
れ
ほ
ど
の
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
さ
ら
に
そ
の
背
景

に
は
、
張
が
指
摘
済
み
の
耶
律
阿
保
…
機
と
李
専
用
（
及
び
そ
の
親
族
同
士
）
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
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⑬

　
さ
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
の
は
、
叢
崇
岐
「
宋
遼
交
聰
考
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
叢
は
、
兄
弟
の
関
係
で
出
発
し
た
契
丹
と
宋
の

皇
帝
の
関
係
が
常
に
兄
弟
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
濱
淵
の
盟
の
際
に
最
初
に
関
係
を
結
ん
だ
契
丹
の
聖
霊
・
耶
律
文
殊
奴
と
宋
の
真
宗
・

趙
恒
の
二
者
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
契
丹
と
、
石
子
塘
を
含
め

て
李
商
用
か
ら
石
色
面
と
に
お
い
て
生
じ
た
現
象
も
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
実
際
、
石
垢
塘
の
甥
（
且
つ
養
子
）
即
ち
一
世

代
下
の
後
晋
の
二
代
皇
帝
の
孟
春
・
石
板
貴
が
耶
律
発
骨
に
対
し
て
孫
と
称
し
た
こ
と
も
張
論
文
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
石
面
貴
は
『
旧
五
代

史
協
巻
八
五
晋
少
帝
紀
第
五
開
運
三
年
（
九
四
六
）
十
二
月
癸
酉
に
載
る
、
後
書
滅
亡
に
際
す
る
耶
律
発
骨
に
対
す
る
降
表
に
お
い
て
も

　
　
孫
臣
基
蓄
う
、
今
月
十
七
日
寅
の
時
、
相
州
節
度
使
張
蟹
沢
・
都
監
傅
佐
児
大
軍
を
部
領
し
て
入
京
し
、
翁
皇
帝
の
太
后
に
賜
え
る
書
を
齎
拙
し
て
示

　
　
　
　
⑳

　
　
し
：
：
：

と
自
ら
を
「
孫
」
と
耶
皆
具
骨
を
「
翁
」
と
称
し
、
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
五
開
運
三
年
（
九
四
六
）
十
二
月
己
卯
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
契
丹
聖
帝
に
手
詔
を
賜
い
、
且
つ
解
里
を
遣
わ
し
て
帝
に
謂
わ
し
め
て
鳴
く
「
孫
憂
う
る
勿
か
れ
、
必
ず
汝
を
し
て
峨
飯
の
所
有
ら
し
め
ん
。
」
と
。

と
、
こ
れ
に
応
え
て
聖
楽
二
選
が
石
心
貴
を
「
孫
」
と
呼
ん
で
逆
の
呼
称
も
成
立
し
て
い
る
。
以
上
の
事
実
を
、
張
論
文
に
よ
っ
て
指
摘
済
み

の
、
李
克
用
と
耶
律
阿
保
機
が
兄
弟
と
な
っ
た
こ
と
、
耶
律
阿
保
機
が
李
存
筋
を
子
扱
い
し
た
こ
と
や
、
李
存
筋
が
耶
律
阿
保
機
の
后
を
叔
母

扱
い
し
た
こ
と
（
『
遼
史
』
巻
七
一
盾
妃
伝
、
『
資
治
通
馬
』
巻
二
六
九
是
歳
の
条
）
等
と
共
に
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
姦
直
用
を
兄
、
耶
律
阿
保
機
を

弟
と
す
る
関
係
を
起
点
と
し
て
、
契
丹
宗
室
と
李
氏
・
石
氏
と
の
間
で
、
轟
が
契
丹
と
宋
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
の
推
移
が
行

わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
兄
弟
と
し
て
始
ま
る
関
係
と
契
丹
と
北
漢
の
よ
う
な
父
子
関
係
で
は
厳
密
に
は
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
契
丹
と
後
梁
の
問
に

は
こ
の
よ
う
な
君
主
同
士
の
直
接
の
血
縁
関
係
の
設
定
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
本
稿
に
お
い
て
同
列
に
語
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る
。
ま
た
、
君
主
同
士
の
血
縁
関
係
の
設
定
と
い
う
意
味
で
は
唐
と
ウ
イ
グ
ル
の
関
係
な
ど
も
背
景
と
し
て
視
野
に
入
れ
る
べ
き
か

も
し
れ
な
い
が
、
や
や
ス
パ
ン
が
長
く
な
り
す
ぎ
る
た
め
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。
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第
三
節
　
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
呼
称

　
次
に
契
丹
を
「
北
朝
」
、
宋
を
「
南
朝
」
と
呼
ぶ
表
現
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
こ
れ
は
漉
淵
の
盟
に
明
文
と
し
て
規
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

田
村
実
造
は
盟
の
条
件
と
し
て
立
て
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
長
編
』
巻
五
八
景
徳
元
年
（
｝
○
〇
四
）
十
二
月
辛
丑
に
、
漉
淵
の
盟
成
立
後
の
契

丹
と
宋
の
間
の
文
書
の
や
り
取
り
に
関
し
て

　
　
絵
心
の
誓
書
を
録
し
て
、
河
北
・
河
東
の
諸
藩
軍
に
頒
つ
。
始
め
、
通
和
し
て
致
す
所
の
書
、
皆
な
南
・
北
朝
を
以
っ
て
国
号
の
上
に
冠
す
。
将
作
監
丞

　
　
王
曽
言
う
、
「
是
れ
之
と
充
寓
す
る
は
、
失
す
る
こ
と
敦
れ
か
焉
よ
り
甚
だ
し
き
や
、
願
わ
く
は
其
の
国
号
契
丹
の
ご
と
く
す
れ
ば
足
ら
ん
。
」
と
。
上
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
し
て
之
を
納
る
る
も
、
然
れ
ど
も
事
已
に
行
わ
る
れ
ば
、
果
た
し
て
改
め
ら
れ
ず
。

と
、
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
と
王
曽
が
述
べ
る
記
事
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
同
条
に
漉
淵
の
盟
に

お
け
る
双
方
の
誓
書
を
引
用
し
た
上
で
、
李
蕪
の
注
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
此
の
誓
書
倶
に
繭
・
北
朝
と
称
せ
ず
、
主
脚
の
侮
故
に
「
事
已
に
行
わ
る
れ
ば
、
果
た
し
て
改
め
ら
れ
ず
。
扁
と
云
う
や
を
知
ら
ず
。
当
に
考
う
べ
し
。

と
、
当
該
の
時
期
に
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
て
、
や
や
疑
問
が
残
る
も
の
で
は
あ
る
の

だ
が
、
誓
書
が
交
わ
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
（
景
徳
元
年
十
二
月
戊
子
）
に
宋
の
真
宗
・
趙
恒
が
契
丹
に
降
っ
た
旧
宋
将
の
王
継
忠
に
書
し
た
詔
に

「
北
朝
」
と
い
う
表
現
が
度
々
見
ら
れ
る
（
『
宋
大
詔
令
集
』
巻
上
三
二
）
ほ
か
、
後
の
零
露
の
増
幣
の
際
の
契
丹
の
誓
書
に

　
　
南
朝
の
河
北
の
沿
辺
の
州
軍
、
北
朝
の
古
北
口
よ
り
以
南
の
沿
辺
の
軍
民
は
、
見
場
の
数
目
の
常
に
依
り
教
閲
す
る
を
除
き
、
故
無
く
し
て
大
宰
に
兵
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
を
添
屯
す
る
を
得
ず
。

と
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
漉
淵
の
盟
後
に
お
い
て
書
面
上
で
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
場
面

が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
長
後
に
お
い
て
、
特
に
両
国
の
臣
僚
同
士
の
会
話
中
に
お
け
る
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
は
枚

挙
に
暇
が
な
い
。
ま
た
、
『
遼
史
』
・
『
宋
史
』
そ
れ
ぞ
れ
の
「
礼
志
」
に
も
「
北
朝
」
或
い
は
「
南
朝
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
漉
淵
の
盟
以
後
に
お
い
て
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
漉
淵
の
盟
以
前

に
も
、
特
に
そ
の
直
前
の
交
渉
中
に
は
す
で
に
こ
の
表
現
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
長
編
』
巻
五
八
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
二
月
癸
未
の

漉
淵
の
盟
締
結
前
の
交
渉
記
事
中
に
宋
側
の
交
渉
担
当
者
曹
利
用
の
発
言
と
し
て

　
　
契
丹
復
た
関
爾
の
故
地
を
以
っ
て
言
を
為
せ
ば
、
（
曹
）
利
用
轍
ち
之
を
沮
み
、
且
つ
謂
い
て
曰
く
、
「
北
朝
既
に
師
を
興
し
て
盟
を
尋
め
ん
と
し
た
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
若
し
歳
ご
と
に
南
朝
の
金
扇
の
資
も
て
以
っ
て
軍
旅
を
助
け
ん
こ
と
を
希
え
ば
、
則
ち
猶
お
議
す
べ
き
な
り
。
扁
と
。

と
あ
り
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
交
渉
中
に
お
い
て
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
濱

淵
の
盟
の
締
結
と
は
関
係
な
く
そ
れ
以
前
か
ら
こ
れ
ら
の
呼
称
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
そ
れ
以
前
に
お

い
て
も
、
契
丹
が
宋
を
「
南
朝
」
と
呼
ん
だ
例
と
し
て
は
、
『
宋
史
』
巻
四
六
三
辞
令
言
伝
に
雍
煕
三
年
（
九
八
六
）
の
こ
と
と
し
て
、
宋
の
太

宗
・
趙
光
義
の
姻
族
で
あ
る
賀
令
図
が
契
丹
に
欺
か
れ
て
戦
死
す
る
記
述
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
契
丹
将
竪
笛
遜
寧
子
越
と
号
す
者
諜
を
し
て
令
図
を
給
か
し
め
て
曰
く
、
「
無
罪
を
本
国
に
獲
れ
ば
、
旦
夕
南
朝
に
帰
せ
ん
こ
と
を
願
う
も
…
…

と
い
う
例
が
あ
り
、
逆
に
宋
が
契
丹
を
「
北
朝
」
と
呼
ん
だ
例
と
し
て
は
、
『
遼
史
』
巻
九
景
宗
本
紀
煮
乾
亨
元
年
（
九
七
九
）
正
月
所
載
の
、

宋
の
北
漢
攻
撃
に
契
丹
が
抗
議
し
た
旨
の
記
事
に

　
　
乙
酉
、
燵
馬
畏
寿
を
遣
わ
し
て
宋
に
溢
し
て
、
興
野
し
て
劉
継
元
を
伐
つ
の
故
を
問
わ
し
む
。
丙
申
、
長
寿
還
り
て
、
言
う
、
門
島
懸
命
に
逆
ら
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
当
に
間
罪
す
べ
き
所
な
り
。
若
し
北
朝
援
け
ず
ん
ば
、
和
約
旧
の
ご
と
し
、
然
ら
ず
ん
ば
則
ち
戦
わ
ん
。
」
と
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
以
前
で
は
、
北
港
の
場
合
、
後
周
と
の
対
抗
上
契
丹
の
援
助
を
求
め
た
際
、
つ
ま
り
契
丹
と
の
関
係
成
立
以
前
で
あ
る
が
、
『
資

治
通
鑑
』
巻
二
九
〇
広
順
元
年
（
九
五
一
）
正
月
己
卯
に

　
　
羅
漢
主
の
立
つ
に
及
び
、
契
丹
主
皐
撚
を
し
て
劉
事
訳
に
書
を
遺
ら
し
め
、
無
謬
主
翼
鈎
を
し
て
復
書
せ
し
め
て
、
称
す
ら
く
、
門
本
朝
論
亡
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
帝
位
を
紹
襲
す
れ
ば
、
晋
室
の
故
事
に
循
い
て
、
援
を
北
朝
に
求
め
ん
と
欲
す
。
」
と
。
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と
い
う
よ
う
に
や
は
り
契
丹
を
「
北
朝
」
と
呼
ん
だ
例
が
あ
る
。

　
契
丹
側
が
後
背
を
「
南
朝
」
と
呼
ん
だ
例
と
し
て
は
、
『
得
府
元
亀
㎏
巻
七
六
二
総
記
部
忠
義
に
、
後
晋
の
旧
臣
で
あ
り
華
北
占
領
後
の
契

丹
の
難
曲
の
際
に
と
も
に
専
行
し
た
李
灘
が
後
周
の
太
祖
・
皇
威
に
伝
え
た
言
葉
の
中
で
、
周
へ
の
降
附
を
図
る
契
丹
の
世
宗
・
耶
律
兀
欲
の

妻
弟
鷲
海
真
の
発
言
と
し
て

　
　
　
（
李
溝
）
又
褒
章
を
奏
し
て
曰
く
、
「
…
…
（
薫
）
海
膨
中
門
下
垂
琉
を
差
し
て
語
を
臣
に
伝
へ
て
云
う
、
昨
ご
ろ
擬
し
て
入
を
差
し
て
絹
書
を
齎
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
南
朝
皇
帝
に
上
し
、
兵
を
発
し
て
来
ら
し
め
ん
こ
と
を
請
い
、
…
…

と
い
う
「
南
朝
」
皇
帝
と
い
う
例
が
あ
る
。

　
ま
た
後
妻
を
「
南
朝
」
と
す
る
例
も
、
『
旧
五
代
史
』
巻
一
〇
八
李
虚
伝
の
契
丹
の
太
宗
・
耶
律
発
馬
の
開
封
入
城
の
際
の
発
言
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
契
丹
主
嘗
て
左
右
に
謂
い
て
曰
く
、
「
我
南
朝
を
破
り
て
、
祇
だ
李
樫
一
人
を
得
た
る
の
み
。
」
と
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
逆
に
、
文
士
が
契
丹
を
「
北
朝
」
と
呼
ん
だ
例
と
し
て
、
『
旧
五
代
史
』
巻
…
二
六
鷹
道
伝
に
、
五
代
歴
朝
の
宰
梱
と

し
て
有
名
な
薦
道
を
契
丹
に
派
遣
し
て
徽
号
を
加
え
る
相
談
の
際
の
石
敬
塘
と
薦
道
の
会
話
と
し
て

　
　
晋
祖
又
た
曰
く
、
門
卿
官
は
崇
く
徳
は
重
く
ん
ば
、
沙
漠
に
深
入
す
べ
か
ら
ず
。
扁
と
。
道
曰
く
「
陛
下
北
朝
の
恩
を
受
け
、
臣
陛
下
の
恩
を
受
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
ば
、
何
ぞ
不
可
有
ら
ん
。
」
と
。

と
い
う
例
が
確
認
で
き
る
。

　
以
上
引
用
し
た
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
語
の
用
例
は
主
に
会
話
中
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
㎎
資
治
通
鑑
考
異
』
巻
三
〇
天
福

三
年
（
九
三
八
）
八
月
の
、
鷹
道
と
劉
絢
を
契
丹
冊
礼
使
と
し
た
記
事
に
対
し
て
引
く
『
晋
高
祖
実
録
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
十
月
戊
寅
、
北
朝
使
に
命
じ
て
帝
に
徽
号
を
上
せ
し
む
。

と
あ
り
、
少
な
く
と
も
後
晋
に
お
い
て
は
公
式
に
書
面
上
で
も
「
北
朝
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
表
現
が
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
は
後
晋
ま
で
と
思
わ
れ
、
逆
に
そ
れ
以
後
に
お
い
て
は
、
口
頭
で
の
発
言
に
お
け
る
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場
合
が
多
く
、
且
つ
契
丹
と
五
代
王
朝
の
全
て
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
呼
称
に
関
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
語
は
概
ね
途
切
れ
る
こ
と
な
く
喜
喜
の
盟
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
契
丹
が
後
下
を

滅
ぼ
し
た
の
ち
も
、
そ
の
地
の
支
配
は
「
南
朝
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
例
は
、
『
旧
五
代
史
』
巻
五
一
諸
王
従
益
伝
に
、
遷
客
滅
亡
後
に

お
け
る
契
丹
の
華
北
統
治
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
っ
た
尊
翰
が
形
勢
を
見
て
本
国
に
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
時
の
こ
と
と
し
て

　
　
会
々
契
丹
主
の
死
す
る
や
、
其
の
沐
州
節
度
使
星
野
北
地
に
帰
ら
ん
こ
と
を
謀
る
も
、
中
原
に
主
無
く
、
軍
民
の
大
将
す
る
を
慮
れ
ば
、
則
ち
已
に
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
た
轡
を
按
じ
て
徐
う
に
帰
る
能
わ
ず
、
乃
ち
契
丹
主
の
命
と
詐
称
し
、
人
を
遣
わ
し
て
（
李
）
従
益
を
洛
陽
よ
り
迎
え
し
め
、
知
南
朝
軍
国
事
た
ら
し
む
。

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
李
嗣
源
の
子
・
李
従
益
は
、
後
晋
滅
亡
後
の
華
北
の
ト
ッ
プ
と
し
て
「
知
南
朝
軍
国
事
」
と
さ

れ
た
。
よ
っ
て
、
「
南
朝
」
と
は
あ
る
特
定
の
王
朝
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
絵
以
後
の
華
北
王
朝
を
一
般
的
に
呼
ぶ
も
の

で
あ
り
、
ま
た
「
北
朝
」
も
後
晋
以
来
の
華
北
王
朝
か
ら
の
契
丹
に
対
す
る
～
吝
し
た
呼
称
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
な
お
、
職
遼
史
』
巻
七
五
耶
律
下
之
伝
に
は
、
渤
海
滅
亡
後
の
東
豊
国
の
遼
東
へ
の
移
動
の
提
案
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
太
宗
の
即
位
す
る
や
、
上
表
し
て
曰
く
、
門
…
…
渤
海
温
し
南
朝
を
畏
れ
、
阻
険
自
衛
し
、
筆
墨
城
に
居
る
。
…
…

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
後
影
の
成
立
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
十
年
以
上
の
時
期
に
お
い
て
、
文
脈
か
ら
し
て
大
唐
を
指
し
て
「
南
朝
」
と
呼
ぶ

例
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
本
節
の
論
旨
と
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
弧
例
で
あ
る
上
に
、
契
丹
の
相
当
早
期
の
史
料
で
あ
っ

て
特
殊
な
た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
以
上
、
渣
淵
の
盟
に
お
け
る
明
文
・
非
明
文
の
条
件
の
う
ち
、
特
徴
的
と
み
ら
れ
る
論
点
か
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
。
結
果
と
し
て
、
上

記
の
ご
と
く
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
五
代
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
契
丹
と
北
漢
・
後
証

の
聞
に
す
で
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
唐
・
玄
奥
に
遡
る
も
の
も
あ
る
、
と
言
え
る
。
特
に
後
歯
と
の
関
係
と
は
類
似
性
が
強
い
。
逆
に

後
梁
と
の
間
の
関
係
に
は
類
似
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
次
章
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
漕
淵
の
盟
以
前
の
契
丹
と
五
代
目
宋
と
の

関
係
を
見
て
い
き
た
い
。
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①
誓
書
原
文
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
『
長
編
』
と
略
称
）
巻
五
八
景
徳

　
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
二
月
辛
丑
の
原
注
に
載
る
。

②
は
じ
め
に
注
③
書
二
章
。
他
に
も
条
件
を
細
か
く
分
析
し
て
い
る
。

③
門
五
代
・
北
宋
の
歳
幣
・
歳
賜
の
推
移
」
（
冒
野
開
三
郎
東
洋
史
論
集
臨
皿
〇

　
三
一
書
房
　
一
九
八
四
所
収
　
初
出
は
隅
東
洋
史
学
撫
五
　
一
九
五
二
）

④
『
長
編
』
巻
五
八
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
ご
耳
丁
亥

⑤
帝
華
契
丹
甚
勤
、
…
…
歳
輸
金
吊
三
十
万
之
外
、
吉
凶
慶
弔
、
歳
時
贈
遺
、
現

　
好
珍
異
、
相
継
於
道
。

⑥
晋
遺
使
貢
歳
幣
、
嘗
胆
戌
・
亥
二
歳
金
将
子
器
京
。

⑦
加
藤
繁
『
管
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
睡
（
東
洋
文
庫
一
九
二
六
）
十

　
七
一
十
八
頁

⑧
又
於
柏
谷
澱
銀
冶
、
募
民
墾
由
取
鉱
烹
銀
。
北
漢
主
取
其
銀
以
輸
契
丹
、
歳
千

　
斤
、
因
即
其
冶
黒
黒
興
軍
。

　
引
用
の
前
段
に
は
、
黒
焦
主
で
は
な
く
継
類
が
で
は
あ
る
が
、
契
丹
に
年
に
数
百

　
匹
の
馬
も
貢
し
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
。

⑨
契
丹
主
遣
使
如
北
漢
、
告
以
周
野
田
隻
影
、
約
歳
徳
銭
十
万
紺
。

⑩
盧
逮
曾
「
五
代
十
国
玉
器
的
外
交
扁
（
『
遼
繋
累
編
』
八
鼎
文
書
局
～
九
七

　
三
所
収
　
初
出
は
『
現
代
学
報
隔
一
－
一
　
一
九
四
七
）
参
照
。

⑪
河
東
若
有
望
謀
、
必
結
契
丹
為
援
。
契
丹
母
以
賛
華
墨
中
国
、
繋
累
和
親
、
但

　
求
蔚
等
等
未
獲
、
黒
和
未
成
耳
。
今
際
帰
薦
刺
等
与
之
和
、
無
上
工
区
約
直
十
余

　
万
繕
遺
之
、
彼
必
至
然
承
命
。

　
李
賛
華
と
は
、
耶
律
阿
保
機
の
長
子
で
あ
る
東
丹
王
・
耶
律
突
欲
の
こ
と
。

⑫
同
本
章
注
⑪
条
「
他
宗
、
二
食
密
言
於
帝
、
帝
大
喜
、
称
其
忠
、
二
人
私
草
遺

　
契
丹
書
黒
黒
命
。
」

⑬
　
同
本
章
注
⑩

⑭
噸
史
学
月
刊
臨
｝
九
九
ニ
ー
六

⑮
都
興
智
・
田
立
山
「
後
晋
石
重
費
石
取
胸
…
墓
誌
銘
考
」
（
『
文
物
撫
二
〇
〇
四
1

　
＝
。
都
興
智
『
綴
金
史
研
究
睡
人
民
出
版
社
　
二
〇
〇
四
所
収
。
た
だ
し
前
者

　
に
掲
載
の
拓
影
を
後
者
は
載
せ
ず
。
）
に
よ
れ
ば
、
薪
出
の
表
題
の
墓
誌
銘
に
お

　
い
て
も
「
高
祖
徳
之
、
握
以
子
道
」
（
石
重
貴
墓
誌
銘
）
あ
る
い
は
「
高
祖
…
乃

　
報
以
子
父
之
徳
」
（
石
再
議
…
墓
誌
銘
）
な
ど
の
表
現
が
確
認
で
き
る
。

⑯
契
丹
（
主
）
素
与
明
宗
約
為
兄
弟
、
今
部
落
近
在
雲
・
応
、
公
誠
能
二
心
屈
節

　
鄭
之
、
万
一
有
急
、
朝
呼
夕
至
、
何
患
無
二
。

　
「
主
」
の
字
は
版
本
に
よ
り
有
無
の
異
同
が
あ
る
（
中
華
書
局
標
点
本
参
照
）
が
、

　
意
味
は
「
契
丹
主
」
で
変
わ
り
は
な
い
。

⑰
唐
王
淑
妃
与
郷
公
議
益
居
洛
陽
、
趙
延
寿
嬰
明
宗
謡
講
夫
人
、
淑
妃
詣
大
梁
会

　
礼
。
契
丹
主
見
猿
拝
之
田
「
吾
媛
也
。
」

　
同
条
の
甥
注
に
は
「
契
丹
主
以
唐
明
宗
年
長
、
於
歯
為
兄
、
故
拝
王
氏
妃
為
捜
。
」

　
と
あ
る
。

⑱
　
だ
が
こ
こ
で
『
旧
五
代
史
臨
巻
四
三
唐
明
宗
紀
第
九
長
興
三
年
（
九
三
二
）
四

　
月
癸
亥
の
「
初
、
…
帝
日
「
吾
与
其
先
人
単
為
豊
郷
、
故
（
李
）
賛
華
来
附
。
」
」

　
と
い
う
発
言
が
問
題
と
な
る
。
李
賛
華
と
は
耶
律
隣
保
機
の
長
男
で
あ
る
耶
律
突

　
欲
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
先
人
つ
ま
り
父
と
は
軍
律
阿
保
機
と
な
る
。
す
る
と
耶
律

　
阿
保
機
と
李
嗣
源
が
兄
弟
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

　
解
し
が
た
い
。
侮
故
か
と
言
え
ば
、
死
の
直
前
に
至
る
ま
で
耶
律
附
保
工
は
李
克

　
用
の
実
子
の
李
存
錫
で
す
ら
「
子
」
と
し
か
級
っ
て
い
な
か
っ
た
（
『
旧
五
代
史
紬

　
巻
＝
二
七
外
国
列
伝
第
一
「
我
与
河
東
先
世
約
為
兄
弟
、
河
南
天
子
吾
児
也
。
」
）

　
の
で
あ
っ
て
、
李
存
鋤
の
生
前
に
耶
律
阿
保
機
が
李
克
用
の
仮
子
で
李
存
筋
の
弟

　
格
の
李
嗣
源
と
兄
弟
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
「
吾

　
は
其
の
先
人
と
約
し
て
（
耶
律
舞
骨
と
）
岡
部
と
為
り
」
と
読
む
可
能
性
と
、
こ

　
こ
で
の
「
先
入
扁
と
は
李
嗣
源
の
門
先
代
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
李
存
筋
と
李

　
嗣
源
が
兄
弟
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
可
能
性
を
案
と
し
て
提
示
し
て
お
く
（
た
だ

　
し
『
資
治
逓
鑑
』
巻
二
七
七
長
興
三
年
四
月
癸
亥
に
対
す
る
「
初
め
偏
に
お
け
る

　
同
内
容
の
記
事
で
は
「
先
人
」
を
直
接
に
「
父
」
に
作
る
）
。
た
だ
、
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両
案
と
も
漢
文
の
読
み
と
し
て
は
や
や
厳
し
く
、
あ
る
い
は
よ
り
優
れ
た
見
解
が

　
あ
り
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。
諸
家
の
教
示
を
乞
う
。
な
お
、
五
常
の
こ
の
奉
使
に

　
関
し
て
は
、
挑
従
吾
「
阿
保
機
燕
脂
唐
使
穏
挑
坤
会
見
談
話
集
録
」
（
『
東
北
史
論

　
叢
』
正
中
書
局
　
一
九
七
六
所
収
　
初
出
は
咽
文
史
哲
学
報
』
五
　
一
九
五
三
）

　
参
照
。

⑲
『
資
治
通
鑑
輪
西
二
七
九
後
轟
轟
清
泰
元
年
（
九
三
四
）
五
月
丙
午
「
帝
与
石

　
敬
語
皆
以
勇
力
善
闘
、
事
明
宗
為
左
右
、
然
心
柱
、
素
不
仁
悦
。
」

⑳
明
冊
府
元
亀
諦
巻
一
五
一
帝
王
部
慎
罰
に
「
（
明
宗
天
成
）
三
年
（
九
二
八
）

　
正
月
丁
巳
内
出
御
札
廻
…
…
上
石
誰
（
敬
塘
）
是
朕
縣
親
、
合
施
規
諌
。
扁
と
あ

　
り
、
李
嗣
源
自
身
も
逆
説
的
で
は
あ
る
が
石
馬
塘
と
の
近
し
さ
を
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
爾
惟
近
戚
、
実
在
本
枝
、
所
以
余
視
爾
若
子
、
爾
待
予
猶
父
也
。
朕
昨
以
独
央

　
従
珂
、
本
非
公
族
、
窃
拠
宝
図
…
…

⑫
　
　
糊
宋
史
』
巻
二
五
四
趙
賛
伝
に
「
父
延
寿
、
尚
明
宗
女
興
平
公
主
、
至
枢
密

　
使
・
忠
武
軍
節
度
。
賛
幼
聰
慧
、
明
宗
被
愛
之
、
与
諸
孫
・
外
孫
販
売
並
育
於
六

　
宅
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
石
氏
が
、
や
は
り
こ
の
時
期
政
権
を
狙
っ
た
趙
氏

　
と
と
も
に
李
氏
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

⑬
　
購
崇
岐
『
宋
史
耳
門
魅
下
（
中
華
書
局
　
｝
九
八
○
）
所
収
（
初
出
は
『
燕
京

　
学
報
魅
二
七
　
一
九
糊
○
）
。

⑳
　
孫
乱
撃
雷
、
今
月
十
七
日
寅
時
、
棺
州
節
度
使
張
彦
沢
・
都
監
傅
佳
脚
部
領
大

　
軍
入
京
、
齎
到
翁
皇
帝
賜
太
后
書
示
、
…
…

⑳
　
契
丹
南
南
二
手
詔
、
且
遣
鼠
賊
謂
帝
田
、
「
孫
勿
憂
、
必
協
調
有
畷
飯
四
所
。
」

⑳
　
同
「
は
じ
め
に
扁
注
②

⑳
　
録
契
丹
誓
書
、
頒
河
北
・
河
東
諸
諸
軍
。
始
、
通
和
所
致
書
、
皆
以
南
・
北
朝

　
冠
国
号
之
上
。
緑
樹
監
丞
王
曽
署
、
「
是
与
之
跡
立
、
失
南
頭
焉
、
願
如
其
国
号

　
契
丹
二
黒
。
扁
上
嘉
納
之
、
然
事
品
行
、
不
興
改
。

⑳
　
此
誓
書
倶
不
称
南
・
北
朝
、
不
知
王
曾
何
故
云
、
［
事
業
行
、
蓋
果
改
。
」
当
考
。

⑳
　
　
『
長
編
』
巻
＝
二
七
慶
暦
二
年
（
一
〇
四
二
）
九
月
乙
丑

　
南
朝
河
北
詩
語
州
軍
、
北
朝
自
古
北
口
以
南
沿
辺
軍
民
、
藤
見
管
数
目
依
常
教
閲
、

　
無
点
不
得
大
壷
添
屯
兵
馬
。

⑳
　
契
丹
復
以
関
南
故
地
為
言
、
利
用
轍
沮
之
、
且
且
贋
「
北
朝
既
興
師
尋
盟
、
若

　
歳
希
南
朝
鎧
窓
之
資
以
助
軍
旅
、
則
猶
附
議
。
」

　
以
下
の
宋
に
お
け
る
用
例
は
、
こ
の
『
長
編
隔
の
よ
う
に
成
立
の
年
代
が
記
事
の

　
年
代
よ
り
相
当
遅
れ
る
階
代
の
編
纂
物
も
多
く
、
直
ち
に
そ
の
全
て
が
当
該
の
時

　
代
に
使
胴
さ
れ
た
と
は
断
定
し
難
い
が
、
四
長
編
一
巻
五
七
景
徳
元
年
閏
九
月
乙

　
亥
の
注
を
見
る
と
、
「
北
朝
」
と
い
う
表
現
を
他
の
表
現
に
羅
き
換
え
る
の
が
宋

　
で
の
傾
向
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
北
朝
」
と
あ
る
も
の
は
嶺
初
か
ら
そ
う
記
録
さ

　
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
南
朝
」

　
も
同
時
期
に
実
際
に
存
在
し
た
と
看
憎
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

⑳
　
契
丹
将
耶
律
遜
寧
号
子
越
薯
、
二
三
総
量
図
日
「
我
獲
罪
本
国
、
旦
夕
願
帰
南

　
朔
・
：
：
噸

　
彗

　
北
宋
初
の
御
開
の
『
河
東
集
駈
巻
一
〇
「
奏
時
宜
酉
偏
で
は
、
九
七
九
年
の
宋
の

　
北
漢
攻
撃
の
際
に
北
漢
の
旧
臣
に
聞
い
た
九
六
九
年
の
宋
の
太
祖
・
趙
匡
胤
の
北

　
漢
攻
め
の
際
の
逸
話
と
し
て
「
（
程
）
再
編
告
冬
日
、
「
南
朝
今
夏
弊
国
兵
甲
甚
大
、

　
前
馬
危
豊
、
不
保
存
亡
。
」
王
白
日
、
「
子
無
憂
、
晋
無
患
。
南
朝
干
五
月
十
七
日

　
必
廻
、
晋
干
五
月
十
九
日
済
大
事
。
縣
…
…
」
と
い
う
記
述
が
有
る
。
こ
れ
が
事

　
実
な
ら
ば
、
「
晋
」
即
ち
北
漢
に
お
い
て
も
宋
を
「
爾
朝
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

　
と
な
ろ
う
。

⑫
　
乙
酉
、
遣
推
馬
長
鰻
登
宋
、
黒
頭
師
藤
塚
継
元
之
故
。
丙
申
、
長
寿
還
、
言
、

　
「
河
東
逆
命
、
所
当
問
罪
。
若
北
朝
不
援
、
和
約
如
旧
、
不
然
三
囲
。
」

　
な
お
、
遼
寧
省
で
出
土
し
引
用
史
料
と
比
較
的
近
い
時
期
の
乾
亨
三
（
九
八
｝
）

　
年
の
記
年
の
あ
る
契
丹
の
張
正
嵩
墓
誌
（
『
霊
代
石
刻
二
重
㎞
河
北
教
育
出
版
社

　
一
九
九
五
）
に
、
耶
律
阿
保
機
を
指
し
て
「
我
北
朝
大
聖
皇
帝
」
と
い
う
表
現
が

　
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
く
。

⑳
　
及
北
漢
主
立
、
契
丹
主
使
皐
撚
遺
豊
潤
鉤
書
、
北
漢
駅
使
承
鉤
復
書
、
称
、
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「
本
朝
論
亡
、
紹
襲
帝
位
、
欲
循
晋
室
故
事
、
血
腫
北
朝
。
」

⑭
　
又
朝
鳶
事
日
「
…
…
海
真
差
中
門
黒
甜
現
伝
武
臣
云
、
昨
擬
差
人
齎
絹
書
上
南

　
朝
皇
帝
、
請
発
兵
来
、
…
…

　
他
に
、
『
旧
五
代
史
幅
巻
八
九
趙
螢
伝
に
、
や
は
り
契
丹
に
降
っ
た
後
晋
の
旧
臣

　
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
以
下
の
例
が
あ
る
。
「
（
趙
）
埜
一
疋
疾
、
遣
人
祈
告

　
子
契
丹
主
、
願
望
骨
於
南
朝
、
使
霧
魂
幸
復
郷
里
、
契
丹
主
閾
而
下
之
。
及
卒
、

　
遣
其
子
易
従
墨
家
人
数
蛮
護
喪
気
嵩
、
金
遣
大
将
送
至
京
師
。
周
太
祖
感
歎
久
之
、

　
…
…
」

⑳
　
契
丹
主
嘗
謂
左
右
日
「
我
破
南
朝
、
祇
得
李
樫
一
人
而
已
。
」

　
他
の
例
に
『
旧
五
代
史
隔
巻
～
三
七
契
丹
伝
「
徳
光
母
嘗
謂
巨
漢
臣
僚
嗣
、
門
南

　
属
望
児
、
争
得
一
向
臥
耶
。
…
…
」
」
が
あ
る
。

⑱
　
晋
祖
又
日
門
卿
官
崇
徳
重
、
不
可
深
入
沙
漠
。
」
道
日
「
陛
下
受
北
朝
恩
、
臣

　
受
陛
下
恩
、
何
有
不
可
。
」

　
有
名
な
逸
話
だ
が
、
他
に
も
噸
旧
五
代
史
』
巻
八
八
景
延
広
伝
に
、
石
敬
塘
が
死

　
去
し
た
後
の
契
丹
と
後
晋
の
関
係
の
悪
化
の
端
緒
と
し
て
以
下
の
例
が
あ
る
。

　
「
朝
廷
遣
使
告
知
契
丹
、
無
表
致
書
、
去
臣
称
孫
、
契
丹
怒
、
遣
襲
来
譲
、
延
廣

　
乃
奏
令
契
丹
週
図
使
告
戎
王
日
、
「
先
帝
則
北
朝
所
立
、
今
上
則
国
国
無
策
、
為

　
隣
為
下
下
可
、
無
臣
之
理
。
」
」
本
文
で
引
用
し
た
史
料
が
後
唄
で
い
え
ば
石
敬
塘

　
期
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
石
霊
貴
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指

　
遷
し
て
お
く
。

⑳
　
十
月
弾
奏
、
北
朝
命
使
上
帝
徽
号
。

　
他
に
も
石
面
塘
期
の
も
の
と
し
て
、
『
雲
離
元
亀
隔
巻
九
三
帝
王
部
赦
宥
十
二
所

　
載
の
、
即
位
直
後
の
洛
陽
に
お
け
る
天
福
元
年
（
九
三
六
）
閏
十
一
月
辛
巳
の
勅

　
に
「
而
遇
北
朝
皇
帝
英
明
鑑
古
、
威
武
冠
今
、
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
例
が
、
石

　
重
貴
期
の
も
の
と
し
て
『
冊
府
元
亀
臨
巻
一
一
八
帝
王
部
親
征
第
三
に
契
丹
と
後

　
晋
の
関
係
が
破
綻
し
契
丹
が
侵
攻
し
て
き
た
際
の
詔
に
「
（
天
福
九
年
正
月
）
壬

　
午
詔
日
、
朕
以
恭
承
先
旨
、
尊
奉
北
朝
、
無
事
不
随
、
有
求
皆
懸
、
蜴
国
家
之
財

　
用
、
務
蕃
漢
之
歓
和
。
」
と
い
う
例
が
あ
る
。
同
じ
く
石
重
貴
期
な
が
ら
後
の
後

　
漢
の
高
祖
・
劉
知
遠
の
糊
冊
府
元
亀
㎞
巻
四
六
帝
王
部
智
識
に
引
く
上
奏
に
も

　
「
漢
、
高
祖
、
晋
天
福
八
年
（
九
四
三
）
鎮
太
原
奏
以
、
太
原
往
例
毎
年
差
人
押

　
送
葡
萄
往
北
朝
。
…
…
」
と
「
北
朝
」
な
る
例
が
あ
る
。
注
⑳
で
示
し
た
史
料
と

　
合
わ
せ
て
、
後
晋
期
に
は
石
重
殺
期
も
含
め
て
、
関
係
の
毒
悪
に
関
わ
ら
ず
「
北

　
朝
」
と
い
う
表
現
は
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
出
の
例
と

　
し
て
は
、
有
名
な
例
だ
が
敦
煙
文
献
ω
漁
刈
。
。
に
も
「
大
晋
皇
帝
古
意
遺
書
於
北

　
朝
皇
帝
足
下
偏
と
い
う
表
現
が
確
認
で
き
る
。
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ

　
で
は
例
と
し
て
示
す
の
み
と
し
て
深
入
り
は
し
な
い
。
こ
の
文
献
を
紹
介
し
て
い

　
る
人
物
に
、
い
一
Φ
p
山
げ
Φ
謎
　
照
磐
α
q
（
楊
面
上
）
（
印
．
咽
。
。
。
跨
¢
ヨ
。
整
い
Φ
け
け
臼
、
．

ぎ
巨
冨
9
ぎ
国
碁
Φ
【
。
二
。
け
冨
囚
疑
き
団
目
黒
§
ぎ
㊤
畠
”
蜜
象
O
）
と
中

　
村
裕
一
（
開
壁
代
制
勅
研
究
騙
（
汲
古
書
院
　
一
九
九
～
）
第
二
章
第
三
節
）
が
い

　
る
。
な
お
、
中
村
書
に
は
改
訂
版
に
『
階
唐
王
言
の
研
究
㎞
（
汲
古
書
院
　
二
〇

　
〇
三
）
が
あ
る
。

⑳
会
契
丹
情
死
、
其
沐
州
節
度
使
蒲
概
論
帰
青
地
、
慮
中
原
無
主
、
軍
民
大
乱
、

　
則
已
亦
不
能
按
轡
徐
帰
　
、
乃
詐
称
契
丹
主
命
、
遣
人
迎
景
趣
於
洛
陽
、
令
知
爾

　
朝
軍
国
事
。

　
他
に
も
凹
旧
五
代
史
㎞
巻
九
八
引
延
準
率
に
ほ
ぼ
同
時
期
の
こ
と
と
し
て
「
契
丹

　
二
死
、
延
寿
下
教
理
諸
道
、
称
権
知
南
朝
軍
国
事
。
」
と
華
北
統
治
の
ト
ッ
プ
と

　
し
て
「
権
知
南
朝
軍
国
事
偏
を
名
乗
っ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
洛
陽
出
土

　
で
九
五
五
年
の
記
年
の
あ
る
後
周
・
趙
鳳
墓
誌
銘
（
河
南
省
文
物
研
究
所
・
河
南

　
省
洛
陽
地
区
三
管
処
編
『
千
唐
楓
斎
蔵
誌
㎏
文
物
出
版
社
　
一
九
八
四
）
に
も
、

　
「
北
朝
㍗
門
南
朝
」
い
ず
れ
の
表
現
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
「
北

　
朝
」
が
無
論
契
丹
で
あ
る
～
方
、
こ
こ
で
の
「
南
朝
」
は
や
は
り
契
丹
統
治
下
の

　
華
北
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。

⑳
太
宗
即
位
、
上
表
顯
、
「
…
…
渤
海
昔
畏
南
朝
、
阻
険
自
衛
、
居
忽
汗
城
。
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⑳
　
こ
の
他
、
契
丹
と
宋
の
皇
帝
が
相
互
に
「
皇
帝
」
と
呼
び
合
っ
た
こ
と
自
体
も

　
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
え
よ
う
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
検
討
が
出
来

　
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
契
丹
と
北
漢
・
後
晋
の
問
で
は
同
様
の
相
互
呼
称
が
見
え

る
ほ
か
、
す
で
に
耶
律
阿
保
機
と
皇
嗣
源
が
互
い
に
「
天
皇
王
」
と
「
天
子
」
と

使
節
を
介
し
て
呼
び
合
っ
て
い
る
（
噸
旧
五
代
史
睡
巻
＝
二
七
外
国
列
伝
第
一
）

こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

第
二
章
　
演
淵
の
盟
以
前
の
契
丹
と
華
北
王
朝
の
関
係

第
一
節
　
太
宗
・
耶
律
発
骨
以
後
の
関
係

漉淵の盟の歴史的背景（毛利）

　
前
章
で
の
検
討
の
結
果
、
漉
淵
の
盟
は
、
内
容
的
に
は
締
結
の
当
時
に
お
い
て
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
実
は
、
『
長
編
』
巻
五
八
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
十
二
月
辛
丑
原
注
所
載
の
漉
淵
の
盟
に
お
け
る
契
丹
側
の
誓
書
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
大
契
丹
皇
帝
謹
ん
で
誓
書
を
大
藩
皇
帝
闘
下
に
致
す
。
共
に
殿
兵
を
議
し
、
転
た
通
貯
を
論
じ
、
兼
ね
て
恵
顧
を
承
け
、
特
に
誓
書
を
示
し
て
云
う
…
…

と
あ
り
、
「
復
た
通
好
を
論
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
公
式
見
解
と
し
て
漉
淵
の
盟
は
旧
交
を
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
漉
淵
の
盟
が
結
ば

れ
る
直
前
、
契
丹
軍
が
黄
河
渡
河
の
要
衝
で
あ
る
漉
州
に
進
撃
す
る
間
に
は
同
時
に
両
国
間
で
和
平
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
前
章

注
⑳
で
示
し
た
記
事
の
「
葉
鞘
」
と
い
う
表
現
や
、
同
書
巻
五
七
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
閏
九
月
乙
亥
の
北
宋
の
降
将
・
王
春
忠
の
、
旧
主

で
あ
る
宋
の
真
宗
・
趙
恒
宛
の
書
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
況
や
北
朝
聖
徳
を
欽
聞
し
、
旧
好
を
修
め
ん
こ
と
を
願
え
ば
、
必
ず
翼
わ
く
は
婦
警
も
て
著
し
て
心
懸
に
従
わ
れ
ん
こ
と
を
。

と
あ
る
よ
う
に
「
虚
構
を
修
め
る
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
や
は
り
契
丹
側
が
旧
交
の
復
活
と
い
う
観
点
で
交
渉

を
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
一
方
漉
淵
の
盟
の
前
提
と
し
て
、
特
に
真
宗
・
趙
恒
の
即
位
後
、
す
で
に
所
論
で
は
和
平
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が

　
　
③

あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
対
契
丹
政
策
に
関
す
る
上
奏
を
見
て
み
る
と
、
『
長
編
』
巻
四
二
至
道
三
年
（
九
九
七
）
十
二
月
甲
寅
所
載
の
、
能
文
家
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と
し
て
も
有
名
な
知
揚
州
・
王
称
禺
の
も
の
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
宜
し
く
彊
吏
に
勅
し
て
書
を
敵
臣
に
致
さ
し
め
、
野
庭
に
達
し
て
、
旧
好
を
尋
め
ん
こ
と
を
請
わ
し
む
べ
し
。

と
あ
り
、
同
書
巻
四
四
成
平
二
年
（
九
九
九
）
三
月
癸
亥
の
京
西
同
様
副
使
・
盤
台
符
の
も
の
に
は

　
　
之
と
尽
ご
と
く
前
面
を
棄
て
て
、
復
た
旧
里
を
尋
た
め
、
利
す
る
に
貨
財
を
以
っ
て
し
、
許
す
に
関
市
を
以
っ
て
し
、
太
祖
の
故
事
の
ご
と
く
、
之
と
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
ぶ
に
恩
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
彼
必
ず
之
に
思
わ
ん
。

と
述
べ
て
い
る
。
宋
側
に
お
い
て
も
「
旧
好
を
尋
め
ん
」
「
復
た
旧
盟
を
尋
た
め
」
と
、
さ
ら
に
は
「
太
祖
の
故
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は

り
同
様
に
あ
く
ま
で
旧
交
の
復
活
と
い
う
観
点
か
ら
発
言
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
ら
は
半
面
に
お
い
て
古
典
を
典
拠
と
す
る
レ

ト
リ
ッ
ク
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
か
つ
て
契
丹
と
宋
が
通
好
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
漉
淵
の
盟
が
内
容
自
体
は
特

に
目
新
し
く
な
い
こ
と
は
、
実
は
当
然
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
「
盟
」
が
契
丹
で
は
景
宗
・
耶
遅
明
暖
朝
の
時
期
、
宋
で

い
え
ば
太
祖
・
圭
頭
胤
朝
末
期
か
ら
太
宗
・
趙
光
義
朝
の
初
期
に
お
け
る
第
一
次
の
通
和
を
示
す
こ
と
は
、
『
長
編
』
巻
二
七
雍
煕
三
年
（
九

八
六
）
正
月
戊
寅
に
、
「
是
よ
り
先
」
と
し
て
引
く
宋
の
第
二
次
対
契
丹
攻
勢
の
口
火
と
な
る
知
雄
州
の
賀
令
図
等
の
上
言
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
国
家
の
太
原
を
伐
ち
て
、
契
丹
の
楡
盟
発
兵
し
て
以
っ
て
援
け
て
よ
り
…
…

と
、
第
一
次
通
和
が
宋
の
北
漢
攻
撃
を
機
に
破
綻
し
た
こ
と
を
契
丹
に
よ
る
「
堂
下
」
と
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
の
第
一
次
の
通
和
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
蒋
武
雄
「
宋
輝
北
漢
之
前
々
遼
的
聖
母
活
動
」
に
検
討
が
あ
る
が
、
第
蔓
早
で

検
討
し
て
き
た
諸
条
件
が
こ
の
時
期
に
も
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
垂
流
岐
は
、
前
章
注
⑳
既
出
の
「
宋
過
書
膀
考
」
に
お
い
て
契
丹
と
宋
の
間
の
国
書
に
つ
い
て
言
及
し
、
盟
以
後
と
第
一
次
の
通
和
と
で
は
、

兄
弟
・
叔
姪
と
い
う
よ
う
な
親
族
・
血
縁
呼
称
以
外
に
つ
い
て
は
概
ね
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
長
編
』

巻
五
八
景
徳
元
年
（
～
○
〇
四
）
十
二
月
庚
辰
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
趙
安
仁
独
り
能
く
太
祖
時
の
国
書
の
体
式
を
記
す
れ
ば
、
因
り
て
答
書
を
為
ら
し
む
。
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と
あ
り
、
こ
れ
は
盟
の
成
る
前
の
こ
と
だ
が
、
盟
の
締
結
に
際
し
て
「
太
祖
時
の
国
書
の
体
式
」
即
ち
第
～
次
通
和
時
の
前
例
が
参
考
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
、
ま
た
、
『
長
編
』
巻
五
九
景
徳
二
年
目
一
〇
〇
五
）
二
月
癸
卯
に
も

　
　
時
に
国
書
を
草
せ
ん
こ
と
を
議
し
、
枢
密
・
学
士
院
を
し
て
両
朝
の
遺
草
を
内
省
に
求
め
し
め
、
悉
く
之
を
得
。
凡
そ
与
う
る
所
の
物
、
皆
な
旧
制
を
約

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
し
て
増
損
を
加
う
。

と
あ
り
、
「
両
朝
の
遺
草
」
を
「
旧
制
を
約
す
」
、
す
な
わ
ち
宋
の
太
祖
・
趙
匡
胤
、
太
宗
・
趙
光
義
両
朝
に
お
け
る
契
丹
と
の
や
り
取
り
を
参

照
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
の
踏
襲
で
は
な
い
も
の
の
、
漉
淵
の
盟
成
立
後
の
国
書
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
第
一
次
通
和
期
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
前
章
で
検
討
し
た
諸
条
件
が
具
体
的
に
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
宋
か
ら
契
丹
へ
経
済
的

利
益
が
齎
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
本
章
注
⑦
蒋
論
文
に
列
挙
さ
れ
る
史
料
か
ら
も
伺
え
る
。
ま
た
、
公
式
に
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
呼
称
が

使
わ
れ
て
い
た
か
ま
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
こ
の
時
期
に
こ
れ
ら
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

更
に
、
相
互
に
皇
帝
と
呼
び
合
っ
た
こ
と
も
、
他
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
か
ら
消
去
法
的
に
推
測
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
漉
淵
の
盟
の
後
の

両
国
関
係
と
比
較
的
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
盟
後
と
第
一
次
通
和
期
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
点
が
何
か
と
斎
え
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
騰
崇
岐
が
述
べ
た
ご
と
く
血
縁
関
係
の
設
定

が
確
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
は
当
時
契
丹
が
虚
器
と
血
縁
の
設
定
を
行
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
る
が
、
そ
の
こ
と
の
意

味
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

　
第
一
次
の
通
和
に
つ
い
て
も
う
一
つ
述
べ
て
お
く
べ
き
は
、
そ
の
開
始
の
経
緯
で
あ
る
。
記
録
上
、
そ
れ
は
九
七
三
年
に
、
契
丹
の
野
州
か

ら
宋
の
豊
州
に
来
着
し
た
文
書
を
契
機
と
し
、
そ
の
翌
年
か
ら
使
節
の
往
還
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
宋
会
鴬
遷
稿
』
蕃

夷
一
　
一
葉
裏
～
二
葉
表
　
建
隆
二
（
実
際
は
『
零
幸
そ
の
他
の
資
料
よ
り
開
無
罪
・
九
七
三
）
年
十
一
月
に
載
る
そ
の
書
の
中
に
は

　
　
往
者
仁
安
の
後
主
、
政
多
門
に
出
で
、
彼
の
強
臣
に
惑
い
、
我
が
大
義
を
詣
る
れ
ば
、
岳
父
之
を
以
っ
て
日
々
に
用
い
、
生
霊
是
こ
に
於
い
て
罹
災
す
。

　
　
艶
語
れ
両
朝
本
よ
り
繊
隙
無
け
れ
ば
、
若
し
或
い
は
一
介
の
使
を
交
面
し
、
二
君
の
心
を
顕
長
し
、
用
っ
て
君
民
を
息
め
、
重
ね
て
旧
好
を
修
め
、
長
く
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⑩

　
　
与
国
と
為
れ
ば
、
亦
た
休
な
ら
ず
や
。

と
あ
り
、
こ
れ
は
後
指
、
具
体
的
に
は
「
後
主
」
石
重
罪
で
は
な
く
石
敬
塘
と
の
「
旧
好
」
に
該
当
す
る
関
係
の
回
復
の
要
望
と
い
う
主
旨
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
が
こ
の
書
簡
自
体
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
実
際
に
使
節
の
往
還
が
始
ま
っ
た

か
ら
に
は
大
筋
で
了
承
し
た
と
考
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
契
丹
か
ら
は
そ
う
解
さ
れ
た
と
見
て
い
い
。
ま
た
、
上
記
の
書
簡
を
契
機
と
し
て
実

際
に
契
丹
か
ら
朱
へ
初
め
て
使
節
が
派
遣
さ
れ
た
と
き
の
趙
昏
々
の
反
応
と
し
て
『
長
編
』
巻
一
六
開
宝
八
年
（
九
七
四
）
三
月
己
亥
に

　
　
　
（
太
祖
）
因
り
て
宰
相
に
謂
い
て
曰
く
、
「
五
代
よ
り
以
来
、
北
章
章
盛
な
る
は
、
蓋
し
申
原
の
衰
弱
に
由
り
、
遂
に
鯖
雲
の
蒙
塵
に
至
る
も
、
亦
た
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
の
極
み
な
り
。
今
ま
景
慕
し
て
至
る
は
、
乃
ち
時
運
の
然
ら
し
む
る
に
し
て
、
不
徳
の
能
く
致
す
に
非
ず
。
」
と
。

と
あ
り
、
通
好
の
開
始
を
「
晋
帝
」
即
ち
異
型
（
の
皇
帝
）
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

　
一
方
、
こ
の
時
期
な
お
余
命
を
保
っ
て
い
た
北
漢
と
契
丹
と
の
関
係
も
、
そ
の
開
始
は
前
章
注
⑬
既
達
史
料
に
「
晋
室
の
故
事
に
循
う
」
と

い
う
よ
う
に
、
北
漢
が
契
丹
に
対
し
て
か
つ
て
の
後
帯
と
同
様
の
立
場
で
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
秘
史
』
巻

七
四
韓
延
竹
輪
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
契
丹
の
北
漢
皇
帝
へ
の
冊
礼
は
、
「
一
頭
太
宗
冊
晋
五
礼
」
と
、
後
腰
へ
の
も
の
に
準
拠
し
た
も

の
だ
っ
た
。
そ
の
他
、
『
遼
史
』
巻
六
穆
宗
本
紀
応
暦
三
年
（
九
五
三
）
五
月
壬
寅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
貸
与
を
遣
わ
し
て
言
う
、
石
晋
の
樹
て
た
る
先
帝
の
聖
徳
神
功
碑
周
面
の
殿
つ
所
と
為
れ
ば
、
請
う
ら
く
は
再
刻
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
之
を
許
す
。

と
あ
る
の
も
、
こ
こ
で
の
「
先
帝
」
と
は
、
契
丹
の
当
時
の
皇
帝
で
あ
る
穆
宗
・
耶
葉
面
律
か
ら
世
宗
・
耶
律
白
面
を
飛
ば
し
て
太
宗
・
食
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

発
骨
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
盧
逮
曾
の
指
摘
の
と
お
り
、
北
漢
が
、
契
丹
に
対
す
る
従
属
の
姿
勢
を
「
石
晋
」
す
な
わ
ち
後
晋
と
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
で
行
動
で
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
は
契
丹
の
意
を
迎
え
た
も
の
と
解
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
後
晋
に
も
見
ら
れ
る
歳

貢
・
血
縁
関
係
の
設
定
・
皇
帝
と
呼
び
合
う
こ
と
等
が
契
丹
と
北
漢
の
間
に
も
見
ら
れ
る
の
は
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
○
外
軸
部
通
好
の
、
耶
律
兀
立
が
後
周
の
太
祖
・
郭
威
の
即
位
を
祝
っ
た
使
節
に
ま
つ
わ
る
記
述
に

　
　
周
、
太
祖
広
順
元
年
（
九
五
一
）
二
月
丁
未
…
契
丹
王
兀
欲
復
た
使
襲
藩
儒
を
遣
わ
し
て
朱
書
を
率
土
し
て
京
師
に
帰
ら
し
め
、
又
た
我
が
登
極
を
賀
し
、
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⑭

　
　
兼
ね
て
良
馬
一
騒
を
献
じ
、
侃
お
蕃
情
を
達
し
て
云
う
、
「
両
地
の
通
歓
、
近
ご
ろ
晋
祖
に
因
り
、
和
好
の
理
を
議
し
て
、
遠
大
の
謀
を
為
す
。
扁
と
。

と
あ
る
う
ち
で
、
特
に
契
丹
側
か
ら
の
発
言
を
見
る
と
、
契
丹
は
後
歯
と
の
問
に
求
め
よ
う
と
し
た
関
係
を
「
薄
書
」
つ
ま
り
石
敬
命
に
重
ね

合
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
後
周
と
の
関
係
は
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
八
外
臣
部
姦
詐
に

　
　
周
、
契
丹
永
康
王
兀
欲
漢
末
よ
り
使
を
遣
わ
し
て
書
を
漢
の
少
帝
に
寓
す
。
道
々
蒸
室
に
薫
旛
の
乱
有
り
、
周
の
太
祖
登
極
す
。
時
に
邪
州
節
度
使
劉
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
虜
使
を
馳
送
し
て
閾
に
至
ら
し
む
。
周
の
太
祖
其
の
書
を
覧
て
便
に
因
り
て
以
っ
て
之
を
和
せ
ん
と
欲
す
。

と
あ
り
、
後
漢
が
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
滅
ん
だ
た
め
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
漢
の
少
帝
」
（
隠
帝
・
口
承
祐
）
つ
ま
り
本
来
後
漢
に
求
め
る

つ
も
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
使
節
を
伴
写
し
た
朱
憲
が
後
端
に
帰
国
す
る
際
に
さ
ら
に
契
丹
が
随
行
さ
せ
た
使
者
が
注
⑭
の
も
の

で
あ
る
。
後
周
と
の
関
係
が
結
局
『
遼
史
』
巻
五
世
宗
本
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
（
天
禄
五
年
　
九
五
一
）
二
月
、
周
智
漢
英
・
華
昭
胤
を
し
て
来
た
ら
し
む
る
も
、
書
辞
の
丁
番
を
以
っ
て
漢
英
等
を
留
む
。

と
あ
る
よ
う
に
短
期
に
破
綻
し
た
の
は
、
契
丹
が
手
を
結
ぶ
相
手
と
し
て
後
周
で
は
な
く
野
望
を
選
ん
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
「
書
辞
の

抗
道
」
つ
ま
り
文
書
様
式
に
お
い
て
臣
下
の
礼
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
契
丹
か
ら
見
て
目
下
の
存
在
で
あ
っ
た
閉

廷
を
承
け
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
耶
律
意
欲
以
後
、
契
丹
は
後
晋
に
準
ず
る
存
在

を
求
め
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
後
信
の
建
国
時
、
つ
ま
り
北
漢
の
成
立
で
も
あ
る
時
期
に
、
契
丹
は
明
ら
か
に
両
者
を
天
秤
に
か
け
た
交
渉
を
し
て
い
る
。
す
で
に
引
い
た

前
章
注
⑨
引
用
史
料
は
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
示
す
こ
と
は
、
契
丹
か
ら
見
る
な
ら
北
漢
は
亭
亭
と
比
較
対
照
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
漢
と
後
周
と
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
全
く
の
別
の
国
と
い
う
感
が
あ
る
が
、
富
豪
勢
力
が
太
原
政
権
と
河
南

政
権
の
問
で
内
部
対
立
を
し
た
と
み
れ
ば
、
石
敬
塘
と
李
従
量
、
劉
謝
謝
と
石
重
重
の
対
立
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
対
立
は
い

ず
れ
も
契
丹
の
介
入
の
結
果
と
し
て
太
原
の
勝
利
に
終
わ
っ
て
お
り
、
勝
者
は
後
世
か
ら
正
統
王
朝
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
一
方
、
悪
漢
は
破
れ

た
た
め
僧
偽
と
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
契
丹
が
北
漢
と
手
を
結
ん
だ
の
は
、
い
わ
ば
契
丹
が
北
漢
を
沙
陀
勢
力
の
（
契
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丹
に
と
っ
て
の
）
正
統
と
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
契
丹
・
宋
の
第
一
次
通
和
の
際
に
両
者
の
皇
帝
の
間
に
兄
弟
・
父
子
等
の
血
縁
関
係

が
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
契
丹
は
名
目
上
は
い
ま
だ
に
北
漢
を
沙
陀

勢
力
の
正
統
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
契
丹
が
宋
と
修
好
し
た
時
点
で
は
、
す
で
に
現
実
的
に
羅
漢
は
宋
と
対
抗
し
得
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
北
漢

に
対
す
る
ほ
ど
の
強
い
立
場
は
得
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
丹
は
宋
と
も
手
を
結
ぶ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
太
原
政
権
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
ら
開
封
政
権
重
視
路
線
に
転
換
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
際
の
契
丹
か
ら
見
た
宋
の
正
統
性
の
一
つ
の
材
料
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
開
宝
元
年
（
九
六
八
）
に
趙
匡
胤
が
宋
皇
后
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

癸
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
後
唐
の
塩
引
・
李
思
惑
と
後
漢
の
高
祖
・
劉
知
遠
の
両
者
の
血
を
引
く
人
物
で
あ
る
。
常
識
的
に
皇
帝
の
婚
姻

が
高
度
に
政
治
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
新
た
に
嬰
つ
た
皇
后
が
偶
然
そ
の
よ
う
な
血
筋
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
よ
り
は
、
そ
の
血
筋

ゆ
え
に
皇
后
と
な
っ
た
、
血
筋
ゆ
え
に
政
治
上
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
対
契
丹
に
お
い
て
も
意
味

を
持
ち
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
石
敬
信
を
初
め
五
代
に
お
い
て
は
、
趙
延
寿
・
楊
光
遼
・
杜
重
威
な
ど
、
複
数
の
人
物
が
皇

帝
の
姻
族
と
い
う
立
場
（
趙
が
李
嗣
源
の
、
揚
と
杜
が
石
敬
塘
の
で
あ
る
）
か
ら
契
丹
と
結
ん
で
皇
帝
を
目
指
し
た
と
い
う
事
実
が
想
起
さ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
筆
者
は
、
中
国
特
に
華
北
の
十
世
紀
後
半
は
、
契
丹
が
後
添
、
具
体
的
に
は
石
敬
塘
の
後
継
者
を
求
め
た
時
代
、
太
原
政
権
と
開

封
政
権
が
そ
の
地
位
を
争
っ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
が
漉
淵
の
盟
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
趙
光
義
の
幽
州
親
征

で
契
丹
と
の
関
係
が
悪
化
し
そ
の
関
係
の
修
復
は
遅
れ
た
が
、
地
塁
の
盟
は
す
で
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
節
　
太
祖
・
耶
律
阿
保
機
、
太
宗
・
耶
律
発
潮
曇
の
関
係

　
本
章
第
一
節
で
は
、
契
丹
と
華
北
王
朝
に
と
っ
て
十
世
紀
後
半
が
悪
澄
の
後
継
者
と
い
う
こ
と
が
キ
ー
ワ
ー
ド
の
時
代
で
あ
り
、

が
漉
淵
の
盟
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
無
罪
の
盟
と
、
契
丹
と
後
晋
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
直
接
比
べ
て
み
る
と

そ
の
帰
結
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（
1
）
　
契
丹
へ
の
三
十
万
の
歳
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
（
2
）
　
国
境
の
画
定
（
後
晋
は
燕
雲
の
割
譲
と
い
う
形
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
（
3
）
　
叛
亡
者
の
受
け
入
れ
禁
止

と
い
う
漉
淵
の
誓
書
に
明
記
さ
れ
た
条
件
は
い
ず
れ
も
確
認
で
き
る
。
同
時
に
、
本
稿
で
そ
の
他
に
漉
淵
の
盟
後
の
契
丹
・
宋
関
係
の
特
徴
と

し
て
検
討
し
た
条
件
も
、
す
で
に
前
章
各
項
目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
北
朝
」
・
「
南
朝
」
と
い
う
呼
称
、
皇
帝
同
士
の
血
縁
関
係
の
設
定
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
れ
も
同
様
に
確
認
で
き
た
。
そ
の
他
、
頻
繁
な
使
節
の
往
来
と
い
う
点
も
含
め
て
、
多
く
が
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
や
は
り
、
濱
淵
の
盟

は
後
車
と
の
関
係
を
背
景
と
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
以
下
本
節
で
は
耶
律
阿
保
機
・
耶
律
桑
骨
期
の
契
丹
と
李
晋
・
後

唐
・
後
晋
の
関
係
を
扱
う
。

　
李
晋
・
後
書
・
後
晋
の
う
ち
、
称
帝
以
前
・
以
後
と
い
う
の
み
の
違
い
で
あ
っ
て
実
態
は
継
続
し
て
い
る
前
二
者
は
そ
も
そ
も
分
け
て
考
え

る
の
が
不
自
然
な
程
で
あ
る
が
、
前
二
者
と
後
晋
と
は
別
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
契
丹
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

時
、
特
に
日
野
開
三
郎
は
、
契
丹
と
敵
対
的
な
前
者
と
友
好
的
な
後
者
と
い
う
対
比
を
際
だ
た
せ
て
い
る
。
し
か
し
石
敬
塘
は
、
『
冊
府
元
亀
』

巻
九
三
帝
王
部
赦
宥
に
所
載
の
、
耶
律
尭
骨
の
協
力
に
よ
っ
て
即
位
し
て
李
垂
々
の
元
号
を
改
元
す
る
制
に
お
い
て

　
　
晋
、
高
祖
天
福
元
年
（
九
三
六
）
十
一
月
己
亥
…
…
制
に
曰
く
…
…
宜
し
く
長
興
七
年
を
改
め
て
天
福
元
年
と
為
し
、
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
…
…
応
ゆ

　
　
る
明
宗
朝
に
行
ず
る
所
の
勅
命
・
法
制
は
、
所
在
に
仰
せ
て
遵
行
せ
し
め
、
改
易
す
る
を
得
ず
…
…

と
述
べ
て
（
懸
鼻
珂
で
は
な
く
）
準
準
・
慰
留
源
朝
の
勅
命
・
法
制
を
全
て
遵
行
ず
る
こ
と
で
対
内
的
に
李
嗣
源
の
後
継
者
を
演
じ
よ
う
と
し
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
第
一
章
の
「
血
縁
関
係
の
設
定
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
契
丹
か
ら
も
同
様
に
遇
さ
れ
て
い
た
。
石
敬
塘
自
身
も
、
『
冊
府

元
亀
』
同
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
契
丹
皇
帝
先
朝
の
特
に
旧
好
を
存
す
る
を
忘
れ
ず
、
親
か
ら
鋭
旅
を
提
し
て
、
遠
く
群
兇
を
珍
く
し
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
先
哲
」
と
は
李
嗣
源
及
び
そ
れ
以
前
の
歴
朝
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
契
丹
の
太
宗
・
耶
律
発
骨
の
石
墨
塘
に
対
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す
る
援
助
は
従
前
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
直
接
に
は
耶
律
発
骨
と
李
嗣
源
と
の
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
自
己
正
当
化

の
臭
い
が
強
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
章
の
「
血
縁
関
係
の
設
定
」
の
節
で
の
検
討
を
思
い
お
こ
せ
ば
、
や
は
り
後
唐
と
後
晋
、
少
な
く
と
も

石
敬
塘
と
李
嗣
源
は
切
り
離
し
て
は
考
え
る
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
以
前
に
関
し
て
も
、
皇
帝
岡
士
の
血
縁
関
係
の
設
定
の
面
に
お
い
て
管
楽
用
ま
で
遡
れ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
よ
り
一
般
的
な
外
交
関
係
か
ら
も
う
～
度
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
契
丹
と
李
嗣
源
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
李
嗣
源
に
は
纂
奪
者
と
い
っ
て
も
よ
い
即
位
の
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
た
め
国
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
国
号
を
改
め
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
、
外
か
ら
は
耶
律
阿
保
機
か
ら
も
非
難
を
受
け
た
。
し
か
し
、
す
で
に
前
章
注
⑳
で
言
及
し
た
習
律
箋
骨

が
石
敬
聴
を
皇
帝
と
す
る
柵
文
に
は

　
　
明
宗
の
国
を
享
く
る
に
盟
ぶ
や
・
我
が
先
哲
王
と
保
ち
て
明
契
を
奉
じ
・
≡
動

と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ
の
場
合
「
我
が
先
哲
王
」
と
は
具
体
的
に
は
こ
の
冊
文
の
主
体
で
あ
る
耶
群
発
骨
の
先
代
で
あ
る
愚
論
阿
保
機
の
こ

と
と
な
る
た
め
、
「
李
嗣
源
が
即
位
す
る
と
、
耶
律
阿
保
機
と
引
き
続
き
盟
約
を
持
っ
た
」
と
解
せ
る
。
耶
律
阿
保
機
の
死
と
李
嗣
源
即
位
と

は
か
な
り
近
い
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り
の
事
実
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、
「
保
ち
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
李
詩
源
を
李
存
筋
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

継
者
と
し
て
い
ず
れ
か
の
時
点
で
契
丹
が
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
一
方
、
『
旧
五
代
史
』
巻
三
七
唐
明
宗
紀
第
三
所
載
の
耶
律

阿
保
…
機
の
死
を
契
丹
が
通
告
し
て
き
た
記
事
に

　
　
　
（
天
成
死
年
　
九
工
六
　
十
月
）
辛
丑
、
契
丹
遣
慣
し
て
来
た
り
宏
量
せ
し
め
、
国
主
阿
保
機
今
年
七
月
二
十
七
日
卒
せ
り
、
と
雷
う
。
普
し
て
曰
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
…
…
契
丹
王
世
々
歓
盟
に
豫
り
、
礼
交
聴
問
す
。
…
…

と
、
「
世
々
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
耶
律
阿
保
機
は
初
代
で
あ
っ
て
代
々
と
は
言
え
な
い
の
で
、
契
丹
王
と
は
具
体
的
に
耶
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

阿
保
機
を
指
し
、
習
律
阿
保
機
が
後
唐
様
の
代
々
と
通
好
し
た
、
と
い
う
意
味
と
な
る
。
耶
律
阿
保
機
死
後
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
耶
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

尭
骨
と
李
嗣
源
と
の
関
係
は
ま
だ
明
確
に
定
ま
っ
て
い
な
い
模
様
な
の
で
、
こ
れ
は
結
論
的
に
は
総
論
阿
保
機
が
李
路
用
・
李
存
置
と
い
う
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代
々
と
通
好
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
、
李
曲
用
・
李
存
筋
と
い
う
代
々
と
耶
律
阿
保
機
が
通
好
し
た
こ
と
、
契
丹
は
李
嗣
源
を
李
二

筋
の
後
継
者
と
認
め
た
こ
と
、
石
敬
塘
は
変
事
源
と
の
関
係
ゆ
え
に
契
丹
と
関
係
を
持
ち
え
た
こ
と
か
ら
見
て
、
契
丹
と
後
事
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
た
際
、
そ
の
背
景
は
や
は
り
一
律
阿
保
機
と
李
克
用
の
会
盟
に
ま
で
た
ど
り
つ
く
の
で
あ
る
。

　
焦
焦
阿
保
機
と
李
克
用
と
の
間
の
「
雨
中
の
会
盟
」
は
、
中
原
側
史
料
で
は
そ
の
内
容
は
対
中
梁
同
盟
、
『
遼
史
』
で
は
対
燕
（
劉
氏
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

幽
州
独
立
政
権
）
同
盟
と
も
受
け
取
れ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
後
梁
共
同
出
兵
が
実
現
せ
ず
、
ま
た
燕
が
滅
ん
だ
後
に
お
い
て

も
、
先
述
の
よ
う
に
李
克
用
が
死
亡
し
て
李
存
錫
に
代
替
わ
り
は
し
た
も
の
の
両
者
の
関
係
は
続
行
さ
れ
て
お
り
、
対
質
あ
る
い
は
対
燕
の
み

が
盟
の
性
質
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
契
丹
に
と
っ
て
、
こ
の
時
点
で
脅
威
で
あ
っ
た
の
は
何
も
こ
れ
ら
の
勢
力
の
み
な
ら
ず
、
耶
律
阿
保

機
が
後
に
親
征
す
る
こ
と
に
な
る
東
の
渤
海
や
西
北
の
諸
勢
力
が
あ
り
、
後
追
・
燕
に
話
が
限
ら
れ
る
の
は
漢
文
史
料
の
偏
り
と
も
思
え
る
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
示
し
た
い
の
は
、
李
克
用
の
死
後
の
史
料
だ
が
、
『
柵
府
元
亀
』
巻
九
九
六
外
学
部
責
譲
に

　
　
後
唐
、
荘
宗
初
め
晋
王
た
り
て
、
天
祐
十
四
年
（
九
一
七
）
一
～
月
、
新
州
の
偏
将
倭
文
進
其
の
帥
李
存
矩
を
殺
し
て
、
叛
き
て
契
丹
に
投
じ
、
我
が
新

　
　
州
に
貸
す
。
是
よ
り
先
、
契
丹
の
阿
保
機
武
皇
の
時
に
当
た
り
て
屡
々
雲
申
に
上
し
、
面
の
あ
た
り
に
闘
い
約
束
し
て
、
款
塞
交
歓
し
、
義
と
し
て
弟

　
　
兄
と
為
り
、
急
難
相
救
い
、
彼
に
惨
苦
無
し
。
是
に
至
り
て
、
叛
臣
を
容
属
し
、
盟
を
楡
え
て
塞
を
犯
せ
ば
、
遣
評
し
て
之
を
譲
め
て
曰
く
、
「
…
…
往

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
者
情
を
降
し
て
修
好
し
、
款
塞
通
盟
し
、
各
々
封
彊
を
守
り
、
交
々
蟄
幣
を
陳
べ
…
…

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
契
丹
に
下
っ
た
李
晋
の
部
将
・
懸
軍
進
が
逆
に
李
晋
を
攻
撃
し
た
際
に
一
存
筋
が
耶
律
阿
保
機
を
非
難
し
た

記
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
往
者
」
と
は
李
克
用
時
代
を
指
す
と
思
わ
れ
、
い
さ
さ
か
決
り
文
句
的
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
雲
中
の
会
盟

以
後
に
お
け
る
両
者
の
関
係
に
は
、
兄
弟
（
血
縁
）
関
係
の
設
定
の
他
に
、
使
節
・
礼
物
の
交
換
、
領
域
の
設
定
、
叛
人
を
納
れ
な
い
こ
と
等

が
、
明
文
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
対
角
も
し
く
は
対
燕
と
い
う
よ
り
は
よ
り
包
括
的
な
関

係
と
見
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
性
質
は
契
丹
と
後
章
の
関
係
と
も
重
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
介
し
て
漉
淵
の
盟
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
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る
。
契
丹
と
沙
陀
の
関
係
は
こ
の
雲
中
の
会
盟
以
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
は
難
し
く
、
内
容
的
に
も
こ
れ
こ
そ
が
漉
淵
の
盟
の
原
型
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
冒
頭
の
問
題
に
還
ろ
う
。
契
丹
の
耶
律
阿
保
機
と
沙
陀
の
李
克
用
と
い
う
両
者
の
問
の
関
係
が
原
点
と
考
え
ら
れ
る
漉
淵
の
盟
、
こ

れ
を
指
し
て
「
漢
民
族
が
異
罠
族
と
対
等
な
立
場
で
…
」
と
見
な
す
の
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
筆
者
は
や
や
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る
面
が
あ
る

と
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
も
そ
も
真
宗
・
趙
恒
朝
の
初
期
と
い
う
北
宋
の
早
い
段
階
で
は
、
特
に
皇
帝
周
辺
に
お
い
て
ま
だ
五
代
の
余
風
も

止
め
て
い
た
と
思
わ
れ
、
単
純
に
「
漢
民
族
が
」
と
雷
い
切
っ
て
い
い
も
の
か
正
直
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
盟
を
指
し
て
「
屈
辱
的
」
と
い
う

表
現
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
の
結
果
か
ら
当
時
に
お
い
て
は
特
に
内
容
的
に
目
新
し
く
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、

こ
れ
も
主
に
後
世
の
評
価
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
や
や
イ
メ
ー
ジ
先
行
な
部
分
が
否
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
大
契
丹
皇
帝
合
致
誓
書
於
大
堀
皇
帝
閾
下
。
共
議
戦
兵
、
復
論
通
好
、
兼
承
恵

　
顧
、
特
示
誓
書
云
…
…

　
こ
れ
は
、
一
〇
三
一
年
頃
の
契
丹
・
聖
宗
皇
帝
哀
冊
（
魍
県
南
石
刻
文
編
島
河
北

　
教
育
出
版
社
　
一
九
九
五
）
に
お
い
て
漉
淵
の
盟
を
評
し
て
宋
が
「
懇
乞
継
好
」

　
し
た
、
と
す
る
の
と
同
様
の
立
場
で
あ
る
。

②
況
北
朝
欽
聞
聖
徳
、
兼
修
旧
好
、
必
翼
容
慈
傭
墨
黒
警
。

③
蒋
復
穂
「
宋
真
宗
与
漉
灘
之
盟
」
（
開
大
陸
雑
誌
㎞
；
｝
1
八
・
九
・
一
〇
一

　
九
六
　
）

④
宜
勅
群
吏
致
審
敵
臣
、
使
達
北
庭
、
請
尋
旧
好
。

⑤
因
与
之
尽
棄
前
悪
、
復
尋
旧
盟
、
利
以
貨
財
、
錨
星
関
市
、
如
太
祖
故
事
、
結

　
之
千
丁
、
彼
必
思
之
。

⑥
自
国
家
伐
太
原
、
而
契
丹
楡
盟
発
兵
以
援
…
…

⑦
閂
呉
呉
歴
史
学
報
』
＝
二
〇
〇
四

⑧
趙
安
仁
独
能
記
太
祖
時
国
書
体
式
、
因
命
為
答
轡
。

　
趙
安
仁
は
『
宋
史
』
巻
二
八
七
趙
安
仁
伝
に
「
真
宗
即
位
、
拝
右
正
言
、
預
重
修

　
太
祖
実
録
。
」
と
あ
っ
て
『
太
祖
実
録
睡
の
編
纂
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
の
た
め

　
趙
匡
胤
時
の
体
例
に
詳
し
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

⑨
時
測
量
国
書
、
令
枢
密
・
学
士
院
求
両
朝
遺
草
於
内
省
、
悉
得
之
。
凡
所
与
之

　
物
、
皆
約
旧
制
而
舶
増
損
。

⑩
　
往
者
晋
氏
後
主
、
政
出
多
門
、
惑
追
贈
臣
、
忘
我
大
義
、
干
文
以
之
日
用
、
生

　
霊
於
是
罹
災
。
今
蕉
両
朝
、
本
無
繊
隙
、
若
或
交
馳
｝
介
之
使
、
顕
布
二
君
之
心
、

　
用
息
疲
民
、
重
二
二
好
、
長
駆
与
国
、
不
亦
休
哉
。

⑪
因
謂
宰
相
日
、
「
自
五
代
以
来
、
北
敵
彊
盛
、
蓋
由
中
原
衰
弱
、
遂
至
晋
帝
蒙

　
塵
、
亦
否
之
極
也
。
今
景
慕
勢
至
、
乃
時
運
使
然
、
非
涼
徳
能
致
。
」

⑫
漢
遣
使
言
、
石
窟
樹
先
帝
聖
徳
神
功
碑
為
周
人
所
殿
、
請
再
刻
。
許
之
。

　
こ
の
碑
は
、
『
遼
史
』
巻
四
太
宗
本
紀
下
会
同
元
年
（
九
三
八
）
正
月
戊
申
に

　
「
晋
使
且
書
、
已
命
和
凝
撰
聖
徳
神
功
碑
。
」
と
あ
り
、
後
晋
の
、
特
に
契
丹
に

　
対
す
る
従
属
関
係
の
下
に
関
係
が
良
好
に
推
移
し
た
石
敬
塘
期
に
な
さ
れ
た
も
の

　
で
あ
る
。

⑬
前
章
注
⑩
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漉淵の盟の歴史的背景（毛利）

⑭
周
、
太
祖
広
義
元
年
二
月
丁
未
…
…
契
丹
王
兀
欲
復
遣
上
襲
骨
董
伴
送
朱
憲
帰

　
京
師
、
又
賀
我
登
極
、
兼
献
良
馬
｝
馳
、
循
達
蕃
震
蕩
、
門
両
地
通
歓
、
近
因
晋

　
祖
、
議
和
好
彰
彰
、
為
遠
大
之
謀
。
」

⑮
周
、
契
丹
永
康
王
兀
欲
自
漢
末
遣
無
罪
書
於
漢
少
帝
。
会
陰
塞
有
蒲
埼
之
乱
、

　
周
太
祖
登
極
。
時
邪
州
節
度
使
幕
無
馳
園
田
使
至
閥
。
周
太
祖
覧
色
香
欲
因
便
以

　
和
之
。

⑯
二
月
、
周
遣
娩
秀
英
・
華
昭
胤
来
、
以
書
辞
抗
礼
、
留
漢
英
等
。

⑰
蝿
長
編
臨
巻
一
五
開
宝
七
年
（
九
七
四
）
是
歳
の
条
に
「
契
丹
将
通
好
干
我
、

　
遣
使
諭
北
漢
憲
以
強
弱
勢
異
、
無
妄
侵
伐
。
北
漢
主
聞
命
着
実
、
謀
出
兵
攻
契
丹
、

　
宣
徽
使
馬
峰
固
事
、
乃
止
。
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
辺
り
を
示
す
史
料
と
い
え
よ

　
う
。
後
周
・
宋
と
い
う
開
封
政
権
が
北
漢
と
長
期
に
わ
た
っ
て
対
立
を
繰
り
広
げ

　
て
い
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
宋
と
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
短

　
期
的
に
は
と
も
か
く
と
し
て
も
長
期
的
に
は
契
丹
は
北
漢
を
あ
き
ら
め
る
路
線
に

　
転
じ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
近
年
で
は
曽
爾
竜
明
経

　
略
幽
燕
－
宋
遼
戦
争
軍
事
災
難
二
陣
略
分
析
』
（
中
線
大
学
出
版
社
　
二
〇
〇
三
）

　
に
び
巳
審
匹
慈
碧
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
の
分
析
が
あ
る
。

⑱
『
宋
史
㎏
巻
二
五
五
宋
優
伝
。
ま
た
、
『
小
畜
集
』
巻
二
八
右
霊
亀
将
軍
贈
侍

　
中
宋
公
神
道
碑
（
奉
勅
撰
）
の
冒
頭
近
く
に
お
い
て
「
干
後
出
為
外
孫
、
子
漢
室

　
為
里
馬
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
宋
に
お
け
る
存
在
価
値
の
あ
り
か
は

　
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
彼
の
他
の
娘
達
の
嫁
ぎ
先
も
興
味
深
い
課
題
だ
が
、

　
例
え
ば
写
象
の
盟
締
結
に
際
し
て
の
重
要
人
物
で
あ
る
冠
準
も
ま
た
彼
の
娘
を
嬰

　
つ
た
こ
と
（
噸
石
林
燕
語
』
巻
七
）
の
み
指
摘
し
て
お
く
。
そ
の
ほ
か
関
連
史
料

　
と
し
て
、
近
年
宋
催
の
父
の
墓
誌
銘
が
出
土
し
て
お
り
、
趙
振
華
「
五
代
宋
廷
浩

　
墓
志
考
」
（
『
華
夏
考
古
』
二
〇
〇
三
一
四
）
に
報
告
が
あ
る
。

⑲
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
近
年
日
名
雪
目
燕
雲
十
六
州
の
割
譲
承
認
に
つ
い
て
」

　
（
『
東
海
史
学
輪
三
八
　
二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。
燕
雲
十
六
州
は
、
改
め
て
後
晋

　
が
契
丹
に
割
譲
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
の
追
認
で
あ
っ
た
と
い
う
面
に
注
目

　
し
た
論
考
で
あ
り
興
味
深
い
。
ま
た
、
五
代
時
期
の
華
北
政
権
と
契
丹
と
の
国
境

　
に
つ
い
て
は
客
9
0
慧
ω
輝
国
㊦
戸
（
円
Φ
）
O
o
p
。
・
蝋
引
。
鼠
5
α
q
子
Φ
甥
お
葺
ざ
田
。
｛
↓
窪
笹
・

　
O
雪
ε
蔓
客
。
門
夢
0
笥
屋
曽
肉
ぎ
ミ
龍
議
ミ
◎
浸
婁
暁
§
㌧
肉
疑
ミ
鴇
§
b
d
ミ
譜
、
§
胸
》
§
－

　
N
♂
P
鼠
鋤
。
ζ
琶
磐
勺
お
ω
ω
卸
碧
■
翠
霞
け
貯
、
ω
℃
冨
ω
。
。
甲
一
〇
㊤
⑩
が
あ
る
。
五
代
の
前

　
半
に
お
い
て
、
中
国
と
非
中
国
（
契
丹
）
の
境
界
が
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
っ
た

　
と
い
う
指
摘
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ω
鼠
巳
留
に
は
同
様

　
の
テ
ー
マ
の
博
士
論
文
（
等
§
欺
睾
O
、
8
防
薙
刀
㌧
d
遷
ド
さ
、
ミ
Q
㌶
§
8
卜
凡
§
鳩
貧

　
℃
8
丸
O
ま
り
℃
げ
9
H
＞
象
。
・
し
。
2
斤
魯
o
P
d
巴
く
㊦
君
津
。
｛
U
信
目
緊
密
一
〇
潟
）
も
あ
る
よ

　
う
だ
が
未
見
で
あ
る
。

⑳
『
五
代
会
二
幅
巻
二
八
吐
渾
に
天
福
六
年
頃
の
こ
と
と
し
て
門
背
契
丹
、
率
車

　
帳
空
馬
、
取
五
船
路
帰
国
。
契
丹
大
怒
、
以
朝
廷
妙
筆
叛
亡
、
遣
使
貴
譲
。
」
と

　
い
う
例
が
あ
り
、
後
段
の
記
述
に
よ
れ
ば
晋
は
実
際
に
送
還
に
応
じ
て
い
る
の
は
、

　
こ
れ
に
近
い
と
み
な
せ
よ
う
。

⑳
　
前
章
注
⑩
論
文
参
照
。

⑫
　
　
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
二
　
三
…
書
房
　
｝
九
八
〇
　
四
〇
八
一
四

　
一
四
頁

　
そ
も
そ
も
契
丹
と
後
憂
の
関
係
は
、
例
え
ば
噸
旧
五
代
史
』
巻
九
七
楊
光
遠
伝
に

　
「
長
潮
中
、
契
丹
有
中
山
之
敗
、
…
…
其
後
契
丹
既
通
和
、
…
…
明
中
日
、
「
蕃

　
人
重
盟
誓
、
型
通
葉
序
、
必
不
相
負
。
」
…
…
」
と
、
明
宗
・
馬
騎
源
が
契
丹

　
（
耶
律
勇
骨
）
と
の
問
に
「
盟
誓
」
が
存
在
す
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
単
純
に
敵

　
対
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
蒋
武
雄

　
「
遼
心
後
唐
外
交
幾
個
問
題
樹
心
討
」
（
『
東
嶺
歴
史
学
報
輪
六
　
二
〇
〇
〇
）
の

　
よ
う
に
、
後
唐
と
契
丹
と
の
使
節
の
往
来
の
中
に
宋
と
契
丹
と
の
関
係
と
の
類

　
似
・
萌
芽
を
認
め
る
意
見
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

⑬
　
晋
、
高
祖
天
福
元
年
十
一
月
己
亥
…
…
夏
日
…
宜
改
長
興
七
年
為
天
福
元
年
、

　
大
赦
天
下
。
…
…
応
明
宗
朝
所
行
勅
命
・
法
制
、
仰
所
在
整
磁
、
不
得
改
易
…
…

　
長
興
は
李
嗣
源
の
年
号
で
あ
り
、
関
々
・
李
従
軍
、
末
帝
・
李
従
珂
の
年
号
は
無
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視
さ
れ
て
い
る
。

⑭
契
丹
皇
帝
不
忘
先
朝
、
特
存
旧
好
、
親
提
鋭
旅
、
遠
珍
幽
翠
…
…

⑳
　
　
『
旧
五
代
史
細
巻
三
五
唐
明
宗
紀
第
一
同
光
四
年
（
九
二
六
）
四
月
壬
辰
「
震

　
彦
威
・
孔
循
浮
言
「
唐
之
運
数
歯
衰
、
不
如
自
軍
新
号
。
」
因
請
託
国
号
、
不
従

　
土
徳
。
」

⑳
　
　
嘱
旧
五
代
史
臨
界
一
三
七
外
郭
列
伝
第
一
「
今
漢
土
天
子
、
初
寒
洛
陽
有
難
、

　
不
急
救
、
致
令
及
此
。
」

⑳
蟹
明
宗
之
農
園
也
、
与
我
先
哲
王
保
鮮
明
契
、
…
…

⑳
　
　
『
冊
府
元
亀
挽
巻
九
九
九
外
臣
部
請
求
に
「
明
宗
天
成
二
年
（
九
二
七
）
十
月

　
幽
州
奏
、
契
丹
王
差
人
持
書
、
求
碑
石
欲
為
其
父
表
彰
葬
所
。
」
と
あ
り
、
こ
と

　
さ
ら
に
使
者
を
派
遣
し
て
「
父
」
す
な
わ
ち
耶
律
阿
保
機
の
た
め
に
碑
石
を
求
め

　
る
と
い
う
行
動
に
は
政
治
的
思
惑
が
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
る
。
一
つ
の
可
能
性

　
と
し
て
、
生
前
に
襲
踏
源
と
の
間
の
会
盟
を
望
ん
で
い
た
（
噌
旧
五
代
史
』
巻
一

　
三
七
外
国
列
伝
第
一
）
父
耶
律
阿
保
機
の
為
に
耶
律
発
骨
が
李
嗣
源
に
対
し
て
要

　
請
を
為
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
直
後
に
本
章
注
⑳

　
の
和
好
を
求
め
る
使
が
来
て
い
る
の
は
、
形
を
整
え
て
か
ら
関
係
を
開
始
し
よ
う

　
と
し
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

⑳
掛
切
、
契
丹
駆
使
来
告
哀
、
言
国
主
阿
保
機
今
年
七
月
二
十
七
日
卒
。
詔
日
…

　
契
丹
王
世
豫
歓
盟
、
礼
交
聰
問
。
…

⑭
　
こ
こ
で
の
「
世
々
」
が
、
名
分
上
「
唐
」
を
名
乗
る
後
唐
の
立
場
と
し
て
契
丹

　
と
の
大
唐
以
来
の
長
期
的
関
係
を
指
す
と
し
て
も
、
や
は
り
実
質
的
に
は
耶
律
阿

　
保
機
と
李
克
用
以
降
の
関
係
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

⑳
　
　
欄
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
○
外
臣
部
通
好
に
は
「
（
天
成
二
年
九
二
七
）
十
一

　
月
、
契
丹
使
梅
老
等
三
十
余
人
見
、
伝
本
土
願
和
好
壁
貫
。
」
と
あ
る
。
こ
の
聞

　
両
者
に
重
大
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
「
和
好
を
願
う
」
と

　
は
、
ま
だ
両
者
の
関
係
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。

⑫
　
　
『
旧
五
代
史
』
巻
　
三
七
外
国
列
伝
第
　

　
後
唐
武
皇
…
…
謂
之
日
「
…
開
墾
今
冬
大
挙
、
弟
切
組
精
騎
二
万
、
同
収
沐
洛
。
」

　
阿
保
機
許
之
、
…
…

　
『
遼
史
㎞
巻
一
太
祖
本
紀
上
天
祐
二
年

冬
異
用
借
兵
以
報
劉
仁
恭
木
瓜
澗
之
役
、
太
祖
許
之
。

　
な
お
、
こ
の
盟
に
関
し
て
は
陳
述
「
阿
保
機
甲
李
克
胃
管
結
兄
弟
之
年
及
其
背
盟

　
相
攻
之
推
測
扁
（
㎎
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
陰
型
』
七
－
一
　
一
九
三

　
六
）
参
照
。

⑳
　
後
唐
、
荘
宗
無
為
晋
王
、
天
祐
十
四
年
二
月
、
新
茶
偏
只
事
文
進
殺
其
帥
李
存

　
矩
、
叛
投
契
丹
、
馬
差
蘇
州
。
先
是
、
契
丹
阿
保
機
種
武
皇
時
屡
盟
於
雲
中
、
面

　
相
約
束
、
款
塞
交
歓
、
義
為
弟
兄
、
急
難
相
救
、
下
馴
侵
苦
。
至
聖
、
事
納
叛
臣
、

　
漁
盟
墜
下
、
遣
使
譲
黒
日
、
「
…
…
往
者
降
情
修
好
、
款
紐
通
盟
、
各
守
封
彊
、

　
交
陳
賢
幣
…
…
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
で
、
筆
者
の
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
概
ね
述
べ
ら
れ
た
と
思
う
。
契
丹
は
、
史
書
に
そ
の
名
が
現
れ
た
当
初
か
ら
東
部
内
蒙
古
に
居

住
し
、
幾
度
か
の
移
動
は
経
て
い
る
も
の
の
お
お
よ
そ
十
世
紀
初
頭
ま
で
そ
の
方
面
に
存
在
し
た
。
一
方
の
沙
塵
は
、
元
来
西
方
に
い
た
集
団

で
あ
る
。
こ
の
二
者
が
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
沙
陀
が
東
遷
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
両
者
は
と
も
に
一
度
は
ウ
イ
グ
ル
の
周
辺
の
存
在
と



漉淵の盟の歴史的背景（毛利）

し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
九
世
紀
半
ば
ウ
イ
グ
ル
の
瓦
解
に
よ
り
、
両
者
と
も
新
た
な
歩
み
を
開
始
す
る
。
程
な
く
、
す
で
に
弱
体
化
し
て
い

た
唐
も
黄
巣
の
乱
に
よ
り
さ
ら
に
衰
弱
し
、
沙
陀
は
華
北
に
激
し
く
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
の
契
丹
は
周
辺
の
婁
・
室
牽
等
を
抑
え

に
か
か
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
行
わ
れ
た
の
が
雲
足
の
会
盟
で
あ
る
。
こ
の
後
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
に
沿
っ
て
契
丹
は
北
方
の
覇
者
と
な
り
、

沙
陀
の
流
れ
は
華
北
の
支
配
者
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
確
定
形
が
漉
淵
の
盟
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
北
ア
ジ
ア
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
視
点
に
よ
れ
ば
、
ウ
イ
グ
ル
崩
壊
以
降
の
混
乱
の
一
帰
着
と
し
て
の
性
質
を
漉
淵
の
盟
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
こ
の
観
点
は
、
お
そ
ら
く
森
部
豊
（
例
え
ば
「
八
一
一
〇
世
紀
の
華
北
に
お
け

　
る
民
族
移
動
－
詳
言
・
ソ
グ
ド
・
留
置
を
事
例
と
し
て
」
『
唐
手
史
研
究
臨
七

　
二
〇
〇
四
）
と
も
重
な
る
薦
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
中
国
の
側
か
ら
、

　
麿
か
ら
宋
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
特
に
地
理
的
観
点
か
ら
み
た
燕
雲
十
六
州
に
対

　
す
る
近
年
の
興
味
深
い
視
点
と
し
て
、
山
根
直
生
門
唐
宋
政
治
史
研
究
に
関
す
る

　
試
論
－
政
治
過
程
論
、
国
家
統
合
の
地
理
的
様
態
か
ら
」
（
『
中
国
史
学
』
　
一
四

二
〇
〇
四
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
第
二
慧
智
⑰
で
既
出
の
州
経
略
幽
燕
』

に
よ
れ
ば
、
勺
曇
霞
〉
質
Φ
口
い
。
「
σ
q
Φ
Ψ
き
、
§
糺
ミ
恥
Q
鳶
ミ
執
§
駄
さ
試
曹
ミ
寒
謡
⑳

G
ぎ
ミ
む
0
9
§
N
8
9
勺
『
U
．
蝕
。
。
。
。
Φ
冨
巴
o
p
¢
響
く
Φ
「
。
。
一
得
。
｛
℃
①
口
器
覧
く
雪
陣
p

一
㊤
㊤
①
は
「
宋
代
の
積
弱
説
の
中
国
中
心
主
義
観
点
を
批
評
し
、
並
び
に
遼
朝
の

有
限
の
目
標
が
宋
遼
が
並
立
し
え
た
原
因
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
未
見
で
あ
る
。

門
付
記
】
　
本
稿
の
第
｝
稿
脱
稿
後
に
中
西
朝
美
「
五
代
北
宋
に
お
け
る
国
書
の
形
式
に
つ
い
て
一
「
歌
書
」
駅
舎
の
使
用
状
況
を
中
心
に
一
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三

三
　
二
〇
〇
五
）
を
得
た
。
論
中
に
組
み
込
む
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
中
西
氏
の
論
文
は
、
本
稿
で
も
重
要
な
検
討
対
象
で
あ
る
当
該
時
期
の
国
書
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な

研
究
で
あ
る
。
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

　
ま
た
、
最
近
出
版
さ
れ
た
杉
山
正
明
『
中
国
の
歴
史
八
　
疾
駆
す
る
草
原
の
征
服
者
駄
（
講
談
社
　
二
〇
〇
五
）
は
、
契
丹
と
沙
陀
勢
力
の
関
係
史
に
紙
幅
を
多
く
さ
く
点
な
ど

類
書
が
な
く
、
ま
た
本
稿
全
体
特
に
二
童
一
節
と
も
関
係
す
る
点
が
多
い
。
あ
わ
せ
読
ま
れ
た
い
。

105 （443）



The　Historical　Background　of　the　Treaty　of　Chan－ytian：

　　　　　From　the　Treaty　of　Yun－zhong　to　Chan－yuan

by

MoRI　Eisuke

　　Prefacing　my　main　argument，　1　point　out　that　among　the　Five　Dynasties，　only　the

Later　Liang　differed　in　origin　from　the　other　foillr　later　dynasties，　the　Later　Tang，

Later　Jin，　Later　Han　and　Later　Zhou．　These　latter　four　dynasties　were　established　by

the　Shatuo　and　were　derived　from　the　so－called　Li　Jin．　Another　important　fact　is　that

Song　dynasty　was　c｝osely　linked　to　the　later　four　dynasties．

　　First，　in　order　to　accumulate　evidence　concerning　the　sources　of　the　treaty　of

Chan－yuan，　1　examined　the　following　three　unique　characteristics　of　the　treaty　and　its

aftermath　in　the　context　of　the　diplomatic　relations　between　Khitai　and　the　Five

DyRasties．

1）　Annuai　tribute　payments

　　Both　the　Later　Jin　and　the　Northern　Han　paid　annual　tribu£e　to　Khitai．　Moreover，

this　idea　had　already　emerged　from，　at　least，　in　the　end　of　Later　Tang．

2）　Fictitious　kinship　between　emperors

　　After　the　bonds　of　fictive　brotherhood　were　tied　between　Ye－lu　A－bao－ji　and　Li　Ke－

yong，　all　the　emperors　of　Khitai　formed　fictitious　kinship　relations　with　emperors　of

the　Later　Tang，　Later　Jin，　or　Nomhern　Han．

3）　Mutual　use　of　the　terms　northern　dynasty　and　southem　dynasty

　　Since　the　f6un（㎞g　of　the　Later　Jin，　such　designations　had　been　used，　especiaHy血

oral　communications．

　　As　a　result　of　this　examinatioR，　it　is　apparent　that　several　points　that　have　been

regarded　as　unique　to　the　Chan－yuan　regime　were　not　in　fact　entirely　new　at　that

time．　At　the　same　time，　it　can　be　pointed　out　that　these　were　not　issues　in　the

relationship　between　Khitai　and　the　Later　Liang．

　　1　next　considered　the　diplomatic　relation　between　Khitai　and　the　dynasties　of

nomhern　China　before　the　treaty　of　Chan－yuan，　and　confirmed　these　historical　facts．

1）　The　treaty　of　Chan－yuan　was　concluded　on　the　basis　of　the　diplomatic　relations

between　Khitai　and　the　Song　dynasty　in　the　970s．

2）　DjpJomatic　relations　between　Khitai　and　the　northern　Chnese　dynasties，

Northem　Han，　Latey　Zhou　and　Later　Han　（the　latter　two　ended　in　failure）　and
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血cluding由e　relat圭onship　between　Khitai　and　Song　dynas£y　in　970，　were　aH溢tiated

due　to　Khitai，　seelcing　a　successor　for　Shi　Jing－tang　of　the　Later　Jin．

3）Compa血g　the　relationsh重ps　in崩e　treaty　of　Chan－yuan　and　that　between　Khitai

and　the　Later　Jin，　one　sees　that　they　are　sirnilar　in　most　respects．

4）　Shi　Jing－tang　succeeded　to　the　throne　as　the　successor　of　Li　Si－Yuan　not　only　in

domestic　terms　but　also　in　terms　of　external　relations，　and　therefore　the　relationship

between　Khitai　and　the　Later　Jin　was　linked　to　the　relationship　between　Khitai　and

later　Tang，　and　also　to　Li　Jin．

　　As　the　result　of　this　analysis，　it　can　be　said　that　the　treaty　of　Chan－yuan　was　a

reincarnation　of　the　relationship　between　1〈IStai　and　the　Later　Jin　（Shi　Jing－tang），　and

that　its　source　can　be　found　in　the　treaty　of　Yun－zhong　concluded　between　Ye－lu　A－

bao－ji　and　Li　Ke－yong，　narnely　Khitai　and　the　Shatuo．　Funhermore，　the　idea　that　the

treaty　of　Chan－yuian　was　a　rarity　or　anomalous　in　terms　of　the　relationship　between　a

Chinese　empire　and　its　neighbor　must　be　revised．　1　concluded　that　from　the　viewpoint

of　centra玉Eurasian　history，　because　both臨tai　and　the　Sha綴。　were　s呈tuated　on　the

imge　of　the　Uighur　empire　and　started　to　develop　after　its　coliapse，　the　treaty　of

Chan－yuan　marks　the　end　of　a　historical　trend　foNowing　the　collapse　of　the　Uighur

empife．

Giustizia　nel　corr1une　deil’ltalia　medievale：　Conflitti　e　risoluzioni　giudiziarie

by

NAKAYA　So

　　Nel　Duecento　in　ogni　centro　cittadino　dell’ltalia　centro－settentrionale　la　giustizia　dei

comuni　avevano　un　ruolo　ben　preciso　per　quanto　riguarda　il　mantenimento　deR’ordme

e　la　risoluzione　deHe　（五spu亡e．　Tradiziona㎞ente，9荏storici　de1〔㎞亡to　hanno　dato

grande　rdievo　al　concetto　di　ordine　pubblico　e　aka　procedura　penale　e　hanno　colto

se｛抑remo函toh　de丑。　Stato　moδemo副’血terno虚tale㎞ovatlvo　s廿le　di　sistema

giudiziario．　D’altro　canto，　neglj　ultimi　anni　i　ricercatori，　che　hanno　come　oggetto　dei

loro　studi　le　dispute　e　la　risoluzione　di　esse，　hanno　osservato　il　sistema　giudiziario　del

tempo　trarnite　il　punto　di　vista　delle　part3　in£eressate　nege　dispute，　usando　i　metodi

dell’antropologia　giuridica．　ln　questa　interpretazione　la　giustizia　dei　comune，　nello

svolgersi　delle　dispute　fra　le　pani　in　causa，　e　stata　cosSi　i　terpretata　come　luogo　di

scontro　e　negoziato　fra　｝e　parti．

　　Nel　mio　｝avoro　ho　esaminato　il　sistema　giuridiziario　dei　comuni　neR’ltalia　medievale
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