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北
李
奉
天
故
宮
玉
傷
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

併
せ
て
故
内
藤
博
士
慧
業
の
一
斑
に
就
い
て

鴛

淵

一

　
　
　
　
○

　
昨
夏
猫
逸
の
へ
ー
ニ
シ
ユ
博
士
が
満
文
蒙
古
源
流
を
羅
馬
字
課

し
て
、
そ
れ
に
序
文
と
簡
軍
な
註
と
を
附
し
て
出
版
さ
れ
た
事
は

二
等
満
蒙
混
戦
に
と
っ
て
眞
に
喜
び
に
た
へ
ぬ
所
で
あ
る
。
而
し

て
右
著
書
の
原
本
と
な
っ
た
の
は
、
北
李
故
宮
所
藏
の
刊
本
満
文

r
蒙
古
源
流
で
あ
っ
て
、
其
の
藍
爲
虞
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
も
の
に

外
な
ら
な
い
。
こ
の
書
の
序
文
に
よ
れ
ば
，
へ
ー
ニ
シ
ユ
博
士
は

其
の
藍
爲
眞
を
手
に
す
る
を
得
て
非
常
に
喜
ぶ
と
同
痔
に
、
明
ら

か
に
満
丈
の
刊
本
と
同
時
に
出
版
さ
れ
た
で
あ
ら
う
暫
の
蒙
文
の

蒙
古
源
流
が
見
得
ら
れ
ぬ
事
に
濁
し
て
術
計
の
意
を
表
し
て
居
ら

れ
る
の
を
知
り
得
る
。
こ
れ
は
眞
に
無
理
か
ら
ぬ
話
で
、
同
情
に

た
へ
な
い
が
、
右
の
満
文
刊
本
を
手
に
入
れ
て
直
に
之
を
字
繹
印

行
さ
れ
た
努
力
に
謝
し
て
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
但

し
余
震
入
と
し
て
の
慾
を
言
へ
ば
、
満
洲
文
字
の
ま
エ
に
印
行
さ

れ
た
方
が
よ
か
つ
九
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
之
は
種
々
の
事
情
あ

っ
て
已
む
を
得
な
か
っ
た
事
と
察
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
が

日
本
で
は
．
へ
ー
ニ
シ
ユ
簿
士
が
目
暗
の
機
會
な
く
潰
憾
と
さ
れ

た
所
の
蒙
文
刊
本
の
蒙
古
源
流
が
、
同
じ
く
満
文
刊
本
と
共
に
、

早
く
將
來
さ
れ
て
研
究
の
資
に
供
さ
れ
て
居
っ
た
。
そ
れ
は
外
で

も
な
い
、
故
内
藤
主
辞
が
明
治
三
十
八
年
と
三
十
九
年
と
に
奉
天

宮
殿
に
撃
て
多
大
の
勢
苦
を
携
っ
て
と
ら
れ
た
所
の
右
二
書
の
藍

寛
…
眞
で
、
現
に
由
城
恭
仁
山
蕪
に
珍
藏
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
、

こ
の
満
蒙
爾
文
の
刊
本
と
い
ふ
の
は
、
乾
隆
殿
板
で
あ
っ
て
、
右

二
書
の
移
せ
ら
れ
九
奉
天
国
殿
内
の
七
間
棲
に
は
、
同
じ
殿
板
の
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高
潔
蒙
古
源
流
も
あ
り
、
其
他
珍
籍
が
藏
せ
ら
れ
て
居
っ
た
。
爾

三
間
穣
に
は
右
の
満
文
蒙
叉
の
蒙
古
源
流
は
各
々
二
部
有
っ
た
と

云
黍
で
あ
・
が
、
（
昭
和
四
年
八
月
置
行
藝
丈
第
二
十
年
二
等
建
議
，
緊
天
宮
封
書
療
書
鷹
滲
照
）
現
奮

の
一
部
は
行
衛
を
失
し
、
残
り
の
一
部
は
移
さ
れ
て
満
洲
國
立
圓

書
館
に
澄
せ
ら
れ
て
居
る
。
蓋
し
奉
天
と
北
京
と
の
宮
殿
に
は
同

一
殿
板
の
藻
菅
源
流
を
撒
部
曳
い
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
，

今
回
へ
ー
ニ
シ
ユ
搏
士
の
署
書
の
原
本
と
な
っ
た
北
李
故
宮
の
満

丈
刊
本
蒙
古
源
流
は
、
こ
の
奉
天
の
満
文
刊
本
と
岡
板
で
あ
る
。

　
　
　
　
○

　
さ
て
へ
，
i
ニ
シ
ユ
博
士
の
新
著
を
入
手
す
る
や
，
故
内
藤
博
士

は
舌
側
の
研
究
上
の
關
係
よ
り
し
て
、
余
に
新
著
の
序
文
を
課
讃

せ
ん
纂
を
命
ぜ
ら
れ
九
の
で
、
余
は
淺
學
を
も
か
へ
幻
み
す
、
課

讃
の
上
、
そ
の
課
文
を
博
士
に
呈
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
敬

博
士
が
右
の
序
文
に
需
っ
て
あ
る
事
に
就
い
て
，
異
見
あ
る
所
を

蓮
べ
て
こ
れ
が
紹
介
券
批
評
を
な
し
、
又
併
せ
て
蒙
古
源
流
全
般

に
卜
し
て
蓮
ぶ
る
所
あ
ら
ん
と
の
考
で
居
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

翫
に
一
書
し
た
や
う
に
、
放
博
士
が
蒙
古
源
流
に
配
し
て
、
或
は

藍
窩
眞
を
と
り
，
叉
殿
木
と
鍍
本
の
存
在
を
知
り
，
具
眼
文
の
校

　
　
　
　
北
単
拳
天
工
富
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

合
を
な
し
て
、
こ
れ
が
研
究
に
志
さ
れ
て
よ
り
、
三
十
年
を
経
過

し
た
が
、
我
國
に
著
て
特
に
之
に
就
い
て
研
究
聯
盟
を
な
す
も
の

な
く
、
却
っ
て
へ
！
層
ニ
シ
ユ
榑
士
の
新
著
印
行
と
な
っ
た
爲
に
、

薙
に
再
び
自
己
の
往
年
の
旦
那
を
想
起
し
、
蒙
古
源
流
に
汗
す
る

繭
心
研
究
の
早
か
っ
た
事
を
述
べ
、
併
せ
て
我
圓
の
畢
徒
を
警
醒

せ
ん
と
考
へ
ら
れ
た
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
其
黙
に
つ
い
て

常
に
藍
爲
藪
を
借
覧
し
て
研
究
に
資
す
る
を
得
．
叉
そ
の
藍
爲
爽

作
製
に
謝
し
て
苦
勢
さ
れ
た
逸
事
を
傳
聞
し
て
屠
る
余
と
し
て
、

故
博
士
の
心
情
を
推
察
す
る
と
共
に
、
虜
身
の
不
勉
強
に
冷
汗
を

蝿
え
て
衛
塊
に
た
へ
な
か
っ
た
。
然
し
今
や
博
士
が
、
か
演
る
意

思
を
表
は
さ
れ
た
事
は
，
墨
界
の
嬬
慶
す
べ
き
事
で
あ
っ
た
の
で

其
の
指
示
に
よ
り
震
、
の
意
を
承
け
て
一
文
を
草
し
，
可
及
的
速
か

に
嚢
表
せ
ん
と
考
へ
て
居
っ
た
。
所
が
昨
秋
，
故
博
士
は
病
魑
を

推
し
て
渡
満
後
、
公
私
共
に
忙
し
く
、
且
藥
餌
に
親
し
ま
る
・
事

多
く
、
余
亦
常
に
側
近
に
侍
す
る
を
得
す
し
て
，
逡
に
そ
の
指
示

を
受
け
る
を
得
す
、
明
け
て
今
年
に
入
る
や
、
博
士
の
病
勢
は
一

段
と
悪
化
さ
れ
た
爲
に
，
更
に
奨
、
機
運
を
失
し
て
荏
蒋
縄
を
過
す

ま
Σ
に
，
四
月
と
な
り
五
月
と
な
り
、
突
然
の
戯
作
は
不
幸
に
も

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
號
　
　
七
三
九
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北
平
緊
天
田
宮
所
蕪
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

六
月
末
の
最
悪
の
日
を
迎
へ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
っ
九
。
眞
に
千
載
の
島
根
で
あ
る
と
共
に
、
余
の
怠
慢
に
よ

り
、
途
に
其
事
を
實
現
せ
し
む
る
に
至
ら
な
か
っ
た
事
を
直
轄
に

上
し
、
衷
心
戯
悔
し
お
詑
ひ
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
右
様
の
次
第
で
、
故
内
藤
博
士
の
蒙
古
源
流
に
話
し
て
纒
つ
た

御
洋
上
h
兄
や
、
へ
ー
ニ
シ
ユ
嘗
胆
士
の
ワ
新
曲
者
に
封
ず
る
御
　
批
評
は
一
蹴
接

承
る
事
を
得
な
か
2
炉
が
、
年
來
漸
片
的
な
が
ら
承
る
所
あ
り
，

叉
余
と
し
て
昨
秋
以
來
決
し
て
之
に
就
い
て
全
然
等
閑
に
附
し
て

居
た
の
で
も
な
く
、
多
少
と
も
研
究
調
査
す
る
所
が
あ
っ
た
の
で

不
＋
分
な
が
ら
調
査
の
結
果
の
一
部
と
し
て
蒙
古
源
流
の
紗
本
殿

本
の
現
存
歌
登
に
就
い
て
分
明
に
な
っ
た
所
を
記
し
、
以
て
一
は

故
博
士
の
蕪
に
告
げ
て
報
告
す
る
と
共
に
、
余
の
怠
慢
を
お
詫
び

も
、
一
は
之
を
機
に
學
界
に
紹
介
し
て
，
以
て
些
さ
か
追
悼
の
意

を
表
し
た
い
と
思
．
船

　
　
　
　
○

　
余
が
本
稿
を
草
す
る
所
以
の
も
の
は
右
述
の
通
り
で
あ
る
が
、

爾
そ
れ
を
記
す
に
先
っ
て
、
少
し
余
白
を
頂
戴
し
て
、
面
内
嚢
博

士
が
蒙
古
源
流
の
藍
窮
眞
を
得
ら
れ
た
苦
心
に
併
せ
て
、
敬
博
士

　
　
　
　
　
　
第
†
九
懸
　
第
鰍
號
　
　
七
四
〇

と
応
急
と
の
全
心
の
館
鯵
に
深
つ
た
か
に
就
い
て
少
し
く
蓮
べ
て

故
博
士
の
偉
業
の
一
端
を
偲
ぶ
よ
す
が
に
し
た
い
と
思
ふ
。

　
故
内
藤
博
士
と
満
洲
と
の
關
係
は
非
常
に
早
い
藁
蕎
か
ら
開
か

れ
、
而
し
て
最
後
迄
密
接
な
關
係
が
有
っ
た
の
で
あ
る
。
故
博
士

は
夙
に
満
洲
の
歴
史
の
研
究
に
着
眼
し
、
就
中
特
に
清
朝
の
歴
史

掌
放
に
非
常
な
興
昧
を
持
っ
て
、
之
を
研
究
の
封
象
と
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
故
に
其
の
満
洲
に
封
ず
る
島
蔭
識
見
は
早
く
か
ら
世

に
現
は
れ
、
其
の
識
見
の
公
的
に
上
し
て
は
或
は
大
阪
朝
日
新
聞

の
論
説
と
な
っ
て
世
盛
を
指
導
し
、
或
は
外
務
省
囑
託
と
し
て
日

露
役
の
満
洲
軍
占
領
地
行
草
調
査
と
な
り
、
叉
間
島
問
題
資
料
蒐

集
と
な
り
て
政
治
的
問
題
解
決
に
多
大
の
貢
獣
を
な
し
た
の
で
あ

っ
九
〇
然
し
故
博
士
の
石
墨
に
残
さ
れ
た
功
績
は
こ
れ
以
上
に
多

大
な
も
の
で
、
満
洲
磯
達
史
，
清
朝
嚢
群
甕
の
研
究
が
墓
調
と
な

っ
て
、
満
洲
蘭
係
の
貴
重
な
資
料
文
献
の
影
し
い
蒐
集
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
か
の
明
治
三
＋
五
年
を
初
層
と
す
る
前
後
撒
圏
に
及

ぶ
満
洲
族
行
は
、
郎
ち
こ
の
公
私
に
亘
る
瀟
洲
と
の
關
係
を
緊
密

な
ら
し
め
、
そ
の
塵
術
的
研
究
を
よ
り
深
甚
な
ら
し
め
た
重
大

な
意
味
を
有
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
其
間
前
人
未
踏
地
の
大
族
行

（エ52）



（明

實
･
島
よ
り
吉
林
に
赴
か
れ
六
品
行
）
を
な
し
、
片
言
智
れ

な
か
っ
た
無
熱
の
貴
重
な
史
料
の
大
藩
穫
を
な
し
、
研
究
上
幾
多

の
業
績
護
照
と
な
り
、
途
に
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
今
、

事
多
岐
に
亘
る
の
で
清
朝
子
下
に
漏
し
て
獲
明
す
る
所
多
大
で
あ

っ
た
族
行
に
蒸
し
て
の
興
味
あ
る
事
柄
は
便
宜
上
省
略
に
附
し

て
、
研
究
上
多
大
の
功
績
を
窟
さ
れ
た
所
の
資
料
文
献
の
蒐
集
獲

得
に
限
っ
て
，
次
に
毒
し
く
遠
べ
て
そ
の
企
貌
を
想
像
す
る
事
に

し
た
。

　
か
の
明
治
三
＋
八
年
六
月
、
外
務
省
よ
り
満
洲
軍
占
領
地
行
攻

調
査
の
囑
託
を
う
け
て
岡
地
方
を
親
察
さ
れ
た
の
は
、
嗣
時
に
學

術
的
功
績
の
第
一
階
梯
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
公
的
使
命

の
如
何
に
重
大
で
あ
っ
た
か
は
、
其
の
警
察
中
、
北
京
に
在
っ
た

小
村
全
構
大
使
の
招
電
に
よ
り
北
京
に
赴
か
れ
た
事
を
翠
れ
ば
事

足
り
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
學
術
的
功
業
は
夏
に
偉
大
な
も
の
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
族
行
は
現
に
豪
北
地
方
法
院
長
勅

任
判
事
と
し
て
令
名
高
い
大
里
武
八
郎
氏
を
驚
嘆
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
暑
熱
を
塾
し
て
渡
霊
界
公
的
．
調
査
を
な
す
傍
ら
。
清

朝
の
歴
史
掌
故
關
係
の
資
料
を
綾
々
と
集
め
ら
れ
た
。
例
へ
ば
八

　
　
　
　
北
弔
奉
天
故
宮
班
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

辮
瀬
瀬
講
馨
欝
蘇
陽
蕎
磐
備
癖
聯

八
月
二
十
七
日
に
は
奉
天
宮
殿
内
の
崇
最
下
に
於
て
清
初
史
實
の

究
明
に
大
切
な
漢
文
炭
篭
を
発
　
浮
し
、
夏
に
溝
朝
巻
．
録
及
び
太
雷

雨
紅
紫
岡
を
観
て
震
明
き
る
・
所
あ
っ
た
。
次
い
で
三
十
日
に
も

同
じ
く
之
を
槻
，
又
敬
典
儒
に
清
朝
の
玉
織
を
糊
ら
れ
た
が
、
十

月
に
至
っ
て
宮
殿
内
の
病
間
櫻
を
開
い
て
幾
多
の
書
冊
を
披
閲
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
七
聞
櫻
所
藏
の
書
目
に
就
い
て
は
現
存

目
を
営
、
て
饗
昭
和
四
年
八
肛
（
工
干
春
八
號
）
の
附
讐
も
て
謬
ら
殉

れ
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
書
冊
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
前
後
・
（

に
其
入
な
く
、
時
の
総
督
趙
爾
巽
を
驚
嘆
さ
せ
た
事
を
想
ひ
、
及
び

現
在
は
其
傘
撒
に
減
じ
た
由
を
知
る
時
笥
轄
，
感
慨
に
た
へ
ぬ
次

第
で
あ
る
。
而
も
其
中
に
蒙
古
源
流
黒
本
の
在
る
事
を
知
ら
れ
た

の
は
貴
重
な
嚢
兇
で
あ
っ
て
，
満
蒙
漢
三
蓋
の
中
奥
文
の
も
の
だ

け
、
當
時
偶
々
別
箇
の
覗
察
調
査
に
來
遊
さ
れ
た
伊
東
忠
太
博
士
，

の
随
勘
考
で
あ
る
大
熊
工
墨
士
を
煩
は
し
て
藍
宣
…
眞
に
撮
り
、

初
め
て
日
本
に
終
來
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
宮
殿
内
に
於

け
る
資
料
文
献
調
査
の
傍
ら
，
．
既
は
清
朝
嚢
領
地
で
あ
る
興
京

　
　
　
　
　
　
第
「
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
　
七
四
｝



牝
拳
奉
天
故
道
餌
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

（黒

J
阿
拉
）
を
訪
れ
、
薩
に
謁
し
、
叉
癸
舞
の
編
論
叢
）

昭
陵
（
蹴
）
に
蓋
奈
の
英
磐
弔
し
，
馨
を
訪
蔓
し
は
斐

大
葬
霧
噂
し
（
後
間
も
な
く
東
京
語
穴
に
将
來
。
聞
東
震
災
の
噂
擁
失
）
、
議
嚢
の
風

習
を
具
に
親
、
各
地
に
越
階
を
訪
ね
て
東
奔
西
走
、
席
あ
た
・
ま

る
暇
す
ら
有
た
れ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
此
の
数
月
に
亘
る
族
行

巾
、
大
里
氏
の
手
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
所
の
得
難
い
爲
眞
は
百
二

十
枚
の
中
百
枚
を
選
草
し
て
一
珊
の
「
満
洲
爲
眞
帖
」
と
な
し
、
明

治
三
十
九
年
七
月
の
序
文
附
に
て
、
明
治
四
十
一
年
六
月
上
梓
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
爾
二
の
爲
眞
帖
は
、
咋
年
其
後
の
爲
旗
を
補
っ

て
改
版
上
梓
す
る
事
ど
し
て
略
支
工
を
了
へ
で
居
る
の
で
、
近
く

山
鯨
遣
志
に
よ
っ
て
乍
不
及
そ
の
解
説
を
加
へ
て
世
に
出
す
計
劃

で
あ
る
事
を
藪
に
附
言
し
て
お
き
早
い
。

　
か
く
て
此
年
の
満
洲
蕨
行
は
非
常
な
功
績
を
牧
め
て
終
了
さ
れ

た
が
、
夏
に
翌
年
に
は
再
び
命
を
受
け
て
渡
舟
、
前
四
に
劣
ら
ぬ

成
果
を
齋
ら
さ
れ
π
の
で
あ
っ
た
。
郎
ち
明
治
三
＋
九
年
七
月
、

博
士
は
多
年
編
輯
に
從
ひ
正
論
を
以
て
世
人
・
4
2
指
導
す
る
所
あ
っ

た
大
阪
朝
日
新
聞
祉
を
退
く
や
再
び
外
務
省
の
騒
騒
を
受
け
韓
國

満
洲
各
地
を
観
察
さ
れ
た
。
今
次
の
族
行
は
一
に
は
公
酌
使
命
と

　
　
　
　
　
　
第
ナ
九
塗
　
第
凶
號
　
　
七
聡
二

し
て
朝
鮮
と
支
那
と
の
閣
に
多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
聞
諸
問
題
に

醐
す
る
資
料
蒐
集
、
並
に
典
の
調
査
に
あ
っ
た
。
間
島
は
贈
爵
清

初
満
洲
族
の
黙
黙
に
律
ひ
、
こ
の
地
方
よ
り
住
民
を
興
京
、
奉
天

に
移
居
せ
し
め
た
留
守
に
乗
じ
て
、
朝
鮮
人
が
移
住
占
嫁
し
た
土

地
で
、
巽
町
醗
如
癬
は
解
決
闘
難
な
政
治
的
問
題
と
な
り
、
康
難

年
闘
以
臨
監
支
く
り
か
へ
さ
れ
た
爾
國
聞
の
外
交
黒
鉱
の
哺
つ
で

あ
っ
た
。
從
っ
て
算
博
士
は
專
攻
學
問
の
立
場
か
ら
し
て
，
朝

鮮
統
監
．
府
に
於
て
朝
鮮
側
の
記
録
文
献
に
就
い
て
調
査
さ
れ
た

後
、
満
洲
に
入
り
速
耳
に
就
い
て
究
め
ら
れ
る
所
が
あ
っ
た
。
．
そ

の
際
九
月
五
日
に
奉
天
宮
殿
内
で
、
長
白
山
圃
一
葉
を
獲
見
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
醤
由
（
舶
頭
）
は
言
ふ
迄
も
冬
、
重
語
稼

読
の
か
・
る
所
の
山
で
あ
り
、
古
來
満
洲
民
族
の
崇
製
し
た
難
峰

で
あ
る
と
共
に
、
間
島
問
題
に
關
聯
し
て
爾
週
間
に
や
か
ま
し
か

っ
た
豆
満
江
の
登
註
す
る
慮
と
し
て
、
前
篇
淺
か
ら
ぬ
由
で
あ
る
。

放
に
以
下
の
使
命
を
帯
び
た
即
行
の
途
次
、
右
の
如
き
地
圏
を
観

ら
れ
た
事
は
、
括
博
士
と
し
て
最
に
不
思
議
な
豫
と
言
ふ
べ
き
で

あ
る
が
、
こ
の
閥
題
を
は
な
れ
て
，
重
圏
そ
の
へ
の
に
就
い
て
も

亦
別
の
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
地
稠
の
製
作
が
薦
洋
翠
柳

・

（ユ54）



師
の
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
の
一
で
あ
り
ゃ
否
や
は
別
と
し

て
、
地
名
を
満
洲
文
字
で
記
入
し
て
あ
る
事
で
あ
っ
て
、
由
川
野

爆
都
邑
の
名
爾
の
正
し
い
青
み
方
を
知
り
得
る
の
は
満
洲
の
歴
史

地
理
の
研
究
上
甚
だ
有
盆
な
事
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
其
の
大

幅
の
圃
を
苦
心
の
末
に
撮
影
さ
れ
た
事
は
、
眞
に
心
界
の
珍
と
す

る
所
で
あ
り
、
且
今
日
こ
の
原
圓
の
行
衛
を
失
し
て
居
る
如
く
思

は
れ
る
黙
か
ら
し
て
も
、
眞
に
意
義
あ
る
事
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

次
で
＋
月
五
臓
に
は
奉
天
宮
殿
蘭
の
＋
面
石
経
極
を
拓
し
て
開

元
の
年
頭
と
藩
州
の
文
字
と
を
嚢
見
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
又
興
味

あ
る
碑
拓
で
あ
る
。
碑
銘
そ
の
も
の
は
，
愈
勝
陀
羅
尼
に
過
ぎ
な

い
が
，
開
元
二
年
の
日
車
は
唐
玄
宗
時
代
の
も
の
で
あ
る
事
を
語

り
、
溶
州
は
奉
天
の
古
名
で
、
そ
の
頃
既
に
藩
州
と
呼
ん
で
居
っ

た
事
が
知
ら
れ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
而
も
開
元
二
年
と
い
へ
ば

既
に
渤
海
國
が
唐
朝
よ
り
認
め
ら
れ
て
存
立
し
た
時
で
あ
り
、
奉

天
の
地
は
或
は
渤
海
國
の
所
領
に
聾
し
て
居
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る

所
か
ら
し
て
，
こ
の
十
面
石
は
或
は
渤
海
國
の
遣
物
、
文
化
の
記

念
物
で
な
か
ら
う
か
と
云
ふ
鮎
に
於
て
祖
堂
の
注
目
を
ひ
く
事
多

大
で
あ
っ
た
。
若
し
果
し
て
渤
海
國
の
殻
物
と
す
れ
ば
、
甚
だ
興

　
　
　
　
北
挙
奉
天
赦
宮
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

味
有
る
事
で
あ
る
が
、
よ
し
ん
ば
妙
句
で
な
い
に
し
て
も
、
満
洲
に

於
け
る
文
化
の
古
き
記
念
物
の
一
と
し
て
確
に
注
自
に
値
す
る
も

の
と
言
っ
て
差
支
な
い
次
第
で
あ
る
。
更
に
十
月
十
八
臼
に
及
ん

で
は
、
前
年
開
画
し
て
魚
見
す
る
所
多
大
で
あ
っ
た
宮
殿
内
の
七

間
縷
に
再
び
到
っ
て
、
刊
本
の
満
載
、
漢
文
蒙
古
源
流
、
西
域
岡

文
志
及
び
蕪
清
語
等
を
借
用
し
、
二
十
日
か
ら
二
十
五
日
迄
の
六

日
間
に
満
文
蒙
古
源
流
、
西
域
圃
文
志
、
薄
清
士
等
を
藍
窺
眞
に

撮
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
元
來
今
次
の
族
行
に
は
前
記
大
里
氏
と

現
朝
鮮
史
編
修
會
の
修
礎
宮
と
し
て
満
卓
史
の
帝
威
た
る
稻
藩
命

山
博
士
と
の
二
氏
が
随
俘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
右
蛍
池
眞
の
撮

得
に
は
二
氏
の
献
身
的
努
力
が
預
っ
て
力
看
つ
た
の
で
あ
る
。
嘗

て
故
博
士
自
身
の
語
ら
れ
た
所
に
よ
れ
ば
、
「
藍
爲
当
用
の
枠
を
＋

四
個
作
り
、
稻
葉
氏
は
紙
の
挿
み
役
と
な
り
、
大
里
氏
は
洗
ひ
役

と
な
っ
て
活
動
さ
れ
た
が
、
何
分
蔑
如
の
時
の
短
い
満
洲
の
秋
で

は
、
再
話
畦
孚
か
ら
午
後
一
時
傘
迄
し
か
働
く
事
が
腐
來
す
、
…
日

僅
か
三
隣
間
の
勢
働
で
あ
っ
た
が
、
爾
氏
の
協
力
に
よ
り
一
日
に

三
四
百
枚
の
藍
屋
翼
を
と
り
、
僅
㌃
六
口
間
に
幾
多
の
珍
籍
を
撮

爲
し
得
た
」
ξ
冨
ふ
事
で
あ
っ
て
、
翼
に
入
力
の
容
易
に
企
て
及

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
號
　
　
毛
脳
三
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牝
亭
奉
天
故
宮
膀
藏
の
蒙
早
源
流
に
麓
い
て

ぶ
事
の
出
來
な
い
事
を
や
り
鑑
け
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
需

で
な
い
。
か
く
て
前
年
に
闇
討
、
今
年
に
満
文
の
刊
本
輩
古
源
流

は
，
斜
な
る
欝
苦
の
末
に
途
に
そ
の
藍
爲
蘇
が
我
腿
本
に
將
來
さ

れ
、
斯
界
の
研
究
に
大
光
明
を
與
ふ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
今
勲
労
の
問
題
で
あ
る
蒙
古
源
流
に
就
い
て
の
み
記
し
た

の
で
あ
る
が
，
他
の
珍
籍
の
研
究
上
に
與
へ
た
黒
影
に
就
い
て
も

同
襟
で
あ
る
こ
と
は
、
無
論
言
ふ
迄
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の

如
く
地
圖
、
碑
文
、
珍
籍
の
撮
爲
磨
拓
に
從
事
さ
る
、
傍
ら
、
故

内
藤
博
士
の
調
査
の
手
は
武
庫
全
書
に
及
び
、
子
馬
閤
の
紗
本
漢

文
の
蒙
吉
源
流
を
借
用
し
、
先
に
、
借
用
さ
れ
た
七
並
櫻
内
の
刊
本

漢
文
蒙
古
源
流
と
共
に
、
坊
刻
本
蒙
古
源
流
を
校
合
さ
れ
た
事
は

余
等
後
進
と
し
て
限
り
な
い
喜
び
で
あ
り
，
深
甚
の
謝
意
を
表
す

る
所
で
あ
る
。

　
以
上
の
外
、
省
調
査
研
究
は
多
野
あ
っ
た
が
、
要
す
る
に
明
治

三
十
九
年
の
旋
行
は
、
前
年
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
大
鷺
穫
を
以
て

終
了
し
、
同
年
十
一
月
蹄
朝
さ
れ
た
が
、
藪
に
到
っ
て
故
博
士
の

満
…
洲
に
堕
す
る
識
見
．
學
識
は
凡
ゆ
る
肌
紬
に
於
て
第
一
入
者
た
る
地

歩
を
獲
得
さ
れ
，
事
満
洲
に
甚
し
て
は
何
入
も
故
博
士
に
諮
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
魏
十
九
巷
　
第
闘
號
　
　
七
四
殴

る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
明
治
四
十
年
秋
京
都

帝
闘
大
難
に
招
か
れ
て
講
締
．
と
な
り
、
愈
々
學
究
と
し
て
の
生
活

に
入
る
事
と
な
ら
れ
，
詞
懸
手
二
年
秋
に
は
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
て

東
洋
更
學
第
一
講
座
を
墨
書
さ
る
・
に
至
っ
た
。
京
都
姦
婦
大
學

の
東
洋
史
．
學
が
東
京
大
學
に
比
し
て
別
個
の
輝
か
し
い
新
置
屋
を

有
つ
に
至
っ
た
の
は
，
、
一
に
故
博
士
に
負
ふ
熊
大
で
あ
る
事
は
言

は
す
も
が
な
の
事
と
思
ふ
。

　
　
　
　
○

　
次
に
明
治
四
十
三
年
七
月
置
を
受
け
て
笠
置
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
北
京
に
將
來
さ
れ
た
敦
燈
資
料
の
調
査
の
爲
で
あ
っ
て
、
満
洲

に
は
關
係
な
か
っ
た
が
、
明
治
四
牽
五
年
二
月
末
、
命
を
受
け
て

渡
銭
さ
れ
た
時
は
，
再
々
大
功
績
を
潜
け
ら
．
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

既
時
は
崩
田
富
閣
爾
先
生
と
共
に
奉
天
に
赴
き
、
宮
殿
崇
膜
閣
内

の
満
文
七
三
と
血
膿
溝
文
鑑
と
を
影
爲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

爾
書
が
研
究
資
料
と
し
て
如
何
に
大
な
る
償
値
あ
る
か
は
今
日
周

知
の
事
で
あ
っ
て
、
今
夏
贅
書
を
要
し
な
い
が
、
序
を
鍔
て
一
志
し

て
お
き
度
い
。
満
文
出
営
は
明
三
思
三
十
五
年
認
識
の
年
に
始
り

崇
美
九
年
邸
ち
清
太
宗
崇
徳
元
年
に
及
ぶ
三
＋
年
間
の
満
洲
文
で

（　156　）



書
か
れ
た
溝
朝
の
古
記
録
で
、
清
の
灘
酒
太
宗
二
代
の
史
實
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
嘗
て
故
璽
は
婆
第
三
編
第
＋
二
號
（
驚

肚
…
）
に
「
覇
開
鵬
の
轟
」
と
い
・
櫛
麦
を
載
せ
て
こ
の
書

を
紹
介
さ
れ
た
中
に
、
「
悪
弊
と
殆
ど
同
時
代
な
る
我
が
徳
川
家
康

公
に
、
こ
れ
だ
け
の
記
録
が
備
は
つ
て
居
ら
う
か
。
女
眞
の
夷
種

か
ら
勃
興
し
た
汗
の
や
っ
た
事
と
し
て
は
、
實
に
見
上
け
た
も
の

と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
云
々
」
と
言
は
れ
た
が
、
虞
に
満
洲
族
の
清

太
組
太
宗
暁
代
の
記
録
と
し
て
は
詳
密
な
も
の
で
あ
っ
て
、
太
組

の
分
は
＋
套
八
十
｝
燐
、
太
宗
の
分
は
＋
六
輝
九
＋
九
班
、
葉
数

に
し
て
計
四
千
籐
に
及
ぶ
珍
重
な
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
が

太
槻
太
宗
實
録
の
材
料
と
な
っ
た
事
は
疑
な
い
が
、
難
文
の
太
組

實
録
を
之
に
比
す
る
時
、
そ
の
記
事
に
達
て
総
量
に
見
ら
れ
な
い

も
の
が
多
々
あ
り
、
而
も
野
離
等
の
愛
親
難
壁
氏
宗
室
の
内
事
に

關
し
て
か
滞
る
事
の
往
々
認
め
ら
れ
る
事
は
、
叉
以
て
老
棺
の
内

容
の
貴
重
な
析
獄
を
示
す
に
足
る
の
で
あ
っ
て
，
常
臨
の
記
録
と

し
て
眞
に
忠
實
な
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
．
但
し
老
馬
に
は
二

種
あ
り
、
初
め
は
無
獄
峯
（
灘
輪
）
で
記
さ
れ
、
讐
加
羅

峯
（
新
雪
二
字
）
で
書
警
め
ら
れ
を
患
は
れ
・
罫
、
（
鱗
毒
筆

北
準
奉
知
識
宮
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

素
論
馳
購
誕
無
業
鰯
響
鋒
置
）
斐
に
奮
の

は
、
加
圏
二
文
字
の
方
で
あ
っ
て
、
無
圏
歪
文
字
の
も
の
で
は
な

い
。
從
っ
て
後
に
書
き
改
め
た
峙
、
既
に
原
櫨
を
失
し
、
叉
鼠
二

面
蝕
に
か
・
つ
て
不
明
に
な
っ
た
薦
，
往
々
原
撹
幽
静
と
貼
紙
の

し
た
所
が
あ
る
。
故
に
前
記
三
十
年
間
の
記
録
と
は
い
へ
、
麓
間

服
年
数
月
旦
け
て
居
る
所
の
あ
る
の
は
、
本
夕
無
か
っ
た
か
、
或

は
右
の
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
清

初
に
帯
し
て
、
こ
れ
だ
け
揃
っ
た
記
録
が
、
奉
天
に
存
し
た
事
は

詫
年
獲
見
の
漢
文
薄
撹
と
共
に
珍
中
の
珍
と
す
る
に
足
り
る
の
で

あ
っ
て
，
藪
に
故
博
士
が
新
進
の
聖
者
と
共
に
そ
の
全
部
を
影
爲

さ
れ
た
事
は
我
塵
界
の
爲
に
虞
に
慶
す
べ
く
叉
深
謝
す
べ
き
事
で

あ
っ
た
。
叉
五
艦
清
文
鑑
は
勅
命
に
よ
っ
て
清
朝
領
土
内
に
行
は

れ
て
屠
た
君
葉
を
集
録
編
纂
し
た
僻
典
で
あ
る
。
初
め
満
文
の
み

の
も
の
が
作
ら
れ
、
次
に
満
漢
船
団
、
満
怪
漢
三
軍
、
満
蒙
漢
藏

四
購
と
な
り
、
最
後
に
乾
聖
帝
の
時
、
満
康
賊
回
漢
の
五
羅
と
な

っ
た
が
、
横
奪
芝
蝦
は
印
行
さ
れ
、
五
艦
の
も
の
は
逡
に
印
行
さ

れ
す
、
奉
天
と
北
京
と
に
嚇
部
宛
藏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て

最
も
後
出
の
五
三
の
も
の
が
、
最
も
玄
翁
園
に
亘
っ
て
隠
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
蟄
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
　
七
四
五
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北
串
奉
天
故
宮
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

に
最
も
有
盆
で
あ
り
、
印
行
さ
九
な
い
だ
け
に
目
好
し
難
つ
た
が

こ
の
翌
朝
全
盛
期
の
骨
壷
帝
の
得
意
な
著
作
で
あ
り
、
事
費
溝
朝

勢
力
の
廣
大
を
示
す
に
絶
る
記
念
物
を
苦
心
の
末
撮
影
さ
れ
た
事

は
、
亦
喜
ぶ
べ
き
大
業
で
あ
り
、
満
洲
語
そ
の
他
の
研
究
に
役
立
つ

事
多
大
な
る
、
言
ふ
迄
も
な
い
。
か
為
る
意
味
に
於
て
こ
の
有
鍵
有

償
値
な
二
書
を
影
響
さ
れ
承
事
は
，
故
博
士
と
し
て
も
最
も
満
足

に
思
は
れ
た
事
と
察
す
る
の
で
あ
．
つ
て
、
藪
に
後
進
の
一
入
と
し

て
，
故
嫉
心
並
に
朋
鷹
栖
簡
門
先
熊
の
勢
に
鋤
し
瀬
弊
の
謝
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
か
く
て
明
治
四
十
五
年
春
に
於
け
る
満
洲

盛
行
は
、
再
び
す
ろ
を
得
ぬ
大
功
績
を
牧
め
て
蹄
朝
さ
れ
、
故
博
士

と
満
洲
と
は
愈
々
密
接
な
園
係
に
結
ば
れ
て
來
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
○

　
其
後
故
博
士
と
満
洲
と
の
關
係
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
ふ
に

大
Y
止
六
年
秋
、
支
那
へ
揖
張
さ
れ
た
際
、
或
は
盆
返
H
渇
れ
か
に
満
…

洲
を
麺
過
さ
れ
た
か
と
も
思
は
れ
、
叉
七
年
＋
月
に
は
満
鐵
の

招
驚
に
よ
り
講
演
の
彌
渡
瀬
さ
れ
た
か
，
こ
の
際
は
前
蓮
の
如
き

読
響
女
献
の
特
別
の
入
手
獲
見
の
事
は
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ

る
Q
然
し
満
…
洲
に
封
ず
る
翻
心
は
愈
々
深
く
、
大
法
に
於
け
る
講
義

　
　
　
　
　
　
第
ふ
一
九
出
ぜ
　
餓
Ψ
概
號
　
　
　
七
四
エ
ハ

に
或
は
講
演
に
、
新
行
止
誌
の
寄
稿
血
温
に
、
満
洲
露
営
の
諸
問

題
を
扱
は
れ
た
事
は
賦
す
迄
も
な
か
っ
た
。
思
ふ
に
敏
博
士
は
こ

の
…
頃
か
ら
持
病
の
鵜
石
病
に
…
餐
ま
さ
れ
、
塗
．
に
大
正
十
二
年
に
は

大
手
爾
を
う
け
て
牽
う
与
て
生
命
を
と
り
と
め
ら
れ
た
位
で
あ
っ

た
か
ら
，
從
前
の
如
き
無
埋
な
調
査
研
究
美
挙
も
控
へ
ら
れ
勝
と

な
り
、
心
な
ら
ず
も
家
居
さ
る
・
に
至
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
大

正
十
三
年
に
は
蔵
書
に
艶
書
の
蕨
を
さ
れ
た
が
，
之
は
病
後
の
御

無
理
な
難
行
で
あ
っ
た
と
は
云
へ
、
明
治
時
代
の
満
洲
族
行
に
比

べ
て
は
、
は
る
か
に
苦
勢
の
度
は
か
な
か
っ
た
事
と
推
察
し
て
居

る
。
從
っ
て
こ
の
．
頃
満
洲
に
赴
い
て
薩
接
か
の
地
で
活
動
さ
れ
る

事
は
殆
ん
ど
其
機
智
が
な
か
っ
た
羅
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昨
秋
に

至
っ
て
周
園
の
形
勢
は
如
何
し
て
も
搏
士
の
出
鷹
を
煩
は
さ
ゴ
る

を
得
な
く
な
っ
て
、
病
を
推
し
て
渡
蟹
さ
る
・
に
至
　
た
。
そ
れ

は
外
で
も
な
い
日
満
定
、
化
協
會
成
立
の
爲
で
あ
る
。
一
昨
年
春
三

月
満
洲
國
の
成
立
後
、
．
目
満
山
國
の
提
携
は
凡
ゆ
る
方
爾
に
愈
々

親
密
を
加
へ
て
來
た
が
、
そ
の
女
化
的
方
両
の
提
携
開
獲
は
未
だ

し
の
感
が
あ
っ
た
。
其
晴
爾
國
識
者
よ
り
期
せ
ず
し
て
文
化
的
提

携
の
事
提
唱
さ
れ
、
遽
に
我
國
か
ら
撒
名
の
強
威
者
が
蒲
洲
に
赴
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く
事
に
な
っ
た
が
、
．
こ
の
際
内
藤
博
士
が
渡
満
し
て
、
そ
の
業
に

　
當
ら
る
べ
き
は
、
古
前
の
関
係
に
照
し
て
必
然
的
の
事
で
あ
っ
た

　
と
思
ふ
。
然
し
盛
時
博
士
は
病
葉
に
在
り
、
薬
師
は
多
大
の
懸
念

　
を
有
し
た
が
臥
断
然
決
意
し
悲
肚
な
雛
悟
を
以
て
渡
満
さ
れ
る
事

に
な
っ
た
。
故
博
士
の
満
洲
に
損
す
る
鏡
心
の
、
如
何
に
深
く
、

如
何
に
大
で
あ
る
か
、
以
て
伺
ひ
傭
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
十

月
十
一
日
憩
戸
瀬
瀬
、
大
連
に
向
ひ
，
族
順
に
羅
赦
雷
先
生
と
會

談
し
、
奉
天
に
宮
殿
圓
書
鯨
，
堂
子
廟
趾
を
訪
れ
、
叉
当
道
良
の
逆

産
を
暫
し
て
十
六
日
新
京
着
、
十
七
日
か
ら
三
目
問
に
亘
り
郷
蘇

猷
、
閣
下
欝
諸
氏
と
胸
襟
を
済
い
て
文
化
提
携
を
議
し
、
逡
に
丈

化
物
會
の
成
立
と
い
ふ
難
路
を
蕊
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
．

蹟
間
の
會
議
に
於
て
故
博
士
が
瀧
洲
、
支
那
に
謝
す
る
該
博
な
智

識
と
正
鵠
を
得
た
識
見
と
を
以
て
終
始
會
議
を
指
導
し
て
成
果
を

牧
め
ら
れ
た
事
は
、
無
漏
に
蓮
る
も
の
Σ
均
し
く
R
暗
し
た
所
で

一
あ
り
、
又
幸
に
し
て
博
士
に
野
作
し
て
渡
満
す
る
を
得
た
余
の
親

し
く
観
た
所
で
あ
る
。
十
月
二
十
臼
嵩
若
蔵
途
に
就
か
れ
ん
と
し

て
、
博
士
は
疲
勢
の
薦
、
突
撚
の
転
作
獲
熱
め
り
、
一
時
心
を
痛

め
ら
れ
た
が
、
幸
に
し
て
快
癒
、
二
日
延
引
し
た
だ
け
で
二
十
二

　
　
　
　
　
北
弔
奉
天
敷
宮
町
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

巳
禺
獲
大
連
に
至
り
、
二
十
三
日
出
帆
，
其
後
は
無
悪
麟
國
さ
れ

九
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
愈
々
協
會
が
正
式
に
戒
位
し
て
事
を
澱

む
る
や
、
藩
士
は
選
ば
れ
て
日
本
側
の
常
任
理
事
と
な
り
、
満
洲

側
の
常
任
理
事
羅
言
言
先
生
と
協
力
し
て
協
會
の
門
島
に
意
を
致

し
，
其
指
導
者
た
る
位
置
に
立
ち
鋭
意
劃
策
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
事
漸
く
画
面
に
就
く
や
否
や
、
俄
か
に
道
山
に
飾
せ
ら
れ
た

事
は
協
會
の
爲
、
延
い
て
日
満
面
國
墨
界
の
儒
痛
惜
に
堪
へ
ぬ
次

第
で
あ
る
。
禽
今
年
四
月
満
洲
國
総
理
鄭
蘇
散
先
生
の
來
朝
さ
れ

た
時
、
老
総
理
は
少
時
を
割
い
て
特
に
書
士
を
恭
仁
由
蕪
に
訪
ひ

経
國
の
策
を
問
は
る
、
や
、
下
士
は
非
常
な
熱
意
を
以
て
そ
の
抱

懐
さ
る
峯
理
想
と
劇
策
と
を
蓮
べ
て
之
に
酬
ゐ
ら
れ
た
事
は
、
世

入
の
耳
環
に
筒
新
し
い
所
で
あ
っ
て
，
以
て
博
士
の
面
目
躍
如
贈

る
を
豊
ゆ
る
次
第
で
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
故
内
藤
博
士
は
夙
に
満
洲
の
事
に
興
味
を
有
っ
て

研
究
し
、
之
が
鋤
策
を
講
じ
で
、
倦
む
勝
な
く
、
前
後
四
＋
年
、
最

後
迄
之
と
關
係
潔
結
ば
れ
た
。
言
は
y
一
丁
を
満
洲
の
事
に
捧
げ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
昭
郡
九
年
六
月
二
十
六
日
澁
焉
と
し
て
英

鰻
天
に
昇
ら
れ
、
満
洲
は
逡
に
此
の
良
き
理
解
者
、
指
導
輩
竺

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
號
　
　
七
四
七
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北
亭
奉
天
故
宮
風
藏
の
蒙
古
源
読
に
就
い
て

朝
に
し
て
失
っ
た
事
は
、
實
に
何
も
の
に
も
換
へ
難
い
千
載
の
逡

恨
と
雷
ふ
べ
き
で
あ
る
。
唯
今
後
は
只
管
に
故
博
士
の
駄
馬
を
縫

噛
し
之
を
獲
絶
せ
し
む
る
こ
そ
、
蒼
蝿
後
文
の
駕
す
べ
き
責
務
で

あ
り
、
報
恩
と
考
へ
る
次
第
で
あ
る
。

　
以
上
、
故
内
藤
博
士
と
満
洲
と
の
關
係
の
密
接
で
あ
っ
た
事
を

述
べ
，
特
に
．
歴
史
家
と
し
て
偉
大
な
る
功
績
を
満
洲
史
、
溝
夢
語

研
究
の
上
に
残
さ
れ
た
事
、
史
料
の
蒐
集
に
多
大
の
重
苦
を
彿
は

れ
た
事
に
嘗
て
略
盗
む
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
て
影
面
の
問
題
で

あ
る
面
詰
源
流
の
蒙
叉
満
文
の
藩
爲
眞
作
製
に
蘭
し
て
は
、
右
の

中
に
述
べ
た
や
う
に
大
な
る
苦
心
と
努
力
が
彿
は
れ
た
事
を
知
り

得
る
と
思
ふ
。
さ
れ
ば
こ
そ
，
昨
年
へ
ー
ニ
シ
ユ
博
士
の
新
著
出

る
や
，
故
博
士
は
直
に
之
が
批
評
を
な
し
、
意
見
を
述
べ
、
併
せ

て
蒙
右
源
流
に
幸
す
る
癸
般
的
の
意
見
を
表
は
さ
う
と
さ
れ
九
の

で
あ
っ
た
が
，
こ
れ
黒
蓋
に
種
々
の
事
構
に
よ
っ
て
實
現
さ
れ
な

か
っ
た
事
は
強
憾
で
あ
る
と
共
に
、
余
の
怠
慢
に
し
て
其
事
を
蓮

び
得
な
か
っ
た
事
を
改
め
て
御
詫
び
す
る
。
右
記
し
て
些
さ
か
追

悼
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

奪
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
第
十
九
讐
　
第
四
號
　
　
七
凶
八

　
さ
て
へ
ー
ニ
シ
ユ
博
士
の
掌
繹
さ
れ
た
満
文
蒙
古
源
流
の
原
本

は
北
李
故
富
所
戴
の
弼
本
で
あ
る
が
、
そ
の
刊
本
と
岡
一
の
も
の

を
故
内
藤
博
士
が
奉
天
宮
殿
に
於
て
夙
に
藍
下
底
に
と
ら
れ
、
叉

同
時
に
付
印
し
た
と
思
ば
れ
る
蒙
文
の
も
の
を
も
藍
烏
鷺
に
と
ら

れ
た
事
は
前
に
述
べ
九
通
り
で
あ
る
。
既
に
蓮
べ
た
如
く
奉
天
に

朔
本
蒙
古
源
流
の
満
文
と
蒙
文
及
び
漢
文
と
三
密
が
あ
り
，
北
京

に
岡
じ
刊
本
の
満
文
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
北
李
の
故
宮
に
も
刊
本

の
蒙
衝
や
漢
文
の
蒙
古
源
流
が
藏
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
事
は
當
潜

考
へ
及
ぶ
所
で
あ
る
。
へ
ー
ニ
シ
ユ
搏
士
は
そ
の
満
文
の
刊
本
だ

け
を
知
り
、
同
時
に
印
行
さ
れ
た
筈
の
蒙
文
の
も
の
を
見
な
い
事

を
遣
憾
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
臼
肥
す
る
機
會
を
得
す
、
又
之
に

就
い
て
從
來
記
録
し
た
も
の
が
無
か
っ
た
爲
に
閃
る
事
で
あ
っ
て

事
實
最
近
に
至
っ
て
、
確
に
北
李
故
宮
に
も
脱
文
と
漢
文
の
蒙
吉

源
流
の
刊
本
撃
ち
膨
隆
殿
板
の
存
す
る
事
が
分
明
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
毒
茸
前
に
も
一
書
し
九
如
く
、
故
内
藤
博
士
は
嗣
治
三
十
九

年
に
刊
本
満
文
の
蒙
古
源
流
の
藍
窮
眞
を
と
ら
れ
る
傍
ら
、
漢
文

刊
本
と
，
奉
天
文
湖
閣
所
藏
の
紗
本
の
漢
文
蒙
菅
源
流
と
を
借
魔

し
て
坊
刻
本
を
校
合
さ
れ
九
が
、
そ
の
砂
本
の
満
蒙
六
三
罷
の
蒙

（　160　）



古
源
流
も
同
じ
く
北
李
故
宮
に
存
す
る
事
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
，
左
に
蒙
古
源
流
の
刊
本
紗
本
に
就
い
て
一
括
し
て
記
蓮
す
る

事
に
し
ょ
う
と
思
ふ
。
換
羽
す
れ
ば
現
在
北
李
と
奉
天
と
に
は
如

何
な
る
種
類
の
蒙
古
源
流
が
在
る
か
と
云
．
諭
事
に
就
い
て
記
蓮
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
初
め
に
、
余
の
接
受
し
た
報
告
に
基
い
て
記

し
、
次
に
民
國
側
に
於
け
る
記
述
に
就
い
て
述
べ
る
事
に
し
よ
う
。

一
　
北
海
故
宮
博
物
院
圖
書
館
早
食
の
分

r
蒙
丈
　
刊
本
妙
本
誌
一
部

　
満
文
　
　
刊
本
　
妙
本
　
各
一
部

、
漢
文
　
乾
隆
四
十
二
年
殿
板
一
部

右
の
外
、
端
本
と
し
て
次
の
も
の
あ
り
。

　
蒙
叉
、
刊
本
五
班

　
7
蒙
満
漢
文
　
　
妙
本
冬
「
冊

（
密
愁
再
任
藏
）

（
　
同
　
　
　
）

（
方
略
館
藏
）

（
方
略
舘
藏
）

（
　
同
　
　
）

　
君
は
咋
年
四
月
か
ら
旧
卒
に
留
學
中
の
文
學
士
山
本
守
門
の
調

　
査
報
告
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
薮
に
附
干
し
て
氏
の
勢
を
謝

　
す
る
職
事
で
あ
る
。

二
、
右
圖
書
館
押
書
に
か
・
り
、
現
在
南
京
に
遷
れ
る
分

　
昨
年
の
初
毎
満
洲
鴛
瓦
の
蝕
波
を
受
け
て
寮
属
地
方
が
多
少
動

　
　
　
　
牝
亭
奉
天
故
富
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

　
心
し
た
臨
、
張
墨
良
等
は
無
謀
に
も
藩
論
故
宮
蔭
言
の
珍
籍
國

　
書
名
下
等
の
一
部
を
南
京
に
遷
し
て
し
ま
っ
た
。
．
其
の
南
遷
し

　
た
圃
書
の
部
鍬
は
莫
大
な
も
の
で
、
今
日
、
北
李
故
宮
博
物
院

　
圖
書
館
南
遷
書
籍
清
腿
と
い
ふ
一
筋
の
厚
い
目
録
が
作
ら
れ
て

　
居
る
程
で
あ
る
。
か
の
暢
守
敬
蔭
藏
の
も
の
や
、
清
史
館
に
在

　
つ
た
貴
重
な
記
録
文
献
の
大
部
が
醐
じ
蓮
命
に
會
つ
た
事
は
、

　
余
等
と
し
て
研
究
の
便
宜
上
か
ら
し
て
、
甚
だ
遣
憾
千
萬
と
言

　
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
兎
に
角
、
其
の
南
遷
書
籍
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟

　
班
の
中
に
、

　
　
漢
文
蒙
古
源
流
　
　
刊
本
、
紗
本
　
各
一
部
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
の
存
す
る
事
が
認
め
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
一
に
蓮
べ
た
蒙
叉

満
文
の
刊
本
妙
本
各
一
部
に
封
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
故
宮

二
に
蕎
藏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
は
疑
な
い
。

三
，
北
李
圏
書
館

　
珍
籍
牧
蔵
の
一
と
し
て
知
ら
れ
て
房
る
男
芸
圖
書
館
に
蒙
古
源

流
が
存
せ
ぬ
か
と
云
ふ
に
、
山
本
畢
士
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
満
文

　
の
藍
霧
島
が
あ
る
の
み
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
へ
ー
ニ
シ

　
ユ
博
士
使
用
の
藍
寓
藁
と
同
時
に
作
ら
れ
た
も
の
で
刊
本
の
藍

　
　
　
　
　
　
第
†
九
巷
　
第
四
號
　
　
七
四
九

膚



　
　
　
　
北
単
奉
天
故
宮
祈
藪
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

　
蜜
卿
眞
と
思
隠
れ
る
。

　
碕
此
の
圖
書
館
に
は
熱
河
文
革
閣
の
聖
書
が
移
入
さ
れ
て
屠
る

　
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
蒙
古
源
流
は
無
い
と
の
事
で
あ
る
。

　
或
は
初
め
文
津
閣
に
存
し
、
後
に
無
く
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い

　
と
も
思
は
れ
る
〇

四
、
満
洲
國
奉
天
に
現
存
の
分

　
奉
天
現
存
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
蕎
宮

　
殿
内
、
七
三
楼
に
藏
せ
ら
れ
て
、
今
日
は
満
洲
國
立
一
書
館
に

　
移
管
さ
れ
た
蒙
満
漢
三
罷
の
刊
本
蒙
古
源
流
各
一
部
が
存
す
る

　
事
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
明
治
三
十
八
年
に
は
少
く
と
も
各

　
二
部
存
し
た
が
、
　
一
部
は
行
衛
を
失
し
、
今
は
各
一
部
と
な
つ

　
た
も
の
で
あ
る
。
之
に
加
へ
て
文
湖
閣
に
は
、
漢
文
蒙
古
源
流

　
の
妙
本
一
部
が
藏
せ
ら
れ
て
居
る
。
之
を
北
李
故
宮
跳
馬
．
の
分

　
と
併
せ
考
へ
る
と
、
時
文
、
満
文
の
紗
本
町
一
部
も
存
し
弛
ら

　
し
い
の
で
あ
る
か
、
翫
に
明
治
三
十
九
年
故
内
藤
博
士
が
調
査

　
さ
れ
た
時
、
そ
の
二
書
の
繭
が
室
に
な
っ
て
居
っ
た
と
言
ふ
事

　
で
あ
る
か
ら
、
初
め
存
し
て
、
何
時
か
母
野
さ
れ
た
の
で
な
い

か
と
思
ふ
。
或
は
紗
本
の
蒙
ズ
満
文
は
北
京
だ
け
で
奉
天
に
迄

　
　
　
　
　
　
銘
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
七
五
〇

　
及
ぼ
な
か
つ
江
の
で
な
い
か
と
も
思
は
れ
な
い
で
も
な
い
が
、

　
他
所
は
い
ざ
知
ら
す
、
奉
．
大
だ
け
は
北
京
と
同
じ
く
存
置
さ
れ

　
た
と
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
○

　
以
上
蒙
古
源
流
に
就
い
て
現
在
北
李
に
在
り
、
叉
鋤
李
に
養
存

し
て
南
京
に
遷
っ
た
も
の
と
，
奉
天
に
現
存
の
も
の
と
に
回
し
て

分
明
し
た
所
を
列
記
し
た
の
で
あ
っ
て
、
專
ら
山
本
妙
寺
の
報
告

と
内
藤
博
士
の
調
査
の
結
果
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
他

の
四
庫
全
書
館
に
三
三
の
妙
本
が
在
っ
た
か
否
か
、
若
し
在
っ
た

と
す
れ
ば
そ
れ
は
現
在
如
何
に
な
っ
た
か
、
叉
三
一
の
刊
本
は
他

に
も
存
す
る
か
否
か
に
就
い
て
も
調
査
す
べ
き
で
あ
る
が
、
未
だ

調
査
が
其
所
迄
及
ん
で
房
な
い
の
で
，
之
に
は
燭
れ
す
し
て
、
唯

北
内
と
奉
天
と
に
存
す
る
も
の
に
就
い
て
の
み
記
し
た
事
を
お
こ

と
は
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
右
に
述
ぶ
る
如
く
北
李
及
び
奉
天
に
は
、
相
當
多
撒
の
蒙
百
源

流
の
紗
本
刊
本
が
存
す
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
北
李

所
在
の
も
の
に
就
て
は
既
に
今
日
迄
二
三
記
さ
れ
た
事
が
あ
り
，

劇
毒
の
事
と
一
致
す
る
が
、
蛇
足
乍
ら
次
に
附
記
し
た
い
と
思
ふ
。

先
づ
集
刊
箋
本
笙
分
（
民
國
十
九
年
　
月
昭
瀦
五
年
差
）
に
重
篤
籠
蕃

（　16・．，．　）



聾

蒙
馨
名
筆
袋
（
蒙
古
源
流
研
究
之
一
）
を
載
せ
ら
れ
奉
に
（
甦
頻

照
）　

蒙
古
源
流
満
文
課
本
。
蒙
古
源
流
中
文
藻
本
非
課
愚
蒙
叉
。
乃

　
由
満
文
而
韓
課
者
’
6
今
成
南
面
布
進
呈
之
真
率
原
本
。
錐
不
可

　
得
見
。
　
（
予
近
嚢
見
北
下
故
宮
博
物
院
藏
蒙
古
源
流
之
蒙
文
本

　
二
コ
入
　
扁
爲
爲
本
。
　
一
爲
判
本
。
藩
陽
故
宮
博
物
舘
亦
通
肩
蒙

　
文
本
。
蓋
王
冠
必
衰
札
布
本
属
窮
刊
聖
者
也
）
幸
景
陽
宮
禽
藏

　
有
満
文
運
本
。
夜
越
糠
以
校
正
中
石
課
本
也
。
（
下
略
）

と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
之
は
蒙
古
源
流
に
賞
し
て
民
國
の
皐
者
の

研
究
嚢
表
と
し
て
は
先
鞭
を
な
す
も
の
と
思
・
飛
か
、
そ
の
漢
丈
が

原
文
の
蒙
叉
か
ら
直
接
課
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
蒙
文
か
ら
先
づ

満
文
に
課
し
，
次
い
で
満
文
か
ら
漢
課
さ
れ
九
も
の
で
あ
る
事
は

故
内
藤
博
士
が
前
蓮
の
藍
爲
眞
を
得
，
叉
漢
文
の
坊
刻
本
を
校
合

さ
れ
た
時
に
早
く
も
癖
付
か
れ
た
事
で
あ
っ
て
、
從
來
余
等
の
度

々
承
っ
た
所
で
あ
っ
て
，
陳
寅
重
氏
の
言
を
倹
つ
迄
も
な
い
の
で

あ
る
。
而
し
て
陳
氏
が
北
李
故
宮
博
物
院
で
畿
見
し
た
と
い
ふ
蒙

文
本
二
種
は
、
前
記
一
の
項
に
示
し
九
国
懲
勤
殿
軍
の
刊
本
妙
本

証
一
部
と
い
ふ
の
に
重
る
も
の
と
思
ふ
。
叉
涛
陽
故
宮
博
物
館
の

　
　
　
　
北
亭
奉
天
野
宮
班
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

蒙
文
本
と
い
ふ
の
は
、
奉
天
宮
殿
に
濃
艶
の
蒙
文
刊
本
で
、
明
治
三

十
八
年
藍
爲
眞
に
と
ら
れ
た
所
の
も
の
に
當
る
の
で
あ
る
。
叉
、

幸
景
陽
富
爾
転
転
満
文
課
本
と
言
っ
て
居
る
の
は
、
や
は
り
一
の

蕉
懸
勤
殿
藏
と
あ
る
満
文
の
何
れ
か
を
指
す
も
の
と
思
は
れ
る
。

成
藩
札
布
職
歴
之
蒙
文
原
本
は
果
し
て
如
何
に
な
っ
て
居
る
か
一

不
可
得
見
と
言
ふ
の
は
蓋
し
當
を
得
た
言
で
あ
ら
う
か
。

　
右
は
陳
寅
烙
氏
の
読
に
就
い
て
こ
蕎
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
後

民
國
に
於
て
は
縮
別
之
に
面
し
て
の
研
究
は
患
で
す
、
唯
最
近
に

至
っ
て
二
種
の
書
目
に
蒙
古
源
流
を
記
七
た
も
の
が
あ
み
の
で
，

藪
驚
け
垂
に
す
る
。
其
一
つ
は
幽
翠
ハ
暴
行
の
鰹
細

説
翻
院
婆
書
籍
聯
合
轟
で
あ
っ
て
，
九
一
四
の
門
に
、

　
欽
定
蒙
古
源
流
　
　
満
文
〔
糟
、
’
一
∠
〕
〔
故
〕

　
　
　
八
冊
八
巻
　
刻
本

　
　
　
〔
放
〕
又
霊
妙
本
。
〔
李
〕
從
〔
故
〕
藏
刻
本
鷹
印
本
。

　
　
　
　
又
心
緒
文
紗
本
刻
本
各
一
部
。

と
記
し
て
居
る
。
之
に
よ
れ
ば
故
宮
博
物
院
囲
書
館
に
満
文
と
蒙

文
と
の
刊
本
妙
本
各
一
部
を
重
し
て
屠
り
、
北
二
極
書
館
所
論
の

満
文
は
故
宮
所
要
の
満
文
刊
本
の
鷹
印
本
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
七
五
一

（　163　）



　
　
　
　
　
北
亭
奉
天
故
宮
祈
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

窃
っ
て
，
前
に
一
、
三
，
に
記
し
た
所
と
正
し
く
一
致
す
る
の
で

あ
る
。
他
の
一
は
、
昨
夏
八
月
印
行
さ
れ
た
敵
宮
殿
本
書
庫
現
存

届
で
あ
っ
て
、
其
の
中
冊
「
志
乗
」
の
項
に
、

へ
蒙
古
源
流
　
八
巻
　
乾
隆
四
十
二
年
課
刊
、
八
冊

　
　
叉
　
　
　
八
巻
爲
本
八
賜

と
あ
り
、
同
じ
く
下
篇
「
清
文
出
自
」
の
項
に
は
夫
々
満
文
蒙
文
を

以
て
，
爾
種
の
蒙
古
源
流
の
存
す
る
事
を
記
し
て
層
る
。
中
瀬
志

乗
の
項
の
記
章
は
、
共
に
漢
文
の
刊
本
と
福
本
と
を
言
ふ
も
の
で

あ
り
，
下
冊
溝
文
書
目
の
二
害
は
恐
ら
く
刊
本
を
指
す
も
の
と
思

ふ
。
然
ら
ば
故
宮
に
就
い
て
、
感
文
属
文
の
島
本
の
頭
重
は
記
し

て
居
ら
ぬ
が
、
重
篤
漢
三
膿
の
刊
本
の
存
す
る
事
は
前
項
一
に
蓮

べ
た
所
と
一
致
し
て
疑
ひ
な
く
、
而
も
漢
文
刊
本
が
乾
隆
四
十
二

年
刊
と
い
ふ
の
は
山
本
學
士
の
報
告
と
正
し
く
吻
合
す
る
。
但
し

山
本
學
士
の
報
告
に
診
て
は
漢
文
学
本
八
冊
の
敬
宮
存
在
を
言
っ

て
居
ら
す
、
そ
れ
に
柑
慮
す
る
”
も
の
は
工
の
南
遷
書
目
の
中
に
見

ら
れ
る
に
反
し
，
是
に
は
故
宮
に
妙
本
八
冊
の
存
す
る
事
を
雷
っ

て
房
る
の
は
、
疑
は
し
い
と
も
思
は
れ
る
が
、
恐
ら
く
南
遷
し
た
事

を
知
ら
す
蕾
に
よ
っ
て
そ
の
ま
・
に
記
し
た
か
、
或
は
堕
罪
の
患

　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
露
瞑
號
　
　
七
五
二

來
豊
後
に
南
遷
し
た
（
琶
印
が
先
で
南
、
遷
が
後
の
義
）
も
の
で
あ
っ

て
、
山
本
藩
士
の
見
落
し
で
は
な
か
る
べ
く
、
若
し
漢
文
の
豊
本

が
二
部
あ
り
、
…
部
南
遷
し
、
一
黒
磯
存
し
た
な
ら
ば
、
追
入
も

氣
付
く
所
で
あ
る
と
思
ふ
。
以
上
に
よ
っ
て
民
國
側
の
記
述
臼
録

も
、
目
的
の
差
異
に
よ
つ
て
、
必
し
も
全
般
に
亙
っ
た
も
の
と
は

雷
ひ
得
ぬ
が
、
大
仁
に
煽
て
由
本
學
士
の
調
査
報
告
と
一
致
し
、

北
爪
†
故
宮
に
は
一
部
は
薗
…
遷
し
た
と
は
云
へ
、
冊
女
山
9
る
に
蒙
－
古
　
源

流
の
蒙
皇
漢
三
文
の
妙
本
刊
本
雨
種
が
存
し
た
と
い
ふ
事
は
確
め

得
る
次
第
で
あ
る
。

　
以
上
北
李
及
び
奉
天
の
爾
故
宮
に
藏
せ
ら
れ
た
所
の
蒙
百
源
流

の
刊
本
と
直
垂
と
に
就
い
て
現
存
の
部
数
を
記
し
た
が
、
右
の
刊

本
と
い
ふ
の
は
無
論
乾
隆
殿
板
で
、
北
李
本
の
中
に
乾
隆
四
＋
二

年
二
本
　
部
と
あ
る
の
は
之
を
鐙
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
照
り
漢
文
の
も
の
の
み
で
な
く
、
蒙
文
満
文
に
も
適
用
さ
る
・

も
の
と
み
て
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
叉
紗
本
と
い
ふ
の
は
、
奉
天
文

潮
閣
の
漢
文
妙
本
か
ら
推
し
て
、
其
全
部
が
四
庫
全
書
本
で
あ
る

事
は
疑
な
い
と
思
ふ
。
然
ら
ば
右
蓮
の
事
を
更
に
表
示
す
れ
ば
、

　
北
李
鷺
宮
匹
蒙
丈
　
砂
書
（
四
庫
本
）
「
刊
本
ハ
乾
隆
殿
板
）
各
一
部
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膨満
俳文

奉
　
　
天
1
1
蒙
文

　
　
　
　
　
満
文

　
　
　
　
　
漢
文

属妙
本
（
臨
画
本
）

刊
本
（
乾
雨
池
板
）

刊
本
（
乾
鳥
殿
板
）

同同時
本
（
四
庫
本
）

同．、

一
部
ー
ー
4
南
遷

二
部
↓
一
部
南
遷

端部同
i
↓
文
湖
閣

と
な
る
わ
け
で
あ
っ
て
，
倫
初
め
に
は
、
奉
天
文
湖
閣
に
も
古
文

満
文
の
砂
本
の
存
し
た
事
は
疑
な
く
，
前
に
一
言
し
た
通
り
で
あ

る
。
蓋
し
乾
隆
型
板
邸
ち
刊
本
に
蒙
学
界
丈
の
三
二
あ
る
以
上
、

妙
本
邸
ち
七
瀬
本
に
も
漢
文
の
外
、
寒
駅
紅
燈
の
存
し
た
と
み
る

べ
き
は
當
然
の
事
で
、
而
も
北
京
に
存
し
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る

限
り
、
北
京
と
同
程
度
に
清
朝
の
奪
重
し
た
奉
天
に
存
し
た
事
は

愈
≧
確
か
さ
を
加
ふ
べ
く
、
現
に
塞
翁
と
な
っ
て
房
る
の
は
、
盗

出
の
災
に
會
つ
た
も
の
で
本
來
存
し
た
事
を
示
す
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。

　
毒
し
て
右
に
蓮
べ
た
外
，
前
に
表
示
し
た
中
に
見
え
る
北
卒
故

宮
内
の
各
種
蒙
古
源
流
の
端
本
は
、
何
れ
も
殿
板
或
は
四
庫
本
の

　
　
　
　
北
．
學
奉
天
界
宮
所
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

端
本
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
．
蒙
満
漢
文
洲
本
各
　
冊
と
い
ふ
の

は
，
恐
く
圓
明
園
或
は
熱
河
か
ら
搬
入
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
と

撫
像
さ
れ
る
。
或
は
浮
害
の
際
の
稿
本
の
一
部
と
で
も
言
ふ
べ
き

も
の
か
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
薄
物
に
就
い
て
察
し
な
け
れ
ば
、
何
れ

で
あ
る
か
嘗
明
し
難
く
、
恐
ら
く
葡
者
に
從
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

實
際
に
就
い
て
考
へ
る
に
、
妙
本
は
撒
多
い
理
由
な
く
，
各
回
庫

館
に
在
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
北
方
の
四
閣
だ
け
で
、
南
方
の

三
閣
は
果
し
て
如
何
か
謬
る
疑
は
し
い
次
第
で
あ
る
。

　
次
に
多
少
内
容
に
鰯
れ
る
事
で
あ
る
が
、
零
本
（
四
康
本
）
と
刊

本
（
乾
隆
四
＋
二
年
立
板
）
と
は
、
四
庫
全
書
館
の
設
け
ら
れ
た
年

次
か
ら
推
し
て
、
大
髄
に
於
て
殿
板
が
先
に
作
ら
れ
、
後
に
妙
本
の

臨
來
た
で
あ
ら
う
事
は
見
當
付
け
得
る
。
但
し
假
り
に
蹴
板
が
凡

て
乾
裂
四
十
二
年
と
し
て
も
、
監
本
の
作
成
は
何
年
で
あ
る
か
，

之
を
明
確
に
示
す
事
は
批
難
で
あ
る
。
而
も
故
内
藤
博
士
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
漢
女
の
蒙
古
源
流
は
、
奉
天
宮
殿
七
問
穣
懇
識
の
殿
板

と
、
文
湖
閣
藏
の
妙
本
と
の
湖
に
可
成
り
の
差
異
が
あ
る
と
言
ふ
事

で
あ
る
か
ら
、
蒙
文
や
満
文
に
於
て
も
、
雨
種
の
間
に
差
異
あ
る
事

も
考
へ
得
べ
く
、
飴
興
文
と
満
文
と
の
聞
に
も
往
々
調
蓮
す
る
所

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
七
五
三
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北
挙
奉
旧
故
営
所
藏
の
蒙
古
源
漉
に
就
い
て

が
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
就
て
は
盟
に
北
準
留
學
中
の

山
本
學
士
も
私
信
に
而
て
其
事
を
報
告
し
て
、
「
、
妙
本
堤
文
は
刊
本

程
省
略
な
し
」
「
妙
筆
古
文
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
（
『
．
H
’
G
Q
O
ぎ
自
5

0
①
ω
〇
三
〇
馨
①
α
2
0
ω
学
窓
O
薦
O
ピ
戸
：
…
）
に
近
く
、
刊
本
と
シ
ユ

ミ
ツ
F
本
と
の
中
闘
に
立
つ
も
の
な
ら
ん
」
と
の
意
味
の
事
を
言

は
れ
居
り
、
且
前
文
の
方
は
哺
通
り
比
較
校
合
さ
れ
た
由
で
あ
る
。

從
っ
て
瀟
文
に
於
て
も
同
襟
の
事
が
想
像
さ
れ
得
べ
く
、
叉
難
文

よ
り
満
女
に
課
す
場
合
に
可
成
り
の
意
を
加
へ
て
改
め
た
事
は
，

最
後
の
清
朝
に
驕
係
の
記
事
の
邊
に
て
特
に
認
め
ら
れ
る
の
み
な

ら
す
，
全
般
に
亙
っ
て
考
へ
及
ぶ
所
で
あ
ら
う
。
そ
の
他
喀
骨
導

本
蒙
古
源
流
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
事
も
ま
た
　
考
を

要
す
る
所
で
あ
る
。
是
等
の
鮎
よ
り
す
れ
ば
、
均
し
く
蒙
古
源
流

と
は
い
へ
、
単
離
課
作
成
の
順
序
、
系
統
，
異
本
に
聾
し
て
、
叉

記
述
の
内
容
に
つ
い
て
幾
多
考
慮
し
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
が
有
る
と
考
へ
る
吹
第
で
あ
っ
て
，
他
日
具
さ
に
研
究
の
上
高

教
を
仰
ぐ
つ
も
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
O

　
以
上
冗
漫
に
亙
つ
元
嫌
あ
る
が
、
本
望
北
李
及
び
奉
天
爾
放
宮

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
號
　
　
七
五
臨
、

並
に
陽
庫
全
書
館
に
聴
せ
ら
れ
た
所
の
蒙
古
源
流
の
三
艦
の
黒
本

と
刊
本
と
に
就
い
て
現
存
の
歌
況
を
蓮
べ
た
。
然
し
之
は
輩
に
報

告
で
あ
っ
て
、
決
し
て
研
究
と
い
ふ
程
の
事
で
な
く
、
其
の
研
究

に
汗
し
て
は
前
言
し
た
如
く
他
日
の
機
會
に
譲
り
た
く
、
叉
當
颪

の
事
と
し
て
は
へ
…
ニ
シ
ユ
博
士
の
新
盆
の
序
文
に
述
べ
ら
れ
た

事
に
訂
し
て
紹
介
衝
立
鋤
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が

之
に
就
い
て
は
内
藤
博
士
の
長
勉
に
聯
隣
し
て
未
だ
稿
を
草
す
る

の
蓮
び
に
至
ら
す
、
且
近
く
奉
天
に
於
て
蒙
文
と
満
文
と
の
刊
本

蒙
古
源
流
を
覆
刻
印
行
さ
れ
る
と
言
ふ
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

も
待
つ
た
上
で
，
詳
し
く
研
究
し
て
獲
表
す
る
の
日
あ
る
を
期
し

た
い
と
思
ふ
。
故
に
本
稿
は
甚
だ
内
容
の
乏
し
い
粗
策
な
一
文
で

汗
衡
妨
亦
｝
岡
の
至
り
に
た
へ
な
い
．
か
、
「
夙
に
我
が
日
本
に
蒙
＋
口
源
流

の
藍
爲
眞
を
始
め
そ
の
他
種
々
の
貴
重
な
史
料
を
將
來
さ
れ
た
満

蒙
堕
罪
界
の
大
恩
人
で
あ
る
故
内
藤
博
士
の
英
露
に
質
し
、
受
業

生
の
一
人
と
し
て
些
か
追
悼
の
意
を
表
す
べ
く
、
故
博
士
と
満
洲

と
の
關
係
を
述
べ
る
に
併
せ
て
、
故
博
士
が
逸
早
く
紹
介
さ
れ
た

蒙
古
源
流
の
北
李
及
び
奉
天
に
於
け
る
現
存
の
歌
況
に
就
い
て
、

少
し
く
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
、
重
ね
て
申
し
て
諸
賢
の
御
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諒
察
を
希
ふ
次
第
で
あ
る
。

（昭
a
九
年
七
月
十
充
日
》
故
内
藤
博
士
三
七
日
遥
善
供
養
の
日
、
恭
仁
山
荘
に
て
稿
了
）

附
記

余
今
夏
北
挙
族
行
り
暗
、
北
堪
圃
書
館
奄
訪
れ
、
其
藏
書
目
録
た

開
し
た
時
漢
丈
の
蒙
古
源
流
に
砂
本
八
燈
の
存
す
ろ
事
た
知
り
得

六
が
、
種
々
の
事
情
に
よ
り
、
之
為
閤
艶
す
る
に
及
ば
な
か
つ
六

の
は
甚
だ
縫
憾
と
す
ろ
所
で
あ
る
。
妙
本
と
い
ふ
の
が
果
し
て
何

で
あ
る
か
、
四
庫
本
為
意
味
す
る
も
の
か
否
か
、
こ
れ
ほ
確
に
興

妹
あ
ろ
事
で
あ
っ
て
、
若
し
四
擁
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
熱
溝
か

ら
移
入
さ
れ
乗
も
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
う
が
、
之
が
調
査
ほ
他
日

の
機
會
に
…
議
り
乗
い
と
思
ふ
。
前
に
記
し
六
所
で
疑
問
た
付
し
れ

黙
と
も
照
鷹
す
ろ
所
あ
ろ
が
、
詳
し
く
に
後
日
に
侯
つ
事
と
し
糞

い
Q
（
昭
利
九
年
入
月
三
十
一
a
附
翻
）
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繭

北
亭
奉
天
故
宮
班
藏
の
蒙
古
源
流
に
就
い
て

第
十
九
谷
　
第
四
號
　
　
七
五
五


