
北
京
の
國
都
的
性
格

i
歴
史
上
よ
り
み
た
る
i

田

」

嶺員

挫
氾

　
北
京
が
、
は
じ
め
て
正
式
な
婦
警
と
し
て
樗
ば
れ
た
の
は
、
女

眞
族
に
よ
っ
て
富
津
さ
れ
た
金
の
代
、
詳
し
く
い
へ
ば
、
そ
の
第

臨
代
海
墜
の
貞
莞
急
蝉
の
こ
と
で
あ
・
。
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ノ

　
爾
來
、
元
・
明
・
清
と
引
き
つ
ゾ
い
て
、
最
近
民
業
十
七
年
國

艮
政
府
が
南
京
に
学
都
す
る
ま
で
約
八
百
年
t
も
っ
と
る
そ
の

闇
、
金
末
と
明
初
に
合
せ
て
八
十
年
ば
か
り
、
前
者
は
沐
京
に
、
後

者
は
南
京
に
都
を
遜
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
除
け
ば
約

七
百
年
間
一
の
長
い
年
月
に
亙
り
、
支
那
に
お
け
る
閣
都
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
の
輝
か
し
い
地
位
を
保
ち
つ
ゴ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
北
京
の
地
理
的
位
鐙
を
み
る
と
一
兇
し
て
も

判
る
や
う
に
、
支
那
本
土
を
統
治
す
べ
き
中
央
政
府
の
所
在
地
と

し
て
鑑
そ
れ
以
前
の
國
怠
り
し
婁
総
省
や
洛
陽
羅
省

北
山
然
の
一
門
御
酌
糠
協
絡
W

あ
る
ひ
は
沐
京
蠕
省
な
ど
が
、
ほ
・
翼
部
に
位
し
て
み
み
の

に
比
し
て
、
あ
ま
り
に
も
北
東
に
偏
在
し
す
ぎ
て
み
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
從
毒
し
ば
し
ば
い
は
れ
る
や
う
に
、
支
那
は
歴

史
上
よ
り
み
れ
ば
、
丈
化
的
・
経
済
朗
そ
の
他
に
お
い
て
も
北
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
次
第
に
南
方
へ
と
獲
萌
し
開
獲
さ
れ
て
る
る
。
殊
に
南
采
以

後
に
な
る
と
江
南
は
支
那
丈
化
の
淵
藪
と
な
り
、
経
早
上
か
ら
い

っ
て
も
、
い
は
ゆ
る
江
蘇
み
の
っ
て
天
下
足
る
と
の
諺
が
示
す
や

う
に
、
江
南
地
方
が
ほ
と
ん
ど
北
支
い
な
全
支
那
を
賄
っ
て
み

て
、
北
京
へ
は
こ
の
江
南
地
方
か
ら
大
蓮
河
や
時
に
海
面
に
よ
っ

て
糧
米
を
亡
ぶ
と
い
ふ
非
常
な
不
便
i
一
軍
に
糧
食
だ
け
か
ら
い

へ
ば
、
す
で
に
階
や
唐
の
頃
に
も
常
に
こ
れ
を
江
漸
地
方
に
仰
い

で
．
は
み
る
が
、
元
・
明
・
清
と
な
る
と
鷺
流
に
み
て
も
、
こ
の
傾
、

第
二
＋
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…
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北
山
尽
の
幽
都
響
性
格

向
は
一
撃
甚
し
く
な
っ
て
き
て
み
る
　
ド
を
経
細
し
て
る
る
。

　
か
や
う
に
、
丈
化
の
難
や
維
済
上
か
ら
み
て
も
、
南
宋
以
後
に

な
る
と
支
郷
の
重
心
は
、
あ
き
ら
か
に
中
原
以
南
に
移
っ
て
み
る

と
思
は
れ
る
に
も
か
、
は
ら
す
、
な
ぜ
北
京
は
、
か
く
も
長
い
年

月
の
間
西
都
た
り
え
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
か
Σ
る
疑
聞
を
解
く
た
め
に
は
、
支
那
昆
族
と
北
方
な
い
し
東

北
方
民
族
と
の
關
係
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
國
都
と
し
て
の
北
京
が

も
つ
歴
皮
性
を
考
察
す
る
要
が
あ
り
、
北
京
の
國
都
的
性
格
を
規

定
す
る
要
素
も
、
こ
の
黙
に
存
す
る
か
に
考
へ
ら
れ
る
。

　
一
雛
北
京
を
國
都
と
し
た
諸
朝
を
み
る
と
、
う
ち
明
を
除
く
三

朝
ま
で
が
北
方
民
族
に
州
崎
し
て
み
る
。
す
な
は
ち
金
朝
を
興
し

た
女
眞
族
に
し
て
も
、
元
朝
を
創
め
た
蒙
古
族
、
ま
た
清
朝
を
建

て
た
満
洲
族
に
し
て
も
、
そ
の
生
活
態
様
は
嚴
籍
に
は
そ
れ
み
＼

多
少
の
絹
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
ひ
と
し
く
北
方
民
族
で
あ
る
と
い

ふ
黙
に
お
い
て
、
定
著
農
耕
の
支
那
民
族
と
は
本
質
、
的
に
異
る
も

の
が
あ
る
と
い
へ
よ
う
．
、
そ
の
か
れ
ら
が
金
・
元
・
清
な
ど
の
三

家
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
遊
牧
的
な
い
し
牟
耕

病
的
民
族
の
み
を
支
配
の
二
七
と
し
て
み
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

第
二
十
八
巻
　
第
議
號

三
八

進
ん
で
本
格
的
に
支
那
本
土
を
領
有
し
、
支
那
民
族
を
直
接
統
治

す
る
と
な
る
と
、
在
來
の
如
く
北
方
に
在
っ
て
號
令
す
る
こ
と

は
、
憂
ゆ
る
勲
に
お
い
て
振
鼓
由
不
可
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
自

ら
が
支
那
本
土
に
政
治
的
本
振
を
置
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ

ま
り
か
れ
ら
の
北
京
遜
都
は
、
か
・
る
罐
史
的
命
題
に
よ
る
必
然

性
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
牟
尚
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
そ
の
勢
力
の
補
給
源
と
も

い
ふ
べ
き
浦
洲
や
蒙
古
を
、
あ
く
ま
で
唐
ら
の
手
中
に
堅
く
把
持

し
て
置
く
こ
と
は
、
か
れ
ら
が
支
那
民
族
に
封
ず
る
主
擢
を
彊
切

な
ら
し
め
る
上
に
絶
毒
心
に
必
要
で
あ
る
。
北
方
虜
器
よ
り
遊
離

し
た
魚
族
國
家
の
支
那
統
治
こ
そ
は
、
到
底
永
績
す
べ
く
も
な

く
、
蓮
に
、
か
れ
ら
が
滑
面
た
る
北
地
を
、
し
っ
か
O
と
勢
力
下

に
置
い
て
支
那
本
土
に
臨
む
か
ぎ
り
、
そ
の
下
直
は
蝋
画
に
し
て

安
全
で
あ
る
。

　
北
京
は
、
こ
の
北
方
と
支
那
、
北
方
民
族
と
支
那
民
族
と
を
聯

ね
、
立
者
の
相
互
關
係
を
充
足
せ
し
む
べ
き
位
置
に
あ
る
わ
け
で

あ
り
、
北
京
が
國
都
と
し
て
荷
負
す
る
歴
史
性
は
、
ま
さ
に
こ
の

黙
に
あ
る
と
い
へ
よ
・
り
。
闇
　
時
に
こ
れ
は
ま
た
北
繭
泉
“
か
・
も
つ
一
の

（，　，2eht　）



基
本
的
性
格
で
も
あ
る
。

　
以
下
、
上
述
し
た
如
き
立
場
を
、
歴
史
的
事
實
の
上
に
求
め
て

考
察
し
て
み
た
い
。

　
ま
つ
金
に
つ
い
て
じ
へ
ば
、
薪
側
に
領
有
す
る
に
至
っ
た
重
い
水
以

北
の
北
支
那
の
土
地
と
入
民
と
を
統
治
す
る
大
方
針
か
ら
、
第
三

代
熈
宗
の
頃
よ
り
多
数
の
女
比
物
を
新
領
土
に
遜
議
せ
し
め
、
つ

ぎ
の
海
陵
王
に
な
る
と
、
途
に
國
都
を
北
京
に
遽
し
t
も
っ
と

も
海
陵
王
の
燕
京
繋
累
は
、
軍
に
支
那
統
治
の
便
宜
上
か
ら
の
み

で
な
く
、
國
内
に
お
け
る
政
治
的
再
呈
的
理
由
も
見
逃
し
え
な
い

こ
と
は
、
す
で
に
本
選
丈
長
部
出
刊
、
紀
元
二
干
六
百
年
記
羊
皮

墨
論
文
集
の
う
ち
に
牧
め
た
拙
稿
、
金
の
黒
黒
王
燕
京
遜
都
の
｝

考
察
に
お
い
て
述
べ
て
お
い
た
一
こ
、
に
北
京
は
、
は
じ
め
て

一
業
の
首
都
た
り
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
も
と
ぐ
女
眞

族
の
本
地
は
満
洲
に
し
て
、
こ
こ
が
國
家
的
勢
力
の
基
地
で
あ

り
、
且
つ
當
時
な
ほ
興
安
富
の
東
西
地
慨
か
ら
長
城
地
帯
に
か
け

て
は
、
國
こ
そ
滅
び
た
れ
契
丹
族
が
相
當
な
潜
在
的
勢
力
を
保
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ
や
タ
イ

し
、
こ
れ
ら
は
遙
か
西
方
中
央
ア
ジ
ア
に
著
す
る
爾
遼
王
國
と
互

　
　
　
北
山
ぶ
の
闘
囲
都
偽
鶴
～
絡
W
「

に
氣
脈
を
通
じ
て
み
て
、
．
す
く
な
く
と
も
満
洲
・
蒙
古
を
確
保
し

な
い
か
ぎ
り
、
北
支
那
の
統
治
も
保
し
が
た
い
。
從
っ
て
、
’
金
が

た
と
ひ
北
京
に
彙
都
し
て
も
、
こ
の
至
上
原
翔
と
も
い
ふ
べ
き
北

方
の
本
地
に
力
の
軍
黙
を
置
く
こ
と
を
怠
る
な
ら
ば
、
國
家
が
滅

亡
す
る
か
或
は
圭
棲
者
自
ら
の
破
滅
と
な
る
か
、
い
つ
れ
か
で
あ

る
。　

一
旦
北
京
に
落
ち
つ
い
た
か
に
み
え
た
海
膨
王
が
、
や
が
て
支

那
文
化
に
か
ぶ
れ
、
騎
虎
の
勢
の
ま
・
に
、
さ
ら
に
南
の
沐
京
開

封
に
都
を
薄
し
、
北
方
を
忘
れ
て
南
宋
の
征
服
に
全
力
を
傾
け
ん

と
す
る
や
、
遼
陽
を
中
心
と
す
る
女
言
及
び
渤
海
的
勢
力
に
擁
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
つ
、
顎
超
し
た
世
宗
の
た
め
に
、
忽
ち
打
倒
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
は
、
如
上
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
好
機
の
脇
結
で
あ
る
。

　
世
宗
は
再
び
北
京
に
都
を
復
し
た
が
、
か
れ
の
行
っ
た
政
治
の

要
諦
は
、
下
図
・
海
陵
王
以
來
の
華
化
政
策
に
よ
っ
て
萎
微
・
沈

滞
し
つ
エ
あ
っ
た
女
眞
的
勢
力
を
、
物
・
心
の
爾
面
に
お
い
て
振

起
し
、
も
っ
て
政
治
上
・
経
濟
上
・
丈
階
上
そ
の
他
か
ら
も
支
那

的
勢
力
と
の
均
衛
・
調
恥
を
懸
る
に
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
℃
し
か

し
、
そ
の
努
力
も
か
れ
の
死
後
永
綾
せ
す
、
や
が
て
女
翼
族
の
憂

第
二
十
八
巻
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北
謳
昂
の
閾
…
都
的
性
絡
即

て
が
、
浴
々
と
し
て
支
那
丈
化
の
奔
流
に
ま
き
こ
ま
れ
つ
蕊
あ
っ

た
と
き
、
北
方
か
ら
蒙
古
族
が
立
証
し
て
、
從
來
女
眞
的
勢
力
．
の

基
礎
を
な
し
、
そ
の
補
給
源
と
し
て
宣
撫
女
眞
族
に
暫
し
、
た
え

す
新
陳
代
謝
的
機
能
を
獲
臆
し
て
み
た
満
洲
本
地
と
北
支
那
と
の

聯
絡
を
遮
断
す
る
に
及
ん
で
、
金
國
は
北
京
か
ら
再
び
沐
京
へ
遜

都
し
た
が
、
す
で
に
國
家
の
生
命
の
根
源
を
断
た
れ
た
に
も
等
し

く
、
民
族
的
に
も
か
れ
ら
は
、
支
那
と
い
ふ
大
き
癒
ル
ツ
ボ
の
中
、

に
溶
け
こ
む
ほ
か
な
い
惨
じ
め
な
最
後
を
と
還
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ビ
ラ
イ

　
つ
ぎ
に
、
元
も
至
元
四
年
世
組
に
よ
っ
て
北
京
に
．
食
画
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
グ
　
ブ

が
、
要
す
る
に
こ
れ
も
、
そ
の
頃
脳
室
を
拶
ま
し
て
み
た
阿
里
不

力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

寄
の
叛
鑑
に
導
因
す
る
輝
北
並
に
西
北
邊
一
帯
の
動
揺
や
、
北
支

那
統
治
及
び
南
朱
征
討
な
ど
の
諸
の
重
要
問
題
に
樹
発
す
る
に

は
、
や
は
り
北
京
が
、
も
っ
と
も
好
位
置
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
い

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
の
後
、
元
朝
は
南
宋
を
滅

ぼ
し
て
、
金
よ
り
も
遙
か
に
廣
大
な
支
那
蚕
土
を
領
有
し
な
が
ら

も
、
末
年
ま
で
こ
・
に
鋭
し
た
が
、
こ
れ
も
北
方
本
地
の
重
親
と

い
ふ
こ
と
が
、
元
一
代
を
貫
く
國
策
で
あ
っ
た
た
め
と
考
へ
る
。

　
試
み
に
元
朝
歴
代
の
皇
帝
を
み
る
と
、
い
つ
れ
も
即
位
ま
で
の

第
二
十
八
巷
　
第
三
號

閥
○

年
月
を
、
北
方
防
衛
司
令
官
と
し
て
外
蒙
古
や
西
北
蒙
古
方
面
、
す

な
は
ち
元
朝
の
國
家
蘭
勢
力
の
根
源
地
を
な
す
と
こ
ろ
に
駐
屯
し

　
　
　
　
　
⑥

て
る
る
し
、
或
は
北
京
に
遷
っ
て
支
那
統
治
に
専
念
し
つ
誌
あ
っ

た
世
紺
に
癒
し
、
そ
の
華
化
的
態
度
を
詰
問
し
た
西
北
藩
王
も
あ

　
　
　
　
⑦

る
や
う
に
、
蒙
古
本
地
の
諸
王
貴
族
た
ち
が
、
常
に
元
室
の
華
化
的

傾
向
に
制
動
機
的
役
割
を
演
じ
る
と
Σ
も
に
馬
他
面
ま
た
、
支
那

内
地
に
在
る
蒙
古
人
貴
族
も
、
そ
れ
ぐ
蒙
古
本
地
に
お
の
ぐ

の
地
盤
を
領
有
し
て
み
て
、
こ
れ
ら
の
黙
に
隠
す
る
か
ぎ
の
、
、
支

那
と
蒙
古
と
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
一
照
的
、
い
な
む
し
ろ
本

土
と
屍
領
に
も
等
し
い
菩
薩
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
元
朝
は
北

京
に
國
都
を
置
き
つ
蕊
、
蒙
古
本
地
を
張
力
な
背
後
地
と
し
て
、

全
支
那
に
擁
す
る
統
治
力
を
う
ら
づ
け
て
み
た
、
め
、
支
那
の
土

地
・
人
民
を
統
治
し
て
ゆ
く
上
か
ら
は
、
政
治
的
組
織
や
そ
の
他

を
、
或
程
度
合
目
的
的
に
改
塗
し
た
り
、
新
制
し
た
り
し
て
は
み

る
が
、
し
か
し
、
そ
、
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
北
方
第
一
主
義
で

あ
う
た
。
そ
し
て
、
か
Σ
る
態
康
が
ま
た
、
元
朝
を
し
て
支
那
全

土
を
支
配
す
べ
き
謄
史
的
命
題
を
課
せ
ら
れ
て
み
な
が
ら
も
、
北

京
に
6
1
き
つ
ジ
き
根
呈
せ
し
め
て
み
た
も
の
と
思
ふ
。
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こ
の
た
め
元
代
は
、
自
然
江
甫
地
慨
に
封
ず
る
統
治
力
が
薄
弱

化
し
、
元
末
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
群
雄
が
揚
子
江
の
南

北
よ
り
鋒
起
し
て
、
途
に
そ
れ
ら
の
一
人
と
し
て
の
思
量
環
（
明

太
組
）
か
ら
北
京
を
逐
は
れ
る
に
至
っ
た
が
、
し
か
も
金
朝
と
は

異
り
、
か
れ
ら
に
は
蒙
古
本
地
が
確
保
さ
れ
て
る
た
・
め
、
支
那

を
放
棄
し
た
後
も
、
再
び
勢
力
々
も
り
か
へ
し
、
明
一
代
を
通
す

る
北
方
の
大
勢
力
と
し
て
支
那
民
族
を
脅
威
し
つ
ゴ
け
、
ひ
い
て

は
帯
代
を
経
て
環
在
に
及
ん
で
み
る
。

　
第
三
に
、
清
朝
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の
朝
廷
は
金
朝
と
同
檬

漏
洲
か
ら
興
起
し
て
満
・
蒙
の
北
方
町
諸
勢
力
結
合
の
上
に
立
っ

て
支
那
を
征
服
し
、
北
京
に
糠
っ
て
全
支
那
に
君
臨
し
た
も
の

、
、
滞
洲
族
そ
の
も
の
は
極
め
て
少
数
に
し
て
、
到
底
撒
億
を
以

て
計
る
支
那
昂
族
を
統
治
し
能
は
ざ
る
を
知
悉
し
て
み
た
が
故

に
、
支
那
征
服
の
協
力
者
た
る
蒙
古
族
を
、
政
治
上
は
も
ち
か
つ
ん

精
紳
上
に
お
い
て
も
充
分
に
心
服
せ
し
め
、
満
・
里
謡
民
族
の
｝

心
同
罷
的
結
合
關
係
に
立
っ
て
支
那
民
族
に
臨
ま
ん
と
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

根
本
的
態
度
で
あ
っ
た
。

　
從
っ
て
清
朝
と
し
て
も
、
北
方
が
第
一
義
的
で
あ
り
、
溝
代
支

北
京
の
國
都
的
毛
繕
．

那
磁
化
お
よ
び
影
響
力
の
重
心
は
、
愈
汝
江
爾
に
傾
い
て
行
っ
た

に
も
拘
ら
す
、
北
京
が
依
然
古
都
と
し
て
政
治
の
帯
心
た
り
え
た

の
は
、
北
方
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
満
・
蒙
勢
力
に
擁

護
さ
れ
、
こ
れ
に
う
ら
づ
け
ら
れ
て
る
た
が
故
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
し
か
る
に
乾
霧
以
後
、
嘉
慶
・
道
光
と
下
る
に
つ
れ
て
、
さ
き
の

金
と
同
じ
く
、
征
服
者
と
し
て
の
満
洲
朝
廷
は
、
次
第
に
支
那
自

膿
に
基
底
を
置
く
支
配
者
に
攣
り
ゆ
き
、
他
方
か
れ
ら
の
頼
み
と

し
た
満
洲
お
よ
び
蒙
古
の
地
も
、
南
方
よ
り
は
支
那
民
族
が
霧
し

く
植
民
し
て
く
る
し
、
北
方
よ
り
し
て
は
ロ
シ
ア
の
勢
力
が
南
下

侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
次
、
清
朝
に
封
ず
る
國
家
的
民
族

的
勢
力
の
補
給
至
仁
を
央
ふ
に
至
り
、
加
ふ
る
に
南
支
・
中
支
方

面
の
海
上
よ
り
す
る
砂
洲
諸
勢
力
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
そ
の
敷
治

的
焦
黙
も
、
や
ラ
や
く
北
か
ら
南
へ
と
移
動
し
て
行
つ
旗
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
る
北
方
満
・
蒙
の
地
が
、
清
朝
に
と
っ
て
第
一

．
義
的
よ
虹
二
義
的
へ
と
、
そ
の
重
要
性
を
減
じ
て
し
ま
っ
た
と
い

ひ
え
ら
れ
る
が
、
か
く
な
る
と
、
清
都
と
し
て
の
北
京
の
有
す
る

債
値
の
喪
失
は
、
も
は
や
何
入
に
も
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
第
二
十
八
巻
　
第
三
號
ド
　
　
四
一
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北
京
の
國
都
酌
性
肋
翰
・

　
最
後
に
順
序
は
顯
倒
し
た
が
、
明
朝
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
周
知

の
如
く
、
明
は
金
・
元
・
清
な
ど
・
は
異
り
、
支
那
民
族
に
掲
自

す
る
朱
元
環
（
太
麗
）
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
朝
廷
で
あ
り
、
且
つ

揚
子
江
地
帯
よ
も
臆
見
し
た
關
係
上
、
元
室
を
北
京
よ
り
善
北
に

奔
難
せ
し
め
る
と
、
今
の
南
京
に
國
，
都
を
定
め
る
こ
と
匡
な
っ

た
。
し
か
し
南
京
熱
量
．
時
代
も
、
太
禮
の
｝
代
と
次
の
建
丈
帝
お

よ
び
成
麗
永
樂
帝
の
中
頃
ま
で
の
約
五
十
絵
年
間
に
し
て
、
永
樂

＋
九
年
に
は
再
び
北
京
が
京
師
と
な
り
、
爾
來
溝
末
ま
で
引
き
つ

∬
い
た
の
で
あ
る
。

　
乖
架
、
域
紺
は
靖
難
の
憂
を
超
し
、
建
丈
帝
を
暫
し
て
大
統
を

碧
い
だ
人
で
あ
る
が
、
こ
の
靖
難
の
墾
ば
、
】
言
に
し
て
つ
く
せ

ば
、
北
京
を
中
心
と
す
る
北
方
實
力
派
　
　
北
方
屍
族
と
い
ふ
意

味
で
は
な
い
が
　
　
が
、
南
京
を
中
心
と
す
る
南
方
派
に
挑
凹
し

て
、
そ
の
勢
力
を
駆
逐
し
去
っ
た
と
も
み
る
べ
き
事
件
に
し
て
、

北
方
派
と
は
元
朝
の
後
書
た
る
蒙
古
族
を
防
衛
す
べ
く
、
北
京
（
北

卒
）
を
中
心
に
北
邊
一
部
を
画
め
て
み
た
武
力
派
で
あ
り
、
こ
れ

が
明
初
以
來
の
南
京
派
に
取
っ
て
代
っ
た
の
で
あ
ろ
。
さ
れ
ば
、

論
難
の
饗
を
韓
機
と
し
て
明
室
の
重
心
は
、
南
よ
り
北
へ
置
換
さ

儒
一
二
十
八
小
讐
　
第
露
號

四
こ

れ
た
と
も
い
ひ
う
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
し
ば
く
い
は
れ
る
如
く
、
明
一
代
を
逓
じ
、

終
始
外
部
よ
り
重
蜷
を
加
へ
、
こ
れ
を
苦
し
め
て
み
た
も
の
は
、

南
支
沿
津
を
襲
ふ
海
賊
と
、
北
方
の
蒙
古
族
と
で
あ
る
が
、
就
中
、

蒙
古
族
の
侵
逡
は
優
次
に
亙
り
激
甚
を
極
め
て
み
る
。
事
實
、
明

朝
の
政
治
的
動
勢
も
、
経
濟
上
の
諸
事
項
も
、
そ
の
何
れ
も
が
皆

北
族
の
防
衝
と
密
接
な
る
聯
關
を
有
し
て
み
て
、
こ
の
黙
を
考
へ

れ
ば
、
明
室
と
し
て
も
代
汝
北
方
を
重
観
し
、
域
胆
以
後
歴
代
を

逓
じ
て
、
一
見
危
瞼
と
も
思
は
れ
る
北
京
に
経
始
都
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
事
情
も
諒
慨
し
う
る
。
た
と
へ
ば
土
木
の
攣
に
際
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
セ
ン

天
子
英
宗
は
蒙
古
の
業
繋
可
汗
に
捕
へ
ら
れ
、
北
京
ま
た
痛
罵
に

陥
り
、
そ
の
後
も
こ
の
地
は
幾
度
か
危
機
に
曝
さ
れ
て
み
る
が
、

か
』
ろ
際
、
も
し
北
京
に
國
都
が
置
か
れ
て
み
な
い
か
、
或
は
明

室
が
難
を
江
欝
に
で
も
…
避
け
た
と
す
れ
ば
、
か
れ
ら
は
南
宋
の
轍

を
踏
ん
で
、
北
支
那
全
土
を
再
び
蒙
古
族
の
手
中
に
委
ね
、
自
ら

は
江
南
に
踊
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
か
く
考
へ
て
く
る
と
、
明
代
は
金
二
兀
・
清
な
ど
が
北
方
満
・

蒙
の
地
を
自
己
存
立
の
第
一
義
諦
と
考
へ
、
こ
れ
を
背
景
的
勢
力

〈　？．6（　）



と
し
て
支
那
本
土
に
君
臨
す
る
と
い
ふ
建
前
か
ら
北
京
を
國
都
に

揮
ん
だ
の
と
は
異
り
、
反
封
に
北
方
民
族
の
出
営
か
ら
支
那
本
土

を
防
衛
せ
ん
が
た
め
、
政
治
力
の
重
心
を
北
京
に
澄
い
た
の
で
は

あ
る
が
、
北
京
が
明
朝
に
と
っ
て
第
一
義
的
で
あ
る
結
果
、
そ
の

國
都
を
南
京
か
ら
北
京
に
遜
し
た
と
い
ふ
理
由
、
す
な
は
ち
北
京

が
國
都
と
し
て
有
し
た
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
同
じ

意
味
の
こ
と
が
い
へ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

、
以
上
の
解
熱
的
事
賢
を
通
じ
て
み
る
と
、
北
方
民
族
に
關
す
る

か
ぎ
り
、
か
れ
ら
が
支
那
本
土
を
領
有
し
、
支
那
民
族
を
本
格
的

に
統
治
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
り
、
薯
議
す
べ
き
電
導
策
の
一
と
し

て
、
い
つ
れ
も
先
づ
そ
の
閣
都
を
北
京
に
．
奨
め
て
み
る
こ
と
が
判

る
◎　

こ
の
黙
に
再
び
思
を
致
し
て
み
る
な
ら
ば
、
最
初
に
も
＝
蕎
し

た
如
く
、
北
方
昆
族
と
支
那
戻
族
と
は
民
族
的
に
は
勿
論
、
敢
會

生
活
上
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
黙
よ
り
み
て
二
元
的
で
あ
る
た
め
、

北
族
に
し
て
支
那
の
土
地
・
人
民
を
統
治
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

こ
の
二
元
性
を
、
か
れ
ら
の
有
す
る
強
大
な
武
力
に
う
ら
づ
け
ら

北
轟
ぷ
の
闘
旧
都
約
盤
絡
乱

れ
た
政
治
力
に
よ
っ
て
締
め
く
エ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

く
、
そ
の
政
治
力
の
糠
砂
ど
こ
ろ
、
足
だ
ま
り
と
し
て
選
ば
れ
た

の
が
北
京
で
あ
る
．
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
地
の
も
つ
國
都
的
性
格
の

中
に
は
、
そ
れ
み
＼
本
質
を
異
に
す
る
北
方
的
な
る
も
の
と
、
支

那
的
な
も
の
と
の
複
合
し
た
相
が
響
く
投
影
さ
れ
て
る
る
わ
け
で

あ
る
9

　
わ
れ
く
は
、
北
京
と
い
へ
ば
支
那
本
土
に
位
置
し
、
支
那
歴

朝
の
國
都
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
都
た
り
し
長
安
・
洛
陽
・
開
封

な
ど
蕊
全
く
同
じ
や
う
に
漠
然
考
へ
が
ち
で
あ
る
が
、
上
述
し
た

や
う
な
観
勲
よ
り
す
れ
ば
、
北
京
の
閣
静
的
性
格
の
う
ち
に
は
馬

こ
れ
ら
と
は
大
い
に
異
る
も
の
を
具
有
し
て
み
る
こ
と
を
知
る
で

あ
ら
う
。

　
さ
ら
に
年
た
く
い
へ
ば
、
北
京
は
特
に
支
那
丈
化
の
淵
藪
と
い

ふ
わ
け
で
も
な
く
、
或
は
全
支
那
の
経
濟
的
中
福
を
な
し
て
み
た

わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
國
家
の
中
央
に
位
置
し
て
交
血
肥
の
中

心
を
な
し
て
み
た
わ
け
で
も
な
く
、
た
野
國
都
た
る
以
上
、
政
治

力
の
中
心
で
は
あ
っ
た
も
の
・
、
し
か
し
そ
の
政
治
力
も
丈
化
・
．

受
認
・
三
歎
そ
の
他
の
も
の
が
凝
聚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
り
あ

第
二
十
八
釜
、
第
欝
號

槻
叢

（269）



北
山
暴
の
階
闘
瀧
解
約
性
絡
川

け
ら
れ
た
力
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
強
大
な
る
北
方
の
武
カ

ー
或
は
明
に
黒
し
て
い
へ
ば
、
北
族
の
防
衛
を
重
織
す
る
上
か

ら
の
武
力
i
…
に
う
ら
づ
け
ら
れ
、
擁
護
さ
れ
た
政
治
力
に
よ
っ

て
、
國
都
の
地
位
を
保
持
し
つ
混
け
え
た
も
の
と
い
へ
よ
う
。
つ

ま
り
、
そ
の
國
家
に
と
っ
て
北
方
が
政
治
上
第
一
義
的
で
あ
り
、

從
っ
て
國
家
の
政
治
的
重
心
が
北
方
に
置
か
れ
て
み
る
か
ぎ
の
、

北
京
は
國
都
た
り
え
た
の
で
影
る
．
．

　
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
も
い
ふ
や
う
に
、
清
朝
の
毎
期
、
嘉
慶
・

道
光
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
浦
臼
朝
廷
は
次
第
に
、
北
族
的

國
家
か
ら
支
那
自
膿
に
根
底
を
置
く
支
配
者
に
移
り
ゆ
き
、
さ
ら

に
は
南
方
海
上
よ
り
す
る
曇
霞
勢
力
の
、
浸
透
i
鞍
瓦
的
に
は
特

に
道
光
二
十
二
年
の
南
京
條
約
以
後
墨
書
と
な
る
が
一
に
つ
れ

て
、
清
朝
に
封
ず
る
満
・
蒙
の
重
要
性
が
第
二
義
的
と
な
り
、
そ

れ
と
蕊
も
に
實
画
聖
、
す
で
に
北
京
は
國
都
と
し
て
の
地
位
か
ら

顯
落
し
て
行
っ
た
の
で
あ
み
。
そ
れ
は
敢
て
蒋
介
石
の
北
伐
宇
成

を
ま
つ
ま
で
も
な
か
っ
た
。
か
く
て
民
意
十
七
年
南
京
に
國
民
政

府
が
樹
立
さ
れ
て
か
ら
の
北
京
は
、
一
般
の
入
々
に
は
、
も
は
や
古

い
都
と
し
て
の
墜
炭
的
存
在
で
し
か
な
い
か
の
や
う
に
思
は
れ
て

第
二
十
八
倦
　
第
三
號

閥
隣

き
た
が
、
最
近
、
ま
た
一
南
京
に
準
ず
る
陪
都
的
箪
要
性
を
帯
嘩

び
て
再
び
東
亜
の
政
治
場
裡
に
脚
光
を
浴
び
る
に
至
っ
た
こ
と
は

誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
潤
洲
國
の
建
國
、
つ
ゴ

く
蒙
古
聯
合
自
治
政
府
の
樹
立
、
ま
た
そ
れ
ら
と
我
が
國
並
に
國

民
政
府
と
の
不
可
分
的
關
係
に
お
い
て
考
量
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

以
上
の
読
明
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

（
附
記
）
　
ナ
学
愚
酬
は
以
前
か
ら
私
の
一
課
題
た
る
、
北
方
罠
族
と
・
支
郷
艮
乱
族

　
と
の
歴
史
的
開
係
を
、
北
京
と
い
ふ
一
つ
の
固
定
的
な
掻
に
槻
黙
を
置

　
い
て
考
へ
て
み
た
試
み
で
あ
り
、
從
っ
て
こ
れ
が
問
題
の
ゑ
て
で
は
な

　
い
こ
と
を
二
二
ρ
て
お
く
訳
註
で
あ
る
。

補
騒
①
　
都
市
と
し
て
の
北
京
の
歴
史
は
甚
だ
古
く
、
春
秋
職
國
の
時
代

　
に
は
、
す
で
に
瀧
仙
都
が
設
け
ら
れ
て
み
る
。
漢
以
來
は
引
き
つ
づ
き
郡

治
や
州
瀞
の
断
雀
地
と
な
臥
つ
い
で
三
代
に
は
大
都
督
府
が
設
羅
さ

　
れ
、
鞄
陽
節
度
使
の
治
所
と
し
て
東
北
面
統
御
の
中
心
を
凝
し
て
み
た
。

　
　
そ
し
て
五
代
後
配
の
天
輻
三
年
（
一
五
九
八
年
・
）
高
籏
石
二
二
塘
が
、

　
こ
の
地
を
中
心
と
す
る
附
近
一
帯
の
、
い
は
ゆ
る
薦
訟
創
十
六
…
州
を
遼
…
國

　
　
　
　
　
　
ボ

　
に
割
譲
す
る
や
、
遼
は
こ
こ
を
南
京
望
都
膚
（
後
に
は
南
京
析
二
三
）
と

　
回
し
て
五
三
の
一
に
升
し
、
串
京
雛
略
の
墓
地
と
し
て
信
癩
輕
螢
し

　
た
。
從
っ
て
北
京
が
事
二
上
、
北
支
に
お
け
る
大
都
一
二
乏
し
て
獲
摂
す

囁
る
に
至
っ
た
の
は
澄
以
後
の
ヒ
と
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
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な
ほ
、
北
京
都
城
潰
…
就
の
隊
野
史
地
理
墨
・
的
研
究
は
從
來
蜜
小
西
の
‘
多
く

の
學
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
み
る
こ
と
は
、
・
す
で
に
那
波
利
貞
博
士

の
滞
∵
金
｛
親
署
燕
京
論
叢
脳
域
孜
ハ
｛
尚
灘
…
博
士
逡
轡
記
念
交
那
賭
学
爾
瑞
濠

露
量
）
中
に
お
い
て
論
及
せ
ら
れ
て
み
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
、

特
に
わ
が
闘
　
及
び
ゆ
閾
一
蜷
血
佃
の
イ
予
に
な
る
多
く
の
鋸
繭
署
が
崖
て
る
る
。

　
奉
寛
氏
、
燕
京
赦
誤
謬
（
燕
京
樽
報
第
下
期
）

　
朱
懊
氏
、
　
噛
違
・
A
㎜
燕
山
暴
城
郭
宮
苑
圃
考
（
赤
入
折
鰻
瓢
†
刊
第
編
ハ
撫
讐
一
號
…
）

　
周
肇
瓢
氏
、
遼
・
金
京
戯
考
（
中
和
月
刊
第
二
巻
一
一
號
）
。

　
小
野
勝
年
氏
、
遼
・
金
都
魏
考
（
考
古
學
論
叢
第
　
四
阿
）

ま
た
、
元
代
に
お
け
る
北
京
、
す
な
は
ち
大
都
に
つ
い
て
は

　
未
警
鈴
氏
、
元
大
都
宮
苑
油
鼠
（
中
國
螢
造
學
祉
彙
刊
第
騨
倦
二

　
　
期
）

　
同
氏
、
　
ニ
ル
十
ハ
楓
W
晶
蝋
坊
考
（
闇
四
卜
醐
、
　
第
山
ハ
巷
讐
一
糊
甥
）

　
采
僕
氏
、
元
大
都
宮
殿
圖
考

　
村
国
治
郎
一
樽
士
、
元
の
大
都
の
都
由
甲
計
豊
に
就
い
て
（
建
餓
か
學
禽
誌
繭

　
　
丈
集
第
九
號
）

　
駒
井
和
源
氏
、
元
の
上
都
並
に
大
都
の
立
面
に
就
い
て
（
束
距
論
…
叢

　
　
第
三
輯
）

　
山
牌
村
忽
氏
、
元
の
大
綿
ス
蒙
・
斑
粥
門
九
巻
一
號
）

な
ど
が
あ
る
。

②
　
北
京
は
・
百
來
、
燕
｛
ぶ
・
燕
都
・
監
製
な
ど
の
灘
鵬
欝
を
有
し
て
み
る
が
、

　
金
以
後
、
剛
建
が
置
か
れ
る
と
墨
壷
な
欝
呼
は
、
そ
の
都
度
改
め
ら
れ

て
み
る
。
す
な
は
ち
金
輪
に
は
、
．
中
潜
大
興
府
（
貞
元
元
年
）
と
い
ひ
、

元
代
に
は
大
都
大
興
府
（
至
元
九
年
）
と
嚇
し
、
明
代
に
は
洪
武
元
年
一

帯
び
北
準
府
と
改
め
ら
れ
た
が
、
謙
辞
元
年
北
京
照
天
府
に
升
さ
れ
、

つ
い
で
十
九
年
に
は
京
師
と
呼
野
…
さ
る
。
清
認
朝
は
順
治
元
年
京
師
を
襲

ぎ
頗
天
腔
と
総
し
て
溝
末
に
至
っ
た
が
、
衣
冠
に
な
る
と
、
京
兆
と
改

め
ら
れ
、
異
閣
＋
七
年
に
は
さ
ら
に
北
李
と
改
暦
さ
れ
、
現
在
は
三
塵

び
愛
っ
て
北
京
と
い
ふ
。

③
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
桑
原
隅
藏
博
士
、
歴
典
上
よ
り
糎
た
る
南
北
支

　
那
宙
鳥
博
士
選
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
雪
駄
）
を
滲
照
せ
ら
れ
よ
。

　
　
な
ほ
、
入
丈
地
理
摯
上
の
見
地
か
ら
江
南
の
丈
化
的
開
獲
を
論
述
し

　
た
も
の
に
は
、
隅
瞬
鼻
久
夫
・
池
田
欝
…
央
氏
共
著
の
江
三
輪
丈
化
朋
螢
史
論
脚

　
が
あ
る
。

④
澄
宗
の
即
位
が
∩
女
眞
お
よ
び
渤
海
的
勢
力
に
擁
護
さ
拠
た
も
の
で

・
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
陶
軍
治
學
士
、
金
…
世
宗
隔
『
位
門
鄭
惜
の
一
考

　
察
（
京
都
帝
國
大
學
勧
業
部
刊
紀
元
二
千
六
菅
試
斬
無
論
學
論
丈
集
所

　
牧
）
に
群
論
さ
れ
て
る
る
。

⑤
　
阿
里
不
訂
町
は
…
世
瓢
の
山
不
弟
で
あ
っ
て
、
中
続
元
年
（
一
九
二
〇
年
）
…
世

　
胆
が
上
都
開
李
（
今
の
ド
ロ
ン
・
ノ
ー
ル
附
近
）
に
即
位
す
る
と
、
同
時

　
に
こ
れ
に
封
抗
し
て
和
林
に
汗
位
に
つ
き
、
兵
を
灘
げ
て
叛
し
、
爾
來

　
至
元
元
年
七
月
來
投
ず
る
ま
で
あ
し
か
け
五
年
問
兄
弟
互
に
相
争
っ
た
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北
二
尽
の
國
都
的
糠
岡
悠
脳

た
め
、
　
漢
北
一
轡
が
騒
慰
の
巷
と
な
η
、
　
さ
ら
に
、
　
阿
里
不
嵜
に
呼

灘
…
し
て
至
元
三
年
（
至
一
7
5
三
年
説
は
愛
ぬ
覗
松
男
恩
憎
士
、
焔
栂
都
の
叛
い
た

年
金
に
献
て
、
紀
元
二
千
六
百
鶴
・
罷
念
掻
疵
’
論
…
丈
億
席
班
轄
収
に
み
・
｝
～
る
新

読
で
あ
る
）
に
は
太
宗
ナ
ゴ
タ
イ
汗
家
の
一
統
を
寧
み
て
三
都
が
西
北

に
叛
旗
を
欝
へ
し
て
み
る
。

⑥
趙
翼
、
二
＋
二
史
劃
記
巷
二
九
「
元
諸
帝
多
宙
大
臣
擁
立
」
の
條
参

　
照
。
ひ
と
り
皐
帝
の
み
で
な
く
、
歴
代
の
重
臣
た
ち
竜
北
蓬
に
み
た
竜

　
の
が
多
い
。

第
二
十
八
巻
　
第
三
號

四
大

⑦
　
元
典
巻
一
二
五
、
姦
智
耀
傳
に
は

　
　
倉
丙
北
藩
王
縫
使
入
朝
謂
。
本
朝
蒋
俗
與
漢
法
呉
。
今
留
漠
地
。
建

　
　
都
邑
城
郭
。
弓
丈
制
度
蓮
用
漢
法
。
典
故
何
如
云
云
。

　
と
み
え
る
。
因
み
に
、
こ
れ
は
至
元
勲
・
六
年
頃
の
こ
と
と
息
は
れ

　
る
。

⑧
矢
野
仁
一
博
士
、
近
代
蒙
古
史
研
究
第
＋
二
章
以
下
参
照
。
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