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【
要
約
］
　
中
国
西
北
方
の
神
山
箆
揚
か
ら
、
黄
河
、
赤
水
、
青
水
、
黒
水
の
四
河
川
が
発
源
す
る
と
い
う
古
代
中
国
の
説
話
を
一
種
の
世
界
地
理
的
構
想

と
し
て
把
え
る
と
き
、
そ
れ
は
多
分
に
非
中
国
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
一
方
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
阿
辮
達
池
か
ら
ガ
ン
ジ
ス
、

イ
ン
ダ
ス
を
含
む
四
大
河
が
四
方
に
流
出
す
る
と
い
う
。
ま
た
旧
約
聖
書
創
世
記
は
エ
デ
ン
の
園
を
源
と
す
る
チ
グ
リ
ス
、
ユ
…
フ
ラ
テ
ス
な
ど
の
四
河
を

記
述
す
る
。
中
国
以
外
に
も
こ
う
し
た
類
似
の
伝
承
が
あ
る
以
上
、
箆
裾
四
逆
説
が
単
独
に
発
生
し
た
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
一
体
こ
の
よ
う
な
四
勲

記
が
発
生
す
る
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
的
環
境
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
中
国
、
イ
ン
ド
、
ヘ
ブ
ラ
イ
と
も
に
そ
う
し
た
積
極
的
要
素
に
乏
し

い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
三
種
の
四
河
説
は
姉
妹
関
係
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
地
形
そ
の
他
か
ら
見
て
恐
ら
く
中
央
ア
ジ
ア
方
爾
の
民
族
の
間
に
生
ま
れ
た
よ
り
雷

い
四
河
説
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

は
し
が
き

古
代
論
題
で
は
自
己
の
郷
土
を
世
界
の
乱
心
と
考
え
る
素
朴
な
世
界
観
が
、

儒
教
的
精
神
に
支
え
ら
れ
て
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
他
方
で
は
騙
術
の
大
九
州
説
も
そ
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
心
痛
説
話
が
示
す

　　　nv　Avvv智’　

よ
う
に
一
層
自
由
な
世
界
の
地
理
的
把
握
が
存
在
し
た
。
箆
裾
説
話
は
文
献
に

よ
っ
て
内
容
的
に
必
ず
し
も
一
定
せ
ず
、
時
代
的
に
も
変
化
の
跡
を
見
せ
る
が
、

こ
こ
で
は
な
る
べ
く
そ
の
原
初
的
形
態
を
復
原
し
つ
つ
、
殊
に
毘
裾
山
か
ら
発

す
る
と
い
う
四
水
を
仏
教
や
旧
約
聖
雷
の
四
河
説
と
比
較
し
て
、
古
代
人
が
抱

い
た
地
理
像
の
一
通
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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箆
三
山
の
位
置

　
箆
掃
山
に
関
す
る
古
代
の
交
献
の
記
載
は
多
く
断
片
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

を
綜
合
し
て
み
る
と
、
箆
裾
山
は
中
国
の
西
北
方
に
あ
っ
て
、
和
暦
或
い
は
三

層
を
な
し
て
天
空
に
舞
え
る
一
大
高
山
で
あ
る
。
そ
の
山
上
は
天
帝
の
地
上
に

お
け
る
都
で
、
一
種
の
理
想
郷
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
文
献
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
っ
て
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
例
え
ば
史
記
大
宛
伝
に
引
く
禺
本
紀
に
は
、

　
　
毘
襟
は
其
の
高
さ
二
千
五
百
余
里
、
日
月
の
堆
い
避
け
隠
れ
て
光
明
を
な

　
す
所
で
あ
る
。
其
の
上
に
酪
泉
、
手
序
が
あ
る
。

と
す
る
か
ら
、
そ
の
数
字
は
論
外
と
し
て
極
め
て
特
異
な
高
山
で
あ
る
こ
と
が

分
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
天
帝
の
下
都
で
あ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
古
代
の

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

他
の
多
く
の
神
山
と
は
異
っ
た
性
格
を
荷
担
う
も
の
と
し
て
注
冒
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
構
造
を
も
つ
高
山
が
現
実
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
が
西
北
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

は
恐
ら
く
、
天
は
西
北
に
傾
き
、
地
は
東
南
に
傾
く
と
す
る
楚
辞
天
間
篇
や
列

子
湯
器
篇
な
ど
の
思
想
と
関
連
す
る
も
の
で
、
、
東
及
び
南
に
海
を
も
ち
、
諸
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

川
の
東
流
す
る
中
国
の
地
勢
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
中
圏
西
北
方
に
位
置
す
る
毘
掃
山
が
、
実
は
大
地
の
中
央

で
あ
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
記
述
が
、
水
経
注
巻
一
の
本
文
及
び
三
図
括
地
象

に
見
え
る
。
時
代
的
に
こ
れ
ら
を
遡
る
文
献
に
は
見
当
ら
な
い
の
で
、
果
し
て

こ
の
観
念
が
ど
れ
ほ
ど
の
古
さ
を
持
つ
か
は
詳
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

申
華
的
世
界
観
と
は
全
く
異
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な

か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
、
御
手
洗
勝
氏
の
見
解
が
あ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
氏
は
毘
岩
な
る
名
称
が
本
来
申
国
語
で
丸
い
と
い

う
意
味
だ
と
し
、
寛
掃
山
は
廻
転
す
る
天
と
相
対
す
る
観
念
で
、
そ
れ
が
九
層

か
ら
成
る
の
も
九
重
天
を
反
映
し
て
お
り
、
天
帝
の
下
都
で
あ
る
の
も
天
帝
の

平
野
た
る
北
辰
の
直
下
に
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
北
辰

が
天
の
中
央
に
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
照
星
を
大
地
の
中
央
に
位
置
せ

し
め
た
の
だ
と
。
確
か
に
古
代
中
国
で
は
天
地
を
一
体
の
も
の
と
し
て
誓
え
た

か
ら
、
こ
う
し
た
解
釈
も
当
を
得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
北
辰
の
直
下
す
な
わ
ち
天
の
廻
転
軸
の
地
面
と
の
交
叉
点
に
箆
裾
山

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
増
圏
の
北
方
に
あ
た
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
の
氏
の
説
明
は
不
充
分
で
、
た
だ
天
が
西
北
に
傾
く
と
す
る
古
代
の
宇
宙
観

を
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
毘
裾
山
の
位
置
は
い
か
に
説
明
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
問
題
の
提
示
だ
け
に
と
ど
め
て
、
論
点
を

箆
掃
の
四
過
に
移
す
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
．

二
　
三
三
の
四
水

古
代
の
文
献
に
徴
す
る
と
、
箆
擶
肉
は
ま
た
黄
河
の
発
源
地
で
も
あ
る
。
然
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ら
ば
箆
掃
説
話
は
黄
河
が
流
鳩
す
る
高
山
を
知
っ
て
そ
れ
を
神
秘
化
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
石
田
幹
之
助
教
授
は
こ
れ
に
つ
い
て
箆
播
山
を
実
在
の
も
の
と

し
、
古
く
か
ら
河
源
崇
拝
の
風
習
を
も
つ
て
い
た
漢
厩
族
が
、
春
秋
．
末
か
ら
戦

国
始
め
頃
に
南
山
山
豚
東
部
に
比
定
さ
れ
る
箆
揚
山
を
知
り
、
そ
こ
を
河
骨
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

考
え
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
実
在
の
山
が
の
ち
に
高
唱
崇
拝
、
方
角
崇
拝
、

楽
土
思
想
な
ど
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
神
秘
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
三
針
な
ど

　
　
　
　
　
　
④

に
河
源
を
積
石
山
と
す
る
の
は
一
説
に
す
ぎ
ず
、
一
般
に
は
箆
裾
河
源
説
が
有

力
で
あ
っ
た
、
と
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
ら
れ
た
の
は
、
教
授
が
箆
裾
を
記

す
文
献
中
、
萬
貢
を
最
も
信
頼
で
き
る
初
期
の
も
の
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
批
判
に
対
し
て
御
手
洗
氏
は
、
本
来
非
合
理
的
な

神
話
伝
説
は
現
実
的
な
禺
貢
の
記
述
よ
り
も
む
し
ろ
神
怪
に
富
む
山
海
経
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
そ
の
原
型
を
と
ど
め
る
と
反
駁
さ
れ
た
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
河
源
説
が
、

毘
揚
説
話
全
体
の
中
で
ど
ん
な
位
置
を
占
め
る
か
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
先
ず
注
意
す
べ
ぎ
は
箆
器
山
が
単
に
河
源
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

黄
河
を
含
む
四
河
川
の
水
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
山

海
経
の
海
内
西
経
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
海
内
昆
命
の
虚
は
西
北
に
あ
っ
て
帝
の
下
都
で
あ
る
。
昆
命
の
虚
は
方
八

　
百
里
、
高
さ
万
偲
、
上
に
木
取
が
あ
り
長
さ
五
尋
、
大
き
さ
五
囲
で
あ
る
。

　
（
中
略
）
赤
水
は
東
南
隅
か
ら
出
て
以
っ
て
其
の
東
北
を
行
く
。
河
水
は
東

　
北
隅
か
ら
嵐
て
以
っ
て
其
の
北
を
行
き
、
西
南
し
又
渤
海
に
入
り
又
海
外
に

　
出
る
。
即
ち
出
し
て
北
し
禺
の
灘
く
所
の
積
石
山
に
入
る
。
漏
水
、
黒
水
は

　
西
北
隅
か
ら
出
て
以
っ
て
東
し
、
東
行
し
又
東
北
し
醜
し
て
海
に
入
る
、
羽

　
民
の
南
で
あ
る
。
弱
水
、
青
水
は
西
南
隅
か
ら
出
て
以
っ
て
詳
し
又
値
し
又

　
西
南
し
て
漢
方
鳥
の
東
を
過
ぎ
る
。
　
（
傍
点
は
筆
者
、
以
下
同
じ
）

ま
た
そ
の
西
山
経
に
は
、

　
　
（
鐘
山
の
西
諾
否
里
）
昆
命
の
丘
と
い
う
。
こ
れ
実
に
帝
の
下
都
で
あ
る
。

　
（
中
略
）
河
水
は
こ
こ
か
ら
出
て
南
流
し
、
尊
し
て
無
達
（
山
）
に
注
ぐ
。

　
赤
水
は
こ
こ
か
ら
出
て
東
南
流
し
て
氾
天
（
山
）
の
水
に
注
ぐ
。
洋
水
は
こ

　
こ
か
ら
出
て
西
南
流
し
て
醜
塗
（
山
）
の
水
に
注
ぐ
。
黒
水
は
こ
こ
か
ら
出

　
て
西
流
し
て
大
急
（
山
）
に
（
注
ぐ
）
。

と
あ
っ
て
、
同
一
書
中
に
二
つ
の
異
っ
た
記
述
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
箆

需
の
四
水
を
具
体
的
に
記
す
も
の
と
し
て
は
、
准
南
子
地
形
訓
が
あ
る
。
そ
れ

は
仙
境
と
し
て
の
箆
裾
山
の
構
造
を
詳
述
し
た
の
ち
、

　
　
河
水
は
昆
禽
の
東
北
諏
か
ら
出
て
、
渤
海
を
貫
き
萬
の
導
く
所
の
積
石
山

　
に
入
る
。
赤
水
は
其
の
東
南
諏
か
ら
著
て
、
西
聾
し
て
南
海
丹
沢
の
東
に
注

　
ぐ
。
赤
水
の
東
に
弱
水
が
あ
り
、
窮
石
か
ら
出
て
合
黎
に
至
る
。
余
波
は
流

　
沙
に
入
り
流
沙
を
要
り
、
黙
し
て
南
海
に
入
る
。
、
洋
水
は
其
の
西
北
諏
か
ら

　
出
て
、
南
海
早
業
の
南
に
入
る
。
凡
そ
四
水
は
帝
の
神
泉
で
あ
っ
て
、
以
つ

　
て
百
薬
を
和
し
、
以
っ
て
万
物
を
潤
お
す
。
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と
記
す
が
、
山
海
経
の
記
述
と
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
潅
南
子
が
浄
水
の
発
源
地
を
毘
掃
と
し
な
い
の
は
、
禺
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
雪
水
に
関
す
る
記
述
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
弱
水
と
呼
ば
れ
る
河
川
は

毘
岩
の
川
水
以
外
に
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
西
山
経
の
記
述
に
よ
っ
て
も
そ
れ
が

　
　
⑨

窺
え
る
。
ま
た
海
内
西
経
で
は
洋
水
、
黒
水
を
同
一
河
川
の
異
称
と
し
て
記
し

て
い
る
か
ら
、
西
山
経
の
四
水
は
実
は
三
河
川
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
大
荒
南
経
に
は
、
〃
大
荒
の
中
に
山
あ
り
、

死
塗
の
山
と
名
づ
け
る
。
青
水
は
こ
こ
に
窮
ま
る
”
と
あ
り
、
郵
斜
行
の
説
で

は
醜
塗
と
死
塗
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
と
す
れ
ば
西
山
経
の
洋

水
は
、
も
と
青
水
と
あ
っ
た
の
が
の
ち
誤
ま
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
以
上
の
推
測
が
当
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
　
古
代
中
国
で
は
箆
三
山
か
ら
黄

河
・
赤
水
・
洋
水
（
黒
水
）
・
弱
水
（
憲
1
4
水
）
の
四
河
川
が
発
源
す
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
な
お
芸
子
湯
長
篇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
．
　
　
　
⑧

　
　
国
（
真
北
の
国
）
の
中
に
当
り
て
山
あ
り
、
山
は
壷
餓
と
名
づ
く
、
状
は

　
鳳
薮
の
ご
と
し
。
頂
に
口
あ
り
、
状
は
員
環
の
ご
と
く
、
名
づ
け
て
滋
穴
と

　
い
う
。
水
あ
り
て
湧
出
す
、
名
づ
け
て
神
詣
と
い
う
。
臭
は
蘭
椒
に
過
ぎ
味

　
は
酵
醜
に
過
ぐ
。
　
一
源
分
れ
て
四
丁
（
舞
は
山
上
の
水
流
の
意
）
と
な
り
山

　
下
に
注
ぎ
、
一
国
を
経
営
し
て
悉
く
偏
か
ら
ざ
る
は
な
い
。

と
い
う
記
述
も
ま
た
系
統
を
同
じ
く
す
る
説
話
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
れ
ら
四
水
の
中
、
黄
河
以
外
は
現
実
の
何
れ
の
河
川
を
指
し
た
も
の

か
明
ら
か
で
な
い
。
け
れ
ど
も
山
海
経
の
諸
士
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
流
沙
と

共
に
山
野
・
紀
要
な
ど
の
地
理
的
位
置
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
扱
わ
れ

　
　
　
　
⑭

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
河
川
は
中
国
西
方
の
砂
漠
地
方
の
相
当
の
大
河
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
全
く
断
片
化
し
て
い
る
と
は
言
え
、
三
河
川
付
近
に

つ
い
て
由
海
経
の
叙
述
は
か
な
り
具
体
的
で
、
黄
河
流
域
を
居
住
空
闘
と
し
た

漢
民
族
の
空
想
を
越
え
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
代
永
く
河
源
と

し
て
の
み
窺
器
が
追
究
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
の
三
河
川
が
殆
ん
ど

忘
れ
ら
れ
た
の
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
こ
の
受
水
説
と

河
試
算
と
は
一
体
ど
■
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
四
三
と
三
三

　
全
体
に
非
現
実
的
要
素
の
多
い
毘
岩
説
話
に
お
い
て
、
黄
河
の
み
が
現
実
的

な
の
は
い
か
に
も
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
黄
河
が
果
し
て
最

初
か
ら
三
水
の
一
に
数
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
お
こ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
注
目
に
値
す
る
の
は
楚
辞
離
詩
篇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
・
。
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
朝
に
わ
れ
将
に
白
水
を
済
り
、
閥
囚
風
に
登
っ
て
馬
を
線
が
ん
と
す
。

と
い
う
記
述
で
、
白
水
は
箆
岩
に
発
す
る
河
川
と
さ
れ
て
き
た
。
若
し
こ
れ
を

四
水
の
ほ
か
と
す
れ
ば
、
寛
徳
に
は
五
識
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
河
図
括

地
象
に
は
、
箆
器
山
に
五
色
の
水
流
が
あ
り
、
そ
の
中
の
白
水
は
南
流
し
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
．

国
に
入
り
、
費
河
と
な
る
こ
と
を
記
す
か
ら
、
離
水
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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し
か
し
こ
れ
は
緯
書
の
盛
行
を
冤
た
後
漢
時
代
に
お
け
る
五
行
説
的
付
会
と
見

て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
戦
国
時
代
の
文
献
た
る
馬
繋
の
白
水
は
、
こ
の
五
色

水
の
一
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
更
に
興
味
を
引
く
の
は
爾
雅
釈
水
に
、

黄
河
は
箆
掃
か
ら
出
て
色
白
く
、
多
く
の
支
流
を
併
せ
て
始
め
て
黄
色
に
な
る
、

と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
郭
瑛
は
こ
れ
に
注
釈
し
て
、
発
源
す
る
と
こ
ろ
が

高
激
蝋
型
だ
か
ら
水
の
色
が
白
い
と
い
5
。
実
際
黄
河
が
黄
濁
す
る
の
は
黄
土

層
地
帯
を
流
れ
て
か
ら
で
、
上
流
部
が
白
水
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
古
く
白
水
・
赤
水
・
黒
水
・
青
水
か
ら
成
る
四
水
説

が
あ
っ
て
、
そ
の
白
水
が
の
ち
に
黄
河
に
該
当
せ
し
め
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
き
上
流
が
白
い
と
す
る
爾
雅
の
記
述
は
、
他
な
ら
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

白
水
の
残
像
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
中
国
の
地
勢
か
ら
黄
河
が
西
方
の
高
山
に
発
す
る
と
い
う
考
え
は
、
古

く
か
ら
漢
民
族
の
間
に
行
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
た
と
い
実
地
を
踏
ま

な
い
に
し
て
も
伝
聞
に
よ
っ
て
そ
の
上
流
部
が
黄
濁
し
て
い
な
い
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
或
い
は
河
川
の
水
源
は
す
べ
て
清
澄
で
あ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
四
水
の
う
ち
黄
河
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
の
が

白
水
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
箆
嵩
が
相
当
の
大
河
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
暗
に
そ
れ
が
大

地
の
最
高
所
で
あ
り
中
央
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
先
に
挙
げ
た
水
経
な

ど
の
説
も
、
毘
儲
説
話
が
古
く
内
包
し
て
い
た
も
の
を
明
示
し
た
に
す
ぎ
な
い

と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
先
ず
こ
う
し
た
地
理
的
構
想
が
あ
っ
て
、
こ
れ
と
は
現

個
に
発
生
し
た
河
源
の
観
念
が
こ
れ
と
結
合
し
て
、
黄
河
は
箆
掃
に
発
す
る
と

い
う
伝
承
が
生
れ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
申
華
思
想
と
相
容
れ
な
い
匿
界
観
的
構
想
は
、
儒
教
の
優
勢
化
と
共
に

破
壊
さ
れ
微
力
と
な
り
、
箆
黒
塗
源
説
の
み
が
比
較
的
…
現
実
性
を
帯
び
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
し
て
永
く
後
代
ま
で
信
奉
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
地
理
知
識
の
発

展
が
稜
石
山
を
河
源
と
し
た
時
に
も
、
そ
れ
に
第
二
水
源
と
い
う
地
位
を
与
え

た
に
す
ぎ
な
い
。
禺
貢
が
河
源
と
し
て
罠
掃
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
は
、
架
空
を

、
排
す
る
為
で
も
あ
ろ
う
が
、
ま
た
こ
の
世
界
観
の
否
定
を
意
味
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　
何
れ
に
し
て
も
中
国
人
の
毘
器
河
源
説
へ
の
執
着
は
強
く
、
後
代
河
源
付
近

の
地
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
度
に
ハ
箆
痛
は
河
源
と
共
に
西
方
へ
移
動
す
る
運

　
　
　
　
⑯

命
を
辿
っ
た
。
な
お
そ
れ
は
毘
掃
ば
か
り
で
な
く
流
沙
・
弱
水
な
ど
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
＠

も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
面
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
地
名
が
元
来
実
証

さ
れ
得
な
い
不
安
定
な
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
一
種
の
世
界
地
理
的
構
想
と
し
て
の
一
嵩
出
離
水
撃
が
、
河
源
説
に
む
し
ろ
先

立
っ
て
存
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
果
し
て
何
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
ず
胆
水
の
白
・
赤
・
黒
・
青
と
い
う
色
彩
に

注
意
し
て
み
よ
う
。
こ
の
組
合
せ
は
礼
記
の
曲
礼
に
見
え
る
四
神
の
そ
れ
に
合

致
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
は
四
神
説
に
従
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
銀
水
の
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名
称
が
必
ず
し
も
漢
民
族
の
観
念
的
所
産
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
で
は
一

体
そ
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
地
理
的
構
想
が
生
ま
れ
る
為
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
発
想

さ
せ
る
に
足
る
地
勢
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
概
し
て
西
高
東
低

の
地
勢
を
も
つ
中
国
就
中
黄
河
流
域
で
は
、
そ
の
可
能
性
が
乏
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
中
国
以
外
の
地
域
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
し
こ
れ
に

類
す
る
説
話
が
他
の
古
代
民
族
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
を
受
け
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
幸
い
に
も
、
イ
ン
ド
の
原
始
仏
教
の
中
に
、

さ
ら
に
は
旧
約
聖
書
に
類
似
の
説
話
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
先
ず
仏

典
に
見
え
る
四
河
手
を
取
上
げ
よ
う
。

四
　
仏
教
の
四
三
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
仏
教
経
典
の
中
で
も
比
較
的
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
長
路
含
経
の
世
記
経
を

見
る
と
、
雪
山
の
中
の
一
高
峰
宝
山
の
頂
上
に
阿
辮
達
池
が
あ
る
と
し
て
、
次

の
如
き
四
大
叢
説
が
記
さ
れ
る
。

　
　
阿
霧
達
池
の
東
に
恒
遡
河
が
あ
り
、
牛
口
か
ら
繊
て
五
百
河
を
従
え
て
東

　
海
に
入
る
。
阿
簿
達
池
の
南
に
新
頭
河
が
あ
り
、
師
子
口
か
ら
幽
て
五
百
河

　
を
従
え
て
南
海
に
入
る
。
阿
子
達
池
の
西
に
婆
叉
河
が
あ
り
、
馬
口
か
ら
出

　
て
五
百
河
を
従
え
て
西
海
に
入
る
。
阿
簿
達
池
の
北
に
平
塚
河
が
あ
り
、
象

　
吟
か
ら
惟
て
五
百
河
を
従
え
て
北
海
に
入
る
。
　
（
巻
十
八
　
闇
浮
提
州
品
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

焼
亡
二
面
の
世
記
経
は
漢
訳
の
み
に
伝
わ
る
経
典
で
、
こ
の
ほ
か
大
跡
取
経
、

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
⑳

起
世
経
、
起
世
因
本
経
な
ど
の
異
訳
本
が
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
記
述
に
は
や

や
異
同
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
長
阿
寒
経
に
言
う
雪
山
中
の
宝
山
は
、
他
の

諸
本
で
は
単
に
高
峰
と
す
る
の
み
で
、
宝
山
は
原
典
に
固
有
名
詞
と
し
て
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
な
か
っ
た
ら
し
い
し
、
四
大
河
と
そ
の
源
の
四
獣
の
組
合
せ
も
婆
叉
（
薄
叉
）

河
の
馬
口
を
除
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

　
だ
が
と
も
か
く
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
古
代
イ
ン
ド
に
も
同
語
員
山
か
ら
四
大

河
が
流
れ
出
る
と
い
う
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
こ
こ
に
言
う
雪
山

と
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
で
あ
り
、
恒
伽
（
0
9
σ
q
倒
）
河
が
ガ
ン
ジ
ス
、
新
頭
（
腔
亭

α
げ
ρ
）
河
が
イ
ン
ダ
ス
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
他
の
二

河
川
に
つ
い
て
は
疑
義
も
あ
る
が
。
今
日
一
般
に
三
叉
（
＜
9
犀
望
○
河
は
か
ク
ツ

ス
（
○
区
犀
ω
）
に
、
斯
川
陀
（
ω
犀
似
）
河
は
タ
リ
ム
（
↓
P
臨
邑
又
は
ヤ
ク
サ
ル
テ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

Q
9
嘱
P
肚
δ
ω
）
に
比
定
さ
れ
る
。

　
一
方
下
髪
達
池
（
》
昌
9
く
P
富
b
ぢ
）
は
無
熱
悩
池
と
も
漢
訳
さ
れ
る
よ
う
に
、

理
想
郷
的
性
格
を
も
つ
湖
で
あ
る
が
、
阿
含
部
の
経
典
で
は
そ
の
位
置
が
判
然

と
し
な
い
。
し
か
し
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
僧
世
理
の
著
わ
し
た
阿
砒
達
磨
倶
舎

論
に
は
、
大
雪
山
の
北
に
香
酔
醒
が
あ
り
、
両
腰
の
中
間
に
無
熱
墨
池
が
あ
る

と
す
る
。
香
酔
山
（
○
簿
］
P
α
び
9
－
b
日
照
伽
鋤
⇔
9
D
）
も
そ
の
名
の
如
く
神
秘
的
な
山
で
、

阿
含
部
経
典
に
も
か
な
り
詳
細
な
描
写
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
阿
褥
達
池
と
は

何
ら
関
係
が
な
い
。
た
だ
こ
の
山
の
北
に
あ
る
と
い
う
摩
陀
延
な
る
大
浴
池
の
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記
述
が
阿
豊
艶
池
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
同
じ
い
の
で
、
の
ち
に
こ
れ
が
混
同
さ
れ
て

阿
霧
達
筆
と
の
関
連
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
現
在
香
芝
山
は
チ
ベ
ッ
ト
の
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
難
中
の
カ
イ

ラ
ス
（
囚
践
一
器
）
山
に
、
阿
褥
達
池
は
そ
の
東
南
に
あ
る
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ル
（
竃
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ロ
針
目
α
宅
胃
）
湖
に
比
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
前
記
四
大
河
中
、
こ
の
付
近
か

ら
発
源
す
る
の
は
ガ
ン
ジ
ス
、
イ
ン
ダ
ス
の
両
河
の
み
で
、
こ
れ
ら
四
河
川
の

水
源
は
同
一
で
も
な
け
れ
ば
近
接
も
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
仏
教
の
四
河
説
も

ま
た
箆
器
四
水
説
に
似
て
、
現
実
的
知
識
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
観
念
的
な
地

理
的
構
想
と
欝
え
る
。
・

　
…
占
う
ま
で
も
な
く
仏
教
の
世
界
観
は
古
く
イ
ン
ド
に
行
わ
れ
た
バ
ラ
モ
ン
教

や
民
間
伝
承
を
取
捨
し
発
展
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
古
パ
ラ
モ
ソ
教
時

代
に
は
仏
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
壮
大
な
世
界
観
は
ま
だ
成
立
し
て
お
ら
ず
、

須
弥
山
（
鼠
聾
鰍
ヨ
①
議
）
の
如
き
も
単
に
大
地
の
諸
山
の
一
で
、
仏
教
や
ジ
ャ

イ
ナ
教
に
言
う
世
界
中
央
の
神
山
た
る
性
格
は
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
。
河
川
に

つ
い
て
も
シ
ソ
ド
ゥ
（
ω
す
爵
仁
）
川
を
は
じ
め
と
す
る
七
並
の
観
念
は
あ
る
が
、

同
一
水
源
か
ら
四
方
に
流
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
世
界
観
的
構
想
は
見
ら
れ
な

胸
な
お
仏
教
と
互
い
髭
面
し
合
っ
た
ジ
・
イ
ナ
教
の
蝶
簾
・
仏
教
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
れ
と
も
異
な
り
、
四
河
説
を
説
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
イ
ン
ド
の
四
流
説
は
仏
教
固
有
の
思
想
で
、
仏
教

成
立
以
前
は
勿
論
、
そ
れ
以
後
に
も
仏
教
徒
以
外
に
は
信
奉
さ
れ
な
か
っ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蹴

う
に
思
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
他
の
宗
教
に
比
べ
て
真
実
乃
至
客
観
を
よ
り
重

視
し
た
仏
教
に
し
て
は
じ
め
て
取
上
げ
得
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
類
似
す
る
伝
承
が
古
代
イ
ン
ド
に
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ

う
。　

で
は
仏
教
の
四
河
霧
は
果
し
て
イ
ン
ド
起
源
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
先
ず

比
定
が
正
し
い
と
し
て
オ
ク
ソ
ス
川
や
タ
リ
ム
川
又
は
ヤ
ク
サ
ル
テ
ス
川
が
含

ま
れ
る
こ
と
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
ガ
ン
ジ
ス
川
中
流
域
を
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
国
（
壷
鐙
身
9
q
①
珍
）
と
考
え
、
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
居
住
の
北
限
と
し
た
仏

教
時
代
の
イ
ン
ド
人
が
、
そ
れ
ら
を
知
っ
た
と
す
れ
ば
恐
ら
く
仏
教
圏
の
拡
大

に
よ
っ
て
接
触
し
た
中
央
ア
ジ
ア
方
面
の
民
族
か
ら
の
伝
聞
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

仏
教
は
早
く
紀
元
前
一
世
紀
の
半
ば
頃
．
バ
ク
ト
リ
ア
に
行
わ
れ
た
と
い
う
か
ら
、

紀
元
一
世
紀
の
編
纂
と
さ
れ
る
猛
勉
経
典
に
そ
れ
ら
が
登
場
し
た
、
と
し
て
も
決

し
て
唐
突
で
は
な
い
。
だ
が
若
し
仏
教
成
立
当
初
か
ら
こ
れ
ら
が
四
河
説
の
中

に
存
在
を
主
張
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
高
窓
に
中
央
ア
ジ
ア
と
の
文
化
的

接
触
が
あ
っ
た
か
、
或
い
は
面
河
説
そ
の
も
の
が
そ
の
地
方
か
ら
イ
ン
ド
へ
伝

播
し
た
か
何
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
チ
ベ
ヅ
ト
に
同
種
の
伝
承
が
行
わ
れ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
四
河
説
は
大
清
一
統
志
は
じ
め
二
～
三
の
中
国
書
や
外
国
人

の
旅
行
記
な
ど
に
断
片
的
に
紹
介
さ
れ
る
が
、
最
も
整
っ
た
も
の
と
し
て
チ
ャ

ー
ル
ズ
腿
ベ
ル
の
報
告
に
従
っ
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
霊
峰
カ
イ
ラ
ス
山
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か
ら
四
河
川
が
流
出
し
て
い
て
、
馬
口
か
ら
発
す
る
の
は
馬
の
国
チ
ベ
ッ
ト
を
、

象
口
か
ら
の
は
象
の
国
ネ
パ
ー
ル
を
、
獅
子
口
か
ら
の
は
獅
子
の
如
く
強
い
人

の
倥
む
ラ
グ
ー
ク
（
い
p
α
鋳
犀
）
を
、
孔
雀
口
か
ら
の
は
美
人
の
国
シ
ナ
を
貫
流

　
　
　
　
⑳

す
る
と
い
う
。
若
し
こ
の
説
話
が
仏
教
伝
播
以
前
の
も
の
で
あ
れ
ば
極
め
て
貴

重
な
資
料
で
あ
る
が
、
　
馬
の
圏
、
　
象
の
国
な
ど
と
い
う
表
現
及
び
、
象
・
獅

子
・
孔
雀
な
ど
イ
ン
ド
の
動
物
を
用
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
仏
教
四
河
説
と
仏
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
理
区
分
説
た
る
四
主
説
と
の
混
濡
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
チ

ベ
ッ
ト
四
暴
説
こ
そ
は
、
反
っ
て
同
一
水
源
を
も
つ
四
河
川
が
あ
る
と
い
う
思

想
が
他
地
域
に
低
僻
し
た
場
合
、
そ
れ
を
受
入
れ
た
民
族
が
郷
土
の
河
川
を
も

つ
て
そ
れ
に
該
当
せ
し
め
よ
づ
と
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
み
も

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
三
河
説
が
仏
教
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
る

以
上
、
四
河
説
の
発
生
を
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ル
湖
付
近
の
地
形
に
求
め
る
こ
と
は
大

／

し
て
意
味
が
な
か
ろ
う
。
結
局
仏
教
四
河
説
も
文
献
上
は
も
と
よ
り
そ
の
地
形

的
環
境
か
ら
も
こ
れ
を
イ
ン
ド
起
源
と
す
る
に
足
る
積
獲
的
な
根
拠
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。

五
　
三
三
説
話
と
仏
教
四
河
説
と
の
接
触

　
イ
ン
ド
の
四
河
説
も
こ
の
よ
う
に
そ
の
起
源
は
明
瞭
で
な
い
が
、
そ
れ
は
仏

教
に
よ
っ
て
世
界
的
構
想
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
広
く
ア
ジ
ア
の
仏
教
圃
諸
圏
に

伝
え
ら
れ
て
、
人
々
の
世
界
観
の
構
成
に
影
響
を
与
え
た
。
殊
に
中
国
で
は
多

く
の
興
味
あ
る
展
開
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
は
文
献
に
よ
っ
て
確
め
得
る
い
わ

ゆ
る
仏
教
伝
来
以
後
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
仏
教
四
河
説
と
箆
裾
説
話
と
の
交
渉
が
文
献
に
現
わ
れ
る
の
は
、
二
世
紀
末

の
康
孟
詳
訳
興
起
写
経
の
序
を
も
つ
て
嚇
矢
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

箆
岩
山
が
閻
浮
利
地
の
中
心
で
、
阿
戸
大
泉
の
象
口
か
ら
出
る
の
が
黄
河
で
あ

る
と
記
す
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
毘
掃
の
位
羅
で
、
時
代
的
に
こ
れ
を
遡
る
仏

典
に
は
こ
の
記
述
は
見
当
ら
ず
、
中
国
の
文
献
と
し
て
も
水
銀
巻
一
と
共
に
そ

れ
を
記
す
初
期
の
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
更
に
四
世
紀
初
頭
（
西
晋
太
安

二
年
）
の
話
法
落
下
の
仏
五
百
第
子
自
説
本
立
経
に
は
、
阿
辮
達
龍
王
が
…
昆
裾

の
櫨
に
拠
る
こ
と
を
記
す
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
中
国
に
お
け
る
自
由
訳
と
見

ら
れ
る
。
さ
ら
に
水
経
注
巻
一
に
引
用
さ
れ
る
三
肚
紀
の
康
泰
扶
南
伝
及
び
四

世
紀
の
薄
紗
撰
西
域
志
も
、
阿
辮
達
太
山
と
箆
留
山
を
同
一
視
す
る
か
ら
、
こ

の
時
代
に
は
既
に
仏
教
四
本
説
が
中
国
的
解
釈
を
受
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

　
一
方
魏
晋
時
代
か
ら
隆
盛
に
赴
い
た
道
教
及
び
神
仙
思
想
は
、
須
弥
醐
の
構

造
を
参
酌
し
て
箆
掃
山
の
仙
境
的
性
格
を
強
化
し
潤
色
し
た
。
こ
の
時
代
の
神

仙
酌
な
諸
書
に
見
ら
れ
る
三
二
の
構
造
は
須
弥
山
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
中
で
も

四
世
紀
の
王
嘉
の
拾
遺
記
に
は
、
寛
器
を
西
方
で
は
須
弥
由
と
称
す
る
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
物
語
っ
て
い
る
。
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毘播四水説の地理思想史的考察（海野）

　
仏
教
世
界
観
の
中
国
で
の
新
た
な
弘
布
は
玄
奨
の
大
唐
西
域
記
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
四
主
監
と
共
に
四
河
説
を
掲
げ
、
世
界
の
地

理
的
構
想
を
か
な
り
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
阿
辮
達
池
が
黒
部
洲
の
中

央
に
あ
る
と
し
、
徒
明
光
が
、
地
下
を
潜
流
し
て
積
石
山
に
出
て
黒
総
と
な
る

と
い
う
説
を
紹
介
す
る
。
ま
た
西
域
記
に
や
や
先
立
つ
魏
王
業
の
質
地
掻
巻
八

に
は
、
阿
智
達
山
が
箆
裾
山
で
あ
る
と
し
て
、
獅
子
口
か
ら
出
る
恒
河
（
ガ
ン

ジ
ス
）
、
馬
口
か
ら
出
る
煽
水
（
オ
ク
ソ
ス
）
、
牛
口
か
ら
患
る
黄
河
の
三
河
川

を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
仏
教
四
望
説
が
か
な
り
一
糖
化
し
て
い
た

こ
と
を
知
り
得
る
。

　
こ
の
ほ
か
玄
婆
の
訳
業
に
与
っ
た
道
宣
は
毘
岩
説
話
を
仏
教
的
に
解
釈
し
た
。

す
な
わ
ち
永
徽
元
年
（
六
五
〇
）
撰
の
釈
迦
方
志
巻
上
に
お
い
て
、
山
海
経
・

穆
天
子
伝
・
十
州
記
な
ど
の
箆
掃
は
須
弥
山
を
指
す
と
し
、
ほ
か
に
毘
儲
に
は

近
山
と
遠
山
が
あ
っ
て
、
前
者
は
西
涼
酒
泉
の
地
に
あ
り
、
後
者
は
仏
教
で
い

う
香
黒
山
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
麟
徳
二
年
（
六
六
五
）
撰
の
釈
迦
氏
譜
に
お

い
て
は
、
大
香
由
は
寛
播
の
別
名
だ
と
し
、
塗
上
の
文
を
引
用
し
て
黄
河
が
阿

辮
達
池
か
ら
発
源
す
る
と
述
べ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
国
で
は
仏
教
四
河
説
と
寛
器
説
話
と
の
習
合
が
行
わ
れ
た
が
、

関
心
は
専
ら
四
河
川
の
発
源
地
た
る
高
財
に
向
け
ら
れ
、
四
河
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
殆
ん
ど
論
議
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
の
四
憶
説
が
仏
教
伝
来
の
頃

に
は
も
は
や
微
弱
で
あ
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
元
来
そ
れ
が
仏
教
の
よ
う
な
ま
と

ま
っ
た
地
理
的
構
想
で
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
“
た
だ
黄
河
に
つ

い
て
は
こ
れ
を
無
視
し
得
ず
、
そ
れ
に
関
連
づ
け
よ
5
と
意
図
さ
れ
え
。
上
記

の
諸
交
献
の
ほ
か
、
唐
の
玄
妙
撰
一
切
経
音
義
（
貞
観
末
年
、
六
五
〇
年
頃
）

が
、
蕩
蕩
河
は
黄
河
で
あ
る
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
チ
ベ
ッ
ト
の
場
合
と
同
じ
く
、
四
河
説
の
如
き
地
理
的
構
想
が
伝
来
地

に
お
い
て
、
そ
の
地
域
の
現
実
に
ふ
さ
わ
し
い
解
釈
を
受
け
易
い
こ
と
を
示
す

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
箆
裾
山
そ
の
も
の
の
究
明
す
ら
実
証
的
な
方
法
で
は
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
で
、
四
水
説
は
依
然
と
し
て
賭
黒
に
閉
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
と
ば
り
を
開
く
た
め
に
も
古
く
西
ア
ジ
ア
で
信
じ
ら
れ
た
別
の
主
翼
説

を
顧
る
べ
ぎ
段
階
に
到
達
し
た
よ
う
で
あ
る
。

宍
　
掴
約
聖
書
の
四
三
説

　
周
知
の
よ
う
に
旧
約
の
創
流
記
第
二
章
に
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
神
が
東
方
の
エ
デ

ン
に
一
つ
の
園
を
設
け
た
こ
と
を
記
し
た
の
ち
、

　
　
一
つ
の
河
が
エ
デ
ン
か
ら
発
し
園
を
潤
し
、
そ
こ
か
ら
分
れ
て
圏
つ
の
源

　
流
と
な
る
。
第
一
の
名
は
ピ
シ
コ
ン
で
、
そ
れ
は
ハ
ビ
ラ
の
全
地
を
め
ぐ
る

　
も
の
、
ハ
ビ
ラ
の
地
に
は
金
が
産
出
す
る
。
　
（
中
略
）
第
二
の
河
の
名
は
ギ

　
ホ
ソ
で
、
そ
れ
は
ク
シ
の
全
地
を
め
ぐ
る
も
の
。
第
三
の
河
の
名
は
ヒ
デ
ケ

　
ル
で
、
そ
れ
は
ア
ッ
シ
リ
ア
の
東
を
流
れ
る
も
の
。
第
繊
の
河
、
そ
れ
は
ユ
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…
．
．
　
　
⑬

　
ー
フ
ラ
テ
ス
で
あ
る

と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、
ヒ
デ
ケ
ル
（
躍
α
α
Φ
ぽ
鉱
）
は
ペ
ル
シ
ヤ
語
の
テ
ィ

ダ
ラ
ー
（
㊧
讐
9
。
）
す
な
わ
ち
チ
グ
リ
ス
川
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
が
、
ピ
シ
ョ
ン
（
霊
の
げ
O
詳
℃
匡
の
O
P
）
と
ギ
ホ
ソ
（
○
筥
O
詳
○
⑪
α
誹
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
は
諸
説
に
分
れ
る
。
エ
デ
ン
を
は
じ
め
璽
書
の
地
名
の
比
定
を
め
ぐ
る
論
議

は
、
粛
代
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
界
を
彩
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で

は
六
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
人
コ
ス
マ
ス
（
O
o
ω
日
盛
）
の
見
解
を
掲
げ
る
に
と
ど
め

た
い
。
彼
は
自
著
キ
リ
ス
ト
教
地
誌
（
O
商
気
冨
巳
翫
8
。
℃
。
σ
・
量
唱
霞
鋤
）
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
、
ピ
シ
ョ
ン
は
イ
ン
ド
の
川
で
イ
ン
ダ
ス
又
は
ガ
ン
ジ
ス
と
呼
ば
れ
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
藍
出
す
る
ハ
ビ
ラ
（
国
9
⊃
〈
蕾
げ
）
と
は
イ
ン
ド
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
ギ
ホ
ソ
は
ナ
イ
ル
川
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
四
河
川
が
世
界
の
東
方
海
中
の

エ
デ
ン
に
発
源
す
る
特
異
な
肱
製
図
す
ら
作
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
何
れ
に
せ
よ
コ
ス
マ
ス
の
こ
れ
ら
の
比
定
は
、
イ
ン
ド
に
旅
行
し
仏
教
四
河

説
を
聞
知
し
た
と
思
わ
れ
る
彼
に
し
て
始
め
て
成
し
得
た
の
で
あ
っ
て
、
当
時

一
般
に
そ
う
儒
じ
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
た
だ
そ
の
河
川
名
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

何
に
拘
ら
ず
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
資
料
が
記
さ
れ
た
と
い
う
紀
元
前
十
世
紀
頃
に
、
ヘ

ブ
ラ
イ
人
の
問
で
同
一
水
源
か
ら
発
す
る
四
河
の
観
念
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
四
河
説
も
ま
た
中
国
や
イ
ン
ド
の
場
合
と
同
じ
く
、

彼
等
の
住
地
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
発
生
し
た
と
す
る
に
は
何
ら
の
積
極
的
な
根

拠
が
な
い
。
若
し
チ
グ
リ
ス
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
両
河
の
水
源
を
知
っ
て
四
屡
説

を
構
想
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
水
源
を
東
方
に
羅
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
高
山
の
多
い
中
央
ア
ジ
ア
方
面
の
地
形
を
聞
知
し
た
の
か
、
或

い
は
四
河
説
そ
れ
自
体
を
東
方
異
罵
族
か
ら
伝
聞
し
た
か
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。

結

齢調

齊
l
河
説
の
発
生
と
伝
播
－

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
以
外
に
も
類
似

の
四
河
説
が
あ
る
以
上
、
箆
掃
四
水
戸
が
単
独
に
発
生
し
た
と
は
も
は
や
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
遵
い
ず
れ
か
が
中
国
に
伝
播
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
コ
ン
ラ
デ
ィ
は
毘
鯉
山
と
須
弥
山
の
構
造
の
類
似
か
ら
、
寛
揚
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

話
の
成
立
に
須
弥
山
説
が
与
っ
た
だ
ろ
う
と
し
、
ア
ン
リ
ー
マ
ス
ペ
ロ
も
先
秦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

時
代
に
お
け
る
須
弥
山
説
の
東
伝
を
主
張
し
た
。
小
川
琢
治
博
士
は
ま
た
楚
野

天
聞
篇
や
准
南
子
の
箆
岩
山
を
バ
ビ
ロ
ン
城
の
伝
説
で
は
な
い
か
と
推
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

エ
デ
ン
の
園
と
の
関
連
を
も
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
野
村
岳
陽
氏
は
須
弥
山

説
と
寛
掃
説
話
は
本
来
同
ヅ
の
も
の
が
異
な
る
民
族
文
化
の
上
に
形
を
異
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
現
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
。
上
記
諸
種
の
四
河
説
を
考
譲
さ
れ

た
藤
田
元
春
博
士
は
、
古
く
イ
ン
ド
又
は
バ
ビ
ロ
ニ
ヤ
に
起
つ
た
伝
説
が
何
回

と
な
く
彼
此
の
間
に
伝
わ
り
、
そ
の
一
方
が
中
国
に
入
っ
て
箆
揚
説
話
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
諸
学
者
の
見
解
は
い
ず
れ
も
そ
れ
な
り
に
聞
く
べ
き
卓
抜
さ
を
備
え

る
が
、
そ
の
当
否
如
何
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
も
つ
て
答
え
る
こ
と
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に
し
よ
う
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遡
河
説
の
う
ち
、
中
国
で

は
黄
河
が
、
イ
ン
ド
で
は
イ
ン
ダ
ス
、
ガ
ン
ジ
ス
の
省
思
が
、
ま
た
ヘ
ブ
ラ
イ

の
地
で
は
チ
グ
リ
ス
、
ユ
…
フ
ラ
テ
ス
両
用
が
確
実
に
比
定
さ
れ
る
現
実
河
川

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
チ
ベ
ッ
ト
の
四
河
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

ら
が
い
ず
れ
も
他
地
域
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
そ

の
水
源
を
中
国
で
西
方
に
、
イ
ン
ド
で
北
方
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
で
東
方
に
溶
く
の

は
、
単
に
地
勢
的
位
置
を
指
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
憶
測
す
れ
ば
四
河
説
そ
の

も
の
の
発
生
地
若
し
く
は
そ
の
伝
来
の
方
角
を
階
示
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
つ

ま
り
こ
れ
ら
四
河
説
は
姉
妹
関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
先
ん
ず
る
よ

リ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
四
河
説
を
受
け
た
も
の
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
と
す
れ
ば

そ
の
地
形
と
も
合
せ
考
え
て
四
河
童
の
誕
生
地
は
中
央
ア
ジ
ア
地
方
に
求
め
ら

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
寛
器
の
字
義
は
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
提
供
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
先
に
こ
れ
を
中
国
起
源
と
す
る
御
手
洗
氏
の
説
を
紹
介
し
た
が
、
普
通
に

は
外
国
語
の
音
訳
と
見
る
の
が
有
力
で
、
白
鳥
博
士
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
O
妙
P
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

（ド

刄
ﾊ
）
（
蛍
山
の
意
）
に
、
金
沢
庄
三
郎
博
士
は
ト
ル
コ
語
の
図
。
信
疑
（
石
塊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
意
）
に
語
原
を
求
め
ら
れ
た
。
何
れ
に
し
て
も
毘
裾
が
中
央
ア
ジ
ア
地
方
の

言
語
に
由
来
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
な
事
実
で
あ
ろ
う
。
な
お
金
沢
博
士
に
よ

れ
ば
、
パ
ミ
ー
ル
（
℃
鋤
懸
口
）
は
古
く
ペ
ル
シ
ャ
語
で
切
黛
。
白
－
幣
α
偉
昌
嘱
p
（
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

．
の
屋
根
）
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
事
実
こ
の
付
近
の
地
形
は
そ
の
名
に
ふ
さ
わ

し
く
、
こ
の
呼
称
も
四
河
説
と
関
連
す
る
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　
恐
ら
く
発
生
当
時
の
四
河
説
は
そ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
世
界
地
理
的
構
想
で

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
が
周
辺
の
文
化
民
族
に
受
け
継
が
れ
た
と
き

彼
等
の
郷
土
の
外
に
あ
る
乗
知
の
世
界
を
も
含
め
た
一
種
の
地
理
的
眩
界
観
に

ま
で
高
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
彼
等
は
そ
の
四
河
川
の
一
部
に
郷
土
の
川
を
当
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
中
に
自
己
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
箆
掃
の
葉

水
が
黄
河
を
除
い
て
現
実
的
で
な
い
の
も
、
中
国
の
地
形
で
は
該
当
せ
し
む
べ

き
河
川
が
遂
に
見
出
せ
な
か
っ
た
為
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
ら
が
色
彩
名
で

あ
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
名
称
の
河
川
の
多
い
中
央
ア
ジ
ア
方
面
か
ら
の
伝
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
そ
の
ま
ま
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
聞
に
ひ
ろ
ま
っ
た
四
河
説
は
、
そ
の
定
着
し
た

地
域
に
よ
っ
て
各
々
特
色
あ
る
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。
中
国
で
は
早
く

四
水
の
観
念
が
滅
び
専
ら
河
底
と
し
て
の
毘
裾
が
関
心
を
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
四

虚
説
を
維
持
す
る
に
足
る
地
勢
的
環
境
を
欠
い
た
こ
と
に
よ
ろ
う
が
、
一
面
儒

教
的
合
理
主
義
の
拾
頭
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
で

は
四
主
旨
と
相
補
う
仏
教
の
地
理
的
世
界
観
と
し
て
整
形
さ
れ
た
為
、
イ
ン
ド

の
み
な
ら
ず
広
く
仏
教
圏
の
民
族
の
支
持
を
受
け
、
中
国
や
日
本
で
描
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

特
異
な
仏
教
系
世
界
図
の
基
本
的
骨
儲
と
す
ら
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
キ
リ

ス
ト
教
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
、
四
河
そ
の
も
の
よ
り
は
む
し
ろ
こ
の
説
話
の

も
つ
神
秘
性
が
貴
ば
れ
、
永
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
楽
園
思
慕
を
誘
い
、
中
世
ヨ

37　（389）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

i
ロ
ッ
パ
で
は
楽
園
や
四
河
が
世
界
図
上
を
澗
歩
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
四
河
説
は
地
理
知
識
の
進
歩
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
水
源
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
地
域
に
適
応
し
た
形
に
お
い
て
人
々
の
世
界
地
理

的
構
想
を
支
配
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
十
四
世
紀
の
回
教
徒
イ
ブ
ソ
ー
ー
バ
ト
ゥ

…
タ
は
興
味
あ
る
報
告
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
旅
行
記
中
の
ナ
イ
ル
川
を
叙
述

し
た
箇
所
で
、
ナ
イ
ル
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
、
サ
イ
ハ
ー
ン
（
ω
Φ
汐
鋤
P
ヤ
ク
サ
ル

テ
ス
唄
簿
寓
p
麻
①
ω
）
、
ジ
ャ
イ
ハ
ー
ン
（
U
寄
導
節
⇔
オ
ク
ソ
ス
）
　
の
四
壁
用
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

楽
園
か
ら
流
出
す
る
と
い
う
伝
承
を
紹
介
す
る
。
し
か
も
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
、

世
界
の
五
大
河
に
二
種
あ
る
と
し
て
、
ナ
イ
ル
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
、
チ
グ
リ
ス
、

サ
ィ
フ
ー
ソ
（
ω
Φ
騨
。
ゆ
昌
）
、
ジ
ャ
イ
フ
ー
ソ
（
∪
冨
弾
o
ρ
旨
）
の
一
組
と
、
他
に

シ
ソ
ド
（
イ
ン
ダ
ス
）
、
カ
ソ
ク
（
0
9
）
昌
O
ガ
ン
ジ
ス
）
、
ジ
ュ
ー
ン
（
∪
冒
ゆ
⇒
ジ

　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

ユ
ム
ナ
U
㎞
o
環
日
口
渇
）
、
　
ア
タ
ル
（
国
什
9
ヴ
ォ
ル
ガ
）
、
サ
ル
ー
（
ω
船
鴨
。
自
黄
河
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
五
河
川
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
四
河
説
は
閨
ら
か
に
創
世
記
の
系
統
を
引
く
も
の
で
、
十

四
世
紀
頃
の
西
ア
ジ
ア
で
は
そ
れ
が
こ
ん
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
だ
が
二
種
の
五
大
河
は
、
彼
が
ア
ジ
ア
の
諸
地
方
で
聞
知
し
た
平
河
説

の
河
州
名
が
互
い
に
不
一
致
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
自
身
の
見
聞
を
も
加
え

て
大
河
を
適
当
に
組
合
せ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て

も
ナ
イ
ル
を
含
む
一
組
は
西
ア
ジ
ヤ
や
中
央
ア
ジ
ア
で
の
四
河
説
を
、
イ
ン
ダ

ス
に
始
ま
る
他
の
五
大
河
は
仏
教
の
そ
れ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
基
盤
と
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。

　
以
上
で
箆
器
四
水
説
が
中
国
起
源
で
な
く
、
仏
教
や
旧
約
聖
雷
の
四
半
説
と

と
も
に
そ
れ
ら
が
恐
ら
く
申
央
ア
ジ
ア
方
面
の
よ
り
古
い
四
河
説
を
受
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
勿
論
そ
れ
は
か

な
り
持
続
的
な
文
化
接
触
の
結
果
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
伝
播
後
に
お
け
る
四
河

説
相
互
間
の
影
響
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
毘
祷
四
水
爆
こ
そ

は
古
代
中
圏
と
西
域
地
方
と
の
文
化
的
交
渉
を
証
派
す
る
有
力
な
一
資
料
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
さ
ら
に
諸
賢
の
御
叱
正
を
得
て
補
訂
の
機
会
を
持
ち
た
い
。
欄
筆
に
あ

た
り
絶
え
ず
御
指
導
御
鞭
健
を
頂
い
た
室
賀
信
夫
先
生
、
御
教
示
を
賜
っ
た
森

鹿
三
∴
織
田
武
雄
両
先
生
に
、
深
い
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
①
　
山
海
経
の
海
内
西
経
で
は
万
匁
、
准
南
子
は
万
一
千
里
百
～
十
四
歩
二

　
　
尺
六
寸
、
水
経
注
本
交
及
び
河
図
括
地
象
は
万
一
千
璽
と
す
る
。

　
②
森
三
樹
三
郎
■
支
那
古
代
神
話
昭
和
十
九
年
二
三
｛
－
二
頁
。

　
　
　
御
手
洗
勝
　
…
昆
樹
伝
説
の
起
源
（
広
島
文
理
科
大
学
史
学
科
教
室
編

　
　
史
学
研
究
記
念
論
叢
　
昭
和
二
十
五
年
）

　
③
小
川
琢
治
支
那
歴
史
地
理
研
究
初
冠
昭
和
三
年
二
五
五
頁
。

　
　
　
拙
稿
　
中
国
古
代
地
理
思
想
考
（
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
　
第
二
号
　
昭

　
　
和
二
十
九
年
）

　
④
御
手
洗
勝
前
掲
論
交
。

　
⑤
石
国
幹
之
助
黄
河
の
水
源
及
び
毘
家
山
に
関
す
る
支
那
人
の
知
識
の

　
　
変
遷
（
史
学
雑
誌
　
二
十
五
編
八
一
九
号
　
大
正
三
年
）
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⑥
青
海
省
の
ア
ム
ネ
ー
ー
マ
チ
ソ
（
諺
b
P
b
P
①
臣
民
9
α
一
P
）
山
豚
と
す
る
の
が
定

　
説
で
あ
る
。

⑦
御
手
洗
勝
前
掲
下
交
。

⑧
萬
貢
の
雪
水
は
甘
粛
省
の
エ
チ
ナ
（
卑
ω
ヨ
簿
〉
川
と
す
る
の
が
定
説
で

　
あ
る
。
（
白
鳥
庫
青
西
域
史
研
究
上
昭
和
十
六
年
二
七
九
頁
）

⑨
西
山
経
に
〃
北
五
十
里
総
山
と
い
う
。
蛇
草
が
多
い
。
弱
水
は
こ
こ
か

　
ら
出
て
、
薄
流
し
て
洛
に
注
ぐ
”
と
あ
る
。

　
　
白
鳥
博
士
に
よ
れ
ば
、
弱
水
に
は
二
義
あ
っ
て
、
　
一
は
黄
色
を
意
味
す

　
る
蒙
古
語
ω
鋤
黒
山
或
い
は
ト
ル
コ
語
ω
気
団
園
の
音
訳
と
し
て
の
弱
洛

　
水
の
略
称
で
、
．
他
は
水
力
が
弱
く
木
船
を
乗
せ
る
に
堪
え
ず
皮
船
に
て
渡

　
る
べ
き
河
流
を
称
し
た
と
い
う
。
（
白
鳥
庫
吉
前
掲
書
下
昭
湘
十

　
九
年
　
二
四
三
－
四
頁
）

　
　
ま
た
黒
水
も
一
に
止
ら
ず
、
海
内
経
に
幽
都
自
に
発
す
る
も
の
を
挙
げ

　
る
し
、
萬
貢
の
そ
れ
も
毘
岩
の
降
水
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
白
鳥
博
士

　
は
禺
貢
の
黒
水
を
甘
粛
省
酉
部
の
切
巳
β
φ
σ
q
騨
（
蒙
古
語
、
渾
濁
の
義
）

　
川
に
比
定
さ
れ
た
。
　
（
前
掲
暑
　
上
　
二
七
九
頁
）

⑩
小
川
琢
治
博
士
に
よ
れ
ば
、
そ
の
音
か
ら
考
え
て
壷
領
は
毘
掻
で
あ
ろ

　
う
と
い
う
。
　
（
前
掲
窪
　
二
六
〇
頁
）

⑪
例
え
ば
〃
赤
水
の
西
、
流
沙
の
東
”
“
流
沙
の
東
、
黒
水
の
酉
”
〃
黒

　
水
青
水
の
間
”
な
ど
と
表
現
す
る
。
し
か
し
そ
の
記
述
か
ら
四
民
の
流
路

　
は
追
跡
で
き
な
い
。

⑫
　
魏
の
張
揖
撰
博
雅
巻
九
に
よ
れ
ば
、
毘
揚
の
虚
に
あ
る
三
山
の
一
。

⑬
　
穆
天
子
伝
の
郭
注
に
も
、
毘
描
に
五
色
水
が
あ
る
と
し
、
晋
の
張
華
撰

　
博
物
志
に
も
括
地
象
の
同
文
を
引
用
す
る
か
ら
、
重
水
説
は
魏
晋
の
頃
に

　
は
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑭
　
清
の
戴
震
は
楚
辞
の
白
水
に
つ
い
て
爾
雅
の
雷
を
引
用
し
て
、
そ
れ
が

　
河
源
で
あ
る
と
述
べ
る
。
　
（
屈
原
賦
通
釈
　
上
）

⑯
　
史
記
大
丸
伝
所
引
写
本
紀
に
、
黄
河
が
箆
僑
か
ら
出
る
と
記
し
、
漢
の

　
武
帝
が
見
た
古
図
書
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
っ
た
こ
と
を
司
馬
遷
が
語
つ

　
て
い
る
。
ま
た
蕊
取
や
水
向
注
で
も
国
譲
を
河
源
と
す
る
。

⑯
石
田
幹
之
助
前
掲
論
文
。

　
　
藤
田
元
春
　
河
源
論
（
内
藤
淳
士
取
綱
記
念
史
学
論
叢
　
昭
和
五
年
）

⑰
漢
書
西
域
伝
、
後
漢
書
西
域
伝
、
魏
略
画
秦
圏
の
条
な
ど
に
見
え
る
。

⑲
　
後
駆
弘
始
年
聞
（
三
九
九
一
四
一
六
）
仏
陀
耶
舎
、
竺
　
雑
念
共
訳
。

⑲
　
西
土
の
法
立
、
法
炬
共
訳
。

⑳
晴
の
閣
那
蠣
多
等
訳
。

⑳
　
階
の
達
摩
笈
値
頃
。

⑳
　
起
世
経
並
び
に
起
世
因
本
経
で
は
〃
復
有
高
峰
、
衆
宝
間
雑
、
池
然
秀

　
繊
”
と
記
す
の
み
。
大
要
炭
経
は
抄
訳
ら
し
く
こ
の
高
峰
に
つ
い
て
も
述

　
べ
ず
、
直
接
雲
山
の
頂
上
に
阿
下
達
池
が
あ
る
よ
う
に
記
す
。

⑳
ω
●
q
巳
δ
員
ζ
①
日
。
冒
Φ
ω
ω
霞
冨
ω
8
艮
お
①
ω
0
8
罷
Φ
艮
巴
①
ω
●
8
㌣

　
糞
Φ
H
同
。
◎
鵯
b
・
H
図
誕
宅
但
し
の
帥
欝
川
の
比
定
は
な
い
。

　
　
李
光
廷
　
漢
西
域
図
考
　
巻
｝
　
岡
治
九
年
（
｝
八
七
〇
）

　
　
ω
・
b
d
8
ご
　
睦
由
亭
家
”
b
d
離
段
霞
ω
紳
、
即
Φ
8
a
ω
o
h
匪
①
芝
Φ
ω
富
巳
け

　
≦
o
臣
9
＜
9
●
H
回
。
。
c
。
心
b
や
目
～
這

　
　
ω
．
瓢
＆
ぼ
…
ω
o
¢
玉
璽
け
日
3
曇
．
＜
9
●
H
一
Φ
ミ
や
這
⑩

　
　
客
U
．
U
2
…
↓
冨
○
㊦
o
σ
q
邑
巷
露
。
鉱
9
∩
葺
。
墨
曇
。
団
》
琴
δ
纂
餌
ロ
α

　
窯
a
露
く
巴
H
拭
罫
お
b
。
圃
や
一
。
。
L
c
。
『
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ア
ム
川
（
》
昌
P
爆
　
恥
鋤
巴
険
四
）
の
異
名
○
図
＝
ω
ぽ
ギ
リ
シ
ャ
語
、
く
9
評
の
卿
は

　
ペ
ル
シ
ャ
語
、
線
げ
β
昌
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
る
。
　
（
漏
薄
藍
　
西
域
地
名

　
一
九
五
五
年
　
五
七
頁
）

　
　
な
お
中
国
の
盲
交
献
に
は
仏
教
四
大
河
の
訳
名
を
掲
げ
た
も
の
が
あ
り
、

　
梁
の
宝
鑑
（
約
四
八
三
～
五
一
八
）
撰
と
推
定
さ
れ
る
翻
梵
語
虚
日
に
は
、

　
波
叉
を
胸
、
私
陀
を
冷
、
恒
河
を
天
裳
来
、
辛
頭
を
験
と
す
る
。
唐
の
玄

　
応
撰
一
切
経
音
義
巻
二
十
四
、
南
宋
法
雲
撰
翻
訳
名
義
入
園
三
、
南
宋
志

　
磐
撰
仏
祖
統
紀
巻
三
十
三
は
い
ず
れ
も
縛
蕊
を
青
と
訳
す
点
で
翻
梵
語
と

　
異
る
。
ω
上
汁
9
1
は
梵
語
で
寒
冷
と
い
う
意
で
あ
る
（
白
鳥
庫
吉
　
前
掲
害

　
上
一
六
七
頁
）
か
ら
そ
の
訳
名
は
正
し
い
。
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て

　
は
当
否
を
定
め
難
い
が
、
＜
”
財
の
q
を
青
河
と
訳
し
て
い
る
の
は
毘
岩
の

　
青
水
と
も
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
。

⑳
ω
．
し
d
①
鉱
は
無
熱
悩
池
を
オ
ク
ジ
ス
川
の
水
源
た
る
パ
ミ
ー
ル
高
原
中

　
の
湖
サ
ツ
ー
ク
・
ク
ル
　
（
ω
9
臥
冒
身
熟
）
　
に
比
定
す
る
　
（
ぽ
監
・
＜
9
●
H

　
戸
這
）
が
、
ω
●
国
Φ
鳥
ぽ
の
チ
ベ
ッ
ト
探
検
以
後
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ル
湖
と
す

　
る
の
が
有
力
で
あ
る
。
（
ω
。
国
Φ
α
一
口
堕
一
σ
一
α
●
＜
O
一
．
H
℃
’
一
回
Q
Q
）

　
　
な
お
李
光
廷
は
そ
れ
以
前
に
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ル
湖
に
当
て
た
。
　
（
李
光
廷
、

　
前
掲
書
）

＠＠＠＠＠
毒
●
滅
騨
富
ご
∪
δ
渥
。
ω
諺
。
σ
Q
量
℃
ぼ
①
α
2
ぎ
α
Φ
畦
●
一
8
0
の
●
嵩
～
這

木
村
泰
賢
　
小
乗
仏
教
思
想
論
　
昭
和
十
年
　
二
五
蹉
－
五
頁
。

金
倉
円
照
　
印
度
精
神
交
化
の
研
究
　
昭
和
十
九
年
　

一
慧
四
i
五
頁
。

葛
楠
順
次
郎
・
木
村
泰
賢
　
印
度
哲
学
宗
数
史
　
昭
和
十
五
年
　
八
頁
。

羽
田
亨
　
西
域
文
化
史
　
昭
和
二
十
三
年
　
九
八
一
一
〇
〇
頁
。

ρ
切
巴
ご
摩
9
『
冒
ω
け
p
巳
冒
①
ω
①
艮
．
H
⑩
濾
や
目
　
田
中
一

　
呂
邦
訳
本
　

一
七
頁
。

　
　
乾
隆
九
年
（
一
七
四
四
）
撰
上
清
一
統
志
巻
三
百
五
十
二
、
乾
隆
二
十

　
六
年
（
一
七
六
一
）
の
斉
忍
南
撰
水
道
提
綱
巻
二
十
二
及
び
、
徐
松
（
一

　
七
八
一
～
一
八
四
八
）
撰
西
域
水
道
記
な
ど
に
は
、
馬
口
・
象
口
・
孔
雀

　
口
・
獅
子
口
を
野
芝
斯
山
（
カ
、
イ
ラ
ス
山
）
の
周
囲
の
三
廻
で
あ
る
と
記

　
す
。

　
　
ヘ
デ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
人
が
い
き
σ
q
諺
。
げ
Φ
P
齢
9
。
σ
p
σ
（
象
口
）

　
か
ら
出
る
と
す
る
の
は
サ
ト
レ
ジ
川
で
あ
り
、
↓
p
巨
冴
。
げ
。
貯
爵
●
（
馬
口
）

　
を
源
と
す
る
の
は
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ
川
、
ω
ぎ
σ
q
憎
『
　
（
獅
子
口
）
を
源
と
す

　
る
の
は
イ
ン
ダ
ス
川
、
竃
鋤
覧
ω
o
財
蔑
舟
●
（
孔
雀
口
）
を
源
と
す
る
の
は
カ

　
ル
ナ
リ
川
（
ガ
ン
ジ
ス
川
上
流
）
だ
と
い
う
。
　
（
ω
．
国
①
a
⇔
い
↓
鴨
p
昌
の
－

　
ぼ
諺
巴
鋤
団
ρ
国
巨
α
Φ
o
騨
¢
雛
σ
q
Φ
昌
q
昌
q
》
び
①
艮
。
β
①
戦
5
8
旨
露
．
H
8
下
し
d
g

　
H
H
の
．
同
昭
）

　
　
な
お
左
記
の
文
献
に
も
簡
単
な
報
告
が
あ
る
。
．

　
河
目
口
艸
慧
海
　
　
西
蔵
旅
行
記
　
（
改
訂
版
）
　
昭
和
十
六
年
　
　
一
M
血
　
～
二
頁
。

⑳
　
拙
稿
　
中
国
仏
教
に
お
け
る
世
界
区
分
説
（
田
中
秀
作
教
授
古
稀
記
念

　
地
理
学
論
士
集
　
昭
和
三
十
一
年
）

⑳
石
田
幹
之
助
前
掲
論
文

　
　
野
村
詔
旨
　
交
献
上
よ
り
見
た
る
毘
岩
思
想
の
発
達
（
史
学
雑
誌
　
二

　
山
一
九
一
編
…
五
i
山
ハ
吼
乃
　
　
十
ハ
｝
止
七
年
）

　
　
森
歯
噛
三
郎
　
前
掲
魯
　
二
三
七
頁
。

⑫
　
清
里
に
カ
イ
ラ
ス
（
岡
底
斯
）
山
が
知
ら
れ
る
と
、
こ
れ
を
箆
台
す
な

　
わ
ち
阿
口
達
山
だ
と
し
た
。
徐
松
の
西
域
水
道
記
や
早
雪
の
西
域
考
古
録

　
（
巻
十
六
下
）
　
な
ど
に
庶
兄
・
果
る
。
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⑳
　
関
根
正
雄
訳
　
旧
約
聖
書
飼
世
記
　
昭
和
三
十
一
年
　
｛
○
頁
α

⑳
　
内
村
鑑
三
全
集
　
第
三
巻
　
昭
和
七
年
　
　
一
四
五
－
六
頁
。

⑳
　
臼
。
毒
●
寓
0
9
ぎ
巳
①
い
e
冨
O
げ
賦
ω
口
9
⇔
↓
8
0
σ
q
邑
巷
げ
団
亀
O
o
ω
ヨ
器
・

　
同
。
。
零
や
胡
堵
ω
①
①

⑳
臼
●
奢
．
ζ
。
9
首
縁
①
二
玄
9
℃
や
ω
鳶
～
鵯
ω

⑰
　
智
膚
嚇
嵐
0
9
，
ぎ
巳
①
二
ぼ
9
や
凸
隔
胡

⑧
関
根
正
雄
　
前
掲
書
　
一
八
三
頁
。

⑳
　
》
．
O
o
叢
叢
ど
ぎ
象
ω
9
日
目
両
一
づ
ゆ
器
の
ヨ
O
ぼ
蟹
田
日
蔭
臼
替
｝
●
＜
．

　
O
げ
ジ
N
o
智
ω
o
び
ぽ
坤
創
2
α
①
β
誘
。
騨
①
ロ
鼠
。
嶺
Φ
巳
皇
δ
誹
＆
ω
o
げ
Φ
郎
O
①
ω
巴
r

　
ω
o
び
黛
」
津
》
切
9
い
×
”
δ
0
9
ω
’
ω
濠

⑩
　
マ
ス
ペ
ロ
　
先
秦
時
代
の
支
那
に
於
け
る
西
方
文
明
の
影
響
（
史
学
雑

　
誌
　
四
十
編
八
号
）

＠＠＠＠＠
小
川
琢
治
　
前
掲
番
　
二
七
〇
頁
。

野
村
播
陽
　
前
掲
論
文
。
・

藤
田
元
春
　
日
本
地
理
学
史
（
増
補
版
）
昭
和
十
七
年

石
田
幹
之
助
　
前
掲
論
文
。

金
沢
庄
三
郎
　
…
昆
…
倫
の
玉
　
昭
和
二
十
三
年
・
　
二
〇
頁
。

四
六
一
頁
。

　
　
胴
縁
と
し
て
カ
ラ
コ
ル
ム
（
囚
P
『
四
－
囲
O
民
9
D
目
切
黒
い
石
塊
の
意
）
山
脈
を

　
挙
げ
て
い
る
。

⑯
　
　
ム
立
沢
庄
一
二
郎
　
　
晶
則
掲
激
口
　
瓢
工
ハ
百
ハ
。

⑰
例
え
ば
宋
史
西
域
伝
に
、
子
箕
城
の
東
に
白
玉
河
、
西
に
緑
玉
河
、
烏

　
玉
河
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
細
岡
か
ら
出
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
い

⑱
　
室
賀
信
夫
・
海
野
一
隆
　
日
本
に
行
わ
れ
た
仏
教
系
世
界
図
に
つ
い
て

　
（
地
理
学
史
研
究
　
第
一
集
　
昭
和
三
十
二
年
）

⑲
織
田
武
雄
中
世
の
世
界
図
に
就
い
て
（
史
林
　
三
十
三
巻
四
号
　
昭

　
神
二
＋
五
年
）

⑳
Ω
U
①
ヰ
仙
琶
Φ
q
無
炉
即
留
呂
巳
高
鷲
ご
く
。
巻
。
q
Φ
ω
鳥
、
H
9
ヒ
d
㌣

　
8
9
p
巨
日
。
唇
ゆ
♂
一
〇
。
鴇
㍗
刈
○
。

＠
　
平
野
部
で
分
流
す
る
ブ
．
ラ
マ
ブ
ト
ラ
川
の
本
流
冒
話
二
昌
p
川
を
指
し

　
た
も
の
。

㊥
　
彼
は
そ
の
記
述
に
お
い
て
大
運
河
を
黄
河
の
延
長
と
誤
っ
て
い
る
。

㊥
　
○
・
U
①
坤
曾
冨
受
9
し
d
’
閃
・
ω
き
σ
q
巳
昌
①
註
二
三
騨
窓
●
δ
～
。
。
O

〔
追
輔
〕

　
　
先
頃
手
許
に
届
い
た
黒
フ
仲
勉
著
黄
河
変
遷
史
（
一
九
五
七
年
六
月
刊
）

　
を
緬
く
と
、
黄
河
遡
源
説
は
秒
漠
の
多
い
西
域
地
方
に
起
源
す
る
も
の
と

　
解
し
、
そ
の
証
左
の
一
と
し
て
箆
掃
の
軍
水
に
も
触
れ
、
仏
教
四
大
河
と

　
の
同
「
視
を
試
み
て
い
る
。
だ
が
最
も
問
題
と
な
る
四
三
の
考
証
の
部
分

　
は
他
の
研
究
文
献
に
従
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
文
献
は
今
の
わ
が

　
国
で
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
批
判
は
将
来
に
侯
つ
こ
と
に

　
し
た
い
。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Atsuru　Yagi

　　This　article　presents　the　development　of　the　local　governing　system

before　the　Reformation，　as　a　mean　of　understanding　the　Reformation

in　the　Taika（大化）era，　or　the　Statute　System（律令制）．　As　a　result

of　the　separation　of　the　imperial　household　as　a　traditional　chief　from

the　imperial　court　ftc　s　a　organization　in　the　cen’tral　structure，　the　pro－

cess　of　the　constructive　estrangement　of　the　former　from　the　latter

made　appearance　of　tbe　factor　that　the　rule　over　countries　developed

at　least　in　two　series．　The　separation　of　the　governing　system　conno－

tes　a　confrasty　character　in　the　principle　of　organizing　local　people；

in　the　local　basis　of　the　irnperial　household　it　is　the　predominant　factor

that　centripetal　pseudo－blood－relation　remains　stagnant　and　relations　of

the　family　system　are　regenerated，　whlle．　that　bf　the　imperial　court　is

of　the　character　that　casts　off　the　private　family　connection　and　has　a

possible　tendency　to　reorganization　within　real　villages．　So　far　as　this

concerns，　the　Reformation　in　the　Taiha　era　means　integrity　’of　the　go－

verning　series　by　the　power　of　the　imperial　household，　or　a　nationrwide

development　of　the　imperial　court’s　governing　system．

A　Geographical　Research　on　the　Legend　of　Mt．　1〈‘2tn　L2・tn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　its　Four　Rivers

　　　　In　Comparison　with　Similar　Buddhist　and　Christian　Legends

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazutal〈a　Unno

　　In　ancient　China，　there　was　a　popular　belief　that　four　rivers　rose

from　Mt．　K’un　Lun　which　was　venerated　among　the　people　to　be　a

mysterious　mountainL　The　mountain　was　presumed　to　be　situated　far

to　the　north－west　of　China，　and　although　on’e　of　the　four　rivers　must

undoubtedly　be　the　Hwang　］zo　（Yellow　River），　the　rest　of　them　can’t　be

identified．　ln　lndia　pf　old，　too，　the　Buddhists　believed　that　the　four　bjg

river．s　of　Ganga’（Ganges），　Sindhu（lndus），　Sita一（Tarim）　and　Vafe，fu（Oxus）

flowed　out　of　Lake　Anavatac　pta　among　the　Hymalayas．　Furthermore，
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it　is　written　in　the　Genesis’　of　the　Old　Testament　that　there　were　four

rivers　proceeding　from・　the　Garden　of　Eden　supposed　to　be　in　the　East．

Evidently　these　four　rivers　stated　in　each　case　were　al］　imaginary　ones．

since　they　actually　shared　no　identical　river－source．　It　may　of　course

be　said　that　to　give　birth　to　such　popular　belief，　thereエnust　be　some

geographical　condition　or　configuration　appropriate　to　it．　No　such　land－

feature，　however，　can　be　found　in　any　of　these　three　counti”ies，

China，　lndia’　and　ancient　Hebraic　country．　Should　we　then　regard　these

legends　as　a　strange　coincidence？　Since　there　seems　to　be・little　or　no

possibility　of　coincidence，　the　，author　is　inclined　to　think　that　the　orig－

inal　legend　was　first　created　in　earlier　ages　among　the　tribes　who　in－

habited　the　mountainous　areas　in　Central　Asia，　and　it　later　spread　far

and　wide．　lt　is　probably　because　there　were　actually　no　appropriately

identifiable　rivers　that　not　all　of　the　four　legendary　rivers　can　be　found

in　China　and　Hebraic　country．　lt　may　also　be　said　that　from　the　do－

minant　land－feature　of　each　country，　the　source’of　all　the　four　rivers

was　considered　in　China　to　be　north－westerly，　in　lndia　to　be　northerly

and　in　Hebraic　country　to　be　easterly，　but　another　possjbility　in　this

connection　is　that　they　may，，　in　each　case，　have　meant　the　direction　of

the　source　whence　the　original　legend　was　brought　over．

Friedrich　Naumann　and　his　Age

Prelude　to　the　Weimar　Democracy

　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Masal〈i　Miyake

　　In　“Die　lmprovisierte　Demol〈ratie　der　Weimarer　Republil〈”，　Professor

Theoder　Eschenburg　asserts　that　the　Weimar　democracy　was　thorogh一・

ly　an　improvised　one　and　had　no　root　in　the　preceding　age　of．Wilhelm

II．　But　1　think　that　its　very　root　can　be　found　in　Friedrich　Naumann’s

advocacy　of　a　coalition　“From　Bassermann　to　Bebel”，　and　that　this，

advocacy　became　clear　when　his　former　advocacy　of　“soziales　Kaiser－

tum”suffered　a　set－back　in　the‘‘Daily－Telegraph－affair．’・1　Hear工

want　to　trace　the　formation　of　this　advocacy　in　Naumann’s　texts　and

its　background．　1・ihope　thereby　to　bring　to　light　a　side　of　the　prelude

to　the　Welmar　dernocracy．
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