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上
界
で
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
こ
と
が
ら
を
の
べ
た
。
北
魏
末
の
内
乱
を
ひ
き

お
こ
し
た
主
要
な
力
は
、
城
民
と
よ
ば
れ
る
特
殊
な
民
衆
の
反
抗
に
あ
っ
た
こ

と
、
こ
の
選
民
と
は
、
州
郡
昆
と
あ
る
区
別
を
も
つ
た
軍
事
力
で
あ
り
、
し
か

も
北
魏
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
た
こ
と
な
ど
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

よ
う
に
か
ん
が
え
る
な
ら
ば
、
反
乱
へ
と
運
動
を
展
開
さ
せ
た
城
民
の
反
抗
の

意
思
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
こ
に
は
、
北
龍
王
朝
を
否
定

し
て
、
み
ず
か
ら
政
権
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
破
落

汗
抜
陵
を
は
じ
め
反
乱
勢
力
の
領
袖
た
ち
が
、
年
号
を
立
て
、
王
ま
た
は
天
子

を
称
し
、
百
官
を
置
く
、
と
い
っ
た
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
王
朝
否
定
の
意
思
は
、
　
一
挙
に
う
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
破
落

煮
抜
陵
の
蜂
起
の
直
前
、
懐
荒
鎮
で
は
、
鎮
民
が
食
糧
問
題
か
ら
鎮
将
干
景
を

こ
ろ
し
て
お
り
（
鷲
三
）
、
お
な
じ
こ
ろ
、
岐
州
の
城
土
は
、
刺
史
元
譲
の
横

暴
を
い
か
っ
て
城
内
を
轟
し
た
（
踊
）
。
・
れ
ら
の
反
抗
は
、
内
乱
の
前
夜
に

ふ
さ
わ
し
い
事
件
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
か
れ
ら
独
自
の
政
権
を
う
ち
た
て
る
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
に
質
的
な
転
換
を
あ
た
え
た
の

が
、
沃
野
鎮
の
蜂
起
で
あ
っ
た
。
反
乱
と
は
、
こ
の
意
思
の
転
換
が
も
た
ら
す

結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
編
の
主
題
は
、
こ
の
点
の
具
体
化
に
あ
る
。
そ
の

さ
い
、
城
民
と
北
勢
王
朝
と
の
む
す
び
つ
き
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
考
察
を

加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
北
魏
の
軍
事
体
制
と
城
民

　
北
魏
の
兵
制
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
研
究
さ
れ
つ
く
し
て
い
な
い
う
ら
み
が

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
を
概
観
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
ろ

㌔
り
。

浜
口
重
国
氏
の
蓬
の
研
窪
よ
れ
ぽ
（
魏
Y
中
央
に
は
近
衛
軍
が
あ
玖
D

羽
林
・
法
論
、
宗
士
、
・
居
士
・
望
士
、
千
牛
影
身
な
ど
の
兵
に
よ
っ
て
構
成
さ
　
＠

れ
て
い
た
。
そ
の
お
も
な
る
出
身
は
、
セ
ソ
ビ
そ
の
他
の
北
族
で
あ
る
。
洛
陽
　
5
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遷
都
ご
ば
、
そ
の
四
周
に
中
郎
秘
府
を
請
い
た
。
四
中
府
軍
の
構
成
に
つ
い
て

は
、
ま
え
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
地
方
に
は
、
気
安
と
州
軍
と
が
あ
る
。
涼
・
夏
・
営
な
ど
北
辺
の

諸
州
は
、
さ
い
し
ょ
、
そ
れ
ぞ
れ
涼
州
・
統
万
・
和
龍
の
諸
鎮
か
ら
出
発
し
た

が
、
の
ち
州
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
し
か
し
州
に
な
っ
て
か
ら
も
、
あ
る
期
聞

は
州
と
鎮
と
が
並
置
さ
れ
、
そ
の
こ
州
に
一
元
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

鎮
軍
は
州
軍
と
な
り
、
そ
の
統
率
官
も
、
鎮
将
か
ら
刺
史
へ
う
つ
っ
た
。
し
か

し
、
軍
隊
の
構
成
は
、
鎮
の
と
き
と
か
わ
ら
ず
、
セ
ン
ビ
族
を
主
体
と
す
る
蕃

漢
の
豪
族
出
身
者
な
ど
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
河
北
・
山
東
地

方
に
も
州
軍
が
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
北
魏
の
南
下
に
し
た
が
っ
て
分
散
配
置

さ
れ
た
、
セ
ソ
ビ
人
を
主
体
と
す
る
精
鋭
部
隊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
近
衛
軍

士
と
同
様
、
羽
林
・
虎
出
穂
な
ど
の
名
称
を
も
つ
て
い
た
。
こ
の
見
解
を
す
こ
し

お
ぎ
な
引
と
、
河
北
・
山
東
に
も
し
ば
し
ば
鎮
が
お
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
は
じ

め
か
ら
州
と
並
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
の
ち
州
一
本
建
て
と
な
っ
た
。

　
鎮
軍
か
ら
州
軍
へ
と
い
う
名
称
の
変
化
は
、
お
そ
ら
く
軍
隊
の
属
す
る
政
府

機
関
の
変
化
（
鎮
↓
州
）
に
よ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
北
魏
の
華
北
支
配
が

成
功
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
鎮
の
数
は
す
く
な
く
な
る
。
北
魏
末
に

な
る
と
、
独
立
し
た
統
治
機
関
と
し
て
の
鎮
は
、
北
方
に
の
こ
さ
れ
る
だ
け
と

な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
雄
鎮
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
州
軍
と
無
爵
と
は
、
性
質
上
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
し
か
し
、
菊
池
英
夫
氏
に
よ
る
と
、
州
軍
に
は
、
専
従
の

軍
戸
の
ほ
か
に
、
編
戸
出
身
の
州
郡
兵
を
ふ
く
ん
で
い
た
と
い
う
（
前
掲
二
丈
）
。
そ

れ
は
か
な
ら
ず
し
も
、
右
の
浜
口
氏
の
見
解
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

北
面
時
代
の
州
軍
の
主
勢
力
を
ど
ち
ら
に
も
と
め
る
か
と
い
う
点
に
ま
で
た
ち

い
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
課
題
と
な
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
軍
隊
と
は
、
政
治

権
力
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
、
国
家
権
力
全
般
の
性
格
と
密
接
な
関

連
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
の
底
幅
に
つ
い
て
論
ず
る
準
備
は
な
い
。
と
も
か
く
も
、
諸
地
方
に

鎮
軍
な
い
し
州
軍
が
存
在
し
て
い
る
以
上
、
城
民
と
よ
ば
れ
る
軍
事
力
が
、
こ

れ
ら
の
部
隊
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
い
。

・
六
町
の
ば
あ
い
、
そ
の
鎮
兵
が
城
罠
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
え
に

の
べ
た
。
こ
の
関
係
は
、
そ
の
ほ
か
の
地
方
で
も
通
用
す
る
。

　
　
焼
金
龍
の
妻
劉
氏
は
、
平
原
出
身
の
人
で
あ
っ
た
。
…
…
世
宗
時
代
に
、

金
龍
は
猛
（
一
【
」
）
太
守
と
な
っ
た
。
・
の
郡
の
太
窪
、
関
城
肇
を
兼
ね

る
・
と
に
な
2
」
い
た
。
瀟
行
（
梁
の
武
帝
）
が
兵
を
さ
し
む
け
て
包
囲
し
て
き
た

　
と
き
、
金
据
は
病
気
の
た
め
指
揮
を
と
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
み
ん
な
ひ
じ
よ

　
う
な
不
安
に
お
そ
わ
れ
た
、
〔
そ
こ
で
〕
、
・
劉
氏
は
、
城
民
を
指
図
し
て
兵
器

　
を
整
備
さ
せ
た
。
〔
す
る
と
〕
、
ひ
と
ば
ん
で
み
ん
な
で
き
あ
が
り
、
重
日
あ

言
も
抗
戦
し
つ
づ
け
た
…
…
（
王
畿
δ
。

　
戌
と
は
、
鎮
よ
り
小
規
模
の
駐
屯
地
で
あ
り
、
ふ
つ
う
鎮
に
属
す
る
出
先
機
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北魏末の内乱と城民（下）　（谷川）

関
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
例
の
よ
う
に
、
客
主
は
、
郡
守
の
兼
任
と
な
る
ば
あ

い
が
お
お
く
、
刺
史
が
鎮
将
を
兼
ね
る
の
ど
対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
贋
序

関
像
を
な
す
兼
任
制
度
は
、
州
鎮
並
存
状
態
の
典
型
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
城
島
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
関
城
成
の
軍
士
を
さ
し
て
い
る
が
、

そ
の
性
質
は
、
影
干
の
そ
れ
と
か
わ
り
な
い
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
北
斉
初
期
の
例
で
あ
る
が
、

　
　
顕
祖
（
丈
宜
帝
商
洋
）
は
い
か
つ
て
、
と
う
と
　
〔
杜
〕
弼
を
臨
海
鎮
に
流
し
た
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
楚
州
の
人
、
東
方
謡
講
が
む
ほ
ん
を
お
こ
し
、
…
…

　
臨
海
鎮
は
、
賊
将
張
扇
・
潜
天
合
ら
に
政
め
よ
せ
ら
れ
た
。
弼
は
上
人
を
ひ

　
ぎ
い
て
、
つ
い
に
ま
も
り
お
お
せ
た
。
濡
鼠
は
よ
ろ
こ
ん
で
、
臨
時
海
州
刺

史
と
し
た
。
海
州
は
、
か
れ
の
配
流
さ
れ
た
所
で
あ
る
（
牝
尚
書
二
四
杜
弼
伝
）
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
海
州
は
臨
海
鎮
を
ふ
く
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
も
城
島
と
は
、
鎮
民
を
さ
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
城
民
と
州
軍
と
の
関
係
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
民
が
州
軍

の
構
成
部
分
で
あ
っ
た
と
い
う
直
接
の
証
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
涼
・
夏
・
営

な
ど
の
諸
州
は
、
す
で
に
北
魏
末
に
は
、
州
が
鎮
を
吸
収
し
て
州
機
関
に
一
元

化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
州
軍
を
保
有
し
で
い
た

と
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
涼
・
営
二
州
で
は
、
第
一
節
に
の
べ
た
よ
う
に
、

城
民
が
蜂
起
し
で
刺
史
を
と
ら
え
、
あ
る
い
は
殺
害
し
て
い
る
。
兵
士
が
権
力

へ
の
奉
仕
か
ら
そ
れ
へ
の
反
抗
に
む
か
う
と
き
、
ま
ず
第
一
に
、
旧
来
の
統
率

者
の
も
つ
権
力
を
無
効
状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
二
州
の

城
罠
の
こ
う
し
た
行
為
は
、
城
民
す
な
わ
ち
州
兵
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を

濃
厚
に
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
他
の
地
方
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
州
軍
ま
た
は
州
兵
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
ば
は
、
営
・
定
・
翼
・
斉
・
青
・
徐
・
揚
・
扮
・
浬
・
秦
な
ど
の
諸
州
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
い
て
、
そ
の
例
を
見
る
。
そ
の
指
揮
官
は
刺
史
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

5
ち
添
加
の
存
在
が
わ
か
る
の
は
・
、
＊
印
を
附
し
た
癖
馬
で
あ
る
が
、
上
編
に

み
た
よ
う
に
、
青
州
と
扮
州
の
例
で
は
、
逆
心
は
刺
史
に
よ
っ
て
ひ
き
い
ら
れ

る
軍
隊
で
あ
り
、
営
州
、
斉
州
、
秦
州
で
は
、
城
民
の
反
抗
は
、
刺
史
の
殺
害

も
し
く
は
放
逐
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
諸
州
の
城
島
が

州
軍
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
た
し
か
と
お
も
わ
れ
る
。

　
三
民
の
王
朝
と
の
関
係
を
直
接
に
究
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
鎮
（
州
）
軍
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
い
く
ら
か
容
易
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　
鎮
（
州
）
軍
は
、
北
魏
の
華
北
に
た
い
す
る
征
服
と
統
治
の
象
徴
と
み
ら
れ

る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
北
魏
の
華
北
支
配
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
鎮
（
州
）
漁
期
の
性
質
の
問
題
に
せ
ま
り
た
い
。

　
北
魏
が
華
北
へ
進
出
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
い
く
つ
か

の
政
権
が
割
拠
し
て
い
た
。
北
魏
王
朝
の
基
礎
を
さ
だ
め
た
と
い
わ
れ
る
道
武
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帝
拓
賊
珪
の
最
大
の
事
業
は
、
河
北
藁
耀
に
君
臨
す
る
慕
容
氏
（
轍
）
を
ほ
ろ
ぼ

し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
北
魏
が
中
国
の
心
臓
部
を
に
ぎ
っ
た
こ

と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
地
方
．
は
ま
た
、
北
魏
帝
国
の
中
心
と
も
な
っ
た
。

　
北
魏
の
征
服
事
．
業
の
第
二
段
階
は
、
太
武
帯
工
高
蕪
の
時
代
を
中
心
と
す
る

時
期
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
オ
ル
ド
ス
地
方
の
赫
連
氏
（
夏
）
、

譲
の
漏
氏
（
ヒ
オ
「
翫
）
、
甘
粛
地
方
の
沮
渠
氏
（
灘
）
を
ほ
ろ
ぼ
す
・
と
に
成
功
し
た
。

ま
た
、
賢
宰
氏
を
征
服
し
た
こ
と
は
、
遠
水
上
流
の
チ
ベ
ッ
ト
族
に
も
圧
力
を

加
え
う
る
こ
と
に
な
り
、
仇
池
（
の
ち
の
術
秦
州
）
の
攻
略
に
成
功
を
お
さ
め
た
。

　
征
服
過
程
の
第
三
期
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
山
東
地
方
の
完
全
平
定
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
献
文
密
雲
賊
弘
の
事
業
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
活
溌
化
し
つ
つ

あ
っ
た
南
方
作
戦
を
有
利
に
し
、
洛
陽
遷
都
の
条
件
を
も
つ
く
っ
た
と
い
え
よ

、
）
。

　
こ
の
三
つ
の
段
階
を
経
て
、
華
北
平
定
は
い
ち
お
う
完
成
し
た
。
そ
の
こ
の

作
戦
は
、
主
と
し
て
南
朝
梁
と
の
激
突
に
一
進
一
退
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

南
朝
の
存
在
は
、
国
境
地
帯
の
住
畏
に
反
抗
の
可
能
性
を
あ
た
え
て
い
た
が
、

と
く
に
宣
武
・
孝
朔
両
帝
の
時
代
に
お
け
る
北
魏
の
衰
微
と
瓦
解
に
拍
車
を
か

け
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
征
服
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
お
こ
な
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
九
七
年
（
輩
＋
月
、
後
燕
の
首
都
申
由
姦
陥
。

三
九
八
集
吠
興
）
百
、
山
東
六
州
の
民
吏
お
よ
び
徒
何
二
三
・
若
夷

三
十
六
万
、
百
工
伎
巧
十
万
余
割
を
京
師
に
う
つ
す
。

　
同
年
十
二
月
、
六
州
二
十
二
郡
の
起
結
・
豪
傑
・
吏
畏
工
千
家
を
望
都
に

う
つ
す
。
、

窒
六
年
（
始
光
三
）
＋
百
、
夏
の
首
都
二
二
を
お
そ
い
。
そ
の
辺
砦
余

家
を
う
つ
し
て
か
え
る
。

四
二
七
年
（
三
光
四
）
六
月
、
統
万
入
城
。

贋
三
〇
年
（
神
聖
三
）
九
月
、
平
頚
を
や
ぶ
る
。
の
ち
、
長
安
・
平
涼
の
罠
を

代
都
に
う
つ
す
。

四
天
年
（
奉
常
三
）
吾
、
北
燕
を
討
ち
、
そ
罠
芳
余
家
を
う
つ
し
て

か
え
る
。

四
三
牽
（
逝
和
）
九
月
、
北
燕
を
討
ち
、
営
丘
歳
周
垂
東
楽
浪
・

帯
方
・
紅
熱
六
郡
の
民
三
万
余
家
を
鉱
物
に
う
っ
す
。

璽
三
輩
（
延
和
三
）
六
月
、
北
燕
を
討
ち
、
そ
の
収
穫
を
う
ば
い
、
民
を
う

つ
す
。四

三
五
年
（
太
延
一
）
、
北
燕
の
民
男
女
六
舌
を
　
つ
し
て
か
え
る
。

四
三
六
象
毯
）
六
月
、
北
燕
を
ほ
ろ
ぼ
す
。
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四
三
九
年
（
太
戸
戸
）
九
月
、
北
涼
を
ほ
ろ
ぼ
す
。
塁
＋
月
、
涼
州
罠
三

万
余
家
を
機
翼
に
う
つ
す
。

’
四
六
八
年
（
皇
興
二
）
一
万
、
山
東
を
平
定
。
喜
の
董
望
事
を
桑
乾
河

畔
に
う
つ
し
て
、
平
斉
牙
関
と
な
す
。

　
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
き
た
よ
う
に
、
北
魏
の
華
北
征
服
は
、
こ
う

し
た
い
わ
ゆ
る
徒
民
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ふ
つ
う
、
か
れ
ら
の
所
属

し
た
旧
政
権
の
所
在
地
か
ら
、
北
魏
政
権
の
所
在
地
で
あ
る
平
城
へ
、
と
い
う

コ
ー
ス
を
と
る
。
こ
の
強
制
移
住
は
、
ど
う
い
う
意
図
に
も
と
づ
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
壁
書
に
は
、
徒
民
の
対
象
に
な
っ
た
人
び
と
の
伝
記
が
す
く
な
か

ら
ず
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
徒
民
の
意
義
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

　
後
燕
が
ほ
ろ
ん
で
か
ら
、
河
北
地
方
の
旧
官
僚
・
豪
族
は
平
城
に
移
住
を
命

ぜ
ら
れ
た
が
、
か
れ
ら
は
新
政
権
に
つ
か
え
る
こ
と
を
こ
の
ま
な
か
っ
た
ら
し

い
（
羅
灘
）
。
元
中
山
太
守
の
仇
儒
は
、
裳
裾
に
抵
抗
し
て
、
趙
郡
の
璽
盗
に

身
を
投
じ
て
再
挙
を
は
か
っ
た
（
踊
礁
蹴
伝
）
。
慕
通
宝
の
民
部
尚
書
で
あ
っ
た
封

蜷
は
、
魏
朝
に
は
い
っ
て
給
事
黄
門
侍
郎
と
な
り
、
後
燕
時
代
の
こ
と
を
い
ろ

い
ろ
訊
か
れ
た
が
、
い
つ
も
い
い
か
げ
ん
な
返
事
し
か
し
な
い
の
で
、
免
職
さ

れ
た
（
同
三
二
本
伝
）
。
広
平
の
宋
隠
は
、
中
山
平
定
ご
、
中
山
行
軍
の
右
丞
に
任
ぜ
ら

れ
た
が
、
　
母
の
喪
を
機
会
に
辞
任
し
た
ま
ま
、
　
身
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た

（同

`
）
。
清
河
の
崔
逞
が
、
北
面
を
軽
蔑
ン
し
道
武
帝
に
漏
れ
た
こ
と
は
、

岡
崎
文
夫
魏
晋
南
北
朝
通
史
L
（
蓋
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
、

　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
河
北
の
豪
族
た
ち
で
、
後
燕
で
は
高
位
に
あ
っ
た
人

び
と
で
あ
る
が
、
適
所
は
、
こ
う
し
た
人
び
と
を
こ
と
さ
ら
冷
遇
し
た
わ
け
で

は
な
い
、
通
例
、
前
職
よ
り
い
く
ら
か
職
階
を
ひ
き
さ
げ
る
だ
け
で
あ
っ
た
よ

う
で
（
雛
慨
δ
、
張
蒲
な
ど
は
、
そ
の
令
名
に
よ
っ
て
、
旧
職
の
尚
欝
左
丞

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
（
胴
）
。
ま
た
、
張
護
、
馨
超
の
東
牟
（
軸
）
太

守
で
あ
っ
た
が
、
郡
を
ひ
き
い
て
帰
降
し
た
の
で
、
青
鷺
刺
史
に
昇
格
さ
れ
た

（蘭
ﾋ
。
そ
の
反
対
に
、
中
山
攻
防
戦
に
熾
烈
な
抵
抗
を
こ
こ
ろ
み
た
宋
治
は
、

こ
ろ
さ
れ
て
い
る
（
同
三
三
宋
隠
伝
）
。

　
こ
．
の
よ
う
に
、
後
燕
の
旧
官
人
・
豪
族
に
た
い
す
る
統
監
の
態
度
は
、
か
れ

ら
の
新
政
権
へ
の
帰
順
の
如
何
に
か
か
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
葉
桜
の
意
図
と

し
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
力
を
十
全
に
利
用
す
る
之
と
に
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
強
制
移
住
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
社
会
勢
力
を
、
後
装
か
ら

北
魏
に
転
移
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、

豪
族
・
官
人
層
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
民
衆
に
た
い
し
て
も
、
同
様
の
意

図
が
想
像
さ
れ
る
。

　
北
燕
の
征
服
に
よ
る
徒
民
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

か
な
り
具
体
化
で
き
る
の
は
、
北
涼
と
夏
の
ぼ
あ
い
で
あ
｝
σ
。
魏
書
巻
五
十
二

は
、
主
と
し
て
こ
う
し
た
人
び
と
の
伝
記
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
人
び
と
が
、
旧
政
権
で
占
め
て
い
た
地
位
（
A
）
と
、
平
城
に
う
つ
さ
れ
た
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際
の
官
爵
（
B
）
と
を
対
照
す
れ
ば
、
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

…
姓
　
　
名

」

A

僚官鹿北　旧
程索趙劉閾宗宗張宋

孫
　
左
丞

湛
．
兵
部
尚
書

欽
　
世
子
洗
馬

錆
　
庫
二
郎
中

駆
　
尚
書

晒
　
国
師

柔
　
金
三
郎

倣
　
助
教

駿
　
東
宮
侍
講

（
魏
書
六
〇
）

官旧
僚夏

胡趙
方

園逸
中
書
侍
郎

著
作
郎

B

南
浦
男
・
幽
遠
将
軍

臥
樹
男
・
鷹
揚
将
軍
・
著
作
郎

句
町
男
・
威
遠
将
軍

楽
平
王
元
　
の
駆
騎
大
将
軍
府
二
二
中
郎

同
　
　
右

中
書
博
土

中
書
侍
郎

北
島
司
馬

　
こ
れ
を
み
る
と
、
平
城
に
う
つ
っ
て
か
ら
ま
も
な
い
時
期
に
佳
命
さ
れ
た
と

お
も
わ
れ
る
官
職
は
著
作
郎
、
中
書
博
士
、
楽
平
王
元
王
の
従
事
・
甲
郎
、
中
書

侍
郎
、
金
紫
司
馬
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
従
事
中
郎
は
、
北
涼
滅
亡
こ
の
涼

州
に
留
鎮
を
命
ぜ
ら
れ
た
元
　
が
と
く
に
乞
う
て
用
い
た
も
の
で
、
特
別
の
措

置
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
元
　
が
な
く
な
る
と
、
閾
魍
は
平
城
に
か
え
り
、

無
官
の
ま
ま
で
世
を
お
わ
っ
た
ら
し
い
。
劉
晒
に
つ
い
て
は
、
ま
え
に
の
べ
た

よ
う
に
、
高
齢
と
い
う
理
由
で
帰
饗
ゆ
る
さ
れ
た
（
鱗
．
一
）
。
索
倣
の
中
書
博

士
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
儒
学
の
造
詣
に
よ
っ
て
抜
擢
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

趙
逸
の
中
書
侍
郎
任
命
に
も
、
特
別
の
事
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
太
武
帝
が

赫
連
氏
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
と
き
、
趙
逸
の
著
述
を
み
て
、
　
「
こ
ん
な
無
礼
な
や
つ

（
癒
祇
）
に
た
い
し
て
こ
ん
な
言
い
方
が
で
き
る
か
。
だ
れ
が
書
い
た
の
だ
。
さ

っ
そ
く
と
り
し
ら
べ
ろ
」
と
命
じ
た
が
、
崔
浩
が
「
帝
王
の
道
は
寛
容
で
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
と
り
な
し
た
の
で
、
ゆ
る
さ
れ
て
中
書
侍
郎
の
拝
命
を

う
け
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
崔
浩
は
、
三
新
族
政
権
の
な
か
に
あ
っ

て
、
漢
人
豪
族
の
登
用
に
尽
力
し
た
入
で
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
か
れ
が
訣
殺

さ
れ
る
原
因
と
も
な
っ
た
が
、
か
れ
は
．
北
涼
・
夏
の
旧
官
僚
に
た
い
し
て
も
、

そ
の
努
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
の
で
あ
っ
て
＾
監
置
が
の
ち
に
著
作
郎
と
な

っ
た
の
も
、
か
れ
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
崔
浩
は
、
周
易
に
注
し
た

そ
の
序
文
の
な
か
で
、
敦
燵
の
張
湛
、
金
城
の
宗
欽
、
武
威
の
段
承
根
の
学
殖

を
た
か
く
評
価
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
張
湛
の
貧
窮
を
あ
わ
れ
ん
で
、
つ
ね
に

衣
食
を
供
給
し
た
の
も
、
か
れ
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
宗
欽
、
の
著
作
郎
拝
命

も
ま
た
、
雀
浩
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
い
ご
に
、
臓
卜
回
の
北
鎮
司
馬
を
検
討
し
よ
う
。
裏
方
回
も
ま
た
す
ぐ
れ
た

文
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
統
万
城
の
諸
碑
文
の
作
着
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

北
鎮
司
馬
と
い
う
職
務
は
、
．
か
れ
に
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し
か
し
、

鎮
か
ら
送
っ
た
上
表
交
が
み
ご
と
で
あ
っ
た
の
で
、
太
公
帝
の
耳
に
は
い
っ
て

中
雷
博
±
に
抜
擢
さ
れ
た
。
そ
の
こ
律
の
改
定
に
参
加
し
た
が
、
崔
浩
そ
の
他

の
尊
敬
を
あ
つ
め
た
と
い
う
。
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こ
れ
ら
の
人
び
と
の
就
任
し
た
官
職
の
お
お
く
が
、
学
術
・
文
章
と
い
っ
た

方
面
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、

か
ポ
ら
の
特
別
の
才
能
が
、
崔
浩
ら
の
努
力
を
媒
介
と
し
て
み
と
め
ら
れ
た
結

果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
北
冥
や
夏
よ
り
う
つ
っ
た
旧
宮
人
層
の
す
べ
て
に

共
通
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
伝
の
史
臣
曰
く
の
条
に
、

　
　
趙
逸
ら
は
み
な
経
学
や
史
学
に
通
暁
し
、
そ
の
才
能
．
志
向
は
な
み
な
み

　
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
価
値
は
西
方
で
お
も
ん
ぜ
ら
れ
、
東
方
に
も

　
き
こ
え
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
流
寓
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
沈
論
の

　
境
涯
か
ら
ぬ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
：
・
：
・

と
結
論
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
ど
を
う
ら
が
き
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
旧
斑
鳩
（
夏
）
官
僚
た
ち
は
、
一
般
的
に
は
あ

ま
り
好
遇
を
う
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
え
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
張
湛

は
、
　
「
平
城
に
う
つ
さ
れ
て
か
ら
、
び
ん
ぼ
う
で
米
粒
を
口
に
し
な
か
っ
た
」

し
、
崔
浩
の
援
助
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
闘
願
も
「
楽
平
王
元
　
が
な

く
な
っ
て
京
師
に
か
え
っ
た
が
、
家
は
貧
窮
を
き
わ
め
て
、
飢
え
と
さ
む
さ
に

つ
き
ま
と
わ
れ
た
」
と
い
う
。

　
旧
北
涼
（
夏
）
系
の
豪
族
た
ち
に
た
い
す
る
北
魏
の
態
度
は
、
旧
後
燕
系
の

人
び
と
に
く
ら
べ
て
、
か
な
り
酷
烈
で
あ
っ
・
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
ち

が
い
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
ら
が
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
拓
三
族
の
中
国
進

入
の
志
向
は
、
道
武
帝
に
お
い
て
確
定
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
進
国
の

後
燕
を
征
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
武
帝
は
そ
れ
に
成
功
し
た
の
で
あ
る

が
、
駒
牽
の
先
進
性
を
支
え
て
い
た
の
は
、
河
北
に
お
け
る
漢
人
豪
族
社
会
で

あ
る
。
政
権
の
不
安
定
な
こ
の
段
階
で
は
、
そ
れ
と
の
妥
協
は
、
あ
る
て
い
ど

さ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
　
（
も
っ
と
も
、
そ
の
仕
方
に
は
、
北
魏

の
主
体
性
を
そ
こ
な
わ
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
っ
た
）
。
　
一
方
、
政
権
の
確
立

を
み
た
太
武
帝
の
時
期
で
の
、
し
か
も
辺
境
に
た
い
す
る
征
服
事
業
は
、
こ
う

し
た
妥
協
を
そ
れ
ほ
ど
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
双
方
の
ば
あ
い
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
既
成
の
政
権
を
た
た
き
つ

ぶ
し
た
の
ち
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
諸
勢
力
と
く
に
漢
人
豪
族
を
自
己
へ
の
奉

仕
者
と
し
て
改
造
す
る
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
に
と
っ
て

敵
性
の
す
く
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
協
力
的
な
も
の
に
た
い
し
て
は
、
こ
れ
ら
辺

境
拙
身
の
豪
族
で
あ
っ
て
も
、
網
当
の
と
り
あ
つ
か
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

姓
』
北
涼
・
・
関
係
以
墾
雛

12

李唐

3
　
辛
紹
先

4
、
段
承
根

5
　
常
　
爽 宝

　
西
涼
王
李
嵩
の
孫
。
太
武
帝
に
協
…

　
　
力
、
北
涼
の
残
党
を
討
平
。
　
　
　
～

和
鱗
の
遺
臣
、
北
涼
の
残
党
を
3

毒
涼
に
仕
え
・
北
涼
と
た
た
か
　
∴

　
・
ト
…
…
…
…
…
…
・
－
…
－
－
…
・
…
…
－
・
・
－
－
－
…
…
－
⊥

　　

ﾖ
よ
り
魏
に
帰
す
．
　
「

　
…
北
涼
へ
の
仕
官
を
拒
む
。
　
　
　
㎝

　
　
　
　
一

華
都
大
官

39

上
客
　
　
　
　
4
3

中
書
博
士
　
　
4
5

上
客
　
　
　
　
5
2

六
晶
待
遇
　
　
8
4
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右
の
表
の
う
ち
、
1
か
ら
3
ま
で
の
人
び
と
は
、
西
涼
李
氏
の
子
孫
ま
た
は

遺
臣
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
西
涼
が
北
涼
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
ち
、
画
然
な
ど

と
む
す
ん
で
報
復
を
は
か
っ
て
い
た
が
、
さ
い
ご
に
太
武
帝
の
西
征
に
協
力
し

た
。
4
と
5
は
、
北
涼
之
は
疎
遠
な
位
置
に
あ
っ
た
入
び
と
で
あ
る
。
こ
の
五

例
を
潮
紅
こ
の
地
位
に
お
い
て
み
る
と
、
か
な
り
の
優
遇
を
う
け
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
　
そ
れ
を
お
し
は
か
る
ひ
と
つ
の
方
法
は
、
　
上
客
と
い
う
も
の
に
あ

る
。
北
魏
は
、
国
外
か
ら
帰
順
し
た
も
の
に
、
し
ば
し
ば
客
礼
を
も
ち
い
た
。

そ
れ
は
、
上
、
次
、
、
下
の
三
等
に
わ
か
れ
る
。
上
客
は
田
宅
、
奴
碑
な
ど
の
支

給
を
う
け
た
が
、
下
樋
に
な
る
と
う
粗
衣
疏
食
に
く
る
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
客
礼
に
つ
い
て
の
研
究
を
お
こ
な
っ
た
佐
久
間
吉
也
氏
に
よ
る
と
、
こ
の

差
別
が
そ
の
薩
讐
の
・
悶
階
を
決
定
す
る
．
、
・
に
な
っ
た
と
㌢
（
餓
⑳

概
言
重
罪
）
。

　
で
は
、
特
別
の
才
能
も
な
く
、
ひ
き
た
て
て
く
れ
る
も
の
も
な
く
、
逆
境
に

沈
論
し
た
大
多
数
の
人
び
と
は
、
ど
う
い
う
地
位
に
お
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
い
か
え
れ
ば
、
北
魏
は
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
を
ど
の
よ
5
に
自
己
の
内
議
に

く
り
い
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
の
ま
え
に
、
山
東
平
定
に
つ

い
て
も
、
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
献
早
撃
は
、
　
山
東
征
胆
の
翌
年
、
同
地
の
豪
族
を
ま
ず
平
城
に
移
住
さ
せ

た
。
そ
の
さ
い
お
も
な
る
人
び
と
に
あ
た
え
ら
れ
た
待
遇
を
み
る
と
、

　
房
監
獄
…
…
上
客
（
田
宅
・
奴
碑
を
・
支
給
）

　
房
崇
吉
…
…
次
客

　
崔
道
固
…
…
下
客

　
卓
球
賓
：
…
・
下
襲

と
い
う
等
級
蒙
あ
る
（
覇
書
四
三
屠
法
寿
伝
）
。
こ
の
糞
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
山
東
征

服
当
時
の
事
情
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
当
時
、
南
朝
宋
室
で
は
内
訂
が
お
こ

り
、
劉
或
が
甥
の
劉
子
萎
こ
ろ
し
て
自
立
し
た
（
明
野
）
。
雪
道
固
ら
は
子
業
の

弟
子
鋤
を
推
戴
し
た
が
、
房
法
寿
ら
は
劉
戦
が
わ
に
つ
き
、
山
東
地
方
の
豪
族

は
二
男
に
わ
か
れ
て
た
た
か
い
あ
っ
た
。
崔
道
固
ら
は
一
時
北
魏
と
む
す
ん
だ

が
、
劉
或
の
地
位
が
確
立
す
る
と
、
ふ
た
た
び
朱
朝
に
復
帰
し
た
。
し
か
し
、

豪
族
間
の
し
こ
り
は
あ
と
ま
で
の
こ
っ
た
。

　
北
魏
は
こ
の
内
曽
証
に
目
を
つ
け
て
、
慕
容
白
幡
ら
に
進
撃
を
命
じ
た
。
遵
法

寿
は
、
い
と
こ
の
房
崇
吉
と
と
も
に
、
羅
…
道
固
一
派
の
劉
休
賓
を
お
そ
っ
て
魏

軍
に
降
伏
し
た
。
崇
重
は
升
城
で
魏
軍
を
ふ
せ
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
升
城

が
陥
落
す
る
と
、
後
禍
を
お
そ
れ
て
戸
立
寿
に
身
を
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
無

休
賓
は
、
梁
郷
の
守
将
で
あ
っ
た
が
、
一
時
麗
容
白
搾
の
降
伏
勧
告
を
受
諾
し

な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
は
善
道
固
が
降
伏
す
る
ま
で
抵
抗
を
つ
づ
け
た
。
抗

戦
派
の
中
心
は
、
歴
城
に
お
け
る
崔
道
固
で
あ
っ
た
。

　
さ
き
の
客
溝
上
の
差
異
が
、
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
き
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
城
に
お

く
ら
れ
た
豪
族
た
ち
は
、
ま
も
な
く
桑
平
河
陛
に
う
つ
さ
れ
て
平
年
郡
民
と
さ
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れ
た
。
い
わ
る
平
斉
戸
で
あ
る
。
平
衡
器
の
機
構
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
ひ

幾
欝
雀
）
⊥
隷
饗
晶
難

　
平
斉
郡
の
守
令
に
任
命
さ
れ
た
も
の
は
、
次
客
も
し
く
は
下
戸
と
し
て
待
遇

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
上
客
が
は
い
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
郡
民
じ
し
ん
も
、
抗
戦
を
こ
こ
ろ
み
た
豪
族
た
ち
で
あ
っ
た
ら
し
く

お
も
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
平
城
に
う
つ
さ
れ
た
山
東
の
豪
族
た
ち
は
、
魏
へ
の

帰
順
の
仕
方
に
よ
っ
て
ふ
る
い
分
け
ら
れ
、
上
客
に
あ
た
る
も
の
は
首
都
で
優

遇
を
う
け
、
次
客
以
下
は
平
斉
郡
民
と
し
て
さ
ら
に
移
住
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
平
笹
戸
と
さ
れ
た
人
び
と
の
地
位
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
平

下
戸
に
ふ
れ
た
研
究
に
、
塚
本
善
隆
「
北
魏
の
僧
都
戸
・
三
図
戸
」
（
支
那
仏
教
史
研
究
所
収
）
・

河
地
重
造
「
北
魏
王
朝
の
成
立
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
棟
譜
陳
灘
究
）
が
あ
る
。

河
地
氏
は
、
塚
本
氏
の
研
究
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
平
斉
戸
を
徒
民
－
一
計

口
受
田
制
か
ら
郡
県
罠
一
均
田
制
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
賎
民
的
身
分
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
が
、
私
に
は
ま
だ
な
っ
と
く
が
い
か
な
い
。
平
斉
戸
が
賎
昆
身
分

に
お
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
国
家
に
よ
・
つ
て
な
に
か
特
定
の
労
働
を
強
制

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
平
斉
戸
が
困
苦
に
み
ち
た
境
涯
に
お
か
れ
た
こ
と
は
証

明
で
．
き
る
が
、
そ
れ
は
、
故
郷
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
て
北
方
の
荒
地
に
投
げ
こ

ま
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
生
活
上
の
困
窮
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
む
し

ろ
注
臨
す
べ
き
こ
と
ば
、
か
れ
ら
が
そ
う
し
た
困
窮
を
き
り
ぬ
け
る
手
段
と
し

て
、
仏
典
な
ど
の
書
写
に
や
と
わ
れ
て
生
活
の
資
を
え
て
い
る
例
が
お
お
い
と

　
　
　
　
　
　
③

い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
な
お
、
す
く
な
く
と
も
良
民
と
し
て
の
自
由
が

保
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
を
。
そ
れ
は
ま
た
、
か
れ
ら
に
よ
る
農
耕

が
平
斉
郡
設
定
の
主
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
も
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

　
こ
う
か
ん
が
え
る
と
、
そ
の
第
一
．
義
的
意
図
は
、
山
東
に
お
け
る
椿
象
勢
力

の
壊
滅
と
い
う
政
治
的
目
的
に
あ
っ
た
と
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
妥
当
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
類
推
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
黒
煙
・
夏
な

ど
の
ば
あ
い
も
、
原
則
と
し
て
は
、
徒
事
に
よ
っ
て
豪
族
と
し
て
の
資
格
を
い

ち
お
う
剥
奪
し
、
　
「
北
魏
人
畏
」
の
地
位
に
お
い
た
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
が

え
る
。
そ
し
て
、
と
く
べ
つ
の
機
会
を
え
た
も
の
だ
け
が
豪
族
身
分
を
回
復
し

え
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
北
魏
権
力
と
い
5
主
軸
の
も
と

に
な
さ
れ
た
豪
族
身
分
の
改
定
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
こ
と
が
北
魏
の
華
北
征
服
の
方
針
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
政
策
の
実
行
手
段
と
し
て
設
立
さ
れ
る
の
が
、
鎮
軍
で
あ
り
、
州
軍
で
あ

る
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
涼
・
夏
・
営
の
野
州
は
、
伊
州
・
統

万
。
臥
龍
の
理
財
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
・
こ
れ
ら
の
鎮
軍
こ
そ
、
北

辰
・
夏
・
北
燕
の
首
都
の
あ
と
に
駐
留
し
た
北
魏
占
領
軍
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

そ
れ
は
ま
た
、
一
種
の
軍
政
府
で
も
あ
っ
た
。

67　（419）



北
魏
の
華
北
統
一
と
鎮
（
州
）
軍
の
設
置
と
は
、
こ
う
し
た
内
的
関
連
を
も

つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
軍
隊
構
成
の
面
で
も
密
接
に
つ
な
が
り
あ
っ
て

い
る
。

　
浜
口
氏
に
よ
れ
ば
、
北
魏
末
期
の
六
五
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
各
種
の
兵
士
か

ら
な
り
た
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
ω
セ
ソ
ビ
人
を
主
体
と
す
る
北
人
貴
族
の
子
弟

　
②
漢
人
豪
族
の
子
弟

　
⑧
流
罪
人

　
〔
四
高
車
・
柔
然
な
ど
の
降
民

　
ω
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
北
魏
軍
隊
の
本
源
的
な
部
分
で
あ
る
。
③
も
か
な

り
は
や
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
文
成
帝
時
代
に
源
賀
が
「
死
罪
を
免
じ
て
辺
兵
に

充
て
よ
」
著
建
言
し
て
か
ら
、
急
激
に
増
加
し
た
。
㈲
は
、
「
突
騎
」
（
鑛
璽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
称
し
て
堅
陣
突
破
に
も
ち
い
ら
れ
た
ら
し
く
、
部
落
を
な
し
て
い
た
と
お
も

わ
れ
る
。
浜
口
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
G
ゆ
、
②
、
㈲
が
鎮
軍
の
お
も

な
る
要
素
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
こ
で
考
察
し
た
い
の
は
、
②
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
は
、
魏
蘭
根

の
こ
と
ば
に
、
「
中
原
の
豪
族
の
子
弟
」
（
繹
節
）
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
〔
史
寧
は
〕
、
建
康
五
宝
の
人
で
あ
る
。
曾
祖
父
の
予
は
、
沮
渠
氏
に
仕
え

　
て
臨
松
令
と
な
っ
た
。
北
魏
が
涼
州
を
平
定
す
る
と
、
祖
父
の
濯
は
、
規
定

に
・
た
が
っ
て
（
「
随
例
」
）
、
器
（
鰭
紙
墨
）
鎮
に
う
つ
さ
れ
た
の
で
、
そ
・

に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
（
史
興
八
）
。
・

　
　
〔
段
栄
は
〕
、
姑
減
武
威
の
人
で
あ
る
。
祖
父
の
信
は
、
沮
渠
氏
に
仕
え
た

が
、
の
ち
魏
に
入
り
、
豪
族
だ
と
い
う
の
で
北
辺
に
う
つ
さ
れ
、
江
原
郡
に
佐

む
よ
　
に
な
っ
た
。
父
の
連
は
、
安
北
〔
将
軍
〕
府
の
司
馬
で
あ
っ
た
（
藷
書

鍛
栄
）
。

　
こ
の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
旧
北
涼
官
僚
の
一
部
が
、
北
方
の
辺
防
軍
に
編
入

さ
れ
た
事
実
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
か
の
敦
煙
の
名
儒
劉
晒
の
三
子
が
城
民

と
さ
れ
た
例
（
第
二
）
を
も
あ
わ
せ
て
推
察
す
る
な
ら
ば
、
北
湊
に
配
属
さ
れ
た

漢
人
豪
族
と
は
、
北
魏
の
征
服
戦
争
の
対
象
に
な
っ
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
が

ほ
ぼ
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
北
置
忘
に
編
入
さ
れ
た
漢
人
豪
族
の
地
位
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

右
の
段
連
や
さ
き
に
表
示
し
た
胡
万
苦
の
例
を
み
る
と
、
軍
府
の
司
馬
の
地
位

に
あ
り
、
良
艮
以
下
と
い
う
ふ
う
に
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
平
斉
戸
出
身
の
兵
で
あ
る
。
高
聰
と
蒋
少
游
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

か
れ
ら
は
と
も
に
雲
中
鎮
に
配
属
さ
れ
て
兵
戸
と
な
っ
た
（
愛
書
六
八
お
よ
び
九
一
本
伝
）
。
か

れ
ら
は
生
活
上
は
ひ
じ
ょ
う
な
く
る
し
み
を
な
め
、
と
く
に
蒋
少
游
は
、
鎮
に

は
名
冒
的
に
所
属
し
て
い
る
だ
け
で
、
じ
つ
ざ
い
は
平
城
に
あ
っ
て
書
写
に
よ

っ
て
生
活
の
資
を
え
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ど
う
い
う
操
作
に
よ

っ
て
可
能
に
な
っ
た
か
抵
不
明
で
あ
る
が
、
か
肌
ら
が
賎
民
的
位
置
に
束
縛
さ

68　（420）



北魏末の内乱と城民（下）　（谷川）

江
て
い
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
不
可
熊
で
あ
ろ
う
。
六
斬
時
代
の
兵
戸
に
、
や

や
心
急
に
ち
か
い
も
の
が
多
数
包
含
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
谷
戸
と
い
え
ば

す
ぐ
そ
う
し
た
束
縛
を
感
じ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
と
ば
の
意
味
は
、
兵
役
専
従

の
戸
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
、
賎
畏
化
の
契
機
が
ひ
そ
ん

で
い
る
。

　
要
す
る
に
、
北
鎮
の
漢
人
豪
族
出
身
の
兵
と
は
、
北
魏
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ

た
人
び
と
を
来
島
と
す
る
。
北
鎮
が
保
有
し
て
い
た
兵
力
の
う
ち
、
城
民
と
よ

ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
、
ω
、
②
、
⑧
の
兵
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三

者
は
、
そ
の
ほ
か
の
鎮
（
州
）
軍
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
比
率
を
も
ち
つ
つ
、
そ

の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
し
ぼ
し
ば
の
べ
た
よ
う
に
、
河
北
・
山
東
方
面
で
は
、
羽
林
・
虎
費
兵
の
存

在
が
注
目
さ
れ
る
。
　
こ
れ
ら
は
、
　
い
わ
ば
ω
の
範
瞬
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
浜
口
氏
の
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
北
族
精
鋭
部
隊
に
は
、
営

戸
と
よ
ば
れ
る
雑
役
労
役
専
従
の
戸
が
隷
継
し
て
い
た
と
い
う
（
錦
艶
物

藁燃

齟
j
鏡
落
雪
艦
知
勲
卸
舟
山
）
。
営
戸
の
来
路
を
み
る
と
、
「
北
部
民
」
、
「
沃
野
・

統
万
二
鎮
の
敷
勒
」
、
「
連
川
の
北
町
」
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
逃
亡
・
反

乱
な
ど
反
権
力
的
行
為
に
よ
っ
て
罪
を
え
た
も
の
で
、
強
い
て
い
え
ば
、
㈲
の

範
疇
に
属
す
る
。

　
河
北
・
山
東
に
比
較
す
る
と
、
懸
軍
・
陳
西
方
薗
で
は
、
北
族
の
精
鋭
軍
は

す
く
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
域
・
莞
、
敷
勒
、
山
胡
な
ど
の
た
え
ま

な
い
反
乱
が
、
そ
の
こ
と
を
う
ら
が
き
す
る
。
む
し
ろ
こ
の
地
方
の
諸
軍
に
ば
、

雑
夷
と
よ
ば
れ
る
こ
う
し
た
異
民
族
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ

　
　
　
　
　
⑤

る
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
徒
民
に
よ
っ
て
城
民
と
さ
れ
た
も
の

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ば
あ
い
の
地
位
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
西
方
は
、
北
魏
に
よ
っ
て
完
全
に
征
服
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
こ
と
に
チ
ベ
ッ
ト
論
意
に
た
い
し
て
は
、
た
え
ず
な
や
ま
さ
れ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
止
水
流
域
を
完
全
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
南
朝
と
の
連
携
を
断
つ
こ
と
が
不
可
能
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

西
方
支
配
に
決
定
的
な
破
綻
を
生
じ
な
か
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
一
旦
事
が

お
こ
れ
ば
、
東
方
の
精
騎
が
迅
速
に
か
け
つ
け
る
と
い
う
北
魏
独
特
の
体
制
に

，
負
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
北
魏
諸
軍
の
構
成
は
複
雑
で
多
様
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
漢
人
の
兵
は
征
服
と
徒
民
を
契
機
と
し
て
、
．
負
罪
の
兵
は
犯

罪
と
逮
捕
を
契
機
と
し
て
、
国
家
権
力
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
反
北
魏
的
意
思
の
保
有
者
も
し
く
は
野
里
的
秩
序
か
ら
の
逸
脱
者
を
、

自
己
の
が
わ
に
く
り
い
れ
よ
う
と
す
る
王
朝
の
意
図
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
ま
た
強
制
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
力
は
、
セ
ン

ビ
そ
の
鎖
線
族
兵
の
、
北
魏
に
た
い
す
る
忠
誠
心
に
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
ね
　
　
じ

と
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
東
方
之
西
方
と
の
政
治
酌
結
合
の
か
な
め
で
も
あ
っ
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た
。①

州
兵
を
刺
史
が
統
率
し
た
例
は
、
扮
州
に
お
い
て
み
ら
れ
る
（
魏
書
一
九
下
元
彬
伝
）
。

な
お
、
翼
州
長
史
が
州
軍
を
ひ
き
い
た
例
が
あ
る
が
（
關
編
伝
）
、
・
れ
も
州

軍
・
の
統
率
権
が
刺
史
に
あ
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
。

②
た
だ
し
佐
久
間
氏
は
、
客
礼
を
た
ん
に
北
魏
の
豪
族
尊
重
政
策
と
い
う
ふ

う
に
見
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
文
に
の
べ

る
と
お
り
で
あ
る
。

③
魏
雷
四
三
募
景
伯
、
五
五
劉
芳
、
六
六
崔
亮
、
六
七
崔
光
の
諸
伝
を
見
よ
。

農
業
労
働
に
不
な
れ
な
豪
族
た
ち
は
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
特
技
を
発
揮
し

た
の
で
あ
る
。
体
力
の
あ
る
傅
永
は
、
他
家
の
雇
傭
労
働
に
従
事
し
た
と
い

　
が
（
二
七
〇
本
伝
）
、
・
の
審
例
は
か
え
っ
て
、
本
文
の
荒
戸
を
有
力
に
す
る
。

④
高
祖
将
南
討
、
遣
宏
陵
王
〕
羽
持
饗
撫
六
鎮
、
発
（
聾
菱
騎
、

夷
人
寧
悦
（
嬬
書
二
一
上
本
俵
）
。

　
後
征
漠
南
、
督
高
車
騎
、
臨
陳
衝
突
、
所
向
無
前
、
賊
澤
之
（
同
二
六
尉
古
谷
伝
）
。

⑤
東
益
州
（
も
と
再
興
鎮
）
の
軍
隊
が
チ
ベ
ッ
ト
族
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
第
二
節

に
の
べ
た
。
南
秦
州
お
よ
び
そ
の
前
身
た
る
仇
池
鎮
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
魏
霞
二
七
一
更
紀
伝
↑
を
み
よ
。

　
高
平
鎮
に
も
突
騎
が
お
か
れ
て
い
た
が
（
羅
”
押
伝
）
、
・
れ
は
驚
族
（
譲

類
）
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

胡
人
を
涼
州
鎮
兵
に
あ
て
よ
う
と
し
て
反
抗
を
う
け
た
例
が
あ
る
が
（
鯉

鰍
）
、
禦
、
涼
州
に
蜂
起
し
た
城
民
呼
延
雄
は
胡
入
で
あ
る
。
胡
三
軍
は
南

方
戦
線
に
も
投
充
さ
れ
て
反
乱
を
ひ
き
お
・
し
た
こ
と
が
あ
る
（
同
五
〇
尉
元
伝
）
。

　
菱
、
雑
人
と
よ
繋
る
・
蓉
の
多
重
が
、
統
万
（
の
ち
の
笈
州
）
、
安
定
（
の
の
協

州
）
奎
の
諸
鎮
に
配
さ
れ
て
い
た
・
森
、
馨
五
憂
豹
子
伝
覧
え
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
諸
鎮
（
州
）
に
は
、
罪
人
の
配
流
も
み
ら
れ
る
。

四
　
内
乱
の
意
義
に
つ
い
て

　
内
乱
の
原
動
力
の
ひ
と
つ
が
野
遊
の
反
抗
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
義

は
、
軍
事
体
制
の
崩
壊
と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
魏

末
期
に
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
か
た
ち
で
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
内
乱
の
第
一
歩
は
、
ま
ず
六
三
の
蜂
起
に
よ
っ
て
ふ
み
だ
さ
れ
た
。
当
時
聖

心
内
部
に
膨
積
し
て
い
た
兵
士
た
ち
め
不
満
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
の
冒
頭
に

あ
げ
た
諸
種
の
資
料
に
い
き
い
き
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た

不
満
の
社
会
的
根
源
を
つ
き
と
め
る
こ
と
忙
あ
る
。

　
元
淵
の
上
奏
、
魏
三
根
の
李
崇
へ
の
勧
告
の
こ
と
ば
、
五
二
四
年
八
月
の
鎮

民
解
放
の
詔
な
ど
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
鎮
兵
の
あ
り
方
を
歴
史
的
に
叙
述
し

て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
当
時
の
鎮
軍
の
危
機
が
、
鎮
兵
の
本
来

的
な
性
権
を
う
し
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
で

あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
三
兵
と
は
、
本
来
、
北
族
・
漢
族
を
問

わ
ず
、
名
門
の
子
弟
に
ふ
さ
わ
し
い
名
誉
あ
る
職
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
　
こ
う
し
た
本
来
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
三
軍
は
、

北
頭
国
家
の
志
向
と
齪
儲
を
き
た
す
こ
と
な
く
、
権
力
の
一
環
と
し
て
の
機
能
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（
爪
）
窪
た
し
う
る
。

　
北
魏
末
に
な
る
と
、
鎮
兵
の
本
来
的
性
格
は
う
し
な
わ
れ
て
、
む
し
ろ
そ
の

反
対
物
（
鮒
）
に
転
化
し
た
。
兵
士
た
ち
と
国
家
と
の
あ
い
だ
に
は
、
重
大
な
さ

け
目
が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
状
況
変
化
を
も
つ
と
も
痛
切
に
感
じ
た
の
は
、
北

族
出
身
者
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
鎮
軍
構
成
の
変
化
に
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
元
淵
の
上
奏
の
な
か
に
、
　
「
太
田
中
、
李
神
が
朝
政
に
権
勢
を
ふ
る
っ
た
と

き
、
涼
州
出
身
の
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
諏
役
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
に
、
北
野

　
　
　
①

繊
身
者
は
、
い
ま
な
お
辺
防
に
あ
た
っ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
涼
州
心
身

者
（
旧
北
涼
官
僚
の
子
孫
）
の
軍
役
解
放
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
具
体
的
に

の
べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
生
州
方
面
に
つ
い
て
の
み
見
ら
れ

る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
脚
註
の
力
だ
け
に
負
う
こ
と
で
も
，
な
い
。
平
服
郡

民
か
ら
ざ
ら
に
雲
中
開
の
兵
戸
と
な
っ
た
高
聰
・
將
少
游
は
、
と
も
に
高
允
の

推
挙
に
よ
っ
て
中
書
博
士
と
な
っ
た
。
高
聰
は
允
の
従
孫
に
あ
た
る
。
平
斉
郡

の
人
び
と
は
、
高
允
の
力
に
た
よ
っ
て
不
遇
な
境
遇
か
ら
何
と
か
脱
出
し
よ
う

・
し
・
莞
も
・
た
そ
の
努
力
を
芒
ま
な
か
っ
た
無
熱
秘
や
莞
．

の
こ
う
し
た
救
済
工
作
が
頂
点
に
達
す
る
の
は
、
孝
交
野
初
期
の
こ
と
で
あ
る

が
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
太
占
帝
時
代
に
も
、
崔
浩
の
努
力
が
あ

る
。
新
入
豪
族
出
身
の
大
官
た
ち
と
逆
境
に
あ
っ
た
同
種
の
人
び
と
と
の
、
こ

の
よ
う
な
犯
す
ぴ
あ
い
は
、
時
と
と
も
に
す
す
ん
で
ゆ
き
、
た
と
え
ば
均
斉
戸

と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
太
和
の
こ
ろ
に
は
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

　
　
◎

で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
　
「
李
神
が
涼
州
掛
身
者
を
こ
と
ご
と
く
軍
役
よ
り
解
放

し
た
」
と
い
5
一
句
は
、
ひ
と
つ
の
具
体
例
を
も
つ
て
全
般
を
い
い
あ
ら
わ
し

た
も
の
で
、
漢
人
豪
族
出
身
の
兵
が
し
だ
い
に
解
放
さ
れ
て
、
野
末
に
は
鎮
軍

の
主
要
な
一
要
素
を
な
さ
な
く
な
っ
た
憲
味
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
鎮
軍
の
お
も
な
部
分
は
、
ω
華
族
兵
と
③
流
刑
兵
と
の
二
者
と

な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
も
、
あ
る
倒
錯
現
象
が
お
こ
っ

て
い
る
。
元
淵
に
よ
る
と
、
官
吏
が
罪
を
お
か
し
て
流
刑
に
な
っ
て
も
、
賢
将

と
結
托
し
て
北
族
兵
圧
迫
の
が
わ
に
立
つ
。
こ
れ
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
北
町
兵
の
と
り
し
ま
り
に
、
流
刑
兵
が
利
用
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く

流
刑
兵
が
逃
亡
者
を
と
ら
え
た
ば
あ
い
に
は
、
恩
典
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ

　
④

ろ
う
。
本
来
、
国
家
と
お
な
じ
志
向
を
も
つ
兵
士
が
、
国
家
秩
序
か
ら
の
逸
脱

者
に
よ
っ
て
と
り
し
ま
ら
れ
る
と
い
う
、
奇
妙
な
状
態
に
た
ち
い
た
っ
た
の
で

あ
る
。
、

　
こ
れ
は
、
北
魏
国
家
の
性
格
が
変
化
し
て
、
北
極
出
身
の
鎮
丘
ハ
と
は
異
質
の

も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は
い
ぜ
ん
と

し
て
国
家
へ
0
忠
誠
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
白
己
と
こ
と
な

っ
た
も
の
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
上
戸
と
い
う
み
じ
め
な
す
が
た
を
と

る
の
に
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
背
景
が
存
在
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
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塗
箸
と
い
う
こ
と
ば
は
、
営
戸
な
ど
と
お
な
じ
よ
5
に
、
あ
る
特
定
の
政
府

機
関
へ
の
隷
属
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。
北
鎮
の
ば
あ
い
は
、
云
誤
の
帯
び
る

将
軍
号
に
よ
っ
て
開
設
さ
れ
る
軍
器
と
の
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

嘉
事
の
置
戸
化
は
、
鎮
将
に
た
い
す
る
そ
の
隷
属
化
と
も
い
い
か
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
塗
家
は
か
れ
ら
の
ま
え
に
鎮
将
と
い
う
す
が
た
で
た
ち
あ

ら
わ
れ
、
か
れ
ら
の
国
家
と
の
異
質
性
は
、
鎮
将
と
の
異
質
性
と
．
し
て
具
象
化

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
異
質
性
を
さ
ら
に
追
求
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
元
淵
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
鎮
軍
軍
士
に
は
仕
官
の
途
が
ひ
ら
け
て

い
た
と
い
う
。
道
武
帝
が
都
族
解
散
を
断
行
し
て
か
ら
、
セ
ン
ビ
民
は
北
魏
王

室
と
い
う
単
一
の
力
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
。
か
れ
ら
の
個
々
の
能
力
は
、
部

　
や

族
の
ワ
ク
を
や
ぶ
っ
て
、
統
一
国
家
と
い
う
ひ
ろ
い
世
界
に
躍
動
し
た
に
ち
が

い
な
い
。
中
国
風
を
模
し
て
宮
僚
制
が
形
づ
く
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
人
の
力
を
国
家
に
む
す
び
あ
わ
せ
る
有
効
な
紐
帯
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
鎮
軍
へ
の
参
加
は
、
立
身
の
好
機
会
を
つ
く
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
露
寒
末
期
の
状
況
は
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の

す
が
た
を
と
る
。
そ
こ
で
は
、
鎮
軍
に
属
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
自
己
の
発

展
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
鎮
将
と
い
う
中
央
か
ら
派
遣
さ

れ
た
官
僚
の
隷
属
物
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
義
兵
は
、
二
重
の
意

味
で
官
僚
制
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
国
家
の
性
格
の
変
質
と
は
、
つ
ま
り
は
官
僚
制
を
支
え
る
原
理
の
変
質
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
お
も
い
お
こ
さ
れ
る
の
は
、
孝
文
帝
に
よ
っ
て

ふ
み
だ
さ
れ
た
門
閥
的
官
僚
制
の
採
用
で
あ
る
。
官
吏
任
用
に
は
門
地
と
人
才

の
ど
ち
ら
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、
当
時
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
が
、
委
帝
は
前
者
を
と
っ
た
と
い
う
（
宮
崎
市
定
「
九
贔
官
人
法
の
研
窺
」
四
三
八
買
参
照
）
。
姓
族

必
定
に
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
漢
人
社
会
の
伝
統
で
あ
る
門
閥
制
度

の
積
極
的
採
用
で
あ
る
と
同
時
に
、
セ
ン
ビ
族
上
層
部
の
貴
族
化
を
体
制
づ
け

た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
、
致
治
的
、
経
済
的
に
、
し
だ
い
に
む
す

び
つ
き
を
深
め
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
方
向
に
指
導
さ
れ
る

官
僚
制
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
一
方
的
な
奉
仕
を
強
制
す
る
軍
役
一
こ
れ
ら
の
む

す
び
あ
い
が
、
鎮
兵
か
ら
自
由
を
う
ぼ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
宣
武
帝
時
代
の
沃
野
鎮
で
は
、
鎮
将
以
下
の
官
が
八
百
人
あ
ま
り
に
ふ
く
れ

あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
（
鏡
戸
四
一
源
懐
伝
）
。
も
し
こ
の
な
か
に
鎮
兵
あ
が
り
の
も
の
が

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
き
っ
と
贈
賄
に
よ
っ
て
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
智
将
は
、
こ
う
し
て
え
た
財
貨
を
中
央
の
権
勢
者
に
お
く
っ
て
、
一
段

の
栄
達
を
も
と
め
る
。
鎮
兵
た
ち
が
反
乱
を
決
意
す
る
ま
で
、
こ
う
し
た
出
口

の
な
い
空
気
が
、
鎮
内
を
支
配
し
て
い
た
。

　
北
鎮
の
軍
士
た
ち
を
泥
沼
の
な
か
に
お
と
し
い
れ
た
こ
う
し
た
矛
盾
が
、
北

魏
王
朝
の
体
制
そ
の
も
の
か
ら
来
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
羽
林
・
虎
賞

兵
を
も
規
定
し
た
は
ず
で
あ
る
。
反
乱
開
始
の
五
年
ま
え
、
首
都
に
お
こ
っ
た

72　（424）



；1ヒ魏末の内乱と城民（下）　（谷川）

有
名
な
羽
林
の
変
は
、
そ
の
こ
と
を
示
訂
し
て
い
る
よ
う
に
溢
も
わ
れ
る
、

　
そ
れ
は
、
羽
林
・
虎
傷
兵
千
人
ち
か
く
が
暴
動
を
お
こ
し
て
、
張
葬
父
子
を

殺
傷
し
た
事
件
で
あ
る
。
当
時
朝
政
を
に
ぎ
っ
て
い
た
霊
太
后
は
、
そ
の
首
領

八
人
を
斬
っ
た
だ
け
で
あ
と
は
ゆ
る
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
か
れ
ら
の
，

要
求
を
金
面
的
に
う
け
い
れ
た
の
で
、
人
び
と
は
、
「
北
魏
も
も
う
命
脈
が
つ

き
た
」
と
感
じ
た
。
こ
の
あ
り
さ
ま
を
目
撃
し
て
挙
兵
の
準
備
を
い
そ
い
だ
の

が
、
当
時
の
懐
朔
鎮
罠
高
歓
で
あ
っ
た
。

　
事
件
の
発
端
は
、
張
葬
の
子
仲
璃
が
、
軍
人
に
不
利
な
官
吏
任
命
の
方
法
を

建
言
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
羽
林
の
変
の
結
果
、
崔
亮
の
案
出
し
た

停
年
格
が
施
行
さ
れ
て
、
一
時
的
な
妥
協
策
が
と
ら
れ
た
。
停
年
格
に
つ
い
て

は
、
宮
崎
「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
（
四
七
〇
質
以
下
）
に
く
わ
し
い
。
要
す
る
に
、
あ

る
官
に
欠
員
を
生
じ
た
ば
あ
い
、
特
定
の
人
物
を
候
補
に
あ
げ
て
錠
評
す
る
の

で
な
く
、
有
資
格
者
全
体
か
ら
、
失
心
の
期
間
の
長
短
に
よ
っ
て
機
械
的
に
補

充
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。

　
停
年
格
と
い
う
も
の
が
ま
と
も
な
や
り
方
で
な
い
こ
と
は
、
創
案
者
の
脱
落

じ
し
ん
も
熟
知
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
が
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
理
由
は
ハ
そ
の
弁
明
の
こ
と
ば
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
　
「
軍
人
な
ど
は
、

弓
矢
を
も
つ
て
か
け
め
ぐ
る
だ
け
が
能
で
、
文
書
や
計
理
の
こ
と
な
ど
な
ん
に

も
知
ら
な
い
。
こ
5
し
た
手
合
い
が
む
や
み
や
た
ら
と
た
く
さ
ん
い
て
、
数
す

く
な
い
官
位
を
も
と
め
る
。
自
分
は
、
軍
人
に
は
爵
や
禄
だ
け
を
あ
た
え
て
お

く
べ
き
で
、
官
職
を
あ
た
え
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
上
奏
し
た
が
、
き
ぎ
と

ど
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
し
ば
ら
く
こ
う
し
て
お
く
の
だ
」
。
　
こ
れ
は
、

崔
亮
に
代
表
さ
れ
る
漢
人
名
族
の
北
族
に
た
い
す
る
妥
協
で
あ
っ
た
と
も
い
え

る
。
だ
が
、
崔
亮
の
い
う
と
お
り
、
行
政
能
力
に
と
ぼ
し
い
北
族
軍
人
が
、
あ

え
て
行
政
官
の
地
位
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
、
十
分
な
検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
地
位
を

得
な
け
れ
ば
支
配
者
の
一
員
と
し
て
の
栄
誉
を
た
も
て
な
い
よ
う
な
空
気
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

」
当
時
の
社
会
の
底
ふ
か
く
な
が
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
本
来
、
羽
林
・
葉
叢
と
い
う
位
置
が
も
っ
て
い
た
栄
光
は
、
も
は
や

色
あ
せ
て
し
ま
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
し
た
体
制
に
順
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
資
格
の
取
得
を
必
要
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
王
朝
の
末
期
に
駈
か
つ
く
に
つ
れ
て
熾
烈
と
な
る
軍
功
へ
の
貧
欲

　
　
⑥

さ
は
、
そ
こ
に
根
ざ
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
か
つ
て
戦
闘
は
、
中
国
統
一

と
い
う
理
想
の
も
と
に
な
さ
れ
た
が
、
い
ま
や
そ
れ
は
、
個
々
人
の
官
位
取
得

　
の
た
め
の
も
の
と
な
っ
た
。
軍
隊
内
部
に
は
、
無
統
制
と
惰
弱
の
気
風
が
色
濃

く
な
が
れ
る
。

　
羽
林
・
毒
茸
な
ど
の
ば
あ
い
は
、
北
岳
軍
土
ほ
ど
の
束
縛
性
は
感
じ
ら
れ
な

　
い
。
し
か
し
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
つ
き
あ
た
っ
た
矛
盾
は
、
共
通
し

　
て
門
閥
的
官
僚
制
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
北
面
帝
の
死
後
約
三
十
年
間
、
中
央
政
界
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
基
礎
に
、
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混
乱
と
動
揺
を
く
り
か
え
し
た
。
霊
太
后
の
孝
明
帝
毒
殺
は
、
そ
の
帰
結
で
あ

っ
た
。
目
ま
ぐ
る
し
い
政
争
は
、
問
題
解
決
の
方
向
に
で
は
な
く
て
、
政
権
を

ま
す
ま
す
袋
小
路
に
追
い
こ
む
方
向
へ
つ
き
す
す
ん
で
い
っ
た
。
魏
収
が
、
停

年
格
の
施
行
に
つ
い
て
、
　
「
こ
れ
い
ら
い
賢
も
愚
も
み
な
い
っ
し
ょ
く
た
に
さ

れ
て
し
ま
っ
た
」
ピ
論
評
し
て
い
る
の
は
（
乱
書
六
六
崔
亮
伝
）
、
北
魏
覇
の
絶
鵠
状

態
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
打
開
し
た
の
が
沃
野
鎮
の
蜂
起
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ

き
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
自
己
の
政
権
で
な
く
な
っ
た
北
魏
帝
国

を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
チ
ベ
ッ
ト
族
は
、
容
易
に
た
ち

あ
が
る
こ
と
が
で
き
た
。
河
北
・
山
東
の
軍
隊
が
た
だ
ち
に
呼
応
し
な
か
っ
た

の
は
、
右
に
の
べ
た
政
治
矛
盾
に
か
ら
ま
り
す
ぎ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
河
北
に
お
け
る
旧
鎮
民
の
再
蜂
起
は
、
そ
れ
を
と
き
ほ
ぐ
す
契
機
と
な

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
中
央
政
府
改
造
の
実
力
を
も
つ
た
断
乳
氏
の
興

起
を
う
な
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
じ
っ
さ
い
、
爾
朱
氏
に
は
お
お
く
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
高
卑
・
宇

交
響
ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
野
心
を
い
だ
く
北
鎮
系
の
軍
人
た
ち
が
、
ほ
と
ん

ど
例
外
な
く
爾
朱
氏
に
帰
投
し
て
い
る
の
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
中

央
の
漢
人
宮
僚
で
す
ら
、
そ
の
役
割
を
評
価
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
魏
収
は
、

爾
朱
栄
を
評
し
て
像
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
魏
末
の
外
戚
の
専
権

を
排
除
し
、
諸
反
乱
を
鎮
定
し
て
、
禅
室
を
ま
も
っ
た
の
は
、
か
れ
の
功
労
で

あ
る
。
た
だ
、
河
陰
の
変
を
お
こ
し
て
衣
鷺
を
は
ず
か
し
め
た
た
め
、
つ
い
に

非
命
に
た
お
れ
た
の
だ
」
（
羅
髄
Y

　
一
口
に
い
っ
て
、
爾
朱
氏
は
、
北
魏
政
府
か
ら
そ
の
自
立
性
を
う
ば
っ
て
、

そ
こ
に
政
治
改
造
の
契
機
を
あ
た
え
は
し
た
が
、
み
ず
か
ら
手
を
く
だ
し
て
や

ろ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
自
己
の
位
鷹
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
に
と
ど

ま
っ
た
。
爾
朱
氏
一
族
が
お
こ
な
っ
た
ひ
ど
い
収
奪
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

　
政
治
改
造
と
は
、
従
来
と
ち
が
っ
た
あ
た
ら
し
い
原
理
で
、
人
び
と
を
組
織

し
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
高
歓
と
宇
文
泰
と
は
、
と
も
に
そ
う
し
た
必
要
に
せ

ま
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
中
心
問
題
は
、
官
僚
制
を
ど
う
い
う
理
念

で
さ
さ
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
．
そ
う
し
た
努
力
は
、
西
魏
翼
・
北
周
の

国
家
機
構
に
、
も
っ
と
も
よ
く
看
取
さ
れ
る
。

　
内
乱
と
そ
の
こ
の
歴
史
過
程
が
、
型
鋼
時
代
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
か
、

私
は
ま
だ
確
た
る
見
と
お
し
を
も
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
以
上
に
の
べ
た

こ
と
が
ら
を
ふ
ま
え
て
問
題
点
を
整
理
す
る
と
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
北
風
末
期
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
中
央
の
藩
論

政
策
に
た
い
す
る
セ
ン
ビ
反
動
と
い
う
ふ
う
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
あ
や
ま
り
で
は
な
い
が
、
私
は
、
そ
こ
に
城
民
と
い
う
概
念
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
向
を
、
統
一
酌
に
と
ら
え
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
カ
　
　
う
　
　
り
　
　
じ
　
　
カ

う
と
し
た
。
そ
し
て
、
纂
件
の
も
つ
貸
越
的
な
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
、
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北
魏
の
城
罠
制
は
、
発
生
史
的
に
み
て
も
機
能
上
か
ら
い
っ
て
も
、
諸
地
域

と
対
立
す
る
王
朝
権
力
の
具
体
的
発
現
で
あ
る
。
こ
の
対
立
は
、
諸
地
域
に
保

有
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
豪
族
社
会
の
自
立
性
に
由
来
し
て
い
る
よ
5
に
お
も

わ
れ
る
。
も
し
こ
う
し
た
対
立
関
係
が
六
朝
諸
国
家
全
体
に
共
通
し
て
み
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
諸
王
朝
の
政
治
史
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
朝
豪
族
祉

会
の
性
質
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
北
魏
の
ば
あ
い
に
は
、
北
魏
特
有
の
側
面
が
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
も
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
異
種
族
政
権
と
し
て
の
王
朝
の
性
格
、
こ

と
に
軍
事
力
の
特
異
性
と
優
越
性
が
そ
れ
で
あ
る
。
城
民
制
は
、
豪
族
社
会
を

圧
服
し
て
そ
れ
を
政
権
に
む
す
び
つ
け
る
の
に
、
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
。

そ
こ
で
豪
族
層
は
、
こ
の
現
実
に
即
し
つ
つ
、
そ
れ
を
自
巴
に
有
利
な
方
向
に

転
回
さ
せ
た
。
王
朝
は
本
来
的
性
格
を
う
し
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
反
乱
は
こ
の
逆
転
へ
の
抗
議
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
む
し
ろ
漢
人
豪
族
の

方
が
北
魏
の
危
機
を
す
く
お
う
と
し
て
い
る
事
実
は
、
注
目
に
あ
た
い
す
る
。

し
か
も
、
か
れ
ら
が
行
動
を
お
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
、
同
郷
人
部
隊
（
論
判
）
を

組
織
し
て
い
る
の
は
、
豪
族
と
し
て
の
力
を
あ
げ
て
、
こ
の
事
態
に
た
ち
む
か

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
ら
た
に
言
過
と
し
て
登

場
す
る
府
兵
の
成
立
に
、
も
し
こ
う
し
た
事
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、

階
唐
の
再
統
一
へ
の
展
望
は
、
い
く
ぶ
ん
あ
き
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
コ
。

①
原
文
は
、
「
豊
涼
旧
門
、
例
野
辺
成
」
と
あ
る
。
資
治
通
鑑
で
は
、
「
帝
郷

旧
門
云
々
」
と
あ
ら
た
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
漢
の
発
祥
地
豊
浦
の
語
で

北
魏
の
そ
れ
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
用
法
は
、
魏
曾
七
上

高
祖
紀
上
延
興
二
年
十
二
月
の
条
に
も
み
え
る
。
上
編
に
註
を
お
と
し
た
の

で
、
お
ぎ
な
っ
て
お
く
。

②
李
沖
は
ま
た
、
平
脇
戸
の
抜
羅
も
力
を
そ
え
て
い
る
（
席
書
四
三
雪
景
伯
伝
）
。

③
後
魏
立
平
斉
郡
、
尋
廃
（
幣
二
三
〇
地
理
志
中
馬
＆
郡
翼
内
県
の
条
）
。

こ
の
廃
止
事
情
に
つ
い
て
、
塚
本
氏
は
、
平
二
戸
の
僧
祇
戸
へ
の
改
編
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
ば
か

り
は
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
記
事
の
た
め
で
あ
る
。

三
和
中
、
匙
難
、
郡
甥
曹
、
州
糞
才
（
闘
鍛
等

④
及
（
趙
）
轡
型
、
坐
逆
徒
抱
隼
、
難
在
徒
役
、
志
気
墨
焼
、
故
事
、
世
世

諸
流
兵
五
入
、
流
者
魔
、
維
以
此
得
還
（
重
言
九
三
徐
維
伝
）
。

⑤
「
わ
か
も
の
は
、
師
に
つ
い
て
学
問
を
ま
な
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
、
成
人
し

た
も
の
は
、
仕
官
の
途
に
の
ぼ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
　
（
元
淵
の
上
奏
）
と

い
う
一
旬
は
、
こ
う
し
た
時
流
か
ら
閉
め
だ
さ
れ
た
北
鎮
の
状
況
を
い
い
あ

ら
わ
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

⑥
隷
書
六
六
李
崇
、
七
三
崔
延
伯
、
七
七
辛
悠
、
七
九
醤
7
6
興
の
諸
伝
を
見
よ
。

　
本
論
文
は
、
昭
胸
驚
十
二
年
度
科
学
研
究
費
に
よ
る
綜
合
研
究
「
六
朝
陪
唐

諸
国
家
の
権
力
機
構
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
の
綜
合
的
研
究
」
の
分
担
報
告
で

あ
る
。
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