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信
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牧

田

諦

亮

l

績
高
借
停

･
虞
弘
明
集

｡
集
古
今
僻
遠
論
衡

｡
四
分
律
行
事
紗

･
大
唐
内
典
藤

｡
鐸
迦
方
志
な
ど
の
'
係
数
史

･
護
教

･
律
疏
な
ど
の
各
方
面
に

そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
著
述
を
俸
え
て
い
る
南
山
律
宗
の
粗
造
宣
が
､
中
国
に
お
け
る
係
数
流
通
の
重
鎮
に
つ
い
て
該
博
な
記
載
を
の
こ
し
て
い
る

『樺
迦
方
志
』
の
下
巻
に
､
中
国
に
行
な
わ
れ
て
い
る
悌
教
信
仰
の
寛
態
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

北
魂
の
天
平
年
間
に
定
州
の
募
士
孫
敬
徳
が
観
音
像
を
造
り
'
自
ら
薩
敬
を
加
え
て
い
た
｡
後
に
劫
賊
に
引
か
れ
て
拷
楚
に
勝
え
ず
'
妄
り
に

そ
の
死
を
承
け
て
婿
に
斬
決
を
加
え
ら
れ
ん
と
し
た
｡

一
沙
門
を
夢
み
て
､
救
生
観
音
経
千
遍
を
諭
せ
ば
危
難
を
脱
す
る
こ
と
を
得
と
知
ら
さ

れ
た
｡
有
司
が
縛
を
執

っ
て
刑
場
に
向
っ
た
｡
且
つ
行
き
且
つ
諭
し
て
刑
に
臨
ん
で
諭
経
は
千
遍
に
満
ち
た
｡
刀
祈
ち
自
ら
折
れ
て
も

っ
て
三

段
と
な
る
｡
皮
肉
は
傷
つ
か
ず
､
三
た
び
そ
の
刀
を
換
え
た
が
'
終
に
折
れ
る
こ
と
'
も
と
の
ご
と
-
で
あ
っ
た
｡
像
の
項
上
を
観
る
と
､
刀

の
跡
が
三
候
あ
っ
た
｡
有
司
は
状
を
も
っ
て
奏
聞
し
た
｡
丞
相
高
歓
は
上
表
し
て
彼
の
死
を
免
れ
し
め
ん
こ
と
を
請
う
た
｡
勅
し
て
そ
の
経
を

寓
し
て
廉
-
世
に
流
布
せ
し
め
た
｡
こ
れ
が
今
謂
う
と
こ
ろ
の
高
王
観
世
音
経
で
あ
る
｡

晋
宋
梁
陳
魂
燕
秦
遭
､
閥
を
分
つ
こ
と
十
六
㌧
時
を
経
る
こ
と
四
百
'
観
音

･
地
蔵

･
禰
勤

･
禰
陀
を
稀
名
念
諭
し
て
'
そ
の
救
い
を
獲
た
者
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は
数
え
る
こ
と
も
で
き
ぬ
ほ
ど
多
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
道
宜
の
指
摘
は
､
中
国
係
数
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
導
入
鮎
と
な
る
｡
悌
教
が
中
国
に
流
停
し
て
か
ら
四
百
年
､
漢
よ
-
し
て

唐
に
い
た
る
ま
で
､
そ
の
係
数
と
い
え
ば
観
音

･
地
蔵

･
禰
勤

｡
禰
陀
の
名
を
構
え
念
話
し
て
､
蛋
験
を
得
て
危
難
を
救
わ
れ
た
も
の
は
無
数
に
の

ぼ
る
と
記
す
も
の
は
､
中
国
社
合
に
流
布
し
た
併
教
と
は
､
哲
学
的
思
惟
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
p
日
常
生
活
の
中
に
俳
名
を
構
え
る
県
撃
な
寛
践
者

の
そ
れ
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な

一
見
平
凡
に
も
見
え
る
'
中
国
社
合
に
信
ぜ
ら
れ
た
係
数

へ
の
観
察
は
､
寛
は
道
宜

の
よ
う
な
へ
如
法
な
併
行
賓
践
を
本
分
と
す
る
律
宗
の
衛
に
し
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ

っ
て
､
六
朝
の
義
挙
着
流
に
見
え
る
､
儒
教
の
本
質
を

す
べ
て
哲
学
的
思
惟
の
中
に
の
み
求
め
よ
う
と
し
て
､
宗
教
と
し
て
の
係
数
を
忘
却
し
さ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
教
学
偏
重

へ
の
警
告
と
も
い
え
よ
う
｡

道
宝
が
指
摘
し
た
よ
-
な
､
中
国
社
合
に
濠
透
し
て
い
る
観
音
地
蔵
禰
陀
信
仰
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
､
民
俗
信
仰
的
な
範
囲
で
従
来
も
論
じ

ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
'
こ
の
よ
う
な
救
世
問
苦
と
い
う
よ
-
な
具
鰹
的
な
救
済
封
象
を
も

っ
た
係
数
信
仰
は
､
普
然
に
壷

鹸
磨
報
説
話
集
と
い
っ
た
も
の
が
要
求
さ
れ
る
｡
そ
の
う
ら
づ
け
の
な
い
も
の
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
見
ず
て
ら
れ
る
｡
道
宝
の
い
う
四
種
の

碑
名
念
話
の
中
で
も
へ
と
-
に
強
調
さ
れ
る
も
の
は
観
音
で
あ
り
禰
陀
で
あ
る
｡

｢家
家
観
世
音
'
虚
底
弼
陀
備
｣
と
い
う
中
国
の
俗
謡
は
'

い
み

じ
-
も
中
国
俳
教
の
寛
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
P
六
朝
俳
教
教
学
､
訓
話
解
揮
撃
の
流
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
あ
え
て
違
宜
が
こ
の
よ
う
に
断
言

し
た
虞
意
は
'
悌
教
に
封
す
る
平
凡
な
p
し
か
し
徹
底
し
た
見
解
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ
こ
に
俳
教
単
著
遥
宜
の
宗
教
人

･
傍
敬
老
と
し
て

の
偉
大
さ
を
も
示
し
て
い
る
と
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

遥
宜
が
先
づ
と
り
あ
げ
た
魂
の
天
平
年
間
の
孫
敬
徳
の
観
音
信
仰
に
つ
い
て
は
へ
私
は
さ
き
に

｢高
王
観
世
音
経
の
出
現
｣
の
中
に
詳
し
-
論
語

し
た
(六
朝
古
逸
観
世
音
慮
験
記
の
研
究
所
収
)
｡

ま
た
天
台
大
師

こ
魚
群
大
師
な
ど
が
観
音
信
仰
の
具
鮭
的
な
事
例
と
し
て
と
-
あ
げ
た
廠
験
説
話
に
つ
い

て
は
､
王
族
の
冥
群
記

･
劉
義
慶
の
宣
験
記
な
ど
が
あ
り
､
い
ず
れ
も
法
苑
疎
林

｡
太
平
鷹
記
な
ど
を
通
し
て
'
そ
の
大
髄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
と
に
'
昭
和
二
十
九
年
､
東
方
学
報

(京
都
)
創
立
二
十
五
週
年
記
念
窮
に
初
め
て
塚
本
善
隆
博
士
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
､
京
都
栗
田
の
青
蓮
院

に
蔵
す
る
'
宋
の
樽
亮
の
光
世
音
腐
敗
記

･
宋
の
張
演
の
績
光
世
音
鷹
取
記

･
斉
の
陸
兵
の
繋
観
世
音
謄
験
記
の
出
現
は
､
ほ
ゞ

千
五
百
年
以
前
の



姿
の
ま
ゝ
の
観
世
音
廠
験
記
を
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
､
観
音
信
仰
の
寛
態
を
よ
り
生
々
し
い
か
た
ち
で
見
き
わ
め
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
の

で
あ
る
｡
こ
れ
は
本
年
初
頭
､
京
都
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
た
｡
魯
迅
が
苦
心
募
集
し
た

『古
小
説
鈎
沈
』
に
見
ら
れ
る
諸
説
話
を
も
通
じ
て
へ
主
と

し
て
六
朝
時
代
の
観
音
信
仰
の
､
素
朴
な
､
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
よ
り
宗
教
的
な
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
今
ま
で
に
忘
れ
ら
れ
て
き
た
六

朝
悌
教
の
生
き
た
面
を
と
ら
え
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(拙
著
二
ハ朝
古
逸
観
世
音
麿
験
記
の
研
究
'
平
楽
寺
書
店
刊
)
｡

『
六
朝
古
逸
観
世
音
贋
験
記
』
に
よ
る
な
ら
ば
､
若
干
の
重
複
も
あ
る
が
八
十
六
件
に
及
ぶ
観
音
信
仰
賓
錦
の
中
で
も
､
六
朝
時
代
南
北
と
の
抗

争
､
漢
民
族
と
胡
族
国
家
と
の
抗
争
の
過
程
､
胡
族
の
南
俊
に
よ
っ
て
捕
虜
と
な
っ
て
北
に
連
行
さ
れ
p
苦
心
の
す
え
両
帝
に
成
功
す
る
､
そ
の
原

動
力
と
な
っ
た
も
の
が
観
世
音
の
蛮
力
で
あ
る
と
す
る
と
い
っ
た
観
世
音
麿
験
説
話
の
類
例
が
多
-
､
そ
の
場
合
多
-
軍
人
が
対
象
と
し
て
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
｡
後
に
も
記
す
が
､
北
魂
有
数
の
儒
者
で
あ
る
慮
景
裕
や
'

一
見
観
音
信
仰
と
無
縁
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
上
級
軍
人
に
多
-
の
観
音

信
仰
の
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
蜜
は
､
死
を
目
前
に
し
て
す
べ
て
を
投
げ
す
て
ゝ
も

っ
ぱ
ら

一
傍
に
蹄
命
す
る
と
い
っ
た
宗
教
信
仰
の
極
致
を

示
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
｡

六
朝
古
逸
観
世
音
腐
敗
記
に
収
め
ら
れ
て
い
る
士
人
の
観
音
信
仰
は
し
ば
ら
-
措
い
て
'
そ
れ
ら
に
は
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
､
そ
の
善
政
を

栴
さ
れ
る

｢
元
嘉
治
世
｣
の
中
に
あ

っ
て
､

『朱
書
』
に
記
録
さ
れ
た
代
表
的
な
士
人
王
玄
叢
の
観
音
信
仰
に
つ
い
て
述
べ
､
従
来
の

｢
六
朝
の
観

音
信
仰
-

佐
藤
泰
舜
､
支
那
悌
教
思
想
論
所
収
｣
'

｢育
唐
の
観
音
-

小
林
太
市
郎
､

併
教
垂
術
10
｣
な
ど
に
洩
れ
た

一
例
を
挙
げ
て
､
六
朝

傍
教
理
解

へ
の
踏
み
石
と
し
た
い
｡

二

割
宋
の
文
帝
(四
二
甲
-

四
五
二
雇
位
)
や
'
孝
武
帝
(四
五
三
-

四
六
四
在
位
)
に
武
人
と
し
て
仕
え
た
王
玄
叢

(三
八
八
-

四
六
八
)
は
､
そ
の
先
租
は

河
東
の
太
守
や
雁
門
の
太
守
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
山
西
の
名
族
の
出
で
あ

っ
た
｡
少
年
時
代
か
ら
そ
の
気
概
の
高
亮
を
も

っ
て
知
ら
れ
て
い
た
｡

六
朝
士
人
の
観
音
信
仰



東

方

学

報

高
組
武
帝

(劉
裕
)
が
死
ん
で
少
帝
が
わ
ず
か
十
七
歳
で
即
位
す
る
や
､
父
帝
の
遣
旨
に
よ
っ
て
司
空
の
徐
羨
之
､
中
書
令
で
あ
り
､

『光
世
音
腐
敗

記
』
の
著
者
で
も
あ
る
停
亮
'
領
軍
婿
軍
の
謝
晦
ら
が
輔
政
し
た
｡
そ
の
謝
晦
が
剤
州
刺
史
と
な

っ
た
と
き
､
玄
護
は
請
わ
れ
て
南
轡
行
参
軍
'
武

昌
太
守
と
な

っ
た
｡
景
平
二
年

(四
二
四
)
六
月
二
十
四
日
に
徐
羨
之
ら
は
p
徳
を
失
う
を
も

っ
て
帝
を
拭
し
､
つ
い
で
皇
弟
の
庭
陵
王
義
県
を
も
殺

し
'
そ
の
弟
で
聾
望
の
あ

っ
た
宣
都
王
義
隆
が
擁
立
さ
れ
て
'
太
租
文
帝
と
な
る
｡
爾
兄
を
殺
さ
れ
た
の
を
憾
み
と
す
る
文
帝
に
よ
っ
て
､
徐
羨
之
･

樽
亮
ら
が
諌
殺
さ
れ
た
の
は
'

一
年
牛
後
の
元
嘉
三
年
正
月
十
六
日
で
あ

っ
た
｡
つ
い
で
'
二
月
三
十
日
'
建
康
に
櫨
迭
さ
れ
た
謝
晦
も
つ
い
に
殺

さ
れ
た
｡
時
に
ま
だ
三
十
八
歳
の
王
玄
講
は
大
軍
を
領
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
'
何
承
天
と
と
も
に
ゆ
る
さ
れ
て
文
帝
に
仕
え
'
元
嘉
中
に
長
沙

王
義
欣
の
鎮
軍
中
兵
賂
軍
と
な
-
'
汝
陰
の
太
守
の
職
を
領
し
た
｡
あ
た
か
も
元
嘉
七
年

(四
三
〇
)
三
月
の
右
賂
軍
到
彦
之
の
北
伐
に
従

っ
て
'
河

南
の
滑
童
に
あ

っ
た
朱
修
之
は
'
元
嘉
八
年
二
月
堅
守
数
個
月
の
の
ち
'
魂
兵
に
捕
虜
と
な

っ
た
｡
玄
譲
は
虎
牢

･
滑
童
の
陥
落
は
'
賓
は
た
ゞ
に

将
帥
の
失
策
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
-
'
遠
方
か
ら
の
召
集
兵
に
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
-
､
比
較
的
近
郷
か
ら
甲
卒
を
著
し

て
軍
に
充
つ
べ
き
こ
と
を
上
疏
し
て
い
る
｡

こ
の
時
､
魂
の
捕
虜
と
な

っ
て
魂
主
大
武
帝
の
軍
に
従

っ
て
平
城
に
つ
れ
き
ら
れ
た
朱
修
之
は
'
宗
室
の
女
を
め
あ
わ
さ
れ
侍
中
の
職
に
あ
て
ら

れ

た

が

､
つ
ね
に
潜
か
に
南
蹄
を
謀
-
､
妻
が
流
沸
し
て
彼
の
民
意
を
た
ず
ね
て
も
'
そ
の
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
し
な
か
っ
た
｡
鮮
卑
の
漏
弘

(p･･

-
四
三
八
)
が
燕
王
を
解
し
て
黄
龍
城
に
あ

っ
た
時
'
魂
主
は
こ
れ
を
伐

っ
た
が
'
朱
僑
之
と
部
下
の
邪
懐
明
は
こ
れ
に
従
軍
し
た
｡
た
ま
た
ま
同
じ

-
描
虜
と
な

っ
て
い
た
徐
単
な
る
者
が
南
蹄
を
は
か
り
､
事
弛
れ
て
謀
殺
さ
れ
る
に
及
ん
で
'
備
之
ら
は
累
の
及
ぼ
ん
こ
と
を
慣
れ
て
'
か
え

っ
て

鴻
弘
の
も
と
に
奔

っ
た
｡
漏
弘
は
朱
僑
之
ら
が
敵
の
捕
虜
の
こ
と
と
て
と
-
に
丁
重
に
は
級
は
な
か
っ
た
が
へ

一
年
の
後
'
宋
の
勅
使
の
も
た
ら
し

た
詔
書
の
中
に
備
之
の
名
を
見
て
､
薩
遇
を
加
え
た
と
い
う
｡
よ
-
や
-
南
師
の
志
を
達
し
て
元
嘉
九
年
'
京
邑
に
い
た
り
'
黄
門
侍
郎
と
な

っ
た

と
､
宋
書

(巻
七
六
)
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

陸
兵
の

『繋
観
世
音
鷹
取
記
』
五
七
に
は
､
邪
懐
明
'
河
聞
入
也
へ
宋
元
嘉
中
'
為
大
播
軍
参
軍
'
随
刑
州
刺
史
未
明

(備
)
之
北
伐
'
軍
敗
､

虜
生
得
之
云
云
と
し
て
､
彼
が
の
ち
に
南
蹄
を
は
か
-
'
頭
上
に
つ
ね
に
観
世
音
経
を
戴
い
て
い
た
腐
敗
に
よ
っ
て
故
国
に
遠
-
得
た
こ
と
を
記
し



て
い
る
｡
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

『朱
書
』
の
朱
惰
之
侍
と
'
陸
兵
の

『繋
観
世
音
鷹
験
記
』
と
が
歴
史
資
料
と
し
て
も
結
び
つ
き
得
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

そ
の
後
も
し
ば
し
ば
積
極
的
な
北
俊
の
策
を
陳
べ
て
､
北
魂
と
封
決
し
ょ
う
と
し
た
王
玄
譲
は
'
彰
城
の
太
守
の
時
に
上
表
し
て
'
そ
の
地
が
水

陸
の
要
衝
に
あ
た
る
ゆ
え
ん
を
も

っ
て
皇
子
を
し
て
州
事
を
撫
臨
さ
れ
ん
こ
と
を
請
い
､
文
帝
の
第
三
子
武
陵
王
駿

(の
ち
の
孝
武
帝
)
が
徐
州
刺
史
と

し
て
彰
城
を
鎖
し
た
の
は
元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
の
頃
'
朱
の
軍
勢
は
振
わ
ず
'
し
か
も
二
月
に
魂
軍
が
願
敬
を
攻
撃

し
て
き
た
た
め
多
額
の
軍
費
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
て
'
内
外
百
官
の
俸
鏡
は
そ
の
三
分
の
一
を
減
ず
る
ほ
ど
で
あ
り
'
秋
に
は
軍
費
の
歓
を
補

な
う
た
め
に
五
十
寓
銭
以
上
の
富
家
や
､
恰
尼
に
し
て
二
十
寓
鏡
を
有
す
る
者
ら
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
借
り
､
戦
後
返
還
せ
ん
こ
と
を
奏
請

し
た
ほ
ど
で
あ
る
｡

し
か
し
､
北
魂
の
方
で
も
､
大
武
帝
の
信
任
を
得
て
'
か
の
有
名
な
三
武

一
宗
の
法
難
と
よ
ぼ
れ
る
中
国
悌
教
史
上
の
著
名
な
贋
悌
事
件
の
第

一

と
し
て
の
太
平
県
君
七
年

(四
四
六
)
の
沙
門
淘
汰
を
寛
行
さ
せ
た
崖
浩
(三
八
一I

四
五
〇
)
も
､
冠
謙
之
と
-
ん
で
胡
人
大
武
帝
を
道
教
信
仰
を
名
と

し
て
'
大
武
帝
の
君
主
確
確
立
と
自
己
の
漢
文
化
優
先
'
儒
教
排
撃
の
政
策
と
を
合
致
せ
し
め
た
ほ
ど
の
政
治
力
を
菱
揮
し
た
が
､
自
己
の
才
能
を

悼
み
､
朝
硬
を
専
ら
に
す
る
に
い
た
り
､
魂
の
圃
史
書
編
纂
に
か
ら
ん
で
､
従
来
の
漢
民
族
優
秀
性
の
主
張
が
魂
人
の
反
感
を
買
い
､
つ
い
に
逮
捕

さ
れ
る
に
い
た
る
よ
う
な
政
治
的
な
重
大
事
件
が
生
じ
た
の
は
'
太
平
員
君
十

l
年
す
な
わ
ち
宋
の
文
帝
元
嘉
二
十
七
年

(四
五
〇
)
五
月
で
あ
る
｡

翌
月
､
崖
浩
は
艦
内
に
お
か
れ
て
城
南
の
刑
場
に
逸
ら
れ
､
衛
士
数
十
人
が
そ
の
上
に
渡
り
す
る
と
い
う
辱
か
し
め
の
う
ち
に
諌
殺
さ
れ
た
｡
中
開

の
儒
教
史
家
は
こ
れ
を
指
し
て
､
大
武
帝
が
贋
偶
の
の
ち
悪
疾
に
か
ゝ

り
'
自
足
和
上
曇
始
の
因
果
の
法
話
を
聞
い
て
大
い
に
悦
健
を
生
じ
､
つ

い

に
崖
浩

｡
志
謙
之
ら
を
門
諌
し
､
令
を
下
し
て
悌
法
の
再
興
を
な
さ
ん
と
し
て
'
急
逝
L
t
文
成
帝
即
位
し
て
'
悌
法
を
恢
弘
し
た
と
記
す
も
の
で

あ

る

(染
高
僧
侍
巻
十
､
貌
長
安
曇
始
博
)｡

こ
の
崖
浩
の
謀
殺
に
つ
い
て
は
､
大
武
帝
自
身
､
や
は
り
軍
閥
の
大
計
を
こ
と
ご
と
-
崖
浩
に
た
ず
ね
て
'
そ
の
主
張
を
容
れ
て
園
の
大
事
を
断

行
L
か
つ
成
果
を
収
め
て
き
た
こ
と
を
思
い
､
漢
人
の
勢
力
を
利
用
し
て
今
日
の
大
を
成
し
た
胡
人
君
主
の
中
央
集
権
の
意
園
か
ら
'
漢
人
勢
力
の

六
朝
士
人
の
観
音
信
仰
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代
表
者
と
し
て
の
崖
浩
を
国
史
纂
集
に
つ
い
て
の
偏
見
の
名
で
虞
断
し
た
こ
と
に
封
す
る
反
省
の
念
も
生
じ
て
'
後
悔
し
た
こ
と
は
､
魂
書
巻
三
六
'

李

順
博
に
も
'
大
武
帝
が
崖
浩
と
李
順
と
の
確
執
に
正
し
い
判
断
を
見
失
い
'
李
順
ら
を
訣
し
た
こ
と
を
悔
ゆ
る
こ
と
を
述
べ
た
記
事
に
よ

っ
て
も

知
ら
れ
る
｡
崖
浩
の
刑
死
後
'
崖
浩
に
代

っ
て
軍
国
の
謀
議
を
据
普
し
た
宣
城
公
李
孝
伯
は
こ
の
李
順
の
従
父
弟
に
あ
た
る
+(魂
書
巻
五
三
)
｡

な
お
大
般
浬
巣
経
四
十
雀

(北
本
)
･
金
光
明
経

･
菩
薩
地
持
経
な
ど
を
都
詳
し
'
北
涼
の
狙
渠
豪
速
の
厚
遇
を
受
け
て
い
た
曇
無
讃

(三
八
五
-
四

三
三
)
は
､

浬
巣
経
の
後
分
を
西
域
に
求
め
ん
と
志
し
て
い
た
が
'

大
武
帝
の
講
を
機
と
し
て
北
魂
に
赴
か
ん
と
し
て
､
途
に
蒙
適
の
刺
客
に
殺
さ

れ
た
｡
こ
れ
は
李
順
が
蒙
遍
か
ら
金
を
受
け
て
策
動
し
た
こ
と
が
後
日
に
判
明
し
て
､
大
武
帝
は
従
来
信
任
し
て
い
た
李
順
を
嫌
う
こ
と
に
な

っ
た

(親
書
李
順
博
)
と
い
う
こ
と
も
'
梁
高
僧
侍
の
曇
無
讃
侍
の
記
載
を
補
足
す
る
鮎
か
ら
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

崖
浩
諌
死
し
､
そ
の
後
武
帝
の
重
要
な
相
談
あ
い
て
と
な
っ
て
い
た
李
孝
伯
も
病
篤
-
'
二
年
後
に
は
大
武
帝
自
身
が
閤
官
宗
愛
に
殺
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
な
北
魂
の
内
部
の
混
乱
を
見
こ
し
､
元
嘉
二
十
七
年
の
春
北
魂
の
汝
南
攻
撃
を
劉
康
租
が
防
い
で
'
大
武
帝
指
揮
下
の
軍
除
を
退
却
せ
し

む
る
こ
と
が
あ
り
'
宋
の
文
帝
は
ま
た
も
や
北
方
に
軍
を
出
さ
ん
と
L
t
丹
陽
の
声
の
徐
湛
之
'
吏
部
尚
書
の
江
湛
､
彰
城
の
太
守
の
職
に
あ

っ
た

王
玄
叢
が
積
極
的
に
出
兵
を
勧
め
た
｡
こ
れ
に
射
し
て

一
時
は
魂
軍
を
撃
退
し
た
左
婿
軍
劉
康
組
は
時
期
伺
早
論
を
と
な
え
'
明
年
に
事
を
お
こ
す

べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
が
'
文
帝
の
納
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
'
北
伐
の
軍
が
あ
げ
ら
れ
た
｡

こ
の
時
'
王
玄
譲
は
六
十
三
歳
'
寧
朔
賂
軍
の
職
に
あ
-
､
軍
の
先
鋒
と
し
て
沈
慶
之

･
申
坦
ら
の
軍
を
ひ
き
い
て
前
進
し
'
青
葉
二
州
別
史
蒲

斌
の
指
揮
下
に
入
り
'
江
蘇
北
部

･
山
東

･
洛
陽
な
ど
各
方
面
か
ら
東
西
期
を

一
に
し
て
北
魂
軍

へ
の
大
反
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
｡
時
に
元
嘉

二
十
七
年

(四
五
〇
)
秋
七
月
で
あ

っ
た

(来
賓
本
紀
巻
五
)
｡

最
初
は
宋
軍
の
勢
は
げ
し
-
､
北
魂
の
済
州
刺
史
王
買
徳
も
城
を
す
て
ゝ
逃
げ
る
な
ど
の

こ
と
あ
り
､
蒲
斌
も
王
玄
講
を
さ
ら
に
前
進
せ
し
め
て
滑
董

(河
南
)
を
囲
む
ほ
ど
の
優
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
華
北
の
地
勢
気
候
に
習
熟
し
た
大
武
帝
は
'
馬
未
だ
肥
え
ず
､
天
な
お
熱
L
と
し
て
'
す
ぐ
に
は
反
撃
せ
ず
､
冬
十
月
に
ま
で
今
の
態
勢

を
持
ち
緯
け
れ
ば
も
は
や
心
配
は
な
い
と
し
て
､
積
極
的
な
対
策
は
寛
施
せ
ず
へ
し
ば
ら
-
持
久
戦
を
と
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
王
玄
譲
の
軍
は
自
軍

の
武
器
な
ど
の
表
面
的
な
優
勢
に
心
う
ば
わ
れ
へ
玄
講
自
身
も
公
私
混
同
の
こ
と
が
あ

っ
て
衆
望
を
失
な
い
､
幾
十
日
に
及
ぶ
滑
董
攻
囲
も
功
を
奏



せ
ず
'
か
え
っ
て
冬
十
月
､
大
武
帝
の
特
使
は
包
国
軍
の
囲
み
を
や
ぶ
っ
て
滑
董
城
内
に
潜
入
し
､
友
軍
の
激
励
に
あ
た
り
'
城
中
を
慰
撫
し
て
反

撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
｡

王
玄
誤
は
滑
董
包
囲
中
も
あ
え
て
城
内
の
茅
屋
を
焼
-
こ
と
を
せ
ず
へ
衆
の
中
に
火
箭
を
勧
め
る
も
の
が
あ
っ
て
も
､
城
が
陥
れ
ば
我
が
財
産
と

な
る
の
で
あ
る
か
ら
連
に
焼
-
必
要
も
な
い
と
し
て
'
こ
れ
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
と
い
う
｡
ま
た
家
ご
と
に

一
匹
の
布
を
頁
り
つ
け
て
大
梨
八
百
を

と
り
た
て
る
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
た
め
'
ま
す
ま
す
人
心
を
失
な
う
に
い
た
っ
た
｡
か
-
て
大
武
帝
が
百
高
と
既
す
る
大
軍
を
も

っ
て
南
下
し
て

-
る
と
へ
玄
護
は
憧
れ
て
退
却
し
､
魂
軍
は
こ
れ
を
追
撃
し
､
戦
死
者
寓
飴
人
'
そ
の
部
下
は
ほ
と
ん
ど
四
散
し
て
そ
の
ゆ
-
え
を
知
ら
ず
､
精
鋭

を
誇

っ
た
軍
資
機
材
の
額
は
､
野
に
山
積
し
て
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

北
伐
の
延
期
を
主
張
し
た
婿
軍
の

一
人
で
あ
る
劉
康
租
の
ご
と
き
は
'

一
人
を
も

っ
て
北
魂
の
兵
盲
人
に
相
普
す
る
よ
う
な
働
き
を
な
し
た
が
､

敵
の
首
五
十
八
を
挙
げ
な
が
ら
'
衆
寡
つ
い
に
敵
せ
ず
'
あ
え
な
-
討
ち
死
を
と
げ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
､
胡
崇
之

｡
戚
澄
之

｡
毛
照
砕
ら
の

諸
猪
が
北
貌
軍
と
戦

っ
て
所
在
に
陸
軍
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
王
玄
議
自
身
'
積
極
的
に
北
伐
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
よ
う
な
惨
敗
を

輿
す
れ
ば
'
そ
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
｡

王
玄
漠
軍
の
敗
走
に
対
し
て
'
青
巽
二
州
刺
史
の
蒲
溝
は
､
沈
慶
之
を
婿
と
し
て
五
千
の
援
兵
を
も

っ
て
玄
譲
の
軍
を
救
わ
ん
と
し
た
｡
し
か
し

沈
慶
之
は
'
玄
譲
の
軍
が
敗
戦
に
つ
か
れ
､
衆
老
い
て
つ
か
い
も
の
に
な
ら
ず
､
せ
め
て
各
軍
哲
よ
り

〓
褐
人
あ
て
ぐ
ら
い
の
援
兵
を
出
す
の
で
な

け
れ
ば
援
軍
の
意
味
は
な
-
､
少
数
の
援
軍
で
行
動
し
て
も
ほ
と
ん
ど
債
値
は
な
い
と
て
容
易
に
う
け
あ
は
な
か
っ
た
｡
た
ま
た
ま
玄
講
が
敵
の
迫

撃
を
ふ
り
き

っ
て
逃
げ
か
え

っ
て
き
た
の
で
､
蒲
旅
は
み
せ
し
め
に
ま
さ
に
斬
ら
ん
と
し
た
が
､
沈
慶
之
の
諌
言
に
よ
っ
て
あ
や
ふ
-
そ
の
命
を
ま

っ
と
お
し
た
の
で
あ
る

(宋
書
巻
七
十
七
'
沈
慶
之
博
)
｡

の
ち
に
文
帝
が
沈
慶
之
に
そ
の
由
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
'
北
魂
の
大
武
帝
は
威
名
天
下
に
と
ゞ

ろ
き
石
高
の
大
軍
を
擁
し
て
南
下
し
て
い
る
'
玄
講
な
ら
ず
と
も
抗
し
得
る
よ
う
な
相
手
で
は
な
-
､
ま
し
て
刑
罰
と
し
て
部
下
の
賂
軍
を
殺
し
て

も
､
自
ら
の
勢
力
を
弱
め
る
だ
け
で
良
策
で
は
な
い
と
答
え
た
と
い
う

(宋
書
巻
七
十
六
㌧
王
玄
譲
俸
)
｡

敗
走
の
責
任
を
追
及
さ
れ
て
蒲
斌
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
王
玄
護
の
朱
書
の
侍
に
は
､
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
載
せ
て
あ
る
｡

六
朝
士
人
の
観
音
信
仰
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は
じ
め
玄
叢
は
敗
戦
の
責
任
を
問
わ
れ
て
､
ま
さ
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
｡
夢
中
に
あ
る
人
が
玄
謀
に
告
げ
て
言
う
に
は
'
観
音
経
千
遍
を

詞
す
れ
ば
'
そ
の
死
は
免
れ
る
で
あ
ろ
-
と
｡
そ
こ
で
目
が
さ
め
て
こ
の
こ
と
を
思
い
だ
L
t
観
音
経
を
諭
し
て
千
遍
に
及
ん
だ
｡
翌
日
ま
さ

に
刑
さ
れ
ん
と
し
て
も
､
な
お
読
経
を
や
め
ず
'
忽
ち
に
し
て
死
刑
を
停
止
せ
よ
と
の
俸
令
が
き
て
､
玄
謀
は

一
命
を
救
わ
れ
た
｡

事
は
き
わ
め
て
簡
略
で
あ

っ
て
､
こ
れ
の
み
を
も

っ
て
､
王
玄
叢
の
観
音
信
仰
を
論
ず
る
こ
と
は
史
料
不
足
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
王
玄
叢
の
周
過
へ

背
景
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
嘗
代

一
流
の
武
人
の
な
か
に
､
う
け
い
れ
ら
れ
た
観
音
信
仰
の
棄
際
を
-
み
と
る
べ
き
で
あ
る
｡

宋
書
の
著
者
沈
約

(四
四
1-

五
一
三
)
は
'
宋
の
文
帝
元
嘉
十
八
年
の
生
れ
で
あ
る
｡
宋
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
は
や
-
何
筒
天

･
襲

松
之
ら
が
宋
史
の
編
集
に
あ
た
っ
て
お
-
､
孝
武
帝
の
大
明
六
年

(四
六
二
)
に
徐
宴
が

1
鷹
の
宋
の
歴
史
を
完
成
し
て
お
り
'
沈
約
は
の
ち
に
こ
れ

を
補
な

っ
て
宋
書
百
態
を
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
た
と
え
ば
王
玄
講
の
健
に
つ
い
て
み
て
も
'
こ
の
観
音
経
講
話
の
功
験
に
よ
っ
て

死
刑
を
ま
ぬ
が
れ
た
元
嘉
二
十
七
年
の
こ
と
は
'
王
玄
譲
の
死
去
以
前
に
成
っ
た
徐
宴
の
朱
書
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
-
｡
し
か
し
､

沈
約
が
あ
ら
た
に
補
足
し
た
と
し
て
も
､
王
玄
譲
が
八
十

一
歳
で
死
ん
だ
明
帝
の
泰
始
四
年

(四
六
八
)
に
は
'
沈
約
は
す
で
に
二
十
八
歳
､
そ
の
前

年
か
ら
都
州
刺
史
薬
興
宗
の
推
聾
に
よ
っ
て
､
安
西
外
兵
参
軍
乗
記
室
の
職
に
あ

っ
た
時
で
あ
る
｡
そ
の
後
二
十
年
へ
轡
の
武
帝
永
明
六
年
(四
八
八
)r

に
沈
約
の
宋
書
は
成

っ
た
｡
王
玄
漠
の
観
音
信
仰
の
記
載
も
信
g
,A:す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡

宋
書
巻
九
十
七
夷
轡
博
に
見
る
天
竺
迦
枇
要
図
博
は
､
そ
の
ま
ゝ

に
劉
宋
儒
教
史
概
説
と
な
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
沙
門
不
敬
王
者
と
か
'
慧
琳
の

均
善
論
な
ど
の
議
論
に
多
-
を
費
し
て
い
て
'
儒
教
信
仰
の
覚
悟
な
ど
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
い
｡
王
玄
叢
俸
な
ど
は
'
社
食
に
流
れ
る

併
教
の
姿
を
説
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
｡

三

も
と
も
と
王
玄
叢
は
偶
数
と
全
-
無
縁
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
彰
城
の
太
守
と
し
て
'
そ
の
地
が
要
衝
で
あ
る
か
ら
皇
子
を
も

っ
て
州
事
を



撫
臨
さ
れ
た
い
と
上
害
し
た
元
嘉
二
十
五
年
よ
り
も
以
前
に
､
彼
の
部
下
に
魂
の
巽
州
刺
史
襲
微
の
後
と
い
わ
れ
る
青
年
が
い
た
｡
王
玄
譲
や
申
坦

(宋
書
巻
六
十
五
へ
申
惜
俸
)
が
滑
童
を
囲
ん
だ
と
き
に
従
軍
し
て
い
た
が
､
戦
争
に
匁
を
交
え
て
血
を
流
す
こ
と
に
深
い
疑
惑
を
抱
き
'
人
を
害
し
て
己

れ
の
生
命
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
仁
人
の
志
に
あ
ら
ず
と
し
て
'
軍
職
を
退
か
ん
こ
と
を
思
い
'
た
ま
た
ま
俳
侍
と
し
て
早
-
中
国
に
行
な
わ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
呉
の
支
謙
講
の
太
子
瑞
廠
本
起
経
を
読
み
､
お
そ
ら
-
巽
州
別
史
の
後
高
と
し
て
の
自
己
を
'
迦
維
羅
衛
城
の
太
子
に
擬
し
て
'

深
-
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
､
南
澗
寺
に
お
い
て
五
戒
を
授
け
ら
れ
て
係
数
信
者
と
な
り
､
の
ち
'
四
川
の
襲
寺
で
出
家
し
て
健
と
な

っ
た
の
が
､

帝
京
師
安
契
寺
智
稀

(四
三
〇
1
五
〇
一
)
と
し
て
梁
高
僧
俸
巻
十

l
t
明
律
の
項
に
立
停
さ
れ
て
い
る
｡
智
稀
が
出
家
し
た
の
は
三
十
六
歳
と
い
う
か

ら
'
そ
の
壮
年
時
代
は
や
む
な
-
王
玄
漠
の
軍
に
あ

っ
て
､
悌
典
に
親
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
の
ち
に
十
講
義
記
八
巻
を
著
し
'
盛
ん
に
世
に
行

な
わ
れ
た
と
俸
え
る
の
も
'
悌
侍
に
よ
っ
て
婆
心
の
契
機
を
得
た
智
稀
と
し
て
は
常
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
三
十
六
歳
出
家
と
い
う
智
稀
は
'
お
そ

ら
-
約
二
十
年
を
な
お
王
玄
譲
の
軍
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
'
そ
の
交
渉
に
つ
い
て
は
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
資
料
は
な
お
こ
れ
以
上
に
は
求
め
ら

れ
な
い
｡

中
印
度
の
人
'
求
邪
険
陀
羅
(三
九
四
-
四
六
八
)
は
､
宋
の
元
嘉
十
二
年
(四
三
五
)'
セ
イ
ロ
ン
を
経
て
中
国
の
廉
州
に
達
し
た
｡
文
帝
は
こ
の
年
'

丹
陽
の
芦
の
蒲
孝
之
が
､
儒
教
が
中
国
に
入
っ
て
す
で
に
四
朝

(後
漠
･
親
･
菅
･
宋
)
を
経
て
各
地
に
俳
優
を
紀
-
塔
寺
を
建
つ
る
も
の
千
を
も

っ
て

教
え
る
ほ
ど
多
-
あ
る
が
､
近
頃
は
本
源
を
忘
れ
て
い
た
ず
ら
に
そ
の
豪
著
を
競
う
こ
と
と
な
り
､
無
用
の
こ
と
に
費
す
も
の
が
多
い
の
で
､
今
後

は
銅
像
を
蕗
'
塔
寺
を
造
ろ
う
と
す
る
も
の
は
地
方
長
官
の
も
と
に
申
請
し
'
許
可
を
経
て
の
ち
に
着
手
す
べ
-
､
私
に
建
て
る
も
の
は
こ
と
ご
と

-
官
に
後
入
す
''(
L
と
の
上
奏
を
容
れ
て
'
こ
の
こ
と
を
周
知
せ
し
め
'
同
時
に
沙
門
の
沙
汰
を
寮
施
し
て
還
俗
す
る
者
数
百
人
に
及
ん
だ
と
い
う

(宋
書
巻
九
十
七
'
天
竺
迦
批
挙
国
俸
)
｡

し
か
し
､
西
方
と
の
陸
上
交
通
に
よ
る
東
西
文
化
交
流
を
'
北
魂
に
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
封
策
と
し
て
ゞ
あ
ろ
う
か
'
廉
州
に
到
達
し
た
求

邪
険
陀
羅
は
文
帝
の
優
遇
を
う
け
て
首
都
建
康
に
迎
え
ら
れ
､
砥
垣
寺
に
住
す
る
こ
と
と
な
り
'
慧
観

･
慧
巌
な
ど
常
時
の
併
教
界
を
代
表
す
る
人

た
ち
と
深
交
を
結
ぶ
こ
と
七
な
っ
た
(出
三
蔵
記
集
巻
十
四
p
梁
高
僧
博
巻
三
)
o

六
朝
士
人
の
観
音
信
仰



東

方

軍

報

求
郡
抜
陀
羅
は
ひ
ろ
-
大
乗
の
嬰
を
修
め
て
い
た
の
で
p
俗
に
摩
詞
術
と
坂
さ
れ
て
い
て
､
中
図
に
禿
て
か
ら
も
そ
の
通
稀
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が

多
-
'
宋
書
巻
九
十
七
の
夷
礎
博
の
天
竺
迦
枇
賓
園
の
保
に
も
P

外
閥
沙
門
摩
詞
術
は
苦
節
に
し
て
精
理
あ
り
､
京
都
に
お
い
て
多
-
新
経
を
出
す
､
勝
窒
経
は
も

っ
と
も
内
畢

(俳
敦
)
に
重
ん
ぜ
ら
る
t

と
記
錦
し
て
い
る
｡
事
寛
､
求
郡
駿
陀
罪
が
翻
辞
し
た
勝
馨
経

一
巻
は
短
い
経
典
で
は
あ
る
が
､
大
乗
を
離
れ
て
は
小
乗
も
成
立
せ
ず
p
各
人
の
内

に
あ
る
如
爽
戒
法
身
を
聞
明
に
し
て
本
性
清
浄
な
る
こ
と
を
あ
か
L
p
と
-
に
勝
等
夫
人
な
る
女
性
を
封
告
衆
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
悌

教
に
お
い
て
も
特
異
な
経
典
で
あ
り
'
こ
れ
が
六
合
山
寺
賓
雲
(梁
高
僧
博
巻
三
)
の
停
評
に
よ
っ
て
成
さ
れ
て
い
て
､
六
朝
時
代
の
中
国
に
大
き
な
影

響
を
輿
え
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
-
で
あ
る
｡
勝
輩
経
の
謬
出
に
つ
い
て
は
､
竺
道
政
の
勝
葦
経
注
解
五
巻
の
序
文
と
し
て
'
出
三
蔵
記
集
奄
九
に

収
め
ら
れ
て
い
る
慈
法
師
の
願
誓
経
序
が
有
益
な
説
明
を
記
し
て
お
り
､
丹
陽
の
声
で
あ

っ
た
何
筒
之
が
檀
越
と
な

っ
て
い
る
｡

誼
邪
の
顔
延
之
を
は
じ
め
､
彰
城
王
義
康

･
南
郡
王
義
宜
な
ど
の
宗
室
に
い
た
る
ま
で
､
こ
れ
に
師
事
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
と
に
南
郡
主
義
宝
は

元
嘉
二
十

一
年
に
刑
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
て
か
ら
は
p
求
郡
段
陀
羅
も
随
従
し
て
辛
寺
に
安
止
し
て
､
王
の
保
護
の
も
と
に
p
さ
ら
に
翻
経
に
つ

と
め
､
過
去
現
在
因
果
経

｡
央
掘
魔
羅
経
な
ど
の
凡
そ

一
百
奄
に
の
ぼ
る
著
名
な
経
典
が
謬
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
南
郡
主
義
宜
は
生
来
舌
た
ら
ず

で
言
語
も
明
瞭
を
軟
い
て
い
て
､
大
観
文
帝
の
重
任
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
'
剤
州
に
赴
任
後
は
政
事
に
は
げ
み
､
治
績
も
あ
が

っ
た
O

ま
た
悌
教
に
封
し
て
も
理
解
探
-
'
弘
明
集
奄
十
二
に
は
､
王
が
張
新
安
(張
%
'の
弟
の
鏡
､
新
安
の
太
守
)
に
'
因
果
鷹
報
に
つ
･い
て
の
孔
と
輝
と
の
差

異
を
た
ず
ね
'
本
来
道
理
は
ひ
と
し
い
の
に
､
孔
と
樺
は
疏
通
し
な
い
も
の
と
き
め
て
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
の
論
を
し
て
い
る
｡

求
那
抜
陀
羅
は
'
剤
州
別
史
と
し
て
南
郡
王
義
宜
が
そ
の
任
に
あ

っ
た
十
年
､
刑
州
に
あ
り
'
王
の
師
借
と
し
て
の
任
を
果
し
た
の
で
あ
り
'
王
も

ま
た
檀
越
と
し
て
､
大
い
に
保
護
を
加
え
た
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
元
嘉
二
十
九
年
正
月
三
日
に
八
苦
群
経

(侠
)
を
諸
出
し
た
経
記
が
出
三
蔵
記
集

奄
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
謂
経
に
つ
い
て
の
檀
越
と
し
て
､
持
節
侍
中
都
督
刑
湘
薙
益
梁
寧
南
北
秦
八
州
諸
軍
司
空
剤
州
剰
史
領
南
轡
校

尉
南
誰
王
優
婆
塞
劉
義
宜
の
名
を
畢
げ
て
い
る
の
も
､
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
｡

文
帝
が
四
十
七
歳
､
元
嘉
三
十
年
三
月
､
太
子
勘
の
た
め
殺
さ
れ
'
文
帝
の
第
一二
子
駿
が
即
位
し
た
｡
世
組
孝
武
帝
で
あ
る
｡
刑
州
在
任
十
年
に



及
ん
で
着
々
と
内
政
の
充
棄
に
っ
と
め
た
南
郡
主
義
宜
は
､
太
子
郡
の
坂
乳
に
さ
い
し
て
は
討
伐
の
軍
を
出
し
て
孝
武
帝
を
た
す
げ
て
､
功
第

一
と

さ
れ
た
が
'
財
富
み
兵
強
き
剤
州
を
背
景
と
し
て
必
ず
し
も
朝
廷
に
従
順
で
な
-
'
帝
も
ま
た
二
十
三
歳
の
若
さ
を
も
っ
て
帝
位
に
即
き
､
南
郡
王

の
諸
女
を
姪
す
る
の
こ
と
も
あ
っ
て
'
よ
う
や
-
両
者
に
離
間
の
こ
と
が
あ
ら
わ
と
な
っ
た
｡
こ
の
時
､
求
郡
欧
陀
罪
は
逆
節
の
不
可
を
力
諌
し
た

の
で
あ
る
が
'
南
郡
王
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
､
軍
と
と
も
に
同
行
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
曇
無
讃
に
せ
よ
､
求
郡
紋
陀
羅
に
せ
よ
､
君
主

に
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
､
係
数
の
師
と
し
て
の
面
も
あ
る
が
､
紳
呪
に
通
じ
た
不
思
議
な
要
力
を
持
っ
た
人
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
た
｡

王
玄
講
は
こ
の
時
左
衛
賂
軍
で
､
刑
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
て
義
宜
討
伐
の
師
を
進
め
､
梁
山
に
掠
鮎
を
も
う
け
た
｡
時
に
孝
武
帝
孝
建
元
年

(四

五
四
)
二
月
で
あ
る
｡

梁
の
恰
拓
(四
四
五
-
五
一
八
)
の
出
三
蔵
記
集
巻
十
四
の
求
郡
既
陀
羅
侍
や
､
笠
置
の
宗
性
が
書
寓
し
た
梁
の
賓
唱
の
名
僧
健
の
求
那
紋
陀
羅
侍
に

操
れ
ば
､
孝
武
帝
も
ま
た
求
都
験
陀
羅
を
求
め
ん
と
し
て
軍
中
に
布
令
し
て
､

｢摩
詞
街
｣
を
生
得
し
て
丁
重
に
料
理
し
て
京
師
に
迭
る
べ
き
こ
と

を
命
じ
て
い
る
｡
五
月
甲
寅
に
､
王
玄
叢
は
南
郡
王
に
-
み
し
た
減
質
の
軍
と
梁
山
に
戦

っ
て
敗
走
さ
せ
､
南
郡
王
は
蕪
湖
に
逃
げ
た
｡
こ
の
時
求

部
族
陀
羅
の
乗
船
は
大
艦
に
追
わ
れ
､
逃
げ
る
す
べ
も
な
-
'

一
心
に
観
世
音
を
念
じ
て
身
を
水
中
に
投
じ
た
が
､
さ
い
わ
い
に
水
は
浅
-
､
岸
に

達
す
る
こ
と
が
で
き
､
王
玄
譲
の
獲
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
｡
建
康
に
迭
ら
れ
'
孝
武
帝
に
謁
し
て
'
こ
ゝ
に
泰
始
四
年

(四
六
八
)
求
那
抜
陀
尿
の
奇

し
-
も
王
玄
護
と
致
年
を
同
じ
-
し
て
､
七
十
五
歳
で
死
ぬ
ま
で
の
十
五
年
に
わ
た
る
建
康
で
の
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
｡
南
郡
王
と
は
剤
州
十

年
の
保
護
下
に
あ
っ
た
が
'
そ
の
間
往
復
し
た
文
書
は
す
べ
て
記
銀
し
て
あ
り
へ
帝
が
こ
れ
を
検
せ
し
め
た
と
こ
ろ
､
軍
事
に
関
わ
る
こ
と
は
何

一

つ
書
い
て
な
-
､
帝
は
あ
ら
た
め
て
求
那
験
陀
羅
に
封
す
る
蹄
俵
を
探
-
し
た
と
い
う
｡

王
玄
蓑
は
､
こ
の
ほ
か
'
求
邪
険
陀
羅
が
住
ん
で
い
た
剤
州
辛
寺
に
勉
学
し
て
い
た
曇
斌
と
も
交
渉
が
あ
っ
た
(梁
高
僧
博
巻
七
'
建
康
中
興
寺
曇
斌
停
)
｡

お
そ
ら
-
求
那
験
陀
羅
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
､
孝
建
元
年
に
､
辛
寺
に
住
ん
で
い
た
曇
斌
に
､
帝
か
ら
出
京
の
命
が
あ
り
'
玄
譲
が
勅

を
う
け
て
旅
費
を
と
と
の
え
て
出
護
さ
せ
､
建
康
の
新
安
寺
に
と
ど
ま
っ
て
浬
集
宗
を
法
瑛
'
静
林
か
ら
承
け
'
求
邪
険
陀
羅
詔
の
勝
聾
経
の
講
説

に
つ
と
め
､
か
つ
頓
悟
漸
悟
の
義
に
つ
い
て
吏
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
｡
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東

方

学

報

軍
人
と
し
て
終
始
し
た
主
玄
漠
で
は
あ

っ
た
が
へ
中
国
併
教
史
上
に
も
重
要
な
都
諸
家
と
し
て
知
ら
れ
る
求
那
験
陀
羅
な
ど
と
の
交
渉
は
'
六
朝

時
代
江
南
の
係
数
を
語
る
う
え
に
頗
る
重
要
な
影
響
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
は
名
僧
俸

･
出
三
蔵
記
集

･
梁
高
僧
侍
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
求
邪
険
陀
岸
が
南
郡
王
義
畳
の
保
護
を
得
て
十
年
刑
州

に
あ
-
､
つ
い
で
軍
に
従

っ
て
江
を
下
-
､
孝
武
帝
の
講
に
鷹
じ
て
建
康
に
安
止
す
る
こ
と
な
ど
､
併
教
史
籍
の
記
事
と
宋
書
の
記
載
な
ど
と
に
矛

盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
-
､
両
者
あ
い
ま
っ
て
'
史
寛
の
正
確
を
期
し
得
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

王
玄
護
は
孝
建
元
年
三
月
'
南
郡
王
義
宣
討
伐
の
軍
中
に
あ

っ
て
'
義
宜
に
-
み
し
た
預
州
刺
史
魯
爽
に
代

っ
て
濠
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
｡
同

六
月
に
は
朱
備
之
が
南
郡
王
を
殺
し
'
そ
の
子
十
六
人
を
は
じ
め
へ
南
郡
王
の
鴬
輿
の
重
要
な
人
物
を
訣
殺
す
る
に
及
ん
で
､
孝
武
帝
即
位
常
初
の

重
大
事
件
は
落
着
し
た
｡
さ
き
に
観
音
経
讃
諭
の
腐
敗
に
よ
っ
て
危
地
を
脱
し
た
玄
叢
は
'
南
郡
王
の
叛
軍
を
討

っ
て
功
あ
り
､
二
年
十
月
に
は
薙

州
刺
史
に
累
進
し
う
そ
の
身
は
全
き
を
得
た
｡
大
明
元
年

(四
五
七
)
の
夏
に
は
'
薙
州
の
土
地
に
僑
郡
豚
が
多
-
､
境
土
が
は
っ
き
り
せ
ず
､
租
課

に
も
公
正
を
軟
-
と
し
て
'
戸
籍
を
割
-
あ
て
'
豪
族
の
土
地
兼
併
を
抑
止
し
よ
う
と
し
た
が
､
百
姓
た
ち
は
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
課
税
の
強
化
さ

れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
'
玄
譲
が
不
軌
を
は
か
ら
ん
が
た
め
に
土
断
の
法
を
行
な
わ
ん
と
す
る
と
の
流
説
も
生
じ
た
が
'
孝
武
帝
も
事
の
異
相
を
知

っ
て
'
僕
を
遺
し
て
玄
譲
を
慰
撫
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
｡
時
に
玄
誤
七
十
歳
の
高
齢
で
あ

っ
た
｡
し
か
も
身
を
持
す
る
こ
と
は
厳
正
で
､
い
ま
だ
か

っ
て
妄
り
に
笑

っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
｡
の
ち
に
平
北
播
軍
徐
州
刺
史
都
督
と
な
り
､
北
方
の
飢
塵
の
時
に
は
私
穀
十
寓
鮒
牛
千
頭
を
損
し

て
急
を
救
う
な
ど
､
大
節
に
歓
け
る
こ
と
な
-
'
し
か
も
そ
れ
ら
の
こ
と
は
滑
童
の
失
敗
を
観
世
音
経
讃
詞
の
腐
敗
を
得
て
'
文
帝
の
厚
恩
を
受
け

た
こ
と
を
思
い
､
衷
心
君
に
報
じ
､
園
を
憂
う
る
の
赤
誠
を
も

っ
て
事
に
あ
た
り
､
八
十

一
歳
の
生
涯
を
終
え
た
の
で
あ
る
｡

四

王
玄
譲
が
滑
墓
を
囲
ん
で
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
'
か
え

っ
て
北
魂
の
軍
勢
に
大
敗
す
る
に
い
た
り
､
帝
斌
か
ら
ま
さ
に
刑
さ
れ
ん
と
し
て
'
観
音



経
千
遍
を
讃
諭
せ
ば
そ
の
刑
を
免
れ
ん
と
し
た
こ
と
は
､
正
史
の
記
載
と
し
て
は
き
わ
め
て
額
例
の
す
-
な
い
も
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
観
音
讃
滴

の
功
険
を
も

っ
て
刑
死
を
免
れ
た
慮
報
説
話
は
決
し
て
す
-
な
-
は
な
い
｡
拙
著

『
六
朝
古
逸
観
世
音
麿
験
記
の
研
究
』
に
も
数
多
-
そ
の
鷹
験
欝

を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
｡
壬
玄
譲
の
歴
史
上
で
の
記
載
と
あ
い
対
比
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
､
魂
書
巻
八
十
四
㌧
儒
林
俸

(北
史
墾
二
十
の
慮
景
裕

博
を
用
う
)
に
記
さ
れ
て
い
る
北
魂
節
閲
帝
に
仕
え
て
国
子
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
慮
景
裕
が
､
東
魂
の
宰
相
高
歓
に
描
ま
り
､
ま
さ
に
刑
さ
れ
ん
と
し

て
､
高
王
観
世
音
経
千
遍
を
歎
諭
し
て
功
験
あ
り
､
刑
刀
折
れ
て
蓮
に
そ
の
罪
を
許
さ
れ
た
と
諌
-
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
慮
景
裕
と
高
王
観
世
音
経

に
つ
い
て
は
､
さ
き
に
詳
論
し
た
(観
世
音
鷹
験
記
の
研
究
所
収
'
高
王
観
世
音
経
の
出
現
を
参
照
)
の
で
､
今
は
詳
し
-
は
ふ
れ
な
い
｡
い
ず
れ
も
が
､
高
級
軍

人
で
あ
り
､
あ
る
い
は
知
識
人
と
し
て
常
時
の
社
台
に
著
名
な
儒
者
で
あ

っ
た
も
の
が
､
観
音
経
千
遍
を
諭
し
て
危
難
を
免
れ
た
と
し
て
へ
正
史
に

堂
々
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
こ
の
時
代
の
知
識
人
の
儒
教
受
容
が
た
ん
な
る
畢
解
と
し
て
の
係
数
撃
の
吸
収
で
は
な
-
､
講
話
千
遍
と
い

う
よ
う
な
寛
践
行
で
あ
り
'
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
理
解
と
表
現
と
い
っ
た
よ
う
な
閑
文
字
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
王
玄
謀
の
場
合
'

観
音
経
千
遍
を
諭
し
た
と
い
う
が
､
羅
什
諸
の
法
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
竺
法
護
謬
正
法
華
経
の
光
世
音
普
門
品
で
あ
る

か
'
は
た
ま
た
傍
観
統
紀
奄
三
十
八
に
記
す
よ
う
な
十
句
観
音
経

(高
王
観
世
音
経
)
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
'
要
は
観
音
経
の
名
に
よ
っ
て
指
向
さ
れ

る
よ
う
な
観
音
信
仰
の
賓
態
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

南
宋
の
志
盤
(威
淳
五
年
'
一
二
六
九
年
纂
)
の
傍
租
統
紀
奄
三
八
に
は
､
北
魂
普
黍
元
年
慮
景
裕
'
河
清
二
年
孫
敬
徳
ら
の
観
音
経
諦
経
の
願
報
を

あ
げ
て
い
る
｡
巻
三
六
に
は
'
宋
元
嘉
二
十
七
年
の
候
に
､
王
玄
譲
失
律
'
蒲
斌
欲
訣
-
-
の
宋
書
の
文
を
引
用
し
な
が
ら
さ
ら
に
'
そ
の
経

を
授
け
て
日
-
と
し
て
'
観
世
音
'
南
無
俳
､
興
併
有
困
､
輿
併
有
緑
'
悌
法
相
緑
'
常
契
我
浮
､
朝
念
観
世
音
へ
暮
念
観
世
音
､
念
念
提
起
'

念
々
不
離
心
と
の
南
宋
時
の
高
王
観
世
音
経
の
経
文
を
書
き
し
る
し
て
い
る
｡
奄
三
十
八
に
､
此
経
た
ゞ
十
句
'
す
な
わ
ち
宋
朝
の
王
玄
課
が

夢
中
に
授
か
る
の
文
'
い
ま
市
韓
に
刊
行
す
云
云
と
し
､
観
音
大
士
が
こ
の
至
極
簡
単
な
経
法
を
も

っ
て
人
を
危
厄
の
中
に
救
う
と
説
明
し
て

い
る
の
は
'
か
っ
て
の
観
音
信
仰
の
事
例
を
今
の
時
機
相
鷹
に
再
編
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
'
寛
践
を
旨
と
す
る
宗
教
の
世
界
に
新
し
い
息
吹

き
を
よ
び
か
け
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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