
難

波

宮

の

系

譜

岸

俊

男

中
園
都
城
の
二
形
式

中
園
の
都
域
の
構
造
に
つ
い
て
『
罵
穫
』
の
考
工
記
匠
人
篠
に
は
、

匠
入
管
園
、
方
九
皇
、
芳
三
門
、
圏
中
九
経
九
緯
、
経
徐
九
軌
、
左
極
右
社
、
面
朝
後
市
、
市
朝
一
夫
、

と
あ
る
。
工
匠
が
圏
、
す
な
わ
ち
都
域
を
造
営
す
る
場
合
に
は
、
九
里
四
方
の
方
形
で
、
そ
の
一
遣
に
三
つ
ず
つ
の
門
を
開
く
。
こ
こ
に
い
う
「
冨
」
の

字
詰
「
巴
」
と
「
或
」
の
合
字
で
、
「
口
L

そ
の
も
の
も
ク
ニ
の
西
方
の
境
界
を
意
味
す
る
が
、
「
或
L

の
字
も
さ
ら
に
分
解
す
れ
ば
、
「
文
」
と
「
口
」

と

ゴ

L

の
合
字
で
、
西
方
の
境
界
を
文
、

る
と
い
伝
。
つ
ま
ち
「
圏
」
の
字
そ
の
も
の
が
中
に
王
宮
を
有
す
る
城
壁
で
圏
ま
れ
た
方
形
の
都
城
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
武
器
を
も
っ
て
守
り
、

そ
れ
に
土
地
を
表
わ
す
「
ご
を
加
え
て
ク
ニ
の
意
を
示
し
た
も
の
で
あ

そ
し
て
そ
の
圏
、
す
な

わ
ち
都
域
の
中
に
は
縦
横
に
九
本
の
道
が
通
じ
て
い
る
。
九
本
の
道
と
は
東
西
・
南
北
相
封
す
る
門
を
結
ぶ
大
道
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
車
道
を
中
央
と
し
、

左
右
が
人
道
の
三
道
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
九
経
九
緯
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
経
徐
、
す
な
わ
ち
縦
の
道
は
車
の
わ
だ
ち
(
軌
)
の
九
告
の
幅
が
あ

る
。
轍
の
幅
を
八
尺
(
漢
尺
)
と
み
る
と
、
道
幅
は
七
二
尺
(
約
一
六
・
五
m
)
と
な
る
。

つ
ぎ
に
中
央
に
位
置
す
る
宮
室
の
左
、

つ
ま
り
東
方
に
は
麗
先
の

霊
を
詑
る
租
窮
(
太
崩
)
を
置
き
、
同
じ
く
在
、
西
方
に
は
土
地
の
静
(
社
)
と
穀
物
の
一
関
(
稜
)
を
祭
る
註
稜
壇
を
設
け
る
。
そ
れ
が
左
租
右
註
で
、
ま
た

宮
室
の
前
、
南
に
は
政
治
を
執
る
朝
庭
・
朝
堂
が
あ
ち
、
後
方
、

つ
ま
ち
北
に
は
市
場
を
置
く
。
す
な
わ
ち
面
朝
後
市
で
、

そ
の
朝
と
市
の
虞
さ
捻
そ



れ
ぞ
れ
一
夫
、
す
な
わ
ち
一

O
O歩
卒
方
と
す
る
。
市
朝
一
夫
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
考
工
記
の
記
述
は
、

い
わ
ば
中
園
の
都
城
の
理
想
型
を
理
念
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
す
べ
て
の
都
城
が
そ
の
と
お
り
に
設
計
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
周
謹
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
も
諸
説
が
あ
る
が
、
鞍
園
時
代
の
魯
の
玉
城
曲
阜
や
越
の
玉
城
郡
郭
な
ど
は
版
築
の
土
壁
を

繰
ら
し
た
方
形
の
内
部
、

段
、
ほ
そ
の
中
央
に
宮
室
の
遺
跡
と
認
め
ら
れ
る
土
壇
を
遺
し
て
い
て
、
『
周
謹
』
型
の
都
城
が
す
で
に
築
造
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
漢
代
の
長
安
・
洛
揚
扇
域
も
同
じ
原
射
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
漢
・
貌
の
都
城
を
縫
承
し
た
西
晋
の
洛
陽
域
も
ま
た
し
た

が
っ
て
『
周
穫
』
型
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
宮
室
を
原
尉
と
し
て
都
城
の
中
央
に
置
く
形
式
に
封
し
て
、
惰
の
大
輿
城
、

お
よ
び
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
縫
承
し
た
唐
の
長
安
城
は
、
宮

撲
が
都
援
の
中
央
北
に
寄
せ
て
造
ら
れ
い
て
、
宮
域
の
北
限
は
都
城
の
北
の
城
壁
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
宮
城
の
南
に
は
官
街
地
匿
の
皇
竣
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
卒
城
京
や
卒
安
京
は
貫
は
ζ

の
薦
・
唐
の
長
安
域
型

i
正
し
く
は
南
大
輿
竣
nu麿
長
安
域
型

i
に
麗
す
る
が
、
中
園
で
も
楕
・

唐
の
長
安
城
以
前
に
北
貌
の
洛
陽
城
や
東
貌
の
鄭
都
南
城
(
河
北
省
磁
懸
)
が
す
で
に
こ
の
形
式
で
る
っ
た
乙
と
を
指
揖
し
、
さ
き
の
『
馬
種
』
考
工
記

匠
人
篠
に
詳
し
い
考
察
を
加
え
な
が
ら
、
中
圏
の
主
要
な
蔀
竣
が
以
上
の
二
つ
の
形
式
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
は
じ
め
て
詳
細
に
論
じ
た
の
は
那
波

利
貞
氏
で
あ
っ
か
。

「
支
部
首
都
計
董
史
上
よ
り
考
察
し
た
る
唐
の
長
安
竣
」
と
い
う
題
名
が
一
不
す
よ
う
に
、

そ
の
中
心
的
課
題
は
、

ど
う
し
て
薄
統
的
な
『
周
種
』
型

の
蔀
竣
に
船
到
し
て
、
南
・
唐
の
長
安
城
の
よ
う
に
宮
城
・
皇
域
を
都
城
の
中
央
北
寄
り
に
置
く
新
し
い
形
式
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
疑
問
を
解
く
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
郵
波
氏
は
こ
の
疑
問
に
濁
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
楕
の
大
輿
域
の
建
設
に
主
と
し
て
嘗
た
っ
た
の
は
左

僕
射
の
高
穎
は
じ
め
、
字
文
宣
・
劉
龍
・
賀
棲
子
幹
・
向
龍
義
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
高
頴
・
字
文
檀
・
賀
棲
子
幹
の
三
人
は
北
方
胡
族
系
の
出
身

で
あ
り
、
大
輿
域
以
前
に
す
で
に
同
じ
形
式
の
都
城
を
洛
揚
城
・
鄭
都
南
竣
に
‘
お
い
て
採
用
し
た
北
貌
・
東
貌
も
や
ほ
り
胡
族
系
の
北
朝
に
麗
す
る
。

こ
う
し
た
黙
か
ら
、
長
安
域
型
の
新
し
い
形
式
の
都
城
は
、
中
園
の
停
統
を
批
判
的
に
掻
取
し
、
寅
際
生
活
に
即
悪
さ
せ
よ
う
と
し
た
北
朝
訪
族
系
議

者
の
卓
絶
し
た
識
見
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
惰
の
大
輿
域
造
替
の
場
合
も
、

い
た
ず
ら
に
停
統
を
墨
守
せ
ず
、
員
面
呂
で
寅
行
性
に
富
む
字
文



僅
ら
胡
族
出
身
者
の
果
敢
な
企
畜
K
よ
っ
て
賓
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
別
の
設
が
あ
る
。
唐
の
長
安
城
の
宮
城
を
太
極
宮
と
い
い
、

そ
の
中
心
と
な
る
殿
堂
は
太
極
設
と
い
う
が
、
太
極
殿
の
稽
呼
に
つ
い

て
は
『
本
経
注
』
穀
水
捺
(
巻
十
六
)
に
「
貌
明
帝
上
法
=
太
極
於
洛
揚
喬
宮
一
、

起
一
一
太
極
殿
於
漢
崇
徳
殿
之
故
庭
こ
と
あ
り
、

す
で
に
貌
の
明
帝
の
と

き

洛
揚
城
南
宮
の
漢
の
山
宗
徳
殿
の
あ
と
に
太
極
に
則
っ
て
太
極
殿
を
建
て
た
と
み
え
、

同
じ
く
漫
水
篠
(
巻
士
ニ
)
に
は
「
貌
天
輿
二
年
遷
一
一
都
於
北
一

太
和
十
六
年
破
=
太
華
安
昌
諸
殿
一
造
=
太
極
殿
東
西
堂
及
朝
堂
一
」
と
、
北
貌
の
都
卒
域
瓦
も
太
極
毅
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
太

極
と
は
太
一
と
も
い
い
、
天
地
高
物
の
根
元
を
意
味
し
、
宇
宙
の
本
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
を
支
配
す
る
一
稗
で
、
占
星
思
想
に
い
う
紫
徴
宮
の
中
心

に
常
居
す
る
星
と
も
考
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
太
極
は
寓
物
の
根
一
克
、
天
空
の
中
心
と
意
識
さ
れ
、

そ
れ
を
地
上
に
賓
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
帝
王

の
正
毅
と
し
て
の
太
極
殿
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
太
極
は
、

は
じ
め
は
そ
う
で
な
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
北
辰

I
北
極
星
と
結
び
つ
い
て
考
え
ら

し
た
が
っ
て
太
極
殿
を
中
心
と
す
る
宮
室
そ
の
も
の
も
、
都
城
の
中
央
北
詰
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、

安
域
型
の
由
来
を
説
明
す
る
駒
井
和
愛
氏
の
見
解
で
あ
っ
た
。

れ
る
よ
う
に
な
り
、

と
い
う
の
が
長

い
ま
一
つ
の
主
要
な
説
ほ
森
鹿
三
氏
の
考
え
で
あ
る
。
跨
・
唐
の
長
安
城
は
龍
首
原
に
北
貌
の
洛
陽
城
を
極
型
と
し
て
ま
っ
た
く
新
し
く
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
北
貌
の
洛
陽
域
は
漢
・
貌
・
晋
の
洛
陽
城
を
内
域
と
し
、

そ
の
内
域
を
外
に
擦
張
し
て
外
郭
を
造
営
し
た
。
そ
の
際
地
形
的

制
約
の
た
め
、
従
来
の
博
統
的
な
都
城
と
は
這
っ
て
宮
城
を
北
中
央
に
寄
せ
た
型
が
で
き
、

そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
た
の
で
、
指
・
窟
の
長
安
城
の
よ
う

な
新
し
い
形
式
が
出
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
・
貌
・
晋
か
ら
継
承
さ
れ
た
嘗
初
の
北
貌
港
揚
域
は
「
九
六
域
L

と
俗
稽
さ
れ
た
よ

う
に
、
東
西
約
六
里
、
高
北
約
九
里
の
縦
長
の
都
城
で
あ
っ
た
が
、
遷
都
後
間
も
な
く
そ
れ
を
内
域
と
し
、
撰
張
し
て
外
郭
を
作
っ
た
と
き
、
北
は
古

山
が
迫
っ
て
い
る
た
め
内
城
北
壁
よ
り
北
へ
一
里
程
度
、
南
は
洛
水
が
流
れ
て
い
る
た
め
こ
れ
も
内
城
南
壁
よ
れ
ツ
南
へ
約
五
里
段
ど
し
か
讃
張
で
き
な

玉
、
ノ

--o

品
μ
J
d
A
M八

こ
れ
に
罰
し
て
東
西
は
そ
う
し
た
地
形
的
制
約
が
な
か
っ
た
の
で
、
東
西
壁
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
七
里
ず
つ
東
と
酉
に
讃
張
し
た
。

こ
う
し
て
で

き
あ
が
っ
た
搭
陽
域
外
郭
は
南
北
約
一
五
里
、
東
西
約
二

O
里
で
、
内
域
と
は
反
封
に
横
長
で
、
宮
城
が
中
央
北
寄
り
に
る
る
新
形
式
の
都
城
と
な
っ

ひ
い
て
そ
れ
を
議
承
し
た
唐
の
長
安
城
は
こ
の
外
郭
域
を
程
型
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
。
請
の
大
輿
城
、



四

北
貌
洛
陽
域
の
宮
城
正
門
た
る
闇
麗
門
か
ら
内
城
南
壁
に
開
く
宣
揚
門
に
向
か
っ
て
は
、
錦
駐
禽
と
よ
ぶ
御
這
が
ま
っ
す
ぐ
に
通
じ
て
い
て
、

そ
の

東
に
は
北
か
ら
左
禽
府
・
可
徒
府
・
園
子
事
・
宗
正
寺
・
太
穎
・
護
軍
府
、
ま
た
西
に
は
同
じ
く
右
衛
府
・
太
尉
府
・
賂
作
曹
・
九
級
府
・
太
註
な
ど

と
主
要
な
官
署
と
宗
覇
・
社
稜
が
並
ん
で
い
る
。
楕
・
唐
の
長
安
城
の
皇
裁
は
こ
れ
ら
を
承
天
門
街
を
中
心
に
整
理
配
置
し
て
、

そ
の
専
用
地
匿
と
し

た
も
の
で
、
宮
城
と
合
わ
せ
て
東
西
約
五
里
、
高
北
約
六
里
の
縦
長
の
形
が
っ
九
六
域
」
と
い
わ
れ
た
北
貌
洛
陽
裁
の
内
裁
に
近
い
の
は
そ
の
た
め
で

あ
ろ
う
。

平
城
京
と
長
安
城

以
上
中
園
の
都
城
に
は
、

『
馬
薩
』
考
工
記
に
記
す
よ
う
な
正
統
的
な
形
式
と
、
楕
・
唐
の
長
安
裁
に
み
る
よ
う
な
簿
統
的
で
な
い
形
式
の
二
つ
の

形
式
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
後
者
の
形
式
は
長
安
城
以
前
の
東
貌
の
鄭
域
(
高
城
)
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
し
、
ま
た
長
安
城
以
後
で
は
渇
海
の
上

京
龍
泉
府
(
黒
龍
江
省
東
京
域
)
や
東
京
龍
原
府
(
吉
林
省
宇
詮
域
)
な
ど
と
周
濯
に
も
波
及
し
て
行
っ
た
が
、
日
本
の
卒
城
京
や
卒
安
京
、

ま
た
長
岡
京
は

宮
を
京
の
中
央
北
に
置
く
と
い
う
黙
で
、
ま
さ
に
長
安
域
型
で
あ
っ
た
。
ま
た
惰
・
唐
の
洛
陽
域
は
、
北
貌
の
洛
陽
域
と
は
加
に
そ
の
西
方
に
新
し
く

設
定
さ
れ
、
東
都
あ
る
い
は
神
都
と
よ
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
宮
城
・
皇
竣
が
蔀
城
の
西
北
隅
を
占
め
、
洛
水
に
よ
っ
て
北
の
洛
陽
酎
腕
、
南
の
河
南
懸
と

南
北
に
二
分
さ
れ
て
い
て
、
長
安
裁
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
。
し
か
し
こ
れ
も
最
初
は
長
安
城
と
同
じ
設
計
で
あ
っ
た
が
、
西
部
が
し
ば
し
ば
洛
水
の

洪
水
に
み
ま
わ
れ
た
た
め
、
や
む
を
え
ず
西
宇
部
を
除
い
て
、
そ
の
分
だ
け
を
東
方
に
撲
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
長
安
城
と
同
じ
形
式
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
日
本
の
卒
安
京
が
こ
れ
ら
障
・
唐
の
長
安
・
洛
揚
雨
域
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
卒
安
京
の
坊
名
の
ほ
と
ん
ど
が
教

業
坊
・
豊
財
坊
な
ど
と
洛
陽
・
長
安
の
坊
名
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
『
拾
芥
抄
』
・
『
膏
王
編
年
記
』
な
ど
に
は
左
京
を
洛
陽
城
、
在
京
を
長
安
裁
と
援
し

た
と
み
え
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
卒
安
京
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
弘
仁
九
年
四
月
に
殿
関
・
諸
門
の
名
穏
を
す
べ
て
中
菌
風
左
稽

鋤

競
に
改
め
て
題
額
を
掲
げ
、
こ
の
と
き
か
ら
内
裏
の
紫
震
殿
・
清
涼
毅
・
仁
霧
巌
・
建
謹
門
を
註
じ
め
、
朝
堂
院
の
昌
一
踊
堂
・
含
章
堂
な
ど
、
ま
た
宮



域
十
二
門
の
待
賢
門
・
藻
壁
門
な
ど
、
多
く
中
圏
鼠
の
稽
読
が
現
わ
れ
る
の
で
、
卒
安
京
に
な
っ
て
改
め
て
そ
う
し
た
長
安
・
洛
陽
南
城
に
封
す
る
意

識
が
張
く
喚
び
起
こ
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
卒
城
京
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
亙
i

城
京
が
唐
の
長
安
城
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
設
は
、

い
つ
か
ら
か
い
わ
ば
通
読
の
ご
と
く
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
通
読
の
嘗
否
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
卒
城
京
は
そ
の
規
模
か
ら
い
え
ば
、
面
積
は
長
安
域
の

IZ--一5
、

人
口
も
二

O
真
に
劃
し
て
一

O
O真
と
段
ぼ
司
じ
比
率
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
長
安
撲
は
太
極
殿
を
中
心
と
す
る
宮
城
日
太
極
宮
に
罰
し
て
、

そ

の
東
北
の
高
地
に
貞
観
八
年
(
六
一
二
六
・
奇
明
八
)
避
暑
の
た
め
の
離
宮
と
し
て
大
明
宮
が
管
ま
れ
る
が
、
太
極
宮
の
地
が
低
濃
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
風

を
病
む
高
宗
が
そ
こ
を
常
居
と
し
て
か
ら
は
、
以
後
も
大
明
宮
が
専
用
さ
れ
、

E
本
の
遣
唐
使
も
大
明
宮
(
蓬
莱
宮
)
含
元
殻
で
皇
帝
に
謁
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
日
本
の
宮
室
の
構
造
を
考
え
る
場
合
に
は
、
大
明
宮
の
影
響
を
と
く
に
考
恵
す
る
必
要
が
あ
ち
、
卒
安
宮
の
紫
震
巌
・
綾
締
殿
・
承
香
殿

-
龍
尾
道
な
ど
の
名
稽
は
そ
の
例
で
あ
る
。

い
ま
卒
安
宮
の
毅
堂
・
諸
門
の
名
穏
で
太
極
宮
・
大
明
宮
・
洛
陽
宮
に
同
名
の
み
え
る
も
の
を
抽
出
す
る

と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

太

極

宮

大

明

宮

洛

陽

~ 
昌

淑
景
毅
・
長
紫
門
・
永
安
門
・

E
華
門
・

紫
震
殿
・
綾
締
殻
・
承
香
毅

仁
書
殿
・
貞
観
殿
・
類
最
接
・
棲
思
議

月
華
門
・
宜
秋
門

日
華
門
・
月
華
門
・
蓮
尾
道
・
延
政

-
長
業
内

太
極
駁
・
長
紫
門

門

摩
天
門
・
舎
昌
門
・
長
紫
門
・
宣
政
門

武
徳
殿
・
朱
雀
門

宣
政
門
・
昭
慶
門
・
含
耀
門

こ
こ
に
長
安
撲
の
太
極
宮
・
大
明
宮
と
と
も
に
、
や
は
ち
洛
揚
域
活
揚
宮
の
影
響
が
張
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
法
主
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お

長
安
域
内
に
は
そ
の
東
部
花
い
ま
一
つ
玄
宗
の
造
営
し
た
輿
慶
宮
が
あ
り
、
太
極
宮
・
大
明
宮
・
輿
慶
宮
の
三
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
西
内
・
東
内
・
高
内
と

よ
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
卒
域
京
で
も
、
宮
の
東
に
張
れ
ソ
出
し
て
作
ら
れ
た
東
院
を
東
内
と
稽
し
て
い
る
の
は
長
安
域
を
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
拘
、
卒
城
京
に

五



....s.-/、

お
い
て
と
く
に
長
安
城
と
相
似
す
る
黙
で
、
新
し
く
想
起
さ
れ
た
事
実
を
つ
ぎ
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

留

意
た
ち
は
さ
き
に
明
治
初
年
の
地
籍
麗
を
利
用
し
て
遺
存
地
欝
に
よ
る
卒
城
京
の
具
建
的
復
原
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
知
ら
れ
た
一
つ
の
宿
駅
著
な
事

賓
は
、
朱
雀
大
路
を
は
さ
む
東
西
の
一
坊
、

つ
ま
り
卒
城
宮
の
南
正
面
、
朱
雀
門
か
ら
羅
城
門
に
至
る
聞
の
地
域
に
お
い
て
、
捺
坊
誕
の
街
直
の
痕
跡

が
と
く
に
明
瞭
に
現
在
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
路
は
も
と
よ
れ
ソ
小
路
ま
で
も
そ
の
道
路
敷
が
は
っ
き
ち
と
地
割
と
し
て
遺
序
し
て
い

る
の
で
あ
る

0

・
な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
こ
の
問
題
に
封
し
て
想
起
さ
れ
る
の
ほ
、
長
安
竣
の
宮
域
・
皇
誠
か
ら
甫
、
都
撲
の
南
壁
に
至
る
聞
の
各
坊
だ
け

は
、
坊
の
形
も
他
と
や
や
遠
い
、
し
か
も
各
坊
は
東
西
に
門
を
開
い
て
横
に
小
路
を
通
ず
る
の
み
で
、
他
の
坊
が
す
べ
て
坊
の
四
局
に
各
一
円
を
関
い

て
十
字
路
を
通
じ
て
い
る
の
と
異
な
れ
ソ
、

い
わ
ば
特
別
匿
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
卒
城
京
の
場
合
は
藤
東
京
の
一
坊
(
日
四
町
)
を
四
倍
し
て
二
ハ
町
(
芹
)
を
一
坊
と
し
て
お
ち
、
縦
横
三
本
ず
つ
の
小
路
を
通
じ
て
い
る
。

こ
の
黙
は
す
べ
て
の
坊
に
原
則
と
し
て
共
、
通
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
長
安
城
の
よ
う
に
宮
城
・
皇
域
前
面
だ
け
は
横
街
だ
け
と
い
う
よ
う
な
置
別
は
な
い
。

ま
た
、
『
令
集
解
』
宮
衛
令
分
街
篠
に
引
く
「
古
記
」
に
は
、
「
古
記
云
、
夜
鼓
聾
絶
、
謂
坊
門
皆
鼓
可
ν

有
未
v

行
耳
、
漢
法
用
毎
v

舗
有
v

鼓
也
」
と
あ
っ

て
、
卒
城
京
に
も
坊
門
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
長
安
城
の
よ
う
に
各
坊
の
図
面
に
坊
門
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
く
、
卒
安
京
の
事
例

か
ら
類
推
す
れ
ば
、
や
は
り
朱
雀
大
路
に
面
す
る
各
坊
の
西
、

お
よ
び
東
の
中
央
、
す
な
わ
ち
擦
問
小
路
に
だ
け
坊
円
が
あ
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。

局
知
の
よ
う
に
戸
令
置
坊
長
篠
に
は
「
凡
京
毎
v

坊
置
=
長
一
人
一

西
坊
置
=
令
一
人
一

掌
τ

捻
=
按
戸
口
一
督
=
察
軒
非
一
催
由
駈
賦
径
こ
と
あ
っ
て
、

因
坊
ご

と
に
坊
令
を
置
い
た
が
、
そ
れ
が
左
右
京
の
各
篠
ご
と
の
因
坊
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
卒
安
京
の
坊
名
が
各
篠
因
坊
ご
と
に
前
速
の
よ
う
ま
国
有
名
を
つ

鈎

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
坊
令
を
の
ち
に
篠
令
と
も
稽
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
賓
も
坊
門
を
各
篠
間
小
路
の
朱
雀
大

路
に
面
す
る
一
円
に
限
定
し
て
考
え
る
一
つ
の
根
擦
で
あ
る
が
、
卒
安
京
の
坊
門
に
醸
し
て
は
他
に
も
そ
う
推
定
す
る
史
料
が
あ
る
。
ま
ず
『
掌
中
堅
』

は
左
京
坊
門
と
し
て
教
業
・
永
昌
・
宣
風
・
淳
風
・
安
衆
・
崇
仁
・
陶
化
、
右
京
坊
門
と
し
て
豊
財
・
永
寧
・
宣
義
・
光
徳
・
続
財
・
延
嘉
・
開
運
を

掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
左
右
京
の
三
篠
|
九
篠
の
各
篠
閏
小
路
だ
け
を
限
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
何
篠
坊
門
小
路
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
と
も
照
穫
す
旬
。
卒

安
京
坊
門
に
つ
い
て
の
初
出
史
料
は
『
類
緊
園
史
』
(
巻
百
七
)
延
震
十
六
年
八
月
丁
卯
擦
の
「
地
震
暴
鼠
、
左
右
京
坊
門
及
吉
姓
屋
舎
倒
仔
者
多
」
で
あ
ろ



う
が
、
『
類
家
三
代
格
』
巻
十
六
に
牧
め
る
つ
ぎ
の
貞
額
四
年
三
月
八
E
付
太
政
官
符
誌
、
坊
門
と
朱
雀
大
路
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

悪
事
毎
=
坊
円
一
置
一
一
兵
士
十
二
人
-
令
v

守
=
朱
雀
道
一
井
夜
行
兵
衛
巡
二
僚
兵
士
直
否
A

事

右
得
=
左
京
職
一
解
、
朱
雀
者
一
南
京
之
逼
道
也
、
左
右
帯
v

垣
、
入
居
椙
隔
、
東
西
分
v

坊
、
門
衛
走
v

置
、
因
v

設
重
震
=
馬
牛
之
関
露
一
夜
震
=
盗
賊
之

望
語
、
毎
=
坊
門
一
置
=
兵
士
十
二
人
一

上
下
分
番
互
加
=
掌
護
一

即
使
令
=
夜
行
之
兵
衛
毎
夜
巡
=
検
兵
士
之
直
否
一
然
剥
椀
樹
之
篠
自
走
=
擢

部
府
一

折
一
行
道
之
人
方
兎
=
侵
奪
一
者
、
右
大
臣
宣
、
依
v

請
、
右
京
職
准
v

比、

す
ま
わ
ち
坊
門
ご
と
に
兵
士
二
一
人
を
置
い
て
朱
雀
大
路
の
治
安
警
護
に
嘗
た
ら
せ
、
夜
廻
り
の
兵
衛
に
そ
の
兵
士
た
ち
の
勤
務
扶
況
を
巡
桧
さ
せ
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
坊
門
が
朱
雀
大
路
に
面
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
れ
ツ
、
さ
ら
に
『
三
代
貫
録
』
貞
観
十
六
年
八
月
甘
四
日

篠
の
「
朱
雀
大
路
豊
財
坊
門
倒
覆
、
抱
関
兵
土
井
妻
子
四
人
医
死
」
と
い
う
記
事
出
、
右
の
こ
と
を
よ
く
傍
釜
し
て
い
る
。
豊
財
坊
門
と
い
え
ば
右
京

三
篠
の
坊
門
で
、
朱
雀
門
に
も
っ
と
も
近
い
坊
円
で
あ
る
が
、
『
延
喜
式
』
(
左
衛
門
府
)
の
大
義
(
元
日
・
即
位
・
受
蕃
菌
使
表
)
の
次
第
を
記
し
た
な
か
に

「
叉
尉
率
=
志
以
下
一
縁
=
於
朱
雀
門
外
一
嫁
幡
二
旗
小
揺
出
八
族
、
志
一
入
率
=
門
部
五
人
一
居
=
門
下
一
関
門
畢
還
=
本
陣
一
白
=
朱
雀
門
外
一
至
=
子
第
一

坊
門
傍
路
一
衛
士
隊
v

之
」
と
あ
ち
、
こ
の
第
一
坊
門
と
は
右
の
豊
財
坊
門
と
、
こ
れ
に
艶
す
る
左
京
教
業
坊
門
を
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て

卒
安
京
、

ひ
い
て
ま
た
卒
域
京
に
お
い
て
は
、
坊
門
は
長
安
城
の
場
合
の
ご
と
く
各
坊
の
四
面
、
あ
る
い
誌
東
西
二
面
に
そ
れ
ぞ
れ
開
く
と
い
う
の
で

な
く
、
一
一
一
篠

i
九
篠
の
各
接
関
小
路
が
朱
雀
大
路
に
通
、
ず
る
場
所
に
の
み
設
け
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
ほ
ぼ
確
か
め
え
た
思
う
。

と
こ
ろ
で
『
街
禁
律
』
越
垣
及
城
篠
に
は
、

凡
越
=
兵
庫
垣
及
筑
紫
域
-
徒
一
年
産
奥
越
後
出
羽
等
欄
亦
同
、
曹
司
垣
杖
一
百
大
宰
宥
垣
亦
司
、
園
垣
杖
九
十
、
郡
垣
杖
七
十
、

坊
市
垣
答
五
十
皆

謂
、
有
=
門
禁
一
者
、
若
従
=
溝
漬
内
一
入
出
者
、
輿
=
越
罪
一
問
、
越
市
未
v

逼
減
二
等
一
銭
篠
未
ν

過
准
ν

此
、
(
下
轄
)

と
あ
っ
て
、

こ
れ
捻
唐
律
の

諸
越
=
州
鎮
成
城
及
武
庫
塩
一
徒
一
年
、
勝
城
杖
九
十
皆
謂
、
右
=
門
禁
-
者
、
越
=
官
府
解
垣
及
坊
市
垣
簸
一
者
杖
七
十
、
侵
壊
者
亦
如
v

之
従
=
溝
讃
内
一

出
入
者
輿
二
越
罪
一
司
、
越
布
未
ν

過
減
二
等
一
絵
篠
未
v

過
準
v

之、

七



八

僻

を
縫
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
筑
紫
域
や
陸
奥
・
越
後
・
出
羽
な
ど
の
摘
、
あ
る
に
は
大
宰
府
垣
と
い
う
よ
う
に
、
具
程
的
に

述
べ
て
い
る
こ
と
ほ
、
日
本
の
都
援
の
坊
に
も
兵
庫
・
曹
司
・
菌
祷
・
郡
衝
・
東
西
市
と
同
じ
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
各
坊
の
四
局
に
坊
垣
が
め
ぐ
ら

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
右
の
『
衛
禁
律
』
捺
文
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
律
は
域
・
捕
(
楠
簸
)
・
垣
(
垣
壌
)
の
匡
加
を
し
て
い
る

が
、
卒
安
京
で
は
坊
域
と
よ
ぶ
も
の
が
あ
り
、
そ
の
修
理
を
携
賞
し
た
ら
し
い
修
理
左
右
坊
城
使
な
る
も
の
が
存
し
、
右
の
停
慶
・
復
置
に
関
す
る
記

録
が
か
な
れ
ツ
み
ら
れ
る
。
そ
の
坊
裁
と
は
い
ち
お
う
坊
垣
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
は
京
中
の
す
べ
て
の
坊
の
四
局
の
坊
垣
を
指
す
の
で
は
・
な
か
っ
た
ら

し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
『
廷
喜
式
』
(
弾
正
台
)
に
は
、

凡
三
位
以
上
蕗
v

建
=
門
屋
於
大
路
一

其
坊
域
垣
不
v

蕗
v

関、

と
あ
畑
、
三
位
以
上
と
四
位
の
参
議
、
お
よ
び
そ
の
死
後
も
子
孫
は
大
路
に
面
し
て
門
屋
を
建
て
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
が
、

四
位
参
議
准
v

此
、
其
襲
v

建
之
入
、
難
=
身
亮
卒
一

子
孫
居
住
之
間
亦
謀
、
自
徐
除
v

非
=
門
墨
一
不
v

在
=
制
限
一

そ
の
邸
内
外
事
項
と
し
て

坊
域
の
垣
に
だ
け
は
門
屋
を
開
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
も
し
す
べ
て
の
坊
の
坊
垣
が
す
な
わ
ち
坊
城
援
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
坊
の
四
局
は
す
べ
て

大
路
で
冨
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
賓
質
上
大
路
に
門
屋
を
開
く
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。
そ
れ
で
誌
と
の
捺
文
の
意
義
が
な
く
な
る
か
ら
、
坊
域
と
は
特

定
の
地
域
の
坊
の
坊
垣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
推
測
す
る
と
、
卒
安
京
に
は
坊
波
小
路
と
名
づ
け
ら
れ
る
南
北
に
通
ず
る
小
路
が
あ
る
が
、
そ
の
名
稽
は
朱
雀
大
路
と
左
京
一
坊
坊
間
大
路

(
壬
生
大
路
)
と
の
間
の
小
路
と
、
同
じ
く
朱
雀
大
路
と
右
京
一
坊
坊
間
大
路
(
皇
嘉
門
大
路
)
と
の
間
の
小
路
に
浪
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
『
卒
安
遺
文
』
に
載
せ
る
嘉
保
二
年
正
月
十
日
付
大
江
公
仲
慮
分
獄
案
に
は
ご
、
坊
城
地
萱
町
在
左
京
四
一
篠
一
坊
二
町
」
と
あ
い

と
の
二
史

料
か
ら
、
坊
域
の
地
と
は
お
そ
ら
く
朱
雀
大
路
の
南
側
の
左
右
京
各
一
坊
の
朱
雀
大
路
に
沿
う
牢
分
を
さ
し
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
築
垣
を
坊
域
垣
、
ま

た
は
坊
援
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
都
城
の
中
心
街
で
あ
る
朱
雀
大
路
に
面
す
る
地
区
だ
け
は
、
政
府
の
手
で
特
別
に
坊
垣
を
整
備
し
、
景
観

を
保
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
坊
内
の
街
匿
の
整
備
に
も
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
は
卒
安

京
の
場
合
で
あ
る
が
、
卒
城
京
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
卒
域
京
法
卒
安
京
の
前
段
措
の
蔀
裁
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
坊
域
の
地
は
左



右
京
一
坊
の
全
域
、

つ
ま
り
坊
の
宇
分
で
な
く
、

一
坊
全
部
で
あ
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
よ
う
に
卒
城
宮
前
面
の
傍
匡
だ
け
が
、

と
く
に
穎

著
に
現
在
も
地
割
を
遺
し
て
い
る
と
い
う
疑
問
は
解
け
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
障
・
唐
以
前
の
都
域
に
特
別
区
設
定
の
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
同
時
に

こ
の
事
賓
を
も
っ
て
卒
城
京
が
唐
の
長
安
城
を
模
し
た
一
つ
の
事
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
c

∞
つ
ぎ
に
長
安
裁
の
東
高
隅
に
は
黄
渠
の
水
を
引
い
た
曲
江
池
と
芙
蓉
園
が
あ
り
、
そ
の
部
分
が
外
郭
撲
か
ら
高
に
突
出
し
て
い
る
と
と
が
明
ら
か

間
島

に
さ
れ
て
い
る
が
、
卒
城
京
で
も
そ
の
東
南
揺
の
同
じ
よ
う
な
関
係
位
置
に
現
在
五
徳
池
と
稽
す
る
か
な
り
大
き
な
池
が
存
在
す
る
。
し
か
も
遺
存
地

割
の
調
査
に
よ
る
と
、

か
つ
て
は
五
億
池
の
北
に
接
す
る
字
池
ノ
内
の
部
分
を
も
含
ん
で
い
た
ら
し
い
。
ま
た
卒
城
京
嘗
時
は
能
登
川
と
合
流
し
た
岩

井
川
は
京
内
に
入
ら
ず
、
東
京
極
外
を
南
流
す
る
よ
う
に
流
路
を
費
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
池
は
そ
の
別
の
水
を
取
り
入
れ
て
造
ら

れ
た
も
の
ら
し
い
。
ま
た
池
の
す
ぐ
西
、
字
京
道
の
と
こ
ろ
を
中
ツ
道
が
通
っ
て
京
内
に
入
っ
て
い
た
が
、

l
二
)
の
設
話
に
み
る
え
諾
繁
京
の
越
国
池
で
る
っ
た
の
だ
ろ
旬
。

と
の
池
は
お
そ
ら
く
『
日
本
霊
異
記
』
(
下

由
江
池
の
よ
う
に
景
勝
遊
覧
の
地
と
し
て

『
高
葉
集
』

な
ど
嘗
時
の
記
録
に
み

え
る
こ
と
は
な
い
が
、
曲
江
池
を
模
し
て
卒
城
京
造
営
嘗
時
か
ら
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

拐
さ
ら
に
『
績
日
本
紀
』
一
瞬
護
景
雲
一
五
年
二
月
了
亥
擦
に
註
「
幸
=
大
事
一
整
案
」
と
あ
る
。

と
と
で
天
皇
が
大
翠
寮
に
赴
く
と
と
に
「
幸
」
の
字
を

用
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
績
日
本
紀
』
の
記
事
を
整
理
す
る
と
、
原
知
と
し
て
宮
内
で
の
移
動
に
は
「
御
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
宮
と
の
位
置
関
係
か
ら
問
題
と
な
る
「
幸
L

の
用
例
と
し
て
、
他
に
皇
后
宮
・
松
林
・
大
蔵
省
・
東
院
が
あ
る
日
料
、
後
の
三
者
に
つ
い
て
は

「
御
」
も
並
用
し
て
い
る
。
松
林
・
松
林
宮
・
北
松
林
は
卒
城
宮
の
北
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
松
林
倉
票
と
も
み
え
る
か
抗
、
大
蔵
省
と
そ
の
倉
庫
も
そ

の
地
域
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
卒
安
京
で
宮
を
北
に
宇
緩
分
譲
大
し
、

そ
こ
に
大
藤
や
大
薮
震
が
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
卒
城
宮
の

こ
の
配
置
を
繕
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

松
林
や
大
藤
省
は
と
き
に
宮
内
と
も
、

ま
た
宮
外
と
も
意
識
さ
れ
た
た
め
、
「
御
」
「
幸
」

の
雨
字
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
こ
と
は
東
院
に
つ
い
て
も
い
え
る
わ
け
で
、
方
形
の
宮
域
か
ら
東
に
張
り
出
し
た
東
院
は
い
ち
お
う

宮
外
と
も
み
な
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
皇
后
宮
、

つ
ま
ち
東
院
の
さ
ら
に
東
で
、

の
ち
に
法
華
寺
と
な
る
皇
后
宮
の
場
合
は
明
ら
か
に
宮
外
と

し
て
「
幸
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
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『
績
日
本
紀
』
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
「
幸
」
の
用
例
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
‘
大
事
寮
も
宮
外
に
あ
っ
た
可
能
性
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
倒

詮
す
る
が
ご
と
く
、
卒
安
京
で
は
卒
安
宮
朱
雀
門
の
す
ぐ
東
南
、
美
福
門
前
の
左
京
三
篠
一
坊
七
・
八
町
に
大
事
寮
が
置
か
れ
て
い
た
。
も
し
こ
の
卒

安
京
の
大
事
寮
の
位
置
が
卒
域
京
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
蕗
襲
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
卒
城
京
の
大
皐
寮
は
宮
外
と
な
り
、
「
幸
」
の
用
例
に
も
逼
合
す
る
。

拐

し
か
も
唐
の
長
安
城
の
場
合
、
大
事
寮
に
相
嘗
す
る
園
子
監
は
や
は
ち
飽
の
官
署
と
は
異
な
っ
て
皇
域
外
の
務
本
坊
に
あ
り
、
そ
の
位
置
は
美
一
椙
門

(
壬
生
門
)
に
相
嘗
す
る
安
上
門
の
す
ぐ
蔀
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
南
・
唐
の
長
安
域
以
前
に
お
け
る
同
じ
施
設
の
位
置
に
つ

い
て
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
を
残
し
て
は
い
る
が
、
い
ち
お
う
卒
城
京
の
大
撃
寮
の
位
置
は
長
安
城
の
園
子
監
を
模
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

藤
原
京
の
原
型

以
上
の
よ
う
に
卒
城
京
に
は
唐
の
長
安
城
を
模
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
が
確
か
に
い
く
つ
か
指
擦
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卒
城
京
を
長
安
竣

の
重
模
と
み
る
従
来
の
逼
設
は
再
考
を
要
す
る
段
階
に
立
ち
至
っ
て
い
る
。
卒
城
京
と
長
安
城
と
の
比
較
を
は
じ
め
て
試
み
た
関
野
貞
民
は
『
卒
城
京

及
大
内
裏
考
』
に
お
い
て
す
で
に
弱
者
の
相
異
点
を
い
く
つ
か
指
描
し
て
い
る
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
藤
原
宮
の
宮
域
が
ほ
ぼ
確
定
し
、

そ
れ
に
従

っ
て
藤
原
京
の
燦
坊
制
に
基
づ
く
京
域
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
倖
な
っ
て
今
ま
で
譲
想
さ
れ
な
か
っ
た
古
道
を
基
軸
と
す
る
藤
原
京
と

卒
城
京
の
緊
密
な
設
定
計
董
も
知
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
卒
城
京
の
基
本
的
な
程
型
は
決
し
て
唐
の
長
安
城
に
あ
る
の
で
な
く
、
ま
ず
原
型
と
し

て
藤
涼
京
を
考
え
る
べ
き
ζ

と
が
必
要
と
な
り
、
麿
の
長
安
城
と
藤
原
京
と
の
比
較
が
課
題
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
詳
し
い
検
討
の
経
過
は
別
稿
に
ゆ

ず
る
こ
と
と
し
て
、
結
論
の
み
を
要
設
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
い

山
藤
東
京
は
東
西
国
里
・
高
北
六
里
の
縦
長
の
短
形
で
あ
る
が
、
唐
の
長
安
裁
は
東
西
約
一
八
里
・
南
北
約
一
五
里
の
横
長
の
短
形
で
、
全
種
の
形

が
異
な
る
。
む
し
ろ
藤
原
京
は
東
西
六
塁
・
南
北
九
里
で
俗
に
「
九
六
域
」
と
よ
ば
れ
た
北
貌
洛
陽
城
の
内
域
や
、
同
じ
く
東
西
六
里
・
南
北
八
里
絵

の
東
貌
の
霧
都
南
城
の
形
に
近
い
。

∞
藤
原
京
の
一
二
篠
八
坊
の
坊
域
制
の
基
本
と
な
っ
た
一
坊
は
一
漫
1
一2
里
の
方
形
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
唐
の
長
安
竣
が
、
朱
雀
門
街
に
沿
う
坊
を



除
い
て
、
す
べ
て
都
城
の
外
形
と
同
じ
横
長
の
短
形
で
あ
る
の
と
異
な
る
。

乙
の
場
合
も
、
北
貌
洛
陽
域
の
一
一
坊
(
里
)
は
一
-
謹
一
里

1
三
O
O歩
の
方

形
で
あ
っ
て
、
藤
原
京
は
む
し
ろ
そ
れ
に
近
い
。

間
つ
ぎ
に
最
近
の
護
掘
調
査
に
よ
っ
て
も
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
、
藤
原
京
の
各
坊
に
は
幅
約
六

m
の
小
路
が
十
字
に
通
じ
、

坊
は
盟
匿
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
状
況
は
宮
の
甫
の
部
分
で
も
嬰
ら
な
い
ら
し
い
。

こ
れ
に
封
し
て
長
安
城
で
は
、
さ
き
花
も
述
べ
た
よ
う
に
、

宮
城
・
皇
域
前
面
の
坊
だ
け
は
す
べ
て
横
に
小
路
を
逼
じ
る
だ
け
で
、
二
区
に
区
分
し
て
い
る
。

と
れ
は
他
の
部
分
の
坊
が
十
字
路
を
通
じ
て
い
る
の

と
異
な
れ
ツ
、
長
安
域
の
特
色
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
よ
る
と
、
北
貌
溶
陽
域
の
各
坊
は
四
周
に
各
一
門
を
開
い
て
い
て
、
十

字
街
を
、
通
じ
て
い
た
ら
し
く
、

そ
う
し
た
特
別
の
坊
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
載
は
な
い
。

こ
の
点
で
も
藤
東
京
は
唐
の
長
安
城
よ
り
北
貌
の
洛
陽
援
に
叡

て
い
る
。

凶
卒
城
京
は
宮
を
京
の
中
央
、
北
京
極
に
接
し
て
設
け
る
点
で
、
『
馬
謹
』
型
と
は
異
な
る
非
惇
統
的
な
唐
の
長
安
域
型
に
属
す
る
こ
と
は
さ
き
に

詳
し
く
述
べ
た
。

こ
れ
に
射
し
て
藤
原
京
は
宮
と
北
京
極
の
間
に
二
篠
分
の
絵
地
が
あ
ち
、
宮
は
京
の
北
限
に
直
接
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
唐
の

長
安
城
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
む
し
ろ
中
盟
の
薄
統
的
な
『
罵
謹
』
型
に
近
い
と
い
え
よ
う
。

藤
原
宮
の
北
の
二
捺
分
の
地
域
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
だ
謁
査
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
先
年
行
な
わ
れ
た
藤
原
宮
の
緊

急
調
査
に
お
い
て
、
内
裏
の
東
を
北
流
す
る
溝
が
宮
の
北
限
の
一
本
柱
列
を
横
切
る
地
点
で
、
溝
の
東
岸
に
接
し
て
多
数
の
典
薬
寮
関
係
の
木
簡
が
一

括
投
棄
さ
れ
た
扶
態
で
出
土
し
た
。
「
本
草
集
注
上
巻
」
と
い
う
書
名
の
み
え
る
も
の
や
、
漏
産
湯
の
薬
方
を
記
し
た
木
札
、
あ
る
い
は
但
馬
内
親
王

家
な
ど
か
ら
の
薬
物
を
請
求
す
る
震
が
持
参
し
た
と
み
ら
れ
る
木
簡
、
さ
ら
に
擁
黄
・
褒
門
冬
・
大
黄
・
署
預
な
ど
の
薬
草
の
付
札
な
ど
で
あ
る
が
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
出
土
地
点
の
東
北
わ
ず
か
の
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
問
題
の
宮
北
の
部
分
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
も
こ
か
所
の
坪
に
「
テ
ン
ヤ
ク
L

こ
れ
ら
の
事
賓
は
そ
の
付
近
に
典
薬
寮
関
係
の
施
設
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
同
一
地
点
か
ら
出
土
し
た

抱
の
木
簡
に
註
「
菌
司
」
「
菌
宮
」
の
字
も
み
え
か
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
最
近
に
な
っ
て
宮
北
面
中
央
の
猪
使
門
の
護
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
際
、
門
外

舗

の
土
壌
か
ら
出
土
し
た
数
点
の
木
簡
の
中
に
「
九
月
甘
六
日
菌
職
進
大
豆
舟
口
」
と
記
さ
れ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
職
員
令
に
規
定
す

の
小
字
名
が
遺
存
し
て
い
る
。



る
宮
内
省
被
管
の
国
池
可
の
職
掌
辻
、
苑
池
と
読
菜
・
樹
菓
の
種
殖
に
あ
る
。

こ
の
木
簡
は
麗
職
(
菌
池
弓
)
が
牧
穫
し
た
大
豆
を
宮
内
に
進
上
す
る
と

き
、
猪
使
門
の
出
入
に
用
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
宮
の
北
に
は
大
豆
、
な
ど
を
栽
培
す
る
園
地
が
存
在
し
た
と
も
み
ら
れ
、

さ
き

の
典
薬
寮
関
係
の
施
設
を
薬
園
と
み
れ
ば
、
問
題
の
地
域
を
い
わ
ゆ
る
園
池
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。

ζ

う
考
え
る
と
、
長
安
城
も

太
極
宮
の
北
、
宮
城
外
の
部
分
に
は
西
内
苑
な
る
苑
池
が
あ
る
が
、
北
貌
婆
陽
域
内
竣
で
は
宮
の
北
、
内
域
内
に
華
林
園
と
い
う
園
池
が
あ
れ
ソ
、
東
貌

捕

の
薬
都
寓
域
で
も
宮
の
北
に
は
後
菌
が
あ
っ
た
と
い
う

G

こ
う
し
た
点
を
考
恵
す
る
と
、
藤
原
京
の
構
造
法
震
の
長
安
城
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前

の
都
城
と
共
通
点
が
る
る
の
で
あ
る
。

ωつ
ぎ
に
市
の
問
題
が
あ
る
。
最
、
近
京
都
市
知
恵
院
所
醸
の
「
寓
経
所
紙
筆
授
受
昌
記
」
に
段
め
ら
れ
て
い
る
寓
経
生
試
字
の
紙
背
に
あ
る
い
わ
ゆ

る
「
平
城
京
市
指
園
」
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
従
来
卒
城
京
の
東
西
市
は
六
跨
(
町
)
を
占
め
る
と
み
て
い
た
の
は
誤
り
で
、
二
芹
の
「
市
」
の
字
は
段

ん
と
う
は
墨
抹
さ
れ
て
い
て
、
結
馬
市
は
西
坪
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
ね
。
そ
の
結
果
、
藤
原
京
か
ら
卒
城
京
を
へ
て
卒
安
京
に
至
る
東
西

市
の
展
開
は
、
藤
原
京
の
一
坊
H
四
町
の
占
地
が
そ
の
ま
ま
卒
城
京
・
卒
安
京
に
踏
襲
さ
れ
、
卒
安
京
で
は
さ
ら
に
四
局
に
二
町
ず
つ
の
外
町
が
付
加

さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
藤
原
京
の
一
坊
を
占
め
る
市
は
や
は
ち
十
字
に
小
路
を
、
通
じ
た
と
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
封
し

て
長
安
城
の
東
西
市
は
、
位
置
は
中
央
の
朱
雀
街
に
劃
し
て
東
西
封
穏
で
あ
り
、
ま
た
外
形
も
方
六

0
0・
歩
日
二
里
の
方
形
で
は
あ
る
が
、

一
般
の
坊

と
は
遣
い
、
と
く
に
西
罵
に
二
門
ず
つ
を
開
き
、
小
蕗
を
井
字
形
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
藤
原
京
は
市
の
構
造
に
お
い
て
も
長
安
城
と
異
な
る
。

し
か
も
、
同
じ
中
関
で
も
惰
の
大
同
市
な
ど
は
、
方
一
里
の
四
面
に
一
門
ず
つ
を
開
い
て
十
字
路
を
設
け
る
藤
原
京
と
同
じ
形
式
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
の
結
果
、
藤
原
京
と
唐
の
長
安
城
と
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
で
か
な
ち
大
き
ま
相
異
が
あ
ち
、
藤
原
京
の
原
型
を
唐
の
長
安

裁
に
求
め
る
こ
と
は
、
卒
城
京
よ
り
も
さ
ら
に
い
っ
そ
う
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
詰
藤
原
京
が

B
本
濁
自
の
形
式
の
都
裁
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
や
は
り
そ
の
源
流
は
中
露
に
求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
点
で
指
指
し
て
き
た
よ
う
に
、

そ
れ
誌
北
貌
の
洛

陽
城
や
東
読
の
第
城
の
よ
う
な
惰
・
唐
の
長
安
域
以
前
の
古
い
停
統
的
な
中
圏
の
都
城
の
影
響
を
張
く
受
け
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。



四

難
波
京
の
開
題

そ
れ
で
は
藤
原
京
が
そ
う
し
た
中
麗
的
都
城
の
影
響
を
受
け
た
最
初
の
日
本
の
都
域
で
あ
ろ
う
か
。

藤
原
京
の
造
管
時
期
は
持
統
西
年
(
六
九
O
)
十

月
の
太
政
大
臣
高
市
皇
子
の
宮
地
観
察
に
は
じ
ま
り
、
同
八
年
十
二
丹
遷
都
と
い
う
の
が
逼
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
藤
原
京
を
推
定
復
原
し
た
結

果
、
持
統
一
克
年
十
月
に
築
造
を
開
始
し
た
天
武
天
皇
を
葬
る
櫓
隈
大
内
陵
が
藤
東
京
中
軸
線
上
の
巽
南
に
あ
る
こ
と
、
遅
く
と
も
同
二
年
正
月
に
誌
主

要
伽
藍
が
完
成
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
薬
師
寺
が
藤
原
京
捺
坊
制
に
期
っ
て
占
地
造
営
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
な
ど
を
理
由
に
、
藤
原
京
建
設
計

書
一
の
大
綱
は
、
天
武
在
世
中
の
十
三
年
(
六
八
回
)
三
月
に
天
皇
が
京
師
を
巡
行
し
て
宮
地
を
定
め
た
と
き
、

す
で
に
決
定
し
て
い
た
と
推
考
し
た

D

最

近
奈
良
圏
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
本
薬
師
寺
西
南
隅
の
護
掘
調
査
の
結
果
、
藤
原
京
八
僚
大
路
と
右
京
三
坊
大
路
が
確
認
さ
れ
、

そ

う
し
た
藤
原
京
篠
坊
地
割
の
施
工
に
倖
な
っ
て
埋
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
薬
師
寺
の
西
築
地
の
雨
落
溝
ら
し
き
も
の
も
検
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
右
京
三

坊
大
路
中
心
と
薬
師
寺
蜘
藍
中
軸
線
と
の
関
の
距
離
が
二
一
七
・
八

m
で、

こ
の
数
値
は
藤
原
京
緩
坊
一
坊
の
卒
均
値
二
六
五

m
の
1
一2
よ
り
五

m
段

ど
短
い
の
で
、
薬
師
寺
伽
藍
中
軸
線
は
右
京
三
坊
の
中
心
に
一
致
し
な
い
可
能
性
が
多
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
こ
と
は
薬
師
寺
伽
藍
の
建
立
が

藤
原
京
篠
坊
計
書
一
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
篠
坊
計
室
毘
の
大
縞
の
設
定
と
寅
際
の
施
行
の
聞
に
は
時
間
的
差
異
も
る
わ
ソ
、

こ
の
程

度
の
誤
差
は
賓
施
に
嘗
た
っ
て
嘗
然
生
じ
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
か
ら
、
大
局
的
に
み
て
い
ま
の
と
こ
ろ
私
設
を
修
正
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
藤
原
京
に
封
し
て
、
ま
ず
難
波
京
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か

G

私
が
藤
原
京
の
建
設
計
書
一
が
酉
ま
っ
た
と
推
定
し
た
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
天
武
十
二
年
十
二
月
に
天
皇
は
、

「
凡
都
城
宮
室
非
二
庭
一
、

必

造
二
闘
参
一
、
故
先
欲
v

都
=
難
波
一
、
是
以
百
寮
者
、
各
往
之
講
一
一
家
地
一
し
と
詔
し
、
中
園
的
な
複
都
思
想
に
よ
っ
て
難
波
を
副
都
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、

宮
人
記
は
難
波
に
赴
い
て
家
地
を
請
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
の
ち
の
都
城
の
場
合
に
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
遷
都
と
宅
地
涯
給
の
間
の
緊

密
な
調
係
か
ら
推
せ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
に
難
波
京
の
存
在
を
想
定
し
う
る
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
は
そ
れ
よ
り
前
、
天
武
八
年
十
一
月
に

龍
田
山
と
大
塚
山
に
関
を
置
く
と
と
も
に
、
難
波
に
も
羅
域
を
築
い
た
と
し
、

さ
ら
に
同
六
年
十
月
に
は
丹
比
公
腕
呂
を
撮
津
職
大
夫
に
任
じ
た
と
し



西

て
い
る
。
後
者
の
撮
津
職
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
直
ち
に
難
波
京
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
記
事
を
信
ず
る
な
ら

ば
、
難
波
京
の
造
営
は
副
都
の
宣
言
よ
れ
ツ
も
さ
ら
に
以
前
、
天
武
初
年
に
も
遡
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
方
で
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
行
政
区
劃
と
し
て
の

京
・
畿
内
が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
と
も
符
節
を
合
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
京
の
賓
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
昭
和
田
十
一
年
末
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
藤
原
宮
の
緊
急
設
掘
調
査
に
お
い
て
、
宮
の
北
援
を
艶
す
る
一
本
柱
列
が
は
じ
め
て
検
出
，
と
れ
た
段
措

で
、
宮
域
の
推
定
と
京
域
の
想
定
を
試
み
た
が
、
そ
の
こ
ろ
内
務
省
地
理
局
が
明
治
十
九
年
一
月
に
作
成
し
た
五
千
分
の
一
大
阪
賓
測
圏
を
検
討
し
た

と
こ
弘
、
四
天
王
寺
の
東
、
検
出
さ
れ
た
難
波
宮
の
中
軸
線

l
こ
の
中
軸
線
を
南
へ
延
長
す
る
と
撮
津
・
河
内
の
園
境
と
一
致
し
、
大
津
道
・
丹
比
道

と
亘
交
す
勾
i
に
沿
う
と
こ
ろ
に
、
復
一
思
し
た
藤
東
京
篠
坊
制
の
一
坊
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
一
違
約
二
六
五

m
の
方
形
の
地
一
割
、
が
南
北
に
並
ん
で
存
在
す

る
こ
と
に
注
意
を
ひ
か
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
賓
が
知
ら
れ
て
き
た
。

山
難
波
宮
中
軸
線
上
に
沿
う
よ
う
に
南
北
に
通
ず
る
道
路
が
存
在
す
る
が
、

と
く
に
そ
の
南
宇
の
道
路
の
方
位
は
宮
の
中
軸
線
に
ま
さ
に
一
致
す

る
。
そ
し
て
そ
の
道
路
に
沿
っ
て
、
さ
き
の
二
六
五

m
間
隔
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
東
西
の
道
路
・
畦
酔
が
何
本
か
認
め
ら
れ
る
。

∞
難
波
宮
中
軸
線
か
ら
試
み
に
藤
原
京
と
同
じ
因
坊
分
H

一・

O
六
初
を
東
西
に
と
っ
て
み
る
と
、
東
は
や
や
蛇
行
し
な
が
ら
も
段
、
ほ
ま
っ
す
ぐ
北

流
し
て
卒
野
川
に
そ
そ
ぐ
猫
関
川
の
線
と
な
り
、
西
の
線
は
東
横
堀
川
が
す
ぐ
そ
の
西
側
を
南
に
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
そ
れ
は

地
形
的
に
み
れ
ば
、
上
町
台
地
の
東
縁
と
西
縁
に
一
致
す
る
。

閉
ま
た
西
の
線
は
天
神
橋
の
位
置
と
一
致
し
、
北
は
天
神
橋
筋
と
な
っ
て
北
上
し
、
南
も
や
や
方
向
ほ
偏
す
る
が
、

一
本
道
が
四
天
王
寺
の
北
西
付

近
ま
で
逼
じ
て
い
る

G

附
検
出
さ
れ
た
難
波
宮
を
中
心
に
お
き
、
藤
原
宮
と
同
じ
二
里
四
方
の
方
形
を
難
波
宮
の
宮
域
と
し
て
想
定
し
て
み
る
と
、
そ
の
西
援
は
谷
町
筋
に

ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、

そ
れ
を
境
と
し
て
西
は
街
医
、
東
は
大
阪
城
、
お
よ
び
軍
隊
・
皐
校
用
地
と
な
っ
て
い
て
空
地
が
多
い
。

mw
四
天
王
寺
の
寺
域
を
因
坊
分
と
み
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
南
限
に
嘗
た
る
線
に
、
西
は
茶
臼
山
古
墳
か
ら
東
は
御
勝
山
吉
墳
の
南
付
近
ま
で
、

藤
原
京
の
東
西
幅
に
ほ
ぼ
等
し
い
間
に
わ
た
っ
て
東
西
の
重
線
道
路
が
認
め
ら
れ
、
四
天
王
寺
の
甫
に
は
「
字
往
大
道
」
(
横
大
道
か
)
の
や
字
名
も
遺



存
し
て
い
る
。

紛
さ
き
に
述
べ
た
一
坊
の
方
格
地
割
の
う
ち
の
一
つ
は
さ
ら
に
拐
の
道
路
の
南
に
接
し
て
存
在
す
る
が
、

崎

そ
の
東
に
は
「
字
南
門
」
が
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
以
南
に
は
篠
坊
鵠
に
関
係
す
る
よ
う
な
地
割
註
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
南
東
に
向
か
う
い
わ
ゆ
る
奈
良
街
道
は
そ
の
付
近
で
中
軸
線
の

南
北
の
道
路
と
交
わ
る
。

以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
冨
上
の
所
見
に
基
づ
い
て
私
は
い
ち
お
う
難
波
京
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
想
定
し
た
。
ま
ず
難
波
京
は
検
出
さ
れ
た
内
裏
・

朝
堂
院
を
中
央
に
お
き
、
藤
宗
宮
と
段
ぼ
再
じ
大
き
さ
で
あ
る
。
京
は
難
波
宮
を
上
町
蓋
地
の
中
央
北
寄
り
に
置
き
、
東
西
幅
は
藤
原
京
と
同
じ
く
四

里
八
坊
で
、

東
は
猫
関
川
が
、

西
は
東
横
堀
川
が
流
れ
る
。

し
た
が
っ
て
一
坊
の
大
き
さ
も
藤
原
京
と
同
じ
で
あ
る
が
、

南
北
長
に
つ
い
て
は
宮
の

北
、
卒
野
川
ま
で
の
若
干
の
絵
地
に
藤
原
京
と
同
じ
菌
池
の
ご
と
き
も
の
を
想
定
す
る
か
否
か
、
ま
た
南
京
極
を
四
天
王
寺
寺
域
の
南
援
と
み
る
か
、

さ
ら
に
一
俊
南
に
と
る
か
な
ど
な
お
問
題
が
あ
り
、
録
数
は
藤
原
京
の
一
一
一
筏
よ
り
多
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
難
波
京
の

構
造
は
藤
原
京
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
ら
し
い
。

儒

こ
う
し
た
私
の
考
え
と
ほ
ぼ
時
を
胃
じ
く
し
て
海
岸
村
仁
・
藤
岡
謙
二
郎
一
同
氏
も
難
波
京
の
復
原
案
を
公
表
さ
れ
た
。
雨
氏
の
間
に
若
干
の
遣
い
は
あ

る
が
、
前
期
難
波
宮
に
屡
す
る
難
波
京
は
立
の
考
え
て
い
た
も
の
と
基
本
的
に
大
差
誌
な
か
っ
た
。
た
だ
扇
氏
と
も
聖
武
朝
難
波
宮
の
時
期
に
京
域
が

大
き
く
約
二
告
に
援
大
さ
れ
た
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
圏
示
さ
れ
た
。
と
く
に
津
村
氏
は
そ
の
場
合
の
右
京
は
前
期
に
遡
る
可
龍
性
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

舗

い
る
。
京
域
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
若
干
の
異
設
が
提
示
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
難
波
京
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
接
張
設
と
と
も
に
左
お
検
討
す
べ

き
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
績
自
本
紀
』
延
震
三
年
五
丹
美
未
篠
に
は
長
関
京
遷
都
の
譲
兆
と
し
て
二
高
匹
の
蝦
蓑
の
行
列
の
と
と

を
記
し
、

援
津
職
言
、
今
月
七
日
卯
時
、
蝦
菱
二
蔦
許
、
長
可
=
四
分
一
其
色
黒
斑
、
従
=
難
波
市
南
道
一

南
行
池
列
可
二
ニ
町
一

随
v

道
高
行
、

入
草
四
天
王
寺

内
一
至
=
於
午
時
一
皆
悉
散
去
、

と
述
べ
て
い
る
。
難
波
市
の
南
道
を
三
町
ほ
ど
南
へ
行
く
と
池
が
あ
り
、
さ
ら
に
南
行
す
る
と
四
天
王
寺
の
境
内
に
入
る
と
い
う
文
意
で
あ
ろ
う
が
、

五



一六

こ
の
池
を
四
天
王
寺
の
東
北
方
に
近
く
位
置
し
た
昆
沙
門
池
と
す
れ
ば
、
難
波
京
の
市
は
そ
の
北
三
町
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
宮
の
北
限
を
北
京
極

と
み
て
、
藤
原
京
の
よ
う
な
篠
坊
の
数
え
方
を
す
る
と
、
右
京
十
篠
二
坊
あ
た
り
で
あ
ろ
う
が
、
朱
雀
大
路
に
類
す
る
関
係
位
置
法
と
も
に
二
坊
に
あ

っ
て
卒
城
京
・
卒
安
京
の
西
市
に
近
い
。
し
か
し
卒
城
京
が
八
様
、
卒
安
京
が
七
擦
と
、
比
較
的
東
西
市
が
南
京
極
に
近
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

さ
き
の
推
定
南
京
極
は
や
や
寓
に
寄
り
過
ぎ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
長
岡
京
で
は
か
な
れ
ソ
宮
に
近
い
五
篠
付
近
に
市
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
か

加
、
絶
詩
的
な
論
擦
と
は
な
ち
え
な
い
。

ま
た
聖
武
天
皇
は
即
位
後
間
も
な
い
一
柳
亀
三
年
(
七
二
六
)
十
月
藤
原
朝
臣
宇
合
を
知
造
難
波
宮
事
に
任
じ
て
新
し
い
難
波
宮
の
造
替
に
着
手
し
た

が
、
そ
れ
ほ
天
卒
初
年
ま
で
縫
績
し
、
天
卒
六
年
九
月
に
は
官
人
に
難
波
京
の
宅
地
を
涯
給
し
て
い
る
。
ま
た
同
十
六
年
二
月
に
は
難
波
宮
を
皇
都
と

定
め
、
京
戸
の
任
意
往
来
を
す
す
め
て
お
り
、
卒
城
京
・
恭
仁
京
に
製
し
て
難
波
京
と
稽
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
統
治
は
摂
津
職
に
属
し
た
の
で
あ

川
崎

る
が
、
京
内
統
治
の
賓
態
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
れ
。
す
な
わ
ち
京
識
で
誌
各
坊
に
坊
長
一
人
、
四
坊
に
坊
令
一
人
を
置
い
た
が
、
摂
津

職
に
は
そ
の
よ
う
な
人
員
は
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
左
右
京
各
四
坊
で
あ
っ
た
確
詮
も
な
い
。
そ
れ
の
み
か
難
波
京
で
は
左
京
・
右
京
の

穏
呼
が
あ
っ
た
史
料
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
績
日
本
紀
』
の
難
波
宮
行
幸
の
記
事
を
検
し
て
も
、
一
騨
亀
二
年
十
月
の
場
合
は
「
詔
、
、
近
v

官
三
郡
司
授
v

位
腸
v

縁
各
有
v

差
」
と
あ
れ
ソ
、
天
卒
六
年
三
月
の
場
合
は
「
莞
τ

供
=
奉
難
波
宮
一
東
西
二
郡
今
年
田
租
調
、
吉
儀
十
郡
調
こ
と
あ
る
。
東
西
二
郡
と
は

東
生
郡
・
西
生
郡
(
生
↑
成
↑
跡
)
を
さ
し
、
三
郡
と
は
そ
れ
に
百
済
郡
が
加
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
京
捻
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
ま
た
『
蔦

む

か

し

こ

そ

な

に

は

ゐ

な

か

と

い

は

れ

け

め

い

ま

は

み

や

こ

ひ

き

み

や

こ

び

に

け

号

あ

ら

の

ら

に

さ

と

は

あ

れ

ど

も

お

ほ

き

み

の

し

き

ま

す

と

き

は

訟

や

葉
集
』
も
平
田
者
註
難
波
居
中
跡
所
言
薬
米
今
者
京
引
都
傭
仁
鶏
里
」
(
巻
三
よ
三
二
)
、
「
荒
野
等
丹
里
者
難
脊
大
玉
之
敷
盛
時
者
京

都
鉱
山
船
酔
」
(
巻
六
j
九
二
九
)
な
ど
と
、
歌
中
で
は
「
京
」
「
都
L

「
京
師
L

の
字
を
用
い
て
い
る
が
、
題
詞
で
は
前
掲
の
巻
一
二

i
二
二
二
番
の
「
式
部
卿

藤
原
字
合
鄭
被
v

使
v

改
=
造
難
波
堵
一
之
時
作
歌
」
の
「
堵
」
の
一
例
を
の
ぞ
き
、
飽
の
八
例
は
「
大
行
天
皇
幸
=
子
難
波
宮
一
時
歌
」
(
巻
一

i
七
一
)
と
い
う

よ
う
に
、
す
べ
て
難
波
宮
と
あ
っ
て
難
波
京
と
は
な
い
っ
た
だ
職
員
令
に
お
い
て
津
題
を
兼
帯
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
摂
津
鞍
の
職
掌
を
、
左
京
職
・

大
宰
府
・
大
盟
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
大
夫
・
亮
・
進
・
麗
の
四
等
官
の
官
名
が
同
一
で
あ
る
よ
う
に
、
左
京
職
の
職
掌
に
類
似
す
る
面
は
多
い
。

す
な
わ
ち
大
宰
府
・
大
留
に
み
ら
れ
る
鼓
吹
・
蜂
侯
・
城
牧
・
公
私
馬
牛
の
職
掌
が
な
く
、
雨
者
に
な
い
塵
市
・
度
量
(
軽
重
)
・
道
橋
が
左
京
職
と
共
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通
し
て
存
す
る
。
ま
た
『
令
集
解
』
公
式
令
天
子
一
勝
璽
篠
や
、
同
じ
く
京
官
僚
に
引
く
法
家
の
諸
説
の
中
に
は
「
政
所
在
v

京
之
故
也
」
と
か
「
侵
伊
政

所
在
=
京
内
一
故
4

也
」
と
注
調
停
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
撮
津
職
政
所
が
京
内
に
存
し
た
と
解
し
て
い
お
。
こ
れ
ら
は
難
波
京
の
存
在
を
示
す
史
料
で
は
あ

る
が
、
依
然
と
し
て
京
内
統
治
の
貫
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
京
内
は
お
そ
ら
く
東
生
・
酉
生
二
郡
に
分
麗
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
二
郡
の
名
穏
の
起
原
と
と
も
託
、
そ
れ
が
欽
明
紀
・
敏
達
紀
・
推
古
紀
・
箭
明
紀
な
ど
か
ら
す
で
に
み
え
る
難
波
の
大
郡
・
小
郡
と
い
か
に
か
か
わ

る
の
側
、
ま
た
唐
の
長
安
城
が
京
兆
府
(
薬
剤
)
に
属
す
る
高
年
・
長
安
二
勝
に
、
同
じ
く
洛
陽
裁
が
河
南
府
(
洛
州
)
に
属
す
る
河
南
・
洛
陽
二
懸
に
分

麗
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
懸
が
さ
ら
に
多
く
の
郷
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
と
額
保
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。
難
波
京
の
規
模
や
統
治
の
賓
態
は

こ
れ
ら
の
課
題
の
解
明
を
ま
っ
て
慎
重
に
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五

難
波
宮
の
構
造

前
章
で
は
聖
武
朝
難
波
宮
の
造
営
に
存
な
っ
て
京
域
が
績
大
さ
れ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
嘗
初
の
難
波
京
が
藤
原
京
型
に
近
い
縦
長
で
あ
っ
た
ら

し
い
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
そ
う
し
た
京
の
設
定
時
期
に
つ
い
て
は
い
ち
お
う
天
武
初
年
と
推
定
し
う
る
と
し
た
が
、

そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
も
な
お

慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
に
関
連
し
て
い
よ
い
よ
難
波
宮
そ
の
も
の
の
問
題
に
移
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
難
波
宮
の
護
掘
調
査
の
成
果

に
よ
る
と
、
検
出
さ
れ
た
内
裏
・
朝
堂
院
の
遺
構
は
、
中
軸
線
は
一
致
す
る
が
南
北
に
ず
れ
る
少
な
く
と
も
二
時
期
の
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
一
つ
が

天
武
朝
朱
鳥
元
年
(
六
八
六
)
正
月
嬢
亡
以
前
の
い
わ
ゆ
る
前
期
難
波
宮
、
抱
が
聖
武
朝
造
替
後
の
後
期
難
波
宮
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
第
一
毘

に
示
し
た
よ
う
に
藤
原
宮
に
お
い
て
は
、
大
極
殿
の
前
に
大
極
殿
院
と
朝
堂
践
を
劃
す
る
大
極
殿
門
が
あ
る
が
、
そ
の
位
置
は
宮
の
南
北
二
等
分
線
上
、

さ
ら
に
い
え
ば
宮
の
中
軸
線
上
に
も
あ
る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
藤
原
宮
の
ま
さ
に
中
心
に
嘗
た
る
。
こ
れ
に
窮
し
て
前
期
難
波
宮
の
場
合
は
、

さ
き
の
想

定
篠
坊
方
格
に
従
え
ば
、
大
極
殿
門
に
相
嘗
す
る
と
考
え
ら
れ
る
七
間
×
三
閣
の
建
物
(
S
B
三
三

O
一
)
は
想
定
宮
域
の
南
北
二
等
分
線
よ
り
や
や
南
に

あ
り
、
む
し
ろ
九
間
×
五
関
の
大
極
巌
栢
嘗
建
物
(
S
B
一八
O
一
)
が
宮
の
中
心
泣
量
に
近
い
。
二
つ
の
建
物
は
六
一
・
三
八

m
離
れ
て
い
る
が
、
前
期

難
波
宮
の
戟
堂
読
の
南
北
の
長
さ
二
八
一
・
六
九

m
は
藤
原
宮
の
朝
堂
院
の
膏
北
の
長
さ
約
一
一
一
一
五

m
よ
り
一
二
三

m
ほ
ど
短
い
た
め
、
藤
原
宮
と
ほ
ぼ



同
じ
宮
域

i
藤
東
宮
の
南
門
と
北
円
の
心
心
開
距
離
法
九

O
七
・
七

m
lを
前
期
難
波
宮
に
お
い
て
想
定
す
れ
ば
、
朝
堂
読
の
前
に
朝
集
堂
を
設
け
て

も
無
理
な
配
置
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
が
o

こ
れ
に
製
し
て
後
期
難
波
宮
の
場
合
は
、
大
極
殿
後
殿
の
位
置
が
前
期
難
波
宮
の
大
極
殿
門
と
ほ
ぼ
重
な

る
。
後
期
難
波
宮
の
朝
堂
院
の
規
模
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
大
極
殿
院
の
規
模
の
共
通
性
か
ら
推
し
て
卒
城
宮
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
と
想
定
し
、
朝

堂
院
の
前
に
や
は
り
朝
集
堂
を
設
け
る
と
す
れ
ば
、
前
期
難
波
宮
と
同
じ
宮
域
で
誌
と
て
も
牧
ま
ら
ず
、
卒
竣
宮
宮
域
の
南
北
築
地
心
心
開
距
離
の
一

。
二

O
m程
度
に
ま
で
ど
う
し
て
も
接
張
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

乙
う
考
え
て
く
る
と
、
難
波
宮
は
軍
に
内
裏
・
朝
堂
読
の
規
模
・
構
造
に
前
期
・
後

期
の
桔
異
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
震
じ
て
宮
域
も
規
模
を
異
に
し
、
前
期
は
藤
原
宮
に
、
後
期
は
卒
城
宮
に
近
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
藤
原
宮
の
殿
堂
配
置
が
極
め
て
整
然
と
計
霊
的
で
あ
る
こ
と
を
-
評
債
す
れ
ば
、
大
極
殿
相
嘗
建
物
を
宮
の
中
心
に
置
く
前
期
難

波
宮
は
藤
京
宮
よ
り
遡
る
こ
と
を
そ
の
患
で
も
賓
詮
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、

こ
の
二
つ
の
異
な
る
宮
域
と
宮
の
建
物
配
置
の
桔
異
が
、

さ
き
に
想

定
し
た
難
波
京
の
捺
坊
鵠
と
い
か
に
関
わ
っ
て
く
る
か
は
、
難
波
宮
・
難
波
京
の
造
営
持
期
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
前
期
難
波
宮
は
遺
構
に
火
災
の
痕
跡
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
天
武
朝
朱
鳥
一
克
年
(
六
八
六
)
正
月
焼
亡
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

確
賓
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
孝
徳
朝
の
難
波
長
柄
豊
碕
宮
に
ま
で
遡
れ
ソ
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
前
期

難
波
宮
の
遺
構
が
藤
原
宮
・
卒
城
宮
・
後
期
難
波
宮
・
長
詞
宮
・
卒
安
宮
と
展
諒
し
て
行
く
内
裏
・
朝
堂
読
の
租
型
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
艶

で
は
諸
説
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
藤
原
宮
と
比
較
す
る
と
き
、
大
極
殿
に
梧
嘗
す
る
と
み
な
さ
れ
る
建
物
(
S
E
一八
O
ご
が
後
方

の
内
裏
正
駿
か
と
考
え
ら
れ
る
建
物
(
S
S
一六
O
三
)
と
軒
廓
(
S
B
一七
O
一
)
で
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
、

大
極
殴
相
嘗
建
物
の
前
方
、
東
西
に
二
ハ
間

×
二
間
の
南
北
棟
の
長
殿
が
封
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
極
巌
門
(
S
B
三
三

O
一
)
の
西
に
複
蔀
で
圏
ま
れ
た
八
角
形
の
建
物
(
S
B
四
二

O
二
が
存
在

か
な
り
大
き
な
遠
い
も
あ
る
が
、
内
裏
・
戟
堂
践
の
基
本
形
は
異
な
ら
な
い
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
轄
堂
の
教
も
現
在
は
東
西
八

締

堂
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
藤
原
宮
の
よ
う
に
一
二
堂
が
あ
る
い
は
存
在
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
私
は
宮
の
構
造
に
関
し
て
最
近
若
干
の
考
察
を
試
み
た
が
、

す
る
こ
と
な
ど
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
文
献
上
か
ら
難
波
宮
を
改
め
て
少
し
く
検
討
し
て
み

ょ
う
。
『
日
本
書
紀
』
推
吉
十
六
年
八
月
壬
子
擦
の
請
使
表
世
清
と
、
同
じ
く
間
十
八
年
十
月
丁
酉
擦
の
新
羅
・
任
那
の
護
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
難
波
か

九



二
O

ら
入
京
し
て
小
墾
田
宮
で
使
の
回
目
を
奏
上
し
た
記
事
、
ま
た
同
十
二
年
九
月
探
の
朝
瞳
改
正
の
記
事
な
ど
に
よ
っ
て
、
小
墾
田
宮
の
構
造
は
、
南
門
(
宮

円
)
を
入
る
と
朝
庭
が
あ
り
、
そ
と
に
は
大
臣
・
大
夫
ら
の
盛
位
す
る
朝
堂
(
寵
)
が
あ
り
、
さ
ら
に
大
門
(
関
門
)
を
入
る
と
天
皇
の
坐
す
大
毅
が
あ
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ち
お
う
推
定
で
き
る
。
こ
れ
ら
推
古
紀
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
推
古
朝
の
小
墾
田
宮
の
賓
態
と
み
る
こ
と
に
は
な
台
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

つ
づ
い
て
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
是
歳
僚
に
は
、
孝
徳
天
皇
が
難
波
の
小
郡
宮
に
あ
っ
て
朝
参
の
種
法
を
定
め
た
と

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
制
は
、
有
位
者
は
か
な
ら
ず
寅
持
(
午
前
四
時
詰
後
)
に
南
門
の
外
に
左
右
に
羅
列
し
、
日
の
出
と
と
も
に
門
が
関

く
と
轄
庭
に
入
っ
て
再
奔
し
、

の
ち
震
に
つ
い
て
政
務
を
執
る
。
そ
し
て
午
時
(
正
午
龍
後
)
の
援
を
合
窟
に
返
寵
す
る
と
い
う
も
の
で
、
鍾
は
中
庭
に

た
て
、
赤
い
巾
を
前
に
垂
れ
た
吏
が
撃
っ
と
あ
る
。
小
郡
宮
は
難
波
小
郡
を
壊
っ
て
造
替
し
た
宮
で
、
別
に
大
都
宮
も
嘗
時
存
し
た
。
大
郡
・
小
郡
は

前
述
の
よ
う
に
早
く
欽
明
紀
か
ら
み
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ち
の
東
成
郡
・
西
成
郡
に
あ
っ
た
迎
賓
の
施
設
の
ご
と
き
も
の
と
い
ち
お
う
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
大
化
三
年
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
臨
時
に
改
造
し
た
小
郡
宮
に
も
朝
参
の
た
め
の
朝
庭
・
報
堂
(
麗
)
の
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に
白
雑
元
年
二
月
早
申
篠
に
は
、
穴
戸
園
か
ら
献
上
さ
れ
た
白
婚
を
瑞
群
と
し
て
輿
に
乗
せ
、
天
皇
に
蔵
せ
る
次
第
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
難
波
の
ど
の
宮
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
朝
庭
に
は
元
日
の
儀
式
の
よ
う
に
隊
伎
が
並
ぶ
な
か
で
、
左
右
大
臣
以
下
の
宮
入
が
紫
門
の

外
記
四
列
に
列
立
す
る
。
や
が
て
栗
田
臣
飯
虫
ら
四
人
に
か
つ
が
れ
た
矯
の
輿
を
先
頭
に
、
左
右
大
臣
や
官
人
、
百
済
・
高
句
麗
・
新
羅
の
人
た
ち
が

そ
れ
に
従
っ
て
紫
門
を
入
り
、
中
庭
に
至
る
。
そ
こ
で
輿
の
か
つ
ぎ
手
が
三
圏
公
競
呂
ら
西
人
と
交
代
し
て
毅
前
ま
で
進
み
、
そ
こ
か
ら
毅
上
に
昇
る

と
き
に
は
、
左
左
大
臣
が
輿
の
前
頭
を
か
き
、
伊
勢
王
ら
が
後
頭
を
も
っ
て
、
天
皇
の
御
座
の
前
に
置
く
。
描
寓
が
具
謹
的
で
あ
り
、
紫
門
を
入
っ
て

か
ら
か
つ
ぎ
手
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
交
代
す
る
の
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
、
三
園
公
巌
呂
ら
は
天
皇
の
近
侍
者
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
記
事
は
難
波

の
あ
る
宮
の
嘗
時
の
賓
態
を
簿
え
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
し
て
こ
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
難
波
の
あ
る
宮
の
構
造
辻
、
朝
庭
か
ら
紫
門
を
入
る

と
中
震
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
天
皇
の
御
座
の
あ
る
巌
舎
が
存
す
る
と
い
う
も
の
で
、
中
庭
試
さ
き
に
彊
台
を
置
い
た
と
と
ろ
と
し
て
も
み
え
、

時

つ
ぎ
に
述
べ
る
中
朝
の
庭
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ

る
朝
庭
と
は
異
な
り
、

以
上
二
つ
の
孝
徳
紀
の
記
事
か
ら
推
定
し
た
嘗
時
の
難
波
の
宮
の
構
造
は
、
さ
き
の
推
吉
紀
に
よ
る
小
墾
田
宮
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
考
え
ら



れ
、
自
雑
三
年
九
月
に
完
成
し
た
難
波
長
柄
豊
碕
宮
も
「
其
宮
駁
獄
、
不
v

可
=
調
停
論
こ
と
あ
る
が
、
基
本
的
に
法
問
じ
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
文
献
か
ら
推
定
し
た
難
波
宮
の
構
造
を
護
掘
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
た
前
期
難
波
宮
の
遺
構
と
封
比
す
る

と
、
御
座
の
あ
る
殿
舎
が
大
極
殿
に
推
定
さ
れ
る
建
物
(
S
B
一八
O
一
)
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
軒
廊
で
結
ぼ
れ
て
い
る
内
裏
正
肢
に
推
定
す
る
建
物
(
S

B

一六

O
三
)
で
、

そ
の
前
が
中
庭
、

さ
ら
に
そ
の
甫
に
開
く
門
(
S
B
三
三

O
一
)
が
紫
門
で
、
大
極
殿
門
に
嘗
た
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
外
、
す
な
わ
ち

高
が
朝
庭
で
、
東
西
に
朝
堂
が
並
び
、

そ
の
一
郭
を
朝
堂
院
と
も
い
い
、
南
中
央
に
南
門
(
S
B
四
五

O
二
が
開
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ

う
に
み
る
と
、
前
期
難
波
宮
は
少
な
く
と
も
推
古
朝
に
遡
る
宮
の
構
造
を
纏
承
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
基
本
的
な
黙
に
つ
い
て
で
あ
っ

て
、
細
部
に
入
る
と
問
題
は
多
い
。

S
B
一
六

O
三
と
S
B
一
八

O
一
の
分
離
、
朝
堂
の
敷
、
推
定
大
極
殿
前
の
東
西
長
毅
、
八
角
形
の
建
造
物
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
も
考
恵
し
な
が
ら
、
再
び
京
と
同
じ
よ
う
に
中
園
の
宮
城
・
皇
域
と
の
関
係
を
論
じ
て
み
よ
う
。

-'--ノ、
前
期
難
波
宮
と
中
露
の
王
宮

唐
の
長
安
城
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宮
援
と
皇
波
が
戴
然
と
区
劃
さ
れ
て
お
り
、
皇
城
の
部
分
に
は
宗
覇
・
註
稜
の
ほ
か
、
六
省
・
九
寺

-
一
台
・
酉
監
・
十
八
衡
と
、
東
宮
に
属
す
る
一
府
・
一
二
坊
・
三
寺
・
十
率
府
の
官
衝
が
整
然
と
配
置
さ
れ
、

そ
の
南
面
三
門
の
う
ち
中
央
の
門
を
や

は
り
朱
雀
門
と
稽
し
て
い
る
。
こ
れ
に
奨
し
て
宮
域
は
南
面
中
央
の
門
を
承
天
門
と
い
い
、
そ
の
北
の
太
極
門
を
入
る
と
太
極
殿
が
あ
る
。
太
極
殿
の

北
に
は
さ
ら
に
南
に
三
門
を
聞
く
一
郭
が
あ
り
、
中
央
を
朱
明
門
と
い
う
が
、

そ
の
奥
の
商
議
門
を
入
る
と
、
爵
儀
殿
を
中
心
に
寓
春
駁
・
千
秋
毅
が

あ
る
。

こ
う
し
た
宮
城
の
殿
堂
の
配
置
に
劃
し
て
、
『
大
唐
六
典
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
一
克
豆
・
冬
至
の
よ
う
な
議
式
・
宴
舎
・
宥
赦
、
あ

る
い
は
新
政
の
施
行
、
外
題
使
館
の
庭
待
な
ど
の
と
き
、
天
子
は
承
天
門
に
御
し
て
政
を
聴
く
。
し
た
が
っ
て
と
れ
が
昔
の
外
郭
に
嘗
た
る
。

つ
ぎ
に

天
子
は
朔
・
望
の
日
に
は
太
極
殿
に
‘
お
い
て
、
坐
し
て
朝
政
を
視
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
昔
の
中
轄
に
嘗
た
る
。
さ
ら
に
常
の
日
は
雨
儀
殿
に
あ
っ

伺
同

て
朝
政
を
襲
き
致
事
を
視
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
昔
の
内
朝
に
嘗
た
る
と
。
つ
ま
り
承
天
門
が
外
朝
、
太
極
殿
が
中
朝
、
雨
儀
殿
が
内
朝
に
相
蛍
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
い
う
昔
の
外
郭
・
中
朝
・
内
朝
と
は
、

い
わ
ゆ
る
天
子
五
門
三
朝
の
制
の
三
朝
を
い
う
。
『
護
記
』
玉
藻
篇
の
注
に
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は
「
天
子
諸
侯
、
皆
三
朝
」
と
あ
る
が
、
中
関
で
は
古
く
周
代
に
王
朝
を
内
朝
と
外
朝
に
わ
か

ち
、
外
朝
の
政
事
は
朝
土
が
、
内
朝
の
致
事
は
天
子
が
掌
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
種
記
』
の
疏

に
よ
る
と
、
内
朝
は
さ
ら
に
治
朝
と
燕
朝
に
分
か
れ
、
五
門
の
最
奥
の
路
内
の
内
、
路
寝
(
正

毅
)
の
庭
が
燕
朝
で
、
燕
岩
安
息
の
場
、
こ
れ
に
劃
し
て
、
路
門
の
外
が
治
朝
で
、
天
子
が
毎

日
臨
御
し
て
政
事
を
-
撮
る
と
こ
ろ
、
ま
た
外
朝
ほ
車
門
の
外
、
皐
門
の
内
と
い
う
。
す
な
わ
ち

外
か
ら
外
朝
・
治
朝
・
燕
朝
の
頗
で
、

と
れ
は
さ
き
の
長
安
竣
の
外
朝
・
中
韓
・
内
朝
詑
一
劉
磨

す
る
。
な
お
天
子
五
円
と
は
『
周
謹
』
天
宮
関
人
篠
の
注
に
よ
れ
ば
、
鄭
弓
農
云
と
し
て
、
外

宮の構造比較対照図

か
ら
皐
門
・
矯
門
・
車
内
・
庭
内
・
路
門
(
畢
門
)
を
さ
す
と
し
て
い
る
。
縫
門
を
第
三
門
と
す

る
設
も
あ
ち
、
『
穫
記
圏
』
に
み
え
る
天
子
五
円
三
載
の
冨
ほ
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
圏

を
唐
の
長
安
城
と
封
比
し
て
み
た
の
が
上
の
第
二
窟

ω∞
で
あ
る
。
清
の
戴
震
の
『
考
工
記

麗
』
の
よ
う
に
、
天
子
の
五
円
を
諸
侯
の
庫
門
・
雑
門
・
路
門
と
同
じ
よ
う
に
皐
門
・
悪
門
・

第二置

路
門
の
三
門
に
整
理
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
封
比
に
は
多
少
問
題
も
あ
る
が
、
長
安
城

の
宮
域
・
皇
域
が
三
朝
の
舗
を
縫
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
説
明
を
要
す
る
の
は
外
朝
の
朝
堂
で
る
る
。
長
安
城
太
極
宮
の
承
天
門
外
の
東

西
に
朝
堂
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
大
唐
六
典
』
が
大
明
宮
含
一
五
駿
の
東
西
に
類
驚
・
棲
鳳
雨
関

の
あ
っ
た
ζ

と
を
記
し
た
の
ち
、
「
関
下
期
朝
堂
、
蹄
石
登
関
鼓
如
=
承
天
之
制
こ
と
述
べ
て
い

る
こ
と
物
、
『
大
唐
関
一
五
種
』
に
も
承
天
門
外
の
東
西
朝
堂
、
が
し
ば
し
ば
み
え
る
こ
と
、
ま
た

『
資
治
通
鑑
』
の
胡
三
省
の
注
が
、
や
は
ち
「
閣
本
太
極
宮
圏
、
東
西
朝
堂
在
=
承
天
門
左
右
一

承
天
門
外
朝
也
、
東
朝
堂
之
前
有
=
蹄
石
一

西
朝
堂
之
前
有
=
登
開
鼓
一
」

と
記
し
て
い
る
こ
と



舗

な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
み
え
る
蹄
石
・
登
関
鼓
は
と
も
に
完
抑
・
直
諌
を
蕗
く
た
め
の
擁
設
で
、
腕
石
の
こ
と
は
言
問
謹
』
秋
官

大
弓
冠
燥
に
み
え
、
赤
い
石
を
い
い
、
朝
庭
に
お
き
、
遠
近
の
博
獲
老
幼
が
上
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
石
上
に
坐
ら
せ
た
と
い
う
も
の
。
ま

た
登
関
鼓
は
朝
庭
に
鼓
を
懸
け
て
お
き
、
臣
民
が
訴
諌
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
れ
を
打
っ
て
天
子
に
報
ら
せ
た
と
い
う
も
の
で
、
棄
の
敢
諌
鼓
に

遡
る
と
捕
問
え
る
。

こ
の
肺
石
・
登
聞
鼓
は
『
E
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚
子
擦
と
詞
二
年
二
月
戊
申
僚
に
記
さ
れ
て
い
る
鍾
置
の
割
に
、
通
じ
る
。
鍾

重
の
制
と
は
、
朝
庭
に
置
を
置
き
鍾
を
懸
け
、
憂
訴
(
憂
諌
)
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
諜
(
表
)
、
す
な
わ
ち
訴
款
を
置
に
入
れ
、

そ
れ
を
毎
朝
露
理
す
る

が
、
そ
の
政
府
の
庭
置
を
不
蛍
と
思
う
場
合
に
は
、
訴
人
に
鍾
を
つ
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
詔
文
は
大
化
営
時
そ
の
ま
ま
の

も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
康
史
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
難
波
宮
嘗
時
こ
う
し
た
制
度
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
似

た
制
度
は
年
代
は
降
る
が
、
唐
の
期
天
武
后
の
垂
扶
二
年
(
六
八
六
)
一
一
一
月
に
錦
震
の
制
と
し
て
賓
施
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
加
。
し
か
し
鍾
董

の
制
は
蹄
石
・
登
関
鼓
の
棋
を
繕
受
し
た
も
の
と
み
て
一
諜
り
あ
る
ま
い
。
た
だ
『
資
治
通
藍
』
唐
紀
高
程
武
謹
二
年
(
六
一
九
)
毘
月
戊
申
擦
に
は
、

「
叉
令
官
西
朝
堂
納
=
寛
抑
一
、
東
朝
堂
納
申
直
諌
こ
と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
太
宗
貞
観
二
年
(
六
二
八
)
八
月
甲
戊
篠
に
は
、
太
宗
が
朝
堂
に
幸
し
て
親
し

く
完
屈
を
み
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
ち
、
初
唐
に
お
い
て
は
蹄
石
・
登
関
鼓
を
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
置
く
朝
堂
が
、

し
ば
し
ば
完
抑
・
直
諌
の
場
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

こ
れ
に
封
し
て
日
本
の
場
合
は
、

こ
う
し
た
朝
堂
の
用
例
は
大
化
の
経
理
置
の
割
以
後
み
ら
れ
ぬ
こ
と
で
、

の
ち
天
卒

一
神
護
二
年
(
七
六
六
)
五
月
に
大
納
言
吉
髄
員
構
の
奏
言
に
よ
っ
て
抑
屈
・
実
在
を
訴
え
る
者
の
た
め
に
二
柱
を
立
て
た
と
き
も
、

そ
の
位
置
は
卒
城
宮

く中
考壬
察生
し門
た三ご
とり

ちこ
ザの

三要
Z鯨巴
ーの

西

つ
ま
り
朝
堂
院
外
で
あ
っ
て
、
朝
堂
が
も
っ
ぱ
ら
朝
政
の
場
と
し
て
黒
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
さ
き
に
別
に
詳
し

し
か
し
中
園
に
、
お
い
て
も
最
初
か
ら
朝
堂
が
そ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
の
み
使
わ
れ
た
の
で
誌
な
い
。
『
局
穫
』
考
工
記
に
み
え
る
「
内
有
一
一
九
室
一

九
演
屠
v

之
、
外
有
-
一
九
室
一
九
卿
戟
吾
ど
と
い
う
文
章
に
暫
し
て
、
鄭
玄
は
「
九
室
、
担
=
今
朝
堂
諸
曹
一
治
v

事
慮
」

と
注
し
て
お
り
、
戴
震
も
「
内

九
室
、
九
療
省
=
内
治
一
所
v

居
、
外
九
室
、
蓋
在
=
朝
門
之
外
一
九
期
省
=
其
政
事
一
庭
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
ち
朝
堂
は
本
来
事
を
治
め
、
政
事
を

省
み
る
朝
政
の
場
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
唐
の
長
安
城
に
な
る
と
、
朝
堂
捻
序
し
て
も
東
西
朝
堂
と
あ
る
だ
け
で
、
多
く
の
巌
堂
が
あ
っ
た
援



二
回

子
は
な
い
。
承
天
門
を
外
朝
と
し
な
が
ら
も
、

日
本
の
報
堂
援
の
よ
う
に
、
朝
堂
を
含
む
一
郭
が
南
に
門
を
開
い
て
読
を
溝
成
す
る
こ
と
も
な
く
、
す

で
に
本
来
の
機
能
は
か
な
り
返
化
し
、
蹄
石
・
登
関
鼓
を
中
心
に
む
し
ろ
寛
持
・
直
諌
の
場
と
い
う
意
識
が
張
く
な
っ
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
そ

し
て
政
事
の
場
と
し
て
は
、
皇
域
内
の
諸
官
衝
が
朝
堂
に
代
わ
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
唐
の
長
安
城
の
宮
城
・

皇
裁
が
、
『
周
撞
』
や
『
謹
記
』
に
み
え
る
中
園
の
惇
統
的
な
宮
室
構
造
の
理
念
を
、
様
変
形
し
な
が
ら
も
基
本
的
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
述

べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
な
お
文
献
史
料
の
横
重
な
検
討
を
残
し
て
い
る
が
、

い
ち
お
う
現
在
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
唐
の
長
安
城
の
宮
城
・
皇
域
を
卒
城
宮
の
内
裏
・
朝
堂
院
(
第
二
次
)
と
封
比
し
た
も
の
が
、
同
じ
く
第
二
置
の

m
mで
あ
る
e

こ
れ
に
よ
れ
ば
内
裏
正
殿
(
卒
安
宮
の
紫
震
殿
)
が
彼
の
雨
儀
殿
に
相
嘗
し
、

そ
の
前
庭
が
内
戟
(
燕
戟
)
に
相
嘗
す
る
。

つ
ぎ
に
大
極
殿
は
彼
の
太
極
殿

を
名
稽
と
と
も
に
鑑
受
し
た
も
の
で
、
中
朝
(
治
朝
)
に
嘗
た
る
。
そ
し
て
こ
の
封
比
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
卒
城
宮
の
大
極
殿
は
の
ち
の
卒
安
宮
・

長
関
宮
の
よ
う
な
内
裏
と
朝
堂
院
が
完
全
に
分
離
し
た
場
合
の
朝
堂
錠
の
正
毅
で
は
な
く
、
本
来
的
な
意
味
で
の
天
皇
が
朝
政
を
蕗
く
宮
城
の
中
心
的

建
物
な
の
で
あ
る
(
第
一
圏
参
照
)
。
そ
し
て
そ
の
前
に
開
く
大
極
殿
門

i
長
関
宮
・
卒
安
宮
で
は
な
く
な
り
、
龍
尾
壇
に
襲
わ
る

i
が
彼
の
承
天
門
に

相
嘗
し
、
そ
れ
が
外
朝
で
あ
る
。
平
城
宮
の
場
合
、
そ
の
外
朝
が
朝
堂
院
で
、
東
西
に
六
堂
ず
つ
、
計
一
二
堂
が
並
立
し
、
南
に
い
わ
ゆ
る
中
門
(
宮

門
、
卒
安
宮
の
舎
昌
門
)
を
開
い
て
い
る
。
卒
城
宮
の
大
極
殿
内
は
大
極
巌
南
門
と
も
大
極
殿
閤
門
と
も
穏
さ
れ
た
が
、
『
績
B
本
紀
』
の
記
事
に
翠
に

関
門
と
み
え
る
も
の
も
、
設
握
結
果
に
よ
る
と
卒
城
宮
内
裏
甫
門
は
極
め
て
簡
翠
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
大
極
毅
門
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
大
極
殿
門
が
呂
本
で
も
外
轄
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
を
『
積
日
本
紀
』
か
ら
抽
出
し
、
療
を
い
と
わ
ず
列
撃
し
て
お
こ
う
。

同
天
皇
御
=
大
極
殿
南
門
一
観
=
大
射
一
五
位
己
上
射
了
、
乃
命
=
溺
海
使
己
弥
蒙
等
一
射
葉
、
(
天
卒
十
二
年
正
月
甲
辰
僚
)

脳
天
皇
御
=
大
極
巌
関
門
一
隼
人
等
奏
=
風
俗
歌
舞
一
(
天
卒
一
克
年
六
月
美
未
捺
)

制
天
皇
御
=
大
極
殿
関
門
一
賜
=
宴
於
五
位
己
上
一
授
=
従
五
位
下
慶
川
王
従
五
位
上
:
:
:
一
宴
芝
賜
v

捺
有
v

差
、
(
延
暦
二
年
正
月
美
己
篠
)

掛
御
=
閉
山
門
一
宴
=
五
位
己
上
一
賜
v

禄
有
v

差
、
(
天
平
賓
字
二
年
十
一
足
葵
巳
篠
)

制
高
野
天
皇
及
帝
御
=
関
門
一

五
位
己
上
及
高
麗
使
依
v

儀
陳
列
、
詔
授
一
一
高
麗
大
使
高
南
申
正
三
位
、

副
使
高
興
一
騒
正
四
位
下
、
針
官
李
能
本
・
解



管
鷹
・
安
貴
賓
並
従
五
位
下
一
録
事
己
下
各
有
ν

差
、
:
:
:
賜
=
宴
於
五
位
己
上
及
蕃
客
一
賜
ν

縁
有
v

差
、
(
天
卒
賓
字
四
年
正
月
己
己
保
)

出
帝
御
=
閣
内
づ
授
=
高
麗
大
使
王
新
一
瞬
正
三
位
、
副
使
李
能
本
正
四
位
上
、
判
官
揚
壌
珍
正
五
位
上
、
品
官
着
達
能
従
五
位
下
一
議
各
有
v

差
、
賜
=

圏
王
及
使
策
人
己
上
諒
一
亦
有
v

差
、
宴
=
五
位
己
上
及
蕃
客
一
奏
=
唐
楽
於
庭
一
賜
=
客
主
五
位
己
上
様
一
各
有
v

差
、
(
天
卒
寮
字
七
年
正
丹
庚
皮
篠
)

観
帝
御
=
関
門
一
饗
=
五
位
己
上
及
蕃
客
、
文
武
百
官
主
典
己
上
於
朝
堂
一
作
=
唐
・
吐
羅
・
林
巴
・
東
園
・
隼
人
等
繁
一
奏
=
内
教
坊
踏
歌
一
客
主
主

典
己
上
次
v

之
、
賜
ー
供
=
奉
踏
歌
一
百
官
人
及
高
麗
蕃
客
綿
A

有
v

差
、
高
麗
大
使
王
新
一
幅
言
、
:
:
:
(
天
卒
賓
字
七
年
正
月
庚
申
捺
)

ω以
=
従
三
位
石
上
朝
臣
宅
嗣
一
震
=
中
納
言
一
:
:
:
是
日
宴
=
五
位
己
上
於
関
門
前
握
一
賜
=
五
位
己
上
及
内
外
命
婦
諒
一
各
有
v

差
、
(
要
亀
二
年
十
一
月

乙
己
築
)

出
饗
=
大
璃
・
襲
撃
隼
人
等
於
輯
堂
一
其
儀
担
v

常
、
天
皇
御
=
関
門
一
一
郎
臨
観
、
詔
進
v

階
賜
v

物
各
有
v

差
、
(
廷
署
二
年
正
月
乙
己
篠
)

長
安
城
の
承
天
門
が
外
朝
と
し
て
、
陳
設
燕
舎
・
赦
過
宥
罪
・
除
奮
布
新
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
真
園
の
朝
貢
や
四
夷
の
賓
客
に
獲
劃
す
る
た
め
、

天
子
は
そ
こ
に
出
御
し
た
と
い
う
が
、
右
の
史
料
の
う
ち
の
倒
的
観
の
溺
海
箆
へ
の
授
位
・
賜
宴
、
制
山
の
大
隈
・
護
摩
隼
人
の
饗
宴
な
ど
は
、
右
に
艶

縄

問

憲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
別
稿
で
も
や
や
詳
し
く
考
察
し
た
よ
う
に
、
卒
安
宮
の
場
合
か
ら
推
せ
ば
、
卒
城
宮
で
も
朝
堂
院
の
周
闇
に
は
、
東

に
中
務
省
・
太
政
官
・
民
部
省
・
式
部
省
、

邸

内
の
諸
官
衝
に
桓
嘗
し
よ
う
。

西
に
治
部
省
・
荊
部
省
・
弾
正
台
・
兵
部
省
な
ど
の
曹
司
が
並
ん
で
い
た
ら
し
い
が
、

こ
れ
は
彼
の
皇
竣

卒
城
宮
の
内
一
畏
・
朝
堂
院
が
そ
れ
以
前
の
藤
原
宮
、
さ
ら
に
前
期
難
波
宮
の
そ
れ
を
繕
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、

検
出
さ
れ
た
前
期
難
波
宮
の
内
裏
・
朝
堂
読
の
構
造
も
ま
た
岩
の
長
安
城
の
宮
城
・
皇
城
、

さ
ら
に
い
え
ば
中
圏
の
惇
統
的
な
三
朝
を
も
っ
王
宮
の
系

譜
を
引
く
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
る
。
し
か
も
さ
き
に
試
み
た
京
城
の
比
較
に
お
い
て
は
、
卒
城
京
に
先
行
す
る
藤
原
京
・
難
波
京

が
南
・
唐
の
長
安
城
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
南
北
朝
の
都
城
に
近
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
宮
の
場
合
も
、
前
期
難
波
宮
が
中

闘
の
王
宮
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
と
し
て
も
、
な
お
麿
の
長
安
竣
の
宮
城
・
皇
域
と
の
椙
異
に
つ
い
て
、

そ
う
し
た
観
黙
に
着
目
し

て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
五



一一六

そ
の
場
合
、
前
期
難
波
宮
と
卒
竣
宮
と
の
顕
著
な
相
異
と
し
て
も
注
昌
さ
れ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
大
極
殿
と
推
定
す
る
建
物
(
S
B
一八

O
二

錨

こ
れ
を
初
期
の
朝
堂
と
み
る
設
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
大
極
殿
門
(
S
B
三
三

O
一
)
以
北
の
部
分

の
前
の
東
西
に
装
置
さ
れ
た
長
毅
の
性
格
で
あ
る
。

と
以
高
の
朝
堂
説
部
分
の
需
に
造
営
時
期
の
前
後
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
雨
者
ほ
共
通
の
造
営
尺
と
地
割
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
私
も
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
-
硯
黙
か
ら
そ
の
読
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
長
毅
ほ
河
か
と
い
う
と
と
に
な

る
。
需
・
震
の
長
安
城
太
極
宮
で
も
太
極
巌
の
前
に
そ
の
よ
う
な
建
物
は
な
い
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
『
水
経
注
』
(
巻
十
三
)
漫
水
僚
に
は
、
「
貌
天
輿

二
年
遷
=
都
於
此
一
太
和
十
六
年
破
一
一
太
華
安
昌
諸
般
一
造
=
太
極
殿
東
西
堂
及
朝
堂
一
」
と
あ
っ
て
、
北
貌
は
洛
陽
に
遷
都
す
る
以
前
の
都
で
あ
っ
た
卒

域
(
山
西
省
大
同
市
)
に
お
い
て
、
太
和
十
六
年
(
四
九
二
)
に
太
華
・
安
昌
の
諸
設
を
壊
ち
、
太
極
巌
と
東
西
堂
、

-
お
よ
び
朝
堂
を
造
っ
た
と
い
う

9

す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
太
極
の
稽
呼
は
少
な
く
と
も
貌
の
洛
陽
城
南
宮
に
遡
る
が
、

そ
れ
を
縫
承
し
た
北
貌
洛
陽
域
の
太
極
巌
に
も
東
西
堂
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
後
越
の
石
虎
が
成
農
二
年
(
一
一
三
六
)
ご
ろ
に
造
営
し
た
鄭
都
北
裁
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
水
経
注
』
(
巻
十
)
濁
淳
水
篠
に
は
「
石
氏
、
於
=
文

故
巌
庭
一

造
=
東
西
太
武
二
毅
一
」
と
あ
り
、
豆
日
書
』
(
巻
百
六
)
載
記
六
に
も
「
艶
=
遼
子
東
宮
一
既
布
赦
之
、
引
=
見
太
武
東
堂
乙
と
あ
る
。
や
や
不

鱒

明
確
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
や
は
ち
後
越
の
鄭
都
北
域
に
お
い
て
は
、
競
の
文
昌
巌
の
祉
に
太
武
設
を
建
て
、

そ
れ
に
東
堂
・
西
堂
が
あ
っ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
太
武
殿
に
は
前
駿
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
た
と
え
ば
『
晋
書
』
(
巻
百
七
)
載
記
七
に
「
於
v

是
貫
v

甲
曜
v

兵
、
入
v

自
=
鳳
揚
門
一
升
=

子
太
武
前
毅
一
癖
易
量
v

哀
」
と
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
東
裂
の
孝
静
帝
は
輿
和
元
年
(
五
三
九
)
に
同
じ
鄭
都
に
、
お
い
て
、
北
域
の

南
に
接
し
て
南
城
を
営
ん
だ
が
、
そ
の
鄭
都
南
城
は
北
斉
に
も
繕
承
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
郭
都
南
城
の
南
宮
に
や
は
り
太
極
殻
が
あ
っ
た
胸
、
そ
れ

髄

に
東
堂
・
西
堂
お
よ
び
前
殿
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
に
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
北
斉
書
』
(
巻
二
・
西
)
紳
武
帝
本
紀
と
文
宣
帝
本
紀
に
故
武
定
五
年

(
五
四
七
)
六
月
云
午
と
同
八
年
正
月
辛
酉
託
、

そ
れ
ぞ
れ
東
貌
帝
が
東
堂
で
哀
を
拳
げ
た
と
み
え
る
が
、

と
れ
は
太
極
殿
東
堂
の
と
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
同
じ
く
『
北
斉
書
』
(
巻
四
)
文
宣
帝
本
紀
に
よ
る
と
、
北
斉
の
文
宣
帝
は
武
定
八
年
五
万
戊
午
に
南
郊
に
お
い
て
帝
位
に
期
い
た
の
ち
南
宮
に
還
号
、

太
極
前
殿
に
御
し
て
詔
を
護
し
て
い
る
。



ま
た
『
歴
代
宅
京
記
長
巻
士
二
)
が
建
康
(
江
蘇
省
南
京
市
)
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
を
検
す
る
と
、
ま
ず
歪
白
書
』
(
巻
七
)
成
帝
本
紀
に
は
、
成
和
四
年

(
一
一
三
九
)
正
月
蘇
碩
が
蓋
城
を
攻
め
、
太
極
東
堂
を
焚
い
た
と
あ
り
、
『
、
梁
書
』
(
巻
四
十
五
)
王
借
欝
俸
に
は
、
信
越
対
が
蓋
域
に
譲
っ
た
夜
、
軍
人
の
失

火
か
ら
太
極
殿
、
お
よ
び
東
西
堂
、
な
ど
が
襲
け
た
こ
と
が
み
え
、
同
じ
く
『
陳
書
』
(
巻
二
)
高
租
本
紀
に
は
、
永
定
二
年
(
五
五
八
)
十
二
月
太
極
毅
東
堂
に

お
い
て
群
臣
を
宴
し
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
資
治
通
鑑
』
晋
紀
に
は
、
輿
寧
三
年
(
三
六
五
)
一
一
月
に
哀
帝
が
西
堂
に
崩
じ
た
こ
と
を
記
す
が
、

こ
れ
に

組
問
し
拐
三
省
は
、
「
西
堂
太
極
殿
西
堂
也
、
建
康
太
極
殿
・
有
一
一
東
西
堂
一
、
東
堂
以
見
一
一
群
臣
一
西
堂
箆
=
閣
内
安
之
地
こ
と
注
し
、
建
康
の
太
極
殿
に
も
東

西
堂
が
あ
り
、
東
堂
は
群
臣
に
晃
え
る
と
こ
ろ
、
酉
堂
詰
却
安
の
地
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
中
閣
で
は
後
超
・
北
貌
・
東
貌
、
ま
た
東
晋
・
梁
・
諌
と
、
障
・
唐
以
前
の
都
城
に
、
お
い
て
、

そ
の
王
宮
の
太
極
殿
、
あ
る
い
は
太
武

殿
の
よ
う
な
そ
れ
に
括
賞
す
る
建
物
の
前
に
は
、
左
右
に
東
堂
・
西
堂
が
製
置
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

私
は
前
期
難
波
宮
の
東
西
長
巌
を
こ
の
よ
う
な
惰
・
唐
の
長
安
城
以
前
の
宮
城
に
し
ば
し
ば
み
え
る
太
極
毅
東
西
堂
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
考
え
て

み
て
は
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
宮
に
、
お
い
て
も
京
と
間
援
に
日
本
の
宮
都
が
欝
・
唐
以
前
の
古
い
中
薗
の
都
城
の
惇
統
的
構
造
を
鐙
承
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
前
期
難
波
宮
に
、
お
い
て
は
、
大
極
殿
に
比
定
す
る
建
物
(
S
S
一八
O
一
)
が
背
後
の
内
裏
正
毅
か
と
推
定
す
る
建
物
(
S
B
一

六
O
三
)
と
軒
蕗
(
S
C
一七
O
一
)
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
構
造
は
二
つ
の
建
物
が
本
来
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、

さ
き
に

述
べ
た
薬
都
北
域
の
太
武
殿
や
、
同
じ
南
城
の
太
極
殿
に
お
け
る
前
殿
を
考
患
に
入
れ
る
‘
な
ら
ば
、
東
西
長
殿
を
も
っ
大
極
殿
相
嘗
建
物
(
S
B
一八
O

純

一
)
が
そ
の
前
駿
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
に
嘗
た
り
、
軒
廓
で
結
ぼ
れ
た
背
後
の
建
物
こ
そ
が
本
来
の
大
極
殿
、

つ
ま
り
内
朝
の
路
寝
K
相
嘗
す
る
と
解

す
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
考
え
る
と
、
東
西
長
設
は
朝
堂
読
の
朝
堂
で
は
な
く
、
む
し
ろ
卒
域
宮
の
内
裏
(
第
二
次
)
正
殿
の
前
に
東
西
に
二
つ
ず

つ
封
置
さ
れ
る
建
物
、

つ
ま
り
卒
安
宮
の
紫
震
殿
の
前
に
東
西
に
並
ぶ
宣
陽
殿
・
春
輿
殿
と
校
書
巌
・
安
一
椙
毅
に
つ
な
が
る
も
の
と
み
た
方
が
よ
い
の

で
は
‘
な
か
ろ
う
か
。

と
の
前
期
難
波
宮
の
東
西
長
殿
は
は
じ
め
桁
行
二
ハ
間
で
、
北
五
関
と
南
一
一
関

K
E切
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
も
、

そ
う
考
え

る
と
意
味
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
藤
原
宮
に
‘
お
い
て
、
大
極
殿
の
東
西
に
岳
部
に
接
績
し
て
存
在
す
る
七
間
×
五
間
の
南
北
諌
の
建
物
は
、

大
極
殿
前
の
東
西
長
殻
が
大
極
駿
院
か
ら
姿
を
治
し
、
内
裏
に
移
る
過
渡
的
形
態
を
示
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
つ
の
試
案
と
し
て
提
示
し
て
お

二
七



二
八

く
な
お
前
期
難
波
宮
の
遺
構
に
お
い
て
、
藤
原
宮
以
後
の
抱
の
宮
と
の
相
異
離
と
し
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
極
殻
門
(
S
B
三
三
O
一)の

東
西
に
複
廊
に
固
ま
れ
て
存
在
す
る
八
角
形
の
建
物
(
S
S
四
二

O
一
)
で
あ
る
c

東
の
も
の
詰
ま
だ
護
掘
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
西
と
同
様
に
八
角
形

そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
種
々
の
設
が
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
位
置
か
ら
す
れ
ば
、
さ
き
の
蹄

の
建
物
が
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、

石
・
登
開
鼓
と
の
麗
係
も
考
恵
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
唐
の
長
安
城
に
お
い
て
は
貞
観
四
年
(
六
三
O
)
に
太
極
毅
の
東
璃
と
西
隅
に
そ
れ
ぞ

闘

れ
鼓
棲
と
鐘
棲
を
置
い
て
い
る
か
ら
、

そ
う
し
た
も
の
を
想
定
す
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
『
春
秋
公
羊
惇
』
(
定
公
二
年
)
に
み
え
る

「
雑
門
及
雨
観
災
」
の
注
に
は
「
雄
門
雨
観
、
皆
天
子
之
鋭
、
門
震
=
其
主
二
観
借
用
=
其
鋳
一
、
故
徴
也
」
と
あ
る
。
矯
門
は
さ
き
に
も
説
明
を
加
え
た
よ

う
に
、
天
子
の
薩
門
と
も
み
ら
れ
、
『
瞳
記
圏
』
も
難
門
の
雨
側
に
観
を
記
し
て
い
る
。
震
門
は
大
極
毅
門
に
相
嘗
す
る
か
ら
、
前
期
難
波
宮
の
八
角

形
の
建
物
を
そ
う
し
た
観
艶
か
ら
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
も
し
雑
門
の
雨
観
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
東
西
長
肢
と
と
も
に
、

そ
こ
に

も
中
園
の
停
統
的
都
城
の
構
成
理
念
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七

難
波
宮
の
歴
史
的
意
義

さ
て
私
は
難
波
宮
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
迂
遠
な
考
察
を
蓬
め
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
い
ち
お
う
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
黙
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

ま
ず
難
波
京
は
遅
く
と
も
天
武
朝
初
年
に
は
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
藤
原
京
の
構
造
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
藤
原
京
を
楕
・
唐
の
長
安
城
と
比
較
す
る
と
き
、
卒
城
京
と
婿
・
麿
長
安
城
と
の
相
異
に
も
増
し
て
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
黙
で
栢

異
が
認
め
ら
れ
、
藤
原
京
が
長
安
城
を
租
型
と
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
爵
・
唐
以
前
の
中
露
の
蔀
域
、

そ
れ
は
『
周
種
』
や
『
種
記
』
に
そ

の
理
念
の
示
さ
れ
た
中
露
の
惇
統
的
王
裁
の
形
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
露
の
都
城
の
古
典
的
な
構
造
を
多
く
の
黙
で
継
承
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
難
波
京
が
も
し
藤
原
京
と
親
近
な
関
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
は
難
波
京
に
つ
い
て
も
い
え
る
と

と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
宮
の
問
題
で
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
前
期
難
波
宮
は
推
定
し
た
難
波
京
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
宮
は



の
ち
の
藤
原
宮
・
卒
域
宮
な
ど
ち
糸
譜
的
に
つ
な
が
っ
て
行
き
、
ま
た
跨
・
麿
長
安
城
の
宮
城
・
皇
域
と
も
原
理
的
に
は
結
び
つ
く
が
、

こ
の
場
合
も

前
期
難
波
宮
に
は
長
安
竣
や
藤
原
宮
・
卒
城
宮
で
は
み
ら
れ
な
い
中
盟
の
誇
・
唐
以
前
の
王
宮
と
の
類
似
黙
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

前
期
難
波
宮
が
果
た
し
て
孝
徳
朝
白
婚
年
間
に
完
成
し
た
難
波
長
柄
豊
碕
宮
そ
の
も
の
に
ま
で
遡
り
う
る
か
否
か
は
、
今
後
設
据
謁
査
の
成
果
を
慎

重
に
見
守
る
こ
と
と
し
て
、

こ
の
よ
う
に
そ
の
系
譜
を
追
究
し
た
場
合
に
は
、
中
薗
の
楕
・
唐
以
前
の
都
城
・
王
宮
の
影
響
が
そ
ζ

に
張
く
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
の
一
つ
の
推
定
は
、
従
来
の
百
本
の
都
域
の
源
流
を
す
ぐ
誇
・
唐
の
長
安
城
や
洛
陽
域
に
求
め
る
通
設
に
強
く
再
考
を
促

す
こ
と
に
な
る
が
、

同
時
に
そ
の
震
史
的
意
義
に
考
え
を
及
ぼ
す
と
き
、
ま
た
多
く
の
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
と
思
う
。
す
で
に
詳
説
す
る
徐
裕
は

な
い
の
で
、
問
題
の
提
起
の
み
に
終
わ
る
が
、
あ
え
て
付
記
し
て
、
お
こ
う
。
そ
の
一
つ
、
孝
徳
朝
の
難
波
宮
造
者
の
技
術
的
最
高
責
任
者
が
荒
田
井
直

比
羅
夫
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
是
歳
篠
に
、

工
人
大
山
位
倭
漢
直
荒
田
井
比
羅
夫
が
難

波
に
引
く
溝
漬
を
掘
れ
ツ
誤
っ
た
た
め
役
民
を
酷
突
し
た
と
訴
え
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
、
同
じ
く
白
雄
元
年
十
月
僚
に
、
詩
作
大
匠
荒
田
井
直
比
羅
夫
が

宮
の
堺
の
標
を
立
て
た
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
の
荒
田
井
直
比
羅
夫
は
倭
漢
氏
の
同
族
で
あ
る
が
、

の
ち
の
平
城
京
の
造
卒
城
京
可
大

匠
坂
上
忍
寸
忍
熊
や
、
ま
た
そ
れ
よ
り
さ
き
の
百
済
大
宮
・
百
済
大
寺
造
営
の
大
匠
書
室
懸
も
や
捻
り
委
漢
民
で
あ
る
。
書
重
懸
は
別
に
百
済
般
を
造

鵠

る
こ
と
に
も
関
係
し
て
お
り
、
ま
た
同
じ
倭
漢
民
の
沙
門
智
由
は
測
量
に
必
要
ま
指
南
車
を
造
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
都
城
・
宮
室
の
造
営
に
倭
漢

氏
が
主
導
的
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
辻
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
構
造
を
も
っ
中
園
的
都
城
の
設
計
・
造
替
の
知
識
・
技
衡
を
彼
ら
が
習
得

し
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
が
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
彼
ら
の
も
の
と
な
っ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。

と
く
に
前
期
難
波
宮
の
場
合
、

そ
の
構
造

に
指
・
語
以
前
の
要
素
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
問
題
の
重
要
性
を
い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
托
な
っ
た
と
思
う
。

と
の
開
題
は
委
漢
氏
の
系
譜

そ
の
も
の
に
関
わ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
じ
委
漢
民
一
一
族
は
飛
鳥
寺
の
創
建
に
額
輿
し
、
ま
た
法
隆
寺
金
堂
西
天
王
像
を
作
り
、
中
宮
寺
天
書
圏
繍

制

帳
を
重
い
て
い
る
と
い
う
事
賓
な
ど
も
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
遺
物
そ
の
も
の
の
研
究
か
ら
彼
ら
の
知
識
・
技
術
の
源
流
・
惇
来
経
路
を
探
る
こ
と
も

必
要
で
あ
ろ
う
し
、
伺
よ
り
も
そ
の
関
連
性
の
有
無
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
朝
鮮
三
園
の
都
城
の
考
察
泣
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
前
期
難
波
宮
が
孝
徳
朝
の
難
波
長
柄
豊
高
宮
で
あ
る
か
否
か
の
断
定
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、

そ
の
構
造
が
需
・
震
の
長
安
城
と
直
接

二
九



O 

関
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
南
北
朝
の
都
城
の
影
響
を
張
く
受
け
て
い
る
と
い
う
事
責
辻
、
や
は
り
歴
史
的
に
も
重
親
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

推
古
朝
以
後
の
新
し
い
制
度
・
文
物
の
受
容
は
惰
・
唐
の
そ
れ
の
縫
受
と
い
う
線
で
考
え
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
の
律
令
制
震
も
基

本
的
に
拾
す
べ
て
唐
の
律
令
を
纏
承
し
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
涯
田
牧
授
法
に
お
い
て
す
べ
て
の
女
子
・
奴
稗
に
、
田
積

の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
口
分
田
を
給
し
た
の
は
唐
の
均
田
法
に
は
み
ら
れ
ぬ
こ
と
で
、
北
貌
・
北
斉
の
制
度
に
近
い
と
も
い
わ
れ
て
い

鱒る
。
ま
た
正
倉
院
文
書
と
し
て
残
る
大
賓
二
年
(
七
O
一
一
)
の
美
濃
歯
b
よ
び
筑
前
・
豊
前
・
豊
後
の
西
海
道
諸
園
戸
籍
の
記
載
援
式
は
、
唐
の
籍
帳
に

と
く
に
後
者
の
各
戸
の
戸
口
の
記
載
の
後
に
記
さ
れ
た
戸
口
集
計
の
書
き
方
は
、
か
え
っ
て
西
貌
の
大
統
十
三
年
(
五
回
七
)
の
計
張
援

倒

文
書
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
律
令
制
が
確
立
し
て
か
ら
も
、
な
お
唐
以
前
の
制
度
の
残
存
し
て
い
る
一
例
で
あ
る
が
、
律
令
制
糾
が
確
立
さ
れ
て

は
み
ら
れ
や
す
、

行
く
過
程
に
お
け
る
南
北
朝
的
要
素
に
つ
い
て
は
な
お
他
に
も
い
く
つ
か
の
指
摘
が
あ
る
。

ζ

う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
前
期
難
波
宮
や
難
波
京
・

藤
京
京
の
も
つ
非
情
・
唐
的
要
素
の
問
題
も
そ
う
し
た
中
で
改
め
て
よ
り
深
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
逆
に
い
え
ば
初
唐
文
化
の

流
入
時
期
の
迫
究
の
問
題
と
も
な
る
が
、

こ
の
問
題
の
解
決
も
車
に
文
献
に
基
づ
く
制
度
面
か
ら
の
考
察
だ
け
で
な
く
、

た
と
え
ば
鐙
瓦
瓦
嘗
文
援
の

素
描
併
蓮
花
文
・
車
弊
蓮
花
文
か
ら
複
弊
蓮
花
文
へ
の
結
特
色
、
あ
る
い
は
東
貌
尺
(
高
麗
尺
)
に
代
わ
る
唐
尺
の
採
用
、

そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
代
都
か
ら

町
段
歩
説
へ
の
轄
換
な
ど
を
材
料
と
し
て
、
部
物
的
・
多
面
的
に
考
察
を
進
め
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
難
波
宮
や
難
波
京
を
論
ず
る
場
合
、
難
波
に
お
い
て
の
み
と
く
に
先
行
し
て
中
露
的
な
都
城
・
宮
室
を
採
用
す
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
っ
た
か

否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ζ

れ
は
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
近
江
京
大
津
宮
や
棲
京
浄
御
原
宮
の
構
造
を
考
え
る
場
合
に
、

そ
れ
ら
が
難
波
よ
り

時
期
的
に
後
代
に
属
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
難
波
は
特
別
で
あ
る
と
し
て
、
必
ず
し
も
難
波
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
な
の
で

あ
る
。
浄
御
原
宮
の
構
造
に
つ
い
て
は
那
に
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
朝
庭
に
お
け
る
奔
護
花
関
し
て
、

日
本
古
来
の
焼
穫
・
旬
旬
穫
を
難
波
朝

そ
の
後
も
容
易
に
改
正
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
責
な
ど
か
ら
推
せ
的
、
あ
な
が
ち

庭
に
お
い
て
敢
然
と
立
穫
に
改
め
よ
う
と
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
う
し
た
可
能
性
を
否
定
す
る
と
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。



註ω
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
欝
典
』
巻
三
、
「
醤
」
の
解
字
の
項
参
照
。

∞
腕
井
和
愛
「
中
園
の
都
或
」
(
『
日
本
古
代
と
大
陸
文
化
』
所
牧
)
。

問
郡
波
利
貞
「
支
那
苦
蔀
計
董
史
上
よ
り
考
察
し
元
る
唐
の
長
安
域
」
(
『
桑
原
博
士
還

暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
牧
)
。
鄭
都
南
城
の
理
解
は
後
述
の
私
設
と
や
や
異
な
る
。

山
間
前
掲
駒
井
和
愛
「
中
園
の
都
或
」
。

伊
森
寵
三
「
北
貌
搭
揚
誠
の
規
模
に
つ
い
て
L

(

『
東
洋
事
訴
究
』
歴
史
地
理
篇
所
救
)
。

樹
原
田
淑
人
・
駒
井
和
愛
『
東
京
裁
』
(
東
方
考
古
事
叢
刊
甲
種
五
)
、
鳥
山
喜
一
・
藤

国
亮
策
『
間
島
省
古
蹟
調
査
報
告
』
、
三
上
次
男
「
湯
海
匿
の
都
裁
と
律
令
鎖
」
(
『
日

本
の
考
古
事
』
七
藍
史
時
代
(
下
)
)
在
ど
。

mw
向
精
敬
「
簡
・
大
輿
日
唐
・
長
安
援
と
組
問
麿
・
東
都
洛
揚
域

i
近
年
の
調
査
成
果
を

中
心
と
し
て

i
」
(
『
悌
教
華
街
』
五
一
)
。

俄
平
安
京
の
坊
名
は
長
安
城
・
洛
陽
撲
の
坊
名
か
ら
と
っ
た
も
の
が
誌
と
ん
ど
で
あ
る

が
、
必
ず
し
も
左
京
洛
揚
・
右
京
長
安
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
坊
名
誌
『
掌
中
堅
』

K

L
み
ヲ
Q

。

港
陽
城

教
業
坊
・
宣
昭
刑
務
・
淳
良

坊
・
安
寧
坊
・
掬
化
坊
・

鋳
庇
坊

永
寧
務
・
宣
義
坊
・
光
豊
慰
坊
・
鏡
財
坊
・
鎮
駐
延
嘉
訪
・
関
建
坊

嬉

坊

坊

・

挑

花

坊

山
間
『
拾
芥
抄
』
(
京
程
)
に
は
「
東
京
競
洛
陽
城
、
西
京
競
長
安
城
」
と
あ
り
、
『
帝
王

編
年
記
』
(
十
二
程
武
)
に
も
「
東
京
愛
宕
郡
、
叉
誇
左
京
、
豊
名
洛
陽
、
西
京
事
野

都
、
叉
謂
左
京
、
襲
名
長
安
」
と
あ
る
。

倒
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
九
年
四
月
庚
辰
様
。

帥
『
績
日
本
紀
』
一
騨
護
景
雲
三
年
正
月
了
丑
僚
。
な
お
名
稽
と
は
別
に
卒
城
宮
が
東
へ

逆
L
字
形
に
張
ち
出
し
て
い
る
形
辻
、
唐
の
洛
陽
裁
が
宮
或
・
皇
裁
の
東
に
東
裁
と
含

嘉
倉
域
を
同
じ
よ
う
な
形
で
も
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

左
京

長
安
説

永
昌
坊
・
崇
仁
坊

未
詳

挑
花
坊

右
京

舘
岸
俊
男
「
遺
存
地
割
・
地
名
に
よ
る
平
城
京
の
復
原
譲
査
」
(
『
平
或
京
朱
雀
大
路
護

掘
調
査
報
告
』
所
牧
)
。

掛
『
三
代
貫
録
』
貞
観
三
年
七
月
廿
八

B
様
、
延
暦
七
年
十
一
月
十
四
日
付
六
俵
令
解

・
延
喜
十
二
年
七
月
十
七
日
付
七
篠
令
解
・
延
長
七
年
六
月
廿
九
日
付
七
篠
令
解
(
『
卒

安
遺
文
』
一

i
西
・
二

O
七
・
二
三
二
競
)
左
ど
。

鶴
九
集
坊
門
小
路
は
麿
橋
小
路
と
も
い
う
。

間
関
じ
こ
と
は
『
三
代
貫
録
』
貞
観
四
年
三
月
八
日
丙
子
僚
に
、
「
太
政
官
虚
分
、
令
市

左
右
京
職
朱
雀
路
毎
=
坊
門
一
置
=
兵
士
二
人
一
分
v

番
掌
護
ヘ
左
右
丘
〈
憲
行
夜
、
丘
(
蕎
等

毎
夜
巡
=
強
兵
士
重
番
こ
と
あ
る
。

織
と
の
記
事
か
ら
各
坊
門
が
か
な
り
大
き
な
円
で
あ
っ
た
と
と
が
推
さ
れ
る
が
、
『
小

右
記
』
治
安
三
年
六
月
十
一
日
接
に
は
「
上
達
部
及
語
大
夫
令
v
曳
=
法
成
寺
堂
礎
一
或

取
=
宮
中
諸
奇
石
、
一
稗
泉
苑
門
井
乾
蕗
嬰
石
一
或
取
=
易
門
羅
撲
門
左
右
京
職
寺
々
石
一

云
々
、
可
v
嘆
可
v
悲
、
不
v
足
v
一
一
一
一
口
」
'
と
あ
っ
て
、
法
成
寺
建
立
の
た
め
坊
門
の
礎
石
を

轄
用
し
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。

間
宮
晃
に
入
っ
た
修
理
左
右
坊
竣
使
の
史
料
を
列
事
し
て
お
く
。

弘

仁

九

・

憲

τ
惇
=
務
理
左
右
坊
援
護
一
産
申
移
理

職
A

事

件
坊
域
依
=
按
破
損
使
散
位
従
五
位

下
倖
宿
禰
嬬
技
等
勘
定
↓
無
損
之
露

具
付
=
京
職
↓
務
理
功
畢
之
露
、
職

更
按
領
、
・
:

天
長
四
・
六
・
廿

天
長
八
・
十
二
・
九

奉定修・替葛憲
み 置 理 ・乗野工
目、 Z 坊・責河 fE
停 土 議 .=雨宿

量・員賞・宮皇室:
三塁 左事 位 ZE
年右以 Z
Z 各下 Z
Z五二別事ζ

墾:員嘗窮
宣芝 、 四訪

隷今年鳴
= 省遷河

承
和
六
・
=
一
・
十
五

仁
害
時
二
・
三
・
廿

『
類
豪
三
代
格
』

巻
園
、
太
政
官
符

『
類
豪
三
代
格
』

巻
十
二
、
費
禽
二

年
九
月
十
九
日
太

鼓
宮
容
所
引
太
政

宮
符
清
原
夏
野
宣

『
類
褒
三
代
格
』

巻
五
、
太
政
官
符

『
績
毘
本
後
紀
』

『
類
豪
三
代
格
』



木
工
寮
↓
宜
=
官
物
一
事
己
上
受
領
↓

巻
十
二
、
膏
衡
二

年
九
月
十
九
百
太

政
官
符
所
引
、
太

致
官
持

『
類
豪
三
代
格
』

巻
十
二
、
太
鼓
宮

符
『
三
代
賓
録
』

費
衡
二
・
九
・
十
九

磨
v
修
=
理
坊
誠
非
理
之
損
一
事

勅
、
左
右
坊
撲
捷
仁
書
二
年
翫

従
=
捧
襲
「
隷
=
木
工
寮
↓
今
彼

寮
作
事
繁
多
、
難
v
謝
=
乗
済
「

宣
=
護
v
董
置
v
之、

貞
蔵
十
五
・
十
・
十
六
任
=
左
長
長
一
誠
寵
一
鍔
官
主
典
等
「
『
三
代
貫
録
』

鵠
同
じ
く
『
延
喜
式
』
(
左
京
職
)
に
も
「
元
大
路
建
=
門
屋
一
者
、
三
位
己
上
及
参
議

義
v
之
、
難
=
身
亮
卒
一
子
孫
居
住
之
間
赤
麗
、
自
絵
除
v
非
=
開
け
屋
一
不
v
在
旦
制
限
一
其

誠
坊
垣
不
v
襲
炉
開
」
と
あ
る
。
な
お
『
績
日
本
紀
』
天
卒
三
年
九
月
戊
申
様
、
お
よ
び

『
三
代
賓
鋒
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
廿
五
百
壬
寅
接
参
類
。

脳
間
『
平
安
遺
文
』
西

i
一
三
三
八
競
。

備
一
騒
山
敏
男
「
唐
長
安
撲
の
東
南
部

i
呂
大
防
長
安
瞳
碑
の
復
原

i
」
(
『
古
代
拳
』
一
一

i
四
)
な
ど
。

割
前
掲
岸
俊
男
「
遺
存
地
割
・
地
名
に
よ
る
卒
域
京
の
復
原
謁
査
」
。
『
日
本
後
紀
』
弘

仁
一
克
年
九
月
己
酉
捺
に
、
東
習
に
向
お
う
と
し
た
卒
誠
太
上
天
皇
が
兵
に
遮
ら
れ
て
そ

ζ

か
ら
平
城
宮
花
山
引
き
返
え
し
た
と
あ
る
大
和
歯
添
上
郡
越
田
村
の
地
で
あ
る
。
な
お

『
大
和
名
所
瞳
舎
』
に
「
堀
府
民
吾
首
」
を
引
い
て
掲
げ
る
永
井
池
も
こ
の
池
の
と
と

で
あ
ろ
う
。

例
制
曲
江
池
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
「
人
生
七
十
古
来
稀
」
の
句
を
含
む
杜
甫
の
曲
江
を

詠
じ
た
詩
二
首
が
あ
る
。

問
皇
后
宮

貞
観
十
五
・
十
・
十

幸

天
平
二
・
正
・
十
六
、
天
平
九
・

御

一一一一一

松
林
宮

十
二
・
廿
七
、

天
卒
十
・
正
・
十
七
(
松
林
)

天
平
二
・
三
・
一
二
(
松
林
宮
)
、
天
卒

七
・
五
・
五
(
北
松
林
)

天
卒
十
・
七
・
七
、

大
藷
省

賓
亀
三
・
六
・
舟
、
費
亀
七

.
九
・
廿
、

静
護
景
雲
元
・
二
・
十
四
、

十・元天
七八・卒
、♀正勝

需工望、ノ、
、八・

静・正
護神・
景護七
雲景
三雲紳

三護
正・景
・正雲

東

院

大
事
静
護
景
雲
一
克
・
二
・
七
、

鈍
『
績
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
五
月
乙
亥
接
。

間
『
襲
爵
京
域
坊
孜
』
巻
二
、
『
長
安
志
』
巻
七
。

間
『
港
陽
編
藍
記
』
巷
一
に
よ
る
と
、
園
子
事
は
開
題
門
の
曹
、
街
道
の
東
ぞ
い
で
弓

徒
出
問
と
宗
正
寺
の
間
に
あ
っ
た
。

都
詳
細
は
岸
俊
男
「
日
本
の
宮
都
と
中
醤
の
都
城
」
(
上
田
正
昭
編
『
都
城
』
所
牧
)
。

鈎
奈
良
蘇
教
育
委
員
曾
『
藤
東
宮
』
(
奈
良
蘇
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
二
五
)
。

倒
奈
良
菌
立
文
化
財
硯
究
所
『
飛
鳥
藤
京
宮
護
掘
調
査
出
土
木
簡
複
報
』
二
。

関
『
歴
代
宅
京
記
』
巻
十
二
所
引
の
霧
中
記
託
、
「
宮
東
西
四
冨
六
十
歩
、
南
北
蓮
=
後

圏
一
至
=
北
域
↓
合
九
百
歩
」
と
事
る
。

部
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
匝
年
十
一
月
戊
申
様
に
は
、
冬
至
に
白
録
後
莞
に
幸
し
た
と

と
が
み
え
、
顛
宗
一
克
・
二
・
三
年
に
は
三
月
上
巳
に
後
苑
に
幸
し
て
、
曲
水
の
宴
を
催

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

間
今
泉
経
雄
「
所
謂
卒
誠
京
市
指
圏
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
五
九

i
二)。

関
奈
長
圏
立
文
化
財
軒
究
所
『
奈
良
冨
立
文
化
財
餌
究
所
年
報
』
一
九
七
六
。

隣
と
の
貫
郡
置
は
明
治
七
年
貢
測
に
着
手
さ
れ
、
翌
年
に
は
原
匿
が
完
成
し
た
ら
し
い
。

蹄
岸
俊
男
「
難
波

i
大
和
吉
道
略
考
」
(
『
小
葉
国
淳
教
授
退
官
記
念
冨
史
論
集
』
所

牧)。

鈎
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
十
四
年
篠
に
は
「
是
歳
作
=
大
道
於
京
中
↓
自
=
膏
門
一
重
指
之
、



至
一
一
丹
比
邑
こ
と
あ
る
。

間
葎
村
仁
「
難
波
京
に
つ
い
て
」
(
『
難
波
宮
祉
の
研
究
』
六
)
、
藤
陣
謙
二
郎
「
古
代

の
難
波
京
域
を
中
心
と
し
た
若
子
の
歴
史
地
理
的
考
察
」
(
『
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念

人
文
地
理
事
論
叢
』
所
牧
)
。

mw
中
尾
芳
治
寸
難
波
宮
と
難
技
京
」
(
上
由
正
昭
編
『
都
城
』
)
に
は
長
山
雅
一
員
設
・

木
原
克
弓
氏
設
が
園
示
さ
れ
て
い
る
。

問
中
山
穆
一
「
長
岡
京
」
(
『
庭
史
公
論
』
一

O
)。

機
撮
津
職
に
つ
い
て
は
、
利
光
三
津
夫
「
撮
津
職
の
研
究
」
(
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』

所
牧
)
・
坂
一
五
義
種
「
撮
津
職
に
つ
い
て
」
(
『
待
兼
山
論
叢
三
己
な
ど
が
あ
る
。

制
正
倉
註
文
書
天
平
廿
年
四
月
廿
五
日
寓
書
所
解
(
『
大
宮
本
古
文
書
』
三

i
七
八
)

に
「
掻
津
圏
西
域
郡
美
努
趨
戸
主
春
呂
部
荒
熊
」
『
大
安
寺
動
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』

に
「
合
嘉
嘉
正
拾
陸
露
:
:
:
撮
津
圏
一
嘉
在
西
域
郡
長
溝
郷
庄
内
地
二
時
東
田

西
海
即
船
津
南
百
姓
家
北
路
之
隈
」
、
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
行
基
年
譜
』
(
『
護
々

群
書
類
従
』
三
史
博
部
)
に
引
く
「
天
手
十
三
年
記
」
に
も
「
白
鷺
嶋
堀
川
長
百
丈
賓

六
十
丈
深
九
尺
在
己
上
西
城
郡
津
守
里
」
な
ど
五
か
所
に
す
べ
て
「
西
域
郡
」
と
み
え

る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
西
生
(
成
)
郡
に
翻
す
る
初
期
の
史
料
な
の
で
、
井
上
光
貞
託
も

指
摘
す
る
ご
と
く
、
は
じ
め
西
域
事
と
い
い
、
天
平
末
年
ご
ろ
か
ら
西
成
、
つ
い
で
事

る
い
註
西
生
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
井
上
光
貞
「
行
基
年
譜
、
特
に
天

卒
十
三
年
記
の
研
究
」
(
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
曾
編
『
律
令
罷
家
と
貴
族
社
曾
』
所

牧
)
)
。
さ
ら
に
私
は
と
れ
は
西
域
郡
の
み
で
な
く
、
史
料
は
な
い
が
、
東
城
蔀
に
も
共

逼
し
、
そ
の
「
撲
」
と
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
是
年
接
な
ど
み
え
る
「
新
議
」
の

「
域
」
と
同
じ
く
蔀
撲
の
意
で
な
い
か
と
考
え
る
が
、
そ
の
考
察
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た

い。

関
岸
俊
男
「
記
紀
・
万
葉
集
の
ミ
ヤ
コ
」
(
『
日
本
塵
史
』
三
三
二
)
。

鱒
蔀
揚
坂
一
克
義
種
「
議
津
職
に
つ
い
て
」
。

M
m

前
提
科
光
三
津
夫
「
掻
津
職
の
研
究
」
。

総
難
波
京
存
績
期
間
中
の
史
料
に
現
わ
れ
る
郷
名
は
、
東
生
郡

i
酒
人
郷
、
酉
生
郡

i

長
溝
部
・
美
努
題
、
百
済
郡

i
東
趨
・
南
部
郷
で
あ
る
。
池
遺
蒲
『
和
名
類
褒
抄
懇
名

考
詮
』
参
照
。

締
『
日
本
書
紀
』
欽
明
二
十
二
年
是
歳
篠
(
難
波
大
郡
)
・
敏
達
十
二
年
是
歳
様
(
小

郡
)
・
推
古
十
六
年
九
月
乙
亥
篠
(
難
技
大
都
)
・
託
明
二
年
是
歳
捺
(
難
技
大
郡
)
な

タ
」
。

問
権
謝
す
れ
ば
、
葉
原
宮
の
場
合
は
、
大
量
毅
門

i
朱
雀
門
間
が
約
四
五
医

m
で
、
郭
堂

院
高
北
長
が
約
二
二
五

m
で
あ
る
か
ら
、
朝
堂
院
南
門
と
朱
雀
門
慢
の
距
離
は
二
二
八

m
と
な
る
。
こ
れ
に
封
し
前
期
難
波
宮
の
場
合
、

S
B
一
八

O
一
が
宮
の
中
心
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
か
ら
朝
堂
民
需
門
ま
で
の
距
離
は
六
一
・
三
八

m÷
二
八
一
・

六
九

m
E
三
四
三
・

O
七

m
と
な
号
、
宮
域
が
藤
原
宮
と
同
じ
と
痕
定
す
れ
ば
、
朝
堂

錠
南
門
と
朱
雀
門
掲
の
間
揺
は
一
一

O
m
と
な
る
。

鱒
前
掲
中
尾
芳
治
「
難
波
宮
と
難
波
京
」
は
難
波
宮
の
現
在
の
問
題
艶
を
要
読
し
て
い

守
令
。

締
岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」
(
『
橿
原
考
古
事
研
究
所
論
集

i
創
立
三
十
五
周
年

記
念
』
所
投
)
、
間
「
都
域
と
樟
令
菌
家
」
(
『
岩
設
講
座
日
本
整
史
』

2
)
、
前
掲
同

「
呂
本
の
宮
蔀
と
中
菌
の
蔀
域
」
。

開
中
庭
の
用
例
に
つ
い
て
、
『
延
喜
式
』
大
舎
人
寮
這
難
擦
に
み
え
る
中
庭
は
内
裏
の

そ
れ
を
さ
す
が
、
式
部
下
考
間
接
の
中
庭
は
朝
堂
院
の
そ
れ
を
い
う
。
手
安
宮
で
は
内

裏
と
朝
堂
院
が
分
離
し
て
い
る
の
で
用
法
は
や
や
異
な
る
。

側
儲
『
大
唐
六
典
』
巻
七
、
工
部
員
外
郎
篠
。

関
『
資
治
通
鑑
』
賓
紀
、
太
宗
貞
観
二
年
十
月
接
。

制
向
調
晃
「
鍾
置
の
制
と
男
女
の
法
」
(
『
璽
史
』
一
二
四
)
参
照
。
『
資
治
逼
鑑
』
震
紀
期

天
武
后
垂
扶
二
年
三
月
篠
に
は
、
「
初
壁
=
麗
於
戟
堂
ブ
有
z

進
v
書
言
v
事
者
一
麗
=
投
之

由
↓
是
入
院
善
悪
事
多
所
=
知
悉
こ
と
る
る
。

問
問
前
掲
岸
俊
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
、

憾
な
お
『
績
日
本
紀
』
天
平
十
二
年
正
月
丁
己
擦
に
も
、
中
宮
閤
門
に
御
し
て
溺
海
使

己
称
蒙
ら
が
本
圏
の
繋
を
奏
し
、
こ
れ
に
封
し
て
吊
綿
を
賜
わ
っ
た
と
と
が
み
え
る
。

間
前
掲
岸
凌
男
「
朝
堂
の
初
歩
的
考
察
」
、
詞
「
都
裁
と
律
令
園
家
」
。

倒
直
木
孝
次
部
「
大
極
駿
の
起
源
に
つ
い
て
の
一
考
察

i
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
っ
て

一一一一一一



i
」
(
『
人
文
研
究
』
一
一
五

i
一
、
『
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
諸
問
題
』
所
牧
)
。

織
問
中
屠
芳
治
「
前
期
難
波
宮
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
『
考
吉
事
雑
誌
』
五
八

i
一)。

側
村
田
治
郎
「
蒋
都
略
考
」
(
『
建
築
事
研
究
』
八
九
)
。
『
晋
書
』
巻
百
六
K
太
武
駿
基

が
東
西
七
五
歩
、
高
北
六
五
歩
と
あ
る
の
は
、
太
武
殿
が
東
西
棟
の
建
物
の
あ
っ
た
と

と
を
示
す
と
い
う
か
ら
、
「
東
西
大
武
二
殿
」
は
太
武
殿
と
東
西
二
酸
の
意
で
あ
ろ
う
。

制
句
歴
代
宅
京
記
』
巻
十
二
所
民
の
「
票
中
記
」
に
、
「
麗
菌
門
之
内
有
=
太
極
駿
こ
と

あ
る
。

鰯
前
掲
村
田
治
郎
「
襲
都
略
考
」
参
照
。
な
お
『
歴
代
宅
京
記
』
も
太
極
東
堂
・
太
極

西
堂
が
太
極
巌
の
東
西
に
あ
っ
た
と
す
る
が
、
典
譲
は
示
し
て
い
な
い
。

関

E
本
に
お
け
る
蔀
巌
の
罵
倒
花
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

浄
御
原
宮

前
殿
(
持
続
三
・
正
・
類
、
高
匿
に
轄
す
)

卒
誠
宮

西
宮
前
殿
(
天
卒
一
締
護
一
克
・
正
・
朔
、
朝
賀
)
(
一
梓
護
景
雲
二
・
十
一
・
廿
二
、
新

掌
豊
襲
)

前
段
(
一
騨
護
景
雲
三
・
正
・
三
、
法
王
道
鏡
花
賀
奔
)
(
賓
亀
七
・
正
・
朔
、
五
位

以
上
に
賜
宴
)
(
費
亀
七
・
四
・
十
五
、
遺
産
使
広
範
万
を
賜
う
)
(
費
亀
八
・
正
・

期
、
五
泣
以
上
に
賜
宴
)
(
賓
亀
八
・
正
・
十
六
、
次
侍
従
に
賜
宴
)
。

長
岡
宮

前
殿
(
延
震
七
・
正
・
十
五
、
皇
太
子
元
競
)

平
安
宮

前
駿
(
延
暦
十
六
・
正
・
朔
、
侍
臣
以
上
花
賜
宴
)
(
延
寝
泊
十
六
・
十
・
八
、
啄
木

鳥
)
(
延
暦
十
八
・
正
・
類
、
侍
臣
に
賜
宴
)
(
延
暦
廿
三
・
正
・
朔
、
次
侍
従
以

上
に
賜
宴
)
(
延
暦
廿
西
・
十
・
廿
八
、
譲
経
)
(
大
障
一
克
・
正
・
携
、
次
侍
従
以

上
に
揚
宴
)
(
大
同
一
克
・
二
・
廿
三
、
設
費
)
(
大
同
二
・
田
・
期
、
宴
歓
)
、
(
大

関
西
・
正
・
朔
、
五
位
以
上
に
喝
事
)
(
弘
仁
二
・
九
・
九
、
曲
宴
)
(
弘
仁
三
・

正
・
朔
、
侍

E
K賜
宴
)
(
弘
仁
五
・
正
・
朔
、
侍

E
K賜
宴
)
(
弘
仁
六
・
正
・

類
、
侍
臣
に
賜
宴
)
(
弘
仁
七
・
正
・
二
、
侍
臣
に
賜
宴
)
(
弘
仁
八
・
正
・
朔
、

西

次
待
従
以
上
に
賜
宴
)
(
弘
仁
九
・
正
・
朔
、
持
臣
に
揚
宴
)
(
弘
仁
九
・
四
・
廿

七
、
仁
王
経
を
講
ず
)
(
弘
仁
十
・
正
・
期
、
侍
臣
に
賜
宴
)
(
天
長
二
・
正
・
三
、

侍
臣
に
賜
宴
)

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
み
て
、
前
巌
は
宮
の
正
毅
を
さ
す
も
の
と
み
れ
ば
、
卒
挨
宮
で
は

内
裏
正
慰
、
し
た
が
っ
て
卒
安
宮
で
は
の
ち
の
紫
寮
訟
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
。
故
に
宮

に
お
い
て
内
裏
正
殿
と
大
極
駿
が
未
分
化
の
と
き
花
誌
、
大
極
殿
を
前
般
と
み
る
と
と

が
で
き
よ
う
。

Mm

難
渡
宮
祉
顕
彰
曾
『
難
渡
宮
跡
碗
究
講
査
年
報
』
一
九
七
二
。

総
『
長
安
志
』
巷
六
、
『
唐
南
京
裁
坊
致
』
巻
一
に
よ
る
と
、
『
永
集
大
典
』
に
載
せ
る

関
本
太
極
宮
冨
は
鐘
撞
を
東
、
鼓
棲
を
西
と
す
る
。

倒
書
室
蘇
が
野
明
天
皇
の
死
花
費
し
て
百
諸
問
か
ら
遭
わ
さ
れ
た
弔
問
使
の
も
と
に
赴

き
、
そ
の
治
患
を
開
い
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
百
賓
の
言
語
を
解
す
る
と
と
も

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か

2
5
本
書
記
』
皇
橿
元
年
二
月
戊
子
篠
)
。

腕
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
に
攻
め
る
塔
露
盤
銘
に
は
山
東
漢
大
費
直
巌

高
垢
鬼
・
意
等
加
斯
、
『
法
王
帝
読
』
に
載
せ
る
天
寿
題
韓
鰻
銘
に
は
東
漢
末
賢
、
法

経
寺
金
堂
襲
自
天
象
光
背
銘
に
は
山
口
大
口
費
(
白
雑
元
年
紀
花
千
欝
橡
を
刻
む
と
み

え
る
)
の
名
が
そ
れ
ぞ
れ
み
え
る
。

側
麗
用
政
次
郎
『
簿
令
持
代
号
農
民
生
活
』
、
ま
お
虎
尾
俊
哉
『
遊
里
牧
授
法
の
研
究
』

参
照
。

鱗
山
本
達
郎
「
敦
糧
費
見
計
帳
様
文
書
残
簡

i
大
英
博
物
館
所
議
ス
タ
イ
ン
将
来
漢
文

文
書
六
一
一
ニ
競

i
」
(
『
東
洋
事
報
』
三
七

i
二
・
一
二
)
、
曾
我
部
静
雄
「
西
諒
及
び
爾
貌

の
戸
籍
と
我
が
古
代
戸
籍
と
の
調
孫
」
(
『
法
制
史
研
究
』
七
、
『
律
令
を
中
心
と
し
た

B
中
関
祭
史
の
研
究
』
所
設
)
、
仁
井
田
陸
「
敦
建
設
晃
の
中
富
の
計
帳
と
日
本
の
詐

帳
」
(
『
中
園
法
棋
史
研
究
』
〔
二
〕
土
地
法
・
取
引
法
所
攻
)
、
ま
ど
。

織
内
前
掲
岸
俊
男
「
轄
堂
の
初
歩
的
考
察
、


