
一

南
北
の
交
流
使
節

六
朝
の
美
文
書
翰
は
、
典
故
や
対
偶
の
修
辞
で
ぶ
あ
つ
く
装
飾
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
な
に
を
か
た
っ
た
も
の
な
の
か
、
主
旨
を
理
解

す
る
の
が
、
な
か
な
か
困
難
だ
。
た
だ
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
難
解
さ

は
、
じ
つ
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
美
文
書
翰
読
解
の
真
の
む
つ

か
し
さ
は
、
ま
だ
そ
の
向
こ
う
に
存
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
真
情
の
把
握
、
つ
ま
り
本
心
が
美
的
文
章
の
裏
に
ひ
そ
ん

で
い
て
、
そ
れ
を
容
易
に
し
り
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
じ
っ
さ
い
、

美
文
書
翰
に
は
、
ほ
ん
と
う
は
甲
を
欲
し
て
い
る
の
に
、
文
面
で
は

[

甲
で
な
く]

乙
が
ほ
し
い
と
、
つ
づ
る
ケ
ー
ス
が
す
く
な
く
な
い
。

極
端
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
本
心
は
立
身
を
渇
望
し
て
い
る
の
に
、
文
面

で
は

｢

立
身
な
ど
し
た
く
な
い
、
隠
遁
し
た
い｣

な
ど
と
つ
づ
っ
た
り

す
る
の
で
あ
る

(

１)

。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
立
場
が
あ
っ
て
、
本
心
を
あ
か

し
が
た
い
と
き
、
六
朝
文
人
た
ち
は
こ
う
し
た
、
心
に
も
な
い
こ
と
を

叙
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
美
文
書
翰
の
本
心
を
把
握
す

る
の
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
我
わ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ま
ず
美
文
書
翰
は
そ
う

い
う
も
の
だ
と
、
覚
悟
を
き
め
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
裏
読

み
、
つ
ま
り
行
文
の
裏
を
よ
ん
で
ゆ
く
習
慣
を
つ
け
れ
ば
よ
い
。
こ
の

裏
読
み
、
そ
れ
ほ
ど
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
現
代
の
我
わ
れ
も
、

日
常
の
生
活
の
な
か
で
日
々
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
よ
く
だ
さ
れ

る
例
だ
が
、
だ
れ
か
が

｢

こ
の
部
屋
は
あ
つ
い
ね｣

と
い
え
ば
、
そ
れ

は

｢
窓
を
あ
け
て
く
れ｣

や

｢

エ
ア
コ
ン
を
つ
け
て
く
れ｣

の
意
だ
ろ

う
と
、
我
わ
れ
は
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
本
音
と
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た
て
ま
え
の
使
い
わ
け
や
、
心
情
の
忖
度
の
し
か
た
な
ど
は
、
過
去
も

現
在
も
、
そ
れ
ほ
ど
ち
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。｢

旧
時
の
、
し

か
も
異
国
の
こ
と
だ
か
ら｣

な
ど
と
躊
躇
せ
ず
、
現
代
と
同
種
の
お
も

ん
ば
か
り
や
気
ば
た
ら
き
を
発
揮
し
て
、
書
翰
文
の
行
文
や
語
気
か
ら
、

六
朝
文
人
た
ち
の
本
心
を
よ
み
と
っ
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
裏
読
み
を
し
て
ゆ
け
ば
、
作
者
の
胸
底
ま
で
よ
み
と
れ
、

｢

表
面
上
は
甲
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
心
は
乙
な
ん
だ
ろ
う
な｣

と
推
測
が
つ
い
て
く
る
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、
当
該
書
翰
に
か
か
わ
る
執

筆
事
情
や
、
人
間
関
係
な
ど
も
調
査
し
て
ゆ
け
ば
、｢

作
者
は
こ
う
い

う
事
情
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
か
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う｣

と
か
、｢

こ
の

ひ
と
は
、
こ
う
い
う
性
格

(

考
え
、
思
想
、
立
場
な
ど)

な
ん
だ
ろ
う

な｣

な
ど
と
、
察
知
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
か
く
裏
読
み
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
正
鵠
を
射
て
い

る
か
ど
う
か
、
だ
れ
も
判
定
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
こ
の
種
の
研

究
の
せ
つ
な
い
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
当
該
書
翰
の
内
容
と
、
そ
の
時
期

の
作
者
の
言
動
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
ゆ
け
ば
、
や
が
て
は
当
否
が
判
明

し
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
心
中
で
、
ひ
そ
か
に
一
喜
一
憂
す

れ
ば
よ
い
。
六
朝
の
美
文
書
翰
を
読
解
す
る
さ
い
の
や
り
が
い
と
、
そ

し
て
お
も
し
ろ
さ
と
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
南
朝
梁
の
劉
潜
、
あ
ざ
な
は
孝
儀

(

四
八
四
〜

五
五
〇)

が
つ
づ
っ
た

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

は
、
本
心
が
よ
み
と

り
に
く
い
美
文
書
翰
の
な
か
で
は
、
比
較
的
す
な
お
に
心
情
を
つ
づ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
了
解
し
や
す
い
ほ
う
だ
ろ
う
。
た
だ
そ

う
は
い
っ
て
も
、
丹
念
に
裏
読
み
を
し
て
ゆ
け
ば
、
表
面
の
発
言
と
は

べ
つ
に
、
奥
に
ひ
そ
む
作
者
の
心
情
、
さ
ら
に
は
本
人
も
気
づ
い
て
お

ら
ぬ
よ
う
な
意
識
ま
で
、
く
み
と
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で

裏
読
み
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
こ
の
劉
孝
儀
書
翰
を
と
り
あ
げ
、

行
文
の
裏
に
ひ
そ
む
作
者
の
思
い
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

こ
の

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

(

北
に
使
い
し
、
還
り
て
永
豊
侯
に

与
う
る
の
書)

は
、
標
題
が
し
め
す
よ
う
に
、
劉
孝
儀
が

｢

北
使｣

(

東
魏
へ
の
訪
問)

か
ら
帰
還
し
た
あ
と
、
わ
か
き
永
豊
侯
こ
と
蕭
�

(

梁
武
帝
の
弟
の
子
で
あ
る
。
五
一
五
〜
五
七
三)

に
お
く
っ
た
書
翰

文
で
あ
る
。
使
者
と
し
て
見
聞
し
た
こ
と
を
叙
し
て
お
り
、
一
種
の
帰

還
報
告
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
劉
孝
儀
が

｢

北
使｣

、
つ
ま
り
北
方
の
東
魏
へ
使
者
と
し
て
で

む
い
た
の
は
い
つ
で
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
事
情
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

史
書
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
こ
と
の
発
端
は
、
大
同
二
年

(

五
三
六

年
、
東
魏
で
は
天
平
三
年)

に
、
梁
武
帝
と
東
魏
の
高
歓
と
の
あ
い
だ
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で
和
平
交
渉
が
合
意
し
、
使
節
の
交
流
が
き
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
ら
し

い
。『
南
史』

梁
本
紀
中
に

｢[

大
同
二
年]

十
二
月
壬
申
、[

梁
は]

東
魏
と
通
和
す｣

と
あ
り
、
ま
た

『

北
史』

李
諧
伝
に
も

｢

天
平
末
、

魏
は
梁
と
和
好
せ
ん
と
欲
す｣

と
あ
る
か
ら
、
両
国
の
あ
い
だ
で
使
節

を
往
来
さ
せ
る
こ
と
が
、
正
式
に
き
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
以
前
に
も
、
南
北
の
交
流
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
と

き
以
後
、
交
流
使
節
の
往
来
が
い
よ
い
よ
し
げ
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

劉
孝
儀
の
北
方
訪
問
も
、
こ
う
し
た
南
北
交
流
の
一
環
で
あ
っ
た
。

合
意
の
翌
年
の
大
同
三
年
以
後
、
史
書
に
は
孝
儀
の
東
魏
訪
問
も
ふ
く

め
、
毎
年
の
よ
う
に
南
北
交
流
の
記
事
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。『

南

史』

武
帝
紀
中
か
ら
そ
れ
を
ひ
ろ
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

[

大
同]

三
年
秋
七
月
癸
卯
、
東
魏
の
人
来ら
い

聘へ
い

す
。
九
月
、
兼
散

騎
常
侍
の
張
皐
を
し
て
東
魏
に
聘へ

い

せ
し
む
。

[

大
同]

四
年
夏
五
月
甲
戌
、
東
魏
の
人
来
聘
す
。
秋
七
月
戊
辰
、

兼
散
騎
常
侍
の
劉�

孝�

儀�

を�

東�

魏�

に�

聘�

せ�

し�

む�

。

[

大
同]

五
年
冬
十
一
月
乙
亥
、
東
魏
の
人
来
聘
す
。
十
二
月
、

兼
散
騎
常
侍
の
柳
豹
を
し
て
東
魏
に
聘
せ
し
む
。

こ
の
な
か
で
は
、
大
同
三
年
七
月
に
お
け
る
東
魏
使
節
の
梁
訪
問
が
、

と
く
に
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
東
魏
の
李
諧
、
盧
元
明
、

そ
し
て
李
業
興

(

李
�
と
す
る
資
料
も
あ
る)

ら
が
、
南
方
の
梁
を
訪

問
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
梁
武
帝
や
朱
�
ら
を
相
手
に
、

丁
々
発
止
と
や
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
、『

北
史』

李
諧
伝
や

『

魏

書』

李
業
興
伝
に
活
写
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
梁
皇
室
の
一
員
だ
っ
た
蕭
�

(

孝
儀
書
翰
の
受
取
人)

も
、
武
帝
か
ら

｢

辞
令
観み

る
べ
し｣

と
み
な

さ
れ
た
た
め
か
、
年
少
な
が
ら
応
接
の
場
に
か
り
だ
さ
れ
て
い
る

(『

周
書』

蕭
�
伝)

。

と
こ
ろ
で
、
右
の
う
ち
の
大
同
四
年
七
月
の
梁
使
節
の
派
遣
が
、
劉

孝
儀
の

｢

北
使｣

に
該
当
す
る

(

傍
点)

。
こ
の
こ
と
は
本
伝
に
も
、

[

劉
孝
儀
は]

大
同
三
年
、
中
書
郎
に
遷
り
、
公
事
を
以
て
安
西

諮
議
參
軍
に
左
遷
せ
ら
れ
、
散
騎
常
侍
を
兼
ぬ
。[

四
年
に]

魏�

に�

使�

い�

し�

て�

還�

る�

や
、
復
た
中
書
郎
に
除
せ
ら
る
。

と
記
述
さ
れ
て
い
る(『

梁
書』

巻
四
十
一
劉
潜
伝)

。
こ
の
使
節
派
遣
、

同
年
夏
五
月
甲
戌
に

｢

東
魏
の
人
来
聘
す｣

と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と

か
ら
み
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
答
礼
だ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
つ

ま
り
孝
儀
は
、
い
わ
ば
両
国
の
友
好
ム
ー
ド
が
つ
づ
く
な
か
、
初
秋
七

月
に
梁
の
使
節
団
を
ひ
き
い
て
北
地
に
出
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

｢
北
使｣

は
劉
孝
儀
に
と
っ
て
、
最
初
の

[

そ
し
て
最
後
で
も

あ
っ
た]
北
方
訪
問
だ
っ
た
。
梁
朝
を
代
表
し
て
訪
問
す
る
わ
け
だ
か
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ら
、
け
っ
し
て
粗
相
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
出
発
す
る
ま
え
、

孝
儀
は
前
年
に
東
魏
の
使
節
と
応
対
し
た
蕭
�
な
ど
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
情
報
や
知
恵
を
さ
ず
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
孝
儀
は
、
初

秋
に
出
発
し
て
東
魏
を
訪
問
し
、
い
ろ
ん
な
公
式
非
公
式
の
行
事
を
す

ま
せ
、
同
年
か
翌
年
に
ぶ
じ
梁
に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
帰
還
し
た
の
ち
、
彼
は
情
報
提
供
の
お
礼
も
か
ね
て
、
蕭

�
に
む
け
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
書
翰

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

を
つ

づ
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
孝
儀
は
五
十
五
歳
。
当
時
と
し
て
は
そ

う
と
う
の
老
人
だ
っ
た
は
ず
だ
。
い
っ
ぽ
う
、
蕭
�
の
ほ
う
は
ま
だ
二

十
四
歳
。
皇
室
の
一
員
で
も
あ
り
、
前
途
洋
洋
た
る
若
者
で
あ
っ
た
。

二

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

の
内
容

さ
て
、
こ
う
し
て
か
か
れ
た
劉
孝
儀

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣
は
ど

の
よ
う
な
内
容
な
の
か
。
み
じ
か
い
も
の
な
の
で
、
ま
ず
は
書
翰
全
体

の
原
文
と
訳
文
と
を
か
か
げ
て
み
よ
う

(

３)

。

①

足
践
寒
地●

、

暮
宿
客
亭○

、
飄
�
辛
苦
、
迄
届
氈
郷
。

身
犯
朔
風○

。

晨
炊
謁
舍●

。

雑
種
覃
化
、
頗
慕
中
国
。

兵
伝
李
緒
之
法●

、
而

毳
�
難
淹○

、

楼
擬
衛
律
所
治○

。

酪
漿
易
�●

②
王
程
有
限
、
時
及
玉
関
。

射
鹿
胡
奴
、
乃
共
帰
国●

、

刻
龍
漢
節
、
還
持
入
塞●

。

馬
銜
苜
蓿
、
嘶
立
故
墟○

、

人
獲
蒲
萄
、
帰
種
旧
里●

。

③

稚
子
出
迎○

、

倦
握
蟹
螯○

、
未
改
朱
顔
、
略
多
自
酔
。

善
鄰
相
労●

。

亟
覆
蝦
椀●

。

用
此
終
日
、
亦
以
自
娯
。

①
我
わ
れ
は
寒
冷
の
地
へ
足
を
ふ
み
い
れ
、
北
風
に
身
を
さ

ら
し
ま
し
た
。
夕
暮
に
駅
亭
に
宿
を
と
り
、
朝
方
に
宿
舎
で
食

事
の
準
備
を
し
ま
す
。
北
地
を
さ
ま
よ
っ
て
辛
酸
を
な
め
、
よ

う
や
く
天
幕
の
都
邑
に
つ
き
ま
し
た
。
東
魏
の
胡
族
は
教
化
を

う
け
て
、
中
華
の
礼
楽
を
し
た
っ
て
お
り
ま
す
。
軍
事
は

[

漢

人
の]

李
緒
が
お
し
え
た
兵
法
を
範
と
し
、
建
物
も
衛
律
の
建

て
か
た
を
模
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
や
は
り
彼
ら
の
天
幕

に
は
す
み
に
く
く
、
酪
漿
も
す
ぐ
あ
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

②
朝
命
に
よ
る
旅
程
の
都
合
も
あ
っ
て
、
我
わ
れ
は

[

帰
途

に
つ
き
魏
と
梁
の]

関
門
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。
鹿
狩
り
が
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う
ま
い
胡
奴
を
つ
れ
て
帰
国
し
、
龍
紋
の
あ
る
符
節
を
も
っ
て

[
梁
内
の]

要
塞
に
は
い
っ
た
の
で
す
。[

か
え
っ
て
き
た]

馬

ど
も
は
苜も

く

蓿
し
ゅ
く
を
た
べ
な
が
ら
、
故
国
の
地
で
い
な
な
き
、
随

従
の
人
び
と
は
蒲ぶ

萄ど
う

の
種
を
手
に
も
ち
、
郷
里
に
そ
れ
を
う
え

る
つ
も
り
で
す
。

③
幼
児
た
ち
は
私
を
で
む
か
え
、
近
所
の
ひ
と
た
ち
も
ね
ぎ

ら
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
く
た
び
れ
つ
つ
も
蟹
の
あ
し
を
手
に
と

り
、
そ
そ
く
さ
と
酒
杯
を
か
た
む
け
ま
す
。
す
る
と
、
そ
れ
ほ

ど
あ
か
く
な
ら
ぬ
の
に
、
い
さ
さ
か
酒
酔
い
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
う
し
て
そ
の
日
は
お
わ
り
、
す
っ
か
り
た
の
し
ん
だ
も

の
で
し
た
。

こ
れ
が

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

の
現
存
す
る
す
べ
て
で
あ
る
。
六

朝
書
翰
の
行
文
は
概
し
て
修
辞
で
装
飾
さ
れ
、
美
的
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
お
お
い
が
、
こ
の
孝
儀
書
翰
も
そ
う
し
た
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。

こ
の
書
翰
は
全
三
十
句
。
そ
の
う
ち
二
十
句
が
対
偶
を
構
成
し
、
対
偶

率
は
67
％
。
ま
た
四
字
句
は
二
十
八
句
で
六
字
句
は
二
句
、
そ
の
他
の

句
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
四
六
率
は
100
％
。
そ
し
て
全
八
聯

(

う
ち
隔
句
対

二
聯)

の
う
ち
、
七
聯
が
末
尾
の
平
仄
を
対
応
さ
せ
て
お
り
、
声
律
率

(

じ
っ
さ
い
は
上
尾
を
忌
避
し
た
率)

は
88
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
丹
念
な
修
辞
技
巧
を
ほ
ど
こ
し
た
行
文
は
、
六
朝
美
文
の
典

型
だ
と
評
し
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
孝
儀
書
翰
は
お
そ
ら
く
完
篇
で
な
く
、
前
後
の
字

句
が
略
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
当
時
の
美
文
書
翰
は
、
お

お
く

｢

時
候
の
あ
い
さ
つ
、
相
手
の
よ
う
す
、
自
分
の
近
況

(

用
件)｣

の
三
段
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
右
の
文
章
は
、
そ
の
う
ち
の

｢

自
分

の
近
況

(

用
件)｣

(

第
三
段)

の
部
分
の
み
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
孝
儀
書
翰
は
、『

芸
文
類
聚』

巻
五
十
三
治
政
部
の

｢

奉
使｣

(

国

命
を
奉
じ
て
使
節
と
し
て
国
外
に
で
か
け
る
、
の
意)

の
項
に
ひ
か
れ

て
、
現
在
ま
で
つ
た
わ
っ
た
も
の
だ

(『

初
学
記』

と

『

太
平
御
覧』

で
も

｢

奉
使｣

の
項
に
採
録
さ
れ
て
い
る)

。
す
る
と
、｢

奉
使｣

に
関

係
し
た
部
分
だ
け
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の

｢

時
候
の
あ
い
さ
つ｣

や

｢

相
手
の
よ
う
す｣

、
さ
ら
に

｢

自
分
の
近
況

(

用
件)｣

の
末
尾
に

あ
る
は
ず
の
結
語
の
字
句
な
ど
は
、
無
用
の
部
分
と
し
て
き
り
す
て
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
現
存
す
る
部
分
は
、
東
魏
へ
の
使
節
に
関
連
し
た
内
容
ば

か
り
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
字
句
を
お
い
か
け
な
が
ら
、
全
体

を
概
観
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
①
の
冒
頭
か
ら

｢

酪
漿
易
�｣

ま
で
の
十
二
句
は
、
北
地
で
す
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ご
し
た
日
々
を
回
想
し
た
も
の
。
そ
の
う
ち｢

迄
届
氈
郷｣

句
ま
で
は
、

東
魏
訪
問
の
往
路
を
叙
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
は
じ
め
か
ら｢

飄
�
辛
苦｣

句
ま
で
は
、
北
方
の
荒
野
を
す
す
み
ゆ
く
使
節
団
の
辛
苦
ぶ
り
を
叙
し

た
も
の
だ
。｢
迄
届
氈
郷｣

句
の

｢

氈
郷｣

は
、
直
訳
す
れ
ば

｢[

獣
毛

で
つ
く
っ
た]

天
幕
の
里｣

ぐ
ら
い
の
意
だ
が
、
お
そ
ら
く
東
魏
の
�

都
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
魏
は
鮮
卑
族
が
た
て
た
国
家
な
の
で
、

遊
牧
民
族
が
愛
用
し
た
天
幕
が
お
お
か
っ
た
は
ず
だ
。
南
方
生
ま
れ
の

孝
儀
に
は
、
そ
の
天
幕
が
特
異
な
も
の
に
み
え
た
の
で
、
そ
れ
で
こ
う

表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う

｢
雑
種
覃
化｣

以
下
の
六
句
は
、
北

地
滞
在
中
に
み
た
東
魏
の
国
ぶ
り
を
叙
し
た
も
の
だ
。
東
魏
の
胡
族
た

ち
は
、
漢
族
の
す
す
ん
だ
文
化
を
受
容
し
て
い
る
と
、[

す
く
な
く
と

も
表
面
的
に
は]

好
意
的
に
記
述
し
て
い
る
。

つ
づ
く
②
の

｢

王
程
有
限｣

か
ら

｢

帰
種
旧
里｣

ま
で
の
十
句
は
、

使
節
と
し
て
の
役
わ
り
を
お
え
、
梁
へ
の
帰
還
の
よ
う
す
を
叙
し
た
も

の
。
ま
ず

｢

王
程
有
限｣

二
句
は
、
梁
の
領
土
内
へ
帰
還
し
た
こ
と
を

い
う
の
だ
ろ
う
。｢

玉
関｣

(

正
式
に
は
玉
門
関)

は
漢
の
武
帝
の
と
き
、

甘
粛
省
の
敦
煌
あ
た
り
に
設
置
し
た
関
所
の
名
で
あ
る
。
場
所
的
に
は

東
魏
の
地
と
か
さ
な
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
じ
っ
さ
い
の
玉
門
関
で

な
く
、
東
魏
と
梁
の
境
界
に
設
置
さ
れ
た
関
所
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
直

前
の

｢

李
緒｣

や

｢

衛
律｣

(

と
も
に
漢
武
帝
の
こ
ろ
、
匈
奴
に
亡
命

し
た
人
物)

が
そ
う
だ
し
、
ま
た
直
後
の

｢

射
鹿
胡
奴｣

や

｢

刻
龍
漢

節｣
(

と
も
に
漢
武
帝
の
こ
ろ
の
張
騫
の
故
事
を
ふ
ま
え
る)

も
そ
う

な
の
だ
が
、
こ
の
あ
た
り
、
漢
武
帝
の
こ
ろ
の
西
域
の
故
事
を
利
用
し

た
表
現
が
め
だ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
故
事
で
は
な
い
が
、｢

苜
蓿｣

や

｢

蒲
萄｣

も
、
と
も
に
西
域
由
来
の
も
の
だ
。
お
そ
ら
く
孝
儀
は
、
盛

世
と
意
識
さ
れ
た
漢
武
帝
の
こ
ろ
、
さ
ら
に
そ
の
こ
ろ
の
西
域
と
の
外

交
の
話
柄
に
、
現
今
の

[

梁
武
帝
が
お
さ
め
る]

時
代
を
か
さ
ね
て
叙

し
て
い
る
の
だ
ろ
う

(

後
述)

。

こ
こ
の
帰
国
場
面
は
、
後
世
に
お
い
て
、
冷
涼
な
北
地
か
ら
漢
土
へ

の
帰
還
と
い
う
点
で
、
前
漢
の
蘇
武

(

あ
ざ
な
は
子し

卿け
い

。
前
一
四
〇
？

〜
六
〇
年)

が
匈
奴
か
ら
漢
に
帰
国
し
た
話
柄
を
連
想
さ
せ
や
す
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
清
の
許
�
は
、『

六
朝
文
�』

に
こ
の
作
を

採
録
し
た
う
え
で
、

絶
妙
な
る
一
幀
の

〈

子
卿
帰
国
の
図〉

な
り
。
行
役
の
景
象
を
写

し
て
、
酸
涼
な
る
こ
と
目
に
満み

て
り
。

と
評
し
て
い
る
。
満
目
蕭
条
た
る
荒
野
の
な
か
、
任
務
を
は
た
し
て
帰

還
す
る
孝
儀
一
行
は
、｢

子
卿
帰
国
の
図｣

を
想
像
さ
せ
る
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う

(
た
だ
し
、
風
雪
に
た
え
野
鼠
や
草
の
実
を
く
ら
っ
て
、
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十
九
年
目
に
生
還
し
た
蘇
武
と
は
、
実
態
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
て
い

る)
。
こ
の
孝
儀
書
翰
は
、
右
に
み
た
装
飾
さ
れ
た
美
的
行
文
と
と
も

に
、
こ
う
し
た
画
趣
ゆ
た
か
な
描
写
に
よ
っ
て
、
後
世
、
許
�
ら
に
よ
っ

て
珍
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
③
の

｢

稚
子
出
迎｣

か
ら
末
尾
ま
で
は
、
自
宅
へ
到
着
し
て
家

族
と
団
欒
す
る
よ
う
す
を
叙
し
た
も
の
。｢

稚
子
出
迎｣

は
、
陶
淵
明

｢

帰
去
来
辞｣

の

｢

僮
僕
は
歓
迎
し
、
稚
子
は
門
に
候ま

つ｣

を
ふ
ま
え

て
お
り
、
ほ
の
ぼ
の
し
た
家
族
交
歓
の
場
面
を
え
が
い
た
も
の
だ

(

ち

な
み
に
こ
こ
の

｢

稚
子｣

は
、
孝
儀
自
身
の
子
と
し
て
は
、
す
こ
し
お

さ
な
す
ぎ
る
。
孫
か
、
あ
る
い
は
親
族
の
幼
児
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い)

。
こ
の
部
分
は
、
こ
れ
以
前
の
荒
涼
た
る
情
景
と
は
う
っ
て
か
わ
っ

て
、
平
和
で
の
ど
か
な
日
常
を
え
が
い
て
お
り
、
い
か
に
も
故
国
へ
か

え
っ
て
き
た
と
い
う
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
。

類
書
に
ひ
か
れ
た
孝
儀
書
翰
は
、
こ
こ
の｢

亦
以
自
娯｣

句
で
お
わ
っ

て
い
る
。
だ
が
手
紙
の
末
尾
と
し
て
、
こ
う
し
た
内
容
で
お
わ
る
の
は
、

い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
と
に
、｢

こ
の
よ
う
に

ぶ
じ
帰
参
し
ま
し
た
。
は
や
く
貴
殿
に
お
会
い
し
て
、
久
闊
を
叙
し
た

い
も
の
で
す｣

の
よ
う
な
結
び
の
字
句
が
、
つ
づ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

三

蔑
視
感
情

以
上
が
、
劉
孝
儀
書
翰
の
概
観
で
あ
る
。
だ
が
冒
頭
で
も
の
べ
た
よ

う
に
、
六
朝
美
文
と
い
う
も
の
は
字
句
の
奥
に
、
い
ろ
ん
な
思
い
や
意

識
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
美
文
書
翰

の
読
解
で
は
、
右
の
ご
と
き
概
観
だ
け
で
満
足
せ
ず
、
字
句
の
裏
を
よ

ん
で
本
心
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
必
要
だ
。
そ
こ
で
揣
摩
臆
測
だ
と

い
わ
れ
ぬ
よ
う
留
意
し
な
が
ら
、
孝
儀
書
翰
の
裏
読
み
を
し
て
ゆ
こ
う
。

第
一
に
、
こ
の
書
翰
に
は
、
東
魏
や
そ
こ
に
す
む
胡
族
へ
の
蔑
視
感

情
が
、
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
、
①
の
部
分
に

顕
著
だ
。
ま
ず

｢

氈
郷｣

(

天
幕
の
都
邑)

と
い
う
語
の
使
用
に
、
そ

う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
み
な
れ

ぬ
天
幕
へ
の
お
ど
ろ
き
で
、
こ
の
語
を
つ
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
弁

護
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。

だ
が
、
つ
づ
く

｢

雑
種
覃
化｣

(

東
魏
の
胡
族
は
教
化
を
う
け
て)

以
下
に
は
、
か
な
り
露
骨
な
蔑
視
意
識
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば

｢

雑
種｣
の
語
、
こ
れ
は
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
ち
が
っ
て
、
胡

族
を
侮
蔑
し
た
言
い
か
た
で
あ
る
。
孝
儀
の
同
時
期
の
用
例
を
さ
が
し
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て
み
れ
ば
、
梁
の
�
肩
吾

｢

乱
後
経
呉
郵
亭
詩｣

に
、

�
戎
鞭
伊
洛

�
く
ん

戎
じ
ゅ
う
の
や
か
ら
が
伊
洛
の
地
を
鞭む
ち

う
ち

雑�

種�

乱
�
轅

雑
種
の
連
中
が
�
か
ん

轅え
ん

の
地
を
混
乱
さ
せ
た

と
い
う
用
例
が
み
つ
か
っ
た
。
こ
こ
の

｢

雑
種｣

の
語
は
、｢

�
戎｣

の
対
語
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り｢

�
戎｣

ど
う
よ
う
、
中
華
の
地
を
お
か
そ
う
と
す
る
夷
狄
の
連
中
、
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
有
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
劉
孝
儀
書
翰
は
表
面
上
、
そ
う
し
た

｢

雑
種｣

で
あ
っ
て
も

｢

教
化
を
う
け
て
、
中
華
の
礼
楽
を
し
た
っ
て
お
り｣
(

雑
種
覃
化
、
頗

慕
中
国)

と
、
好
意
的
に
の
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
孝
儀
も
、
は
る

ば
る
東
魏
へ
友
好
使
節
と
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し

た
好
意
的
な
記
述
を
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
底
に
は
や
は
り
東
魏

を

｢

お
く
れ
た
胡
族
ど
も｣

と
、
下
に
み
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
こ

と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
孝
儀
に
と
っ
て
東
魏
の
連
中
は
、
中
華

の
礼
楽
を
し
た
っ
て
は
い
て
も
、
し
ょ
せ
ん
文
化
的
に
お
く
れ
た
夷
狄

に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
の

｢

兵
伝
李
緒
之
法
、
楼
擬
衛
律
所
治｣

(

軍
事
は

[

漢
人
の]

李
緒
が
お
し
え
た
兵
法
を
範
と
し
、
建
物
も
衛
律
の
建
て
か
た
を
模
し

て
お
り
ま
す)

の
対
偶
は
、
い
わ
ば

｢

覃
化｣

(

教
化
を
う
け
る
、
の

意)

の
成
果
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
上
句
は
東
魏
が
前
漢
の
李
緒
の
兵

法
を
う
け
つ
ぎ
、
下
句
は
衛
律
が
お
し
え
た
漢
の
建
築
法
を
ま
な
ん
で

い
る
、
と
の
べ
た
も
の
。
と
も
に

｢

漢
の
お
か
げ
で
文
明
化
し
た｣

と

い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
も
い
く
ぶ
ん
か
東
魏
を
み
く
だ
し
た
表
現

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
く
わ
え
て
、
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た
李
緒
と
衛
律
の

両
人
は
、
と
も
に
漢
か
ら
匈
奴
に
亡
命
し
た
人
物
で
あ
り
、
漢
族
か
ら

み
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
的
要
素
を
も
っ
て
い
る

(

く
わ
し
く
は
注
３
の
注
釈

を
参
照)

。
東
魏
は
、
そ
う
し
た
両
人
に
由
来
す
る
兵
法
と
建
築
法
と

を
ま
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
に
も
底
意
地
の

悪
さ
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。

つ
づ
く

｢

毳
�
難
淹
、
酪
漿
易
�｣

(

彼
ら
の
天
幕
に
は
す
み
に
く

く
、
酪
漿
も
す
ぐ
あ
き
て
し
ま
い
ま
し
た
、
の
意)

の
二
句
も
、
軽
侮

す
る
よ
う
な
響
き
を
も
つ
。
つ
ま
り
東
魏
に
は
、
兵
法
し
か
り
建
物
も

し
か
り
で
、
漢
族
由
来
の
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
し
ょ
せ
ん
本
物
で
は
な
く
、
き
っ
す
い
の
漢
族
に
は
満
足
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
く
わ
え
て
自
分
に
は
、
胡
族
た
ち
特
有
の

｢

天
幕

に
は
す
み
に
く
く
、
酪
漿
も
す
ぐ
あ
き
て
し
ま｣

っ
た
、
と
い
い
た
い

の
だ
ろ
う
。
い
く
ら
漢
族
に
ま
ね
て
文
明
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
こ
ん

な
家
に
す
み
、
こ
ん
な
食
べ
物
を
た
べ
て
い
る
よ
う
で
は
、
と
う
て
い

34



仲
間
入
り
は
で
き
な
い
ぞ
、
と
い
う
口
吻
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
か
た
を
し
て
く
れ
ば
、
①
の
冒
頭
に
使
用
さ
れ
て
い
た

｢

足
も
て
寒
地
を
践ふ

む｣

や

｢

身
も
て
朔
風
を
犯
す｣

｢

飄
�
し
辛
苦
し

て｣

な
ど
の
字
句
も
、
い
か
に
も
北
方
の
荒
地
へ
や
っ
て
き
た
、
と
い

う
響
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
の
表
現
、
北
地
と
い
っ

て
も
、[

前
漢
の
蘇
武
の
よ
う
に]

シ
ベ
リ
ア
に
き
た
わ
け
で
な
し
、

す
こ
し
お
お
げ
さ
な
感
じ
が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
え
ば
、
さ
き
に
み
た

｢
氈
郷｣

の
語
も
ど
う
よ
う
の
傾
向
が

あ
っ
た
。
東
魏
は
も
ち
ろ
ん
胡
族
が
た
て
た
国
だ
が
、
そ
う
は
い
っ
て

も
、
お
お
く
の
漢
人
も
居
住
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
幕
以

外
の
漢
族
ふ
う
の
建
物
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
孝
儀
は
た

だ｢

氈
郷｣

と
い
う
語
で
表
現
す
る
の
み
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
字
句
は
、

孝
儀
の
心
奥
に

｢

東
魏
に
は
天
幕
し
か
な
い
だ
ろ
う｣

と
い
う
蔑
視
感

情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

｢

東
魏
は
胡
族
の
国

↓

天
幕
ば
か
り

↓

〈

氈
郷〉

の
語
の
使
用｣

と
い
う
ふ
う
に
、
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
の
劉
孝
儀
書
翰
に
は
、
全
体
を
と
お
し
て

｢

こ
ん
な
北
地
ま
で
き
て
し
ま
っ
た｣

｢

胡
族
の
風
俗
は
自
分
に
は
し
っ

く
り
こ
な
い｣

の
よ
う
な
、
意
に
そ
わ
な
い
と
か
不
愉
快
だ
と
か
の
気

分
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
胡
族
的
な
も
の
に
腰
が
ひ
け
て
い
て
、

な
る
べ
く
忌
避
し
た
い
と
い
う
姿
勢
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば

｢

未
知
の
地
を
ゆ
く
の
は
ワ
ク
ワ
ク
す
る｣

や

｢

胡
族
の
生

活
ぶ
り
を
き
ち
ん
と
観
察
し
よ
う｣

の
ご
と
き
、
好
奇
心
と
か
チ
ャ
レ

ン
ジ
精
神
と
か
い
う
も
の
と
は
、
正
反
対
の
心
の
も
ち
よ
う
だ
と
い
っ

て
よ
い
。
こ
の
書
翰
文
に
た
だ
よ
う
胡
族
蔑
視
の
感
情
は
、
そ
う
し
た

孝
儀
の
心
の
も
ち
よ
う
と
も
、
い
く
ば
く
か
関
係
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

四

陳
腐
な
先
入
観

第
二
に
、
劉
孝
儀
は
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
て
、
事
実
を
た
だ
し
く
認

識
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ

れ
は
、
②
の
帰
国
を
叙
し
た
場
面
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
②
で
は

い
き
な
り
、｢

王
程
有
限
、
時
及
玉
関｣

(

朝
命
に
よ
る
旅
程
の
都
合
も

あ
っ
て
、
我
わ
れ
は

[

帰
途
に
つ
き
魏
と
梁
の]

関
門
に
た
ど
り
つ
き

ま
し
た
、
の
意)

と
い
う
二
句
が
き
て
、
帰
途
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を

つ
げ
て
い
る
。
こ
こ
の
二
句
目
に
で
て
く
る

｢

玉
関｣

の
語
は
、
孝
儀

の
先
入
観
に
よ
っ
て
布
置
さ
れ
た
も
の
で
、
不
正
確
な
事
実
認
識
を
示
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唆
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

こ
の

｢

玉
関｣

は
、
正
式
に
は
玉
門
関
と
い
い
、
甘
粛
省
の
敦
煌
あ

た
り
に
あ
っ
た
関
所
の
名
で
あ
る

(

前
出)

。
漢
武
帝
の
と
き
に
西
域

経
営
の
た
め
設
置
さ
れ
、
以
後
ず
っ
と
中
国
と
西
域
諸
国
と
の
境
界
に

な
っ
て
き
た
。
か
く
玉
関
は
中
国
の
西
北
端
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
時

と
し
て
は
西
魏
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
こ
の
場
面
で
、
こ
の

語
を
つ
か
う
の
は
不
適
な
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
孝
儀
は
、
そ

う
し
た
こ
と
を
知
悉
し
た
う
え
で
、
あ
え
て

｢

玉
関｣

を
東
魏
と
梁
と

の
境
界
の
意
で
つ
か
っ
た
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
使
い
か
た
は
、
中
国
の

修
辞
学
で
は

｢

借
代｣

と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
が
私
の
裏
読
み
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
の

｢

玉
関｣

の
語
の
利
用
は
、
た
だ
修
辞
的
な
技
巧
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

彼
の
先
入
観
も
介
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
孝
儀
の

脳
裏
に

｢

東
魏

↓

遊
牧
民
族

↓

玉
関
の
む
こ
う｣

と
い
う
、

あ
や
ま
っ
た
連
想
が
は
た
ら
い
た
。
そ
の
連
想
が
先
入
観
と
な
っ
て
、

[

現
実
の
う
え
で
は
不
適
な]

こ
の
語
を
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た

と

お
も
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
先
入
観
を
有
す
る
こ
と
じ
た

い
、
孝
儀
が
東
魏
の
実
態
を
正
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、

暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
以
後
も
地
理
的
に
不
適
な
西
域
関
係
の
典
故
が
、

し
ば
し
ば
つ
か
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
づ
く

｢

射
鹿
胡
奴
、
乃
共
帰

国｣
(

鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴
を
つ
れ
て
帰
国
し)

で
は
、
前
漢
の
張

騫
の
西
域
訪
問
の
故
事

(『

史
記』

大
宛
列
伝)

を
ふ
ま
え
て
い
る
。

漢
武
帝
は
大
月
氏
と
同
盟
し
て
、
強
盛
を
ほ
こ
る
匈
奴
を
挟
撃
し
よ
う

と
か
ん
が
え
た
。
そ
こ
で
張
騫
を
抜
擢
し
て
、
大
月
氏
に
派
遣
し
た
。

張
騫
は
匈
奴
人
の
甘
父
ら
を
ひ
き
い
て
隴
西
を
出
発
し
、
さ
ま
ざ
ま
の

苦
難
を
へ
て
、[

大
月
氏
と
の
同
盟
こ
そ
う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
が]

十
三
年
後
に
、
匈
奴
で
め
と
っ
た
妻
や
甘
父
ら
を
つ
れ
て
漢
に
帰
国
し

た
の
で
あ
る
。
鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴
と
は
、
こ
の
甘
父
を
さ
す
。
ま

た
、
こ
れ
に
対
応
す
る

｢

刻
龍
漢
節
、
還
持
入
塞｣

(

龍
紋
の
あ
る
符

節
を
も
っ
て

[

梁
内
の]

要
塞
に
は
い
っ
た
の
で
す)

二
句
も
、
張
騫

の
故
事
を
ふ
ま
え
る
。
彼
は
大
月
氏
を
た
ず
ね
る
途
中
、
匈
奴
に
と
ら

わ
れ
て
な
が
く
虜
囚
の
身
と
な
っ
た
が
、
漢
の
使
者
の
あ
か
し
で
あ
る

符
節
は
、
け
っ
し
て
手
ば
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る

(

４)

。

さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
隔
句
対
を
な
す
四
句
、｢

馬
銜
苜
蓿
、
嘶
立
故
墟
、

人
獲
蒲
萄
、
帰
種
旧
里｣

(
[

か
え
っ
て
き
た]

馬
ど
も
は
苜
蓿
を
た

べ
な
が
ら
、
故
国
の
地
で
い
な
な
き
、
随
従
の
人
び
と
は
蒲
萄
の
種
を

手
に
も
ち
、
郷
里
に
そ
れ
を
う
え
る
つ
も
り
で
す)

も
、『

史
記』

の
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故
事
に
依
拠
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
宛
列
伝
に
、｢

宛
の
左
右
は
蒲

陶
を
以
て
酒
を
為つ

く

り
、
富
人
は
酒
を
蔵
し
て
万
余
石
に
至
る
。
久
し
き

者
は
数
十
歳
あ
り
て
も

[

腐]

敗
せ
ず
。
俗
は
酒
を
嗜こ
の

み
、
馬
は
苜
蓿

を
嗜
め
り
。
漢
使
は
其
の
実み

を
取
り
来
た
る
。
是
に
於
い
て
天
子
始
め

て
苜
蓿
と
蒲
陶
を
肥
饒
の
地
に
種う

え
た
り｣

と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
た
も

の
だ
。
こ
の
四
句
中
に
で
て
き
た

｢

苜
蓿｣

(

ウ
マ
ゴ
ヤ
シ)

と

｢

蒲

萄｣

と
は
、
こ
の
張
騫
の
西
域
訪
問
を
契
機
と
し
て
中
国
へ
つ
た
わ
っ

た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、｢

射
鹿｣

云
々
と

｢
馬
銜｣

云
々
で
は
、
と
も
に
西

域
や
張
騫
関
係
の
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
東
魏
訪
問
を
叙
し
た
こ
の

書
翰
中
で
、
右
の
よ
う
な
故
事
を
つ
か
う
の
は
、
地
理
的
に
も
歴
史
的

に
も
合
致
し
な
い
の
で
、
ほ
ん
ら
い
は
適
切
と
は
い
え
な
い
や
り
か
た

で
あ
る(

さ
ら
に
厳
密
に
い
え
ば
、
匈
奴
と
鮮
卑
と
い
う
異
種
族
を
ご
っ

ち
ゃ
に
し
て
い
る
の
も
不
可
で
あ
る)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ほ

ど
西
域
や
張
騫
関
係
の
故
事
を
ひ
い
て
く
る
の
は
、｢

東
魏
＝
西
域｣

の
考
え
が
、
孝
儀
の
脳
裏
の
な
か
で
修
辞
技
巧
の
レ
ベ
ル
を
こ
え
、
先

入
観
と
し
て
根
づ
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
孝
儀
に
と
っ
て
は
、
そ
の
種
の

[

地
理
的
か
つ
歴

史
的
な]

齟
齬
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
よ
む
者
に

｢

東
魏
は
草
原
の
遊
牧
民
だ｣

と
印
象
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
が
、『

史
記』

中
の
匈
奴

や
張
騫
の
話
柄
だ
っ
た

[

と
い
う
よ
り
、
そ
れ
以
外
に
お
も
い
つ
か
な

か
っ
た]

の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
は
、｢

東
魏
は
草
原
の
遊
牧
民
だ
。

草
原
の
遊
牧
民
と
い
え
ば
匈
奴
に
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
匈
奴
と
い

え
ば
張
騫
の
話
だ｣

と
い
う
連
想
や
先
入
観
に
も
と
づ
い
て
、
こ
う
し

た
不
適
切
な
故
事
を
列
挙
し
て
い
っ
た
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
寒
地
、

朔
風
、
毳
�
、
酪
漿
な
ど
、
草
原
の
遊
牧
民
と
い
え
ば
す
ぐ
想
起
さ
れ

る
よ
う
な
、
あ
り
ふ
れ
た
字
句
が
で
て
く
る
こ
と
も
あ
わ
せ
、
こ
う
し

た
と
こ
ろ
に
、
孝
儀
の
先
入
観
に
支
配
さ
れ
た
執
筆
態
度
が
う
か
が
え

る
の
で
あ
る

(

５)

。

そ
う
し
た
先
入
観
で
字
句
を
つ
づ
り
、
典
故
を
な
ら
べ
た
結
果
、
読

者
に
と
っ
て
、｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

の
文
章
は
ど
こ
ま
で
が
事
実

で
、
ど
こ
ま
で
が
故
事
な
の
か
、
判
断
が
む
つ
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。た

と
え
ば
、
右
の

｢

射
鹿｣

四
句
は
、｢

鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴
を

つ
れ
て
帰
国
し
、
龍
紋
の
あ
る
符
節
を
も
っ
て

[

梁
内
の]

要
塞
に
は

い
っ
た
の
で
す｣

の
意
だ
が
、
筋
ち
が
い
の
典
故
を
つ
か
っ
て
い
る
の

で
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
典
拠
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の
『

史
記』

大
宛
列
伝
に
よ
れ
ば
、
張
騫
は
匈
奴
に
つ
か
ま
っ
た
り
、

大
月
氏
に
同
盟
を
こ
と
わ
ら
れ
た
り
し
て
、
辛
苦
の
す
え
に
帰
国
し
た

と
い
う
。
す
る
と
孝
儀
は
、
自
分
も
同
種
の
困
難
に
遭
遇
し
た
、
と
い

い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に

｢

鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴｣

(

張
騫
の

場
合
は
甘
父)

と
あ
る
が
、
孝
儀
の
場
合
は
だ
れ
を
さ
し
て
い
る
の
か
。

そ
も
そ
も
彼
に
は
、
真
に
そ
う
し
た
部
下
が
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

孝
儀
は
ほ
ん
と
う
に
龍
紋
の
あ
る
符
節
を
も
っ
て
、[

梁
内
の]

要
塞

に
は
い
っ
た
の
か
等
々

。
事
実
を
直
書
せ
ず
典
故
を
つ
か
っ
て

叙
し
た
た
め
、
虚
実
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
に
が
ほ
ん

と
う
や
ら
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

お
な
じ
く

｢

馬
銜｣

云
々
の
四
句
は
、｢[

か
え
っ
て
き
た]

馬
ど
も

は
苜
蓿
を
た
べ
な
が
ら
、
故
国
の
地
で
い
な
な
き
、
随
従
の
人
び
と
は

蒲
萄
の
種
を
手
に
も
ち
、
郷
里
に
そ
れ
を
う
え
る
つ
も
り
で
す｣

の
意

味
で
あ
る
。
こ
の
部
分
も
、『

史
記』

大
宛
列
伝
に
依
拠
し
た
行
文
だ
。

す
る
と
、
馬
が
苜
蓿
を
た
べ
、
故
国
の
地
で
い
な
な
く
は
よ
い
と
し
て

も
、｢

随
従
の
人
び
と
は
蒲
萄
の
種
を
手
に
も
ち
、
郷
里
に
そ
れ
を
う

え
る
つ
も
り
で
す｣

は
、
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
。
漢
武
帝
の
時
代
に
葡

萄
は
中
国
に
は
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
孝
儀
の
こ
ろ
に
は
、
も
う
伝

来
ひ
さ
し
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
と
き
あ
ら
た
め
て
、
蒲
萄
の
種
を
郷

里
に
も
ち
か
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
典
故
を
つ

か
っ
て
叙
し
た
た
め
、
ど
れ
が
事
実
で
ど
れ
が
文
飾
な
の
か
、
我
わ
れ

は
頭
を
ひ
ね
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

五

優
等
生
の
感
想
文

第
三
に
、
こ
の
書
翰
文
の
内
容
が
、
類
型
的
な
も
の
に
す
ぎ
ぬ
と
い

う
こ
と
も
い
え
そ
う
だ
。
さ
き
に
、
文
章
の
奥
に
胡
族
へ
の
蔑
視
感
情

が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
、
先
入
観
に
由
来
す
る
典
故
を
な
ら
べ
て
い
る

こ
と
の
二
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
の
二
点
は
、
め
ず
ら
し
い
特
徴
な

の
か
と
い
う
と
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
前
者
は
、
当
時
の
南
朝

文
人
の
平
均
的
胡
族
観
が
反
映
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
し
、
後

者
も
、
典
故
を
な
ら
べ
る
こ
と
に
関
心
を
も
つ
彼
ら
に
は
、
ご
く
あ
り

ふ
れ
た
文
章
の
書
き
か
た
だ
っ
た
は
ず
だ
。
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
と
も

に
、
ご
く
ふ
つ
う
の
類
型
的
な
叙
し
か
た
で
あ
り
、
ま
た
内
容
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

中
に
み
え
る
、

○
東
魏
の
胡
族
は
教
化
を
う
け
て
、
中
華
の
礼
楽
を
し
た
っ
て
お

り
ま
す
。
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○
彼
ら
の
天
幕
に
は
す
み
に
く
く
、
酪
漿
も
す
ぐ
あ
き
て
し
ま
い

ま
し
た
。

な
ど
の
内
容
は
、
特
段
か
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
孝
儀
で

な
く
、
べ
つ
の
南
朝
文
人
が
北
方
へ
旅
し
た
と
し
て
も
、
つ
づ
り
そ
う

な
字
句
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
書
翰
中
に
で
て
く
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
用
語
、

寒
地
、
朔
風
、
氈
郷
、
雑
種
、
覃
化
、
毳
�
、
酪
漿
、
玉
関

苜

蓿
、
蒲
萄

も
、
や
は
り
珍
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
胡
族
の
生
活
や
習
俗
を
叙
そ
う

と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
だ
れ
も
が
使
用
す
る
よ
う
な
語
彙
だ
ろ
う
。

ま
た
、
書
翰
中
で
孝
儀
が
使
用
し
た
典
故
も
ど
う
よ
う
で
あ
っ
て
、

類
型
的
で
陳
腐
そ
の
も
の
だ
。
人
名
と
し
て
は
李
緒
と
衛
律
が
で
て
く

る
だ
け
だ
が
、
ほ
か
に
も
前
漢
の
武
帝
、
李
陵
、
蘇
武
、
張
騫
、
甘
父

ら
の
事
迹
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、
行
間
の
奥
に
ち
ら
ほ
ら
そ
の
姿

が
揺
曳
し
て
い
る
。
ど
の
人
物
も
、『

史
記』

『

漢
書』

の
匈
奴
関
係
部

分
を
め
く
れ
ば
、
す
ぐ
に
み
つ
か
る
よ
う
な
ひ
と
ば
か
り
だ
。
さ
き
に

書
翰
中
の
帰
国
場
面
を
、
許
�
が

｢

絶
妙
な
る
一
幀
の

〈

子
卿
帰
国
の

図〉

な
り｣

云
々
と
の
べ
、
孝
儀
の
帰
国
と
蘇
武

(

子
卿)

の
帰
国
と

を
二
重
う
つ
し
に
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
う
し
た
見
か
た

は
、
許
�
が
と
く
に
炯
眼
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
孝
儀
書
翰
を
よ
め

ば
、
だ
れ
で
も
蘇
武
帰
国
の
場
面
を
想
起
し
た
は
ず
で
あ
り
、
逆
に
い

え
ば
そ
れ
ほ
ど
陳
腐
で
、
あ
り
ふ
れ
た
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
、
旅
行
中
の
出
来
事
や
見
聞
を
叙
し
た
文
学
と
し
て
、
両

漢
に
は
じ
ま
る
紀
行
の
賦
が
あ
る
。
劉
�｢

遂
初
賦｣

や
班
彪

｢

北
征

賦｣

、
蔡
�｢

述
行
賦｣

な
ど
が
そ
れ
だ
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
想

定
外
の
旅
を
し
い
ら
れ
て
異
郷
の
地
を
た
ず
ね
て
ゆ
く
う
ち
、
脳
裏
に

ふ
と
各
様
の
過
去
の
出
来
ご
と

(

故
事)

を
想
起
し
て
ゆ
く
、
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
紀
行
ふ
う
叙
景
と
心
象
ふ
う
故
事
と
が

ま
じ
り
あ
っ
た
、
景
情
相
即
の
文
章
だ
と
い
っ
て
よ
い

(

６)

。
そ
う
し
た
先

行
す
る
紀
行
ふ
う
文
学
と
比
較
す
る
と
、[

異
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
で
は

あ
る
が]

こ
の
孝
儀
書
翰
は
、
叙
景
も
故
事
も
と
も
に
陳
腐
そ
の
も
の

で
、
か
な
り
見
劣
り
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
③
の

｢

稚
子
出
迎
、
善
鄰
相
労｣

二
句
ま
で
、
陶
淵
明

｢

帰
去
来
辞｣

の

｢

僮
僕
は
歓
迎
し
、
稚
子
は
門
に
候ま

つ｣

に
依
拠
し
た
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
典
故
を
な
ら
べ
た
の
で
な
い
、
孝
儀
個
人
が
実
見
し
、
実
体
験
し

た
事
が
ら
が
、
こ
の
書
翰
中
に
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
、
と
い

い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

は
、
達
見
を
つ
づ
っ

た
報
告
書
と
も
、
観
照
に
み
ち
た
紀
行
文
と
も
い
い
が
た
い
、
陳
腐
な
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書
翰
文
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
行
文
は
、
対
偶
や
典
故
を
多
用
し
て
美
的

に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
内
容
的
に
は
、
先
入
観
に
支
配
さ
れ

て
い
て
、
類
型
的
な
事
が
ら
し
か
有
し
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で

こ
の
書
翰
文
は
、
い
わ
ば
優
等
生
が
か
い
た
、
修
学
旅
行
の
感
想
文
の

ご
と
き
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

優
等
生
と
い
え
ば
、
劉
孝
儀
の
生
涯
を
点
検
し
て
み
る
と
、
彼
の
経

歴
も
優
等
そ
の
も
の
だ
。
彼
の
本
伝

(『

梁
書』

巻
四
十
一)

に
よ
る

と
、
劉
孝
儀
は
文
人
と
し
て
著
名
だ
っ
た
劉
絵
を
父
と
し
、
長
兄
に
劉

孝
綽
、
六
弟
に
劉
孝
威
が
い
る
な
ど
、
文
運
さ
か
ん
な
一
家
に
う
ま
れ

た
。
兄
の
劉
孝
綽
か
ら

｢

三
筆
六
詩｣

(
三
弟
の
孝
儀
は
文
章
に
す
ぐ

れ
、
六
弟
の
孝
威
は
詩
に
す
ぐ
れ
る
、
の
意)
と
称
さ
れ
、
じ
っ
さ
い

孝
儀
が
撰
し
た

｢

雍
州
平
等
寺
金
像
碑｣

は
、
そ
の
宏
麗
さ
を
た
た
え

ら
れ
た
と
い
う
。

官
人
と
し
て
は
、
彼
は
皇
太
子
の
蕭
綱
の
庇
護
を
う
け
つ
つ
、
安
北

功
曹
史
、
太
子
洗
馬
、
太
子
中
舎
人
、
建
康
令
、
中
書
郎
、
尚
書
左
丞
、

御
史
中
丞
な
ど
の
高
官
を
歴
任
し
て
い
る
。
た
だ
晩
年
に
は
、
侯
景
の

乱
に
翻
弄
さ
れ
て
、
豫
章
郡
を
失
陥
す
る
な
ど
の
苦
難
を
な
め
、
ま
も

な
く
病
没
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
最
期
は
尋
常
な
死
に
か
た
で
は
な
か
っ

た
が
、
し
か
し
梁
末
を
い
き
た
人
び
と
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
め
ず
ら

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
お
お
ざ
っ
ぱ
に
い
え
ば
、
孝
儀

は
梁
朝
の
全
盛
期
に
大
半
を
す
ご
し
、
順
調
な
官
場
生
活
を
お
く
っ
た

ひ
と
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
た
東
魏
へ
の
訪
問
は
、

そ
う
し
た
彼
の
は
な
ば
な
し
い
官
歴
の
う
ち
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

か
く
劉
孝
儀
は
文
学
的
才
に
め
ぐ
ま
れ
、
政
治
的
に
も
諸
官
を
そ
つ

な
く
こ
な
す
な
ど
、
そ
れ
な
り
の
能
力
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

す
る
と
、
類
型
的
な
感
想
文
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
の
は
、
こ
の
書
翰
が
そ

う
だ
と
い
う
だ
け
で
、
こ
れ
と
は
べ
つ
に
、
達
見
や
洞
察
に
み
ち
た

[

朝
廷
へ
の]

報
告
書
や
旅
行
記
を
か
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
書
翰
一
篇
だ
け
で
も
っ
て
、
孝
儀
を
凡
庸
な
見

か
た
し
か
で
き
ぬ
男
だ
と
き
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
現
実
的
に
は
、
劉
孝
儀
に
そ
う
し
た
書
物
が
あ
っ
た
こ
と
を
き

か
な
い
。『

隋
書』

経
籍
志
に
は
、｢

梁
都
官
尚
書
劉
孝
儀
集
二
十
巻｣

と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
書
物
と
し
て
は
旅
行
記
の
類
は
な
か
っ
た
可
能

性
が
た
か
い

(

た
だ
し
文
集
の

｢

二
十
巻｣

の
な
か
に
、
朝
廷
へ
の
報

告
書
が
ふ
く
ま
れ
る
可
能
性
は
あ
る)

。
く
わ
え
て
明
の
張
溥
は

『

漢

魏
六
朝
百
三
家
集』

に
お
い
て
、
劉
孝
儀
と
劉
孝
威
の
兄
弟
を
あ
わ
せ

評
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

假
使
時
清
国
晏
、
兄
弟
連
騎
、
続
玄
圃
之
旧
遊
、
領
高
齋
之
述
作
、

40



扶
風
世
業
、
�
苑
清
吟
、
重
篇
大
帙
、
必
偉
観
聴
。
而
長
鯨
疾
駆
、

逃
死
不
暇
。
林
焚
池
竭
、
遺
章
濶
如
。(

劉
孝
儀
孝
威
集
題
辞)

も
し
時
勢
が
よ
く
て
国
が
安
泰
で
、[

劉
孝
儀
孝
威
の]

兄
弟

が
馬
を
つ
ら
ね
て
散
策
で
き
て
い
た
な
ら
、
二
人
は
き
っ
と
玄

圃
苑
で
の
清
遊
を
つ
づ
け
、
高
齋
で
の
詩
文
創
作
を
領
導
し
た

こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
扶
風
で
の

[

班
彪
父
子
の]

文
業
の
ご

と
く
文
章
を
つ
ら
ね
、
�
都
で
の[

曹
操
父
子
や
建
安
七
子
の]

清
吟
の
ご
と
く
詩
歌
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
山
の
よ
う
に
つ
み
か

さ
な
っ
て
、
き
っ
と
人
び
と
か
ら
愛
誦
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
侯
景
が
あ
ば
れ
ま
わ
り
、
二
人
と
も
害
か
ら
の
が
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
林
は
も
え
つ
き
池
も
か
れ
は
て
、

彼
ら
の
詩
文
も
う
し
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

張
溥
は
、
劉
孝
儀

[

と
そ
の
弟]

の
こ
と
を

｢

玄
圃
苑
で
の
清
遊
を

つ
づ
け
、
高
齋
で
の
詩
文
創
作
を
領
導
し
た
こ
と
だ
ろ
う｣

と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
政
治
家
と
い
う
よ
り
、
班

彪
父
子
や
建
安
七
子
の
ご
と
く
、
文
章
を
つ
づ
り
詩
歌
を
吟
じ
る
文
人

タ
イ
プ
の
ひ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。
か
く
文
章
や
詩
歌
は
得
意
だ
っ
た
の

で
、
東
魏
使
節
と
し
て
で
か
け
、
宴
席
の
場
で
詩
文
を
応
酬
し
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
は
、
彼
は
手
な
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
東
魏
の
政
治

や
軍
事
状
況
を
、
あ
れ
こ
れ
視
察
し
て
く
る
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
ま
り

得
手
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
や
そ
れ
よ
り
ま
え
に
、
彼
は
軍
事

や
諜
報
の
類
に
は
、
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、

｢

南
北
間
に
一
朝
事
あ
っ
た
と
き
は
、
参
考
に
供
せ
ら
れ
る
よ
う
、
精

確
に
敵
情
を
視
察
し
て
お
こ
う｣

と
い
う
よ
う
な
意
識
は
、
も
ち
あ
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
劉
孝
儀
は
敏
腕
な
政
治
家
と
い
う
よ
り
、
詩
文

に
長
じ
た
文
学
の
ひ
と
だ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
う
し
た

文
学
の
ひ
と
に
つ
い
て
、
南
北
間
を
流
浪
し
た
苦
労
人
、
顔
之
推
は
彼

の

『

顔
氏
家
訓』

渉
務
に
お
い
て
、

吾
見
世
中
文
学
之
士
、
品
藻
古
今
、
若
指
諸
掌
、
及
有
試
用
、
多

無
所
堪
。
居
承
平
之
世
、
不
知
有
喪
乱
之
禍
。
処
廟
堂
之
下
、
不

知
有
戦
陳
之
急
。
保
俸
禄
之
資
、
不
知
有
耕
稼
之
苦
。
肆
吏
民
之

上
、
不
知
有
労
役
之
勤
、
故
難
可
以
應
世
経
務
也
。

い
わ
ゆ
る

｢

文
学
の
人｣

な
る
者
に
対
す
る
私
の
見
解
を
述
べ

て
み
よ
う
。
彼
ら
は
歴
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
関
し
て
、
丸

で
掌
の
上
の
物
を
指
さ
す
よ
う
な
批
判
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
彼
ら
を
何
か
の
職
務
に
つ
け
て
み
る
と
、
た
い
て
い
は
全

く
物
の
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
大
体
彼
ら
は
太
平
の
世
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に
生
ま
れ
あ
わ
せ
た
の
で
、
争
乱
と
い
う
不
幸
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
ず
、
中
央
の
結
構
な
大
官
庁
に
坐
っ
て
い
る
の
で
、
戦
場

で
の
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
転
を
知
ら
な
い
。

そ
の
身
は
俸
禄
の
保
証
を
受
け
て
い
る
の
で
、
農
民
の
作
業
が

如
何
に
苦
し
い
か
を
知
ら
ず
、
下
級
官
吏
や
一
般
民
の
上
に
あ

ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
の
で
、
種
々
の
労
役
で
の
目
の
ま
わ
る
思

い
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
こ
ん
な
体
た
ら
く
だ
か
ら
、[

い
わ

ゆ
る
文
学
の
人
が]

世
間
の
問
題
に
即
応
し
て
、
適
宜
の
責
務

を
果
た
す
能
力
に
欠
け
て
い
る
の
も
、
至
極
当
然
な
話
だ
と
い

え
る
わ
け
だ
。

と
か
た
っ
て
い
る

(

宇
都
宮
清
吉
氏
の
訳
文
に
よ
る)

。
お
も
う
に
孝

儀
は
、
之
推
が
い
う

｢

太
平
の
世
に
生
ま
れ
あ
わ
せ
た
の
で
、
争
乱
と

い
う
不
幸
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
中
央
の
結
構
な
大
官
庁
に
坐
っ
て

い
る
の
で
、
戦
場
で
の
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
転
を
知

ら
な
い｣

よ
う
な
ひ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
じ
っ
さ
い
、
こ

の
優
等
生
の
感
想
文
の
ご
と
き

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

を
よ
む
か
ぎ

り
、
孝
儀
は

｢

太
平
の
世
に
生
ま
れ
あ
わ
せ
た｣

無
難
な
文
化
使
節
で

あ
っ
て
、
敏
腕
な
軍
略
家
で
も
政
治
家
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

六

ホ
ッ
と
し
た
わ
い

第
四
は
、
劉
孝
儀
の
脳
裏
に
あ
っ
た
故
国
は
、
北
方
で
は
な
く
南
方

の
ほ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

｢

北
使
還
与
永

豊
侯
書｣

中
で
孝
儀
は
、

○
射
鹿
胡
奴
、
乃
共
帰�

国�

、

鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴
を
つ
れ
て
帰
国
し
ま
し
た
。

○
馬
銜
苜
蓿
、
嘶
立
故�

墟�

、
人
獲
蒲
萄
、
帰
種
旧�

里�

。

[

か
え
っ
て
き
た]

馬
ど
も
は
苜
蓿
を
た
べ
な
が
ら
、
故
国
の
地

で
い
な
な
き
、
随
従
の
人
び
と
は
蒲
萄
の
種
を
手
に
も
ち
、
郷

里
に
そ
れ
を
う
え
る
つ
も
り
で
す
。

と
叙
し
て
い
た
。
こ
の
叙
し
か
た
か
ら
み
れ
ば
、
孝
儀
は
あ
き
ら
か
に

江
南
の
梁
を
故
国
だ
と
か
ん
が
え
て
い
る
よ
う
だ
。
当
時
、
彼
は
建
康

を
都
と
す
る
南
朝
の
梁
に
つ
か
え
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
字

句
は
あ
た
り
ま
え
と
い
え
ば
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
よ
く
か
ん
が
え
て
み
れ
ば
、
劉
孝
儀
な
ど
梁
朝
の
人
び
と
に

と
っ
て
は
、
北
方
こ
そ
中
原
で
あ
り
、
故
地
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ

る
。
彼
ら
漢
族
の
人
び
と
は
西
晋
の
末
、
北
方
を
胡
族
に
占
拠
さ
れ
て
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し
ま
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
南
方
に
避
難
し
た
わ
け
で
、
や
が
て
は
胡

人
を
お
い
は
ら
っ
て
、
北
方
の
中
原
の
地
へ
帰
還
す
る
の
を
念
願
と
し

て
い
た
は
ず
な
の
だ
。
す
く
な
く
と
も
、
名
目
上
は
そ
う
で
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
書
翰
で
は
南
方
の
梁
の
地
を

｢

故
墟｣

｢

旧
里｣

と
称
し
、
そ
こ
に
か
え
る
こ
と
を

｢

帰
国｣

と
い
っ
て
い
る
。

す
る
と
孝
儀
の
脳
裏
で
は
、｢

故
国
＝
中
原
の
地｣

と
い
う
意
識
は
ま
っ

た
く
な
く
な
っ
て
い
る
と
お
も
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

劉
孝
儀
よ
り
二
百
年
む
か
し
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
永
嘉
の
乱

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
胡
族
に
北
中
国
を
占
拠
さ
れ
た
西
晋
の
指
導
者

た
ち
は
、
大
挙
し
て
長
江
を
わ
た
り
、
江
南
の
地
へ
に
げ
て
き
た
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
地
に
東
晋
王
朝
を
樹
立
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
漢
族
政

権
の
灯
を
ま
も
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
東
晋
王
朝
の
樹
立
に
尽
力
し
た

王
導
に
関
し
て
、

過
江
人
士
、
毎
至
暇
日
、
相
要
出
新
亭
飲
宴
。
周
�
中
坐
而
歎
曰
、

｢

風
景
不
殊
、
挙
目
有
江
河
之
異｣

。
皆
相
視
流
涕
。
惟
導
愀
然
変

色
曰
、｢

当
共
勠
力
王
室
、
克�

復�

神�

州�

、
何
至
作
楚
囚
相
対
泣
邪｣

。

衆
收
涙
而
謝
之
。(『

晋
書』

王
導
伝)

長
江
を
わ
た
っ
て
き
た
人
士
た
ち
は
、
休
日
に
な
る
と
つ
れ
だ
っ

て
新
亭
に
で
か
け
、
み
な
で
酒
宴
し
あ
っ
た
。
周
�
が
途
中
で

な
げ
い
て
い
っ
た
。｢

風
も
光
景
も
お
な
じ
だ
が
、
み
ま
わ
す

と
江
河
が
ち
が
っ
て
い
る
ぞ｣

。
す
る
と
、
み
な
顔
を
み
あ
わ

せ
て
涙
を
な
が
し
た
。
た
だ
王
導
だ
け
色
を
な
し
て
い
っ
た
。

｢

我
わ
れ
は
協
力
し
て
晋
室
を
ま
も
り
、
中
原
を
回
復
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
ど
う
し
て
楚
囚
の
ご
と
く
涙
を
な
が
す
だ
け
で
よ
か

ろ
う
か｣

。
こ
れ
を
き
く
や
、
み
な
涙
を
こ
ぼ
す
の
を
や
め
、

謝
罪
し
た
の
だ
っ
た
。

と
い
う
話
柄
が
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
話
中
で
の
王
導
ら
は
、
い
ま

自
分
た
ち
が
い
る
建
康
の
地
を
、
け
っ
し
て
故
国
と
は
お
も
っ
て
い
な

い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
長
江
の
北
こ
そ
故
国
の
地
で
あ
り
、
か
な
ら
ず

｢

中
原
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
ぬ｣

。
だ
が
、
い
ま
は
か
え
れ
な
い
の
で
、

｢

み
な
顔
を
み
あ
わ
せ
て
涙
を
な
が
し｣

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
よ
り
二
百
年
後
の
孝
儀
は
、
す
っ
か
り
南
方
の
江

南
の
地
に
な
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
地
を
故
郷
と
お
も
い
こ
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
し
て
逆
に
、
北
方
を

｢

雑
種｣

が
支
配
す
る

｢

氈
郷｣

だ

と
し
、｢

毳
�｣

に
す
ま
い
、｢

酪
漿｣

を
食
し
て
い
る
荒
蕪
な
地
だ
と

み
な
し
て
い
る
の
だ
。
や
は
り
二
百
年
と
い
う
年
月
は
、
自
分
の
故
地

さ
え
わ
す
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
な
が
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
に
、
劉
孝
儀
は
せ
っ
か
く
北
方
の
東
魏
へ
い
き
な
が
ら
、
そ
の
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地
の
山
水
を
え
が
く
こ
と
に
、
あ
ま
り
熱
意
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
。

北
地
の
山
水
を
描
写
し
た
と
い
え
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
右
に
あ
げ
た

｢[

か
え
っ
て
き
た]

馬
ど
も
は
苜
蓿
を
た
べ
な
が
ら
、
故
国
の
地
で
い

な
な
き
、
随
従
の
人
び
と
は
蒲
萄
の
種
を
手
に
も
ち
、
郷
里
に
そ
れ
を

う
え
る
つ
も
り
で
す｣
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
部
分
と
て
、

東
魏
と
梁
と
の
国
境
付
近[
の
梁
内
の
地]

を
叙
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

厳
密
に
い
え
ば
東
魏
の
土
地
で
は
な
い
。
孝
儀
に
と
っ
て
、
北
方
の
東

魏
は
未
知
の
地
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
こ
に
は
叙
す
る
べ
き
な
ん
の

山
水
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
っ
ぽ
う
、
南
方
の
地
の
ほ
う
は
、
美
的
な
景
観
と
し
て
、
し
ば
し

ば
詩
文
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
一
例
だ
け
あ
げ
れ
ば
、
梁
の
陶
弘

景
の

｢

答
謝
中
書｣

と
い
う
書
翰
文
で
は
、

山
川
之
美
、
古
来
共
談
。

高
峰
入
雲
、

清
流
見
底
、

両
岸
石
壁
、
五
色
交
輝
、

曉
霧
将
歇
、

青
林
翠
竹
、
四
時
倶
備
。

猿
鳥
乱
鳴
。

夕
日
欲
頽
、
実
是
欲
界
之
仙�

都�

。

沈
鱗
競
躍
。

山
川
の
美
し
さ
は
む
か
し
か
ら
誰
も
が
か
た
っ
て
い
ま
す
。
高

い
峰
は
雲
に
か
く
れ
、
清
流
は
川
底
が
す
け
て
み
え
ま
す
。
両

岸
の
石
壁
は
五
色
に
か
が
や
き
、
青
林
緑
竹
は
、
年
中
あ
ざ
や

か
で
す
。
朝
霧
が
は
れ
よ
う
と
す
る
や
、
猿
や
鳥
が
あ
ち
こ
ち

で
な
き
は
じ
め
、
夕
日
の
し
ず
ま
ん
と
す
る
や
、
川
底
の
魚
は

き
そ
う
よ
う
に
は
ね
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
人
間

世
界
の
仙
都
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

の
ご
と
く
、
う
つ
く
し
い
山
水
が
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
美
的
な

描
写
は
、
山
水
が
じ
っ
さ
い
に
う
つ
く
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
文
中
に

｢

こ
れ
こ
そ
が
人
間
世
界
の
仙
都
で
す｣

と
あ

る
ご
と
く
、
山
水
を
仙
人
や
隠
者
が
す
ま
う
地
、
つ
ま
り
理
想
郷
だ
と

み
な
す
考
え
か
た
が
つ
よ
か
っ
た
か
ら
だ
と
お
も
わ
れ
る

(

こ
の
陶
弘

景
書
翰
は

『

芸
文
類
聚』

の
巻
三
十
七
に
ひ
か
れ
る
が
、
同
巻
は

｢

隠

逸｣

の
篇
な
の
で
あ
る)

。
つ
ま
り
思
想

(

お
も
に
は
道
家
の
思
想)

の
後
お
し
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
水
が
理
想
化
さ
れ
、
う
つ
く

し
く
み
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

す
る
と
、
劉
孝
儀
が
北
地
の
美
景
を
え
が
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

た
だ
北
方
の
自
然
が

[

南
方
に
く
ら
べ
て]

う
つ
く
し
く
な
か
っ
た
と

い
う
、
単
純
な
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
見
に
よ

れ
ば
、
彼
の
脳
裏
に

｢

北
方
は
胡
族
の
地

↓

隠
者
が
い
な
い
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↓
[

隠
者
が
す
ま
う]

理
想
の
山
水
も
な
い｣

と
い
う
連
想
が
あ
っ

て
(

７)
、
そ
の
た
め
山
水
が
う
つ
く
し
く
み
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
の
美
と
い
う
も
の
は
、
た
だ

目
の
ま
え
の
山
水
が
、
現
実
に
美
的
か
ど
う
か
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
み
る
人
び
と
の
見
か
た
や
思
想
に
よ
っ
て
も
、
左
右
さ
れ
て
く

る
も
の
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
う
し
た
自
然
の
描
き
か
た
ひ
と
つ

と
っ
て
も
、｢

北
方
＝
胡
族
の
地｣

と
い
う
先
入
観
が
か
か
わ
っ
て
い

る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。

第
六
に
、｢

幼
児
た
ち
は
私
を
で
む
か
え
、
近
所
の
ひ
と
た
ち
も
ね

ぎ
ら
っ
て
く
れ
ま
し
た｣

(

稚
子
出
迎
、
善
鄰
相
労)

の
二
句
に
、
陶

淵
明｢

帰
去
来
辞｣

の
語
句
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。

こ
の
部
分
は
、
帰
国
し
た
孝
儀
が
家
族
と
団
欒
す
る
よ
う
す
を
叙
し
た

も
の
で
あ
り
、｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

の
な
か
で
は
、
典
故
に
よ
る

表
現
で
は
あ
っ
て
も
、
心
の
な
ご
む
一
節
だ
と
い
っ
て
よ
い

(
こ
の
句

は
、
六
朝
で
も
早
期
の

｢

帰
去
来
辞｣

の
受
容
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
蕭

統
蕭
綱
兄
弟
の
淵
明
好
き
が
、
孝
儀
に
も
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い)

。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
稚
子
が
で
む
か
え
た
の
は
、
典
拠
の

｢

帰
去
来
辞｣

で
は
淵
明
が
官
職
を
や
め
て
帰
郷
し
た
と
き
で
あ
り
、

孝
儀
書
翰
で
は
東
魏
使
節
の
任
務
を
お
え
て
帰
国
し
た
と
き
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
両
者
の
共
通
点
と
し
て
、
い
や
な
仕
事
を
お

え
た
と
き
の
解
放
感
の
表
出
と
し
て
、
こ
の
稚
子
出
迎
え
の
場
面
が
つ

づ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
東
魏
使
節
と
し
て
北
地
へ
で
か
け
る
こ
と
は
、
老
齢
の
孝

儀
に
と
っ
て
こ
の
ま
し
い
任
務
で
は
な
く
、
貧
乏
く
じ
を
ひ
か
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
か
ん
が
え
る
と
、
つ
づ
く

｢

く
た
び
れ
つ
つ
も
蟹
の
あ
し
を
手
に
と
り
、
そ
そ
く
さ
と
酒
杯
を
か

た
む
け
ま
す
。
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
あ
か
く
な
ら
ぬ
の
に
、
い
さ
さ
か

酒
酔
い
し
て
し
ま
い
ま
し
た｣

(

倦
握
蟹
螯
、
亟
覆
蝦
椀
。
未
改
朱
顔
、

略
多
自
酔)

と
い
う
記
述
の
裏
に
も
、｢

や
れ
や
れ
、
い
や
な
北
地
訪

問
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
ぶ
じ
に
帰
還
で
き
て
ホ
ッ
と
し
た
わ
い｣

と
い

う
、
安
堵
の
気
も
ち
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
お
も
う
。
お
も
う
に
、
こ

の

｢

ホ
ッ
と
し
た
わ
い｣

こ
そ
、
孝
儀
の
本
心
で
あ
り
、
ま
た

｢

北
使

還
与
永
豊
侯
書｣

の
主
題
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
劉
孝
儀

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

を
裏
読
み
し
つ
つ
、
作
者

の
か
く
さ
れ
た
心
情
や
意
識
を
く
み
と
り
、
そ
れ
か
ら
推
測
さ
れ
る
人

と
な
り
や
主
題
を
指
摘
し
て
き
た
。
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し

た
裏
読
み
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
ど
う
か
は
、[

た
と
え
ば
拙
稿
を
公
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表
し
た
一
か
月
後
に]

だ
れ
か
が
判
定
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
将
来
的
に
、
六
朝
書
翰
研
究
の
成
果
が
積
み
か
さ
な
っ
て
ゆ
く

う
ち
に
、
や
が
て
本
稿
の
裏
読
み
の
適
否
も
、
あ
き
ら
か
に
な
る
日
が

や
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
と
し
て
は
、
そ
の
日
が
く
る
の
を
、

首
を
あ
ら
っ
て
ま
つ
こ
と
に
し
よ
う
。

注

(

１)

劉
�『

文
心
雕
龍』

情
采
篇
に
お
い
て
、
当
時
の
詩
文
は

｢

内
心
は

高
位
を
の
ぞ
ん
で
い
る
く
せ
に
、
隠
遁
を
う
た
い
あ
げ
、
心
中
で
世
俗

の
権
勢
に
執
着
し
て
い
る
く
せ
に
、
そ
ら
ぞ
ら
し
く
仙
界
を
叙
し
た
り

す
る｣

(

原
文
は

｢

有
志
深
軒
冕
、
而
汎
詠
皋
壌
、
心
纏
幾
務
、
而
虚

述
人
外｣)

と
の
べ
て
い
る

(

２)

こ
の
と
き
の
李
諧
ら
の
梁
訪
問
に
つ
い
て
は
、
堀
内
淳
一

『

北
朝
社

会
に
お
け
る
南
朝
文
化
の
受
容

外
交
使
節
と
亡
命
者
の
影
響』

の

第
一
章
に
く
わ
し
い
。

(

３)

劉
孝
儀

｢

北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

へ
の
注
釈
は
以
下
の
と
お
り
。
訳

注
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
業
績
を
参
照
し
た
。
高
歩
瀛

『

南
北
朝
文
挙
要』

(

中
華
書
局)

、
曹
明
綱

『

六
朝
文
�
訳
注』

(

上
海

古
籍
出
版
社)

、
史
海
陽
、
李
竹
君『

六
朝
文
�
訳
注』

(

華
夏
出
版
社)

。

○
客
亭

駅
亭
。
交
換
用
の
馬
を
お
き
、
か
つ
宿
泊
も
で
き
る
施
設
。

○
謁
舍

旅
館
。
上
の

｢

客
亭｣

と
ほ
ぼ
お
な
じ
。
対
偶
中
の
避
板

を
さ
け
て
、
類
語
を
つ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

○
迄
届
氈
郷

｢

氈せ
ん｣

は
、
獣
毛
で
お
っ
た
布
の
こ
と
。
胡
族
の
鮮

卑
な
ど
は
こ
の
氈
に
よ
っ
て
、
衣
服
や
敷
物
、
住
居

(

天
幕)

な
ど
を

つ
く
っ
た
。｢

氈
郷｣

は
、
そ
う
し
た
氈
を
多
用
し
た
都
邑

(

東
魏
の

都
の
�
を
い
う
か)

の
意
か
。
こ
の
句
は
、
そ
う
し
た
北
方
の
都
邑
へ

や
っ
て
き
た
、
と
い
う
意
。

○
雑
種

北
方
の
胡
族
へ
の
蔑
称
。
こ
こ
で
は
、
遊
牧
や
騎
馬
に
従

事
す
る
鮮
卑
族
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
た
て
た
東
魏
の
国
を
さ
す
。

○
覃
化

用
例
を
み
な
い
が
、
た
ぶ
ん

｢[

中
華
の
よ
き
影
響
が]

お

よ
ん
で
教
化
す
る｣

の
意
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
東
魏
の
胡
人
た
ち
が

南
朝
の
礼
楽
に
教
化
さ
れ
る
、
の
意
だ
ろ
う
。

○
李
緒
之
法

李
緒
が
お
し
え
た
漢
の
兵
法
。
李
緒
は
前
漢
の
将
軍

(

漢
人)

だ
っ
た
が
、
の
ち
匈
奴
に
帰
順
し
て
、
漢
の
兵
法
を
お
し
え

た
。
漢
の
将
軍
の
公
孫
敖
が
、
こ
の
李
緒
を
李
陵
だ
と
勘
ち
が
い
し
て

漢
朝
に
報
告
し
た
の
で
、
武
帝
は
李
陵
を
裏
切
り
者
だ
と
し
、
そ
の
家

族
を
誅
殺
し
た
の
だ
っ
た
。

○
衛
律
所
治

衛
律
が
お
し
え
た
漢
の
建
築
法
。
衛
律
は
漢
生
ま
れ

の
胡
人
だ
っ
た
が
、
の
ち
匈
奴
に
く
だ
っ
て
、
漢
の
建
築
法
を
お
し
え

た
と
い
う
。『

漢
書』

匈
奴
伝
上
に

｢

衞
律
は
單ぜ
ん

于う

の
為
に
謀
る
。
井

を
穿う
が

ち
城
を
築
き
、
楼
を
治
め
て
以
て
穀
を
蔵
し
、
秦
人
と
之
を
守
る｣

と
あ
る
。
李
緒
と
衛
律
の
生
涯
は『

漢
書』

李
広
蘇
建
伝
に
く
わ
し
く
、

そ
こ
を
よ
む
と
、
こ
の
二
人
は
李
陵
や
蘇
武
と
も
、
ふ
か
い
関
係
を
有

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

○
毳
�
難
淹

自
分

(

劉
孝
儀)

の
よ
う
な
漢
族
は
、
胡
人
の
住
居

に
は
な
が
く
す
み
に
く
い
、
と
い
う
こ
と
。｢

毳ぜ
い

�
ば
く｣

は
獣
毛
で
つ
く
っ
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た
天
幕
。
李
陵

｢

答
蘇
武
書｣

に

｢

韋
�
毳
�
も
て
、
以
て
風
雨
を
禦ふ
せ

ぐ｣

と
あ
る
。

○
酪
漿
易
�

自
分

(

劉
孝
儀)

の
よ
う
な
漢
族
は
、
胡
人
の
飲
み

物

(
酪
漿)

に
は
あ
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。｢

酪
漿｣

は
牛

羊
の
乳
汁
。
李
陵

｢

答
蘇
武
書｣

に

｢

羶せ
ん

肉に
く

酪ら
く

漿
し
ょ
う
も
て
、
以
て
飢
渇
に

充あ

つ｣

と
あ
る
。

○
王
程
有
限

朝
命
に
よ
る
旅
程
に
は
、
き
ち
ん
と
し
た
限
度
が
あ

る
、
つ
ま
り
帰
国
す
る
時
期
に
な
っ
た
、
の
意
。

○
時
及
玉
関

｢

玉
関｣
は
、
甘
粛
省
の
敦
煌
あ
た
り
に
あ
っ
た
関

所
の
名
。
正
式
に
は
玉
門
関
と
い
い
、
漢
の
武
帝
の
と
き
に
設
置
し
た
。

じ
っ
さ
い
の
地
理
か
ら
み
る
と
、
劉
孝
儀
が
と
お
っ
た
コ
ー
ス
に
玉
門

関
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
こ
こ
で
は
東
魏
と
梁
と
の
境
界
の
こ
と
を
、

こ
う
称
し
た
の
だ
ろ
う
。｢

時
に
玉
関
に
及
ぶ｣

と
い
う
の
は
、
孝
儀

ら
が
東
魏
訪
問
を
お
え
て
、
梁
の
境
内
に
か
え
っ
た
こ
と
を
い
う
。

○
射
鹿
胡
奴
、
乃
共
帰
国

前
漢
の
張
騫
の
西
域
訪
問
の
故
事
を
ふ

ま
え
る
。
大
月
氏
と
同
盟
し
て
匈
奴
を
挟
撃
せ
ん
と
す
る
漢
武
帝
の
計

略
の
も
と
、
張
騫
は
匈
奴
人
の
甘
父
ら
を
し
た
が
え
て
、
隴
西
を
出
発

し
た
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
苦
難
を
へ
て
、[

大
月
氏
と
の
同
盟
こ
そ

う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
が]

十
三
年
後
に
甘
父
と
と
も
に
漢
に
帰
国
し

た
の
で
あ
る
。
鹿
狩
り
が
う
ま
い
胡
奴
と
は
、
こ
の
甘
父
を
さ
す
。

『

史
記』

大
宛
列
伝
に

｢

堂
邑
の

[

甘]

父
は
故も
と

胡
人
に
し
て
、
射
を

善よ

く
し
、
窮
急
す
れ
ば
禽
獣
を
射い

て
食
に
給
せ
り｣

と
あ
る
。

○
刻
龍
漢
節
、
還
持
入
塞

張
騫
は
大
月
氏
を
た
ず
ね
る
途
中
、
匈

奴
に
と
ら
わ
れ
て
な
が
く
虜
囚
の
身
と
な
っ
た
が
、
漢
の
使
者
の
あ
か

し
で
あ
る
符
節
は
、
け
っ
し
て
手
ば
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
孝
儀
は

自
分
を
張
騫
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
こ
の
書
翰
文
を
つ
づ
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、｢

射
鹿
胡
奴｣

以
下
の
隔
句
対
は
、
孝
儀
の

東�

魏�

訪
問
を
叙
し
た
場
面
で
あ
り
、
こ
こ
に
西�

域�

訪
問
の
典
故
を
つ
か

う
の
は
、
地
理
的
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

○
馬
銜
苜
蓿
、
嘶
立
故
墟

｢

苜
蓿｣

は
馬
の
飼
料
と
な
る
ウ
マ
ゴ

ヤ
シ
。
も
と
は
西
域
の
産
で
あ
る
。｢

東
魏

↓

遊
牧
が
さ
か
ん

↓

西
域
産
の
ウ
マ
ゴ
ヤ
シ｣

の
連
想
で
、
こ
の
こ
と
ば
を
も
ち
い
た

の
だ
ろ
う
。｢

故
墟｣

は
東
魏
と
の
国
境
付
近
の

[

梁
の
領
土
内
の]

地
を
い
う
。

○
人
獲
蒲
萄
、
帰
種
旧
里

｢

蒲
萄｣

も
苜
蓿
と
お
な
じ
く
、
も
と

は
西
域
の
産
で
あ
る
。｢

旧
里｣

は
梁
を
さ
す
。
こ
こ
の
二
句
を
ふ
く

む

｢

馬
銜｣

云
々
の
隔
句
対
は
、『

史
記』

大
宛
列
伝
の

｢[

大]

宛
の

左
右
は
蒲
陶
を
以
て
酒
を
為つ
く

り
、
富
人
は
酒
を
蔵
し
て
万
余
石
に
至
る
。

久
し
き
者
は
数
十
歳
あ
り
て
も

[

腐]

敗
せ
ず
。
俗
は
酒
を
嗜こ
の

み
、
馬

は
苜
蓿
を
嗜
め
り
。
漢
使
は
其
の
実み

を
取
り
来
た
る
。
是
に
於
い
て
天

子
始
め
て
苜
蓿
と
蒲
陶
を
肥
饒
の
地
に
種う

え
た
り｣

を
ふ
ま
え
る
。

○
稚
子
出
迎
、
善
鄰
相
労

陶
淵
明

｢

帰
去
来
辞｣

の

｢

僮
僕
は
歓

迎
し
、
稚
子
は
門
に
候ま

つ｣

を
ふ
ま
え
る
の
だ
ろ
う
。

○
蟹
螯

蟹
の
あ
し
。
酒
の
さ
か
な
と
し
て
、
こ
れ
を
食
す
る
の
だ

ろ
う
。

○
蝦
椀

旧
時
は
蝦
の
頭
を
酒
杯
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
部
分
、
文

字
ど
お
り
蝦
の
頭
で
酒
を
の
ん
だ
か
は
疑
問
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
酒
杯

の
錬
字
と
し
て
、
こ
の
語
を
も
ち
い
た
の
だ
ろ
う
。
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(
４)

劉
孝
儀
は
ど
う
や
ら
、
自
分
を
張
騫
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
厳
密
で
は
な
い
も
の
の
、｢

匈
奴
＝
東
魏
、

漢
＝
梁｣

と
い
う
比
擬
が
、
彼
の
脳
裏
に
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

(

５)
于
涌

｢

南
北
朝
交
聘
与
文
学
伝
播｣

(
｢

文
芸
評
論｣

二
〇
一
三－

四)

は
、｢
北
使
還
与
永
豊
侯
書｣

の
冒
頭

｢

足
践
寒
地
、
身
犯
朔
風
。

暮
宿
客
亭
、
晨
炊
謁
舍
。
飄
�
辛
苦
、
迄
届
氈
郷｣

を
と
り
あ
げ
、
こ

れ
ら
は
北
地
の
み
に
み
ら
れ
る
情
景
で
あ
り
、
南
方
の
人
び
と
に
凄
涼

の
境
を
感
じ
さ
せ
た
ろ
う
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
私
見
に
よ
れ
ば
、

｢

寒
地｣

｢

朔
風｣

｢

客
亭｣

｢
謁
舍｣

｢

飄
�｣

｢

辛
苦｣

ら
は
、
当
時
で

は
北
地
を
叙
す
る
さ
い
の
ふ
つ
う
の
語
彙
で
あ
り
、
べ
つ
だ
ん
珍
奇
な

こ
と
ば
で
は
な
い(｢

氈
郷｣

の
み
用
例
を
見
な
い)

。
そ
の
意
味
で
は
、

北
地
を
表
現
す
る
さ
い
の
常
套
的
語
彙
を
つ
か
っ
て
、
そ
れ
ら
し
い
雰

囲
気
を
か
も
し
だ
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

(

６)

両
漢
の
紀
行
の
賦
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
正
文

｢
所
謂

〈

紀
行〉

の
賦

に
つ
い
て

遂
初
賦
・
北
征
賦
を
め
ぐ
る

｣
(
『

小
尾
博
士
古
希
記

念

中
国
学
論
集』

汲
古
書
院)

、
同

｢

続
・
所
謂

〈
紀
行〉

の
賦

に
つ
い
て

述
行
賦
を
め
ぐ
る

｣
(『

岡
村
繁
教
授
退
官
紀
念
論
集

中
国
詩
人
論』

汲
古
書
院)

な
ど
を
参
照
。

(

７)
『

顔
氏
家
訓』

終
制
に

｢

北
朝
で
は
ご
政
道
が
き
び
し
く
て
、
隠
逸

な
ん
ぞ
は
と
う
て
い
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た｣

(

以
北
方
政
教
厳
切
、
全

無
隠
退
者)

と
あ
る
。
じ
っ
さ
い
北
朝
で
は
、
隠
者
を
許
容
す
る
ほ
ど

の
政
治
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
隠
者
の
数
は
、
南
朝
に
く
ら
べ
る

と
極
端
に
す
く
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
は
劉
孝
儀
も
し
っ
て
い
た

は
ず
で
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
脳
裏
の
な
か
に
、｢

北
方
は
胡
族
の
地

↓

隠
者
が
い
な
い

↓

[

隠
者
が
す
ま
う]

理
想
の
山
水
も
な
い｣

と
い
う
連
想
が
想
起
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

(

文
学
部
教
授)
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