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陥
京
披
と
そ
の

蘇
東
披

と
法
帖
に
牧
め
ら
れ
た
と
の
と
に
分
つ
こ
と
が

/―̀‘ 

め
て
い
る
の
て
あ
る
。

さ
ら

う
え
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に

ろ
が
、

の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
人
物
て

い
つ
て
も
、
む
か
し
か

し
、
初
肝
に
は
欺
陽
詢
、

え
ば
こ
れ
も
や
は
り
盛
附
の

し
も
平
行
し
て

い
え
ば
や
は
り
齊
梁
が
も
っ
と
も
は
な
や
か
な
時
代
て
あ
る
と
い
う
べ
き
ノ
」
あ
ろ
う

と
い
う
大
家
が
あ
ら
わ
れ
て
署
の
う
え
て
は
ま
た

取
る
べ
き
て
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
朕
史
の
う
え
の
は
な
し
ば
か
り
て
は
な
く
、
個
人
的
に

知
ら
れ
た
人
は
か
な
ら
ず
し
も
古
が
上
手
て
は
な
い
と
い
う
の
が
た
め
し
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ

こ
こ
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
蘇
東
披
は
、
中
國
に
お
け
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ

あ
り
、
そ
の
作
品
は
ひ
と
り
中
國
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
國
に
も
古
く
か
ら
愛
誦
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
中
國

て
あ
る
ば
か
り
て
は
な
く
、
如
い
は
書
の

に
い
え
ば
、
か
れ
は
そ
の
生
存
し
た
宋
代
の

も
お
そ
ら
く
あ
や
ま
り
て
は
な
い
て
あ
ろ
う
。

の
庇
史
の

の
う
え
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
大
切
な
地
位
を
占

代
表
し
て
立
つ
ほ
ど
〇
陀
9

人
て
あ
る
と
い
つ
て

の
親
存
す
る
も
の
は
少
く
な
い
。
そ
れ
に
は
ど
ん
な
種
類
の
も
0
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
鱈
蹟
の
も
の
と
、
石
刻
の
も
の

の
も
の
て
は
何
と
い
つ
て
も
、
か
れ
が

0
八
二
）
四
十
七
歳

つ
の
高
い

な
し
て
い
る
が
、
府
0
文
學
と
い

つ
の
高
い

な
し
て
い
る
が
、
六
朝

中
國
に
お
い
て
は
文
學
と
苦
と
い
う
も
の
は
、
か

論

蘇

東

披

と

そ

の

書

叢

し
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

の
う
え
て
は
東
晉
が

中

田

勇

次

郎



流
水
な
ど

の
記
録
て
あ
る
と
こ
ろ
の
題
裁
が
か
な
り
多
く
仰
え
ら

と
つ

の
こ
し
た
の
て
あ
る
か
ら
、
そ
の

に
の
ぼ
つ
て
い
る
。
か
れ
は
行
雲

う
え
か
ら
も
な
か
な
か

隊
京
披
と
そ
の
害

の
こ
ろ
に
か
い
た
と
思
わ
れ
る
「
黄
州
寒
食
詩
巻
」
ぶ
第
一
て
あ
ろ
う
。
も
―
つ
は
、
大
阪
市
立
美
術
値
の
阿
部
氏
爽
窪
俯
の
コ
＞
ク
シ

ヨ
ン
に
あ
る
、
か
れ
の
元
誌
八
年

(
1
0
九
三
）
五
十
八
歳
の
と
き
に
か
い
た
「
李
太
白
仙
詩
咎
」
が
こ
れ
に
次
ぐ
て
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も

行
草
の
慨
て
か
か
れ
た
詩
巻
て
、
質
に
み
ご
と
な
て
き
て
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
鱈
蹟
の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
腐
鰐
版
な
ど
て
ず
い
ぶ
ん

い
ろ
い
ろ
と
出
て
い
る
が
、
な
か
に
は
疑
わ
し
い
も
の
も
か
な
り
あ
っ
て
、

し
の
見
た
も
の
の
な
か
て
は
、
し
い
て
い
え
ば
か
れ
が
元
訪
六
年
（
一

nェ
九
一
）
五
十
六
歳
の
こ
ろ
に
か
い
た
「
龍
公
紳
帖
」
な
ど
が
よ
い

し
ん
け
い
か
く
の
ひ

も
の
に
属
す
る
て
あ
ろ
う
。
右
刻
て
は
元
訪
六
年
に
刻
さ
れ
た
「
炭
奎
閤
碑
」
が
第
一
て
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
宋
代
に
わ
が
國
に
舶
叔
さ
れ

た
拓
本
が
京
都
の
詞
刹
東
幅
寺
に
偲
来
し
て
い
た
も
の
て
、
今
は
御
物
に
な
っ
て
い
る
。
右
刻
の
東
披
の
代
口
と
し
て
は
こ
れ
ほ
ど
確
か
な

も
の
は
な
く
、

い
堂
々
と
し
た
楷
曹
て
、
か
の
期
の
顔
鱈
卿
に
も
お
と
ら
ぬ
氣
闊
の
あ
ふ
れ
た
も
の
て
あ
る
。

も
の
に
は
な
お
こ
の
ほ
か
に
「
表
忠
観
碑
」
や
「
豊
業
亭
記
」
な
ど
が
あ
る
が
い
ず
れ
も
及
ば
た
い
。
法
輯
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
も
の
て

は
、
南
宋
の
と
き
に
東
披
の
置
蹟
ば
か
り
を
集
め
て
刻
し
た
「
四
槙
鮎
」
が
も
っ
と
も
確
か
て
、
ま
た
も
っ
と
も
託
口
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
す
べ
て
十
巻
あ
り
、
か
れ
の
三
十
歳
ご
ろ
の
も
の
か
ら
、
元
翌
、
元
誌
年
間
か
れ
の
四
五
十
歳
ご
ろ
ま
て
の
沢
い
が
翌
富
に
牧
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
害
慨
に
も
楷
行
草
そ
れ
ぞ
れ
が
備
わ
っ
て
い
る
し
、
と
き
に

臨
書
し
た
と
い
う
め
ず
ら
し
い
も

の
ま
て
も
あ
っ
て
、
東
城
の
書
を
研
究
す
る
に
は
も
つ
と
も
材
料
が
ゆ
た
か
て
ま
た
髪
化
が
あ
る
。
内
容
も
詩
文
の
稿
本
や
尺
脳
の
た
ぐ

い
が
大
部
分
を
占
め
て
い
て
、
か
れ
の
筆
蹟
の
生
々
し
い
痕
を
よ
く
そ
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
い
る
。
従
つ
て
曹
ば
か
り
て
は
な
く
文
摯
の

と
な
る
も
の
て
あ
る
。

か
れ
の
文
學
作
品
は
そ
の
文
集
て
あ
る
東
城
集
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
お
び
た
だ
し
い

れ
て
い
る
よ
う
に
、
何
て
も
恩
う
が
ま
ま
に
心
の
ゆ
く
が
ま
ま
に

た
と
き
の
そ
の
ま
ま
の

0) 

こ
の
た
ぐ
い
の

分
最
も
多
く
、
内
容
も
ゆ
た
か
て
、
趣
味
も
き
わ
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
て
書
の
方
面
に
お
い
て
も
、
と
く
に

著
述
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
が
、

ば
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

四
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と
そ
の

東
披
は
ま
た
、
初
麿

し
て
名
高

しつ

→-I-

こ、

五

た
人
は
兼
ね
て
そ
の
人
の
平
生

言
う
ま
て
も
な
い
こ
と
て
あ
る
」
と
い
う
。

れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
し
て
よ
く
研
究
を
禎
ん
て
紋
妙
な
応
口
を
か
き
自
ら

家
を
成
さ
れ
た
か
ら
に
は
、

ま~ 

し
る
こ
と

J
A
 

る
と
こ
ろ
の
も
の
て
、
あ
た
か
も
そ
の
人
柄
を
見
る
か
の
よ
う
な
：
門
て
あ
る
。
か
り
に
上
手
て
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
苫
は
や
は
り

ら
れ
る
の
は
、

0
エ
妙
さ
を
待
っ
て
は
じ
め
て
そ
う
な
る
の
て
は
な
い
」
と
い
い
、
ま
た
、

「
欺
隠
文
忠
の
書
は
人
々
が
粗
範
と
す

「
欧
隠
公

自
ら

て
い
る
。
し
か
し
、
公
。

祉
間
の
人
々
に
宜
ん
ぜ

い
の
て
あ
る
」
と
い
う
。

て
、
す
ぎ
し
日

れ
た
人
だ
け
が
違
＜
偲
わ
っ
て
い
る
よ
う
て
あ
る
。

に
上
手
て
あ
っ
た
人
も
、
紙
墨
と
と
も
に
棄
て
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
が
敗
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
か
な

が
、
後
批
の
人
々
は
こ
の
こ
と
を
推
し
は
か
ら
な
い
て
、

た
だ
書
ば
か
り
つ
と
め

「
書
法
が
中
絶
し
て
か
ら
も
う
五
十
年
に
な
ろ
う
と
す
る
。
淀
ご
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や

の
跡
を
た
ず
ね
て
み
て
も
、
こ
れ
と
お
も
う
人
は
三
四
人
も
な
い
。
古
の
人
は
み
な
翡
を
よ
く
し
た
が
、
け
つ
き
よ
く
た
だ
人
物
の
す
ぐ

の

い
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
た
が
、
前
賢

て
す
こ

し
て
み
る
と
、
欺
陽
俯
の
こ
と
ば
に
、

の

へ
も
こ
の
欺
陽
俯
か

て
い
る
も
の
が
相
常
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
つ
い

金
石
な
ど
の
多
方
面
に
わ
た

の
面
に
お
い
て
も
か
れ
は
新
し
い
分
野
を
ひ
ら
い
て
い
た
人
て
あ
る

か
れ
が
師
と
し
て
つ
か
え
た
の
は
、
こ
れ
も
政
治
家
と
し
て
、
ま
た
文
學
、

れ
た
欺
陽
俯
て
あ
る
。

つ
て
よ
か
ろ
う
。

の れ
て
い
る
。
こ
れ
は

と
し
て
他
の
方
面
の
こ
と
を
か
い
た
題
裁
と
と
も
に
一
部
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
が

と
い
、
？
文
學
形
式
て
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
る
の
も
、
お
よ
そ
東
殷
お
よ
び
そ
の
師
て
あ
っ
た
欧
隔
俯
あ
た
り
か
ら

般
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
0
ノ
J

、
ち
ょ
う
ど
文
學
に
お
け

に
あ
る
も
の
て
あ
る
。
つ
ま
り
、

の

の

し
て
知
ら

の

て
い
る
。



た
り
に
せ
ま
つ
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
て
あ
る
。

な
い
。

な
い
の
が
よ
い
の
て
あ
る
」
と
い
い
、

い
も
の
、

て
先
ず
人
物
が
立
派
て
あ
る
こ
と

謀
京
披
と
そ
の
書

欺
陽
脩
は
孔
日
を
學
ぶ
エ
拙
に
つ
い
て
、

は
取
り
え
が
あ
る

と
を
し
て
い
な
い
。

の
ひ
そ
め
ら
れ
た
人
間
の

じ
め
か
ら
上
手
に

i
‘
)
 

と
見
4
4

J
 

こ
う

「
書
を
撃
ぶ
に
は
自
し
一
家
0

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

じ
た
も
の
て
あ
る
。
も
し
そ
の
人
物
が
よ
く
な
け
れ
ば
、
い
か
に
上
手
て
も
貴
ば
な
い
の
て
あ
る
、
」

の
第
一
〇
條
件
と
し
て
い
る
。

「
い
つ
も
字
を
比
□
く
た
び
に
、
あ
ま
り
よ
く
芥
け
な
い

0
が
氣
に
な
る
が
、
見
る
人
は
と
き
に

つ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
は
じ
め
は
自
分
て
氣
に
入
ら
な
く
て
も
、
幾
日
か
た
つ
て
か
ら
も
一
度
よ
く

見
る
と
、
何
だ
か
す
こ
し
好
ま
し
い
も
の
の
よ
う
に
恩
う
こ
と
も
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
も
の
に
拇
わ
れ
る
の
て
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
い
、

い
。
他
人
を
模
倣
す
る
の
を
奴
青
と
い
う
」
と
い
つ
て
い
る
。

き
も
の
て
あ
る
と
い
う
説
て
あ
る
と
見
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。

か
れ
は
よ
く
書
を
人
間
の
身
囮
に
た
と
え
て
い
る
。

こ
の
一
っ
を
欠
い
て
も
書
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

肉
盟
を
見
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
、
は
じ
め
は
自
分
の
こ
こ
ろ
を
よ
せ
て
、

つ

れ
づ
れ
の
な
ぐ
さ
み
に
し
よ
う
と
恩
っ
た
の
て
あ
っ
て
、
そ
の
上
手
下
手
な
ど
を
比
べ
る
つ
も
り
は
佃
も
な
か
っ
た
の
て
あ
る
が
、
こ
ん

な
こ
と
に
く
よ
く
よ
し
た
が
た
め
に
、
緑
局
こ
れ
て
ま
た
苦
努
が
一
っ
ふ
え
た
わ
け
て
あ
る
。
人
の
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
も
好

こ
れ
に
封
し
て
東
城
も
ま
た

た
く
し
の
翡
は
あ
ま
り
上
手
て
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
て
伺
意
を
出
し
、
古
人
の
ま
ね
ご

こ
れ
が
自
分
の
痛
快
に
恩
つ
て
い
る
こ
と
て
あ
る
」
と
い
つ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
、
欺
陽
俯
と
難
東
城
と

が
い
ず
れ
も
書
に
つ
い
て
ほ
ぼ
お
な
じ
考
へ
か
た
を
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
住
い
は
た
だ
手
さ
き
0
器
用
さ
て
上

手
に
か
い
た
り
、
古
人
の
書
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
う
つ
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
て
、
ほ
ん
と
う
の
自
分
の
人
間
性
を
う
ち
だ
す
べ

「
代
口
に
は
か
な
ら
ず
、
紳
、
氣
、
骨
、
肉
、
血
の
五
つ
の
嬰
素
が
な
け
れ
ば
な
ら

こ
の
こ
と
ば
は
前
に
の
べ
た
人
間
性
の

0
ち
ょ
う
ど
襄
付
け
を
な
す
説
明

に
な
る
も
の
て
あ
る
。
質
際
、
か
れ
の
害
を
見
る
と
、
ど
こ
か
に
あ
た
た
か
い
血
が
流
れ
て
、
そ
の
な
か
に

こ
こ
ろ
み
に
寒
食
詩
巻
や
四
槙
帖
の
な
か
の
詩
笥
を
見
る
と
、
か
れ
の
あ
た
た
か
い
白
心
吹
が
ま
の
あ

と
い
う
。
以
上
の
と
お
り
、
す
べ

六



る。

（
鱈
卿
）

そ
の
書

と
椰
（
公
樅
）
と
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、

が
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

筆
法
は
お
と
ろ
え
た
。
そ
の
う
え
、

さ
を
み
と
め
た
0
て
あ
ろ
う
。
東
城
は
窟
宋
以
来

しつ

ふ七 の
た
め
に
人
物
は
ほ
と
ん

て
次
0
よ
う
に
い
つ
て
い

あ
と
か
た
も
な
く
亡
ん
て
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
は
て
き
な
い
の
て
あ
る
」

る
。
東
城
も
顔
鱈
卿
の

は
ほ
と
ん
ど
ま
ね
が
て
き
な
い
」
と
い
い
、
椰
公
椛
に
つ
い
て
も
、

の
注
は
離
秀
獨
出
し
、

の
よ
う
な
も
の
て
、
格
力
天
縦
し
、
大
い
に
漠
絨
晉
宋
以
来
の
凰
流
が
あ
る
。

0
ち

「
柳
少
師
の

と
い
わ
れ
る
の
も
い
つ
わ
り
て
は
な
い
。
か
れ
が
、
心
正
し
け

め
の
こ
と
ば
ば
か
り
て
は
な
く
、
道
理
の
う
え
か
ら
も
も
と
よ
り
こ
の
と
お
り
て
あ
る
」
と
い
つ
て
い
る
。

こ
れ
も
柳

に
は
そ
の
心

を
出
し
た
。

し
、
と
い
っ
た
0
は
、
ひ
と
り
い
ま
し

か
ら
出
た
の
て
あ
る
が
、
よ

あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
て
み
れ
ば
杜
甫
の

つ
い
て
、

一
人
お
よ
ぶ
も
の
は
な
く
、
古
い
害
法
を

た
も
の
ぞ
J

と
い
う
。

こ
の

こ
の
ま
ま
東
城
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い

が
だ
れ
て
も
か
な
ら
ず
能
直
日
と
い
う
の
て
は
な
い
が
、
た
だ
賓
者
だ
け
が

ャ‘

こ
と
カ

る
の
て
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か

0
人
た
ち
は
、

は
、
兼
ね
て
そ
の
人
と
な
り
を
も
取
る
の
て
あ
る
。
そ
の
質
質
が
あ
っ
て
こ
そ
久
し

の
て
は
あ
る
ま
い
か
。

む
か
し
か
ら
0

め
た
。

そ
の
氣
節
は
殴
危
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、

李
建
中
（
宋
初
の
人
）
は
清
慎
温
疵
た
人
物
て
あ
り
、
か
れ

る
人

い
た
も
の
た
ら
ば
、
よ
く
な
い
も
の
て
も
後
批
見
る
人
は
か

0

。
よ

つ
て

は
て
き
な
い
。

は
能
罰
と
閂
繕
と
が
あ
っ
て

と
小
人
の
心
は
ご
ま
か
す
こ
と
は
て
き
な
い
」
と
い
う
、
害
は
人
そ
0
7
叉
門
て
あ
り
、

い
う
も
の
は
よ
い
人
て
な
け
れ
ば
書
け
な
い
と
い
う
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
か
れ
の
好
ん
だ
の
は
や
は
り
人
格
の
す
ぐ
れ
た
人

代
の
苦
家
）

ば
そ
0
人
ぶ

ぅ

ノ

入

よ
く
ナ
カ

と
小
人
の

）
と
が
て
き
な
い
。
こ
れ
と
同
じ

こ

前
院
に
照
し
て
も
あ
き
ら
か
ノ
」
あ
る
。
か
れ
の
こ
と
ば
に
「
人
の
容
説
に

あ
っ
て

と
小
人
は
隠
そ
う
と
し
て

拙
炉
あ

こ
と

し
か
し
、
た
だ
人
間
の
肉
憫
と
い
う
だ
け
て
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
に
お
の
ず
か
ら
徳
性
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、



既
年
、
邊
邸
な
海
南
島
に
流
賄
さ
れ
て
、

は
い
ら
れ
な
い
。
か
れ
の

窯
京
披
と
そ
の
書

ど
凋
落
し
絶
滅
し
た
。
五
代
に
な
る
と
文
采
風
流
は
地
を
桃
つ
て
證
き
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
た
だ
ひ
と
り
楊
誤
式
は
筆
跡
が
雄
傑

て

、

二

王

（

晉

の

王

淡

之

と

王

嶽

之

）

お

よ

び

顔

、

柳

の

餘

風

が

あ

っ

た

。

こ

れ

こ

そ

、

が

わ

る

い

か

ら

と

い

つ
て
埋
浚
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
も
の
て
あ
ろ
う
。

も
、
格
訊
が
卑
弱
て
あ
り
、
依
然
と
し
て
肝
宋
以
来
の
表
闇
の
こ
の
ほ
か
に
特
に
ぬ
さ
ん
ノ
L

て
前
人
に
肩
を
並
べ
る
ほ
ど

の
人
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
た
だ
ひ
と
り
察
稟
（
罪
膜
）
の
書
は
、
天
資
が
す
て
に
高
く
、
撃
問
も
ふ
か
く
粕
み
、
心
手
相
應
じ
、

き
わ
ま
り
な
き
に
至
っ
て
は
、

つ
い
に
本
朝
（
宋
代
）
第
一
て
あ
る
、
」
と
い
う
。

派
な
人
物
が
な
く
な
っ
た
た
め
て
あ
り
、
宋
代
に
お
い
て
た
だ
ひ
と
り
察
哀
を
取
っ
た
の
は
、
か
れ
が
占
に
お
い
て
絶
妙
て
あ
っ
た
ば
か

り
て
は
な
く
、
そ
の
人
物
に
お
い
て
も
傑
出
し
て
い
た
か
ら
て
あ
る
。

も
つ
て
い
る
。

か
れ
自
身
の
書
に
お
い
て
も
同
様
て
あ
っ
て
、
か
れ

か
れ
の
書
を
見
る
と
、

が
あ
っ
た
。

の
人
物
や
文
麟
作
品
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の

愛

か
れ
の
人
間
性
が
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
但
値
を

の
自
然
さ
の
な
か
に
一
蒙
放
蓋
落
な
性
格
が
そ
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
な
か

に
は
か
れ
の
一
生
を
貰
徹
し
た
高
い
精
紳
が
、
忠
誡
な
ま
ご
こ
ろ
と
あ
た
た
か
い
慈
悲
の
情
を
こ
め
て
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
を
感
ぜ
ず
に

平
生
多
く
の
人
々
が
竿
つ
て
求
め
た
と
い
う
の
出
、
か
れ
の
天
才
的
な
文
學
の
才
能
と
と
も
に
そ
の
人
物

の
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
て
あ
っ
て
、
人
々
は
か
れ
の
書
を
通
し
て
そ
の
人
を
敬
慕
し
た
の
て
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
か
れ
が

一
旦
偉
還
を
許
さ
れ
た
と
き
て
さ
え
も
、
そ
の
鰐
途
の
這
中
に
お
い
て
か
れ
の
箇
札
を
求
め
る

も
の
が
群
を
な
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
駅
に
か
れ

は
な
く
て
、
か
れ
の
人
間
的
な
徳
行
の
力
が
書
に
儲
わ
っ
て
い
た
か
ら
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
に
東
城
の
書
を
愛
す
る
人
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
も
、

よ
い
と
か
詩
文
が
上
手
て
あ
る
と
い
う
だ
け
ぞ
J

の
ち
に
、
明
時
代
に
大
る
と
、
文
人
の
な

し
た
の
て
あ
っ
て
、
た
だ
害
の
エ
拙
だ
け
て
東
城
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
て
は
決
し
て
な
い
。

か
れ
の
書
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
た
の
は
、
か
れ
の
中
年
以
後
、
か
れ
と
師
弟
の
交
り
を
結
ん
だ
黄
庭
堅
（
山
谷
）
て
あ
る
。
黄
山

附
末
か
ら
宋
代
に
か
け
て
書
が
お
と
ろ
え
た
の
は
立

宋
代
の
は
じ
め
に
は
、

李
建
中
が
熊
贅
品
紐
せ
ら
れ
た
け
れ
ど

お
け
る
豪
傑
は

ノ＼



と
そ
の

ゃこ
"
A

、

キ
ー
カ

こ
れ
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る

3

鮎
」
（
鹿
闘
拮
か
）
、

「
天
氣
殊
未
佳
輯
」
た
ど

人
て
あ
る
。

の
風
氣
と
な
る
と
、

い
ず
れ
も
ほ
ぼ
似
て
い
る
。
か
つ
て
わ
た
く
し
の
た
め
に
臨
凸
し
て
く
れ
た

帖
」
な
ど
は
宜
に
よ
く
て
き
て
い
た
。
ま
た
「
祭
兄
淡
州
刺
史
文
」
お
よ
び

つ
け
て
、
．

追
つ
て
い

の
血
肱
を

九

つ
い
だ
も
0
と
し
た
。
山
谷
は

し
、
ま
た
そ
の

届
し
こ

図
ナ
‘

（
争
坐
位
芭
「
乞
闘

の

先
生
は
い
つ
も
み
ず
か

に
比
べ
ら
れ
て
い
た
。

わ
た
く
し
の
考
え
て
は
、

ば
雨
公
は
い
ず
れ
も
一
代
の
偉

く
、
終
に
近
ず
く
こ
と
が

か
っ
た
、
」

と
い
つ
て
い
る
。

に
つ
い
て
は
、
山
谷
は
、

「
わ
た
く
し
は
東
城
と
い
つ
し
よ
に

（
鱈
卿
）

こ
れ
に
封
し
て
東
城
ば
よ
ほ
ど
よ

た
と
み
え
て
、
・

。
し
か
し
、

わ
た
く
し
は
手
が
拙

々
芋
々
と
し
て

の
間
に
登
し
て
い
る
。
こ
れ
が
凡
人
に
は
ま
ね
の
て
き
な
い
と
こ
ろ
て
あ
る
」
と
い
う
。

黄
山
谷
が
東
殷
の

る
の
は
一
っ
に
は
そ
の
學
問
人
物
の
偉
大
さ
に
あ
っ
た
。
山
谷
は
、

「
東
城
の
書
は
學
問
文
章
の
氣
が

き
て
あ
る
」
と
い
う
。

こ
の
こ
と
ば
は
東
城
の

批
評
し
た
も
の
の
な
か
て
も
も
っ

え
た
ま
た
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

、
そ
の
よ
く
て
き
た
も
の
は
李
昌
に
劣
ら
な
か
っ
た
。

の
妙
味
の
う
え
に
日
月
を

の
氣
象
を
加
え
た
と
な
る
と
、
本
朝
（
宋
代
）
の

ら）

の
の
な
か
の

に
推
ナ
ベ

を
あ
ら
わ
さ
ず
風
間
0
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
天

一
の

な
っ
た
と
き
に
は
、
技
巧
の

下
手
を
忘
れ
て
、
字
は
と
く
に

に
似
て
い
た
。
中
年
に
は
頸
鱈
卿
と
桐
凝
式
を

も
か
な
り
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
を
―
二
拾
つ
て
み
る
と
、

だ
。
だ
か
ら
そ

「
東
城
道
人
は
わ
か
い
と
き
に

と
こ
ろ
は
徐
浩
に
似
て
い
る
。

て
よ
い

に

い
る
。
し
か
し
、
か
れ
の

0

に
東
城
の
人
物
の
偉
大
さ
に
傾
倒
し
た
と
こ
ろ

あ
る
。
従
つ
て

お
と
ら
な
い
よ

か
い
て
い
る
。
―
/

こ

は
東
城
よ
り
も
深
く
掘
り
下
げ
て

谷
は
多
く
は
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

お
い
て
も
東
城
と
相
な
ら
ん
て
も
つ
と
も
著
名
て
あ
り
、
よ
く
修
練
し
て
東
披
に
も



元
明
は
態
を
尚
ん
だ
」
と
し
、
そ
の
の
ち
周
星
遮
も
、

と
し
、
そ
れ

0

。
そ
こ
て
こ
の

と
り
あ
げ
て
論
ず

こ
の
よ
う

さ
れ
、
徐
浩
、
沈
偲
師
に
な
っ
て
地
を
掠
っ
た
。
た
だ
、
網
鱈
卿
と
楊
凝
式
に
は
ま
だ
そ
の
お
も
か
げ
が
あ
る
。
近
ご
ろ
て
は
費
東
城
だ

の
氣
骨
に
近
ず
い
て
い
る
、
」
と

と
楊
凝
式
の
二
人
だ
け
て
あ
る
」
と
い
う
。
晉
人
の
書
に
は
俗
瞑
に
汚
れ
な
い
と
こ
ろ
の
き
わ
め
て
高
い
自
然
の

は
い
さ
さ
か
の
俗
氣
も
な
い
。
唐
の
楷
害
は
い
た
ず
ら
に
技
巧
に
と
ら
わ
れ
て
、
竹
人
0
も
つ
て
い

人
の
超
逸
さ
を
承
け
つ
い
だ
。
宋
代
て
組
、
楊
の
精
神
を

た
。
そ
の
弊
害
は
中
唐
の
こ
ろ
の
徐
浩
と
晩
肝
の
沈
儲
師
に
な
っ
て
き
わ
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
煩
鰐
馴
と
椙
濫
式
0
二
人
に
お
い
て
は
竹

し
た
も
の
は
京
城
だ
け
て
あ
る
と
い
う
0
て
あ
る
。
臼
鰐
馴
と
楊
撰
式
の

谷
は
さ
ら
に
そ
れ
を
晉
人
の
風
度
に
結
び
つ
け
、
超
逸
絶
塵
、

貴
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
す
て
に
欺
陽
脩
の
こ
と
ば
に
も
あ
る
と
お
り
て
、
東
披
は
そ
れ
を
承
け
つ
い
て
い
る
わ
け
て
あ
る
が
、
山

い
さ
さ
か
の
俗
氣
も
な
い
美
し
さ
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
東
城
の

中
國
に
お
い
て

書
に
討
す
る
理
解
力
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

の
時
代
性
を
論
ず
る
に
、
そ
の
時
代
の
中
心
黙
を
行
と
附
と
宋
の
三
つ
の
時
代
に
年
に
い
て
論
ず
る
。
そ
れ
は
こ
の

三
つ
の
時
代
に
お
い
て
害
が
も
つ
と
も
窄
怒
達
し
た
と
見
る
か
ら
て
あ
っ
て
、
そ
の
も
っ
と
も
弱
逹
し
た
三
つ
の

る
わ
け
て
あ
る
。
山
谷
が
諭
じ
て
い
る
の
も
、
要
す
る
に
こ
の
三
つ
の
時
代
の
性
格
0
相
異
と
そ
の
相
闘
性
に

各
時
代
の
性
格
が
よ
く
わ
か
れ
ば
、
東
城
の
書
の
底
史
上
の
位
骰
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
て
あ
ろ
う
。

こ
の
三
つ
の
時
代
の
書
の
性
格
を
訂
照
的
に
論
じ
た
の
は
、
明
の
蛮
其
昌
が
も
つ
と
も
早
い
て
あ
ろ
う
。
か
れ
の
こ
と
ば
に
、

は
韻
を
取
り
、
窟
人
は
法
を
取
り
、
宋
人
は
意
を
取
る
」
と
い
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
清
初
の
鳴
置
も
、
「
晉
人
は
迎
を
用
い
、
附

た
っ
と

人
は
法
を
用
い
、
宋
人
は
意
を
用
い
た
」
と
し
、
乾
隆
年
間
の
人
、
梁
幅
は
、
「
晉
は
間
を
尚
び
、
肝
は
法
を
尚
び
、
宋
は
窓
を
尚
び
、

「
晉
人
は
訊
を
取
り
、
附
人
は
法
を
取
り
、
宋
人
は
意
を
取
っ

ぞ
れ
み
な
前
人
の
説
を
お
な
じ
よ
う
に
承
け
つ
い
て
い
る
。

の

が
失
わ
れ
て
し
ま
つ

が
あ
る
。
そ
こ
に

9

入
百
且
ヽ

カ
ャ
彦

+
）
 

~' 

い
う
。
ま
た
こ
と
ば
を
か
え
て
、

「
右
軍
交
子
以
来
、
．

の
超
逸
紹
瞑
な
0
は
顔
鰐
卿

つ
て
い
る
。

昧
京
岐
と
そ
の
書

「
右
軍
貧
子
（
王
汲
之
、
欺
之
）
の
翰
墨
中
の
逸
氣
は
欧
、
虞
、

窟
（
初
附
0
四
宋
）
に
よ
っ
て
殴
攻

1
0
 



と
そ
の

な
る
の
は
、
宋
人
が
は
た
し
て

：

入

っ

う

占

E

こ

カ
と
う
力
と
し
里
5
9
1

か
い
て
い
る
だ
け
の
こ
と
て
、
古
人
の
音
i

が
あ
る
わ
け
て
は
な
い
」

を
取
っ
た
と
す
れ
ば
、
．

を
も
っ

を
崩
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
蛮
其
昌
も
お
な
じ
て
あ
っ
て
、

「
附
人
が
法
を
取
り
、
宋
人
が
意

と
しヘ
し9、
ヽ

か
な
ら
ず
し
も
宋
人

肝
人
は

し
た
。
宋
人
は
多
く
新
し
い

つ
て
い
る
の
て
あ
る
。

っ
た
、
」
と
い
う
。

つ
ぶ
さ
に
そ
な
わ

こ
と
に
あ
っ
た
の
て
あ

と
い
い
、

「
晉
人
は
原
理
に
循

及
ば
な
い
の
は
こ
の
一
定
の
規
格
に
陥
っ
た

こ。
i
/
 

の
原
罪
に
も
と
ず
い
て
法
が
立
て
ら
れ
、

が
そ
れ
て
あ
る
。

し
デ
よ
、

オ
！
I

0
て
あ
る
。
そ
の
風
帥
は
あ
た
か
も
紳
仙
を
見
る
か
の
ご
と
く
て
あ
る
。
た
と
え
ばの

て
あ
る
。
そ
0
鳳
誹
は
あ
た
か
も
聖
人
を
見
る
か
0

ご
と
く
て
あ
る
。
た
と
え
ば
欧
陽
詢
、
虞
祉
南
が
そ
れ
て
あ
る
。
宋
人
0
書
は
人
間
0

に
お
い
て
す
ぐ
れ
る
こ
と
を
尚
ぶ
の
て
あ
る
。
そ
の
風
祠
は
あ
た
か
も
豪
傑
を
見
る
か
の
ご
と
く
て
あ
る
。
た
と

こ
の
三
つ
の
時
代
の
特
性
の
相
闘
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
鳴
班
の
説
を
み
る
と
、

0
9
 

ら
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
矩
を
こ
え
ず
と
い
っ
た
よ
う
た
紳
妙
な
境
地
に

そ
の
法
が
安
定
し
て
く
る
と
一
定
の
規
格
が
て
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
附
人
の

〇
抜
巧
を
こ
ら
し
て
か
か
れ
た
も
の
て
、

〇
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

こ
れ
ら
の

の

の

「
音
人
は
自
然
〇

た
め
て
あ
る
。
宋
人
は
意
に
よ
つ
て
書
を
か
い
た
。
そ

つ
て
そ
の
う
ち
に
法
が
生
じ
た
。
唐
人
は
法
を
用
い
て
そ
の
う
ち
に
意
が
出
来
て
き
た
。
宋
人
は
衣
を
用
い
て

唐
の
書
法
は
晉
の
原
理
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
て
あ
り
、
宋
人
は
晉
を
學
ん
だ
の
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と

し
か
し
、
宋
人
が
晉
を
學
ん
て
成
功
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

を
用
い
て
、
自
分
て
は
麿
人
よ
り
ま
さ
つ
て
い
る
と
考
え
．
て
い
る
が
、
伽
具
は
及
ば
な
い
の
て
あ
る
、
」

の
方
が
法
の
方
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
の
て
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
野
し
て
、
宋
人
は
そ
の
自
分
の

と
い
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
て
結
局
も
つ
と
も
問
題
と

る
。
そ
れ
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
別
の
問
題
ぞ
J

に
従
つ
て
字
を
か
い
た
。

だ
か

黄
山
谷

か
し
て
か
か
れ
た
も
の
て
、

そ
の

が
そ
れ
て
あ
る
。
胴
人
0
虚
日
は
文

に
従
つ
て
か
か
れ
た
も
の
て
、
そ
0

に
お
い
て
す
ぐ
れ
る
こ
と
を
尚
ぶ



こ
と
ば
を
訊
ん
て
み
て
も
、
か
れ
が
行
人
の

位
値
を
高
く
評
使
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
音
人
に
取
っ
た
の
は
や

王

の

の
害
跡
は
煎
散
簡
逮
て
、

晉
を
代
表
す
る
も
の
は
二
王
て
あ
り
、
附
を
代
表
す
る
も
の
は
欧
虞
て
あ
る
と
す
る
の
が
以
上
の
理
論
の
目
掠
と
な
つ
て
い
る
の
て
あ

る
が
、
宋
人
が
附
に
學
ん
だ
の
は
、
東
城
、
山
谷
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
肝
人
は
屑
人
て
も
、
と
く
に
異
色
の
顔
鱈
卿
て
あ
っ
て
初
附
の

楷
書
は
規
矩
に
捕
わ
れ
た
も
の
と
し
て
排
除
し
て
い
る
。
そ
こ
て
顔
鱈
馴
が
晉
か
ら
出
た
も
の
て
あ
る
か
、
ま
た
は
反
到
に
し
り
ぞ

け
て
新
し
い
泄
界
を
つ
く
り
だ
し
た
も
の
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
城
と
山
谷
が
行
人
と
の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ
う
に
も
っ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
解
つ
て
く
る
わ
け
ノ
J

あ
る
。
今
日
の
書
道
史
の
見
方
と
し
て
は
、
顔
鰐
卿
は
二
王
に
封
し
て
反
抗
的
に
新
し
い

書
法
を
打
ち
立
て
た
も
の
て
そ
の
源
流
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
北
碑
に
屁
す
る
も
の
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
腿
史
の
う
え
て
は
こ

の
見
方
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ノ
J

あ
ろ
う
が
、
今
こ
こ
て
東
城
と
山
谷
の
本
来
の
見
方
と
い
う
も
の
が
か
れ
ら
の

の
原
理
と
な
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
以
上
は
、
そ
の
立
場
に
お
い
て
こ
そ
北
宋
の
生
ん
だ
こ
の
偉
大
な
東
城
を
珪
解
す
る
必
要
が
あ
る

と
感
ぜ
ら
れ
る
。

東
城
の
こ
と
ば
に
「
わ
た
く
し
は
か
つ
て
書
を
論
じ
て
こ
う
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
鈍

そ
の
妙
味
は
筆
驚
の
外
に
あ
る
。
附
の
顔
（
鰐
卿
）
柳
（
公
植
）
に
な
っ
て
、
古
今
〇
筆
法
を
集
め
て
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
褒
楊
し
、

さ
ぅ
ぜ
ん

の
襲
化
を
柩
め
、
天
下
は
拿
然
と
し
て
か
れ
を
宗
師
と
し
た
、
が
鍾
王
の
法
は
ま
す
ま
す
衰
微
し
た
」
と
い
う
。

東
披
は
わ
か
い
と
き
に
は
王
祗
之
の
即
亭
序
を
よ
く
學
ん
て
そ
の
凰
韻
を
え
た
と
い
わ
れ
る
。
四
棋
帖
の
な
か
に
は
そ
の
収
例
の
存
し

て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
四
棋
帖
に
は
王
義
之
の
草
害
の
尺
駁
を
臨
芥
し
た
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
か
れ
は
竹

人
の
害
を
直
接
に
學
ん
て
い
た
こ
と
は
事
毀
て
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
古
人
の
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
直
口
の
奴
隷
に
な
る
こ

とノ
J

あ
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
た
こ
と
は
自
分
て
も
言
っ
て
い
る
と
お
り
て
あ
る
。
か
れ
が
行
人
を
學
ん
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
冒
人
の

を
取
っ
て
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
の
て
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
古
人
の
帽
粕
を
甜
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
恩
う
。

あ
る
。

盛
京
披
と
そ
の
書

こ
の



と
そ
の

の

は
む
し
ろ
初
腐
の

て
欧
虞
猪
膵
徐
沈

成
す
る
こ
と
が
て
き
た
0
は
、
た
だ
張
長
史
（
旭
）

と
が
て
き
た
が
、
た
だ
し
規
矩
に
と
ぼ
し
く
、
ま

絶
す
る
も
の
て
あ
る
、
」
と
い
う
。

徐
浩
、
沈
偲
師
）

よ
く
し
衣
い
の
が
難
感
て
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
自
ら
天
下
後
批
に
冠

山
谷
は
、
よ
び
磨
の
中
期
以
後
に
て
た
革
新
的
な
害
家
で
あ
る
張
旭
ゃ
桐
薬
式
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
、
晉
人
の
趙
逸
紐
塵
の

逸
氣
を
得
て
い
る
と
し
、
顔
鰐
卿
に
つ
い
て
は
そ
の
筆
法
が

王
に
合
し
て
い
る
と

し
て
て
あ
っ
て
、
晉
人
と
は
深
い
闊
係
を
も
つ
て

る
と
す
る
の
て
あ
る
。

こ
の

ち
は
か
な
ら
ず
し
も
認
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
て
あ
る
が
、
東
城
は
こ
れ
を
許
容
し
て
い
た
。
従
つ
て

方
も
山
谷
ほ
ど
徹
底
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
の
と
こ
ろ
は
晉
人
と
結
び
つ
け
て
そ
の
風
詞
を
得
た
も
の
と
考
え
て

に
つ
い
て
は
常
時

つ
て
い
る
。

0
害
凰
が
革
新
的
て
あ
る
の

人
だ
け
て
あ
る
。
そ
の
の
ち
楊
少
師
（
濫
式
）
が
い
く
ら
か

る
こ

る゚

と
し
て

の
外
に
畠
て
卒
に
こ
れ
と
合
し
て
い
る
0
に
は
と
う
て
い
及

、。し

王
か
ら
の

しつ

な
ど
を
説
る
と
、
み
な
法
度
の
た
め
に
束
蒻
さ
れ
て
い

（
東
妓
）
だ
け
は
許
容
し
て
く
れ
る
。
」

と
い
い
、
ま
た

し
て
い

と
い
い
、

「
わ
た
く
し
は
か
つ
て

子
の
超
逸
絶
庫
言
）
と
こ
ろ

し
て
い
る
と
い

超
逸
絶
塵
な
の
は

る
と
み
な
右
軍
父
子
（
一

王
）
の

っ
た
。
害
家
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
う
は
考
へ
な
い
が
、
た

の
あ
る
法
拮
に
題
し
て
、

「
魯
公
の
こ
の
帖
も
既
る
と
、
奇
偉
秀
抜
て
、
ま
こ
と
に
魏
骨
附
扉
以
来
の
風
流
氣
骨
が
あ
る
。
ひ
る
が
え
つ

（
欧
陽
詢
、
虞
批
南
、
猪
逐
良
、

し
て
い
る
。

こ
の
と
こ
ろ
に
氣
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
徐
浩
、
沈
偉
師
を
尊
尚

面
接
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
て
あ
る
」
と
い
い
、
ま
た
、

の
ば
は
自
ら
一
家
を
成
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
曲
折
こ
れ
を
求
め

（
飼
卿
）
と
楊
少
師
（
揖
式
）
だ
け
て
あ
る
。

0
あ
い
だ
は
数

ヘ
だ
て
て
い
る
が
、

山
谷
の
見
方
は
東
城
よ
り
さ
ら
に

る
。
そ
0

こ
と
ば
に
、

の
も
の
て
は
な
か
っ
た
か
ら
、
衰
徽
し
た
と
い
つ
て
る
0
て
あ
る

外
に
あ
る
意
趣
て
あ
る
。
顔
柳
も
ま
た
晉
人
の

「
わ
た
く
し
は
こ
う
論
じ
た
こ
と
ぶ
あ
る
。
二
王
仄
来
、

た
こ
と
は
み
と
め
て
い
る
が
そ
れ

ふし、
ぃi9

し／3
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す
る
ほ
と



陥
京
披
と
そ
の
書

い
た
と
思
わ
れ
る
。

山
谷
の
見
た
東
城
は
、
あ
た
か
も
紳
仙
中
の
人
の
ご
と
く
て
あ
り
、
詩
人
な
ら
ば
李
白
に
例
え
ら
れ
る
と
い
つ
て
た
だ
な
ら
ぬ
敬
仰
を

さ
さ
げ
て
い
る
だ
け
に
、
東
披
の
輪
廊
は
も
っ
と
も
う
つ
く
し
く
理
恕
的
に
人
格
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
評
語
の
な
か
に
は
自
ら
の
心

の
修
練
の
中
か
ら
生
れ
て
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が
多
分
に
感
じ
と
ら
れ
る
が
、
何
と
い
つ
て
も
直
接
師
事
し
た
人
物
を
猜
い
た
記
録
て
あ

り
、
東
披
を
理
解
す
る
に
は
や
は
り
も
つ
と
も
よ
い
批
評
の
こ
と
ば
と
い
う
べ
き
．
て
あ
ろ
う
。

一
四




