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そ
の
他
の

五
服
・
九
州
説
の
展
開

れ
た
か
は
、

一

-
」
と
あ
る
か
、

“ヽ

の
如
く
こ
の

-
」
と
あ
る
よ
う

そ
れ
を
使
用
す
る
人
々
の
間
の
交
通
の
至
便
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
る
。

こ
の
時
の
始
皇
帝
の
天
下
と
は
東
は
海
を
越
え
た
朝
鮮
半
島
、
北
は
長
城
で
結
ば
れ
る
遼
東
か
ら
の

で
、
西
は
巴
蜀
の
楊
子
江

①
 

の
研
究
に
あ
る
よ
う
に
短
期
間
の
う
ち

に
つ
い
て
の
明
確
な
こ
と
は
分
ら
な
い
。
ま
た
中
庸
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
こ
の
小
論
の
ぎ
こ
と
で
は
な
い
が
、

R
 

こ
の
中
尉
の
同
文
・
同
軌
に
限
つ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
秦
の
統
一
以
綬
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
文
は
偏
家
の
立
場
よ
り

現
買
を
謳
歌
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
始
鼠
の
渾
墨
を
受
け
た
儒
家
に
し
て
こ
の
現
買
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
天
下
を
統
一
す
る
最

も
具
像
的
な
姿
と
し
て
人
々
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
の
は
天
下
が
同
一
の
文
化
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
同
。
文
字
を
使
い
、

の

て
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

の
天
下
統
一
以
悛
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ど
の

も

し
て
同
文
・
同
軌
が
買
行
さ
れ
、

の

一
が
は
か
ら
れ
た
の
は
史
記

し
て
い
る
が
、

子
思
ま
た
は
そ
の
先
人
で
あ
る
孔
子
の
も
の
と
す
れ
ば
、

、。し

に
「
今
天
下
車
同
レ
軌

文
、
行
同
レ

と
あ
る
。
こ
の
文
よ
り
見
れ
ば
嘗
然
そ
れ

五

服

九

州

説

の

展

開

野

村

に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

茂

夫



を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
ゆ
く
。

五
服
・
九
州
説
の
展
開

上
流
、
南
は
雲
南
か
ら
海
南
島
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ
の
天
下
を
三
十
六
郡
と
し
、
統
一
の
事
業
を
な
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
全
土
に
同
文
、
同
軌
と
度
量
衡
の
統
一
を
質
施
す
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
は
、
封
建
國
家
と
異
な
る
形
を
と
る
秦
で
は

嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
同
文
に
よ
る
中
央
か
ら
の
指
令
の
徹
底
、
同
軌
に
よ
る
交
通
の
迅
速
化
、
度
量
衡
の
一
致
に
よ
る
貢
物
上
納
の
筒

便
化
、
い
づ
れ
も
新
し
い
専
制
國
家
に
と
つ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
嘗
面
の
問
題
を
一
應
解
決
し
た
始
皇
の
事
業
は

始
皇
本
紀
に
「
上
古
以
来
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
、
五
帝
も
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
大
い
に
賞
讃
に
債
す
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
こ
の
事
業
も
一
始
皇
帝
、
一
秦
國
の
力
の
み
で
成
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
た
め
に
は
長
年
月
に
わ
た
る
統
一
へ
の
機
運
が
あ

秦
の
「
分
―
―
天
下
一
以
為
三
二
十
六
郡
こ
と
あ
る
「
天
下
」
は
、
嘗
時
の
秦
の
支
配
力
の
及
ぶ
全
範
園
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
勿
論
そ

れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
廣
大
な
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
天
下
に
含
ま
れ
る
と
い
う
場
合
、
「
天
下
」
が
全
地
上
を
意
味
す
る
廣
義
と
、
全

中
華
を
意
味
す
る
狭
義
と
二
つ
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
靡
術
の
い
う
明
確
に
全
地
上
を
意
味
す
る
も
の
に
以
外
は
あ
ま
り
そ
の
差

別
が
は
つ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
天
下
を
い
う
人
々
に
と
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
始
め
か
ら
問
題
と
な
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
。
中
華
に
尉
し
て
は
嘗
然
夷
秋
が
あ
る
は
す
で
あ
る
が
、
天
下
と
い
う
場
合
の
意
識
は
事
賀
上
自
己
中
心
的
で
、
己
れ
に
闘
係
せ
ぬ

も
の
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
中
華
の
文
化
に
闘
興
せ
ぬ
も
の
に
は
全
く
興
味
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
在
に
お
い
て
、
な
お
多
数
の
少
数
民
族
を
有
す
る
中
麗
大
陸
に
お
い
て
、
先
秦
時
代
に
雑
多
の
民
族
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
論
を

ま
た
な
い
。
そ
の
多
く
の
民
族
が
同
一
の
天
下
に
入
る
と
い
う
意
識
は
、
中
庸
に
見
ら
れ
る
「
同
文
・
同
軌
」
つ
ま
り
同
一
の
中
華
文
化

の
天
下
も
、

そ
れ
以
前
の
周
の
封
建
國
家
も
そ
れ
は
後
世
い
わ
れ
る
よ
う
な
顧
家
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
と

同
様
な
民
族
を
越
え
た
文
化
的
な
結
合
監
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
買
際
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
春
秋
・
戦
國
と
時
代
の
緑
過
と
共
に
地
域
的

に
多
く
の
地
が
中
華
の
文
化
圏
に
入
り
、
同
一
文
化
を
奉
じ
更
に
古
く
よ
り
開
け
た
諸
鼠
に
劣
ら
ぬ
質
力
を
養
う
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の

っ
た
か
ら
で
あ
る
。



五
服
・
九
州
説
の
展
開

殷
は
黄
河
中
下
流
に
よ
っ
た
が
、

に
文
化
の
み
で
な
く
、
完
全
な
他
統
的
な
中
華
の
人
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。

西
方
周
の
到
来
に
よ
り
中
華
文
化
圏
は
西
方
に
廣
ま
っ
た
。
周
は
各
地
に
諸
侯
を
分
封
し
、
軍
を
諸

方
に
出
し
中
國
大
陸
を
徐
々
に
同
一
文
化
で
統
合
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
新
た
に
同
一
文
化
を
有
し
共
通
の
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
方
法
は
、
同
一
の
祖
先
か
ら
出
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

我
が
國
で
も
、
そ
の
登
生
に
お
い
て
異
な
る
出
雲
系
民
族
・
筑
紫
系
民
族
が
天
孫
民
族
に
征
服
さ
れ
た
結
果
、

そ
の
他
承
も
天
孫
民
族

の
系
統
の
中
に
吸
牧
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
出
雲
軸
話
と
筑
紫
誹
話
と
が
天
孫
系
の
紳
話
の
中
に
統
合
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。こ

れ
を
中
國
の
場
合
に
見
れ
ば
、
史
記
固
本
紀
で
は
周
の
祖
、
后
稜
の
母
は
姜
原
で
あ
り
、
帝
魯
の
元
妃
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

殷
本
紀
で
は
股
の
初
代
契
の
母
は
帝
馨
の
次
妃
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
殷
周
雨
者
の
祖
は
共
通
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

R
 

王
鼠
維
等
の
卜
僻
の
研
究
か
ら
殷
祖
を
帝
魯
と
す
る
こ
と
は
殷
代
か
ら
の
他
承
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
周
の
祖
と
考
え
ら
れ
た

の
は
本
来
は
詩
緑
・
大
雅
•
生
民
に
見
ら
れ
る
如
く
后
稜
ま
で
あ
り
、
そ
れ
と
帝
曇
と
の
結
び
つ
き
は
、
現
存
の
文
獣
で
は
史
記
の
資
料

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
載
霞
・
帝
系
世
及
び
楚
僻
・
天
問
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
農
業
を
振
興
さ
せ
た
と
さ
れ
る
稜
は
農
業
國
家

と
し
て
出
登
し
た
周
の
祖
と
し
て
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
を
帝
馨
に
ま
て
逆
の
ぼ
ら
せ
る
の
は
先
述
の
よ
う
に
互
い
に
同
じ
祖
先
か

④
 

ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
得
承
の
登
生
は
春
秋
末
か
戦
國
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

齊
魯
な
ど
の
周
初
よ
り
の
他
統
の
明
ら
か
な
諮
國
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
後
あ
ら
た
に
興
起
し
た
諸
國
に
は
多
分
に
こ
の
傾
向
が
う
か

が
わ
れ
る
。

秦
は
史
記
秦
本
紀
に
よ
れ
ば
そ
の
祖
を
顕
頭
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
古
の
聖
君
主
と
の
結
び
つ
き
の
荊
芽
は
左
偲
な
ど
に
少
し
づ

⑤
 

つ
見
え
て
い
る
が
、
公
羊
他
昭
公
五
年
に

秦
者
夷
也
。
と
あ
り

新
興
の
人
々
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
の
は



と
い
つ
て
、

そ
の
祖
ぱ
西
方
の
遊
牧
民
で
あ
る
こ

南
方
の
楚
な
ど
も
孟
子
の
頃
で
さ
え

頂
高
陽
こ
と
あ
る
。

と
偲
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
出
自
の
不
明
さ
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
中
原
諮
閾
と
祖
を
共
通
に
す
る
こ
と
ぱ
あ
り
得
な
い
。

哭
な
ど
も
太
伯
の
子
孫
と
さ
れ
る
が
、
史
記
の
得
承
に
よ
っ
て
も
荊
絨
の
地
に
居
を
か
ま
え
、
中
央
か
ら
は
長
く
離
れ
て
い
た
と
さ
れ
、

奥
の
極
め
て
初
期
の
系
譜
と
中
原
と
交
渉
の
生
じ
た
十
九
代
の
壽
夢
以
下
の
事
蹟
の
み
が
く
わ
し
く
、
そ
の
中
間
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
な
ど
も
太
伯
と
の
結
び
つ
き
に
は
作
為
的
な
も
の
が
目
に
つ
く
。

そ
の
他
、
左
似
昭
公
二
十
八
年
に
は
周
武
王
封
建
の
際
の
諸
侯
の
う
ち
、
兄
弟
の
封
建
さ
れ
た
も
の
十
五
、
姫
姓
ぱ
四
十
人
と
い
わ
れ
、

七
十
一
國
の
う
ち
五

し
か
し
同
じ
楚
世
家
の
中
で
楚
王
熊
渠
が

の
子
四
、
周
公
の

一
人
ま
で
は
販
姓
で
あ
る
。

と
す
る
が
、
こ
れ
ら
も
事
買
か
否
か
疑
わ
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
事
例
は
い
づ
れ
も
中
華
文
化
圏
の
搬
大
に
と
も
な
い
同
一
文
化
に
厨
す
る
人
、
同
じ
中
華
の
人
で
あ
る
と
い
う
意
識
の

高
ま
り
の
た
め
に
現
わ
れ
た
動
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
元
来
、
彼
等
新
興
諸
國
は
古
く
周
よ
り
封
建
さ
れ
た
諸
國
の
如
く
に

戦
國
期
に
入
る
と
、
得
統
あ
る
諸
属
も
そ
は
陪
臣
の
手
に
移
り
、

信
公
二
十
四
年
で
は
文
王
の
子
十
六

其
後
中
微
、

と
い
い
、
殷
末
の
欣
態
を
い
つ
て

我
聾
夷
息
、
不
レ
興
二
中
闊
之
琥
盆
[

昔
我
先
鄭
山
之
女
、

は
申
侯
の

し
て

五
服
・
九
州
品
の
展
閲

弗
恥
胆
如
聾
其
世
[

は
四
と
そ
れ
ぞ
れ
封
建
し
た
も
の
を
あ
げ
、
荀
子
儒
効
篇
な
ど
も
周
初

し
て
い
る
。

生
―
―
仲
清
「
保
―
―
西
垂
↓

て
い
る
ぶ
、
史
記
楚
世
家
に
よ
れ
ば
「
楚
之
先
祖
出
レ
自
二
帝
顕

⑥
 

の
他
統
を
尊
ぶ
こ
と
を
考
え
な
い
。
そ
し
て

の
念
か
消
減
し
て
束
る
。

四



尚
書
萬
貢

こ
う
し
た
複
雑
な
箭
勢
の
中
で
、

一
方
で
は
中
茸
文
化
風
の
確
立
と
共
に
中
華
と
夷
秋
と
の
討
立
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
周
初
で
は
ま

だ
、
武
王
が
討
を
伐
つ
際
に
庸
・
蜀
．
梵
．
晏
矛
・
庫
・
彫
・
渡
の
人
と
替
っ
た
と
尚
書
に
あ
る
よ
う
に
、
夷
秋
と
同
盟
し
て
い
た
場
合
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
中
原
に
近
く
殆
ん
ど
雑
居
の
朕
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
秦
楚
等
の
一
部
の

⑦
 

張
力
な
諸
國
を
除
い
て
は
文
化
的
に
同
化
し
き
れ
ず
、
徐
々
に
遠
方
へ
麿
迫
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に

生
じ
て
来
る
。

彼
等
は
中
華
の
民
と
し
て
は
互
い
に
ま
た
王
室
を
尊
ぶ
必
要
も
な
い
。
勢
力
を
失
墜
し
た
周
王
室
で
は
こ
の
朕
態
を
如

何
に
す
る
こ
と
も
出
末
な
い
。
＇
か
く
て
こ
こ
に
新
た
な
る
自
己
の
力
に
よ
る
天
下
緑
略
の
野
望
が
産
ま
れ
、
統
一
の
氣
運
が
徐
々
に
生
じ

て
束
る
の
で
あ
る
。

で
あ
り
、

こ
の
天
下
の
統
一
と
い
う
新
し
い
時
代
の
動
き
を
背
景
と
し
て
、
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
も
の
は
、
新
し
い
理
想
的
な
統
一
の
方
法
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
ぱ
嘗
然
中
國
の
文
化
圏
を
総
覧
し
た
政
治
地
理
學
の
知
識
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
表
わ
す
も
の
が
五
服
（
九
服
）

説
と
九
州
諒
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
五
服
諒
・
九
州
説
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で
以
上
の
時
代
の
流
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

五
服
記
又
は
九
服
盆
畿
）
謡
ぱ
尚
内
萬
貢
、
國
語
周
語
上
、
周
麿
夏
官
大
司
馬
、
同
じ
く
職
方
氏
に
見
ら
れ
る
心
の
が
一
底
盟
系
的
に

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
列
攀
す
れ
ば
次
の
如
く
て
あ
る
。

了
）
五
百
里
伺
服
、
百
里
賦
納
総
、
二
百
里
納
鉗
、
三
百
里
納
桔
服
、

(

2

)

五
百
里
侯
服
、
百
里
采
、
一
百
里
男
邦
、
三
百
里
詰
侯
゜

五
服
・
九
州
説
の
展
開

四
百
里
粟
、

五
百
里
米
。

五

の
民
と
し
て
の

層
の
自
覺
が



周
霞
夏
官
大
司
馬
、

乃
以
―
―
九
畿
之
籍
―
施
―
―
邦
國
之
政
職
「
方
千
里
曰
一
一
國
畿
「
其
外
方
五
百
里
曰
二
侯
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
日

1

一
伺
畿
「
又
其
外
方
五
百

里
曰
一
一
男
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
曰
え
木
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
百
里
曰
二
術
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
曰
二
螢
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
曰
―
―

夷
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
曰
二
鎮
畿
「
又
其
外
方
五
百
里
曰
二
蕃
畿
f

周
麿
夏
官
職
方
氏
。

侯
畿
以
下
い
づ
れ
も
畿
を
服
と
し
て
い
る
の
み
で
そ
の
内
容
は
大
司
馬
に
同
じ
。

除
以
均
分
二
公
侯
伯
子
男
一
＞

國
語
周
語
中
、 五

服
・
九
州
説
の
展
閲

(

3

)

五
百
里
綬
服
、
三
百
里
揆
文
数
、
二
百
里
奮
武
術
。

(

4

)

五
百
里
要
服
、
三
百
里
夷
、
二
百
里
祭
。

(

5

)

五
百
里
荒
服
、
三
百
里
螢
、
二
百
里
流
。

國
語
周
語
上
、

夫
先
王
之
制
、
邦
内
匈
服
、
邦
外
侯
服
、
侯
術
賓
服
、
夷
螢
要
服
、
戎
秋
荒
服
。
匈
服
者
祭
、
侯
服
者
祀
、
賓
服
者
亨
、
要
服
者
貢
、

荒

服

者

王

。

日

祭

、

終

王

。

昔
我
先
王
之
有
―
―
天
下
一
也
、
規

1

一
方
千
里
―
以
為
二
匈
服
「
以
供
二
上
帝
山
川
百
帥
之
祀
「
以
備
―
―
兆
民
之
用
「
以
待
二
不
庭
不
虞
之
息
「
其

六



五
服
・
九
州
詭
の
展
開

こ
れ
ら
の
う
ち
侯
伺
男
采
衛
な
ど
は
外
服
と
し
て
内
服
の
百
條
庶
田
と
対
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
刺
廷
に
あ
っ
て
王
に
直
厨
し
て
い
る

官
僚
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
諸
侯
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
殷
の
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

た
官
僚
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
左
偲
襄
公
十
五
年
に
は

王
及
公
侯
伯
子
男
匈
采
衛
太
夫
各
居
二
其
列
『

七

と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
殷
代
の
み
で
な
く
周
に
入
っ
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
名
稲
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
左
他
の
例
に
見

J

の
侯
匈
男
采
術
な
ど
は
殷
代
か
ら
地
方
に
勢
力
を
有
し

ま
た
は
邊
域
を
治
め
る
た
め
に
派
追
さ
れ
て

周
公
乃
朝
用
レ
書
、
命
庶
殷
侯
匈
男
邦
伯
↓

召
詰

四
方
民
大
和
會
、
侯
匈
男
邦
采
術
、
百
工
播
民
和
。

こ
れ
ら
の

・
九
服
謡
は
一
般
に
は
軍
に
春
秋
末
か
ら
戦
國
末
に
か
け
て
の
理
想
化
さ
れ
た
支
配
制
度
を
記
し
た
も
の
で
そ
こ
に
は

R
 

現
宜
性
の
断
片
も
見
出
せ
な
い
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
自
分
は
こ
れ
ら
の
諮
説
を
比
戟
検
討
し
、
何
ら
か
の
系
統
に
よ

階
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

西
周
初
期
の
文
欺
と
さ
れ
る
尚
九
日
の
五
詰
を
中
心
と
し
た
部
分
に
は
次
の
よ
う
な
れ
例
が
あ
る
。

康
詰

酒
詰

越
在

1

一
外
服
「
侯
伺
男
術
邦
伯
。
越
在
一
一
内
服
へ

予
惟
曰
、
汝
劫
痣
殷
獣
臣
侯
匈
男
術
、
矧
太
史
友
内
史
友
、

の
形
を
と
つ

の
段



で
は
匈
と
は
何
か
と
い
え
ば
、

王
城
近
く
の
土
地
に
あ
っ
て
そ
こ
を
管
理
し
て

目
を
典
え
ら
れ
た
官
吏
と
そ
の
性
格
を
有
す
る
土
地
自
盟
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
卜
陥
な
ど
に
も
匈
は
し
ば
し
ば
見
え
る
が
こ
れ
は
世

⑨
 

の
地
位
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
上
記
の
説
明
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
侯
」
は
説
文
に
あ
る
よ
う
に
疾
と
い
う
弓
を
射
る
時
に
か
け
る
的
の
形
よ
り
出
た
文
字
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
人
が
つ
き
、
説
文
で
は

「
伺
望
也
」
と
「
う
か
が
う
」
意
味
に
な
り
地
方
に
い
て
遠
く
を
伺
う
者
と
髪
化
さ
せ
て
い
る
の
は

ま
た
卜
僻
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ー
侯
と
い
う
同
じ
名
が
時
代
を
お
い
て
何
度
も
あ
ら
わ
れ
、

と
あ
り
へ
こ
れ
で
も
同
じ
よ
う
に
伺
を
外
部
を
治
め
る
官
と
し
て
い
る
。

よ
う
に
そ
こ
を
治
め
る
も
の
は

尚
書
多
士
に
は
「
匈
―
―
四
方
こ
と
あ
り
詩
小
雅
信
南
山
に
は
「
維
萬
匈
レ
之
」
と
あ
り
、

つ
の
属
劃
の
廣
さ
の
名
稲
と
な
る
。

五
服
・
九
州
説
の
展
開

に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

國
語
晉
語
六
に
も

ら
れ
る
公
ま
で
は
周
に
成
立
し
て
い
た
爵
位
で
あ
っ
て
匈
采
術
は
何
か
別
の
系
列
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
後
に
説
く

よ
う
に
諸
侯
以
外
に
全
國
の
各
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
官
吏
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
周
初
よ
り
得
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
匈
侯
采
男
術
の
意
味
を
各
々
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。

「
匈
」
は
田
と
通
じ
田
を
治
め
る
と
い
う
意
味
と
そ
こ
を
支
配
す
る
官
吏
と
二
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

に
と
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
を
治
め
る
と
い
う
意
を
登
展
さ
せ
る
と
周
闘
地
官
小
司
徒
の
「
四
丘
為
レ
匈
、

の
必
需
品
を
提
供
す
る
役

四
伺
為
レ
縣
」
の
如
く
一

一
般
に
郡
縣
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
封
建
制
と
異
る
王
直
屈
の
も
の
を
示
す
よ
う
に
こ
の
匈
も
諮
侯
に

典
え
ら
れ
た
土
地
で
は
な
く
王
畿
に
近
い
王
の
支
配
下
の
土
地
で
あ
ろ
う
。
二
十
一
年
に
は
「
郊
伺
」
が
あ
り
、
先
に
あ
げ
た
周

語
中
の
例
は
公
侯
伯
子
男
に
分
典
す
る
内
側
の
地
、
方
千
里
を
匈
服
と
し
王
の
直
接
の
用
に
役
立
た
せ
て
い
る
し
、

「
貢
重
位
卑
匈
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
王
城
近
く
の
地
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
先
に
あ
げ
た
康
皓
、
酒
皓
等
の
例
の

の
官
僚
で
は
な
い
。
こ
の
例
は
更
に
金
文
中
に
も
見
ら
れ
、
大
孟
鼎
に
は
「
殷
辺
侯
匈
、
殷
正
百

日
常
の
用
、

そ
の
種
類
も
多
い
と
こ
ろ
か
ら
本
来

の
僻
孔
得
、

の
毛
俯
で
は
い
づ
れ
も
「
治
」

I¥ 



以
上
か

五
服
・
九
州
詭
の
屁
開

王
城
よ
り

J

の
こ
と
は
地
理
的
に
分
け
れ
ば

九

．
何
．
侯
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
釆

近
似
を
指
適
し
て
い
る
。
ま

男
ぱ
釆
と
近
く
、
釆
が
土
地
と
人
民
の
所
有
梱
が
な
い
の
に
討
し
、
土
地
人
民
を
所
有
し
、

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

奮
武
術
と
あ
る
よ
う
に
守
る
と
い
う
臨
味
が
あ
る
。
こ
の
術
は

「
術
垂
也
」
と
あ
る
よ
う
に

ら
れ
る
こ
と
は
、
周
初
の
文
獣
で
あ
る
五
諮
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ
る
侯
伺
釆
男
術
等
の
名
稲
は
侯
匈
が
―
つ
の
系
列

に
厨
し
、
釆
男
術
は
別
の
系
列
で
あ
ろ
う
。

及
び
そ
こ
の
有
力
者
で
あ
る
。

の
地
、
及
び
そ
こ
を
支
配
す
る
も
の
を
指
し
、
匈
は
比
載
的
近
緑
の
地
、

を
意
味
す
る
。
故
に
衛
は
沿
域
に
あ
っ
て
武
力
を
も
っ

J

と
及
び
そ
の
任
に
嘗
る
人
で
あ
ろ
う
。

の
地

一
方
で
は
王
の
支
配
下

は

い
る
が
そ
こ
で
は
男
邦
を
任
國
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ぱ
飼
孔
得
に
は
「
男
任
也
、

L」
と
あ
る
。

お
そ
ら
く

」
と
あ
り
、

分
と
し
て
典
え
ら
れ
る
の
が
釆
地
な
の
で
あ
る
。
故
に
釆
は
直
接
に
土
地
の
遠
近
と

「
男
」
は
周
代
で
は
爵
位
と
さ
れ
て
い

で
あ
っ
た
か

か
は
不
明
で
あ
る
。

の
五
服
を
引
い
て

見
ら
れ
な
い
。

じ
く
酒
詰
の
「
服
休
服
釆
」

に-

起
而
作
レ

と
あ
る
如
く
に
官
吏
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
等
の
牧
人

意
で
あ
ろ
う
。

し
か

べ
ば
む
し

に
「
釆
官
也
」
と
あ
り
、
同

侯
三
合
封
、
謂
一
一
之
釆
地
こ
と
あ
る
よ
う
に
釆
地
と
い

「
釆
」
は

の
注
に

不
レ
得
レ
有
―
―
其
土
地
人
民
へ
釆
扁
弘
其
税

と
あ
り
、
韓
氏
外
得
八

に
は
「
採
」
と
同
じ
く
「
と
る
」
の

い
地
及
び
そ
こ
の
支
配
者
の
怠
味
が
あ
る
。

も
「
屏
侯
匈
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
伺
に

こ
の
侯
は
「
匈
」
と
の
闊
係
が
弧
い
こ
と
は
先
の
康
詰
．

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

い
は
大
孟
鼎
等
に
必
ず
侯
匈
と
並
列
さ
れ
て
お

に
比
叔
的
近
い
土
地
の
怠
味
が
あ
れ
ば
、
侯
に
は

り



想
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、

J

の
周
語
の
他
承
の
確
か
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
周
語
五
服
説
は

男
術
は
そ
れ
と
は
別
の
職
務
及
び
そ
の
官
位
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。

以
上
の
結
論
を
も
と
に
し
て
五
服
・
九
服
諒
の
骰
展
を
み
て
ゆ
け
ば
五
服
を
い
う
属
貢
と
周
語
で
は
、
高
貢
は
そ
の
里
程
を
劃
一
的
に

描
き
出
し
て
い
る
貼
よ
り
み
て
も
周
語
よ
り
一
段
の
登
展
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
周
語
が
最
も
原
初
的
だ

と
さ
れ
よ
う
が
、
更
に
雨
者
の
内
容
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
み
る
。

第
三
の
地
城
と
し
て
属
貢
に
は
綬
服
が
あ
り
周
語
に
は
賓
服
が
あ
る
。
こ
の
貼
が
異
る
の
み
で
他
は
一
致
し
て
い
る
が
、
雨
者
と
も
に

地
理
的
な
遠
近
と
し
て
王
畿
の
外
に
伺
服
・
侯
服
を
つ
ら
ね
、
釆
男
術
を
入
れ
て
い
な
い
の
は
語
の
本
来
の
意
義
か
ら
い
つ
て
も
正
し
い

の
で
あ
る
。

一
方
侯
服
の
中
に
王
の
直
轄
地
さ

「
先
生
之
制
」
と
あ
る
よ
う
に
理

周
語
は
そ
の
中
で
も
特
に
伺
服
と
侯
服
を
邦
内
邦
外
で
分
け
、
周
語
中
に
お
い
て
も
先
に
あ
げ
た
例
の
如
く
匈
服
を
そ
れ
以
遠
の
も
の

と
属
別
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
も
っ
と
も
そ
の
原
義
に
忠
賀
な
の
で
あ
る
。

の
祭
祀
へ
の
上
貢
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
周
語
上
・
中
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
が
、
左
僻
等
を
見
て

も
貢
物
の
目
的
と
し
て
祭
祀
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
の
貼
よ
り
考
え
て
も
、

と
こ
ろ
で
萬
貢
の
方
は
殆
ど
同
じ
五
服
説
を
と
つ
て
は
い
る
も
の
の
「
揆
文
数
」
と
い
う
よ
う
な
儒
家
的
概
念
が
入
り
、
匈
服
の
貢
物

に
つ
い
て
も
あ
ま
り
に
も
詳
細
に
そ
の
貢
物
の
種
類
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
周
語
よ
り
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
釆
男
術
を
別
の
系
列
に
入
れ
、
匈
と
侯
が
異
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
は
、
先
述
の
如
く
そ
の
本
来
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
萬
貢
の
五
服
の
形
式
は
、
匈
を
中
に
し
、
外
に
侯
服
を
置
き
、
諸
侯
を
分
封
す
る
。

な
が
ら
に
釆
と
男
邦
を
置
く
、
さ
ら
に
そ
の
外
に
は
外
夷
を
防
ぐ
が
如
き
「
奮
武
術
」
と
い
う
地
域
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
封
建
と
邦

顆
制
と
の
井
用
の
如
く
に
見
ら
れ
る
が
、
春
秋
末
か
ら
戦
國
に
か
け
て
の
諸
國
の
買
欣
は
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
服
・
九
州
説
の
展
開

゜



と
い
う
む
し

五
服
・
九
州
品
の
展
開

の
諸
郡
を
置
き
、

な
ど
ぱ
新
た
に

に

「
周
文
武
所
恥
口
、

に
従
っ
て
郡
縣
制
が
質
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
怠
見
は
封
建
制
の
映
附
を
指
適
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
漠
初
の
哭
楚
七
國

の
胤
ぱ
そ
れ
の
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

郡
縣
制
が
始
皇
二
十
六
年
に
至
っ
て
始
め
て
行
わ

そ
の
宜
例
ぱ
す
で
に
左
他
等
に
し
ば
し
ば
見
ら
'rL

七
邑
へ
皆
成
縣
也
。

晉
分
祁
氏
之
田
以
為
七
縣
、
分
二
羊
舌
氏
之
田
―
以
為
1-

――

の

直

轄

地

と

し

た

こ

と

で

あ

り

。

史

記

匈

奴

他

に

趙

．

雁

門

・

代

上

谷

・

漁

陽

等

の

諸

郡

を

低

い

て

北

方

の

や

は

り

新

た

な

征

服

地

の

う

ち

外

敵

に

封

す

る

土
地
を
郡
と
し
て
、
諸
侯
の

の
下
に
武
備
を
と
と
の
え
た
こ
と
を
怠
味
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
春
秋
中
期
以
後
は
四
際
上
封
建
制
ぱ
郡
縣
制
と
の
混
合
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

高
貢
の
綬
服
は
、
外
辺
に
直
轄
の
郡
を
置
き
、
そ
の
外
の
要
服
・
旋
服
に
に
ら
み
を
き
か
す
こ
と
に
な
り
、
侯
恨
の
中
に
、
釆
・
男
邦

る
が
如
き
地
位
の
も
の

意
味
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
周
囮
の

し
た
土
地
は
縣
と
し

”‘
 

一
十
八
年

昭
公
五
年

よ
れ
ば
、

一
に
い
え
る
こ
と
は
、

九
服
・
九
畿
の
九
と
い
う
数
は
そ
の
本
来
ぱ
多
数
と
い
う

）
と
ぱ

い
づ
れ
も
春
秋
末
か
ら
戦
閾
に
か
け
て
の
買
欣
を
反
映
し
た
も
の

相
攻
叫
ぷ
糾
仇
誌
？
…
•
今
誨
内
頼
二
陛
下
帥
露
「
一
統
皆
為
一
一
郡
縣
―

そ
れ
以
前
ぱ
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
ば
、
そ
う
で
ぱ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

秦
が
郡
縣
制
を
と
る
か
周

を
固
め
た
の
ぱ
、

で
あ
る
。
そ
の
黙
よ
り
見
て
も
周
語
が
完
全
な
封
建
儒
制
を
と
る
の
よ
り
も
新
し
い
の
で
ぱ
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
五
服
と
周
蟄
の
九
服
・
九
畿
と
の
先
後
は
、

に
九
と
い
う
数
に
忠
質
で
あ
る
。
九
の
流
行
は
い
つ
頃
か
ら
か
、
後
の
九
州
説
で
諒
＜

が
、
お
そ
ら
く
は
戦
國
初
期
以
前
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
九
服
・
九
畿
で
は
九
に
あ
ま
り
に
力
を
入
れ
す
ぎ
た
結
果
、
侯
匈
以
外
に

釆
男
術
等
を
同
じ
系
列
に
含
め
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
か
る
ば
か
り
で
、
五
服
・
九
服
諒
が
空
想
の
産
物
で
あ
る
と

か
に
つ
い
て
の

行
わ
れ
て
い
る
。

結
局
李
斯
の

委

と
い
う
主
張



河
南

正
南

荊
州

豫
州

東
南 周

麓
職
方
氏

揚
州

黒
水
西
河
窮
州

演
河

糞
州

与
共
什

n
占
フ
ー
リ

充
州

の
評
債
が
生
じ
て
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。

次
に
九
州
説
て
あ
る
が
、
九
州
詭
に
は
尚
書
属
貢
、
周
轄
職
方
氏
、
爾
雅
籾
地
、
呂
氏
春
秋
有
始
覧
の
代
表
的
な
四
種
が
あ
る
。

海

岱

青

州

海
岱
及
淮
、
徐
州

淮
海

揚
州

荊
及
衡
陽
荊
州

荊

河

豫

州

華
陽
黒
水
梁
州

五
服
・
九
州
説
の
展
開
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河
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九
隈
（
國
語
周
語
下
）
。
九
園
（
詩
商
頌
長
登
）
。
九
有
（
國
語
魯
語
上
）
（
詩
商
頌
玄
鳥
）
。
九
該
（
國
語
楚
語
下
）
。
な
ど
が
い
づ
れ

も
九
と
い
う
敷
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
一
般
的
な
天
下
を
意
味
し
て
い
た
と
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
轄
記
膿
器
で
は
九
州
四
海
と
い

つ
て
特
に
限
定
し
て
い
る
と
も
思
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
孟
子
梁
悪
王
上
で
は

海
内
之
地
方
千
里
者
九
、
齊
集
有
二
其
一
『
と
あ
り
史
記
靡
桁
他
で
は

儒
者
所
謂
中
國
者
、
於
二
天
下
＿
乃
八
十
一
分
居

1

一
其
口
耳
。

と
い
い
、
儒
家
を
中
心
と
し
た
九
州
説
が
戦
國
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
ま
こ
の
九
州
説
を
五
服
説
と
比
較
し
て
み
る
と
五
服
説
は
九
州
諒
よ
り
も
機
械
的
で
は
あ
る
が
天
下
統
一
の
思
想
を
具
現
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
九
州
諒
は
ま
ず
一
見
し
た
と
こ
ろ
地
理
的
に
み
て
具
儒
的
で
あ
り
現
買
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

‘
 

と
し

ヽ

L
 

ブ
少

と
あ
る
。

北

方

幽

州

燕

西
方

瀕
州

南

方

荊

州

秦楚

東

南

楊

州

越

洒

上

徐

州

叙

魯

東
方

青

州

齊

河

渭

充

州

術

雨

河

霙

州

河

漢

豫

州

周
五
服
・
九
州
説
の
展
開

一
四



五
服
・
九
州
諒
の
展
開

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
爾
雅
の
次
の

さ
ら
に
繹
地
が
齊
人
の

成
立
は
燕
、

も
古
い
で
あ
ろ
う
。

れ
、
繹
地
と
有
始
覧
と
に
は
地
方
諸
侯
の
勢
力
増
大
に
併
う
新
た
な
統
一
の
理
想
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
相
互
の
成
立
の
順
序
を
考
え
る
に

あ
る
貼
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

の
時
に
至
り
秦
に
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
戦
國
末
よ
り
秦
楚
雨
國
の
争
奪
の
中
心
で
あ
り
、

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
高
貢
を
徐
く
三
者
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

一
五

そ
の

る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
四
種
の
九
州
説
の
う
ち
属
貢
と
職
方
氏
と
に
は
ま
だ
周
王
室
に
よ
る
天
下
統
一
の
理
念
が
う
か
が
わ

つ
て
属
貢
に
梁
州
が
あ
り
、
そ
の
他
の
も
の
に
は
な
く
、
他
の
も
の
に
は
な
い
幽
州
が

属
貢
に
は
「
華
陽
黒
水
為
梁
州
」
と
あ
る
よ
う
に
大
盟
に
お
い
て
楊
子
江
の
上
流
域
、
蜀
の
地
に
嘗
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
地
は
始

一
州
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
困
難

一
方
、
幽
州
は
明
ら
か
に
燕
の
地
で
あ
る
。
燕
は
召
公
の
子
孫
が
封
じ
ら
れ
た
地
と
さ
れ
る
が
質
際
に
そ
の
勢
力
を
振
っ
た
の
は
戦
國

中
期
以
後
で
あ
っ
て
七
國
の
中
で
も
王
を
稲
し
た
の
は
易
王
十
年
（
前
三
二
三
）
と
最
も
新
し
い
。
こ
れ
は
年
代
的
な
見
地
か
ら
は
萬
貢
の

つ
ま
り
図
州
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
以
前
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
九
州
諒
四
者
の
中
で
は
萬
貢
の
成
立
が
最

し
か
も
齊
と
燕
と
に
限
り
そ
の
國
名
を
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

爾
雅
繹
地
の
九
州
諒
の
特
徽
は
、
燕
（
幽
州
）
が
あ
り
、

理
由
は
嘗
然
こ
の
繹
地
の
成
立
上
、
齊
と
燕
と
を
重
要
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
地
方
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
齊
と

燕
の
い
づ
れ
が
成
立
の
中
心
で
あ
っ
た
か
は
、
勿
論
稜
下
の
學
の
得
統
あ
る
齊
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

齊
は
前
二
八
四
年
、
築
毅
に
ひ
き
い
ら
れ
る
燕
の
大
軍
に
製
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
燕
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
故
に
そ
の
成
立
は
燕
の
勢
力
増
大
以
後
、
前
三

0
0年
以
後
で
あ
ろ
う
。

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
繹
地
の
中
に
各
地
の
産
物
を
あ
げ
、
九
つ
の
山
名
を
あ
わ
せ
記
し
て
い
る
。

東
方
、
瞥
無
閻
。
東
南
、
會
桔
。
南
方
、
梁
山
。
西
南
、
華
山
、
霜
山
。
西
北
、
毘
裔
虚
。
北
方
、
幽
都
。
東
北
、
斥
山
。
中
有
二
岱
岳
↓

の
繹
山
の
「
泰
山
為
二
東
嶽
こ
あ
る
一
般
の
解
翻
と
大
い
に
異
る
も
の
で
あ
る
。



J

の

時
代
の
潮
流
な
の
で
あ
る
。

最

後

に

こ

の

五

服

諒

と

九

州

埒

心

と

を

比

較

し

て

み

れ

ば

、

の

理

念

の

展

開

を

示
す
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
五
服
諒
は
九
服
説
へ
と
展
開
し
た
の
は
戦
鼠
も
末
期
で
あ
る
が
、
そ
の
嶺
生
は
か
な
り
古
く
、
最
も

そ
の
古
い
形
を
得
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
周
語
は
春
秋
末
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
少
く
と
も
周
初
封
建
制
へ
の
あ
こ
が
れ
が

見
出
さ
れ
、
そ
の
後
を
受
け
つ
ぐ
萬
頁
、
あ
る
い
は
九
服
諒
を
諒
く
周
麿
に
も
そ
の
氣
配
は
明
ら
か
で
あ
る
。

の
復
古
思
澤
は
偏
家
の
中
で
も
特
に
孔
子
に

の
特
質
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
っ

の

一の

四

す
周
碧
に
お
い
て
も
、

齊
人
に
よ
る
天
下
統
一
の
氣
運
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

有
始
覧
は
そ
の
成
立
の
時
期
は

五
服
・
九
州
品
の
展
開

一
を
具
盟
化
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
も
の

あ
り
、
左
他
中
に
も
し
ば

の
地
理
知
識
で
あ
り
、
馬

い
ず
れ
も
周
王
詞
の
衰
頻
か
ら
崩
壊
に
よ
る
新
た
な
統

同
じ
爾
雅
で
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
は
溺
雅
の
各
篇
の
成
立
の
事
情
が
異
る
か
ら
で
あ
ろ
つ
か
、
い
づ
れ
に
せ
よ
繹
地
は
泰
山
を

中
心
と
し
て
扱
い
、
そ
の
泰
山
は
山
東
に
あ
っ
て
齊
の
地
で
あ
る
。
故
に
靡
地
は
齊
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
九
州
詭
は

の
統
一
前
後
で
あ
っ
て
、
年
代
は
大
盟
見
嘗
が
つ
く
、
全
儒
の
構
成
が
繹
地
に
似
て
は
い
る

が
、
更
に
す
べ
て
の
九
州
こ
属
名
を
記
し
て
い
る
貼
な
ど
整
理
の
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
そ
の
國
名
も
越
の
よ
う
に
古
く

減
び
去
っ
た
も
の
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
作
為
的
に
文
を
つ
く
ろ
う
た
こ
と
を
思
わ
せ
、
繹
地
な
ど
よ
り
そ
う
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

最
後
に
職
方
氏
は
属
貢
同
様
に
國
名
を
記
載
し
な
い
で
、
自
然
地
理
に
よ
る
冨
分
け
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
萬
貢
が
属
の
統
一
事
業
に

名
を
か
り
て
伯
家
的
な
王
道
思
想
に
よ
る
統
一
を
目
ざ
す
が
た
め
、
諸
閏
を
忍
め
な
い
の
と
同
様
に
、
周
公
に
よ
る
理
想
的
な
統
治
を
示

並

列

に

置

く

こ

と

は

許

さ

れ

ぬ

の

で

あ

ろ

う

。

．

し
、
闘
地
に
は
齊
中
心
の
構
成
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
「
一
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に

へ
の
忠
誠
を
之
々
す
る
よ
う
に
、

一
六



五
服
・
九
州
詭

七
年
で
ぱ

の
郊
子
が
そ
の
祖
を
小
叉
と
し

國
に
至
っ
て
力
を
増
し

は
地
理
的
に
か
た
よ
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
王
城
中
心
の
同
心
闘
的
な
五
服
説
に
は
あ
き
た

ら
ず
、
自
己
中
心
的
な
九
州
諒
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
服
品
、
よ
り
九
州
諭
へ
の
移
行
、

で
あ
る
。

一
七

は
自
力
に
よ
る
統
一
を
目
指
す
、
特
に
戦

そ
し
て
各
々
の
中
で
の
設
展
は
そ
の
ま
ま
春
秋
よ
り
戦
閾
末
へ
の
統
一
の
氣
運
の
展
開
を
示
す
も
の

注

①
颯
堂
集
林
咎
七
‘

9

立
罰
時
哀
用
咋
□
文
六
バ
用
古
文
設

R
武
内
設
雄
氏
、
「
易
と
中
尉
の
研
究
」
に
よ
れ
ば
こ
の
部
分
は
中
尉
本

文
で
は
な
く
榮
代
成
立
の
「
中
庸
品
」
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

R
殴
常
集
林
咎
九
、
殷
卜
陪
中
所
見
先
公
先
王
考

①
楚
僻
天
間
に
は
「
帝
何
竺
レ
之
」
と
あ
り
帝
を
帝
塁
I

と
解
す
れ
ば
こ
の

腿
亭
は
更
に
古
い
こ
と
に
な
る
が
楚
陥
天
間
中
の
帝
は
官
は
不
明
で
あ

る
。
同
様
の
品
話
を
直
~
2え
る
大
雅
生
民
が
感
生
説
話
で
あ
る
よ
う
に
、

こ
れ
も
そ
の
よ
う
に
見
て
帝
も
特
定
の
も
の
と
考
え
ぬ
方
が
よ
か
ろ

ニ
ノて

い
る
。

＠
楚
の
荘
王
が
九
聞
の
軽
重
を
閻
う
た
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。

詩
紐
魯
頌
等
で
は
徐
・
准
の
近
く
に
異
民
族
が
い
た
と
さ
れ
る
が
春
秋

か
ら
戦
闊
に
か
け
て
徐
々
に
南
方
に
璽
迫
さ
れ
て
い
る
。

蒙
交
迎
著
、

R
佐
野
學
氏
、
殷
周
制
度
論
等
で
は
お
お
む
ね
こ
の
よ
う
な
解
秤
が
行
わ

れ
て
い
る
。

順
頷
閤
氏
萬
貞
、
「
中
國
地
雌
名
著
選
譲
」
所
牧
な
ど
も
同
様
で
あ

る
⑨
島
邦
男
氏
、
殷
墟
卜
憎
研
究
四
二
五
頁
参
照
。

⑯
頭
氏
前
掲
註
五

0
頁。

し
か
し
戦
閾
に
入
り
、

の

の
五
服
（
九
服
）
説
と
九
州
説
と
の

の
背
景
は
そ
れ
で
あ
る
。

そ
こ




