
は

じ

め

に

唐
末
か
ら
五
代
期
の
小
説
に
は
、
節
度
使
や
そ
の
軍
団
関
係
者
が
登
場
す
る
も

の
が
多
数
存
在
す
る
。
唐
代
史
に
お
い
て
小
説
史
料
は
従
来
、
文
化
や
家
族
構
成

（
�
）

の
研
究
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
に
は
到
底
事
実
と
は
思
わ
れ

な
い
怪
異
譚
や
神
秘
譚
も
含
ま
れ
る
。
ゆ
え
に
歴
史
史
料
と
し
て
こ
れ
ら
を
扱
う

に
は
、
ど
の
程
度
史
実
を
反
映
し
て
い
る
か
慎
重
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
近
年
、
中
国
の
苑
汝
杰
は
唐
五
代
期
の
藩
鎮
関
連
の
小
説
を
総

合
的
に
整
理
し
、
そ
の
中
か
ら
藩
鎮
の
実
態
を
読
み
取
ろ
う
と
試
み
た
﹇
苑
汝
杰

二
〇
一
二
﹈。
苑
氏
の
記
述
は
節
度
使
の
婚
姻
や
裁
判
、
軍
内
の
文
武
官
の
活
動

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
他
の
史
料
で
は
十
分
に
窺
え
な
い
藩
鎮
軍
内
の
側
面
を
提

示
し
て
示
唆
に
富
む
。
小
説
史
料
と
い
え
ど
も
、
そ
の
内
容
は
決
し
て
無
視
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
戦
後
以
来
、
こ
と
日
本
の
藩
鎮
研
究
に
お
い
て
は
藩
帥
の
権
力
構
造

が
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
お
り
、
藩
帥
と
朝
廷
、
あ
る
い
は
藩
帥
と
軍
団
と
の
関

連
に
つ
い
て
、
盛
ん
に
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
う
え
で
、

特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
藩
帥
交
替
時
の
事
情
、
特
に
河
朔
三
鎮
な
ど
に
お
け
る
世

（
�
）

襲
の
際
の
状
況
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
史
料
は
基
本
的
に
朝
廷
側
の
人
物
の

手
に
な
り
、
藩
鎮
側
の
内
部
事
情
に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
唐
代
の
小
説
史
料
か
ら
藩
帥
の
交
替
に
関
す
る
も
の
を
精
査
し
て
み

る
と
、『
太
平
広
記
』
巻
三
〇
五
（
二
四
一
八
│
二
四
一
九
頁
）
に
収
録
さ
れ
た

「
李
納
」
と
題
す
る
物
語
が
興
味
深
い
。
こ
の
「
李
納
」
伝
は
、
平
盧
軍
（
会

府：

州
）
の
藩
帥
李
納
（
在
任：

七
八
二
〜
七
九
二
）
が
亡
く
な
り
、
息
子
の

李
師
古
（
在
任：

七
九
二
〜
八
〇
六
）
が
新
藩
帥
と
し
て
立
つ
ま
で
の
出
来
事

を
、
特
に
泰
山
に
お
け
る
神
異
体
験
を
軸
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
の
体
験
が
い
わ
ば
虚
構
を
含
む
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
内
容
、

及
び
そ
の
よ
う
な
創
作
が
誕
生
し
た
背
景
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
盧
軍
に

お
け
る
新
藩
帥
決
定
の
際
の
軍
団
内
部
事
情
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

も
泰
山
は
唐
代
、
朝
廷
の
み
な
ら
ず
平
盧
節
度
使
か
ら
も
厚
い
信
仰
を
集
め
て
い

た
。
こ
の
点
を
検
証
す
れ
ば
、
当
時
の
藩
帥
権
力
と
、
宗
教
的
な
権
威
と
の
関
連

性
も
判
明
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
李
納
」
伝
の
内
容
と
成
立
時
期
を
把
握
し
、
次
い

で
物
語
の
舞
台
や
登
場
人
物
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
分
析
結
果
を
も

平
盧
節
度
使
と
泰
山
信
仰

│
│
『
太
平
広
記
』
所
収
「
李
納
」
伝
を
中
心
に
│
│

新

見

ま
ど
か
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と
に
、
平
盧
節
度
使
の
藩
帥
権
力
と
、
泰
山
信
仰
と
の
関
連
を
探
り
た
い
。

第
一
章
「
李
納
」
伝
の
概
要
と
舞
台
背
景

（
１
）「
李
納
」
伝
の
内
容

「
李
納
」
伝
全
文
を
和
訳
し
て
掲
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
（
記
号
・
傍
線

は
筆
者
。（

）
は
補
足
、「

」
は
セ
リ
フ
、﹇

﹈
は
注
）。

〔
史
料
１
〕
貞
元
年
間
の
初
頭
（
七
九
二
年
）、
平
盧
軍
の
藩
帥
で
あ
る
李
納
は

と
て
も
病
状
が
重
か
っ
た
の
で
、（
部
下
の
）
押
衙
王
祐
を
派
遣
し
、
泰
山

で
祈
祷
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、（
王
祐
は
）
身
を
清
め
て
出
発
し
た
。

Ａ
泰
山
の
西
南
ま
で
や
っ
て
来
て
、
遠
く
山
の
頂
を
見
上
げ
る
と
、
四
〜
五

人
の
人
が
い
た
。（
そ
の
内
の
主
君
一
人
は
）
碧
色
の
は
だ
ぎ
と
半
袖
の
う

わ
ぎ
を
着
て
お
り
、（
一
方
）
彼
以
外
の
三
〜
四
人
は
様
々
な
色
の
服
装
と

装
身
具
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
従
者
で
あ
っ
た
。
碧
衣
の
人
が
は

じ
き
ゆ
み
（
小
石
を
弾
き
出
し
て
小
鳥
な
ど
を
狩
る
猟
具
）
を
携
え
、
古
樹

の
上
に
止
ま
っ
て
い
た
山
鳥
を
射
る
や
、
一
発
で
命
中
し
、
鳥
が
樹
か
ら
落

ち
て
、
従
者
た
ち
は
先
を
争
っ
て
こ
の
鳥
を
捕
ま
え
た
。
王
祐
が
先
に
山
の

か
さ

ふ
も
と
に
や
っ
て
き
て
い
た
人
々
を
見
る
と
、
全
員
が
車
か
ら
降
り
て
蓋
を

閉
じ
、
山
に
向
か
っ
て
一
斉
に
礼
拝
し
て
い
た
。
王
祐
が
到
着
す
る
と
、

（
先
に
到
着
し
て
い
た
）
路
上
の
人
々
は
そ
ろ
っ
て
王
祐
を
押
し
と
ど
め
、

車
か
ら
降
り
る
よ
う
勧
め
た
。
Ｂ
彼
ら
（
碧
衣
の
人
に
率
い
ら
れ
た
一
団
）

は
、
三
郎
子
や
七
郎
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
（
王
祐
も
）
碧
衣
の

人
に
拝
謁
し
た
。
従
者
は
路
上
の
人
々
に
、（
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
）
車
に
乗

る
よ
う
に
指
図
し
た
。
路
上
の
人
々
が
た
め
ら
っ
て
い
る
と
、
碧
衣
の
人
自

ら
（
彼
ら
の
）
手
を
取
り
、
全
員
を
再
度
車
に
乗
せ
た
と
こ
ろ
で
、
は
じ
き

ゆ
み
を
手
に
持
ち
、（
そ
こ
に
あ
っ
た
）
建
物
の
西
南
で
、
は
じ
き
ゆ
み
を

使
っ
て
大
地
を
切
り
裂
い
た
。
下
を
向
い
て
見
て
み
る
と
、（
地
下
に
）
な

に
や
ら
役
所
ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
。（
碧
衣
の
人
は
）
王
祐
に
気
づ
く
と
、

彼
を
自
分
の
目
の
前
ま
で
呼
び
出
し
「
何
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
の
か
」
と

言
っ
た
。
王
祐
が
仔
細
に
（
節
度
使
李
納
の
命
を
受
け
た
）
事
情
を
答
え
る

と
、
碧
衣
の
人
は
「
お
前
の
主
君
で
あ
る
節
度
使
は
既
に
こ
ち
ら
に
来
て
い

る
。
ど
う
し
て
そ
の
上
（
お
前
ま
で
）
こ
ち
ら
に
や
っ
て
き
た
の
か
。
節
度

使
に
会
い
た
い
と
で
も
言
う
の
か
」
と
言
っ
た
。
Ｃ
こ
う
し
て
（
碧
衣
の
人

は
）
一
人
（
の
従
者
）
に
「
王
祐
を
連
れ
て
行
っ
て
節
度
使
に
会
わ
せ
て
や

れ
」
と
命
じ
た
。
す
ぐ
に
（
王
祐
は
地
下
の
役
所
の
）
西
院
の
門
を
開
い
て

引
き
入
れ
ら
れ
た
が
、（
そ
こ
で
）
李
納
が
首
か
せ
を
つ
け
耳
を
切
り
落
と

さ
れ
、
む
し
ろ
の
上
に
う
ず
く
ま
っ
て
庭
に
座
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。

王
祐
は
驚
愕
し
、
涙
を
流
し
て
（
李
納
の
）
前
に
俯
せ
に
な
り
、
李
納
の
左

脚
を
抱
き
し
め
、
そ
の
皮
膚
に
噛
み
つ
い
た
。
王
祐
を
引
率
し
た
従
者
は

「
王
祐
よ
、
退
く
が
よ
い
」
と
言
っ
た
。（
王
祐
が
従
者
に
）
引
き
連
れ
ら

れ
、
退
去
し
て
（
西
院
か
ら
）
出
て
く
る
と
、
Ｄ
碧
衣
の
人
は
依
然
と
し
て

（
役
所
の
）
本
殿
の
き
ざ
は
し
に
お
り
、
王
祐
に
「
新
し
い
節
度
使
に
会
い

た
い
か
」
と
言
っ
た
。（
そ
し
て
）
再
度
（
従
者
の
）
一
人
に
命
じ
る
と
、

（
新
し
い
節
度
使
が
）
東
か
ら
や
っ
て
来
た
。（
彼
の
）
姿
形
は
小
柄
で
肉
付

き
が
よ
く
、
顔
だ
ち
も
神
々
し
く
ま
こ
と
に
敬
愛
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
碧

衣
の
人
は
「
こ
の
方
が
新
し
い
節
度
使
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
王
祐
が
（
新

し
い
節
度
使
に
）
拝
謁
し
終
わ
る
と
、（
碧
衣
の
人
は
）
も
う
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。
王
祐
が
声
を
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
や
や
し
ば
ら
く
じ
っ
と
し
て
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い
る
と
、
見
え
て
い
た
（
碧
衣
の
人
や
役
所
な
ど
の
）
も
の
が
忽
然
と
消
え

去
り
、
た
だ
青
々
と
苔
む
し
た
松
や
柏
の
木
（
が
立
ち
並
ぶ
）
だ
け
で
、
一

帯
は
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
（
王
祐
は
当
初
の
予
定

通
り
泰
山
南
麓
の
岱
廟
で
）
供
物
を
献
じ
祭
祀
を
行
っ
た
う
え
で
（
李
納
の

元
に
）
帰
り
、
李
納
に
謁
見
す
る
と
、
李
納
は
王
祐
を
寝
室
に
ま
で
呼
び
入

れ
、（
何
が
あ
っ
た
か
と
）
尋
ね
た
。
王
祐
は
、
祭
祀
を
終
え
て
木
製
の
采

を
投
げ
（
占
い
を
し
）
た
結
果
、
み
な
吉
兆
ば
か
り
だ
っ
た
、
と
い
う
件
だ

け
を
李
納
に
伝
え
た
。（
と
こ
ろ
が
）
李
納
は
「
王
祐
よ
、
ど
う
し
て
真
実

を
述
べ
な
い
の
か
。
な
に
ゆ
え
（
あ
の
と
き
）
私
の
脚
に
噛
み
つ
い
た
の

か
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
（
李
納
が
）
脚
を
上
げ
て
見
せ
る
と
、
な
ん
と

（
李
納
が
地
下
の
役
所
に
い
た
証
拠
に
）
王
祐
が
噛
み
つ
い
た
傷
跡
が
（
李

納
の
）
脚
に
つ
い
て
い
た
。
王
祐
は
（
碧
衣
の
人
と
遭
遇
し
た
出
来
事
が
幻

で
は
な
か
っ
た
と
知
っ
て
）
平
伏
し
、
本
当
の
こ
と
を
事
細
か
に
告
白
し

た
。
李
納
は
「（
遣
い
に
）
行
っ
て
新
し
い
節
度
使
に
会
っ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
は
誰
な
の
か
」
と
尋
ね
た
。
王
祐
は
「（
お
顔
を
）
拝
見
す
れ
ば
分
か

り
ま
す
。
お
名
前
は
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
Ｅ
そ
こ
で
李
納
は

（
後
継
者
候
補
の
）
三
人
を
呼
び
出
し
た
。（
そ
の
三
人
の
う
ち
、
李
納
の
息

子
）
李
師
古
が
や
っ
て
き
た
と
き
に
（
王
祐
は
）「
こ
の
方
こ
そ
新
し
い
節

度
使
で
す
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
李
納
は
と
う
と
う
（
李
師
古
に
）
後
事
を

託
し
、
言
い
終
わ
る
や
い
な
や
亡
く
な
っ
た
。（
な
お
）
王
祐
は
（
地
下
の

役
所
で
）
李
納
が
首
か
せ
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
当
初
、「
李
僕
射

（
李
納
）、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね

た
。
李
納
は
「
私
の
平
素
か
ら
の
罪
の
（
罰
を
受
け
た
）
た
め
で
あ
る
。

（
人
が
死
後
に
泰
山
で
地
獄
の
裁
き
を
受
け
る
の
は
）
そ
も
そ
も
最
早
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
今
更
何
を
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
と

（
�
）

答
え
た
﹇
出
典
は
『
集
異
記
』
で
あ
る
﹈。

長
い
物
語
だ
が
、
要
点
を
ま
と
め
直
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
前
提

徳
宗
皇
帝
の
貞
元
八
年
（
七
九
二
）、
平
盧
節
度
使
で
あ
っ
た
李
納
が

病
気
で
重
篤
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
押
衙
と
い
う
肩
書
を
持
つ
部
下
の
王
祐
が
、

祈
祷
の
た
め
泰
山
に
派
遣
さ
れ
た
。
王
祐
は
早
速
泰
山
の
西
南
ま
で
や
っ
て
来
た

が
、
そ
こ
で
「
碧
衣
の
人
」
と
描
写
さ
れ
る
不
思
議
な
人
物
に
遭
遇
し
た
。

②
王
祐
の
神
異
体
験
「
碧
衣
の
人
」
は
自
分
の
従
者
に
命
じ
、
王
祐
を
地
下
の

役
所
と
思
し
き
場
所
の
「
西
院
」
に
案
内
し
た
。
な
ん
と
そ
こ
に
は
、
本
来

州

で
病
床
に
あ
る
は
ず
の
李
納
が
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
李
納
は
、
首
枷
を
付
け
ら

れ
耳
を
切
り
落
と
さ
れ
る
と
い
う
、
異
様
な
姿
で
あ
っ
た
。
続
い
て
「
碧
衣
の

人
」
は
、
王
祐
を
東
方
か
ら
や
っ
て
来
た
新
し
い
節
度
使
に
引
き
合
わ
せ
た
。
た

だ
し
、
こ
の
時
点
で
は
新
し
い
節
度
使
の
名
前
は
明
か
さ
れ
な
い
。
そ
の
後
、

「
碧
衣
の
人
」
も
地
下
の
役
所
も
忽
然
と
消
え
失
せ
た
。

③
後
日
譚

王
祐
は
李
納
の
待
つ

州
に
戻
り
、
泰
山
で
体
験
し
た
神
異
を
李
納

に
告
白
し
た
。
す
る
と
李
納
は
、
新
し
い
節
度
使
が
誰
な
の
か
知
り
た
が
り
、
候

補
者
を
三
人
呼
び
出
し
た
。
李
納
の
息
子
で
あ
る
李
師
古
が
現
れ
る
や
、
王
祐
は

そ
の
容
貌
を
見
て
、
彼
こ
そ
「
碧
衣
の
人
」
が
指
名
し
た
新
し
い
節
度
使
だ
と
述

べ
た
。
そ
こ
で
李
納
は
李
師
古
に
後
事
を
託
し
、
言
い
終
え
て
亡
く
な
っ
た
。

要
す
る
に
本
物
語
は
、
平
盧
節
度
使
李
納
の
部
下
王
祐
が
、
泰
山
で
体
験
し
た

神
異
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
物
語
を
理
解

す
る
た
め
、
平
盧
軍
や
泰
山
、
そ
し
て
物
語
の
成
立
時
期
な
ど
、
基
礎
事
項
を
確

認
す
る
。
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（
２
）
舞
台
背
景
と
成
立
時
期

（
�
）

①
平
盧
軍

平
盧
軍
は
、
八
世
紀
半
ば
に
営
州
に
設
置
さ
れ
た
。
初
代
節
度
使
は

安
禄
山
で
あ
っ
た
。
安
史
の
乱
が
起
き
る
と
、
平
盧
軍
は
渤
海
湾
を
渡
っ
て
南
下

し
、
乱
後
、
現
在
の
山
東
省
か
ら
河
南
省
の
一
部
ま
で
及
ぶ
、
広
大
な
領
土
を
有

す
藩
鎮
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
河
朔
三
鎮
な
ど
と
連
携
し
て
し
ば
し
ば
朝
廷
に
反
目

す
る
態
度
を
取
り
、
十
万
と
号
す
軍
団
や
交
易
の
利
を
背
景
に
、
半
独
立
勢
力
と

し
て
隆
盛
し
た
。
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
の
節
度
使
は
李
氏
に
よ
る
世
襲

で
あ
り
、
本
物
語
に
登
場
す
る
李
納
か
ら
李
師
古
へ
の
継
承
も
、
そ
の
一
例
で
あ

る
。
ま
た
、
当
時
は
領
域
の
ち
ょ
う
ど
中
心
付
近
に
泰
山
を
擁
し
て
い
た
。

（
�
）

②
泰
山

泰
山
は
現
在
の
山
東
省

州
に
位
置
す
る
山
岳
で
、
中
国
で
は
古
来
よ

り
五
岳
の
ひ
と
つ
、
東
岳
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
泰
山
の
特
徴
と
し
て
ま

ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
歴
代
皇
帝
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
た
封
禅
儀
礼
で
あ
る
。

「
封
」
は
泰
山
山
頂
で
行
わ
れ
た
天
を
ま
つ
る
行
事
、「
禅
」
は
泰
山
山
麓
の
社
首

（
�
）

山
・
蒿
里
山
も
し
く
は
梁
父
山
で
行
わ
れ
た
地
を
ま
つ
る
行
事
で
あ
る
。

加
え
て
泰
山
固
有
の
役
割
と
し
て
、
生
命
を
司
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
泰
山

研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
、
泰
山
を
「
命

が
生
ま
れ
帰
り
つ
く
山
」
と
表
現
し
た
﹇C

havannes1910＝

菊
地
二
〇
〇
一
、

一
六
頁
﹈。
泰
山
の
方
位
で
あ
る
東
方
は
、
太
陽
が
昇
る
方
角
で
あ
る
。
ゆ
え
に

泰
山
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
誕
生
を
司
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
全
て
の
死
者
が
泰

山
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
そ
こ
で
死
者
の
魂
の
集
う
場
所
が
、
泰

山
の
ふ
も
と
、
蒿
里
山
の
地
下
に
設
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
仏
教
が
流
入
す
る
と
、

蒿
里
山
は
地
獄
と
結
び
付
き
、
唐
代
に
は
蒿
里
山
の
地
下
で
地
獄
の
賞
罰
が
行
わ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹇C

havannes1910＝

菊
地
二
〇
〇
一
、
一

七
頁
﹈。
周
知
の
と
お
り
、
地
獄
の
裁
判
官
は
泰
山
の
主
神
、
東
岳
大
帝
（
泰
山

府
君
）
で
あ
る
。

③
本
物
語
の
成
立
時
期

で
は
、
こ
の
物
語
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
で
成
立
、

な
い
し
収
録
さ
れ
た
か
の
だ
ろ
う
か
。
参
考
と
な
る
の
は
、
本
文
末
に
注
記
さ
れ

た
出
典
『
集
異
記
』
で
あ
る
。
現
行
本
『
集
異
記
』
は
一
巻
十
六
篇
で
、「
李
納
」

伝
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
太
平
広
記
』
中
に
は
、
出
典
に
『
集
異

記
』
を
挙
げ
る
物
語
が
八
十
篇
以
上
確
認
で
き
る
。
ま
た
『
新
唐
書
』
巻
五
九
、

芸
文
志
（
一
五
四
一
頁
）
に
は
「
薛
用
弱

集
異
記
三
巻
」
と
の
記
述
が
残
る
。

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、『
集
異
記
』
は
成
立
当
初
は
三
巻
本
だ
っ
た
が
、
次
第

に
遺
漏
し
て
一
巻
本
に
な
り
、
遺
漏
分
が
『
太
平
広
記
』
に
残
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
今
回
扱
う
「
李
納
」
伝
も
そ
の
遺
漏
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
『
集
異
記
』
の
成
立
年
代
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
著

者
薛
用
弱
に
関
し
て
は
墓
誌
な
ど
も
確
認
で
き
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
前
掲
『
新
唐
書
』
芸
文
志
の
注
は
、
薛
用
弱
の
経
歴
を
「
字
は
中
勝
で
あ
り
、

（
�
）

長
慶
年
間
（
八
二
一
〜
八
二
四
）
に
光
州
刺
史
で
あ
っ
た
」
と
記
す
。
九
世
紀
は

多
く
の
州
が
節
度
使
・
観
察
使
の
管
轄
下
に
あ
り
、
光
州
も
淮
南
節
度
使
の
所
管

に
属
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
藩
鎮
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
幕
僚
た
ち
の
語
り
の
場

で
、
武
人
ら
を
登
場
人
物
と
し
た
多
く
の
伝
奇
小
説
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
﹇
小

南
二
〇
〇
四
、
二
三
八
頁
／
苑
汝
杰
二
〇
一
二
、
三
〇
六
頁
﹈。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
『
集
異
記
』
も
、
薛
用
弱
が
光
州
赴
任
中
に
聞
き
集
め
た
物
語
を
採
録
し
た
も

の
だ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
ゆ
え
に
こ
の
著
書
の
成
立
時
期
は
、
薛
用
弱
が
光
州

刺
史
の
任
に
あ
っ
た
八
二
〇
年
代
、
広
く
見
積
も
っ
て
も
彼
の
生
没
年
を
想
定
し

て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
前
半
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

「
李
納
」
伝
の
内
容
は
、
李
納
が
没
し
た
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
の
出
来
事
で

あ
り
、『
集
異
記
』
成
立
と
の
時
間
的
な
隔
た
り
は
わ
ず
か
数
十
年
し
か
な
い
。
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ゆ
え
に
「
李
納
」
伝
は
、
当
時
の
人
々
が
あ
る
程
度
の
「
事
実
」
と
受
け
止
め
た

平
盧
軍
の
情
報
を
反
映
し
た
出
来
事
と
し
て
、
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
平
盧
軍
は
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
に
朝
廷
と
の
武
力
衝
突
に
敗
北
し
、
領

（
�
）

域
と
軍
団
は
三
分
割
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
と
き
に
平
盧
軍
か
ら
脱
出
し
た
何

者
か
が
語
っ
た
内
容
が
、
光
州
の
薛
用
弱
の
も
と
ま
で
届
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
な
お
、「
李
納
」
伝
流
布
の
背
景
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
、
第
三
章
第
三
節
で

も
言
及
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、「
李
納
」
伝
の
基
本
的
な
舞
台
背
景
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
た
だ
し
本
文
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
だ
不
明
瞭
な
箇
所
が
多
く

残
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
改
め
て
、〔
史
料
１
〕
に
み
え
る
各
事
象
の
解
釈
を
行

い
た
い
。第

二
章
「
李
納
」
伝
内
容
の
解
釈

（
１
）
泰
山
西
南
の
「
山
」

「
李
納
」
伝
の
内
容
を
理
解
す
る
う
え
で
ま
ず
検
証
し
た
い
の
は
、
使
者
王
祐

が
神
異
を
体
験
し
た
現
場
は
泰
山
の
ど
こ
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。〔
史
料
１
〕

下
線
部
Ａ
は
、
王
祐
が
泰
山
の
西
南
ま
で
た
ど
り
着
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
王

祐
が
ま
だ
泰
山
そ
の
も
の
ま
で
到
着
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
西
南
の
ふ
も
と
に
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
直
前
の
原
文
で
泰
山
の
こ
と
を
「
嶽
」
と
表
現
し
て

い
る
点
か
ら
み
て
も
、
王
祐
が
見
上
げ
た
「
山
」
は
、
泰
山
で
は
な
く
、
そ
の
西

南
方
面
に
あ
る
別
の
「
山
」
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

実
は
泰
山
周
辺
に
は
、〔
図
１
〕
の
よ
う
に
固
有
の
名
が
つ
い
た
小
さ
な
山
が

い
く
つ
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
山
々
の
う
ち
特
筆
さ
れ
る
べ
き
は
、
社
首
山
・

蒿
里
山
の
二
山
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
山
は
、
泰
山
山
頂
か
ら
も
、
ま
た
泰
安
城
か

ら
も
ま
さ
に
西
南
方
向
に
位
置
し
て
い
た
。
し
か
も
二
山
は
〔
図
２
〕
の
よ
う
に

小
高
い
丘
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
十
分
に
山
頂
ま
で
目
が
届
い
た
は
ず
で
あ

図 1 泰山と社首山・蒿里山
菊池 2001, p.61（出典：清、黄鈴『泰安県志』）より転載、加筆。
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る
。
加
え
て
こ
の
二
山
で
禅
の
ま
つ
り
が
挙
行
さ
れ
た
こ
と
、
特
に
蒿
里
山
の
地

下
に
地
獄
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
。
あ
る
意
味
で
は
社
首
山
・
蒿

里
山
は
、
泰
山
そ
の
も
の
と
並
ん
で
泰
山
信
仰
を
支
え
る
両
輪
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
泰
山
の
西
南
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
下
線
部
Ａ
の
「
西
南
」
と
い
う

方
位
の
意
味
を
解
釈
す
る
う
え
で
非
常
に
興
味
深
い
。

王
祐
の
至
っ
た
場
所
が
社
首
山
・
蒿
里
山
付
近
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
を
さ

ら
に
裏
付
け
る
の
が
、
下
線
部
Ｃ
の
、
首
枷
を
つ
け
ら
れ
た
李
納
が
地
下
の
役
所

の
「
西
院
」（
西
側
の
建
物
）
に
い
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
王
祐
が
た
ど
り

着
い
た
場
所
に
は
何
ら
か
の
建
築
物
が
あ
り
、
そ
の
構
造
は
西
側
と
東
側
と
に
分

か
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
建
物
の
用
途
は
、
人
に
首
枷
を
つ
け
る
よ

う
な
行
為
、
つ
ま
り
刑
罰
に
関
連
し
た
こ
と
も
窺
え
る
。

残
念
な
が
ら
現
在
、
社
首
山
・
蒿
里
山
の
遺
跡
は
破
壊
さ
れ
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

い
な
い
﹇
沢
田
・
窪
一
九
八
二
、
七
二
頁
﹈。
し
か
し
明
代
の
地
志
『
岱
史
』

（
明
、
査
志
隆
、
巻
九
、
霊
宇
記
、
森
羅
殿
左
爲
閻
王
廟
条
、
一
一
〇
頁
）
に
は

「
蒿
里
山
の
祠
は
、
泰
山
の
岱
廟
か
ら
西
南
に
三
里
ば
か
り
行
っ
た
、
社
首
山
の

壇
の
左
に
あ
る
。
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
は
、（
参
拝
者
に
よ
る
）
焼
香
の
煙

（
�
）

が
絶
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
唐
代
に
は
蒿

里
山
に
「
祠
」
と
さ
れ
る
建
築
が
存
在
し
、
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。実

際
、
一
九
二
〇
年
代
以
前
は
こ
の
山
に
「
森
羅
殿
」
と
い
う
建
物
が
存
在
し

た
（〔
図
２
〕
参
照
）。
当
時
現
地
を
訪
れ
た
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
は
、
こ
の
森
羅
殿
に

関
し
て
最
も
詳
細
な
記
述
を
残
し
た
（C

havannes1910＝

菊
地
二
〇
〇
一
、
六

三
│
六
四
頁
）。

〔
史
料
２
〕
一
七
一
、
森
羅
殿
。
…
…
建
物
（
引
用
者
注：

森
羅
殿
）
の
後
ろ
に

庭
が
あ
り
、
奥
に
至
元
二
十
一
年
（
一
二
八
四
）
銘
碑
﹇
重
修
蒿
里
山
神
祠

記
﹈
が
あ
る
。
庭
を
囲
む
塀
に
沿
っ
て
地
獄
の
法
廷
七
十
五
司
が
並
び
、
罪

人
を
懲
ら
し
め
る
刑
罰
の
さ
ま
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
七
十
三
番
ま
で
の
奇

数
番
の
法
廷
は
東
側
の
塀
に
あ
り
、
偶
数
番
と
七
十
五
番
の
法
廷
は
西
側
の

図 2 社首山・蒿里山と森羅殿
清、金棨『泰山志』巻 4「社首・蒿里二山図」p.85より転載、加筆。
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壁
に
あ
る
。
塀
の
奥
が
列
の
始
ま
り
で
、
そ
こ
に
三
曹
が
君
臨
す
る
。
中
央

の
裁
判
官
は
緋
の
衣
を
ま
と
い
口
髭
を
た
く
わ
え
て
い
る
。
向
か
っ
て
右
の

裁
判
官
は
青
い
衣
で
顎
鬚
を
生
や
し
、
左
の
裁
判
官
は
緑
の
衣
で
髭
は
な

い
。

こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
森
羅
殿
の
塀
に
は
東
西
に
分
か
れ
た
七
十
五
司
が
描
か

れ
て
い
た
。
七
十
五
司
は
そ
れ
ぞ
れ
が
地
獄
の
法
廷
で
あ
り
、
罪
人
が
様
々
な
刑

罰
を
受
け
て
い
た
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
森
羅
殿
の
描
写
は
、〔
史
料
１
〕
に
み

え
る
建
物
の
様
子
や
李
納
に
対
す
る
処
遇
と
酷
似
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
方
位
・
景
観
、
そ
し
て
建
築
物
と
そ
の
役
割
に
鑑
み
れ
ば
、

王
祐
が
た
ど
り
着
い
た
場
所
は
泰
山
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
西
南
方
に
位
置

し
た
社
首
山
・
蒿
里
山
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
王
祐
は
そ
こ
で
、
地
獄
の

裁
判
現
場
に
立
ち
会
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）「
碧
衣
の
人
」
は
誰
か

続
け
て
、
王
祐
が
遭
遇
し
た
「
碧
衣
の
人
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず

注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
衣
服
の
色
「
碧
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
青
緑
色
な
い
し
青

色
だ
が
、
物
語
の
舞
台
が
泰
山
近
辺
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
非
常
に
示
唆

的
な
色
彩
設
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
青
（
緑
）
は
五
行
思
想
で
は
木
に
相
当

し
、
木
は
五
方
で
は
東
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
東
は
取
り
も
直
さ
ず
、
五
岳
の
う

（
�
）

ち
泰
山
が
司
る
方
位
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
碧
衣
の
人
」

（
�
）

は
、
泰
山
を
表
す
色
の
衣
服
を
身
に
ま
と
っ
た
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
碧
衣
の
人
」
が
泰
山
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
し
か
も
彼
は
王
祐
の
眼
前
で
様
々
な
神
異
を
み
せ
て
お
り
、
到
底
た
だ
の

人
間
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
何
ら
か
の
泰
山
神
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
〔
史
料
１
〕
中
に
は
、
彼
の
正
体
を
明
示
し
た
文
言
は
見
当
た

ら
な
い
。
そ
こ
で
参
考
と
し
た
い
の
が
、
下
線
部
Ｂ
が
記
す
、「
碧
衣
の
人
」
に

付
き
従
っ
て
い
た
「
三
郎
子
や
七
郎
子
」
な
る
人
々
で
あ
る
。

ま
ず
「
三
郎
子
」
に
つ
い
て
、『
旧
五
代
史
』
巻
四
四
、
唐
書
二
〇
、
明
宗
本

紀
（
長
興
四
年
（
九
三
三
）
七
月
条
、
六
〇
五
│
六
〇
六
頁
）
に
次
の
よ
う
な
記

事
が
あ
る
。

〔
史
料
３
〕
己
卯
の
日
、
泰
山
の
三
郎
神
に
威
雄
大
将
軍
を
贈
っ
た
。
も
と
も

と
、
明
宗
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
、
先
の
淄
州
刺
史
で
あ
っ
た
劉
遂
清
な
る

者
が
泰
山
の
僧
一
人
を
推
薦
し
、
医
術
に
優
れ
て
い
る
と
言
っ
た
が
、（
実

際
に
明
宗
が
）
謁
見
し
て
み
る
と
、
た
だ
の
凡
庸
な
僧
で
あ
っ
た
。
医
術
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
僧
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
私
は
医
術
に
熟
練

し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。（
実
は
）
以
前
、
泰
山
の
山
中
で
私
は
東
岳
の
神

（
東
岳
大
帝
）
に
お
会
い
し
ま
し
て
、（
大
帝
は
）
拙
僧
に
、『
わ
が
第
三
子

の
持
つ
霊
威
の
力
は
敬
愛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
ま
だ
（
朝
廷
か

ら
）
官
爵
や
秩
禄
を
授
か
っ
て
い
な
い
。
法
師
よ
、
私
の
た
め
に
こ
の
件
を

（
朝
廷
に
）
請
願
し
て
こ
い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
」
と
。
朝
廷
で
は

僧
侶
の
言
っ
た
こ
と
を
神
異
と
み
な
し
た
の
で
、
こ
の
（
威
雄
大
将
軍
を
贈

（
�
）

る
と
い
う
）
詔
勅
が
降
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
五
代
後
唐
期
の
史
料
で
、
東
岳
大
帝
の
第
三
子
が
、
明
宗
か
ら
官
爵
を

授
か
っ
た
記
録
で
あ
る
。
彼
は
宋
代
に
な
る
と
一
層
信
仰
を
あ
つ
め
、
皇
帝
真
宗

（
�
）

か
ら
「
炳
霊
公
」
の
名
を
賜
っ
た
。
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
岱
廟
内
に
も
炳
霊

公
を
ま
つ
る
炳
霊
宮
が
存
在
し
た
﹇C

havannes1910＝

菊
地
二
〇
〇
一
、
八
二

│
八
三
頁
﹈。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
本
文
の
「
三
郎
子
」
と
は
、
後
の
炳
霊
公

に
相
当
す
る
東
岳
大
帝
の
息
子
と
み
て
大
過
な
い
。

― ２３ ―



一
方
「
七
郎
子
」
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
ち
ら
は
該
当
す
る
存
在
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、「
何
々
郎
」
と
い
う
名
の
神
は
唐
代
か
ら
宋
代

に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、「
七
郎
」
と
呼
ば
れ
た
神
も
「
招
宝
七
郎
」「
潘
七
郎
」

「
西
官
七
郎
」
な
ど
、
複
数
い
た
﹇
二
階
堂
二
〇
〇
七
、
四
八
頁
﹈。
ゆ
え
に
七
郎

子
も
、
や
は
り
泰
山
神
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
。
三
郎
子
と
並
列
さ
れ
て
い
る
点

（
�
）

を
考
慮
す
れ
ば
、
今
は
知
ら
れ
な
い
東
岳
大
帝
の
息
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

王
祐
に
神
異
を
体
験
さ
せ
た
「
碧
衣
の
人
」
は
、
か
か
る
二
人
を
従
者
と
し
て

従
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
た
だ
の
泰
山
神
で
は
な
く
、
東
岳
大
帝
の
息

子
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
高
位
の
神
格
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
彼
は
李

納
の
死
を
予
見
し
て
お
り
、
か
つ
地
獄
の
裁
判
権
ま
で
も
有
し
た
。
こ
れ
だ
け
の

条
件
に
合
致
す
る
の
は
、
泰
山
の
主
神
、
東
岳
大
帝
を
お
い
て
他
に
は
考
え
ら
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
「
李
納
」
伝
は
、
王
祐
が
泰
山
西
南
方
の
社
首
山
・
蒿
里
山

で
、
冥
府
を
司
る
東
岳
大
帝
と
遭
遇
し
た
体
験
談
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
３
）
王
祐
の
体
験

で
は
、
王
祐
が
体
験
し
た
出
来
事
は
、
ど
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
王
祐
の
使
命
は
泰
山
で
の
祈
祷
で
あ
っ
た
。
祈
祷
の
詳
細
は
明
記
さ
れ

な
い
が
、
主
君
李
納
が
危
篤
で
あ
り
、
か
つ
目
的
地
が
泰
山
だ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
目
的
は
請
命
（
東
岳
大
帝
に
対
し
、
後
事
を
処
理
す
る
ま
で
死
を
猶
予
し

て
く
れ
る
よ
う
、
代
理
人
を
た
て
て
岱
廟
で
祈
る
行
為
﹇
沢
田
・
窪
一
九
八
二
、

六
五
頁
﹈）
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
王
祐
は
、
岱
廟
に
た
ど
り
着
く
前
に
東
岳
大
帝
と
遭
遇
し

た
。
こ
の
と
き
王
祐
は
、
東
岳
大
帝
か
ら
藩
帥
関
連
の
教
示
を
二
つ
受
け
て
い

る
。
ま
ず
は
〔
史
料
１
〕
下
線
部
Ｃ
に
み
え
る
、
現
在
の
節
度
使
、
李
納
関
連
の

情
報
で
あ
る
。
地
下
の
西
院
で
、
李
納
は
首
枷
を
着
け
ら
れ
耳
を
切
り
落
と
さ
れ

る
と
い
う
、
明
ら
か
な
罪
人
の
格
好
で
む
し
ろ
の
上
に
座
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ

の
理
由
を
、
李
納
は
〔
史
料
１
〕
末
尾
で
自
ら
「
生
前
の
罪
の
罰
を
受
け
た
た

め
」
と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
、
蒿
里
で
地
獄
の
裁
判
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
部
分
は
、
既
に
李
納
の
命
数
が
尽
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
描

写
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
の
が
、
新
し
い
節
度
使
、
李
師
古
関
連
の
情
報
で
あ
る
。
下
線
部

Ｄ
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
節
度
使
は
小
柄
で
は
あ
る
が
、
藩
帥
に
ふ
さ
わ
し
い
立
派

な
容
貌
だ
っ
た
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
彼
が
東
岳
大
帝
に
呼
び
出
さ
れ
、
東
方

か
ら
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
東
方
は
泰
山
の
方
位
、
日
が
昇
る
方
向
で
あ
り
、
李

納
が
い
た
建
物
が
日
の
沈
む
西
側
だ
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の

部
分
は
、
先
の
李
納
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
新
た
な
藩
帥
の
誕
生
を
王
祐
に
認
識
さ

せ
る
描
写
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
来
、
泰
山
神
の
本
分
は
、
人
間
の
生
死
を
司
る
こ
と
だ
っ
た
。
確
か
に
下
線

部
Ｃ
に
お
い
て
、
東
岳
大
帝
は
李
納
の
死
と
死
後
の
刑
罰
を
監
督
し
て
お
り
、
こ

の
点
で
彼
の
役
割
に
過
不
足
は
な
い
。
一
方
注
意
す
べ
き
は
、
下
線
部
Ｄ
に
お
い

て
東
岳
大
帝
が
新
た
な
藩
帥
の
指
名
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
藩
帥

誕
生
の
描
写
で
は
あ
る
が
、
反
面
、
生
命
の
誕
生
と
い
え
る
描
写
で
は
な
い
。
あ

る
意
味
で
は
本
物
語
に
お
い
て
、
東
岳
大
帝
本
来
の
役
割
は
巧
妙
に
敷
衍
さ
れ
、

藩
帥
の
交
替
を
ま
で
も
司
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

唐
後
半
期
に
成
立
し
た
説
話
に
み
え
る
地
獄
は
、
裁
き
の
場
と
し
て
の
性
格
を

次
第
に
失
い
、
将
来
や
来
世
に
関
す
る
予
言
の
場
へ
変
化
す
る
と
い
う
﹇
朴
永
哲

一
九
九
七
、
一
一
九
頁
﹈。
本
物
語
は
、
ま
さ
に
こ
の
過
渡
的
な
段
階
に
あ
る
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
他
な
ら
ぬ
東
岳
大
帝
が
次
期
藩
帥
を
指
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定
し
た
こ
と
は
、
平
盧
節
度
使
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
な
ん
と
な
れ

ば
、
藩
帥
の
交
替
が
東
岳
大
帝
の
思
し
召
し
で
あ
る
以
上
、
授
か
っ
た
藩
帥
位
も

ま
た
東
岳
大
帝
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
る
か
ら

で
あ
る
（
実
際
に
藩
帥
位
を
授
け
る
の
は
唐
朝
廷
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
）。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
本
史
料
は
、
藩
帥
権
力
と
泰
山
と
の
関
連
を
解
明
す
る
う
え
で
、

非
常
に
興
味
深
い
事
例
と
な
る
。
そ
こ
で
続
け
て
、
な
ぜ
こ
の
物
語
が
誕
生
し
た

の
か
、
当
時
の
泰
山
信
仰
と
平
盧
軍
の
内
情
に
着
目
し
て
考
察
し
た
い
。

第
三
章
「
李
納
」
伝
成
立
の
背
景

（
１
）
平
盧
軍
に
と
っ
て
の
泰
山

「
李
納
」
伝
が
成
立
し
た
背
景
を
解
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
当
時
の
人
々

が
泰
山
に
対
し
如
何
な
る
認
識
を
抱
い
て
い
た
か
を
確
認
し
た
い
。
唐
代
は
、
道

教
・
仏
教
両
面
に
お
い
て
、
泰
山
信
仰
が
隆
盛
を
極
め
た
時
期
で
あ
っ
た
﹇
劉
慧

一
九
九
四
、
一
六
九
頁
、
一
九
一
頁
﹈。
特
に
朝
廷
か
ら
の
信
仰
は
厚
く
、
高
宗

（
在
位：

六
四
九
〜
六
八
九
）・
玄
宗
（
在
位：

七
一
二
〜
七
五
六
）
期
に
は
泰
山

（
�
）

（
�
）

で
封
禅
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
玄
宗
は
泰
山
神
を
「
天
斉
王
」
に
封
じ
て
い
る
。
さ

ら
に
「
李
納
」
伝
当
時
の
皇
帝
で
あ
る
徳
宗
（
在
位：

七
七
九
〜
八
〇
五
）
は
、

（
�
）

各
藩
鎮
の
も
と
に
使
者
を
遣
わ
し
五
岳
を
祭
ら
せ
た
。
唐
朝
は
、
泰
山
の
祭
祀
を

通
し
て
国
家
の
安
定
と
統
一
、
そ
し
て
唐
皇
帝
を
中
心
と
し
た
天
下
秩
序
を
全
国

（
�
）

に
宣
揚
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
肝
心
の
平
盧
軍
内
の
人
々
は
、
自
ら
の
領
内
に
そ
び
え
る
泰
山
に
い
か

な
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
唐
代
の
文
人
杜
牧

が
残
し
た
、
次
の
文
章
が
参
考
と
な
る
（
唐
、
杜
牧
『
樊
川
文
集
』
巻
六
、
燕
将

録
、
五
四
七
│
五
四
八
頁
）。

〔
史
料
４
〕
（
か
つ
て
）
斉
（
平
盧
軍
）
の
人
々
は
、
領
域
は
数
千
里
に
も
広
が

り
、（
背
後
は
）
渤
海
（
で
攻
め
て
こ
ら
れ
な
い
こ
と
）
を
頼
り
に
し
、（
領

域
の
中
心
に
あ
っ
た
）
泰
山
を
障
壁
と
し
、（
北
側
は
）
黄
河
を
塹
壕
と
し
、

数
億
人
の
精
兵
が
剣
を
た
ば
さ
め
ば
、
ど
ん
な
災
厄
も
安
寧
に
導
く
こ
と
が

で
き
る
（
な
ど
と
言
っ
て
い
た
）。
だ
が
（
そ
の
平
盧
軍
は
会
府

州
の
）

潭
趙
県
に
て
（
朝
廷
軍
に
）
敗
北
し
、（
藩
帥
の
）
首
級
を
都
に
さ
ら
す
こ

（
�
）

と
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
平
盧
軍
が
憲
宗
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
、
藩
帥
李
師
道
（
李
師
古
の

弟
）
が
部
下
に
殺
害
さ
れ
た
、
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
の
出
来
事
を
回
想
し
た

記
述
で
あ
る
。
元
和
十
四
年
ま
で
の
平
盧
軍
の
領
域
は
、
北
端
が
黄
河
で
あ
り
、

そ
の
南
に
会
府

州
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
南
に
泰
山
を
擁
す
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
平
盧
軍
は
泰
山
を
、
渤
海
・
黄
河
と
並
ぶ
天
険
と
捉
え
て
い
た
と

い
う
。

こ
の
〔
史
料
４
〕
で
興
味
深
い
の
は
、
泰
山
が
あ
た
か
も
軍
団
を
守
護
す
る
山

岳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
泰
山
信
仰
に
は
、

し
ば
し
ば
戦
争
と
の
関
連
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
泰
山
を
象
徴
す
る
封
禅

儀
礼
は
元
来
、
夷
狄
の
討
伐
と
い
う
軍
事
的
成
功
を
前
提
条
件
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
﹇
桐
本
一
九
九
七
、
一
三
八
│
一
四
一
頁
﹈。
唐
代
に
つ
い
て
も
、
太
宗
に

よ
る
封
禅
計
画
や
高
宗
に
よ
る
封
禅
が
提
唱
・
実
施
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
突
厥
、
及
び
朝
鮮
半
島
の
百
済
な
ど
の
平
定
が
あ
っ
た
と
い

う
﹇
笠
松
二
〇
〇
九
﹈。
加
え
て
、
泰
山
神
を
通
し
て
天
帝
に
軍
事
の
成
功
を
祈

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
明
代
の
願
文
も
複
数
存
在
す
る
﹇C

havannes1910＝

菊

地
二
〇
〇
一
、
一
五
│
一
六
頁
﹈。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
け
ば
、
元
来
武
人
集
団

― ２５ ―



で
あ
る
藩
鎮
、
中
で
も
泰
山
を
領
域
の
中
心
に
戴
く
平
盧
軍
が
、
こ
の
霊
岳
に
と

り
わ
け
強
い
信
仰
心
を
抱
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

平
盧
軍
と
泰
山
と
の
繋
が
り
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
の
が
、
次
に
引
く
題
名
碑
で

あ
る
（
清
、
唐
仲
冕
『
岱
覧
』
巻
一
二
、
岱
陽
中
「
敬
謇
等
題
名
」
二
八
〇
頁
）。

〔
史
料
５
〕
（
題
名
碑
の
）
文
章
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
平
盧
淄
青
度
支

判
官
・
中
大
夫
・
検
校
尚
書
工
部
郎
中
・
兼
侍
御
史
の
敬
謇
、
節
度
押
衙
・

中
大
夫
・
試
殿
中
監
の
馮
珣
、
文
林
郎
・
守

府
兵
曹
参
軍
の
田
浩
、
朝
散

大
夫
・
行
任
城
県
令
・
権
知
乾
封
県
令
の
楊
序
、
節
度
駆
使
官
・
朝
散
郎
・

試
光
禄
寺
主
簿
の
明
干
、
文
林
郎
・
任
城
県
尉
の
高
鍠
、
泰
山
の
案
内
人
呂

滔
。

唐
の
建
中
元
年
（
七
八
一
）
二
月
二
十
九
日
、
泰
山
に
上
っ
て
瑶
池
を
訪
れ

た
の
で
、
そ
の
記
録
を
こ
こ
に
記
す
。

（
�
）

右
の
記
録
は
、
東
側
の
石
碑
の
側
面
第
七
層
に
あ
る
。

こ
の
史
料
は
、
泰
山
に
登
っ
た
平
盧
軍
関
係
者
が
、
各
々
の
肩
書
と
名
前
を
列

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
頭
は
平
盧
淄
青
度
支
判
官
、
す
な
わ
ち
平
盧
軍
の
財
政

（
�
）

（
�
）

担
当
で
あ
る
。
続
く
節
度
押
衙
は
軍
内
の
庶
務
を
司
っ
た
藩
帥
側
近
、
節
度
駆
使

（
�
）

官
は
様
々
な
雑
務
に
従
事
し
た
下
級
幕
職
官
で
あ
る
。
他
に
、
泰
山
が
位
置
す
る

州
の
兵
曹
参
軍
や
、

州
管
下
の
任
城
県
・
乾
封
県
の
県
令
・
県
尉
の
名
も
み

え
る
が
、
当
時
平
盧
軍
は
、
朝
廷
の
意
向
に
沿
わ
ず
州
県
官
を
独
自
の
裁
量
で
任

（
�
）

命
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
彼
ら
も
、
朝
廷
よ
り
は
む
し
ろ
節
度
使
側
と
懇
意
な
人
物

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
き
の
泰
山
訪
問
理
由
は
記
さ
れ
な
い
が
、
平
盧
軍
の
軍
将
ら
は
わ
ざ
わ

ざ
現
地
の
州
県
官
を
伴
っ
て
登
山
し
て
お
り
、
単
な
る
物
見
遊
山
と
は
考
え
に
く

い
。
折
し
も
題
名
碑
が
刻
ま
れ
た
建
中
元
年
（
七
八
一
）
の
正
月
に
は
、
そ
の
後

（
�
）

足
か
け
七
年
に
わ
た
る
藩
鎮
反
乱
が
勃
発
し
て
い
た
。
平
盧
軍
も
こ
れ
に
積
極
的

（
�
）

に
関
与
し
軍
団
を
動
員
し
た
の
で
、
一
連
の
軍
事
行
動
の
た
め
に
泰
山
神
へ
加
護

を
祈
っ
た
使
者
団
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、〔
史
料
４
、
５
〕
に
よ
り
、
平
盧
軍
に
お
い
て
は
泰
山
が
精
神
面
の
み

な
ら
ず
、
地
理
・
軍
事
面
で
も
軍
団
の
拠
り
所
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
泰
山
の
存
在
が
、
藩
帥
の
交
替
と
な
ぜ
関
連
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
解
明
す
べ
く
、
当
時
の
平
盧
軍
の
内
部
事
情
に
注
目
し
た
い
。

（
２
）
藩
帥
交
替
時
の
平
盧
軍

本
節
で
は
、
平
盧
軍
の
藩
帥
交
替
に
際
し
、
な
ぜ
泰
山
が
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
李
納
・
李
師
古
期
の
平
盧
軍
の

内
情
、
特
に
「
李
納
」
伝
と
関
連
の
深
い
藩
帥
交
替
時
の
事
情
を
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
李
納
」
伝
は
、
あ
く
ま
で
平
盧
軍
の
押
衙
王
祐
の
体
験

談
、
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
物
語
が

『
集
異
記
』
採
録
前
に
数
段
階
の
伝
聞
を
経
て
い
た
と
し
て
も
、
元
々
の
出
所
は

平
盧
軍
内
、
こ
と
に
主
要
登
場
人
物
た
る
藩
帥
や
そ
の
周
囲
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

本
物
語
の
主
人
公
李
納
は
、
父
李
正
己
か
ら
藩
帥
位
を
世
襲
し
た
後
、
十
年
の

在
任
を
経
て
三
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
彼
に
は
息
子
が
二
人
お
り
、
兄
が
李
師

（
�
）

古
、
弟
が
李
師
道
と
い
っ
た
。
李
納
の
死
後
、
李
師
古
が
軍
団
に
擁
立
さ
れ
藩
帥

（
	
）

位
に
就
い
た
。
た
だ
し
、
藩
帥
位
世
襲
の
際
に
軍
団
推
挙
の
体
裁
を
と
る
の
は
、

（


）

河
朔
三
鎮
等
に
も
広
く
み
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
、
決
し
て
李
師
古
が
特
殊
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
こ
の
藩
帥
就
任
時
を
回
想
し
て
、
後
に
李
師
古
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た

― ２６ ―



と
い
う
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
、
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
条
、
七
六
三
三

頁
）。

〔
史
料
６
〕
私
は
十
五
歳
で
（
節
度
使
の
証
で
あ
る
）
旌
節
を
受
け
継
い
だ
が
、

我
な
が
ら
農
業
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
か
知
ら
な
か
っ
た
の
を
後
悔
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
し
て
や
（
弟
の
）
李
師
道
は
、
私
よ
り
さ
ら
に
数
歳
年
下
で
あ
る

（
か
ら
、
何
も
知
ら
な
い
の
も
当
然
だ
）。（
そ
こ
で
）
私
は
彼
に
、
自
分
の

衣
食
が
如
何
に
し
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
か
を
教
え
た
い
と
思
い
、
一
時
的

に
（
本
来
彼
の
よ
う
な
人
間
が
や
る
べ
き
で
な
い
）
州
県
の
官
に
任
命
し
て

（
�
）

き
た
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
考
え
を
皆
は
全
く
理
解
し
て
く
れ
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
李
師
古
は
藩
帥
に
な
っ
た
と
き
わ
ず
か
十
五
歳
で
あ

り
、
当
人
も
自
覚
す
る
ほ
ど
、
為
政
者
と
し
て
の
経
験
が
不
足
し
て
い
た
。
こ
の

頃
、
十
五
歳
前
後
で
世
襲
に
よ
り
藩
帥
に
就
い
た
例
は
、
相
衛
節
度
使
の
薛
平

（
十
二
歳
）
や
、
魏
博
節
度
使
の
田
季
安
（
十
五
歳
）
が
い
た
。
た
だ
し
、
薛
平

（
�
）

は
す
ぐ
に
藩
帥
位
を
叔
父
に
譲
っ
て
軍
か
ら
逃
亡
し
て
お
り
、
田
季
安
は
就
任
当

（
�
）

時
、
亡
父
の
嫡
妻
に
よ
る
後
見
・
監
督
を
受
け
た
と
い
う
。
李
師
古
も
、
独
力
で

軍
団
を
運
営
す
る
に
到
底
未
熟
だ
っ
た
こ
と
、
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
も
〔
史
料
１
〕
下
線
部
Ｅ
を
信
じ
る
な
ら
、
李
納
の
後
継
者
候
補
は
三
人

お
り
、
李
師
古
は
そ
の
う
ち
の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
他
の
候
補
の
具
体
名
ま

で
は
判
明
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
中
に
は
、
李
師
古
の
異
母
弟
李
師
道
の
名

も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
李
師
道
の
生
母
は
成
徳
節
度
使
李
宝

（
�
）

臣
（
張
忠
志
）
な
る
人
物
の
娘
で
あ
り
、
彼
女
こ
そ
が
李
納
の
嫡
妻
だ
っ
た
と
考

（
�
）

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
藩
帥
が
世
襲
さ
れ
る
場
合
、
基
本
的
に
は
嫡
長
へ
の
継

（
�
）

承
が
志
向
さ
れ
た
の
で
、
年
長
と
は
い
え
嫡
子
た
る
李
師
道
を
差
し
置
い
た
李
師

古
と
い
う
人
選
は
、
一
種
の
特
例
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、〔
史
料
６
〕
で
は
特
に
農
政
に
関
す
る
反
省
が
み
ら
れ
た
が
、
実
は
平

盧
軍
は
、
同
時
に
軍
事
的
に
も
危
機
的
な
状
況
に
瀕
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
次
の

史
料
（『
旧
唐
書
』
巻
一
二
四
、
李
師
古
伝
、
三
五
三
七
頁
）
で
あ
る
。

〔
史
料
７
〕
成
徳
節
度
使
の
王
武
俊
は
、
軍
を
率
い
て
（
平
盧
軍
の
領
域
で
あ

る
）
徳
州
・
棣
州
（
の
境
域
）
に
駐
留
し
、
今
に
も
（
棣
州
の
塩
産
地
で
あ

る
）
蛤
�
及
び
三

城
を
（
平
盧
軍
か
ら
）
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
。
…
…
李

納
が
亡
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、（
子
の
）
李
師
古
が
平
盧
節
度
使
を
継
承
し
た
。

王
武
俊
は
李
師
古
が
年
若
く
し
て
初
め
て
節
度
使
と
な
り
、（
安
史
の
乱
以

来
の
）
旧
来
の
武
将
も
多
く
死
ん
で
い
る
の
で
、
心
の
中
で
は
た
い
そ
う
平

盧
軍
を
侮
り
、
軍
勢
を
率
い
て
蛤
�
及
び
三

城
を
奪
取
す
る
こ
と
を
名
目

と
し
、
そ
の
実
、
李
納
の
境
域
（
で
あ
る
徳
州
・
棣
州
）
を
窺
お
う
と
し
て

（
�
）

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
で
平
盧
軍
を
攻
撃
し
た
王
武
俊
は
、
安
史
の
乱
中
に
史
思
明
の
武
将

と
し
て
活
躍
し
、
乱
後
は
主
君
の
李
惟
岳
を
殺
害
し
て
成
徳
節
度
使
の
地
位
を
得

（
	
）

た
勇
猛
な
契
丹
人
で
あ
る
。
一
方
平
盧
軍
で
は
、
彼
に
対
抗
し
得
る
百
戦
錬
磨
の

武
将
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
戦
況
は
圧
倒
的
に
不
利
で
あ
っ
た
。
加
え
て

王
武
俊
に
よ
る
軍
事
進
攻
は
、
そ
も
そ
も
李
師
古
が
若
年
で
あ
る
こ
と
を
侮
っ
た

た
め
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
李
師
古
が
藩
帥
位
に
就
い
た
と
き
、
平
盧
軍
は
内
外

と
も
に
、
決
し
て
安
定
的
な
情
勢
で
は
な
く
、
李
師
古
自
身
の
適
正
に
も
疑
問
の

余
地
が
あ
っ
た
。
李
師
古
な
い
し
彼
を
擁
立
し
た
軍
団
は
、
藩
帥
へ
の
求
心
力
を

強
化
し
、
軍
政
の
基
盤
を
固
め
る
喫
緊
の
要
請
に
迫
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
た
と
き
、「
李
納
」
伝
は
死
に
ゆ
く
李
納
よ
り
も
む
し

ろ
、
藩
帥
位
に
就
い
た
ば
か
り
の
李
師
古
に
と
っ
て
、
極
め
て
都
合
の
良
い
内
容

で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
と
い
う
の
も
、
李
納
は
地
獄
で
刑
罰
を
受
け
る
と
い
う

― ２７ ―



や
や
否
定
的
な
役
回
り
な
の
に
対
し
、
李
師
古
の
場
合
は
〔
史
料
１
〕
下
線
部
Ｄ

に
あ
る
よ
う
に
、
他
な
ら
ぬ
東
岳
大
帝
の
神
託
に
基
づ
い
て
藩
師
位
に
就
く
と
い

う
、
良
い
役
回
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
神
託
が
絶
対
的
と
も

い
え
る
効
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
即
座
に
後
継
者
を
李
師
古
に
決
め
た
李
納
の

判
断
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
「
李
納
」
伝
は
、
一
方
で
は
李
納
の

死
と
地
獄
の
刑
罰
を
描
き
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
は
李
師
古
の
藩
帥
位
継
承
を
、

東
岳
大
帝
の
命
と
い
う
か
た
ち
で
正
当
化
す
る
働
き
を
も
有
し
て
い
た
と
い
え

る
。実

は
『
太
平
広
記
』
中
に
は
、
地
獄
を
訪
れ
た
人
物
が
後
唐
・
廃
帝
の
即
位
を

（
�
）

予
言
さ
れ
た
説
話
が
残
っ
て
お
り
、
朴
永
哲
﹇
一
九
九
七
、
一
〇
八
頁
﹈
は
こ
れ

を
、
地
獄
が
現
実
の
政
権
を
正
当
化
す
る
手
段
に
変
貌
し
た
も
の
と
説
明
す
る
。

お
そ
ら
く
「
李
納
」
伝
も
ま
た
、
泰
山
信
仰
を
利
用
し
て
李
師
古
を
権
威
付
け
、

藩
帥
位
継
承
を
円
滑
に
行
い
た
い
、
と
い
う
平
盧
軍
内
の
強
い
要
請
の
も
と
、
誕

生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）「
李
納
」
伝
流
布
の
背
景

さ
て
、
藩
帥
就
任
時
は
心
許
な
か
っ
た
李
師
古
で
あ
る
が
、
そ
の
後
病
没
す
る

ま
で
十
五
年
間
の
治
世
は
充
実
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、
父
李
納
の
代
に

お
け
る
塩
産
地
の
喪
失
や
有
力
武
将
の
死
、
及
び
そ
れ
に
伴
う
経
済
力
・
軍
事
力

の
低
下
を
補
う
べ
く
、
様
々
な
施
策
を
実
施
し
た
。
ま
ず
、
活
発
な
対
外
交
易
に

よ
っ
て
財
源
を
ま
か
な
い
﹇
鄭
炳
俊
二
〇
〇
四
、
五
五
六
│
五
五
七
頁
﹈、
祖
父

（
�
）

の
代
に
は
十
万
と
い
わ
れ
た
軍
団
を
五
十
万
と
い
わ
れ
る
ま
で
拡
大
し
た
。
続
い

て
、
塩
産
地
と
ほ
ぼ
同
時
に
失
っ
た
大
運
河
方
面
の
要
地
を
回
復
す
べ
く
、
し
ば

し
ば
軍
事
行
動
を
展
開
し
た
﹇
新
見
二
〇
一
三
、
六
七
│
六
八
頁
﹈。
さ
ら
に
、

（
�
）

「
亡
命
」
や
朝
廷
で
罪
を
得
た
人
物
な
ど
、
多
く
の
人
材
を
登
用
し
た
が
、
中
で

も
文
人
の
高
沐
や
武
将
の
劉
悟
は
李
師
古
の
死
後
、
弟
李
師
道
が
藩
帥
位
に
就
い

た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
判
官
・
都
知
兵
馬
使
と
し
て
軍
団
の
中
枢
を
担
う
に
至
っ

（
�
）
た
。
な
お
劉
悟
は
最
終
的
に
李
師
道
を
裏
切
り
殺
害
し
て
し
ま
う
が
、
こ
の
と
き

李
師
道
一
族
を
悉
く
誅
殺
な
い
し
遠
流
に
処
さ
ん
と
し
た
朝
廷
に
対
し
、
李
師
古

（
�
）

の
息
子
だ
け
は
処
分
を
軽
減
す
る
よ
う
嘆
願
し
て
お
り
、
亡
き
李
師
古
か
ら
蒙
っ

た
恩
顧
へ
の
配
慮
が
垣
間
見
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
李
師
古
の
実
績
や
武
将
か
ら

の
支
持
に
鑑
み
れ
ば
、
李
師
古
の
藩
帥
と
し
て
の
適
性
を
保
証
し
た
「
李
納
」
伝

は
、
少
な
く
と
も
平
盧
軍
内
で
は
相
応
の
信
憑
性
を
持
っ
て
流
布
し
て
い
た
と
考

え
て
良
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
李
師
古
が
自
ら
東
岳
大
帝
の
神
託
を
受
け
た
と
名
乗
っ
た
形
跡
は
見

当
た
ら
な
い
。「
李
納
」
伝
に
あ
る
と
お
り
、
こ
の
神
託
を
授
か
っ
た
の
は
李
納

・
李
師
古
で
は
な
く
、
李
納
の
側
近
と
思
し
き
押
衙
王
祐
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
肝
心
の
東
岳
大
帝
は
「
碧
衣
の
人
」
と
い
う
表
現
で
示
唆
さ
れ
る
の
み
で
、

正
体
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。
さ
ら
に
「
李
納
」
伝
は
末
尾
で
や
や
蛇
足
的

に
、
死
後
の
裁
判
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
旨
を
李
納
に
語
ら
せ
、
地
獄
説
話
的
な

要
素
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
で
は
、
李
師
古
の
権
威
付
け
は
、
な
ぜ
こ
れ

ほ
ど
遠
回
し
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
、
平
盧
軍
と
朝
廷
と
の
関
係
が
重
要
と
な
る
。

唐
代
が
平
盧
軍
の
み
な
ら
ず
、
朝
廷
も
熱
心
に
泰
山
を
信
仰
し
、
二
度
に
わ
た
る

封
禅
ま
で
実
施
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
も
し
李
師
古
が
自
ら
東
岳
大
帝
の
命
を
受
け
た
、
な
ど
と
公
言
す
れ
ば
、

朝
廷
と
の
間
に
い
か
な
る
問
題
が
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い
。
実
際
、
李
師
古
は

常
に
朝
廷
へ
の
対
応
に
配
慮
し
て
お
り
、
内
心
で
は
軍
事
的
な
野
心
を
抱
き
な
が
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（
�
）

ら
も
、
表
面
的
に
は
朝
命
を
奉
ず
る
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
東
岳
大
帝

の
神
託
に
よ
っ
て
李
師
古
を
権
威
付
け
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
軍
団
内

の
み
に
作
用
し
、
朝
廷
の
咎
め
を
受
け
ぬ
範
囲
で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
平
盧
軍
の
微
妙
な
立
場
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
泰
山
に
基
づ
く
藩

帥
の
権
威
付
け
が
大
々
的
に
宣
揚
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で

き
よ
う
。
す
な
わ
ち
平
盧
軍
は
、「
碧
衣
の
人
」
の
正
体
を
敢
え
て
伏
せ
、
ま
た

そ
の
神
託
を
藩
帥
自
身
で
は
な
く
押
衙
王
祐
の
口
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
万
一

の
際
に
朝
廷
に
対
し
て
言
い
逃
れ
が
可
能
な
余
地
を
残
し
た
、
と
。
だ
か
ら
こ
そ

「
李
納
」
伝
は
、
史
実
と
さ
れ
る
正
史
等
で
は
な
く
、
虚
構
を
含
む
小
説
史
料
と

い
う
か
た
ち
で
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、『
太
平
広
記
』
所
収
の
小
説
「
李
納
」
伝
を
分
析
し
、
当
時
広
く

流
布
し
た
泰
山
信
仰
と
、
平
盧
軍
の
藩
帥
交
替
と
を
関
連
付
け
て
考
察
し
た
。
そ

し
て
こ
の
小
説
は
平
盧
軍
が
、
泰
山
の
主
神
東
岳
大
帝
と
い
う
宗
教
的
権
威
を
利

用
し
、
若
年
か
つ
実
力
不
足
な
藩
帥
権
力
の
権
威
付
け
を
図
っ
た
こ
と
を
物
語
る

と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
敢
え
て
小
説
史
料
と
し
て
残
存
し
た
理
由
は
、
内

容
に
一
定
の
信
憑
性
を
持
た
せ
つ
つ
、
出
来
る
だ
け
朝
廷
を
刺
激
し
な
い
よ
う
注

意
を
払
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
、
と
し
た
。

唐
代
藩
鎮
と
宗
教
と
の
関
連
は
従
来
、
盧
龍
節
度
使
に
お
け
る
石
経
事
業
や
、

成
徳
節
度
使
に
よ
る
臨
済
宗
庇
護
な
ど
、
主
に
仏
教
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き

た
。
こ
う
し
た
仏
教
事
業
の
背
景
は
、
精
神
的
な
安
定
を
求
め
た
た
め
﹇
馮
金
忠

二
〇
一
二
Ｂ
、
一
二
三
│
一
二
四
頁
﹈、
も
し
く
は
儒
教
的
な
伝
統
以
外
の
新
た

な
文
化
的
素
養
を
求
め
た
た
め
﹇
柳
田
一
九
六
〇
、
一
七
八
頁
﹈
と
さ
れ
る
が
、

と
も
す
れ
ば
節
度
使
の
退
廃
、
と
の
批
判
的
評
価
﹇
渡
邊
一
九
九
五
、
一
二
七

頁
﹈
を
も
免
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
今
後
は
藩

鎮
が
携
わ
っ
た
多
様
な
宗
教
活
動
が
、
藩
帥
権
力
を
支
え
る
た
め
の
理
論
武
装
と

し
て
作
用
し
た
側
面
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
既
に
五
代
期
以
降
の
沙
陀
政

権
に
つ
い
て
は
、
五
臺
山
信
仰
が
中
華
支
配
の
正
当
性
を
宣
揚
す
る
う
え
で
重
要

な
要
素
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
中
田
二
〇
一
四
、
二
三

頁
﹈。
平
盧
軍
や
河
朔
三
鎮
の
よ
う
な
藩
帥
権
力
は
今
後
、
こ
の
よ
う
な
視
点
も

加
え
つ
つ
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
よ

う
な
小
説
史
料
に
み
え
る
節
度
使
の
宗
教
活
動
も
、
さ
ら
に
活
用
し
て
ゆ
け
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

史
料
版
本

『
太
平
広
記
』『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
旧
五
代
史
』『
宋
史
』『
資
治
通
鑑
』『
続
資
治
通

鑑
長
編
』＝

中
華
書
局
標
点
本
／『
文
苑
英
華
』＝

中
華
書
局
影
印
本
／『
唐
会
要
』＝

上
海

古
籍
出
版
社
標
点
本
／『
樊
川
文
集
』＝

何
錫
光
（
校
注
）『
樊
川
文
集
校
注
』（
上
下
）

巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
七
年
／『
岱
史
』＝

『
泰
山
文
献
集
成
』
第
二
巻
、
泰
山
出
版
社
、
二

〇
〇
五
年
に
収
録
（
点
校：

封
建
華
）／『
岱
覧
』＝

『
泰
山
文
献
集
成
』
第
三
巻
〜
第
四

巻
、
泰
山
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
に
収
録
（
点
校：

劉
慧

他
）／『
泰
山
志
』＝

『
泰
山

文
献
集
成
』
第
六
巻
〜
第
七
巻
、
泰
山
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
に
収
録
（
点
校：

劉
興

順
）。

参
考
文
献
（
著
者
名
五
十
音
順
）

石
田
幹
之
助

一
九
六
七
『
長
安
の
春
』（
東
洋
文
庫
九
一
）
平
凡
社
。

苑

汝
杰

二
〇
一
二
『
唐
代
藩
鎮
与
唐
五
代
小
説
』
天
津
教
育
出
版
社
。

大
澤
正
昭

一
九
七
三
「
唐
末
の
藩
鎮
と
中
央
権
力
」『
東
洋
史
研
究
』
三
三
│
二
、
一
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│
二
二
頁
。

│
│
│
│

二
〇
〇
五
『
唐
宋
時
代
の
家
族
・
婚
姻
・
女
性
』
明
石
書
店
。

笠
松

哲

二
〇
〇
九
「
天
下
会
同
の
儀
礼
」『
古
代
文
化
』
六
一
│
一
、
一
│
二
一

頁
。

│
│
│
│

二
〇
一
二
「
金
輪
王
、
封
禅
す
」『
洛
北
史
学
』
一
四
、
九
九
│
一
一
九

頁
。

菊
地
章
太

二
〇
一
二
『
道
教
の
世
界
』
講
談
社
。

桐
本
東
太

一
九
九
七
「
始
皇
帝
の
第
一
回
巡
狩
と
封
禅
」『
日
中
文
化
研
究
』
別
冊
三

（
再
録：

『
中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化
』
二
〇
〇
四
、
一
三
六
│
一
四
六
頁
）。

金

瀅
坤

二
〇
〇
六
「
論
中
晩
唐
河
朔
藩
鎮
割
拠
与
聯
姻
的
関
係
」『
学
術
月
刊
』
三

八
│
一
二
、
一
二
六
│
一
三
五
頁
。

金

文
経

一
九
八
四
「
唐
代
高
句
麗
遺
民
�
（
の
）
藩
鎮
」『
唐
代
�
（
の
）
社
会
�

（
と
）
宗
教
』
崇
実
大
学
校
出
版
部
、
三
五
│
六
一
頁
。

窪

徳
忠

一
九
七
七
『
道
教
史
』
山
川
出
版
社
。

厳

耕
望

一
九
六
九
「
唐
代
方
鎮
使
府
僚
佐
考
」『
唐
史
研
究
叢
稿
』
新
亜
研
究
所
、

一
七
七
│
二
三
六
頁
。

小
南
一
郎

二
〇
〇
四
「
霍
小
玉
伝
に
見
る
唐
代
伝
奇
小
説
の
挫
折
」『
桃
の
会
論
集
』

二
（
再
録
・
改
題：

『
唐
代
伝
奇
小
説
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
、
二
〇
九
│
二

五
一
頁
）。

沢
田
瑞
穂
・
窪
徳
忠

一
九
八
二
『
中
国
の
泰
山
』
講
談
社
。

C
havannes,

E.,
1910,

Le
T’ai

chan
:
essai

de
m
onographie

d’un
culte

chinois
:

appendice
’Le

dieu
du
soldans

la
C
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antique’,Paris:
Im
prim
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N
ation

ale

（
邦
訳：

菊
地
章
太
『
泰
山
│
中
国
人
の
信
仰
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）.

宋

卿

二
〇
一
〇
「
唐
代
平
盧
節
度
使
略
論
」『
中
国
辺
疆
史
研
究
』
七
六
│
二
、

四
五
│
五
二
頁
。

孫

慧
慶

一
九
九
二
「
唐
代
平
盧
節
度
使
南
遷
之
後
瑣
議
」『
北
方
文
物
』
三
二
│

四
、
七
三
│
七
九
頁
。

谷
川
道
雄

一
九
七
八
「
河
朔
三
鎮
に
お
け
る
節
度
使
権
力
の
性
格
」『
名
古
屋
大
学
文

学
部
研
究
論
集
』
七
四
、
五
│
二
四
頁
。

│
│
│
│

一
九
八
八
「
河
朔
三
鎮
に
お
け
る
藩
帥
の
承
継
に
つ
い
て
」
栗
原
益
男
先

生
古
稀
記
念
論
集
編
集
委
員
会
（
編
）『
栗
原
益
男
先
生
古
稀
記
念
論
集

中
国
の

法
と
社
会
』
汲
古
書
院
、
三
八
五
│
三
九
八
頁
。

陳
金
鳳
・
汪
超

二
〇
一
四
「
唐
玄
宗
泰
山
封
禅
与
道
教
之
関
係
」『
北
京
聯
合
大
学
学

報
』（
人
文
社
会
科
学
版
）
四
三
│
一
二
、
三
九
│
四
四
頁
。

鄭

炳
俊

二
〇
〇
四
「
李
正
己
一
家
�
（
の
）
交
易
活
動
�
（
と
）
張
保
皐
」『
東
国

史
学
』
四
〇
、
五
二
三
│
五
六
〇
頁
。

礪
波

護

一
九
七
五
「
唐
の
官
制
と
官
職
」
小
川
環
樹
編
『
唐
代
の
詩
人
』
大
修
館

書
店
（
再
録：

『
唐
の
行
政
機
構
と
官
僚
』
一
九
九
八
、
中
公
文
庫
、
二
〇
三
│
二

三
二
頁
）。

中
田
美
絵

二
〇
一
四
「
沙
陀
の
唐
中
興
と
五
臺
山
」
原
田
正
俊
（
編
）『
日
本
古
代
中

世
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』
関
西
大
学
出
版
部
、
三
│
三
一
頁
。

新
見
ま
ど
か

二
〇
一
二
「
唐
代
後
半
期
に
お
け
る
「
華
北
東
部
藩
鎮
連
合
体
」」『
東

方
学
』
一
二
三
、
二
〇
│
三
五
頁
。

│
│
│
│

二
〇
一
三
「
唐
後
半
期
に
お
け
る
平
盧
節
度
使
と
海
商
・
山
地
狩
猟
民
の

活
動
」『
東
洋
学
報
』
九
五
│
一
、
五
九
│
八
八
頁
。

二
階
堂
義
弘

二
〇
〇
七
「
海
神
・
伽
藍
神
と
し
て
の
招
宝
七
郎
大
権
修
利
」『
白
山
中

国
学
』
一
三
、
四
二
│
五
四
頁
。

二
ノ
宮
聡

二
〇
〇
九
「
炳
霊
公
信
仰
と
『
封
神
演
義
』」『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀

要
』
三
〇
、
一
二
三
│
一
五
一
頁
。

朴

永
哲

一
九
九
七
「
中
世
中
国
に
お
け
る
地
獄
と
獄
訴
」『
史
林
』
八
〇
│
四
、
九

四
│
一
二
一
頁
。

樊

文
礼

一
九
九
三
「
唐
代
平
盧
淄
青
節
度
使
略
論
」『
煙
台
師
範
学
院
学
報
』（
哲

社
版
）
一
九
九
三
│
二
、
二
七
│
三
三
頁
。

馮

金
忠

二
〇
一
二
Ａ
「
唐
代
河
北
藩
鎮
儲
帥
制
度
」『
唐
代
河
北
藩
鎮
研
究
』
科
科

学
出
版
社
、
二
〇
│
二
八
頁
。

│
│
│
│

二
〇
一
二
Ｂ
「
唐
代
河
北
藩
鎮
統
治
下
的
仏
教
」『
唐
代
河
北
藩
鎮
研
究
』

科
学
出
版
社
、
一
二
二
│
一
四
一
頁
。

堀

敏
一

一
九
六
〇
「
藩
鎮
親
衛
軍
の
権
力
構
造
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
〇

（
再
録：
堀
二
〇
〇
二
、
三
四
│
九
八
頁
）。

│
│
│
│

二
〇
〇
二
『
唐
末
五
代
変
革
期
の
政
治
と
経
済
』
汲
古
書
院
。
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柳
田
聖
山

一
九
六
〇
「
唐
末
五
代
の
華
北
地
方
に
於
け
る
禅
宗
興
起
の
歴
史
的
社
会

的
事
情
に
つ
い
て
」『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
二
五
、
一
七
一
│
一
八
六
頁
。

山
内
晋
次

一
九
九
四
「
延
暦
の
遣
唐
使
が
も
た
ら
し
た
唐
・
吐
蕃
情
報
」『
史
学
雑

誌
』
一
〇
三
│
九
（
再
録
・
改
題：

『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
三
、
三
六
│
六
六
頁
）。

雷

聞

二
〇
〇
一
「
唐
代
道
教
与
国
家
礼
儀
」『
中
華
文
史
論
叢
』
六
八
、
六
二
│

七
九
頁
。

劉

慧

一
九
九
四
『
泰
山
宗
教
研
究
』
文
物
出
版
社
。

渡
邊

孝

一
九
九
一
「
唐
・
五
代
の
藩
鎮
に
お
け
る
押
衙
に
つ
い
て
（
上
）」『
社
会

文
化
史
学
』
二
八
、
三
三
│
五
五
頁
。

│
│
│
│

一
九
九
五
「
魏
博
と
成
徳
」『
東
洋
史
研
究
』
五
四
│
二
、
九
六
│
一
三
九

頁
。

│
│
│
│

二
〇
〇
一
「
唐
代
藩
鎮
に
お
け
る
下
級
幕
職
官
に
つ
い
て
」『
中
国
史
学
』

一
一
、
八
三
│
一
〇
七
頁
。

注（
１
）
小
説
を
活
用
し
た
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、
唐
代
の
文
化
に
つ
い
て
は
石
田
一

九
六
七
が
、
家
族
構
成
に
つ
い
て
は
大
澤
二
〇
〇
五
が
あ
る
。

（
２
）
総
合
的
な
研
究
に
は
、
堀
一
九
六
〇
／
谷
川
一
九
七
八
／
谷
川
一
九
八
八
／
渡

邊
一
九
九
五
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）
貞
元
初
、
平
盧
帥
李
納
病
篤
、
遣
押
衙
王
祐
、
禱
於
岱
嶽
、
齋
戒
而
往
。
及
嶽

之
西
南
、
遙
見
山
上
、
有
四
五
人
。
衣
碧
汗
衫
半
臂
、
其
餘
三
四
人
、
雜
色
服

飾
、
乃
從
者
也
。
碧
衣
持
彈
弓
、
彈
古
樹
上
山
鳥
、
一
發
而
中
、
鳥
墮
樹
、
從

者
爭
掩
捉
。
王
祐
見
前
到
山
下
人
、
盡
下
車
卻
葢
、
向
山
齊
拜
。
比
祐
欲
到
、

路
人
皆
止
祐
下
車
。
此
三
郎
子
七
郎
子
也
。
遂
拜
碧
衣
人
。
從
者
揮
路
人
、
令

上
車
。
路
人
躊
躇
、
碧
衣
人
自
揮
手
、
又
令
人
上
、
持
彈
弓
、
於
殿
西
南
、
以

（
司
）

彈
弓

地
。
俯
視
、
如
有
所
伺
。
見
王
祐
、
乃
召
之
前
曰
、
何
爲
來
。
祐
具
以

對
、
碧
衣
曰
、
君
本
使
已
來
矣
。
何
必
更
爲
此
行
。
要
見
使
者
乎
。
遂
命
一
人

曰
、
引
王
祐
見
本
使
。
遂
開
西
院
門
引
入
、
見
李
納
荷
校
滅
耳
、
踞
席
坐
於
庭
。

王
祐
驚
泣
前
伏
、
抱
納
左
脚
、
噬
其
膚
。
引
者
曰
、
王
祐
可
退
。
却
引
出
、
碧

（
猶
）

（
階
）

衣
尤
在
殿

、
謂
祐
曰
、
要
見
新
使
邪
。
又
命
一
人
、
從
東
來
。
形
狀
短
闊
、

神
彩
可
愛
。
碧
衣
曰
、
此
君
新
使
也
。
祐
拜
訖
、
無
言
。
祐
似
欠

而
遲
者
久

之
、
忽
無
所
見
、
惟
蒼
苔
松
栢
、
悄
然
嚴
靜
。
乃
薦
奠
而
迴
、
見
納
、
納
呼
入

内
、
問
王
祐
。
祐
但
以
薦
奠
畢
、
擲
樗

投
、
具
得
吉
兆
、
告
納
。
納
曰
、

祐
何
不
實
言
、
何
故
噬
吾
足
。
於
是
舉
足
、
乃
祐
所
噬
足
跡
也
。
祐
頓
首
、
具

以
實
告
。
納
曰
、
適
見
新
使
爲
誰
。
祐
曰
、
見
則
識
。
不
知
其
名
也
。
納
乃
召

三
人
出
。
至
師
古
、
曰
、
此
是
也
。
納
遂
授
以
後
事
、
言
畢
而
卒
。
王
祐
初
見

納
荷
校
、
問
曰
、
僕
射
何
故
如
此
。
納
曰
、
平
生
爲
臣
之
辜
也
。
葢
不
得
已
如

何
、
今
日
復
奚
言
也
。﹇
出
集
異
記
﹈

（
４
）
平
盧
軍
の
概
要
は
、
金
文
経
一
九
八
四
／
孫
慧
慶
一
九
九
二
／
樊
文
礼
一
九
九

三
／
鄭
炳
俊
二
〇
〇
四
／
宋
卿
二
〇
一
〇
／
新
見
二
〇
一
三
な
ど
参
照
。

（
５
）
泰
山
関
連
の
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
代
表
的
な
著
書
に
はC

hav
annes1910

／
沢
田
・
窪
一
九
八
二
／
劉
慧
一
九
九
四
が
あ
る
。

（
６
）
た
だ
し
封
禅
の
場
所
は
必
ず
し
も
泰
山
で
は
な
く
、
例
え
ば
唐
代
に
は
則
天
武

后
が
嵩
山
で
封
禅
し
た
（『
旧
唐
書
』
巻
六
、
則
天
皇
后
本
紀
、
一
二
四
│
一
二

五
頁
）。
彼
女
の
封
禅
に
つ
い
て
は
、
仏
教
と
の
関
連
に
注
目
し
た
笠
松
二
〇
一

二
が
あ
る
。

（
７
）
字
中
勝
、
長
慶
光
州
刺
史
。

（
８
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
一
、
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
二
月
条
、
七
七
六
八
頁
。

（
９
）
蒿
里
祠
、
距
岳
廟
西
南
三
里
許
、
社
首
壇
之
左
。
自
唐
至
宋
、
香
火
不
絶
。

（
１０
）
五
行
と
五
方
・
五
色
・
五
岳
の
関
連
は
、
窪
一
九
七
七
、
六
七
│
六
九
頁
／
菊

地
二
〇
一
二
、
七
六
頁
参
照
。

（
１１
）
な
お
「
碧
」
字
を
冠
し
た
泰
山
神
に
は
、
宋
代
に
登
場
し
た
女
神
、
碧
霞
元
君

が
お
り
、
こ
の
場
合
の
「
碧
」
も
東
方
、
す
な
わ
ち
泰
山
を
象
徴
す
る
色
と
解

さ
れ
て
い
る
﹇
劉
慧
一
九
九
四
、
一
四
二
頁
﹈。

（
１２
）
己
卯
、
東
岳
三
郎
神
贈
威
雄
大
將
軍
。
初
、
帝
不
豫
、
前
淄
州
刺
史
劉
遂
清
、

薦
泰
山
僧
一
人
、
云
善
醫
、
及
召
見
、
乃
庸
僧
耳
。
問
方
藥
、
僧
曰
、
不
工
醫
。

嘗
於
泰
山
中
親
覩
嶽
神
、
謂
僧
曰
、
吾
第
三
子
威
靈
可
愛
、
而
未
有
爵
秩
。
師

爲
我
請
之
。
宮
中
神
其
事
、
故
有
是
命
。

（
１３
）
『
宋
史
』
巻
一
〇
二
、
礼
志
五
五
、
嶽
瀆
条
、
二
四
八
六
頁
。
な
お
炳
霊
公
に
つ
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い
て
は
、
二
ノ
宮
二
〇
〇
九
が
詳
し
い
。

（
１４
）
た
だ
し
東
岳
大
帝
の
息
子
は
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』（
巻
五
一
四
、
元
符
二
年

（
一
〇
九
九
）
八
月
条
、
一
二
二
一
五
頁
）
な
ど
宋
代
以
降
の
史
料
で
は
五
人
と

さ
れ
る
。

（
１５
）
高
宗
・
玄
宗
の
封
禅
に
つ
い
て
は
、
雷
聞
二
〇
〇
一
／
笠
松
二
〇
〇
九
／
陳
金

鳳
・
汪
超
二
〇
一
四
な
ど
の
専
論
が
あ
る
。

（
１６
）
『
旧
唐
書
』
巻
二
三
、
礼
儀
志
三
、
九
〇
一
頁
。

（
１７
）
至
貞
元
二
年
八
月
、
詔
太
常
卿
裴
郁
等
十
人
、
各
就
方
鎮
祭
岳
瀆
等
（『
唐
会

要
』
巻
二
二
、
嶽
瀆
、
四
九
八
頁
）。

（
１８
）
唐
代
の
泰
山
に
お
け
る
祭
祀
、
と
く
に
封
禅
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
劉
慧
一
九

九
四
、
一
〇
〇
頁
／
笠
松
二
〇
〇
九
、
一
七
頁
参
照
。

（
１９
）
齊
人
、
經
地
數
千
里
、
倚
渤
海
、
墻
泰
山
、

大
河
、
精
甲
數
億
鈐
劒
、
其
阨

可
爲
安
矣
。
然
兵
折
於
潭
趙
、
首
竿
於
都
市
。

（
２０
）
文
曰
、
平
盧
淄
青
度
支
判
官
・
中
大
夫
・
検
校
尚
書
工
部
郎
中
・
兼
侍
御
史
敬

謇
、
節
度
押
衙
・
中
大
夫
・
試
殿
中
監
馮
珣
、
文
林
郎
・
守

府
兵
曹
参
軍
田

浩
、
朝
散
大
夫
・
行
任
城
県
令
・
権
知
乾
封
県
令
楊
序
、
節
度
駆
使
官
・
朝
散

郎
・
試
光
禄
寺
主
簿
明
干
、
文
林
郎
・
任
城
県
尉
高
鍠
、
山
人
呂
滔
。

唐
建
中
元
年
二
月
廿
九
日
、
登
岱
岳
因
訪
瑶
池
、
故
志
之
。

右
記
在
東
碑
側
第
七
層
。

（
２１
）
使
職
の
下
に
置
か
れ
た
判
官
に
は
広
義
・
狭
義
二
通
り
の
用
法
が
あ
る
が
、
こ

の
場
合
は
狭
義
で
、
使
・
副
使
に
次
ぐ
検
勾
官
相
当
の
地
位
を
意
味
す
る
﹇
厳

耕
望
一
九
六
九
、
一
九
一
頁
／
礪
波
一
九
七
五
、
二
二
八
│
二
三
〇
頁
﹈。
度
支

使
は
財
政
担
当
の
使
職
で
あ
る
。

（
２２
）
押
衙
と
は
、
藩
鎮
下
で
軍
務
の
他
、
諸
々
の
事
務
も
司
っ
た
人
物
が
冠
し
た
肩

書
で
あ
る
﹇
渡
邊
一
九
九
一
、
四
一
│
四
四
頁
﹈。

（
２３
）
駆
使
官
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
二
〇
〇
一
、
八
八
│
八
九
頁
参
照
。

（
２４
）
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
三
、
代
宗
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
条
（
七
一
七
五
頁
）。

（
２５
）
乱
の
詳
細
な
経
緯
は
、
大
澤
一
九
七
三
な
ど
参
照
。

（
２６
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
二
、
李
惟
岳
伝
、
三
八
六
八
│
三
九
六
九
頁
。

（
２７
）
『
新
唐
書
』
巻
二
一
三
、
李
納
伝
、
五
九
九
一
頁
。
な
お
、
李
納
及
び
彼
の
縁
者

の
墓
誌
は
、
管
見
の
限
り
現
時
点
で
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

（
２８
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
二
四
、
李
師
古
伝
、
三
五
三
七
頁
。

（
２９
）
河
朔
三
鎮
や
平
盧
軍
の
藩
帥
交
替
に
つ
い
て
は
、
堀
一
九
六
〇
／
谷
川
一
九
七

八
／
谷
川
一
九
八
八
な
ど
が
総
合
的
に
検
討
し
て
い
る
。

（
３０
）
吾
年
十
五
擁
節
旄
、
自
恨
不
知
稼
穡
之
艱
難
。
況
師
道
復
減
吾
數
歲
。
吾
欲
使

之
知
衣
食
之
所
自
來
、
且
以
州
縣
之
務
付
之
、
計
諸
公
必
不
察
也
。

（
３１
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
二
四
、
薛
平
伝
、
三
五
二
六
頁
。

（
３２
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
一
、
田
季
安
伝
、
三
八
四
七
頁
。

（
３３
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
二
四
、
李
師
道
伝
、
三
五
三
八
頁
。

（
３４
）
節
度
使
の
正
妻
は
、
①
部
下
の
武
将
の
娘
、
②
他
の
節
度
使
の
娘
、
③
朝
廷
の

公
主
、
が
多
い
﹇
金
瀅
坤
二
〇
〇
六
﹈。
李
納
と
李
宝
臣
の
娘
李
氏
と
の
婚
姻
は

②
に
あ
た
る
が
、
李
宝
臣
は
こ
う
し
た
婚
姻
を
通
し
て
華
北
東
部
の
安
史
軍
系

藩
鎮
を
束
ね
た
人
物
で
あ
る
﹇
新
見
二
〇
一
二
﹈。
ゆ
え
に
、
李
氏
は
李
納
の
正

妻
と
し
て
平
盧
軍
に
迎
え
ら
れ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

李
師
道
の
異
母
兄
李
師
古
の
生
母
は
、
李
納
の
妾
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
３５
）
例
え
ば
成
徳
節
度
使
で
は
、
父
か
ら
世
襲
を
望
ま
れ
た
兄
が
、
自
分
が
庶
子
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
嫡
子
の
弟
に
藩
帥
位
を
譲
っ
た
例
が
（『
旧
唐
書
』
巻
一
四

二
、
李
惟
誠
伝
、
三
八
七
〇
頁
）、
魏
博
節
度
使
で
は
実
子
の
無
い
嫡
妻
が
庶
子

の
一
人
を
敢
え
て
養
子
と
し
後
継
者
に
育
て
た
例
が
あ
る
（『
旧
唐
書
』
巻
一
四

一
、
田
季
安
伝
、
三
八
四
六
頁
）。
ま
た
、
河
朔
三
鎮
は
嫡
長
子
を
節
度
副
大
使

に
任
命
す
る
こ
と
で
、
藩
帥
の
継
承
を
円
滑
に
行
お
う
と
し
た
﹇
馮
金
忠
二
〇

一
二
Ａ
、
二
四
│
二
五
頁
﹈。

（
３６
）
成
徳
軍
節
度
王
武
俊
、
率
師
次
于
徳
・
棣
二
州
、
將
取
蛤
�
及
三

城
。
…
…

及
納
卒
、
師
古
繼
之
。
武
俊
以
其
年
弱
初
立
、
舊
將
多
死
、
心
頗
易
之
、
乃
率

衆
兵
、
以
取
蛤
�
・
三

爲
名
、
其
實
欲
窺
納
之
境
。

（
３７
）
『
旧
唐
書
』
巻
一
四
二
、
王
武
俊
伝
、
三
八
七
一
頁
。

（
３８
）
『
太
平
広
記
』
巻
一
三
六
、
潞
王
、
九
七
九
頁
。

（
３９
）
李
正
己
期
に
つ
い
て
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
五
、
大
暦
十
二
年
（
七
七
七
）

条
（
七
二
五
〇
頁
）
を
、
李
師
古
・
李
師
道
期
に
つ
い
て
は
山
内
一
九
九
四
、

四
二
│
四
三
頁
を
参
照
。

― ３２ ―



（
４０
）
師
古
雖
外
奉
朝
命
、
而
嘗
畜
侵
軼
之
謀
、
招
集
亡
命
、
必
厚
養
之
、
其
得
罪
於

朝
而
逃
詣
師
古
者
、
因
卽
用
之
（『
旧
唐
書
』
巻
一
二
四
、
李
師
古
伝
、
三
五
三

七
頁
）。

（
４１
）
高
沐
に
つ
い
て
は
『
新
唐
書
』
巻
一
九
三
、
高
沐
伝
、
五
五
五
七
頁
を
、
劉
悟

に
つ
い
て
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
六
一
、
劉
悟
伝
、
四
二
三
〇
頁
を
参
照
。

（
４２
）
悟
獨
表
師
古
子
明
安
爲
朗
州
司
戸
參
軍
（『
新
唐
書
』
巻
二
一
三
、
李
師
道
伝
、

五
九
九
五
頁
）。

（
４３
）
注
（
４０
）
参
照
。

（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
非
常
勤
研
究
員
）

― ３３ ―


