
1 
由
三区

帝
の
出
遊

緒
論
!
漢
の
文
帝
の
場
合
!

は
じ
め
に

中
国
で
は
古
く
か
ら
城
壁
を
持
つ
都
城
が
造
ら
れ
、
そ
の
内
側
に

宮
殿
が
築
か
れ
て
い
た
。
王
・
皇
帝
と
い
っ
た
君
、
主
は
、
都
城
の
中

(i} 

の
、
更
に
宮
殿
の
内
に
鎮
座
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
常

に
都
城
・
宮
殿
に
縫
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
外
へ
出
て
出
遊
す

(2) 

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
皇
帝
の
出
遊
は
、
国
家
や
人
民
に
様
々

な
影
響
を
与
え
る
大
事
で
あ
っ
た
。

前
漢
成
帝
期
の
医
衡
は
出
遊
一
の
縮
小
を
説
く
が
(
「
漢
書
」
郊
紐

志
)
、
そ
の
現
出
と
し
て
、
皇
帝
自
ら
が
渓
谷
や
大
河
を
渡
る
こ
と

の
危
険
性
を
あ
げ
、
「
襲
、
王
の
笠
し
く
し
ば
し
ば
一
楽
す
る
と
こ
ろ
に

あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
安
全
な
宮
殿
・
都
城
か
ら
外
へ
出
て
身

を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
る
、
皇
帝
の
身
体
・
生
命
へ
の
危
険
性
が
問
題

(3) 

視
さ
れ
て
い
る
。
一
怪
衡
は
ま
た
、
出
遊
は
「
吏
民
間
間
苦
、
吉
宮
煩
費
」

で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
皇
帝
の
訪
問
は
、
そ
の
地
域
の
役
人
や
人

薄

井

俊

民
、
あ
る
い
は
関
家
財
政
に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

(4) 

と
い
う
の
で
あ
る
つ

こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
の
出
遊
は
様
々
な
問
題
を
は
ら
む
大
事
で
あ

っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
都
城
、
を
出
て
出
遊
を
繰
り
返
す
皇
帝
も
い

た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
出
遊
と
い
う
事
業
に
、
そ
の
当
時
の
皇
帝
と

し
て
の
有
り
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り

「
皇
帝
の
出
遊
」
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
時
代
の
政
治
的
な
、
あ

る
い
は
思
想
的
な
課
題
や
、
そ
れ
へ
の
取
り
組
み
な
ど
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
漢
の
文
帝
期
を
取
り
上
げ
、
皇
帝
の
出
遊

先
や
白
的
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
当
時
の
皇
帝
と
い
う

(5) 

存
在
に
関
わ
る
課
題
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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文
帝
期
の
政
治
的
課
題

出
遊
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
文
、
惑
が
負
っ
て
い
た
政
治
的
な
-
課
題



を
検
討
し
て
お
く
。
そ
れ
に
は
前
漢
詩
代
の
皇
帝
た
ち
に
共
通
す
る

課
題
と
、
文
形
に
関
有
の
課
題
と
が
あ
っ
た
。

共
通
す
る
課
題
と
は
、
「
自
主
常
」
と
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の

か
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
戦
国
期
後
半
か
ら
、
都
県
制
と
中

央
集
権
的
宮
僚
制
の
整
備
が
国
家
運
営
の
基
本
政
策
と
し
て
推
進
さ

(6) 

れ
て
き
た
。
秦
を
経
た
漢
代
で
も
こ
れ
が
推
し
進
め
る
べ
き
課
題
で

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
例
え
ば
、
皇
請
に
は
ど
の
よ
う
な
属
性
が
望
ま

れ
る
の
か
、
そ
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
思
想
的
裏
付
け
に
よ
る
の
か

と
い
っ
た
こ
と
は
、
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
も
明
確
な
も
の
が
確
立
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
時
代
の
皇
帝
た
ち
は
、

自
ら
の
存
在
を
明
確
化
す
る
「
皇
帝
像
」
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

文
南
関
有
の
課
題
と
し
て
は
、
諮
侯
王
に
対
す
る
も
の
と
漢
の
廷

盟
た
ち
に
対
す
る
も
の
と
が
あ
っ
た
り
前
漢
前
半
期
は
、
諸
侯
主
の

力
を
制
ぐ
こ
と
が
闇
家
安
定
の
た
め
の
必
須
の
課
題
で
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
文
市
に
は
…
史
に
間
有
の
問
題
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
高
抱
の
指

名
を
受
け
て
成
立
し
た
恵
務
系
の
皇
統
一
が
山
崩
壊
し
た
後
一
を
受
け
、
外

か
ら
迎
え
ら
れ
て
即
位
し
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
他
の
全
て
の
諸
後

干
一
に
郎
位
の
資
格
と
機
会
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
文
滑
が
選
ば
れ
た
の

は
延
慌
た
ち
の
合
議
に
よ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
一
帯
と

し

て

は

、

皇

帝

と

し

て

あ

げ

、

地

の

諸

侯

王

に

は

取
っ
て
代
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
球
怠
与
な

か
っ
た
の
で
あ
る
つ

漢
の
廷
臣
た
ち
に
対
す
る
課
題
と
は
、
高
祖
に
関
わ
る
〆
も
の
で
あ

る
。
当
時
の
廷
臣
た
ち
の
多
く
は
、
漢
の
建
臨
の
功
庄
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
己
の
地
位
の
保
全
の
た
め
に
も
皇
帝
権
力
強
化
の
動
き
に

対
抗
し
、
保
守
守
田
的
姿
勢
を
保
つ
。
そ
の
中
で
文
菊
に
と
っ
て
や

っ
か
い
な
の
誌
、
廷
臣
た
ち
が
「
先
帯
の
法
」
(
「
漢
書
」
賀
山
話
)
、

つ
ま
り
「
高
抱
の
遺
命
」
を
掲
げ
て
、
新
し
い
方
策
に
反
対
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
い
わ
法
文
帯
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
廷
問
似
た
ち
の
背

後
に
は
、
~
問
問
視
の
亡
一
一
一
一
瓶
、
が
ニ
雷
一
一
存
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
の
そ

こ
で
文
帝
と
し
て
は
、
高
抱
と
い
う
呪
縛
か
ら
脱
却
し
怠
け
れ
ば
、

皇
帝
権
力
の
強
化
は
は
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(2) 

文
需
の
出
遊

で
法
、

の

出

遊

を

、

「

ゆ

か

り

の

地

へ

の

と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
見
て
み
る
。

(
二
軍
事
行
動
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泉
へ
の
も
の
で
あ
る

m

こ
の
と
き
は
、
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J
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こ
こ
で
す
へ
帝
期
ま
で
の
漢
と
旬
奴
と
の
関
探
を
綴
り
返
っ
て
お
く
り

高
抱
は
、
務
位
に
郎
い
た
二
年
間
口
(
前
一
一

O
O
)
、
自
ら
兵
を
率
い

て
勾
奴
と
戦
う
。
し
か
し
こ
の
と
き
は
大
散
を
喫
し
、
高
祖
ー
け
ら
も

何
奴
に
包
関
さ
れ
、
よ
う
や
く
逃
げ
帰
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
公
主
を
降
嫁
さ
せ
る
な
ど
の
崩
辱
的
な
条
件
で
和
践

を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
、
続
く
窓
帝
や
呂
后
も
こ
れ
に
倣
っ
て
い
た
の

こ
れ
が
高
視
の
遺
命
で
あ
っ
た
。

文
帝
も
基
本
的
に
は
こ
の
方
針
を
踏
襲
す
る
。

孝
文
皐
帝
前
六
年
(
略
)
老
ト
一
稽
粥
単
子
初
め
て
立
つ
。
孝
文

皇
帝
後
た
宗
室
の
女
公
主
を
遣
は
し
て
単
子
の
樹
氏
と
な
す
。

(
「
史
記
」
何
奴
列
伝
)

し
か
し
文
京
市
に
は
、
高
揺
が
定
め
た
枠
組
み
か
ら
脱
し
て
、
旬
奴

に
対
し
強
硬
な
姿
勢
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
も
の
が
伺
え
る
。

文
帝
期
に
は
、
旬
奴
と
の
関
係
が
緊
迫
し
た
山
、
が
三
回
あ
っ
た
。

先
ず
初
元
三
年
(
前
一
七
七
)
、
何
奴
の
右
賢
主
が
河
南
の
地
(
オ

ル
ド
ス
)
へ
侵
入
し
漢
の
都
城
を
攻
撃
す
る
。
文
帝
は
「
遺
議
嬰
撃

(7} 

何
奴
詔
」
(
「
漢
書
」
勾
奴
伝
)
を
下
し
て
対
決
の
姿
勢
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
丞
相
瀧
嬰
等
を
将
軍
と
す
る
箪
を
起
こ
し
て
旬
奴
と
の

対
決
姿
勢
を
示
す
。
「
辺
夜
八
万
五
千
騎
」
(
間
詔
)
を
発
し
て
の
大

軍
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
帝
は
、
邸
位
後
初
め
て
都
城
を
出
て
、
討

泉
に
進
駐
す
る
。

甘
泉
は
、
今
の
峡
簡
潔
浮
北
東
内
の
山
地
に
あ
る

9

後
に
は
太

祭
る
祭
紀
の
場
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
が
、
当
時
は
対
何
奴
の

線
基
地
で
あ
っ
た
。
文
革
の
進
駐
は
前
線
の
将
兵
を
督
戦
す
る
も

の
で
あ
り
、
勾
奴
に
対
す
る
示
威
行
動
で
あ
っ
た
り
そ
の
後
文
帯
は
、

討
泉
か
ら
藍
に
東
北
へ
進
み
、
上
郡
の
高
奴
爪
棟
四
議
延
安
)
に
ま

で
苧
一
り
、
制
奴
へ
の
圧
力
を
強
め
る
。
こ
の
と
き
は
結
局
右
賢
王
が

謬
外
に
去
り
、
大
規
模
な
戦
構
に
は
歪
ら
ず
に
終
わ
っ
た
。

次
に
、
初
元
十
一
年
(
前
一
六
九
)
、
ι

旬
奴
ほ
機
西
の
秋
道
(
甘

粛
省
総
挑
)
に
入
溜
す
る
。
文
帝
は
何
十
二
年
に
、
辺
地
へ
の
粟
米

転
送
を
奨
励
す
る
措
震
を
取
り
(
「
史
記
」
平
準
意
思
、
勾
奴
に
対
抗

す
る
準
備
を
整
え
る
の
そ
し
て
間
十
四
年
に
十
四
万
騎
の
勾
奴
勢

が
朝
那
(
甘
粛
省
議
旗
開
近
)
・
議
関
(
寧
裏
面
原
間
近
)
に
入
る
や
、

健
西
・
北
地
・
上
郡
の
三
欝
所
に
将
軍
を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
長

安
郊
外
の
清
水
の
北
に
「
車
千
葉
、
騎
十
万
」
の
大
軍
を
展
開
さ
せ
、

何
奴
を
威
嚇
す
る

ρ

こ
の
と
き
も
文
帝
は
、
都
城
を
出
て
、
清
水
平
野
に
布
陣
す
る
漢

軍
を
閲
兵
す
る
、
が
、
更
に
自
ら
遠
征
に
出
る
意
志
を
示
す
。

上
親
し
く
軍
を
労
し
、
兵
を
勤
し
、
教
令
を
申
し
、
軍
の
吏

卒
に
賜
ふ
。
帯
自
ら
将
に
勾
奴
を
征
せ
ん
と
す
。
群
思
議
む
る

も
と

も
、
皆
聴
か
ず
つ
髪
太
后
箆
く
上
に
要
め
、
乃
ち
止
む
。

(
「
史
記
」
孝
文
本
紀
)

(3) 



群
院
の
諌
止
に
も
応
じ
ず
、
皇
太
后
の
「
哀
痛
祝
警
之
一
一
一
一
口
」
(
漢

書
文
穎
控
)
に
よ
り
、
よ
う
や
く
親
征
を
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
る
つ

実
際
に
は
出
陣
は
主
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
文
奈
は
自
ら
箪
を
率
い

て
出
陣
す
る
姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。

最
後
に
後
一
元
六
年
(
前
一
五
八
)
、
勾
奴
が
雲
中
(
内
蒙
古
ホ
フ

ホ
ト
約
近
)
と
上
郡
に
侵
入
し
た
こ
と
か
ら
、
み
た
び
緊
張
が
高
ま

る
。
文
帝
は
河
北
の
飛
狐
・
山
西
の
句
控
・
陳
一
曲
の
北
地
の
一
一
一
箆
所

に
軍
を
展
開
さ
せ
、
全
面
対
決
の
姿
勢
を
取
る
。
さ
ら
に
長
安
西
北

郊
外
の
綿
柳
に
用
車
夫
、
同
北
郊
外
の
練
内
に
徐
属
、
間
東
郊
外
の

頭
上
に
制
札
を
そ
れ
ぞ
れ
将
軍
と
す
る
箪
を
駐
留
さ
せ
、
「
備
拐
」

の
態
勢
を
取
っ
た
。
こ
の
と
き
も
文
帝
自
ら
都
城
を
出
て
、
長
安
局

辺
の
一
一
一
軍
を
鵬
繰
り
に
、
自
ら
「
労
軍
」
し
て
い
る
(
「
史
記
」
賠

勃
世
家
)
。

以
上
の
…
二
度
の
危
機
に
お
い
て
、
文
帝
は
箪
を
率
い
て
戦
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
規
模
な
軍
を
起
こ
し
た
場
合
は
、

必
ず
自
ら
長
安
城
か
ら
外
へ
出
て
、
策
関
の
も
と
に
赴
き
、
関
兵
・

督
戦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
、
そ
し
て
後
世
の

人
々
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
班
闘
は
、
次

(
凶
)

の
よ
う
に
一
一
一
一
向
う
。

建
を
以
て
、
文
市
中
年
、
赫
然
と
し
て
発
慣
し
、
遂
に
粥
ら
戎

服
し
、
殺
し
く
鞍
賂
を
御
す
。
六
郡
の
良
家
の
子
弟
を
従
へ
、

上
林
に
馳
射
し
、
戦
障
を
講
習
し
、
天
下
の
精
丘
ハ
を
緊
め
、
広

武
に
箪
す
。
(
「
漢
帯
一
一
間
」
勾
奴
伝
)

文
帯
は
、
武
帝
の
と
き
の
よ
う
に
、
勾
奴
の
本
拠
地
へ
華
々
し
く

遠
征
軍
を
送
り
込
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
自
ら
軍
国
を
率
い
、

夷
秋
な
ど
ま
っ
ろ
わ
ぬ
も
の
を
伐
ち
鎮
め
る
姿
を
打
ち
出
し
た
。
/
そ

(
日
)

し
て
そ
れ
は
当
時
の
人
々
に
記
憶
さ
れ
、
文
帝
が
高
認
を
克
癒
す
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

{
一
一
)
ゆ
か
り
の
地
へ
の
訪
問
と
窓
恵
の
競
与

文
帝
の
初
め
て
の
出
遊
は
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
旬
奴
に
対
す
る

軍
事
行
動
で
あ
っ
た
。
高
奴
へ
の
進
出
で
成
果
を
収
め
た
文
帝
だ
っ

た
が
、
す
ぐ
に
長
安
へ
は
帰
還
せ
ず
、
そ
の
ま
去
更
に
東
の
太
原
に

足
を
伸
ば
す
。
普
陽
(
太
原
附
近
)
・
中
都
(
平
遥
附
近
)
を
含
む

こ
の
地
は
、
文
中
一
市
が
代
主
と
し
て
青
年
時
代
の
十
八
年
間
を
過
ご
し

た
、
皐
滑
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
。

太
原
を
訪
れ
た
文
帯
は
、
代
国
時
代
の
群
自
ら
を
引
見
し
、
思
賜

を
与
え
、
論
功
行
賞
安
行
い
、
民
に
も
牛
潜
を
賜
い
守
し
た
。
一
更
に
普

陽
・
中
都
の
民
に
は
、
三
年
間
の
「
復
(
賦
役
免
除
ど
を
施
す
な

ど
の
恩
典
を
い
与
え
、
十
数
日
に
わ
た
っ
て
そ
こ
に
滞
在
し
た
。
こ
う

し
た
己
に
ゆ
か
り
の
深
い
土
地
へ
の
訪
問
と
思
↓
典
の
賜
与
は
、

に
も
究
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(4) 



高
祖
十
て
年
、
高
知
山
は
最
後
の
強
散
で
あ
っ
た
鯨
布
を
柿
開
の
欝

(
安
徽
街
棺
州
)
で
打
ち
破
る
。
自
身
魚
協
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

鯨
布
の
撃
滅
は
別
将
に
委
ね
、
高
抱
自
身
は
出
身
地
の
滞
(
江
蘇
笛

柿
県
)
を
訪
問
す
る
。
矢
傷
を
負
っ
た
身
で
、
ま
た
怖
は
長
安
へ
の

帰
還
ル
ー
ト
か
ら
か
な
り
は
ず
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
こ
な
訪
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
高
視
の
強
い
意
志
が
感
じ
ら

(
日
)

れ
る
。
怖
を
訪
れ
た
高
砲
は
、
数
日
間
滞
在
し
、
故
人
父
老
子
弟
を

召
し
出
し
て
楽
し
む
。
そ
し
て
「
部
」
を
'
「
湯
川
郊
の
邑
」
の
扱
い
に

し
「
復
其
民
、
世
世
無
有
所
興
」
、
つ
ま
り
永
代
の
賦
役
免
除
と
し

た
の
さ
ら
に
高
祖
、
が
生
ま
れ
育
っ
た
農
(
江
蘇
省
建
鹿
市
)
も
同
様
の

思
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
り

こ
う
し
た
捕
豊
へ
の
特
別
持
過
は
、
血
中
市
が
訪
れ
た
と
い
う
刻
印

を
記
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
を
漢
王
朝
に
と
っ
て
の
特
別
の
場
所
と

す
る
こ
と
に
な
る
。
班
簡
の
「
嘗
て
幸
せ
し
所
の
郡
闘
に
は
各
々
太

泡
太
宗
癒
を
立
つ
」
(
「
漢
書
」
護
資
伝
)
と
い
う
記
述
が
事
実
な
ら

ば
、
滞
撃
に
も
郡
悶
縮
が
立
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
歳
時
の

祭
り
を
通
し
て
、
高
祖
が
訪
れ
て
恵
沢
を
施
し
た
事
を
、
繰
り
返
し

再
現
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

文
帝
の
太
原
訪
問
と
思
恵
の
掲
与
が
、
滞
豊
に
対
す
る
高
祖
の
そ

れ
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
太
原
は
諦
豊

に
民
散
す
る
、
漢
王
朝
の
「
部
沼
地
」
と
な
っ
た
。
郡
日
出
廟
も
設
け
ら

れ
、
文
帯
へ
の
祭
や
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
注
話
す
べ
き
は
、
文
常
が
初
一
兆
三
年
以
後
も
、
太
原
へ
の
出

遊
を
繰
り
返
し
て
い
る
ニ
と
で
あ
る
。
「
漢
書
」
文
帝
紀
に
よ
れ
ば
、

初
元
十
一
年
、
後
一
花
一
一
一
年
、
間
五
年
の
三
回
を
数
え
る
。
こ
の
三
間

(M} 

の
場
合
も
太
原
附
近
を
訪
ね
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
の
初
元
十
一

年
は
十
二
月
か
ら
正
月
ま
で
の
二
ヶ
丹
ほ
ど
の
出
遊
で
あ
っ
た
。
後

の
二
回
は
出
発
し
た
丹
を
記
す
の
み
だ
が
、
お
そ
ら
く
一
定
期
間
太

原
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
も
初
元

三
年
の
と
き
と
何
様
の
の
恵
沢
の
賜
与
が
な
さ
れ
た
の
で

淀
川
}

あ
ろ
う
。

太
原
と
い
う
文
靖
ゆ
か
り
の
地
へ
の
訪
問
は
、
そ
の
土
地
を
顕
彰

し
て
高
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
何
時
に
文
帝
そ
の
も
の
を
高
め

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
帝
を
高
祖
と
痛
を
並
べ
る
位
震
に
押

し
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(5) 

(
三
)
祭
記

初
一
花
十
五
年
夏
五
月
、
文
帝
は
濯
に
出
遊
す
る
。
こ
れ
は
五
帝
を

親
祭
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
文
帝
期
ま
で
の
漢
王
朝
の
祭
犯
を
振
り
返
っ
て
お
け
ば
、

関
中
に
入
っ
た
高
語
法
、
秦
の
確
に
お
け
る
祭
詑
を
継
続
さ
せ
る
。

た
だ
し
、
高
祖
が
自
ら
祭
程
に
赴
く
こ
と
は
な
く
、
有
一
司
に
代
理
で



祭
ら
せ
て
い
た
っ
他
の
山
川
の
祭
り
も
あ
っ
た
が
、
皇
帝
が
そ
こ
へ

赴
い
て
親
祭
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
祭
ら
れ
て
い

た
(
「
史
記
」
封
禅
警
)
。
高
担
の
後
を
継
い
だ
葱
者
や
少
帯
た
ち
に

も
出
遊
し
て
の
親
祭
の
記
録
は
な
い
っ

と
こ
ろ
が
文
市
期
に
至
っ
て
、
祭
認
に
関
す
る
新
た
な
動
き
が
克

ら
れ
る
。
初
泥
沼
年
の
「
一
般
成
嬬
」
造
営
(
「
漢
書
」
文
帝
紀
)
は
、

生
前
に
自
ら
の
廠
を
造
る
鳴
矢
と
言
え
る
が
‘
初
元
十
三
年
頃
か
ら

機
々
な
動
き
が
見
ら
れ
る
つ
斉
国
と
准
街
患
が
廃
さ
れ
る
と
、
そ
の

地
の
名
山
大
川
の
祭
り
を
、
諮
侯
爵
の
「
祝
」
に
で
は
な
く
、
漢
の

(MJ 

「
太
祝
」
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
(
封
禅
喜
一
て
こ
れ
は
諸
侯
王
が

行
っ
て
い
た
祭
配
を
、
漢
王
朝
自
ら
が
行
う
こ
と
で
あ
り
、
祭
犯
を

通
し
て
の
地
方
統
治
を
抑
制
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
初
元
十
一
一
一
年
に

「
増
神
絹
制
」
(
封
禅
灘
間
)
が
、
伺
十
四
年
に
「
増
配
無
祈
詔
」
(
「
漢

書
」
文
裕
紀
)
が
と
、
祭
杷
の
拡
充
を
告
げ
る
詔
が
次
々
と
下
さ
れ

ヴ
〈
明
。

こ
う
し
た
機
運
を
受
け
て
、
公
認
盟
、
が
五
行
説
に
慕
づ
く
づ
正
朔

服
色
」
の
改
正
を
奏
上
す
る
の
そ
し
て
初
元
十
去
年
に
彼
の
預
一
一
一
一
口
通

り
に
慌
踏
に
黄
龍
が
出
現
す
る
に
成
、
び
、
公
孫
院
は
登
用
さ
れ
、
諸

生
と
と
も
に
「
改
騎
服
色
」
の
事
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
。
文
帯

幻
禅
投
開
)
を
下
し
、
「
一
咲
郊
に
て
i
r
L

帝
諸
神
を

出
遊
し
て
の
親
祭
を
賞
一
斉
す
る
。

は祈
ら
ん
」

と
い
ャ
つ
、

そ
し
て
そ
れ

は
そ
の
四
月
の
濯
に
赴
い
て
の
五
時
の
親
祭
と
し
て
実
現
す
る
の
で

あ
る
。

ち
十
六
年
に
至
る
、

祭
詑
に
関
わ
る
一
連
の

次
事
業
を
示
す
。

初
元
十
三
年
、
「
増
絹
持
制
」
を
下
す
っ

斉
・
准
南
の
名
山
大
川
の
祭
認
を
、
漢
の
太
祝
の
担
当
に
。

初
元
十
四
年
春
、
「
増
明
記
無
析
認
〕
を
下
す
。

公
孫
回
、
正
期
報
色
を
上
奏
。

縫
西
の
成
紀
に
黄
龍
出
現
。

(6) 

「
議
郊
記
詔
」
。
改
潜
服
色
議
論
開
始
。

よ
り
、
溜
北
に
五
帝
廟
創
設
。

確
に
行
き
、
初
め
て
五
帝
を
郊
見
。

間
丹
、

を
編
纂
さ
せ
、
「
巡
狩
封
禅
」

の

る。

、，内
uv

y~ 

斉

一
人
を
封
建
。
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新
境
一
千
の
上
奏
通
り
、
太
陽
が
二
度
街
中
。

年
の
「
改
一
兆
」
を
決
定
。

下
の
人
民
に
「
大
淵
(
大
い
に
集
ま
っ
て
宴
会
を
開
く

こ
と
ご
さ
せ
る
。

漢
の
祭
犯
が
徐
々
に
拡
充
さ
れ
、
賛
龍
の
出
現
と
い
う
端
祥
で
、

新
し
い
祭
記
へ
の
取
り
組
み
が
一
気
に
加
速
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
分
か

る
の
賞
龍
・
神
の
幻
視
・
去
、
杯
と
い
っ
た
瑞
兆
が
繰
り
返
し
出
現
し
、

公
孫
思
・
新
沼
一
平
と
い
っ
た
方
士
が
愛
用
さ
れ
重
賞
を
受
け
る
。
清

北
の
五
帝
廠
・
覇
陵
の
冗
市
壌
と
い
う
新
し
い
祭
記
施
設
の
創
建
と
、

封
禅
巡
狩
と
い
っ
た
新
し
い
大
妓
楼
祭
記
事
業
の
検
討
と
計
磁
な
ど

が
次
々
と
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
漢
王
朝
で
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
、
皐
帝
が
出
遊
し
て
の
親
祭
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
文
帝
の
関
川
辺
は
輝
か
し
く
も
厳
か
な
、
神
秘
的
雰
関
気
に

忽
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
そ
う
し
た
賑
や
か
さ
は
、

文
常
や
漢
王
朝
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
侯
王
国
の
復
活
や
人
民

へ
の
恩
恵
的
措
麓
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
下
全
体
で
そ
の
窓
沢
を

共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
決
算
が
、
「
改
…
冗
」
で

あ
っ
た
の
数
々
の
祥
端
に
包
ま
れ
た
皐
帝
は
、
改
元
に
よ
っ
て
、
世

(
げ
}

界
全
体
と
と
も
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
〈
が
、
改
元
に
議
み
切
っ

か
ら
、
新
…

mJ干
の
行
っ
た
こ
と
が
詐
織
で
あ
る
と

一
千
は
捕
ら
え
ら
れ
、
一
一
族
連
践
で
刑
死
す
る
に
至
っ
た
?
封
禅
曹

は
、
「
是
よ
り
の
後
、
文
帝
正
朔
服
色
を
改
む
る
の
神
明
の
事
に

怠
り
、
摺
陽
・
長
関
け
の
五
蔀
(
の
祭
り
)
は
一
時
宮
を
し
て
領
せ
し
め
、

時
を
以
て
礼
を
致
し
、
往
か
ず
」
と
す
る
。
既
存
の
祭
認
は
行
う
も

の
の
、
親
祭
は
行
わ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

景
帯
期
も
同
様
で
あ
っ
た
と
し
て
、
武
帯
織
の
記
事
に
入
る
。
あ
た

か
も
文
帝
の
祭
認
改
革
は
、
改
元
を
境
に
頓
挫
し
、
そ
の
勢
い
は
収

束
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
疑
問
、
が
あ
る
。

封
禅
警
は
、
文
穫
は
親
祭
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
、
「
漢

書
」
文
帯
紀
に
は
、
そ
れ
以
後
も
、
毎
年
の
よ
う
に
出
遊
を
行
う
文

需
の
記
事
が
琵
ら
れ
る
。

(7) 

出
遊
し
て
斑
の
械
揚
宮
を
訪
れ
る
。

一
丹
、
出
遊
し
て
代
を
訪
れ
る
。

後
元
自
年
五
月
、
出
遊
し
て
薙
を
訪
れ
る
。

正
月
、
出
遊
し
て
礎
西
を
訪
れ
る
。

一
一
一
月
、
出
遊
し
て
斑
を
訪
れ
る
。

七
月
、
出
遊
し
て
代
を
訪
れ
る
。



本
紀
は
淡
々
と
目
出
遊
の
記
事
を
載
せ
、
そ
の
背
景
な
ど
は
記
さ
な

い
。
し
か
し
そ
の
訪
問
先
を
見
る
と
、
代
に
つ
い
て
は
(
二
)
で
見

た
「
思
沢
の
賜
与
」
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
他
に
薙
へ
三
回
、
隣
西
に

一
回
訪
れ
て
い
る
。
難
へ
の
訪
問
は
、
初
元
十
五
年
の
と
き
は
五
時

の
親
祭
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
後
元
年
間
の
三
回
の

も
の
も
、
そ
れ
と
問
じ
性
格
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま

た
臨
時
は
、
か
つ
て
黄
龍
と
い
う
瑞
祥
が
現
れ
た
嘉
地
で
あ
っ
た
。

そ
こ
へ
の
訪
問
も
、
室
市
を
高
め
る
祭
犯
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
文
需
は
祭
記
改
革
運
動
へ
の
情
熱
を
失
っ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
機
か
に
新
し
い
動
き
を
推
進
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
前
進
で
き
た
レ
ベ
ル
は

確
保
し
、
出
遊
と
親
祭
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
そ
の
成
果
を
確
認
し

続
け
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
行
っ
た
議
な
ど
へ
の

出
遊
は
、
そ
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
繰
り
返

(凶ず

さ
れ
る
こ
と
で
、
実
績
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

-y.士
市ロ

以
上
、
文
帝
の
出
遊
を
、
軍
事
行
動
、
ゆ
か
り
の
地
の
訪
問
、
祭

配
の
…
一
一
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
、

文
請
の
{
腕
丸
山
市
と
し
て
の
実
績
を
積
み
、
そ
の
存
在
性
を
確
か
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
文
帝
を
王
朝
の
開
祖
で
あ
る
高
祖
と
比
肩
す

る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
存
在
と
泣
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
法
文
帝
が
背
負
っ
て
い
た
文
帝
間
有
の
課
題
に
対
し
て
、
対
語

使
王
・
対
廷
箆
の
両
者
に
つ
い
て
そ
の
克
服
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
。で

は
文
帝
期
の
も
う
一
つ
の
課
題
、
つ
ま
り
皇
帝
像
と
い
う
点
で

註
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
節
を
改
め
て
考
え
る
。

出
遊
か
ら
見
た
皇
帝
像

先
一
ず
箪
事
行
動
か
ら
克
て
み
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
文
帝
の
出

遊
に
は
、
旬
奴
に
対
す
る
態
事
行
動
と
い
う
性
格
が
見
ら
れ
た
。
そ

れ
は
文
帝
の
、
関
毅
な
箪
人
と
し
て
の
皇
帝
像
を
表
す
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
一
方
、
軍
閣
を
率
い
る
姿
に
は
、
官
僚
組
織
を
統
轄
す
る

法
家
的
な
君
主
散
が
重
な
っ
て
見
え
る
。

司
孫
子
』
は
、
「
諮
問
く
兵
を
用
ふ
る
者
は
、
道
を
修
め
て
法
を
保

と
い
う
が
、
そ
の
法
と
は
「
曲
制
約
(
軍
隊
編
成
の
法

(
宮
織
の
担
当
分
野
の
さ
ま
り
ご
を
含
む
。
つ
ま
り
翠

有
り
様
と
は
、
軍
令
が
明
確
で
あ
っ
て
か
っ
そ
れ
が

れ
て
い
る
こ
と
、
将
卒
関
の
指
器
系
統
が
明
瞭
で
あ

川
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

(8) 

規つま
し
い

〆〉



は
、
朝
廷
に
は
「
法
術
の
士
」
と
「
章
人
」
と
い
う
、

二
諒
類
の
政
治
勢
力
が
あ
る
と
す
る
(
孤
髄
篇
)
。
「
軍
人
」
と
は
既

得
の
利
権
を
守
る
た
め
、
徒
党
を
組
ん
で
法
を
ま
げ
、
自
ら
の
科
を

追
求
す
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
法
術
の
士
」
は
、
明

備
な
知
力
を
持
ち
、
法
に
通
暁
し
て
い
て
、
不
正
を
た
だ
す
概
毅
さ

を
鍛
え
て
い
る
も
の
を
指
す
。

31料
非
子
』
は
、
後
者
が
前
者
の
妨

害
で
力
を
発
揮
で
き
な
い
で
い
る
現
状
を
歎
く
の
だ
が
、
彼
が
理
想

と
す
る
の
は
、
法
術
の
士
が
活
躍
す
る
、
法
が
遵
守
さ
れ
る
殺
然
と

し
た
国
家
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
関
連
い
が
な
い
。
こ
こ
に
見
る
、

法
に
よ
る
間
家
と
い
う
組
織
の
運
営
は
、
軍
法
に
よ
る
輩
出
の
運
営

に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
一
軍
団
を
率
い
る
文
帝
の
姿
か
ら
、
官
僚
組
織
を
統
轄
し
て

法
に
よ
る
統
治
を
進
め
る
法
家
的
な
豊
南
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

次
に
ゆ
か
り
の
地
へ
の
訪
問
と
恩
沢
の
潟
与
を
見
て
み
る
。
銃
述

し
た
よ
う
に
、
車
帝
の
出
遊
は
訪
問
先
に
多
大
な
負
担
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
人
民
に
と
っ
て
望
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
帝
は
高
砲
に
倣
っ
て
、
訪
問
先
の
人
々
に

斌
税
の
優
遇
措
置
な
ど
の
患
典
を
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
豊
中
帝
の

訪
問
は
、
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
行
為
へ
と
転
換
が
は
か
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
皇
帝
の
出
遊
は
、
人
民
に
恩
沢
を
施
す
行
為
、

る
行
為
と
い

と

に

な

っ

た

の

こ

の

点

で

い

え

ば

、

出

遊

す

る

髪

需

の

姿

に
は
、
人
民
に
恩
沢
を
施
し
怒
し
む
、
儒
家
的
な
君
主
一
像
、
が
見
て
取

れ
よ
う
。

三
番
臼
の
祭
犯
の
た
め
の
出
遊
だ
が
、
そ
こ
に
は
神
を
祭
る
敬
漫

な
皐
帝
の
姿
が
見
え
る
。
し
か
し
、
文
帝
期
に
は
実
現
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た
が
、
封
禅
と
い
う
「
受
命
の
天
子
」
の
み
が
行
い
う
る
一

大
祭
詑
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ど
は
祭
犯
を
通
し
て
、
皇
帝

と
い
う
存
在
の
神
聖
性
を
高
め
、
他
の
人
関
存
在
と
は
異
な
る
、
超

越
的
な
位
欝
に
押
し
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
世

の
支
配
者
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
神
と
つ
な
が
る
超
越
者
と
し
て
の

君
主
像
、
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
文
帯
に
は
、
法
家
的
な
皇
帝
像
・
儒
家
的
な
皇
帝
像
・
神

(
幻
)

に
連
な
る
皇
帝
橡
と
い
う
三
つ
が
晃
て
取
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ち

お
う
異
な
っ
た
克
方
で
は
あ
る
が
、
文
帝
と
い
う
一
人
の
皇
帯
の
中

に
共
存
し
て
お
り
、
漢
王
朝
の
皇
帝
像
を
形
成
し
て
い
た
。
前
漢
は

じ
め
頃
の
皇
帝
と
は
、
そ
う
し
た
多
様
性
を
は
ら
ん
だ
存
在
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

寸
ハ

w
v
」

(9) 

お
わ
り
に

i
i
l武
帝
の
先
駆
け
と
し
て
の
文
帝

の
皐
帯
は
、
文
帝
の
孫
に
あ
た
る
武
帝
の
時
代
に
至
っ
て
そ
の



存
在
性
を
飛
躍
的
に
肥
大
さ
せ
た
。
出
遊
に
着
目
す
れ
ば
、
文
帝
期

の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
大
規
模
化
す
る
。
武
帝
は
そ
の
五
十
四
年
の

(md 

治
世
で
四
十
三
間
の
出
遊
を
行
う
。
そ
の
規
模
も
巡
狩
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
く
遠
距
離
化
長
期
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
元
封
元

年
の
北
方
へ
の
巡
狩
は
、
封
禅
の
先
触
れ
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
あ

っ
た
が
、
旬
奴
に
対
し
、
皇
帝
自
ら
が
箪
を
率
い
る
と
い
う
箪
事
行

動
の
性
格
を
構
び
て
い
た
(
「
漢
書
」
武
常
紀
)
。
武
帝
を
、
夷
扶
を

伐
ち
鎮
め
る
箪
人
皇
帝
・
中
車
問
を
率
い
る
法
家
的
な
皇
帯
像
と
し
て

打
ち
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
っ

ま
た
出
遊
に
と
も
な
う
恩
沢
に
つ
い
て
・
も
、
文
衛
期
間
様
、
訪
問

先
に
忠
典
が
施
さ
れ
る
が
、
武
帝
の
場
合
に
は
、
恩
沢
を
天
下
全
体

に
施
す
も
の
も
見
ら
れ
て
く
る
。
祭
犯
と
あ
わ
せ
て
の
も
の
で
は
あ

る
が
、
「
賜
天
下
民
爵
一
…
級
、
女
子
十
日
一
戸
牛
溺
」
(
向
元
封
一
光
年

条
)
・
「
賜
一
大
下
露
民
布
市
」
(
時
兄
封
六
年
条
)
・
「
天
下
赦
」
(
問
問
太

始
四
年
条
)
な
ど
、
出
遊
に
伴
っ
て
人
民
全
て
や
弱
者
に
態
沢
が
頻

繁
に
施
さ
れ
て
い
る
。
出
遊
は
天
下
の
民
に
恵
み
を
分
か
ち
匁
え
る

事
業
と
な
り
、
式
市
は
天
下
の
人
民
に
恵
沢
を
与
え
る
、
仁
愛
に
講

ち
た
皐
…
倍
像
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

祭
柑
に
つ
い
て
は
箆
言
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
扮
陰
・
甘
泉
に

お
け
る
新
し
い
親
祭
と
、
受
命
の
天
子
の
み
が
行
い
う
る
と
さ
れ
る

封

禅

が

繰

り

返

し

挙

行

さ

れ

る

。

そ

れ

ら

を

通

し

て

、

皇
帝
の
、
神
と
つ
な
が
る
超
越
性
が
宣
伝
し
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た。
こ
の
よ
う
に
武
帝
期
は
前
漢
の
盛
時
と
い
い
う
る
時
代
で
あ
っ
た
。

し
か
し
出
遊
を
伴
う
事
業
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
多
く
が
、
先
立
つ

文
害
賠
に
お
い
て
構
怒
さ
れ
、
着
手
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
武
帝
出
掛
に
開
花
す
る
大
輸
の
種
は
、
文
帝
期
に
蒔
か
れ

て
い
た
と
一
一
一
一
問
え
る
の
で
あ
る
。

文
帯
の
時
代
は
彼
に
続
く
禁
事
期
と
あ
わ
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
「
文

景
の
治
」
と
称
さ
れ
る
穏
や
か
な
「
治
世
」
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
こ
と
は
一
端
で
は
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
中
に
あ
っ
て
次
の
時
代
へ
向
か
う
力
が
動
い
て
お
り
、
そ
れ
諒

一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
た
。
そ
れ
が
文
帯
期
と
い
う
時
代
で
あ
っ

た。
注

(
1
)
日
本
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
る
。
仁
藤
敦
史
は
、
元
々
大
君
は
、

行
幸
・
選
常
・
選
都
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
「
動
く
王
」
と
い
う
側
留

を
持
っ
て
い
た
と
し
、
そ
れ
が
、
都
城
制
が
発
達
す
る
鰐
蛾
朝
関
を

埼
に
「
動
ー
一
か
ら
「
静
」
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
、
夫
容
…
は
内
農
の
奥

に
鑑
も
る
「
動
か
な
い

E
」
と
な
っ
て
い
く
、
と
す
る
(
一

に
お
け
る
都
域
と
行
李
i

「
動
く
王
」
か
ら
「
動
か
な
い

六

一

九

九

O
年)。

(10) 
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ヘ

2
)
本
稿
で
は
、
君
主
が
都
城
を
出
て
外
遊
す
る
こ
と
を
「
出
遊
」
と

い
う
詣
で
表
す
。
一
般
に
は
「
行
中
学
」
「
幸
」
の
請
が
あ
て
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
泉
市
の
出
遊
を
な
ぜ
「
お
ご
と
表
現
す
る
か
は
、
実

は
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
こ
の
用
例
は
、
「
史
記
」
で
は
孝
文
本
紀
か

ら
頻
出
す
る
が
、
初
出
の
部
分
に
附
さ
れ
た
「
史
記
」
「
漢
書
」
の
お

柱
は
、
い
ず
れ
も
後
漢
築
協
}
「
独
断
」
の
「
東
駕
の
去
る
所
、
民
間

放
ハ
の
徳
患
を
被
る
」
を
引
く
。
し
か
し
こ
れ
は
後
付
け
で
あ
ろ
う
の

Z
J
の
文
字
の
徳
用
に
は
、
慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
の

(3)
実
際
に
、
始
泉
南
は
第
一
二
回
巡
狩
の
折
に
襲
撃
さ
れ
て
い
る

(
「
史
記
」
溺
侠
叶
い
家
〉
。
出
遊
中
に
没
し
た
皐
帝
は
、
秦
漢
時
代
だ
け

で
も
一
二
名
を
数
え
(
始
皐
帝
・
武
帝
・
後
漢
の
安
帝
)
、
「
白
虎
通
」

に
出
遊
中
の
崩
御
に
間
附
す
る
記
述
、
が
あ
る
ほ
ど
(
「
論
道
崩
帰
葬
」
)
、

そ
れ
は
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
4
)
長
安
へ
帰
ろ
う
と
す
る
高
視
を
、
滞
在
地
の
人
々
が
引
き
留
め
よ

う
と
す
る
と
、
彼
は
「
哲
人
衆
多
な
り
、
父
兄
給
す
る
能
わ
ざ

ら
ん
」
と
い
う
(
「
史
記
」
高
祖
本
紀
)
。
皇
帝

4

行
の
滞
在
費
は
地

元
負
純
一
で
あ
っ
た
の
ま
た
皇
帝
を
受
け
入
れ
る
準
鍛
が
整
わ
ず
、
郡

守
が
J

は
殺
す
る
事
態
も
起
き
て
い
る
な
ど
(
「
史
記
」
平
準
審
〉
、
訪

問
先
に
と
っ
て
皐
荷
の
出
遊
は
負
担
、
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
他
泉
市

が
首
都
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
、
政
治
の
不
安
定
さ
を
招
く
懸
念
も

あ
っ
た
の
文
帝
の
即
位
に
不
満
を
抱
い
た
済
北
子
一
興
患
が
叛
旗
を
翻

し
た
の
は
、
文
母
、
が
太
際
に
出
遊
し
て
い
た
燃
を
突
い
た
も
の
で
あ

っ
た
(
「
史
記
」
孝
文
本
紀
)

(
5
)
患
帝
の
山
山
遊
と
文
帝
・
文
帝
期
を
扱
っ
た
論
考
が
、
近
年
か
な
り

出
さ
れ
て
い
る
つ
誌
編
の
組
内
需
上
、
取
り
上
げ
て
の
紹
介
は
最
小
限

に
摺
め
た
。
な
お
、
本
稿
の
こ
(
こ
は
、

mm稿
「
漢
の
文
帝
に
つ

い
て

i
l皇
帝
と
し
て
の
権
威
確
立
問
題
、
及
び
対
句
奴
問
問
題
を
め

ぐ
っ
て
い
(
明
埼
京
大
学
紀
要
(
教
脊
学
部
)
人
文
社
会
科
学
篇
h

第

四
四
巻
第
‘
吟
)
を
、
二
(
一
ニ
)
は
、
「
漢
代
の
患
指
と
宗
教
的
事
業

を
め
ぐ
る
諸
問
題
i
前
撲
の
文
帝
を
中
心
に
i
」
と
題
す
る
口
頭
発

表
(
第
一
樹
宗
教
文
化
国
際
学
術
会
議
、
一
九
九
六
年
、
台
湾
・
高

雄
市
)
を
、
そ
れ
ぞ
れ
元
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
加
筆
訂
正
を
加

え
て
い
る
。

(
6
)
西
嶋
定
生
「
阜
市
中
借
支
配
の
確
立
」
(
町
岩
波
講
躍
世
界
史

4
b

一
九
七
四
年
)

a

(
7
)
本
稿
で
の
詔
勅
の
名
称
は
、
厳
可
均
「
全
漢
文
」
に
よ
る
。

(
8
)
討
泉
が
対
句
奴
の
前
線
基
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
燐
火
甘

泉
・
長
安
に
遇
、
ず
」
(
「
漢
書
」
鈎
奴
伝
)
と
い
う
記
載
か
ら
も
分
か
る
。

甘
泉
に
関
す
る
近
年
の
研
究
で
は
、
詳
細
な
考
古
学
的
研
究
と
し
て

桃
生
民
『
甘
泉
宮
志
』
(
云
秦
出
版
社
、
二

O
O三
年
)
が
あ
り
、
漢

武
の
討
泉
宮
で
の
太
一
の
祭
り
に
つ
い
て
は
、
自
盟
問
杏
子
「
前
漢
武

帯
期
に
お
け
る
郊
記
体
制
の
確
立
」
(
司
史
林
』
八
六
巻
六
号
、
ご

O

O
一
一
一
年
)
が
あ
る

α

(
n
y
)

「
申
」
に
顔
部
省
は
「
約
束
之
」
と
詮
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
申

軍
令
」
と
は
軍
令
を
定
め
、
将
卒
た
ち
の
簡
で
の
取
り
決
め
と
す
る

こ
と
と
な
る

3

(
ぬ
)
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
一
割
引
髄
だ
が
、
武
帝
期
の
博
士
秋
山
(
「
史
一
記
」
酷
吏

問
問
伝
)
や
劉
向
(
「
嵐
浴
通
一
義
」
正
失
)
も
、
文
帝
期
に
至
っ
て
外
事

(11) 



が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
。

(
日
)
後
一
見
一
一
年
文
帝
は
、
旬
奴
と
の
和
親
が
成
立
し
色
そ
の
功
績
は
自

分
に
帰
せ
ら
れ
の
だ
と
い
う
趣
詣
の
詔
(
「
与
旬
奴
和
親
詔
」
:
・
「
史

記
」
孝
文
本
紀
)
を
下
す
っ
更
に
そ
の
こ
と
を
天
下
に
敷
き
広
め
さ

せ
る
詔
(
「
与
勾
奴
和
親
布
告
天
下
詔
」
・
:
「
史
記
」
何
奴
列
伝
)
を

下
す
。
こ
の
和
親
は
実
際
に
は
破
綻
す
る
の
だ
が
、
「
夷
扶
を
鎮
め

る
一
土
い
と
し
て
の
文
帝
像
は
、
繰
り
返
し
宣
伝
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
辺
)
「
復
(
方
自
反
ご
が
、
税
に
関
わ
る
優
遇
措
詣
で
あ
る
こ
と
は
定

説
だ
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
つ
山
田
勝
芳
『
秦
漢

財
政
収
入
の
研
究
b

(

汲
十
日
普
段
、
…
九
九
一
一
一
年
)
参
照
。

(
日
)
項
羽
の
、
故
郷
へ
の
凱
旋
に
こ
だ
わ
る
挿
話
(
「
史
記
」
項
羽
本

紀
)
は
い
さ
さ
か
伝
説
め
く
が
、
当
時
の
人
々
が
抱
く
共
通
の
心
理

で
あ
っ
た
ろ
う
(
「
史
記
会
注
考
証
」
の
説
)
。

(
比
)
い
ず
れ
も
「
行
幸
代
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、
当
時
の
代
国
の
都
は

太
開
聞
に
髄
か
れ
て
い
た
。
文
帝
の
出
遊
先
は
太
顕
だ
っ
た
と
み
て
関

連
い
あ
る
ま
い
。

(
日
)
一
一
般
の
発
祥
の
地
の
顕
彰
は
、
後
漢
期
に
も
見
ら
れ
る
。
後
漢
の

泉
南
た
ち
は
、
前
説
王
朝
の
都
で
あ
っ
た
長
安
と
、
光
武
帝
の
出
身

地
で
あ
る
章
段
へ
の
出
遊
と
優
遇
措
控
の
賜
与
を
繰
り
返
す
。

(
M
W
)

封
禅
寄
は
、
こ
の
措
脱
出
は
、
文
帯
即
位
の
十
:
一
年
後
で
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
斉
悶
の
，
艇
は
初
元
十
五
年
で
あ
り
、
年
代
が
あ
わ
な
い
市

封
禅
訴
の
記
載
が
大
雑
把
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
げ
)
禅
問
点
右
吉
「
襟
代
政
治
思
想
の
…
部
」
『
儒
教
の
研
究

Q
Lい
波
書
倍
、
…
九
五
一
年
)
。

~ 

(
出
)
方
土
の
設
が
詐
能
で
あ
る
か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
朝
廷
に
お

け
る
政
治
勢
力
の
力
関
係
に
よ
る

9

こ
の
と
き
法
文
帝
が
進
め
る
祭

花
改
革
推
進
派
が
政
治
力
学
上
敢
れ
、
そ
れ
が
詐
術
で
あ
る
と
の
認

定
と
し
て
表
れ
た
の
で
あ
る
つ

(
山
口
)
景
帝
期
の
皇
帝
出
遊
は
一
件
し
か
記
録
、
が
な
い
が
(
「
史
記
い
孝
景

本
紀
)
、
そ
れ
は
薙
へ
の
出
遊
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
祭
程
、
が
執
り
行

わ
れ
た
と
克
る
べ
き
で
は
な
い
か
合

(
加
)
口
語
訳
ば
、
軒
間
一
…
一
部
『
孫
子
』
(
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
)

に
よ
る
。

(
幻
)
こ
こ
で
初
め
て
、
皇
帝
の
訪
問
が
「
幸
」
の
誌
で
表
現
さ
れ
る
譲

黙
性
。
が
山
似
て
く
る
。
「
史
記
」
孝
文
本
紀
は
、
こ
の
年
の
出
遊
に
つ
い

て
「
高
奴
に
之
き
、
太
原
に
宰
す
」
と
、
訪
問
に
関
す
る
一
部
聞
を
使
い

分
け
て
い
る
。
一
司
馬
選
一
は
文
帝
に
よ
る
太
原
訪
問
と
そ
ニ
へ
の
恩
典

の
賜
与
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
皐
・
帝
の
出
遊
を
「
幸
」
と
い
う
語
で

表
現
し
始
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
稿
を
改
め
て
考
え
た

I
L
V
 

(
辺
)
ニ
の
ヨ
つ
の
寧
帝
橡
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
諜
時
代
の
皇
帯
像

ー
三
つ
の
皇
帝
像
の
ポ
ワ
ブ
ォ
ニ
ッ
ク
な
展
開
!
」
(
司
埼
玉
大
学
問

語
教
育
論
議
b

創
刊
号
、
一
九
九
六
年
)
参
照
。

(
お
)
大
擁
教
弘
「
前
模
式
市
期
の
行
幸
ー
そ
の
基
礎
的
考
察

i
」
(
明
日

本
秦
漢
史
会
報
』
第
宜
号
、
二

O
O四
年
)
に
よ
る
。

(M)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
藤
一
連
部
「
前
撲
の
文
帯
ー
そ
の
鹿
像
と
実

像

i
い

(pm代
文
化
加
五
一
一
巻
八
号
、
二

0
0
0年
)
は
、
後
世
の

評
舗
と
文
帝
織
の
実
態
と
の
教
離
を
指
摘
す
る
。

(12) 



*
本
稿
入
稿
直
前
に
、
目
黒
木
何
千
「
前
漢
武
信
の
封
禅
!
政
治
的
意
識

と
儀
礼
の
考
察

i
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
九
巻
四
号
、
二

O
一
二

を
拝
読
す
る
機
会
を
得
た
。
本
稿
と
内
容
的
に
重
な
る
部
分
も
あ
る

が
、
論
の
力
点
に
速
い
が
あ
る
の
で
、
本
稿
は
そ
の
ま
ま
投
稿
す
る

こ
と
と
し
た
。

埼
玉
大
学

(13) 


