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は
じ
め
に

唐
王
朝
は
八
世
紀
半
ば
の
安
史
の
乱
（
七
五
五
―
七
六
三
）
を
機
に
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
深
刻
な
変
化
と
破
綻
に
直
面
し
た
。

王
朝
存
続
の
た
め
に
抜
本
的
な
改
革
を
迫
ら
れ
た
朝
廷
は
、
戦
乱
後
、
税
制
の
一
大
転
換
に
よ
っ
て
財
政
を
再
建
し
、
そ
れ
ま
で
の
「
租
調
役
」
を
基
本
と
す

る
仕
組
み
か
ら
「
両
税
」
と
「
課
利
」
収
入
を
柱
と
す
る
体
制
へ
と
舵
を
切
っ
た
。
同
時
に
、
地
方
各
地
で
跋
扈
す
る
有
力
藩
鎮
や
戦
乱
に
乗
じ
て
侵
攻
の
勢

い
を
強
め
る
吐
蕃
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
中
央
禁
軍
を
再
編
し
、
一
地
方
軍
を
禁
軍
へ
と
昇
格
さ
せ
た
。
北
衙
神
策
軍
の
誕
生
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
こ
の
神
策
軍
は
宦
官
の
権
力
基
盤
と
な
り
、
と
く
に
憲
宗
（
在
位
：
八
〇
五
―
八
二
〇
）
期
以
降
に
な
る
と
皇
帝
の
擁
立
に
す
ら
介
入
す

る
な
ど
、
唐
末
ま
で
そ
の
悪
名
を
轟
か
せ
た
。
唐
代
後
期
の
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
、
神
策
軍
は
朝
廷
の
み
な
ら
ず
王
朝
の
帰
趨
を
左
右
す
る
存
在
で
あ
っ
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
な
か
で
も
神
策
軍
が
駐
屯
し
そ
の
主
な
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
国
都
長
安
で
は
、
宦
官
の
権
勢
を
背
景
に
し
た
数
々
の
特
権
を

行
使
し
た
結
果
、
人
々
の
日
常
生
活
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
住
民
と
の
軋
轢
を
も
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
神
策
軍
は
徳
宗
（
在
位
：
七
七
九
―
八
〇
五
）
の
時
代
に
、
皇
帝
に
直
属
す
る
軍
事
力
と
し
て
従
来
の
北
衙
に
代
わ
る
新
た
な
禁
軍
組
織
を
完

成
さ
せ
た
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
神
策
軍
が
そ
の
軍
事
力
で
も
っ
て
中
央
政
府
の
安
定
に
寄
与
し
た
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
意
外
と
短
い
。
憲

宗
期
以
降
、
藩
鎮
討
伐
が
本
格
化
す
る
の
と
反
比
例
し
て
出
撃
回
数
が
減
少
し
て
ゆ
く
の
が
そ
れ
を
如
実
に
物
語
る
。
つ
ま
り
、
神
策
軍
は
北
衙
と
し
て
の
地
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二

位
を
確
立
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
藩
鎮
を
牽
制
す
る
兵
力
と
し
て
は
さ
し
て
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
策
軍
は
羽

林
軍
や
龍
武
軍
な
ど
の
従
来
の
北
衙
の
よ
う
に
形
骸
化
す
る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
宦
官
と
共
に
朝
廷
の
中
枢
に
あ
り
続
け
た
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
神
策
軍
の
研
究
は
と
い
う
と
、
大
別
し
て
、
そ
の
軍
事
的
な
役
割
と
そ
の
解
明
に
主
眼
を
置
く
も
の
と
組
織
の
展
開
を
宦
官
と
の
関
係

を
重
視
し
な
が
ら
考
察
す
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
視
座
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た  1
。
た
と
え
ば
前
者
に
つ
い
て
は
、
憲
宗
期
に
至
る
ま
で
の
神
策
軍
の
発
展

過
程
を
時
系
列
で
整
理
し
た
小
畑
龍
雄
氏
・
日
野
開
三
郎
氏
や  2
、
順
宗
期
ま
で
の
神
策
軍
を
政
治
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
た
何
永
成
氏
が
基
礎
的
な
研

究
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る  3
。
後
者
に
つ
い
て
は
中
国
で
の
蓄
積
が
多
い
が
、
近
年
で
は
と
く
に
黄
楼
氏
と
何
先
成
氏
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
両
氏
の
著
作

は
共
に
唐
後
半
期
の
宦
官
政
治
を
考
察
す
る
な
か
で
神
策
軍
を
分
析
し
た
最
新
の
成
果
で
、
神
策
軍
の
沿
革
か
ら
宦
官
に
よ
る
中
央
の
政
治
闘
争
、
そ
し
て
地

方
と
の
関
係
に
至
る
ま
で
を
網
羅
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、
黄
楼
氏
の
著
作
が
神
策
軍
に
関
連
し
た
政
治
史
に
論
述
の
重
点
を
置
く
の
に
対
し
て
、
何
先
成
氏
の

著
作
は
神
策
軍
の
よ
り
実
務
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
兵
源
や
収
入
・
職
務
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る  4
。

こ
の
よ
う
に
、
神
策
軍
の
政
治
史
的
意
義
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
そ
の
現
象
の
解
明
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

北
衙
禁
軍
と
称
し
は
す
る
も
の
の
本
来
な
ら
ば
単
な
る
皇
帝
の
私
兵
で
し
か
な
い
神
策
軍
が
、
な
に
ゆ
え
政
界
を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
存
在
に
な
っ
た
の
か
と
な

る
と
、
今
ひ
と
つ
そ
の
具﹅

﹅

﹅

﹅

体
的
な
答
え
を
先
論
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
神
策
軍
に
付
さ
れ
た
「
禁
軍
」
と
い

う
範
疇
を
越
え
た
特
殊
な
役
割
で
あ
ろ
う
。

神
策
軍
が
北
衙
と
し
て
中
央
に
定
着
す
る
徳
宗
期
以
降
の
史
料
を
追
い
か
け
て
み
る
と
、
神
策
軍
の
出
動
事
例
の
な
か
に
は
、
禁
軍
と
し
て
の
活
動
範
囲
を

明
ら
か
に
越
え
て
い
る
も
の
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。
や
が
て
彼
ら
は
「
北
司
」
と
称
さ
れ
、
南
司
す
な
わ
ち
一
般
の
官
僚
か
ら
宦
官
の
主
宰
す
る
行
政
機
構

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が  5
、
ど
う
や
ら
そ
の
過
程
で
、
神
策
軍
に
は
禁
軍
と
し
て
の
職
権
以
外
の
権
限
が
い
く
つ
も
付
与
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
神
策
軍
の
組
織
を
複
合
的
に
す
る
、
一
方
で
そ
の
実
態
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

見
方
を
変
え
れ
ば
、
神
策
軍
の
北
司
へ
の
変
貌
は
、
禁
軍
と
し
て
一
度
は
整
え
ら
れ
た
組
織
が
、
新
た
に
本
来
の
軍
事
的
貢
献
の
域
に
留
ま
ら
な
い
役
割
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
官
僚
た
ち
か
ら
神
策
軍
が
北
司
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
官
僚
た
ち
が
そ
の
力
量
に
対

し
あ
る
種
の
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
に
南
司
と
対
峙
し
う
る
だ
け
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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三

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
神
策
軍
が
獲
得
し
た
三
つ
の
行
政
機
能
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
策
軍
と
宦
官
の
権
力
拡
大
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
基
盤
と

な
っ
た
の
か
を
見
て
み
た
い
。

第
一
節　

独
自
の
裁
判
権
―
―
内
獄

（
１
）
皇
帝
権
の
強
化
と
詔
獄

神
策
軍
の
い
わ
ば
「
越
権
」、
す
な
わ
ち
禁
軍
と
し
て
の
職
務
以
外
に
彼
ら
に
付
さ
れ
た
権
限
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
早
く
か
ら
独
自
の

獄
（
い
わ
ゆ
る
営
倉
で
は
な
く
審
問
機
関
と
し
て
の
）
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
最
も
早
い
例
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
四
、
唐
紀
四
〇
、
代
宗

大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
正
月
条
に
、

神
策
都
虞
候
劉
希
暹
、
都
知
兵
馬
使
王
駕
鶴
、
皆
な
朝
恩
に
寵
有
り
。
希
暹
、
朝
恩
に
説
き
て
北
軍
に
獄
を
置
き
、
坊
市
の
悪
少
年
を
し
て
富
室
を
羅
告

せ
し
め
、
誣
い
る
に
罪
悪
を
以
て
し
、
捕
え
て
地
牢
に
繋
ぎ
、
訊
掠
し
て
服
を
取
り
、
そ
の
家
貲
を
籍
没
し
て
軍
に
入
れ
、
并
せ
て
告
捕
す
る
者
を
賞
す
。

地
は
禁
密
に
在
ら
ば
、
人
敢
え
て
言
う
莫
し  6
。

と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
暦
五
年
当
時
の
神
策
軍
は
ま
だ
北
衙
の
一
員
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
宦
官
の
魚
朝
恩
に
率
い
ら
れ
て
代
宗
（
在
位
：

七
六
二
―
七
七
九
）
の
窮
地
を
救
っ
た
私
兵
集
団
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
に
発
生
し
た
吐
蕃
の
二
度
目
の
京
畿
侵
入
後
は
他
の
北
衙
と

同
様
に
禁
苑
に
駐
屯
し
、
魚
朝
恩
の
権
勢
を
借
り
て
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
。
な
か
で
も
神
策
軍
都
虞
候
の
職
に
あ
っ
た
劉
希
暹
は
魚
朝
恩
を
そ
そ
の
か
し
て

獄
を
置
き
、
不
法
行
為
の
取
り
締
ま
り
を
名
目
に
悪
少
年
を
使
っ
て
富
豪
の
家
を
誣
告
し
て
投
獄
し
、
財
産
を
没
収
す
る
と
い
う
横
暴
を
働
い
て
顰
蹙
を
買
っ

た
と
い
う  7
。

こ
こ
で
獄
の
設
置
と
深
く
関
わ
る
唐
の
裁
判
機
構
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
と
、
律
令
体
制
の
も
と
で
は
司
法
に
関
連
す
る
業
務
は
尚
書
刑
部
と
大

理
寺
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
に
中
書
門
下
が
加
わ
り
、
朝
廷
の
裁
判
は
こ
の
三
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。
大
理
寺
は
官
人
に
対
し
て
は
徒
以
上
、

庶
人
に
対
し
て
は
流
以
上
に
あ
た
る
裁
判
を
担
当
し
、
官
人
の
徒
刑
・
庶
人
の
流
刑
な
ら
ば
尚
書
刑
部
の
詳
覆
を
経
て
決
定
す
る
が
、
流
以
上
及
び
除
官
・
免
官
・
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官
当
の
判
決
を
出
し
た
場
合
は
断
案
を
尚
書
刑
部
に
送
申
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
尚
書
刑
部
は
こ
れ
を
覆
審
し
、
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
皇
帝
に
申
奏
し

て
案
件
を
終
結
さ
せ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
再
審
を
行
っ
た
。
そ
し
て
尚
書
刑
部
の
上
に
中
書
門
下
が
置
か
れ
、
死
刑
に
あ
た
る
重
罪
事
案
を
覆
審
し
た  8
。

裁
判
は
原
則
と
し
て
、
こ
う
し
た
下
級
審
の
断
案
を
上
級
審
が
覆
審
し
重
罪
事
案
に
限
っ
て
最
終
的
な
決
定
者
で
あ
る
皇
帝
に
送
る
と
い
う
審
級
制
に
従
っ

て
進
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
手
順
と
は
別
に
皇
帝
が
勅
命
に
よ
っ
て
臣
下
を
獄
に
下
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
詔
獄
」
と
呼
ん
だ
。
詔
獄
が
開
か
れ
る
と
、
尚

書
刑
部
・
大
理
寺
・
御
史
台
と
い
う
三
司
に
中
書
門
下
が
参
加
し
て
審
理
に
あ
た
っ
た
。
唐
代
前
期
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
中
書
門
下
の
主
導
で
開
催
さ
れ
る
三

司
の
合
議
審
議
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
常
に
御
史
台
で
あ
っ
た
が
、
唐
代
後
期
に
な
る
と
、
と
り
わ
け
徳
宗
期
以
降
の
詔
獄
で
は
内
侍

省
が
そ
の
中
心
を
担
う
よ
う
に
な
る  9
。

そ
も
そ
も
内
侍
省
は
公
的
な
官
司
の
形
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
は
皇
帝
の
私
的
な
家
政
機
関
な
の
で
、
内
廷
つ
ま
り
皇
后
や
親
王
、
宮
人
な
ど
後

宮
に
関
連
す
る
者
を
処
断
す
る
た
め
の
獄
事
に
あ
た
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
外
廷
の
一
般
官
僚
の
裁
判
に
容
喙
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
唐
代
後
期
に
な
る
と
、
官
僚
を
対
象
と
す
る
詔
獄
が
内
侍
省
で
開
か
れ
る
例
が
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
内
侍
省
は
そ
う
し
た
司
法
の

機
能
を
い
か
な
る
方
法
で
獲
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

徳
宗
の
治
世
は
一
般
に
「
姑
息
」
と
評
さ
れ
る
が
、
徳
宗
が
藩
鎮
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
強
硬
な
中
央
集
権
へ
の

施
策
が
失
敗
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
即
位
当
初
は
両
税
法
を
施
行
し
て
財
政
の
再
建
に
努
め
た
ほ
か
、
い
っ
た
ん
は
宦
官
を
退
け
て
官
僚
た
ち
に
禁
軍
の

統
制
を
委
ね
る
な
ど
政
治
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
。
現
に
司
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
地
方
官
僚
へ
の
監
察
に
積
極
的
で
あ
っ
た
し
、
御
史
台
の
弾
劾
権
と
裁
判
権

を
強
化
し
て
い
る  10
。
と
こ
ろ
が
、諸
藩
鎮
の
猛
烈
な
反
撃
の
も
と
に
徳
宗
の
藩
鎮
抑
圧
策
が
挫
折
し
、建
中
四
年
（
七
八
三
）
十
月
に
朱
泚
の
乱
が
起
こ
る
と
、

頼
み
の
禁
軍
は
役
に
立
た
ず
、
徳
宗
は
奉
天
に
蒙
塵
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
経
験
で
辛
酸
を
嘗
め
た
徳
宗
は
、
長
安
回
復
後
、
側
近
の
宦
官
に
権
力
を
集

中
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
状
況
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
詔
獄
が
盛
ん
に
行
わ
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
貞
元
年
間
（
七
八
五
―
八
〇
五
）

か
ら
見
ら
れ
る
徳
宗
の
詔
獄
は
、
初
め
は
御
史
台
で
、
次
い
で
内
侍
省
で
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
侍
省
で
の
鞫
獄
の
例
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
三
、

唐
紀
四
九
、
徳
宗
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
十
月
条
に
、

妖
僧
李
軟
奴
自
ら
言
え
ら
く
、
本
は
皇
族
な
り
。
見
嶽
・
瀆
神
に
見
ゆ
る
に
、
己
に
命
じ
天
子
と
為
ら
ん
こ
と
を
、
と
。
殿
前
射
生
将
韓
欽
緒
等
と
結
び
、
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唐
・
神
策
軍
の
北
司
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
―
―
内
獄
・
軍
巡
使
・
功
徳
使
―
―

五

乱
を
作
す
を
謀
る
。
丙
戌
、
其
の
党
、
こ
れ
を
告
げ
、
上
命
じ
て
捕
え
て
内
侍
省
に
送
り
こ
れ
を
推
す
。
…
…
﹇
李
﹈
泌
乃
ち
密
奏
す
る
に
、
大
獄
一
た

び
起
こ
る
や
、
連
引
さ
る
る
所
必
ず
多
く
、
外
間
の
人
情
恟
懼
せ
り
。
請
う
、
出
だ
し
て
台
に
付
し
て
推
さ
ん
こ
と
を
、
と
。
上
こ
れ
に
従
う
。
…
…
壬

辰
、
軟
奴
等
八
人
を
腰
斬
し
、
北
軍
の
士
の
坐
し
て
死
す
る
者
八
百
餘
人
な
れ
ど
、
朝
廷
の
臣
の
連
及
す
る
者
無
し
。

と
あ
っ
て
、
貞
元
三
年
に
起
こ
っ
た
謀
反
の
関
係
者
の
推
鞫
を
勅
命
に
よ
っ
て
内
侍
省
に
担
当
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
初
出
で
あ
る
。
こ
の
時
は
宰
相
李
泌
の

反
対
で
事
案
は
御
史
台
へ
移
さ
れ
た
が
、『
冊
府
元
亀
』
巻
五
一
五
、
憲
官
部
四
、
剛
正
二
に
、

竇
参
…
…
御
史
中
丞
に
遷
る
。
…
…
参
、
貞
元
三
年
十
月
、
謀
逆
の
賊
李
広
孔
等
六
人
を
擒
獲
し
、
中
官
王
希
遷
を
し
て
こ
れ
を
内
侍
詔
獄
に
鞠
せ
し
め
、

皆
な
款
伏
す
。
参
、
三
司
を
し
て
覆
験
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
い
、
詔
し
て
こ
れ
に
従
う
。

と
あ
っ
て
、
首
謀
者
の
李
軟
奴
（
俗
名
を
李
広
弘
と
い
う
）
を
含
む
六
人
に
つ
い
て
は
ま
ず
宦
官
が
内
侍
省
で
推
鞫
し
、
つ
い
で
御
史
中
丞
の
要
請
に
よ
っ
て

三
司
（
尚
書
刑
部
・
御
史
台
・
大
理
寺
）
の
推
覆
に
移
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
だ
と
分
か
る
。

内
侍
省
で
行
な
う
初
め
て
の
詔
獄
と
な
っ
た
こ
の
件
に
つ
い
て
、
神
策
軍
と
の
関
係
か
ら
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
事
件
は
、
妖
僧
李
軟
奴

が
宗
室
親
王
の
落
胤
と
自
称
し
五
岳
四
瀆
神
か
ら
天
子
た
る
べ
し
と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
と
し
て
、
殿
前
射
生
将
と
神
策
軍
将
な
ど
数
名
を
誘
っ
て
謀
反
を

企
て
た
も
の
で
あ
る
。
神
策
軍
内
か
ら
も
連
座
す
る
者
が
多
数
出
る
事
態
と
な
っ
た
。
内
侍
省
で
李
軟
奴
の
取
り
調
べ
を
担
当
し
た
の
は
宦
官
の
王
希
遷
で
、

彼
は
鞫
獄
と
と
も
に
徒
党
の
追
捕
活
動
に
も
あ
た
っ
て
い
た  11
。
徳
宗
は
興
元
元
年
（
七
八
四
）
に
奉
天
か
ら
長
安
へ
戻
る
と
、
宿
将
か
ら
神
策
軍
の
兵
権

を
取
り
あ
げ
、
代
わ
り
に
宦
官
の
竇
文
場
と
王
希
遷
を
監
神
策
軍
左
廂
兵
馬
使
と
監
神
策
軍
右
廂
兵
馬
使
に
任
命
し
て
、
こ
れ
を
掌
握
さ
せ
た  12
。
そ
の
後
、

神
策
軍
は
貞
元
二
年
（
七
八
八
）
に
神
策
左
右
廂
か
ら
北
衙
と
し
て
左
右
神
策
軍
に
昇
格
し
左
右
の
二
軍
に
分
か
れ
た
が  13
、王
希
遷
は
貞
元
十
二
年
（
七
九
六
）

に
そ
の
職
を
初
代
の
右
神
策
軍
護
軍
中
尉
で
あ
る
霍
仙
鳴
に
譲
る
ま
で
は
右
神
策
軍
を
取
り
し
き
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、
事
件
当
時
、
王
希
遷
は
右
神
策
軍

の
監
軍
使
と
し
て
裁
判
の
任
務
に
就
い
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
詔
獄
に
よ
っ
て
内
侍
省
に
連
行
さ
れ
た
被
疑
者
が
拘
留
さ
れ
た
場
所

と
し
て
は
、
神
策
軍
の
獄
を
想
定
す
る
の
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

こ
の
謀
反
に
対
す
る
詔
獄
が
内
侍
省
で
開
か
れ
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
宦
官
が
統
括
す
る
神
策
軍
と
そ
の
指
揮
官
が
事
件
に
大
き
く
荷
担
し
て
い
た
た

め
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
徳
宗
が
宦
官
を
腹
心
と
し
て
重
用
し
て
い
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
こ
の
一
件
は
、
内
侍
省
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六

が
裁
判
の
機
能
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
そ
の
萌
芽
で
あ
り
、
そ
れ
が
宦
官
の
神
策
軍
掌
握
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
好
例
な
の
で
あ
る  14
。

と
こ
ろ
で
、
代
宗
期
よ
り
神
策
軍
に
獄
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
前
に
見
た
が
、
そ
の
独
立
性
は
神
策
軍
の
発
展
と
と
も
に
強
化
さ
れ
た
。
貞
元
十
二
年

に
護
軍
中
尉
が
置
か
れ
、
禁
軍
と
し
て
の
神
策
軍
の
組
織
が
整
備
さ
れ
た
の
ち
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
六
、
唐
紀
五
二
、
徳
宗
貞
元
十
九
年
（
八
〇
三
）

十
二
月
条
（〔　

〕
内
は
胡
注
。
以
下
同
様
）
に
、

建
中
の
初
め
、
勅
し
て
京
城
の
諸
使
及
び
府
県
の
繋
囚
は
、
季
終
ご
と
に
御
史
に
委
ね
て
巡
按
せ
し
め
、
冤
濫
の
者
あ
ら
ば
以
て
聞
せ
し
む
。
近
歳
、
北

軍
、牒
を
移お
く

る
の
み
〔
宦
官
の
勢
、
横
ほ
し
い
ま
まな
れ
ば
御
史
敢
え
て
復
た
北
軍
に
入
り
て
囚
を
按
ぜ
ず
。
但
だ
北
司
に
移
文
し
、繋
囚
の
姓
名
及
び
事
を
牒
取
す
。

因
り
て
故
事
に
応
ず
る
の
み
に
し
て
、
そ
の
冤
濫
の
有
無
を
問
わ
ず
〕。
監
察
御
使
崔
薳薳
、
下
を
遇
す
る
こ
と
厳
察
な
り
。
下
吏
こ
れ
を
陥
れ
ん
と
欲
し
、

引
き
て
以
て
右
神
策
軍
に
入
ら
し
む
。
軍
使
以
下
駭
懼
し
、
具
さ
に
そ
の
状
を
奏
す
。
上
怒
り
、
薳薳
を
杖
す
る
こ
と
四
十
、
崖
州
に
流
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
神
策
軍
の
獄
は
宦
官
の
権
勢
を
背
景
に
特
別
扱
い
を
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
監
察
の
権
限
を
有
す
る
御
史
台
の
官

僚
で
さ
え
も
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
は
既
に
一
種
の
治
外
法
権
が
働
く
区
域
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
憲
宗
期
に
入
る
と
、
内
侍
省
で
の
詔
獄
を
指
し
て
内
仗
・
内
獄
・
禁
中
・
仗
内
等
々
と
表
現
に
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
現
れ
る
。
内
仗
と

は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
九
、
唐
紀
五
五
、
憲
宗
元
和
十
一
年
（
八
一
六
）
十
一
月
条
と
そ
の
胡
注
に
、

王
鍔
の
家
の
二
奴
、
鍔
の
子
稷
の
父
の
遺
表
を
改
め
献
ず
る
所
の
家
財
を
匿
す
、
と
告
す
。
上
命
じ
て
内
仗
に
於
い
て
鞫
せ
し
め
〔
新
書
の
儀
衛
志
に
い

わ
く
、
…
…
毎
月
四
十
六
人
を
以
て
内
廊
閤
外
に
立
た
し
め
、
号
し
て
内
仗
と
曰
う
。
左
右
金
吾
将
軍
を
以
て
当
上
せ
し
め
、
中
郎
将
一
人
こ
れ
を
押
す
、

と
あ
る
〕、
中
使
を
し
て
東
都
に
詣
り
鍔
の
家
財
を
検
括
せ
し
む
。

と
あ
る
の
が
本
来
の
語
義
で
、
宮
中
の
内
廊
閤
外
に
立
つ
侍
衛
の
禁
軍
を
指
し
た
。
仗
内
の
儀
仗
兵
で
あ
る
か
ら
「
内
仗
」
と
言
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に

は
も
と
も
と
金
吾
衛
将
軍
と
そ
の
部
隊
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、『
新
唐
書
』
巻
一
六
四
、
盧
景
亮
伝
に
、

是
の
時
（
憲
宗
期
）、
中
官
禁
兵
を
領
し
て
数
し
ば
法
を
乱
し
、
台
府
の
吏
属
を
捕
え
て
軍
中
に
繋
ぐ
。
源
中
上
言
す
ら
く
、
台
憲
は
紀
綱
の
地
な
り
、

府
県
の
責
成
の
所
な
り
。
設
吏
に
罪
有
ら
ば
、
宜
し
く
有
司
に
帰
す
べ
し
。
北
軍
を
し
て
南
衙
を
乱
す
な
か
れ
、
麾
下
仗
内
に
於
い
て
重
し
、
と
。
帝
こ

れ
を
納
る
。
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唐
・
神
策
軍
の
北
司
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
―
―
内
獄
・
軍
巡
使
・
功
徳
使
―
―

七

と
あ
っ
て
、
憲
宗
期
に
は
禁
中
の
侍
従
宿
衛
に
は
金
吾
衛
に
代
わ
っ
て
す
べ
て
北
軍
（
神
策
軍
）
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
前
出
の
史

料
で
「
内
仗
」
が
示
す
の
は
神
策
軍
の
こ
と
で
あ
り
、
王
鍔
の
子
・
王
稷
が
家
奴
の
密
告
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
た
の
も
ま
た
神
策
軍
の
獄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
仗
内
と
い
う
の
は
、
宮
城
に
お
い
て
中
朝
と
内
朝
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
左
右
の
上
閤
門
よ
り
内
側
の
非
武
装
区
域
の
こ
と
で
、
禁
中
と
ほ
ぼ
同

義
で
用
い
ら
れ
る  15
。
仗
内
や
禁
中
と
い
う
特
定
の
空
間
を
表
す
語
彙
が
神
策
軍
の
獄
の
婉
曲
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
獄
は
お
そ
ら
く
大
明

宮
の
東
西
に
広
が
る
禁
苑
内
に
設
け
ら
れ
た
神
策
軍
の
駐
屯
地
内
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る  16
。
そ
こ
は
ま
さ
に
官
僚
た
ち
の
手
の
届
か
な
い
宮
中
内
部
で
あ

り
、
い
っ
た
ん
そ
こ
に
連
行
さ
れ
た
者
た
ち
の
恐
怖
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

た
だ
し
、
憲
宗
は
神
策
軍
の
獄
を
利
用
し
て
内
侍
省
に
詔
獄
を
開
き
は
し
た
が
、
そ
の
後
は
裁
き
の
場
を
御
史
台
に
移
し
、
三
司
に
推
覆
（
再
審
）
さ
せ
て

法
の
運
用
に
厳
正
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
は
、
元
和
八
年
（
八
一
三
）
に
起
こ
っ
た
于
頔
の
関
与
し
た
贈
賄
事
件  17
や
元

和
十
年
（
八
一
五
）
の
宰
相
武
元
衡
暗
殺
事
件
の
容
疑
者
取
り
調
べ
の
際
の
手
続
き
が
挙
げ
ら
れ
る  18
。
し
た
が
っ
て
徳
宗
・
憲
宗
期
の
詔
獄
は
、
安
史
の

乱
で
弱
体
化
し
た
朝
廷
の
再
起
を
は
か
る
に
あ
た
り
、
皇
帝
権
の
強
化
を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
憲
宗
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
か
に

見
え
た
こ
の
体
制
は
、
憲
宗
の
没
後
か
ら
、
そ
れ
以
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
様
相
の
も
と
に
崩
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
宦
官
に
よ
る
詔
獄
の
濫
用

宦
官
勢
力
が
政
治
的
な
足
場
を
確
立
し
た
の
は
徳
宗
・
憲
宗
期
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
宦
官
の
職
制
と
し
て
設
け
ら
れ
た
神
策
軍
護

軍
中
尉
と
枢
密
使
で
あ
っ
た  19
。
宦
官
た
ち
は
権
力
を
握
る
と
憲
宗
を
弑
逆
し
、
凡
庸
な
穆
宗
（
在
位
：
八
二
〇
―
八
二
四
）
と
年
少
の
敬
宗
（
在
位
：

八
二
四
―
八
二
六
）
を
次
々
と
擁
立
・
殺
害
し
、
敬
宗
の
弟
を
即
位
さ
せ
た
。
こ
れ
が
文
宗
（
在
位
：
八
二
六
―
八
四
〇
）
で
あ
る
。

文
宗
は
宦
官
に
擁
立
さ
れ
た
も
の
の
、
宦
官
の
専
横
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。
裁
き
に
際
し
て
も
御
史
台
を
中
心
に
法
の
運
用
に
あ
た
り
、
詔
獄
を
開
く
時
も

内
侍
省
で
は
な
く
御
史
台
を
使
っ
た  20
。
と
は
い
え
、
宦
官
が
詔
獄
を
逆
手
に
取
っ
て
文
宗
を
牽
制
す
る
な
ど
、
両
者
の
緊
張
関
係
は
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
と

こ
ろ
に
ま
で
来
て
い
た
の
も
事
実
で
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
四
、
唐
紀
六
〇
、
文
宗
太
和
五
年
（
八
三
一
）
二
月
条
に
、

上
の
弟
漳
王
湊
、
賢
く
、
人
望
有
り
。﹇
鄭
﹈
注
、
神
策
都
虞
候
豆
盧
著
を
し
て
﹇
宋
﹈
申
錫
を
漳
王
を
立
て
ん
と
謀
る
を
誣
告
す
。
戊
戌
、﹇
王
﹈
守
澄
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八

こ
れ
を
奏
し
、
上
以
て
信
に
然
り
と
為
し
、
甚
だ
怒
る
。
…
…
上
、
守
澄
に
命
じ
て
豆
盧
著
の
告
げ
し
所
の
十
六
宅
宮
市
品
官
の
晏
敬
則
及
び
申
錫
の
親

事
王
師
文
等
を
捕
え
、
禁
中
に
於
い
て
こ
れ
を
鞫
せ
し
む
。

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
と
い
っ
て
よ
い
。
太
和
五
年
に
文
宗
が
宰
相
の
宋
申
錫
と
共
に
宦
官
の
誅
殺
を
企
て
た
時
、
事
前
に
事
が
発
覚
し
て
し
ま
い
、
逆
に
右

神
策
軍
中
尉
の
王
守
澄
の
ほ
う
が
宋
申
錫
を
誣
告
し
て
文
宗
に
内
侍
省
で
詔
獄
を
開
く
よ
う
仕
向
け
た
。
当
時
の
朝
廷
は
、
穆
宗
・
敬
宗
期
に
始
ま
る
李
宗
閔
・

牛
僧
儒
と
李
徳
裕
の
党
派
対
立
の
さ
な
か
に
あ
り
、
官
界
は
激
し
く
揺
れ
て
い
た
。
政
治
の
刷
新
を
目
指
し
た
文
宗
が
こ
う
し
た
問
題
を
一
挙
に
解
決
す
べ
く

計
画
し
た
の
が
、
太
和
九
年
（
八
三
五
）
十
一
月
の
甘
露
の
変
で
あ
っ
た
。

甘
露
の
変
と
は
、
宦
官
勢
力
と
そ
の
中
心
を
な
す
神
策
軍
中
尉
の
専
権
を
抑
え
る
た
め
に
、
文
宗
の
側
近
で
あ
っ
た
翰
林
学
士
の
李
訓
と
節
度
使
の
鄭
注
が

こ
れ
を
一
挙
に
討
伐
し
よ
う
と
画
策
し
た
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
政
変
は
あ
え
な
く
失
敗
に
終
わ
り
、
時
の
宰
相
王
涯
以
下
の
首
脳
陣
は
、
左
神
策
軍
中
尉

仇
士
良
の
指
揮
す
る
神
策
軍
に
一
網
打
尽
に
さ
れ
、
神
策
の
獄
に
拘
留
の
す
え
処
刑
さ
れ
た
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
六
九
、
王
涯
伝
に
、

十
一
月
二
十
一
日
、
李
訓
の
事
敗
れ
、
文
宗
入
内
す
。
涯
、
同
列
と
中
書
に
帰
り
て
会
食
す
る
に
、
い
ま
だ
筯
を
下
げ
ざ
る
に
、
吏
、
兵
の
閤
門
よ
り
出

づ
る
有
り
て
、
逢
う
人
即
ち
に
殺
さ
る
る
を
報
ず
。
涯
等
蒼
惶
と
し
て
歩
き
出
で
、
永
昌
里
の
茶
肆
に
至
り
て
禁
兵
の
擒
う
る
所
と
為
り
、
そ
の
家
属
・

奴
婢
を
并
せ
て
皆
な
獄
に
繫
が
る
。
仇
士
良
、
涯
の
反
状
を
鞫
す
れ
ど
、
涯
実
は
そ
の
故
を
知
ら
ざ
る
も
、
械
縛
既
に
急
な
れ
ば
、
搒
笞
そ
の
酷
き
に
勝

え
ず
、
乃
ち
反
状
を
手
書
せ
し
め
、
自
ら
訓
と
同
に
謀
る
を
誣
う
。
獄
具
わ
り
て
、
左
軍
兵
馬
三
百
人
は
涯
と
王
璠
・
羅
立
言
を
領
し
、
右
軍
兵
馬
三
百

人
は
賈
餗
・
舒
元
輿
・
李
孝
本
を
領
し
、
先
に
郊
廟
に
赴
き
、
両
市
に
徇
え
、
乃
ち
子
城
の
西
南
隅
の
独
柳
の
樹
下
に
於
い
て
腰
斬
す
。

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
機
に
皇
帝
と
南
司
と
呼
ば
れ
た
官
僚
た
ち
の
権
威
は
完
全
に
地
に
落
ち
、北
司
の
宦
官
た
ち
の
政
権
掌
握
が
始
ま
っ
た
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
五
、
唐
紀
六
一
、
文
宗
太
和
九
年
十
一
月
条
に
、

是
れ
よ
り
、
天
下
の
事
皆
な
北
司
に
決
し
、
宰
相
は
文
書
を
行
う
の
み
。
宦
官
の
気
益
ま
す
盛
ん
に
し
て
、
天
子
を
迫
脅
し
、
宰
相
を
下
視
し
、
朝
士
を

陵
暴
す
る
こ
と
草
芥
の
如
し
。

と
あ
る
ご
と
く
、
以
降
、
武
宗
よ
り
最
後
の
昭
宗
に
至
る
五
人
の
皇
帝
は
す
べ
て
宦
官
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
、「
定
策
国
老
」
と
「
門
生
天
子
」
の
時
代
が
幕

を
開
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
が
主
導
す
る
詔
獄
の
形
は
姿
を
消
す
が
、
代
わ
り
に
宦
官
た
ち
は
内
侍
省
で
の
鞫
獄
す
な
わ
ち
神
策
軍
の
獄
を
利
用
し
て
対
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唐
・
神
策
軍
の
北
司
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
―
―
内
獄
・
軍
巡
使
・
功
徳
使
―
―

九

立
す
る
官
僚
た
ち
を
打
倒
し
、
自
ら
の
権
勢
の
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

第
二
節	

警
察
機
能
の
吸
収
―
―
金
吾
衛
街
使
か
ら
神
策
軍
巡
使
へ

（
１
）
左
右
金
吾
衛
と
街
使
の
再
編

内
侍
省
が
皇
帝
の
庇
護
の
も
と
神
策
軍
の
獄
を
利
用
し
て
官
僚
に
対
す
る
裁
き
を
活
発
に
行
い
、独
自
の
司
法
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
こ
と
が
神
策
軍
の「
北

司
」
へ
の
変
貌
の
端
緒
だ
と
す
る
と
、
次
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
裁
判
権
と
密
接
に
関
わ
る
警
察
権
の
問
題
で
あ
る
。

玄
宗
の
開
元
年
間
以
降
に
お
け
る
長
安
城
内
の
治
安
維
持
は
、
急
激
な
人
口
増
と
そ
れ
に
伴
う
居
住
形
態
の
変
化
と
り
わ
け
坊
墻
制
の
動
揺
と
い
う
問
題
に

対
応
す
る
た
め
、
坊
内
の
秩
序
体
制
の
補
強
と
坊
外
の
街
路
へ
の
警
備
強
化
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
巡
使
と
街

使
で
あ
る
。
巡
使
に
は
御
史
台
の
御
史
が
任
じ
ら
れ
て
坊
内
に
対
す
る
責
任
を
追
い
、
街
使
に
は
金
吾
衛
の
武
官
が
任
じ
ら
れ
て
坊
外
の
街
路
上
の
警
察
を
担

当
し
た  21
。
こ
こ
で
は
、
神
策
軍
と
の
関
係
か
ら
街
使
に
注
目
し
て
そ
の
沿
革
を
追
い
か
け
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
街
使
を
受
け
持
つ
金
吾
衛
は
南
衙
十
二
衛
の
ひ
と
つ
で
、
皇
城
内
に
官
司
を
置
く
他
の
諸
衛
と
は
異
な
り
長
安
の
左
右
街
（
左
金
吾
衛
は
永
興

坊
、
右
金
吾
衛
は
布
政
坊
）
に
官
司
が
あ
っ
た
。
左
右
金
吾
衛
が
皇
城
の
外
に
官
司
を
置
い
た
の
は
、『
唐
六
典
』
巻
二
五
、
諸
衛
府
、
左
右
金
吾
衛
の
条
に
、

左
右
金
吾
衛
大
将
軍
・
将
軍
の
職
は
、
宮
中
及
び
京
城
の
昼
夜
巡
警
の
法
を
掌
り
、
以
て
非
違
を
執
御
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
職
務
の
ひ
と
つ
が
京
城
の
巡
回
警
備
と
違
反
の
取
り
締
ま
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
唐
初
よ
り
の
律
令
体
制
の
も
と
で
は
、
長
安

市
内
の
巡
警
の
た
め
に
出
動
す
る
の
は
翊
府
中
郎
将
と
そ
の
配
下
の
部
隊
の
役
目
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が  22
、
玄
宗
期
に
入
り
長
安
の
人
口
が
膨
張
す
る
と
、『
冊

府
元
亀
』
巻
一
四
、
帝
王
部
、
都
邑
二
に
、

﹇
開
元
﹈十
九
年（
七
三
一
）六
月
、詔
し
て
曰
く
、京
洛
の
両
都
は
、是
れ
惟
だ
帝
宅
た
る
の
み
。
街
衢
坊
市
、固
く
須
ら
く
修
整
す
べ
し
。
比ち
か

ご
ろ
聞
く
に
、

土
を
取
り
て
穿
掘
し
、
因
り
て
穢
汚
た
る
阬
塹
を
作
す
は
、
四
方
の
遠
近
、
何
を
か
以
て
瞻
矚
せ
ん
や
。
頃
ご
ろ
処
分
す
る
と
雖
も
、
仍
お
或
い
は
違
う

有
り
。
宜
し
く
所
司
を
し
て
前
勅
を
申
明
せ
し
め
、更
に
街
巷
に
坑
を
穿
つ
及
び
土
を
取
る
を
得
ず
。
そ
の
旧
き
溝
渠
は
当
界
を
し
て
閑
に
乗
じ
て
整
頓
・
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一
〇

疏
決
せ
し
め
、
牆
宇
・
橋
道
も
亦
た
当
界
漸
く
修
め
よ
。
広
く
労
役
に
有
る
を
得
ず
、
と
。

と
あ
る
と
お
り
、
街
路
に
穴
を
穿
つ
者
や
坊
牆
・
橋
道
の
破
損
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
従
来
の
坊
墻
制
に
依
拠
し
て
い
た
治
安
維
持
が
崩
れ
て
街
坊
は
荒
れ

始
め
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
新
設
さ
れ
た
の
が
街
使
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
設
置
は
遅
く
と
も
開
元
二
十
九
年
（
七
四
一
）
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る  23
。

左
右
街
使
の
職
掌
に
つ
い
て
は
『
旧
唐
書
』
に
は
見
え
な
い
が
、『
新
唐
書
』
巻
四
九
上
、
百
官
志
四
上
、
左
右
金
吾
衛
に
は
、

左
右
街
使
は
六
街
の
徼
巡
を
分
察
す
る
を
掌
る
。
凡
そ
城
内
の
坊
角
、
武
候
鋪
有
り
。
衛
士
・
彍
騎
分
守
す
。
大
城
門
は
百
人
、
大
鋪
は
三
十
人
、
小
城

門
は
二
十
人
、
小
鋪
は
五
人
な
り
。
日
暮
、
鼓
八
百
声
に
し
て
門
閉
ず
。
乙
夜
、
街
使
、
騎
卒
を
以
て
循
行
し
叫
謼
し
、
武
官
暗
探
す
。
五
更
二
点
、
鼓
、

内
よ
り
発
せ
ら
る
れ
ば
、
諸
街
鼓
承
振
し
て
坊
市
の
門
皆
な
啓
き
、
鼓
三
千
撾
き
て
、
色
を
弁
じ
て
止
む  24
。

と
あ
り
、
左
右
街
使
が
京
城
内
の
左
右
六
街
の
警
察
を
つ
か
さ
ど
り
、
城
門
と
坊
角
の
武
候
鋪
（
金
吾
衛
兵
の
詰
所
）
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

金
吾
衛
の
兵
士
と
い
え
ば
当
初
は
「
府
兵
制
」
に
よ
る
折
衝
府
か
ら
の
上
番
制
で
任
務
に
就
い
て
い
た
が
、
次
第
に
府
兵
制
が
機
能
し
な
く
な
り
、
玄
宗
の

開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
に
始
ま
っ
た
彍
騎
制
も
す
ぐ
に
瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
い
よ
い
よ
そ
の
人
員
の
補
充
が
難
し
く
な
っ
た
。
当
然
の
帰
結
と
し
て

京
師
の
警
備
や
防
衛
体
制
に
も
そ
の
影
響
が
及
び
、
弱
体
化
し
て
ゆ
く
南
衙
に
代
わ
っ
て
そ
の
職
分
を
侵
食
し
始
め
た
の
が
北
衙
で
あ
っ
た
。

安
史
の
乱
の
直
前
、北
衙
は
左
右
羽
林
軍
と
左
右
龍
武
軍
の
四
軍
が
並
立
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
玄
宗
肝
煎
り
の
禁
軍
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
の
が
龍
武
軍
で
、

彼
ら
は
玄
宗
の
蜀
蒙
塵
に
随
行
し
な
が
ら
も
そ
の
旅
の
途
上
で
楊
貴
妃
と
そ
の
一
族
を
殺
害
し
、
そ
の
大
部
分
が
玄
宗
と
運
命
を
共
に
す
る
よ
う
に
し
て
離
散

し
た
。
一
方
の
羽
林
軍
も
、北
衙
と
し
て
の
伝
統
は
残
る
も
の
の
玄
宗
の
寵
愛
が
龍
武
軍
に
傾
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
形
骸
化
が
進
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、

粛
宗
は
即
位
す
る
と
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
に
自
ら
の
親
軍
と
し
て
左
右
神
武
軍
を
新
設
し
、
北
衙
を
六
軍
（
左
右
羽
林
軍
・
左
右
龍
武
軍
・
左
右
神
武
軍
）

に
増
設
す
る
と
、
さ
ら
に
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
十
月
に
北
衙
六
軍
を
金
吾
衛
と
同
等
の
待
遇
に
改
め
た
。
当
時
、
金
吾
衛
は
通
例
な
ら
ば
左
右
二
衛
で
あ
る

と
こ
ろ
を
そ
の
倍
の
四
衛
の
体
制
で
稼
働
し
て
お
り
、
北
衙
を
そ
の
規
模
に
合
わ
せ
て
急
拵
え
で
組
織
し
た
と
い
う
印
象
が
拭
え
な
い  25
。

実
は
こ
の
措
置
が
行
わ
れ
る
少
し
前
の
乾
元
二
年
三
月
、『
旧
唐
書
』
巻
一
二
六
、
李
揆
伝
に
よ
れ
ば
、

時
に
京
師
盜
賊
多
く
、
通
衢
に
人
を
殺
し
て
溝
中
に
置
く
者
有
り
。
李
輔
国
、
方
に
恣
横
し
、
羽
林
騎
士
五
百
人
を
選
び
て
以
て
巡
検
に
備
え
ん
こ
と
を

上
請
す
。
揆
上
疏
し
て
曰
く
、
昔
、
西
漢
、
南
北
軍
を
以
て
相
い
統
摂
す
。
故
に
周
勃
、
南
軍
に
因
り
て
北
軍
に
入
り
、
遂
に
劉
氏
を
安
ん
ず
。
皇
朝
、

－ 180 － － 181 －



唐
・
神
策
軍
の
北
司
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
―
―
内
獄
・
軍
巡
使
・
功
徳
使
―
―

一
一

南
北
衙
を
置
き
、
文
武
区
分
す
る
は
、
以
て
相
い
伺
察
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
今
、
羽
林
を
以
て
金
吾
の
警
夜
に
代
え
れ
ば
、
忽
ち
非
常
の
変
有
ら
ば
、

将
に
何
を
か
以
て
こ
れ
を
制
せ
ん
や
、
と
。
遂
に
制
し
て
羽
林
の
請
を
罷
む  26
。

と
あ
っ
て
、
安
史
の
乱
の
反
乱
軍
か
ら
取
り
戻
し
た
ば
か
り
の
長
安
の
治
安
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
北
衙
羽
林
軍
に
京
城
内
の
警
察
を
担
当
さ
せ
よ
う
と
い
う

動
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
、
警
察
と
軍
事
と
は
区
分
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
が
通
っ
て
沙
汰
止
み
に
な
っ
た
が
、
北
衙
と
南
衙
の
警
察
権
を
め
ぐ
る
鍔
迫

り
合
い
は
神
策
軍
の
登
場
以
前
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

神
策
軍
は
代
宗
の
優
遇
を
受
け
て
発
展
し
、
魚
朝
恩
の
権
勢
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
活
動
は
宮
中
に
留
ま
ら
ず
長
安
城
内
の
警
察
行
政
へ
も
伸
び
る
よ
う
に

な
っ
た
。
前
節
で
見
た
神
策
軍
の
獄
の
初
出
史
料
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
四
、
唐
紀
四
〇
、
代
宗
大
暦
五
年
正
月
条
）
に
記
す
不
法
の
取
り
締
ま
り
を
名
目

に
無
頼
の
徒
を
け
し
か
け
て
富
豪
の
家
か
ら
財
産
を
没
収
す
る
様
子
は
、神
策
軍
の
権
力
が
警
察
と
い
う
形
で
長
安
市
民
に
及
び
始
め
た
最
初
の
例
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
北
衙
の
越
権
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、
金
吾
衛
に
よ
る
警
察
機
能
の
一
層
の
強
化
が
計
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
左
右
街
使
の
役
目
は

当
初
は
翊
府
中
郎
将
が
担
っ
て
い
た
が
、
従
前
の
北
衙
の
動
向
に
対
応
し
て
か
金
吾
衛
大
将
軍
の
兼
任
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
左
右
金
吾
衛
の
管
轄
区

域
が
宮
城
外
へ
と
大
き
く
傾
き
、宮
城
内
を
管
轄
す
る
北
衙
と
の
棲
み
分
け
を
明
確
に
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
大
将
軍
が
街
使
を
兼
ね
た
最
も
早
い
例
は『
旧

唐
書
』
巻
一
三
四
、
渾
瑊瑊
伝
に
、

そ
の
年
（
大
暦
十
四
年
〔
七
七
九
〕）、
復
た
崔
寧
を
以
て
朔
方
節
度
使
と
為
し
、
子
儀
の
旧
管
を
領
し
、
瑊瑊
を
徴
し
て
左
金
吾
衛
大
将
軍
と
為
し
、
左
街

使
を
兼
ね
し
む
。

と
あ
る
代
宗
末
期
の
大
暦
十
四
年
で
あ
り
、
以
後
、
左
右
金
吾
衛
は
京
城
内
の
街
路
の
警
備
警
察
を
本
務
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

（
２
）
甘
露
の
変
後
の
形
勢
逆
転

こ
の
よ
う
に
金
吾
衛
街
使
は
、
安
史
の
乱
後
は
警
察
業
務
に
特
化
し
つ
つ
国
都
長
安
の
治
安
に
貢
献
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
職
掌
は
次
第
に
宮
城
内
の
み
な

ら
ず
宮
城
の
外
で
さ
え
も
我
が
物
顔
で
歩
く
神
策
軍
に
脅
か
さ
れ
、
そ
の
勢
力
に
圧
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
吾
衛
の
持
つ
警
察
機
能
の

衰
退
と
神
策
軍
に
付
加
さ
れ
る
警
察
機
能
の
強
化
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
既
に
文
宗
期
に
入
る
と
、『
冊
府
元
亀
』巻
六
五
、帝
王
部
、発
号
令
四
、
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二

文
宗
太
和
四
年
（
八
三
〇
）
十
二
月
条
に
、

四
年
十
二
月
、
詔
し
て
曰
く
、
如き
く
な聞
ら
く
、
近
日
、
京
城
頻
り
に
寇
賊
有
れ
ど
も
、
府
県
の
繇
る
所
の
至
っ
て
少
な
く
、
実
に
防
制
し
難
け
れ
ば
、
須
く

軍
司
を
仮
り
て
、
共
に
捕
察
を
為
す
べ
し
。
宜
し
く
左
右
神
策
を
し
て
各
お
の
人
を
差
し
て
府
県
と
与
に
計
会
し
、
如
し
盗
賊
有
ら
ば
、
同
力
追
擒
し
、

仍
り
て
差
す
所
の
人
数
姓
名
并
び
に
配
す
る
所
の
防
界
を
具
し
、
牒
を
京
兆
府
に
報
ぜ
よ
。
…
…
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、神
策
軍
の
盗
賊
追
捕
な
ど
の
出
動
な
し
に
は
京
城
内
の
治
安
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
金
吾
衛
の
兵
力
低
下
は
深
刻
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
京
城
内
の
警
察
活
動
と
い
う
領
分
に
お
け
る
神
策
軍
の
金
吾
衛
に
対
す
る
優
位
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
太
和
九
年
（
八
三
五
）

十
一
月
に
起
こ
っ
た
甘
露
の
変
で
あ
っ
た
。
政
変
に
際
し
李
訓
ら
は
、
宦
官
の
掌
握
す
る
神
策
軍
を
前
に
し
て
金
吾
衛
や
京
兆
府
、
御
史
台
と
い
っ
た
京
師
の

治
安
に
携
わ
っ
て
き
た
警
察
力
で
対
抗
し
よ
う
と
し
た  27
。
と
こ
ろ
が
関
係
者
た
ち
は
、
逆
に
謀
反
と
い
う
汚
名
を
着
せ
ら
れ
神
策
軍
に
よ
っ
て
捕
縛
・
処

刑
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
き
て
金
吾
衛
を
完
全
に
抑
え
込
ん
だ
神
策
軍
は
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
長
安
城
内
の
統
制
に
乗
り
出
し
た
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
五
、
唐
紀
六
一
、

文
宗
太
和
九
年
十
一
月
条
に
、

時
に
坊
市
に
剽
掠
せ
し
者
、
猶
お
い
ま
だ
止
ま
ず
。
左
右
神
策
将
楊
鎮
・
靳
遂
良
等
に
命
じ
て
各
お
の
五
百
人
を
将
い
て
通
衢
に
分
屯
せ
し
め
、
鼓
を
撃

ち
て
以
て
こ
れ
を
警
め
、
十
餘
人
を
斬
り
、
然
る
後
に
定
ま
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
政
変
後
の
動
揺
収
ま
ら
ぬ
長
安
に
警
邏
隊
と
し
て
出
動
す
る
一
方
で
、『
冊
府
元
亀
』
巻
六
五
、
帝
王
部
、
発
号
令
四
、
文
宗
太
和
九
年

十
二
月
庚
寅
条
に
、

勅
す
ら
く
、
是
よ
り
先
、
元
和
十
年
六
月
十
三
日
の
勅
に
は
、
内
庫
の
弓
箭
・
陌
刀
を
以
て
左
右
街
使
に
賜
い
、
宰
相
の
入
朝
に
充
て
以
て
翼
衛
と
為
し
、

建
福
門
に
及
び
て
退
け
し
む
、
と
あ
り
。
こ
こ
に
至
り
て
﹇
李
﹈
訓
・﹇
鄭
﹈
注
の
乱
に
因
り
、
悉
く
こ
れ
を
罷
む
。
そ
の
賜
う
所
の
両
街
の
軍
器
は
尽

く
弓
箭
庫
に
帰
せ
し
む
、
と
。

と
あ
る
。
か
つ
て
憲
宗
の
元
和
十
年
（
八
一
一
）
六
月
に
、
宰
相
の
武
元
衡
が
登
城
の
途
中
で
藩
鎮
が
放
っ
た
刺
客
に
殺
害
さ
れ
て
以
来  28
、
左
右
街
使
に

内
庫
よ
り
弓
箭
・
陌
刀
が
下
賜
さ
れ
、
宰
相
の
出
勤
の
警
護
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
甘
露
の
変
を
契
機
に
そ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
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神
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軍
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司
と
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の
機
能
に
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―
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内
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巡
使
・
功
徳
使
―
―

一
三

果
、
金
吾
衛
は
武
装
解
除
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
長
安
城
内
の
警
察
権
は
ほ
と
ん
ど
神
策
軍
の
手
に
落
ち
た
と
い
っ
て
よ
い
。
以
後
の
京
師
の
治
安
は
、
金
吾
衛

街
使
に
代
わ
っ
て
、「
軍
巡
」
と
呼
ば
れ
る
左
右
神
策
軍
を
中
心
と
す
る
禁
軍
巡
検
と
追
捕
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

宋
敏
求
『
長
安
志
』
に
よ
れ
ば
、長
安
右
街
（
長
安
県
）
の
修
徳
坊
に
右
神
策
軍
営
が
、頒
政
坊
に
右
軍
巡
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る  29
。
長
安
左
街
（
万

年
県
）の
ど
こ
か
に
置
か
れ
た
と
思
し
き
左
軍
巡
院
に
つ
い
て
は
所
在
が
分
か
ら
な
い
。
軍
巡
院
の
長
を
軍
巡
使
と
い
い
、『
旧
唐
書
』巻
一
八
二
、王
処
存
伝
に
、

王
処
存
、
…
…
世
々
神
策
軍
に
隷
し
て
、
京
師
の
富
族
と
為
り
、
財
産
数
百
万
な
り
。
父
宗
、
軍
校
よ
り
累
ね
て
検
校
司
空
・
金
吾
大
将
軍
・
左
街
使
に

至
り
、
興
元
節
度
を
遙
領
す
。
…
…
処
存
、
右
軍
鎮
使
よ
り
起
家
し
、
累
し
て
驍
衛
将
軍
・
左
軍
巡
使
に
至
る
。

と
あ
っ
て
、
左
軍
巡
使
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
で
、
軍
巡
使
は
や
は
り
左
右
に
分
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
左
右
軍
巡
使
は
ま
た
「
神
策
軍
巡
使
」
と
も

称
さ
れ
る
よ
う
に  30
、
神
策
軍
の
指
揮
官
が
兼
任
す
る
職
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
長
安
城
内
を
巡
検
し
城
内
の
警
備
・
防
衛
に
あ
た
る
だ
け
で
は
な
く
、
京
城

内
外
や
管
轄
の
諸
県
に
つ
い
て
も
広
範
囲
な
権
限
を
行
使
し
、
単
な
る
国
都
警
察
で
は
な
く
京
兆
府
全
域
を
統
括
す
る
広
域
警
察
と
し
て
の
機
能
を
備
え
た
と

い
う  31
。
な
お
、
前
出
の
王
処
存
の
父
・
王
宗
は
代
々
神
策
軍
の
将
校
を
輩
出
す
る
家
柄
な
が
ら
金
吾
大
将
軍
・
左
街
使
の
職
を
手
に
し
て
お
り
、
文
宗
期

以
降
は
こ
う
し
た
神
策
軍
軍
人
一
族
に
よ
る
金
吾
衛
職
へ
の
着
任
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
質
的
に
金
吾
衛
を
神
策
軍
の
支
配
下
に
置
く
よ
う
な
措
置
が
加
速
し

た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

第
三
節　

仏
教
事
業
の
統
制
―
―
左
右
街
功
徳
使

（
１
）
神
策
軍
長
官
と
の
兼
職

裁
判
権
と
警
察
権
と
い
う
行
政
機
能
を
備
え
た
禁
軍
部
隊
と
し
て
京
師
に
君
臨
す
る
神
策
軍
の
存
在
は
、
官
僚
の
み
な
ら
ず
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て

も
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
。
そ
の
二
つ
の
権
限
を
ち
ら
つ
か
せ
れ
ば
、
神
策
軍
は
百
姓
の
財
物
を
ほ
し
い
ま
ま
に
収
奪
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
早
く
は
徳
宗
年
間
に
宮
市
（
宦
官
に
よ
る
民
間
か
ら
の
強
制
買
い
上
げ
）
が
蔓
延
し
社
会
問
題
に
な
っ
た
が  32
、
そ
の
横
暴
も
や
は
り
神
策
軍
の
権

力
を
背
景
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
神
策
軍
は
皇
帝
や
宦
官
の
「
目
」
と
し
て
長
安
の
街
に
根
を
張
り
、
自
ら
の
利
益
の
た
め
に
民
衆
の
生
活
に
司

－ 178 －



富
山
大
学
人
文
科
学
研
究

一
四

法
と
い
う
支
配
の
網
を
張
り
巡
ら
せ
た
。
仏
教
へ
の
介
入
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

唐
代
で
は
、
仏
教
は
皇
后
や
女
官
た
ち
そ
し
て
多
く
の
宦
官
が
暮
ら
す
内
廷
で
信
仰
を
集
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
安
史
の
乱
後
、
宦
官

が
内
廷
か
ら
外
廷
へ
と
進
出
す
る
た
め
の
正
当
性
を
与
え
、
宦
官
の
政
治
的
立
場
を
確
立
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る  33
。
つ

ま
り
仏
教
勢
力
と
宦
官
は
お
互
い
の
利
害
の
一
致
の
も
と
結
託
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
ら
の
仏
教
に
対
す
る
個
別
的
な
利
害
や
政
治
的
意
図
は
、
お
の
ず

か
ら
仏
教
界
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
た
。『
新
唐
書
』
巻
四
八
、百
官
志
三
、
宗
正
寺
、
崇
玄
署
に
、

貞
元
四
年
（
七
八
八
）、
…
…
後
に
復
た
左
右
街
大
功
徳
使
・
東
都
功
徳
使
・
修
功
徳
使
を
置
く
。
僧
尼
の
籍
及
び
功
役
を
総
ぶ
。
元
和
二
年
（
八
〇
七
）、

道
士
・
女
官
を
以
て
左
右
街
功
徳
使
に
隷
せ
し
む  34
。

と
あ
っ
て
、
徳
宗
の
貞
元
四
年
に
長
安
管
内
に
お
け
る
僧
尼
の
戸
籍
・
功
役
を
総
括
す
る
職
と
し
て
左
右
街
功
徳
使
が
創
設
さ
れ
た  35
。
さ
ら
に
憲
宗
の
元

和
二
年
以
降
は
、
僧
尼
に
加
え
て
道
士
・
女
官
も
そ
の
管
轄
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
全
国
の
僧
尼
の
度
牒
簿
籍
を
管
轄
し
て
い
た
尚
書
礼
部
の
祠
部
か
ら
完
全

に
そ
の
権
限
を
奪
っ
た  36
。
左
右
街
功
徳
使
は
安
史
の
乱
後
に
始
ま
っ
た
不
空
の
国
家
仏
教
を
中
心
と
す
る
代
宗
の
仏
教
事
業
の
な
か
か
ら
登
場
し
た
功
徳

使
を
前
身
と
し
、
伽
藍
の
造
営
や
修
繕
、
布
施
や
訳
経
等
の
い
わ
ゆ
る
修
功
徳
事
業
を
管
掌
し
た
も
の
が
徳
宗
期
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る  37
。

た
だ
し
左
右
街
功
徳
使
は
従
前
の
功
徳
使
と
は
大
き
く
異
な
り
、
直
接
に
僧
尼
を
管
理
し
長
安
の
左
街
・
右
街
を
管
轄
す
る
行
政
職
で
あ
り
、
貞
元
四
年
の
設

立
時
よ
り
左
右
神
策
軍
の
監
軍
使
に
よ
る
兼
任
制
を
と
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る  38
。

貞
元
四
年
は
徳
宗
に
と
っ
て
よ
う
や
く
政
治
的
な
安
定
を
得
た
年
で
あ
っ
た
。
気
負
っ
た
藩
鎮
抑
圧
政
策
が
失
敗
し
て
奉
天
蒙
塵
に
追
い
込
ま
れ
、
朱
泚

の
乱
の
余
波
か
ら
長
安
を
回
復
し
た
の
が
興
元
元
年
（
七
八
四
）
で
あ
る
。
傷
心
の
徳
宗
は
官
僚
た
ち
を
信
任
で
き
ず
、
そ
の
反
動
で
側
近
の
宦
官
に
権
力

を
集
中
さ
せ
て
い
っ
た
。
禁
軍
の
強
化
に
つ
い
て
は
既
に
見
た
と
お
り
神
策
軍
の
兵
権
を
宦
官
に
任
せ
、
貞
元
二
年
（
七
八
六
）
に
左
右
神
策
軍
を
北
衙
に

昇
格
さ
せ
て
都
の
防
衛
を
担
わ
せ
た
。
し
か
し
朝
廷
の
基
礎
は
い
ま
だ
脆
弱
で
、
貞
元
元
年
か
ら
三
年
の
間
は
飢
饉
の
連
続
に
よ
る
食
糧
不
足
と
財
政
圧
迫

に
苦
慮
し
、
三
年
末
に
な
っ
て
事
態
は
よ
う
や
く
好
転
し
た
と
い
う  39
。
人
心
は
動
揺
し
、
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
だ
事
件
も
発
生
し
た
。
前
節
で
見
た
、
貞
元

三
年
（
七
八
七
）
十
月
に
起
こ
っ
た
資
敬
寺
の
妖
僧
・
李
軟
奴
の
謀
反
事
件
で
あ
る
。
事
件
に
連
座
し
て
死
刑
に
処
さ
れ
た
神
策
軍
士
は
八
百
余
人
に
及
ん

だ
と
い
う
か
ら
、
神
策
軍
内
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
く
仏
教
勢
力
が
食
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
李
軟
奴
は
邠
州
か
ら
流
れ
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て
き
た
僧
侶
で
あ
っ
た  40
。
当
時
の
長
安
は
、
怪
し
げ
な
僧
侶
が
仏
教
信
仰
を
利
用
し
て
不
平
分
子
を
謀
反
に
誘
う
よ
う
な
不
安
定
な
世
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

即
位
当
初
、
徳
宗
は
莫
大
な
経
費
を
要
す
る
国
家
仏
教
に
対
し
て
抑
制
の
方
針
を
取
っ
て
い
た
が
、
民
心
の
安
定
の
た
め
に
は
仏
教
勢
力
を
軽
視
せ
ず
適
切

に
統
制
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
左
右
街
功
徳
使
は
、
単
に
仏
教
事
業
の
助
成
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
神
策
軍
の
監
軍
使
に
兼
任
さ
せ
る

こ
と
で
警
察
と
司
法
面
で
の
権
限
を
付
加
し
、
寺
院
僧
尼
を
監
視
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
五
、
唐
紀
五
一
、
徳
宗
貞
元
十
二
年
（
七
九
六
）
六
月
条
に
、

六
月
、
乙
丑
、
監
勾
当
左
神
策
竇
文
場
・
監
勾
当
右
神
策
霍
仙
鳴
を
以
て
皆
な
護
軍
中
尉
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
貞
元
十
二
年
六
月
、
神
策
軍
の
監
軍
使
た
ち
は
左
右
神
策
軍
の
護
軍
中
尉
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
以
後
は
左
右
街
功
徳
使
は
両
中
尉

が
兼
任
し  41
、
副
使
な
ど
の
属
僚
も
ま
た
、
右
神
策
軍
護
軍
中
尉
副
使
が
右
街
功
徳
副
使
を
兼
ね
る
と
い
う
よ
う
に
兼
任
を
通
例
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
あ
る
。（

２
）
円
仁
と
功
徳
巡
院

左
右
街
功
徳
使
の
具
体
的
な
職
掌
や
政
庁
の
場
所
な
ど
に
つ
い
て
は
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
以
下
、『
巡
礼
行
記
』
と
略
称
）
が
手
が
か
り
を

与
え
て
く
れ
る
。
日
記
に
よ
れ
ば
、
円
仁
は
長
安
到
着
後
、
ま
ず
長
安
滞
在
と
諸
寺
へ
の
立
入
許
可
を
求
め
て
事
務
手
続
き
を
行
っ
た
。『
巡
礼
行
記
』
巻
三
、

開
成
五
年
（
八
四
〇
）
八
月
二
三
日
条
に
、

廿
三
日
、
斎
の
後
、
左
街
の
功
徳
巡
院
に
至
る
。
知
巡
押
衙
・
監
察
侍
御
史
の
姓
を
趙
、
名
を
錬
と
い
う
も
の
に
見
ゆ
。
状
を
通
じ
て
城
中
の
諸
寺
に
寄

住
し
て
師
を
尋
ね
ん
こ
と
を
請
う
。
…
…
知
巡
侍
御
は
巡
官
一
人
を
差
し
て
、
僧
等
を
領
い
て
資
聖
寺
に
安
置
せ
し
む
。

と
あ
る
。
円
仁
が
赴
い
た
左
街
功
徳
巡
院
と
は
功
徳
使
の
衙
署
の
出
張
所
で
、
長
安
市
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
具
体
的
な
場
所
は
分
か
ら
な
い
。
右
街
な

ら
ば
頒
政
坊
に
右
軍
巡
院
が
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
右
神
策
軍
の
巡
院
で
あ
る
が
、
小
野
勝
年
氏
は
、
長
官
は
お
お
む
ね
兼
任
で
あ
っ
た
の
で
そ
こ
に
右
街
功
徳

使
の
巡
院
も
併
置
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
左
街
も
ま
た
同
じ
構
造
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
る  42
。
ま
た
左
街
功
徳
巡
院
で
円
仁
に
応

対
し
た
の
が
知
巡
（
知
功
徳
使
巡
院
）
押
衙
・
監
察
侍
御
史
の
肩
書
き
を
持
つ
趙
錬
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た  43
。
書
状
提
出
後
、
部
下
を
派
遣
し
て
円
仁
を
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資
聖
寺
に
案
内
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
趙
錬
は
こ
の
出
張
所
の
責
任
者
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
左
街
功
徳
巡
院
は
、
左
神
策
軍
の
押
衙
で
御
史
職
を
兼
帯
し
た
者

が
任
に
つ
く
官
司
な
の
で
あ
る
。

つ
い
で
翌
日
の
八
月
二
四
日
条
に
は
、

廿
四
日
、
辰
の
時
、
巡
院
の
押
衙
、
状
を
作
り
、
巡
官
を
差
し
て
功
徳
使
に
参
見
せ
し
む
。
左
街
功
徳
使
・
護
軍
中
尉
・
開
府
儀
同
三
司
・
知
内
省
事
・

上
将
軍
仇
士
良
と
い
い
、
封
三
千
戸
な
り
。
僧
等
は
巡
官
の
使
御
に
随
っ
て
、
寺
よ
り
北
行
し
て
四
坊
を
過
ぎ
、
望
仙
門
に
入
り
、
次
に
玄
化
門
に
入
る
。

さ
ら
に
内
舎
使
門
及
び
惣
監
院
を
過
ぐ
。
更
に
一
重
の
門
を
入
り
て
使
衙
の
南
門
に
到
る
。
門
内
に
左
神
策
歩
馬
門
あ
り
。
惣
て
六
重
の
門
を
過
ぐ
。
使

衙
の
案
頭
に
到
り
、
状
を
通
じ
て
処
分
を
請
う
。
…
…
開
府
の
出
で
ざ
る
に
よ
り
、
状
を
進
む
る
を
得
ず  44
。

と
あ
っ
て
、
左
神
策
軍
護
軍
中
尉
で
あ
り
左
街
功
徳
使
を
兼
任
す
る
仇
士
良
に
謁
見
す
る
ま
で
の
道
中
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
道
中
か
ら
は
、
左
街
功
徳

使
の
政
庁
本
部
（『
巡
礼
行
記
』
で
は
使
衙
や
使
院
と
呼
ば
れ
る
）
は
大
明
宮
の
東
西
に
駐
屯
す
る
神
策
軍
の
衙
院
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
右
の
二
史
料
に
よ
れ
ば
、
左
右
街
功
徳
使
と
い
う
の
は
、
申
請
の
受
付
・
許
可
証
の
発
行
な
ど
事
務
一
般
か
ら
、
監
察
や
取
り
締
ま
り
ま
で
、
僧
尼
に

関
わ
る
事
柄
で
あ
れ
ば
す
べ
て
を
一
手
に
取
り
し
き
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
円
仁
が
長
安
に
滞
在
し
た
武
宗
（
在
位
：
八
四
〇
―
八
四
六
）
の
会
昌
年
間

（
八
四
一
―
八
四
六
）
は
、
政
治
と
仏
教
と
の
緊
張
関
係
が
最
も
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
繁
栄
を
誇
っ
た
仏
教
界
も
廃
仏
と
い
う
壊
滅
的
な
打
撃
を
受

け
た
。
こ
の
時
の
廃
仏
策
の
特
徴
は
、
長
安
の
街
に
お
け
る
仏
教
関
連
の
権
限
が
左
右
街
功
徳
使
に
委
ね
ら
れ
、
彼
ら
が
保
伍
の
制
（
隣
保
制
）
に
基
づ
い
て

組
織
的
に
弾
圧
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る  45
。
要
す
る
に
、
仏
教
と
そ
の
関
係
者
を
ど
う
処
断
す
る
か
は
左
右
街
功
徳
使
の
胸
先
三
寸
で
決
ま
る
の
で
あ
り
、

宦
官
が
仏
教
の
篤
信
者
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
仏
教
界
に
お
い
て
絶
大
な
権
力
を
振
る
っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

な
お
、
功
徳
巡
院
が
左
右
街
功
徳
使
の
下
部
機
関
と
し
て
い
つ
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
神
策
軍
巡
院
と
功

徳
巡
院
が
併
設
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
神
策
軍
巡
院
が
登
場
す
る
の
は
甘
露
の
変
以
後
な
の
で
、
功
徳
巡
院
は
文
宗
末
期
に
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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一
七

　
　
　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
神
策
軍
が
北
衙
と
し
て
制
度
的
に
確
立
し
た
後
に
新
た
に
獲
得
し
た
三
つ
の
行
政
機
能
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ま

と
め
る
と
、

①　

神
策
軍
が
最
も
早
く
獲
得
し
た
の
は
、
外
廷
官
僚
に
対
す
る
裁
判
審
理
の
権
限
で
あ
る
。
そ
れ
は
徳
宗
期
以
後
に
展
開
す
る
宦
官
重
用
の
施
策
の
一
環
と

し
て
、
内
侍
省
で
の
詔
獄
と
い
う
形
で
発
動
し
た
。
宦
官
は
神
策
軍
の
獄
を
使
っ
て
被
疑
者
の
審
問
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
体
制
は
徳
宗
・
憲
宗
期

に
は
皇
帝
権
の
強
化
に
一
定
の
寄
与
が
あ
っ
た
が
、
文
宗
期
以
降
は
と
く
に
甘
露
の
変
が
そ
の
決
定
打
と
な
っ
て
、
宦
官
に
よ
る
濫
用
が
続
い
た
。

②　

裁
判
権
と
並
行
し
て
神
策
軍
が
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
が
京
師
に
お
け
る
警
察
機
能
で
あ
る
。
安
史
の
乱
後
の
長
安
で
は
、
金
吾
衛
が
街
使
を
兼
任
し
て

坊
外
の
治
安
維
持
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
兵
士
の
供
給
不
足
に
よ
る
勢
力
低
下
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
神
策
軍
と
金
吾
衛
は
そ
の
職
分

の
範
囲
を
巡
っ
て
睨
み
合
っ
て
い
た
が
、
甘
露
の
変
で
の
敗
北
に
よ
っ
て
金
吾
衛
が
一
掃
さ
れ
る
と
、
そ
の
権
限
は
神
策
軍
に
ほ
と
ん
ど
吸
収
さ
れ
、
以

降
は
金
吾
衛
街
使
に
代
わ
っ
て
神
策
軍
巡
使
が
長
安
の
治
安
維
持
を
担
当
し
た
。

③　

一
方
、
神
策
軍
の
強
化
と
平
行
し
て
進
め
ら
れ
た
の
が
仏
教
勢
力
の
統
制
で
あ
る
。
仏
教
は
早
く
か
ら
神
策
軍
内
で
支
持
を
集
め
た
ほ
か
、
宦
官
に
と
っ

て
は
精
神
的
な
支
柱
で
あ
り
利
権
で
も
あ
っ
た
。
貞
元
四
年
（
七
八
八
）
以
降
、
神
策
軍
長
官
が
兼
任
す
る
左
右
街
功
徳
使
は
仏
教
に
関
わ
る
す
べ
て
を

統
括
し
、
神
策
軍
の
有
す
る
警
察
・
裁
判
権
を
背
景
に
長
安
仏
教
界
に
深
く
関
与
し
た
。

の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
北
司
と
し
て
行
使
で
き
る
権
限
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
南
司
の
行
政
に
優
越
す
る
行
政
機
能
と
し
て
神
策
軍
ひ
い
て
は
宦
官
の
権
力

基
盤
の
一
角
を
構
成
し
た
。
一
方
で
、
神
策
軍
に
は
こ
の
膨
張
す
る
組
織
を
維
持
・
運
営
す
る
た
め
の
資
金
の
確
保
と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
神
策
軍
が
内
包
す
る
財
政
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注1　

神
策
軍
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
・
神
策
軍
の
形
態
変
化
と
後
期
北
衙
の
誕
生
」（『
史
観
』
一
八
一
、二
〇
一
九
年
）
の
註
も
参
照
さ
れ
た
い
。

2　

小
畑
龍
雄
「
神
策
軍
の
成
立
」（『
東
洋
史
研
究
』
一
八
―
二
、一
九
五
九
年
）、
同
「
神
策
軍
の
発
展
」（
田
村
博
士
退
官
記
念
事
業
会
編
『
田
村
博
士
頌
壽
東
洋
史
論
叢
』
田

村
博
士
退
官
記
念
事
業
会
、
一
九
六
八
年
）。
日
野
開
三
郎
「
支
那
中
世
の
軍
閥
」（『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
一
、三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
）。

3　

何
永
成
『
唐
代
神
策
軍
研
究
―
―
兼
論
神
策
軍
与
中
晩
政
局
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
〇
年
）。

4　

黄
楼
『
神
策
軍
与
中
晩
唐
宦
官
政
治
』
上
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
）。
何
先
成
『
唐
代
神
策
軍
与
神
策
中
尉
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）。

5　

唐
の
北
衙
が
北
司
と
呼
ば
れ
る
ま
で
の
変
遷
を
取
り
上
げ
た
先
論
と
し
て
は
、
曽
我
部
静
雄
「
唐
の
南
衙
と
北
衙
の
南
司
と
北
司
へ
の
推
移
」（『
史
林
』
六
四
―
一
、

一
九
八
一
年
）
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
論
考
で
は
、
北
司
と
し
て
神
策
軍
が
握
っ
た
行
政
的
な
権
限
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

6　

同
様
の
記
事
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
二
八
、
環
衛
部
三
、
虐
害
、
中
華
書
局
影
印
本
、
七
五
三
七
頁
に
も
見
え
る
。

7　

神
策
軍
は
一
地
方
軍
で
あ
っ
た
が
、
吐
蕃
か
ら
逃
れ
て
陝
州
へ
蒙
塵
し
た
代
宗
を
救
援
・
保
護
す
る
と
い
う
大
き
な
功
績
を
あ
げ
て
長
安
へ
乗
り
込
ん
だ
。
賈
憲
保
氏
は
、

北
軍
の
獄
は
代
宗
が
神
策
軍
を
優
遇
し
た
結
果
の
産
物
で
、
当
時
の
皇
帝
権
力
と
神
策
軍
が
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
（
賈
憲
保
「
唐
代
北
司
的
司
法
機
構
」

『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
五
年
第
六
期
、
一
九
八
五
年
）。

8　
『
唐
六
典
』
巻
六
、
尚
書
刑
部
、
刑
部
郎
中
員
外
郎
、
中
華
書
局
版
、
一
八
八
―
一
八
九
頁
、
同
巻
一
八
、
大
理
寺
、
大
理
卿
、
五
〇
二
頁
。
唐
代
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
奥

村
郁
三
「
唐
代
裁
判
手
続
法
」（『
法
制
史
研
究
』
一
九
六
〇
―
一
〇
、一
九
六
〇
年
）
を
参
照
。

9　

室
永
芳
三
「
唐
代
に
お
け
る
詔
獄
の
存
在
様
態
（
上
）」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
二
六
、一
九
七
六
年
）。

10　

室
永
芳
三
「
唐
代
に
お
け
る
詔
獄
の
存
在
様
態
（
下
）」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
二
七
、一
九
七
七
年
）。

11　
「
事
未
発
、
魏
修
・
李
傪
上
変
、
令
内
官
王
希
遷
等
捕
其
党
与
斬
之
」（『
旧
唐
書
』
巻
一
四
四
、
韓
遊
瓌
附
李
広
弘
伝
、
中
華
書
局
標
点
本
、
三
九
二
〇
頁
）。

12　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
一
、
唐
紀
四
七
、
徳
宗
興
元
元
年
八
月
条
、
中
華
書
局
版
、
七
四
四
五
頁
。

13　
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
、
職
官
志
三
、
左
右
神
策
軍
、
一
九
〇
五
頁
。

14　

室
永
芳
三
「
唐
末
内
侍
省
に
お
け
る
鞫
獄
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
二
八
、一
九
七
八
年
）。

15　

拙
稿
「
閑
厩
体
制
と
北
衙
禁
軍
」（『
唐
代
前
期
北
衙
禁
軍
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）、
九
八
頁
。

16　

神
策
軍
は
、
左
神
策
軍
（
左
軍
）
が
左
銀
台
門
外
に
、
右
神
策
軍
（
右
軍
）
が
九
仙
門
外
に
駐
屯
し
て
い
た
。
神
策
軍
の
禁
苑
内
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
長
安
城

の
禁
苑
と
北
衙
」（『
唐
代
前
期
北
衙
禁
軍
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

17　
「﹇
王
﹈
再
栄
於
憲
宗
元
和
八
年
二
月
、
詣
銀
台
門
告
敏
父
司
空
于
頔
与
梁
正
言
銭
以
謀
出
鎮
。
即
日
収
頔
孔
目
官
沈
璧
并
家
僮
数
十
人
、
於
内
侍
獄
鞫
問
、
于
頔
待
罪
於
右

仗
、
以
御
史
中
丞
薛
存
誠
・
刑
部
侍
郎
王
播
・
大
理
卿
武
少
儀
為
三
司
使
」（『
冊
府
元
亀
』
巻
九
三
四
、
総
録
部
一
八
四
、
告
訐
、
一
一
〇
一
三
頁
）。

18　
「
初
、
盗
殺
武
元
衡
、
捕
之
未
穫
、
王
承
宗
之
叔
父
士
平
上
封
、
称
賊
出
於
承
宗
。
乃
詔
悉
収
承
宗
将
卒
、
得
張
晏
等
三
十
人
。
初
付
仗
内
獄
、
鞫
不
得
情
、
詔
送
京
兆
府
、
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唐
・
神
策
軍
の
北
司
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
―
―
内
獄
・
軍
巡
使
・
功
徳
使
―
―

一
九

命
監
察
御
史
陳
中
師
与
尹
裴
武
同
鞫
之
、
獄
成
、
皆
処
斬
」（『
冊
府
元
亀
』
巻
一
五
三
、
帝
王
部
、
明
罰
二
、
元
和
十
四
年
七
月
丁
丑
朔
、
一
八
五
五
頁
）。

19　

神
策
軍
護
軍
中
尉
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
成
果
は
、
何
先
成
『
唐
代
神
策
軍
与
神
策
中
尉
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）
の
第
一
章
第
三
節
・
第
二
章

第
二
節
と
第
六
章
に
詳
し
い
。
ま
た
、
歴
代
の
護
軍
中
尉
と
枢
密
使
に
つ
い
て
は
、
黄
楼
『
神
策
軍
与
中
晩
唐
宦
官
政
治
』
下
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
）
に
附
録
二
と

し
て
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

20　

室
永
芳
三
「
唐
代
に
お
け
る
詔
獄
の
存
在
様
態
（
下
）」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
二
七
、一
九
七
七
年
）。

21　
「
庚
午
、
以
給
事
中
柳
公
綽
為
京
兆
尹
。
公
綽
初
赴
府
、
有
神
策
小
将
躍
馬
棋
衝
前
導
、
公
綽
駐
馬
、
杖
殺
之
。
明
日
、
入
対
延
英
、
上
色
甚
怒
、
詰
其
専
殺
之
状
、
対
曰
「
陛

下
不
以
臣
無
似
、
使
待
罪
京
兆
。
京
兆
為
輦
轂
師
表
、
今
視
事
之
初
、
而
小
将
敢
爾
唐
突
、
此
乃
軽
陛
下
詔
命
、
非
独
慢
臣
也
。
臣
知
杖
無
礼
之
人
、
不
知
其
為
神
策
軍
将
也
」。

上
曰
「
何
不
奏
」。
対
曰
「
臣
職
当
杖
之
、不
当
奏
」。
上
曰
「
誰
当
奏
者
」。
対
曰
「
本
軍
当
奏
。
若
死
於
街
衢
、金
吾
街
使
當
奏
在
坊
内
、左
右
巡
使
当
奏
」」（『
資
治
通
鑑
』

巻
二
三
九
、
唐
紀
五
五
、
憲
宗
元
和
十
一
年
十
一
月
庚
午
条
、
七
七
二
六
頁
）。

22　
「
中
郎
将
掌
領
府
属
、
以
督
京
城
内
左
右
六
街
昼
夜
巡
警
之
事
。
左
右
郎
将
二
焉
」（『
唐
六
典
』
巻
二
五
、
諸
衛
府
、
左
右
金
吾
衛
、
翊
府
中
郎
将
、
六
三
九
頁
）、「
左
右
翊

中
郎
将
府
中
郎
将
、
掌
領
府
属
、
督
京
城
左
右
六
街
鋪
巡
警
、
以
果
毅
二
人
助
巡
探
」（『
新
唐
書
』
巻
四
九
上
、
百
官
志
四
上
、
十
六
衛
、
左
右
金
吾
衛
、
中
華
書
局
標
点
本
、

一
二
八
五
頁
）。

23　

室
永
芳
三
「
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
下
）」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
四
、一
九
七
五
年
）。

24　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
九
、
唐
紀
五
五
、
憲
宗
元
和
十
一
年
十
一
月
庚
午
条
の
胡
注
（
七
七
二
六
頁
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
。

25　
『
旧
唐
書
』
巻
四
四
、
職
官
志
三
、
左
右
神
武
軍
、
一
九
〇
四
頁
。
ま
た
拙
稿
「
左
右
龍
武
軍
の
盛
衰
」（『
唐
代
前
期
北
衙
禁
軍
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
も
参
照
。

26　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
一
、
唐
紀
三
七
、
粛
宗
乾
元
二
年
三
月
乙
未
条
、
七
〇
七
二
頁
に
も
同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

27　
「
約
以
其
年
十
一
月
誅
中
官
、須
仮
兵
力
、乃
以
大
理
卿
郭
行
餘
為
邠
寧
節
度
使
、戸
部
尚
書
王
璠
為
太
原
節
度
使
、京
兆
少
尹
羅
立
言
権
知
大
尹
事
、太
府
卿
韓
約
為
金
吾
街
使
、

刑
部
郎
中
知
雑
李
孝
本
権
知
中
丞
事
、皆
訓
之
親
厚
者
。
冀
王
璠
・
郭
行
餘
未
赴
鎮
間
、広
令
召
募
豪
俠
及
金
吾
台
府
之
従
者
、俾
集
其
事
」（『
旧
唐
書
』
巻
一
六
九
、李
訓
伝
、

四
三
九
七
頁
）。

28　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
九
、
唐
紀
五
五
、
憲
宗
元
和
十
年
六
月
癸
卯
条
、
七
七
一
三
頁
。

29　
『
長
安
志
』
巻
一
〇
、
唐
京
城
四
、
朱
雀
街
之
第
三
街
、
修
徳
坊
・
頒
政
坊
（
三
秦
出
版
社
版
、
三
二
八
―
三
二
九
頁
）。

30　
『
旧
唐
書
』
巻
一
七
七
、
崔
愼
由
附
崔
胤
伝
に
「
胤
以
天
子
幽
囚
、
諸
侯
観
釁
、
有
神
策
軍
巡
使
孫
徳
昭
者
、
頗
怒
季
述
之
廃
立
、
胤
伺
知
之
、
令
判
官
石
戩
与
徳
昭
遊
、
伺

其
深
意
」（
四
五
八
三
頁
）
と
あ
っ
て
、
神
策
軍
巡
使
が
登
場
す
る
。『
旧
唐
書
』
で
神
策
軍
巡
使
が
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

31　

室
永
芳
三
「
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
下
）」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
四
、一
九
七
五
年
）。
こ
の
文
宗
以
降
に
始
ま
っ
た
軍
巡
使
と
軍
巡
院
の
体
制
は
五
代
後

梁
に
引
き
継
が
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
同
「
五
代
時
代
の
軍
巡
院
と
馬
歩
院
の
裁
判
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
四
―
四
、一
九
六
六
年
）
を
参
照
。

32　

宮
市
に
つ
い
て
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
五
、
唐
紀
五
一
、
徳
宗
貞
元
十
三
年
十
二
月
の
記
事
に
詳
し
い
。

33　

中
田
美
絵
「
不
空
の
長
安
仏
教
界
台
頭
と
ソ
グ
ド
人
」（『
東
洋
学
報
』
八
九
―
三
、二
〇
〇
七
年
）。
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富
山
大
学
人
文
科
学
研
究

二
〇

34　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
、
唐
紀
五
三
、
憲
宗
元
和
四
年
六
月
条
胡
注
、
七
六
六
一
頁
に
も
同
文
が
あ
る
。

35　

ち
な
み
に
仏
教
僧
尼
の
管
轄
は
開
元
二
五
年
ま
で
は
鴻
臚
寺
の
崇
玄
署
に
あ
っ
た
が
、
開
元
二
五
年
に
崇
玄
署
が
道
士
・
女
道
士
を
管
轄
す
る
の
み
に
な
っ
て
宗
正
寺
に
移

さ
れ
、
仏
教
僧
尼
の
管
轄
は
そ
れ
と
は
別
に
礼
部
祠
部
に
移
さ
れ
た
（『
唐
六
典
』
巻
一
六
、
宗
正
寺
、
崇
玄
署
、
四
六
七
頁
）。

36　
「
二
月
辛
酉
、
詔
僧
尼
道
士
全
隷
左
右
街
功
徳
使
、
自
是
祠
部
司
封
不
復
関
奏
」（『
旧
唐
書
』
巻
一
四
、
憲
宗
本
紀
、
元
和
二
年
二
月
辛
酉
条
、
四
二
〇
頁
）。

37　

不
空
の
長
安
で
の
仏
教
活
動
と
禁
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
田
美
絵
「
唐
朝
政
治
史
上
の
『
仁
王
経
』
翻
訳
と
法
会
―
―
内
廷
勢
力
専
権
の
過
程
と
仏
教
―
―
」（『
史

学
雑
誌
』
一
一
五
―
三
、二
〇
〇
六
年
）
や
同
「
不
空
の
長
安
仏
教
界
台
頭
と
ソ
グ
ド
人
」（『
東
洋
学
報
』
八
九
―
三
、二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

38　

室
永
芳
三
「
唐
長
安
の
左
右
街
功
徳
使
と
左
右
街
功
徳
巡
院
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
三
〇
、一
九
八
一
年
）。

39　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
一
、唐
紀
四
七
、徳
宗
貞
元
元
年
六
月
条
（
七
四
五
三
頁
）・
七
月
条
（
七
四
五
九
頁
）、同
巻
二
三
二
、唐
紀
四
八
、徳
宗
貞
元
二
年
四
月
条
（
七
四
六
九

頁
）、
同
巻
二
三
三
、
唐
紀
四
九
、
徳
宗
貞
元
三
年
十
二
月
条
（
七
五
〇
八
頁
）。

40　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
三
、
唐
紀
四
九
、
徳
宗
貞
元
三
年
十
月
、
七
五
〇
七
頁
、『
旧
唐
書
』
巻
一
四
四
、
韓
遊
瓌
附
李
広
弘
伝
、
三
九
二
〇
頁
。

41　
「
十
二
年
、立
左
右
神
策
護
軍
中
尉
二
員
、中
護
軍
二
員
〔
徳
宗
分
羽
林
衛
、置
左
右
神
策
軍
、避
地
山
南
、悉
以
委
中
人
、乃
立
此
職
。
其
後
、両
中
尉
皆
分
領
左
右
街
功
徳
使
。

後
又
有
知
神
策
軍
兵
馬
使
、
左
右
神
策
軍
護
軍
中
尉
福
使
〕」（『
冊
府
元
亀
』
巻
六
六
五
、
内
臣
部
一
、
総
序
、
七
九
五
五
頁
）。

42　
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
三
（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
七
年
）、
二
六
五
―
二
六
六
頁
。

43　
唐
代
に
は
、
監
察
侍
御
史
と
い
う
官
職
は
存
在
し
な
い
の
で
、
御
史
台
の
侍
御
史
（
従
六
品
下
）
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

44　
『
巡
礼
行
記
』
巻
三
、
開
成
五
年
八
月
二
四
日
条
、
上
海
古
籍
出
版
社
版
、
一
四
一
頁
。

45　
室
永
芳
三
「
唐
長
安
の
左
右
街
功
徳
使
と
左
右
街
功
徳
巡
院
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
三
〇
、一
九
八
一
年
）。

－ 171 －




