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前

叢

支
那
の
帝
政
、
と
支
那
の
文
化

第
二
十
巻

(
弟
一
一
瞬
二
五
回
)

ヨ玉
囚

支
那
の
一
帝
政
三
支
那
の
文
化

矢

野

仁

支
那
の
政
治
は
昔
か
ら
遂
十
数
年
前
ま
で
は
帝
政
で
あ
っ
犯
の
で
あ
る
。
此
の
支
那
の
帝
政
ご
一
五
ふ
も
の
は
、

欧
羅
巴
の
歴
史
に
見
は
れ
て
家
る
様
な
帝
政
吉
は
依
朝
間
違
っ
た
特
色
を
有
し
て
居
る
帝
政
で
あ
っ
た
様
に
考
へ
ら

れ
る
。
又
支
那
の
文
化
Z
云
ふ
も
の
も
此
の
特
色
の
ゐ
る
帝
政
の
結
果
Z
し
て
支
那
に
現
出
し
た
も
の
で
、
徐
程

特
色
の
あ
っ
た
文
化
で
あ
っ
た
様
に
思
は
れ
る
の
で
ゐ
る
o

私
は
今
そ
れ
に
就
い

τ少
し
〈
遁
ペ
ド
見
た
い
I

。

判
品
は
を
れ
を
通
ぶ
る
に
今
日
は
大
愛
よ
い
機
舎
ぜ
思
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
特
色
の
ゐ
る
支
那

ω帝
政
は
遂
数
年

前
、
清
朝
の
滅
己
正
共
に
永
遠
に
滅
己
し
北
の
で
あ
る
。
私
は
今
後
或
は
支
那
仁
於
一
1
帝
政
の
起
る
こ
Z
必
無
正

こ
れ
ま
で
の
様
な
特
色
の
あ
る
帝
政
は
永
遠
に
起
る
こ
ご
は
な
い
芭
考
へ
る
の

で
ゐ
る
。
古
う
し

τそ
れ
ピ
共
に
特
色
の
あ
る
支
那
の
文
化
は
永
遠
に
滅
己
し
た
ご
考
へ
る
の
で
め
る
。
東
西
の

は
言
は
れ
泊
か
も
知
れ
な
い
が
、

歴
史
家
中
未
に
之
を
注
意
し
花
も
の
は
な
い
様
で
ゐ
る
が
、
私
は
支
那
の
歴
史
に
於

τこ
れ
粍
重
大
な
事
件
は
曾

て
起
っ
た
こ

E
が
な
い
様
に
考
へ
る
の
で
あ
る
o

か
う
一
玄
ム
特
色
の
あ
る
帝
政
が
滅
己
し
、
特
色
の
あ
る
文
化
が



減
む
し
た
今
日
H

は、

正
じ
此
川
Ur

帝
政
、

ヴ
ア
リ
ュ
'

J

F

U

ヨ
フ
グ

此
の
文
化
の
問
問
値
及
び
功
過
に
お
し
て
総
判
断
或
は
総
決
算
を
弓
す
べ
き

最
も
通
嘗
の
機
舎
で
あ
る
ご
考
へ
る
の
で
あ
る
c
今
日
に
於
て
之
を
匁
吾
V

れ
ば
、
恐
ら
く
後
世
の
歴
史
家
は
、

今
日
の
歴
史
家
吉
一
五
ふ
も
の
は
賞
に
詰
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
詰
ら
旧
制
小
さ
な
個
々
の
聯
婚
の
な
い
事
買
の
考
諮

に
の
み
隣
蹴
波
頭
し
て
、
此
等

ω個
身
の
歴
史
事
賞
を
貰
穿
す
る
守
心
の
精
融
仰
を
把
捉
L
得
な
レ
所
の
穿
盤
家
考

設
中
琳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
異
の
歴
史
家
ご
一
去
ふ
も
の
で
は
な
か
っ
化
芭
非
難
す
る
で
め
ら
う
。

欧
羅
巴
の
歴
史
に
見
は
れ
て
来
る
帝
政
も
直
接
間
接
に
羅
馬
帝
国
の
思
想
を
継
縞
L
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

世
界
を
支
配
す
る
ご
云
ふ
理
想
を
有
し

τ居
ら
な
い
帝
政
吉
一
式
ふ
も
の
は
恐
ら
〈
あ
る
ま
い
。
さ
う
云
ふ
理
想
が

あ
れ
ば
こ
是
帝
政
で
ゐ
つ
柁
言
言
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
o

主
(
の
駄
に
於
て
は
俄
h
J
支
那
の
帝
政
ご
も
麗
ら
な
い

様
で
ゐ
ゐ
が
、
支
那

ω帝
政
に
於

τは
世
界
は
A
V

同
然
に
支
那
の
支
配
下
に
あ
る
の
で
ゐ
る

Q

五
限
九
服
E
一
云
ム
様

な
考
へ
は
支
那
の
古
い
書
に
見
'p，
て
居
る
。
却
も
品
川
喜
の
高
貢
、
周
膿
の
職
方
氏
な
ど
に
、
旬
、
侯
、
絞
、
要
、

荒
等
を
五
服
、
侯
、
旬
、
男
、
采
、
街
、
脇
田
、
夷
、
銭
、
藩
等
を
九
般
ご
し
て
暴
げ
て
居
る
の
で
あ
る
。
周
躍
の

大
行
人
に
は
六
番
目
の
餅
臓
が
要
服
ご
な
っ
て
居
っ
て
、
六
服
内
は
九
州
で
、
九
州
外
は
蕃
服
で
あ
る
正
言
っ
て

居
る
の
で
ゐ
る
、

か
う
云
ふ
荒
服
九
服
Z
一
五
ふ
様
な
考
へ
が
古
い
支
那
の
書
に
見
わ

τ居
る
さ
一
玄
ふ
こ
正
は
、
支

那
を
中
心
ご
し
て
遠
近
の
順
序
に
排
列
さ
れ
て
居
る
文
化
の
各
掃
仰
の
科
度
に
あ
る
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
各
地
方
が
支

論

繋

支
那
由
帝
政
と
支
那
白
文
化

第
二
十
巻

(
第
一
瞬
二
五
王
)

玉
置



11旨

護

支
那
の
帝
政
と
支
部
白
文
化

第
一
-
十
巻

(
第
一
一
揖
二
五
六
)

一五六

那
に
服
事
し
工
居
る
も
の
で
ゐ
る
さ
云
ふ
考
へ
が
、
昔
か
ら
支
那
人
に
あ
っ
た
ま
云
ム
設
擦
で
あ
る
。
品
川
書
山
妻

典
の
初
め
に
、

四
表
に
光
被
し
上
下
に
格
る
吉
一
式
ふ
様
な
売
の
功
抽
出
を
稀
し
た
文
は
ゐ
る
が
、
矢
張
b
世
界
は
凡

て
支
那
の
天
子
の
支
配
す
る
所
で
あ
る
ご
云
ふ
支
那
人
の
考
へ
を
示
す
も
の
を
考
へ
ら
れ
る
o

賞
際
に
世
界
は
支
那
に
服
事
し
て
居
る
炉
、
叉
服
一
帯
し

τ居
ら
な
い
か
ご
云
ふ
こ
古
は
、
支
那
に
於
て
は
問
題

で
は
な
V
o

質
際
に
服
事
し
て
盾
ら
な
い
に
し
て
も
、
服
事
す
ぺ
註
も
の
で
ゐ
る
が
、
野
畿
に
し
て
樋
節
の
鱗
へ

が
な
い
鋳
め
に
、
服
事
す
る
こ
ご
を
知
ら
な
い
も
の
で
ゐ
る
、
寧
ろ
倒
れ
ひ
べ
き
も
の
で
ゐ
る
ご
一
再
ふ
様
な
考
へ

を
以
て
之
に
調
し
、
実
際
に
服
事
し
な
い
か
ら
ご
言
っ
て
、
之
を
賞
際
に
版
事
せ
し
め
様
ご
は
努
め
な
い
の
で
あ

る
o

鴬
然
に
支
那
の
支
配
す
る
所
で
ゐ
る
ご
し
て
寅
際
に
之
を
支
配
し
様
Z
は
努
め
な
い
、
そ
れ
で
も
嘗
然
支
那

の
支
配
す
る
所
で
あ
る
誇
だ
か
ら
、
支
配
し
な
い
芭
は
言
へ
な
い
の
で
、
同
出
夷
は
中
園
の
拾
を
以
て
治
め
ず
さ

か
、
治
申
、
百
る
を
以
て
之
を
治
む
る
ご
か
言
一
っ
て
、
自
ら
締
解
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
欧
維
巴
の
歴
史
に
見
は
れ
て
居
る
帝
政
三
五
ふ
も
の
に
は
、
ど
う
も
世
界
を
征
服
し
て
之
を
質
際
の
領

土
ご
し
て
寅
際
に
支
配
す
る
樺
利
が
あ
る
さ
云
ム
様
な
考
へ
が
ゐ
る
様
で
あ
る
o

支
那
の
帝
政
に
は
世
界
が
賓
際

に
支
那
に
版
事
し

τ居
な
い
憾
に
、
震
際
に
支
那
の
支
配

F
に
立
っ
て
居
な
い
扶
態
の
僚
に
、
主
(
の
偉
支
那
に
服

事
し

τ居
る
、
支
那
の
支
配
下
に
あ
る
ご
云
ム
考
へ
が
あ
る
が
、
欧
維
巴
の
歴
市
民
に
見
は
れ
て
居
る
帝
政
に
は
、

ぞ
れ
Z
は
遣
っ
て
、
質
際
に
限
事
し
て
居
な
い
地
方
、
質
際
に
支
配
下
に
立
っ
て
居
な
い
部
分
は
、
之
を
宿
敵
し



て
賞
際
に
服
事
せ
し
め
、
震
際
に
支
配
下
に
立
た
し
む
る
権
利
が
あ
る
ご
一
式
ふ
様
な
考
へ
が
あ
る
様
で
あ
る
o

毛
れ
よ
り
も
一
層
重
要
な
支
那
の
帝
政
の
特
色
は
、
そ
れ
が
徳
治
主
義
の
帝
政
で
あ
る
ご
云
ム
こ
ご
で
あ
る
。

欧
羅
巴
の
歴
史
に
見
は
れ
て
居
る
帝
政
は
、
何
れ
も
羅
馬
帝
闘
の
帝
政
を
織
績
L
て
居
る
も
の
で
あ
る
炉
ら
、
法

を
以
て
治
む
る
吉
一
耳
ふ
法
治
主
義
の
帝
政
で
あ
る
。
支
那
の
帝
政
は
之
に
反
し
て
徳
を
以
て
治
む
る
ご
云
ふ
徳
治

主
義
一
の
帝
政
で
あ
る
。
徳
を
以
T

治
む
る
さ
言
ム
よ
h
，
は
、
寧
ろ
支
那
の
天
子
に
具
は
っ
て
居
る
徳
の
カ
が
自
然

に
及
ん
で
治
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
無
理
に
治
め
様
ご
し
て
治
め
る
の
で
な
い
E
雪
一
口
っ
た
方
が
一
一
府
遁
切
で
ゐ
る
儀

に
恩
は
れ
る
。
こ
れ
は
賞
に
支
那
の
帝
政
の
顕
著
な
る
一
大
特
色
で
ゐ
る
。
徳
治
主
義
の
帝
政
で
ゐ
る
か
ら
、
世

界
を
支
配
す
る
ご
言
っ
て
も
、
支
那
を
離
る
、
こ
ご
遠
き
に
随
っ
て
、
漸
次
天
子
の
徳
の
カ
が
及
ば
な
い
様
に
な

h
J
、
遂
に
全
然
達
し
な
い
γ

様
じ
な
る
誇
で
あ
っ
て
、
其
蕗
は
卸
ち
外
国
或
は
盤
夷
で
、
支
那
人
自
ら
中
国
の
治
を

以
て
治
め
す
ご
か
、
治
め

F
る
を
以
て
治
む
る
ご
hr
言
っ
て
居
る
に
拘
は
ら
守
、
質
際
に
支
那
の
支
配
し
な
い
化

外
の
地
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
支
那
そ
れ
自
身
は
食
際
に
徳
治
主
義
の
政
治
の
及
ぶ
所
で
、
支
那
の
質
際

に
支
配
す
る
所
で
あ
る
。
費
際
に
支
配
す
る
ご
云
ふ
二
百
に
な
る
吉
、
徳
治
主
義
の
帝
政
正
一
言
つ
で
も
、
賞
際
に

法
を
期
ゐ

5
る
を
得
す
、
歴
代
共
に
支
那
を
治

U
る
縛
め
に
法
を
用
ゐ
、
発
舜
の
治
で
も
之
を
摩
す
る
こ
ご
は
出

京
市
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
理
想
ご
し
て
は
之
を
腿
蔑
し
た
の
で
ゐ
る
。
四
庫
金
書
総
目
法
家
頚
の
初
め
に
刑
名

論

叢

支
那
の
帝
政
と
支
那
申
文
化

第
二
十
怨

(
第
一
蹴
ニ
豆
七
)

二
五
七



官官

議

支
那
の
帝
政
と
支
那
白
文
化

第
二
十
各

(
弟
一
娘
二
五
凡
)

五
J、

ω術
は
車
一
世
の
取
ら
F
る
所
で
あ
る
さ
さ
日
っ
て
あ
る
o
賓
際
に
訟
を
用
ゐ
て
も
そ
れ
は
鵡
を
輔
く
る
も
の
に
過
ぎ

ない
γ
Z
言
つ

τ騨
御
用

L
、
法
を
用
う
る
ご
言
っ
て
R

公
然
誇
揚
す
る
こ

Z
は
出
来
な
い
こ
正
に
な
っ
て
居
る
。
術
書

の
呂
刑
に
士
官
姓
を
刑
の
中
仁
制
し
て
以
て
徳
を
祇
む
こ
子
炉
也
教
う
ご
言
つ
亡
あ
る
の
も
、
刑
を
以
て
徳
を
弼
り

し
む
る
意
味
で
あ
る
。
秦
が
法
律
を
倫
ん
で
仁
義
を
施
さ
な
か
っ
た
銭
め
、

一
夫
難
を
作
し
て
天
下
は
土
崩
し
た

ご
一
式
ム
ニ
ご
は
、
賀
誼

ω過
正
常
論
以
来
支
那
歴
史
家
の
定
論
Z
な
っ
て
居
る
所
で
ゐ
る
。
唐
に
唐
律
が
あ
り
、
明

に
明
伴
が
ゐ
ふ
り
、
請
に
由
同
体
が
あ
h
、
立
一
以
な
法
典
が
具
は
っ
て
居
品
村
れ
ど
も
、

そ
れ
ピ
か
ら
法
治
闘
で
あ
る

言
は
ニ
一
一
回
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
此
の
頃
白
蓮
数
の

a
r
zか
、
義
和
挙
区
の
乱

Hhzか
の
由
来
を
穿
撃
L
て
非
常
に
面
白
〈
戚
じ
た
こ
ご

は
、
支
那
の
法
律
Z
云
ふ
も
の
は
、
法
治
闘
の
法
律
な
ど
、
遣
っ
て
、
俄
程
理
想
的
の
も
の
で
、
必
や
賞
行
を
期

す
る
も
の
ご
な
っ
て
盾
な
い
己
一
五
ム
こ
ご
で
ゐ
る
。
白
蓮
放
の
乱
は
嘉
麗
帝

ω時
代
、
十
八
世
紀

ω末
か
ら
十
九

世
紀
の
初
に
か
け
て
、
支
那
の
五
省
に
亘
っ
た
九
年
間
の
大
騒
乱
で
あ
る
o
大
清
律
例
に
は
立
振
に
自
選
品
棋
を
邪

一
叫
明
誠
一
軒
U

八
俳
酬
明
r
M
M鵬
一
糊
一
偶
然
る
に
嘉
脳
陣
帝
は
大

清
枠
例
遇
、
り
、
白
遂
致
eT
邪
教
正
し
て
其
の
帥
徒
或
は
関
係
者
を
一
々
究
治
庭
部
す
る
ご
一
お
ふ
こ
ご
で
は
、
騒
乱

数
ご
し
て
之
を
偽
習
す
る
こ
子
ぜ
厳
禁
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

を
盆
滋
援
慣
大
せ
し
む
る

rり
で
、
到
底
之
を
鎮
定
す
る
ニ
ご
が
出
来
な
い
ご
云
ふ
考
へ
で
、
皐
に
白
蓮
教
を
傍

習
し
、
持
務
諦
粧
す
る
さ
一
五
ふ
ピ
け
で
は
虞
罰
L
な
い
、

一
一
一
人
の
儒
生
が
誘
脅
さ
れ
て
賊
医
の
中
に
加
は
っ
て



居
た
か
ら
ご
て
、
孔
孟
の
致
は
邪
教
で
あ
る
ご
言
っ
て
儒
生
の
之
を
曲
学
習
す
る
こ
芭
を
禁
十
る
理
由
が
な
い
ご
同

じ
〈
、
白
蓮
致
徒
で
あ
る
ご
一
古
ふ

rり
で
、
叛
逆
の
行
潟
が
な
い
限
り
は
一
般
蒋
民
も
同
様
罪
は
な
い
v
、
白
選
数

の
経
文
も
大
意
は
人
に
善
を
な
す
こ
ご
を
瑚
む
る
に
過
ま
な
い
、
議
惇
の
文
字
は
な
い
1
Z
云
よ
上
詠
を
費
し
た
の

で
あ
る
。
叉
御
製
邪
教
設
を
作
h
、
従
逆
を
論
じ

τ従
教
を
論
甘
す
さ
の
趣
旨
を
敷
街

L
宣
明
し
た
の
で
あ
る
c

つ
ま
り
白
蓮
殺
は
邪
数
で
な
い
、
之
を
侍
脅
し
て
も
共
の
罪
を
治
せ

?
E
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、
大
清
体
例
の
明
文

の
規
定
h
z
否
認
し
柁
も
の
で
あ
る
。

叉
義
和
拳
匪
の
飢
は
清
朝
の
末
、
十
九
世
紀
の
終
b
に
起
っ
た
排
外
的
仇
数
的
の
一
最
も
大
き
な
騒
飢
で
あ
る

が
、
此
の
義
和
拳
の
致
問
主
五
ふ
も
の
は
白
蓮
品
掛
か
ら
分
か
れ
て
出
た
一
二
」
に
な
っ
て
居
る
。
某
の
こ
ご
は
清
末

の
忠
臣
を
以
て
邪
せ
ら
る
る
勢
乃
宣
の
義
和
拳
教
門
跡
流
考
仁
詳
論
さ
れ
て
居
る
o

矢
張
h

リ
邪
激
正
考
へ
な
げ
れ

ば
な
ら
す
、
英
の
乱
は
邪
教
徒
の
騒
乱
、
さ
一
一
日
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
白
蓮
教
は
嘉
慶
帝
の
時
一
時
邪
教
で
な
い
v

ぜ

一
五
ふ
上
識
を
後
せ
ら
れ
た
が
、
其
の
後
道
光
帝
の
時
に
な
っ
て
、
再
び
之
を
邪
致
ご
し
て
其
の
侍
習
を
殿
禁
す
る

上
総
が
後
せ
ら
れ
、
大
清
律
例
の
規
定
の
効
力
が
復
活
苫
れ
た
の
で
あ
る
o

義
和
拳
の
教
門
は
邪
数
た
る
白
蓮
数

か
ら
出
た
も
の
ざ
す
れ
ば
、
失
張
ち
邪
教
ピ
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
c

親
の
罪
は
子
に
及
ば
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
邪
教
か
ら
よ
い
滋
が
出
る
ご
一
五
ふ
こ
ご
は
考
へ
ら
れ
向
。
そ
れ
に
白
蓮
裁
は
既
に
邪
教

E
L
τ
禁
止
さ
れ
て

居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
土
で
は
存
在

L
な
レ
誇
で
あ
る
。
古
う
云
ふ
も
の
か
ら
義
和
挙
が
分
か
れ

τ出
る
さ

(
第
一
一
揖
二
五
九
)

育論

設

支
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帝
政
と
支
部
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文
化

第
二
十
巻
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論

讃

支
那
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帝
政
と
支
那
由
文
化

第
二
十
巻

『
第
一
斑
二
大

O
)
e

F、
O 

一
耳
ふ
こ
ご
は
、
無
か
ら
有
が
出
る
様
な
も
の
で
、
法
の
上
で
は
認
め
ら
れ
な
い
誇
で
あ
る
。
宵
際
に
出
て
居
る
Z

す
れ
ば
、
其
の
存
在
を
拒
否
す
る
が
法
の
糟
紳
で
あ
る

Z
忠
ふ
の
で
ゐ
る
。
自
分
は
義
和
拳
の
激
徒
で
ゐ
も
な
H
ζ

己
会
言
し
て
大
き
な
顔
を
し
て
出
ら
る
、
筈
で
は
な
い
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か

h
で
は
な
い
。
大
清
律
例
の
邪
致
禁
止
の
傑
文
を
護
ん
で
見
て
も
、
縦
令
義
和
品
中
は
邪
教
た
る
白
蓮

裁
か
ら
分
か
れ
て
出
た
も
の
で
な
い
ご
し
て
も
、
義
和
泉
自
身
邪
数
た
る
資
格
を
立
仮
に
具
有
し
て
居
る
の
で
あ

る
。
義
和
容
が
師
徒
相
奔
授

L
、
経
呪
ケ
惇
授
し
、
邪
紳
を
供
奉
す
る
よ
己
は
勢
乃
宣
の
義
和
息
数
門
源
流
考
に

詳
述
し
一
1
日
出
る
所
で
あ
る
。
其
の
馳
か
ら
言
つ
で
も
邪
教
で
あ
る
こ
ご
は
明
か
で
鰭
解
の
倹
地
は
な
い
が
、
邪
教

で
あ
る
ば
か
り
で
な
〈
、
義
和
察
は
名
の
示
す
如
く
、
岬
苧
棒
を
捌
日
ふ
の
で
あ
る
が
、
此
の
拳
棒
を
習
ふ
豆
五
ふ
こ

正
は
、
邪
裁
で
な
く
之
も
、
支
那
に
於
℃
は
律
例
違
反
で
ゐ
る
。
薙
正
五
年
の
上
場
酬
に
依
っ
て
拳
棒
の
演
習
は
巌

禁
さ
れ
て
照
る
の
で
ゐ
る
o

枇
誠
一
一
一
軍
糊

rwm

叉
徒
議
を
結
ぶ
Z
云
ム
こ
Z
、
印
ち
聯
盟
結
舎
も
支
那
に
於
て
は
謀
叛
罪
=
考
へ
ら
れ
、
厳
禁
さ
れ

τ居
る
の

で
あ
る
。
献
糊
伸
一
切
下
町
一
律
、
義
和
拳
教
門
の
名
稗
自
身
、

る
。
聯
盟
結
曾
が
如
何
な
る
主
義
を
唱
へ
る
か
Z
云
ム
ニ
さ
は
問
題
で
は
な
い
。
如
何
な
る
主
義
で
も
凡
て
徒
黛

一
の
結
合
、

一
の
聯
盟
結
合
た
る
意
味
が
A

位
固
ま
れ
て
居

を
結
ぶ

Z
云
ム
こ
ご
は
、
律
例
違
反
で
ゐ
る
o

如
何
な
る
主
義
を
唱
へ
る
に
し

τも
聯
盟
結
一
曾
は
容
易
に
恐
る
べ

き
政
治
上
の
叛
乱
、
卸
も
謀
叛
た
ら
じ
む
る
様
に
育
成
が
出
来
る
か
ら
之
を
律
例
違
反
ご
し
て
禁
じ
花
の
で
あ



る
。
此
の
貼
か
ら
言
っ
て
も
義
和
拳
は
法
律
違
反
の
も
の
で
あ
る
。

き
う
云
ふ
鐸
で
、
如
何
な
る
紡
か
ら
考
へ
て
も
義
和
字

t
云
ふ
も

ωは
法
律
違
反

ωも
の
で
ゐ
っ
て
、
ナ
句
く
も

法
律
を
行
ひ
、
或
は
仲
間
律
の
行
は
る
、
こ
ご
を
監
皆
す
る
芦
任
に
あ
る
官
変
或
は
政
府
営
局
者
が
之
を
観
遇
す
る

ご
一
五
ふ
こ
ご
は
あ
b
得
べ
か
ら
F
る
こ

Z
で
あ
る
o

況
し
て
之
を
保
護
し
奨
励
す
る
ご
云
ふ
こ
正
は
考
へ
ら
れ
吉

る
こ
ご
で
め
る
o
然
る
仁
支
那
に
於
て
は
官
吏
及
び
政
府
嘗
局
者
は
之
を
保
護
し
奨
胤
し
て
、
遂
に
彼
の
様
な
大

騒
乱
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
ニ
れ
は
支
那
人
の
法
律
仁
謝
す
る
考
へ
が
、
法
治
闘
の
人
民
の
法
律
に
罰
す
る

考
へ
正
一
は
全
然
違
っ
て
居
る
ご
考
へ
な
け
れ
ば
設
明
の
出
来
な
れ
こ
ピ
で
ゐ
る
ご
思
ふ
の
で
あ
る
o

四

支
那
に
於
て
は
律
ピ
一
五
ふ
も
の
は
、

ヲ
ぞ
れ
を
犯

L
た
か
ら
ご
て
必
す
一
々
其
の
活
躍
b
刑
を
加
へ
る
ご
云
ふ
意
味

で
は
な
〈
、
ぞ
れ
を
犯
す
古
云
ふ
こ
ピ
は
、
そ
れ
に
け
の
刑
を
加
へ
る
に
適
賞
す
る
罪
悪
で
あ
る
ご
云
ふ
標
準
を

一
市
す
意
味
で
あ
る
。
支
那
の
一
律
ビ
云
ふ
も
の
は
、
保
文
の
上
か
ら
解
蒋
す
る
ご
疑
問
百
出
で
、
之
を
一
々
賞
際
に
通

用
し
、
違
犯
の
も
の
は
必
す
検
胸
中
し
、
必
A
V
加
刑
す
る
Z
な
る
ぜ
非
常
に
困
る
筈
で
あ
る
o
例
へ
ば
邪
滋
禁
止
律

を日品
1
も
、
邪
抽
仰
を
供
へ
る
、
御
護
峰
村
を
出
す
、
御
呪
を
す
る
、
師
徒
相
拝
授
す
る
古
式
ふ
様
な
も
の
は
邪
数
で

ゐ
ゐ
ピ
言
っ
て
あ
る
が
、
賞
際
に
適
用
す
る
積
b
で
具
髄
的
に
考
へ
る

Z
甚
に
陵
昧
な
僚
文
で
あ
る
。
邪
一
脚
立
一
品

ふ
こ
E
も
何
が
邪
神
で
ゐ
る
か
分
か
ら
な
い
。
道
畿
の
紳
も
皆
々
邪
教
で
あ
る
芭
云
ふ
二
ご
は
言
は
れ
な
い
。
道

諭

重E

支
那
申
帝
政
と
支
那
の
文
化

第
二
十
巻

(
第
一
膜
ニ
武
一
}
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支
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支
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化

第
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十
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第
一
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揖
二
六
ニ
}

占，、

殺
の
一
脚
が
邪
紳
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
耶
族
教
の
一
岬
は
邪
神
で
な
い
ご
言
は
れ
様
か
。
勢
乃
宣
は
耶
蘇
畿
の
抽
仰

は
異
端
で
は
あ
る
が
、
邪
榊
で
は
な
い
ご
言
っ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
強
婦
で
あ
る
o

若
し
異
端
で
あ
る
な
ら
ば
、

共
の
異
端
は
邪
一
柳
吉
岡
じ
意
味
で
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o

叉
邪
紳
を
供
へ
る
、
御
護
符
を
出
す
、
御
呪
を
す
る
、
師

徒
相
奔
授
9

る
ご
一
五
ふ
時
四
な
色
々
の
司
』
ご
は
並
べ

τゐ
る
が
、
此
等
の
俊
件
を
遊
C
具
備
し
な
り
れ
ば
邪
放
で
は

な
い
の
か
、
邪
耐
仰
を
供
へ
る
に
け
で
邪
数
ご
言
へ
る
の
が
、
他
の
俊
件
を
具
備
し
て
邪
神
が
な
け
れ
ば
、
H

と
う
で

き
う
云
ふ
様
な
』
ピ
を
一
々
詮
議
す
れ
ば
、
裁
判
官
が
邪
数
ご
判
決
し
て
も
、
幾
ら
で
も
邪
殺
で
な

あ
ら
う
か
、

い
己
主
張
が
出
来
、
何
れ
が
正
し
い
か
容
易
に
判
断
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
っ
て
も
支
那
の
律
は
必

十
適
用
す
る
こ
古
を
期
す
る
も
の
で
な
い
ご
云
ふ
ニ
ご
は
分
か
る
の
で
あ
る
。
適
用
す
る
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
の

刑
を
科
す
る
さ
云
ム
標
準
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、

そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
芭
支
那
の
倖

芭
云
ふ
も
の
は
雄
ご
徐
り
援
り
が
な
〈
、
躍
は
支
那
人
の
持
っ
て
居
る
道
徳
の
理
想
の
最
高
の
標
準
を
示
し
た
も

の
ご
す
れ
ば
、
俸
は
支
那
人
の
持
っ
て
居
る
道
徳
の
理
想
の
最
下
の
標
準
を
示
し
た
も
の
ご
言
っ
て
よ
く
、
鵡
は

最
高
の
標
準
で
あ
る
か
ら
之
を
犯
し
た
さ
て
制
裁
が
な
〈
、
律
は
最
下
の
標
準
で
あ
る
か
ら
之
を
犯
せ
ば
制
裁
が

ゐ
る
ご
考
へ
る
こ
ご
が
出
来
る
。

律
は
支
那
に
於
て
は
最
終
の
も
の
で
は
な
い
I

。
道
徳
ご
か
時
数
Z
か
、
融
合
の
善
良
性
ご
か
、
天
意
ご
か
云
ふ

様
な
律
以
上
の
も
の
が
あ
る
o

律
は
そ
れ
を
維
持
し
、
輔
翼
し
、
或
は
達
成
す
る
手
段
己
し
て
始
め
て
債
値
ゐ
る



も
の
で
あ
っ

τ、
そ
れ
に
費
し
て
は
無
力
な
も
の
で
あ
る
。
律
の
傑
丈
よ
b
は
律
の
精
神
は
、
支
那
に
於
て
は
法

治
固
な
だ
で
は
考
へ
ら
れ
な
い
程
に
重
い
も
り
で
あ
る
。
律
の
精
神
は
何
で
あ
る
か
吉
一
五
ム
ピ
、

道
徳
が
行
は

れ
、
枇
曾
の
善
良
性
が
保
存
さ
る
、

t
一
五
ふ
様
な
こ
ご
で
、

そ
れ
が
行
は
れ
保
存
さ
る
、
以
上
、
枠
は
必
中
し
も

賀
行
を
要
せ
宇
、
政
治
が
忍
〈
、
若
L
〈
は
善
い
政
治
で
も
カ
が
な
〈
、
政
治
に
依
っ
て
枇
曾
の
善
良
牲
を
保
存

す
る
こ
己
が
出
来
十
、
道
徳
の
維
持
が
出
来
な
い
様
に
な
っ
て
、
始
め
て
律
が
必
要
ご
な
り
其
の
効
力
を
接
持
す

る
に
至
る
の
で
ゐ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
律
を
し
て
効
力
を
後
弾
せ
し
む
る
ご
一
五
ふ
と
ご
は
、
決
し
て
喜
ぶ
べ
き
こ
さ

で
は
な
い
v
o

法
は
用
ゐ

e
き
る
を
期
し
刑
は
刑
な
き
を
期
す
る
の
が
支
那
人
の
考
へ
で
あ
る
。
然
し
律
は
道
徳
の
行

は
れ
、
枇
舎
の
善
良
性
が
保
存
せ
ら
る
、
を
期
す
る
治
め
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
律
の
俊
文
を
並
(
の
催
に
適
用
す

る
よ
h
は
却
っ
て
、
倖
の
俊
文
に
依
っ
て
禁
性
ら
れ
て
居
る
手
段
で
も
、
此
の
場
合
に
政
治
の
及
ば
ぎ
る
所
を
補

ひ
、
枇
曾
の
善
良
性
を
保
存
し
、
道
徳
の
維
持
を
可
能
な
ら
し
む
る
一
屠
有
力
な
る
手
段
ご
考
へ
ち
る
、
時
に

は
、
そ
れ
を
犯
し

τも
善
い
正
一
玄
ふ
様
に
き
へ
考
へ
ち
る
、
様
で
あ
る
o

五

此
の
如
く
支
那
の
帝
政
主
五
ふ
も
の
は
、
其
の
世
界
を
支
配
す
る
ご
云
ふ
理
想
に
於
て
は
、
欧
経
巴
の
歴
史
仁

見
は
れ
て
来
る
帝
政
吉
一
徐
hJ
縫
り
は
な
い
が
、
主
(
の
寅
際
に
支
配
せ

F
る
部
品
川
に
劃
し
て
は
賞
際
に
支
配
す
る
ヨ
」

z
e
f
務
的
中
、
資
際
に
支
配
す
る
部
分
に
封
し
で
も
徳
を
以
て
治
む
る
を
理
想
芭
し
、
法
を
以
て
治
む
る
を
理
想

論

叢

支
那
の
帝
政
主
支
那
白
文
化

第
二
十
巻

(
第
一
競
二
六
三
)
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第
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日
韓
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大
四
)

/、

四

ピ
せ

F
る
貼
仁
於
て
非
常
に
特
色
の
あ
る
帝
政
で
あ
ゐ
。
却
も
徳
治
主
義
の
帝
政
で
あ
っ
て
、
理
論
上
に
於
て
横

に
世
界
を
支
配
す
る
が
如
(
、
縦
に
凡

τの
積
類
、
凡
て

ω階
級
、
凡
て
の
職
業
の
人
民
を
支
配
す
る
誇
で
ゐ
る

け
れ
H

と
も
、
賞
際
上
に
於

τ徳
治
の
及
ぶ
所
は
自
ら
限
b
が
あ

b
、
横
に
世
界
の
凡
て
の
地
方
に
及
ば
な
い
が
如

ぐ
、
縦
に
凡
て
の
人
民
に
R
A
ば
な
い
、

き
う
し
て
及
ぶ
健
に
任
せ
て
、

及
ば
な
い
所
に
無
理
に
及
ば
せ
様
ご
し
な

い
所
に
徳
治
主
義
の
徳
治
主
義
た
る
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
(
の
結
国
軍
さ
し
て
徳
治
の
及
、
』
所
正
、
徳
治

の
及
ば
m
刷
所
Z
が
ゐ
る
誇
で
あ
る
。

一
夫
も
其
の
所
を
得
5
る
も
の
が
あ
れ
ば
己
之
を
捺
し
て
構
墾
に
陥
れ
た
る
が
如
く
戚
宇
る
ご
云
ム
こ
ご
は
、

支
那
の
背
政

ω理
想
で
あ
る
が
、
質
際
に
某

ω所
を
得

F
ゐ
匹
夫
町
山
姉
の
多
い
こ
正
、
支
那
程

ω岡
弘
世
界
に
な

レ
の
で
ゐ
る
。

工
式
市
に
立
っ
て
呼
枕
す
れ
ば
、
育
夫
之
に
響
臆
す
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
支
那
の
書
に
よ
〈
言
う

て
あ
る
が
、
支
那
に
於
て
如
何
に
其
の
所
を
得
き
る
も

ω
、
多
き
か
を
語
る
も
の
で
ゐ
る
。
苦
カ
ザ
ん
ご
か
、
無
業

の
借
地
民
、
無
籍
の
流
民
乃
至
士
匪
、
群
盗
、
舎
匪
、
土
根
、
暴
徒
に
ご
か
云
ふ
様
な
も
の
が
支
那
の
様
に
多

ν
図

は
な
い
。
恐
ら
く
支
那
の
特
産
物
Z
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
は
数
千
年
来
支
那
の
徳
治
主
義
の
政
治

の
作
用
正
し
1
、
自
然
に
徳
治
り
B
A
ば
ぬ
枇
品
目

ω一
且
車
両
に
抗
澱
堆
積
し
た
る
結
巣
ご
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

東
華
録
ご
か
、
十
一
朝
謹
訓
の
援
な
書

ω中
に
あ
る
数
多
の
匪
盗
じ
閲
す
る
上
識
を
讃
ん
で
、
支
那
の
各
省
到
る

虞
に
、
土
匪
や
群
盗
が
充
斥
L
、
必
然
繁
を
結
び
群
を
匁
し
て
、
所
在
横
行
し
、
砕
ま
、
に
劫
掠
殺
傷
を
な
し
、



地
方
の
警
察
も
行
は
れ
争
、
保
甲
の
法
も
賞
用
を
な
さ
な
い
様
な
有
様
を
考
へ
る
さ
、
支
那
は
只
だ
徳
治
の
M
A
ば

ぬ
土
佐
群
盗
よ
h
成
品
融
合
で
、
此
の
一
肱
舎
の
外
に
別
に
道
徳
の
行
は
れ
減
数
の
行
は
る
、
様
な
徳
治
の
及
ぶ
一
祉

舎
が
ゐ
る
芭
は
思
は
れ
な
い
程
で
あ
る
。

支
那
の
各
省

ω境
、
各
州
騒
の
境
な
ど
は
多
〈
は
山
骨
重
盤
、
山
従
議
雑

ω地
で
、

か
う
云
ふ
所
は
主
ご
し
て

士
陸
群
盗
の
同
地
窟
ピ
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
支
那
に
三
省
ψ
境
や
、
三
州
磁
の
墳
を
三
不
管
、

四
省
の
境
や
、

問
州
騒
の
墳
な
ど
を
四
不
管
五
栴
す
る
俗
言
が
ゐ
る
吉
一
古
ム
こ
ご
は
十
一
朝
皐
一
訓
に
見
え
て
居
る
o

二
省
の
境

ゃ
、
二
州
麟
の
境
な
ど
も
ニ
不
管

E-一
回
っ
て
居
る
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
れ
は
地
方
官
が
さ
う
云
ム
地
方
は
隣
り
の
省

や
隣
ち
の
州
腕
古
墳
界
が
錯
雑
し

τ不
明
瞭
で
あ
る
の
を
牢
ご
し
て
、
自
分
の
所
管
で
な
い
ぜ
言
っ
て
、
互
ひ
に

土
匪
や
群
盗
を
捕
緯
す
る
義
務
を
推
設
し
て
居
る
有
様
を
一
一
コ
回
ひ
表
は
し
た
名
稀
で
あ
る
o

支
那
に
刊
と
れ
程
か
う
一
式

ム
不
管
の
地
は
あ
る
か
分
か
ら
な
い
、
省
の
境
ゃ
、
州
廓
の
一
境
仁
ゐ
る
不
管
の
地
ば
か
ち
で
な
く
、
江
蘇
安
徽
に

跨
っ
て
居
る
供
深
湖
、
江
蘇
~
闘
方
の
太
湖
の
様
な
狂
洋
遼
湖
の
湖
面
、
安
徽
の
由
市
制
の
様
な
氾
湖
一
帯
高
山
多
き

地
方
、
江
蘇
、

漸
江
、
繭
建
、
庚
束
の
沿
海
一
帯
の
様
な
洋
商
寛
康
、
禅
師
明
迷
f
r
t
云
ふ
様
な
地
方
は
土
匪
の
潜

臨
地
ご
し
て
古
来
有
名
で
ゐ
る
o

共
の
外
畷
野
に
も
、
破
廠
に
も
、
通
術
大
路
に
も
、
城
市
に
も
士
院
根
徒
は
出

設
横
行
し
掴
跡
潜
匿
L
て
居
る
ご
一
再
ふ
こ
芭
で
あ
る
o
土
匪
群
盗
が
多
い
の
み
な
ら
4
7
、
土
匪
群
盗
の
潟
め
に
煽

惑
さ
れ
誘
脅
さ
れ
易
い
無
籍
の
涜
民
、
無
業
の
遊
民
は
非
常
仁
多
い
の
で
あ
る
。
主
(
の
外
に
寵
盗
芭
云
ふ
も
の
が

論

叢

支
那
め
帝
政

t
支
那
白
文
化

第
ニ
十
巻

{
第
一
一
揖
ニ
大
豆
)

六
五



諭

叢

支
那
の
帝
政
と
支
部
白
変
化

日

'" 
f吾

(
第
一
規
一
一
六
六
)

あ
る
。
こ
れ
は
土
匪
群
盗

ω縛
め
に
臓
品
舎
戒
医
し
た

b
世
田
分
す
る
も
の
で
め
る
が
、
支
那
に
於
て
は
覧
接
に
土

匠
や
準
賊
な
ど
を
捕
紐
す
る
任
に
嘗
る
捕
役
な
ど
に
は
決
し
て
立
波
な
身
分
ゐ
る
も
の
な
ど
は
な
ら
な
い
、
認
釜

の
様
な
も
の
或
は
筒
盗
ご
聯
絡
の
あ
る
様
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
巳
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
何
時
何
日
何
慮
其
蕗

の
土
際
群
盗
を
捕
紘
す
ぺ
し
ご
一
瓦
ム
様
な
命
令
が
出
る
ご
、
筒
援
げ
に
寵
盗
に
分
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け

れ
ば
窃
盗
に
混
じ
て
賊
口
聞
の
御
裾
分
け
に
預
か
る
の
で
ゐ
る
。
之
を
分
肥
ピ
言
っ
て
居
品
。
州
問
柿
の
兵
丁
、
書
役

な
Y
が
土
匪
己
潜
附
交
通
す
る
E
か
、
包
庇
勾
串
す
る
ご
か
云
ふ
燥
な
こ
ご
は
始
柊
行
は
る
、
の
で
あ
る
。

き
う
一
五
ふ
誇
で
あ
る
か
ら
、
支
那
で
は
土
匪
で
も
群
盗
で
も
徹
底
的
に
之
を
窮
治
す
る
ご
一
五
ふ
こ
ご
は
到
底
出

来
な
い
り
で
あ
る

Q

徹
底
的
人
第
治
し
様
ピ

4
れ
ば
何
臨
ま
で
牽
漣
波
及
ず
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
o

手、れ

で
は
事
端
を
激
成
す
る
ニ
ご
に
な
る
誇
で
あ
る
か
ら
、
成
る
べ

f
槍
血
ゃ
な
ど
は
せ
す
、
隠
蔽
す
る
こ
ご
が
出
来
れ

ば
成
る
ぺ
〈
隠
蔽
し
、
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
劫
盗
な
れ
ば
瓶
盗
さ
な
し
、
多
人
な
れ
ば
数
人
Z
改
め
、
劫
掠
の

時
開
品
も
多
き
は
少
己
改
め
、
仕
方
な
り
乱
ば
首
犯
歎
人
を
捕
、
或
は
捕
へ
た
数
人
全
首
犯
正
な
し
て
此

ω他
は

之
を
管
外
の
地
方
に
駆
逐
し
、
管
内
の
粛
清
を
奏
報
す
る
ご
云
ム
方
法
で
ゐ
る
。

こ
れ
は
大
を
化
し
て
小
ご
な

し
、
有
を
化
し
て
無
言
な
す
ご
云
ム
方
法
で
、
支
那
で
は
之
を
消
明
言
言
ひ
、
地
方
官
が
盗
賊
土
院
を
慮
理
寸
る

上
の
稿
訣
ご
な
っ
て
居
る
り
で
あ
る
。
劫
掠
盗
難
に
躍
っ
た
被
害
岩
も
、

き
う
云
ふ
有
様
で
加
害
者
は
大
柄
捕
総

き
れ
ぬ
か
ら
、
後
害
は
恐
し
〈
、
成
品
吋
〈
屈
け
な
い
こ
己
に
し
て
居
る
o

苫
う
で
な
け
れ
ば
却
っ
て
土
匪
や
群



盗
に
保
護
金
或
は
掠
奪
を
見
る
、
活
め
の
一
貝
納
金
を
奥
へ
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
o

占，、

此
の
如
〈
支
那
の
帝
政
ご
云
ふ
も
の
は
徳
治
主
義
の
政
治
で
あ
る
か
ら
、
慌
に
も
縦
に
も
共
の
厨
か
ぬ
所
が
あ

る
0

3
う
云
ム
屑
か
副
所
は
、
質
際
に
支
那
の
領
土
で
な
い
ご
言
っ
て
も
よ
い
v

の
で
ゐ
る
。
横
の
方
に
厨
か
両
所

は
、
外
闘
が
京
市
て
取
っ
て
仕
鉾
っ
た
か
ら
、
支
那
も
之
は
自
分
の
領
土
で
な
い
w

ご
認
む
る
外
仕
方
が
な
い
慌
に
な

っ
た
o

そ
れ
で
芯
猶
ほ
外
国
仁
取
ら
れ
十
し
て
残
っ
て
居

P部
分
は
ゐ
る
。
支
那
の
徳
治
主
義
の
政
治
が
屑
hr
守

し
て
、
震
際
に
支
那
は
支
配
し
て
居
な
い
に
拘
は
ら
や
、
外
国
が
取
っ
て
仕
舞
は
な
い
矯
め
に
、
支
那
人
は
猶
ほ

支
那
の
領
土
で
あ
る
如
く
考
へ

t
居
る
地
方
が
あ
る
o

そ
れ
は
蒙
古
ご
か
西
蔵
ご
か
一
式
ふ
様
な
地
方
で
あ
る
。
然

る
に
縦
に
支
郊
の
徳
治
主
義

ω政
治
ゆ
屈
か
ぬ
所
は
、
貫
際
に
支
那

ω支
配
せ
ぬ
所
で
、
矢
張
り
支
那
の
領
土
で

な
い

Z
言
つ
で
も
よ
い
の
で
ゐ
る
が
、

ニ
れ
は
所
謁
支
那
の
内
部
の
こ
ご
で
、
之
を
取
っ
て
仕
舞
ふ
外
国
が
な
い
ー

の
で
支
那
は
矢
張
h
自
分
の
領
土
で
あ
る
ご
忠
ひ
、
外
国
も
さ
う
思
っ
て
居
る
の
で
あ
る
o

き
う
云
ふ
縦
に
支
那

ω政
一
治
が
及
ば
な
い
所
を
、
支
那
人
は
支
那
り
政
治
が
及
ば
な
く
て
も
、
支
那
の
領
土
で
あ
る
様
に
考
へ
て
居
る

面
白
い
一
の
例
が
あ
る
。

Z
、
れ
は
大
久
保
利
通
卿
が
明
治
七
年
り
豪
鴻
事
件
を
鱗
理
す
る
縛
め
、
金
権
大
恒
三
し

て
支
那
に
渡
b
、
清
朝
の
総
理
街
門
大
国
さ
談
判
し
た
時
の
話
で
あ
る
o

此
の
時
に
大
久
保
卿
は
或
る
土
地
が
一

困
の
領
土
で
ゐ
る
か
な
い
か
ご
云
ム
こ
ご
は
、
某
の
闘
の
政
教
が
某
の
土
地
に
及
h
A
h
p

及
ば
ぬ
か
ご
一
五
ふ
ニ
イ
」
を

論

議

支
那
D
帝
政
と
支
那
の
主
化

銘
二
十
巻

(
第
一
娘
二
六
七
)

r、
一じ



論

設

支
那
の
帝
政
と
支
那
白
文
化

第
一
一
十
巻

(
部
一
一
瞬
ニ
六
λ

ノ、ノ、

以
て
断
す
ぺ
吉
も
の
で
あ
る
、
然
る
に
支
那
の
官
版
の
肇
湾
府
志
仁
、
義
濁
の
生
蕃
の
地
は
支
那
の
政
教
が
及
ば

な
い
地
方
で
ゐ
る
ご
明
記
し

τゐ
る
、

き
う
す
れ
ば
蕃
地
は
支
那
の
政
数
が
及
ば
な
い
所
で
、
支
那
政
府
自
身
認

め
て
居
る
事
震
で
ゐ
る
誇
で
、
蕃
地
が
支
那
の
領
土
で
な
い
こ
ご
は
明
々
白
々
正
言
は
な
り
れ
ば
な
ら
泊
ご
云
ふ

議
論
を
試
み
て
照
る
の
で
わ
る
o

大
久
保
卿

ω談
判
の
衝
に
蛍
つ
柁
総
理
街
門
大
山
は
文
群
吉
一
去
ム
満
洲
随
一
の

名
外
交
家
で
ゐ
っ
た
が
、
大
久
保
卿
の
議
論
に
は
閉
口
す
る
で
あ
ら
う

J

乙
思
ひ
の
外
、
賞
設
の
通
h
蓋
跨
府
志
は

支
那
官
版
の
書
で
め
る
、
支
那
の
官
版
の
書
に
支
那
の
領
土
で
な
い
他
闘
の
こ
ご
を
記
載
す
る
筈
は
元
来
な
h
y

の

で
あ
る
、
蚕
濁
府
志
に
蕃
地
の
よ
ご
が
記
載
し
て
あ
る
以
上
は
、

ヲ
ぞ
れ
は
支
那
の
領
土
た
る
鐙
揖
酷
で
あ
る
、
支
那

の
政
教
が
及
よ
さ
書
い
て
あ
ら
う
が
、
及
ば
旧
制
古
書
い
て
あ
ら
う
が
、

そ
れ
が
喜
一
陽
府
志
に
書
い
て
ゐ
る
以
上
は

支
那
の
領
土
た
る
こ
ど
は
疑
ひ
が
な
い
、
卿
は
卿
の
顧
の
臨
調
が
幾
木
あ
る
か
を
知
っ
て
居
る
か
、
之
を
尋
ね
ら
れ

て
容
へ
が
出
来
な
い
ご
言
ワ
て
、
卿
の
髪
で
な
い
宣
言
ム
こ
Z
は
出
来
な
い
。
卿
は
幾
本
め
る
か
知
ら
な
い
ぜ
言

っ
て
も
、
卿
の
願
仁
あ
る
以
上
は
、
卿
の
酷
舗
で
あ
る
こ

Z
は
疑
ひ
が
な
い
¥
そ
れ
Z
同
様
で
あ
る
、
中
園
の
領
土

は
非
情
に
庫
県
〈
、

一
々
何
蕗
に
如
何
一
お
ふ
人
民
が
住
ん
で
、
如
何
一
お
ふ
こ
正
を
な
し
っ
、
あ
る
か
分
か
る
も
の
で

な
い
、
そ
れ
だ
か
ら
中
闘
の
飯
土
で
な
い
v
t
一
五
ふ
ニ
正
は
出
来
な
い
ご
頓
智
剖
妙
の
答
鱗
を
な
し
た
の

f
ゐ
る
。

大
久
保
卿
は
総
括
図
た
る
支
那

ω領
土
官
、
訣
拍
幽
た
る
日
本
の
領
土
ご
同
様
仁
考
へ
、
其
の
領
土
の
隅
々
ま
で

費
際
の
政
治
が
行
吉
波
つ

τ居
ら
な
げ
れ
ば
、
ぞ
の
図
の
領
土
ご
言
以
れ
な
い
様
に
考
へ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文



詳
の
き
う
一
式
ム
答
競
を
な
す
こ
芭
は
全
然
珠
想
外
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
文
群
は
捌
耐
晶
化
す
積
・
り
で
も
何
で

も
な
い
0

3
う
一
再
ふ
も
の
で
あ
る
ご
固
く
信
じ
て
居
た
の
で
あ
る
。

七

此
の
如
〈
支
那
の
帝
政
は
徳
治
主
義
り
帝
政
で
あ
る
結
果
ご
し
て
、
自
ら
徳
治
の
及
ぶ
所
吉
、
徳
治
の
及
ば
ぬ

所
己
が
ゐ
る
様
に
な
り
、
徳
治
の
及
ば
n
H

所
に
就
い
て
之
を
見
れ
ば
、
政
治
も
な
く
、
道
徳
も
な
〈
、
概
数
も
な

〈
、
文
化
も
な
〈
、
原
始
状
態
Z
言
っ
て
よ
い
か
、
野
師
明
奴
態
宣
言
つ

τよ
い
か
分
か
ら
ぬ
様
な
飢
雑
無
秩
序
な

視
を
呈
す
る
の
で
ゐ
る
が
、
徳
治
の
R
A

ぷ
所
に
就
い
て
之
を
見
れ
ば
、

ぞ
れ
Z
は
打
っ
て
縫
っ
て
徳
治
主
義
の
政

治
の
化
す
る
所
、
立
仮
な
道
徳
が
行
は
れ
、
そ
れ
が
鵡
数
ご
な
っ
て
現
は
れ
、
立
探
な
文
化
が
成
立
ち
、
全
〈
別

世
界
で
あ
る
が
如
き
離
を
墨
す
る
の
で
あ
る
。
古
う
云
ふ
誇
で
ゐ
る
か
ら
支
那
の
文
化
己
云
ふ
も
仙
は
、
支
那
の

文
化
ご
言
っ
て
も
、
徳
治
り
及
ぶ
所
の
文
化
で
、
徳
治

ω及
ば
ぬ
所
に
於

τは
文
化
が
な
い
宣
言
う

τよ
い
の
で

あ
る
o

そ
れ
で
天
子
の
徳
が
盛
ん
で
、
徳
治
主
義
の
政
治
の
力
が
掻
く
な
れ
ば
、
主
(
の
及
ぶ
所
は
庚
〈
且
つ
遠
〈

な
り
、
之
に
随
っ
て
文
化
も
亦
盛
ん

Z
な
b
、
天
子
の
徳
が
一
裁
へ
、
徳
治
主
義

ω政
治

ω力
が
弱
〈
な
る
ご
、
徳

の
及
h
J

所
、
徳
治
主
義
の
政
治
の
カ
の
屑
〈
所
は
狭
〈
な
り
、
隣
っ
て
文
化
も
衰
ふ
る
ご
云
ふ
こ
ご
に
な
る
の
で

あ
る
。
如
何
に
徳
治
主
義
の
政
治
が
盛
ん
な
時
代
吉
雄
も
、
有

f
も
徳
治
主
義
の
政
治
で
あ
る
限
h
、
徳
治
の
及

ば
ぬ
所
を
絡
調
に
な
〈
す
ご
云
ふ
-
』
芭
は
出
来
な
い
の
で
ゐ
る
り
れ
刊
と
も
、

き
う
一
五
ふ
時
代
に
は
、
其
の
範
囲
は

音信
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非
常
に
紛
少
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
か
ら
、
卒
和
時
代
は
現
出

L
、
徳
治
の
及
ぶ
所
に
於
て
行
は
る
、
文
化
は
妨
害

な
〈
繁
品
月
後
品
迭
す
る
を
得
て
支
那
全
膿
宇
支
配
す
る
様
な
形
勢
を
馴
致
寸
る
の
で
あ
る
。

徳
治
主
義
の
政
治
に
於
て
卒
和
時
代
の
現
出
す
る
ご
し
一
マ
ム
ニ
ご
は
、

徳
治
主
義
の
政
治
の
及
会
範
園

ω重
カ

吉
、
主
(
の
及
ば
ぬ
範
囲
の
重
力
芭
の
様
衡
が
よ
く
取
れ
て
居
る
芭
云
ム
ニ
ご
で
あ
る
。
徳
治
主
義
の
政
治
が
盛
ん

で
ゐ
れ
ば
、
主
〈
の
及
ぶ
範
凶
は
庚
〈
な
り
、
及
ば
ぬ
範
閣
は
之
に
反
し
て
狭
〈
な
る
か
ら
、
及
本
範
囲
の
重
カ
を

以
て
、
及
ば
旧
制
範
囲
の
重
力
を
抑
一
座
し
て
置
〈
二
言
が
出
来
る
か
ら
、
平
和
は
擾
乱
さ
れ
4
7
L
て
渋
み
、
枇
曾
の

秩
序
及
び
善
良
性
は
保
持
せ
ら
る
、
に
歪
る
の
で
あ
る
。
隠
っ
て
平
和
時
伏
は
現
出
す
る
の
で
あ
る
o

尭
A
m
の
時
代
は
、
事
賓
は
兎
も
角
Z

L
て
支
那
に
於
て
最
も
蹄
放
の
修
明

L
、
文
物
典
章
の
燦
然
た
る
時
代
Z

考
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
此
の
時
代
に
於
て
は
徳
治
主
義
の
政
治
が
盛
ん
で
あ
っ
忙
錦
め
、
主
(
の
及

ば
ぬ
範
囲
は
縮
少

L
、
卒
和
時
代
は
現
出
し
、
一
祉
舎
の
秩
序
、
善
良
性
は
保
持
せ
ら
れ
、
主
(
の
結
果
、
徳
治
主
義

の
政
治
の
及
ぶ
範
闘
に
於

τ、
理
想
的
の
立
振
な
政
治
、
道
徳
、
鵡
品
棋
が
行
は
れ
、
文
化
が
繁
肱
出
品
開
達
し
た
ご
一
首

ふ
意
味
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
o

事
鴻
鳴
氏
は
文
化

μ
鵡
奨
な
h
ご
言
っ
て
居
る
が
、
外
面
に
現
は
れ
た
有
形
の
雄
制
捜
の
み
で
は
異
の
雄
楽
、
田
県

の
文
化
己
言
ふ
こ
ご
は
出
来
な
い
V

O

論
語
に
副
腕
ご
日

ο瞭
ご
臼
ふ
、
何
ぞ
玉
吊
を
言
は
ん
や
、
奨
ご
日
ひ
、
幾
ご

日
ふ
、
何
ぞ
鍾
阪
を
言
は
ん
や
ご
一
去
ふ
様
な
文
、
人
に
し
て
仁
な
ら
ぎ
れ
ば
躍
を
如
何
せ
ん
、
人
に
し
て
仁
な
ら



ぜ
ぜ
れ
ば
禦
を
如
何
せ
ん
ご
云
よ
絞
な
文
が
見
作
て
居
る
o
躍
の
本
た
る
仁
敬
の
徳
が
な
〈
、
只
に
立
(
の
用
に
過
ぎ

な
い
艦
節
り
み
で
は
疎
ご
は
一
百
は
れ
な
い
。
雌
市

ω器
た
る
鐘
鼓
の
み
で
、
築

ω主
E
な
る
仁
和
の
徳
が
件
は
な
げ

れ
ば
築
ご
は
言
は
れ
な
い
¥
内
部
の
徳
が
外
面
に
表
は
れ
て
鴎
向
調
Z
な
る
吉
一
云
ふ
こ
古
で
な
け
れ
ば
異
の
雄
奨
で

は
な
い
ピ
一
五
ふ
意
味
で
あ
る
o
支
那
で
売
舜
三
代
の
鵡
奨
は
理
想
的
な
立
派
な
鵡
奨
己
な
う
て
居
る
の
は
、
莞
舜

三
代
の
文
子
の
徳
が
外
出
に
表
は
れ
た
縛
め
で
あ
る
正
云
ふ
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
歴
代
の
天
子
は
斐
舜
三

代
の
鵡
雌
加
を
起
す
を

H
的
芭
(
莞
舜
三
代
の
天
子
を
理
想
ご
し

τ徳
を
附
h
u
z
一
首
ふ
ニ

Z
に
な
っ
て
居
り
、
大
臣

た
る
も

ωも
u
h
柿
加
を
裏
成
し
、
君
を

L
て
妾
舜
め
君
た
ら
し
め
、
民
を
し
て
莞
舜
の
民
た
ら

L
む
る
理
想
を
以
て

政
治
を
輔
弼
す
る
ご
云
ム
こ
Z
に
な
っ
て
居
る
の
で
ゐ
る
。

支
那

ω帝
政
は
徳
拍
主
義

ω政
拍
で
ゐ
っ
て
、

一
夫
Z
臨
も
天
子

ω徳
を
被
よ
ら
引
き
る
も
の
な
〈
、
北
(
の
所
を

得
。
さ
る
も
の
な
き
を
理
想
ご
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
徳
治
の
及
ぶ
に
任
せ
て
、
及
ば
ざ
る
所
を
無
理
に
及
ば
せ
様

t
し
な
い
所
が
徳
治
主
義
の
徳
治
主
義
た
る
特
色
で
む
る
か
ら
、
天
子
白
ら
徳
を
胤
み
、
大
臣
-V
天
子
の
心
を
心

Z
し
て
之
を
輔
弼

t
、
君
徳
を
一
一
挨
成
し
て
成
る
ぺ
〈
共
の
カ
を
盛
ん
に
し
、
少
し
で
も
其
の
及
ぷ
所
を
康
〈
且
つ

遠
か
ら
し
め
、
依
っ
て
北
(
の
理
想
を
達
成
せ
ん
ご
努
む
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
o
百
官
感
僚
も
天
子
の
徳
怠
を

慢
し
、
大
臣
の
心
を
心

Z
Lて
、
天
子
の
摘
出
が
成
る
べ

f
下
達
す
る
様
に
努
む
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
子
の
徳
が

盛
ん
で
ゐ
れ
ば
、
官
紀
は
振
粛
し
、
人
民
を
峻
別
し
て
其
の
徳
の
下
達
を
捻
中
で
遮
断
す
る
も
の
が
少
〈
な
り
、
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徳
治
主
義
の
政
治
は
自
由
に
下
達

L
、
平
和
な
時
代
が
現
出
す
る
芭
共
に
、
康
〈
道
徳
が
行
は
れ
、
遠
〈
鵡
教
が

及
ぶ
様
に
な
h
J
、
此
蕗
に
文
致
皐
問
が
繁
策
費
蓬
す
る
の
で
あ
る
。

支
那
の
文
教
皐
阿
古
云
ふ
も
の
は
発
舜
三
代
の
治
を
理
想
E
し
て
、
袖
腕
品
棋
を
修
明
し
、
丈
物
典
章
の
燦
然
た
る

時
代
を
起
す
を
目
的
Z
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
清
朝
の
乾
隆
嘉
慶
以
後
に
支
那
に
於
て
崇
怖
さ
れ
た
考
援
組
干
の
様

な
も
の
は
、
縦
ム
ザ
発
舜
三
代
の
文
化
の
異
相
を
究
明
す
る
上
に
於

t
貢
献
少
か
ら
ぎ
る
に
せ

4
、
考
協
主
(
の
も

の
、
間
半
悶
其
の
も
の
が
目
的
で
、
此
の
理
想
‘
此
の
目
的
を
失
ひ
た
る
鮎
に
於
て
、
支
那
の
丈
致
問
学
問
の
堕
落
Z

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
の
皐
問
は
か
う
一
式
ム
理
想
が
あ
h
J
目
的
が
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
主
(
の
効
果
は

之
を
修
め
た
る
も
の
、
徳
を
育
成
し
、
支
那
の
文
化
を
袋
飾
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
か
う
一
瓦
ム
支
那
の
道
徳
、
鵡
致
、
曲
学
閉
ざ
一
広
ふ
様
な
も
の
は
支
那
の
文
化
で
あ
る
ご
考
へ
る
の
で
ゐ
ゐ
o

去
れ
故
支
那

ω文
化
は
支
那

ω徳
的
玉

J

輔
の
帝
政
の
結
巣
正
し

τ産
出
し
た
る
も

ωで
ゐ
h
、
徳
治
玉
義
り
政
治

の
理
想
を
表
現
し
た
る
も
の
で
あ
る
£
言
つ

τ
よ
い
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
こ
そ
特
色
の
あ
る
支
那
の
文
化
で
ゐ
つ

繍
て
、
特
色
の
あ
る
帝
政
M
V

ゐ
つ

τ始
め
て
存
在
す
る
文
化
で
あ
る
か
ら
、
比
の
帝
政
の
滅
広
吉
共
に
比
の
文
化
も

亦
滅
己
し
た
る
も
の
Z
考
ヘ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
支
那
の
帝
政
が
滅
己
し
て
猶
ほ
支
那
の
文
化
が
与
在
す

る
も
の
E
す
れ
ば
、
そ
れ
は
支
那
特
有
の
文
化
で
な
〈
し

τ、
世
界
に
共
通
す
る
文
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Z
考

へ
る
も
の
で
ゐ
る
。


