
｣

耕

覇

粒
雪

tttj
J
L

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

2004
･
9

耳
薄

｣

_

｢

■■

陰
歴
六
月
十
九
日
､
余
赴
洛
陽
城
北
､
避
敵
機
室

襲
､
-
-
｣
(
3-9
､
惰
､
元
貴
墓
誌
)
な
ど
の
措

寓
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
出
版
状
況
の
劣
悪
さ

こ
そ
が
､
誤
植
の
多
さ
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で

あ
-
､
気
賀
揮
氏
が
訂
正
の
上
で
復
刻
し
た
所
以

で
あ
ろ
う
｡

以
上
､
『洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
』
と
そ
の
著

者
郭
玉
堂
に
つ
い
て
'
紹
介
し
て
き
た
が
､
そ
の

多
-
は
気
賀
揮
氏
の
論
考

｢郭
玉
堂
と

『洛
陽
出

土
石
刻
時
地
記
』
｣
に
依
接
し
た
の
で
あ
-
､
屋

下
屋
を
重
ね
る
愚
を
犯
し
た
鮎
も
多
々
あ
る
と
思

う
｡
気
賀
揮
氏
の
論
考
を
お
謹
み
い
た
だ
き
た
い
｡

二

〇
〇
二
年
十
二
月

東
京

発
行
所

明
治
大
学
文

学
部
東
洋
史
研
究
室

(明
治
大
学
東
洋
史
資
料
叢
刊
二
)

馨
要
所

汲
古
書
院

B
五
版

‥11
十
二
一二
頁
+
地
囲
一
葉

二
五
〇
〇
囲
+
税

秋
雲
志
等
著

『西
方
民
主
在
近
代
中
囲
』

371

曾

田

三

郎

▲

近
代
中
園
の
通
史
を
､
た
だ
の
事
件
史
で
は
な

-
､
何
ら
か
の
基
調
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
記
す

こ
と
は
､
｢革
命
史
｣
が
そ
れ
ほ
ど
魅
力
的
で
な

-
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
､
容
易
で
は
な
い
｡

書
名
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
よ
う
に
､
本
書
は
近

代
中
国
に
お
け
る
欧
米
民
主
主
義
の
展
開
を
基
調

と
し
､
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
国
民
薫
に
よ
る
統
治
の

終
駕
ま
で
を
叙
述
し
て
い
る
｡
著
者
た
ち
は
､
欧

米
民
主
主
義
が
近
代
中
園
に
お
い
て
定
着
し
た
と

は
､
も
ち
ろ
ん
考
え
て
い
な
い
｡
失
敗

へ
の
科
学

的
な
総
括
は
成
功
し
た
経
験
と
同
様
に
貴
重
で
あ

る
と
､
著
者
の

一
人
で
あ
る
秋
雲
志
は
述
べ
て
い

る
が
'
歴
史
は
勝
者
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
い

う
意
味
に
お
い
て
､
ま
た
歴
史
の
各
局
面
に
は
選

樺
の
可
能
性
が
常
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
､
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
｡

本
書
は
六
人
の
学
者
が
分
接
し
て
執
筆
し
､
そ

の
う
ち
の

一
人
で
あ
る
秋
雲
志
が
全
腰
の
調
整
と

修
正
を
行

っ
て
い
る
｡
秋
雲
志
は
中
囲
融
合
科
学

院
近
代
史
研
究
所
の
著
名
な
学
者
で
あ
-
､
活
末

の
諮
議
局
や
胡
適
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ

れ
以
外
の
執
筆
者
は
'
同
じ
-
近
代
史
研
究
所
研

究
員
で
聞

一
多
研
究
の
聞
黍
明
､
梁
淑
浜
研
究
の

鄭
大
華
ら
で
あ
-
､
い
ず
れ
も
中
国
近
代
思
想
史

研
究
の
専
門
家
で
あ
る
｡
本
書
が
近
代
中
国
に
お

け
る
欧
米
民
主
主
義
の
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て

着
目
し
て
い
る
の
は
､
民
主
主
義
の
認
識
と
賓
践
､

言
い
方
を
襲
え
る
と
民
主
主
義
の
思
想
と
制
度
化

で
あ
る
が
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
に
関
す
る

記
述
が
多
い
の
は
､
六
人
の
執
筆
者
の
こ
う
し
た

研
究
経
歴
が
影
響
し
て
い
る
た
め
な
の
か
も
し
れ

な
い
｡

中
国
近
代
史
研
究
に
お
い
て
､
欧
米
民
主
主
義

の
思
想
と
制
度
化
を
系
統
的
に
叙
述
し
た
著
作
が

こ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
､
秋

雲
志
は
関
連
す
る
研
究
業
績
に
三
つ
の
分
野
に
お

い
て
言
及
し
て
い
る
｡

一
つ
は
中
国
憲
法
史
研
究
､

も
う

一
つ
は
民
主
主
義
思
想
の
受
容

･
停
播
と
そ

れ
に
影
響
を
受
け
た
民
主
主
義
運
動
史
に
関
す
る

研
究
､
最
後
に
､
政
治
制
度
史
の
研
究
で
あ
る
｡

こ
の
三
つ
の
分
野
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
憶
的
な
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文
献
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
､
半
分
近
-
は
中
華

人
民
共
和
国
成
立
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

-
'
ま
た
墓
麿
の
出
版
物
も
あ
る
｡
こ
う
し
た
研

究
状
況
認
識
が
､
著
者
た
ち
の
本
書
の
猫
創
性
に

野
す
る
自
覚
の
根
按
と
な

っ
て
い
る
｡

二

本
書
は
ほ
ぼ
編
年
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
､

各
章
の
概
要
を
お
い
な
が
ら
､
民
主
主
義
の
思
想

と
制
度
化
と
い
う
観
鮎
か
ら
各
時
期
に
野
す
る
評

債
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
先
に
も
ふ
れ
た

よ
う
に
､
本
書
は
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
国
民
薫
に
よ

る
統
治
の
終
寓
ま
で
を
叙
述
す
る
牒
裁
を
と

っ
て

お
-
､
事
賓
､
第

一
章
の
冒
頭
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に

関
す
る
記
述
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
｡
し
か
し
薯
質

的
に
は
､
戊
成
前
後
の
改
革
論
か
ら
論
述
は
始
ま

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

第

一
章
は
､
清
悌
戦
争
と
日
清
戦
争
の
問
に
政

治

･
思
想
面
で
猫
白
の
結
集
を
遂
げ
た

｢初
期
改

革
汲
｣
と
戊
戊
の
政
治
改
革
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
｡
｢初
期
改
革
派
｣
は

｢君
民
共
治
｣
と
し
て

の
イ
ギ
リ
ス
の
政
膿
を
モ
デ
ル
と
し
､
富
強
化
の

根
源
を
議
合
制
度
に
尊
兄
し
た
が
､
立
法
権
の
行

使
と
行
政
の
監
督
と
い
っ
た
議
合
の
機
能
や
､
そ

れ
に
合
法
性
を
付
輿
す
る
憲
法

へ
の
理
解
は
不
十

分
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
｡
日
清
戦
争
後
の
廉
有

為
ら
の

｢維
新
派
｣
に
封
し
て
は
､
明
治
憲
法

へ

の
関
心
や

｢制
度
局
｣
構
想
の
分
析
を
通
し
て
､

彼
ら
の
最
終
的
政
治
目
標
が
立
憲
君
主
制
の
樹
立

に
あ
-
､
進
化
論
や
民
権
思
想

･
憲
政
思
想
の
提

起
は
そ
の
後
の
民
主
思
想
の
侍
播
に
基
礎
を
輿
え
､

五
四
時
期
の
啓
蒙
思
想
に
さ
え
も
影
響
を
輿
え
た

と
､
高
-
評
慣
し
て
い
る
｡

第
二
章
は
､
戊
成
以
後
の
近
代
政
治
制
度
の
樹

立
を
め
ぐ
る
思
想
分
析
を
主
題
と
し
て
お
-
､
梁

啓
超
や
孫
文
の
民
主
主
義
思
想
の
ほ
か
､
翻
詳
書

の
出
版
や
留
学
生
た
ち
の
馨
刊
し
た
雑
誌
を
通
し

た
欧
米
民
主
主
義
の
停
播
､
そ
れ
に
有
名
な

｢革

命
薫
｣
と

｢立
憲
汲
｣
の
論
争
が
取
-
上
げ
ら
れ

て
い
る
｡
最
後
の
問
題
に
つ
い
て
､
こ
れ
ま
で
の

こ
の
時
期
の
政
治
史
研
究
と
比
較
し
て
興
味
を
引

い
た
の
は
､
両
者
の
論
戦
は
民
主
的
政
治
制
度
の

樹
立
と
い
う
本
質
的
な
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
､
し
た
が
っ
て
達
成
す
べ
き
目
標

の
共
通
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
､

梁
啓
超
と
宋
敦
仁
を
具
憶
的
な
例
と
し
て
あ
げ
な

が
ら
指
摘
し
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡

第
三
章
は
清
朝
の
立
憲
政
策
を
､
第
四
章
は
民

間
の
立
憲
連
動
を
取
-
上
げ
て
い
る
｡
第
三
章
に

は
六
八
頁
が
､
第
四
章
に
は
五
六
頁
が
さ
か
れ
て

お
り
､
あ
わ
せ
て

二

一四
頁
と
な
る
が
､
そ
れ
は

全
腰
の
約
二

〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
｡
各

章
の
分
量
の
単
純
平
均
は
四
六
頁
徐
り
で
あ
る
か

ら
､
こ
の
二
幸
､
と
-
に
第
三
章
の
記
述
量
が
い

か
に
多
い
か
が
わ
か
る
｡
現
在
に
お
い
て
は
そ
れ

ほ
ど
驚
-
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
､

近
代
中
園
に
お
け
る
欧
米
民
主
主
義
の
思
想
と
制

度
化
と
い
う
テ
ー
マ
に
即
し
て
､
著
者
た
ち
が
清

末
の
立
憲
政
策
と
立
憲
連
動

へ
注
目
し
て
い
る
こ

と
が
､
と
-
あ
え
ず
執
筆
分
量
の
面
か
ら
う
か
が

え
る
｡

第
三
章
に
お
い
て
と
-
わ
け
注
目
さ
れ
て
い
る

の
が
諮
議
局
で
あ
-
､

〓
疋
の
立
法
権
と
行
政
監

督
権
の
機
能
が
承
認
さ
れ
､
省
政
を
め
ぐ
る
議
骨

組
織
と
し
て
の
面
が
許
債
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
時

期
の
清
朝
の
立
憲
政
策
に
つ
い
て
は
､
専
論
と
し

て
研
究
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
ま
だ

多
い
が
､
単
な
る
憲
法
や
制
度
の
比
較
で
は
な
-
､

憲
政
の
導
入
を
め
ぐ
る
日
中
政
治
関
係
の
賓
態
的

分
析
が
必
要
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
海
外
政
治
視
察

圏
の
随
員
た
ち
の
日
本
で
の
調
査
活
動
､
憲
政
編

査
館
等
に
入

っ
た
日
本
留
学
経
験
者
た
ち
の
立
法

活
動
､
日
本
か
ら
入

っ
た
憲
法
学
や
政
治
学
の
書

物
の
影
響
な
ど
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
こ
う
し
た
課

題
の
研
究
は
著
者
た
ち
に
求
め
る
よ
-
は
､
む
し
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ろ
日
本
の
学
者
こ
そ
が
行
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
｡

第
四
章
で
は

｢立
憲
汲
｣
の
圏
腰
や
諮
議
局
で
の

活
動
､
そ
れ
に
園
舎
請
願
連
動
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
が
､
｢立
憲
汲
｣
は
囲
合
が
立
憲
の
鍵
で
あ

っ

て
､
園
舎
が
あ

っ
て
こ
そ
憲
政
の
準
備
や
政
府
の

監
督
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
指

摘
さ
れ
て
お
-
､
先
ほ
ど
の
諮
議
局
許
債
と
合
わ

せ
て
考
え
る
と
'
｢立
憲
汲
｣
が
民
主
主
義

の
制

度
化
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
｡第

五
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
中
華
民
囲
成
立
昔

初
の
政
治
制
度
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
お
-
､
第
五

章
で
政
府
､
第
六
章
で
園
舎
'
第
七
章
で
政
薫
が

敬
-
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
第
五
章
で
注
目
さ
れ
る

鮎
は
行
政
府
の
編
成
に
関
す
る
問
題
で
あ
-
､
絶

統
制
と
内
閣
制
と
の
閲
で
動
揺
し
な
が
ら

｢臨
時

約
法
｣
が
制
定
さ
れ
た
が
､
そ
れ
は
両
制
度
を
折

衷
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
結

果
に
至

っ
た
要
因
と
し
て
､
制
定
し
た
人
た
ち
が

直
接
的
に
は
両
制
度
の
違
い
を
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
､
根
本
的
に
は
民
主
政
治
､
憲
法
お
よ

び
中
国
の
国
情
等

へ
の
研
究
が
不
十
分
で
あ

っ
た

こ
と
､
さ
ら
に
は
立
法
の
動
機
が
野
人

(封
衷
世

凱
)
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
｡
最
後
の

鮎
は
政
治
史
研
究
法
と
い
う
意
味
で
､
現
在
の
学

者
も
自
省
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
｡
中
華

民
国
最
初
の
園
舎
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
が

｢資
産

階
級
の
議
合
｣
で
あ

っ
た
と
の
許
債
を
輿
え
た
う

え
で
､
民
主
的
憲
政
を
中
国
で
確
立
で
き
な
か
っ

た
原
因
を
三
鮎
指
摘
し
て
い
る
が
､
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
政
薫

に
つ
い
て
は
､
同
時
代
の
人
々
の
基
本
的
な
考
え

が

一
薫
制
や
多
薫
制
で
は
な
-
'
二
大
政
薫
制
に

あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
う
し
た

政
薫
論
も
日
本
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
鮎
で
あ

ろ
う
｡

第
七
章
ま
で
に
お
い
て
､
立
憲
国
家
と
し
て
の

政
治
的
諸
装
置
が
不
十
分
な
が
ら
も
出
揃

っ
た
わ

け
で
あ
る
が
､
本
書
の

｢結
語
｣
は
､
第
三
章
か

ら
第
七
章
ま
で
で
扱

っ
た
時
期
に
封
し
て
､
民
主

主
義
の
制
度
化
と
い
う
観
鮎
か
ら
全
時
期
の
な
か

で
高
い
許
債
を
輿
え
て
い
る
｡
ま
た
中
華
民
囲
初

期
の
民
主
的
政
治
の
制
度
化
は
､
第
三
章
と
四
章

の
時
期
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
と
経
験
を
基
礎
と
し

て
い
る
と
も
述
べ
て
お
-
､
君
主
制
の
倒
壊
と
い

う

｢革
命
｣
的
事
態
よ
-
も
､
連
積
す
る
政
治
過

程
の
展
開
が
注
目
さ
れ
て
い
る
｡

第
八
章
と
九
章
は
､
五
四
時
期
の
民
主
主
義
思

想
と
民
主
的
制
度
を
希
求
す
る
動
き
を
取
-
上
げ

て
い
る
｡
こ
れ
ま
で
の
時
期
の
民
主
主
義
が
､
囲

家
の
自
立
や
富
強
化
を
目
標
と
し
､
議
合
制
度
の

樹
立
を
と
も
な
う
参
政
権
の
獲
得
を
主
要
な
内
容

と
し
て
い
た
の
に
封
し
て
､
五
四
時
期
に
は
自
由

権
等
の
個
人
の
基
本
権
の
獲
得

へ
主
要
な
関
心
が

移
行
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
｡
こ
の
五
四
時
期

の
民
主
主
義
思
想
の
高
揚
を
経
た
後
､
中
国
社
合

に
は
影
響
力
を
有
す
る
民
主
政
治
に
関
す
る
三
つ

の
思
想
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
｡
そ

れ
は

｢無
産
階
級
の
革
命
的
民
主
主
義
思
想
｣
､

自
由
主
義
､
孫
文
が
新
た
に
解
揮
し
た
民
権
主
義

で
あ
る
｡
｢結
語
｣
に
よ
る
と
､
五
四
時
期
の
民

主
主
義
思
想
は
､
そ
れ
以
前
の
民
主
主
義
の
制
度

化
の
成
果
が
衰
世
凱
に
よ
っ
て
室
洞
化
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
に
封
す
る
反
省
か
ら
､
個
々
人
の
思
想
の

解
放
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
結
果
で
あ

-
､
民
主
主
義
に
封
す
る
認
識
の

一
大
進
歩
で
あ

る
と
評
慣
し
て
い
る
｡
し
か
し
民
主
主
義
制
度
化

の
模
索
は
決
し
て
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
-
､
第

九
章
第
二
節
で
は
連
省
自
治
連
動
や
上
海
で
の
囲

是
合
議
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
｡
た
だ
評
債
は
明

示
的
で
は
な
い
｡

第
十
章
と
十

一
章
で
は
､
日
中
戦
争
以
前
の
国

民
薫
に
よ
る
訓
政
と
憲
法
制
定
の
試
み
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
｡
訓
政
を
概
括
し
て
､
薫
に
よ
る
政
府

の
代
行
､
猫
裁
､
人
民
の
無
権
利
の
三
鮎
が
指
摘
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さ
れ
て
お
-
､
そ
の
責
任
は
圭
に
孫
文
の
後
継
者

に
求
め
ら
れ
て
は
い
る
が
､
孫
文
の
革
命
理
論
自

腰
の
な
か
に
､
憲
政
に
到
達
す
る
過
程
に
お
け
る

革
命
薫
あ
る
い
は
革
命
薫
の
少
数
の
指
導
者

へ
の

依
存
と
い
う
､
そ
の
よ
う
な
状
態
を
出
現
さ
せ
る

要
素
が
あ

っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
｢無

産
階
級
の
革
命
的
民
主
主
義
思
想
｣
は
本
書
の
考

察
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
が
､
囲
民
業
の
訓
政
に
野
崎
し
た
思
想
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
､
五
四
時
期
に
提
唱

さ
れ
た
思
想
を
継
承
し
た
自
由
主
義
で
あ
-
､
従

来
の
理
想
主
義
的
傾
向
を
捨
て
､
民
主
主
義
の
制

度
化
に
向
け
て
硯
賓
的
な
封
麿
を
模
索
し
た
鮎
が

評
債
さ
れ
て
い
る
｡

第
十
二
章
か
ら
最
後
の
十
四
章
ま
で
は
､
日
中

戦
争
期
の
二
回
の
憲
政
連
動
と
戦
後
の
国
民
糞
に

よ
る
憲
政
の
破
産
を
扱

っ
て
い
る
｡
第
十
二
章
で
､

国
防
参
議
合
と
国
民
参
政
合
に
つ
い
て
､
抗
戦
時

期
の
民
主
制
度
建
設
の

一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
評

惜
し
､
第

一
次
憲
政
連
動
に
関
し
て
は
､
と
-
に

囲
民
参
政
曾
憲
政
期
成
合
に
よ
る

｢五
五
憲
草
｣

修
正
案
で
提
示
さ
れ
た
囲
民
大
合
議
政
合
の
設
置

に
着
目
し
て
い
る
｡
第
十
三
章
で
は
､
ま
ず
中
開

薫
派
の
大
同
圏
結
に
よ
っ
て
成
立
し
､
代
議
制
に

基
づ
-
近
代
国
家
の
建
設
を
提
起
し
た
中
国
民
主

政
圏
同
盟

(中
国
民
主
同
盟
)
と
､
そ
れ
を
賓
質

的
な
馨
動
者
と
し
'
憲
政
薯
施
協
進
合
の
成
立
を

契
機
に
､
言
論
や
身
腰
の
自
由
等
の
基
本
権
の
獲

得
や
国
民
参
政
合
の
権
限
接
大
を
目
標
に
展
開
さ

れ
た
第
二
次
憲
政
連
動
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

第
十
四
章
の
焦
鮎
は
い
う
ま
で
も
な
-
抗
戦
後
の

囲
家
建
設
に
関
わ
る
問
題
で
あ
-
､
ま
ず
平
和
と

民
主
を
希
求
し
て
創
設
さ
れ
た
諸
国
憶
の
主
張
を

整
理
し
､
中
囲
共
産
薫
と
の
親
近
性
を
指
摘
し
て

い
る
｡
次
に
､

一
九
四
六
年
に
開
催
さ
れ
た
政
治

協
商
合
議
の
焦
鮎
は
憲
法
問
題
で
あ

っ
た
が
､
内

閣
制
､
立
法
委
員
の
選
出
方
法
､
自
由
権
等
の
基

本
権
の
保
澄
､
分
権
制
等
の
決
議
は
国
民
薫
に
よ

っ
て
容
れ
ら
れ
ず
､
囲
民
薫
は
囲
民
大
倉
の
開
催

を
強
行
し
て
､
中
華
民
国
憲
法
を
公
布
し
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
し
て
最
後
に
､
こ
の
憲
法

に
基
づ
き
蒋
介
石
は
初
代
の
総
統
に
選
出
さ
れ
た

が
､
内
戦
で
の
劣
勢
に
よ
る
下
野
は
､
国
民
薫
に

よ
る
憲
政
の
破
産
を
意
味
し
て
お
-
､
こ
れ
以
後
､

い
か
な
る
意
味
で
の
欧
米
式
の
民
主
憲
政
も
存
立

す
る
徐
地
は
な
-
な

っ
た
と
い
う
叙
述
で
､
第
十

四
章
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
｡

三

｢結
語
｣
で
は
､
欧
米
民
主
主
義
の
思
想
と
制

度
化
と
い
う
観
鮎
か
ら
全
腰
の
骨
子
が
整
理
さ
れ
､

各
時
期
の
特
徴
が
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
あ
わ
せ
て

最
後
に
､
興
味
深
い
問
題
が
二
つ
提
起
さ
れ
て
い

る
｡

一
つ
は
､
近
代
中
国
に
お
け
る
民
主
主
義
の

思
想
的
深
化
と
制
度
化
の
野
既
性
で
あ
る
｡
近
代

の
開
始
か
ら
抗
日
戦
争
期
ま
で
民
主
主
義

へ
の
認

識
は
進
化
す
る
過
程
に
あ

っ
た
が
､
そ
れ
と
は
反

封
に
､
賓
践
面
す
な
わ
ち
民
主
主
義
の
制
度
と
し

て
の
定
着
と
連
用
は
む
し
ろ
有
名
無
害
と
な
る
過

程
を
た
ど

っ
た
と
し
､
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
I
が
欧

米
民
主
主
義
の
近
代
中
国
に
お
け
る
浸
透
の
特
質

を
示
し
て
い
る
と
い
う
｡

思
想
の
深
化
の
問
題
は
さ
て
お
き
､
制
度
化
の

問
題
つ
い
て
は
い
ま
だ
研
究
の
蓄
積
が
十
分
で
は

な
い
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

本
書
は
､
制
度
化
の
面
で
の
著
し
い
成
果
と
し
て

清
末
民
初
期
の
諮
議
局
､
資
政
院
'
臨
時
参
議
院
､

第

一
園
舎
を
あ
げ
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て

も
本
格
的
な
研
究
が
始
ま

っ
て
か
ら
ま
だ
日
が
浅

い
し
､
問
題
の
解
明
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
以
後
の
中
華

民
囲
期
も
含
め
て
､
制
度
化
の
試
み
に
つ
い
て
新

た
な
尊
兄
が
な
さ
れ
る
鎗
地
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
民
主
主
義
の
制
度
化
と
い

う
課
題
に
関
す
る
研
究
の
推
進
に
あ
た
っ
て
検
討
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を
要
す
る
の
が
､
｢結
語
｣
の
最
後
で
言
及
さ
れ

て
い
る
欧
米
民
主
主
義
制
度
の
三
つ
の
環
節
で
あ

る
｡
基
本
的
自
由
権
の
保
澄
以
外
の
二
つ
は
､
選

挙
を
通
し
た
政
治
参
加
の
制
度
と
三
権
の
相
互
牽

制
の
制
度
で
あ
る
｡
そ
こ
で
注
目
す
べ
き

一
つ
の

鮎
は
行
政
府
の
問
題
で
あ
-
'
議
合
で
の
立
法
が

確
薯
か
つ
致
率
よ
-
執
行
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う

鮎
で
､
民
主
主
義
制
度
化
の

一
環
を
な
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
｡
も
う

一
つ
は
､
中
央
-
省
関
係
の

問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
は
本
来
の
欧
米
民
主
主
義
に

起
源
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
の
制
度
化
に

あ
た
っ
て
近
代
中
国
の
人
々
が
固
有
に
解
決
を
迫

ら
れ
た
問
題
で
あ
る
｡
欧
米
民
主
主
義
の
制
度
化

が
は
じ
め
て
本
格
的
に
試
み
ら
れ
た
二

〇
世
紀
最

初
の
十
年
間
､
同
時
代
の
人
々
は
現
在

一
般
に
い

わ
れ
る
ほ
ど
に
日
本
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し

よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡

欧
米
の
民
主
主
義
制
度
は
､
結
局
中
国
に
定
着

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
も
う

一

つ
の
興
味
深
い
問
題
と
し
て
､
｢結
語
｣
で
論
及

さ
れ
て
い
る
の
が
､
そ
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
｡

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
､
第
六
章
の
最
後
で
中
華

民
国
最
初
の
園
舎
が
民
主
憲
政
を
確
立
で
き
な
か

っ
た
原
因
を
指
摘
し
て
い
る
が
'
そ
れ
と
共
通
す

る
面
が
あ
る
｡
著
者
た
ち
の
解
答
は
､
専
制
君
主

制
を
支
え
た

｢地
主
階
級
｣
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

民
主
的
な
融
合
勢
力
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
｡
民
主
的
な
融
合
勢
力
は
戊
戊
奨
法
の
時

期
か
ら
出
現
し
始
め
､
五
四
時
期
を
経
て
､
抗
日

戦
争
期
に
は
室
前
の
規
模
に
達
し
た
が
､
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
欧
米
民
主
主
義
制
度
が
薯
現
す
る

に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
､
資
本
主
義
経
済
の
立
ち

遅
れ
に
よ
っ
て
知
識
人
が
そ
の
中
心
に
位
置
し
､

し
か
も
五
四
時
期
以
降
､
内
部
に
お
い
て
欧
米
民

主
主
義
に
同
調
し
な
い
勢
力
が
出
現
す
る
と
い
う
､

民
主
的
社
合
勢
力
内
部
の
不
統

一
と
脆
弱
性
の
た

め
で
あ
る
｡

｢人
民
民
主
主
義
｣
は
考
察
の
範
囲
外
で
あ
る

こ
と
が
､
｢前
言
｣
で
注
意
深
-
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
､
中
華
民
国
成
立
首
初
と
そ
の
後
の
問
で
生

じ
た

一
つ
の
事
態
の
奨
化
は
､
こ
の
間
題
で
あ
る
｡

失
敗
し
た
試
み
の
総
括
は
､
こ
の
間
題
と
関
連
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
-

一
層
の
意
義
を
発
揮

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

中
囲
青
年
出
版
社

二

〇
〇
三
年

一
月

A
五
判

六
八
四
頁

四

〇
･
〇
〇
元
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