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股
が
お
も
う
に
、
天
は
隼
く
地
は
卑
い
の
で
あ
っ
て
、
君
臣
の
分
は
決
ま
っ
て
い
る
。
人
臣
た
る
者
、
首
然
君
主
だ
け
を
思
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
君
主
だ
け
を
思
っ
て
い
れ
ば
、
君
臣
闘
係
は
固
く
結
ぼ
れ
て
ほ
ど
け
ず
、
君
主
と
好
悪
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
一
徳
一
心
に
し
て
上
下
交
わ
る
と
謂
う
。
し
か
る
に
心
に
除
計
な
こ
と
を
い
だ
き
、
君
主
と
好
悪
を
同
じ
く
で
き
な
い
と
、
ひ
い

て
は
上
下
の
閥
係
が
離
れ
て
尊
卑
の
分
が
顛
倒
す
る
。
こ
れ
は
全
て
朋
薫
の
習
い
が
そ
の
害
を
な
す
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
清
朝
第
五
代
皇
帝
嘉
正
帝
の
「
御
製
朋
黛
論
」
の
冒
頭
で
あ
る
。
潅
正
帝
は
、
清
朝
専
制
瞳
制
の
確
立
者
で
あ
り
、
こ
の
一
丈
は
、

そ
の
政
治
姿
勢
を
簡
潔
に
示
し
た
も
の
と
し
て
中
国
史
上
屈
指
の
名
丈
と
い
っ
て
よ
い
。
帝
自
身
も
こ
れ
に
は
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
も
っ
て
い

た
と
み
え
、
臣
下
ら
に
頒
布
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
精
神
の
賓
行
を
も
求
め
て
い
る
。

股
は
、
汝
ら
が
私
心
を
す
て
、
頒
布
し
た
朋
黛
論
を
反
復
味
請
し
て
賓
践
し
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
一
徳
一

心
と
な
り
、
君
主
と
好
悪
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
『
上
議
八
旗
』
薙
正
二
年
一

一
月
一
五
日
)

0

こ
こ
で
気
が
つ
く
の
は
、
「
御
製
朋
黛
論
」
『
上
議
八
旗
』
と
も
に
「
一
健
一
心
」
な
る
成
語
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
羅
正
帝
の
設

明
し
た
表
現
で
は
な
く
、
『
書
経
』
周
書
・
泰
誓
中
に
の
せ
る
武
王
が
材
王
を
討
つ
際
に
兵
士
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
の
べ
た
「
鳴
呼
、
な
ん
じ

一
徳
一
心
、
そ
の
功
を
立
定
し
、
こ
れ
克
く
世
を
永
く
せ
よ
」
に
基
づ
く
。
こ
れ
は
、
孔
停
に
「
汝
心
を
同
じ
く
し
て
功
を
立
つ
れ
ば
、
則
ち

能
く
世
を
長
し
え
に
し
以
て
民
を
安
ん
ぜ
ん
」
と
あ
る
の
で
、
「
徳
を
一
に
し
心
を
一
に
す
」
と
謹
む
こ
と
が
わ
か
る
。
少
々
踏
み
こ
ん
で
意

課
す
れ
ば
、
人
間
と
し
て
一
瞳
化
せ
よ
、
と
で
も
な
ろ
う
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
専
制
化
を
完
成
し
た
嘉
正
帝
が
こ
の
語
を
好
む
の
は
、
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
帝
は
、
積
極
的
に

一
穂
一
心
を
治
世
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
『
丈
淵
閤
四
庫
全
書
電
子
版
」
(
上
海
人
民
出
版
壮
、

一
九
九
九
年
)
で
検
索
を
か

け
て
み
る
と
、
こ
の
語
に
封
す
る
嘉
正
帝
の
偏
愛
ぶ
り
が
き
わ
だ
つ
。
各
皇
帝
の
聖
訓
、
文
集
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
順
治
帝
は
ゼ
口
、

康
照
帝
は
聖
訓
一
件
、
丈
集
二
件
、
乾
隆
帝
は

『
祭
主
口
堂
全
集
定
本
』

一
件
、
文
集
一
件
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
羅
正
帝
は
、
聖
訓
五
件
、
丈

集
四
件
と
な
り
、
突
出
し
て
こ
の
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外
の
書
で
も
『
上
論
八
旗
』
六
件
、
『
上
議
内
閣
』

件
、
『
株
批
論
旨
』
六
件
の
使
用
例
が
確
認
さ
れ
、
嘉
正
帝
が
、

一
徳
一
心
な
る
成
語
を
好
ん
で
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
潅
正
帝
は
一
律
一
心
と
い
う
表
現
を
好
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、

一
徳
一
心
の
精
神
を
好
ん
で
い
た
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
後
を
入
れ
か
え
た
「
一
心
一
徳
」
な
る
語
も
使
わ
れ
て
お
り
、
同
様
に
検
索
を
か
け
る
と
、
文
集
二
件
、
『
上
議
八
旗
』

683 

一
件
、
『
株
批
論
旨
』
四
件
の
用
例
が
確
認
さ
れ
る
。

一
件
、
『
上
議
内
閣
』

一
徳
一
心
よ
り
は
少
な
い
も
の
の
、
言
い
関
連
え
に
し
て
は
散
が
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多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一方、

一
心
一
徳
は
、
順
治
帝
、
康
照
帝
、
乾
隆
帝
の
聖
訓
、
文
集
に
は
見
ら
れ
な
い
。
経
書
に
基
づ
か
な
い
言
葉
で
あ
る
か
ら
首
然
で
あ

る
が
、
こ
の
貼
か
ら
し
で
も
、
こ
の
語
の
精
神
に
封
す
る
嘉
正
帝
の
入
れ
こ
み
ぶ
り
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

た
だ
し
一
心
一
徳
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
口
に
し
た
の
は
、
嘉
正
帝
で
は
な
く
順
治
帝
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
世
組
賓
録
』
順
治
一

O
年
正
月

庚
午
三
に
み
え
る
。

議
内
三
院
。
股
稽
歴
代
聖
君
良
臣
、

一
心
一
徳
、
克
致
太
平
、
載
諸
史
冊
、
甚
盛
事
也
。
:
:
:
爾
等
惇
論
諸
臣
、
務
睦
股
懐
、
各
掲
公
忠
、

童
除
推
議
、
以
紹
一
心
一
徳
之
盛
。

こ
こ
で
は
、
一
幣
代
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
聖
君
良
臣
は
武
王
と
そ
の
兵
士
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
論
と
し
て
、
聖
君
良
臣
は

心
一
徳
で
あ
っ
た
と
順
治
帝
は
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
人
的
な
教
養
を
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
順
治
帝
で
あ
れ
ば
、
こ
の
表
現

が
「
童
日
経
』

の
記
憶
ち
が
い
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、

っ
た
黙
に
筆
者
は
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
満
洲
人
に
と
っ
て
徳
、
満
洲
語
の

2
F
Bロ
と
い
う
の
は
何
か
か
し
こ
ま
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
が
、

一
徳
よ
り
も
一
心
の
方
を
先
に
し
て
し
ま

心

B
戸
]H-g
と
い
う
の
は
、
な
じ
み
ぶ
か
い
日
常
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

『
漏
丈
老
棺
』
を
一
見
す
れ
ば
誰
で
も
わ
か
る
こ
と
で
、
そ
こ

に
は
目
玉

L
gと
い
う
言
葉
が
氾
濫
し
て
い
る
。
満
洲
人
は
、
人
間
関
係
を
説
明
す
る
際
に
、
え
て
し
て
そ
れ
を
持
ち
だ
し
て
く
る
。
彼
ら
は
、

B
戸
主

g
の
大
好
き
な
人
々
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
一
心

B
E
B
=
E
B、
心
一
日
ロ
王
巾
口
巾

HE
な
る
表
現
も
、
『
涌
丈
老
槍
』
の
中
に
普
通
に
見
ら
れ
る
。

ヨ
E
ロ
は
こ
ち
ら
我
が
方
に
な
っ
て
以
来
、
一
度
も
後
ろ
前
を
顧
み
ず
ひ
た
す
ら
一
心

(3戸
田
戸
主

g)
で
、
国

R
E路
の
兵
を
欺
き
、

我
が
り
と
ロ
}
日
を
し
て
攻
め
さ
せ
た
。
(
太
組
九
一
九
頁
)

す
べ
て
后
妃
ら
は
、

一
片
の
嬬
子
を
女
に
輿
え
た
時
は
、
夫
を
欺
く
薬
を
買
っ
た
と
謹
告
さ
れ
る
。
男

ハ
ン
に
上
聞
せ
ず
に
一
尋
の
布
、

に
輿
え
た
時
は
、
心
が
一
つ
に
な
っ
た

(
E
戸三

g
o自
己

C
F
C
)

と
謹
告
さ
れ
る
。
(
太
組
一
二
五
頁
)
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こ
の
よ
う
に
一
心
な
る
言
葉
は
、
満
洲
人
に
な
じ
み
の
表
現
で
あ
っ
て
、
入
闘
後
の
諸
帝
は
、
順
治
帝
に
し
ろ
嘉
正
帝
に
し
ろ
、
そ
れ
を
経

主
百
的
な
表
現
で
修
辞
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
要
は
一
心
一
徳
で
も
一
徳
一
心
で
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
力
結
は

一
心
の
方
に
あ
る
。

か
く
し
て
マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
・
清
朝
史
を
、

B
E
E
B
概
念
の
展
開
史
と
し
て
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
珠
相
心
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

本
稿
は
そ
れ
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
年
の
筆
者
の
闘
心
が
清
朝
専
制
瞳
制
の
論
理
の
解
明
に
あ
る
の
で
、
本
稿
は
、
自
己
正
巾
ロ

の
一
般
史
で
は
な
く
、
嘉
正
帝
に
よ
っ
て
稽
揚
さ
れ
た
一
徳
一
心
の
成
立
史
と
い
う
形
で
構
想
さ
れ
て
い
る
。
羅
正
帝
の
い
う
一
徳
一
心
と
は
、

臣
下
の
皇
帝
へ
の
一
瞳
化
を
説
く
も
の
で
あ
る
以
上
、

B
i
H
-
B
概
念
に
専
制
的
君
臣
闘
係
の
核
心
を
つ
く
論
理
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
は
間

違
い
な
い
。
以
下
本
稿
は
、
太
組
、
太
宗
、
世
組
、
聖
租
ご
と
に
日
戸
百
冊
目
概
念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
結
論
で
世
宗
潅
正
帝
の
一
徳
一
心

を
あ
っ
か
う
。

な
お
、
今
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
満
洲
人
に
と
っ
て
は
心
田
口
正
自
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
で
は
史
料

に
出
て
く
る
場
合
を
除
き
、
用
語
を
一
心
一
徳
で
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
の
題
目
も
そ
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
了
解
し
て
い

た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

な
お
本
稿
で
主
と
し
て
依
撮
し
た
史
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

漏
丈
老
槍
研
究
合
課
註
『
漏
丈
老
棺
』
東
洋
文
庫
、

(
1
)
 

た
だ
し
語
文
は
改
め
た
。
引
用
す
る
際
は
(
太
組
・
太
宗
頁
数
)

一
九
五
五
l
六
三
年

と
略
す
。

「
藩
陽
扶
啓
』
牽
聯
園
風
出
版
一
祉
、

一
九
七

O
年
復
刊
本
(
清
史
資
料
第
三
輯
所
牧
)

中
圏
第
一
一
歴
史
槍
案
館
整
理
『
康
照
起
居
注
」
中
華
書
局

一
九
八
四
年
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入

閲

前

(
1
)
 
太

期

組

太
租
ヌ
ル
ハ
チ
は
、

マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
護
展
の
礎
を
築
い
た
。
こ
の
こ
と
は
改
め
て
言
、
つ
ま
で

マ
ン
ジ
ユ
五
部
を
統
一
し
て
明
朝
を
破
り
、

も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

ヌ
ル
ハ
チ
が
な
ぜ
求
心
力
を
も
ち
え
た
の
か
、
と
い
う
政
治
撃
的
な
問
題
に
な
る
と
、
従
来
の
研
究
は
ひ
た
す
ら
軍

事
的
勝
利
、
園
制
建
設
の
成
功
を
の
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
特
に
研
究
の
快
如
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、

マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
に
お
け
る
政
治
的
思
惟

様
式
の
解
明
で
、
そ
も
そ
も
漏
洲
人
た
ち
に
と
っ
て
政
治
的
正
首
性
と
は
ど
の
よ
う
に
論
理
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
は
、
未
開
拓
の
分
野
で
あ

(
2
)
 

ヲ

h
v
oヌ

ル
ハ
チ
が
政
治
的
正
首
性
を
持
ち
え
た
こ
と
の
説
明
は
、
「
漏
丈
老
槍
』
高
暦
四
三
年
二
一
月
の
僚
に
詳
し
い
。
時
に
ヌ
ル
ハ
チ
五
七
歳

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
翌
年
の
ハ
ン
即
位
を
記
す
た
め
に
『
老
棺
』
編
纂
者
が
加
え
た
解
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
二
五
歳
の
奉
兵
以
来
、
多
く

つ
い
で
軍
事
以
外
の
日
常
的
な
場
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
の
ヌ
ル
ハ
チ

の
勝
利
を
も
た
ら
し
た
彼
の
軍
事
的
才
能
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

(ω
日巾一同

E
E
F口
出
向
山
口
)
像
が
示
さ
れ
る
。

天
が
愛
し
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
度
も
大
き
な
心

F
B
E
目戸
E
S
)
を
懐
い
た
こ
と
は
な
く
、
這
理
を
非
常
に
大
切
に
し
て
、
小
さ
な

心
で
(
出
]Hm
巾
B
口
三

3
)
畏
れ
て
暮
ら
し
た
。

ω戸
月
間
戸
口
(
同
己
巾
口
出
告
は
、
幼
少
の
貧
苦
に
暮
ら
し
た
時
か
ら
心
は
正
し
く
(
B
E
E
B

一
族
の
者
が
殴
り
合
い
、
争
い
合
う
の
を
諌
め
る
こ
と
が
最
し
く
、
諌
め
た
言
葉
に
従
わ

件。三
D
)

、
言
葉
は
少
く
多
帯
で
は
な
か
っ
た
。

ず
、
自
分
に
は
力
が
あ
る
と
強
が
る
者
を
非
と
し
て
罪
を
重
く
し
て
い
た
。
事
が
た
と
え
非
で
も
、
自
分
の
非
を
受
け
容
れ
、
言
葉
の
柔

順
な
者
を
良
し
と
し
て
重
い
罪
を
軽
く
し
、
何
事
も
な
く
済
ま
せ
る
の
だ
っ
た
。
良
い
こ
と
を
見
せ
た
者
を
敵
と
思
わ
ず
、
功
と
し
て
昇

進
さ
せ
て
い
た
。
罪
を
犯
し
た
者
を
親
戚
と
思
わ
ず
殺
し
た
。
こ
の
よ
う
に
最
初
か
ら
正
し
く

(
Z
E
C
)
良
い
(
印

EH)
の
で
、

族
の
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伯
叔
、
兄
弟
ら
は
何
事
も
皆

ωロ
Z
F
E
E
-
2
国
自
に
委
ね
て
済
ま
せ
る
の
だ
っ
た
。
(
太
姐
六
三
l
六
四
頁
)

ヌ
ル
ハ
チ
は
大
心
を
い
だ
く
こ
と
な
く
、
正
し
い
心
を
持
し
て
暮
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
族
の
者
か
ら
指
導
者
に
推
さ
れ
て
い

た
、
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
出
て
く
る
「
正
し
い
ざ
ロ
仏
10
」
「
良
い
由
自
国
」
と
い
う
慣
値
は
、
百
戸

]H-2
ゃ
「
人
巳
ヨ
-
目
白
」
に
附
せ
ら
れ
て
、

正
首
性
の
重
要
な
根
擦
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
歴
史
上
、
正
し
い
良
い
心
を
も
っ
た
人
公

S
L
o
g
-ロ
日
戸

]LS
五
日

E
E
ヨ
E
日
)
は
失
敗
し
た

こ
と
が
な
く
、
邪
悪
で
賊
盗
の
心
を
も
っ
た
人
は
幸
せ
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
(
太
租
六
四
一
頁
)
。
ま
た
ヌ
ル
ハ
チ
も
、
心
正
し
く
(
旨
戸
]
巳

B

ZEC)、
諸
王
が
い
よ
う
と
い
ま
い
と
法
を
行
い
取
り
締
ま
り
、
意
見
を
の
べ
る
良
い
人

(
2
5
E
ヨ
E
と
を
昇
進
さ
せ
た
と
い
う
(
太
租
六

四
l
六
五
頁
)
。

そ
も
そ
も
ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
「
正
し
い
心
の
人
」
と
は
、
人
間
理
解
の
根
幹
と
な
る
概
念
で
あ
る
。

我
が
考
え
る
に
、
賓
に
人
の
生
き
る
に
古
っ
て
、
寛
く
正
し
い
心

F
R
i
s
F
E
E
-
]自
)
よ
り
上
の
も
の
は
、
全
く
な
い
ぞ
。
:
:
:
出

白
を
見
る
な
。
心
の
寛
く
正
し
い
の
を
見
て
登
用
し
た
い
の
だ
。
系
統
を
見
る
な
。
徳
を
見
て
大
臣
と
し
た
い
の
だ
。
(
太
組
五
六
l
五
七

頁朝
鮮
人
た
ち
ょ
、
汝
ら
の
こ
の
正
し
い
心
は
、
天
地
の
よ
う
で
あ
る
ぞ
。
天
地
の
聞
が
ど
れ
ほ
ど
遠
く
て
も
、
正
し
い
法
は
信
賓

F
E
E
)
で
あ
っ
て
、
四
季
を
違
え
な
い
の
で
、
風
雨
日
月
は
、
巡
ら
せ
、
道
は
永
久
な
の
で
あ
る
ぞ
。
汝
ら
朝
鮮
人
は
、
天
地
の
よ
う

に
法
が
信
賓
で
心
が
正
し
い

(
B
口三

g
s
z
o
)
時
、
汝
ら
の
遁
は
、
水
久
で
あ
る
ぞ
。
(
太
組
二
四
三
l
二
四
四
頁
)

天
地
と
い
っ
た
形
而
上
的
世
界
は
、
心
に
よ
っ
て
形
而
下
的
世
界
に
媒
介
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
際
に
は
候
件
が
あ
り
、
心
が
正
し
く
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
正
し
い
心
と
い
う
の
は
、
人
聞
が
生
き
て
い
く
う
え
で
第
一
の
要
件
と
な
る
。
ま
た
親
属
・
部
族
と
い
っ
た
出
自

が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
心
正
し
い
人
こ
そ
が
最
優
先
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
言
明
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
気
を
つ
け
る
べ
き
は
、
正
し
い
心
と
い
う
も
の
が
、
多
分
に
具
瞳
性
を
帯
び
た
人
間
と
結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

687 

こ
れ
は
、
漢
人
的
な
思
惟
、

た
と
え
ば
『
大
皐
』
『
中
庸
』
に
お
け
る
心
、
誠
概
念
の
抽
象
的
な
議
論
と
較
べ
る
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
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ル
ハ
チ
の
思
惟
は
、
抽
象
度
の
低
い
具
象
的
な
、

い
わ
ば
常
識
的
な
思
惟
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
、
正
し
さ
、
心
、
人
の
本
質
は
何
か
、
と

い
っ
た
抽
象
的
、
哲
撃
的
な
方
向
に
は
思
惟
が
展
開
し
な
い
。
思
惟
は
、
こ
の
三
者
を
闘
連
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
他
の
二
者
に
よ
っ
て
根
擦
づ

け
る
形
で
展
開
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
正
し
さ
と
人
は
心
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
心
あ
る
人
は
正
し
く
な
く
て
は
な
ら
ず
、
正

し
い
心
は
人
が
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

ハ
ン
な
る
人
の
憂
い
は
、
外
か
ら
来
、
ず
に
身
(
宮
古
)
か
ら
出
て
く
る
。
さ
れ
ば
、

ハ
ン
は
正
し
い
心
で
身
を
監
覗
し
て
暮
す
の
で
あ
る

ぞ
。
(
太
租
四
八
八
頁
)

身
ゲ
巾
吉
は
、
人
口
円
三
-
B山
よ
り
更
に
具
象
的
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
身
と
正
し
い
心
と
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
に
も
長
子
チ
ユ
エ
ン
〉
括
伊
丹
ロ
叶

E
H
B
は
、
心
が
悪
い
(
巨
戸

]H-2
巾
}
尽
)
た
め
監
禁
し
た
と
あ
る
(
太
組
三
四
頁
)
。
心
の
正
し
く
な
い
者
は

人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
は
「
正
し
い
心
の
人
」
と
い
う
の
が
、
人
間
理
解
の
中
心
概
念
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
一
一

つ
の
概
念
の
中
で
も
っ
と
も
厄
介
な
の
が
「
正
し
い

Z
E乙
で
あ
る
。
正
し
い
と
い
う
の
は
慣
値
概
念
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
抽
象
的

に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
を
具
象
的
に
ど
う
思
惟
す
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
他
の
具
象
性
の
強
い
概
念
と
閥
係
づ
け
て

説
明
さ
れ
る
。
正
し
さ
は
、
法
お
よ
び
均
一
と
リ
ン
ク
さ
れ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
の
法
思
想
に
つ
い
て
は
、
張
菅
藩
「
努
爾
恰
赤
、
皇
太
極
的
法
律
思
想
」
が
詳
し
い
。
以
下
で
は
、
張
説
を
法
哲
撃
的
に
深
化
さ

せ
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
法
の
根
擦
を
奥
え
て
い
る
の
が
、
「
正
し
い
心
の
人
」
の
観
念
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

ハ
ン
は
:
:
:
こ
の
よ
う
に
禁
じ
た
法
を
汝
が
破
り
、
ロ
与
色
に
藍
染
の
布
二
匹
を
輿
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
汝
に
い
か
な
る
正
し
い
心
が
あ

ろ
う
か
、
と
言
っ
て
、
ロ
色
白
、

Z
白
]
同
を
と
も
に
殺
す
罪
に
擬
し
た
。
(
太
組
二
一
五
頁
)

汝
ら
の
国
人
(
閉
山
口
竹
田
五
部
)
が
一
帽
を
求
め
、
天
の
法
の
寛
く
正
し
い
心

F
F
2
5
5
5ロ
g
Z口
F
B
ε
L
S
)
を
い
だ
い
て
暮
ら
す
時
、
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天
は
、
良
し
と
し
て
汝
ら
を
大
固
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
(
太
加
二
二
五
l
二
二
六
頁
)

前
者
に
よ
れ
ば
、
法
を
破
る
の
は
正
し
い
心
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
後
者
で
は
天
の
法
と
正
し
い
心
が
リ
ン
ク
さ
れ
る
。
法
と
正
し
い
心
の

親
和
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
他
国
の
法
は
、
明
朗
、
信
賓
で
な
い
の
で
、
天
が
非
と
し
て
、
園
人
の
心
を
皆
乱
し
た
の
で
あ
る
ぞ
」
(
太
祖
一

六
一
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
法
の
乱
れ
が
、
人
の
心
の
乱
れ
と
結
、
び
つ
け
て
説
か
れ
る
の
も
、
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

法
は
、
「
正
し
い
心
の
人
」
の
観
念
と
闘
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
れ
ば
ヌ
ル
ハ
チ
は
法
を
重
嗣
し
た
の
で
あ
っ
て
、
昔
時
の
法
政
策
に
は
、

彼
の
考
え
を
反
映
し
た
特
異
な
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。

第
一
は
法
の
制
定
で
あ
る
。
正
し
さ
の
賓
現
の
た
め
に
は
法
を
制
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
明
の
制
度
を
積
極
的
に
導
入
す

る
こ
と
も
、
そ
の
酷
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
太
加
三
O
五
頁
)
。
ま
た
「
例
の
な
か
っ
た
例
を
、
彼
の
心
で
作
っ
た
(
片
D
D
r
共
同
}
S
o
r

r
o
E
B戸
]
L
E
E
S
E
)」
(
太
租
五
六
頁
)
と
の
記
事
は
、
法
が
正
し
い
心
と
闘
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
出
て
く
る
謹
言
で
あ
る
。

第
二
は
、
不
正
な
法
制
定
、
解
担
伴
、
運
用
を
排
撃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
人
の
例

(
E
r
S
L
O
G
-
-
)
で
あ
る
と
し
て
廟
で
紙
銭
を
焼
い
て
い

た
者
に
封
し
、
「
例
の
な
い
と
こ
ろ
で
例
を
作
っ
て
何
を
始
め
る
つ
も
り
か
」
と
百
雨
を
と
り
あ
げ
、
同
行
し
て
い
た
僚
友
吉

2
を
殺
し
た

と
い
う
事
件
が
あ
る
(
太
組
六
四
七
l
六
四
八
頁
)
。
法
に
は
、
そ
の
正
首
性
を
捨
保
す
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
法
の
周
知
徹
底
で
、
法
を
記
憶
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
る
。
天
命
四
年
七
月
八
日
に
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
綱
紀
粛
正
の
た
め
に
法

の
徹
底
を
命
じ
、
領
催
以
上
の
全
員
か
ら
誓
約
書
を
だ
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
聞
の
や
り
と
り
が
い
か
に
も
ヌ
ル
ハ
チ
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

領
催
以
上
の
管
理
職
の
者
に
は
、
「
正
し
い
心
を
い
だ
い
て
、
国
人
に
記
憶
さ
せ
て
」
ほ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
鍋
を
背
負
っ
た
者
、
木
こ
り
で

さ
え
も
、
大
い
に
数
え
れ
ば
分
か
る
は
ず
で
あ
る
と
言
、
っ
。
そ
れ
に
封
し
て
ニ
ル
イ
エ
ジ
ェ
ン
以
上
か
ら
出
て
き
た
誓
約
書
に
は
、

ハ
ン
の
下

し
た
法
を
記
憶
し
て
言
、
っ
と
あ
り
、
諸
王
諸
大
臣
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
誓
約
さ
れ
、
領
催
以
上
の
者
も
、

ニ
ル
イ
エ
ジ
ェ
ン
か
ら
停
え

ら
れ
た
法
は
忘
れ
な
い
こ
と
が
誓
わ
れ
る
。
そ
し
て
皆
の
結
論
と
し
て
、
「
ハ
ン
を
正
し
い
と
天
が
良
し
と
し
て
愛
し
む
。
我
々
も
全
員
ハ
ン

689 

を
手
本
に
し
て
正
し
く
暮
そ
う
(
庁

C
E
D
E
ε
E
)」
と
の
べ
る
(
太
租
一
六
一
1
一
六
四
頁
)
。
ヌ
ル
ハ
チ
は
、
法
制
定
の
主
躍
な
の
で
あ
る
か
ら
、
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正
し
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
前
例
集
を
頚
か
ら
吊
り
下
げ
て
お
く
よ
う
大
臣
に
命
じ
た
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
命
令
も
あ
る
(
太
加
六
五
三
頁
)
。
こ
れ
は
文
書
を
も

っ
て
記
憶
に
替
え
た
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
記
憶
す
る
の
が
本
来
の
や
り
方
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
正
し
い
心
の
人
」
と
「
法
」

と
の
リ
ン
ク
は
、
記
憶
に
よ
っ
て
賓
瞳
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
う
る
さ
い
ま
で
に
憶
え
ろ
と
命
令
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
ヌ
ル
ハ
チ
が
法
に
こ
だ
わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
経
験
上
、
法
が
狩
猟
や
軍
事
を
成
功
さ
せ
る
上
で
有
数
な
技
術
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ωロ
5
H
C
M
E巳
巾
口
出
自
は
、
首
初
よ
り
戦
争
す
る
時
も
狩
磁
の
時
も
、
法
を
き
ち
ん
と
し
て
、
騒
が
せ
ず
撃
を
出
さ
せ
な
か
っ
た
。
戟

手
で
騒
い
で
聾
が
あ
が
れ
ば
敵
が
覚
る
、
狩
嵐
で
騒
い
で
聾
が
上
が
れ
ば
山
が
こ
だ
ま
す
る
、
獣
が
逃
げ
る
と
言
っ
て
、
ど
こ
に
行
く
時

で
も
衆
兵
士
全
員
に
前
も
っ
て
教
え
記
憶
さ
せ
た
。
(
太
組
五
O
頁
)

そ
の
結
果
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
全
て
の
戦
に
勝
利
を
得
た
と

『
老
槍
』
は
い
う
。
法
を
記
憶
さ
せ
て
、
統
制
の
取
れ
た
行
動
が
で
き
る
か
否
か
が

勝
敗
を
決
す
る
。
さ
れ
ば
釘
明
戦
に
赴
く
に
あ
た
り
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
の
べ
た
法
を
ニ
ル
イ
エ
ジ
エ
ン
が
衆
人
に
周
知
さ
せ
な
い
場
合
、
彼
ら
か

ら
馬
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
(
太
岨
八
五
頁
)
、
布
告
に
そ
む
い
て
隊
列
か
ら
離
れ
て
食
事
中
、
遭
遇
し
た
敵
兵
を
殺
し
た
と
い

う
兵
士
を
切
り
刻
み
、
衆
兵
に
み
せ
て
「
記
憶
さ
せ
た

3
5ロ
}
高
」
の
で
あ
る
(
太
組
九
六
頁
)

0

し
か
し
法
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
正
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
人
の
慣
例
で
あ
る
紙
銭
が
慣
例
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
法
の
正
し
さ
は
何
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
そ
の
人
に
よ
っ
て
で

あ
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
こ
そ
は
正
し
い
心
の
人
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
そ
の
心
に
よ
っ
て
作
っ
た
法
は
、
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
ま
り
に
形
式
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
論
理
が
何
時
も
通
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
首
の
ヌ
ル
ハ
チ
自
身
が
了
解
し

て
い
た
。
園
の
政
治
に
お
い
て
は
、
議
論
が
信
(
貫
(
同

E
E
)
で
、
法
が
き
ち
ん
と
し
て
い
る
の
が
大
切
で
あ
る
。
自
分
の
言
葉
に
い
つ
も
理

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
「
皆
の
了
解
し
た
理
の
あ
る
こ
と
を
、
汝
ら
諸
子
、
諸
大
臣
は
勧
め
て
の
べ
よ
(
太
淵
二
七
頁
こ
と
彼
は
言
、
っ
。
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よ
っ
て
、
自
ら
の
心
の
正
し
さ
以
外
に
別
の
根
擦
も
用
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
均
一

(ロ
2
m
g
)
で
あ
る
。
法
は
、
釘
象
に

封
し
て
均
一
で
あ
る
が
ゆ
え
に
正
首
牲
を
も
ち
得
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
満
丈
老
檎
』
太
組
、
高
暦
四
三
年
二
一
月
の
ニ
ル
編
成
の
記
事
に
典

型
的
に
う
か
が
え
る
。

ωロ
完
関
口
口
門
日
己
巾
ロ
国
自
の
集
め
た
大
国
の
人
を
、
す
べ
て
均
し
く

2
2向
。
口
)
斉
し
く
し
て

(
Z
E
r
E
O
)
数
え
て
、

三
百
の
男
を
二
一

ル
に
作
り
、
ニ
ル
に
一
人
の
エ
ジ
ェ
ン
を
任
じ
、
ニ
ル
イ
エ
ジ
ェ
ン
の
下
に
二
人
の
代
子
、

四
人
の
章
京
、
四
人
の
村
領
催
を
任
じ
、
二
一

百
人
の
男
を
四
人
の
章
京
に
割
り
嘗
て
て
任
じ
、
分
割
し
て
タ
タ
ン
に
編
成
し
、
様
々
な
仕
事
を
す
る
に
も
、
ど
こ
へ
行
く
に
も
四
タ
タ

ン
の
人
は
、
順
番
を
計
り
、
同
じ
よ
う
に
(
出
巾
印
。
)
仕
事
を
し
、
同
じ
よ
う
に
(
閣
の
団
巾
)
祇
遣
し
、
同
じ
よ
う
に
(
間
巾
由
。
)
行
か
せ
た
。
(
太

組
五
五
頁
)

こ
の
記
事
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
人
的
編
成
や
労
役
を
数
的
に
も
量
的
に
も
均
一
に
し
て
し
ま
え
ば
、
正
首
で
な
い
は
ず
が
な
い
、
と
い

う
護
想
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
明
の
千
長
、
百
長
制
は
、
人
敷
に
過
不
足
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
満
洲
の
百
長
制
は
、

一
O
O人
き

っ
か
り
で
あ
る
こ
と
が
稽
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
太
組
四
四
O
頁
)

0

こ
の
手
法
は
、
特
に
税
役
制
に
お
い
て
額
著
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
明
制
の
不
均
一
さ
が
批
判
の
釘
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
明
は
、
遼
東
地

方
に
お
い
て
公
課
を
門
ご
と
に
課
す
る
と
い
う
税
制
を
賓
施
し
て
い
る
が
、
戸
に
い
る
男
丁
に
多
少
が
あ
る
以
上
、
負
擦
の
不
公
平
は
克
れ
難

ぃ
。
こ
れ
は
課
税
原
則
の
不
具
合
で
あ
る
か
ら
「
我
は
汝
ら
の
そ
の
理
屈
吉
沼
田
口
は
お
こ
な
わ
な
い
」
こ
と
と
し
、
「
我
ら
の
元
か
ら
の
生
活

の
理
屈
」
に
従
っ
て
、
貧
富
み
な
均
し
く

2
2回
目
)
男
を
数
え
て
、
男
一
一
十
人
に
つ
き
一
人
を
兵
に
立
た
せ
る
こ
と
に
す
る
。
か
く
す
れ
ば
、

「
様
々
な
政
治
、
法
が
明
朗
な
の
で
、
天
は
我
を
愛
し
ん
で
く
れ
る
」
の
だ
と
い
う
(
太
組
四
二
七
l
四
二
八
頁
)

0

た
だ
し
人
聞
の
よ
う
に
均
一
に
分
配
し
う
る
も
の
な
ら
よ
い
が
、

そ
う
で
な
い
も
の
は
ど
う
す
る
の
か
。
た
と
え
ば
拾
得
物
の
蹄
趨
が
そ
う

で
、
所
有
者
が
二
分
、
拾
得
者
が
一
分
の
割
合
で
分
け
る
と
の
規
定
が
あ
る
(
太
組
五
六
頁
)
。
こ
の
場
合
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
勘
案
し
て
、

691 

賓
質
的
に
均
一
な
正
義
を
賓
現
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
賓
、
『
老
棺
』
は
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
を
総
括
し
て
、
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692 

悪
い
人
も
良
い
人
も
、

み
な
平
ら
に

2
2
5
)
均
一
に

2
2出
巾
ロ
)
太
平
に
安
楽
に
暮
し
た
。
(
太
組
五
六
頁
)

と
許
慣
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ヌ
ル
ハ
チ
の
い
だ
く
帝
王
観
が
、
帝
王
と
は
心
を
大
き
く
寛
く
し
て
、
国
人
を
「
平
ら
に

2
2
5
)
均
一
に

2
2
m
g
)
」
養
っ
て
暮
ら
す
も
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
(
太
組
三
O
頁
)
、
均
一
性
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
自
身
の
正
首
性
の
根
擦
と
も
な
る
の
で

あ
る
。均

一
と
は
見
方
を
嬰
え
れ
ば
章
一
で
あ
り
、

八
旗
制
を
は
じ
め
と
す
る
満
洲
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
に
は
、
均
一
性
・
書
二
性
を
賓
瞳

化
し
た
も
の
と
み
な
せ
る
も
の
が
多
い
。
特
に
人
聞
は
、
基
本
車
位
が
明
確
で
あ
る
か
ら
、

ヌ
ル
ハ
チ
は
、
往
々
に
し
て
均
一
な
人
数
に
よ
る

書
一
一
的
な
組
織
編
制
・
組
織
運
替
を
志
向
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
そ
の
よ
う
な
形
に
正
首
性
の
賓
瞳
化
し
た
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
太
祖
ヌ
ル
ハ
チ
に
と
っ
て
祉
舎
は
、
正
し
い
心
の
人
々
が
、
法
を
守
っ
て
均
一
に
暮
し
て
い
る
の
が
望
ま
し

い
賦
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

ハ
ン
の
政
治
的
正
首
性
の
存
否
も
、
こ
の
一
吐
曾
観
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
よ
う
な
枇
曾
観
は
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
継
承
し
、
轄
換
さ
せ
ら
れ
た
の
か
。
以
下
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

(
2
)
 
太

に壬7

刀t

期

個
人
の
政
治
的
な
思
惟
は
、
首
人
の
性
向
を
反
映
す
る
が
、
枇
舎
、
時
代
の
影
響
下
に
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
前
節
で
提
示
し
た
思
惟
様

式
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
個
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

ヌ
ル
ハ
チ
に
は
、
創
始
者
特
有
の

マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
勃
興
期
な
ら
で
は
の
思
惟
で
あ
っ
た
。

強
烈
な
白
負
心
と
燭
善
と
が
同
居
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
が
首
時
の
満
洲
人
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

一
定
の
留
保
を
つ
け

た
方
が
よ
い
。

た
と
え
ば
申
忠
一
の

「
建
州
紀
程
圃
録
』
に
は
、
「
以
前
は
自
由
に
行
動
で
き
、
狩
織
で
生
計
も
た
つ
た
が
、
現
在
は
行
動
へ
の
規
制
が
き

つ
く
、
獲
物
も
納
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
を
恐
れ
て
何
も
言
わ
な
い
が
、
心
中
怨
み
が
な
い
は
ず
が
な
い
」
、
と
の
或
る
人
の
言
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
時
に
高
暦
二
四
年
、

ヌ
ル
ハ
チ
三
八
歳
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
功
の
裏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
最
し
い
締
め
つ
け
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
漏
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洲
人
内
に
、
不
満
を
欝
屈
さ
せ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

人
に
正
し
い
心
、
法
の
遵
守
を
要
求
し
、
事
あ
る
ご
と
に
誓
約
さ
せ
る
。
し
ば
し
ば
怒
り
を
爆
護
さ
せ
、
顔
に
唾
を
吐
き
か
け
、
殺
害
す
る

に
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
指
導
者
は
、
ま
ず
も
っ
て
恐
怖
の
針
象
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
諸
王
が
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
綱
紀
の
弛
緩
を
責
め
ら
れ
た
と

き
、
〉
B
E
H
ω
2
r
ダ
イ
シ
ャ
ン
が
提
出
し
た
反
省
丈
に
、

ハ
ン
な
る
父
は
、
始
め
か
ら
我
が
暮
ら
し
ぶ
り
の
非
を
知
っ
て
言
っ
た
の
に
、
我
は
、
そ
の
言
葉
を
受
け
止
め
な
か
っ
た
の
で
罪
を
得
た

の
で
あ
る
。

ハ
ン
な
る
父
、
多
く
の
弟
た
ち
は
、
我
を
再
度
、
ま
た
い
つ
も
ど
お
り
の
や
り
方
で
養
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
愛
し
み

(
出

0
2
E
)
を
、
我
が
重
く
思
わ
ず
、
我
の
過
ち
を
口
で
は
我
が
非
は
首
然
だ
と
惰
っ
て
悔
悟
し
て
語
り
、
心
中
で
は
我
が
身
を
是
と
し

て
考
え
る
な
ら
ば
、
天
は
ま
た
も
了
と
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
(
太
組
八
六
O
頁
)

と
あ
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
の
よ
う
な
強
権
者
を
前
に
し
て
は
、
面
従
腹
背
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
面
従
腹
背
は
、
ヌ
ル
ハ

(
4
)
 

チ
が
最
し
く
責
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
き
れ
ば
彼
に
封
す
る
恐
怖
は
、
勢
力
を
掻
大
し
つ
つ
あ
る
ヌ
ル
ハ
チ
の
指
導
力
を
許
債
で
き
る
場
合

に
お
い
て
の
み
相
殺
さ
れ
る
。
彼
が
満
洲
人
の
聞
で
支
持
さ
れ
、
そ
の
思
惟
が
二
疋
程
度
共
有
さ
れ
た
の
は
、
時
代
が
マ
ン
ジ
ユ
の
勃
興
期
に

首
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
父
親
の
政
治
手
法
か
ら
韓
換
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
政
治
吠
況
が
異
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
わ

り
に
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
を
始
め
と
す
る
有
力
諸
王
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
彼
は
、
父
親
の
よ
う
な
突
出
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
の
理

由
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
手
法
は
、
強
烈
な
個
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
子
供
と
い
え
ど
も
そ
れ
を
完
全
に
継
承
す
る
の
が
難
し
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
父
親
の
手
法
を
継
承
し
つ
つ
も
、
新
た
な
論
理
を
交
え
て
濁
自
の
正
首
性
を
確
立
し
て
い
く
。
そ

れ
は
、
「
愛
し
む

m
O
印日
σH」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
ヌ
ル
ハ
チ
も
愛
し
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
分
愛
し
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
力
に
懸
隔
の
あ
る
強
者
が
弱

693 

者
を
愛
し
む
の
は
、
弱
者
を
恐
怖
に
陥
れ
る
。
先
ほ
ど
の
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
自
己
批
判
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
愛
し
み
が
、
彼
を
窮
地
に
追
い
込
ん
で
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い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
に
釘
し
て
即
位
首
初
の
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
目
立
つ
の
は
、
柔
軟
な
低
姿
勢
で
あ
っ
て
、

ヌ
ル
ハ
チ
の
強
匪
的
な
態
度
と
は
鮮
や
か
な
針
比

を
な
し
て
い
る
。
ダ
イ
シ
ャ
ン
、

マ
ン
グ
ル
タ
イ
と
い
っ
た
諸
王
に
封
し
て
低
姿
勢
で
あ
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
投
降
し
て
き

ア
ミ
ン
、

た
者
を
謁
見
す
る
際
に
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
チ
ヤ
ハ
ル
か
ら
逃
げ
て
来
た
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
王
に
封
し
て
、
叩
頭
さ
せ
る
の
で
な

く
、
「
同
じ
く
抱
い
て
舎
い
た
い
」
と
言
っ
て
お
り
(
太
宗
八
九
頁
)
、
明
の
総
兵
組
大
需
が
降
っ
た
際
も
、
「
脆
か
せ
ず
抱
い
て
舎
い
」
、
自
ら

そ
の
手
を
と
っ
て
ゲ
ル
に
導
い
て
い
る
(
太
宗
五
九
二
一
頁
)

0

彼
は
、
禁
令
の
賓
施
に
つ
い
て
も
柔
軟
で
あ
る
。
即
位
後
、
飢
謹
の
た
め
各
地
に
盗
賊
が
出
浸
し
た
時
、
大
臣
ら
は
詠
減
策
を
進
言
し
た
。

先
代
の
時
は
、
夫
が
盗
み
を
す
れ
ば
、
妻
に
火
の
お
こ
っ
た
炭
を
踏
ま
せ
、
焼
け
た
銭
鍋
を
か
ぶ
せ
て
慮
刑
す
る
と
い
う
過
酷
な
禁
令
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
(
太
組
八
五
九
頁
)
、
こ
の
進
言
は
そ
の
精
神
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
盗
賊
は
飢
謹
に
よ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
捕
ま
え
た
者
は
打
つ
が
、
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
克
除
す
る
と
し
て
い
る
。
『
老
檎
』
は
、
「
法
を
緩
や
か
に
し
宮
]
日

σ巾
印
三
品
目

o
E出
」
と
許
し
て
お
り
(
太
宗
八
七
!
八
八
頁
)
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
が
、
路
線
を
異
に
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

」
れ
ら
の
轄
換
が
、

一
方
で
そ
の
人
格
の
反
映
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
総
じ
て
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、
父
親
ほ
ど
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で
は

な
く
、
む
し
ろ
気
づ
か
い
に
長
け
た
人
柄
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
下
戸
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
焼
酎
を
注
い
で
お
り
(
太
宗
二
五

二
、
六
二
一
了
六
一
三
頁
)
、
戟
勝
の
賞
奥
と
し
て
、
自
分
に
は
駄
馬
を
、
大
臣
に
は
良
馬
を
輿
え
て
い
る
(
太
宗
二
七
三
頁
)
0

『
溶
陽
状
啓
』
に

は
、
あ
ち
こ
ち
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
好
意
が
記
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
遠
征
に
同
行
し
た
鳳
林
大
君
に
封
し
て
「
そ
の
親
愛
を
極
め
、
一
食

一
八
頁
)
。
更
に
永
平
の
城
壁
を
火
攻
め
に
あ
い
な
が
ら
も
攻
略
し
た
勇
士
と
舎
っ
た
時
、
彼
は
、

一
飲
す
ら
輿
同
せ
ざ
る
な
し
」
と
い
う
(

「
我
が
心
の
壊
れ
る

E
巳

HE---巾
ロ
巾
甘
す
同
巾
」
思
い
を
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
勇
士
は
今
後
攻
城
戦
に
参
加
さ
せ
な
い
よ
う
命
じ
て

い
る
(
太
宗
二
九
九
l
三
O
O
頁
)
o

ま
た
、
そ
れ
ら
の
地
を
ア
ミ
ン
ほ
か
の
失
態
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
時
に
は
、
失
っ
た
兵
の
こ
と
を
思
い
、

「
心
が
壊
れ

B
戸
]
己
巾
白
色
戸
]
巾
旨
巾
」
泣
い
て
叱
責
し
た
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
あ
ま
り
に
泣
く
の
で
、
集
っ
た
者
は
老
い
も
若
き
も
皆
も
ら
い
泣
き
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し
た
と
い
う
(
太
宗
」
一
九
七
1
一
一
一
九
八
頁
)

O

筆
者
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
と
は
異
な
っ
た
状
況
に
お
か
れ
、
異
な
っ
た
人
格
で
あ
る
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
政
治
的
思
惟
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
的
な
「
正
し
い

心
の
人
」
を
核
に
す
る
よ
り
は
、
「
愛
し
む

m
o
巴
B
E」
と
い
う
言
葉
を
核
に
し
、
そ
れ
と
他
の
言
葉
(
「
正
し
い
心
の
人
」
も
含
む
)
を
リ
ン
ク

さ
せ
て
と
ら
え
て
い
く
の
が
安
首
で
あ
る
と
考
え
る
。
正
首
性
観
念
は
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
重
層
す
る
の
で
あ
る
。

m
N
O
戸

E
E
と
は
、
本
来
人
が
相
手
を
思
い
や
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
天
や
ハ
ン
と
い
っ
た
上
位
者
が
、
人
や
民
と
い
っ
た
下
位
者
に

恩
を
施
す
場
合
に
使
わ
れ
る
。
こ
れ
も

B
丘
己

g
同
様
、
満
洲
人
の
日
常
語
で
あ
る
。
ヌ
ル
ハ
チ
も
天
か
ら
愛
し
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
太
租

期
の

「
漏
丈
老
槍
」
に
も
よ
く
見
え
る
。
し
か
し
太
宗
期
に
な
る
と
、
こ
の
語
に
封
す
る
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
偏
愛
ぶ
り
が
際
立
つ
。

我
ら
は
這
が
遠
く
、

土
地
が
悪
い
の
に
苦
し
ん
で
来
た
の
で
、

天
は
我
ら
を
愛
し
ん
だ
(
問
。
団
長
田
)

O

こ
れ
す
ら
小
さ
な
愛
し
み

(問
0
2
F
包
括
乙
で
あ
っ
て
、
大
い
に
愛
し
む
(
問
。
回
日
)
こ
と
が
、
さ
ら
に
あ
る
ぞ
。
天
が
愛
し
み
(
問

2
5己
行
う
時
に
は
、

グ
サ
イ

エ
ジ
ェ
ン
な
ど
の
官
人
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
サ
の
者
を
よ
く
勤
め
て
取
り
締
ま
れ
。
悟
る
ま
で
教
え
よ
。
兵
士
を
弟
や
子
供
と
同
じ
く

愛
し
め
(
問
。
巴
)

0

義
を
悟
る
ま
で
敬
え
、
弟
や
子
供
と
同
じ
く
愛
し
む
(
向
。
印
H

同
乙
な
ら
ば
、

グ
サ
の
人
は
汝
を
父
母
と
同
じ
く
思
い
、

教
え
た
言
葉
を
忘
れ
ず
に
記
憶
し
て
、
戦
い
の
時
に
は
ま
た
汝
の
前
で
死
の
う
と
い
い
、
法
に
背
か
ず
に
行
う
ぞ
。
(
太
宗
二
五
一
頁
)

上
の
者
が
愛
し
む
と
、
下
の
者
は
そ
れ
に
酬
い
る
。
さ
れ
ば
攻
城
一
番
乗
り
の
者
は
、
大
い
に
愛
し
み
た
い
の
で
あ
る
し
(
太
宗
二
四
六
頁
)
、

戦
死
し
た
時
に
愛
し
ま
な
け
れ
ば
、
兵
は
死
の
う
と
し
な
い
。
死
ね
ば
哀
し
み
、
傷
つ
け
ば
治
療
し
て
や
る
の
が
兵
の
主
、

グ
サ
イ
エ
ジ
エ
ン

な
の
だ
と
い
う
(
太
宗
五
二
七
頁
)

0

第
三
者
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
政
治
的
正
首
性
を
、
愛
し
み
に
求
め
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
ヨ
ト
が
ヌ
ル
ハ
チ
を
批
判
し
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
を

稀
揚
し
た
際
に
指
摘
し
た
の
が
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
兵
を
愛
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

遼
東
の
民
を
殺
し
た
こ
と
は
、
先
代
の
ハ
ン
の
罪
で
あ
る
。
:
:
:
今
で
は
我
ら
の
ハ
ン
は
、

ハ
ン
の
位
に
つ
い
て
以
来
、
悪
い
理
を
代
え

695 

て
道
理
を
新
し
く
改
め
、
園
人
を
養
い
兵
士
を
愛
し
む
心
(
間
口

H
E
r
o
ε
5
B
O
E
r
o
m
O凹

5
5戸
]
乙
自
)
を
行
っ
て
い
る
。
(
太
宗
五
八
三
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頁
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
愛
し
む
」
が
「
養
う

3
H
B
E」
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
倖
虜
は
、
衣
食
に
つ
い
て
「
よ
く
愛
し

み
養
え

Z
H
r
g
m
O印
H
B巾戸
]H」
と
命
じ
て
お
り
、
愛
し
み
養
え
ば
逃
げ
な
い
と
さ
れ
る
(
太
宗
三
八
O
頁
)
。
こ
の
場
合
の
養
う
は
、
衣
食
を
支

給
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
総
兵
官
麻
登
雲
が
、
「
ハ
ン
は
天
の
心
で
、
我
ら
の
殺
す
身
を
養
っ
た
」
、
我
ら
は
ハ
ン
の
愛
し
み
養
う
こ
と
に
報

い
よ
う
と
い
う
時
、
養
う
と
は
生
か
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
い
う
(
太
宗
五
三
四
頁
)
0

こ
の
よ
う
に
愛
し
み
は
、
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
賓
現
す
る
。
養
う
と
は
、
生
か
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
上
の
者
が
下
の
者
に
生

き
る
た
め
の
手
段
や
財
物
を
支
給
す
る
こ
と
が
愛
し
み
の
具
瞳
的
な
形
と
な
る
。

ヌ
ル
ハ
チ
期
の
史
料
で
あ
る
が
、
次
の
記
事
は
そ
れ
を
明
快

に
示
し
て
い
る
。

天
の
任
じ
た
ハ
ン
は
、
下
の
大
臣
ら
を
愛
し
み
養
い
、
大
臣
ら
は
ハ
ン
を
敬
っ
て
暮
ら
す
の
が
遁
理
で
あ
る
ぞ
。
ベ
イ
セ
は
ジ
ユ
シ
エ
ン

を
愛
し
め
、
ジ
ュ
シ
ェ
ン
は
ベ
イ
セ
を
愛
し
め
。
ア
ハ
は
エ
ジ
ェ
ン
を
愛
し
め
、

エ
ジ
ェ
ン
は
ア
ハ
を
愛
し
め
。
ア
ハ
が
働
い
た
田
の
穀

物
を
エ
ジ
ェ
ン
と
と
も
に
一
緒
に
食
べ
よ
。

エ
ジ
エ
ン
の
戦
っ
て
得
た
財
物
を
、

ア
ハ
と
と
も
に
一
緒
に
着
よ
。
猟
を
し
て
得
た
肉
を
、

ア
ハ
と
と
も
に
一
緒
に
食
べ
よ
。
:
:
:
新
し
い
綿
、
新
し
い
穀
物
を
得
た
後
、
ま
た
着
せ
食
べ
さ
せ
る
の
が
悪
け
れ
ば
、
訴
え
よ
。
訴
え

た
後
に
、
養
い
の
悪
い
エ
ジ
エ
ン

(
ε
5
0
F
O
巾
守
口
)
か
ら
取
っ
て
、
養
い
の
良
い
エ
ジ
エ
ン
(
戸
]
5
2
5
巾
]g)
に
輿
え
よ
う
。
(
太
租
二

六
七
頁
)

こ
こ
に
上
位
者
が
施
す
愛
し
み
、
養
い
に
封
し
て
下
位
者
が
慮
、
え
る
と
い
う
関
係
が
生
じ
る
。
こ
の
関
係
は
、
上
位
者
の
側
か
ら
護
動
す
る
。

ヨ
ト
は
、
「
養
う
こ
と
を
疎
か
に
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
天
下
を
取
ろ
う
か
」
と
ま
で
い
う
(
太
宗
六
三
二
頁
)
。
そ
の
た
め
上
位
者
に
と
っ
て
、

何
を
ど
の
程
度
給
附
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
分
配
問
題
は
重
大
事
と
な
る
。
こ
こ
で
安
首
性
を
失
す
る
と
、
そ
の
正
首
性
に
傷
が
つ
く
。

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
具
瞳
策
が
等
級

1
a
H
の
設
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ま
た
以
前
は
ど
の
戦
い
で
も
、
敵
に
接
近
し
て
死
ん
で
も
、
遠
く
で
大
砲
に
中
っ
て
死
ん
で
も
、
皆
一
様
に
匝
別
せ
ず
輿
え
て
い
た
。
従
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人
で
も
、

た
だ
の
甲
士
の
等
級
で

(
E
;
E
E
J
q日
E
E
]
O
H
m
L
O
)
輿
え
て
い
た
。
今
新
た
に
定
め
、
遠
近
を
計
っ
て
従
僕
に
皆
匝

別
し
て
輿
え
た
。
(
太
宗
六
六
四
頁
)

と
あ
り
、
そ
の
後
に
、
ど
の
ケ

1
ス
は
何
雨
賞
輿
す
る
と
の
場
合
わ
け
が
延
々
と
列
翠
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
わ
け
が
各
人
の
等
級
]
包
告
を
一
不

す
の
で
あ
っ
て
、
他
の
記
事
で
は
、
獲
得
し
た
倖
虜
は
、
官
人
・
兵
士
に
「
等
級
を
計
っ
て
す
円
程

σ
o
F
B巾
」
賞
興
し
た
と
も
い
う
(
太
宗
一

二
二
一
百
ハ
)

0

一
方
、
そ
れ
に
反
し
て
勝
手
に
分
配
す
る
の
は
不
正
と
さ
れ
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
言
に
、

我
ら
の
諸
王
、
諸
大
臣
は
、
天
の
愛
し
み
助
け
て
く
れ
る
時
に
は
、
全
て
の
品
物
を
義
(
]
戸
円
四
日
出
)
に
よ
っ
て
い
庭
理
す
る
。
我
が
身
の
方

に
人
質
ら
ず
、
自
分
た
ち
の
も
の
を
依
枯
晶
展
し
な
け
れ
ば
、
下
の
兵
士
も
喜
ぶ
。
天
も
良
し
と
す
る
。
(
太
宗
一
一
一
一
一
一
l
三
一
一
一
一
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
、
財
物
は
義
吉
布
告
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
狩
織
の
獲
物
の
蹄
属
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
王
ず
は
巾

の
も
の
か
隷
民
百
四
自
の
も
の
か
は
、
員
備
を
法
山
2
5
で
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
王
が
強
引
に
奪
う
こ
と
は
戒
め
ら
れ
た
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
、

猟
に
従
っ
た
兵
士
ら
に
王
を
恐
れ
る
な
と
誓
わ
せ
て
い
る
(
太
示
八
六
二
頁
)

0

ホ
ン
タ
イ
ジ
も
ヌ
ル
ハ
チ
同
様
、
法
の
遵
守
を
巌
し
く
求
め
た
こ
と
は
、

ド
ル
ゴ
ン
が
朝
鮮
世
子
に
、

お
合
同
い
し
た
い
が
、
「
固
法
が
き
わ

め
て
巌
し
く
、
勝
手
に
出
来
ま
せ
ん
。
皇
帝
の
命
令
を
受
け
た
な
ら
ば
、
拙
宅
に
お
招
き
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
こ
と
(
『
洛
陽
朕
啓
」
二
六

頁
)
、
法
の
記
憶
に
よ
る
周
知
徹
底
、
法
に
違
反
し
た
場
合
、
管
理
者
に
も
責
任
を
問
う
な
ど
、

ヌ
ル
ハ
チ
期
と
同
じ
方
針
が
取
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
(
太
宗
二
三
六
頁
、
二
五
一

l
二
五
二
頁
)
。
さ
れ
ば
上
位
者
と
い
え
ど
も
、
法
山
2
5
・
等
級
す
円
程
に
背
い
た
分
配
は
、

義
』
ロ
円

m
g
の
喪
失
に
よ
っ
て
政
治
的
威
信
を
大
き
く
傷
つ
け
る
。
逆
に
法
・
等
級
を
守
っ
て
い
る
限
り
は
、
義
あ
り
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
等
級
は
、
養
い
を
賓
現
す
る
上
で
の
闘
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
上
位
者
に
よ
る
究
極
の
愛
し
み
、
養
い
は
、
下

位
者
そ
れ
自
身
に
等
級
を
附
輿
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
す
な
わ
ち
奴
隷
や
財
貨
を
輿
え
る
の
で
は
な
く
、
首
人
に
等
級
を
附

697 

輿
し
て
、

マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
輿
え
て
や
る
。
こ
れ
こ
そ
が
ハ
ン
の
大
い
な
る
愛
し
み
、
養
い
で
あ
り
、

マ
ン
ジ
ユ
グ
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ル
ン
の
あ
ら
ゆ
る
枇
曾
秩
序
概
念
が
回
時
、

リ
ン
ク
し
て
い
く
根
幹
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
端
的
に
は
、
官

}
H
R
m
s
-
職
古
布
告
の
盟
系
と
し

て
賓
現
す
る
。
愛
し
み
を
も
っ
て
己
の
政
治
的
正
首
性
を
捨
保
し
て
い
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
期
に
、

い
わ
ゆ
る
官
僚
制
度
が
進
展
す
る
の
は
偶
然
で

キ」阜、品、。

l
f
し

以
上
の
こ
と
は

『
漏
丈
老
棺
」
に
の
せ
る
救
命
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ハ
ン
が
言
、
つ
に
は
、

F
H
O
U
巴

]Em
は
漢
人
の
ハ
ン
に
革
職
さ
れ
た
参
将
で
あ
っ
た
。
遼
東
を
得
た
後
、
我
は
登
用
し
て

(
E
E
2
P
)

遊
撃
の
官

(
F
2
m
g
)
を
輿
え
た
。
漢
人
の
刀
船
の
人
を
捕
ま
え
て
迭
っ
て
き
た
功
(
四
E
m
)
で
昇
進
さ
せ
、
参
将
の
官
を
輿
え
た
。
養

っ
た
恩
(
戸
]HFoEE)
を
思
い
、

で
き
る
限
り
勉
闘
し
(
白
戸

5
1
5
r
z
u
B色
、
正
し
く
心
を
蓋
し
(
円
D
E
2
共
同
自
吉
自
己
、
力
を
輿

え
よ

(
r
g
E
E
)
0

ハ
ン
が
言
、
つ
に
は
、
足
白

N
ロ
-
5、
汝
は
最
初
、
軍
門
の
旗
鼓
の
位
の
官
人
で
あ
っ
た
。
我
は
登
用
し
て
遊
撃
の
官
を
輿
え
た
。
養
っ
た

恩
を
思
い
、

で
き
る
限
り
勉
闘
し
、
正
し
く
心
を
童
し
、
力
を
輿
え
よ
o

(
太
宗
一
九
六
、

一
九
七
頁
)

こ
こ
で
言
う
養
っ
た
恩
と
は
、
登
用
し
て
官
を
輿
え
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
登
用
す
る
き
っ
か
け
は
、
功
が
あ
っ
た
り
明
の
官
僚
で
あ
っ

た
り
と
様
々
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
救
命
、
特
に
小
官
の
救
命
に
お
い
て
養
っ
た
恩
云
々
と
い
う
最
後
の
一
節
は
、
定
型
句
と
化
し
て
お
り
、

官
人
へ
の
取
り
立
て
が
ハ
ン
に
よ
る
養
い
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
看
て
取
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

マ
ン
ジ
ユ
的
な
官
僚
制
と
は
、
ま

ず
も
っ
て
皇
帝
の
愛
し
み
、
養
い
を
賓
睦
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
語
に
十
全
に
一
不
さ
れ
る
。

大
臣
ら
、
汝
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
の
庭
に
任
用
し
て
、
貴
く
登
用
し
て
愛
し
み
養
う
の
は

(
m
g
E巾
三
巳

2
m
m
o
)
、
兵
民
の
た
め
で
あ
る
ぞ
。

(
太
宗
一
二
九
六
頁
)

果
た
し
て
そ
う
と
す
れ
ば
、

ハ
ン
に
よ
っ
て
愛
し
み
養
わ
れ
た
官
人
は
ど
う
行
動
す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
頑
張
っ
て
功
を
認
め
て
も
ら
う

こ
と
で
あ
り
、
功
を
認
め
ら
れ
な
い
ま
で
も
心
正
し
く
力
の
限
り
勉
勘
(
同
&
E
B
F
H
)
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、

ハ
ン
の
愛
養
し
て
く

れ
た
恩
へ
麿
え
る
遁
で
あ
る
。
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戸

HHm2
ょ
、
汝
の
兄
弟
三
人
を
グ
サ
イ
エ
ジ
ェ
ン
に
任
じ
、
皆
罪
を
得
て
い
た
。
今
汝
を
グ
サ
イ
エ
ジ
ェ
ン
に
任
ず
る
の
は
、
汝
の
兄

弟
を
勘
案
し
て
任
じ
た
の
で
は
な
い
。
汝
を
能
が
あ
る
と
思
っ
て
任
じ
た
の
で
あ
る
。
今
後
よ
く
勉
闘
し
な
い
(
宮
町
出
向
山
富
)
な
ら
ば
、

別
の
者
を
任
、
ず
る
。
(
太
宗
一

O
八
六
頁
)

一方、

ヌ
ル
ハ
チ
期
と
同
じ
く
心
の
あ
り
ょ
う
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
に
よ
る
イ
ン
グ

ホ
ン
タ
イ
ジ
期
に
お
い
て
も
、

ル
ダ
イ
評
に
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
。
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ル
ダ
イ
は
強
情
で
、
己
の
旗
を
晶
展
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
も
っ
と
も

一5
)

「
人
聞
が
全
く
良
い

2
5
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
「
た
だ
心
が
全
き
で
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
ぞ
」
と
し
て
、
彼
を
批

刊
し
て
い
る
。
人
の
債
値
と
は
、
先
ず
も
っ
て
心
の
あ
り
ょ
う
如
何
な
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
正
し
い
心
へ
の
志
向
も
、
同
様
に
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

ハ
ン
だ
け
で
な
く
満
洲
人
全
瞳
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
崇
徳
年
間
に
洛
陽
で
人
質
に
な
っ
て
い
た
朝
鮮
世
子
側
の
記
録
「
漆
陽
吠
啓
」
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
特
徴
は
、

「
誠
」
字
の
氾
濫
で
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
ン
グ
ル
ダ
イ
ら
が
、
朝
鮮
か
ら
女
子
を
迭
れ
と
迫
っ
た
時
、
彼
ら
は
「
皇
帝
の
命
令
が
な
く
て
も
、
朝
鮮
に
も
し
「
誠
意
」
が

あ
れ
ば
、
首
然
先
に
自
ら
献
上
す
べ
き
で
あ
る
」
と
責
め
て
お
り
、
封
す
る
朝
鮮
側
は
、
彼
ら
が
い
つ
も
「
誠
信
」
を
楯
に
難
詰
し
て
く
る
こ

の
如
何
を
試
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
」
と
か
(
二
O
八
頁
)
、
皇
帝

は
世
子
が
「
心
を
蓋
し
て
(
墨
心
)
」
封
摩
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
今
に
至
る
も
賓
行
し
な
い
。
今
度
朝
鮮
が
命
令
ど
お
り
に
出

と
に
昨
易
し
て
い
る
(
四
二
頁
)
0

ほ
か
に
も
「
皇
帝
は
汝
の
固
の
『
誠
意
』

兵
し
な
い
な
ら
ば
、
「
誠
信
」
で
針
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
つ
一
一
一
一
九
頁
)
、
と
も
い
う
。
誠
が
皇
帝
に
封
す
る
一
定
の
心
の
持
ち
ょ
う
を
表

現
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
誠
字
は
、

一
つ
の
満
洲
語
を
語
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
丹

OEC
を
始
め
と
す
る
心
の
公
正
さ
を
表
す
一
群
の
満
洲
語
を
、

699 

遁
宜
「
誠
」
と
翻
詳
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
天
聴
四
年
八
月
に
皮
島
の
劉
氏
兄
弟
に
お
く
つ
た
漢
文
の
書
簡
に
「
心
誠
」
と
あ
り
、

(
6
)
 

で
は
、
日
ロ
]
己
巾
口
出

r
Eロ
(
心
が
信
賓
)
と
い
う
。
誠
は
日

r
Eロ
と
な
る
。
出

r
Eロ
は
、
法
や
政
治
の
公
正
さ
を
あ
ら
わ
す
際

封
す
る
『
老
槍
』
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に
も
使
わ
れ
て
お
り
、

Z
E
o
と
リ
ン
ク
し
や
す
い
言
葉
で
あ
る
。
他
に
も
朝
鮮
側
の
漢
文
文
書
に
あ
る
「
赤
心
」
を
、

(
7
)
 

2
m
m
H
Bロ]己
2
と
課
す
。

E
2
m
m
H
は
誠
賓
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
吉
ロ
号
、
件
門
日
回
目
、

E
2
m
m
H
を
始
め
と
す
る
心
の
公
正
さ

『
老
棺
』

で
は
ロ
ロ
目

を
表
す
言
葉
を
、

一
括
し
て

Z
E
o
系
の
語
柔
と
呼
ん
で
お
く
。

満
洲
人
と
朝
鮮
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
好
む
語
棄
を
核
に
し
て
論
理
を
組
み
立
て
て
い
た
。
満
洲
人
は
、
世
界
を
誠
の
観
酷
か
ら
と
ら
え
る
の
を

好
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
人
に
と
っ
て
も
誠
は
大
切
な
徳
目
で
あ
る
し
、
儒
教
を
奉
じ
て
い
る
以
上
、
『
中
庸
』
説
の
鍵
で
あ
る
誠
概
念
に
親

し
ん
で
い
な
い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
朝
鮮
人
の
目
か
ら
し
て
も
、
満
洲
人
の
誠
に
封
す
る
偏
愛
ぶ
り
は
極
端
に
映
じ
た
。
た
と

え
ば
、

イ
ン
グ
ル
ダ
イ
は
怒
り
も
あ
ら
わ
に
、
「
前
か
ら
朝
鮮
は
、
何
事
に
つ
け
て
も
『
誠
賓
』

で
な
く
、
必
ず
言
葉
で
言
い
課
し
て
い
た
の

を
俺
ら
が
知
ら
な
い
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
顔
な
じ
み
に
な
っ
た
の
で
(
情
而
相
熟
)
、
我
慢
し
て
い
た
だ
け
だ
」
と
言
い
放
つ
(
『
洛
陽
朕

啓
』
二
九
八
頁
)
。
封
す
る
朝
鮮
側
は
、
本
園
へ
の
報
告
で
、
「
こ
の
園
が
言
っ
て
く
る
大
小
の
こ
と
は
、
今
ま
で
説
得
し
て
お
願
い
す
る
と
い

う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
言
で
も
拒
否
す
る
と
、
益
々
怒
り
だ
し
、
終
に
は
逃
げ
場
が
な
く
な
る
の
で
、
極
め
て
憂
慮
し
て
お

り
ま
す
」
と
か
、
「
事
の
是
非
、
理
の
由
直
を
全
く
匝
別
せ
ず
、
文
書
で
も
口
頭
で
も
一
千
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
の
べ
て
お
り
(
同
童
H

一三

二
、
三
一
八
頁
)
、
困
惑
の
至
り
で
あ
る
。
朝
鮮
側
が
、
事
理
の
是
非
曲
直
か
ら
話
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
満
洲
側
は
ひ
た
す
ら
心
の

誠
賓
さ
を
求
め
る
。
満
洲
人
は
、
朝
鮮
人
か
ら
す
れ
ば
誠
を
振
り
回
す
人
々
な
の
で
あ
り
、
雨
者
の
議
論
の
進
め
方
に
は
、
か
な
り
の
懸
隔
が

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
満
洲
人
は
、

zz-o系
の
語
葉
で
修
飾
さ
れ
た
田
口
正
巾
口
を
議
論
の
中
核
に
す
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
期
に
な

る
と
、
吉
見
ー
。
の
音
、
山
味
内
容
が
特
化
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
昔
時
、
ハ
ン
の
愛
養
に
封
し
て
古
口
仏
10

百
戸
主

g
で
鹿
え
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
的
官
・
職
盟
系
の
論
理
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

ヌ
ル
ハ
チ

期
の

Z
E
C
Bロ
]
巳
自
は
、
ま
だ
し
も
一
般
的
な
正
し
さ
、
人
な
ら
誰
に
で
も
通
用
す
る
正
し
さ
で
あ
っ
た
が
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
期
の
そ
れ
は
、

官
人
が
ハ
ン
に
封
時
す
る
時
の
心
の
持
ち
ょ
う
を
表
す
語
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

Z
E
o
が
漢
語
の
「
忠
」
字
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
く
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る
こ
と
に
現
れ
る
。

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
二
件
の
救
命
の
末
に
出
て
く
る
吉
ロ
号
を
、
本
稿
で
は
「
正
し
く
」
と
課
し
た
。
漏
丈
老
槍
研
究
舎
の
諜
は
、
逐
語

語
の
方
で
は
「
正
し
く
」
で
あ
る
が
、
土
日
中
語
の
方
は
「
忠
」
と
語
し
て
い
る
。
確
か
に
主
要
な
辞
書
も
、
件
。
ロ
仏
O

に
忠
の
意
味
を
附
す
。
た
だ

L
Z
E
o
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
意
味
の
匝
別
は
、
本
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

そ
れ
を
誼
す
る
の
は
、

ホ
ン
タ
イ
ジ
ら
が
皮
島
の
劉
氏
を
味
方
に
つ
け
る
た
め
天
地
へ
誓
っ
た
一
文
に
、
「
我
ら
雨
者
が
と
も
に
語
っ
た
言

に
致
し
、
吉
田
LjO
ト
品
目
HHHσ
戸
宮
内
(
正
し
く
心
を
蓋
し
)
暮
せ
ば
、
天
地
は
愛
し
み
世
遠
く
年
久
し
く
暮
さ
せ
よ
」
と
あ
り
(
太
宗
四
二
七
頁
)
、
下

線
部
は
救
命
の
表
現

Z
E
O
H
長田
E
E
B
巾
と
同
じ
で
あ
る
。
天
に
封
す
る
態
度
も
ハ
ン
に
封
す
る
態
度
も
満
洲
語
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
彼
ら

は
、
雨
者
を
同
じ
観
念
で
と
ら
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
古
口
L
o
が
正
か
ら
忠
を
分
出
す
る
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
漢
文
救
命
に
で
て
く
る
忠
字
を
吉
ロ
仔
に
翻
謹
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
漏
丈
救
命
の
如
何
に
も
こ
な
れ
な
い
表
現
自
己

2
2
5
r
p沼田口
5
Z
E
C
H
共
同
日
吉
田
巾
}
呂
田
E

E

は
、
漢
文

(
8
)
 

救
命
の
「
其
盆
闘
忠
勤
」
を
翻
詳
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
の
漢
文
表
現
は
、
「
平
南
敬
親
王
向
可
喜
事
責
冊
」
に
の
せ
る
天
聴
八
年
の
救

命
に
見
え
る
。
さ
れ
ば
吉
区
o
の
意
味
が
分
化
す
る
の
は
、
漢
語
表
現
を
受
容
し
た
後
に
漢
語
の
忠
字
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
本

来
門
O

ロ(日
0

に
正
と
忠
の
匝
別
は
な
く
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
正
し
い
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
。
満
洲
人
は
、
天
に
も
ハ
ン
に
も
正
し
い
心

で
封
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

満
洲
人
が
い
つ
頃
か
ら
漢
語
の
忠
な
る
概
念
を
受
容
し
だ
し
た
の
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
遅
く
と
も
天
聴
年
間
と
も
な
る
と
、
円
。
ロ
巴
0

は

忠
の
謹
語
と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
。
『
太
宗
賓
録
(
漢
文
初
纂
本
)
」
天
聴
一

O
年
四
月
一
五
日
に
の
せ
る
マ
ン
ジ
ユ
グ
ル
ン
か
ら
朝
鮮
へ
出
し

た
書
に
、
「
此
君
子
重
忠
報
園
、
致
君
津
民
之
遁
也
」
と
あ
り
、
封
す
る

(
9
)
 

吉
ロ
仏
O
B
戸
主
巾
ロ
で
エ
ジ
ェ
ン
に
力
を
輿
え
る
遁
で
あ
る
ぞ
」
で
あ
る
。

『
老
楢
』
は
、
「
誠
に
賢
人
ら
智
者
ら
の
民
の
た
め
に
正
し
い
心

701 

」
の
こ
と
は
、
古
口
仏
O
B
戸
E
2
H
が、

一
般
的
な
心
の
も
ち
ょ
う
か
ら
、

ハ
ン
に
封
す
る
官
人
の
心
の
も
ち
ょ
う
へ
と
特
化
し
た
意
味
を
分
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出
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
満
洲
人
た
ち
は
、
こ
の
新
た
な
意
味
を
、
今
ま
で
の
「
正
し
い
心
の
人
」
「
愛
し
み
」
「
養
い
」
に
重
層
さ
せ
な

が
ら
入
閣
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

2 

入

後

目司

(
2
)
 

組

期

世

一
一
百
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
入
闘
直
後
の
満
洲
人
の
思
惟
の
あ
り
ょ
う
が
、
入
開
以
前
の
そ
れ
と
極
端
に
懸
隔
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
。

政
治
的
正
首
性
の
論
理
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
越
前
の
商
人
竹
内
藤
右

(
日
)

衛
門
ら
の
『
轄
担
漂
流
記
』
で
あ
る
。
本
書
は
、
彼
ら
が
幕
府
の
審
問
に
答
え
た
報
告
書
で
あ
っ
て
、
入
闘
直
後
順
治
元
年
、
一
一
年
の
満
洲
人

の
あ
り
ょ
う
が
、
異
園
の
者
の
眼
で
的
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

ふ
び
ん

た
と
え
ば
キ
ウ
ア
ン
ス
と
記
さ
れ
る
九
王
ド
ル
ゴ
ン
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
者
共
は
不
便
に
思
召
候
由
に
て
御
前
近
く
度
々
被
召
出
、
御
懇

に
被
仰
候
」
と
あ
る
の
は
、
彼
の
「
愛
し
み
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
満
洲
人
の
枇
舎
に
つ
い
て
「
御
法
度
高
事
の
作
法
、
こ
と
の
外
明

に
正
し
く
見
へ
申

L
候
、
上
下
共
に
慈
悲
深
く
、
正
直
に
て
候
」
と
い
う
の
は
、
満
洲
人
が
法
を
遵
守
す
る
正
し
い
心
の
人
で
あ
る
こ
と
を
彼

ら
な
り
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
興
味
深
い
の
は
上
下
闘
係
の
観
察
で
あ
っ
て
、
「
主
と
下
人
と
の
作
法
親
と
子
と
の
如
く
に
見
へ
申
候
。
召
仕
候
者
を
い
た
は
り
候
事
、

子
の
ご
と
く
に
仕
候
。
又
主
を
お
も
ひ
候
事
、
親
の
ご
と
く
に
仕
候
ゆ
へ
、
上
下
共
に
親
し
く
見
へ
申
候
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
上
の
者
は
愛

し
み
養
い
、
下
の
者
は
報
恩
致
力
す
る
と
い
う
満
洲
的
な
醇
風
美
俗
が
、

い
ま
だ
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

し
か
し
入
闘
後
時
が
経
つ
に
つ
れ
、
彼
ら
が
漢
人
的
な
思
惟
を
取
り
込
ん
で
い
く
の
は
避
け
が
た
い
。
藤
右
衛
門
ら
は
、
「
北
京
人
の
心
は
、

韓
担
人
と
は
達
ひ
、
盗
人
も
御
座
候
、
備
も
申
候
、
慈
悲
も
無
之
か
と
見
へ
申
候
」
と
評
す
る
が
、
漏
洲
人
が
二
疋
程
度
「
慈
悲
も
無
之
」
人
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へ
饗
っ
て
い
く
の
は
、
入
閲
し
た
以
上
、
掛
田
然
梯
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
代
慣
だ
っ
た
。

入
開
後
の
満
洲
人
の
思
惟
の
一
斑
を
示
す
の
は
、
順
治
二
年
の
記
注
に
基
づ
く
『
多
爾
哀
揖
政
日
記
』

(
日
)

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ド
ル
ゴ

ン
が
、
従
来
の
満
洲
人
的
な
護
想
を
も
っ
と
と
も
に
、
漢
人
的
な
思
惟
を
も
取
り
込
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

た
と
え
ば
人
臣
が
君
主
に
仕
え
る
の
は
、
「
ひ
と
え
に
ま
っ
さ
ら
な
一
心
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
顔
に
あ
る
の
で
は
な
い
(
全
在
精
白
一
心
、

不
在
両
貌
上
)
」
(
六
月
三
日
)
と
か
、
洪
承
時
に
つ
い
て
「
私
が
心
か
ら
愛
す
る
人
で
あ
っ
て
(
我
所
心
愛
之
人
)
、
高
金
と
い
え
ど
も
惜
し
ま
な

い
」
(
閏
六
月
一
四
日
)
と
い
う
の
は
、
彼
が
相
愛
ら
ず

B
丘
己

g
か
ら
護
想
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ら
は
、
入
関
前
の
思
惟
を
引
き
ず

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
漢
語
表
現
を
受
容
し
て
い
く
中
で
思
惟
上
の
重
要
な
轄
換
が
出
現
す
る
。

第
一
は
、
語
葉
、
表
現
が
豊
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
入
関
前
の
満
洲
語
の
語
棄
が
、
漢
語
に
比
し
て
少
な
い
の
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め

本
稿
の
よ
う
に
、
特
定
の
語
柔
に
注
目
し
て
思
惟
様
式
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
手
法
が
有
数
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
入
闘
後
の
満
洲
人
た

ち
は
、
漢
語
の
影
響
を
受
け
て
表
現
が
格
段
に
豊
か
に
な
る
。
満
洲
人
が
初
め
て
瞳
系
的
な
思
想
を
獲
得
し
た
の
も
入
闘
後
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
第
二
の
轄
換
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
思
想
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
で
は
な
く
、
漠
人
の
思
想
を
満
洲
人
的
に
嬰
容
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
入
闘
後
の
満
洲
人
の
思
惟
は
、
格
段
の
贋
が
り
と
内
容
を
持
つ
が
故
に
、
特
定
の
語
柔
に
注
目
す
る
だ
け
で

は
特
徴
を
明
ら
か
に
し
難
い
。
さ
れ
ば
漢
人
的
な
思
惟
様
式
か
ら
の
偏
移
を
見
出
し
て
い
く
手
法
が
有
放
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
目
論
見
を
も
っ
た
上
で

『
多
爾
哀
撮
政
日
記
」
を
謹
ん
で
み
る
と
、
ド
ル
ゴ
ン
が
自
分
た
ち
の
心
の
あ
り
ょ
う
を
、
漢
語
で

「
貰
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
が
満
洲
人
と
漠
人
を
比
較
し
て
の
べ
た
言
葉
に
、
「
お
よ
そ
満
洲
人
は
、
心
を

賓
に
し
て
話
し
た
だ
け
で
あ
る
。
漢
人
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
だ
(
大
略
満
洲
人
心
賓
読
過
便
了
、
漢
人
似
不
知
此
)
」
(
閏
六
月
七
日
)
と
あ
る
の

が
そ
、
つ
で
あ
る
。

、

一

世

ド

、

ミ

(

段

、

、

ド
ル
ゴ
ン
白
身
は
、
政
務
の
場
で
は
満
洲
語
を
話
し
て
し
る
カ
漢
語
も
で
き
た
と
し
う
。
さ
れ
は
、
七
の
あ
り
ょ
う
が
漢
語
で
賓
と
課
さ
れ

703 

る
よ
う
に
な
る
と
、
漢
語
の
で
き
る
満
洲
人
た
ち
は
、
自
ら
を
「
賓
」
な
る
存
在
で
あ
る
と
意
識
す
る
に
至
る
。

一
旦
そ
う
い
う
自
意
識
が
芽
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生
え
る
と
、
漢
人
は
、
漢
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
虚
」
で
あ
り
「
名
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
漢
語
の
素
養
の
あ
る
満
洲
人
に
よ
る
漢
人
批

刊
は
、
満
洲
人
が
賓
殺
で
あ
る
の
に
封
し
、
漢
人
は
虚
名
で
あ
る
と
い
う
論
法
を
取
る
の
が
典
型
と
な
る
。
ド
ル
ゴ
ン
自
身
、
明
に
も
死
節
を

全
う
し
た
者
が
い
る
こ
と
を
賞
賛
し
た
上
で
、
「
そ
う
で
は
あ
る
が
、
全
て
こ
れ
ら
は
死
後
の
名
の
た
め
で
あ
っ
て
、
君
恩
に
感
激
し
た
か
ら

で
は
な
い
(
都
是
矯
身
後
之
名
、
不
是
君
恩
感
激
的
)
」
(
閏
六
月
一
一
一
日
)
と
批
判
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
一
例
と
な
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
漢
人
的
な
人
治
思
想
が
受
容
さ
れ
て
く
る
賄
で
あ
る
。
従
来
の
満
洲
人
の
思
惟
の
中
核
は
、
「
正
し
い
心
の
人
」
で
あ
り
、

そ
の
中
で
重
要
な
の
は
「
正
し
い
」
と
「
心
」
で
あ
っ
て
、
「
人
」
で
は
な
か
っ
た
。
正
し
い
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
天
に
仮
託
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
を
除
け
ば
、
人
で
あ
る
の
は
嘗
然
な
の
で
あ
っ
て
、
人
を
強
調
す
る
の
は
言
わ
ず
も
が
な
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
満
洲
人
の
思
惟
に
は
、
具
象
志
向
を
お
し
つ
め
た
極
端
な
即
物
主
義
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ド
ル

ゴ
ン
は
、
票
擬
の
中
に
「
神
人
共
憤
」
な
る
一
語
が
あ
っ
た
こ
と
を
と
ら
え
て
漢
人
批
判
を
展
開
し
て
い
る
が
、
我
々
の
眼
か
ら
す
れ
ば
異
様

な
議
論
で
あ
る
。

明
朝
の
人
は
博
亭
な
者
も
多
い
が
、
こ
う
い
う
表
現
は
い
た
だ
け
な
い
。
人
心
の
憤
り
な
ら
ば
嘗
然
目
に
見
え
る
が
、
天
の
憤
り
は
ど
う

や
っ
て
現
れ
る
の
か
。
今
我
が
軍
が
敵
を
磯
滅
し
た
の
は
、
こ
の
言
の
如
く
で
あ
る
が
、
も
し
雨
軍
が
針
峠
し
て
勝
負
が
つ
か
な
か
っ
た

ら
、
天
は
憤
る
の
と
憤
ら
な
い
の
と
の
中
聞
に
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
(
閏
六
月
四
日
)

こ
の
よ
う
に
、
天
へ
の
仮
託
は
、
即
物
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
。
彼
ら
に
は
、

レ
ト
リ
ッ
ク
が
通
用
し
な
い
こ
と
が
間
々
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
「
正
し
い
心
の
人
」
の
中
で
「
人
」
を
強
調
す
る
の
は
、
首
た
り
前
す
、
ぎ
る
が
故
に
逆
に
難
し
い
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ド
ル
ゴ
ン
は
、
「
人
」
を
中
核
に
お
く
漢
人
的
な
人
治
思
想
を
受
け
容
れ
て
い
く
。
「
天
下
を
治
め
る
の
は
、
ひ
と
え
に
人
を
得

る
こ
と
に
あ
る
(
治
天
下
、
全
在
得
人
)
」
(
閏
六
月
四
日
)
と
い
う
の
が
そ
う
で
あ
り
、
大
向
学
士
ら
と
の
以
下
の
や
り
と
り
は
、
そ
れ
を
明
快
に

示
し
て
い
る
。

王
は
ま
た
尋
ね
て
言
っ
た
。
「
明
朝
で
は
誰
も
が
黛
(
分
盆
…
)
を
説
く
が
、
も
し
こ
れ
が
心
を
同
じ
く
し
て
皇
帝
の
た
め
に
す
る
の
な
ら
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ば
(
若
是
同
心
居
公
判
(
軒
、
こ
れ
ら
の
黛
も
結
構
な
こ
と
で
あ
る
o
」
大
挙
士
李
が
奏
す
る
に
は
、
「
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
、
小
人
は
同
じ

て
和
せ
ず
と
申
し
ま
す
。
圃
家
百
姓
の
た
め
に
す
る
な
ら
ば
和
で
あ
り
、
我
が
身
私
欲
の
た
め
に
す
る
な
ら
ば
同
で
あ
り
ま
し
て
、
和
と

同
に
は
本
来
直
別
が
ご
ざ
い
ま
す
o
」
大
皐
士
清
が
奏
す
る
に
は
、
「
諸
臣
の
言
葉
や
行
動
は
、
す
べ
て
王
上
の
洞
察
を
逃
れ
難
い
の
で
ご

ざ
い
ま
す
o
」
王
は
、
「
特
別
な
聴
明
さ
は
私
に
は
無
理
で
あ
る
。
こ
の
人
を
知
る
と
い
う
一
事
に
、
私
も
頗
る
力
を
用
い
て
お
る
」
と
言

っ
た
。
大
望
士
李
が
奏
す
る
に
は
、
「
帝
王
の
治
は
、
人
を
知
る
こ
と
に
あ
り
、
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
ご
ざ
い
ま
す
。
人
を
知
る
の
は

哲
で
あ
り
、
帝
王
で
さ
え
難
事
と
い
た
し
ま
す
。
賢
者
を
知
っ
て
用
い
れ
ば
民
は
安
ん
じ
、
賢
者
で
な
い
の
を
知
ら
ず
に
用
い
れ
ば
、
民

は
危
う
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
王
上
は
智
勇
を
大
い
に
授
け
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
人
を
知
る
聴
明
さ
を
侍
ま
ず
、
庚
く
意
見
を
聞
か

れ
る
こ
と
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
王
は
、
「
説
く
と
こ
ろ
は
尤
も
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
(
閏
六
月
一
一
一
日
)

ド
ル
ゴ
ン
は
、
最
初
は
ま
だ
し
も
心
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
、
漢
人
官
僚
に
人
治
論
を
ま
く
し
た
て
ら
れ
、
そ
の
ベ

l
ス
に
は
ま

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
人
治
思
想
は
、
順
治
帝
も
継
承
し
、
順
治
一

O
年
正
月
丁
西
三

O
に
は
、
陳
名
夏
と
の
聞
で
長
大
な
議
論
が
交
わ

さ
れ
て
い
る
(
『
賓
録
」
)

0

か
く
し
て
順
治
帝
こ
そ
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
以
来
の
満
洲
的
思
惟
を
、
漢
人
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
潤
色
し
、
展
開
し
た
初
の
満
洲
人
な
の
で
あ
る
。

彼
の
著
し
た
『
御
製
人
臣
倣
心
録
』
ざ
お
刊
号
Q
b
Q
Q
S
E
h
a
凡
さ
さ
守
二
こ
お
お
む
雪
之
雲
町
は
、
満
洲
人
の
手
に
成
る
本
格
的
な
人
間
観
の
表
明

で
あ
り
、
思
想
の
書
で
あ
っ
た
。
御
製
序
か
ら
し
て
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
満
洲
的
思
惟
を
凝
縮
し
た
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
名
丈
で
あ
る
。

股
が
惟
う
に
、
人
臣
が
身
を
立
て
行
い
を
制
す
る
の
は
、

一
心
に
本
づ
く
の
で
あ
る
。
心
が
正
し
け
れ
ば
忠
で
あ
り
、
直
で
あ
り
、
多
く

の
美
が
集
っ
て
く
る
。
正
し
く
な
け
れ
ば
姦
で
あ
り
患
で
あ
り
、
多
く
の
悪
が
婦
し
て
い
く
。
か
く
し
て
心
は
寓
事
の
本
で
あ
っ
て
、
美

悪
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
も
う
に
事
に
は
様
々
な
道
が
あ
る
が
、
心
は
た
戸
二
致
す
る
だ
け
で
あ
る
。
固
に
一
で
あ
れ
ば
そ
の

705 

家
を
忘
れ
、
君
に
一
で
あ
れ
ば
そ
の
身
を
忘
れ
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
名
が
額
わ
れ
身
が
柴
え
る
だ
け
で
な
く
、
邦
家
も
ま
た
頼
り
と
す
る

十

「

91 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁

-
J跡
部
国
中
日
宍
)
日
・

3

E
待

ー「

706 

の
で
あ
る
。

本
丈
は
、
植
薫
論
、
好
名
論
、
比
呂
私
論
、
絢
利
論
、
騎
志
論
、
作
偏
論
、
附
勢
論
、
暖
官
論
の
八
つ
の
各
論
か
ら
な
り
、
ま
る
で
八
旗
で
あ

る
。
本
稿
が
扱
う
一
心
一
徳
に
つ
い
て
は
、
蹟
官
論
の
冒
頭
に
、
「
人
君
は
八
柄
を
執
り
て
以
て
そ
の
臣
を
駅
し
、
人
臣
は
了
心
を
持
し
て
以

て
そ
の
主
に
事
う
。
こ
れ
千
古
不
易
の
常
経
な
り
。
こ
の
故
に
、
百
の
庸
臣
を
得
る
は
一
の
能
臣
を
得
る
に
如
か
ず
、
百
の
能
臣
を
得
る
は
一

の
心
を
壷
く
す
臣
を
得
る
に
如
か
ず
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
了
心
」
の
「
一
」
字
は
、
一
睡
化
す
る
と
い
う
意
味
の
動

詞
で
は
な
い
。
し
か
し
序
で
「
一
於
君
則
忘
其
身
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
こ
字
に
は
、
臣
下
の
君
主
へ
の
一
瞳
化
が
合
意
さ
れ
て

い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
好
名
論
も
、
内
賓
は
漏
洲
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
明
で
あ
る
。

お
よ
そ
臣
た
る
者
、
「
賓
妓
」
を
崇
ぶ
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
虚
名
」
に
務
め
る
の
は
宜
し
く
な
い
。
名
に
務
め
れ
ば
、
そ
の
行
い
は
必
ず
い

つ
わ
り
と
な
り
、
そ
の
意
は
必
ず
浮
つ
く
。

一
時
の
名
書
を
か
ち
得
て
も
、
そ
の
言
と
事
の
首
否
は
顧
み
な
い
。
そ
の
心
を
突
き
つ
め
、

自
分
は
こ
れ
を
言
葉
に
設
し
、
事
に
賓
現
す
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
自
分
の
志
が
成
就
し
、
自
分
の
名
が
満
た
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
必
ず
や
賓
行
(
「
施
行
」
)
し
、
必
ず
や
、
水
久
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
て
こ
れ
を
君
主
に
被
け

る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
は
奥
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
も
し
人
々
誰
も
が
名
を
好
む
心
を
懐
い
た
な
ら
ば
、
園
家
の
賓
事
は
、
誰
を
頼
り
に

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
繭
と
な
ろ
う
と
一
帽
と
な
ろ
う
と
相
閥
せ
ず
、
秦
人
が
越
人
の
肥
痔
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
、
漠
と
し
て
そ

の
心
を
動
か
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
不
忠
の
大
な
る
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。

(
署
員
数
の
隼
重
に
釘
す
る
に
虚
名
の
排
斥
、
こ
の
論
法
は
、
ド
ル
ゴ
ン
の
場
合
に
見
た
よ
う
に
、
漢
語
の
素
養
を
も
っ
満
洲
人
が
説
く
典
型
的

な
満
洲
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
擁
護
論
で
あ
る
。
し
か
も
、
己
を
空
し
く
し
て
君
主
へ
貢
献
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
に
至
っ
て
は
、
満
洲
人
の
護

想
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
腿
胞
を
な
す
「
賓
」
と
は
何
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
施
行
」
と
い
う
語
か
ら
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十
分
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
好
名
論
の
別
箇
所
に
「
所
謂
名
を
好
ま
ず
と
は
、
そ
の
力
を
賓
に
専
ら
に
せ
し
め
、
以
て
固
に
済
く
る
あ
る

を
期
す
の
み
(
所
謂
不
好
名
者
、
〈
下
其
専
力
於
賓
、
以
期
有
済
於
凶
耳
)
」
と
あ
り
、
諸
々
の
賓
務
を
さ
す
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
満
洲(

日
)

人
が
「
賓
放
」
で
漢
人
は
「
虚
名
」
で
あ
る
と
い
う
比
較
論
は
、
満
洲
人
の
不
言
賓
行
、
漠
人
の
有
言
不
責
行
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

お
も
う
に
官
品
の
高
下
、
仕
事
の
大
小
、
職
の
重
軽
を
問
わ
ず
、

ひ
た
す
ら
そ
の
心
を
蓋
く
し
て
こ
そ
、
固
に
利
を
も
た
ら
す
臣
下
な
の

で
あ
る
O
i
-
-
-
そ
も
そ
も
君
主
が
臣
下
に
爵
を
あ
た
え
、
帳
を
給
し
、
予
え
、
置
き
、
生
か
す
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
忠
を
教
え
善
を
奨

め
、
天
下
の
人
臣
の
心
を
闘
ま
す
た
め
に
他
な
ら
な
い
(
凡
以
数
忠
奨
善
、
働
天
下
人
臣
之
心
耳
)

0

[

蹟
官
論
]

こ
こ
に
は
、
心
を
童
く
し
て
賓
務
へ
勉
閲
せ
よ
、
そ
れ
が
忠
で
あ
り
善
で
あ
る
、
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
蹟
官
論
の
回
目
頭
に
出
て

く
る
庸
臣
、
能
臣
、
童
心
之
臣
と
は
、
臣
下
の
単
な
る
三
類
型
で
は
な
く
、
責
務
力
の
段
階
差
を
三
つ
に
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
庸
臣
か
ら
蓋
心
之
臣
へ
上
昇
す
べ
く
賓
務
に
勉
闘
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
満
洲
人
に
と
っ
て
官
人
の
生
き
る
道
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
入
闘
後
突
然
出
て
き
た
の
で
は
な
い
。
以
上
の
趣
旨
白
瞳
は
、
す
で
に
入
関
前
の
救
命
の
末
丈
、

B
E
2
2

芯
巳
巾
出
向
山
町
山
口

5
H
O
E
-
O阿
佐
国
民
忌
戸
田
巾
}
目
印
戸
口

σロ
(
其
盆
駒
山
ω
勤
)
に
説
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
満
洲
人
は
、
愚
直
に
も
そ
れ
を
字
面
ど
お
り

賓
行
し
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
入
開
後
で
て
き
た
新
展
開
は
、

そ
れ
を
漢
語
の
「
賓
」
字
と
リ
ン
ク
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
本
書
の
特
色
は
、
内
賓
は
満
洲
的
思
惟
の
展
開
で
あ
る
の
に
、
漢
語
で
書
か
れ
、

し
か
も
ま
っ
と
う
な
漢
語
表
現

一
見
普
通
的
な
ヨ
一
口
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
賄
に
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
こ
の
後
の
諸
帝

(
日
)

に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
次
代
の
康
照
帝
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
自
然
に
や
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

で
潤
色
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、(

2
)
 

組

期

聖

康
照
帝
が
生
れ
た
の
は
入
開
後
で
あ
り
、
漢
人
的
な
素
養
も
身
に
つ
け
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
漢
人
以
上
に
漢
人
的
素
養
を
身
に

707 

つ
け
た
満
洲
人
が
康
照
帝
で
あ
っ
た
、
と
い
う
方
が
正
し
い
。
凡
百
の
漢
人
官
僚
は
も
ち
ろ
ん
、

一
流
の
向
学
識
を
備
え
た
漢
人
官
僚
で
さ
え
、
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康
照
帝
の
向
学
識
に
匡
倒
さ
れ
て
い
る
。
満
洲
人
が
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
事
情
は

『
康
照
起
居

注
』
に
詳
し
い
(
以
下
、
年
月
H
だ
け
を
記
す
の
は
全
て
本
書
に
よ
る
)
0

彼
の
思
惟
の
形
成
に
お
い
て
、
理
由
学
の
果
た
し
た
役
割
は
決
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
皐
が
睦
制
殺
事
で
あ
る
と
い
う
建
前
か
ら
そ
う
な

の
で
は
な
い
。
理
撃
が
、
満
洲
人
に
親
し
み
ゃ
す
い
用
語
で
語
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
満
洲
人
た
ち
は
、
漢
人
が
生
み
出
し
、
漠
人

の
思
想
の
護
露
で
あ
り
、
漢
語
で
室
田
か
れ
た
理
撃
を
、
満
洲
人
的
な
護
想
の
も
と
に
謹
ん
で
い
っ
た
。

い
う
な
れ
ば
、
彼
ら
は
誤
誼
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
自
分
の
感
性
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
と
こ
ろ
に
眼
を
止
め
、
そ
れ
が
更
に
理
墜
に
封
す
る
親
近
感
を
招
く
と
い
う
、
抜
け
難
い
循
環
の

(
百
)

中
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
康
照
帝
の
理
皐
理
解
に
決
定
的
な
影
響
を
輿
え
た
の
は
、
熊
賜
履
で
あ
る
。

熊
賜
履
、
字
青
岳
、
湖
麿
漢
陽
府
孝
感
牒
の
人
。
崇
柏
八
年
(
一
六
三
五
)
に
生
れ
、
順
治
一
五
年
(
一
六
五
八
)
二
四
歳
で
殿
試
に
合
格
し

た
。
康
照
帝
と
の
闘
係
が
深
ま
っ
た
の
は
、
康
照
九
年
(
一
六
七
O
)
一
一
一
六
歳
の
と
き
で
あ
る
。
昔
時
園
史
院
皐
士
で
あ
っ
た
彼
は
、
あ
る
日

突
然
、
帝
か
ら
大
字
を
書
い
て
み
よ
と
命
ぜ
ら
れ
、
「
敬
天
法
祖
、
知
人
安
民
」
と
書
い
て
み
せ
た
。
以
来
帝
の
お
ぼ
え
め
で
た
く
、
異
動
し

て
翰
林
院
掌
院
随
一
千
士
と
な
り
、
翌
一

O
年
に
は
経
建
議
官
、

日
議
官
へ
と
進
む
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
康
照
帝
の
随
一
千
術
顧
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(
『
碑
惇
集
』
巻
一

) 

O 

康回…

一
年
六
月
二

O
日
、
康
回
一
帝
は
、
翰
林
院
向
学
士
惇
達
稽
?
己
山
口
(
満
洲
正
黄
旗
人
)
を
呼
び
寄
せ
、
熊
賜
履
が
理
的
目
干
の
こ
と
を
普
段

ど
う
述
べ
て
い
る
の
か
尋
ね
た
。
博
達
躍
は
一
言
、
っ
。

臣
は
か
つ
て
彼
に
尋
ね
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
彼
が
言
う
に
は
、
理
事
は
「
正
心
誠
意
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

日
々
人
の
守
る

べ
き
遁
に
つ
い
て
、
特
に
饗
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
自
分
は
常
日
頃
理
撃
の
「
虚
名
」
を
受
け
て
い
る
が
、
講
撃
の
名
を
立
て
た
こ
と

口
先
の
議
撃
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
臣
が
見
る
と
こ
ろ
、
彼
の

な
ど
な
い
。
自
分
は
た
だ
賓
践
(
「
弱
行
」
)
に
勉
め
る
だ
け
で
、

意
は
非
常
に
謙
虚
で
、
常
に
は
議
論
を
ぶ
っ
た
り
は
致
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
日
頃
の
議
論
を
聞
い
て
い
る
と
、
ど
れ
も
理
に
遁
っ
て
お
り

ま
す
。
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こ
れ
に
釘
し
康
照
帝
は
領
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
首
然
で
あ
る
。
正
心
誠
意
に
し
ろ
虚
名
に
し
ろ
満
洲
人
に
な
じ
み
の
言
葉
で
あ
る
。
理
民
子

が
正
心
誠
意
の
賓
践
に
他
な
ら
な
い
の
な
ら
、
満
洲
人
は
言
わ
れ
ず
と
も
そ
れ
を
瞳
現
し
て
い
る
。
熊
賜
履
は
、
満
洲
人
の
あ
り
か
た
を
、
理

随
一
干
の
言
葉
で
正
賞
化
し
て
く
れ
た
。
康
照
帝
は
順
治
一
一
年
(
一
六
五
回
)
生
れ
、
時
に
一
九
歳
で
あ
る
。
こ
の
青
年
皇
帝
の
心
に
、
自
ら
を

正
首
化
し
て
く
れ
る
言
説
が
、
大
い
な
る
闘
ま
し
と
な
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。

か
く
し
て
青
年
満
洲
人
皇
帝
は
、
こ
の
壮
年
漢
人
官
僚
と
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
様
々
に
語
り
あ
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
帝
王
皐
で
あ

る

治
人
あ
り
て
治
法
な
し
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

従
来
、
弊
害
の
な
い
や
り
方
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
人
を
得
れ
ば
、
愛
化
は
そ
の
心
に
因
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ず
と
治
ま
る
の
で
あ
り

ま
す
。
人
を
得
な
け
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
立
祇
な
制
度
で
も
善
を
蓋
す
の
は
難
し
く
ご
ざ
い
ま
す
。
皇
上
は
た
だ
用
人
だ
け
を
留
意
な
さ
い

ま
せ
。
人
材
を
得
れ
ば
政
事
は
理
ま
る
と
い
う
の
は
、
不
易
の
遁
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
首
に
出
来
る
や
つ
は
得
が
た
い
も
の
な
ん
だ
よ
。

人
を
知
る
は
哲
と
申
し
ま
し
て
、
古
の
帝
王
も
難
事
と
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
平
凡
朴
前
で
と
り
え
の
な
い
よ
う
な
者
で
も
、
責
は
や

り
手
で
繁
劇
を
任
せ
ら
れ
る
者
も
ご
ざ
い
ま
す
。
能
力
精
神
と
も
大
い
に
有
矯
な
よ
う
で
、
見
識
浅
薄
な
た
め
却
っ
て
ぶ
ち
壊
し
に
す
る

者
も
お
り
ま
す
。
人
の
能
否
は
、
外
見
か
ら
は
分
か
ら
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

股
は
人
を
観
察
す
る
時
、
ま
ず
心
の
あ
り
ょ
う
(
「
心
術
」
)
を
見
、

つ
い
で
才
や
撃
を
見
る
。
心
の
あ
り
ょ
う
が
好
く
な
い
と
、
才
撃
が

あ
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。

才
に
は
大
小
が
あ
り
、
準
に
は
深
浅
が
ご
ざ
い
ま
す
。
朝
廷
は
、
才
に
よ
っ
て
使
う
の
で
、
規
則
に
は
な
じ
み
難
い
と
こ
ろ
が
こ
ざ
い
ま

709 

す
。
心
を
立
て
て
行
い
を
制
す
る
(
「
立
心
制
行
」
)
の
は
、
人
間
の
根
本
で
あ
り
ま
す
。
聖
賢
が
人
品
を
定
め
、
帝
王
が
人
材
を
選
ぶ
の

は
、
必
ず
先
に
そ
の
直
別
を
巌
し
く
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
聖
誌
で
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
、
と
い
う
の
が
誠
に
知
人
の
要
遁
な
の
で
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ご
ざ
い
ま
す
。
(
康
配
…
一
二
年
三
月
三
H
)

以
上
の
議
論
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
全
瞳
の
流
れ
は
漢
人
的
な
人
治
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
ぞ
と
い
う
要
所
に
な
る
と
、
心
に
つ
い
て
の

議
論
と
な
る
。
こ
れ
が
、

い
か
に
も
満
洲
人
的
な
理
随
一
子
な
の
で
あ
る
。

一
心
一
徳
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
。
康
照
帝
が
降
雨
の
遅
延
を
嘆
く
と
熊
賜
履
は
説
く
。
世
を
泊
め
る
に

は
、
貰
で
な
く
て
は
な
ら
ず
丈
で
は
い
け
な
い
(
「
以
賓
不
以
文
」
)
。
必
ず
や
君
臣
が
上
下
一
徳
と
な
り
、
内
外
大
小
が
一
心
と
な
る
(
「
君
臣
上

こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
中
で
、

下
一
徳
、
内
外
大
小
了
心
」
)

0

そ
う
す
れ
ば
天
災
は
恐
れ
る
に
足
り
な
い
。
康
照
帝
も
臨
応
ず
る
。
君
臣
が
了
心
に
統
治
に
遇
進
す
れ
ば
、
天
下
を

憂
う
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
熊
賜
履
は
た
た
み
か
け
る
。
政
事
の
出
護
貼
は
人
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
康
鼎
帝
は
結
論
づ
け
る
。
「
知
人
は
難

し
く
、
用
人
も
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
統
治
の
遁
は
全
て
こ
れ
に
闘
っ
て
お
る
。
肢
が
心
を
壷
そ
う
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。

(
康
配
…
一
二
年
三
月
一
一
一
一
日
)
」
思
う
に
、
彼
ら
二
人
こ
そ
、
自
ら
君
臣
の
了
心
一
徳
を
賓
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

康
鼎
帝
は
、
満
洲
的
理
撃
に
遇
進
し
て
い
く
。
そ
し
て
彼
の
個
人
的
能
力
、
努
力
に
よ
っ
て
、
並
み
の
漢
人
官
僚
を
這
か
に
越
え
た
境
地
に

ま
で
到
達
す
る
。
あ
る
意
味
そ
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
が
瞳
部
向
書
湯
斌
で
あ
る
。
彼
は
、
太
子
議
官
(
皇
太
子
の
数
育
係
)
と
し
て
江
寧
巡
撫

か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
哀
れ
な
老
皐
究
(
首
時
六
一
両
一
は
、
康
照
帝
の
ク
ロ
ー
ン
と
も
い
う
べ
き
皇
太
子
(
首
時
一
四
歳
)

の
尋
常
な
ら
ざ
る
皐
力
と
勉
闘
ぶ
り
の
前
に
、
気
力
、
瞳
力
が
つ
い
て
い
か
ず
、
散
々
な
醜
態
を
さ
ら
す
初
日
に
陥
る
(
康
照
二
六
年
六
月
九
日

ー
一
四
日
)

0

し
か
し
康
鼎
帝
と
い
え
ど
も
い
つ
ま
で
も
若
い
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
康
照
二
六
年
二
一
月
二
五
日
、
彼
を
親
代
わ
り
に
育
て
て
く
れ
た
太

皇
太
后
が
亡
く
な
っ
た
の
は
シ
ョ
ッ
ク
で
、
二
七
年
、

二
八
年
の
彼
は
、
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
精
彩
を
快
い
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
寄
る
年

波
は
、
彼
の
気
力
、
瞳
力
を
確
賓
に
奪
っ
て
い
く
。
康
照
五
三
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
の
帝
(
六
一
歳
か
ら
六
四
歳
)
は
、
康
照
一
一

0
年
代
の

よ
う
な
絶
倫
さ
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
気
力
も
瞳
力
も
衰
え
が
目
立
つ
。

康
照
五
六
年
二
一
月
六
日
、
皇
太
后
の
亡
く
な
る
前
後
は
、
特
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
皇
太
后
の
具
合
が
悪
く
な
っ
て
以
来
、
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康
照
帝
は
心
勢
の
た
め
不
調
を
き
た
し
、
頭
痛
、
脚
の
痛
み
か
ら
歩
行
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
(
康
照
五
六
年
一

一
月
三

O
日)。

一
一
一
月
四
日

に
は
足
裏
に
腫
蕩
が
で
き
、

ハ
ン
カ
チ
で
巻
い
て
軟
輿
に
の
っ
て
寧
書
官
に
向
か
う
。
し
か
し
皇
太
后
の
手
を
取
っ
て
見
舞
っ
た
も
の
の
、
身

瞳
を
支
え
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
年
は
、
一
一
月
以
来
、
不
安
感
(
「
心
仲
」
)
、
肱
国
軍
に
悩
ま
さ
れ
、
身
心
の
衰
え
(
「
気
亦
甚
弱
」
)
が

進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
(
康
県
五
六
年
一
一
一
月
五
H
)
0

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
皇
帝
た
る
も
の
激
務
を
こ
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
き
れ
ば
老
皇
帝
の
政
務
慮
理
は
、
青
年
皇
帝
の

や
り
方
と
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
康
照
帝
白
身
に
言
わ
せ
る
な
ら
ば
、
三
藩
の
乱
の
時
は
壮
年
だ
っ
た
の
で
「
剛
断
」
で
あ
っ
た
が
、
今

は
年
も
と
り
、
何
事
に
つ
け
「
小
心
謹
慎
」
で
「
至
首
」
を
期
し
て
い
る
と
い
う
(
康
照
五
五
年
一

O
月
二
五
日
)

0

昔
の
康
照
帝
と
今
の
康
照
帝
と
の
遣
い
は
、
第
一
に
理
的
学
に
封
す
る
熱
が
冷
め
、
理
亭
の
徒
に
否
定
的
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
湯
斌
、

熊
賜
履
に
封
す
る
痛
烈
な
批
判
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

湯
斌
は
江
寧
、
巡
撫
だ
っ
た
時
、
出
し
た
告
事
の
中
で
「
民
を
愛
す
る
に
心
あ
り
、
民
を
救
う
に
術
な
し
」
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
が
大
臣
の

口
に
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
熊
賜
履
は
翰
林
院
に
い
た
時
、
高
言
の
書
を
上
し
、
誰
も
が
そ
の
肯
緊
に
首
る
こ
と
を
賞
賛
し
た
。
し

か
し
中
植
に
引
き
上
げ
て
や
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
進
言
し
た
中
で
賓
現
さ
れ
た
の
が
幾
つ
あ
る
と
い
う
の
か
(
能
見
諸
施
行
者
有
幾
)

0

股
は
幼
い
頃
か
ら
撃
聞
を
好
み
、
政
務
を
と
る
こ
と
年
久
し
い
が
、
今
ま
で
一
度
た
り
と
も
大
言
妄
言
(
諮
問
誕
之
詞
)
を
軽
々
し
く
口
に

し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
正
に
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
(
康
照
五
四
年
二
月
一
日
)

す
な
わ
ち
湯
斌
は
、
最
初
か
ら
賓
行
を
諦
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
熊
賜
履
は
、
賓
行
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
言
う
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
大
切
な
の
は
、
議
論
よ
り
貰
行
で
あ
る
の
に
、
理
的
学
者
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
、
つ
に
す
、
ぎ
な
い
。
し
か
も
彼
ら
の
提
言
す
る
政
策
た
る
や
、

「
天
下
の
僧
尼
を
調
べ
、
全
員
結
婚
さ
せ
て
田
畑
を
輿
え
て
民
と
し
た
な
ら
ば
、
税
負
捨
者
を
数
十
高
増
や
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
具
合

で
、
ほ
と
ん
ど
冗
談
で
あ
る
(
康
照
五
六
年
一

O
月
五
日
)

0

711 

第
二
は
、
こ
の
頃
の
康
照
帝
の
人
治
論
が
、
人
を
「
操
守
」
(
節
操
)
と
「
難
事
」
(
賓
務
力
)
に
分
け
て
論
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
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で
あ
る
。
「
張
伯
行
は
、

『
操
守
」
は
よ
い
が
、

『
訴
事
」
に
愚
か
で
ひ
ね
く
れ
た
慮
が
多
い
」
(
康
照
五
二
一
年
一
二
月
一
一
一
一
日
)
と
か
、
「
官
と
な

る
ほ
ど
の
者
は
、
非
義
の
財
を
と
ら
ず
、

一
心
に
園
の
た
め
に
力
を
霊
す
の
が
、
好
官
で
あ
る
。
『
操
守
』
が
清
潔
で
も
『
排
事
』

、
ノ
一
レ
】
レ
】
号
、

(
R
n

σム
H
，刀
J
hけ

け
れ
ば
、
皇
帝
か
ら
の
差
し
戻
し
案
件
に
し
ろ
部
院
か
ら
の
そ
れ
に
し
ろ
、
何
ヶ
月
何
ヶ
年
た
っ
て
も
完
了
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
清
潔
な
官

僚
(
「
清
官
」
)
は
、
む
し
ろ
清
潔
で
な
い
官
僚
に
劣
る
」
(
康
照
五
三
一
年
二
一
月
二
四
円
)
と
い
う
謹
言
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
操
守
あ
る
清
官
に
血
厳
し
い
眼
が
向
け
ら
れ
て
い
る
貼
で
、
た
と
え
ば
清
官
の
張
伯
行
が
推
薦
し
て
順
天
府
す
と
な

っ
た
余
正
健
は
、
操
守
が
あ
っ
て
も
難
事
が
駄
目
で
、
木
偶
の
棒
(
「
木
偶
」
)
で
あ
る
と
痛
罵
さ
れ
た
(
康
県
五
六
年
正
月
二
八
日
)
。
彼
に
は
何

一
ヵ
月
後
に
蒸
し
返
し
、
ま
た
も
木
彫
り
人
形
、
藁
人
形
(
「
木
彫
草
束
之
人
」
)
と
罵
倒
し
て
い
る
。
こ
の
時
は
大
撃

か
恨
み
で
も
あ
る
の
か
、

士
の
帯
、
水
藻
が
庇
っ
た
た
め
、
「
銭
を
取
ら
な
い
の
が
好
官
な
ら
ば
、
九
卿
曾
議
の
場
に
全
部
泥
人
形
、
木
彫
り
人
形
を
座
ら
せ
て
お
け
ば
よ

い
で
は
な
い
か
。
飲
み
も
し
な
け
れ
ば
食
べ
も
し
な
い
。
こ
れ
を
正
し
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
言
は
甚
だ
間
違
っ
て
お
る
」
と
、

罵
晋
雑
言
の
限
り
を
つ
く
し
て
い
る
(
康
照
五
六
年
二
月
二
六
日
)
。
確
か
に
こ
こ
に
議
論
は
な
く
、
罵
倒
の
賓
行
あ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
賓
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
①
前
例
の
隼
重
、
②
人
の
特
徴
に
印
し
た
登
用
、
③
極
端

に
走
ら
ず
中
庸
、
折
衷
的
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
線
瞳
的
に
い
う
な
ら
ば
、
寛
政
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

朕
は
幼
い
時
よ
り
書
を
謹
み
、
政
務
を
と
る
こ
と
久
し
い
が
、
治
園
の
遁
は
寛
大
(
「
寛
箭
」
)
よ
り
大
事
な
も
の
は
な
い
(
康
照
五
三
年
六

月
六
日
)

天
下
を
治
め
る
に
は
寛
大
で
愛
し
み
深
く
な
く
て
は
な
ら
ず
(
「
寛
裕
仁
慈
」
)
、
恵
み
を
施
す
の
に
は
人
の
本
性
に
従
い
、
そ
れ
に
逆
ら
っ

て
は
な
ら
な
い
(
康
照
五
三
年
七
月
二
O
日)。

首
時
、
清
朝
の
首
脳
部
は
、
康
照
帝
も
含
め
、
気
力
、
瞳
力
の
衰
え
た
老
人
た
ち
が
捨
っ
て
い
た
。
確
か
に
寛
政
と
は
、

い
か
に
も
彼
ら
に

相
臨
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。

こ
の
頃
は
気
力
が
次
第
に
昔
の
よ
う
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
、
何
事
も
忘
れ
や
す
く
な
っ
た
。
:
:
:
爾
ら
諸
大
臣
も
ま
た
皆
年
老
い
て
、
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賓
も
髪
も
邑
一
つ
白
で
あ
る
。
上
奏
を
終
え
る
と
立
ち
上
が
れ
な
い
者
も
お
る
。
賓
務
で
過
り
が
あ
る
と
、
耳
の
聞
こ
え
な
い
老
い
ぼ
れ
の

ふ
り
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
、
将
来
必
ず
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
(
康
県
五
六
年
一

O
月一一一
O
日
)

康
回
一
二

0
年
代
の
彼
な
ら
ば
、
ま
わ
り
に
経
験
を
つ
ん
だ
年
長
者
が
い
く
ら
で
も
い
た
。
旗
人
に
は
、

ヌ
ル
ハ
チ
時
代
の
生
き
残
り
だ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
彼
も
勉
闘
し
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
っ
た
。
し
か
し
五

0
年
代
の
康
照
帝
に
は
、
誰
も
何
も
言
え
な
い
。
彼
ほ

ど
に
経
験
を
積
ん
だ
官
人
は
、
漏
漢
を
問
わ
ず
誰
も
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
爾
ら
が
知
ら
な
い
の
を
肢
は
責
め
ぬ
。
肢
は
政
務
を
執
る

こ
と
年
久
し
く
、
経
験
も
豊
富
で
あ
る
」
(
康
照
五
三
年
七
月
一
九
日
)
と
は
徐
裕
の
謹
言
で
あ
る
し
、
「
肢
は
長
年
政
務
に
従
事
し
た
の
で
、

や
も
暖
昧
な
い
庭
が
あ
れ
ば
品
目
お
見
通
し
で
あ
る
。
断
じ
て
朕
を
欺
く
こ
と
は
で
き
ぬ
ぞ
」
(
康
県
五
六
年
一

一
月
二
六
日
)
と
言
う
の
も
事
賓
で

あ
ろ
う
。
彼
は
、
政
務
慮
理
の
仕
方
を
ほ
ぼ
パ
タ
ー
ン
認
識
し
え
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
長
年
の
経
験
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
康
照
帝
の
政
務
を
み
て
い
る
と
、
若
い
と
き
の
よ
う
な
迷
い
は
な
い
。
人
事
が
典
型
で
あ
る
が
、
若
い
と
き
は
、
人
治
論
の
セ

オ
リ
ー
に
忠
賓
に
人
柄
を
見
抜
こ
う
と
神
経
質
で
あ
っ
て
、
差
し
戻
し
た
り
、
突
飛
な
人
事
を
し
た
り
と
一
騒
動
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
頃
と

も
な
る
と
ほ
ぼ
一
護
で
決
着
を
つ
け
て
い
る
。
ま
た
心
を
正
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
も
め
っ
き
り
減
っ
た
。
そ
も
そ
も
心
に
限
ら
ず
、
宮
中
で
の

議
論
白
樫
が
減
っ
た
。
臣
下
の
前
に
姿
を
現
す
こ
と
も
め
っ
き
り
減
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
は
、
彼
が
賓
務
を
と
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
賓
務
の
と
り
方
に
無
理
、
無
駄
が
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
筆
者
は
、
康
照
帝
晩
年
の
政
治
姿
勢
を
寛
政
の
語
で
表
現
す
る
の
は
、
本
人
が
時
に
そ
の
よ
う
に
言
っ
た

に
し
て
も
、
誤
解
を
招
く
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
適
切
な
の
は
、
「
賓
心
任
事
」
で
あ
る
。

股
は
政
務
を
と
る
こ
と
五
十
鈴
年
に
お
よ
ぶ
。
天
下
が
泰
平
な
の
も
、

み
な
多
く
の
大
臣
ら
が
、
股
の
手
足
と
な
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
朱
子
も
「
矯
政
は
用
人
に
在
り
」
と
言
っ
て
お
る
。
臣
下
ら
は
大
小
を
間
わ
ず
誰
も
が
「
賓
心
で
も
っ
て
事
に
あ
た
り
(
賓
心
任

事
)
」
、
直
言
し
て
惜
ら
な
い
の
が
よ
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
固
家
、
民
草
の
一
拍
と
な
る
。
大
臣
た
る
者
、
大
枠
を
理
解
し
て
お
く
べ
き

713 

で
、
細
部
に
拘
泥
し
て
過
酷
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
(
『
聖
租
仁
皇
帝
聖
訓
』
を
九
、
康
照
五
六
年
一

一
月
甲
成
二
四
)
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「
識
大
盟
」
「
不
可
理
屑
刻
薄
」
と
い
っ
た
寛
政
は
、
「
賓
心
任
事
」
の
賓
現
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
賓
務
へ
の
勉
闘
が
前
提
な
の

(

刊

日

)

で
あ
る
。
康
照
帝
の
統
治
を
許
し
て
「
無
篇
而
治
」
を
持
ち
出
す
の
は
、
お
門
違
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
晩
年
の
康
照
帝
は
、
置
(
に
孤
高
の
大
皇
帝
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
康
照
帝
の
姿
を
見
な
が
ら
暮
し
て
い
た
の
が
、

後
の
羅
正
帝
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
た
議
論
は
不
要
、
賓
務
に
遇
進
せ
よ
と
い
う
大
皇
帝
な
ら
で
は
の
政
務
態
度
、
こ
れ
が
彼
の
政
治
の
あ
り

方
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。

1，士
小口

言命

以
上
太
租
ヌ
ル
ハ
チ
か
ら
聖
祖
玄
爆
ま
で
一

O
O年
以
上
に
わ
た
る
満
洲
人
の
政
治
的
思
惟
の
展
開
を
、
心
自
己
]
口
町
出
を
手
が
か
り
に
み
て

き
た
。
そ
こ
で
わ
か
る
の
は
、
日
戸
主

2
な
る
言
葉
が
満
洲
人
の
人
間
理
解
を
強
く
規
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
晩
年
の
康
照
帝
は

あ
ま
り
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
の
個
人
的
事
情
と
す
べ
き
で
、
他
の
満
洲
人
た
ち
は
相
愛
ら
ず
「
心
」
か
ら
護
想
し
て
い
た
。
康
照

五
七
年
三
月
一
回
目
、
和
碩
誠
親
王
、
漏
漢
文
武
大
臣
、
官
員
ら
は
、
康
配
…
帝
が
故
皇
太
后
の
梓
宮
を
自
ら
迭
る
の
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う

「
衆
心
一
心
」
と
な
っ
て
請
願
し
て
い
る
(
『
康
照
起
居
注
』
)
。
議
論
の
要
所
で
心
を
も
ち
出
す
思
惟
は
健
在
で
あ
る
。

心
に
基
づ
く
君
臣
闘
係
の
基
本
型
は
、
入
闘
前
の
ヌ
ル
ハ
チ
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
期
に
出
揃
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
本
稿
の
結
論
を
の
べ
る
に
首

り
、
最
初
に
石
橋
秀
雄
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
今
ま
で
の
議
論
を
園
式
的
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

石
橋
に
よ
れ
ば
、

ヌ
ル
ハ
チ
期
の
人
間
関
係
は
、
①
出

E
官
E
ロ
・
玉
川
巾
口
、
②

Z
P
吉
田
巾
口
、
③
巾

]B
白
町
田
の
三
者
で
あ
っ
た
が
、

(ω) 

同
自
ず
2
-巾
日
E
r
g
-
r戸
時
山
口
吉
田

2
・
3
沼
口
と
い
う
形
に
移
行
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
君
臣
関
係
と
は
、

前
宇
の
出
向
ロ

|
σ
2
r
l
E
Hず
き
-
F
丸
山
口
の
部
分
と
な
る
。
白

5
5ロ
は
『
丸
山
口
の
高
位
の
者
な
の
で
、
以
下
『
丸
山
口
で
代
表
さ
せ
る
。

ま
ず
本
稿
で
は
、
ゲ
2
F
貝
勤
に
つ
い
て
は
一
切
論
及
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
後
日
の
課
題
と
な
る
。
よ
っ
て
、
国
自
皇
帝

E
Fロ

官
人
閥
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
皇
帝
と
官
人
の
聞
に
は
、
最
初
か
ら
閥
係
が
設
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
本
源
的
に
あ
る
の
は
、
出
向
ロ
と
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ぬ
戸
同
ロ
ロ
(
園
人
)
・
ロ

m
g
(川
民
)
の
闘
係
で
あ
る
。

イ
ル
ゲ
ン
中
の
者
を
愛
し
み
ぬ
0
2
B
E、
こ
れ
を
官
人
に
登
用
し
て
や

ハ
ン
は
、

グ
ル
ン
、

る
。
こ
れ
は
同
時
に
養
う
戸
]
5
E
こ
と
と
も
な
る
。
そ
れ
に
封
し
て
官
人
は
、
輿
え
ら
れ
た
仕
事

E
-
g
に
勉
闘

L

P広
告
H
E、
そ
の
結
果

が
功
罪
と
し
て
ハ
ン
・
皇
帝
か
ら
認
定
さ
れ
る
。
功

mEm
で
あ
れ
ば
愛
し
み
は
強
ま
る
し
、
罪
者
2
F
で
あ
れ
ば
弱
ま
る
。
下
手
を
す
れ
ば
、

官
人
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
愛
し
み
か
ら
の
追
放
に
他
な
ら
ず
、
恐
る
べ
き
制
裁
で
あ
る
。

ハ
ン
・
皇
帝
の
愛
し
み
か
ら
始
ま
り
、

官
人
の
勉
闘
を
通
じ
て
、

ハ
ン
・
皇
帝
の
愛
し
み
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
螺
旋
的
な
循
環
の
全
瞳
が
、
正
し
い
心
の
人
と
い
う
倫
理
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
入
闘
前
の
君
臣
関
係
の
基
本
論
理
で
あ
る
。

入
開
後
は
、
漢
語
に
よ
っ
て
修
辞
さ
れ
、
理
肇
や
人
治
論
と
い
っ
た
漠
人
の
思
想
が
重
層
し
て
く
る
も
の
の
、
政
治
的
正
首
性
の
基
本
論
理

は
、
入
闘
前
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
し
時
が
た
つ
に
つ
れ
、
勉
闘
の
比
重
が
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な

ハ
ン
の
「
愛
し
み
」
「
養
い
」
が
相
封
的
に
形
骸
化
し
て
く
る
の
に
封
し
て
、
「
勉
闘
」
は
相
封
的
に
締
め
つ
け
が
最
し
く
な
る
。
康
照

帝
の
「
賓
心
任
事
」
は
そ
の
端
緒
で
あ
り
、
こ
の
歪
み
が
羅
正
乾
隆
以
後
に
全
面
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

わ
ち
、は

た
し
て
そ
う
と
す
れ
ば
、
嘉
正
帝
に
よ
る
一
心
一
徳
の
強
調
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ま
ず
も
っ
て
こ
れ
は
、
復
古
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
薙
正
帝
は
、
康
回
…
帝
を
飛
び
越
し
て
祖
父
の
順
治
帝
に
回
蹄
し
た
。
こ
の
こ
と
は
既
に
井
上
進
が
指
摘
し
て
お
り
、
薙
正
帝
の
「
君

れ主
たこ
のそ
はカf

絶
そ針
れ
を と
あは
ら『
わ御
し 製
て人
い臣
る21倣
。 Iし、

録
~ 

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
。
棄
正
六
年
に
『
御
製
人
臣
倣
心
録
」
が
再
版
さ

そ
れ
で
は
な
ぜ
羅
正
帝
は
復
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
時
代
が
危
機
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
危
機
の
時
代
に
復

古
思
想
が
現
れ
る
の
は
、
歴
史
上
し
ば
し
ば
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
が
危
機
だ
っ
た
の
か
。
恐
ら
く
通
説
的
な
答
え
は
、
皇

位
を
争
っ
た
兄
弟
た
ち
へ
の
危
機
感
、
す
な
わ
ち
朋
黛
へ
の
危
機
感
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
別
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
旗

(
包
)

人
の
生
計
に
針
す
る
危
機
感
、
即
ち
ハ
ン
た
る
我
が
身
の
正
首
性
へ
の
危
機
感
で
あ
る
。

715 

十
薬
正
帝
が
即
位
し
て
最
初
に
取
り
組
ん
だ
政
治
課
題
は
何
か
。
そ
れ
は
朋
黛
批
判
で
は
な
く
、
旗
人
の
生
計
問
題
で
あ
る
。
康
照
帝
が
亡
く
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な
っ
た
一
一
一
日
後
、
康
照
六
一
年
一
一
月
丁
酉
二
ハ
の
上
識
に
、
「
皇
考
は
天
下
の
兵
民
の
生
計
を
念
ず
る
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
北
京

の
米
が
貴
か
っ
た
の
で
、

ひ
ど
く
お
悩
み
に
な
り
、
臨
終
間
際
で
さ
え
ず
っ
と
心
に
か
け
て
お
ら
れ
た
」
(
『
賓
録
」
)
と
あ
り
、
康
回
…
帝
が
米
債

の
高
騰
を
気
に
と
め
て
い
た
様
が
語
ら
れ
る
。
た
だ
し
北
京
の
米
債
で
あ
る
か
ら
、
兵
民
は
主
と
し
て
旗
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
で
は
な
ぜ
米
債
の
高
騰
が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
は
、
旗
人
の
生
計
が
困
難
を
極
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
生
計
は
、

ハ
ン
の
養
い
の
表
現
で

あ
る
。
そ
れ
に
失
敗
す
れ
ば
、

ハ
ン
の
威
信
は
大
き
く
傷
つ
く
。

こ
れ
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
嘉
正
帝
に
大
い
な
る
危
機
感
を
輿
え
た
の
は
間
違
い
な
い
。
康
照
帝
な
ら
ば
、
経
験
に
物
を
い
わ
せ
、
着
々
と

臣
下
に
指
示
を
下
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
験
の
な
い
自
分
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
康
照
帝
の
晩
年
の
政
務
方
針
は
、
臣
下
に
差
し

出
が
ま
し
い
こ
と
は
一
切
さ
せ
ず
、
議
論
な
ど
し
て
い
る
暇
が
あ
っ
た
ら
、
と
に
か
く
働
け
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、

即
位
し
た
ば
か
り
の
彼
に
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
こ
こ
に
羅
正
帝
が
、
自
ら
の
政
治
的
正
首
性
に
封
し
て
非
常
な
危
機
感

を
懐
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

さ
れ
ば
帝
の
愛
し
た
「
了
心
一
語
」
は
、
危
機
を
乗
り
越
え
る
に
相
躍
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
。
こ
の
聞
の
論
理
は
、
漢
語
本
よ
り
む
し

ろ
満
洲
語
本
の
朋
黛
論
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
幸
い
に
も
満
洲
語
本
は
、
石
橋
山
田
市
雄
の
諜
注
が
あ
る
の
で
、
容
易
に
参
照
す
る
こ
と

(
お
)

が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
吉
唱
え
2
巾
己
主
白
血
自
己
主
巾
口
(
一
一
つ
三
つ
に
な
っ
た
心
)
を
い
だ
き
、
印
色
町
戸
片
山
口
玄
百
円
山
口
m
m
巾
巾
守
口

F
m
B戸
主
戸
口
品
目
(
人
を
良

し
と
す
る
の
と
憎
む
の
と
が
君
主
と
一
様
で
な
い
)
の
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

ひ
た
す
ら
己
と

2
5
B戸
正
巾
ロ
と
な
れ
と
い
う
「
御
製
朋
黛

論
」
の
員
意
は
、
徐
計
な
こ
と
を
考
え
ず
、
危
機
を
乗
り
越
え
る
べ
く
皇
帝
と
一
瞳
化
し
て
賓
務
に
勉
闘
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
羅
正
帝
は
、
朋
黛
論
の
最
後
で
、
「
明
徳
で
賢
良
で
喜
ん
で
興
起
す
る
と
い
う
崇
高
な
政
道
が
、
ど
う
し
て
今
の
時
節
に

再
び
現
れ
な
い
と
言
え
よ
う
か
」
(
石
橋
崇
雄
認
)
と
現
状
改
革
を
掘
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
帝
の
い
だ
く
根
本
的
な
問
題
関
心
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
彼
は
、
「
世
務
に
詳
悉
」
な
ら
ん
と
し
、
事
賓
超
人
的
に
勉
闘
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
邪
魔
者
、

し
か
る
に
己
の
こ
と
を
「
煩
苛
頂
細
」
と
許
し
、
「
人
君
は
首
に
庶
務
を
親
し
く
す
べ
か
ら
ず
」
な
ど
と
し
た
り
顔
で
言
う
「
無
知
の
小
人
」

お
よ
び
そ
の
支
持
者
た
ち

(
m
E
E
Z
E
朋
友
徒
黛
)
は
、
断
固
撃
滅
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
彼
は
願

ぅ
。
涌
漢
文
武
大
小
の
あ
ら
ゆ
る
官
人
は
、
「
了
心
」
と
な
っ
て
「
忠
個
」
(
忠
誠
)
を
霊
く
し
、
君
主
と
「
好
悪
の
公
」
を
同
じ
く
せ
よ
と
。

た
だ
し
こ
れ
は
、

股
願
、
満
漢
文
武
大
小
諸
臣
、
合
矯
了
心
、
共
掲
忠
個
、
輿
君
同
其
好
悪
之
公
。

一
見
論
理
の
飛
躍
し
た
結
論
の
よ
う
で
は
あ
る
。
な
ぜ
忠
佃
を
童
く
す
の
が
、
君
主
の
い
だ
く
好
悪
の
公
と
一
致
す
る
の

か
。
君
主
に
も
私
心
は
あ
ろ
う
し
、
俵
倖
の
臣
に
迷
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
ム
叩
を
賭
し
て
で
も
諌
言
す
る
の
が
漢

人
的
な
忠
臣
像
で
は
な
い
の
か
。

し
か
し
満
洲
語
で
護
想
す
る
な
ら
ば
、
雨
者
は
直
接
に
一
致
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
臣
下
の
壷
く
す
忠
個
は
古
口
〔
目
。

E
2
m
m
H
で
あ
り
、

君
主
の
い
だ
く
公
も
吉
ロ
巴
O

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
同
義
反
覆
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
め
こ
の
論
理
は
、
論
破
し
難
い
強
靭
さ

を
も
ち
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
上
か
ら
導
か
れ
る
筆
者
の
結
論
は
、
「

E
Fロ
が
『
山
口
と
古
ロ
〔
目
。
に
お
い
て
一
瞳
化
し
て
責
務
に
勉

闘
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
巾
自
己
自
己
主
巾
口
巾
B
戸
2
F
B戸
一
心
一
俸
と
謂
う
」
と
な
る
。
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キ
+
占(

1
)

本
稿
で
は
、
河
内
良
弘
『
満
洲
語
文
語
文
典
』
(
京
都
大
凶
宣
学
術

出
版
合
、
一
九
九
六
年
)
の
「
満
州
語
小
辞
典
」
を
し
ば
し
ば
参
照

し
た
。
た
だ
し
行
論
の
都
合
上
、
濁
肖
の
誇
語
を
あ
て
た
も
の
も
あ

ヲ
心
。

(
2
)

勝
紹
緩
「
従
《
漏
文
老
槍
》
看
努
爾
恰
赤
的
天
ム
叩
思
想
」
『
一
吐
曾

科
皐
輯
刊
』
一
九
八
六
|
一
が
、
天
命
思
相
心
か
ら
検
討
を
加
え
て
お

り
数
少
な
い
研
究
で
あ
る
。

(
3
)

張
音
藩
、
郭
成
康
『
清
入
闘
前
園
家
法
律
制
度
史
」
遼
寧
人
民
出

版
枇
、
一
九
八
八
年
、
第
五
章
。

(
4
)

た
と
え
ば
『
渦
文
老
槍
』
太
組
一
四
一
頁
に
お
け
る
宗
弟

当
日
口
四
回
目
へ
の
庭
分
が
そ
の
た
め
で
あ
る
。

(
5
)

第
一
一
歴
史
槍
案
館
戒
『
内
岡
史
院
槍
』
天
聴
七
年
一

O
月一

O
日

「口々
日
-B印可
O
O
E
印
自
国
巴
口
問
問
。

r
o
E
印O
リ〔目白
HHHEB戸]己巾口可
C
C
E

山
富
寸
巾
}
戸

B
E
E
r
H
P
R
e」
乾
隆
漢
文
本
『
太
宗
'
貫
録
」
で
は
、

「
股
恩
人
有
全
徳
者
少
」
と
あ
り
、
(
山
山
百
戸
以
下
は
省
略
す
る
。

(
6
)

「
論
劉
氏
兄
弟
」
(
「
太
宗
文
皇
帝
招
撫
皮
島
諸
持
論
帖
」
一
一
一
b
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『
史
料
叢
刊
初
編
』
所
取
)
、
『
涌
文
老
棺
』
太
宗
、
四
一
一
一

O
頁。

(
7
)

天
聴
一
川
年
七
月
一

O
日
朝
鮮
園
王
巾
和
好
拒
迭
逃
倖
促
孟
撤
兵
童
日

(
張
存
武
・
葉
泉
宏
編
『
清
入
関
前
輿
朝
鮮
往
来
図
書
葉
編
一
六

一
九
一
六
四
三
』
図
史
館
、
二

0
0
0年
、
三

O
頁
)
、
『
漏
文
老

槍
』
太
宗
、
天
聴
元
年
七
月
一

O
日
、
九
四
百
円
。
な
お
こ
こ
で
も

「
誠
信
」
が

]
E
m
]
E
E
E
(重
い
信
賓
)
と
戸
支
拝
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

羅
振
玉
編
『
史
料
叢
刊
初
編
』
文
海
出
版
枇
、
一
九
六
四
年
復
刊

本
所
収
。

(
9
)

『
清
入
関
前
奥
朝
鮮
往
来
園
書
葉
編
一
六
一
九
一
六
四
三
」

一
八
二
頁
、
「
漏
文
老
槍
』
太
宗
、
一

O
O
二
頁
。

(
日
)
園
出
一
亀
『
縫
担
漂
流
記
」
平
凡
祉
、
一
九
九
一
年
。

(
日
)
『
多
爾
衰
掻
政
日
記
』
故
宮
博
物
院
、
一
九
三
五
年
。

(
ロ
)
谷
井
俊
仁
「
順
治
時
代
政
治
史
試
論
」
『
史
林
』
七
七
|
二
、
一

九
九
四
年
、
一
四
一

l
一
四
二
頁
。

(
日
)
李
天
根
『
煽
火
録
』
(
淵
江
古
籍
出
版
壮
一
九
八
六
年
)
巻
一
一
一
に

「
撮
政
工
士
通
中
国
語
」
と
あ
る
。

(
比
)
順
治
帝
が
チ
ヤ
ウ
テ
ン
(
朝
廷
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
、

『
鞍
駅
漂
流
記
」
一
一
一
一
頁
に
み
え
る
。

(
日
)
天
理
固
書
館
裁
の
満
洲
語
本
に
よ
れ
ば
、
「
賓
放
」
は

u
E
H
m
q
g

g
g
(回
目
片
(
貫
の
利
徐
)
、
「
虚
名
」
は

5
2
r
s
m巾
吉
(
空
っ
ぽ
の

名
)
で
あ
る
。

(
凶
)
「
御
製
人
臣
倣
心
録
』
に
つ
い
て
は
、
井
上
進
「
撲
撃
の
背
景
」

『
束
方
向
学
報
」
六
回
、
一
九
九
二
年
、
特
に
二
八
七
!
二
八
九
頁
、

二
九
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
U
)

金
原
泰
介
「
康
照
年
聞
に
お
け
る
陽
明
皐
批
判
の
流
行
|
|
熊
賜

履
の
影
響
力
を
中
心
に
|
|
」
『
束
方
向
学
』
一

O
七
、
二

0
0
四
年
。

熊
賜
履
は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
さ
ら
れ
た
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。

(
凶
)
「
碑
停
集
」
巻
一
六
の
取
介
に
よ
る
停
で
は
五
九
歳
と
い
う
。

(
印
)
清
一
山
『
清
代
通
史
』
中
華
書
局
一
九
八
六
年
復
刊
本
、
八
八
九

ー
八
九
一
頁
。

(
初
)
石
橋
秀
雄
「
清
初
の
イ
ル
ゲ
ン
」
「
清
初
の
ジ
ユ
シ
エ
ン
」
『
清
代

史
研
究
』
緑
蔭
書
房
、
一
九
八
九
年
。

(
幻
)
「
撲
準
の
背
景
」
二
九
七
頁
。

(
沼
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
論
し
た
い
。

(
お
)
石
橋
崇
雄
「
漏
文
京
2
2
W
6
b
b
h宗
門
ど
守
除
ご
雪
~
2
N
(
御
製
朋

黛
論
)
」
」
「
図
士
舘
史
皐
』
四
、
一
九
九
六
年
。
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office ~*~.1'f J7t would exit the city one day prior to the arrival of the emissary 

dispatched with the edict of amnesty or other sacred edict, escort him into the 

government office within the city to conduct the ceremony. At the same time, 

through the documents excavated at Qaraqota (Heicheng) I have been able to 

reconstruct the procedures of those who received the emissary. I have made clear 

as regards the procedures for disposition of the document that following the kaidu 

ceremony, that it had been proclaimed was recorded on the document, and that it 

was place in the jiageku ~M~, the official depository for official documents. 

Furthermore, I have indicated the issues and outlook for the future study as 

regards the place of the kaidu in a multi-lingual society and the bureaucratic 

administrative system. 

A CONSIDERATION OF THE PHRASE YIXIN YIDE: THE LOGIC OF 

POLITICAL LEGITIMIZATION IN THE QING DYNASTY 

TANH Toshihito 

Yongzheng-di, the fifth emperor of the Qing dynasty, frequently employed the 

compound yide yixin -{-\!!;-{" The phrase originates in the Classic of History 

where it was used to signify the unity of the mind and virtue of the sovereign and 

subjects. However his fondness for this term was not simply due to the fact it 

came from one of the classics, but that it corresponded with the traditional 

Manchu view of the sovereign. In Manchu there are expressions emu mujilen (one 

mind) and mujilen emu ombi (unity of minds) that signify the unity of people. 

When Yongzheng-di used the concept emu mujilen, he employed the expression 

from the Classic of History. That at the same time he also used the expression 

yixin yide -JL'-l~, which is not found in the classics, is proof of this. Based on 
the above, the author has confirmed the fact that Manchu word mujilen {, is a 

key to understanding the logic of the Qing despotism. 

The general ethics was expressed by Manchu people with the phrase tondo 

mujilen i niyalma (correct minded people). It was Nurhaci who first consciously 

used the term for political legitimization. Thereafter, various Manchu rulers 

advocated their own logic of legitimization, but the concept of tondo mujilen i 

niyalma remained fundamental. Han ethical principles were also revised on the 

basis of Manchu thought, emphasizing mujilen and understanding. This study 

examines how the word mujilen was used from the time of Nurhaci to Yongzheng-
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di and illuminates the logic of political legitimization that was embedded there by 

the Manchu people. 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN SUBEI AND 

SUNAN REGARDING THE PRODUCTION 

OF RICE IN THE FIRST HALF OF 

THE TWENTIETH CENTURY 

BENNO Saiichi 

The rice crop in Jiangsu in the first half of the 20th century did not consist of 

rice grown by farmers for their own consumption and the excess rice sold on the 

market, but fundamentally all the rice that was produced was sold. In other 

words, the farmers of Sunan Jil¥.f primarily grew non-glutinous Japonica variety 

rice, sold it all and purchased the less expensive non-glutinous Indica variety rice 

produced in Anhui and the Lixiahe &TiPJ region of Subei Ji~t for their household 

consumption. On the other hand, the farmers of the Lixiahe region of Subei who 

produced mainly Indica rice sold all of it and purchased less expensive wheat and 

miscellaneous grains as their staple. Furthermore, just as the soybean wastes 

were sent from Subei to Sunan turned into fertilizer and higher costs were 

invested in producing higher value, night soil from Sunan was sent to Subei to be 

used as fertilizer thus lowering the cost of production of the less expensive variety 

of rice. 

In other words, the production and sale of Japonica variety rice in Sunan was 
predicated on the massive supply of lower priced Indica variety rice from Anhui 

and Subei, and conversely the production and sale of Indica variety rice in Subei 

became possible due to the demand for stable and massive quantities of Indica 

variety rice in Sunan. Moreover, in regard to fertilizer, with the transfer of 

soybean wastes from Subei to Sunan and of night soil from Sunan to Subei, the 

two agricultural areas were mutual dependent. Furthermore, the cessation of the 

transfer of soybean wastes from Manchuria and Northern China heightened the 

degree of reliance of economies of Sunan farming villages on those of Subei 

farming villages. 

In this manner, the relationship of the economies of farm villages in Subei and 

Sunan was structural and not merely the coexistence of a wealthy advanced region 

and an impoverished backward region. Then, within structure of the farm village 
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