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天
命
建
元

の
年
次

に
裁

て

･-
太
租

清

文

老
権

の

一
考

察

-三

田

村

黍

助

序

謂
ふ
所
の
清
文
老
樽
は
'
清
朝
入
関
前
に
於
て
'
清
洲
人
の
手
に
て
編
纂
さ
れ
た
る
'
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
｡

そ
し
て
更
に
此
書
を
特
長
づ
け
る
も
の
は
'
そ
の
書
が
彼
等
の
自
国
語
た
る
清
洲
語
を
以
て
誌
さ
れ
て
居
る
事
で
あ
る
｡

にべ

清
洲
語
の
創
定
に
は
'
周
知
の
逸
話
が
あ
っ
て
'
常
識
家
の
太
組
琴
南
恰
帝
の
前
に
'
畢
者
達
が
術
も
な
-
そ
の
融
通
の
利
か
な
さ
を
曝

露
し
た
と
云
ふ
事
が
侍
へ
ら
れ
て
居
る
が
'
太
組
が
清
洲
語
を
創
ら
し
め
た
事
は
尊
貴
す
る
虚
'
外
国
語
で
あ
る
蒙
古
語
等
を
用
ふ
る
事
に

清
洲
人
の
感
情
が
堪
へ
ら
れ
な
-
な
っ
た
の
で
あ
p

t
兎
も
角
も
'
彼
等
は
生
々
と
し
た
も
の
を
率
直
に
侍
へ
得
る
様
な
'
自
分
等
の
表
現

法
を
欲
し
た
の
で
あ
る
.
此
様
な
現
象
は
'
所
謂
民
族
的
な
自
覚
の
硯
は
れ
と
謂
へ
る
｡
そ
し
て
t
か
-
し
て
創
ら
れ
準
言
語
で
'
兎
も
角

も
自
己
の
歴
史
生
活
を
叙
述
L
t
編
等
さ
れ
た
も
の
が
清
文
老
樽
な
の
で
あ
る
｡
此
の
故
に
'
同
書
に
は
'
多
分
に
'
女
虞
人
と
し
て
の
彼

等
の
感
情

･
生
活
形
態
が
盛
ら
れ
て
居
る
事
は
想
像
に
難
-
な
い
O
虞
で
清
洲
族
は
'
そ
の
興
起
以
寒
'
政
治
的
発
展
に
は
目
覚
し
き
も
の

が
あ
り
'
文
字
創
定
後
年
世
紀
足
ら
ず
し
て
'
遼
東
に
覇
を
稀
へ
た
の
で
あ
る
が
'
同
時
に
'
漢
人
と
の
接
燭
の
度
の
高
ま
る
に
つ
れ
て
P

比
例
的
に
彼
等
の
内
の
女
虞
的
な
も
の
が
影
を
潜
め
'
殊
に
'
中
原
文
化
崇
拝
家
た
る
太
宗
皇
太
極
の
出
現
は
'
此
形
勢
に
摘
草
を
鞠
け
て
一

け



JJ∂

天
聴
六
年
に
は
､
官
の
記
録
に
清
文
の
外
に
'
公
然
と
漢
文
を
併
用
す
る
事
に
な
っ
て
'
此
廃
に
創
定
の
際
の
意
観
と
相
反
す
る
現
象
を
呈

し
た
｡
漢
字
の
使
用
は
湊
人
側
の
奏
請
に
基
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
更
に
此
の
風
潮
の
赴
-
鹿
は
達
に
満
洲
人
の
歴
史
編
纂
に
も

漢
人
が
参
劃
す
る
事
と
な
り
'
清
洲
人
本
乗
の
歴
史
感
情
よ
-
'
著
し
-
歪
め
ら
れ
て
表
現
さ
れ
た
で
あ
ら
う
事
が
想
像
さ
れ
'
達
に

｢
茸

録
｣
編
纂
と
云
ふ
漢
文
化
的
表
現
形
式
が
取
っ
て
代
る
に
至
っ
た
｡
以
後
'
例

へ
ば
庚
鷹

･
乾
隆
に
至
っ
て
'
歴
々
行
は
れ
た
太
組
茸
録
の

改
修
も
'
そ
の
意
圏
す
る
虞
は
'
女
虞
人
的
な
も
の
を
削
除
し
て
t
よ
り
中
原
風
な
も
の
に
す
る
と
云
ふ
事
に
蹄
す
る
｡
此
時
に
至
っ
て
は

清
洲
語
墜
局
々
漢
文
化
を
吸
収
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
-
な
っ
て
'
移
し
5
滴
湊
合
壁
書
の
内
の
多
数
は
'
此
の
範
囲
を
出
な
い
も
の
と
思
は

れ
る
｡
か
-
考
へ
て
見
れ
ば
'
清
文
老
櫓
は
藩
洲
人
が
自
己
の
表
現
手
段
で
自
己
の
姿
を
書
い
た
'
唯

1
の
記
録
の
集
成
で
あ
る
と
栴
し
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
.

虞
で
清
洲
人
の
本
束
の
生
活
形
態
は
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
｡

東
夷
考
略
に
操
る
と
'
女
虞
民
族
の
中
'
考
蘭
恰
帝
の
種
族
は
'｢
新
鮮
を
事
と
L
t
居
虞
食
欲
葉
風
あ
-
｣
と
し

｢
俗
'
射
を
善
-
し
馳

猟
す
.
飢
渇
に
耐
へ
'
絢
を
忍
び
て
盗
む
好
む
｡
巌
壁
を
上
下
す
る
事
飛
ぶ
が
如
し
.
女
直
に
於
い
て
最
強
を
稀
ふ
｣
と
あ
る
O
之
に
依
る

と
清
洲
部
族
は
兎
も
角
も
中
原
文
化
を
受
け
容
れ
る
素
地
の
あ
る
'
女
虞
民
族
中
の
優
秀
部
族
で
あ
る
事
を
知
る
｡
然
し
乍
ら
'

一
般
的
文

化
水
準
よ
-
見
れ
ば
'
失
張
-
極
め
て
原
始
的
な
粗
野
な
生
活
者
で
あ
-
'
素
朴
な
感
情
の
所
有
者
で
あ
る
事
に
間
違
は
な
い
｡

芸

奏

(
畔
倒
㈹
鳩
君
)

の
建
州

閲
見
艶

は
･
明
の
寓
暦
苧

七
八
年
頃
の
藩
洲
人
の
生
活
状
態
が
括
誉

れ
て
居
る
が
･
そ
の
住
居
の

保
に
は
'

鷹
合
之
制
.
覆
以
女
瓦
｡
桂
皆
挿
地
｡
門
必
向
南
.
内
覚
築
東
西
｡
南
面
皆
蹄
大
藩
戸
｡
四
壁
下
皆
設
長
坑
｡
絶
無
遮
隔
.
主
僕
男
女

混
慶
其
中
.
卒
胡
之
家
O
萱
草
覆
土
.
而
制
則

1
桂
っ

無
官
府
郡
昌
之
制
｡

と
あ
p

t
更
に
揖
け
て
'

18
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間
切
中
衣
服
極
貴
｡
部
落
男
女
殆
無
以
掩
鰹
.
近
日
則
連
有
給
掠
｡
是
以
服
著
既
得
鮮
好
O

と
叙
し
て
居
る
｡
以
っ
て
生
活
の
粗
野
さ
加
減
が
窺

へ
る
で
あ
ら
う
｡
ま
た
'

親
膏
相
見
者
｡
必
抱
腹
接
面
o
錐
男
女
間
亦
然
.
嫁
婁
則
不
韓
族
類
.
父
死
而
子
妻
其
母
云
々
O

と
記
し
て
ゐ
る
が
'
鰻
儀
の
園
に
育
っ
た
李
民
寅
は
'
そ
の
風
俗
の
異
様
さ
'
叉
道
念
の
極
め
て
低
き
を
面
-
見

て'
孔
孟
教

へ
る
所
の
夷

秋
禽
獣
の
感
を
新
に
し
た
で
あ
ら
う
.
そ
し
て
､｢
胡
中
只
Xl歪
日を
知
る
.
凡
そ
文
簿
は
皆
家
事
を
以
っ
て
記
す
｣
と
記
さ
れ
て
居
る
が
'
此

が
支
部
風
に
倣
っ
て
'
｢
後
金
囲
｣
と
流
し
｢
天
命
｣
と
撃
冗
し
て
よ
-
四
年
目
の
有
様
な
の
で
あ
る
｡
清
文
老
楢
は
t
か
1

る
民
族
の
手
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

漢
文
太
組
箕
録
を
都
.b
ば
'
そ
の
誇
張
さ
れ
た
る
支
部
風
の
表
現
は
'
放
重
な
る
文
標
と
多
彩
な
る
漠
字
面
と
相
保
っ
て
'
講
者
を
し
て

ヽ
ヽ

凡
そ
箕
際
か
ら
遊
離
し
た
映
像
を
抱
か
し
め
る
で
あ
ら
う
L
t
稚
拙
単
調
な
表
現
法
で
'
且
た
ど
-
1
し
い
行
文
で
綴
ら
れ
た
満
文
老
楢
を

講
む
事
と
比
ぶ
れ
ば
'
茸
相
の
把
握
に
根
本
的
の
差
が
あ
る
事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
清
洲
語
は
彼
等
の
日
常
生
活
に
織
-
込
ま
れ
た

ヽ
ヽ

謂
は
ゞ

い
き
の
か
1
つ
た
詞
な
の
で
あ
る
｡
箕
録
か
ら
は
盛
京
の
黄
墓
朱
壁
の
楼
閣
に
住
む
旗
人
の
生
活
を
聯
想
さ
せ
る
L
t
老
稽
か
ら
は

へ
-)
ち
ら

革
む
す
黒
禿
阿
刺
の
薄
汚
い
清
洲
族
の
生
活
を
想
起
す
る
功
徳
は
あ
る
0
而
も
'
彼
も
是
も
箕
は
清
洲
人
の
生
活
の
7
両
で
あ
り
'
凡
そ
十

年
の
歳
月
が
量
し
た
所
の
襲
化
な
の
で
あ
る
｡

近
時
'
清
太
粗
宴
録
の
異
本
の
数
種
が
刊
行
さ
れ
た
が
'
此
等
の
諸
本
を
年
代
的
に
考
察
し
系
統
づ
け
る
事
に
は
'
や
が
て
此
等
の
茸
録

が
'
｢
史
料
｣
と
し
て
如
何
な
る
横
倍
を
負

へ
る
も
の
か
と
云
ふ
事
の
開
明
が
'
考
慮
さ
れ
て
居
る
｡
然
し
そ
の
事
に
は
'
侍

｢
歴
史
書
｣
と

し
て
の
箕
録
の
立
場
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
新
に
筆
鋒
が
纂
修
さ
れ
る
事
は
同
時
に
'
既
修
の
茸
鎌
が

｢
史
料
｣
と
し
て
の
地
位
に
移

る
事
に
な
る
の
で
'
こ
の
事
は
茸
録
が

一
般
的
な
歴
史
書
で
あ
る
篤
に
負
ふ
運
命
な
の
で
あ
る
が
'
そ
の
場
合
'
後
乗
の
筆
録
が
既
修
の
茸

銀
に
勤
し
'
何
れ
程
の
変
質
を
加
へ
'
叉
削
除
訂
正
し
た
か
を
考
察
す
る
事
に
依
っ
て
'
/そ
の
筆
録
の
編
纂
の
立
場
が
考
へ
ら
れ
'
｢
常
時
｣

19



lBO

の
関
心
が
明
か
に
さ
れ
る
0
清
文
老
権
及
老
樽
と
茸
録
と
の
紺
係
も
此
の
立
場
か
ら
も
見
ら
る
.(
尊
で
あ
-
'
老
槽
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
iIt

茸
録
の
形
式

へ
移
行
し
た
場
合
､
如
何
な
る
手
練
が
な
さ
れ
た
か
ゞ
間
額
で
あ
ら
う
｡
従
来
此
の
研
究
が
疎
か
に
さ
れ
た
傾
き
が
あ
-
'
そ

れ
は
大
部
分
清
洲
語
理
解
の
不
充
分
と
云
ふ
'
技
術
上
の
理
由
に
も
因
る
が
'
方
法
論
的
に
は
'
史
茸
の
究
明
に
茸
録
を
所
謂
根
本
史
料
と

な
し
'
老
槙
が
そ
の
場
合
に
幾
-
の
新
史
茸
を
供
給
L
t
箕
録
の
紋
を
補
ひ
得
る
か
と
云
ふ
立
場
か
ら
の
み
観
察
さ
れ
た
所
故
も
あ
る
｡
近

入
金
梁
の
鐸
出
し
た

｢
満
文
老
槍
秘
録
｣
は
'
こ
の
傾
向
の
典
型
を
不
す
も
の
で
'
高
々
秘
め
ら
れ
た
る
事
茸
を
曝
露
す
る
と
云
ふ
漫
然
た

る
興
味
が
取
捨
の
規
準
を
な
し
て
居
る
0
然
し
満
文
老
槙
は
清
洲
人
の
手
に
な
れ
る
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る
以
上
は
'
此
立
場
は
'
逆
に
箕

録
が
編
纂
さ
れ
た
時
'
そ
の
形
式
を
取
る
篤
に
'
老
桧
に
如
何
な
る
種
の
史
茸
を
加
へ
'
叉
訂
正
削
除
し
た
か
ゞ
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
.

｢後
金
囲
｣
｢
天
命
｣
と
云
ふ
建
固
琴
花
の
事
象
は
'
満
洲
族
の
民
族
的
萄
展
の
途
に
於
る
'

1
の
槙
故
を
な
す
も
の
で
'
彼
等
が
か
1

る

も
の
へ
の
閲
心
は
'
茸
錬
編
等
の
精
神
と
通
す
る
も
の
が
あ
る
.
而
し
て
'
此
建
国
撃
冗
の
問
題
の
究
明
は
此
の
史
茸
を
取
扱

へ
る
満
文
老

棺
と
茸
録
と
の
相
違
を
開
明
L
t
延
い
て
は
此
等
を
構
成
す
る
歴
史
的
世
界
へ
の
考
察
に
も
関
係
し
て
来
る
の
で
あ
る
.

註

相
葉
博
士
｢光
海
君
時
代
の
満
鮮
踊
係
｣
中
の
｢李
民
奏
の
柵
中
日
鎖
し
参
照
'
此
の
中
に
此
の
書
の
内
容
を
詳
し
-
説
明
し
て
ゐ
ら
れ
る
.

J

清
の
太
組
琴
商
略

斉
が
i
明
に
叛
い
て
'
固
既
を

｢
後
金
囲
｣

と
稀
L
t
｢
天
命
｣
と
建
元
し
た
の
は
'
明
の
寓
暦
四
十
四
年
丙
辰
の
歳

(
西
紀

〓
ハ
l
六
年
)
の
事
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
｡

鷹
で
'
此
年
次
は
清
朝
官
撰
の
記
録
に
由
来
し
て
居
-
'
茸
際
は
'
果
し
て
此
歳
に
行
は
れ
た
か
香
か
に
就
い
て
は
疑
は
し
い
の
で
'
此

註

事
は
'
既
に
市
村
'
桑
原
'
稲
葉
諸
先
生
も
説
か
れ
て
居
る
所
で
あ
る
｡

然
し
'
従
来
'
建
元
の
年
次
を
積
極
的
に
決
定
し
得
る
様
な
史
料

が
､
凌
見
さ
れ
な
か
っ
た
烏
に
'
未
解
決
の
健
に
放
置
さ
れ
て
居
た
.
虚
が
'
畏
友
田
川
孝
三
率
土
が
そ
の
著

｢
光
韓
君
時
代
に
於
る
毛
文
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龍
と
朝
鮮
と
の
紺
係
｣
に
於
て
､
問
題
の
史
料
が
'
光
海
君
日
記
中
に
存
す
る
事
を
指
摘
さ
れ
た
事
に
依
っ
て
'
之
が
解
決
の
端
緒
を
得
た

評
で
あ
-
'
僕
の
立
論
も
茸
は
'
此
史
料
か
ら
出
畿
す
る
の
で
'
此
鮎
は
深
-
同
畢
士
に
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
.

改
て
'
建
国
撃
花
の
事
に
関
し
て
'
先
づ
雷
の
清
朝
側
の
記
録
を
見
る
と
'
清
太
阻
箕
錬

(
武
皇
帝
茸
録
本
に
探
る
)
に
'

丙
辰
歳
正
月
朔
申
｡
八
回
山
諸
王
率
衆
臣
｡
来
手
殿
前
排
班
｡
太
組
隆
殿
｡
諸
王
臣
皆
距
｡
八
臣
出
班
進
御
前
脆
畳
表
章
｡
太
組
侍
臣

ヽ

ヽヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

阿
東
蝦

･
厄
見
得
溺
梼
識
接
表
O
厄
見
得
溺
立
干
太
組
左
.
意
表
甥
馬

列
国
泊
恩
明
皇
帝O
建
元
天
命.
(
下
略
)

と
あ
る
.
桑
原
先
生
は
'
此
記
事
に
就
て
'｢
太
組
箕
録
に
'
た
ゞ
帝
を
稀
し
元
を
建
て
し
こ
と
の
み
を
記
し
て
'
固
既
の
事
を
記
さ
ざ
る
は

故
意
か
偶
然
か
疎
漏
と
い
ふ
べ
し
｣
と
述
べ
ら
れ
て
'
｢
金
｣
と
云
ふ
固
牧
は
こ
の
時
'
同
時
に
建
て
ら
れ
し
も
の
な
ら
ん
と
説
か
れ
た
｡

今
･
少
し
-
此
事
に
関
す
る
,
蔦

清
洲
の
相
手
国
で
あ
る
明
･
朝
鮮
側
の
荒

島

る
に
,
讐

皇
明
覚
録
(諾

鯛
逓

増

)寓
雷

十
七
年
六
月
庚
午
の
保
に
は
t

.ヽ

鰻
科
給
事
中
井
詩
教
題
.
逆
酋
停
耽
.
乞
急
追
経
略
以
彰
神
武
.
稀
奴
酋
陥
我
城
壁
以
衆
｡
日
中
巳
無
中
酪
O
近
如
朝
鮮
容
報
所
云
.

軌
敢
建
国
改
元
｡
種
族
云
々
｡

と
あ
る
｡
此
記
事
に
は
建
国
改
元
が
行
は
れ
た
事
の
み
を
記
し
て
'
そ
の
稀
呼
に
は
燭
れ
て
居
な
い
が
'
王
在
菅
の
三
朝
遼
寄
算
録

寓
暦

四
十
七
年
五
月
の
俵
に

｢
朝
鮮
の
容
報
に
依
る
｣
と
し
て
'

奴
酋
僚
耽
後
金
囲
汗
.
建
元
天
命
o
指
中
国
馬
南
朝
云
々
.

と
誌
し
て
居
る
｡
此
等
の
記
事
に
依
っ
て
'
明
延
が
建
固
唾
元
の
事
茸
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
朝
鮮
か
ら
の
情
報
に
俵
探
し
て
居
る
事
が
分

る
.
而
し
て
'
明
延
が
直
接
首
の
清
洲
か
ら
認
知
し
た
の
は
'
明
茸
録
の
記
載
に
従
ふ
と
'
翌
寓
暦
四
十
八
年
の
事
ら
し
-
'
即
ち
'
紳
宗

茸
録
の
同
年
六
月
戊
中
の
保
に
'
経
略
熊
廷
弼
の
上
奏
を
掲
げ
'

経
略
熊
建
弼
奏
｡
奴
賊
招
降
梼
文
之

】
紙
内
.
稀
後
金
圃
汗
.
日
柄
日
族
.
皆
借
耽
云
女
.
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1～L)a

と
見
え

て居
る
.

庸
此
の
樺
文
は
､
来
朝
靖
難
の
例
を
引
き
'
天
運
既
に

｢
明
｣
を
去
っ
た
事
を
詮
い
て
招
降
を
勧
め
て
居
る
も
の
で
'｢
後

金
固
｣
の
名
稀
と
共
に
'
自
ら
を
曾
っ
て
の
金
図
に
擬
し
て
居
る
態
度
が
充
分
に
窺
へ
る
の
で
あ
る
｡
果
然
､
此
の
唾
固
琴
九
の
事
茸
は
明

延
の
耳
目
を
撃
た
1
し
め
た
も
の
と
見
え
'
勅
奴
議
撮
に
､

衣
昔
阿
骨
打
年
披
天
倉
｡
今
亦
牽
附
妄
栴
天
命
｡
此
其
志
不
老
小
云
々
｡

と
論
じ
て
居
る
.
勅
奴
議
葦
の
政
の
言
骨
信
す
れ
ば
'
此
の
論
の
議
さ
れ
た
の
は
'
恐
ら
-
'
蔭
粛
清
戦
に
於
る
大
敗
の
直
後
を
受
け
て
'

明
延
の
駕
博
そ
の
極
に
達
し
た
時
の
枝
に
思
は
れ
る
｡

然
し
'
何
れ
に
し
て
も
明
延
は
'
此
の
事
茸
を
朝
鮮
の
容
報
に
俵
-
知
っ
た
の
で
あ
る
が
'
然
ら
ば
朝
鮮
は
如
何
に
し
て
此
事
茸
を
知
っ

た
の
で
あ
ら
う
か
｡

光
輝
君
晶

(
帖
祁
)
己
未
年
(
寓
暦
四
十
七
年
)
四
月
九
日
の
保
に
･

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

時
奴
酋
｡
迭
鄭
鷹
井
等
｡
叉
達
人
致
書
｡
種
以

天
命
二
年
後
金
囲
汗
諭
朝
鮮
国
王｡
枚
数
七
宗
悔
恨
｡
掃
怨
中
朝
｡
且
求
助
｡
巳
的
以

′

通
和
息
兵
.
胡
墓
室
浦
浦
越
達
｡
結
革
幕
以
虞
｡
王
命
過
江
入
城
款

待贈
物
O
虜
使
之
至
我
境
自
此
始
英
｡

と
あ
っ
て
'
此
の
記
事
は
凡
て
の
事
情
を
物
語
-
毒
し
て
飴
な
い
事
を
講
者
は
了
解
す
る
で
あ
ら
う
｡

.
茸
に
'
後
金
囲
成
立
後
最
初
の
鮮
満
交
渉
な
の
で
あ
る
｡
虞
で
光
港
君
日
記
に
は
'
後
金
囲
汗
よ
-
の
釆
文
は
掲
載
さ
れ
て
居
ず
'
唯
大

要
の
み
託
さ
れ
て
居
る
｡
即
ち
'
｢
枚
数
七
宗
悔
恨
｡
蹄
怨
中
朝
｡
且
求
助
｡
巳
的
以
通
和
息
兵
｡
｣
と
あ
る
の
が
夫
で
あ
る
｡

従
っ
て
史
茸
の
精
確
を
期
す
る
馬
に
は
'
此
の
釆
文
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
更
に
釆
文
を
検
討
す
る
事
に
依
っ
て
老

嬉
'
茸
録
の
問
題
に
怖
れ
よ
う
と
の
意
圏
な
の
で
あ
る
｡

証

市
村
博
士
､
東
洋
協
骨
調
査
部
撃
術
報
骨
第
一
冊
.
桑
原
博
士
'
東
洋
史
致
授
資
料
'
相
葉
博
士
'
清
朝
全
史
上
巻
｡

二
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lB3

国
書
手
交
に
関
す
る
清
側
の
史
料
を
見
る
と
'
満
文
老
榎
'
太
組
茸
錬
何
れ
も
此
の
事
を
記
載
し
て
居
る
.

先
づ
･
清
文
老
倍
(相
篭

膨
)
i
wPE載
様
式
覧

る
と
太
組
老
碍
己
未
年
三
月
の
僕
に
･

terern
ikan
=o
o
ha
d
e
d
afi
jihe
so
lh
o

i
Sun

Ja
m
ln
g
g
an

F
o
o
ha
b
e
d
ah
ab
u
fi.
ga
ih
a

d
u
in
hafan
.
e
m
u

tu
ngse

そ
の

南
朝

軍

に

味
方
し
て
爽
た
朝
鮮

の

五

千

の
軍

を

従

へ
'

領
し
た

四
人

の
官

1
人
の
通
事

u
her
em
e
sunJa
n
ly
alm
a
be
sin
d
a
fi
unggtm
e
bith
ede
arah
a
g
i
s

un
.
n
ikan
han
d

e
usah
aha
koroh
on
adan
am
ba

併
せ

て

五

人

を

樺

ち
'

遣
は
す

書

に

誌
し
た
詞

'

南
朝

汗
に

怨

み

菅
し
む

七

大

kqsJ.
&

glaun
b&e
gi
T
u
b&
hu?
a酌･2aB
･
魯

bT
a
kg
r.
S
F
JSun
bbe
ga
li
n
ESn
(-g
gF
i･
賠
巌

nJdpn郎
eJ
.

と
前
書
が
あ
っ
て
'
次
に
文
書
の
全
文
を
掲
げ
'
そ
の
記
事
の
末
尾
の
保
に
t

i

lan
b
iy
a
Z
o
rin

em
u
d
e
su
n
ja
SO
tho
d
e
ju
w
e
ju
Se
n
be
a
d
abu
fi
takG
ra
h
a.

三

月

二

十

7
日

五
人
の
朝
鮮
人
に

二
人
の
満
洲
人
を

附
し
て

遺
し
た
.

と
記
し
て
居
る
｡
太
絶
賛
録
の
此
の
部
分
に
相
鷹
す
る
記
事
は
'
岡
安
錬
天
命
四
年
三
月
二
十

一
日
の
俵
に
'

令
朝
鮮
降
将
張
鷹
京
及
官
三
員
通
事

一
人
｡
書
七
大
恨
之
事
｡
遺
書

一
封
｡
遣
二
使
者
｡
輿
之
倶
往
｡

と
あ
-
'
同
じ
-
そ
の
文
書
を
掲
げ
て
居
る
｡
此
虞
で
問
題
に
な
る
の
は
'
漢
文
茸
錬
所
載
の
文
書
が
朝
鮮
に
手
交
さ
れ
た
図
書
と
果
し

て

同

一
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
香
か
'
且
老
棺
所
載
の
文
書
と
の
関
係
如
何
と
云
ふ
事
で
あ
ら
う
｡

諸
種
の
清
太
組
茸
録
中
最
初
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
は
､
周
知
の
如
-
'
武
皇
帝
茸
録
本
と
謂
は
れ
る
｡
此
は
太
宗
の
崇
徳
元
年
に
上
皇
さ

れ
て
居
る
が
'
そ
の
前
年
天
聴
九
年
に
は
､
太
組
茸
錬
尚
が
完
成
さ
れ
て
'
現
存
の

｢
清
洲
茸
鋒
｣
は
此
書
を
俸
へ
た
も
の
と
謂
は
れ
る
.

今
西
畢
士
の
詮
-
所
に
探
れ
ば
'
満
洲
茸
録
は
乾
隆
の
改
修
を
経
て
固
有
名
詞
の
諜
字
面
は
改
め
ら
れ
て
居
る
が
内
容
に
於
て
は
､
武
皇

帝
資
録
と
竜
も
異
ら
な
い
と
L
t雨
書
並
び
置
か
れ
る
史
料
と
し
て
居
る
.
元
爽
清
洲
茸
錬
･武
皇
帝
箕
録
は
共
に
満
藻
蒙
の
三
憶
で
書
か
れ

て
居
る
が
'
同
率
士
は
主
と
し
て
漢
文
の
健
を
基
に
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
'
大
濃
論
と
し
て
は
'
そ
の
安
常
性
を
首
肯
し
得
る
.
然
し
此
の

｢
絶
入
り
実
録
｣
は
此
の
種
の
官
撰
の
編
等
書
と
し
て
は
'
未
曾
有
の
形
式
で
あ
-
'
且
は
武
皇
帝
要
録
と
の
関
係
よ
-
し
て
も
'
新
な
る
文
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IBA

場
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
虚
で
､肝
心
の
清
洲
茸
録
は
従
釆
僕
達
の
手
許
で
は
漢
文
の
分
の
.み
し
か
嘉
へ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
､

近
時
清
洲
図
か
ら
'
満
喪
家
三
鰹
が
具
備
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
'
面
-
そ
の
全
貌
を
見
得
る
事
に
な
っ
て
､
研
究
上
に
宿
昔
が
粛
さ
れ
た
o

此
清
洲
茸
録
の
満
文
は
'
和
田
教
授
の
指
示
さ
れ
た
如
-
'
漢
文
の
部
に
比
し
て
'
よ
-
原
形
に
近
い
形
が
保
存
さ
れ
て
居
る
の
で
'
例

へ
ば
か
上
る
際
の
比
較
の
目
安
と
さ
れ
る
'
｢
明
｣
の
呼
栴
等
も
武
皇
帝
茸
録
で
は

｢
大
明
｣
と
あ
る
の
が
'
漢
文
満
洲
茸
録
に
は
､
唯
｢
明
｣

と
作
-
前
者
が
古
形
で
あ
る
事
を
示
す
O
虞
で
浦
文
清
洲
茸
録
に
は
d

l
i

m
in
g

と
あ
っ
て
'
武
皇
帝
茸
錬
本
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
｡
此

は

7
例
で
あ
る
が
､
叉
清
洲
語
の
性
質
上
'
例

へ
ば
諸
事
の
奨
化
等
昼
冗
釆
有
-
得
な
い
L
t
且
語
童
の
乏
し
い
事
か
ら
も
改
修
は
制
限
さ

れ
る
で
あ
ら
う
L
t
か
う
云
ふ
鮎
で
は
原
形
が
割
に
保
存
さ
れ
る
理
由
は
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
上
述
の
如
-
､
武
皇
帝
茸
録
と
清
洲
茸

録
と
は
略
々
同
じ
内
容
を
侍
へ
'
且
は
'
清
洲
茸
録
の
清
文
が
'
原
形
に
よ
-
近
い
も
の
で
あ
る
故
に
'
僕
は
'
此
の
浦
文
浦
洲
茸
録
を
武

皇
帝
茸
録
と
清
文
老
聴
と
を
結
ぶ
模
と
し
よ
う
と
思
ふ
｡
と
云
ふ
の
は
'
清
文
老
楢
と
漢
文
茸
錬
と
で
は
比
較
す
る
よ
す
が
も
な
い
か
ら
で

あ
る
｡
侍
武
皇
帝
茸
録
の
清
文
は
北
平
京
師
固
書
館
に
襲
赦
さ
れ
て
居
る
が
'
僕
は
未
だ
見
て
居
な
い
の
で
..
精
確
を
期
す
る
立
場
か
ら
は

此
虞
に
も
間
題
が
竣
さ
れ
て
居
る
詳
で
あ
る
｡

今
･
清
文
老
槽
の
掌

の
.瑠

録
し
･
太
蔓

録
と
の
層

雲

せ
ば
'
攻
の
如
-
で
あ
る
.
(認

諾

帽
の
)

eLreQ
舘

duF&mj
nh

･%

Tbd
e&
if
uJhe
tar
gEun
bB
能
が

大
詰

化
の
句
)
j%

e(賓
錬

jrukgSiL
に
作
る
)
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h
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)i1,7In
d
Euin
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ban
j
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i
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tuttu
banjifi
tere
in

u
jalan
g
oidam
e
an
lya
a
m
b
u

ta
banjihaktibi,

杜

へ

居
た

-
き
t

か
-
衣
-
た
る
が
そ
れ
も

亦
代
を

長
-
し

年
を
重
ね
る
事

能
は
ぎ
-
き
'

gurun
b

e
gem
u
uhe
obum
e

図
､

を

悉
-

一

と
な
し

terebe
bi
gem
u
babahab
i,

そ
の
こ
と
を
我
熟
知

せ
-

'

(墓

相
翫
mJ
Jiに
件
る
)
eareO
da
n*
be
b
i
ulhirakB
farhD
n

i

arah
angge

を
膏
が

悟
ら
ざ
る
の

愚
昧
の
故
に

な
し
た
る

に
は
(
箕
錬
F

Sri
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s
gJ
e

u
作
る
)
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k:
･な
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′

n
ikan

か
の
南
朝

(

d
a
im
tn
g
gu
run
i
w
a
n

箕
錬
｢大

明

国

の

高

誓

㍗

作
る

)
m
im
b
e
u
m
ain
a以i
ho
korakt-1

我
を
し
て
巳
む
に
巳
よ

ぎ
ら

し
め
て

ojir･ak
G

g
id
a
Sam
e

賓
錬

｢巳
圭
ざ
る
の

欺
凌
｣
に
作
る

)
o
f
i‥

ere
w

eile
b
e
d
erib
uhe.
am
ba
gurun

此
の
事

を
起
き
し

め
た
-

.
大

国

附
hA
n
bf
･
(
賓
錬
｢
dueJに
作
る

)
m
in
i
d
o
lo
d
aT
i

我
が

心

度
々

e
k
e
araki

悪

を
犯

さ
ん
(賓
錬

｢開

艶

｣
に
作
る

)

sem
e
gBn
iha
b
lTi.
a
b
ka
end
e
m
b
io
,
a
b
ka
m
im
b
e
a
in
u

と

思
ひ
居
た
-

と
せ
ば
'
天

識
ら

や
と
な
さ
ん

や
'
天
我
を
何
催

d
e
re
o
n
SoO
.a
b
k
a
w

aka
b
e
w

akatarn
e
u
ru
b
e
urutem
e.

寛
大
な
ら

ん
や
'
天
は

非

を

非
と
し

長

を

是
と
し
.

u
ru
lere
bihe.
nikan

是
と
す

べ
き
'
歯
研
-(

d
a
im
-n
g

賓
錬
｢
大

明
｣
に
作
る
)h

am
i
d
e
re
=
i
m
in
i

汗

よ
-

我
に

toP
do
b
e
b
eidefi
tuttu
d
e
r
e.
m
im
b
e

正

を

断
じ
て

此
の
如

し
0
我
を

ab
ka
u
ru-ek
e.
n
ikan

天

是
と
し
た
-

き
南

朝

(
箕
鑑

dai
m
in
g
gu
ruu

~
司

に
作
る

)
b
e
ab
k
a
w

akalah
e.
so!ho

を

天
は
非

と
し
た
-
ラ
.朝
鮮

s
u
w
e
n
i
E
o
o
ha
be
nikan

財
の

軍

を
ー薗
執

.
(
.:1
].,....1T｡,L'..;.;
明

閲
｣
に
作
る

d
a
im
in
g

gurun

)de
d
a
fi

に
味
方
し

m
ind
e

我
に

(
賓
鉄
雄
a
hJaの
字
姦

入
す
)JaihB
am
S
nQgee
i･,
bp.i

n
ikan

南

朝

j

iheb
i

来

れ
る

(

daim
lng

gurun

食
録

｢大
明

闘
｣
に
作
る
)
due
.;t;r開
･

g
u
n
lm
e

思
ふ

に

o
【su
-

聞
mi
矧

((

･
l
'
′J_

･

g
u

n
lCl

賓
錬

｢

息

へ
ら
-
｣
に
作
る

)s
o
lho

iTooha

朝
鮮

の
軍

b
uye
m
e
jihengge
w
aka.

欲
し
て

衆
た
る
に
は
非
ず

gurun
i
da
in

賓
錬

｢図

の
兵

b
e
bed
erebuh
e

を

退
け
た
る
｣
を
挿
入
す

)

daT
ae･
ju#
e
縄

(
箕
錬

m
en
i
塞

く
)
J
a
li
in
da

｡Ia
g

ham
de
solho

汗

に
融
轡
(
賓
銀

巌
㌍

に
作
る
)
j.5g.

karu
b
ai
li
sem
e

報

恩

と
て

w
etj

ung
geb
u･

惟

忠
と

謂
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n
gge
am
ban.

へ
る

大
臣

d
ai
d
in
g
h
an

犬

定

汗

d
eh
i
fu
nTem
e

h
e
T
e

n
b
e
ga
ifi
u
b
a以am
ej

ihe

四
十

飴

城

を
以
て

敷

き
凍

れ
㌢

h
e
n
山um
e.
n
ikan
こ

0
0
h
oi∩sung
100
kitsu
hg

普一曾

(

m
aコg
g-

貸
録

｢に
依
-

｣に
作
る
)

nnen
t
a
)S
tn

ヨ

(
箕
錬
此
の
こ
字
を
省
-
)

Jan.
m
en
i
aisin
gurun
i

諭

し
て

南
朝

の

題

敬

宗

週

欽

宗

拝

と

我
が

金

国
と

(

m
eni
gurun
nikan
i

箕
錬

｢我

固

甫
朝

の

su
ng
gu
ru
n
こ
00
h
oitsu
n
g
kh
tsu
ng
am
a
J
uij
uw
e

h
am
b
e

宋

国

の

過

敏

宗

欽

慕

父

二
子

二

汗

を
｣
に
作
る

)
d
ailara
fo
n
de
.
so
lho
h
am

在

威
せ
し

暗

面

矧
輔

叫
.
(

s
o-ho
g
urun
i

賓
錬

｢
朝
鮮

陶

の

w

aHny
作
る

)
那

(蓋

yraa
aA

gQug
Jn
に
作
る

)
du
e

脳

bhe
蛸
naifi
m
#useJ
77
e
ga
run
鴇

′鮒

締
鍔

幣
d
a
hakp
ton
d
o
g
u
ru
n

sem
e
a
lim
e
gaih
ak辞
bed
e
reb
uh
e
sere
,
tere

味

方
せ
す
公
正
の

園

と
て
納

め
や
し
て
退
け
た
-
と

謂
ふ
｡
そ
れ

sem
e.
s
in
i
=ooha
ga
i
f
i

j

ih
e
am
b
a
aJ】ge
h
af
an
JuW
an
n
iy
alm
a

と
て

爾
の

軍
を
率
ひ
た

る

大

小

の

官

十

人
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(賓

am
ba
aJtg
en

錬
｢大

小

Ju
W
an
hafan

十

年
｣

に
作
る

)b
e
w
eihu
n

を

生

3'afaf)+.
soth
o
h
at)

捻
し
て
後
..朝~
笥

｢二

パーso
th
o
w
ar)拍

｢朝

鮮

王
｣

te
ereid
u
b

e
b

e

今

此
の
始

終

を

け
a
nj
im
biO
.
aJ
】ge

存
せ
ん
や
｡

小

′ヽ
●●

∽a｣-n
i
baコjim
b
i

法

を

以
て
在

-

solho
h
am

朝
鮮

司

(賓
銀

W
an
g

｢王
｣

に
作
る
)

s
i
sa.
abk･,Ti

爾

識
れ
~
天
の

guru
n
b
e
ge
m
u
ak
辞
o
bu
n
b
io
,
ere
am
b
a

図

を

挙

げ
て

無
と
な
す
か
t

か
の

大

w
ejile

下
g
u
r
u
n

固

ai
h
aHin

如
何
株

ー
の

に
作
る
)
Si
m
B
e
鞘

は
m&
e9
3
sN?1?鐸

リ

g
u
r

un
akG
.
am
b
a
gu
run
i
Fangg

l

開

な
か
ら
ん
'
大

国

の
み
掬
-

i
n
ikan

の

商

朝
(蓋

draL
mi
?Agに
作
る

)
h
am
be.
ab
ka
i
em
u

汗

を

天
と
1
L･tる

dere
smm
e
gか
nih
a
b
ih
e.
ere
n
ikan

と

思
ひ
居
た
h
tき
.
こ
の
南
朝

(寮
錬
｡ra
L
k
nJgに
作
る
)
ham
abka
i
叫aj
in
be
g
G
w
a
】iyafi,
m
ujak辞

汗

天
の

法

を

蓮

へ

甚
し
き

m
u
rim
e
fud
a
ram
e
guru
n
b
e
jo
bo
b
um
b
i
ka)+,
tere
b
e
sotho
h
am

横
道
を

極

め

団

を

書

ひ

た
-
O

そ
れ
を
朝

鮮

bi
d
onjiTi.

n
ikan

bar).

solho
gurun
d
e,
m
eni
gu
ru
n
de

汗
た
る

(賓
錬

so】ho
i
w
ang

｢
朝
鮮

の

王
｣
に
作
る
)

s
in
i
s
ark
亡

ai

b
)..

汝
の
何

ぞ
関
知
せ
ざ

る

事
あ

ら
ん
や
'
我
聞

な
ら
-

｡
南
朝

汗

朝
鮮
図

及

我
が

図
に
封
し
(賓
錬

d
aim
in
g

｢
大
明

gu
run

-

図

の
ham.
m
anJu.
SuW
en
i
sotho

汗

蒲

洲

爾

朝
鮮

g
ua
u
n
du?J
に
作
る

)
gem
u
inユ
use
be
亡nggifi
eJ
en

Obuki
sem
e
h
end
um
b
i

共
に

根
の
王
子
を

遺
し
て

主
と

なさ
ん

と

謂
へ

る

sere.
ere
n
ikan

と
か
t
か
の
.剰
劉
J
(賓
錬
d
raLm
i
nJgに
作

る
)
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h
am
m
u
se
Juw
e

gu
ru
n
b
e

汗

我

南

開

を

)u
w
e
guru
n
d
a..ci
u
m
a
i
eh
e g

id
a叫aha.
fusih
tilah
a
am
bu
la
kal+.
sOtho
han

欺

き

軽
ん
ず

る
事
甚
L
と
謂
ふ
べ
し
車

甜
｢

(.･,..?
,:.Solho

w
a
ng

J
劉
｣
矧
コ

山苛
に
作
る

)
Stn
t

汝
の

d
O-o
m
u
se

心

我
が

ak
辞
b
ihe.
te
b
iucibe.
m
u
se
Ju
W
e
guru
n
em
u
h
ebe
ofi
n
ikan

南

国

原
よ
り
1
の

隙
す
ら
あ
ら
ぎ
わ
き
｡
今

と
経
も
'
我

が

d
e

u
shak
i
seLn
b
io.
b
i
em
geri
n
ik
a
n

に
怨

を
晴
ら
さ
ん
と
謂
ふ
か
'
一
皮

sem
b
io
,
sin
i
gi
sun
b

e
d
o
njiki

謂
ふ
か

爾
の

言

を

穂

か
ん

南
朝Sem

e.
と

(賓
錬
draL
mf
Jgに
作
る
)

爾

図
は

盟
を
給
び
て

de
d
a
m
e
w
ajih
a〉
n
ikan

に
味
方
し
た
る
上
は
'
.嵐
執
.

南
朝

(

d
aim
in
g

賓
錬

｢
大
明

gu
run

閥
｣
に
作
る

(賓
錬
d
ra
km
i
n,gu
作
る
)

以i
hoko
rak
辞

よ
-
背
か
ず
と

ju
;
en
b
e
ad
ab
u
fi
tak
G
ra
h
a.

満
洲
人
を

附
し
て

蓬
-
た
-
O(寮
録
に
最
後

の
句
中
省
-

(賓
錬

)

b
ith
e
u
n
ggihe

｢書

を
遺
せ
-
｣
義

人
す

)
ilan
b
iy
ai
orin
em
u
d
e
su
n
J
a
SO-ho
d
e
ju
w
e

三

月

二
十

一
日

五
人

の
朝
鮮
人
に

二
人

の

右
に
よ
れ
ば
'
老
梢
と
茸
録
と
は
'
大
鰻
に
於
て
'

一
致
す
る
と
云
ふ
事
に
'
何
よ
-
も
先
づ
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
此
事
絃
'
二
者
が
同
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】
の
史
料
の
上
空
止
っ
て
居
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
｡
そ
し
て
'
異
っ
て
居
る
箇
所
を
検
討
す
れ
ば
'
自
ら
両
者
の
特
色
が
出
る
葦
で

あ
る
｡
そ
れ
で
重
な
箇
所
を
二
三
調
べ
る
と
､

先
づ
固
有
名
詞
で
は
'
老
槽
に

n
k
an
と
あ
る
の
を
茸
録
で
は

daim
in
g
g
urun
に
作
-
'
老
槽
に

S.
th
o

h
a
n

と
あ
る
の
を
後
者

が

so-ho

gu
ru
n
i

w
an
g
に
作
っ
て
居
る
｡

n
ik
a
n
は

｢清
文
童
｣
に
採
れ
ば
'
元
来

｢
漢
人
｣
の
義
で
あ
-
'
普
通
名
詞
で
あ
る
.
清
文
童
は
清
朝
の
撰
述
で
あ
る
が
'
華
夷
葦
語
を

見
る
と
'
漢
人
を

｢
泥
吟
程
麻
｣
で
為
し
て
ゐ
る
O
此
は

n
ikan
n
iyalm
a
の
青

馬
で

n
iyalm
a
は

｢
人
｣
の
意
で
あ
る
が
､

n
ik
an

は

何
の
意
味
か
分
ら
な
い
｡
然
し
之
に
依
っ
て
明
代
に
於
て
も
'
女
虞
人
が
明
廷
叉
は
明
人
を

n
ikan
叉
は

n
ikan
gu
run
に
て
科
し
た
事

を
知
る
｡

供
は
釆
文
中
の

n
ik
an
に

｢
南
朝
｣
を
宛
て
た
の
は
'
後
金
園
の
他
の
漢
文
の
釆
文
に
'
｢
南
朝
｣
と
あ
る
L
t
叉
茸
録
に
は

d
aimi
n
g
と
云
ふ
語
が
存
し
て
'
之
を
慣
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
'
便
宜
上
の
葦
に
過
ぎ
な
い
｡
倍
此
の

n
ikan
に
封
す

る
女
虞
人
の
日
柄
は

｢juYenL
の
語
が
存
し
た
事
は
華
夷
詩
語
の

｢
女
直
｣
の
虚
に

｢
宋
先
｣
と
あ
る
事
に
依
-
て
知
-
得
る
｡

兎
も
角
も
'
茸
錬
編
纂
が
行
は
れ
る
時
に
至
っ
て
は
'
開
園
の
始
'
粗
野
な
形
で
育
ま
れ
て
居
た
国
家
意
識
と
か
民
族
意
識
が
明
確
に
な

っ
て
釆
'
同
時
に
明
人
と
の
封
立
意
識
も
､
中
原
風
な

｢
囲
家
｣
と
云
ふ
形
を
通
じ
て
具
現
す
る
の
で
'
歴
史
叙
述
の
際
に
も
彼
我
の
稀
呼

に
は
抽
象
的
な
囲
家
名
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
課
で
あ
る
.
太
組
老
槽
に
終
始
し
て
硯
は
れ
る
t
n
ikan
,
n
ik
a
n
gurun
は
箕
録
で
は

d
aimi
n
g

gurun
に
t
ju
Sen
gu
ru
n
は

m
anju
gu
run
に
改
め
ら
れ
て
居
る
｡

そ
し
て
茸
録
に
於
け
る
か
1

る
改
訂
に
は
'
清
洲
が
明

に
封
し
国
家
と
し
て
封
等
の
地
位
を
占
め
る
事
を
明
確
に
す
る
と
云
ふ
意
固
が
見
ら
れ
る
｡
崇
徳
の
初
に
あ
つ
て
は
'
清
人
に
は
明
延
が
容

易
に
覆
没
す
る
も
の
と
児
は
れ
す
'
却
っ
て
朝
廷
と
尊
崇
し
朝
貢
し
た
宗
主
国
を
封
等
の
立
場
で
呼
ぶ
事
に
大
な
る
誇
を
感
じ
た
に
遷
仏
な

い
｡
侍

d
aim
ing
大
明
の
稀
呼
に
は
'
更
に
蔑
分
の
敬
意
と
怖
れ
を
も
感
じ
た
と
思
は
れ
る
｡

尤
も
大
明
な
る
語
は

｢
大
な
る
明
｣
で
な

-
'
そ
の
健
の
形
が
常
時
の
1
蚊
的
な
稀
呼
と
し
て
街
ほ
れ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
道
の
事
で
あ
る
.

27
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寛
録
に
t
aisin

hah,
m
On
gg
O

han
を
夫
･々
a
isl-n

gu
ruh.hah,m
On
g
gO
g
u
run
.･han
と

g
u
ru
n
｢
囲
｣
の
語
を
挿
入
し
て
明
確
に

金

汗

蒙
古

汗

金

歯

汗

蒙
古

囲

汗

L
t
n
ik
an
i
jo
o
h
o
it
sun
g

は

nik
a
n
i
sun
g
gu
r
un
こ

.o
h

oitsu
n
g

と
改
め

て
居
る

の
も
'
皆
上
述
の
意
尚
に
基
-
も
の
で
あ
る
.

南
朝

の

趨

徽

宗

南
朝
の

究

閲

の
趨

徽

宗

次
に
'
老

槽
に
s
o
l
ho
han
と
あ

る
の
を
'
算
録

に
t
s
.Ih
o
g
ulu
n
i

w
an
g
に
作
っ
て
居
る
.
gurun
｢
囲
｣
を
挿
入
し
た
事
は
右
に

朝
鮮
汗

朝
鮮

図
の

王

速
べ
た
が

han
｢
汗
｣
を

w
an
g
｢
王
｣
に
改
め
た
の
は
如
何
な

る
意

味
で

あ
る

か
.
元
釆

han
な
る
語
は
華
夷
詩
語
に
依
る
と
'

｢
皇
帝
｣
の
意
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
が
'
清
文
老
楢
に
は

n
ikan
ham,
sotho
ham
,
m
onggo
han
等
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
'
此
の
語
は
そ

の
部
族
民
族
の
最
高
の
主
権
者
を
指
す
に
相
違
な
い
.
彼
等
女
虞
族
問
に
あ
つ
て
は
'
例

へ
ば
清
文
満
洲
箕
録
に
採
る
と
'
高
層
の
初
年
逮

東
に
於
け
る
女
虞
人
の
紙
主
権
者
で
あ
っ
た
恰
達
の
王
台
を

w
ang
han
と
呼
ん
で
ゐ
る
.
庭
で
JJ
の

han
汗
を

w
ang
王
に
改
め
た
こ

と
に
は
女
虞
人
が
漢
人
の
影
響
を
思
想
的
に
受
け
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
.
清
文
老
楢
の
記
載
に
従
ふ
と
､
天
命
年
間
に
於
て
は
'
女
虞
人

は
'
明

･
朝
鮮
を
夫
々
別
個
の
猫
立
国
と
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
｡
尤
も
こ
れ
は
､
高
々
明
人
の
建
て
1

居
る
囲
'
朝
鮮
人
の
園
と
云
っ
た
程

度
の
素
朴
な
認
識
を
基
調
と
し
て
居
る
.
然
し
乍
ら
明
と
朝
鮮
と
埋
示
主
園
と
廃
園
と
の
関
係
で
'
朝
鮮
人
の
所
謂

｢
君
臣
父
子
｣
の
関
係

な
の
で
あ
-
､
朝
鮮
は
浦
洲
と
の
交
渉
に
於
て
も
'
事
毎
に
比
の
宗
展
開
係
を
強
調
し
て
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
清
の
太
宗
が
初
代
皇

ヽ
ヽ

帝
と
し
て
そ
の
帝
位
を
正
し
た
後
は
'
明
と
封
等
で
あ
る
の
故
に
'
清
と
朝
鮮
と
の
問
に
も
'

身
分上
何
等
か
の
規
定
を
設
け
る
必
要
を
感

じ
た
も
の
ら
し
-
t
か
-
は

h
an
を
改
め
て

を
ang
と
な
し
た
の
で
あ
ら
う
.
崇
徳
年
間
太
宗
の
第
二
次
征
肝
の
役
'
所
謂
丙
子
虜
乳
は

此
の
身
分
規
定
を
朝
鮮
に
強
要
し
た
虞
に
因
が
存
す
る
の
で
あ
る
｡
w
ang
な
る
語
は
勿
論
漢
語

｢
王
｣
の
移
入
で
あ
る
｡
此
の
語
は
既
に

天
命
の
中
頃
に
は
'
清
洲
内
部
に
も
将
来
さ
れ
て
居
-
'
老
碍
に
太
組
が
八
子
を

｢
王
｣
と
残
す
記
事
が
あ
る
.
此
に
採
る
と
'
｢
王
｣
は
夫

々
八
旗
の
主
樺
者
と
な
っ
て
'
そ
の
旗
を
統
べ
'
｢汗
位
｣
は
こ
の
八
王
中
よ
-
欄
承
す
可
き
を
記
し
て
居
る
.
そ
の
故
に
｣

満
洲
図
内
部
に

於
い
て
d

hanな
る
太
組
と

w

ang
た
る
諸
子
と
の
関
係
は
方
収
君
臣
父
子
の
関
係
で
あ
る
.
此
の
｢
王
｣
に
比
す
べ
き
清
洲
本
来
の
静
続

は
貝
勤

beile
で
あ
る
が
'
此
と
併
せ
て

｢主
｣
な
る
語
が
用
ひ
ら
れ
る
事
は
滞
洲
族
が
漸
-
中
原
風
な
表
現
形
式
に
関
心
を
持
つ
に
至
つ

?8
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た
事
を

不
す
の
で
'
｢後
金
固
｣成
立
以
後
の
清
洲
族
内
部
の
趨
勢
を
規
は
す
.
恭
し
乍
ら
'
之
を
封
外
聞
係
の
上
に
数
行
し
て
清
鮮
関
係
を

規
定
す
る
事
は
'
怒
ら
-
は
女
展
人
の
従
乗
の
観
念
の
外
の
も
の
で
あ
-
'
こ
1
に
も
太
組
箕
錬
編
纂
に
於
け
る
'
嘗
事
者
の
根
本
的
な
態

度
が
見
ら
れ
る
｡

以
上
は
釆
文
の
中
の
固
有
名
詞
に
就
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
'
文
章
の
構
成
上
注
目
す
べ
き
は
'
箕
録
で
は
自
国
を
中
心
と
す
る
叙

述
法
に
改
め
て
居
る
事
で
'
例

へ
ば
'
老
桧
に

｢
n
ikan

の
過
敏
宗
我
が
金
園
と
戟
ふ
時
｣
と
あ
る
の
を

｢
我
軍

(
金
図
と
言
は
す
)

采
の

磯
宗
を
征
伐
す
る
時
｣
と
改
め
'
叉

｢
明
汗
朝
鮮
囲
我
国
に
封
し
｣
を

｢
大
明
囲
'
滞
洲
固
及
汝
'
朝
鮮
に
封
し
｣
と
す
る
如
き
で
あ
る
｡

此
の
事
は
既
述
の
民
族
的
囲
家
意
識
の
高
揚
が
過
去
の
変
革
を
改
撃
せ
し
め
る
例
で
あ
-
'
箕
錬
編
纂
の
基
調
と
成
れ
る
も
の
1
顛
規
で
あ

る
｡
更
に
'
老
榎
所
載
の
文
中
'
文
意
の
不
通
叉
は
明
確
を
炊
い
で
居
る
箇
鹿
を
'
箕
録
の
方
で
訂
正
し
て
居
る
事
は
'
上
摘
文
を
見
れ
ば

分
る
が
'
此
の
事
は
老
櫓
の
文
が
文
章
と
し
て
は
拙
劣
で
あ
り
'
完
成
せ
る
文
髄
で
な
い
事
に
想
到
せ
し
め
る
の
で
あ
る
0
そ
し
て
箕
録
の

文
と
封
比
す
れ
ば
'
清
洲
人
の
文
字
的
な
も
の
へ
の
向
上
の
跡
が
見
ら
れ
る
｡

以
上
考
察
し
て
来
た
事
に
俵
-
､
茸
録
所
載
の
釆
文
は
か
-
歪
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
記
し
た
o
攻
に
老
櫓
所
載
の
文
書
と
朝
鮮
に

手
交
さ
れ
た
文
書
と
に
就
い
て
考

へ
る
に
'
前
記
の
如
-
'
光
海
君
日
記
に
は
'
此
の
文
書
が
炊
け
て
居
る
が
'
大
束
野
乗
所
収
の
遊
歴
男

の
乱
中
雑
録
に
は
此
の
時
の
爽
文
と
栴
す
る
も
の
を
載
せ
て
ゐ
る
｡
同
書
は
野
史
で
は
あ
る
が
､
比
較
的
信
膚
し
得
る
も
の
と
思
ふ
の
で
'

今
そ
の
文
鳥

げ
･
封
照
に
便
す
る
雷

太
組
藁

所
載
の
文
富

併
せ
録
す
る
.
(餌
場
か
蛇
㌫

掘
削
詣

)

29

(
前
略
)

昔
大
金
大
元
｡
併
呑
三
共
.
意
欲
掬
存
｡
到
底
其
後
.
無
永

也
｡
不
得
其
志
｡
此
棟
之
事
｡
我
皆
詳
知
｡
昨
犯
之
事
｡
不
是
我
昏

昧
之
致
｡
乃
有
犯
大
開
皇
王
之
意
.
青
天
登
不
鑑
寮
.
天
何
倍
我
.
況

哉
除
荷
｡
筆
大
於
南
朝
皇
帝
胎
両
乎
O
天
至
公
｡
是
其
是
非
其
非
｡
我

先
朝
大
金
帝
蒙
古
帝
O
併
三
四
囲
｡
絶
藤
子
1
0
雄
如
此
C
赤
未
得
悠

久
干
せ
.
膏
亦
知
之
.
今
劫
千
曳
｡
非
常
愚
昧
0
円
大
明
欺
凌
銀
条
.

故
輿
此
兵
U

青
白
衆
O
若
有
意
輿
大
国
給
怨
O
等
蒼
塵
之
｡
今
lk
之
昏

蘇
我
者
｡覚
私
我
両
蕗
之
明
耶
+.
亦
不
過
長
者
是
非
著
非
.
以
直
師
之
O
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今
料
執
鮮
助
鼻
南
朝
9
井
出
於
本
意
｡
必
静
南
軌
救
昏
之
卑
U
微
官
之

甚
｡
故
不
待
巳
助
之
也
｡
音
大
宗
世
完
皇
帝
時
｡
朝
鮮
超
性
能
以
四
十

飴
城
投
之
｡
世
宗
却
之
日
｡
我
朝
輿
宋
徽
欽
相
戦
之
時
｡

朝
鮮
南
開
都

不
助
也
O
是
忠
厚
之
閲
.

是
以
却
之
.

今
我
逆
念
南
図
自
前
和
好
之

惜
o
故
婿
朝
鮮
将
帥
十
億
員
｡
活
捉
衆
此
.
看
肴
飼
主
之
惜
姑
留
之
.

両
今
後
之
事
O
等
在
国
王
定
奪
.

鶴
後
天
下
何
棟
之
駒
猿
存
O
雨
量
滅

小
閑
之
理
乎
｡
所
謂
大
国
南
朝
輿
天
地
同
法
｡
丙
今
速
夫
施
謬
｡
屈
青

天
惜
o
諒
鯛
玉
出且
不
知
過
也
.
況
南
朝
婁
摸
他
南
簡
鬼
子
.
我
闘
耐
食

主
O

此
南
朝
期
我
南
開
之
甚
｡
今
飼
主
或
念
我
南
国
｡
自
前
無
赫
塵
之

怨
.
開
催
前
好
.
同
恨
南
朝
.
或
既
報
丙
助
南
朝
o
何
必
複
葉
之
.
故

奉
書
以
検
図
王
同
書
.

故
繭
我
両
罪
大
明
｡
爾
兵
衆
跡
大
明
｡
膏
料
其
非
本
心
也
.
乃
凶
静
観

有
倭
難
時
o
大
明
曾
救
之
o
故
報
答
前
借
?

不
得
不
鋲
耳
｡
晋
先
金
大

定
帝
時
｡
有
朝
鮮
官
超
惟
忠
以
四
十
飴
城
飯
附
｡
帝
日
｡
書
柾
徽
欽
二

帝
時
r)

爾
朝
鮮
王
不
助
宋
.
亦
不
助
金
O
是
中
立
図
也
｡
途
不
納
｡
由

此
親
之
｡
膏
二
闘
原
無
仇
篠
｡
今
時
檎
爾
官
十
員
｡
特
念
爾
王
｡
故
留

之
O
舵
此
以
往
｡
給
局
惟
水
玉
奥
｡
且
天
地
閉
園
不

1
也
O
宝
有
使
大

国
燭
存
.
令
小
閑
曹
技
耶
｡
書
意
明
朝
大
開
O
必
奉
行
天
道
.
今
連
天

管
理
O
欺
侮
外
囲
.
梼
逆
趣
臭
o
三
景
不
知
D
叉
聞
大
明
欲
令
子
僅
主

我

二
闘
.
辱
人
太
甚
｡
今
王
之
意
以
銭
吾
二
閉
尿
無
数
隙
｡
同
仇
大
明

那
.
抑
以
悠
既
助
大
明
.
不
忍
背
之
耶
o
願
開
其
詳
O

30

と
あ
る
.
乱
中
雑
録
所
載
の
も
の
は
'
そ
の
文
鰻
俗
語
を
交

へ
て
'
洗
練
さ
れ
た
文
で
な
-
'
朝
鮮
人
が

｢
胡
書
｣
と
呼
ぶ
に
'
誠
に
相
厳

し
S
態
の
も
の
で
あ
る
.
そ
し
て
此
の
文
書
と
清
文
老
聴
所
載
の
文
書
と
を
仔
細
に
比
較
す
る
と
'
二
者
が
極
め
て
類
似
せ
る
事
が
分
る
0

例

へ
ば
｢
況
我
鎗
面
.
豊
大
於
南
朝
皇
帝
除
面
乎
｣
と
あ
る
の
は
'
何
の
意
味
か
分
ら
な
い
が
'
之
を
老
槽
で
見
る
と

n
ikan

hanid

e

re
cu
i

m
in
i
de
re
.
ngoo
と
あ
る
に
官
る
.

d
ere

は
清
文
童
に

｢
側
｣
｢
人
面
｣
と
あ
-
'
僕
は

｢
側
｣

の
意
を
採
っ
て
｢
南
朝
の
方
よ
-
我
の

方
に
寛
大
な
事
が
あ
ら
う
か
｣
と
課
し
た
｡

乳
中
雑
録
の
方
は

d
ere
を

｢
人
面
｣
と
解
し
て

｢
除
面
｣
と
課
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
｡
此

は

一
例
で
あ
る
が
'
此
の
様
な
相
異
が
存
す
る
の
は
如
何
な
る
諜
で
あ
る
か
｡
李
民
秦
の
建
州
閲
見
録
に
'

胡
中
只
知
蒙
書
｡
凡
文
簿
皆
以
蒙
字
記
之
｡
若
通
書
我
国
時
｡
則
先
以
蒙
字
起
草
｡
後
華
人
鐸
之
以
文
字
｡
云
々

と
あ
る
の
は
､
此
の
問
の
消
息
を
氷
解
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
我
国
｣
は
朝
鮮
を
指
し
'
｢
痛
苦
｣
は
今
迄
検
討
し
て
爽
た
国
書
を
指
す
も
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の
と
息
は
れ
る
｡

蔭
爾
瀞
戦
に
於

て'
清
洲
に
接
は
れ
た
李
民
泰
は
比
の
満
鮮
交
渉
の
経
過
を
輿
京
に
居
て
親
し
-
阿
見
L
t
自
ら
も
交
渉

の
衝
に
雷
つ
た
も
の
で
あ
る
が
'
此
の
記
事
に
依
る
と
'
朝
鮮

へ
の
図
書
は
清
洲
文
の
草
稿
を
漢
人
が
課
し
た
の
で
'
満
洲
は
開
園
草
創
の

時
分
と
て
'
何
れ
も
教
養
低
を
聾
の
集
-
で
あ
-
'
此
の
様
な
場
合
に
両
者
の
意
思
の
疎
通
を
快
-
の
も
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
ら
う
｡

以
上
'
永
々
と
釆
文
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
'
右
に
よ
っ
て
浦
文
老
楢
所
載
の
図
書
は
朝
鮮
に
手
交
し
た
図
書
の
原

文
の
草
稿
で
あ
-
'
之
に
或
る
意
園
の
下
に
改
修
を
加
へ
た
も
の
が
満
文
清
洲
茸
録
所
載
の
分
で
あ
-
'
漢
文
太
組
茸
錬
の
は
清
文
茸
録
の

息
茸
な
部
課
で
あ
る
こ
と
が
分
る
｡
此
の
事
に
依
っ
て
満
文
老
楢
は
'そ
の
常
時
の
記
録
を
略
々
原
慣
裁
の
健
収
め
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
'

甚
し
-
尊
重
さ
る
べ
き
性
質
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡

更
に
'
以
上
考
察
し
た
事
に
依
少
'
老
楢
と
箕
録
と
の
問
に
差
異
が
あ
る
事
を
略
々
了
知
し
得
る
と
思
ふ
O
そ
し
て
此
が
朝
鮮
に
手
交
さ

れ
た
図
書
で
あ
る
だ
け
に
'
満
洲
人
の
か
う
云
っ
た
も
の
に
封
す
る
閲
心
が
'
奈
達
に
存
す
る
か
と
云
ふ
事
が
分
る
の
で
あ
る
｡
此
等
の
事

象
は
箕
は
清
文
老
櫓
と
箕
録
と
の
編
纂
の
際
に
於
け
る
態
度
の
根
元
的
な
差
違
な
の
で
あ
る
.
そ
し
て
此
の
問
題
は
取
-
も
直
さ
ず
'
歴
史

叙
述
が
持
つ
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
O
其
虚
で
雷
初
に
意
固
し
た
如
-
'
清
文
老
梢
の
簡
単
な
考
案
に
移
ら
う
と
思
ふ
.

三

浦
文
老
楢
を
特
長
づ
け
て
居
る
歴
史
的
世
界
は
'
素
朴
な
民
族
意
識
を
基
調
と
す
る
､
主
観
主
義
的
生

血
場
で
構
成
さ
れ
て
居
る
｡
此
は

箕
録
の
中
原
風
な
囲
家
思
想
に
基
-
客
観
的
叙
述
と
封
既
を
な
す
の
で
'
例

へ
ば
薩
蘭
満
載
の
記
事
を
見
る
と
'
箕
録
で
は
戦
闘
の
記
事
の

前
に
'
明
軍
の
陣
容
に
就
い
て
の
記
述
が
試
み
ら
れ
'
明
婿
の
姓
名

･
官
位

･
出
身
地

･
兵
数

･
清
洲
攻
略
の
計
劃

･
行
動
等
に
就
い
て
託

し
て
居
る
｡
此
の
事
は
箕
録
の
形
式
に
於
て
は
､
先
づ

｢
寄
算
を
正
確
に
録
す
る
｣
と
言
ふ
客
観
的
室
止
場
が
揺
ら
れ
る
の
で
'
葺
録
の
序

に
あ
る
如
-
軍
資
を
後
世
に
侍
へ
て
'
子
孫
の
反
省
の
具
に
供
す
る
篤
で
あ
る
O
そ
の
故
に
'
そ
JJ
に
記
さ
れ
た
軍
資
は
'
何
よ
り
も
先
づ

31
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子
孫
反
省
の
具
で
あ
-
手
段
で
あ
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
｡
薩
粛
清
戦
で
は
清
の
寡
兵
よ
-
明
の
大
兵
を
破
っ
た
の
で
､
そ
の
事
茸
を
博
へ
て
後
世

の
子
孫
に
開
園
の
辛
苦
を
反
省
せ
し
め
ん
と
L
t
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
篤
に
は
寓
-
材
料
を
採
-
'
事
件
を
祐
梯
た
ら
し
め
得
る
事
が
肝

心
な
の
で
あ
る
.
そ
こ
に
は
寄
算
の
猫
立
性
が
要
請
さ
れ
'
此
の
事
の
篤
に
は
そ
の
事
箕
を
叙
蓮
す
る
人
々
の
関
心
と
か
,
文
例

へ
ば
満
漠

の
民
族
的
反
感
･戦
争
に
於
る
敵
味
方
の
立
場
と
か
云
っ
た
様
な
､そ
の
人
々
と
の
系
累
を
考
慮
す
る
と
云
ふ
事
は
影
を
潜
め
る
の
で
あ
る
｡

老
槽
に

｢
明
｣
に
関
す
る
右
の
記
事
を
快
-
事
は
'
老
権
に
於
て
も
寄
算
を
侍
へ
る
精
神
に
襲
-
は
な
い
け
れ
ど
も
'
革
質
の
考
察
を
昔
の

相
手
国
た
る
明
に
迄
及
ぼ
し
得
る
程
の
能
力
も
な
-
'
或
は
関
心
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
L
t
叉
昔
時
の
政
治
情
勢
上
不
可
能
で
あ
っ
た

に
蓮
ひ
な
い
0
即
ち
此
等
の
事
象
に
は
｢
時
｣
が
持
つ
虞
の
制
約
性
が
考

へ
ら
れ
'
そ
の
背
後
に
は
常
時
の
｢
現
代
｣
が
懸
っ
て
居
る
の
で
あ

る
｡
そ
こ
に
は
自
己
の
行
動
を
主
と
し
て
叙
述
し
ょ
う
と
す
る
常
時
の
人
々
の
意
圃
が
見
ら
れ
'
そ
の
人
々
の
戦
勝
の
歓
び
を
叙
べ
る
感
情

が
考

へ
ら
れ
る
｡
僕
の
謂
ふ
老
櫓
の
主
観
主
義
の
立
場
と
は
か
1
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
か
1

る
歴
史
叙
述
の
立
場
か
ら
は
'

託
①

物
語
-
風
な
記
述
が
濠
想
さ
れ
'常
時
の
生
活
者
の
意
識
感
情
が
直
接
に
織
-
込
ま
れ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
､例

へ
ば
老
楢
に
太

組
考
商
略
轡

が
呉
劇
の
布
占
泰
を
討
つ
記
事
が
あ
っ
て
'
太
組
は
布
占
泰
の
不
信
に
怒
心
頭
に
豪
し

て'
自
ら
馬
を
進
め
て
呉
刺
を
攻
略
す
る
の
で
あ
る

が
'
そ
の
記
事
の
中
に
'
明
の
高
層
帝
が

1
夜
竺
二
度
夢
を
見
た
事
が
記
さ
れ
て
居
る
｡
そ
の
夢
は
'

1
異
種
族
の
女
子
が
怒
馬
に
跨
-
'

矛
を
持
っ
て
舞
翼
す
る
と
謂
ふ
の
で
あ
-
'
夢
覚
め
て
帝
が
侍
臣
に
間
ふ
た
虞
'
そ
の
異
族
の
女
子
は
苗
の
女
直
今
の
清
洲
部
の
琴
南
恰

斉

で
あ
-
､
両
も
進
ん
で
中
原
を
奪
ふ
の
兆
で
あ
る
と
て
'
博
然
と
す
る
と
云
ふ
説
話
で
あ
る
｡
此
の
説
話
は
謂
っ
て
見
れ
ば
'
布
占
泰
征
略

の
事
茸
を
客
観
的
に
叙
述
す
る
と
云
ふ
鮎
で
は
'
飴
-
練
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
'
此
の
詮
話
に
は

｢
昔
｣
が

｢
今
｣
に
顕
現
す
る
と
云
ふ

鮎
で
'
明
に
物
語
-
風
な
記
述
が
見
ら
れ
'
物
語
る
も
の
及
び
物
語
ら
れ
て
居
る
も
の
1
閲
心
す
る
虞
は
'
琴
南
恰
斉
の
中
竺
不
さ
れ
た
る

自
己
種
族
轟
歌
の
感
情
の
顕
現
と
い
ふ
事
に
か
1
る
.
此
の
説
話
は
同
じ
女
虞
民
族
中
の
1
部
族
た
る
海
西
呉
剰
族
と
の
抗
争
の
際
に
残
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
'
異
例
族
に
打
克
っ
た
事
は
'
や
が
て
苗
の
女
直
が
現
在
の
清
洲
族
を
通
じ
て
復
活
す
る
の
謂
で
あ
ら
う
｡
即
ち
清
洲
換
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こ
そ
は
吉
の
棄
あ
る
女
真
族
の
傍
流
を
負
ふ
鷹
の
選
ば
れ
た
る
種
族
で
あ
る
t
と
の
自
負
の
念
が
表
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
蒙
古
瀕
流
に

｢昔
の
浦
珠
の
令
汗
の
族
に
成
長
し
た
る
英
雄
太
組
｣
と
あ
る
の
は
'
清
洲
開
園
の
始
め
に
於
け
る
揚
言
を
誌
し
た
の
で
あ
ら
う
が
'
叉
右
の

革
質
を
裏
付
け
る
も
の
と
謂
へ
る
｡
そ
し
て
か
1

る
事
象
に
は
'
浦
洲
族
が
部
族
意
識
か
ら
民
族
意
識
へ
と
飛
躍
し
た
姿
が
見
ら
れ
'
そ
の

民
族
意
識
の
高
揚
は
､
本
論
詮
-
虞
の
汗
牧
を
稲
す
る
の
事
寛
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
'
他
面
'
此
の
意
識
が
歴
史
的
な
も
の
に
思
ひ
を
潜

め
'
や
が
て
老
楢
編
纂
と
な
っ
て
表
は
れ
た
も
の
と
云
払
得
る
.
此
虞
で
注
目
す
べ
き
は
'
右
の
老
楢
及
び
蒙
古
源
流
の
説
話
の
関
心
す
る

0
0

虞
は
民
族
的
な
も
の
で
あ
-
'
其
虞
に
は
未
だ
'
苗
の
金
閥
を
復
活
す
る
と
云
ふ
様
な
'
中
原
風
な
国
家
的
な
も
の
へ
の
観
念
に
迄
は
到
っ

て
居
な
い
革
で
あ
る
0
此
の
事
は
'
箕
は
'
寛
録
と
老
棺
と
の
歴
史
的
柵
鼎
の
根
本
的
な
達
な
の
で
あ
る
.
然
ら
ば
こ
の
民
族
意
識
を
性
格

づ
け
る
も
の
は
何
か
と
云
ふ
問
題
に
な
る
が
'
此
の
事
に
は
侍
考
究
す
べ
き
鮎
が
め
-
'
他
日
の
究
明
に
保
ち
た
い
O
然
し
乍
ら
'
｢
序
｣
に

誌
し
た
如
き
'
素
朴
な
る
生
活
者
に
あ
つ
て
は
'
そ
の
民
族
意
識
の
基
調
を
な
す
も
の
は
'
高
々
同
胞
意
識
で
あ
-
'
隣
人
意
識
態
の
も
の

で
あ
る
事
は
考

へ
得
る
｡
両
も
そ
れ
は
未
開
族
に
通
有
な
原
始
的
な
素
朴
な
形
で
示
さ
れ
て
居
る
が
､
そ
の
背
後
に
は
'

一
般
人
間
的
な
も

の
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
.
か
1

る
も
の
の
襲
露
は
老
棺
の
叙
述
に
於
て
も
見
ら
れ
'
例

へ
ば
'
考
簡
略
轡
が
弟
及
長
子
の
勢
力
の
掻
弼
す

る
を
忌
み
之
を
幽
殺
す
る
記
事
が
あ
る
が
'
此
等
は
自
己
を
凌
ぐ
も
の
及
び
自
己
に
陰
謀
を
計
る
も
の
へ
の
憎
悪
の
感
情
が
､
叙
述
さ
れ
た

内
容
に
封
す
る
倫
理
的
な
内
省
を
造
か
に
越
え
て
硯
は
れ
る
の
で
あ
り
'
そ
の
民
族
の
性
格
が
考
蘭
略

啓
を
通
じ
て
顕
現
し
た
も
の
と
も
謂

へ
る
｡
連
に
謂

へ
ば
'
茸
は
t
か
1

る
種
の
反
省
の
念
が
低
-
て
'
そ
れ
等
に
制
約
さ
れ
る
事
が
極
度
に
少
い
事
に
も
な
る
の
で
あ
る
｡
何

れ
に
し
て
も
箕
録
で
は
'
此
の
種
の
叙
述
及
詮
話
が
影
を
潜
め
て
居
る
の
は
､
か
1

る
一
般
人
問
的
な
個
性
'
或
は
部
族
的
な
も
の
'
民
族

的
な
も
の
･･
牽
露
を
制
約
す
る
別
な
歴
史
的
世
鼎
が
と
っ
て
代
っ
た
事
を
意
味
す
る
｡
如
上
の
意
味
に
於
て
､清
文
老
噂
の
歴
史
的
世
界
は
､

清
洲
族
の
主
観
的
傾
向
に
彩
ら
れ
､
然
も
そ
の
感
情
は
何
物
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
彼
等
の
原
始
的
素
朴
な
生
活
に
由
禾
し
た
生
々
し
い
皇
1
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の
も
の
と
謂
へ
る
で
あ
ら
う
｡

①

大
難
清
文
老
棟
発
丑
年
九
月
債
｡


