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到
三
〇
責
麗
．
四
種
地
圖
三
葉

雲
が
職
前
か
ら
元
明
時
代
醤
明
朝
瑠
の
時
代
を
護
し
た
學
者
で

　

　
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
が
、
そ
の
二
十
年
來
襲
表
し
て
き
た
モ
ノ
グ

　

い
）
疑
の
絶
畢
不
案
灘
會
的
ラ
フ
の
墾
と
し
善
さ
れ
た
の
が
奮
で
あ
る
。
　
　
，
・

　

　
　
後
記
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
も
と
民
國
三
十
二
年
に
書
か
れ
、
勝
利
出
版
枇
か

　

　
ら
「
明
太
組
」
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
甚
だ
意
に
漏

　

　
た
す
、
三
十
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
書
き
な
お
さ
れ
た
之
い
う
。
そ
の
結
果

　

　
分
量
は
殆
ど
倍
加
し
、
更
に
五
百
條
に
上
る
註
を
加
え
、
観
馳
も
す
つ
か
り
攣

　

　
つ
た
と
い
う
。
筆
者
の
任
務
は
、
紹
介
と
同
時
に
批
評
を
も
し
な
け
れ
ば
な
ら

　

　
な
い
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
多
年
研
鐵
の
成
果
た
る
本
書
に
鞠
し
て
、
淺
墨
の

　

　
筆
者
が
批
評
す
る
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
。
’
そ
こ
で
以
下
内
容
を
簡
翠
に
紹
介



　
　
し
な
が
ら
・
時
に
望
蜀
の
言
を
挾
む
こ
と
で
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。
　
　
　
　
こ
・
で
は
多
敷
の
學
者
を
聰
し
て
、
儒
學
的
撤
養
を
受
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
本
書
は
六
章
に
分
れ
、
前
三
章
は
朱
元
鐘
の
生
い
立
ち
か
ら
、
立
身
の
過
程
　
　
て
讃
書
人
の
心
を
牧
拾
す
る
と
共
に
、
自
ら
も
亦
思
想
的
な
攣
化
を
始
め
た
こ

　
　
を
順
を
追
つ
て
叙
述
し
、
後
二
章
で
は
皇
帝
と
し
て
の
統
治
術
に
つ
い
て
述
べ
、
　
と
、
豪
紳
亘
室
の
輩
が
元
璋
の
武
力
に
依
つ
て
彼
等
の
地
位
を
保
た
ん
之
ゐ
、

　
　
最
後
の
一
章
で
家
庭
生
活
な
ど
、
個
人
的
な
面
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
。
雀
末
　
　
元
境
も
亦
彼
等
と
の
合
作
に
意
を
用
い
た
こ
と
が
読
明
さ
れ
る
。

　
　
に
は
一
三
二
八
年
（
元
璋
生
）
か
ら
二
ご
九
八
年
（
元
璋
卒
）
に
至
る
年
表
が
　
　
　
第
三
章
「
從
呉
國
公
到
臭
王
」
の
第
】
節
は
「
溜
陽
湖
決
職
」
で
、
西
方
の

　
　
附
録
さ
れ
て
い
る
他
、
雀
頭
に
は
元
璋
像
二
種
、
馬
皇
后
像
、
元
璋
の
手
蹟
の
　
　
江
西
湖
廣
に
嫁
る
陳
友
諒
を
敗
つ
て
そ
の
所
領
を
併
せ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

　
　
爲
質
を
載
せ
、
本
文
中
に
は
「
元
末
群
雄
割
篠
圖
」
　
「
明
九
邊
七
行
都
指
揮
司
　
　
い
る
。
，
そ
の
間
簗
元
璋
は
自
ら
呉
王
と
な
つ
て
い
る
。
第
二
節
「
取
東
呉
」
は
、

　
　
及
明
初
諸
王
圖
」
「
大
明
帝
國
初
期
彊
域
圖
」
の
三
葉
の
地
圖
が
折
り
込
ま
れ
　
　
や
は
り
呉
王
と
醇
し
て
い
た
張
士
誠
を
敗
り
方
國
珍
を
降
し
た
経
過
が
述
べ
て

　
　
て
い
て
、
参
照
に
便
利
で
あ
る
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
が
、
そ
の
聞
に
は
小
明
王
韓
林
見
謀
殺
の
一
幕
も
あ
る
。
こ
」
で
は
特
に
、

　
　
　
さ
て
第
一
章
は
「
小
流
眠
」
と
題
さ
れ
、
そ
れ
が
更
に
「
小
沙
彌
…
」
「
…
遊
方
　
　
張
士
誠
の
罪
状
を
敷
え
あ
げ
た
傲
文
が
、
全
文
を
載
せ
て
読
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
僧
」
「
逼
上
梁
山
」
の
三
節
に
分
れ
て
い
る
。
一
三
三
八
年
の
皐
害
の
光
景
か
　
　
こ
の
緻
文
の
中
で
元
璋
が
紅
軍
を
罵
倒
し
て
妖
術
妖
言
と
な
し
、
儒
家
的
色
彩

　
　
ら
読
き
起
し
て
、
元
璋
が
皇
畳
寺
に
入
っ
て
曾
と
な
り
、
更
に
諸
方
を
流
浪
し
　
　
に
満
ち
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
徐
州
更
民
に
鍬
し
て
出
し
　
　
［

　
　
て
そ
の
聞
に
明
教
に
捜
鯛
し
た
こ
と
、
一
三
丑
一
年
に
お
け
る
紅
軍
起
義
の
次
　
　
た
宣
論
と
共
に
、
元
璋
の
生
涯
を
二
つ
に
た
ち
き
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
印
ち
　
6
5

　
　
第
と
、
元
璋
が
之
に
参
加
す
る
決
意
を
定
め
た
と
こ
ろ
ま
で
が
述
べ
ら
れ
て
い
　
　
前
孚
生
は
貧
農
窮
人
の
頭
目
で
あ
り
、
後
孚
生
は
地
主
互
紳
の
保
護
人
と
な
つ
　
【

　
　
る
。
此
の
聞
、
明
教
に
つ
い
て
や
」
詳
し
い
読
明
が
あ
り
、
又
、
元
朝
支
配
の
　
　
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
節
「
南
征
北
伐
」
で
は
幅
建
の
陳
友
定
を
降
し
、

　
　
不
合
理
性
と
苛
刻
さ
と
を
読
い
て
、
元
帝
國
崩
潰
の
原
因
を
論
じ
て
あ
る
。
　
　
　
な
お
元
の
支
配
下
に
あ
つ
た
爾
廣
を
牧
め
、
更
に
計
を
書
し
力
を
端
し
て
北
伐

　
　
　
第
二
章
「
紅
軍
大
帥
」
の
第
一
節
「
小
親
兵
」
で
は
、
＝
二
五
二
年
元
璋
が
　
　
の
功
を
遽
げ
、
最
後
に
四
川
の
明
玉
珍
の
夏
國
を
亡
し
て
天
下
統
一
に
至
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
濠
州
城
下
に
お
い
て
郭
子
興
配
下
の
紅
軍
に
投
じ
て
一
兵
卒
と
な
つ
た
こ
と
か
　
　
経
過
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
節
で
も
北
方
の
官
吏
人
民
に
告
げ
る
傲
文
を
載
せ

　
　
ら
、
乎
興
の
目
に
と
ま
り
そ
の
養
女
の
婿
と
な
り
、
子
興
の
爲
に
力
を
致
し
た
　
」
て
そ
の
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
思
想
は
二
馳
で
、
一
は
民
族

　
　
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
「
小
軍
官
」
で
は
元
境
が
軍
中
に
お
い
て
次
　
　
革
命
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
道
統
の
復
興
印
ち
奮
來
の
文
化
的
思
想

　
　
辱
々
と
功
を
建
て
、
昇
進
し
て
副
元
帥
と
な
る
ま
で
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
　
的
系
統
の
恢
復
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
年
前
張
士
誠
を
討
つ
た
時
の
緻
泣
に

　
　
そ
の
聞
に
は
、
李
善
長
を
得
た
こ
と
や
、
多
く
の
義
子
を
牧
養
し
た
次
第
な
ど
　
　
比
べ
て
、
具
体
的
積
極
的
に
こ
の
二
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
提
出
し
た
も
の
で
、

　
　
も
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
第
三
節
「
大
元
帥
・
大
丞
相
」
で
は
、
郭
子
興
の
死
後
、
　
元
璋
幕
下
の
儒
生
群
の
勝
利
で
あ
り
、
叉
元
璋
の
攣
化
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
て

、
1
　
元
璋
が
軍
中
の
實
擢
を
握
り
、
長
江
を
渡
つ
て
懸
天
に
擦
り
、
着
々
勢
力
圏
を
　
・
い
る
。

3
6
@
擾
大
す
る
と
共
に
、
内
は
農
業
生
産
の
確
保
に
務
め
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
　
　
　
第
四
章
「
大
皇
帝
的
統
治
術
」
の
第
一
節
「
大
明
帝
國
和
明
教
」
’
で
は
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ



2
す
元
蒙
皇
帝
の
位
に
部
い
た
嘉
と
・
明
と
い
う
國
號
決
雰
由
來
、
及
び
ゲ
の
蓬
念
で
蓼
、
果
し
て
特
蕪
と
し
て
の
讐
を
充
分
果
し
た
も
の
か

　3
　
元
境
の
明
撤
に
封
す
る
態
度
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
明
の
國
號
は
明
教
に
由
來
　
　
ど
う
か
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
）
。
　
第
三
節
「
新
官
僚
養
成
所
」
で
は
、

　
　
す
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
意
昧
で
は
元
璋
の
部
下
の
紅
軍
系
の
者
の
意
を
滴
す
　
　
官
僚
機
構
の
基
盤
と
し
て
鴛
主
の
意
の
ま
、
に
動
く
新
官
僚
を
訓
練
す
る
爲
に

　
　
に
足
り
た
。
か
つ
又
明
と
い
う
文
字
は
、
同
時
に
儒
家
系
統
の
者
に
甥
し
て
も
　
　
設
け
ら
れ
た
國
子
監
に
つ
い
て
…
遡
べ
て
あ
る
。
國
子
監
の
構
成
、
翠
規
、
教
課

　
　
都
合
よ
き
解
繹
を
提
供
し
て
彼
等
を
廠
…
足
さ
せ
た
。
し
か
し
明
教
そ
の
も
の
に
　
　
内
容
を
明
か
に
し
、
國
子
監
が
縄
甥
服
從
、
無
思
想
、
奴
性
の
官
瞭
を
養
成
す

　
　
覇
し
て
は
、
元
璋
は
元
末
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
よ
く
知
つ
て
い
た
か
ら
、
一
　
　
る
機
關
で
あ
つ
た
こ
と
が
説
明
し
て
あ
る
。
但
し
洪
武
十
五
年
以
後
は
、
科
學

　
　
旦
皇
帝
と
な
る
と
、
嚴
重
に
禁
止
し
て
し
ま
つ
た
。
尤
も
禁
止
必
す
し
も
そ
の
　
　
が
行
わ
れ
、
官
僚
は
主
と
し
て
進
士
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
監
生
立
身

　
　
慶
絶
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
節
「
農
民
被
出
費
了
」
　
　
の
途
は
次
第
に
困
難
に
な
つ
た
。
こ
」
で
地
方
の
墨
校
及
び
科
學
の
制
度
に
つ

　
　
で
は
元
璋
の
政
治
的
才
能
が
、
帝
國
統
治
の
上
に
お
い
て
い
か
に
獲
揮
さ
れ
た
　
　
　
い
て
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
面
を
通
じ
て
、
君
主
の
絶
勤
機
を
承
認

　
　
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
元
末
の
職
臨
に
際
し
て
、
元
境
及
び
大
部
分
の
臣
僚
　
　
す
る
儒
家
的
思
想
が
浸
透
さ
せ
ら
れ
た
。
第
四
節
は
「
皇
櫨
的
輪
子
ー
軍
隊
」

　
　
は
農
民
出
身
で
あ
つ
た
が
、
地
主
勢
力
の
張
大
に
し
て
、
統
一
の
事
業
を
達
成
　
　
第
五
節
は
「
皇
縷
的
輪
子
ー
新
官
僚
機
構
」
で
、
軍
隊
と
官
僚
機
構
の
一
一
つ
が

　
　
す
る
に
は
彼
等
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
悟
つ
た
。
そ
こ
で
元
璋
　
　
明
帝
國
と
い
う
車
の
爾
輪
だ
つ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
　
凸

　
　
は
封
地
主
二
面
政
策
を
と
つ
た
。
表
向
は
學
識
聲
望
あ
る
地
主
は
官
吏
や
狼
長
　
　
は
、
晴
唐
以
來
の
官
制
を
圃
顧
し
つ
」
、
そ
の
攣
蓬
の
趨
向
が
皇
擢
濁
裁
に
あ
　
6
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（
徴
税
人
）
に
任
じ
て
官
僚
機
構
を
建
て
し
め
た
。
勿
論
こ
れ
に
は
新
貴
族
新
　
　
つ
た
と
し
、
元
境
は
こ
れ
を
受
け
て
更
に
意
の
ま
ふ
に
し
得
る
官
僚
機
構
を
作
　
h

　
　
官
瞭
の
地
主
が
加
わ
つ
て
い
る
。
こ
の
反
面
に
は
、
残
酷
な
手
殿
を
用
い
て
非
　
　
り
上
げ
た
と
す
る
。
そ
の
要
黙
は
、
地
方
に
あ
つ
て
は
元
の
行
中
書
省
の
職
罐

　
　
協
力
的
な
地
主
を
除
去
し
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
徒
民
が
あ
り
．
叉
種
々
．
　
を
削
つ
て
布
政
司
を
設
け
、
中
央
で
は
中
書
省
を
慶
し
た
こ
と
で
あ
る
。
六
部
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
の
政
治
帥
事
件
、
胡
惟
庸
案
、
藍
玉
案
の
類
を
借
り
て
一
網
打
鑑
に
す
る
と
い
　
　
府
院
が
直
接
皇
帝
に
隷
属
す
る
こ
と
に
な
つ
た
結
果
、
君
構
と
相
擢
が
一
致
し
、

　
　
う
方
法
も
あ
つ
た
。
政
府
の
牧
入
を
増
す
爲
に
は
過
去
六
百
年
間
行
わ
れ
な
か
　
　
こ
れ
に
よ
つ
て
皇
罐
は
極
峯
に
蓮
し
た
と
い
う
の
が
薯
者
の
読
で
あ
る
。
な
お

　
　
つ
た
土
地
丈
量
を
敢
行
し
、
人
口
調
査
を
行
つ
た
。
そ
の
結
果
歳
入
の
糠
額
は
　
　
此
の
節
で
は
、
富
官
と
吏
員
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
読
明
が
あ
る
。
第
六
節

　
　
元
代
に
比
し
て
一
倍
傘
を
加
え
た
。
戸
口
調
査
の
結
果
は
里
甲
が
組
織
さ
れ
、
　
　
　
「
建
都
和
國
防
」
で
は
、
金
陵
を
帝
都
と
定
め
た
事
情
を
述
べ
、
こ
れ
と
關
聯

　
・
黄
粉
が
編
…
造
さ
れ
た
が
、
表
面
的
に
は
貧
民
に
都
合
よ
い
か
の
如
く
に
見
え
る
　
　
し
て
國
防
特
に
北
方
邊
彊
の
形
勢
と
諸
王
分
封
の
こ
と
が
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
制
度
も
、
實
際
に
は
小
農
や
佃
農
の
利
釜
は
少
し
も
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
」
　
第
七
節
「
大
一
統
和
分
化
政
策
」
で
は
、
は
じ
め
に
雲
南
の
梁
玉
と
東
北
の
納

　
　
し
て
里
甲
の
組
織
は
、
路
引
な
ど
の
制
度
と
相
倹
つ
て
、
全
國
的
な
特
務
網
を
　
　
嗜
出
を
討
李
し
た
こ
と
を
述
べ
、
亥
い
で
多
敷
の
異
民
族
を
藩
闘
國
と
し
た
次

　
　
形
成
し
て
い
た
。
　
（
著
者
に
よ
れ
ば
里
甲
組
織
の
主
な
る
任
務
は
そ
れ
で
あ
つ
　
　
第
が
語
ら
れ
て
い
る
。
鮨
内
地
の
土
司
も
、
小
籔
異
民
族
と
し
て
こ
、
で
ふ
れ
ら

　
　
た
と
い
う
が
、
筆
者
の
知
る
所
で
は
里
甲
制
の
主
目
的
は
徴
税
に
あ
つ
た
と
い
　
　
れ
て
い
る
つ



　
　
　
第
五
章
「
恐
擁
政
治
」
の
第
一
節
は
「
大
屠
殺
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
は
じ
　
　
族
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
節
の
末
尾
に
は
、
明
朝
の
財
政
に
大

　
　
一
め
に
元
璋
が
頗
る
酷
刑
を
用
い
た
事
實
を
述
べ
、
洪
武
の
政
治
が
名
實
相
俘
う
　
　
き
な
墜
迫
を
與
え
た
宗
室
俸
豫
の
増
加
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
あ
る
。
第
三
節

　
　
恐
怖
政
治
で
あ
つ
た
と
断
定
す
る
。
文
武
臣
と
も
、
多
少
と
も
勢
力
あ
る
者
は
、
　
　
「
激
養
和
性
格
」
は
元
璋
個
人
に
つ
い
て
論
じ
て
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
學
問
宗

　
　
皆
何
ら
か
の
言
い
が
Σ
り
を
つ
け
て
漸
罪
せ
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
胡
惟
庸
　
　
教
は
彼
の
「
皇
座
」
を
輩
固
な
ら
し
め
る
爲
に
利
用
さ
れ
た
と
し
て
、
儒
家

　
　
の
案
も
藍
玉
の
案
も
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
孫
の
爲
に
明
室
の
脅
威
　
　
（
文
學
・
史
學
・
経
學
を
含
む
）
、
佛
教
、
佛
教
な
芝
に
野
す
る
態
度
を
順
次
述

　
　
と
な
る
べ
き
可
能
性
あ
る
者
を
除
去
し
た
の
で
あ
る
が
ふ
酷
刑
と
か
恐
怖
政
治
　
　
　
べ
、
な
お
そ
の
他
上
來
ふ
れ
ら
れ
な
か
つ
た
朧
に
も
二
三
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
と
か
い
う
現
象
的
な
こ
と
が
強
調
ざ
れ
す
ぎ
た
感
が
あ
る
。
第
二
節
「
文
字
獄
」
　
　
但
し
、
狭
い
意
味
で
の
性
格
に
甥
す
る
闘
察
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
最
、

　
　
で
は
、
洪
武
年
間
の
文
字
の
獄
が
、
元
璋
の
出
身
と
學
問
に
關
す
る
劣
等
感
か
　
　
後
の
「
晩
年
的
悲
哀
」
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
建
設
し
た

　
　
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
読
明
し
て
い
る
。
第
三
節
は
「
特
務
　
　
明
王
朝
を
維
持
す
る
爲
に
心
を
く
だ
い
た
元
璋
が
、
皇
太
子
の
死
に
よ
つ
て
打

　
　
網
」
印
ち
楡
校
、
錦
衣
衛
等
の
ス
パ
イ
政
治
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
　
　
撃
を
受
け
、
不
安
猜
疑
の
内
に
世
を
去
つ
た
ζ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
お
此
の
馳
に
つ
い
て
は
近
年
丁
易
氏
の
詳
細
な
「
明
代
特
務
政
治
」
の
一
書
が
　
　
　
以
上
本
書
の
内
容
を
簡
箪
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
非
常
に
史
料

　
　
出
版
さ
れ
て
い
る
。
第
四
節
「
皇
擢
的
極
峯
」
で
は
、
先
に
ふ
れ
た
元
境
に
至
　
　
に
忠
實
で
あ
り
、
一
々
出
所
を
註
記
し
、
重
要
な
文
書
で
史
書
に
文
字
の
異
同
　
　
一

　
　
つ
て
皇
擢
が
極
峯
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
士
大
夫
の
地
位
が
降
下
　
　
あ
る
も
の
ー
張
士
誠
を
討
つ
時
の
傲
文
な
ど
は
、
一
々
そ
れ
を
校
合
し
て
あ
る
　
6
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し
た
と
い
う
こ
と
と
、
皇
擢
に
鍬
す
る
制
限
が
う
ち
破
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
　
位
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
多
少
史
實
に
溺
れ
た
と
い
う
か
、
そ
れ
が
ど
　
〔

　
　
此
の
二
面
に
つ
い
て
歴
史
的
に
読
か
れ
て
い
る
。
著
者
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
明
　
　
う
い
う
意
昧
を
持
つ
か
、
或
は
何
故
そ
う
な
つ
た
か
と
い
う
馳
の
考
察
に
、
物

　
　
以
前
の
士
大
夫
は
皇
家
と
共
存
共
治
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
明
に
至
つ
て
は
　
　
足
ら
ぬ
も
の
を
感
じ
さ
、
せ
る
。
た
と
え
ば
元
璋
が
當
初
の
農
民
的
明
教
的
な
立

　
　
皇
家
の
奴
隷
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
今
一
面
た
る
皇
穂
に
野
す
る
制
　
　
場
か
ら
、
地
主
的
儒
教
的
な
立
場
へ
の
韓
換
と
い
う
問
題
も
．
事
實
と
し
て
は

　
　
限
の
な
く
な
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
中
書
省
の
慶
止
と
、
元
璋
が
法
を
守
ら
　
　
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
韓
換
が
爲
さ
れ
た

　
　
す
、
自
ら
は
法
の
上
、
法
の
外
に
あ
つ
た
こ
と
が
読
か
れ
、
暴
君
濁
夫
民
賊
の
　
　
か
に
つ
い
て
、
「
今
一
歩
ふ
み
こ
ん
だ
読
明
が
欲
し
い
。
又
元
境
が
紅
軍
中
に
お

　
　
典
型
で
あ
る
と
論
漸
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
此
の
部
分
は
む
し
ろ
官
僚
士
大
夫
と
　
　
い
て
次
第
に
頭
角
を
現
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
才
能
と
、
郭

　
　
の
關
係
に
つ
い
て
読
か
れ
て
い
る
゜
の
で
、
凋
夫
民
賊
と
い
つ
て
も
あ
ま
リ
ピ
ン
　
　
子
興
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
な
お
人
材
の
牧
養
と
吟
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦

　
　
と
來
な
い
憾
み
が
診
る
。
人
民
に
甥
す
る
態
度
は
そ
の
後
で
述
べ
ら
れ
る
。
一
　
　
う
馳
に
つ
い
て
、
松
本
善
海
氏
が
明
初
の
諸
侯
の
出
身
地
を
調
べ
て
、
同
郷
出

　
　
懸
人
民
を
し
て
安
居
樂
業
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
は
租
税
　
　
身
者
の
グ
ル
ー
プ
が
元
璋
勢
力
の
中
心
に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
つ

6
3
q
入
を
覆
す
る
爲
で
、
卵
を
得
為
難
を
か
う
の
と
響
な
い
。
　
　
て
蓼
れ
る
（
人
物
世
界
史
彙
洋
）
の
を
考
え
合
す
と
、
本
書
で
は
元
蟹

3
　
　
最
後
の
第
六
章
「
家
庭
生
活
」
は
、
「
馬
皇
后
」
「
皇
子
皇
孫
」
め
二
勧
で
家
　
　
團
の
性
格
と
い
つ
た
馳
の
考
察
が
殆
芝
な
く
、
漠
然
紅
軍
の
一
部
隊
と
し
て
述
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@
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
又
帥
位
以
後
の
こ
と
に
つ
い
　
　
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
概
し
て
本
書
で

3
　
て
い
え
ぱ
、
元
璋
に
至
つ
て
皇
擢
が
極
峯
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
を
読
明
し
て
、
　
は
、
人
民
の
生
活
と
直
接
關
聯
し
た
面
に
お
け
る
元
境
の
政
策
と
い
つ
た
馳
で

　
　
士
大
夫
の
地
位
が
皇
家
の
奴
隷
に
な
り
下
つ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
　
　
は
、
他
の
面
に
比
べ
る
と
手
薄
の
感
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
、
る
の
は
、
先
程
紹
介
し
た
が
、
こ
の
馳
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
と
、
そ
れ
で
は
一
　
　
　
右
は
も
と
よ
り
筆
者
の
な
夢
こ
う
も
あ
れ
ば
と
い
う
望
蜀
の
念
を
、
思
い
ワ

　
　
般
人
民
と
士
大
夫
と
の
關
係
は
ど
ヴ
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
起
つ
て
く
る
。
士
　
　
く
ま
、
に
記
し
た
に
す
ぎ
す
、
こ
れ
に
よ
つ
て
本
書
の
便
値
を
柳
か
も
傷
つ
け

　
　
大
夫
地
主
階
級
の
形
式
的
な
皇
帝
へ
の
從
驕
性
に
も
拘
ら
す
、
よ
り
大
き
く
見
　
　
る
も
の
で
は
な
い
。
明
代
史
に
關
心
を
有
す
る
者
と
し
て
、
こ
の
篤
蜜
な
る
朱

　
　
園
ば
、
む
し
ろ
皇
帝
と
官
僚
地
主
階
級
の
一
体
性
、
そ
れ
と
農
民
と
．
の
…
劉
立
關
　
　
」
兀
境
傳
の
現
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
敢
て
紹
介
の
筆
を
取
つ
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
係
と
い
う
こ
と
の
方
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
濁
夫
民
賊
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
見
　
宏
）

　
　
う
よ
う
な
言
葉
も
、
人
民
に
甥
す
る
元
璋
の
態
度
を
、
事
實
に
よ
つ
て
裏
附
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
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昭
和
二
十
七
年
度
京
大
東
洋
史
卒
業
生
及
び
卒
業
論
丈
題
目
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事
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期
的
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考
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．
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め
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杜
會
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條
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傳
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て
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狩
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的
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