
防
止
布
、
第

，
昭
和
廿
二
年
十
二
月
議
行

通
念
第
十
省
第
一
一
抗

中

国

近

世

の

農

民

暴

動

ー
特
に
部
茂
七
の
乱
仁
つ
い
て

i
r.=.，. 
仁3

崎

市

定

支
部
近
一
世
の
歴
史
を
議
む
と
何
時
の
世
で
も
、
何
庭
か
の
地
方
に
大
た
り
小
た
り
の
叛
乱
が
起
っ
て
ゐ
て
、
世
間
ど

I
t
o
-隆
氏
広

内
法
記
録
の
漣
績
で

-eGか
の
や
う
た
感
じ
を
抱
か
せ
る
d

所
で
と
の
誌
の
性
質
に
つ
い
て
、
そ
の
極
岐
点
燃
は
そ
れ
件
農
民

暴
動
と
し
て
取
扱
は
う
と
す
る
の
が
近
頃
の
流
行
に
な
っ
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
が
、
果
し
て
芯
う
で

b
ら
J
か
。
余
比
政
て
全
両
的

に
之
を
バ
公
定
し
ゃ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
賓
は
近
祉
の
諸
叛
乱
の
賓
際
の
事
情
は
、
そ
れ
程
は
っ
き
り
と
は
分
っ
て
ゐ
た
い

の
で
あ
る
。
就
に
農
民
運
靭
の
現
は
れ
と
云
ふ
以
ム
‘
少
く
も
、
第
一
、
そ
の
動
機
に
於
ヤ
ー
で
農
民
が
階
級
的
意
識
を
以
て
立
上
っ

た
か
、
第
二
、
動
機
は
暫
《
問
題
外
と
し
て
‘
暴
削
制
。
進
行
中
に
且
庶
民
が
暴
動
の
主
総
に
な
り
、
一
そ
と
に
農
民
的
意
識
が
働
く
や
う

に
お
っ
て
来
た
か
1

第
一
二
、
農
民
意
識
の

z

有
無
は
問
は
ぬ
で
も
、
，
結
呆
と
し
も
て
農
民
の
地
位
が
多
夕
、
な
り
と
も
向
ょ
を
認
め
ら
れ
た

..，_1.;...， 
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か
、
の
三
保
件
、
の
耐
の
一
つ
に
該
蛍
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
直
ち
に
農
民
運
動
だ
と
は
名
づ
け
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
1
然
る
に

諸
叛
乱
の
多
く
は
、
記
録
の
示
計
貯
で
は
叶
と
の
俵
併
の
一
す
す
ら
も
、
は
っ
き
り
と
は
示
し
て
、
め
な
い
の
で
・
あ
る
。
若
L
単
に
支

那
が
所
謂
農
業
閣
で
あ
り
、
、
そ
の
人
口
の
大
多
数
が
農
民
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
共
庭
に
起
一
る
叛
飢
は
凡
て
一
一
漢
民
暴
動

だ
と
手
早
く
結
論
す
る
た
ら
ば
、
そ
れ
に
は
滋
に
賛
意
を
表
し
か
ね
る
。
支
那
は
普
遜
に
農
業
圏
、
と
云
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
各
穣

の
産
業
の
間
に
於
・
い
て
比
一
民
業
の
占
め
る
位
置
が
最
も
重
要
性
を
有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
丈
で
、
園
民
の
凡
て
が
農
業
に
従
事
し
て
ゐ
る

ね
げ
で
は
な
い
。
民
、
っ
て
そ
れ
以
外
に
、
驚
く
可
き
多
数
の
#
庁
長
民
、
或
は
定
業
の
な
い
遊
民
が
存
在
し
て
、
t

そ
れ
ら
は
主
に
都
市

に
集
中
し
て
寄
生
的
た
生
活
を
治
っ
て
た
る
こ
と
を
無
税
し
て

J

は
な
ら
た
い
口
暴
動
は
悶
求
、
し
尤
農
民
が
主
飽
で
あ
っ
た
か
、
或
は
斯

る
遊
民
が
主
催
ち
あ
っ
た
か
が
重
要
た
問
題
.
で
あ
る
が
ー
と
の
事
す
ら
記
録
は
)
は
っ
き
り
と
一
不
し
之
く
れ
弦
い
。
そ
じ
て
叛
鉱
の

進
行
は
、
殆
ど
凡
て
の
場
合
、
都
市
住
民
を
苦
め
る
と
同
じ
程
鹿
に
農
民
主
も
苦
し
め
、
総
巣
と
し
て
設
会
の
全
面
、
的
頚
践
を
そ
の

跡

，

に

残

す

の

で

宋
代
に
宗
教
的
性
質
主
帯
び
た
均
産
」
l
挟
が
蔓
延
し
た
と
と
は
、
重
一
松
俊
章
敬
技
の
研
究
で
、
，
大
い
に
長
棺
が
明
か
に
怠
っ
た

0

・
併
し
均
倉
一
授
は
一
茶
依
農
民
一
挟
と
は
云
べ
た
い
。
叉
均
産
暴
徒
が
、
官
僚
や
富
巣
b
h献
脱
し

τも
、
そ
の
反
面
、
彼
等
が
ど
と
迄

階
級
的
ぽ
覚
を
持
っ
て
ゐ
た
か
、
叉
そ
の
暴
動
の
主
躍
が
巣
し

τ弘
氏
民
で
あ
っ
た
か
も
資
は
判
明
し
た
い
。
只
北
宋
末
に
瓶
訟
に
殺

っ
た
方
臓
の
乱
は
、
と
の
黙
が
い
く
ら
か
明
瞭
で
浄
る
。
彼
は
陸
州
の
高
来
日
設
で
あ
り
、
相
山
首
脳
同
い
山
林
を
所
有
し
て
、
そ
ζ

に
漆
樹

を
椋
ゑ
可
ゐ
た
。
蛍
時
桂
遠
か
ら
ぬ
杭
州
に
帝
釜
山
附
属
の
機
器
製
造
併
が
あ
り
、
そ
の
原
料
と
し
て
官
吏
は
厳
し
く
方
臓
か
ら
漆
宮

徴
議
し
た
。
叉
方
脳
酬
は
農
家
で
あ
る
か
ら
篠
絞
を
誠
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
代
人
を
差
立
で
や
う
と
し
て
詐
さ
れ
歩
、
自
身
勝
備

に
引
出
さ
れ
て
、
官
吏
一
に
酷
使
山
静
侍
さ
れ
た
Q

そ
の
怨
恨
が
畿
み
重
っ
て
爆
後
じ
)
迭
に
彼
は
兵
を
挙
げ
て
反
し
、
官
吏
を
嵐
殺
し

-'_. 2… 
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て
怨
み
を
晴
し
た
上
、
杭
州
を
方
偏
し
て
浙
江
一
聊
を
大
混
飢
に
に
陥
れ
た
。
時
に
一
儒
生
が
あ
っ
て
方
駄
に
勧
め
、
直
ち
に
江
４
　

（
南
京
）
を
取
っ
て
根
捷
地
と
し
、
中
原
に
進
出
し
て
覇
を
争
。
ふ
可
き
を
脆
い
た
が
、
方
職
は
そ
の
決
心
が
つ
か
す
、
自
分
は
一
介
の

農
火
で
あ
っ
て
始
か
ら
天
下
を
取
ら
う
と
す
る
野
心
は
持
た
ぬ
、
皐
に
貪
欲
な
官
吏
に
墜
泣
さ
れ
て
己
む
を
得
寸
反
抗
し
。
た
丈
で
あ

り
、
今
暴
官
を
抑
へ
て
甘
心
し
た
か
ら
ご

鴇
反
を
軽
く
し
租
税
を
薄
く
し
て
、
天
下
が
響
態
丁
る
り
を
待
だ
う
と
し
た
と
も
云
ふ
（
鋼
醒
雑
志
、
肴
渓
寇
軌
）
。
彼
の
逼
嬰
策

は
政
府
軍
の
乗
す
る
所
と
な
り
、
宦
官
童
貰
が
、
大
軍
荊
単
ゐ
七
討
伐
に
向
ふ
と
次
第
に
座
縮
さ
れ
、
最
後
に
山
谷
の
瞼
阻
に
立
・
厄

つ
だ
が
、
逞
に
支
へ
き
れ
す
し
て
抽
碍
と
な
つ
勺
彼
り
立
場
は
農
民
と
し
て
官
僚
に
反
抗
し
た
の
で
あ
り
、
儒
生
と
ｏ
問
答
に
つ

い
て
見
て
も
、
常
に
白
っ
［
］
が
農
民
で
あ
る
と
い
ふ
意
識
が
め
つ
た
ら
し
い
。
但
し
彼
は
一
方
に
於
い
て
、
富
時
流
行
し
た
宗
教
的
な

秘
密
結
徒
に
加
氷
し
て
居
り
、
そ
ｏ
旗
上
げ
は
秘
密
結
祀
を
利
用
し
た
と
共
引

　

叉
そ
れ
に
利
川
さ
れ
た
黙
も
あ
つ
元
や
う
で
あ

る
。
彼
は
相
富
強
い
農
民
意
識
ど
有
し
乍
ら
、
世
間
一
般
か
ら
は
、
邪
教
徒
の
一
揆
と
し
て
し
か
詔
め
ら
れ
た
か
っ
た
。
尤
も
今
か

ら
八
百
徐
年
も
前
０
時
代
に
、
今
日
０
意
味
で
云
ぶ
や
か
な
農
民
的
自
受
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
ら
り
。

　

所
が
も
う
少
し
呼
代
が
下
っ
て
、
明
代
の
中
葉
頃
に
た
る
と
、
方
喊
よ
。
り
も
遥
に
は
っ
き
り
し
た
農
民
意
識
を
持
っ
た
叛
殴
が
已

っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
や
う
と
す
る
。
頴
娃
０
狐
茂
七
〇
乱
か
即
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

諮
茂
七
が
叛
氾
を
起
丁
に
至
っ
た
勤
機
を
述
べ
る
前
に
、
富
時
の
頴
建
地
方
の
事
情
を
概
略
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
拍
址
省

は
地
圖
で
見
る
と
山
岳
だ
ら
け
ｏ
、
。
喧
鴫
参
土
地
に
見
へ
る
が
、
そ
の
山
地
か
ら
流
れ
出
る
河
流
ｏ
渓
谷
に
は
ご
相
富
肥
沃
な
耕
地

方
漏
は
っ
子
守
・
。
所
で
此
等
の
耕
地
に
働
く
説
民
は
多
く
貧
乏
で
あ
り
、
土
地
は
概
ね
都
ぷ
に
住
む
富
豪
の
所
有
物
で
あ
っ
た
。

-
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農
民
は
之
に
対
し
て
高
い
地
代
を
支
価
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
上
に
、
政
府
に
對
す
る
重
や
負
遊
を
背
負
は
さ
れ
て
ゐ
た
。
と
云
ふ

０
は
都
市
０
富
豪
は
、
川
地
に
附
随
９
　
る
担
税
や
緩
ド
り
義
榜
を
嫌
っ
て
、
此
寺
を
凡
子
そ
０
小
作
人
（
佃
戸
）
に
総
嫁
し
て
ゐ
た

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
小
作
人
ぽ
単
な
る
努
儒
者
で
な
く
、
恐
ら
く
土
地
に
対
す
る
若
十
の
槌
利
、
た
と
へ
ば
経
伝
轍
と
い
ふ
や
う
な

も
・
り
を
認
め
ら
れ
て
、
長
期
０
土
地
使
川
を
許
脇
れ
る
代
り
に
、
政
府
へ
０
担
税
ノ
侃
役
０
諏
括
を
も
引
受
け
て
、
地
主
に
替
っ
て

代
辨
せ
ね
ば
な
Ｇ
な
か
っ
た
。
。
そ
し
て
政
府
に
納
め
る
租
税
に
つ
い
て
も
、
都
正
住
氏
と
農
民
Ｉ
Ｏ
問
に
は
、
著
し
い
不
公
平
が
存

亡
し
た
。
即
ち
市
民
ば
て
り
財
一
良
や
営
業
に
岫
ず
る
担
税
を
叙
値
０
低
い
紙
俗
（
紗
）
で
納
め
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
農
・
民
は
必
ず
現

物
０
穀
物
で
納
め
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
良
に
昏
役
は
最
か
・
良
民
を
否
め
る
も
り
で
、
州
価
０
術
1
9
　
に
呼
び
出
さ
れ
て
使
役
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
単
に
身
削
を
び
ず
る
０
み
で
な
く
、
官
吏
０
私
生
活
に
要
ず
る
物
責
の
訓
辻
ま
で
も
命
ぜ
ら
れ
る
０
が
常
で
あ
っ

た
。
農
村
に
於
い
て
は
容
易
に
千
に
す
る
こ
と
戸
扁
木
ぬ
現
金
が
、
握
役
に
伴
っ
て
都
市
へ
持
か
出
さ
れ
て
、
そ
こ
で
詳
も
な
く
消

　

費
さ
れ
て
了
ふ
０
で
あ
る
。
そ
の
上
に
地
主
は
坦
々
小
作
料
を
引
上
げ
、
貧
福
参
長
民
に
貸
丁
金
談
に
は
高
率
０
利
息
が
っ
き
、
冨

　

豪
。
０
非
道
な
振
具
に
對
し
て
、
官
憲
は
収
て
干
渉
し
よ
う
と
も
し
た
か
っ
た
。

、
斯
う
い
ふ
片
于
落
ち
り
制
度
は
。
地
方
官
が
都
市
０
富
民
に
買
収
さ
れ
、
都
市
憚
足
０
複
利
ば
か
り
を
擁
比
す
る
に
傾
い
た
事
情

　

も
あ
る
靴
久
礼
市
仕
民
の
荒
際
０
所
得
は
湖
査
す
る
０
に
困
難
で
今
０
へ
勢
ひ
あ
ら
ゆ
る
負
据
は
土
地
を
封
象
に
賦
課
さ
れ
る
こ

　

と
に
た
り
ヽ
犬
地
主
は
巧
に
そ
れ
を
胆
避
し
て
他
に
帖
贈
ず
る
が
、
無
知
な
農
民
は
廿
ん
じ
て
他
人
０
義
務
ま
i
J
も
月
分
に
背
負
ひ

　

込
ま
ね
ば
た
ら
み
Ｉ
か
っ
た
０
で
あ
る
。
飢
戴
力
な
官
吏
が
ぴ
た
す
ら
安
易
な
方
法
で
事
勿
れ
を
訴
っ
七
ゐ
る
間
に
、
農
民
は
次
第
々

　

々
に
困
窮
の
ど
ん
底
に
浪
ぴ
っ
め
ら
れ
て
来
た
。

　

明
０
天
下
は
太
組
成
組
か
ら
宣
宗
を
紅
て
、
英
宗
０
正
枕
半
間
に
な
る
と
雨
く
衰
釧
０
兆
候
を
現
は
し
て
来
た
。
正
批
十
一
年
に

4 － . ゜ ’
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ぱ
浙
江
省
０
處
州
を
中
心
と
し
て
、
鏑
夫
の
暴
動
が
起
っ
か
。
こ
れ
は
政
府
が
財
政
難
を
救
ふ
篤
に
、
各
所
に
銀
鎬
を
探
し
て
採
狐

し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
が
、
其
間
に
盗
掘
者
も
混
り
、
銀
山
の
思
借
が
外
れ
る
と
多
蚊
の
坑
夫
が
給
料
を
貰
へ
犬
相
集
っ
七
娘
動

を
起
し
た
の
で
あ
る
。
筒
建
省
内
に
も
多
数
ｏ
肺
山
勢
働
者
が
入
り
込
ん
で
・
ゐ
る
の
で
バ
政
府
は
浙
江
の
隔
乱
が
副
毬
に
波
及
す
ろ

こ
と
を
極
度
に
響
戒
し
、
巡
按
御
巾
。
柳
華
が
特
殊
だ
任
務
を
１
　
び
て
派
遺
さ
れ
た
が
ノ
仮
植
鴨
建
省
内
に
保
甲
制
を
布
き
、
特
に
農

民
に
自
９
　
團
を
組
織
す
る
こ
と
か
に
絲
岫
帰
制
し
た
。
芦
甲
小
甲
を
任
命
し
た
と
い
ふ
が
、
細
甲
は
恐
ら
く
百
人
位
の
長
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

　
　
　

？

　
　
　
　

一
・

冬
村
落
に
隔
月
望
楼
が
設
け
、
金
鼓
器
械
を
恂
へ
、
夜
は
輪
番
に
宿
直
し
て
夜
警
に
常
ら
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
凡
そ
斯
ろ
こ
と
ぽ

一
般
農
民
に
對
し
、
新
た
に
多
大
の
負
把
を
強
要
す
る
結
果
に
な
っ
た
と
爪
は
れ
る
が
、
折
悪
し
く
正
統
４
　
二
年
と
い
ふ
年
は
南
支

丿
帯
に
深
刻
だ
飢
饉
が
見
舞
っ
た
の
１
　
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
９
　
良
の
幌
弊
凩
筒
に
陥
っ
た
暗
号
場
し
か
人
物
が
、
孤
茂
七
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

鄙
茂
七
は
江
西
竹
建
昌
の
人
と
気

　

祠
建
省
延
平
府
沙
陽
の
人
と
循
云
は
机
る
。
建
跡
庶
忙
よ
る
九

　

彼
は
そ
こ
で
殺
人
々
犯

し
ご

重
要
人
物
と
し
て
出
現
し
た
の
ぱ
沙
俗
に
於
い
て
で
あ
る
。
彼
は
恐
ら
く
都
市
に
往
か
｛
‥
…
民
の
所
有
地
を
仰
り
て
、
農
民
生
漉
に
入

っ
た
と
思
は
れ
る
・
そ
れ
が
企
く
の
小
作
人
て
あ
っ
た
か
、
或
は
小
作
人
の
上
に
立
っ
借
問
紅
幣
奢
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

か
は
明
か
で
な
い
。
巡
片
御
史
抑
作
の
自
作
。
‥
團
組
織
に
常
っ
て
、
彼
と
そ
ｏ
弔
口
茂
八
は
共
に
縮
甲
に
任
命
さ
れ
た
。
所
で
新
に
見

張
所
を
設
け
、
夜
警
に
営
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
疲
れ
た
賛
民
に
更
に
新
た
な
０
　
把
を
か
け
る
こ
と
に
た
る
の
で
、
誰
し
も
そ
０
　
苑
務

を
逃
れ
や
う
と
す
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
州
陽
で
白
琴
團
長
た
ろ
細
田
小
甲
に
岡
９
　
だ
蝉
限
か
蝋
ハ
ヘ
、
部
下
を
片
１
　
し
或
理

-５-



６

の
懲
罰
か
．
行
ふ
を
得
せ
し
め
た
．
そ
０
　
結
果
、
總
甲
が
地
方
農
民
を
自
己
の
指
揮
下
に
お
い
て
随
令
す
る
や
う
に
な
つ
戸
の
が
、
叛

既
０
原
円
で
ヽ
巡
按
御
史
柳
華
の
大
き
な
失
政
だ
と
、
．
後
に
非
難
さ
れ
た
が
、
賓
は
問
題
は
そ
ん
な
所
に
あ
う
た
の
で
は
淑
か
ら

う
。
寧
ろ
絢
甲
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
ト
戈
‐
の
指
問
通
り
に
部
民
に
新
し
い
義
務
を
滞
り
た
く
逡
行
さ
せ
ろ
ｎ
に
は
、
一
方
で
は
農
‐

民
の
負
拵
を
い
く
ら
か
匹
帖
拠
減
一
し
て
や
ら
た
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
に
違
ひ
な
喩
そ
こ
に
侶
茂
七
が
小
作
人
の
利
益
を
代
表
し

て
、
地
主
に
も
若
干
の
負
價
艶
分
俗
さ
せ
よ
き
こ
す
る
９
　
均
瓦
勁

　
０
理
由
が
あ
っ
た
ｌ
ｉ
ｔ
.
'
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ
ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　

ｔ

　
　

従
来
小
作
人
は
そ
の
地
主
に
對
し
て
正
規
ｏ
地
代
を
納
め
る
以
外
に
、
糾
米
鶏
鳴
の
類
を
持
參
し
て
俯
物
と
す
る
習
慣
が
あ
っ
。

　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　

／

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魯

　
　

。

た
。
之
を
參
牲
と
柵
し
た
と
い
ふ
か
ら
、
新
殼
を
小
作
料
と
し
て
納
め
た
後
に
鎧
加
し
て
附
届
け
た
も
の
で
あ
ら
う
。
誤
茂
七
は
先

づ
こ
の
附
加
掟
的
だ
參
牲
の
仝
暇
々
主
張
し
た
。
そ
し
て
彼
の
提
議
は
恐
ら
く
農
民
の
全
面
附
だ
支
持
を
得
た
も
の
の
如
く
、
正
粒

ふ
ふ
Ｉ
。
一
年
り
冬
に
回
旋
さ
れ
た
。
斯
う
ぃ
ふ
小
作
人
か
ち
地
主
に
對
す
る
要
求
と
い
ふ
も
の
は
、
局
部
的
た
健
民
の
固
結
だ
け
で
は
逞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

"
^

^
"

行
し
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
ブ

七
は
大
い
忙
男
振
り
を
上
げ
た
こ
と
に
九
る
。
‘

　
　

次
に
賀
茂
七
は
年
貢
を
地
主
に
納
め
る
際
に
、
従
来
は
地
主
の
家
ま
モ
小
作
人
の
負
價
こ
脊
屑
け
た
も
切
を
、
現
地
主
首
に
改

め
、
地
主
の
側
か
ら
年
貢
を
受
取
り
に
来
さ
せ
る
こ
と
に
し
や
う
と
提
議
し
た
。
地
主
は
多
く
不
在
地
主
で
、
遠
く
離
れ
た
都
市
に

属
住
す
る
の
で
、
こ
の
年
貢
米
塚
搬
費
の
何
れ
に
謁
す
べ
き
や
は
粧
な
り
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
で
郵
茂
七
の
涯

勣
は
、
弘
烈
だ
地
主
側
の
反
對
に
遇
ぴ
、
早
く
も
破
川
に
到
辻
し
て
了
つ
・
た
の
で
あ
る
。

　
　

地
主
側
は
官
憲
に
氾
動
し
す
、
賀
茂
七
を
強
制
牧
容
に
附
す
る
こ
と
に
成
功
～
だ
。
或
は
岱
茂
七
が
人
を
唆
か
し
聶

さ
せ
た
ヽ
の
で
、
官
憲
が
召
捕
り
に
向
う
だ
と
稀
せ
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
事
変
は
さ
う
で
あ
る
ほ
い
い
官
吏
が
単
に
地
主
側
の
訴
へ
に

-
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ケ

よ
っ
て
郡
茂
七
を
牧
容
す
ろ
倶
に
、
散
人
の
弓
兵
を
差
向
け
た
と
あ
る
方
が
置
相
亡
・
盲
ら
う
。
殺
人
云
・
々
は
、
そ
の
召
捕
の
倶
り
ロ

　
　
　
　

て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

－

　
　
　
　
　
　

－
－

　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
Ｉ

賞
に
造
り
蒔
さ
れ
た
か
も
知
れ
た
い
。
鸚
茂
七
は
浙
に
對
し
て
、
悪
事
老
犯
し
た
呪
免
が
な
い
か
ら
と
。
、
賜
術
へ
の
出
頭
を
拒
絶

し
、
’
９
兵
が
強
い
乙
捕
縛
じ
ゃ
５
　
之
し
だ
倶
に
逡
に
之
を
ｅ
し
て
了
っ
た
。
知
聊
は
万
い
に
驚
い
て
巡
検
と
共
に
三
百
人
の
兵
尊
を

集
め
ゑ

卒
三
百
人
が
殆
ど
全
滅
と
い
ふ
悲
運
忙
陥
っ
た
・
示
る
事
は
農
民
側
の
眉
固
だ
『
図
驚
を
示
す
も
心
で
訟
ひ
、
同
時
に
孤
茂
七
が
如
何

に
農
民
の
1
1
に
厚
い
信
望
を
蛸
っ
て
ゐ
た
か
が
伺
ば
れ
る
。
尤
も
堪
熊
が
此
處
ま
で
殺
展
す
る
前
に
、
恐
ら
く
孤
茂
七
の
方
か
ら
胆

鴬
局
者
に
對
し
て
む
々
な
了
解
運
動
が
試
み
ら
れ
た
に
相
違
た
い
。
’
併
し
そ
れ
が
一
向
に
は
面
目
に
取
上
げ
。
ら
れ
た
い
ヽ
。
後
に
此
事

件
を
批
評
し
た
清
代
の
・
囲
史
家
趙
翼
さ
へ
も
、
一
‐
方
に
脊
家
の
樅
、
暴
を
非
但
し
乍
ら
、
叉
一
方
に
ぱ
価
茂
七
の
や
う
な
悪
佃
・
が
践
皐

す
る
風
は
亦
開
く
可
か
ち
雫
と
論
じ
て
万
る
。
そ
し
て
斯
る
官
吏
戸
偏
頗
な
仕
打
を
目
摯
し
た
れ
ば
こ
そ
、
岱
茂
七
の
一
宮
は
大
罪

を
犯
す
こ
と
も
竹
み
す
、
彼
を
官
憲
の
手
か
ら
保
護
し
た
の
で
あ
ら
う
。
時
に
正
統
十
三
年
二
月
の
事
で
あ
・
る
。

－
事
此
に
至
っ
７
は
己
む
を
得
す
、
支
七
０
　
一
宮
は
白
馬
を
刑
し
天
を
祭
り
、
血
を
啜
っ
７
郷
を
立
七
、
兵
を
學
げ
て
叛
し
か
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

χ
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／
’

　
　
　
　
　

／

る
が
、
但
し
此
時
彼
等
は
果
し
て
積
極
的
に
天
子
に
刄
向
ふ
と
い
ふ
決
心
を
し
た
か
ど
う
か
ぱ
疑
問
了

７
　
　
官
汚
吏
の
無
法
だ
弾
暗
に
對
し
て
は
、
恂
迄
共
同
戦
線
を
張
っ
て
反
抗
す
４
と
い
ふ
消
極
的
な
自
術
の
倶
の
團
結
を
固
め
ふ
々
筑
約

で
は
た
か
っ
た
か
？
‐
さ
れ
ば
禰
建
省
の
大
官
の
間
に
は
、
明
か
に
こ
の
渦
動
を
有
耶
無
耶
の
巾
に
葬
っ
て
了
は
ち
と
い
ふ
揉
泊
渾
動

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　

ｌ

　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　

｀

　
　
　
　
　
　

。
ｒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

が
行
は
れ
た
と
兄
名
べ
き
理
由
が
あ
り
、
鄙
茂
七
の
側
で
も
急
に
積
極
的
な
行
動
を
起
し
始
砂
か
形
跳
も
た
い
。

　

官
憲
と
鸚
茂
七
側
の
了
解
漑
動
は
七
月
中
に
な
っ
７
、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
ら
し
い
・
逞
に
呵
者
の
武
力
９
　
突
が
行
は
れ
、
・
価
茂

七
の
丘
ａ
沙
代
。
尤
淫
懸
を
攻
め
、
政
府
軍
を
破
っ
て
千
戸
楊
踪
を
殺
し
、
千
戸
張
能
を
抽
昨
と
す
え
大
勝
打
・
博
し
た
。
こ
の
旅
告

　　

／

か一一～

７



!考

‘
を
受
取
っ
た
中
央
政
府
は
大
い
に
驚
き
、
早
比
監
庖
御
史
丁
喧
か
池
し
て
洋
服
に
常
ら
せ
、
帽
督
劉
聚
、
貪
祁
御
史
張
僣
に
南
京
附

設
で
官
軍
を
召
集
し
て
後
に
祠
く
手
配
を
合
し
か
。

　

中
央
か
ら
派
遣
の
将
領
が
到
蔚
す
ろ
前
、
陽
に
乗
じ
た
昌
茂
七
の
兵
は
征
単
城
下
に
迫
っ
た
。
。
時
に
延
平
府
に
ゐ
た
巡
按
御
巾
ヽ
張

海
は
よ
く
物
の
分
っ
た
官
吏
と
見
え
、
城
門
の
上
に
川
て
叛
軍
に
呼
び
か
け
ろ
と
、
衆
中
よ
り
一
人
の
紅
衣
の
者
が
現
ぱ
れ
て
悳
對

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

し
た
。
恐
ら
く
こ
秒
が
鴇
茂
七
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
こ
Ｏ
い
は
張
海
に
向
っ
で
、
「
自
‥
分
等
は
偕
良
民
で
あ
る
。
宗
民
の
篤
に
墜

迪
を
受
け
て
、
そ
れ
を
竹
吏
に
訴
へ
て
も
二
向
に
取
上
げ
て
災
れ
た
い
。
己
か
を
得
ず
し
て
袷
力
沙
汰
に
及
ん
だ
ま
で
で
あ
る
か

ら
、
何
卒
こ
の
市
債
を
刺
廷
へ
寂
問
１
　
　
て
貰
０
　
か
い
。
若
し
詐
奨
を
蒙
ろ
た
ら
ば
進
ん
で
退
散
す
る
で
あ
ら
う
。
」
張
海
は
こ
の
中

出
を
承
諾
し
た
と
見
へ
、
茂
七
等
は
一
皿
兵
を
侃
け
た
か
、
吏
だ
椚
談
し
吐
し
た
と
見
へ
、
再
び
引
返
し
て
張
海
に
對
面
を
求
め
、

「
自
分
等
は
家
産
を
す
っ
か
り
蕩
害
し
て
一
文
な
し
に
杵
っ
て
了
っ
た
か
ら
、
ど
う
か
今
後
三
年
問
の
差
役
を
菟
す
る
や
う
に
取
な

し
を
願
ぴ
た
い
。
」
と
席
求
し
、
張
海
が
朝
廷
へ
八
闘
の
約
束
を
す
る
と
、
彼
等
は
大
喜
び
で
、
各
々
舞
踏
し
て
立
去
っ
た
と
あ
ろ
。

　

こ
の
張
海
の
報
告
が
朝
廷
へ
到
燈
す
ろ
と
天
子
英
宗
ぱ
恍
息
し
て
、
「
朕
は
即
位
以
水
、
累
り
に
詔
勅
を
下
し
て
官
吏
に
八
民
を

毀
護
す
べ
き
を
命
じ
、
規
定
の
外
に
一
人
を
役
し
、
一
文
を
徴
収
す
る
こ
と
を
許
さ
た
か
っ
た
９
　
で
あ
る
Ｏ
に
、
今
侶
茂
七
等
の
叛

吼
を
見
る
に
至
っ
た
０
は
凡
て
官
吏
０
罪
で
あ
る
。
茂
七
等
の
要
求
は
１
　
而
的
に
開
き
祠
け
て
、
三
年
の
律
役
を
も
免
除
す
る
や
う

に
取
計
へ
」
と
の
詔
救
を
下
し
て
ゐ
る
。
拓
建
の
巡
拉
御
刄
風
位
が
い
隣
竹
か
ら
胞
援
の
兵
が
進
数
す
る
の
を
、
一
時
見
合
は
せ
る

や
う
に
要
請
し
た
の
は
恐
ら
く
、
こ
０
前
作
ｏ
こ
と
で
あ
ら
う
。

　

然
る
に
斯
く
も
有
望
に
見
へ
た
、
官
尺
０
　
妥
鴎
が
成
功
七
半
し
て
、
忽
ち
逆
杓
子
見
る
に
至
っ
だ
の
は
如
何
な
る
理
由
で
あ
っ
た

か
￥
云
ふ
に
、
そ
は
必
寸
や
政
府
側
の
腕
迄
も
高
顛
的
な
熊
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
れ
ば
た
ら
な
い
。
既
に
天
子
は
、
斜
茂

-
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り

廿
等
び
要
求
を
承
認
し
乍
ら
も
、
一
方
で
は
彼
等
が
先
づ
武
数
と
解
除
し
て
、
円
催
を
解
散
す
る
こ
を
を
命
じ
、
芳
し
も
首
鼠
両
端

を
持
し
、
依
然
と
し
７
反
抗
態
勢
を
続
け
る
た
ら
ば
、
容
赦
た
く
討
伐
を
加
へ
る
ぞ
と
威
嚇
し
て
ゐ
る
・
而
し
玉
脳
建
０
官
吏
宏
は

自
己
０
面
目
上
よ
り
も
、
一
１
　
こ
の
事
件
を
温
和
に
解
決
し
た
く
は
た
か
つ
咎
に
相
違
な
い
。
而
し
て
岱
茂
七
〇
側
か
ら
云
へ
ば
、

抄
・
天
子
の
Ｉ
方
的
な
↓
徊
時
に
命
令
的
な
約
束
だ
け
１
　
吃
恋
牟
分
に
安
心
す
る
。
と
が
出
京
た
い
。
三
叉
器
を
聚
７
７
了

へ
ば
、
官
僚
側
か
新
に
ど
ん
な
小
細
工
を
弄
す
る
こ
と
か
、
９
　
小
限
度
０
天
子
の
約
束
す
ら
忠
賓
に
履
行
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が

心
配
で
あ
る
。
も
つ
・
と
は
つ
き
り
し
た
保
誰
乞
典
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
今
後
の
官
　
１
の
行
動
に
對
し
て
絶
對
に
信
頼
が
置
け
た
い
。
０

で
お
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ξ

　

九
月
に
入
っ
て
丁
誼
が
頴
建
に
到
恥
…
す
る
と
、
秀
子
ｏ
戟
諭
を
沙
俗
に
張
り
出
し
、
自
ら
も
沙
嘔
に
至
っ
て
賀
茂
七
等
と
交
渉
を

始
め
た
。
雨
者
の
圓
に
如
何
た
る
談
判
が
行
は
れ
た
か
詳
細
の
昌
が
判
明
せ
ぬ
が
、
恐
ら
く
官
吏
側
は
、
先
づ
狐
茂
七
等
の
武
装
解

除
を
要
求
し
、
価
茂
七
側
で
は
十
分
た
る
今
後
の
保
誰
を
條
件
と
し
て
持
ち
出
し
か
こ
と
と
思
は
れ
・
ろ
。
そ
し
て
丁
喧
の
後
に
績
。
い

て
、
劉
聚
、
張
柑
等
の
軍
除
が
頴
建
省
内
に
入
り
込
む
と
、
官
吏
側
の
熊
除
が
盆
々
腿
化
し
て
来
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　

賀
茂
七
の
側
で
も
色
々
相
談
し
合
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
逡
に
交
渉
は
十
月
中
に
決
裂
し
て
了
っ
た
・
賀
茂
七
よ
談
判
０
焉
に

宋
だ
使
者
を
殺
し
て
、
愈
々
最
後
ま
で
戦
ふ
決
心
を
し
た
。
‐
彼
が
剣
手
王
と
名
乗
り
、
部
下
に
官
職
乍
具
へ
た
り
、
各
地
０
叛
徒
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＼
’
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　

”

1
1
1
1
1
￥

迪
絡
の
工
作
を
始
め
た
の
は
、
。
こ
０
直
後
の
こ
と
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
常
時
沙
俗
の
南
に
あ
る
尤
渓
聯
に
は
鍋
夫
頭
の
蒋
隔
威
か

暴
動
を
起
し
て
賀
茂
七
に
加
但
し
、
浙
江
省
處
州
に
於
い
て
早
く
か
ら
叛
既
を
起
し
て
ゐ
た
鏑
夫
の
頭
頂
の
斐
宗
留
ご
陳
鑑
胡
の
徒

も
之
紅
竃
じ
た
。
但
し
葉
宗
留
等
が
果
し
て
賀
茂
七
を
首
蛸
に
推
し
て
そ
の
下
風
に
■
i
'
＾
つ
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
賀
茂
七
の
叛

９
” 一



ｆ

厄
の
地
盤
は
何
處
迄
も
沙
総
を
中
心
と
１
　
　
た
、
農
民
の
几
四
囚
圖
で
あ
・
つ
た
ら
し
く
、
彼
が
改
め
て
總
甲
皿
妥
ぐ
任
命
し
た
と
あ
ふ

０
　
は
、
鍵
の
官
製
の
自
馳
‥
固
を
改
組
し
て
、
聊
茂
七
〇
統
制
に
服
せ
し
む
ろ
や
う
に
司
成
林
を
行
っ
た
ら
０
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
彼

が
一
般
ｎ
民
に
及
ぼ
し
た
感
化
力
は
意
外
に
深
刻
で
あ
り
、
八
那
騎
勁
す
と
あ
る
如
く
、
絹
建
竹
企
巴
に
皿
っ
て
、
彼
の
漑
勁
に
づ
‥

庶
す
る
者
が
現
れ
た
。
永
㈲
州
に
は
張
敬
徳
、
泉
州
府
に
は
貝
摺
總
、
潭
州
府
に
ば
楊
回
か
お
り
、
其
外
の
府
州
に
も
至
ろ
所
ぺ
既

が
罷
延
し
た
。
但
し
狐
茂
七
自
身
匯
殆
ど
延
干
府
附
近
を
作
に
れ
る
こ
と
が
た
か
っ
た
ら
し
く
、
燃
良
川
身
の
妓
に
は
二
万
地
に
分
恍

し
た
勢
力
を
糾
介
し
て
乾
坤
一
擲
の
大
賭
博
を
試
み
ろ
程
の
才
能
も
脱
力
も
た
か
っ
た
と
見
え
ろ
。
彼
の
混
作
的
な
逡
巡
策
ぽ
、
冊

峠
省
内
の
乖
要
た
る
一
祁
市
馳
す
ら
占
領
す
る
こ
と
た
く
、
學
兵
後
十
二
簡
川
で
早
く
も
没
落
の
悲
言
に
際
介
す
る
の
で
あ
ろ
。

　

延
子
府
に
あ
っ
て
着
々
峨
備
を
蔡
へ
た
御
史
丁
玲
一
は
、
愕
茂
七
の
窓
杞
決
服
を
挑
ん
だ
が
、
う
か
う
か
と
誘
ぴ
の
手
に
乗
っ
て
延

乎
放
下
に
迪
っ
だ
鸚
茂
七
は
、
伏
兵
の
計
略
に
遇
っ
て
大
敗
し
、
郡
沁
劉
顛
に
逍
華
さ
れ
て
脆
く
も
竹
を
授
け
た
の
で
や
っ
か
。
－
時

に
正
統
十
四
年
二
月
で
あ
る
。
併
し
侶
茂
七
は
曖
れ
て
も
、
超
る
可
き
理
山
あ
う
て
坦
っ
だ
叛
吼
は
即
時
に
は
絹
定
さ
札
た
か
っ

た
。
も
と
も
と
十
分
に
組
織
化
吉
札
た
か
っ
た
暴
勁
は
、
そ
の
首
諜
者
を
失
っ
て
も
、
そ
の
末
端
０
細
胞
は
依
然
と
し
て
活
澄
か
行

勁
を
続
け
た
の
で
あ
乃
。
郡
茂
七
〇
一
雷
一
た
ろ
陳
す
げ
に
汀
州
府
に
入
り
ノ
汪
西
省
の
渦
境
を
駁
が
し
、
潭
州
府
の
徐
穴
ぱ
流
賊
化

し
て
廣
東
省
に
付
入
し
か
。

　

’

　

朝
廷
で
は
丁
喧
陽
を
派
遺
し
か
接
、
郡
茂
七
の
叛
浸
が
回
付
企
宵
に
波
及
し
た
Ｉ
を
闘
き
、
老
将
陣
愁
を
叫
け
て
絢
兵
Ｉ
に
任

じ
、
梁
瑶
、
陣
頂
を
左
右
剛
節
兵
と
し
、
刑
部
伺
書
金
優
に
軍
務
ｙ
一
參
贅
せ
し
め
、
京
軍
二
萬
を
授
け
、
地
方
軍
二
萬
七
千
か
批
、
碓

し
て
大
旱
征
討
に
常
ら
せ
た
。
映
恐
が
帽
建
に
到
着
し
か
時
に
、
晩
に
鴇
茂
七
が
敗
死
し
か
後
で
あ
っ
た
・
の
で
、
彼
は
兵
士
各
足
に

分
っ
て
ご
ぼ
窓
を
次
々
比
雌
破
し
、
姉
絲
の
た
い
叛
ボ
は
次
第
に
討
図
さ
れ
て
二
（
月
頃
に
は
各
地
と
も
概
ね
平
穏
に
貼
し
た
。

　

鸚
茂
七
の
側
近
者
は
、
彼
の
兄
の
子
男
伯
孫
を
推
し
て
、
沙
脳
の
陳
山
家
に
立
能
っ
た
。
こ
れ
を
見
て
も
大
勢
に
迂
た
る
彼
等
の
’
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日

百
姓
戦
術
が
伺
ひ
得
ら
れ
る
が
、
諦
て
裏
切
者
徊
現
れ
て
、
そ
の
常
一
真
と
共
に
一
司
打
震
。
に
捕
獲
さ
れ
た
。
常
時
叛
乱
の
處
刑
～
丿

三
日
間
か
か
っ
て
刈
力
殺
し
に
し
、
そ
の
屍
骸
を
犬
に
食
は
す
習
ひ
で
あ
っ
た
か
ら
、
愕
伯
孫
等
島
匹
只
へ
誰
燈
さ
れ
て
同
様
た
仕
‐
‘

置
き
が
受
け
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
’
偶
茂
七
の
乱
が
殺
生
し
た
時
、
い
ち
早
く
朝
廷
に
書
闘
せ
十
し
て
同
蔽
を
行
っ
た
巡
按
御
史
柴
文

同
は
そ
の
罪
を
問
は
れ
七
鯛
刑
に
處
せ
ら
れ
、
各
路
か
ら
の
庶
援
兵
ｏ
進
行
を
一
時
差
し
止
め
た
乖
澄
は
死
刑
と
た
り
、
最
初
に
扁

砕
に
自
弊
関
知
一
９
　
辨
さ
せ
た
柳
草
ぼ
、
朝
廷
か
ら
の
召
喚
に
接
し
で
、
毒
を
飲
ん
で
自
殺
し
た
が
、
そ
の
妻
女
ぱ
没
入
し
辻
奴
婢
に

芦
れ
、
男
子
は
蝸
境
に
流
し
て
軍
に
充
て
ら
れ
た
。
｀
ヽ
官
吏
に
對
す
る
斯
う
い
ふ
苛
酷
た
處
刑
は
、
常
時
零
子
七
剛
川
さ
れ
て
ゐ
か
宦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
Ｉ
Ｉ

官
王
振
が
、
官
僚
群
を
川
服
し
て
、
自
己
の
樹
勢
を
張
ろ
協
の
示
威
辣
動
の
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
の
だ
と
傅
へ
ら
れ
た
。

　
　
　

≒

　

天
子
英
宗
は
正
統
十
四
缶
八
月
に
下
し
た
詔
書
の
中
心
、
今
渡
の
叛
乱
を
起
レ
だ
賊
荷
な
除
く
外
、
一
切
の
９
　
従
者
は
、
こ
れ
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　

７

　
　
　
　
　

・

の
行
１
　
如
何
を
問
ぱ
す
、
悉
ぐ
前
罪
を
赦
垢
し
、
叛
肌
地
の
人
民
に
は
今
後
三
年
間
の
粕
差
を
頭
垢
す
る
の
み
た
ら
寸
、
従
爽
の
公

私
の
負
債
は
凡
て
帳
消
に
せ
よ
ぼ
公
約
し
且
つ
命
令
し
て
お
る
。

　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

侶
茂
七
の
乱
の
特
長
は
、
そ
の
動
機
に
於
い
て
明
瞭
に
豊
良
躍
動
の
形
を
と
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
与
の
巡
行
に
於
い

て
も
多
分
に
農
民
躍
働
の
・
性
質
壹
持
ち
続
け
た
ら
七
い
こ
と
で
あ
る
。
胎
動
は
頴
建
仝
省
に
及
び
乍
ら
、
重
要
な
都
市
は
一
つ
も
占

伺
さ
れ
寸
、
此
京
は
そ
の
舞
壹
が
農
村
を
主
と
し
て
行
は
れ
、
加
打
者
が
農
民
に
よ
っ
て
宍
‥
め
ら
れ
て
‘
ゐ
る
こ
と
を
心
像
せ
し
め

る
。
若
し
彼
等
が
都
市
に
９
　
る
無
職
０
遊
民
、
博
徒
、
端
徒
、
秘
密
結
祀
な
ど
。
と
連
絡
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
叛
吸
は
も
っ
ど
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　

一

筒
に
拡
大
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
性
質
も
大
た
る
漿
化
を
宋
し
た
に
相
違
た
い
。
叉
彼
等
の
叛
原
に
は
、
斯
る
場
合
に
い
っ
斗
伴
ひ
勝

ち
な
邪
激
的
色
彩
が
見
常
ら
す
、
智
識
階
級
の
１
　
生
輩
が
策
を
献
じ
た
形
建
も
た
い
。
ど
・
う
見
て
も
愚
鈍
で
Ｉ
皆
な
農
民
０
悟
り
九

百
姓
一
揆
で
し
か
た
か
っ
た
。
そ
し
て
斯
う
い
ふ
純
粋
攻
農
民
運
動
で
あ
る
こ
と
が
一
面
４
　
等
の
弧
味
で
も
あ
っ
光
。
毎
４
る
官
僚

－＝Ａ上Ｕ



ｎ

は
直
ち
に
之
を
兵
力
で
鍔
雌
す
る
の
を
臨
賢
し
巡
し
、
彼
等
の
要
求
ぱ
天
子
の
守
衣
で
工
足
し
、
人
止
り
埓
が
彼
等
ｏ
要
求
に
耳
を

傾
け
、
再
厦
に
ヤ
ペ
つ
。
で
之
を
聴
許
す
る
約
束
Ｐ
沼
戟
を
下
し
て
ゐ
ろ
。

　

こ
の
叛
既
に
對
し
て
Ｉ
般
地
方
人
民
ば
如
何
た
ろ
肺
胞
ｙ
持
し
た
で
あ
ら
う
か
。
伺
茂
七
等
ぱ
至
ろ
所
、
｛
‥
…
民
の
家
を
岳
果
し
て

歩
い
た
と
云
ふ
が
、
之
は
叛
乱
の
電
資
金
を
嶮
。
保
す
ろ
‐
的
の
外
に
、
彼
等
の
１
　
兵
の
繩
緯
か
ら
９
　
て
、
そ
こ
に
階
級
的
童
診
が
隔

い
て
ゐ
た
こ
と
は
腿
怖
せ
た
い
。
斯
ろ
貯
級
六
識
に
は
、
利
害
の
釦
反
す
ろ
附
級
姦
泣
か
生
坦
す
る
の
は
常
然
で
あ
る
。
鶏
・
茂
七
等

二
一
『
原
に
対
し
て
、
更
に
自
己
か
防
祗
Ｉ
｛
代
｝
に
、
宋
な
紡
ん
こ
敗
言
浙
気
存
八
し
た
（
明
窓
宍
亘
～
茂
七
の
兄
の
子
隅
梢

孫
の
山
実
が
破
ら
れ
た
の
は
一
老
人
が
火
切
り
し
か
結
果
で
あ
り
、
潭
州
府
の
南
姑
懸
が
陥
落
し
な
か
っ
た
の
ぱ
不
民
徐
某
の
働
で

あ
り
、
茂
七
元
迎
紡
の
あ
っ
た
浙
汀
の
賊
映
鑑
胡
を
招
降
し
た
の
・
は
七
人
王
世
昌
の
功
で
あ
ろ
・
老
人
或
は
考
尺
は
郷
役
ｏ
一
種
で

あ
っ
て
、
膠
が
が
抽
せ
ら
れ
ろ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
浄
は
同
仁
昌
『
民
で
あ
っ
て
も
、
郡
茂
七
等
と
ば
利
字
相
反
す
ろ
立
場
に
あ

り
。
一
刻
も
早
く
叛
乱
の
平
定
を
望
ん
だ
に
相
違
た
い
。
五
‥
人
は
此
處
に
於
い
て
ヰ
緋
内
部
に
於
け
７
　
深
刻
だ
階
級
的
對
立
の
貿
柵

に
燭
れ
ろ
や
う
な
気
が
す
る
。
郡
茂
七
の
原
が
八
外
に
早
く
平
定
し
た
の
ぱ
、
個
廷
か
ら
派
債
言
れ
た
大
軍
に
昨
倒
さ
れ
た
篤
っ
あ

る
こ
と
は
勿
諭
で
あ
る
が
、
。
叉
農
村
に
於
け
乙
叫
級
の
分
裂
が
巧
に
政
府
軍
に
利
用
さ
れ
た
結
果
で
も
あ
ろ
・
若
し
も
愕
茂
七
等
の

陳
原
が
、
始
か
ら
天
下
を
取
ろ
篤
の
４
心
的
な
参
府
で
あ
っ
た
牡
ら
ば
、
斯
ん
な
小
１
‐
た
利
宍
の
對
立
な
ど
は
回
路
と
た
ら
す
に
、

大
き
な
目
的
の
萌
に
溶
け
こ
ん
で
了
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

　

郡
茂
七
の
叛
９
　
は
後
世
に
ど
ん
な
影
響
を
歿
し
た
で
あ
ら
り
か
。
彼
等
の
旗
上
げ
に
つ
い
て
、
官
吏
の
貪
欲
、
官
民
の
専
横
た
ど

が
之
を
激
脅
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
詔
め
ら
れ
た
以
上
、
官
僚
地
主
階
級
に
相
常
深
刻
だ
・
反
省
の
複
介
を
典
へ
た
で
あ
ら

う
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
。
或
は
現
今
恚
胴
締
省
の
一
部
に
行
は
れ
ご
土
地
の
二
重
所
有
幄
の
確
立
は
、
こ
の
叛
乱
の
結
果
と
し
て
趨

つ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
原
来
の
土
地
所
衆
者
は
、
若
干
の
年
貢
米
を
小
作
人
よ
り
察
九
て
ろ
す
で
、
一
切
の
経
蜀
を
之
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に
委
し
、
経
営
者
は
地
主
に
代
っ
了

の
所
有
権
を
特
賞
し
し
或
は
こ
０
土
地
聚
更
に
他
人
に
小
作
と
し
て
借
す
こ
り
こ
も
出
来
る
。
天
下
郡
國
利
病
１
　
春
九
十
四
の
南
靖
聡

　

吻
Ｆ
Ｘ
Ｌ

　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

一
ｒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

』
｀
ｄ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

希

０
條
で
ヽ
斯
る
制
度
の
確
立
を
・

　

「
兵
弩
４
翁
」
‘
と
云
っ
て
ゐ
旨
が
ヽ
旭
ら
く
之
４
賀
茂
七
〇
飢
を
指
す
も
０
で
あ
ら
う
・
果
し
て

然
ら
ば
賀
茂
七
の
胤
典
'
･
v
'
作
作
〈
の
土
地
総
督
雁
を
認
紅
し
め
た
こ
と
に
な
っ
た
詳
宍
小
作
者
の
板
利
珍
重
は
Ｉ
結
構
で
あ
罵
が
。

　
　

４

　
　
　
　
　
　
　
　

‥

　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　

’
・

　

―
。

　
　
　
　
　
　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

結
果
秉
し
兎
こ
｝
れ
以
後
賞
際
の
朴
作
者
は
、
二
重
の
土
地
屏
有
者
か
ら
地
代
を
搾
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
た
く
な
っ
た
の
で
あ
Ｉ
る
。
吾

人
ぱ
そ
こ
に
、
‐
土
地
狭
小
で
人
口
０
多
丁
雀
る
・
農
村
に
於
け
る
宿
命
的
な
悲
劇
を
看
取
せ
ざ
る
を
得
た
い
０
で
あ
る
。

　

以
上
は
明
代
中
期
」
ｏ
聾

の
多
く
は
尤
下
を
取
る
露
に
は
手
段
を
鐸
は
犬
秘
密
結
吐
を
も
利
雄
し
、
智
識
階
級
を
も
利
川
す
る
こ
と
を
斟
せ
た
い
も
の
を
、

ル
竃
農
民
１
　
動
と
し
で
娘
鉦
し
や
う
と
で
る
近
ぬ
０
流
行
拓
對
す
る
一
種
の
抗
議
で
も
あ
る
。
一
寸
考
へ
て
も
恨
に
捻
匪
や
髪
匪
が

弩
ぐ
天
下
を
取
っ
た
と
し
為
楳
ら
ば
、
そ
の
暁
に
於
い
て
、
果
し
て
農
村
が
ど
れ
だ
け
受
貌
し
掛
た
で
あ
ら
う
か
。
結
川
そ
れ
は
豊

譚
秀
宵
や
う
明
の
太
興
の
や
豆
Ｓ
貴
族
的
専
制
君
主
と
な
っ
「
更
に
強
力
に
農
民
を
抑
へ
る
以
外
の
途
が
あ
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ

織
に
ど
づ
の
叫
昨
兪
っ
て
賀
茂
七
｀
０
叛
露
だ
け
は
些
か
趣
を
異
に
し
、
農
民
胤
動
的
な
性
質
を
比
数
的
純
粋
に
保
っ
た
特
長
が
あ
る
の

簡
凛
非
難
弩
特
把
握
調
し
、
斯
る
這
動
が
官
然
陥
る
べ
き
巡
命
‐
を
も
併
せ
指
摘
し
た
っ
も
・
り
で
あ
る
。
但
し
此
鴛
に
川
ぴ
得
る
資
料

散
堕
艦
貧
廠
韓
じ
心
バ
明
察
明
１
　
ノ
宍
下
郡
國
利
病
書
な
ど
の
断
片
的
と
も
ｏ
に
限
ら
れ
、
そ
の
詳
細
の
貼
を
こ
れ
以
上
に
明
か

Ｋ
‐
長
得
た
い
い
の
は
極
め
て
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
鰹
但
し
白
一
分
と
し
て
は
、
嘗
て
王
船
山
０
宋
諭
を
諏
み
、
王
安
石
０
新
法
０
結
米
一

Ｌ

　

ぷ
１

　
　

／

　
　

♂

　
　
　
　
　
　
　

一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

旨
し
気
侭
茂
七
の
叛
吼
が
起
っ
た
か
の
や
う
に
記
ざ
れ
エ
あ
る
の
に
出
辿
ひ
、
価
茂
七
の
何
者
で
あ
一
石
か
に
久
し
く
疑
問
を
抱
い
７

い
万
、
尽
所
で
其
後
に
た
っ
て
漸
く
賀
茂
七
叛
気
の
由
米
を
知
り
、
今
そ
の
性
質
を
幾
分
で
も
明
瞭
に
し
得
た
こ
と

‘ は
佃
人
的
に
大
き
な

溝
球
セ
あ
る
。
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