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こ
と
に
郷
州
に
お
け
る
そ
れ
は
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
龍
山
文
化
と

接
燭
し
、
『
大
墓
の
出
現
、
銅
器
の
存
在
』
と
い
う
不
連
績
面
が
現
れ
た
こ
と
は
、

ま
さ
し
く
股
文
明
の
一
側
面
を
照
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
青
銅

文
化
の
股
は
、
龍
山
に
お
け
る
限
り
連
績
的
な
設
展
の
系
列
に
入
る
の
で
は
な

く
て
、
不
漣
績
な
植
民
文
化
の
形
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
『
忽

然
と
し
て
出
現
し
た
』
そ
の
文
化
の
源
流
は
や
は
り
ま
だ
地
下
深
く
ひ
そ
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
う
し
て
こ
の
『
古
代
股
帝
園
』
を
遁
相
似
し
て
く
る
と
き
、
何
と
し
て

も
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
中
園
史
、
杏
世
界
史
を
通
じ
て
の
、
こ
の
古
代
文
化
の

位
置
を
解
明
し
た
章
を
依
く
こ
と
で
あ
る
。
専
門
家
は
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
の
構

成
の
ま
ま
で
は
股
な
る
壮
大
な
古
代
帝
闘
が
突
如
と
し
て
現
れ
、
ま
た
そ
の
ま

ま
消
え
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
印
象
を
讃
者
は
受
け
と
り
そ
う
で
あ
る
。
股
の

あ
と
を
受
け
た
周
、
そ
し
て
春
秋
鞍
園
、
秦
洩
そ
し
て
現
代
中
園
に
ま
で
中
原

に
閤
家
は
興
亡
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
の
肢
の
古

代
帝
閣
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
ど
ん
な
で
あ
る
か

l
こ
の
貼
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
た
章
が
ぜ
ひ
と
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
般
の
文
明
以
前
、
彩
陶
、
黒
陶
等
の
先
史
文
化
幽
と
の
謹
闘
に
つ
い

て
も
、
今
日
で
は
ま
だ
確
た
る
設
が
な
い
現
況
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
す

こ
し
筆
が
の
ば
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
股
文
明
の
こ
元
性
は
誰

し
も
気
づ
く
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
二
元
性
を
つ
く
る
要
素
に
つ
い
て
も
、

さ
ら
に
突
込
ん
だ
叙
述
が
試
み
ら
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
ト

ウ
テ
ツ
文
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
奇
怪
な
股
の
銅
器
の
相
貌
は
、
誰
し
も
深
く

印
象
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
銅
器
群
、
青
銅
器
の
賓
相
に
つ
い
て
も

や
や
物
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
三
七
二
頁
に
わ
た
る
こ
の
書
に
つ
い
て
、
二
三
の
ほ
ん
の
思
い
つ
き
に

す
ぎ
な
い
よ
う
な
意
見
を
附
加
し
な
が
ら
、
書
き
つ
づ
っ
て
き
た
。
し
か
し
評

者
は
強
い
て
異
を
た
て
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
毛
頭
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

の
書
は
、
ト
占
に
用
い
ら
れ
た
甲
骨
文
の
解
讃
と
い
う
座
標
系
を
中
心
と
し
て

描
か
れ
た
古
代
股
帝
閣
の
像
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
寅
在
を
描
く
座
標
系
は
、

決
し
て
唯
一
無
二
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
青
銅
器
や
陶
器
の
よ
う
な
物
質

文
化
を
座
標
系
と
し
て
描
く
方
法
も
あ
ろ
う
し
、
経
済
理
論
に
も
と
ず
く
座
標

系
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
人
が
ど
ん
な
座
標
系
を
と
り
あ
げ
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
好
み
で
あ
り
主
観
的
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
系
は
遁
蛍
な
繁
換
に
よ
っ
て
、
他
の
座
標
系

に
移
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
各
座
標
系
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
古
代
股
帝
閣
の
像
が
、
も
っ
と
そ
の
数
を
増
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら

を
結
ぶ
遁
蛍
な
製
換
式
を
見
出
す
こ
と
が
、
今
後
の
古
代
史
研
究
の
課
題
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
甲
骨
皐
を
中
心
と
し
た
こ
の
書
が
、
ひ
と
つ

の
概
読
書
と
し
て
ま
ず
現
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
貝
塚
氏
ほ
か
の
著
者
の
方
々
の

た
い
へ
ん
な
努
力
に
封
し
て
、
深
い
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

(
士
ロ
田
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著
作
さ
れ
た
中
園
古
代
の
綜
合
的
な
農
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
的
水
準
に
お

い
て
は
、
現
在
の
華
北
皐
地
農
法
の
原
理
に
近
い
高
さ
を
持
つ
も
の
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
本
書
は
皐
に
東
洋
史
家
の
み
な
ら
ず
、
中
園
の
祉
舎
経
済
史

の
研
究
に
従
う
者
に
と
っ
て
、
最
も
貴
重
な
史
料
の
一
つ
で
、
祉
曾
経
済
史
の

流
行
に
と
も
な
っ
て
、
も
っ
と
研
究
さ
れ
て
い
て
よ
い
書
で
あ
る
。
し
か
し
賓

は
若
干
の
人
を
除
い
て
は
多
少
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
感
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
文
章
が
難
解
な
こ
と
、
内
容
か
ら
見
て
嘗
然
農
業
技
術
、
特
に
阜
地
農

法
に
相
到
す
る
深
い
認
識
を
要
求
す
る
こ
と
、
植
物
撃
の
知
識
を
必
要
と
す
る
こ

と
、
等
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
答
え
る
人
は
、
東
洋
史
皐
界

或
い
は
農
業
経
済
率
界
に
も
、
そ
う
沢
山
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
断
片
的
に
は

貴
重
な
研
究
は
少
な
し
と
は
し
な
い
が
、
全
面
的
研
究
の
容
易
に
行
な
わ
れ
な

い
原
因
で
あ
っ
た
。

中
園
に
お

い
て
も
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
特
に
宋
以
後
は
種
々
の
研
究
が
あ

り
、
何
度
も
校
訂
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
文
献
象
的
、
日
銀
皐
的
な

興
味
の
封
象
と
せ
ら
れ
、
農
業
技
術
の
内
容
が
検
討
さ
れ
始
め
た
の
は
、
五
四

運
動
以
後
に
麗
し
、
特
に
盛
大
に
な
っ
た
の
は
、
解
放
以
後
で
あ
っ
て
、
葉
篤

荘
、
蔦
園
鼎
、
王
統
瑚
諸
氏
の
研
究
が
相
次
い
で
妥
表
さ
れ
た
が
、
特
に
一
九

五
五
年
、
中
央
農
業
宣
傍
総
局
の
唱
導
の
も
と
に
、
南
京
且
尻
島
'
院
の
前
向
図
鼎
救

援
と
西
北
農
準
院
石
蝶
漢
数
援
が
分
婚
で
校
訓
押
し
、
互
い
に
謬
文
を
参
照
審
議

し
て
詳
細
な
注
棒
の
附
い
た
『奔
民
要
術
今
棒
』
を
出
版
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
は
、

中
園
に
お
け
る
要
術
研
究
上
の
劃
期
的
な
業
績
で
あ
る
(
芹
民
要
術
の
研
究
に

つ
い
て
は
、
石
盤
漢
著

『
従
班
月
民
間
宮
術
看
中
園
古
代
的
農
業
科
皐
知
識
』
科
象

出
版
社
一
九
五
七
を
参
照
さ
れ
た
し
)
。

が
し
か
し
、
こ
の
今
棒
文
に
先
立
っ

て
、
融
円
民
要
術
の
邦
語
誇
を
得
た
こ
と
は
、
甚
だ
愉
快
な
こ
と
で
あ
り
、
同
時

に
我
園
の
中
園
拳
の
レ
ベ
ル
を
誇
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

謬
者
西
山
武
て
熊
代
幸
雄
爾
氏
は
、
一
九
四

O
年
以
来
劉
春
麟
氏
等
を
交

え
て
奔
民
要
術
の
誇
譲
に
従
事
し
、
西
山
氏
は
す
で
に
北
京
滞
在
中
、
芹
民
要

術
の
校
合
を
「
園
立
北
京
大
泉
附
設
農
村
経
済
研
究
所
報
告
長
編
2
・
3
続」

に
設
表
、
さ
ら
に
『
金
津
本
斉
民
要
術
』
を
影
印
し
た
人
で
あ
る
。
い
わ
ば
こ

の
十
八
年
間
斉
民
要
術
の
研
究
に
専
心
し
た
人
で
あ
り
、
か
つ
農
業
経
済
畑
の

出
身
の
人
で
も
あ
っ
て
、
要
術
の
邦
謝
辞
に
最
も
泊
し
た
人
で
あ
る
。
要
術
は
最

善
の
人
を
得
て
邦
課
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
誇
本
は
上
下
二
加
で
、
上
品
告
は
要
術
の
一
巻
よ
り
六
容
ま
で
、
西
山
武

一
氏
の
猪
首
で
あ
り
、
七
、
入
、
九
巻
は
熊
代
幸
雄
氏
の
分
鎗
で
本
年
中
に
公

刊
さ
れ
る
珠
定
と
い
う
。
し
か
し
爾
者
の
聞
に
充
分
に
意
見
の
調
整
交
換
が
お

こ
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
本
書
中
に
も
、
熊
代
氏
の
有
盆
な
誇
註
が
多

数
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
充
分
推
察
で
き
る
。
ま
た
一
九
五
三
年
に
謬
了

さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
誇
了
後
常
に
手
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
最
近
の
西
嶋

定
生
氏
「
代
田
法
の
新
解
懇
」
や
、
石
盤
漢
、
首
内
閣
鼎
氏
等
の
研
究
成
果
が
随

所
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
明
白
で
あ
る
。

笈
は
私
も
一
九
四
八
年
か
ら
一
一
一
ヶ
年
に
わ
た
っ
て
京
都
大
祭
人
文
科
察
研
究

所
技
術
史
班
で
、
薮
内
清
氏
主
催
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
『
持
民
要
術
研
究
舎
』

に
一
参
加
し
て
邦
誇
の
一
部
を
で
が
け
、
そ
の
難
解
さ
を
味
っ
た
こ
と
が
あ
る

(
京
都
謬
と
あ
る
の
は
そ
の
際
の
も
の
)
の
で
、
多
大
の
興
味
と
期
待
を
も
っ
て

本
書
の
刊
行
を
待
ち
、
出
版
さ
れ
る
や
、
異
常
の
興
奮
を
感
じ
つ
つ
本
書
を
絡

い
た
。本

書
を
讃
了
し
て
ま
ず
感
じ
た
事
は
、
詩
文
の
正
確
さ
は
勿
論
で
あ
る
が
、

校
訂
の
綿
密
な
こ
と
と
編
輯
の
親
切
、
周
到
な
こ
と
で
あ
る
。

誇
文
は
、
漢
文
直
誇
体
に
偏
せ
ず
、
卒
易
な
'口
語
体
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。

が
、
特
に
我
々
に
役
立
つ
の
は
、
例
え
ば
縛
起
(
ま
た
お
こ
し
て
掩
青
(
う
め
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く
さ
)
、
第
(
パ
ス
ケ
ヴ
ト
・
ハ
ロ
ウ
)
、
銭
歯
編
模
(
ツ
l
ス
・
ハ
ロ
ウ
)
、
漫

郷
(
て
ま
き
)
、
歯
地
(
ア
ル
カ
リ
)
等
々
・
・
・
原
文
の
難
解
な
技
術
語
を
、
そ
の

ま
ま
の
形
で
残
し
て
、
現
在
の
農
業
用
語
を
以
っ
て
振
俵
名
を
附
し
て
い
る
駄

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
容
易
な
よ
う
に
見
え
て
も
、
一
つ
一
つ
に
考
訂
を
必
要

と
し
、
而
も
適
蛍
な
用
語
が
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
賓
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
く
、
特
に
植
物
名
は
中
々
考
設
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

困
難
を
敢
え
て
さ
れ
た
紡
に
先
ず
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
二
は
そ
の

行
届
い
た
注
縛
で
あ
る
。
語
句
そ
の
も
の
の
注
稗
は
し
ば
ら
く
お
く
も
、
特
に

我
々
に
役
立
つ
の
は
、
各
庭
に
散
在
す
る
農
業
技
術
の
解
説
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

或
は
要
術
の
原
理
と
現
在
の
技
術
と
の
封
比
(
例
八
二
一
良
註
一
九
、
一
五
頁
註

一
一
一
)
或
は
要
術
前
後
の
設
展
の
経
過
(
例
三

O
頁
註
二
四
)
ま
た
単
に
中
闘
の

み
な
ら
ず
他
閣
早
地
農
法
と
の
比
較
(
例
六
一
頁
註
二
三
、
八
一
一
氏
註
一
一
)
、

或
い
は
阜
地
農
法
と
水
田
農
法
と
の
比
較
、
ま
た
本
文
が
著
し
く
複
雑
な
場
合

に
は
註
で
要
約
し
て
い
る
(
一
九
四
頁
註
一
)
等
、
説
者
に
要
術
の
内
容
を
理
解

さ
す
た
め
に
は
、
そ
の
傍
力
を
計
算
せ
ず
に
、
親
切
丁
寧
を
き
わ
め
て
い
る
。

こ
れ
等
の
註
は
後
に
附
さ
れ
た
解
読
と
と
も
に
我
々
に
平
地
農
法
の
基
礎
概
念

を
輿
ぇ
、
中
閣
の
経
済
、
或
い
は
土
地
問
題
を
考
え
る
場
合
、
直
接
間
接
に
多

大
の
数
一
示
を
輿
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
校
勘
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
調
辞
書
は
凡
例
に
も
示
さ
れ
て

い
る
如
く
、
商
務
印
書
館
刊
行
の
高
有
文
庫
本
を
底
本
と
し
、
高
山
寺
本
、
金

津
文
庫
本
、
四
部
叢
刊
本
、
事
津
討
源
本
、
津
逮
秘
書
本
そ
の
他
の
刊
本
の
他

に
、
要
術
以
外
の
諸
書
に
よ
っ
て
劉
校
し
た
も
の
で
あ
り
、
校
訂
の
詳
細
は
各

篇
末
に
校
設
を
附
し
て
説
明
し
て
い
る
。
本
書
は
北
宋
本
の
復
原
を
期
し
た
に

か
か
わ
ら
ず
、
金
調
停
本
を
底
本
と
せ
ず
に
、
現
在
最
も
流
布
し
て
い
る
寓
有
文

庫
本
を
底
本
と
し
て
、
一
に
利
用
者
の
便
宜
を
顧
慮
さ
れ
た
搬
を
感
謝
し
た
い
。

そ
の
他
剖
拝
者
が
原
本
の
段
節
を
繁
え
た
所
は
キ
を
印
し
、
ま
た
高
有
文
庫
本
を

あ
ら
た
め
た
場
合
に
も
、
念
の
た
め
に
高
有
文
庫
本
の
文
を
載
せ
、
原
註
は

【
】
で
、
後
人
の
迫
註
は
門
凶
で
つ
つ
み
、
自
分
の
附
加
し
た
語
は
(
)

を
附
す
等
細
心
の
用
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
編
輯
の
親
切
、
周
到
さ
は
、
解
説
、
芹
民
要
術
刊
本
系
統
表
、
農
蒼

天
象
一
覧
表
、
中
圏
在
来
農
百
六
圏
、
関
係
文
献
目
録
な
ど
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
解
説
は
全
編
三
九
頁
、
一
要
術
の
輪
郭
、
一
?
要
術
と
中
園
農
書
史
、

三
要
術
の
曲
旋
回
と
作
物
、
四
要
術
の
耐
皐
耕
種
技
術
、
五
要
術
の
農
具
、

六
要
術
の
度
量
衡
、
七
要
術
の
侍
承
と
研
究
、
の
七
節
よ
り
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
特
に
重
要
な
の
は
三
と
四
で
あ
る
。
三
で
は
要
術
に
は
禾
第
三
か
ら
腕

子
第
九
ま
で
は
高
田
作
物
で
あ
り
、
大
小
委
第
十
、
十
一
と
十
二
の
水
稲
と

皐
稲
は
下
回
の
作
物
で
あ
る
と
喝
破
さ
れ
た
事
は
今
後
の
要
術
分
析
上
き
わ

め
て
重
要
な
鍵
を
奥
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
禾
は
、
禾
自
体
の
栽
培
法

を
述
べ
つ
つ
、
一
面
主
毅
栽
培
法
汎
論
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
も
併
有
し
て
い

る
の
で
他
の
主
穀
類
と
同
列
に
し
が
た
く
、
厳
密
に
言
え
ば
黍
襟
よ
り
蹴
子
ま

で
を
高
田
作
物
と
稀
す
べ
き
で
・
な
か
ろ
う
か
。
第
四
の
要
術
の
耐
阜
耕
種
技
術

こ
そ
は
、
要
術
、
い
な
羊
地
農
法
一
般
の
最
も
重
要
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
作

業
を
、
耕
、
妙
、
播
、
種
、
保
熔
舞
地
、
鋤
地
等
に
分
析
し
て
解
説
し
、
併
せ

て
日
氏
春
秋
、
氾
勝
之
書
の
そ
れ
と
比
較
し
て
い
る
。
い
わ
ば
要
術
理
解
の
基

礎
を
な
す
も
の
で
、
本
文
を
讃
む
前
に
是
非
一
讃
し
て
お
く
べ
き
文
で
あ
る
。

た
だ
、
呂
氏
春
秋
、
氾
勝
之
、
要
術
は
、
同
じ
華
北
阜
地
農
法
と
い
う
も
、
同

一
の
場
所
で
は
な
い
か
ら
、
慾
を
言
え
ば
山
東
、
中
原
、
開
中
の
自
然
保
件
の

相
濯
を
今
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
ほ
し
い
気
が
す
る
。
他
の
三
つ
は
各
一
・
一
一

頁
の
も
の
で
あ
る
が
、
要
術
の
本
書
の
誇
讃
に
甚
だ
使
宜
か
つ
有
盆
の
も
の
で

あ
る
。
刊
本
系
統
表
は
本
書
で
は
表
の
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
金
津
文
庫
の
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影
印
本
の
附
録
に
詳
し
い
解
-
読
の
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
曲
演
暦
天

象
一
一
覧
表
に
は
、
望
賓
の
言
を
弄
す
る
な
ら
ば
J

二
十
四
気
節
は
太
陽
暦
の
何

月
何
日
に
あ
た
る
か
を
記
入
し
て
い
た
だ
い
て
あ
れ
ば
甚
だ
便
利
で
あ
っ
た
ろ

う
。
今
一
つ
の
文
献
目
録
に
は
、
こ
の
外
高
閣
鼎
『
氾
勝
之
書
締
稗
』
、
陶
希

聖
「
済
民
要
術
裏
田
園
的
商
品
生
産
」
(
食
貨
三
の
四
)
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

以
上
長
々
と
本
書
の
特
色
を
述
べ
た
が
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
端
か
ら
端
ま

で
、
課
者
の
親
切
が
行
き
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
通
讃
中
に
気
ず
い
た
|
私
の
誤
り
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
|
二
、
三

の
貼
を
述
ベ
て
お
き
た
い
。

「
小
豆
は
概
し
て
委
跡
に
作
る
が
、
そ
れ
で
は
や
や
晩
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る

か
ら
、
土
地
に
徐
裕
の
あ
る
農
家
は
、
で
き
得
る
限
り
、
昨
年
の
穀
跡
(
あ
わ
あ

と
)
を
小
豆
の
た
め
に
空
け
て
お
く
が
よ
い
(
八
三
頁
小
豆
第
七
)
」
と
の
謬
で

あ
る
。
氏
の
様
っ
て
い
る
金
津
本
で
は
「
小
豆
率
用
安
底
。
然
恐
小
閥
抗
。
有
地

。。

者
。
常
須
象
留
去
歳
穀
下
以
擬
之
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
穀
跡
と
何
か
と
二

つ
を
留
め
て
い
る
事
に
な
る
が
「
何
か
」
は
委
跡
よ
り
外
に
な
い
。
で
こ
こ
は

「
土
地
に
徐
裕
の
あ
る
農
家
は
、
で
き
得
る
限
り
、
昨
年
の
穀
跡
を
、
安
跡
と

併
せ
て
小
豆
の
た
め
に
空
け
て
お
く
が
よ
い
」
と
云
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
一

文
は
、
要
術
に
二
年
三
作
が
あ
る
か
否
か
、
ま
た
一
部
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
程

度
か
を
推
察
す
る
上
の
一
つ
の
鍵
を
提
供
す
る
文
で
あ
る
。
氏
も
こ
の
事
に
留

意
し
て
、
八
四
頁
の
註
一
、
解
説
一
二
一
二
頁
、
同
コ
二
二
頁
等
に
引
用
し
て
い

る
が
、
小
豆
を
郡
安
底
に
ま
く
の
は
少
地
の
農
家
の
徐
儀
な
い
法
と
さ
れ
て
・
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
讃
め
ば
、
「
有
地
の
農
家
が
穀
跡
を
も
使
用
す
る
の
は
、
高

一
の
場
合
を
考
え
て
の
安
全
措
置
で
あ
っ
て
、
小
豆
を
努
底
に
ま
く
の
は
例
外

的
で
な
く
、
有
地
、
少
地
に
か
か
わ
ら
な
い
普
遍
的
な
方
法
」
と
解
さ
れ
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
、
率
と
い
う
語
も
生
き
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

，
衣
い
で
水
稲
の
戦
培
法
で
あ
る
が
、
氏
は
「
穏
無
所
縁
唯
歳
易
圏
同
良
。
選
地

欲
近
上
流
。
地
無
良
薄
。
水
清
則
裕
美
(
下
二
句
は
割
註
)
」
の
戸
文
を
「
稲
は

(
地
味
な
ど
に
)
特
別
の
所
縁
(
こ
の
み
)
は
な
く
、
た
だ
歳
易
す
る
こ
と
が
肝
心

で
あ
る
。
稲
田
を
選
ぶ
に
上
流
に
、
近
い
が
よ
い
。
地
味
の
良
薄
は
関
係
が
な
い
。

水
さ
え
清
け
れ
ば
上
等
の
穏
が
で
き
る
(
一

O
一
頁
)
」
と
寵
し
て
い
る
。
一
見

す
れ
ば
「
無
所
縁
」
は
土
地
保
件
の
な
い
こ
と
を
云
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

直
後
に

「上
流
に
近
き
が
よ
い
」
と
土
地
の
こ
の
み
を
つ
け
て
い
る
し
、
氏
の

よ
う
に
所
縁
の
内
容
を
地
味
と
限
定
し
た
な
ら
ば
(
限
定
す
る
必
然
性
が
わ
か

ら
な
い
が
)
、
「
地
無
良
薄
」
と
全
く
重
複
す
る
。
話
の
順
を
見
て
も
土
地
僚
件
、

輪
栽
順
序
、
土
地
保
件
と
な
り
、
す
わ
り
が
わ
る
い
。
で
私
は
「
穏
無
所
縁
」

。

は
輪
作
順
序
す
な
わ
ち
底
に
つ
い
て
述
べ
た
語
と
解
し
、
「
稲
は
ど
ん
な
植
物

の
あ
と
じ
に
栽
培
し
て
も
よ
い
が
、
た
だ
濯
作
だ
け
は
ざ
け
た
方
が
よ
い
」
と

。

諌
み
た
い
。
ま
た
「
歳
易
局
良
」
の
良
も
、
良
m
N

本
来
の
意
味
、
他
の
個
所
の

使
用
例
か
ら
み
て
、
ベ
タ
l
程
度
で
、
必
須
篠
件
と
い
う
程
の
も
の
で
な
い
。

な
お
周
官
の
文
(
一

O
ニ
頁
)
、
躍
記
月
令
の
文
(
同
頁
)
も
連
作
に
も
讃
め
る

か
ら
、
首
時
(
漢
代
)
の
水
穏
栽
培
法
を
必
ず
し
も
歳
易
と
は
断
じ
が
た
い
と
思

う
(
こ
の
項
に
つ
い
て
は
拙
稿
、
態
勧
「
火
耕
水
穏
」
注
よ
り
見
た
る
後
漢
江

准
の
水
稲
作
技
術
に
つ
い
て
、
史
林
三
入
港
五
時
蜘
に
詳
読
し
た
こ
と
が
あ
る
)
。

巻
頭
雑
訟
の
「
毎
年
一
日
朝
。
必
莫
頻
種
。
其
雑
田
地
邸
是
来
年
穀
資
」
を

「
隔
年
に
休
ま
せ
る
が
よ
く
、
必
ず
(
禾
穀
)
を
頻
種
(
れ
ん
さ
く
)
し
で
は
な
ら

な
い
。
今
年
雑
作
に
充
て
た
団
地
は
来
年
の
穀
作
の
資
に
な
る
(
一

O
頁
)
」
と

課
さ
れ
て
い
る
が
、
隔
年
に
休
ま
せ
る
を
休
閑
に
解
す
れ
ば
「
其
雑
田
地
削
是

来
年
穀
資
」
と
矛
盾
す
る
。
氏
も
そ
れ
に
気
付
き

「聞
の
年
に
は
地
力
恢
復
的

雑
作
物
を
作
っ
た
で
あ
ろ
う
(
一
四
頁
註
六
)
」
と
補
足
し
て
い
る
。
こ
の
護
法
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。
は
易
の
目
的
語
を
固
と
解
し
た
結
果
、
隔
年
休
ま
せ
る
と
課
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
が
、
「
毎
年
一
易
」
と
次
の
「
必
莫
頻
種
」
と
は
漣
綴
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
一
易
の
目
的
語
と
頻
種
の
目
的
語
と
は
、
同
一
性
質
の
も
の
、
し
た
が

っ
て
一
易
の
目
的
語
は
田
で
な
く
て
田
に
種
る
作
物
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ

る
ま
い
か
。
で
こ
の
所
は
、
「
作
物
は
毎
年
一
回
易
え
て
必
ず
頻
種
し
て
は
な

ら
な
い
:
:
:
」
と
課
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
註
を
附
す
る
必
-
安
も
な

い
で
あ
ろ
う
。
雑
作
の
年
も
回
を
休
め
て
い
る
年
と
庚
義
に
解
揮
で
き
ぬ
こ
と

も
な
い
が
、
護
者
に
混
咽
慨
を
奥
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
な
お
頻
種
を
「
れ
ん
さ

く
」
と
ル
ピ
さ
れ
て
い
る
が
、
連
作
と
は
皐
に
漣
績
し
て
植
え
る
と
一
言
う
よ
り

も
通
常
同
一
作
物
を
績
け
て
栽
培
す
る
意
味
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ま
た
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
頻
種
だ
け
で
は
同
一
作
物
を
逗
績

す
る
と
い
う
意
味
は
生
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
は
地
名
に
閥
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
氏
は
高
陽
郡
に
つ
い
て
は
「
買
氏

の
高
陽
郡
は
耳
目
の
南
溢
に
伴
っ
て
山
東
省
内
に
僑
置
さ
れ
た
郡
で
、
い
ま
の
圭
円

州
府
盆
都
勝
一
帯
で
あ
る
(
三

O
九
頁
)
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
山
富
時
の
高
陽
は
、

今
の
臨
溢
勝
一
梢
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
耳
目
の
南
遜
に
と
も
な
っ
て
云
々

は
、
不
明
確
な
語
で
、
晋
の
南
遜
に
よ
る
僑
郡
な
ら
ば
、
東
晋
の
領
土
内
に
僑

置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
答
。
耕
田
篇
「
今
遼
東
耕
翠
駿
長
四
赤
」
の
遼
東
郡
に

つ
い
て
『
京
都
課
は
、
「
向
頼
其
利
」
で
昼
寒
の
文
を
打
切
り
、
「
今
遼
以
下
」

は
賀
氏
の
文
と
し
て
い
る
が
、
六
朝
時
遼
東
は
高
句
麗
の
範
囲
で
あ
る
か
ら
、

遼
東
に
関
し
て
の
此
の
よ
み
な
知
識
乃
至
記
述
ぶ
り
は
、
六
朝
|
後
貌
人
の
も

の
で
な
く
、
漢
人
の
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
遼
東
の
耕
撃
の
件
も
、
雀
寒
の

文
の
績
き
で
あ
る
と
解
す
る
(
一
三
ハ
頁
註
七

O
)』
と
述
ベ
て
い
る
が
、
後
貌
の

時
に
は
、
遼
東
郡
を
今
の
河
北
省
徐
水
脈
の
地
に
僑
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
話
は
所
謂
遼
東
の
話
で
は
な
く
、
華
北
卒
原
の
型
の
話
を
し
た
も
の
と

も
考
え
う
る
。
ま
た
高
句
麗
の
領
土
内
の
遼
東
の
話
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
の

事
を
頁
思
総
が
知
ら
な
い
と
言
う
の
も
速
断
で
あ
り
、
こ
の
文
は
買
氏
自
身
の

筆
で
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
。
今
一
つ
水
稲
の
項
に
お
い
て
四
民
月
令
の
五

月
の
僚
「
別
稲
及
藍
、
至
後
二
十
日
畜
安
田
」
を
ひ
い
て
「
:
:
:
と
も
か
く
後

漢
の
屋
寒
、
彼
の
活
動
舞
台
で
あ
っ
た
闘
中
乃
至
五
原
の
地
で
、
既
に
水
稲
移

植
法
は
確
立
さ
れ
た
(
一

O
八
頁
)
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
雀
寒
は
五
原
の
太

守
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
あ
る
が
、
彼
の
家
は
元
来
河
北
琢
郡
安
一
や
(
今
の
保

定
)
の
名
家
で
、
四
民
月
令
は
こ
の
地
方
、
庚
く
言
っ
て
も
河
北
の
農
業
事
情

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
月
令
中
の
宿
奏
を
種
え
る
時
期
が
、
氾
勝
之
書
に
比

較
し
て
相
蛍
お
そ
い
こ
と
か
ら
で
も
、
開
中
で
な
く
、
ま
し
て
や
五
原
で
な
い

事
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
(
五
原
な
ら
ば
奏
は
春
播
で
あ
ろ
う
?
)
。
な
お
後
漢
の

頃
に
水
稲
移
植
法
が
五
原
の
地
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
も
無
理
で
は

な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
二
年
三
作
の
有
無
に
附
言
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
禾
豆
は
高
田
に
、

世
種
は
下
回
に
種
え
ら
れ
て
い
る
関
係
上
二
年
三
作
は
あ
り
得
な
い
と
い
わ
れ

る
が
(
一
三
二
頁
)
、
禾
は
「
山
田
に
は
強
苗
穫
え
を
選
ん
で
風
霜
の
害
を
避
く

べ
く
、
糠
田
に
は
弱
苗
種
を
選
ん
で
豊
熟
を
ね
ら
う
(
四
四
頁
)
」
と
あ
る
如
く
、

必
ず
し
も
高
田
、
下
回
を
問
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
水
利
の
よ
い
下
回
(
下
繰

回
で
は
な
い
)
の
二
年
三
作
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
氏
が
例
外
と
し
て
い
る
小

一
旦
|
褒
の
年
二
作
も
、
必
ず
し
も
少
地
農
家
の
苦
肉
の
策
で
な
い
事
は
前
述
の

湿
り
。
そ
の
外
、
有
名
な
鄭
司
農
の
周
纏
稲
人
註
の
「
禾
下
奏
、
夷
下
奏
」
も

こ
こ
で
は
例
外
的
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
文
を
「
華
北
二
年
三
作
型
輪
作
体

系
の
原
基
と
し
て
の
禾
|
奏
、
奏
|
豆
な
る
年
二
毛
作
技
術
は
、
漢
代
既
に

。
。
。

日
常
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ

O
六
頁
註
一
八
)
」
と
解
す
と
そ
ぐ
わ
な
い
感

が
す
る
。
氏
は
こ
の
年
二
毛
作
技
術
を
目
し
て
、
二
年
三
作
の
原
基
と
言
わ
れ

-118ー



る
が
、
私
は
逆
に
、
二
年
三
作
は
、
年
二
作
の
不
完
全
形
で
、
そ
の
意
味
で
、

二
毛
作
の
原
形
と
考
え
る
。
前
払
は
最
近
要
術
を
検
討
し
た
結
果
「
二
年
三
作
こ

そ
妥
術
の
推
賞
す
る
シ
ス
テ
ム
で
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
疑
を
持
つ
様
に
な
っ

た
。
が
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
中
園
農
業
史
上
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、

一
一
騎
自
設
を
検
討
し
て
稿
を
あ
ら
た
め
て
渓
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

以
上
私
は
失
艦
を
顧
み
ず
先
皐
の
力
作
に
封
し
て
妄
言
を
敢
て
し
た
が
、
繰

返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
朝
時
者
長
年
の
労
苦
に
よ
っ
て
難
解
な
部
門
民
要
術
は
農

業
知
識
の
少
な
い
私
達
に
も
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
は
中
園

古
代
史
及
び
祉
舎
経
済
史
家
の
必
携
の
書
と
言
う
も
過
言
で
は
な
い
。

氏
は

「
要
術
研
究
の
如
き
庚
汎
未
聞
の
分
野
の
開
拓
は
、
ひ
ろ
く
世
間
同
率
の
協
力

に
依
ら
ぬ
ば
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
本
書
の
如
き
は
僅
か
に
そ
の
一
里
塚
に
す

ぎ
な
い
」
と
謙
遜
し
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
誇
者
の
皐
間
的
良
心
か
ら
出
た

言
葉
で
あ
っ
て
、
要
術
研
究
は
こ
こ
に
一
つ
の
金
字
塔
を
樹
立
さ
れ
た
も
の
と

言
、
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
附
記
〕

文
中
で
ふ
れ
た
が
、
最
近
中
園
か
ら
、
石
盤
漠
氏
の
「
斉
民
要
術
近
棒
」
(
全

四
冊
、
う
ち
二
冊
一
傘
よ
り
六
谷
ま
で
既
刊
)
が
公
刊
さ
れ
た
。
本
書
の
解
稗

も
、
不
審
に
感
ず
る
所
も
あ
る
が
、
現
地
人
の
有
利
さ
を
渡
揮
し
た
優
れ
た
個

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

所
も
多
い
。

例
え
ば
捕
田
輿
賭
回
皆
傷
回
、
二
歳
不
起
稼
、
則
一
歳
休
之
を

「
二
年
つ
.つ
け
て
作
物
の
出
来
が
わ
る
い
と
一
年
休
関
せ
よ
(
一
八
頁
)
」
と
す
る

な
と
は
、
是
非
は
別
と
し
て
、
新
ら
し
い
注
意
す
べ
き
解
稗
で
あ
ろ
う
c

爾
書

を
併
議
す
る
こ
と
を
、
お
す
す
め
し
た
い
。

(
米
国

賢

衣

郎
)
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呂
田
申
告
岡
高
凶

P
E
a
s市
出

z包
囲
包
囲

s
z
g

vu『
関
・
阿
川
・
時
円
四
阿
》
巳

vrkp-z-SVMH向
田
(
合
帽
回
可
包
回

-ew
己申同
5
3・

5
g・
kp日
同
一
阿
+
明
言
句
唱
・
宮
内
田
骨
一
同
-
h
g
M
W
M
M
国・

イ
ン
ド
人
歴
史
家
に
よ
っ
て
最
近
執
筆
さ
れ
た
ム
ガ
ー
ル
帝
闘
史
概
読
書
の

一
つ
を
紹
介
す
る
。
著
者
同
州
・
司
・
、
吋
ユ
宮
仲
立
氏
は
ア
ラ
ハ

パ
l
ド

(ESE-

g
e大
皐
史
皐
科
前
主
任
、
現
サ
ウ
ガ
ル

(ωE宮
司
)
大
皐
副
総
長
の
地
位
に

あ
る
人
、

ω
O
B
m
〉印℃
m
n
g
o同
冨

5
z
g
〉円四日
5
2同門氏
-
o
P
5
8・
の
著
な

ど
を
通
じ
て
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
l
ム
時
代
の
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

ム
ガ
ー
ル
帝
闘
史
の
概
説
書
と
し
て
は
、
既
に
英
図
人
史
家
に
よ
っ
て
編
ま

れ
た
有
名
な
吋
町
刊
の
白
Bσ

ュι同
市
呂
田
件
。
ミ

0
同

z
e
p
〈

orzJ
吋}岡市

宮
巳
岡
町
弘
司
2
5
ι
・
ゎ
回
目
耳
目
島
問

p
g勾
・
の
大
加
が
あ
る
外
、
吋
，
F
刊
の
回
目
白

σコ門日間四回一回件。ミ一
O
内同ロ門誌
P

叩門戸

σ『
国
・
出
-

U

O
品
毛
色
-
の
白
同
国
σEι
同巾

5
2
.
や
ま
た
獄
立
後
の
イ
ン
ド
人
の
書
い
た
も
の
と
し
て
〉
ロ
〉
号
曲
ロ
円
白
色

目
的
件
。
ミ
え

F
島田・

σ可
河
・
。
.
昌
三
ロ
ヨ
ハ
凶
白
子
出
・
。
・
岡
山
ミ

nvE島
町
ロ
ユ

hw

関白
Z
}
向日ロ宵白
H1
0
白骨

g
w
Nロ
島
町
【
凶
・
円
、
。
ロ
色
。
P

H

U

印0
.

同M
同
ユ
ロ
切
D
o
w
-
-
(℃-

A
F
N

印
同
・
)
に
そ
れ
ぞ
れ
ム
ガ
i
ル
時
代
史
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
ま
た
近
く
吋
宮
市

回
目
件
。
門
司
曲
ロ
品
。
三
Z
5
0ご
Z
E全
曲
口
問
V
2
1
0・
E
.σ可
河
の
.
ロ
両
副
]
ロ
5
・

色白吋

hw
〉・
0
・同》ロ

g-rR-
〈
O
-
-

〈
口
・
同
，
y
m
窓
口
同
町
回
二
w
自
立
『
巾
・
(
現
在
ま

で
に
〈
o--
円
〈
ー
ま
で
出
て
い
る
。
)
の
出
版
が
改
定
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
本
書

は
こ
れ
ら
の
ム
ガ
l
ル
朝
史
概
読
書
の
中
で
ど
の
よ
う
な
特
色
を
示
そ
う
と
す

る
の
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
本
書
の
ね
ら
い
は
今
一
つ
別
の
数
本
を
世
に
迭

出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
ム
ガ
ー

ル
帝
園
史
を
そ
れ
に
興
味
を
抱
く
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
た
め
に
最
新
の
研
究
、
調
査
に
照
し
て
再
読
す
る
こ
と
に
あ

る
」
(司
B
P
R
円
乙
)
と
。

即
ち
、
最
新
の
研
究
を
採
入
れ
た
こ
と
を
そ
の
特

色
と
す
る
と
言
う
。

著
者
は
叉
、
「
歴
史
記
述
の
精
髄
は
正
確
さ
に
あ
る
」
と

言
う
質
霞
主
義
的
主
張
か
ら
原
史
料
を
丹
念
に
精
査
し
て
可
能
な
限
り
忠
質
を
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