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的
と
し
た
。
呉
も
こ
う
し
た
宗
部
の
一
つ
で
、
幾
つ
か
の
宗
部
を
連
合
し
、
敵

到
す
る
宗
部
を
打
敗
っ
て
建
国
し
た
。
こ
れ
は
貌
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、

呉
は
更
に
宗
族
聞
に
そ
の
利
盆
を
分
配
す
る
た
め
に
、
領
兵
制
と
復
客
制
を
施

行
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
特
殊
な
分
封
制
度
で
、
南
北
朝
の
封
建
門
閥
制
度
の
原

型
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
孫
呉
建
園
及
漢
末
江
南
的
宗
部
輿
山
越
貌

晋
雨
北
朝
史
論
叢
所
収
)
。

こ
れ
に
劃
し
て
は
賀
昌
謀
、
が
「
閥
子
宗
族
、
宗
部

的
商
椛

|
l許
墾
田
南
北
朝
史
論
叢
」
(
歴
史
研
究
一
九
五
六

・
十

こ

を

渡
表
し
て
康
氏
の
設
を
反
駁
し
て

「
宗
部
と
は
宗
族
部
曲
の
意
で
、
家
強
地
主

階
級
の
武
装
組
織
を
指
す
。
唐
氏
は
宗
族
と
、
西
漠
末
に
勃
興
し
た
封
建
家
族

門
閥
と
を
混
同
し
て
い
る
の
で
、

宗
族
は
古
代
の
血
縁
並
に
地
縁
関
係
で
構
成

さ
れ
て
い
る
氏
族
共
同
惜
の
残
徐
で
、
漢
代
に
は
分
解
し
て
し
ま
っ
た
。
呉

-

刺
酬
の
基
琳
聞
が
そ
う
し
た
古
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
う
し

た
論
争
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
尿
族
の
組
織
や
政
治
開
係
を
具
般

的
に
考
察
し
て
行
く
芽
が
生
れ
れ
ば
と
思
、
つ
次
第
で
あ
る
。

以
上
で
、

本
稿
を
終
る
が
、
こ
の
時
代
の
土
地
制
度
に

つ
い
て
の
幾
つ
か
の

論
文
ゃ
、
鼠午術

・
宗
教

・
文
化
の
論
考
、
特
に
新
中
園
成
立
後
設
達
し
た
考
古

率
的
な
設
掘

・
調
査
の
報
告
等
、
胸
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
を
一
切
省
い
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
御
詫
び
す
る
。
最
後
に
こ
の
時
代
に
つ
い
て
の
概
設
を
事
げ
て
結

び
と
し
た
い
。

活
文
測
「
中
園
通
史
簡
編
修
-
訂
本
第
二
編
」
(
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

徐
徳
麟
「
三
闘
志
講
話
」
円
牽
聯
出
版
社

一
九
五

五
)

何
蕊
全
「
貌
普
南
北
朝
史
略
」

(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

斡
園
磐
「
北
朝
経
済
試
探
」
(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五
八
)

加
且
昌
翠

「漢
唐
開
封
建
的
園
有
土
地
制
輿
均
田
制
」
(
上
海
人
民
出
版
社

一
九
五

八
)

(

狩

野

直

積

)

均
田
制
の
崩
壊
と
農
民
叛
飢
を
め
ぐ

っ
て

南
北
朝
の
分
裂
の
時
代
に
績
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
惰
唐
の
統
一
帝
園
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

唐
宋
の
拙
皮
革
を
如
何
に
と
ら
え
る
か
と
い

う
こ
と
に
欄
漣
じ
て
、
時
代
匿
分
論
の
上
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
度
々
論
ぜ
ら
れ

て
来
た
こ
と
で
あ
る
。

東
洋
史
の
時
代
匝
分
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
内
藤
戊
申
氏
が
「
東
洋

史
の
時
代
区
分
諭
」
(
愛
知
大
翠
文
与
論
議

九
、
一
一

。

一
九
五
四
、

五
五
)

に
於
い
て
撃
説
史
的
展
望
を
試
み
ら
れ
、
更
に
「
中
園
史
の
時
代
区
分
論
展
望
」

(
史
林
四
一

l
て
一
九
五
八
)
に
も
準
設
史
的
展
望
を
さ
れ
て
居
ら
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
細
部
に
わ
た
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
ざ
け
た
い
と
思
う
。
け
れ
と

も
、
述
諭
の
都
合
で
、
大
ま
か
な
素
摘
を
し
て
お
く
と
、
内
藤
虎
次
郎
氏
が
、

惰
唐
時
代
を
貴
族
政
治
の
時
代
の
下
限
と
し
、
宋
以
後
を
濁
裁
政
治
の
時
代
と

す
る
時
代
医
分
を
た
て
ら
れ
、
宮
崎
市
定
氏
に
よ
っ
て
、
ヨ

l
ロ
y

パ
世
界
の

ほ
か
に
、
西
ア
ジ
ア
世
界
と
い
う
一
つ
の
高
度
の
文
化
を
も
っ
た
歴
史
世
界
を

考
え
、
ヨ

ー
ロ

ッパ

世
界
、
西
ア
ジ
ア
世
界
と
、
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
劉
比
に

お
い
て
、
時
代
区
分
の
基
準
を
見
出
そ
う
と
す
る
ミ
と
が
試
み
ら
れ
、
こ
こ
に

統
一
(
古
代

)
1分
裂
(
中
世

)
l再
統
一
(
近
世
)
と
い
う
共
通
の
事
象
が

抽
出
さ
れ
、
中
園
史
上
に
は
、
漢
の
統
て
六
朝
の
分
裂
、
宋
の
統
一
が
三
分

期
貼
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
京
都
皐
源
|

階
唐
時
代
を
中
世
吐
舎
の
下
限
と
認
め
る
|
と
、
前
田
直
典
氏
が
「
東
ア
ジ
ア

に
於
け
る
古
代
の
終
末
」
に
於
い
て
提
起
さ
れ
た
、
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
古
代

の
終
末
を
中
園
で
は
唐
末

・
五
代
、
日
本
で
は
卒
安
末
期
に
求
め
る
仕
方
が
、

そ
の
後
西
嶋
定
生
氏
ら
に
よ
っ
て
、
特
に
唐
以
前
に
は
奴
隷
が
相
嘗
多
く
以
後

は
佃
戸
が
支
配
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
唐
以
前
を
奴
隷
制
祉
舎
と
み
よ
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う
と
す
る
菌
の
賞
讃
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
歴
研
涯
1

筒
唐
時
代
を

古
代
社
舎
の
下
限
と
認
め
る
!
と
の
こ
つ
の
流
れ
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、

同
一
時
貼
に
謝
す
る
こ
つ
の
異
っ
た
態
度
は
、
そ
れ
以
後
に
成
立
す
る
祉
舎
に

濁
す
る
臭
っ
た
解
揮
を
も
た
ら
す
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
日
粧
品
闘
の
解
縛
は
、

祉
曾
閥
係
の
解
樟
で
あ
る
。
京
都
皐
涯
に
あ
っ
て
は
、
栄
代
に
成
立
す
る
制
戸

制
を
と
ら
え
て
近
世
的
小
作
者
と
さ
れ
る
。
佃
戸
は
零
細
化
さ
れ
た
土
地
を
多

量
に
集
め
た
地
主
が
一
種
の
資
本
主
義
的
経
営
を
行
う
際
、
自
由
民
と
し
て州労

働
力
を
提
供
す
る
小
作
耕
作
者
な
の
で
あ
る
。
歴
研
涯
に
あ
っ
て
は
、
佃
戸
は、

周
藤
士
口
之
氏
の
諸
研
究
を
石
母
田
正
氏
な
ど
が
分
析
し
て
、
古
代
末
期
の
コ
ロ

ナ
l
ト
制
に
似
て
居
り
、
京
都
拳
涯
が
考
え
る
よ
う
な
自
白
身
分
に
あ
る
小
作

者
で
は
な
く
、
生
産
手
段
の
貸
輿
を
通
じ
て
家
父
長
的
な
依
存
関
係
を
地
主
と

結
ん
だ
農
奴
的
な
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
以

前
と
は
唐
を
臭
っ
た
祉
曾
成
立
の
分
岐
黙
と
し
て
み
る
こ
と
は
共
通
ず
あ
る
。

一
方
で
は
、
小
作
制
と
し
て
考
え
ら
れ
、
一
方
で
は
農
奴
制
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
地
主

1
佃
戸
関
係
は
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
政
治
過
程
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
郷
敏
一

氏
の
「
唐
末
諮
叛
飢
の
性
格
」
(
東
洋
文
化
七
一
九
五
一
年
)
は
、
こ
の
政

治
過
程
に
謝
す
る
考
察
で
あ
っ
た
。
堀
氏
の
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

谷
川
道
雄
氏
の
「
隔
唐
帝
園
を
ど
う
考
え
る
か
」
(
東
洋
史
研
究
十
二
|
二

一
九
五
二
年
)
に
論
評
が
あ
る
の
で
く
わ
し
く
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
。
谷
川
氏
の

い
う
「
個
人
的
結
合
」
に
よ
る
官
僚
制
が
、
こ
の
時
代
の
最
も
基
本
的
な
支
配

隷
属
関
係
の
獲
化
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
か
と
い
う
こ

と
、
こ
の
よ
う
な
支
配
値
制
の
中
で
新
し
い
社
合
閥
係
が
成
長
し
て
ゆ
く
さ
ま

は
、
や
は
り
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
堀
氏
に
よ
っ
て

唐
朝
官
僚
制
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
規
定
さ
れ
た
下
刻
上
と

い
う
現
象
も
、
む
し
ろ
、
徐
々
に
唐
朝
官
僚
制
を
否
定
す
る
方
向
に
動
く
も
の

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
た
。
賛
同
県
の
飢
の
諸
篠
件
は
、

そ
の
方
向

の
中
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
、
唐
代
社
品
聞
の
基
本
関
係

1
図
家

・
貴
族
針
農
民
に

於
け
る
剛
被
民
が
次
第
に
組
織
化
さ
れ
、
新
し
い
祉
曾
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
麿
朝
官
僚
制
は
根
本
か
ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い

う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
均
田
制
か
ら
伽
戸
制

へ
の
経
済
的
興
草
と
直
接
に
む
す

び
つ
い
て
い
る
と
芯
れ
る
。
均
田
制
か
ら
佃
戸
制
へ
の
製
革
が
何
を
意
味
す
る

か
に
つ
い
て
の
論
考
、
特
に
農
民
叛
飢
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
関
係
論
文
と
し
て
は
、
谷
川
道
雄
氏
「
安
史
の

飢
の
性
格
に
つ
い
て
」
(
名
古
屋
大
皐
文
曲学
部
研
究
論
集
四
史
撃
3

一
九
五

四
年
)
、
同
氏

「寵
助
の
鋭
に
つ
い
て
」
〔
向

刃

史

畢
4

一
九
五
五
年
)
が

あ
り
、
堀
敏
一
氏
に
は、

前
掲
論
文
を
補
強
さ
れ
た
「
麿
末
の
麹
革
と
農
民
層

の
分
解
」
(
歴
史
-
評
論
八
八
一
九
五
七
年
)
及
び
「
資
換
の
叛
飢
|
唐
末
端
挺

草
の
一
考
察
」

(
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要

一

一二
一
九
五
七
)
と
が
あ
る
。

以
下
そ
れ
ぞ
れ
問
題
駄
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一一

谷
川
氏
は

「
安
史
の
飢
の
性
格
に
つ
い
て
」
に
於
い
て
、
藩
銀
陸
制
の
歴
史

的
位
置
づ
け
を
輿
え
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
務
銀
強
制
は
八
世
紀
の
前
半
に
於

け
る
溢
境
で
の
節
度
使
制
の
確
立
と
、
中
園
内
部
に
於
け
る
探
訪
庭
置
使
制
に

も
と
づ
く
州
，
フ

ロ
ッ
ク
燈
制
の
採
用
に
そ
の
原
型
が
も
と
め
ら
れ
る
。
唐
朝
は

こ
の
よ
う
な
方
法
K
よ
っ
て
皇
帝
を
頂
黙
と
す
る
世
界
帝
園
組
制
を
維
持
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
中
央
集
権
制
と
の
矛
盾
が
内
在
し
た
。
八
世

紀
後
半
以
降
、
こ
の
矛
盾
は
増
大
し
、
河
北
地
区
を
中
心
と
す
る
牟
溺
立
的
藩

鎮
が
成
立
し
、
中
央
集
権
制
は
決
定
的
に
破
綻
を
き
た
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政

治
形
態
の
質
的
な
蒋
換
を
お
し
す
す
め
た
の
が
「
安
史
の
飽
」
で
あ
る
と
い
う
。
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氏
は
、
安
史
の
飢
に
登
場
す
る
双
方
の
軍
隊
を
分
析
し
、
安
蘇
山
側
は
、
契

丹

・
契

・
室
掌
な
ど
の
蕃
兵
を
、
唐
朝
側
は
河
南
・
河
北
な
ど
の
地
方
官
に
。

き
い
ら
れ
た
漢
兵
を
主
力
と
し
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
飢
の
性
格
、
反

飢
鎮
座
後
の
河
北
三
鎮
の
成
立
の
事
情
に
何
ら
か
の
一
示
唆
を
興
え
る
も
の
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
反
飢
甲
車
の
主
要
な
構
成
要
素
が
契
丹
な
ど
の
蕃
兵
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
こ
の
戦
飢
が
北
方
民
族
の
中
閣
に
射
す
る
外
窓
の
ご
と
き
感
を
い
だ
か

せ
る
が
、
飢
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
唐
朝
節
度
使
安
椋
山
と
皇
帝
側
近
楊
闘

忠
と
の
劉
立
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
。

こ
こ
で
氏
は
唐
と
外
民
族
と
の
聞
係
を
分
析
さ
れ
、
天
費
時
代
は
外
民
族
こ
と

に
契
丹
が
扇
際
世
制
を
や
ぶ
っ
て
自
立
化
の
傾
向
を
増
大
し
た
と
き
で
あ
り
、

世
界
帝
園
の
唯
一
の
支
配
者
た
る
べ
き
玄
宗
の
期
待
に
そ
う
べ
き
も
の
と
し
て

安
称
山
が
登
場
し
た
。
こ
こ
に
鰻
父
子
聞
係
の
形
で
北
方
民
族
が
安
緑
山
の
下

に
強
力
な
軍
事
力
と
し
て
組
織
さ
れ
、
公
職
と
し
て
の
節
度
使
の
任
務
が
、
そ

の
拡
的
兵
力
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
安
除
山
と
楊
図
忠

の
勢
力
の
針
立
が
寅
力
で
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
そ
の
軍
隊
は
内

飢
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
性
絡
を
強
く
し
た
。
こ
れ
が
反
飢
軍
が
外
窓
と
み

ら
れ
る
性
格
を
規
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
叉
、
麿
朝
側
の
主
要
構

成
要
素
が
河
南

・
河
北
の
郡
豚
官
に
ひ
き
い
ら
れ
た
漢
兵
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
占
領
地
域
に
於
け
る
反
飢
軍
の
「
残
暴
」
に
よ
っ
て
激
愛
さ
れ
た
民

衆
の
抵
抗
意
識
が
郡
懸
官
を
も
り
た
て
て
自
衛
寧
を
組
織
せ
し
め
た
。

一
方、

自
分
と
の
つ
な
が
り
を
確
保
し
て
北
族
兵
を
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
安
様
山

の
行
っ
た
「
残
暴
」
が
ま
す
ま
す
河
北

・
河
南
の
自
衛
と
抵
抗
意
識
を
強
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
顔
員
卿
等
の
行
動
は
、
そ
の
主
観
的
動
機
に
か
か
わ
り
な
く
、

民
衆
の
自
衛

・
怒
抗
の
カ
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
京
畿
の
民
衆
が

唐
箪
を
待
ち
の
ぞ
ん
だ
の
も
、
唐
朝
復
興
へ
の
期
待
か
ら
で
は
な
く
、
彼
等
の

自
衛
の
苦
闘
と
反
飢
軍
の
支
配
を
く
つ
が
え
し
得
ぬ
軍
事
力
の
不
十
分
さ
か
ら

く
る
切
貨
な
感
情
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
て
こ
の
自
衛
組
織
は
、
「
父
老
」

に
代
表
さ
れ
る
共
同
位
的
原
理
と
「
郡
家」

「
豪
右
」
に
代
表
さ
れ
る
階
層
的

原
理
と
を
紐
幣
と
し
て
郡
勝
官
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
居
た
。
や
が
て
反
飢
軍
の

構
成
に
も
鑓
化
を
及
ぼ
し
た
。
即
ち
、
史
思
明
は
一
日
-
降
服
し
た
の
ち
、
か
つ

て
の
自
術
祭
闘
と
接
近
し
、
休
戦
欧
態
の
持
綴
に
射
す
る
「
河
北
の
百
姓
」
の

切
望
を
逆
用
し
て
再
叛
す
る
が
、

「河
北
の
百
姓
」
は
史
思
明
の
欺
臓
を
打
破

る
力
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
内
乱
後
成
立
す
る
河
北
三
鎮
は
、
民
衆
の
意
思

を
反
吠
し
て
唐
朝
に
反
抗
し
つ
つ
も
、
本
質
的
に
は
民
衆
の
支
配
者
た
る
性
格

を
も
つ
に
い
た
っ
た
。

叉
、
「
腐
助
の
飢
に
つ

い
て
」
は
、
内
藤
虎
次
郎
氏
、
王
丹
苓
氏
の
共
に
唐

帝
閣
の
崩
壊
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
し
て
、
積
極
的
に
意
義
づ
け
ら
れ

た
あ
と
を
受
け
て
、
こ
の
飢
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
隠
助
の
飢
の
よ
っ
て
き
た
る
原
因
は
、
谷
川
氏
に
あ
っ
て
は
、
安
史
の
飢

の
際
に
唐
朝
権
力
の
弱
般
化
が
暴
訴
さ
れ
土
袋
中
心
の
自
術
集
閣
の
形
成
と
、

唐
朝
と
し
て
も
こ
れ
ら
在
地
勢
力
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、

飢
後
、
在
地
勢
力
の
座
服
に
つ
と
め
た
。
け
れ
ど
も
、
河
北
諸
鎮
の
牢
獄
立
化
が

お
こ
る
と
徐
州
を
中
心
と
す
る
地
方
に
強
藩
を
設
置
し
、
朝
廷
自
身
が
こ
れ
を

把
撞
す
る
必
要
が
生
じ
、
武
寧
軍
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
日
ま
し

に
武
寧
軍
の
反
中
央
気
運
が
盛
ん
と
な
る
に
及
ん
で
、
中
央
は
財
源
た
る
江
准

を
守
る
た
め
の
自
己
の
軍
事
力
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に

も
と
め
ら
れ
る
。
自
己
の
軍
事
力
を
否
定
す
る
段
階
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
時

に
遭
遇
し
た
の
が
南
訟
の
侵
入
で
あ
り
、
兵
力
不
足
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
に

募
兵
が
行
わ
れ
た
が
、
三
年
一
代
の
約
束
が
反
古
に
さ
れ
た
と
き
に
不
満
が
爆

愛
し
た
の
が
腐
動
の
飢
で
あ
る
が
、
こ
の
飢
が
念
速
に
繍
大
し
た
の
は
、
藩
鎖
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制
度
を
遜
じ
て
行
わ
れ
る
唐
朝
の
慶
迫
と
収
奪
に
苦
し
む
民
衆
の
参
加
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
唐
朝
支
配
か
ら
の
解
放
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
麗

助
は
こ
の
期
待
に
慮
、
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
己
の
築
達

に
利
用
し
よ
う
と
し
た
レ
、
一
時
反
権
力
側
に
立
っ
た
土
豪
層
も
次
第
に
反
農

民
的
武
力
秩
序
を
構
成
し
飢
を
失
敗
に
お
い
や
っ
た
。
し
か
し
農
民
の
絶
え
ざ

る
唐
朝
に
謝
す
る
反
抗
は
、
つ
い
に
貧
巣
の
飢
を
み
ち
び
き
出
し
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
唐
朝
の
世
界
帝
園
と
い
う
支

配
燈
制
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
矛
盾
に
よ
っ
て
生
じ
た
安
史
の
飽
に
よ
っ
て

動
揺
し
、
飢
の
際
に
民
衆
の
自
衛
集
圏
が
郡
勝
官
を
動
か
し
て
抵
抗
を
績
け
た

が
、
飢
後
は
、
藩
銀
が
農
民
の
支
配
者
と
し
て
の
性
格
を
う
ち
出
し
て
来
る
こ

と
「
。
そ
の
藩
銀
支
配
の
中
か
ら
、
こ
れ
に
針
抗
す
る
朝
廷
の
把
握
す
る
強
力
な

藩
鎮
の
設
置
が
み
ら
れ
、
や
が
て
こ
の
藩
鎮
自
身
、
反
中
央
性
を
如
貧
に
あ
ら

わ
し
て
来
る
と
こ
れ
を
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
諸
矛
盾
の
集
積

が
腐
助
の
鋭
、
そ
れ
に
縦
く
賞
巣
の
飢
に
設
展
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
叛
飢
の
絞
述
の
中
で
、
氏
が
農

民
層
の
分
解
と
か
、
農
民
そ
の
も
の
の
闘
い
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

堀
敏
一
氏
の
論
考
と
一連
関
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
堀
氏
は
、
「
賀
川
巣
の
叛
飢
」

に
於
い
て
、
均
田
制
の
溺
壌
の
中
か
ら
成
長
し
た
土
豪
・
富
商
日
閣
が
新
し
い
農

民
支
配
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
均
田
制
l
律
令
機
構
に
寄
生
す
る
醤
来
の
貴
族
支

配
を
打
倒
し
て
こ
れ
に
と
っ
て
代
る
こ
と
が
、
・
こ
の
時
代
の
端
皮
革
の
意
義
で
あ

る
と
の
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
土
豪

・
富
商
層
に
指
導
さ
れ
た
庚
汎

な
農
民
叛
飢
が
黄
巣
の
飢
で
新
し
い
支
配
陸
制
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
い
た
の
だ
、

と
い
う
。
堀
氏
が
こ
こ
で
考
え
ら
れ
た
農
民
層
の
分
解
と
は
、
政
府
の
税
法
や

専
賀
制
に
依
存
し
て
成
長
す
る
特
権
的
商
業
資
本
の
方
向
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、

多
数
の
破
産
農
民
と
寄
生
人
口
を
褒
生
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
私
盤
・
私
茶
の
集

圏
を
中
心
に
す
る
群
盗
と
い
う
抵
抗
の
形
式
が
出
て
来
る
。
こ
れ
を
核
と
し
て

多
数
の
貧
農
な
ど
が
参
加
し
そ
の
威
力
を
増
し
、
在
地
支
配
者
の
政
権
に
道
を

ひ
ら
い
た
賀
換
の
飢
の
推
進
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
黄
山
染

の
飢
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
五
代

・
宋
以
後
の
政
権
が
、
農
民
分
解
の
結
果

生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
土
豪

・
富
商
層
の
農
民
支
配
の
政
権
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

黄
出
来
の
観
は
古
代
帝
園
H
家
父
長
制
的
人
身
的
隷
属
関
係
に
立
つ
祉
舎
を
破
壊

し
て
佃
戸
制
と
い
う
封
建
的
関
係
に
立
つ
祉
舎
を
う
ち
た
て
た
と
し
て
大
き
く

評
領
さ
れ
る
べ
〆き
で
あ
り
、
唐
宋
の
端
皮
革
は
古
代
と
中
世
を
わ
か
つ
も
の
と
し

て
解
律
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

谷
川
氏
は
、
富
商
・
富
農
が
藩
鎮
の
武
力
を
背
景
に
し
な
が
ら
賦
税
忌
避
を

お
こ
な
っ
て
い
る
面
か
ら
、
富
商
・

富
山
炭
層
の
徐
々
に
で
は
あ
る
が
麿
朝
否
定

の
方
向
を
見
出
そ
う
と
さ
れ
る
の
に
封
し
、
堀
氏
は
藩
鎮
の
武
力
に
封
す
る
土

豪
暦
の
寄
生
特
権
化
の
面
を
指
摘
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
は
、
唐
朝
支
配
の
否
定
と

い
っ
た
こ
と
は
あ
ら
わ
れ
得
な
い
と
さ
れ
て
居
る
。

こ
の
見
方
は
、
松
井
秀

一

氏
の
「
唐
代
後
牢
期
の
江
准
に
つ
い
て
」

(
史
事
雑

誌

六

六

|
一
一
一
九
五
七

年
)
に
も
根
本
的
に
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
堀
氏
は
憲
宗
以

来
の
落
銭
に
、
中
央
に
劃
す
る
寄
生
化
の
面
を
強
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

谷
川
氏
に
よ
っ
て
高
く
許
領
さ
れ
た
藩
鎮
の
反
中
央
的
性
格
は
全
く
か
え
り
み

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
藩
鎮
髄
制
は
唐
朝
の
世
界
帝
園
支
配
の
中
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
否
定
的
な
も
の
、
土
豪
層
に
さ
さ
え
ら
れ
た
反
中
央
的
な
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
新
し
い
農
民
支
配
鐙
制
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

堀
氏
は
、

黄山拠
の
飢
が
未
熟
で
は
あ
る
が
封
建
的
生
産
様
式
の
に
な
い
手
で

あ
る
土
豪

・
富
商
層
の
支
配
位
制
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
い
た
と
さ
れ
、

こ
こ
に

唐
代
(
古
代
帝
園
と
し
て
の
)
の
家
父
長
的
人
身
的
隷
属
倒
係
も
徐
A

に
で
は

あ
る
が
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
宋
以
後
に
成
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立
す
る
強
大
な
濁
裁
君
主
権
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
ず
、
い
き
な
り
宋
以

後
の
政
機
は
均
田
制
の
中
か
ら
分
解
し
て
残
生
し
た
土
豪

・
富
商
岡崎の
代
表
者

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
唐
宋
の
同
皮
革
を
古
代
よ
り
中
世
封
建
制
へ
の

移
行
と
し
て
説
明
す
る
に
は
、
こ
の
溢
の
説
明
が
も
っ
と
突
っ
こ
ん
で
な
さ
れ

る
べ
き
だ
と
岡
山
う
の
で
あ
る
が
。

次
に
、
均
田
農
民
層
の
分
解
に
つ
い
て
、
相
氏
に
よ
れ
ば
、
農
民
時間
の
分
解

が
均
田
制
的
人
身
支
配
形
式
を
う
ち
ゃ
ぶ
っ
て
佃
戸
制
封
建
的
側
係
を
生
み
出

し
た
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
均
田
制
下
に
於
け
る
農
民
の
図
家
に
針

す
る
把
揮
の
さ
れ
方
の
考
察
が
な
さ
れ
て
居
な
い
の
を
不
思
議
に
思
う
。
躍
に

家
父
長
制
的
人
身
的
隷
腐
閥
係
が
農
民
間
摘
の
分
解
に
よ
っ
て
う
ち
ゃ
ぶ
ら
れ
て

行
く
と
い
う
だ
け
で
は
、
何
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
思
う
。
麿
の
図
家
刑
判
農

民
の
閥
係
に
つ
い
て
、
論
考
さ
れ
た
宮
崎
市
定
氏
の
「
唐
代
賦
役
制
度
新
考
」

(
東
洋
史
研
究
一
四
1

四
一
九
五
六
年
)
の
成
果
、
唐
代
の
筏
役
制
度
の

精
紳
が
人
民
の
身
分
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
均
田
制
下
に
於
け
る
農

民
の
身
分
は
園
家
の
農
奴
的
な
性
格
を
保
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
受
田

民
勺と
の
問
の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
荘
園
所
有
者
と
そ
の
部
曲
と
の
聞
の
関
係
に

あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
と
の
設
言
が
も
う

一
度
じ
っ
く
り
考
え
ら
れ
て
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
い
で
に
二
一
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
姻
氏
・
松
井
氏
の

論
考
で
は
、
唐
以
前
と
麿
以
後
の
祉
舎
の
あ
り
方
の
差
逃
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ

た
が
、
漢
と
唐
と
の
聞
に
は
差
逃
が
あ
る
の
か
と
う
か
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら

く
、
「
基
本
的
に
は
同

一
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
了
解
」
(
西
島
定
生

氏
)
さ
れ
た
の
か
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
漠
よ
り
一
一一
図
へ
の
雛
化
は
簡
単
に

「
了
解
」
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
聞
に
は
い
が

い
に
大
き
な
断
層
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら

す
る
と
、
惰
唐
時
代
の
研
究
は
第
一
に
漢
代
と
の
差
違
と
い
う
賂
で
研
究
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一一一

均
田
制
と
荘
函
制
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

均
田
制
と
荘
園
制
は
全
く
針
立
し
、
併
行
的
に
は
存
在
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る

と
い
う
授
言
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か。

均
田
制
は
い
わ
ば
政
府
の
荘
園
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
受
困
者
の
耕
作
権
が
次
第
に
所
有
機
化
し
て
ゆ
く

傾
向
に
あ
り
、
土
地
の
創
換
え
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。

(
宮
崎
市
定
氏
「
中
園

史
上
の
荘
園
」
歴
史
数
育
二
|
六
)
均
田
制
的
人
身
的
収
奪
値
制
と
は
、
い

い
か
え
れ
ば
閤
家
の
農
民
に
針
す
る
態
度
が
農
奴
的
な
も
の
と
し
て
制
到
底
し
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
雨
税
法
的
収
奪
鐙
制
へ
の
移
行
は
つ
ま
り
溺
立
自
営
農
民

が
分
解
し
、
次
第
に
子
孫
の
聞
に
細
分
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
経
闘
の
所
有
者
は
多

数
の
土
地
を
買
い
し
め
て
前
代
と
は
性
質
の
襲
っ
た
大
土
地
所
有
者
と
な
り
、

同
時
に
自
営
農
民
が
波
落
し
て
佃
戸
と
な
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
契
約
に
よ
っ

て
有
力
者
の
土
地
を
租
倒
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
、
貴
族
寺
院
の
荘
園
は

唐
も
中
頃
に
な
る
と
従
来
の
封
鎖
的
な
経
営
を
改
め
、
積
極
的
に
貨
弊
経
済
に

結
び
つ
こ
う
と
し
た
。
援
鎧
の
大
規
模
な
設
置
や
邸
広
・
庖
舗
の
開
放
な
ど
は

こ
れ
を
如
貨
に
物
語
っ
て
い
る
。
南
北
朝
時
代
の
陛
閣
は
ま
だ
そ
れ
程
ま
で
に

問
題
と
は
な
っ
て
居
な
い
が
、
「
立
屯
封
山
深
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
あ
る
と
お

り
立
地
保
件
の
複
雑
な
と
こ
ろ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
衆
代
に
入

る
と
、
そ
の
性
質
は
大
い
に
か
わ
り
、
零
細
な
土
地
を
富
豪
が
買
い
あ
さ
っ
て

こ
れ
に
鮭
な
る
名
を
つ
け
た
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
あ
ち
ら
に
一
圏
、
こ
ち
ら
に

一
閣
と
い
う
有
様
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
使
役
さ
れ
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
伽
戸
で

あ
る
が
そ
の
性
質
も
大
い
に
か
わ
り
、
有
力
者
の
土
地
を
租
制
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
荘
園
制
と
い
う
「
こ
と
ば
」
に
捉
わ
れ
て
自
ら
を
身
動
き
な
ら
な
い
も

の
に
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
佃
戸
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
そ
の
よ
う

な
反
省
の
上
で
の
恨
重
な
態
度
が
の
ぞ
ま
れ
る
。

以
上
、
ま
こ
と
に
怒
意
的
な
仕
方
で
研
究
の
紹
介
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

非
躍
に
わ
た
る
鮎
も
多
々
あ
る
こ
と
と
思
う
。
そ
の
黙
は
筆
者
の
浅
皐
の
故
と

お

許

し

ね

が

っ

て

お

く

。

(

横

山

裕
男
)
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